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あ

り
。

　
　
　
　

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
旧
年
中
は
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
の
夏
か
ら
秋
に
か

け
て
、
徳
島
市
八
万
町
の
県
立

文
書
館
で

「
長
谷
寺
の
古
文
書
」

展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

檀
家
さ
ん
に
は
案
内
の
チ
ラ
シ

を
お
渡
し
し
ま
し
た
の
で
、
訪
れ

た
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。

　

中
に
は
展
示
解
説
が
行
わ
れ

る
と
き
を
狙
っ
て
足
を
運
ん
だ
人

も
い
て
、
そ
う
い
う
人
は
と
て
も

よ
く
分
か
っ
た
と
喜
ん
で
も
ら
っ

た
み
た
い
で
す
。

　

た
だ
展
示
さ
れ
た
史
料
を
眺

め
、
解
説
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、

小
難
し
く
て
よ
く
分
か
ら
な
い

し
、
あ
ま
り
興
味
も
わ
か
な
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

行
っ
て
み
た
け
ど
よ
く
分
か
ら

な
か
っ
た
方
、
残
念
な
が
ら
行
け

な
か
っ
た
方
、
も
ち
ろ
ん
見
に
行
っ

て
と
て
も
た
め
に
な
っ
た
と
い
う

方
た
ち
の
復
習
の
た
め
に
も
、
今

回
は
こ
の
古
文
書
展
の
話
を
し
ま

し
ょ
う
。

☆
前
史

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
展
覧
会
が

開
催
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
い
さ
さ

か
の
経い

き
さ
つ緯

が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
が
鳴
門
に
来
て
間
も
な
い
頃

の
こ
と
。
先
代
住
職
が
寺
史
を

ま
と
め
た
と
き
に
使
っ
た
史
料
だ

け
で
な
く
、
下
張
り
に
文
字
の

書
か
れ
た
和
紙
が
多
く
使
わ
れ

た
古
い
大
量
の
襖
も
、
蔵
の
奥
に

放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
し
た
。

　

曲
が
り
な
り
に
も
大
学
で
歴
史

を
学
び
、
恩
師
に
つ
い
て
村
や
町

の
古
文
書
の
整
理
を
手
伝
っ
た
身

で
す
か
ら
、
今
の
う
ち
に
何
と
か

し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
考
え
ま

し
た
。

　

幸
い
徳
島
に
は
、
県
立
の
文
書

館
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
文

書
館
の
ス
タ
ッ
フ
に
相
談
を
持
ち

掛
け
、
館
の
ス
ペ
ー
ス
を
借
り
て
、

寺
の
経
費
で
ア
ル
バ
イ
ト
も
雇
っ

て
、
膨
大
な
文
書
群
を
整
理
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
先

代
住
職
夫
妻
も
元
気
で
、
時
間

に
も
ゆ
と
り
が
あ
り
、
幾
度
も

館
に
足
を
運
ん
だ
も
の
で
す
。

　

当
時
文
書
館
は
、
開
館
し
て

間
の
な
い
頃
で
、
よ
う
や
く
県

内
に
あ
る
史
料
の
調
査
に
着
手

し
は
じ
め
た
ば
か
り
で
し
た
。

　

ち
な
み
に
八
万
町
に
、
21
世

紀
館
、
図
書
館
、
美
術
館
、
博

物
館
、
そ
し
て
こ
の
文
書
館
を

含
む
総
合
施
設

「
文
化
の
森
」

が
オ
ー
プ
ン
し
た
の
が

1990

年
11

月
。
ぼ
く
が
鳴
門
に
来
た
の
が

翌
'91
年
の
４
月
。
い
ま
思
え
ば
、

絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
ま
は
こ
う
い

う
文
化
財
に
携
わ
る
公
立
の
施

設
の
保
管
庫
は
、
ど
こ
も
満
杯

で
、
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
い

と
聞
き
ま
す
。

　

こ
の
整
理
作
業
に
は
、
県
が

特
別
に
予
算
を
付
け
て
く
れ
て
、

撮
影
に
要
す
る
少
な
く
な
い
経

費
を
負
担
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

文
書
の
整
理
は
、
ま
ず
襖
の
下

張
り
を
剥は

が

す
作
業
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
次
に
そ
れ
ら
を
全
部

撮
影
し
、
一
点
一
点
、
手
に
取
っ

て
読
み
な
が
ら
、
タ
イ
ト
ル
を

付
け
ま
す
。
こ
れ
は
、
内
容
を

理
解
で
き
な
い
と
到
底
で
き
な
い

作
業
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「く

ず
し
字
」
を
読
む
能
力
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
る
程
度
長
谷
寺
の
こ

と
も
知
っ
て
お
か
な
い
と
理
解
で

き
な
い
文
書
も
あ
る
だ
ろ
う
と
、

幾
度
か
勉
強
会
も
し
ま
し
た
。

　

文
書
の
リ
ス
ト
が
で
き
れ
ば
、

整
理
は
一
段
落
し
ま
す
。

　

こ
の
と
き
に
整
理
し
た
文
書
群
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は
、
あ
ま
た
の
段
ボ
ー
ル
箱
に

納
め
ら
れ
、
館
の
保
管
庫
に
積

み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
全
体
で

7000
点
近
く
あ
り
ま
し
た
。

☆
舞
台
裏

　

あ
れ
か
ら
四
半
世
紀
が
経
ち

ま
し
た
。
そ
の
間
、
た
だ
預
け

た
ま
ま
の
文
書
た
ち
の
こ
と
が
気

に
な
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
日
々
の

忙
し
さ
に
か
ま
け
て
、
ず
っ
と
放
っ

た
ま
ま
で
し
た
。

　

昨
春
、
長
谷
寺
文
書
の
整
理

が
よ
う
や
く
完
了
し
た
の
で
、

正
式
に
寄き

た

く託
の
手
続
き
を
と
り

た
い
と
、
文
書
館
の
館
長
と
ス

タ
ッ
フ
が
訪
ね
て
み
え
ま
し
た
。

　

こ
う
い
う
施
設
は
、
ど
ん
な
人

が
責
任
あ
る
ポ
ス
ト
に
就
く
か

で
、
運
営
の
ベ
ク
ト
ル
が
変
わ
り

ま
す
。
い
ま
の
館
長
は
近
世
史

（
江
戸
時
代
）
の
専
門
家
で
、
よ

う
や
く
館
が
長
谷
寺
文
書
に
注

目
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

そ
の
際
、
興
味
深
い
史
料
が
多

い
の
で
、
ぜ
ひ

「
古
文
書
展
」
を

開
催
し
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
が

あ
り
、
今
回
の
よ
う
な
運
び
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

展
覧
会
が
始
ま
っ
た
の
は
、
盆

経
の
真ま

っ
た
だ
な
か

只
中
の
こ
と
で
し
た
。
多

忙
な
夏
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
終
え

て
ひ
と
息
つ
い
た
９
月
半
ば
。
い

つ
も
寺
に
出
入
り
し
て
下
さ
っ
て

い
る
常
連
の
仲
間
た
ち
か
ら
希

望
者
を
募
り
、
小
さ
な
バ
ス
を

チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
見
学
に
出
か

け
ま
し
た
。

　

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
館
長
さ

ん
が
直
々
に
、
展
示
の
解
説
を

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
徳
島
に
は
寺
院
関

係
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
江
戸
時

代
の
過
去
帳
さ
え
残
っ
て
い
な
い

寺
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
長
谷
寺
に
残

る
史
料
群
は
、
江
戸
時
代
か
ら

明
治
・
大
正
期
の
徳
島
の
歴
史

を
知
る
一
級
史
料
と
い
え
ま
す
。

　

文
書
館
の
建
物
は
、
旧
県
庁
の

一
部
を
移
築
し
た
も
の
で
、
展

示
室
は
か
つ
て
の
知
事
室
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
だ
か
ら
多
く
の
史

料
を
展
示
す
る
に
は
あ
ま
り
に

狭
い
。
涙
を
の
ん
で
数
を
絞
り
、

思
い
切
っ
て
厳
選
し
た
史
料
の
み

を
展
示
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
展
示
さ
れ
た
す
べ

て
の
史
料
を
紹
介
す
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
館
長
が
解

説
し
て
下
さ
っ
た
も
の
の
中
か
ら
、

い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
、
長
谷

寺
史
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

☆
駅
路
寺

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
な

ん
と
い
っ
て
も

「
駅
路
寺
」
の
史

料
で
す
。

　

１
頁
に
掲
載
し
た
チ
ラ
シ
に
あ

る
２
点
が
、
鳴
門
市
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

含
め
た
数
点
の
関
係
文
書
だ
け

は
寺
で
保
管
し
て
い
ま
す
。
市
の

指
定
文
化
財
は
、
原
則
と
し
て

市
域
か
ら
出
さ
な
い
と
い
う
き

ま
り
で
す
。
た
だ
、
四
国
遍
路

な
ど
の
展
覧
会
な
ど
が
あ
る
と
、

い
ま
も
駆
り
出
さ
れ
る
、
結
構

人
気
の
史
料
で
す
。

　

土
佐
の
戦
国
大
名
・
長ち

ょ
う

そ

か

曾
我

部べ

氏
と
の
戦
さ
が
終
わ
り
、
蜂は

ち

須す

か賀
家い

え
ま
さ政

（
正
勝
＝
小
六
の
子

で
す
）
が
豊
臣
秀
吉
か
ら
阿あ

わ

の波

国く
に

を
与
え
ら
れ
た
の
が
天

て
ん
し
ょ
う正

13

年
（

1585
年
）
。

　

少
し
下
っ
て
慶

け
い
ち
ょ
う長

３
年
（

1598
年
）

の
こ
と
。
家
政
は
、
藩
内
の
街
道

沿
い
の
八
か
寺
に
対
し
、
領
地

を
与
え
、
遍
路
な
ど
の
保
護
と
、

あ
わ
せ
て
旅
人
た
ち
の
監
視
を

命
じ
ま
し
た
。
こ
れ
が
駅
路
寺

で
、
家
政
の
領
国
経
営
の
一
環

と
し
て
創
設
さ
れ
た
、
徳
島
藩

独
特
の
制
度
で
す
。

　

長
谷
寺
に
は
、
駅
路
寺
に
指

定
す
る
旨
を
記
し
た
文
書
そ
の

も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ

の
運
営
の
た
め
、
「
寺て

ら
ま
わ
り
じ
っ
こ
く

廻
拾
石
」

（
寺
の
周
辺
の
、
10
石
の
米
を
収

穫
で
き
る
広
さ
の
土
地
）
を
与

え
る
旨
の
文
書
が
あ
り
、
家
政

の
判
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
政
の
判
の
あ
る
史
料
は
と
て

も
珍
し
く
、
そ
の
意
味
で
も
極

め
て
貴
重
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

も
う
一
通
は
、
寛
永
18
年
（

1641

年
）
に
出
さ
れ
た
２
代
藩
主
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忠た
だ
て
る英

の
花か

お

う押

（
サ
イ
ン
の
こ
と
）

の
あ
る

「定
さ
だ
め
が
き

書
」。

　

こ
れ
は
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁

止
令
を
受
け
て
改
め
て
出
さ
れ

た
も
の
で
、
時
代
の
変
化
に
対
応

し
た
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
藩
に
よ
る
駅
路

寺
指
定
と
領
地
の
付
与
は
、
戦

乱
で
灰か

い
じ
ん燼

に
帰
し
た
長
谷
寺
の
、

復
興
の
起
点
と
な
り
ま
し
た
。
い

わ
ば
、
こ
こ
か
ら
長
谷
寺
の
新
し

い
歩
み
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
家
政
の
文
書
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
も
、
寺
宝
と
し
て
扱

わ
れ
、
代
々
の
住
職
に
引
き
継

が
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ

う
。

☆
梵
鐘
の
危
機

　

「
山
の
お
寺
の
鐘
が
鳴
る
」
と

童
謡
で
も
歌
わ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
寺
に
鐘
は
つ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市

内
で
も
、
梵
鐘
の
あ
る
寺
は
む

し
ろ
少
な
く
、
鳴
門
結
衆
で
も
、

12
か
寺
の
う
ち
、
わ
ず
か
３
か

寺
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
金
属
供

出
の
際
、
長
谷
寺
の
鐘
も
出
征

し
て
戻
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話

は
、
こ
の
紙
面
で
も
取
り
上
げ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん

が
、
幕
末
に
も
同
じ
よ
う
な
命

令
が
、
幕
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
安
政
２

年
（

1855
年
）
年
の
こ
と
で
す
。
鋳い

潰つ
ぶ

し
て
、
攘じ

ょ
う
い夷

（
異
国
退
治
）

の
た
め
の
大
砲
な
ど
を
作
る
つ
も

り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、
異
国
船
に
備
え
て

大
砲
を
据す

え
る
た
め
に
作
ら
れ

た
の
が
台
場
で
、
将
軍
の
膝
元
の

江
戸
で
は

「
御
」
を
付
け
て
呼

ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
東
京
湾
の

「御お

だ

い

ば

台
場
」
で
す
。

　

た
だ
し
、
宗
派
の
本
山
の
も
の

や
時
を
告
げ
る
鐘
、
あ
る
い
は

由
緒
の
あ
る
鐘
は
除
外
す
る
と

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
さ
き
の
大
戦
の
と
き
も

同
じ
で
す
ね
。
名
の
あ
る
鐘
た

ち
は
出
征
を
免
れ
ま
し
た
。
幕

末
の
先
例
を
参
考
に
し
た
の
で

し
ょ
う
。
ま
さ
に
歴
史
は
過
去

と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
幕
末
の
鐘
の
供
出
令
に
さ

い
し
て
長
谷
寺
は
、
岡
崎
城
の
城

代
の
益
田
豊
正
殿
か
ら
賜
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
供
出

を
辞
退
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
本

当
な
ら
200
年
を
超
え
る
由
緒
の

あ
る
鐘
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
実
際
は
そ
の
間
に
幾
度
か

改か
い
ち
ゅ
う鋳

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
う

ま
く
言
い
逃
れ
を
し
よ
う
と
し

た
わ
け
で
す
。

　

当
時
徳
島
藩
が
、
幕
府
の
鐘

集
め
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
あ
ま
り
熱

心
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

多
く
の
寺
で
も
供
出
を
免
れ
た

よ
う
で
す
。

　

む
ろ
ん
、
大
戦
の
と
き
は
そ
う

は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
市
内
に

鐘
の
あ
る
寺
が
少
な
い
の
は
、
こ

の
金
属
供
出
の
せ
い
も
あ
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

☆
改
宗
改
名
事
件

　

こ
れ
も
や
は
り
幕
末
の
話
で
す

が
、
長
谷
寺
が
天
台
宗
に
改
宗

さ
せ
ら
れ
、
名
前
も
観か

ん
か
い
い
ん

海
院
に

変
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
件

が
あ
り
ま
し
た
。

　

天
台
は
、
徳
川
家
の
菩
提
寺

だ
っ
た
寛
永
寺
の
属
す
る
宗
派

で
、
蜂
須
賀
家
も
、
そ
れ
に
倣な

ら

っ

て
か
は
た
ま
た
迎
合
し
て
な
の

か
、
城
下
に
天
台
の
寺
院
を
創

り
、
徳
川
家
の
先
祖
を
祀ま

つ

り
ま

し
た
。
い
ま
も
そ
う
で
す
が
、
当

時
の
阿
波
に
も
天
台
宗
の
寺
院

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
阿
波
は

や
は
り
真
言
宗
が
多
い
で
す
。

　

藩
主
の
肝き

も

煎い

り
で
天
台
宗
の

寺
院
は
創
っ
た
も
の
の
、
僧
侶
の

確
保
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
大
き
な
法
要
な
ど

で
は
、
京
都
の
比
叡
山
延
暦
寺

の
僧
侶
を
招
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
万
延
元
年
（

1860

年
）
、

そ
の
延
暦
寺
か
ら
の
僧
侶
の
派
遣

が
途
絶
え
、
天
台
の
法
要
が
続

け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態

が
起
こ
り
ま
す
。
そ
こ
で
藩
は
、

藩
内
の
有
力
な
真
言
寺
院
を
天

台
に
改
宗
さ
せ
、
法
要
に
参
加

さ
せ
る
こ
と
で
こ
れ
を
乗
り
切
ろ

う
と
し
ま
し
た
。
対
象
は
、
四

国
一
番
札
所
の
霊
山
寺
や
小
松

島
の
地
蔵
寺
な
ど
、
け
っ
こ
う
名

の
あ
る
寺
院
た
ち
で
す
。

　

わ
が
長
谷
寺
も
こ
れ
に
巻
き
込

ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
ま
で

は
と
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

当
時
は
そ
こ
そ
こ
有
力
な
寺
院

だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。

　

こ
の
と
き
は
、
な
に
し
ろ
宗
派

が
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
地
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う
。

　

こ
の
と
き
の
藩
主
13
代
斉な

り
ひ
ろ裕

の

実
父
は
、
徳
川
11
代
将
軍
家い

え
な
り斉

で
す
。
自
身
の
実
家
の
先
祖
供

養
の
た
め
の
政
策
だ
と
し
た
ら
、

藩
の
首
脳
た
ち
も
困
惑
し
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

も
し
い
ま
こ
ん
な
こ
と
を
さ
れ

て
も
、
戸
惑
う
だ
け
で
す
。
う

ま
く
い
く
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

藩
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
法
要
に

集
ま
っ
た
僧
侶
た
ち
の
、
困
惑
と

苦
笑
い
の
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
改
宗
命
令
を
拒
否

し
た
寺
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
唯
々

諾
々
と
藩
命
に
従
っ
た
先
輩
の
姿

勢
が
、
へ
そ
曲
が
り
の
生
臭
坊
主

と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
悔
し
い
。

　

む
ろ
ん
檀
家
さ
ん
た
ち
も
さ
ぞ

戸
惑
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
檀

家
ま
で
天
台
に
改
宗
さ
せ
る
こ

と
な
ど
、
で
き
る
は
ず
も
あ
り

ま
せ
ん
。
藩
に
対
し
て
は
天
台
の

顔
、
檀
家
に
対
し
て
は
真
言
と
、

使
い
分
け
た
の
で
し
ょ
う
。

域
の
真
言
宗
の
結
衆
か
ら
も
離

れ
、
大
法
会
な
ど
の
行
事
は
、

独
自
で
行
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
別
の
宗
派
の

法
要
の
た
め
に
、
寺
院
に
改
宗

を
強
い
、
寺
名
ま
で
変
え
さ
せ

る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
強
引

な
話
で
す

　

し
か
も
、
い
く
ら
同
じ
仏
教
、

ど
ち
ら
も
密
教
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
宗
派
と
寺
の
名
前
を
変
え

る
だ
け
で
、
天
台
の
法
要
が
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
し
ょ

　

し
か
し
こ
の
強
引
す
ぎ
る
政
策

も
、
時
代
の
奔
流
に
押
し
流
さ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
観
海

院
と
記
さ
れ
た
史
料
は
、
明
治

元
年
あ
た
り
ま
で
は
見
ら
れ
る

も
の
の
、
以
降
は
姿
を
消
し
ま

す
。
む
ろ
ん
こ
の
年
、
徳
川
幕

府
は
瓦
解
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
、
そ
し
て
神
仏
分

離
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
前
夜
の
、

徳
島
で
起
き
た
ち
ょ
っ
と
風
変
わ

り
な
事
件
で
す
。

　
　
　

▽　
　
　
　
　

△

　

こ
の
他
に
も
、
隣
の
金
毘
羅
神

社
と
の
関
り
を
示
す
史
料
、
寺

の
土
地
に
住
み
寺
に
奉
仕
し
た

寺じ
ち
ゅ
う中

百
姓
関
係
の
史
料
、
三
重

塔

（
現
・
毘
沙
門
堂
）
再
建
の

見
積
書
や
近
隣
の
絵
図
な
ど
、

興
味
深
い
史
料
も
展
示
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
機

会
が
あ
れ
ば
何
ら
か
の
形
で
お

話
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
書
い
た
よ

う
に
、
県
内
で
は
、
ま
と
ま
っ
た

史
料
が
残
る
ケ
ー
ス
は
そ
ん
な
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
稀
と
い

え
ま
す
。
長
谷
寺
は
、
代
々
の

住
職
た
ち
が
し
っ
か
り
と
記
録
や

文
書
を
残
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
文
書
館
へ
の
寄
託
は
、

さ
ら
に
後
世
ま
で
伝
え
る
た
め
の

処
置
で
す
。
加
え
て
、
地
域
の

史
料
は
地
域
の
財
産
で
も
あ
り

ま
す
。
寄
託
し
た
史
料
は
、
誰

で
も
申
請
す
れ
ば
閲
覧
可
能
で

す
。
今
後
、
近
世
阿
波
の
寺
院

史
・
地
域
史
研
究
に
資
す
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
休
筆
し
ま
す

　

「
百
日
紅
」
は
と
う
と
う
100
号

に
な
り
ま
し
た
。
定
期
刊
物
と

し
て
の

「
百
日
紅
」
は
、
こ
こ
で

ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
き
ま
す
。

　

100
号
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
な

く
、
書
き
た
い
こ
と
が
な
く
な
っ

た
か
ら
で
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま

100
と
い
う
数
字
と
重
な
っ
た
だ
け

の
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
名
前
の
通

り
、
百
度
咲
い
た
と
い
う
こ
と
に

し
ま
す
。

　

「
百
日
紅
」
は
、
私
が
鳴
門
に

来
た

1991

年
の
春
に
生
ま
れ
、
28

年
の
歴
史
を
刻
み
ま
し
た
。

　

檀
家
さ
ん
だ
け
で
な
く
、
友
人

知
人
た
ち
に
も
送
り
ま
し
た
の

で
、
ピ
ー
ク
時
に
は
毎
回

1000
部
ほ

ど
発
行
し
ま
し
た
。

　

読
者
の
み
な
さ
ん
の
お
か
げ

で
、
毎
号
楽
し
く
作
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
し
、
た
く
さ
ん
の
お

便
り
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本

当
に
長
い
間
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

書
き
た
い
こ
と
も
な
い
の
に
無

理
し
て
発
行
す
る
の
は
、
本
意
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
寺
と
し
て
の
発
信
を
や
め
て

し
ま
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

あ
る
い
は
書
き
た
い
こ
と
が
で
き

た
ら
発
信
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス

を
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
カ
ン
パ
と
切
手

これは展示されたものではありませんが、 「長谷寺事観海院」 か

ら藩に宛てた便り。 どうやら住職は、 ご病気のようです。


