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○
史
料
の
発
見

先
日
、
お
寺
の
古
い
書
類
を
整
理
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
一
つ
の
茶
封
筒
を
見
つ
け
た
。

中
に
は
手
紙
や
ら
何
や
ら
い
ろ
い
ろ
と
紙
が

入
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
一
枚
の
チ
ラ
シ
を

見
つ
け
た
。
チ
ラ
シ
に
は
、

會

場
・
淀
橋
柏
木
淨
水
場
前

於

常
圓
寺

日

時
・
七
月
十
七
日
午
後
一
時
開
會

聴
講
随
意

大
施
餓
鬼
法
要
執
行
當
日
演
奏

と
あ
り
、
ど
う
や
ら
常
圓
寺
の
施
餓
鬼
法
要
の

前
の
演
奏
会
の
チ
ラ
シ
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
演
奏
さ
れ
る
の
は
「
感
應
胎
籠
祖

か
ん
の
う
は
ら
ご
も
り

師
堂
之
由
来
」
と
題
さ
れ
た
「
新
作
浪
曲
」
で

あ
る
と
い
う
。「
感
應
胎
籠
祖
師
」
と
は
、
も
ち

ろ
ん
「
淀
橋
柏
木
淨
水
場
前

常
圓
寺
安
置
」

と
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
も
常
圓
寺
祖
師

堂
に
祀
ら
れ
る
祖
師
像
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

を
題
材
に
つ
く
ら
れ
た
浪
曲
が
、「
新
興
浪
曲

の
巨
星

不
二
松
風
」と
い
う
浪
曲
師
に
よ
っ

ふ

じ

し
ょ
う
ふ
う

て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

○
昭
和
三
十
五
年
の
手
紙

さ
て
、
こ
の
チ
ラ
シ
に
は
残
念
な
が
ら
年
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
体
い
つ
頃
の
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
が
同
じ
茶
封
筒

に
入
っ
て
い
た
手
紙
に
書
か
れ
て
い
た
。

演
出
指
導
」
と
あ
り
、
手
紙
の
差
出
人
「
菊
香

堂
錦
升
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
調
べ
て
み

た
が
、
残
念
な
が
ら
、
浪
曲
師
な
ど
の
中
に
こ

の
人
物
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

○
新
作
浪
曲
を
奉
納

さ
て
、
こ
の
手
紙
で
あ
る
が
、
内
容
は
二
十

五
年
前
に
常
圓
寺
で
披
露
し
た
こ
の
新
作
浪
曲

の
台
本
が
常
圓
寺
に
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

問
い
合
わ
せ
る
も
の
で
、
も
し
、
戦
災
で
台
本

が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
の
手
元

に
あ
る
台
本
を
元
に
改
め
て
書
き
直
し
、
奉
納

し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す

る
返
信
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
や

り
と
り
に
な
っ
た
の
か
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な

い
が
、
残
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
か
ら
推
測
す
る
と
、

お
そ
ら
く
常
圓
寺
に
は
件
の
台
本
が
残
っ
て
い

な
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
初
の
手
紙
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
錦
升
氏
か
ら

新
た
に
書
き
直
さ
れ
た
台
本
が
届
け
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
奉
納
さ
れ
た
台
本
も

同
じ
茶
封
筒
に
残
さ
れ
て
い
た
。

と
く
中
で
、
折
に
触
れ
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
由
来
に
加
え
、
副
題
に
「

併

殉

教
烈

な
ら
び
に
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
れ
っ

士
畳
屋
太
平
の
事
蹟
」
と
あ
る
よ
う
に
、
廃
寺

し

た
た
み

や

た

へ
い

と
な
っ
て
い
た
感
應
寺
の
再
興
を
願
い
、
殉
教

し
た
幕
末
の
畳
職
人
太
平
（
台
本
に
よ
る
と
新

宿
原
町
経
王
寺
の
檀
信
徒
と
い
う
）
に
つ
い
て

も
語
ら
れ
て
い
る
。
明
治
か
ら
芸
と
し
て
確
立

し
て
き
た
浪
曲
は
、「
浪
花
節
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
世
俗
の
義
理
人
情
を
主
題
と
す
る
も
の

が
多
い
が
、
こ
の
浪
曲
も
「
胎
籠
祖
師
像
」
を

祀
る
感
應
寺
を
再
興
す
る
と
い
う
、
信
仰
に
殉

じ
た
一
職
人
を
語
り
、
常
圓
寺
に
奉
安
さ
れ
る

祖
師
像
が
そ
の
よ
う
な
篤
い
信
仰
を
集
め
て
い

た
由
緒
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
伝
え
ら
れ
る
由
緒
と
記
憶

こ
の
新
作
浪
曲
に
は
「
江
戸
事
蹟
資
料
編
纂

浪
曲
第
二
回
作
品
」
と
の
タ
イ
ト
ル
も
付
け
ら

れ
て
い
る
。
当
時
、
江
戸
に
関
わ
る
事
蹟
を
浪

曲
に
よ
っ
て
編
纂
し
、
そ
れ
を
語
り
伝
え
て
い

く
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
回

の
史
料
か
ら
は
、
鼠
山
感
應
寺
か
ら
常
圓
寺
へ

と
い
う
「
祖
師
像
」
の
事
蹟
や
由
緒
・
記
憶
が

戦
争
を
挟
み
、
し
か
も
そ
れ
が
お
寺
の
外
か
ら

の
力
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
、
そ

の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
手
紙
の
中
で
当
時
六
九
才
で

あ
っ
た
錦
升
氏
は
、
こ
の
奉
納
に
つ
い
て
「
老

後
の
思
い
出
に
後
世
に
遺
し
た
い
」
と
い
っ
て

い
る
が
、
実
は
こ
の
時
、
も
う
一
つ
氏
よ
り
常

圓
寺
に
届
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

（
次
回
に
続
く
）

○
「
感
應
胎
籠
祖
師
堂
之
由
来
」

残
さ
れ
た
台
本
は
、
筆
書
き
で

十
四
頁
に
し
た
た
め
ら
れ
、
常
圓

寺
の
「
胎
籠
祖
師
像
」
に
つ
い
て

の
由
緒
と
、
そ
れ
が
奉
安
さ
れ
る

祖
師
堂
建
立
の
由
来
に
つ
い
て
、

関
わ
る
人
物
や
様
子
が
臨
場
感
を

も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
常
圓
寺

の
祖
師
像
が
、
江
戸
時
代
の
天
保

の
数
年
間
、
雑
司
ヶ
谷
に
あ
っ
た

鼠
山
感
應
寺
に
そ
の
由
緒
を
も
つ

こ
と
は
、
常
圓
寺
の
歴
史
を
ひ
も

お
施
餓
鬼
に
語
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
た

「
胎
籠
祖
師
堂
」
の
由
来

こ
の
手
紙
は
消
印
か
ら
昭
和
三
十
五
年
に
当

時
の
常
圓
寺
住
職
で
あ
っ
た
及
川
真
学
上
人
に

宛
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
紙

に
よ
れ
ば
、
こ
の
浪
曲
が
披
露
さ
れ
た
の
は
昭

和
十
一
年
で
あ
る
と
い
う
。
今
か
ら
八
十
三
年

前
、
現
在
と
同
じ
七
月
十
七
日
に
厳
修
さ
れ
た

施
餓
鬼
法
要
の
前
に
披
露
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

○
「
菊
香
堂
錦
升
」
氏

こ
の
手
紙
の
差
出
人
は
「
菊
香
堂
錦
升
」
と

き
く

か

ど
う
き
ん
し
ょ
う

い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
紙
の
他
、
同
じ

差
出
人
の
二
通
の
ハ
ガ
キ
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
昭
和
十
一
年
に
「
及
川
御

山
主
」、
つ
ま
り
当
時
の
住
職
及
川
真
能
上
人

の
依
頼
で
こ
の
浪
曲
を
公
開
し
た
と
い
う
。
先

の
チ
ラ
シ
（
番
組
表
）
に
は
「
岡
山
丘

作
詞
・

た
か
し

連

載

第

回
67
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施餓鬼での浪曲披露を宣伝するチラシ

２


