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近

世
南

都

に

お

け

る

も

っ
と
も

大
き

な

で
き

ご

と

は
、

な

ん
と

い

っ
て
も

東

大
寺

大
仏

の
修

理

と
大

仏

殿

再

建

の

大
仏
修
造

の
計
画

事
業

で

あ

っ
た

。

そ

し

て

こ

の
と

き

こ
そ

は
、

奈

良

町
が

江
戸

時

代

の
う

ち

で

い

ち
ぽ

ん
活

気

を

呈

し
、

賑

わ

い

を

極

め

た

と

き

で

あ

っ
た

。

東

大

寺

の
再

興

は
、

松

永

兵

火

の
翌

永

禄

十

一
年

(
蓋
六
八
)
に
早

く

も

大

仏

再

鋳

の
綸

旨

が

出

さ

れ

た

こ
と

に

は
じ

ま

る
。

こ
れ

を

『
御

湯

殿

の
上

の

日
記

』

に

は

つ
ぎ

の
よ

う

に
伝

え

て

い
る

。

(奈
良
)

(仏
)

(去
年
)

(兵
火
)

(綸
旨
)

(近
衛
殿
)

(条
)

(随
心
院
)

三
月
廿
七
日

な
ら

の
大
ふ

つ

こ
そ

の
十
月
十
日
ひ
よ
う
く
わ

に
つ
き
て

り
ん
し
の
こ
と

こ
ん
ね
と

の
二

て
う
殿
す
い
し
ん
い
ん
文
参
り

(奈
良
)

(使
僧
)

(上
)

(勧
修
)

(緞
子
)

て

な
ら
よ
り
も

し
そ
う

の
ほ
り
て

く
わ

ん
し
ゆ
寺
中
納
言
申
さ
れ

て

国

々
へ
い

つ
る
御
れ

い
に
十

て
う

に
と

ん
す
上
る

そ

れ

と

と

も

に
、

こ

の
年

の
春

に

は
、

山

辺

郡

山

田
村

の
岩

掛

城

主

山

田

道

安

が

銅
板

で
仏

面

を
作

り
、

翌

年

み
ず

か

ら
願

主

と

な

っ
て
私

財

を

な

げ

う

ち

、

螺

髪

の
鋳

造

に
着

手

し

た
。

道

安

は
飛

鳥

井

家

の
出

で

山

田

氏

を

つ
ぎ

、

筒

井

順

慶

と
も

縁

つ
づ

き

で
あ

っ

た

。

雪

舟

の
画

を

し

た

い
、

そ

の
弟

子

揚

月

に

彫
刻

を

学

ぶ

と

い
う

芸

術
家

の

一
面

を
も

っ
て

い
た
。
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露坐 の大仏r奈 良名所八重桜』

道
安
の
着
手

に
つ
い
で
、
そ
の
翌
年
に
は
京
都

で
も
螺
髪
鋳
造
が
は

じ
め
ら
れ
、
仮
屋
の
材
木
の
寄
進
が
あ
り
、
仏
体

の
修
補
も
お
こ
な
わ

れ
て
、
多
少
修
理
も
進
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

『
多
聞
院
日
記
』
の
元

亀
二
年

(蓋
七
一)
四
月
二
十
三
日
の
条
に
、

「
大
仏

へ
詣
了
、

本
尊

柱

ヲ
立
カ

へ
下
地

ニ
テ
可
レ
作
之
用
意
、

昔

モ
本
尊

ノ
腹
中

二
心
柱
在
レ

之
、
則
大
ノ
礎
在
レ之
、
元
モ
下
地
ヲ
ハ
柱
ク
ミ
シ
テ
ス
タ
チ
ヲ
カ
キ
、

カ
ヘ
ヌ
リ
テ
作
レ之
、
其
上

ヘ
カ
ネ
ヲ
ヰ
カ
ケ
タ
ル
欲
ト
見
タ
リ
」
と
み

え
て
い
る
。
そ
の
翌
年

に
は
、
朝
廷
か
ら
も
東
大
寺
に
た
い
し
て
、
山

田
道
安
に
再
興
を
急
が

せ
る
よ
う
に
綸
旨
が
下
さ
れ
、
織
田
信
長
も
阿

弥
陀
寺

の
清
玉
上
人
に
全
国
を
勧
進
さ
せ
た
が
、道
安
は
そ
の
翌
天
正
元
年

(
蓋
七三
)
に
没
し
て
復
興
は
頓
挫
し
た
。
そ
の
の
ち
天
正
十

一
年

(蓋
八三)
に
重
ね
て
大
仏
再
興

の
綸
旨
が
下
さ
れ
、
十
七
年

(三
八九
)
に
は
豊
臣
秀
長
に
よ

っ
て
こ
の
事
業
は
続
行
さ
れ
た
が
、
そ

れ
で
も
な
お
復
興
は
遅

々
と
し
て
進
ま
ず
、
慶
長
十
五
年

(一六
δ
)
に
は
風
雨
の
た
め
に
大
仏
の
仮
屋
が

倒
壊
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま

で
、
東
大
寺
の
再
興
は
つ
い
に
元
禄
の
時
代
を
待
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

東
大
寺
復
興
と
い
う
大
き
な
仕
事
は
、
も
と
も
と
二
～
三
の
個
人

の
力
だ
け
で
は
で
き
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。

東
大
寺
や
幕
府
の
努
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
奈
良
町
や
全
国
の
人
々
の
支
援
が
必
要
で
あ

っ
た
。
し
か
も
な
お

こ
の
事
業

の
完
成
に
は
、
万
治
三
年

(
ニハ六〇
)
か
ら
元
文
三
年

(
一七三八
)
ま
で
の
約
七
〇
余
年
を
要
し
、
こ
の
間
、
東
大
寺
側
で
は
大
勧

こ

つ
じ
よ

つ

よ

つ
く
ん

進
職
が
、
公
慶
か
ら
公
盛

・
公
俊

・
庸
訓
と
四
代
の
上
人
を
経
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
諸
経
費
や
資
財
な
ど

の
値
上
が
り
と
か
幕

府
側
の
態
度
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
東
大
寺
が
計
画
し
た
規
模
よ
り
は
、
か
な
り
縮
小
さ
れ
た
も
の
と
な

っ
た
。

公
慶
上
人
の
発
願
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東
大
寺
の
大
仏
お
よ
び
大
仏
殿

の
再
建
は
、
い
ま
ま
で
露
坐
の
ま
ま
で
あ

っ
た
大
仏
尊
像

の
修
理
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
も

の
で
、
こ
れ
ら
の
計
画
は
公
慶

の
発
願
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
公
慶

は
十
三
歳

の
と
き
雨
に
う
た
れ
る
大
仏
尊
像
を

拝
し
て
、
殿
宇

の
再
建
を
発
願
し
た
と
い
う
。

『
公
慶
上
人
年
譜
』

に
も

カ
カ
グ

(万
治
三
年
十
二
月
)
十
五

日
、

上
人

盧
舎
那

ノ
大
像

ヲ
拝

ス
、

時

二
大

二
雨

フ
ル
、

歎
ジ
テ
日
ク
、

吾

レ
猶

ヲ

傘

ノ
撃

ル
有
、

仏
像
却

テ

露
坐

ス
、

風
雨
之

ヲ
侵

ス
コ
ト
百
有
余
歳
、

豈

二
臣
富

テ
而
君
貧

カ
ラ
ン
ヤ
、

始

テ
大
殿

ヲ
営

ス
ル
ノ
志

ヲ
興

ス
、

尓
後

日

々
仏
像

二
向

テ
而

泣

ク

と

そ

の
発

願

の
由

来

を

の
べ

て

い
る

。

公

慶

の
父
、

鷹

山

弥
次

右

衛

門

頼

茂

は
丹

後
京

極
家

の
藩

士

で
あ

っ
た
が

、

の
ち

南

都

の
水

門

郷

に
居

住

し

、

つ

い

で

い
ま

の
生
駒

市

高

山

町

に
移

っ
た

。

公
慶

は
十

三
歳

の
と
き

大

喜

院

英

慶

法

印

に

つ

い
て

入
寺

し
、

式

部

卿

公

慶

と

名

乗

っ
た

。

そ

し

て
延
宝

五
年

公慶上人坐像(東 大寺公慶堂)

(一六耄
)
に
そ
の
師
英
慶
法
印
が
没
し
、
公
慶
が
大
喜
院
を
あ
ず
か
る

こ
と
に
な

っ
た
が
、

そ
の
と
き
か
ら
、
こ
の
事
業
が

か
れ
の
計
画
に
よ

っ
て
具
体
化
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
大
仏
殿
再
建
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
東
大
寺
所
蔵

の
「東

大
寺
年
中
行
事
記
」

玉
井
義
輝
氏
蔵
の

「大
仏
殿
再
建
記
」

「
庁
中
漫
録
」
な
ど
が
あ
る
が
、

元
文
二
年

(
一七

三七)
九
月
に
、
当
時
の
東
大
寺
大
勧
進
庸
訓
が

勧
修
寺
宮
門
跡
済
深
法
親
王
の
も
と
め
に

よ

っ
て
、
公
慶
以
来
の
留
書
に
考
証
を
加
え
つ
つ
記
し
た

「龍
松
院
公
慶
大
仏
殿
再
興
発

願
以
来
諸
興
隆
略
記
」
お
よ
び

「
龍
松
院
公
盛

・
公
俊

・
庸
訓
代

々
諸
興
隆
略
記
」
の
二

冊
が
、
ち
か
ご
ろ
勧
修
寺
大
経
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
よ

っ
て
江
戸
時
代

の
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公 慶 上 人 借 用 状(東 大寺蔵)
これは上人が諸国勧進を開始するにあた り、戒壇

院にあった重源の鉦鼓を借用したときの借用証文

である

大
仏
殿
再
建

の
経
緯
が
よ
り
具
体
的
に
判
明
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
以
下
こ
れ

を

「興
隆
略
記
」
と
略
称
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

「興
隆
略
記
」
に
よ
る
と
、
公
慶

は
、
貞
享
元
年

(一六八
四)
五
月

江
戸
に
下

っ
て
、
寺
社
奉
行
坂
本
右
衛
門
佐
重
治
に
た
い
し
、
「
大
仏
漸
及
二破
損
一候
間
、

御
奉
行
所
蒙
二御
免
許

一諸
国
致
二勧
進
一修
覆
仕
度
之
旨
」

を
願
い
出
た
が
、
こ

の
と
き
は
、
寺
社
奉
行
か
ら
「諸
国
勧
化
御
許
容
之
例
近
年
無
レ之
事
」
と
い
う

こ
と
で
は
ね
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
再
び
同
役

の
本
多
淡
路
守
忠
周
に
た
い

し
、
も
し
こ
の
訴
え
が
通
ら
な
い
と
き
は
大
仏

の
仏
体
が
崩
れ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
と
嘆
願
し
た
た
め
に
、
幕
府
は
そ
の
誠
意
を
認
め
、
大
仏
修
造
の
た
め

の
諸
国
勧
進
を

「
可
レ為
二
勝
手
次
第
一
事
」
と
し
て
、
坂
本
重
治
を
通
じ
て
許

可
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き
の
公
慶

の
意
図
は

『年
譜
』
に
み
え
る
よ
う

に
、
大
仏
は
決
し
て

東
大
寺
だ
け

の
所
有
物
で
は
な
く
て
、
広
く
天
下
万
民
の
た
め
の
大
仏
で
あ
る
こ
と
を
幕
臣
に
訴
え
、
こ
れ
に
よ

っ
て
大
仏
修
理
や
大

仏
殿
再
建

の
大
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
幕
府
当
局
の
大
仏
勧
進
の
許
可
を
得
て
か
ら
、
公
慶
は
さ
ら
に
朝
廷
に

も

そ
の
協
力
方
を
依
頼
し
た
。

公
慶

は
、
ま
ず
大
仏
奉
加

の
た
め
に
自
分
の
住
坊
で
あ
る
大
喜
院

に
人
々
を
集
め
、
東
大
寺

の
創
建
お
よ
び
鎌
倉
期
の
復
興
に
お
け

る
俊
乗
房
重
源

の
苦
労
な
ど
を
物
語
ふ
う
に
ま
と
め
た

「
南
都
大
佛
縁
起
」

を
講
談
し
て
、

そ

の
勧
化
の
必
要
性
を
説
明
し
は
じ
め

た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
天
下
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
か
つ
て
重
源
が
勧
進
に
用
い
た
勧
進
鉦
鼓
を
宝
蔵

か
ら
と
り
出
し
、
自
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分

の
勧
化
に
あ
た

っ
て
は
こ
れ
を
必
ず
携
え
る
こ
と
に
し
た
。
貞
享
二
年

(ニ
ハ八五
)
三
月
か
ら
は
、
さ
ら
に
積
極
的

に
こ
の
活
動
を
は
じ

め
、
そ
の
勧
進

の
根
拠
地
と
し
て
江
戸
浅
草
の
長
寿
院
に
事
務
所
を
開
設
し
た
。

「追
日
信
心

の
輩
出
来
る
に
随

っ
て
縁
起
講
談
し
て

宝
物
を
出
だ
し
、

旅
人
こ
れ
に
結
縁
す
」
(
「興
隆

略
記
」
)と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
町
中
に
も
大
仏
講
を
ひ
ろ
め
は
じ
め
た

の
で
あ
る
。

東
大
寺
で
は
、
こ
の
年
十

一
月
に
大
仏
修
覆
事
始
の
儀
式
を
営
ん
で
、
修
理
の
釿
は
じ
め
の
期
日
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
胎
内
用
材

の
修
理
の
た
め
の
法
要
を
お
こ
な
い
、
そ
の
間
に
大
工
の
棟
梁
で
あ

っ
た
本
座
の
次
郎
兵
衛

・
五
郎
助
、
新
座

の
忠
兵
衛

の
三
人
の
ほ

か
、
平
庄
二
郎

・
弥
太
郎

・
惣
三
郎
を
も
加
え
て
釿
は
じ
め
の
儀
式
を
執
行
し
た
。

こ
の
よ
う
に
仏
像
修
理
の
計
画
が
次
第
に
具
体
化
し
て
い
く
と
、
奈
良
町
民
の
な
か
か
ら
率

先
寄
付
を
す
る
も

の

奈
良
町
民
の
協
力

も
で
て
き
た
。
金
銀

・
穀
物

・
銅

・
鉄
器
を
喜
捨
す
る
人
、
ま
た
資
財

の
あ
る
人
で
三
〇
〇
金
ま
た
は
五
〇
〇
金

を
出
す
も

の
、
あ
る
い
は

一
文
銭
を
さ
さ
げ
た
り
鏡
を
こ
わ
し
て
寄
付
す
る
者
な
ど
が
あ
り
、
な
か
に
は
そ
の
名
も
告
げ
ず
に
種

々
の

捧
物
を
す
る
な
ど
、
大
仏
再
興

へ
の
気
運
が
も
り
あ
が

っ
て
き
た
。

公
慶

の
奈
良
市
中

へ
の
勧
進
に
つ
い
て
は
「井
上
町
中
年
代
記
」
に
く
わ
し
い
が
、
貞
享
二
年

(一交
五)
十
二
月

か
ら
同
三
年
に
か
け

て
は
大
和

一
円
を
は
じ
め
大
坂

・
京
都
に
ま
で
勧
進
活
動
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
勧
進
に
た
い
す
る
寺
務
も
多
く
な

り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
大
喜
院
の
小
規
模
の
も
の
で
は
、
十
分

に
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
た

め
に
、
新
し
く
大
仏

殿
跡

の
西
に
仮
屋
(一㌦○
醐
)を
建
て
、
さ
ら
に
こ
こ
に

一
寺
を
建
て
て

龍
松
院
と

名
付
け
た
。
そ
し
て
貞
享
三
年

(
宍
杢
ハ)
二
月
に

公
慶

は
大
喜
院
か
ら
こ
こ
に
移
り
、
重
源
が
宋
か
ら
将
来
し
た
と
い
う
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
仏
を
安
置
し
て
不
断
念
仏
を
修
し
、

一
日

一
度

は

か
な
ら
ず
阿
弥
陀
法
と
大
般
若
経
を
真
読
し
、
天
下
の
泰
平
と
大
仏
殿

の
成
就
を
祈
願
し
た
。
以
後
大
仏
勧
化
の
諸
事
務
は
こ
の
院
で

お
こ
な
う
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
が
東
大
寺
勧
進
所
と
名
を
改
め
ら
れ
た
。

あ
ま
た

そ
の
勧
進

の
方
法
は
、

「興
隆
略
記
」
に

「
此
節
専
ら
南
都

の
町
中
に
潤
ほ
ひ
、
町

々
に
お
ゐ
て
講
中
余
多
出
来
、
掛
金
を
定
め
、
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月
並
に
奉
納
す
。
近
国
近
郷
よ
り
金
銀
米
銭
、
或
者
尊
像
鋳
掛
の
金
具
類
日
々
奉
納
す
L
と
あ
る
よ
う
に
、
南
都

の
町
中
に
大
仏
講
を

組
織
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
大
仏
講
に
つ
い
て
公
慶

は

「
大
仏
講
名
帳
」
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
募
金
な
ど
の
組
織
は
、
家
単

位
に
鉢
を
ま
わ
し
て
、
こ
れ
に
米
あ
る
い
は
銀
な
ど
を
集
め
、
日
ご
と
に
こ
れ
を
勧
進
所
で
整
理
す
る
方
法
を
と

っ
て
い
た
。

「井
上

町
中
年
代
記
」
に
も

「大
仏
殿
龍
松
院
公
慶
上
人
、
貞
享
五
年
辰

二
月
十
六
日

二
町
中

へ
鉢

二
御
出
被
レ成
、
御
出
被
レ遊
候
節
、
当
町

二
而
鉢
銭
壱
貫
文
計
、
面

々
二
遣
し
申
候
、

但
都
合
し
て
其
跡
二
月
廿
六
日

二
鉢
米
と
し
て
町
よ
り
白
米
壱
石
弐
斗
寄
進
仕
候
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
方
法
お
よ
び
大
仏
講
中
の
組
織
は
ほ
ぼ
判
明
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
町
方
の
家
族
単
位
の
寄

進
が
お
こ
な
わ
れ
た

結
果
、
公
慶
は
勧
進
所

の
阿
弥
陀
像
の
前
で
、
そ
の
家
族

の
安
泰
と
往
生
極
楽
を
祈
願
し
不
断
念
仏
を
修
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
大
仏
講
は
、
単
に
米
銭
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
再
建
用
材
な
ど

の
調
達
に
も
応
じ
る
な
ど
、
大
仏

お
よ
び
大
仏
殿
建
立

の
た
め
の
庶
民
活
動
の
基
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
大
仏
殿
再
建
の
た
め
の
用
材

の
募

金
の
と
き
に
も
、
こ

の
講
中
の
井
筒
屋
孫
兵
衛

・
細
井
戸
屋
理
右
衛
門

・
松
屋
作
兵
衛

・
大
坂
屋
五
郎
兵
衛
な
ど

一
七
人
の
大
仏
講
中

は
、
表
32
に
示
し
た

よ
う
な
大
仏
殿
再
建
に
要
す
る
用
材

・
用
具
な
ど

の
調
達
に
応
じ
て
い
る
。
こ
の
講
の
組
織

は
、
五
人
組
制
度
を
と

っ
て
い
た
当
時
の

表32大 仏殿再建調達用材

柱 用 ユ本 銀13貫500目

貫用 銀170匁

け た1本 銀1貫 目

た るき1本 銀700匁

梁1本 銀1貫800匁

枡形 大枡1個 銀190匁

同 小枡1個 銀
うら板 銀

なげし 銀
瓦 銀

大 釘1本 銀

大かすがい1本 銀
柱の巻輪 ユ個 銀

大蓮華1枚 銀
小蓮華1枚 銀

13匁

50匁

50匁

ユ匁

1匁5分

2匁

200目

5貫 目

3貫 目

社
会
組
織
に
即
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
大
仏
講
が
ほ
と
ん
ど
商
家
を
中
心
に
組

織
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
奈
良
の
町
民
商
家
の
協
力
な
く
し

て
は
、
こ
の
大
事
業
は
進
ま
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
組
織

の
協
力
を
え
て
、

貞
享
三
年

(
宍
八
六)
二
月
に
は
、

約
百
二

十
年
間
雨
露
に
さ
ら
さ
れ
て
破
損
し
て
い
た
大
仏
尊
像
の
鋳
掛
け
が

は
じ
め
ら

れ
た
。
こ
の
鋳
造
に
関
し
て
は
、
公
慶
に
親
近
し
て
い
た
当
時

の
名
工
後
藤
観

慶

(玄
順
)
が
そ
の
経
営
に
あ
ず
か

っ
た
。
な
お

玄
順
は
金
工
の
家
、

後
藤
乗
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意

の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。

「東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
記
」

に

仏
御
頭

永
禄
年
中
大
殿
焼
失
之
時
落
、
当
国
山
田
道
安
以
銅
板
仮
修
之
、
今
摸
其
面
容
鋳
之

鋳
物
師
糊
韓
姻
黼
躙
雄

故
蓮
華
十
八
枚
失
之
今
新
鋳
之

蓮
華
下
石
座

悉
砕
失
今
新
造
之

石
工
謎
騒
賍
駄
賑

熟
銅

六
万
五
千
七
百
五
十
四
貫
目

炭

二
万
八
千
五
十
六
俵

と
み
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
修
理
は
非
常

に
大
規
模
な
も

の
で
、
そ
の
鋳
か
け
は
、
油
留
木
町
の
な
べ
や
弥
左
衛
門

・
弥
九
郎
兵
衛

が
、

一
日

一
七
人
ず
つ
を
く
り
だ
し
て
事

に
あ
た

っ
た
。
こ
れ
ら
鋳
造
に
必
要
な
銅
に
つ
い
て
は
、
奈
良
町
民

の
助
力
に
よ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
大
坂
難
波
の
豪
商
北
国
屋
治
右
衛
門
が
銅
塊
三
〇
〇
釣
(鑑
ど○
听
髄
)を
寄
進
し
た
こ
と
な
ど
も
あ

っ
た
。

ま
た
、

仏
身
は
腰
か

ら
上
部
は
井
桁
に
組
ん
だ
用
材
で
上
部
を
さ
さ
え
て
い
る
の
で
、
そ

の
修
理
に
は
木
材
も
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
坂
か
ら
山
城
の
木

津
ま
で
運
び
、
そ
こ
か
ら
木
び
き
し
て
東
大
寺

へ
運
び
込
ん
で
い
る
。

つ
い
で
貞
享
四
年

(
ニハ八七)
に
は
、

一
乗
院

の
真
敬
法
親
王
が

み
ず
か
ら
大
仏
の
前
に
大
香
炉
を
寄
進
し
て
、
大
仏
修
理
の
完
成
を
祈
願
し
た
。
ま
た
台
座

の
石
座
は
長
さ
五
二
間
、
二
八
角
の
高
さ

七
尺
の
も
の
と
し
て
天
領

の
梅
谷
村
か
ら
切
り
出
し
、
藤
堂
和
泉
守
の
寄
付
に
よ
り
元
禄
四
年

(宍
空
)
三
月
に
完
成
し
て
い
る
。

大
仏
の
仏
身

の
修
理
は
、
ま
ず
蓮
花
座
か
ら
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
す
に
つ
い
て
は
、
「
古
稀
転
変
見
聞
書
」

開

眼

供

養

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鍋
屋
町
鋳
物
師
弥
左
衛
門
棟
梁
と
し
て
鋳
之
、
蓮
花
座
よ
り
鋳
か
け
段
々
次
第
く

鋳
の
ほ
り
候
、
鋳
様
は
そ
れ
く

処
々
の
な
り
に
か
ね
は
玉

平
瓦
の
こ
と
く
し
て
其
所

へ
あ

て
、
ろ
う

か
ね
を
大

ふ
い
ご
を
以
て
鋳
流

し
申
事
也
、
惜
哉
、

古

の
蓮
花
座

ニ
ハ
菩
薩

の
像
を
毛
掘

に
い
た
し
有

ひ
と

也
、
今

ハ
見

へ
ず
、
螺
髪

は
下
に
て
壱

つ
く

鋳
申
候

、
(中
略
)
御
頭

の
上

ニ
ハ
笠

の
こ
と
く

二
屋
根
有
り
、
御

か
た
よ
り
ひ
さ
し

の
を
く
廻

り

二
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表33大 仏修覆入用銀

貞享3年2月 ～元禄4年2月

100貫515匁

380.3732

58.116

34.7238

20.5368

75.43ユ2

鋳 物師 工 数40,206人
からかね

唐 金 之 目65,754貫

炭28,056俵

日用 者38,582人

鉄 鍛 冶 、 土砂 手間

材 木 大 工 、 日用 鍛 冶

石 方 手 間

屋
根
出
来
候
也
、
鋳
申
内
ハ参
詣
の
も
の
釈
迦
の
躰
内
へ
入
れ
申
候
、
内

ニ
ハ
八
角
の
石
か
き

有
り
、
皆
し
つ
く
ひ
つ
め
也

鋳
造
修
理
に
あ
た

っ
て
、
天
平

の
毛
彫
り
が
犠
牲
に
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か

る

の
で

あ

る
。こ

の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

っ
て
、

元
禄
四
年

(エ
ハ空
)
二
月
晦
日

に
は
、

そ
の
鋳
掛
け

が
終
了
し
た
。

「大
仏
殿
再
建
記
」

に
ょ
る
と
、
そ

の
用
材
人
員
費
用
な
ど
は
表
33
の
よ

う
で
あ

っ
た
。

そ
の
の
ち
、
付
帯
の
作
事
と
し
て
像
胎
内

の
横
材
を
と
り
か
え
、
新
し
く
修
理
の
完
成

し
た
像
を
守
る
た
め
に
仮
の
厨
子
を
た
て
蓮
弁
な
ど
が
雨
露
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
防
い

東大寺大仏(銅 造盧舎那仏坐艨)

で
い
る
。
そ
の
屋
根

は
板
葺
で
、
高
さ
九
問
、
横
七
間
の
大

き

な

も

の

で
、
本
殿

の
完
成
を
待

つ
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ

の
ほ
か
に
、
な
お
最

終
的
修
補
を
加
え
、

つ
い
に
元
禄
五
年

(
一六九二)
三
月
八
日
か
ら

四
月
八

日
ま
で
の

一
か
月
間
に
わ
た
る
開
眼
供
養
の
盛
儀
を
迎
え
る

こ
と

に

な

っ
た
。

こ
の
間
鋳
か
け
か
ら
実
に
約
六
年
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
会
に

あ
た

っ
て
は
、
開
眼

の
導
師
は
東
大
寺
別
当
勧
修
寺
宮

二
品
済
深
法
親
王

が

こ
れ
を
つ
と
め
、
勅
使
と
し
て
正
四
位
下
蔵
人
頭
右
大
辨
藤
原
輔
良
朝

臣
が
参
じ
、
寺
内

の
学
侶
お
よ
び
両
堂
衆
四
六
人
が
出
仕
し
、
古
鳥
蘇

・
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う

o

「東 大 寺 年 中 行 事 記」(東 大寺蔵)

登
天
楽

・
蘭
陵
王

・
納
曽
利
な
ど
舞
楽
五
番
が
演
じ
ら
れ
た
。
ま
た
幕

府
方
の
代
表
と
し
て
奈
良
奉
行

の
大
岡
美
濃
守
忠
高
が
参
加
し
、
町
中

を
与
力
同
心
が
警
固
し
た
。
東
大
寺
以
外
か
ら
も
、
興
福
寺
別
当

一
乗

院
宮
二
品
真
敬
法
親
王
が
同
寺

の
六
四
人
の
僧
と

二
〇
人
の
従
僧
と
と

も
に
願
文
を
さ
さ
げ
、
最
終
日
に
は
、
華
厳
長
吏
尊
勝
院
兼
安
井
門
跡

道
恕
大
僧
正
が
華
厳
会
を
い
と
な
み
、
仏
前
の
大
灯
籠
の
前
に
誕
生
仏

を
安
置
し
て
灌
仏
を
お
こ
な
い
、
釈
迦
誕
生
の
吉

日
を
期
し
て
開
眼
法

要
の
結
願
日
を
飾

っ
て
い
る
。
ま
た
法
華
千
部
経

の
読
誦
が
あ

っ
た
が

公
慶
は
毎
日
結
衆
し
て
千
部
経

の
導
師
と
な
り
、
十
輪
院
お
よ
び
永
福

寺
衆
僧
三
〇
人
も
こ
の
会
中
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
法
隆
寺

・

唐
招
提
寺

・
薬
師
寺

・
正
暦
寺
な
ど

の
僧
や
黄
檗
山
万
福
寺
の
唐
僧
、

時
宗
の
鉢
た
た
き
、
河
内
国
大
念
仏
寺

の
大
通
上
人
ら
も
集
ま

っ
た
。

こ
の
三

一
日
間
に
出
仕
し
た
僧
二
〇
七
〇
人
余
、
参
詣
受
斎
の
僧
二
六

五
〇
人
余
、
無
縁
受
斎
僧
七
二
〇
〇
人
余
、
以
上
あ
わ
せ
て

一
万
二
八

九
九
人
を
数
え
、
僧
以
外

の
受
斎
に
あ
ず
か

っ
た
も
の
は
二
〇
万
五
三

〇
三
人
に
お
よ
ん
だ
。
こ
の
法
会

の
荘
厳
盛
大
さ
が
う

か
が

わ

れ
よ

こ
の
と
き

の
用
意
と
し
て
、
舞
台
は
法
隆
寺
か
ら
借
用
し
、
そ

の
東
西
に
鼇
太
鼓
(暁
配
練
猷
塒
吻
斬
瞞
謙
脚
微
切
醐
跡
摘
彬
吐
知
剤
絢
描
唄
廂
詩
)が
お
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か
れ
た
。
こ
の
法
会
に
あ
わ
せ
て
東
大
寺
惣
持
院
に
あ

っ
た
良
弁
僧
正
の
衣

・
同
袈
裟

・
伝
良
弁
自
筆
顕
無
辺
仏
土
功
徳
経

・
印
判

・

硯

.
聖
武
天
皇
宸
筆
の
経
典

・
光
明
皇
后
五
月

一
日
経

・
五
獅
子
如
意
な
ど
を
大
仏

の
前

の
基
壇
上
に
な
ら
べ
、
仮
屋
を
設
け
て
三
月

八
日
か
ら
観
覧
に
供
し
た
。
ま
た
仮
屋

の
柱
に
は
大
幡
二
流
、
七
重
宝
珠
の
幡

一
対
を
か
か
げ
、
藤
掛
似
水

・
猪
が

い
三
左
衛
門

の
両

人
か
ら
献
納
さ
れ
た
大
花
立
の
花
瓶
が
備
え
ら
れ
た
(釦
齡
純
妬
囎
揃
聾
。

ま
た
こ
の
法
会
に
用
い
た

米
穀
は
四
五
〇

石
八
斗
五
升
に
も

な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
大
仏
開
眼
供
養
と
い
う
盛
儀
を
迎
え
て
、
こ
れ
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
奈
良
町
民
の
喜
び
は
ま
こ
と

町

の

人

出

に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
う
え
諸
国
か
ら
押
し
寄
せ
た
参
詣
人
も
多
く
、
奈
良
は
こ
の
と
き
空
前

の
に
ぎ
わ
い
を
呈

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
と
き
を
期
し
て
、
元
興
寺

・
漣
城
寺

・
慈
眼
寺

・
薬
師
寺

・
唐
招
提
寺

・
秋
篠
寺

・
野
田
村

の
薬
師
堂
な

ど
の
諸
寺
が
相

つ
い
で
秘
仏

.
秘
宝
を
開
帳
し
た
こ
と
も
、
こ
の
に
ぎ
わ
い
を
盛
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
と
き

の
様
子
を
以

下

「
大
仏
殿
再
建
記
」
な
ど
に
よ

っ
て
記
し
て
み
ょ
う
。
二
〇
万
余
の
参
詣
人
は
、
東
は
若
草
山

の
頂
上
か
ら
西

は
手
貝
町
に
か
け
て

充
満
し
た
と
い
い
、
三
月
二
十
七
日
に
奈
良
町
に
宿
泊
し
た
人
の
数
は
、
男
女
を
あ
わ
せ
て
四
万
九
〇
五
四
人
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て

と
り
わ
け

い
る
。
大
坂
か
ら
の
参
詣
者
に
つ
い
て
は
、

「
取
分
大
坂
ノ
諸
人
男
女
我

一
ニ
ト
先
ヲ
争

ヒ
、
大
坂
ヲ
ウ
チ
ウ
ツ
シ
テ
詣
、
大
坂
高
麗

(
暗
峠
力
)

橋

ヨ
リ
闇
晴
越
、
奈
良

マ
デ
人
相
続
ク
、
尺
地
モ
遊
地
ナ
シ
、
イ
カ
ヤ
ウ

ニ
急
ク
旅
人
駕
籠

ニ
テ
往
来
ス
ル
者
モ
、
人

ニ
セ
カ
レ
テ
急

カ
レ
ズ
、
道

二
泊
リ
テ
ニ
日
カ
ケ
ニ
大
坂
又

ハ
奈
良

二
来
ル
ヨ
シ
」
と
あ
り
、
京
都
方
面
か
ら
は

「山
城
国
木
津
川
渡
守
十
三
人
、
此

度
銀
三
十
七
貫
目
設
ク
ル
ヨ
シ
、
依
レ
之
勧
進
所

へ
恩
徳
ヲ
謝

セ
ン
為

二
鳥
目
三
十
貫
寄
進
、
三
十

一
日
ノ
内
僧
俗
女
子
六
万
人
余
渡

川
、
但

シ
三
月
廿
七
日
ニ
ハ
一
日

二
人
数

↓
万
人
余
渡
川
ス
ル
ヨ
シ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に

「山
城
国
加
茂

ノ
渡

ノ
舟
、
常

一
、
二
艘
ナ

ラ
デ

ハ
ナ
シ
、
此
度
舟
五
十
艘
宛
出
ス
、

一
日

三
二
千
五
六
百
人
ホ
ト
ヅ

ツ
渡
シ
メ
ル
ヨ
シ
、
是

ハ
伊
賀
国
ヨ
リ
往
来

ナ
リ
」
と
記
し

て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
人
出
に
よ

っ
て
、
商
店
も
い
ま
ま
で
に
な
い
繁
盛
を
極
め
た
の
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
猿
沢
池

の
鯉
に
煎
餅

・
饅
頭

な
ど
を
あ
た
え
る
人
が
多
く
、
つ
い
に
鯉

・
鮒
も
浮
き
あ
が
ら
な
い
の
で
、
鹿
が
池
に
入

っ
て
こ
れ
を
食

っ
た
と

い
い
、
池

の
近
く
で

菓
子
を
商

っ
て
い
た
人
は
、
お
よ
そ
金
子

一
〇
〇
両
余
も
も
う
け
た
で
あ
ろ
う
と
う
わ
さ
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ

の
こ
ろ
奈
良
中
に
饅
頭

屋

の
店
が
二
五
軒
あ

っ
た
が
、
こ
の
人
出
で
今
井
村

・
郡
山
か
ら
饅
頭
屋
二
〇
軒
が
進
出
し
、
あ
わ
せ
て
四
五
軒
が
奈
良
に
店
を
な
ら

べ
た
が
、
他
国
か
ら
き
た
人
が
奈
良
饅
頭
は
名
物
と
聞
い
て
賞
味
し
た
り
土
産
に
も
ち
帰
る
人
が
多
く
、

一
軒
ご

と
に
三

一
日
の
う
ち

に
鳥
目
二
〇
貫
を
も
う
け
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
仏
参
詣
の
帰
途
、
西
大
寺

の
愛
染
堂
で
豊
心
丹
を
買
い
求
め
る
人
が
多

く
、
そ
の
も
う
け
は

一
X
1110
貫
に
お
よ
び
、

の
ち
に
は
こ
れ
も
売
り
き
れ
た
と
い
い
、
大
坂
道
頓
堀

の
芝
居
な
ど
、
そ
の
た
め
に
見

物
人
が
な
か
っ
た
と
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
大
仏
開
眼
の
時
期
に
、
東
大
寺
に
ほ
ど
近
い
登
大
路
町
に
芝
居
屋
敷
が
あ

っ
た
。

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
よ
れ
ぽ
、

そ
れ
は
、
大
智
院

の
西
隣
(柚
韓
齣
倣
配
蝋
)で
あ
り
、
こ
こ
で
元
禄
五
年

(
宍
九二
)
の
大
仏
開
眼
供
養
以
後
、

歌
舞
伎
芝
居
や

相
撲
な
ど
が

行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
を
芝
居
屋
敷
と
い
い
、
宝
永
年
間
に
綿
町
地
方
屋
敷

に
移
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
記
し
て
い
る
。
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大

仏

殿

の
造
営

大
仏
仏
身

の
鋳
造
修
理
は
、
実
は
大
仏
殿
完
成

へ
の
第

一
段
階
で
あ

っ
た
か
ら
、

つ
ぎ

の
大
仏
殿
再
建

へ
の
勧
進

は
、
す
で
に
大
仏
修
理
中
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
元
禄
元
年

(
コ
穴
八)
閏
四
月
二
日
、
東
大
寺
別
当
済
深
法
親
王
と
華
厳
長
吏
道
恕
大
僧
正
を
中
心
と
し
て
、
大
仏
殿

釿
始

千
僧
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
参
加
し
た
五
畿
内
の
番
匠
は
、
表
34
の
よ
う
に
南
都

の
大
工
組
を
中
心
と
し
、
こ
れ
に
各

再

建

の

準

備

と

勧

化
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表34

各地から参加した大工組人数

餅

3

29

山城
加茂組

宇治組

下狛組

44

摂津
大坂組

和泉堺
北之庄組14

堺南之庄組14

匚
」

に
り

厂
0

蔵中組

春木村

高石組

10

河内
狛田組

教興寺組10

10

9

石川組

門真組

大和
南都組117人

郡 山組34

西京組13

法隆寺八組81

多武峯組U

越知組

今井組

矢田組

萬歳組

笠目組

布施組

箸尾組

高田組

三輪組

水間組

山中組

勢野組

龍田組

興留組

三井組

櫟本組

10

10

13

6

6

6

6

6

15

7

8

8

6

6

6

19

地
か
ら
加
わ

っ
た
人
た
ち
合

わ
せ
て
約
六
〇
〇
人
に
及
ん

で
い
る
。

工
事

は
京
都
か
ら
出
向

い

た
中
井
主
水
正
の
下
知
を
う

け
、
棟
梁

に
は
法
隆
寺

の
今

村
正
長

・
乾
栄
次
が
あ
て
ら

れ
た
。
儀
式
は
大
仏
殿
跡

の

中
門
で
お
こ
な
わ
れ
、
結
縁

の
も

の
三
〇
〇
人
を
集
め
て
、
玉
女
神
祭

・
墨
掛

・
絲
引

・
釿
立

の
順
で
進
行
し
た
。
そ
の
七
日
間
に
千

僧
供
養
が
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ

の
と
き
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
あ

い
だ
に
斎
食
を
う
け
た
も
の
五
万
七

一
六
〇
人
、
結
願

の
四
月
八
日
の
見
物
人
は
六
八
万
人
余
と
い
わ
れ
、
第
六
日
に
大
坂
か
ら
奈
良
ま
で
つ
づ
い
た
人
波
は
、
八
里
の
間
に
旅
人
の
乗

っ
た

駕
籠

一
六
〇
〇
丁
、
歩
行
者
は
奈
良
ま
で
連
続
す
る
ほ
ど
盛
況
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
奈
良
奉
行
の
大
岡
美
濃
守
忠
高
も
法

会

に
参
加
し
、
与
力

・
同
心
も
ま
た
そ
の
期
間
中
警
固
に
あ
た

っ
た
。
ま
た
、
大
仏
殿
造
営

の
総
棟
梁
に
は
京
都

の
木
匠
塀
内
筑
後
少

掾
橘
員
長
、
塀
内
市
郎
右
衛
門
尉
満
政
(正
利
と

も
い
う
)が
え
ら
ぼ
れ
て
、

本
格
的
な
準
備

の
段
階
に
入

っ
た
。
そ
し
て
朝
廷
も
ま
た
こ
の
釿
始

め
の
功
を
賞
し
て
、
こ
の
年
八
月
、
公
慶
に
上
人
号
を
勅
許
さ
れ
た
。

さ
て
、
元
禄
三
年

(一六九〇)
に
は
、
大
坂
町
奉
行
か
ら
大
坂
新
川
西
端
に
大
仏
殿
再
建

の
用
材
を
置
艮

場
所
を

借
り
る
許
可
を
得
、

こ
こ
に
大
坂
の
勧
進
所
を
つ
く

っ
て
い
る
。
こ
の
地
は
、

こ
れ
か
ら
元
禄
十

一
年

(宍
九八)
ま
で
、

西
国
地
方
か
ら
の
資
材

の
回
船
入

津

の
場
と
な
り
、
公
慶

の
弟
子

の
無
伯
が
こ
れ
を
管
理
し
た
。
こ
こ
を
大
仏
嶋
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
ま
の
富
島
の
地
に
当
た
る
と
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い
わ
れ
て
い
る
。

大
仏
殿
用
材
は
、
こ
の
大
仏
嶋
か
ら
舟
で
淀
川
を
の
ぼ
り
淀
を
経
て
木
津
に
到
着
す
る
。
そ
こ
か
ら
大
車
を
用

い
る
が
、
大
木
は
牛

三
～
四
〇
頭
と
役
夫
三
〇
〇
余
人
、
小
木
は
牛
三
～
四
頭
と
役
夫
七
～
八
人
で
市
坂
を
越
え
奈
良
坂
を
通
り
、
転
害
門
あ
た
り
か
ら
勧

進
所
の
木
作
所
ま
で
運
び
こ
ま
れ
た
。
ま
た
木
作
が
始
ま
る
と
と
も
に
、

大
仏
殿
跡
の
柱

の
礎
石
五
八

一
個

の
掃
除
と
、

東
西
九
二

間
、
南
北

一
〇
八
間

の
回
廊

の
跡
の
整
地
を
お
こ
な
い
、
ま
た
回
廊
と
大
仏
殿
と
の
間
に
は
、
結
縁
の
百
姓
た
ち

に
よ

っ
て
芝
は
り
の

奉
仕
が
な
さ
れ
た
。

公
慶
は
さ
ら
に
用
材
調
達
の
た
め
に
、
備
前

・
美
作

・
周
防

に
も
足
を
の
ぼ
し
た
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
江
戸
に
も
大
仏
殿
勧
進
の
た
め

の
根
拠
地
を
占
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
浅
草
長
寿
院
宿
坊
を
借
り
、

元
禄
五
年

(
一六九ご
)
に
は

本
所
高
野
山
大
徳

院
地
内
に
仮
勧
進
所
を
構
え
た
。
こ
れ
は
蓮
弁
修
理
銘
に
高
野
山
万
勝
院
と
あ
る
こ
と
の
縁
故
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
つ

い
に
本
所
に
大
仏
勧
進
所
を
開
き
、
い
ま
ま
で
の
浅
草
の
長
寿
院
宿
坊
の
間
借
り
を
や
め
、
江
戸

の
大
仏
講
中
の
支
持
を
得
て
本
格
的

な
出
張
所
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
翌
年
、
増
上
寺
の
貞
誉
大
僧
正
を
導
師
に
迎
え
て
勧
進
所
開
き
を
営
み
、
尾
張
藩
か

ら
も
寄
付
を
得
て
、
こ
こ
を
充
実
す
る
こ
と
が
で
ぎ
た
。

元
禄
六
年

(一六九三)
二
月
に
公
慶

は
桂
昌
院
か
ら
大
仏
殿
勧
進

の
喜
捨
を
受
け
、
つ
い
で
側
用
人
柳
沢
出
羽
守
保

明

(吉
保
)
を
通
じ

て
直
接
将
軍
に
接
近
し
、
保
明
も
ま
た
大
仏
殿
再
建
を
積
極
的
に
援
助
す
る
意
欲
を
み
せ
た
。
そ
の
結
果
幕
府
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た

「東
大
寺
大
佛
殿
再
興
勧
進
状
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

南
都
大
仏
殿
再
興
勧
進
之
状

右
、
再
興
之
意
趣
者
、
勧
進
帳
令
筆
疏
候
通
、
天
下
安
全
武
運
長
久
諸
民
快
楽
之
御
祈
祷
也
、
発
願
以
来
已
及
十
年
候
、
以
衆
人
之
施
入
、
大
像

之
修
補
開
眼
之
法
会
等
、
雖
令
成
就
候
、
然
仏
殿
之
儀
者
大
数
十
余
万
金
之
経
営
故
、

一
郡

一
国
之
助
力
二
而
曽
以
難
及
百
分
之

一
候
二
付
、
徒
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経
年
月
候
処
、
天
下
之
士
庶
・
人
別
奉
加
之
事

自
今
以
後
趣

退
慮
可
翕

化
之
旨
・
御
免
許
之
趣
・
禦

行
衆
被
仰
渡
候
間
・
御
靆

之
諸
士

御
領
内
之
諸
人
、
随
信
心
、
人
別

一紙
半
銭
被
致
喜
捨
之
志
候
様
奉
頼
候

以
上

戌
十

一
月

大
勧
進
上
人
龍
松
院

そ
し
て
こ
の
勧
進
状
を
口
上
書
に
し
勧
進
帳
を
添
え
て
、

諸
国

の
大
名

・
小
名
に
残
ら
ず
勧
進
す
る
こ
と
の
許
可
を
得
た
の
で
あ

る
。
こ
の
人
別
奉
加
の
通
達
は
、

「諸
大
名
中

エ
無
二遠
慮

一入
候
様

二
仰
渡
」
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
町
中
の
庶
民
だ
け
を

対
象
と
し
た

一
紙
半
銭
の
寄
付
勧
進
が
、
諸
大
名
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、

一
〇
余
万
両
の
奉
加

へ
の
口
火
が
切
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
公
慶
は
、
こ
こ
で
元
禄
八
年

(
宍
九五
)
四
月
か
ら

十
月
ま
で
勧
進
の
た
め
に
諸
大
名
お
よ
び
旗
本
屋
敷

を
巡
行
し
、
そ
の
翌

年

に
は
京
都
と
伏
見
で
、
江
戸
と
同
じ
く
口
上
書
と
勧
進
帳
を
そ
え
て
町
ご
と
に
人
別
奉
加
を
依
頼
し
、
大
坂
で
も
諸
大
名
蔵
屋
敷
や

町
々
へ
人
別
奉
加
を
は
じ
め
た
。

一
人
別
奉
加
之
儀
、
自
今
以
後
無
遠
慮
、
可
令
勧
化
之
旨
被
仰
渡
候
二
付
、
勧
化
之
状
を
以
諸
大
名
方
、
御
旗
本
之
面
々
迄
願
申
上
候
処
、
少
々

宛
相
集
申
候
、
尤
未
参
方
も
御
座
候
得
共
、
只
今
迄
相
集
候
金
高
考
申
候
得
者
、
追
々
残
高
も
少
分
之
儀
と
奉
存
候
事

拝
領
銀
並
諸
大
名
方
、
御
旗
本
衆
、
寺
社
方
、
町
中
奉
加
共
、
都
合
金
高
壱
万
両
程
相
集
申
候
事

大
仏
殿
柱
九
拾
弐
本
之
内
、
陳
廻
之
柱
三
十
弐
本
相
立
置
候
得
共
、
此
上
材
木
普
請
方
諸
事
雑
用
大
分
之
儀
二
付
、

一
天
下
人
別
奉
加
之
儀
、

毎
年
壱
人
二
拾
弐
銭
宛
施
入
在
之
候
様
仕
度
候
、
乍
言
志
無
之
人
者
差
置
、
志
有
之
人
者
、
自
分
之
拾
弐
銭
之
外
、
現
在
之
父
母
兄
弟
之
祈
祷

又
者
先
考
先
妣
、
亡
父
亡
弟
之
追
善
に
も
致
施
入
、
五
人
分
も
十
人
分
も
志
次
第
施
入
仕
之
様
仕
度
奉
願
候
、
如
何

勧
化
仕
弐
年
成
共
、
大
仏
建
立
相
済
候
迄
、
施
入
仕
之
様
奉
願
候
、
凡
五
年
程
二
者
造
畢
可
仕
与
奉
察
候

と

「東
大
寺
年
中
行
事
記
」

に
み
え
て
い
る
。

し
か
し
、
勧
進
は
人
別
奉
加
の
た
て
ま
え
を
と

っ
て
い
る
以
上
そ
の
額
は
自
由
で
あ

っ
た
た
め
、

一
〇
余
万
両
を
必
要
と
す
る
こ
の

大
仏
殿
再
興
の
目
的
額
に
達
す
る
に
は
な
お
困
難
が
あ

っ
た
。

そ

の
た
め
公
慶
は
、

元
禄
十
年

(宍
九七)
九
月

に
寺
社
奉
行
を
通
じ
、
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人
別

一
二
銭
の
定
額
奉
加
に
切
り
替
え
る
こ
と
を
願

い
出
た
。
本
来
、
人
別
奉
加
は
当
時

一
家

の
内

一
人
だ
け
と
受
け
と
ら
れ
て
い
た

の
で
、
苦
肉
の
策
と
し
て

一
人

一
二
銭
、
何
人
分
も

の
施
物
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
年
限
は
二
年
で
、
計
画
実
施
か

ら
五
年
後
に
大
仏
殿
の
完
成
を
見
る
目
的
で
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
幕
府
も

一
応
こ
れ
を
了
解
し
て
、
奉
加
銭

=

一銭
と
す

る
こ
と
を
許
可
し
た
。
こ
の
間
、
幕
府
側
で
は
老
中
土
屋
政
直
、
側
用
人
柳
沢
保
明
、
寺
社
奉
行
永
井
直
敬
、
護
持
院
隆
光
、
護
国
寺

快
意
な
ら
び
に
桂
昌
院
の
縁
者
で
あ

っ
た
本
庄
因
幡
守
宗
資
ら
が
そ
の
斡
旋
者
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
幕
府
の
指
示
に
よ
る
人
別

一
二
銭

の
奉
加
の
決
定
は
、
大
仏
殿
の
再
建
が
東
大
寺
独
自

の
勧
財
方
式
か
ら
離

れ
て
、
幕
府
お
よ
び
奈
良
奉
行
所

の
直
轄
管
理
の
方
向

へ
展
開
す
る
結
果
と
な

っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
幕
府
は
同

年
十

一
月
に
勘
定
奉
行
荻
原
近
江
守
重
秀
を
大
仏
殿
勧
進

の
幕
府
方
の
最
高
責
任
者
と
し
、
奈
良
で
は
奈
良
奉
行

の
妻
木
彦
右
衛
門
頼

保
を
直
接
責
任
者
と
し
、
勘
定
方

の
代
官
大
柴
清
右
衛
門
を
派
遣
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
こ
の
大
仏
殿
再
建
は
単
に
東
大

寺
だ
け

の
問
題
で
は
な
く
、
幕
府
自
体
の
面
目
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
勧
進
の
結
果
を
待

つ
こ
と
な
し
に
工
事
を

推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
計
画
の
大
き
な
変
更
の
た
め
、
幕
府

は
勘
定
方
南
都
代
官
大
柴
清
右
衛
門
を
中
心
と
し
、
勧
化
所

の
後
藤
玄
順
ら
の
も

と
で
、
早
急
に
大
仏
殿
総
見
積
を
つ
く
り
目
録
を
作
成
さ
せ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
見
積
書
は
、
建
築
費
用
の
全
額
と
用
材

の
調
達
、

設
計
図
お
よ
び
百
分

の
一
模
型
を
ふ
く
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
成
に
は
、
大
仏
殿
普
請
所
で
棟
梁

の
塀
内
市
郎
右
衛

門

・
後
藤
玄
順

・
小
林
喜
右
衛
門
ら
が
あ
た
り
、
幕
府
の
要
求
に
あ
う
江
戸
好
み
の
唐
破
風
を
そ
え
て
提
出
す
る
な
ど
そ
の
心
づ
か
い

を
示
し
て
い
る
。

幕
府
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
、大
仏
殿

の
ほ
か
中
門

・
回
廊
を
も
再
建
す
る
計
画
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
代
官
大
柴
清

右
衛
門
の
手
代
篠
原
幸
右
衛
門

の
手
に
よ

っ
て
入
札
が
お
こ
な
わ
れ
、
用
材
二
万
六
七
二
三
本

(餓
臟
巳
軌
肚
畑
瑣
猷
三
酢
醜
琳
分
)
は
、
京
都

・

幕
府
の
援
助
と

工

事

の

進

展

177



大
坂

.
近
江
や
大
和

の
材
木
屋
で
引
き
う
け
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
元
禄
十
二
年

(一六究
)
に
、
大
坂
勧
進
所
を
渡
辺
橋
寄
り
の
大

仏

嶋

の
地
か
ら
上
塩
町
西
五
丁
目
に
移
し
た
の
は
、
用
材

の
調
達
を
便
に
す
る
た
め
で
あ

っ
た
・

し
か
し
、
大
仏
殿
再
建
の
資
金
調
達

に
つ
い
て
は
、
公
慶

の
心
血
を
そ
そ
い
だ
勧
進
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
万
両

の
目
標

に
は
と
う
て
い
達
し
な
か
っ
た
(
「興
隆
略
記
」
「東

大
寺
年
中
行
事
記
」
)。
こ
の
た
め
公
慶
は
、
幕
府
に
石
高
に
よ
る
拠
出
金
の
決
定
を
申
請
し
・
同
時
に
東
大

寺
方
と
し
て
も
、
大
仏
殿

の
間
口
の
間
数
を
当
初
の
計
画
規
模
の

一
一
間
か
ら
、
東
西
各
二
間
を
減
少
し
て
七
間
と
す
る
な
ど

の
譲
歩

を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た
。

大
仏
殿
再
建
の
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
、

「大
仏
殿
再
建
記
」
で
は
、

大
仏
勧
化
金
銀
根
元

御
料
並
私
領
ヨ
リ
黄
金
十
万
両
之
願
、
元
禄
十
二
卯
年

於
公
儀

龍
松
院
上
人
申
之

御
料
勧
化
金
相
調
、
御
勘
定
頭
ヨ
リ
諸
国
御
代
官
へ
廻
状

卯
年
九
月
廿
八
日
之
日
付

高
百
石
二
金
子
壱
歩
宛
之
積
、
但
年
数
五
年
卯
辰
巳
午
未
迄
従
二
御
代
官
衆
【南
京
奉
行
江
納
之

と
み
え
て
、
い
よ
い
よ
幕
命
で
大
仏
殿
再
建
事
業

の
資
金
調
達
を
は
か
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
資
金
お
よ
び
工
事

の
管
理
は
幕
府

の
勘

定
奉
行
と
奈
良
奉
行
が
全
責
任
を
も

っ
て
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
関
す
る
役
触
状

に
よ
る
と
、

南
都
大
仏
堂
修
造
入
用
銀
勧
化
之
儀
、
龍
松
院
願
二
付
在
々
勧
化
筈
候
処
二
龍
松
院
自
力
難
届
、
其
上
ケ
様
之
口
縁
之
儀
有
之
故
、
御
代
官
衆
江

此
方
よ
り
申
達
之
、
村
々
割
付
金
子
取
立
、
龍
松
院
方
江
相
渡
筈
二
候
之
間
、
各
御
代
官
村
々
よ
り
高
百
石
二
付
金
子
壱
歩
宛
取
立
、
龍
松
院
方
江

可
被
相
渡
之
節
、
此
方
江
聞
合
可
被
申
候
、
且
亦
銀
子
二而
取
立
候
ハ
高
百
石
二
拾
五
匁
宛
積
り
候
、
私
領
者
龍
松
院
方
よ
り
地
頭
江
可
申
達
候
也

諸
星
伝
左
衛
門

國
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荻
原
近
江
守

圃

一尸
川
備
前
守

圃

久
貝
忠
左
衛
門

圃

井
戸
対
馬
守

圃

右
之
通
御
勘
定
所
よ
り
被
仰
触
候
、
写
遣
之
問
、
高
百
石
二
付
銀
拾
五
匁
宛
積
り
来
十
五
日
よ
り
廿
日
迄
内
二
南
都
御
番
屋
敷
江
持
参
可
仕
候
得
者

如
此
候

以
上

卯
閏
九
月
十
五
日

大
柴
清
右
衛
門

圃

右
之
通
諸
所
御
代
官
よ
り
御
触
流
被
成
下
之
旨
、
大
柴
清
右
衛
門
よ
り
被
仰
聞
被
下
候

と
、
幕
府
は
大
仏
殿
再
建

の
た
め
に
、

一
〇
万
両
を
天
領
と
大
名
領
か
ら
調
達
す
る
こ
と
を
決
め
、
勘
定
頭
か
ら
諸
国
の
代
宮
所
な
ど

に
通
達
し
た
。

も
と
も
と
東
大
寺
大
仏
殿
は
天
下

の
大
工
事
で
あ

っ
た
か
ら
、
幕
府
も
こ
の
勧
財
に
あ
た

っ
て
非
常
に
苦
慮
し
た
。
も
ち
ろ
ん
公
慶

上
人
の
勧
進
で
は
と
て
も
お
ぼ

つ
か
な
く
労
し
て
効
な
し
の
状
況
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幕
府
は
資
金
を
天
領

と
大
名
領
に
分
け
て
調
達
し
、
そ
の
工
事

の
主
導
権
を
奈
良
奉
行
に
移
管
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
工
事
の
進
晨
を
は
か
っ
た
。

こ
の
計
画
は
護
持
院
隆
光
と
快
意
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
取
持
ち
を
桂
昌
院
に
依
頼
し
て
立
案
さ
れ
た
。
そ
し

て
ま
ず
天
領
や
直
参

衆

の
所
領
な
ど
か
ら
の
割
当
金

の
調
達

に
つ
い
て
は
、

「私
領
分
納
り
方
之
事
、
荻
原
近
江
守
殿
江
茂
遂
示
談
、
御
老
中
柳
沢
出
羽
守

殿
江
茂
願
候
得
共
、
中
々
以
重
キ
御
事
也
、
(中
略
)御
料
分
百
石
壱
分
勧
金
被
成
候
程

二
候
得
共
、
私
領
之
勧
金
数
年
之
寄
り
高
、
且
此

節
数
日
回
国
之
様
子
、
尤
人
々
之
信
仰
不
叶
と
い
へ
ど
も
、
集
り
金
銀
之
員
数
中

々
不
准
御
料
、

難
及
自
力
事
に
候
」
(罎

)
と
て
公

領

か
ら
の
調
達
も
思
う
に
ま
か
せ
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
も
と
で
は
、
大
仏
殿
の
完
成
の
年
限
も
は
か
り
が
た
く
、
材
木
も

不
足
し
長
期
に
わ
た
り
足
場
の
木
も
破
損
し
だ
す
と
い
う
状
況
と
な

っ
た
た
め
、
幕
府
は
自
分

の
所
領
以
外

の
諸
大
名

の
領
地
か
ら
の
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勧
金
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
桂
昌
院
か
ら
柳
沢
吉
保
に
命
令
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。

そ

の
趣
は
公
慶
上
人
の
諸
国
勧
進
活
動
を
停
止
し
、
江
戸
屋
敷
の
諸
大
名
の
家
老
た
ち
を
城
中
に
呼
び
よ
せ

「
南
都
大
仏
殿
修
造
金

高
百
石
に
付
壱
分
」
と
決
定
し
、
大
仏
殿
の
普
請
を
奈
良
奉
行
の
直
轄
事
業
と
し
て
、
そ
の
責
任

に
お
い
て
指
定
期
日
ま
で
に
お
こ
な

う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
い
ま
や
幕
府
の
面
目
に
お
い
て
完
成
を
期
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
費
用
は
約

一
〇
万
両
を
計
画
し
た
が
、
最
終
的
に
は
総
入
用
金

一
二
万

一
二
九
四
両
壱
分
と
銀
三
匁
二
分

八
厘
で
大
仏
殿
の
完

成
を
み
た
。
そ
の
う
ち
公
慶
上
人
が
用
意
し
た
も
の
は

一
万

一
二
〇
六
両
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
は
、
い
か
に
大
仏
殿
の
工
事
が
単
独

で
は
お
こ
な
い
が
た
く
、
幕
府
の
援
助
な
し
に
は
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
国
家
的
大
事
業
で
あ

っ
た
。

東
大
寺
は
こ
の
大
事
業
を
推
進
す
る
に
あ
た

っ
て
、
京
都
所
司
代
を
経
由
せ
ず
、
直
接
表
向
き
は
幕
府
の
寺
社
奉
行

・
勘
定
奉
行
に

働
き
か
け
、
裏
面
で
は
隆
光

.
快
意
ら
の
動
き
を
通
じ
て
桂
昌
院
を
動
か
し
、
将
軍
の
命
を
以
て
全
国
的
規
模
の
も
と
に
完
成

へ
導
い

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
源
頼
朝

の
武
家
を
背
景
と
し
て
再
興
し
た
鎌
倉
期
の
再
興

の
前
例
と
同
様
に
、

公
慶
を
中
心
と
し
て
武
家
に
よ
る
復
興

の
必
要
性
を
と
な
え
再
建

へ
進
ん
で
い
っ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
奈
良
と
幕
府
と
の
強
い
つ
な
が

り
を
示
す
歴
史
的
な
事
業
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
が
大
仏
殿
の
再
建

に
積
極
的
に
の
り
出
し
た
た
め
工
事
は
は
か
ど
り
、
幕
府
の
命
を
う
け
た
諸
大
名

や
旗
本
は
、
大
仏
勧

化
の
金
銀
を
奈
良
奉
行
に
届
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
公
慶
も
桂
昌
院
の
援
助
に
た
よ
る
こ
と
と
し
て
諸
国
勧
化
を
中
止
し
、
東
南
院
内

に
東
照
宮
を
建
て
て
幕
府
の
協
力

に
た
い
す
る
感
謝

の
意
を
あ
ら
わ
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
後

の
援
助
を
期
待
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
工

事
は
進
捗
し
て
元
禄
十
五
年
-
(一七〇ご)
五
月
に
は
上
棟
を
み
、

つ
い
で
東
南
院

の
開
基
聖
宝
僧
正

の
像
も

大
仏
師
朝
慶
に
よ

っ
て
つ
く

ら
れ
、
九
月
に
は
開
眼

の
は
こ
び
と
な

っ
た
。
こ
の
東
南
院
の
東
照
宮
の
建
物
は
、
勧
修
寺

の
済
深
法
親
王
が
明
正
上
皇
の
旧
殿
を
拝

受
し
た
も
の
を
移
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
宸
殿
は
東
南
院
支
配
下
の
善
性
院

の
客
殿
を
移
築
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
元
禄
十
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東南院東照宮 「平城年中行事絵巻」(石崎直司氏蔵)い まは天皇殿とよんでい

る、左の文字はその末尾で、無名園(古 道)の 署名がある

六
年

(
一七9
二)
か
ら
は
、

大
鐘
の
横
に
三
間
四
面

の
俊
乗
堂
を
建
て
始

め
、

宝
永
元
年

(宅

〇四)
に
は
公
慶

の
念
願
で
あ

っ
た
俊
乗
房
重
源

の
五
百
年
遠
忌
を
営
む

こ
と
が
で
き
た
。

さ

ら
に
周
辺
の
修
理
を
す
す
め
、
大
湯
屋
も
修
理
さ
れ
た
。

し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
大
仏
殿

の
再
建
に
つ
い
て
の
最
大
の
難
関

は
、
大
仏
殿
の
大
虹

梁
を
得
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
一
三
問
物
二
本
の
松
材
は
、
薩
摩
の
請
負
人
に
よ

っ
て
霧

島
山
系
白
鳥
山
で
発
見
さ
れ
、
元
禄
十
七
年
(宝
永
元
年

一七
〇
四
)正
月
に

切
り
出
し
て
か
ら

八
か
月
が

か
り
で
、
九
月
に
よ
う
や
く
大
仏
普
請
所
に
届
け
ら
れ
た
。

「興
隆
略
記
」
に
は

融

麓

㎡

吾

大
殿
大
虹
梨
弐
本
馥

莚

硼
寸
普
請
所
着

造
営
専

一
之
虹
梁
故
、
元
禄
之
初
よ
り
不
絶
諸
国
を
尋
、
猶
又
近
年
公
儀
御
威
光
を
以
、
被
遂

(就
)

御
吟
味
候
得
共
、
間
数
不
足
難
相
用
及
延
引
候
、
追
日
作
事
成
寿
候
二
付
て
ハ
無
拠
棟
梁
二
申

付
、
長
十
間
弐
尺
之
虹
梁
を
以
可
弁
之
旨
相
積
候
、
然
者
蓮
華
座
上
二
柱
を
建
申
事
新
儀
之
営

故
此
儀
歎
入
、
未
決
之
折
節
公
慶
不
思
議
之
夢
阿
リ
、
依
而
諸
国
之
到
来
を
暫
見
合
申
所
二
、

日
向
之
国
白
鳥
山
二
老
松
有
之
由
告
来
、
異
変
符
合
之
儀
有
之
候
付
、
奉
行
衆
江
茂
申
談
急
見

分
被
差
遣
候
処
、
至
極
之
虹
梁
也
、
則
従
日
州
白
鳥
之
神
山
弐
本
共
伐
出
之
、
国
主
薩
之
大
守

(夫
)

よ
り
役
人
被
差
出
夥
敷
多
人
歩
を
以
、

数
十
里
之
難
所
無
故
障
引
出
シ
鹿
児
嶋
よ
り
乗
船
、

同
国
山
川
之
津
滞
留
、
七
月
六
日
出
船
海
上
三
百
里
日
数

七
ケ
日
、
自
七
月
十
二
日
播
州
兵
庫
到
着

薩
州
よ
り
材
木
荷
物
等
上
船
之
事
、
無
上
之
雖
順
風
、七
八
日
之
内
兵
庫
着
船
之
事
難
及
所
也
、

今
度
大
木
を
載
七
日
之
間
、
彼
地
着
船
之
事
希
有
之
事
也
ト
薩
州
之
諸
士
被
語
之
、
其
外
船
頭
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等
不
思
議
之
品
、
雖
申
承
不
記
之

(夫
)

一

同
十

六
日
大
坂
伝
法
川

ロ

ニ
着
、
役
人
棟
梁
於
此
所
見
分
之
上
、
出
船
大
坂

よ
り
淀
川
筋
船
引
人
歩
、
村

々
江
御
代
官
拜
御
領
主
方
よ
り
被
仰

付
、

八
月
十
日
木
津
着
、
同
十
九

日
よ
り
車
力

を
以
引
出

ス
、
毎

日
南
都
之
町
中
近
郷

よ
り
思

々
二
出
立
引
之
、
大
坂
南
都
之
講
中
品

々
之
作

リ
物
等
差
出
、
大
坂
よ
り
淀
木
津
南
都
着

迄
、
公
慶
付
添
拜
役
人
毎

日
罷
出

ル
、
木
津
よ
り
陸
地
之
分
者
、
与

力
同
心
毎

日
前
後
警

固

か

ん

と
、
そ

の
事
情
を
記
し
て
い
る
。
古
醐
和
尚

の
木
曳
図
(口
絵
)
は
こ
の
有
様
を
如
実
に
え
が
き
出
し
て
い
る
。
先
導
を
と
り
か
け
声
高
く

大
虹
梁
を
二
本
台
車
に
の
せ
て
引
き
回
す
。
そ
れ
は
大
仏
殿
の
再
建
に
い
か
に
多
く

の
人

々
が
参
加
し
た
か
、
ま
た
公
慶
を
生
仏
と
し

表36

奈良周辺か ら出た人数

宝永元年8月19日 ～

9月4日 まで

木 津 郷

下郡山町

七条組 常福寺組

三碓組 矢田組

中垣内組 大輪田
組 磯壁組

櫟本村組

古市組 磯上組

加 藤 組

人

1,400

200

401

300

300

表35

奈 良町か ら出た人数

宝永元年8月19日 ～

9月5日 まで

8月19日

8月20日

8月22日

8月23日

8月24日

8月25日

8月26日

8月27日

8月28日

8月30日

9月1日

9月2日

9月4日

9月5日

人

2,598

1,151

1,920

ユ,489

592

721

831

614

1,062

600

600

1,547

2,438

1,800

2,601合 計17,963合 計

て
仰
ぐ
人
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
多
か

っ
た
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
い
わ
ぽ
世
紀
の
事
業
に
対
し
て
の
奈
良
町
お
よ
び
周
辺
村

々

の
人

々
の
協
力
ぶ
り
は

「大
仏
殿
再
建
記
」

に
く
わ
し
く
述

べ
ら

れ
て
い
る
(鏃
瀦
.表
36
)。こ

の
巨
大
な
虹
梁
を
上
げ
る
に
は
、
棟
梁
塀

落

慶

法

要

内
満
政

(正
利
)
の
計
画

に
も
と
つ

い
て

大

轆
轤
が
新
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
大
綱
で
も
ち
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、

宝
永
二
年

(一七〇五)
三
月
で
、

こ

の
大
工
事
を
見
物
す

る
た
め
に
、
京

・
大
坂
か
ら
く
る
人
も
多
か

っ
た
。
こ
う
し
て
閏

四
月
十
日
に
は
奉
行
妻
木
彦
右
衛
門
頼
保
以
下
諸
役
人
を
は
じ
め

南
都

の
年
寄

・
月
行
事
、
奈
良
回
り
八
か
村

の
庄
屋
や
年
寄
ら
も

列
席
し
て
、
棟
上
げ
の
儀
式
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
。
そ

の
よ
う
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こ
び
は
東
大
寺
だ
け
で
な
く
、

奈
良
町
中
の
も
の
で
あ

っ
て
、

上
棟
を
祝

っ
て
南
大
門

の
前
で
は
能
六
番
、

狂
言
五
番
が
演
じ
ら
れ

た
。
こ
こ
に
棟
札
と
上
棟
式
の
よ
う
す
を

「
再
建
記
」
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。

「大
仏
殿
棟
札
」

蟶
駐
娵
僻
飫

大
檀
那
大
梵
天
王

颶
翩
耽
蹴
韻
饑
に
紲
耿
賜
槭
孅
翻
満
並
一天
四
海

元
禄
十
年
丁
丑
四
月
十
五
日
建
柱

宝
永
二
年
乙
酉
四
月
十
日
上
棟

卍
奉
再
造
東
大
寺
大
仏
殿

大
勧
進
沙
門
龍
松
院
上
人
公
慶
敬
阿
弥
陀
仏

寮
杢
ハ年
己
丑
三
月
+
七
日
魁
鰍

遺
弟
上
人
公
盛
善
阿
弥
陀
仏

宝
永
六
年
己
丑
三
月
廿
一日
堂
供
養

同
四
月
八
日
結
願

撒
難
蕀
粧
緒

大
願
主
帝
釈
天
王

儲
飜
觚
蛛
味
縣
鯵
驪
鷭
翫
鮃
鵜
鯏
益
並
伝
聞

妻
木
氏
源
頼
保

奉
行

横
山
氏
小
野
元
知

三
好
氏
源
長
広

「再
建
記
」

棟
梁
塀
ノ内
若
狭
、
大
紋
風
折
鳥
帽
子
ノ装
束
ニ
メ
南
方
棟
木
中
通
二新
敷
薄
縁
敷
之
、
右
ノ
備
物
居
之
、
若
狭
以
三
寸
ヲ
継
三
重
ノ
之
土
器
二
、暫
時

勧
進
仕
時
之
規
式
勤
之
、
嫡
子
塀
内
市
郎
右
衛
門
大
紋
風
折
烏
帽
子
装
束
并
大
工
小
頭
南
木
工
大
夫

・
大
工
肝
煎
法
隆
寺
忠
左
衛
門

・奈
良
町
治

兵
衛

・
伝
兵
衛

・
源
右
衛
門

・
三
郎
兵
衛

・
八
幡
座
大
工
仁
左
衛
門
・
源
兵
衛

・
平
大
工
八
左
衛
門

・
佐
右
衛
門

・九
兵
衛

・
藤
兵
衛

・清
兵
衛

ヲ
サ
メ

イ
タ
サ

ス

・
作
兵
衛
十
四
人

ハ
者
、
装
束
青
袴
着
之
、棟
梁
若
狭

ト
与

一
所
列
座

、鳶

ノ
者

二
百
二
十

一
人

、棟
木
納
支
配
為
致

、
當

日
相
詰

ル
大

工
百
四
十
人

、

エ
ム
モ
ノ

木
挽

ノ
者
三
十

五
人
、
杣

ノ
老
九
人
、
中

日
用
者
十
二
人
、
右
悉

ク
入
普
請
場

二
、
同

日
辰

ノ
中
尅
、御
奉
行
妻
木
頼
保

俗
名
彦
右
衛
門
入
普
請
場

ノ

シ
モ

フ

ス
ス

ム

奉
行

ノ
小
屋

二
、
拝
見
棟

上
ノ
作
法

ヲ
、
祝
儀
ノ
一
献

ノ
赤
飯
、
上
人
羞
之
、

相
並
膳
羞

ノ
之
僧

ハ龍
松

院
上
人

・
見
性
院

・
清
涼
院

・
金
珠
院
、
隔

敷
居

ヲ
、
東
大
寺

ノ
衆
僧

并
御
奉
行
家
来

ノ
者
、
与

力
士
列
座
メ
祝

一
献

ノ
赤

飯
ヲ

覚

一
赤

飯
三
十
石
但
シ
小
豆
共
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一

豆
腐

千
挺
余

一

昆
若

五
千
挺
程

一
献
人
数
之
覚

一

御
奉
行
普
請

小
屋
江
御
出

一
献
有
之

、下
奉
行

・
与
力
士

・
同
心
者

一
献
有
之

、諸
役
人

・
大
工

・
鳶

・
日
傭

・
杣
者

・
木
挽

・
諸
職
人
不
残

一

献
有
之
、
凡
天

数
五
百
人
余
、
但
シ
上
下
共

一

当
寺

学
侶

・
堂
中

⊥
二
箇

院

・
諸
役
人

一
献
有
之
、
凡
弐
百
人
余
但

シ
上
下
共

一

南
都

町
之
年
寄

・
月
行
司

・
坊
領
奈
良
回
り
八
箇
村
庄
屋

・
年
寄

・
諸
方
有
縁
之
諸
客

一
献
有
之
、
凡
九
千
弐
百
人
余
但
シ
上
下
共

一

寺
方
医
者
衆

一
献
有
之
、
凡

五
十
人
余
但
シ
上
下
共

一

京
大
坂
南
都
堺
大
仏
講
中

一
献
有
之
、
凡
五
百
人
余
但
シ
上
下
共

一

大
仏
前
無
縁

ノ
之
参
詣
人
、
頂
戴
赤
飯

ヲ
、
此

ノ
人
数
難
量

寄
進
物
之
覚

一

京
都
講
中

ヨ
リ

金

五
両

一

大
坂
講
中

ヨ
リ

銀
五
十
枚

一

南
都
講
中

ヨ
リ

鳥

目
五
百
疋

一

同
所
禅

門
講
中

ヨ
リ

鳥
目
五
百
疋

一

同
所
桜
講
中

ヨ
リ

鳥
目
三
百
疋

一

同
所
尼
講
中

ヨ
リ

鳥
旦

二
百
疋

此
外
諸
客
銘

々
包
銀

・
鳥
目
等
有
之

大
仏
殿
上
棟
式
後
ま
も
な
く
、
桂
昌
院
が
亡
く
な

っ
た
。
桂
昌
院
は
大
仏
殿
再
興
の
か
げ

の
推
進
者
で
あ

っ
た
。

つ
い
で
当
事
者
で

あ

っ
た
公
慶
も
ま
た
宝
永

二
年

(一七〇五)
七
月
、
五
八
歳
を
も

っ
て
江
戸
で
没
し
た
。
桂
昌
院
と
公
慶
の
死
は
、
大
仏
殿

の
再
建
に
つ
い

て
は
非
常
な
痛
手
で
あ

っ
た
。
し
か
し
隆
光

の
援
助

の
も
と
に
幕
府
側
の
再
建
計
画
は
か
わ
る
こ
と
な
く
、
公
慶

の
あ
と
は
公
盛
が
大
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勧
進
と
な
り
、
そ
の
後
見
に
は
庸
訓
が
あ
た

っ
た
。

宝
永
三
年

(一七〇六
)
七
月
に
は
、
公
盛
は
公
慶
の
た
め
御
影
堂
(伽
麗
齣
)
を
完
成
し
、

つ
づ
い
て
九
月
に
京
都
所
司
代

松
平
紀
伊
守
信

庸
が
来
寺
し
て
、
大
仏
殿
普
請
所
を
見
聞
し
、
工
事

の
進
捗
状
況
を
視
察
し
た
。
こ
う
し
て
翌
年

に
は
、
大
仏
殿

の
造
営
も
完
成
に
近

づ
き
、
三
年
後
に
落
慶
供
養
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
見
通
し
も
で
き
た
。
な
お
こ
の
年
、
奈
良
奉
行
妻
木
彦
右
衛
門
頼
保
が
没
し
た
た

め
、
あ
と
を
う
け
て
三
好
勘
之
丞
長
広
が
大
仏
普
請
所

の
管
理
と
な
り
、

宝
永
五
年

(
一七〇八
)
に
大
仏
殿
は
、

大
仏
普
請
所
か
ら
東
大

第三章 奈良町の盛衰

東 大 寺 金 堂

寺
勧
進
所
の
龍
松
院

に
引
渡
さ
れ
た
(表
37
参
照
)。

つ
い
で
、
宝
永
六
年

(一七〇九)
三
月
、
公
慶
の
弟
子
の
公
盛
は

上
人
号
の
勅
許
を

う

け
、
い
よ
い
よ
二
十

一
日
か
ら

一
八
日
間
に
わ
た
る
大
仏
殿
落
慶
大
法
要
が
お
こ
な
わ

表37元 禄再建大仏殿総規模

桁 行

梁 行

堂 高

壇 上

同

総坪数

総木数

柱 数

28間6尺2寸

25間4尺1寸

24間 余

東 西34間2尺5寸

南 北30間5尺

742坪1分

32,332本

60本 差 渡3尺5寸 よ り5尺 まで
{大虹梁2本 末 口3尺5寸

足代松丸太5,805本

足代竹41,761本

奈瀦}27・ ・376人

鳶 日用 人数294,225人

瓦 数133,660枚

総 入 用 金121,294両1分 銀3匁2分8厘
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の
落
慶
供
養
以
後
は
、
ふ
た
た
び
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

表38大 仏殿 落慶大法要次第

初 日

第2日

第3日

第4日

第5日

第6日

第7日

第8日

第9日

第10日

第11日

第12日

第13日

第14日

第15日

第16日

第17日

第18日

3月21日 華厳会 導師道恕前大僧正

勅使万里小路尚房

3月22日 仏餉 公盛上人

3月23日 三論宗論義(東 大寺)

3月24日 東本願寺派 南都三か寺

3月25鴎1霊 山正法寺 丸山安養寺 東山長楽寺

3月26日 西本願寺派 南都郡山四か寺并末寺14
人 出仕

3月27日 河内太子無量 寿院

3月28日 梵網会 唐招提寺

3月29日 薬師寺

3月30日 拈香 智積院ほか

4月1日 知恩院代如来寺

4月2日.法 隆寺

4月3日 知恩院派大坂衆僧

4月4日 百万遍知恩寺派

4月5日 西大寺

4月6日 融通念仏宗河州平野大通上 人

4月7日 黒谷金戒光 明寺

4月8日 東大寺最勝会

れ
た
。
そ

の
次
第
は
表
38
の
と

お
り
で
あ

っ
た
。

こ
の
と
き

の
受
斎
僧
九
五
〇
〇
人
、
受
斎
俗

一
五

万

一
二
〇
〇
人
余
、
ま
こ
と
に
盛
大
を
き
わ
め
た
法

会
で
あ

っ
た
。

元
禄
五
年

(=
ハ九二)
の
大
仏
開
眼
供
養
か
ら

宝
永

六
年

(一七完
)
の
大
仏
殿
落
慶
供
養
に

い
た
る
前
後

こ
そ
、
近
世
の
奈
良
町
と
し
て
は
、
そ
の
繁
栄

の
頂

点
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
東
大
寺
復
興
と
い
う
大
事

業

の
た
め
に
つ
く
し
た
奈
良
町

の
人

々
の
物
心
両
面

の
労
苦
が
大
き
か

っ
た
だ
け
に
こ
の
復
興
の
成
就
の

喜
び
も
ま
た
格
別
で
あ
り
、
そ

の
う
え
諸
国
か
ら
の

参
詣
人
を
も
加
え
て
、
奈
良
町

の
賑
わ
い
は
言
語
に

絶
す
る
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
奈
良
町

の
賑
わ
い
も
、
宝
永
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