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新

紹

介

相リ

武
生
古
文
書
覚
第
二
集
武
生
市
古
文
書
を
読

会

編

集

発

行

昭

和

五

九

年

三

月

六

八

頁

昭
和
五
七
年
二
月
に
第
一
集
を
発
行
し
て
か
ら
二

年
間
の
聞
に
読
み
終
え
た
古
文
書
の
中
か
ら
八
点
選

ん
で
い
る
。
上
段
に
原
文
の
複
写
、
下
段
に
解
読
文

を
載
せ
て
、
対
比
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
あ
り
、
各

文
書
の
あ
と
に
、
会
員
が
分
担
し
て
簡
単
な
解
説
を

つ
け
て
い
る
。
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金
津
姫
川
吟
社
と
雨
夜
塚
土
屋
久
雄
編
著

昭
和
五
九
年
二
月
金
津
町
教
育
委
員
会
刊

金
津
町
総
持
寺
境
内
の
雨
夜
塚
(
芭
蕉
翁
之
塔
)

は
、
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
九
月
、
金
津
の
俳
人

坂
野
我
六
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
建
塔
以

来
い
く
た
び
か
移
転
を
繰
り
返
え
し
た
が
、
金
津
の

俳
句
仲
間
の
結
社
で
著
名
な
姫
川
吟
社
を
象
徴
す
る

貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
ま
ず
芭
蕉
が
門
人
曽
良
を
伴
っ
て
元

禄
二
年
(
一
六
八
九
)
八
月
越
前
に
入
り
、
金
津
で

俄
か
雨
に
あ
っ
て
総
持
寺
門
前
の
大
門
茶
屋
で
雨
宿

り
を
し
た
事
情
か
ら
述
べ
る
。
つ
い
で
姫
川
吟
社
が

越
前
で
は
い
ち
は
や
く
開
け
た
歴
史
性
を
も
つ
も
の

と
し
て
、
そ
の
始
祖
願
泉
寺
東
也
の
人
間
像
を
描
く
。

そ
し
て
同
吟
社
の
発
展
を
ム
宝
林
寺
時
代
ム
総
持
寺

時
代
ム
正
瑞
寺
時
代
ム
再
ぴ
総
持
寺
へ
、
と
区
分
し

て
具
体
的
動
向
を
き
わ
め
て
興
味
ぶ
か
く
し
る
し
て

い
る
。昨

春
雨
夜
塚
が
正
瑞
寺
か
ら
総
持
寺
境
内
に
移
さ

れ
て
記
念
式
典
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
県
内
に
お
け

る
こ

O
数
基
の
芭
蕉
塚
の
な
か
で
も
福
井
市
月
見
町

に
あ
る
桜
塚
に
つ
ぐ
古
い
も
の
で
、
そ
の
ま
わ
り
に

二
O
ほ
ど
の
連
塔
句
碑
の
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
圧
巻

だ
と
い
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
歴
史
的
に
み
て
も
金

津
町
の
庶
民
文
化
の
高
さ
を
堂
々
示
す
も
の
で
あ
る
。

編
著
者
の
土
屋
氏
は
、
「
こ
う
し
た
名
所
で
あ
り
な

が
ら
一
般
に
は
知
る
人
も
少
く
、
地
一
万
の
人
ぴ
と
か

ら
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
小
誌

は
そ
の
由
来
や
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
こ

れ
に
よ
っ
て
人
び
と
が
古
い
文
化
遺
産
へ
の
関
心
を

深
め
、
ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
一
助
に
も
な
る
な
ら
ば

誠
に
幸
い
で
あ
る
」
と
力
説
す
る
が
、
た
し
か
に
俳

藷
の
地
域
文
化
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

ぜ

ひ

一

読

を

お

す

す

め

す

る

。

て

は

、

そ

の

(
三
上
一
夫
記
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




