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さ
れ
て
い
ま
す
。
附
属
す
る
文
書
に
よ
れ

ば
、
こ
の
文
字
は
、
公
家
の
久こ

我が

某な
に
が
しの
書

で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
能
書
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

匏
の
部
分
に
は
、
銘
に
関
連
し
て
、
大

き
な
満
月
と
雁
の
群
れ
と
を
瀟

し
ょ
う

洒し
ゃ

な
蒔
絵

で
あ
ら
わ
し
、
秋
の
風
情
を
醸
し
出
し
て

い
ま
す
。

　

愛
玩
す
る
楽
器
に
和
歌
に
基
づ
い
た
ゆ

か
し
い
銘
を
つ
け
、
そ
の
銘
に
ち
な
む
デ

ザ
イ
ン
を
あ
ら
わ
し
た
美
し
い
容
れ
物
を

作
り
、
幾
重
に
も
大
切
に
包
み
込
む—

こ
の
小
さ
な
作
品
一
つ
に
、
音
楽
、
文
学
、

書
、
そ
し
て
美
術
と
い
う
総
合
的
な
芸
術

の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
世

界
の
中
心
と
な
る
の
は
、「
銘
」
が
作
り
出

す
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

銘
は
、
単
に
他
の
物
と
区
別
す
る
た
め

の
名
前
で
は
な
く
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を

作
り
出
す
源
泉
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

髙
木
文
恵
）

日
本
古
来
の
音
楽
が
融
合
し
て
平
安
時
代

に
完
成
し
ま
し
た
。
宮
廷
や
寺
社
の
儀
式

で
奏
で
ら
れ
、
貴
族
た
ち
の
教
養
と
し
て

も
嗜た

し
な

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
伝
統
は
脈
々
と

受
け
継
が
れ
、
今
日
で
も
宮
内
庁
楽
部
に

よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
各
地
の

社
寺
に
お
い
て
も
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、

神
前
の
結
婚
式
な
ど
で
も
奏
で
ら
れ
て
い

ま
す
。雅
楽
で
用
い
る
楽
器
、す
な
わ
ち
雅

楽
器
は
、
私
た
ち
が
よ
く
知
る
琴
や
琵び

わ琶
、

能
で
使
う
能
管
な
ど
、
多
く
の
伝
統
楽
器

の
原
型
と
な
る
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
彦
根
藩
主
井
伊
家
に
伝
来
し

た
雅
楽
器
の
ひ
と
つ
、

「
初は

つ

雁か
り

」
と
い
う
銘

を
持
つ
笙し

ょ
う

を
ご
紹
介

し
ま
す
。
笙
は
、
吹

口
の
つ
い
た
木
製
漆

塗
の
匏ほ

う

に
17
本
の
竹

管
を
差
し
込
み
、
そ

の
竹
管
の
下
の
端
に

リ
ー
ド
を
取
り
付
け
、

吹
口
か
ら
息
を
吹
き

込
ん
だ
り
吸
っ
た
り

し
て
音
を
出
す
管
楽

　

銘
と
は
、
も
と
も
と
、
金
属
や
石
、
器

物
な
ど
に
彫
り
つ
け
た
文
字
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
多
く
は
何
か
の
事
柄
を
記
録
し
、

人
の
功
績
を
褒
め
称た

た

え
る
内
容
で
し
た
。

　

時
代
を
経
て
、品
物
に
つ
け
る
名
称
、特

に
優
れ
た
物
や
大
事
な
も
の
に
つ
け
る
名

称
の
こ
と
も
銘
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
茶
道
具
に
つ
け
ら
れ
る
銘
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
雅が

楽が
っ

器き

の
銘
は
そ
れ

よ
り
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。

　

雅
楽
は
、
日
本
の
伝
統
音
楽
を
代
表
す

る
も
の
で
、
ア
ジ
ア
大
陸
諸
国
の
音
楽
を

取
り
込
ん
だ
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
そ
し
て

楽
器
に
つ
け
ら
れ
た
銘め

い

器
で
す
。
音
を
出
す
原
理
は
ハ
ー
モ
ニ
カ

と
同
じ
で
、
主
に
和
音
を
奏
で
ま
す
。

　

こ
の
笙
は
、
江
戸
時
代
半
ば
の
享
保
17

年
（
１
７
３
２
）、大
坂
天
王
寺
の
楽が

く

人じ
ん

（
雅

楽
の
演
奏
者
）
で
、
楽
器
の
中
で
も
特
に

笙
を
家
業
と
し
て
い
た
林

は
や
し

広ひ
ろ

房ふ
さ（

１
６
６
９

～
１
７
４
７
）
が
竹
管
部
分
を
製
作
し
ま
し

た
。
江
戸
時
代
に
は
、
奏
者
自
身
が
笙
を

作
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
初
雁
」
と
い
う
銘
は
、笙
を
収
め
る
箱

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
文
字
か
ら
、
鎌
倉
時
代

の
歌
人
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定さ
だ

家い
え

（
１
１
６
２
～
１
２
４

１
）
の
歌
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

草
が
れ
（
枯
）　
　の
あ（
朝
）した
の
原
に
風
す
（
過
）ぎ
て

　
　
さ
え
行
（
ゆ
く
）そ
ら
（
空
）　
　に
は
つ
（
初
）　

雁
（
か
り
）の
声

　

歌
の
意
は
、
草
枯
れ
し
た
朝

あ
し
た

原の
は
らに
風
が

吹
き
過
ぎ
、
寒
さ
を
増
す
空
に
初
雁
の
声

が
響
き
渡
る—

朝
原
と
は
、
奈
良
県
北

西
部
の
丘
陵
地
帯
の
地
名
で
、
和
歌
の
題

材
と
さ
れ
た
日
本
の
名
所
、
つ
ま
り
歌
枕

の
ひ
と
つ
で
す
。

　

箱
の
蓋
の
表
に
こ
の
歌
の
上
の
句
と

「
定
家
卿
」
の
文
字
が
、裏
に
は
下
の
句
が

金
蒔ま

き
　
え絵

の
技
法
で
流
麗
な
文
字
で
あ
ら
わ

　

写
真
の
作
品
は
、
テ
ー
マ
展
「
雅

楽
器
と
銘
」
で
８
月
31
日
㈮
〜
９
月

25
日
㈫
の
期
間
、
展
示
し
て
い
ま
す

（
期
間
中
無
休
）。

▲笙　銘初雁


