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〇
法
事
の
記
録

文
久
元
年（
１
８
６
１
）８
月
16
日
、

現
在
の
川
西
市
東
畦う

ね

野の

地
区
で
、
当
時

は
あ
っ
た
寺
の
開
山
和
尚
百
五
十
回

忌
の
集
ま
り
が
、
寺
の
世
話
人
や
有
力

者
た
ち
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
。
同
じ

村
内
の
寺
、
今
の
能
勢
町
長な

が

谷た
に

地
区
に

あ
る
寺
、
さ
ら
に
は
京
都
か
ら
も
２
か

寺
が
寄
り
集
ま
っ
た
。

料
理
の
準
備
も
大
変
だ
っ
た
。
そ
れ

を
記
録
し
た「
雑
用
覚
」に
は
、
釜
の
掃

除
、
長
谷
地
区
の
寺
に
案
内
に
行
く
人

の
日ひ

用よ
う

賃
、
さ
ら
に
は
、
買
い
物
や
容

器
の
手
配
、
料
理
人
の
雇
用
ま
で
こ
ま

ご
ま
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

買
い
物
で
そ
ろ
え
た
品
物
は
、
酢
５

合
、
み
り
ん
８
合
５
勺
、
う
ど
ん
粉
４

貫
目
、
上
々
味
噌
２
貫
目
、
上
醤
油
５

升
、
も（

原

文

マ

マ

）

ち
五
文
取
り
10
、
大
豆
４
升
８

合
、
ま
ん
じ
ゅ
う
１
７
５
、
く（

く
ず
）す

１

升
、
酒
１
斗
７
合
、
上
薪
炭
１
俵
、
あ

づ
き
１
升
余
、
と（

と
う
ふ
）

ふ
ふ
５
箱
、
白
米
１

斗
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に「
福
せ
」と

い
う
料
理
屋
か
ら
人
を
呼
び
、
さ
ら
に

茶
漬
け
用
茶
碗
10
人
前
を
出
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
銭
19

貫
4
9
8
文
に
上
っ
た
。
当
時
の
銀
に

換
算
す
れ
ば
約
２
６
９
匁
＝
１
０
０
８

グ
ラ
ム
に
な
る
。
た
い
へ
ん
大
き
な
買

い
物
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
買
い
物
、
池

田
周
辺
地
域
全
体
に
広
げ
れ
ば
結
構

あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た

ら
相
当
の
金
額
と
な
る
だ
ろ
う
。

〇
村
の
催
事
を
支
え
る

　
池
田
の
町

さ
て
、
こ
の
買
い
物
、
ど
こ
で
し
た

の
か
。
酒
１
斗
７
合
は
購
入
し
た
店
名

か
ら
見
て
、
山
下
町
の
北
側
＝
下げ

財ざ
い

屋や

敷し
き

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
ほ
か
に
は
、「
池
田
買
物
」と
い

う
文
字
が
３
か
所
、
ま
た「
池
田
瀧
松
」

と
の
記
載
も
１
か
所
あ
る
。
つ
ま
り
、

池
田
に
行
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ

ば
、
料
理
人
を
頼
ん
だ「
福
せ
」も
池
田

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
周
辺
村
々
で
は
、
な
に

か
集
ま
り
事
の
と
き
、
池
田
で
の
買
い

物
、
料
理
人
の
雇
用
は
普
通
に
な
っ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
池
田

の
町
の
上
得
意
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
で
は
、
そ
の
周
辺
と
は
ど
ん
な
範

囲
な
の
か
。
そ
れ
は
池
田
に
と
っ
て
も
、

ま
た
周
辺
村
々
に
と
っ
て
も
調
べ
る
価

値
の
高
い
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〇
元
禄
の
池
田
村
絵
図
に

　
店
を
探
す

で
は
、
村
の
人
た
ち
は
実
際
に
池
田

の
町
の
ど
こ
で
買
い
物
を
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
最
近
ず
っ
と
見
て
き

た
元
禄
10
年
摂
州
豊
島
郡
池
田
村
絵

図
で
試
み
て
み
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
元
禄
か
ら
文
久
ま
で
お

よ
そ
１
５
０
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
店

も
ほ
と
ん
ど
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る

し
、
文
久
に
は
元
禄
に
存
在
し
な
い
商

品
を
扱
う
店
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
、
元
禄
の
絵
図
で
確
認
す
る
と
、
逆

に
そ
う
し
た
需
要
に
こ
た
え
る
体
制
が

池
田
側
に
い
つ
ご
ろ
か
ら
存
在
し
た
か

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

〇
北
か
ら
の
お
客
は
ま
ず
…

池
田
へ
買
い
物
に
来
る
人
は
、
東
西

南
北
四
方
向
か
ら
町
に
入
る
。
そ
の
う

ち
北
か
ら
来
る
人
は
北
新
町
へ
と
入
っ

て
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
東
畦
野
村

か
ら
買
い
物
に
来
た
人
は
ま
ず
北
新
町

で
店
を
探
し
、
な
け
れ
ば
中
新
町
か
ら

南
新
町
へ
、
さ
ら
に
あ
ち
こ
ち
探
す
、

と
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
北
新
町
の
通
り
を

北
か
ら
順
に
眺
め
て
い
く
と
、
東
側
に

は
鍋
屋
、
小
間
物
屋（
２
軒
）、
豆
腐
屋

と
並
ぶ
。
豆
腐
は
こ
こ
で
手
に
入
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
福
せ
に
頼
ん
で
い
る

の
で
買
わ
な
い
。
さ
ら
に
見
て
い
く

と
、
た
ば
こ
屋
、
檜ひ

物も
の

屋
、
古ふ

る

手て

屋
、

瀬
戸
物
屋
、
餅
屋
と
出
て
く
る
。「
あ

あ
、
餅
屋
」と
な
る
だ
ろ
う
。
続
い
て

道
を
歩
け
ば
、
ま
ん
じ
ゅ
う
・
上
薪

炭
・
上
々
味
噌
が
買
え
た
。
す（
酢
）・

み
り
ん
・
う
ど
ん
粉
・
上
醤
油
・
あ
ず

き
な
ど
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
お
そ

ら
く
、
こ
れ
ら
の
品
は
、
元
禄
期
に
は

個
人
の
家
庭
等
で
製
造
し
保
管
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、

調
味
料
や
家
庭
で
使
う
そ
の
他
の
食
料

も
商
品
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
池
田
は
町
と
し
て
さ
ら
に
進
化
す

る
の
で
あ
る
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

池田で買い物

畦野地区で開かれた法事の記録。「池田買物」の文字が見える


