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町
家
の
す
が
た

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
奈
良
奉
行
所
や
多
門
屋
敷
な
ど
の
武
家
の
屋
敷

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
分
割
さ
れ
た
り
譲

渡
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
町
民
の
屋
敷
地
は
分
割
あ
る
い
は
譲
渡

さ
れ
、
売
買
の
対
象

延宝5年 家売買之覚 「井上町中年代記」

と
な

っ
て
細
分
化
し
て
い

っ
た
。

「家
屋
敷
売
買
証
」
の
写
し
は
中
筋
町
の
天
保
八
年

(
天
三七)
の

「記
録
集
」
や
餅

飯
殿
町
の

「諸
記
録
」
に
も
み
ら
れ
る
が
、
長
い
期
間
を
通
し
て
こ
れ
が
わ
か
る
の

は
井
上
町
の
「井
上
町
中
年
代
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
延
宝
五
年

(
一六七七)
か
ら
幕

末
に
か
け
て
九
三
件
の
屋
敷
所
有
権
の
移
動
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
状
況
は
巻

末

の
付
表
10
に
示
し
た
と
お
り
で
、
中
街
道
に
沿

っ
た
南
北

の
通
り
を
中
心
と
し
た

井
上
町
で
、
東
側
四
七
軒
、
西
側
四
六
軒
、
不
明
三
軒

の
移
動
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
屋
敷

の
間
口
は

一
七
間
半
が
唯

一
の
例
外

で
、
他
は

一
〇
間
以

下
で
あ
り
、
奥
行
は
お
よ
そ
三
五
間
を
最
長
に
、
東
は
築
地
之
内
町
に
、
西
は
花
園

町

・
木
辻
町
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
隣
家
と
の
境
界

に
は
早
く
か
ら
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境
目
石
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
、
こ
の
付
表
を
注
意
深
く
み
る
と
、

一
軒

の
家
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
所
有
者
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
、
付
表
8
で
示
し
た
中

新
屋
町
の
ぼ
あ
い
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
古
く
か
ら
、

こ
の
町
に
住
み
つ
い

て
い
る
人
の
な
か
に
は
、
諸
種

の
事
情
で
家
屋
敷
を
手
ぱ
な
し
、
ま
た
買
い
入
れ
る
人

も
あ

っ
た
。
家
屋
の
耐
用
年
数
や
広
狭
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
売
券
に
あ
ら
わ
れ

た
敷
地
を
基
準
に
時
期
に
よ
る
価
格

の
比
較
は
で
き
な
い
が
、

一
坪
当
た
り
の
単
価

は

概
し
て
上
昇
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
古
い
奈
良
町
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
屋
敷

の
間

口
は
家
屋
の
桁
行
と
ほ
ぼ

一

致
し
、
屋
敷

の
表
口
い
っ
ぽ
い
を
間
口
と
し
た
平
入
り
の
住
宅
が
ぎ

っ
し
り
と

つ
ま

っ

た
状
態
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ぽ
表
57
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
姿

は
今
日
で
も
市
中

の
所
々

に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
(鮒
顯
」
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
売
券

に
は
敷
地
に
た
い
し

て
家
屋

の
記
載
が
な
い
か
ら
、
そ
の
建
ぺ
い
率

は
割
り
出
せ
な
い
が
、
今
日
も
残

っ
て

お
も

や

い
る
古

い
家

の
建
物
か
ら
み
る
と
、

一
般

に
町
民

の
屋
敷
は
主
屋
か
ら
中
庭
を
距
て
て
離
屋
敷
が
あ
る
も

の
と
し
て
も
、
主
屋
だ
け
で

表57

寛文10年(1670)

餅飯殿町表 口間数

間

2.18

4.15

2.4

4.4

4.2

4.5

3.5

2.22

6.15

2.5

7.15

2.63

1.5

2.3

3.0

2.6

2.1

2.15

3.04

 

間
3

3.65

2.545

1.6

1.5

2.1

1.5

3.02

3.15

4.5

1.5

2.0

2.07

4.1

1.53

3.0

3.07

2.2

6.05

1.6

1.6

4.0

2.6

3.5

4.6

6.02

3.47

2.25

2.28
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第三章 奈良町の盛衰

三
五
～
四
〇
鮃
、
付
属
家
屋
を
ふ
く
め
て
五
〇
～
七
〇
鮃
と
な
る
。
武
家

の
居
住
区
と
く
ら
べ
て
、
町
人
の
居
住
区
が

は
る
か
に
高

い

密
集
状
況
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
屋
構
造
は
軒
が
低
く
通
り
土
間
式
で
、

い
わ
ゆ
る
う
な
ぎ
の
寝
床
と
称
さ
れ
る
奥

深
い
家
屋
で
あ
り
、
表
通
り
に
は
格
子
戸
が
作
ら
れ
て
い
た
(
『奈
良
市
史

建
築
編
参
照
』
)。

奈
良
町
全
体

の
大
家
と
借
家
を
示
す
史
料
に
は
元
禄
十

一
年

(一六九八
)
ご
ろ
に
つ
く
ら
れ
た

『奈
良
地
誌
』

(擁
煎
堆

大

家

と

店

子

瞰
働
轍
)

が

つ
こ
う
が
よ
い
(表
駆
)。

こ
れ
に
よ
る
と
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
町
や
、
世
帯
数
と
計
算
が
合
致
し
な
い

す

う
せ

い

若
干
の
町
が
あ
る
が
、
全
体
の
趨
勢
は
ほ
ぼ
こ
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
町
全
体
で
大
家
は
五
〇
四

一
軒
、
借
家
住
ま
い
を

す
る
も
の
五
二
四
三
軒
で
、
借
家
が
半
数
を
僅
か
に
こ
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
奥
辻
子
町
は
町
全
体
が
借
家
で
大
家
が

一
軒
も
な
く
、

そ
れ
と
反
対
に
勝
願
院
町
は
大
家
だ
け
で
借
家
は

一
軒
も
な
い
。

そ
こ
で
以
下
具
体
的
に
町
の
例
を
あ
た

っ
て
み
ょ
う
。
寛
文
十
年

(一六七〇)
八
月
の

「奈
良
町
北
方
弐
拾
五
町
家
職
御
改
帳
」

を
用

い
て
大
家
と
借
家
を
整
理
し
て
み
る
と
大
家
七
六
七
軒
に
た
い
し
、
借
家
は
四
七
三
軒
で
、
大
家
は
六

一
。
九
鮃
、
借
家
は
三
八

.
一

響
と
な
る
。
こ
れ
を
、
さ
き
に
あ
げ
た
元
禄
十

一
年

(ニ
ハ九八)
の
史
料
と
あ
わ
せ
て
整
理
す
る
と
表
59
の
よ
う
に
な

る
。

二
八
年
間

の
推
移
が
わ
か
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
寛
文
十
年

(=
ハ七〇)
に
は
、
全
体
で

一
二
四
〇
軒
あ

っ
た
も

の
が
、
二
八
年
後

に

は

一
〇
七

一
軒
に
減
少
し
て
い
る
。
早
く
も
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
人

口
の
減
少
が
み
え
は
じ
め
る
奈
良
の
ま
ち
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ

の
と
き
の
変
化
は
、
大
家
が
二

一
二
軒

の
減
少
で
あ
る
の
に
た
い
し
、

借
家
は
四
三
軒

の
増
加
を

示

し

て

い

る
。い

ま

「中
筋
町
判
取
帳
」
(翫
鯉
劔
)
に
よ
る
と
、
明
和
八
年

(一耄
一)
か
ら
安
政
三
年

(天
美
)
ま
で
の
八
五
年
間

の
大
家
と
借
家
分
の

署
名

・
捺
印
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
は
じ
め
の
明
和
八
年

の
大
家
は
三

一
軒
、
借
家
は

一
八
軒
で
、
借
家
率

は
三
六

.
七
暫
と
い

う
高
率
で
あ
り
、
お
わ
り
の
安
政
三
年
に
は
大
家
二
八
軒
、
借
家

一
一
軒
で
あ
る
か
ら
、
借
家
率
は
二
八

.
二
響
と
な
る
。
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町
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町
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出
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半

半

半

田

半

半

田

久

小

魚
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上

坊

宿
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南

南

南

半

北

北
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押
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北

北

中
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西
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奈良町の盛衰

元禄11年(1698)大 家借家数

借家大家町 名借家

「軒
1

1

9

9

3

7

3

7

3

2

4

5

9

8

3

1

0

0

2

7

1

4

2

4

7

6

7

6

3

1

8

2

3

3

1

3

1

1

1

2

3

2

1

2

5

4

1

6

1

2

5

1

1

5

3

3

5

1

5

1

2

2

1

3

4

1

皿軒
3

3

5

0

6

9

3

3

2

1

、
7

0

8

9

3

4

5

3

3

6

2

1

6

9

6

8

0

2

7

2

0

5

1

6

2

4

2

2

2

2

2

3

2

3

4

2

2

2

4

4

5

1

3

1

1

6

1

4

1

1

1

6

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

方

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

所

町

町

町

百

院

南
中
北

芝
筋
門

西
天
晶

鵬

子
国
坂
坂
煉
施
屋
辻
辻
市
池
露

橋
貔

整

蓮

沙
智

向
向
向

御

驫

小

万
辻

之

獄

新

芝

蒲
侍
小

轟

新

法

毘

福

鵲

東

東

東

花

中

西

小

高

高

高

林

百

今

漢

西

油

油

油

阪

芝

奥

北

菖

内

北

船

西

西

東

法

南

軒
35

50

8

30

22

10

33

22

8

42

7

26

27

43

36

埖

48

26

32

23

41

8

12

册

9

5

U

13

10

15

43

9

13

25

大 家

軒
10

50

11

39

17

14

21

20

19

25

3

1

21

20

24

42

1s

4

79

25

35

16

17

33

44

8

15

30

23

25

49

36

25

11

町 名

け

　

け

け

け

　

け

け

け

け

　

け

け

け

け

け

　
り
　
　
　

け

け

　

け

け

け

け

　

　

け

け

け

け

け

け

鷲

羆

戸
翻
∴

棟
園
辻
堂
癖

上
雛

韈

∴

山
脚
寺
縣

小

南

南

北

南

光

脇

高

陰

鳴

白

三

花

木

瓦

京

京

京

中

井

元

芝

芝

中

西

納

川

川

高

築

紀

薬

十

十

曁

軒
護

6

9

影

盤

2・

雪

29

鴛

n

6

26

69

刎

2

聡

62

別

3・

塗

舞

鴛

羃

6・

η

大 家

軒
17

29

16

29

26

ユ9

ユ2

24

26

ユ6

22

8

18

22

26

21

36

30

26

14

18

45

29

19

25

42

27

26

20

20

27

46

28

40

町 名

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

本

殿

井
門

院

市

之

門
林

林

院

詑

院
室

胖

戸

井
振

讐

条

守

向

川

守

戸

場

屋
新

袋

御

寺

寺

諺

南

字

城

振

三

三
子

子

城

魚

飯

御

林

橋

餅

樽

下

元

南

池

今

東

西

鶴

不

中

勝

北

阿

東

椿

角

角

上

下

本

北

小

寺

奥

西

柳

馬

杉

南

南

南
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全
く
の
単
純
計
算
で
は

あ
る
が
、
さ
き
の
各
年
次

を
集
計
し
て
借
家
率
を
算

出
す
る
と
、
二
八

・
九
鮃

と
な
る
。
中
筋
町
か
ら
、

さ
ほ
ど
遠
く
な
い
北
西
の

内
侍
原
町
の
ば
あ

い
は
、

元
禄

二
年

(=
ハ発
)
に
家

持
四

一
・
二
鮃
、
借
家
五

八

・
八
鮃

で
あ

っ
た
が
、

一
〇
〇
年
を
す
こ
し
経
た

文
政

二
年

(穴
一九)
に

な

大家と借家状況表59

借 家

黯踟 否鶸
大 家

黯鵲隰 葛
28

21

2

14

6

12

87

13

19

37

23

24

18

13

62

7

23

25

11

29

12

21

6

3

516

21

20

0

21

58

16

73

13

16

31

16

26

18

ユ4

9

4

5

18

16

16

27

7

14

11

3

473

 

17

26

14

29

16

31

19

26

20

33

22

47

29

18

45

29

23

ユ2

22

8

24

26

1fi

3

555

31

36

14

44

40

38

34

32

34

44

31

47

37

28

28

35

37

33

ユ8

28

17

17

37

20

7

767

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

方

町

町

町

町

町

町

町

町

町

枩

耀
殿
井
西
市
中
南
筋
門
天
鑒

義

北
芝
之
院
肝
門
院
缶

計

振
飯

向
向

御

小
三
三
矯

霧

御
林

万

 橋
角

角

餅

椿

小

南

東

東

中

西

高

林

上

下

下

東

花

池

鶴

不

今

元

樽

百
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る
と
、
家
持
が
六
二

・
七
鮃
に
ふ
え
、
借
家
が
三
七

・
三
鮃
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
(畑
黥
粮
皰
鴟
頒
頒
瀦
陣
魏
階

)。

町
に
よ
っ
て
の
ち
が

い
は
、
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
が
、
概
し
て
奈
良
町
は
借
家
が
多
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
寛
文
十
年

(
一六七〇)
の
さ
き
の

「
御
改
帳
」
か
ら
大
家
を
こ
ま
か
く
み
る
と
、

ま
ず
、

町
自
体
が
大
家
の
立
場
に
あ
る
町

有
借
家
が
表
60
の
よ
う
に
あ

っ
た
。

お
な
じ
町
内

に
借
家
を
も

つ
大
家
は
、下
三
条
町

・
下
三
条
町
百
姓
方

・
鶴
福
院
町

・
小
西
町
の
者
だ
け
で
、他
町
に
大
家
が
居
住
す

る
数
は
表
61
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、林
小
路
町
の
大
家

一
人
は
遠
く
備
後
国
に
居
住
し
て
い
る
が
、そ
の
ほ
か
は
大
坂
の
本
町
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(馳
之
)
・
大
坂
道
修
町
(瞞
振
)
・
京
都
(昿
芝
)、
そ
れ

に
山
城
相
楽
郡
の
瓶
原
(棘
賄
)
・
祝
園
村
(驕
本
)
・

木
津
(贓
芝
)と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
町

へ
は
自
由
に
転
住
で
き

る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
毎
年
四
月
に
宗
門
改

め
、浪
人
改
め
の
調
べ
が
お
こ
な
わ
れ
る
ほ
か
、

つ
ね
に
各
町
の
月
行
司
が
居
住
者
に
た
い
す
る

注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け

「奈
良
町
住
居
之
者
、
他
所
江
引
越
候
節
并
他

所
汐
奈
良
町
江
引
越
参
候
者
」

に
つ
い
て
は
き

び
し
く
監
視
さ
れ
、
も
と
の
住
所
で
い
わ
ゆ
る

寛文10年(1670)

表60町 有借家数

寛文10年(1670)

表61他 町 の大家

9

9

7

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

け

け

　

け

　

け

け

け

け

け

け

け

　

け

　

け

け

　　
け

け

　

振
筋
鑾

蠶

義

警

芝
之
井
市
畿

殲

角

中

林

高

上

元

橋

餅

椿

小

束

不

西

下

花

池

樽

南

東

東

鶴

6

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

　

け

け

け

け

け

け

け

　

け

け

け

け

け

け

け

け

け

け

け

鰕
井
筋
蠡

黐

葉

櫨
之
驫

市
天
∴

餅

椿

中

林

百

不

束

東

西

角

橋

元

池

花

東

今

南

高

樽

上

「出
入
筋
」
な
ど
が
な
か

っ
た
か
、
ど
う
か
を
調
べ
、
本
人
と
新
住
居
の
町
役
の
連
印
書
を
作
成
し
て
こ
れ
を
奉
行
所

へ
差
し
出
す
こ

と
が
強
制
さ
れ
て
い
た
。
も
し
移
転
後
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
も
と
の
住
居
に
引
き
戻
す
と
い
う
た
て
ま
え
で
、
町

の
秩
序
を
維
持
し
て

い
た
の
で
あ

っ
た
。

奈
良

の
町
が
ま
だ
活
気

の
あ

っ
た
寛
文
十
年

(一六七〇
)
の
二
五
町
分
の
職
業
調
べ
を
巻
末
の
付
表

、11

で
示
そ
う
。

家

職

取

調

帳

い
ま
か
ら
三
二
〇
年
近
く
ま
え
の
よ
う
す
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
町
の
全
部
で
は
な
い
が
、
こ

の
表
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ど
の
町
も
奈
良
晒
に
関
係
し
た
職
業
を
も

っ
て
い
た
人
が

い
か
に
多
か

っ
た
か
が
わ
か
る
。

貞
享
四
年

(宍
八七
)
に
出
版
さ
れ
た

『
奈
良
曝
』
に
は
、

奈
良
の
有
名
な
手
工
業
者
や
、

お
も
な
商
人
の
現
住
所

・
名
前
が
出
て
い
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る

。

も

ち

ろ

ん
、

さ
き

の
各

町

ご

と

の
職

業

調

べ
と

く

ら

べ

て
厳

密

さ

に

は
疑
問

は
あ

る
が

、

参

考

の

た

め

に
そ

の
数
字

を

あ
げ

て

み

よ

う

(表
62
)
。

・

貞享4年(1687)職 業 状 況表62

人

7

6

30

600^-700

曝屋

布もみや

曝数合

布仲買

14

25

9

8

4

4

6

5

4

218

16

33

7

16h

11

13

22

20

ぬきがせ問屋

酒屋方

墨屋

呉服屋

衣屋

両替屋

茶海藻問屋

鍋屋

たばこ葉問屋

たばこ切

油屋

木綿屋

材木屋

魚屋

八百屋

薬屋

髪結仲間

遊女屋

 

人
13

14

3

14

17

2

2

ユ

2

1

1

1

3

1

4

1

2

2

1

2

28

32

6

具足仕立師

刀屋

刀鍛冶

鞘塗師

とぎ屋

小刀鍛冶

金具屋

焼付屋

鞘師

柄巻屋

面打

吹矢師

小細工彫物師

墨形彫物屋

団扇

茶入つくろい

筆屋

鋳物師

数寄屋草履

鉄問屋

曝蔵方

曝問屋方

青苧問屋

 

人
37

ヨ

　

ユ

　
ユ

　

衆

や

瀦
者
科
汽

こ

芸

医

ん

儲

針

外

本

さ

謝

10

25

69

6

8

22

5

15

13

付

夫

言

鼓

鼓

所

者

脇

笛

書
群
讐

狂

尖

能

役

祢

31

26

8

15

4

5

7

16

陰陽師

山伏中

歌念仏

具足屋

具足胴鍛冶

具足甲鍛冶

具足小手鍛冶

具足塗師

r奈良曝』

こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
十
七
世
紀
後
半

の
奈
良
町
が
、
奈
良
晒
、
武
具
、
酒

の

町
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
晒
問
屋

は
東
城
戸
町

・
三
条
町

・
餅
飯
殿
町

・

東
向
町
な
ど
に
多
く
、
晒
屋
は
水
門

の

一
軒
を
の
ぞ

い
て
般
若
寺
町
に
集
ま

っ

て
い
る
。
鍋
屋
は
元
興
寺
町
の

一
軒
の

ほ
か
は
四
軒
が
鍋
屋
町
に
あ
る
。
材
木

屋

は
鵲
町

・
林
小
路
町

・
下
清
水
町
に

み
ら
れ
、
魚
屋
は

一
六
軒

の
う
ち

コ
ニ

軒
が
南
魚
屋
町
に
集
中
し
て
い
る
。
八

百
屋
は

一
一
軒

の
う
ち
角

振

町

に

四

軒
、
今
御
門
町

・
勝
南
院
町

・
阿
字
万

字
町
に
そ
れ
ぞ
れ

二
軒
、
橋
本
町
に

一

軒
が
あ
る
。
木
綿
屋

は
鍋
屋
町

・
花
芝

町

・
内
侍
原
町
に
各
四
軒
、
東
西
の
城
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井
上
町
の
よ
う
す
を
表
63
で
示
し
て
お
き
た
い
。
南
北
に
と
お
る
こ
の
町
は
東
と
西
側
に
そ
れ
ぞ
れ

一
九
軒
と
北

の
町
か
ど
か
ら
西

へ

況状業職町上井動⑯膵嫐63表

辻町寺興元へ
　

北

側

ら

陳

か町辻

で

中

ま

辻町寺興元へ
　

北

側

ら

哂

か町辻

で

中

ま

売商売

所

煮

職

屋間物青

職

売

子

小

世

障

晒

渡

戸

並

売商

売

筆

商

墨

売

類

硯

商

売

本

並
売

商

所号徒衆

売商灰石並

寺

人

職

会

腐

工

家

物

売

績

工

具

物

物

家

職

小

魚

職

福

病

物

町

豆

大

空

菓

煮

綛

大

道

荒

書

空

筆

晒

塩

筆

興

老

染

売商売

売

小

小

晒

酒
並

並

売商物荒

売

粉

商

葉

売

塩

多

商

酢

売商粕油涜劃

麗

蒜

鶸

謝
緲
轟

糒
雛

蟇

曜
飜

鸚

刻

物

糀

売

買

並
菓

油

商

中

売

並
醤

売

油

売商手

売

古

商

並

世渡宿人

売

商

商
並
物

売

菓

商

並

世

売

　

渡

商

人
床

　
ロ

　
ロ
　
ロ
　

　
　
ロロ

　
ロ

　ロ

ロロ

　
ロ
　
ロ

ロ　

　ロ

ロロ

　
　
　
ロ
　
ロ

　
ロ

　ロ

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

軒

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1
⊥

-↓

1

1よ

1

1⊥

1

ー
ユ

ー亠

でま町園花へ
　

西

側

ら

喃
か辻S　

北

つはvた並職物

世

世

立

渡

渡

仕

雇

績

類

日

綛

着

　　
ロ
　
　
　
　

軒

軒

軒

-
亠

り
白

り
0

三
軒
が
あ

っ
て
、
多
彩
な
職
業
に

わ
た

っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
こ
の

町
は
四

一
軒

で
、
こ
の
う
ち
家
族

も
ち
と
お
も

わ
れ
る
三
六
軒
の
う

ち

一
九
軒
で
家
内
手
し
ご
と
を
し

て
い
る
。
し
か
も
筆
稼
ぎ
二
軒
の

ほ
か
は
全
部
、
奈
良

晒

の
綛

績

み
、
布
織
り
で
あ
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
こ

の
よ
う
に
職
業
を
も

つ
町
の
人
た
ち
の
統
率
に
は
五
人

の
町
代
が
お
り
、
そ
の
う
え
に
三

人
の
町
年
寄
が
い
た
こ
と
は
別
項

に
く
わ
し
い
。

さ
て
、
・奈
良
の
町
は
、
江
戸
時

戸
町
あ
わ
せ
て
五
軒
が
あ
る
。
両
替
屋
四
軒

の
う
ち
三
軒
が
角
振
町
、
あ
と
の

一
軒
が
椿
井
町
で
、
こ
の
あ
た
り
に
金
融
の
中
心
が
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
遊
女
屋
は
浄
言
寺
町
の

一
軒
を
の
ぞ

い
て
、
木
辻
町
と
鳴
川
町
に
集
中
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
樽
井
町

・

今
御
門
町

・
押
上
町

・
今
小
路
町
が
旅
籠
屋
町
と
さ
れ
て
い
る
が
、
軒
数
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
幕
末
近
く
の

一
例
と
し
て
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代

に
な

っ
て
も
な
お
寺
社
の
占
め
る
比
重
は
大
き
く
、
興
福
寺

・
春
日
社

・
東
大
寺
そ
の
ほ
か
の
寺
社

の
僧
侶

・
神
官
が
多
く
住
ん
で

い
た
。
そ
の
人
数
は
計
算
で
き
な
い
が
、

そ
れ
ら

寺
社
の
役
人

あ
る
い
は

下
働
き

の
仕
事

を
も

っ
て
町

の
中
に
住
居
を
も
つ
人
た
ち

も
多
か

っ
た
。
興
福
寺
衆
徒
中
所
付
二
〇
人
、
東
大
寺
社
役
人

一
三
人

(ほ
か
に
仕

丁
=
ハ人
)
、
春
日
社

の
社
家

一
八
人
、
祢
宜
中
は
数
百
人
と
あ

る
。
興
福
寺

の
中
綱
(炉
})、
承
仕
(だ
九
)、
木
守
(池
)
そ
し
て
、

一
乗
院
門
跡
に
つ
い
て
い
る
坊
官
衆
七
人
、
大
乗
院
九
人
、
喜
多
院
五

人
と
な

っ
て
い
る
。
ほ
か
に
武
士
の
身
分
と
し
て
は
、
奈
良
奉
行
と
、
与
力
六
騎

・
同
心
三
〇
人
が
い
た
。

こ
れ
が
十
八
世
紀
の
は
じ
め
に
な
る
と
、
表
64
の
よ
う
に
な
る
。
米
屋
が

一
一
五
軒
で
首
位

に
あ
る
が
、
町
方
に

八
八
軒
、
寺
方

に
二
七
軒
で
、
多
く

の
町
に
点
在
す
る
。

中
新
屋
町
に
七
軒
、
手
貝
筋

に
五
軒
、
中
辻
町
に
六
軒
、
破
石
町

・
上

・
下
清

水
町
に
五
軒
ず
つ
あ
る
。
奈
良
町
の
北

・
東

・
南
か
ら

の
入

口
付
近
の
町
に
米

さ
ん

ち
ゆ
う

屋
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
東
山
中
や
南
郊
の
村

々
か
ら
運
び
こ
ま
れ
た
か
ら
で

さ

ま

ざ

ま

な

生

業

表64

宝 永 年 間(1704～10)職 業 状況

2

2

115

16

38

7

18
軒

28

3

85

93

ユ6
人

16
軒

15

19

京刀屋

大坂刀屋

米屋

山伏

陰陽師

あつさ

髪結仲間

薬種屋

漆屋

質屋

旅籠屋

宿屋

馬借

木辻廓

木辻茶屋

人

54

ユ8

6

5

3

12
軒
7

68

23

18

6

5
人

38

30

6

4

医師

針師

外科

目医師

小児医師

具足屋

江戸酒屋

晒蔵方

晒古問屋

晒新問屋

揉屋

切晒屋

墨屋

古手屋

加賀粕問屋

江戸刀屋

厂町代高木又兵衛諸事控」

文政2年(1819)井 上町の職業状況 「井上町中年代記」
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あ

ろ
う

。

あ
き
な

晒
関
係
の
商
い
を
す
る
店
は
相
か
わ
ら
ず
多
い
の
は
当
然
と
し
て
、
質
屋
が
町
方
六
二
、
寺
方
二
三
と
あ

っ
て
、
そ
の
多

い
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
町
方
の
金
融
に
は
家
質
が
よ
く
利
用
さ
れ
た
が
、
家
質

の
法
を
利
用
で
き
る
の
は
地
主

.
家
主
た
ち
だ
け

た
な

で
、
そ
れ
は
町
民
の

一
部
に
す
ぎ
な
か

っ
た
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
店
借
り
や
地
借
り
の
も

の
に
と

っ
て
は
、
質
屋
が

大
切
な
金
融
機
関
で

あ

っ
た
。
質
屋
は

「
作
法
之
定
書
」
を
守
り
、
質
屋
仲
間
を
つ
く

っ
て
営
業
し
て
い
た
。
こ
の
質
屋
が
押
上
町
に
八
軒
、
今
小
路
町
三

軒

・
手
貝
町
二
軒

・
般
若
寺
町
四
軒

・
奈
良
坂
村
二
軒
と
京
都
街
道
に
沿

っ
て
お
り
、
ほ
か
に
下
高
畠
町
三
軒
、

破
石
町

.
福
井
町
各

往来 の人び と 厂平城年中行事絵巻」(石 崎直司氏蔵)

二
軒
、
上

・
中

・
下
清
水
町
で
五
軒
が
あ
り
、
上

・
下
三
条
町

に
四
軒
、
三
条
新
屋

敷
町

・
細
川
町

・
油
坂
地
方
町
に
各

一
軒
と
あ
る
の
も
、
や
は
り
街
道
筋
と
の
関
連

を
考
え
て
よ
い
。

は
た
ご

旅
籠
屋
は
今
御
門
町
に

一
五
軒
、
樽
井
町
に

二
二
軒
、
元
林
院
町
に
七
軒
、
橋
本

も

な

か

町
に

一
軒
と
猿
沢
池
の
西
南
付
近
に
多
い
。

『奈
良
曝
』

の
い
う

「南
都
の
最
中
な

り
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
奈
良
の
西
と
南
と
か
ら
の
旅
人
を
迎
え
た
も

の

で
あ

っ

た
。
他
方
、
宮
住
町

(今
小
路
町

の
小
名

)
に

一
三
軒
、
今
小
路
町

・
押
上
町
に
四
軒
、
手
貝
町

・
今
在
家
町
に
そ
れ
ぞ
れ
二
軒
が
あ
る
。
こ
こ
は
も
ち
ろ
ん
奈
良
の
北
の
出
入
口
で

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
別
に
宿
屋

一
六
軒
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
の
宿
屋
と
は
奈
良

奉
行
所
付
き
の
い
わ
ぽ
公
事
人
宿
で
、

一
般

の
旅
人
宿
を
旅
籠

と
い

っ
た
の
に
た
い

し
、
御
宿
と
も
よ
ん
だ
。
公
務
や
奉
行
所

へ
の
願
書

・
届
出

・
訴
訟
な
ど
の
た
め
に

奈
良
町
へ
出
た
人
た
ち
の
た
め
に
、
奉
行
所
の
差
配
で
営
業
さ
せ
て
い
た
。
し
た
が
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っ
て
、
宿
料
と
は
い
わ
な
い
で
貢
納
と
い
い
、
願
書
や
届
出

の
形
式
と
か
訴
訟
文

の
作
成
に
つ
い
て
教
示
や
相
談
を
す
る
主
人
が

い
た

と
い
う
。
い
ま
の
司
法
書
士
や
弁
護
士
の
役
目
を
も
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
宿

の
主
人
で
そ
の
心
得

の
少

な
い
ば
あ
い
は
才
能
の
あ
る
人
を
雇
入
れ
て
い
た
し
、

こ
れ
ら
主
人
た
ち
は
役
目

の
関
係
で
奉
行
所
の
与
力
や
同
心
と
親
交
が
あ
り
、

生
活
に
余
裕
を
も
つ
風
流
人
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
御
宿
は
、
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
奉
行
所
周
辺

の
北

・
東

・
南
に
あ

り
、

一
六
軒

の
う
ち
、
半
田
町
や
魚
屋
町
に
そ
れ
ぞ
れ
六
軒
ず
つ
あ

っ
た
。

鳴川町遊女屋r奈 良名所八重桜』

奈
良

の
歓
楽
地
帯

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
天
文
二
年

(
蓋
三三)
に
木

辻

で

女
屋
を
経
営
し
た
と
い
う
記
録
(褥

)
が
あ
る
し
、
ま
た
同
じ
天
文
年
間
に

転
害
郷
で
焼

餅

売

婆

が

女

巡

礼

者

を

た

ぼ

か

っ
て

女

屋

へ
売

っ
た

と

い
う

こ
と
が

あ

っ
た

(「良
尊
筆
大
般

若
経
裏
書
」

)
。

く
る
わ

し

た
が

っ
て
木

辻

の
廓

・
茶

屋

は
、

江
戸

時

代

の
は
じ

め
慶

長

か
ら

寛

永

ご

ろ
(
一
五
九
六

～
一
六
四
三
)

に
茶

店

が

二
～

三

あ

っ
た

と

こ
ろ

へ
、

ひ

そ

か

に
遊

女

を
囲

う

も

の
が

い

て
、

人

び

と
が

集

ま

っ
た
と

い
う

傾

城

町

で
あ

る
。

井

原

西

鶴

は

『
好

色

一
代

男

』

で

つ
ぎ

の

よ
う

に
述

べ

て

い
る
。

遊
女

こ
ご
こ
そ
名

に
ふ
れ
し
木
辻

町
、
北

は
鳴
川
と
申
し
て
、

お
そ
ら
く
よ
ね

の
風
俗
、

都

に
は

ば
ち

た
け
こ
う
し

じ
ぬ
揆
お
と
、
竹
格
子
の
内
に
面
影
見
ず
に
は
か
え
ら
ま
じ

ま
た
延
宝
年
間
刊
行
の

『
南
都
名
所
集
』
や

『奈
良
名
所
八
重
桜
』
に
鳴
川
町
の
遊
女

屋
の
挿
絵
を
載
せ
て
い
る
。

『奈
良
曝
』
に
も
木
辻
町
の
く
つ
わ
、

あ
げ
屋
の
数
を
つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
げ
て
い
る
の
で
、
遊
里
の
賑
わ
い
の
よ
う
す
を
想
像
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

鳴
川
町

傾
城
町
な
り
、
此
町
二
上
屋
六
軒
、
く
つ
わ
四
軒
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か ご か き に つ い て の お ふ れ 書(奈 良教育大学蔵)

木
辻
町

上
郎
町
、
此
町
二
上
屋
七
軒
、
く
つ
わ
七
軒

つ
ぎ
に
馬
借
に
つ
い
て
み
る
と
十
八
世
紀

の
は
じ
め
細
川
町

・
油
坂
村

・
城
戸
村
に
そ

れ
ぞ
れ
三
人
お
り
、
細
川
町
の
忠
兵
衛
が
馬
を
四
頭
持

つ
ほ
か
は
み
な

一
頭
も
ち
で
あ
る

か
ら
、
あ
わ
せ
て

一
三
頭
の
馬
が

い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
株

は
二
三
株
あ

っ
た
か

ら
休
株
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
奈
良
町
に
馬
二
三
頭
と

い
う

の
は
、

慶
長
十
九
年

(
一六

一四)
大
坂
冬
の
陣

の
と
き
、
家
康
が
奈
良
に
入

っ
て
鍛
冶
屋
に
鉄
の
楯
を
注
文
し
た
。

そ

こ
で
そ

の
製
品
を
馬
一
コ
ニ
頭
に
の
せ
て
河
内

の
国
分
村

へ
運
ぽ
せ
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
満

足
し
て
奈
良
町
に
馬
二
三
頭
の
特
権
を
与
え
た
と
い
う
伝
え
を
も

っ
て
い
る
。
そ
の
と
き

奈
良
馬
借
は
東
海
道
な
み
に
馬

一
頭
に
五
両
宛
の
下
付
金
を
願

い
出

た
が
許
さ
れ
ず
、
そ

の
か
わ
り
に
駄
賃
銭
は
自
由
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
の
ち
馬
借
が
不

足
し
た
と
き
に
は
、
大
柳
生

・
田
原

・
疋
田

・
宝
来

・
尼
ケ
辻

・
佐
紀
か
ら
馬
の
応
援
を

頼
ん
で
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
こ
ろ
の
馬
賃
銭
表
を
か
か
げ

て
お
こ
う
(表
65
)。

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
駕
籠
か
き
が

二
七
四
人
い
て
、
旅
籠
屋
周
辺
で
客
引
き
を
し
た
よ
う

表65馬 賃 銭

文
奈良～木 津79

奈良～加 茂113

奈良～丹波市 ユ13

奈良～郡 山73

奈良～松 原290

奈良～八 木220

奈良～京 都390

で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
寛
文
六
年

(
ニハ

室
ハ)
に
馬
借
か
ら

の
訴
え
が
あ

っ
て
、

旅
籠
屋
町
に

た
む
ろ
し
て
駕
籠
に
荷
物
を
の
せ
て
運
ぶ
こ
と
が
禁

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
な
か
な
か
守
ら
れ
な

か

っ
た
ら
し
い
。
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ま

ち

の

歳

時

記
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政
治
の
都
か
ら
社
寺

の
町
へ
、
さ
ら
に
商
工
業
の
町

へ
と
変
わ

っ
て
き
た
古

い
伝
統

の
町
奈
良
に
は
、
町
と
し
て

の
風
俗
に
も
注
目
さ
れ
る
も

の
が
あ

っ
た
。
衣
食
住
に
と
も
な
う
慣
習
を
は
じ
め
と
し
、
伝
説
や
わ
ら
べ
唄
な
ど

も
広
く
風
俗
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は

『
民
俗
編
』
に
ゆ
ず

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
ま
か
な
規
則
の
も
と

年

中

行

事

興福寺東金堂文殊供養

「平城年中行事絵巻」(石 崎直司氏蔵)

に
あ

っ
た
町
の
人
び
と
に
、
多
少
で
も
変
化
や
娯
楽
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
ま

ず
年
中
行
事
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

奈
良

の
町
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る

一
年
中
の
お
も
な
行
事
を
あ
げ
て
み
る
と
、

表
66
の
よ
う
に
な
る
。
さ
す
が
に
社
寺
の
都
の
伝
統
を
思
わ

せ
る
。

こ
の
う
ち
の
大
部
分
は
、
今
日
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
行
事
で
、
こ
れ
ら
は

町
民
の
力
が

の
び
た
江
戸
時
代
に
、
日
々
の
生
活
と
密
着
し
て
町
民
の
単
調
な
生

活

の
な
か
に
、
う
る
お
い
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
お
も
な
も
の
を

あ
げ
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

若
草
山

の
山
焼
き
は
正
月
の
丑
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
が

「南
都
年
中

行
事
」
(一設
旺
聾
に
よ
る
と
「
近
年
日
を
撰
ま
ず
、
雨
天
残
雪

を
除
き
元
日
よ
り
三

日
を
過
ず
、
是
を
放
火
す
」
と
あ
る
。
こ
の
と
き
、
東
大
寺

か
ら
は
火
消
役
人
が

さ

る

出

て
、

樹

木

に
延

焼

す

る

こ
と

を
防

い
だ

よ

う

で
あ

る
。

二

の
申

の

日

は
、

春

日
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表66 奈 良 町 の主 な 年 中 行 事

正月元旦 江戸年頭御礼

春 日社参詣は じめ

2日 町中年頭礼

3白 奉行所御礼

丑 の 日 若草 山放火

5日 南市 ・北市 ・高天市 初戎

14日 町方参会

15日 とん ど 興福寺心経会

15日 夜～16日

蜂起は じめ

14～18日

興福寺牛王 の加持

二 の申日 春 日社お田植神 事

2月1～14日

二月堂 お水取 り

7～14日 薪倉旨

申の 日 春 日社 申祭

15日 興福寺常楽会

3月5日 東大寺華厳会

25日 般若寺文殊会

4月1日 興福寺観禅院三十講

4～5日 水屋社祭礼
(2～3日)

8日 興福寺仏生会

5月2日 東大寺 聖武天皇御斎会

6月18日 東大寺戒壇 院

千手観音懴法 の 日

晦 日 町方茅輪祓

7月14日 押上町八阪神社祇園会

24日 地 蔵 祭

8月1日 八朔御礼

10日 天満天 神祭

22日 紀寺村 天王社祭

9月1日 氷室社 例祭

2日 鏡 明神祭礼

3日 東大寺 八幡宮祭礼

9日 佐保田天神祭礼

12～13日

御霊社 祭礼

17日 初宮明神祭礼

19日 手力雄神宮祭礼

10月上旬 鹿の角伐 り

10～16日 興福寺維摩会

16日 興福寺法華会

11月上 の申日

春 日 祭

26日 春 日若 宮祭

27日 後 日 能

12月8日 大仏煤払い

16日 良 弁 忌

三 月堂屶広会

31日 庭 竈
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興福寺仏生会 「平城年中行事絵巻」(石 崎直司氏蔵)

さ

か
き

ゆ

う

社
の
お
田
植
え
神
事
で
あ
る
。
田
植
え
を
あ
ら
わ
す
神
事
で
、
榊
に
木
綿
を
つ
け
て
飾
り
、

農
民
た
ち
は
、
こ
の
神
事

の
榊
と
松
葉
を
も
ら
い
う
け
、
田
に
さ
し
て
豊
年
を
祈

っ
た
の
で

あ
る
。

五
日
は
初
戎
で
、
南
市
町

・
高
天
市
町

・
北
市
町
の
恵
美
須
社
に
ま

い
り
招
福
繁
盛
を
祈

ぜ

に
さ
し

は

ま
ゆ
み

っ
た
。

「
南

都

年

中

行

事

」

に

「
懸

鯛

(小
鮒
を
以
て

鯛
に
準
ず

)、

緡

、

破
魔

弓
、

粭

、

小

判

大

判

金

、

大

福

帳

の
類

ひ
を

商

ふ
な

り

」

と

そ

の
よ

う

す

を
記

し

て

い
る

。
十

四

日

は
そ

れ

ぞ

れ

の
町

会

所

で
宴

会

を

催

し
、

町

内

の
祝

儀

、
礼

銀

な

ど
諸

事

を
き

め

る

の
で
あ

る
が

、

こ
れ

は

い
わし

ぼ
町
内
の
人
た
ち
の
初
会
合
で
あ

っ
た
。
十
五
日
に
な
る
と
正
月
も
終

わ

っ
て
家
ご
と
の
注

め

な

わ

連
縄
を
は
ず
し
て
焼
く
日
で
あ
る
。
古
く
は
そ
れ
ぞ
れ

の
町
内

の
辻
で
焼
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
寛
文
(
一六
六
一
～
七
二
)の
こ
ろ
か
ら
は
火

の
用
心
の
た
め
に
禁
止
さ
れ
た
か
ら
、
家
の
竈
で
焼

く
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

十
五
日
は
興
福
寺

の
心
経
会
で
あ
る
。
陰
陽
師

の
幸
徳
井

・
賀
茂
の
両
師
が
日
時
の
勘
文

を
門
主
に
献
上
し
、
門
主

の
室
で
式
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
興
福
寺
南
大
門
の
両
側
に
た
て

ら
れ
た
松
と
榊
は
、
法
会
が
終
わ
る
と
幸
徳
井

の
手
で
枝
を
折
ら
れ
て
修
南
院

へ
捨
て
ら
れ

る
。
町
の
人
た
ち
は
厄
よ
け
に
こ
れ
を
持
ち
か
え
る
習
慣
が
あ

っ
た
。
十
五
日
の
夜
か
ら
十

六
日
に
か
け
て
は
興
福
寺

の
蜂
起
始
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
以
来
の
も
の
で
、
す
で
に
形

式
化
し
て
は
い
た
が
、
衆
徒
が
僧
兵

の
姿
を
し
、
大
湯
屋
の
門
か
ら
出
て
、
大
鳥
居
の
南
丘

ほ

ら

で
法
螺
を
吹
き
、
さ
ら
に
南
大
門

へ
向
か
い
興
福
寺
の
外
辺
を
巡
行
す
る
。
こ
れ
は
邪
気
疫
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神
を
追
う
神
斎
と
説
か
れ
て
い
る
。
十
四
日
か
ら
五
日
間
は
牛
王
の
加
持
祈
祷
が
は
じ
ま
る
が
、
最
終
の
十
八
日

に
は
講
堂
に
五
大
尊

ふ
だ

か

ど
ぐ
ち

の
画
像
を
か
け
牛
王
の
札
を
は
る
。
町
の
人
は
お
札
を
買

っ
て
災
難

・
火
難
除
け
に
門
口
に
こ
れ
を
は
っ
た
。

二
月

一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
は
二
月
堂
の
お
水
取
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
七
日
か
ら
は
薪
能
が

は
じ
ま
る
。
十

日
ま
で
は
春
日
若
宮

の
演
能
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
十
二
日
ま
で
は
二
組

の
能
役
者
が
と
も
に
南
大
門
前
で
こ
れ
を
お
こ
な

っ
た
。
上
の
申

の
日
は
春
日
社
の

さ
る
ま

つ
り

ね

は
ん

ル

官
祭
、
い
わ
ゆ
る
申
祭
で
あ
り
、
十
五
日
は
興
福
寺

の
常
楽
会
で
東
金
堂
の
釈
迦
画
像
が
開
扉
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ

る
涅
槃
会
で
あ
る
。

け

ご
ん

ん

も
ん
じ

ゆ
え

三
月
五
日
に
は
東
大
寺
の
華
厳
会
、
二
十
五
日
に
は
般
若
寺

の
文
殊
会
が
あ

っ
た
。
ま
た
こ
の
日
、町
で
は
寺
子
屋

の
師
匠
が
子
ど
も

興 福 寺 衆 徒 蜂 起 始

「平城年中行事絵巻」(石 崎直司氏蔵)

た
ち
を
つ
れ
て
興
福
寺

の
文
殊
会
に
お
ま
い
り
し
、
寄
せ
書
き
の
絵
馬

を
奉
納
し
て
上
達
を
祈
願
し
た
。
四
月

一
日
に
は
興
福
寺
観
禅
院
の
三

十
講
が
あ

っ
た
。
は
じ
め
て
出
家
得
度
し
た
僧
が
修
業
の
進
度
を
衆
僧

か
ら
試
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
四
日
と
五
日
(乙
ゼ
旺
狛
)
は
水
屋
社
の

祭
り

で
、
春
日
社
の
祢
宜
が
水
屋

の
芝
原

・
杉
の
下
で
猿
楽
の
能
四
番
を
奉

納
し
た
。
八
日
は
興
福
寺
仏
生
会
で
伶
人
が
舞
楽
を
奏
し
た
が
、
舞
楽

の
う
ち
陵
王
の
仮
面

の
鼻
が
高
い
こ
と
か
ら
鼻
高
祭
と
も
い
わ
れ
た
。

こ
の
日
は
諸
寺
院
で
も
灌
仏
会
が
営
ま
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
日
か
ら
夏

の
あ
い
だ
毎
日
、
春
日
社
の
安
居
院
に
興
福
寺

の
僧
が
籠

っ
て

一
切
経

を
転
読
し
た
。
天
下
泰
平
の
た
め
と
い
わ
れ
る
。

五
月
二
日
は
聖
武
天
皇
の
忌
日
で
、
東
大
寺

で
は
大
仏
殿
で
御
斎
会

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
六
月
十
八
日
は
戒
壇
院
の
千
手
観
音
懴
法

の
日
で
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あ
り
、
七
月
十
四
日
は
押
上
町
の
八
阪
神
社

の
祇
園
会

の
日
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
四
日
は
各
町
の
地
蔵
盆
で
、
子
供
た
ち
で
賑
わ

っ

た
。
八
月
十
日
は
天
満
の
天
神
祭
、
二
十
二
日
は
紀
寺
村

の
天
王
社
祭
、
九
月

一
日
は
氷
室
社
の
例
祭
と
な
る
。
三
日
は
手
向
山
八
幡

宮
の
転
害
会
で
舞
楽
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

十
月
上
旬
に
は
鹿
の
角
伐
り
が
あ

っ
た
。
十
日
か
ら

一
週
間
は
興
福
寺
維
摩
会
で
、
十
六
日
は
同
寺

の
法
華
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

十

一
月
の
上
の
申
の
日
は
春
日
の
祭
り
で
、
二
十
六
日
は
春
日
若
宮
祭
、
い
わ
ゆ
る
お
ん
祭
り
の
日
で
あ
る
。
十

二
月
に
入
る
と
、
八

ほ
こ

う
え

日
は
大
仏

の
煤
払
い
、
十
六
日
は
東
大
寺
方
広
会
で
開
山

の
良
弁
忌
の
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

つ
ぎ
に
各
町
な
か
の

一
年
に
つ
い
て
み
よ
う
。
町
民
の
く
ら
し
の

一
年
に
は
、
住
民
の
共
同
体

の

「町
」
と
各
個

町

民

の

[
年

人
の

「
家
」
を
中
心
に
し
た
も

の
と
が
あ
る
が
、
後
者
の
個
々
の
町
家

の
行
事

は
別
と
し
、

こ
こ
で
は
ま
ず
町
の

よ
う
す
を
西
鶴
に
よ

っ
て
記
し
、
あ
と
で
中
筋
町
の
例
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

井
原
西
鶴
は

『世
間
胸
算
用
』
の
な
か
で

「奈
良

の
庭
竈
」
の
章
を
も
う
け
て
、
大
晦
日
か
ら
正
月
の
あ
り
さ

ま
を
書
い
て
い
る
。

さ
れ
ば
大
ど
し
の
夜
の
有
さ
ま
も
、
京

・大
坂
よ
り
は
各
別
し
つ
か
に
し
て
、
よ
う
つ
の
買
が
か
り
も
、
有
ほ
ど
は
随
分
す
ま
し
、
此
節
季
に
は

　ギ
　
　　
　
　

な
ら
ぬ
と

こ
と
は
り

い
へ
ば
、
掛
と
り
聞
と
ど
け

て
二
た
び
来

る
事
な
く
、
さ
し
引

四
ツ
切

に
奈
良
中
が
仕
舞

て
、

は
や
正
月

の
心
、

い
ゑ
く

え
き

か
な
い

だ
ん
な

げ
に
ん

ら
く
ゐ

に
庭

い
ろ
り
と
て
、
釜

か
け

て
焼
火
し
て
、
庭

に
敷
も

の
し
て
、

そ
の
家
内
、
旦
那
も
下
人
も

ひ
と

つ
に
楽
居
し
て
、
不
断

の
居

間
は
明
置

て
、

や
き
く
う

所

な
ら

は
し
と

て
、
輪

に
入
た
る
丸
餅
を
庭
火

に
て
焼
喰
も
、

い
や
し
か
ら
ず

ふ
く
さ
な
り
、
(中
略
)漸
く
夜
も
明
が
た
の
元

日
に
、
た

は

ら

む

は
ん

あ
け

か

へ
く

と
売
け
る
は
、
板

に
を
し
た
る
大

こ
く
ど

の
な
り
、
二
日
の
明
ぼ

の
に
、
恵
美
酒
む

か

へ
と
売
け
る
、

三
日

の
明
が
た
に
、
び
し
や
も

ん
む
か

へ
と
う
り
け
る
、
毎
朝
三
日
が
間
、
福

の
神
を
う
る
そ
か
し
、
さ

て
元
日

の
礼
儀
、
世
間

の
事
は
さ
し
置

て
、
先
春

日
大
明
神

へ
参
詣

い

け

い
つ

く

た
す

に
、

一
家

一
門
、
す
ゑ
み
丶

の
親
類

ま
で
も
引

つ
れ
て
、
ざ

瓦
め
き
け
る
、
此
と
き
、

一
門

の
ひ
ろ
き

ほ
ど
、
外
聞

に
見
え
け
る
、
何
国

に

て
も
冨
貴
人

こ
そ
う
ら
や
ま
し
け
れ

商
売

の
さ
ら
し
布

は
、
年
中
京
都

の
呉
服
屋

に
か
け
う
り
て
、
代
銀

は
毎
年
大
ぐ
れ
に
取
あ

つ
め
て
、
京
を
大
晦

日
の
夜
半
か
ら
、
我
先

に
仕
舞

次
第

に
、
た

い
ま

つ
と
ぼ

し

つ
れ

て
、
南
都

に
入

こ
む
さ
ら
し

の
銀
、
何
千
貫
目
と

い
ふ
限

り
も
な
し
、
す
で
に
奈
良

へ
帰
れ
ば

、
皆

く

夜
あ
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け
に
な
れ
ば
、
金
銀
く
ら

に
う
ち

こ
み
置
、
正
月
五
日

よ
り
、

た
が

ひ
に
と
り
や
り
の
さ

し
引
す
る
事
、

例
年
な

り

こ

の
よ

う

な
、

除

夜

か
ら

正

月

へ
の
風

習

は
、

も

う

こ

の
こ

ろ

で

は
京

都

、

大

坂

で

は

み
ら

れ

な

く

な

っ
た

と

い
う
が

、

お

お

よ
う

で
豊

か

な

そ

し

て
静

か
な

奈

良

の
町

を

う

か
が

わ

せ
る
も

の
で
あ

る
。

さ

て
、

中

筋

町

の
享

和

三
年

(
穴
〇
三
)

の

「
年

行

事

記

」
(翫
鯉
醐
)に

よ

っ
て
表

67
を

つ
く

っ
て

み
た

。

元

日

の
朝

の
春

日
社

へ
の
参

詣

は
ど

の
町

で

も

同

じ

で
あ

っ
た
。

中

筋

町

で

は
、

年

頭

の
飾

り

つ
け

を

し

た

町
内

の
勝

手

社

に
、

当

役

の
町

年
寄

と

月

行

司
が

ま
ず

お

ま

い

り

し

た
。

三

日

に

は
各

町

の
代

表

、

町

年

寄

は
、

惣

年

寄

や

町

代

に
引

き

つ
れ

ら

れ

て
奉

行

所

木辻 の賑わい 「平城年中行 事絵巻」(石崎直司氏蔵)

に
挨

拶

に
行

き

、

ま

た

問

屋

・
親
方

・
家

主

へ
の
挨

拶

ま
わ

り

も

し
た

。

取

引

き

の
は
じ

ま

る

の

は
五

日

か
ら

で

あ

っ
た

。

十

日

に

　　
　
　

「初
寄
合
」
が
あ
り
、
朝
五

ッ
時
に
年
寄

は
羽
織

・
袴
を
着
用

町 の 四 季(中 筋町)表67

合

め
講

会

礼

め
講

祭
事

講

礼

合

合

祭
改

待

社
神

待

起
寄

会

じ

寄

稽

縮
槃
甜
旨
日

手
鰭

祭

払

初

参

蜂

春

勘

涅

勝

宗

春

日

勝

氷

春

日

御

蜂

煤

夜

　

夜

日

日

日

日

日

日

日

旬

日

日

日

日

日

日

日

日

日

10

14

15

21

23

15

11

中

21

23

1

1

21

23

26

26

13

月

月

月

月

月

月

月

月

月

正

2

3

4

5

8

9

11

12

注 毎月晦日 寄り合い
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し
、
月
行
事
四
人
と
年
預
三
人
は
常
服
で
集
ま

っ
た
。
祝
儀
と
し
て
酒
と
肴
三
種
(麟
ソ
好
ザ
雄
が
出
た
。
そ
の
あ
と
、
そ
の
年

に
使
用
す

る
帳
面
を
つ
く
り
、
規
定

の
箱
に
入
れ
た
。
こ
れ
が
年
寄
箱

(齣
鰍
儼
一二〇
〇〇
橄
麟
)、
月
行
司
箱

(離
職
飃
薩
橄

鰈
趨
儼
弸
○○
橄

曠
飜
戯
一一一〇〇
瀲
)、

年

預
箱
(参
会
帳
一〇
枚
綴

買
も
の
帳
二
〇
枚
綴
)で
あ
る
。
初
寄
合

の
入
用
は

一
貫
三
〇
〇
文
で
あ

っ
た
。

十
四
日
に
は
年
寄

・
年
預
が
会
所
に
集
ま

っ
て
、
祝
儀
を
取
り
納
め
、
爆
竹
披
露
帳
を
認
め
、
そ
の
あ
と
酒
肴
が
出
る
こ
と
に
な

っ

て
い
た
。
こ
の
と
き

の
入
用
は
二
貫
三
〇
〇
文
で
あ

っ
た
。
十
五
日
夜
の
蜂
起
始
め
に
は
、
当
町
で
は
西
方

の
町

の
木
戸
を
し
め
て
番

人
が

つ
き
、
く
ぐ
り
戸
を
開
い
て
も
町
内
に
た
た
り
が
あ
る
と
し
て
警
戒
し
、
町
内

は
静
ま
り
か
え

っ
た
の
で
あ

る
。
二
十

一
日
は
春

日
講
で
、
会
所
の
床

の
間
に
鹿
曼
荼
羅
を
か
け
、
勝
手
社
に
供
え
も

の
を
し
て
神
楽
を
献
じ
、
年
寄

・
年
預
は
参
詣

の
人
た
ち
を
も
て

コ
ハ
　
　

な
し
た
。
費
用
は

一
貫
五
〇
〇
文
で
あ

っ
た
。
二
十
三
日
は
日
待
。
昼
食
後
会
所
で
用
意
を
は
じ
め
、
暮
六
ッ
時

か
ら
町
内
の
人
た
ち

が
参
会
し
、
床

の
間
に
三
社
掛
物
と
供
え
も
の
を
し
て
、

一
貫
五
〇
〇
文
分
の
夜
食
で
朝
を
迎
え
た
。
日
待

の
な

い
と
き
は
、
陰
陽
師

勝手神社(中 筋町)

を
迎
え
て
祈
祷

(傷
畑
)
だ
け
で
す
ま
す
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
月
十
五
日
の
涅
槃
会

に
は
朝
か
ら
世
話
役
は
会
所

へ
詰
め
、
床

の
間
に
涅
槃
像
を
か
け
、
町

内
の
各
家

か
ら
持
参
し
た
供
物
を
か
ざ
り
、
夜
に
は
百
万
遍
の
念
仏
を
執
行

し
た
。
入
用
銀
は
五

〇
〇
文
で
あ

っ
た
。

三
月
十

一
日
は
勝
手
社

の
祭
礼
で
あ
る
。
早
朝
か
ら
年
寄

・
年
預
は
神
ま

つ
り
を
し
神
楽
を
奏

し
た
。
昼
食
後
会
所
で
町
の
仕
出
し
屋

へ
注
文
し
た
酒
肴
が
出
た
。
そ

の
入
用
は

一
貫
三
〇
〇
文

で
あ
る
。
三
月
中
旬
に
は
宗
旨
改
め
の
準
備
が
は
じ
ま
る
。
ま
ず
、
町
の
改
役
が

一
軒
ず
っ
入
念

に
吟
味
し
て
人
数
を
書
き

つ
け
る
。
年
寄
が
立
会
い
再
点
検
し
て
下
帳
に
記
入
し
、
さ
ら
に
本
帳

二
泓
薙
卸
撃

に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
の
寄
合
は
二
回
、
筆
耕
料
と
紙
代
は
あ
わ
せ
て
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五
〇
〇
文
で
、
浪
人
改
め
帳
を
つ
く
る
と
き

は

一
枚

に
つ
き
五
分
を
加
算
す
る
。
こ
の
宗
旨
改
め
の
費
用
が

一
貫
四
〇
〇

文

で
あ

っ

た
。
五
月
の
二
十

一
日
は
春
日
講
、
諸
式

は
正
月
の
と
お
り
で
、
入
用
は

一
貫
三
〇
〇
文
で
.あ

っ
た
。
二
十
三
日

は
日
待
で
、
陰
陽
師

≫

祷
料

1
0
0
文
を
支
払

っ
た
。

八
月

一
日
は
八
朔
の
御
礼
で
、
町
の
役
人
は
そ
ろ

っ
て
奉
行
所

へ
挨
拶
に
出
向

い
た
。
ま
た
こ
の
日
は
勝
手
社

の
祭
り
で
、
三
五
〇

文

の
支
出
で
あ

っ
た
。
九
月

一
日
は
氷
室
の
神
事
で
、
中
筋
町
か
ら
神
酒

一
対
、
お
渡
り
費
用
に

一
〇
〇
文
、
神
主

へ
一
〇
〇
文
を
三

日
ま
え
に
番
人
に
持
参
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
祭
り
に

「山
」

「
ね
り
も

の
」
を

つ
く
り
、
祭
り
に
参
加
し
た
も

の
は
町
内

へ
若
干

の
納
金
を
し
た
。

九
月
二
十

一
日
は
春
日
講
(ヨ
㎝
研
嬪
)、
二
十
三
日
は
日
待
(腑
備
蝌
一)。
十

一
月
二
十
六
日
の
お
ん
祭
に
は
町
内
の
番
人
に
祝
儀
(肛
似
郊
二
)

を
出
し
、
町
の
人
た
ち
は
、
縁
日
で
年
末
か
ら
正
月
用
の
買
い
も

の
な
ど
を
し
て
、

正
月
の
近
づ
く
こ

と
に
気
ぜ

わ

し
い
思

い
を

す

る
。
こ
の
夜
は
蜂
起
始
め
で
、
町
内

の
両
木
戸
を
閉
じ
、
火
を
消
し
て
た
た
り
の
な
い
こ
と
を
念
じ
た
。
十
二
月
十
三
日
は
煤
払
い
寄

合
で
、

一
年
間
の
諸
入
用

の
計
算
を
し
た
、
も
ち
ろ
ん
、
毎
月
の
晦
日
に
は
勘
定
寄
合
(悔
朋
か
唄
功
即
鱒
倣
研
竍
二
)が
あ

っ
た
か
ら
、
総
決
算

と
い
う
こ
と
に
な
る
o

ど
こ
の
町
内
に
も
あ

っ
た
会
所
が
中
心
に
な

っ
て
、
町
の
行
事
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
よ
く
わ
か
る
。
町
の
自
治
の
出

発
か
ら
終
着
ま
で
が
会
所
で
あ

っ
た
し
、
町
の
人
た
ち
に
と

っ
て
、
会
所
寄
合

い
が
、
く
ら
し
の
四
季
と
な

っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

年
中
行
事

の
な
か
で
も
、
奈
良
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
ば

、
や
は
り

「
お
ん
祭
り
」
と

「
薪
能
」
と

「
お
水
取

り
」
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
薪
能
に
つ
い
て
は
能
楽
の
項
で
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
あ
と
の
二
つ
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

さ

る

春
日
若
宮
の
祭
礼
は
、
本
社

の
祭
り
で
あ
る
申
祭
が
官
祭
で
民
衆
に
は
う
か
が
え
な
い
面
が
あ

っ
た
の
に
た
い
し
、
大
和
で
も

っ
と

お

ん

祭

り

と

お

水

取

り
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も
盛
大
な
祭
り
で

「
お
ん
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
起
源
は
保
延
二
年

(
二
三六
)
九
月
八
目
に
遡
り
、十
五
世
紀
末

ご
ろ
か
ら
祭
日
は
十

一
月
二
十
六
日
に
定
ま
り
、
明
治
十
二
年

(一八莞
)
か
ら
十
二
月
十
七
日
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
祭
礼
の
主

催

者

は
、

は
じ
め
興
福
寺

の
衆
徒
で
あ
り
、
別
会
五
師
が
奉
行
で
あ

っ
た
が
、
衆
徒

・
国
民
と
い
わ
れ
た
大
和
武
士
が
成
長
す

る

に

つ
れ

て
、
か
れ
ら
が
祭
礼

の
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
な

っ
た
。
か
れ
ら
武
士
は
十

一
月
の
収
穫
を
終
わ

っ
た
こ
ろ
の
領
民
を
率
い
て
祭
礼
を

大宿所遍照院御 湯図r春 日大宮若宮御祭礼図』

主
催
し
た
か
ら
、
そ
れ
以
来
大
和

の
民
衆

の
祭
り
と
し
て
の
性
格
を
強
く
し
、
こ

や

ぶ

さ
め

の
祭
礼
の
な
か
で
流
鏑
馬

・
田
楽

・
猿
楽
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ

た
も
の
で
あ
る
。

織
豊
政
権
の
成
立
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
の
大
和
武
士
が
没
落
し
た
た
め
、
若
宮

祭
も

一
時

は
さ
び
れ
た
が
、
こ
れ
を
再
び
盛
ん
に
し
た
の
は
豊
臣
秀

吉

で
あ

っ

た
。
秀
吉

は
足
利
将
軍
家
と
春
日
社
と

の
関
係
も
顧
慮
し
た
ら
し
い
し
、
猿
楽
の

能
に
興
趣
を
そ
そ
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く

こ
の
若
宮
祭
を
復
興

さ
せ
た
。
つ
い
で
徳
川
将
軍
家
は
、
長
谷
川
党
の
者
を
願
主
人
と
さ
せ
、
大
和
国

中
の
大
名
に
儀
仗
を
出
さ
せ
、
金
春

・
金
剛

・
宝
生
の
三
座

に
若
宮
祭
に
参
仕
す

せ
い

の
お

る
こ
と
を
命
じ
て
二
〇
〇
石
を
給
し
、
楽
人
や
細
男
に
も
装
束
料
を
与
え
、
こ
れ

ら
芸
能
人
に
名
字
帯
刀
を
許
し
て
士
分
格
に
と
り
た
て
た
。

さ
て
祭
礼
に
つ
い
て
み
る
と
、
奈
良
奉
行
は
将
軍
の
代
官

と
し
て
松

の
下
に
陣

取

っ
て
渡
御

の
行
列
を
検
知
す
る
わ
け
で
あ
る
。大
宿
所
は
天
正
十
三
年

(竃
螽
)

に
高
畠
か
ら
餅
飯
殿
郷

の
遍
照
院
あ
と
に
移
さ
れ
た
が
、
願
主
人
ら
は
こ
こ
で
精
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に
え

進
し
、

こ
こ
に
御
贄
と
し
て
多
数

の
鳥
獣
が
運
び
こ
ま
れ
た
。
こ
れ
は
大
和

・
伊
賀

の
大
小
名
が
献
納
す
る
も

の
で
、
元
和
元
年

(
ニハ

き
じ

一五
)

の
懸

物

の
数

は

、
雉

子

一
二
六

八

羽

、

兎

コ

ニ
六
耳

、

狸

一
四

三

疋
、

鯛

一
〇

〇

枚

、

樽

一
六

〇

荷

あ

っ
た

と

い
う

。

渡

御

の
列

つ
か
さ

の
主
な
も

の
に
は
東
遊

の
舞
人

・
日
の
使
代

・
細
男

・
猿
楽
の
金
春

一
座

・
田
楽

一
座

・
馬
長
児

・
競
馬
な
ど
が
あ
り
、
終
わ
り
に
馬

・
弓
矢

・
太
刀
お
よ
び
郡
山
藩
ら
の
儀
仗
が
続
く
の
で
あ
る
。
ま
た
御
旅
所
前
で
は
、
角
力

・
神
楽

・
東
遊

・
田
楽

・
細
男

・
舞
楽

・

流
鏑
馬
が
あ
り
、
翌
日
は
後
宴
能
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
こ
の
祭
礼

の
た
め
に
奈
良
町
に
は
祭
礼
銭
が
、
天
領
農
村
に
は
御
旅
所
御

第三章 奈良町の盛衰

『奈良名所八重桜』お ん 祭 り

殿
料
松
木
が
課
せ
ら
れ
、
大
名
に
は
祭
礼
供
奉
と
奉
加
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
江
戸
時
代

の
こ
の
幕
府
の
力
の
入
れ
方
は
、
か
え

っ
て
お
ん
祭
り
を
民
衆
か
ら

引
き
離
す
こ
と
と
な
り
、
幕
府
や
大
名
な
ど
封
建
権
力
側

の
官
祭
的

色
彩
が

濃

く

な

(、

て
、
民
衆
は
そ
の
見
物
が
許
さ
れ
る
と
い
う
形
と
な

っ
て
い
っ
た
。

二
月
堂
で
お
こ
な
わ
れ
る
東
大
寺
の
修
二
会
は
お
水
取
行
法
と
も

よ
ぼ
れ
、

一
般
に
お

水
取
り
ま
た
は
お
松
明
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
承
は
古
く
、
開
山
良
弁

の
弟
子

実
忠

に
遡
り
、
以
後
絶
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
い
、
観
音
信
仰

の
広
が
る
な
か
で
中

世
末
期
か
ら
は
郷
民

の
参
加
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

れ

ん
ぎ

よ
う
し

ゆ

う

こ
の
行
法

の
次
第
は
、
前
年

の
良
弁
忌
に
配
役
が
き
ま
り
、

一
月

に
は

練

行

衆

が

け

か

別
火

の
行
事
に
入

っ
て
行
法

の
準
備
が
な
さ
れ
、
二
月

一
日
か
ら
十

一
面
悔
過
法
要
が
本

格
的
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
法
要
は
奈
良
時
代
の
形
式
を
伝
え
て
い
る
と
い
い
、
日
に
六
回

じ
ん

み
よ
う

の
行
が

あ

る

。

こ

の
行

法

の
間

、

神

名

帳

の
読

み
あ

げ

、

講

問

、

過

去
帳

の
読

み

上
げ

(こ
の
な
か
に
青
衣
女

人
の
名
が
み
え
る

)、

走

り

の
行

法

な
ど

が

あ

っ
て
、

や

が

て
中

心

の
行

事

で

あ

る

お
水

取

り
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二 月 堂 お 松 明

『大日本名産図会』

お水取 りの御香水

『大日本名産図会』

あ

カ

だ

つ
た
ん

と
な
る
。
二
月
十
三
日
に
若
狭
国
か
ら
通
じ
る
と
い
う
閼
伽
井

の
水
を
汲
み
、
達
陀

の
行
法

・
大
松
明
と

い
う
最
後

の
火
の
荒
行
が

つ

づ
く
。
こ
れ
は
天
下

の
除
災
与
楽
を
祈
り
煩
悩
焼
尽
を
願
う
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
お
水
取
り
が
い
か
に
有
名
な
行
事
で
あ

っ
た
か
を
示
す
も

の
に
、

つ
ぎ

の
名
句
が
あ
る
。

v

 水
取
や
こ
も
り
の
僧
の
沓
の
音

芭

蕉

水
取
や
瀬
々
の
ぬ
る
み
も
此
日
よ
り

蓼

太

水
取
や
井
を
う
ち
め
ぐ
る
僧
の
息

一

茶

春
日
の
神
鹿
に
つ
い
て
は
、
伝
説
は
と
も
か
く
、
す
で
に
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
鹿
が
春
日
社
の
使

い
と

い
う
思
想

は
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
春
日
も
う
で
の
道
す
が
ら
、
鹿
を
み
か
け
た
貴
族
が

「吉
祥
也
」

と
喜
び
馬
か
ら
下
り
て
拝
ん
だ
と
い
い
、

保
安
四
年

(一三
三)
に
興
福
寺
と
延
暦
寺
の
僧
兵
が
京
都
で
争

っ
た
と
き
、

と
つ
ぜ
ん
鹿
が

鹿

の

角

伐

り



あ

ら

わ

れ

た

の
で
僧

兵

が

喜

ん
だ

が

、

防

備

に
あ

た

っ
て

い
た

平

氏

の
侍
が

鹿

を
射

殺

し

た

た

め
、

僧

兵

た

ち

は
神

意

を
恐

れ

て
逃

げ

散

っ
た

と

い

わ
れ

る

。
そ

の

の
ち
興

福

寺

が

奈

良

の
実

権

を

に
ぎ

り

、

大

和

は
春

目

の
神

威

の
行
き

わ

た

る
国

と

な

っ
た
関

係

か
ら

、

鹿

は
神

鹿

と

し

て

保

護

を

う

け

る

よ

う

に

な

っ
た

。

江

戸

時

代

に

な

る

と
、

鹿

も

増

加

し

て
町

の
な

か
を

歩

き

ま

わ

る

よ
う

に
な

っ
た

。

「
角

伐

濫

觴

」

(
「橋
本
家
文
書

京
大
図
書
館
蔵
」
)
に

は

鹿

の
横

行

を

お

よ

そ

つ
ぎ

の
よ

う

に
述

べ

て

い

る

。

春
日

の
鹿

は
、
七

・
八
月
に
角

が
の
び
、
八
月

の
末

か
ら
九
月

に
か
げ
て
鹿

の
発
情
期
と
な
る
。
角

を
土
砂

の
中
に
入
れ

て
こ
す
り
、
鋭
く

し
て

町
中
を
徘
徊

し
、
道
行
き

の
人

を
追
う
。
夜
中
に
な
る
と
、
鹿

は
小
路
に
入
り
こ
み
町
人

に
近
よ
る
。
そ

の
た
め
町
人
た
ち
は
歩
行

に
灯
火
を
か

か
げ
な

い
と
歩
け

な
い
。
近
年
二
～

三
人

か
ら
四
～
五
人

の
も

の
が
、
鹿

の
角

に
突

か
れ
て
怪
我
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
油

や
蝋
燭

の
費

用
も
か

さ

ん
で
困
る
。
町
人

た
ち
は
迷
惑
を
し
て

い
る
。

こ

の
よ

う

な

こ
と

か

ら
、

溝

口
豊

前

守

信

勝

が

、

奈

良

奉

行

に
な

っ
た
翌

年

の
寛

文

十

一
年

(
一奎

)
九

月

二
十

三

日
、

江

戸

か

ら
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表68天 保9年7月21日

鹿 角 伐 入 用

銀5匁2分5厘

銀、13匁

分

分

分

分

砿

兜

塊

蛎

匁

紹

文

文

跏

1

1

3

1

4

0

4

2

9e

OO

ρ0

1銀

銀

銀

銀

銀

銭

銭

銭

銭624文

銭400文

銀70匁5分5厘

銭3貫668文

細手竹15本 代

大竹5本 代

(7～8寸 廻リ竹割
ニシテ輸ニスル)

太縄40把 代

細縄2東 代

箒(網 代用)

箒手袋(2採 新調代)

箒手袋(タ ツ修理代)

鋸2挺 目立代

荏1荷 代

人足20人 賃銭
(1人13ケ文)

人足20人 中飯代
(1人30文)

日雇4人 賃銭

合 計

神
鹿
の
角
を
切
る
よ
う
に
命
令
し
て
き
た
。
こ
の
命
令
を
奉
行

所
の
与
力
が
興
福
寺

の
一
乗
院
門
跡

に
伝

え
た
が
、
「
神

慮

如

何
」
と
返
答
を
し
ぶ

っ
て
数
日
を
経
た
。
し
か
し
、
奉
行

の
命

も
黙
止
で
き
な
い
と
あ

っ
て
、
結
局

つ
ぎ

の
よ
う
な
結
論
を
出

し
た
。
そ
れ
は
、
興
福
寺

の
大
湯
屋
か
ら
東
金
堂

の
裏
ま
で
の

間
に
大
竹
で
矢
来
を
つ
く
り
、
角
鹿
を
入
れ
て
お
く
。
鹿

の
角

は
翌
年

の
春
ご
ろ
に
は
落
ち
る
も

の
だ
か
ら
、
そ
う
す
れ
ぽ
安

全
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
妥
協
案

は
さ

っ
そ
く
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表69角 伐 り頭数表

寛 文12年
く1672)

寛 文13年
(1673)

延 宝2年
(1674)

延 宝3年
(1675)

延 宝4年
01676)

延 宝5年
(1677)

延 宝6年
01678)

延 宝7年
(1679)

延 宝8年
(1680)

延 宝9年
(1681)

天和2年
(1682)

天和3年
(1683)

貞享 元 年(1684)

貞享2年
(1685)

貞 享3年(
1686)

貞 享4年
C1687)

貞 享5年
(1688)

元 禄2年
(1689)

元 禄3年
(1690)

元 禄4年
01691)

元 禄5年
(1692)

元 禄6年
(1693)

元 禄7年
(1694)

頭
145

109

158

120

141

149

141

143

151

ユ50

154

166

160

1ss

173

180

199

191

200

178

174

179

1so

元 禄8年
(1695)

元 禄9年
(1696)

元 禄10年
(1697)

元 禄11年
01698)

元 禄12年
01699)

元 禄13年
(1700)

元禄14年
く1701)

元禄15年
(1702)

元禄16年
(1703)

宝 永 元 年
(1704)

宝 永2年
C1705)

宝 永3年
(1706)

宝 永4年
(1707)

宝 永5年
(1708)

宝 永6年
(1709)

宝 永7年(
1710)

正 徳 元年
(1711)

正 徳2年
(1712)

正 徳3年
(1713)

正徳4年
(1714)

正徳5年
(1715)

享保 元年
(1716)

享保2年
(1717)

頭

180

156

16ユ

161

155

147

138

130

120

135

143

160

160

170

153

161

146

151

157

160

166

134

157

「庁中漫録」

実
行
に
移
さ
れ
、
垣

の
中
に
二
五
頭
の
鹿
を
追
い
こ
み
、
興
福
寺
が
毎
日
鹿

の
餌
を
小
桶
に
入
れ
て
与
え
た
が
、

垣
の
中
で
角
鹿
は
突

き
あ
い
を
く
り
か
え
し
て
怪
我
を
し
た
り
死
ん
だ
り
し
た
。
こ
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
鹿

の
角
伐
り
を
承
知
し
、
翌
年
の
八
月
に
は
じ

め
て
角
伐
り
が
実
行
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
角
伐
り
実
行
の
手
順
で
あ
る
。
ま
ず
奉
行
所
か
ら
触
れ
が
出
て
、
惣
年
寄
、
町
代

の
名
で
各
町
に
知
ら
さ
れ
る
。
角
鹿
が
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
町
の
空
地
た
と
え
ぽ
中
院

の
極
楽
院

の
庭
や
餅
飯
殿
の
大
宿
所
広
場
、
あ
る
い
は
東
向
の
会
所
の
庭
な
ど
に
こ
れ

を
追
い
込
み
、
予
定
さ
れ
た
日
(輛
飫
⑳
瞭
)に
、
鹿
角
伐
出
役
与
力
二
人
、

同
心
小
頭

一
人
、

平
同
心
四
人
、
小
使

一
人
が
そ
の
町
に
出

向
く
た
て
ま
え
で
あ

っ
た
。
宝
永
二
年

(
一七〇五
)
八
月
十
九
日
の
と
き
は
、
与
力
三
人
、

同
心
四
人
、

町
代
二
人

の
ほ
か
に
人
足

一
五

人
が
出
て
、
角
伐
鹿
は
五
五
頭
で
あ

っ
た
(
「高
畠
町
々
留
帳

天
理
図
書
館
蔵

」
)。

ま
た
天
保
九
年

(穴
三八
)
八
月
七
日
の
例
で
は
、

一
同
は
奉
行
所

へ
五
ツ

時
(杵
贓
)ま
で
に
出
役
し
、
こ
の
時
刻
ま
で
に
は
鹿
を
と
じ
込
め
て
い
る
町
の
年
寄

・
月
行
司
が
届
け
出
て
い
る
か
ら
、
五
ツ
時
す
ぎ
に
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出
発
し
た
。
こ
の
日
は
東
向
北
町
で
三
頭
、
同
中
町
で

一
頭
、
橋
本
町
で
七
頭
、
中
清
水
町
で
六
頭
の
角
を
伐
り
、奉
行
所

へ
戻

っ
た
。

そ
の
う
え
で
、
奉
行
所
の
用
人
当
番
塚
越
六
左
衛
門
に
報
告
書
を
提
出
し
て

一
同
は
解
散
し
た
。
伐
り
と

っ
た
角

は
例
年
ど
お
り
、
町

か
ら
出
た
手
伝
い
の
人
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
年
の
第

一
回
の
角
伐
り
費
用
は
表
68
の
よ
う
に
計
算
で
き
る
。
そ
し

て
、
そ
の
諸
費
用
は
町
懸
り
、

つ
ま
り
各
町
へ
割
当
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、

「庁
中
漫
録
」
に
み
ら
れ
る
角
伐
り
の
数
を
整
理
す
る
と
表
69
に
な
る
。

鹿
は
春
日
社
の
神
鹿
と
し
て
奈
良
に
と

っ
て
は
貴
重
な
存
在
で
あ
り
、
や
が
て
観
光
資
源
と
し
て
大
事
な
も
の
に

は
な
る
が
、
近
世
で
は
町
や
村

の
人
々
に
と

っ
て
は
迷
惑
な
こ
と
も
多
か

っ
た
。
幕
末
の
こ
と
で
あ
る
が
、
三
条

村
の
ほ
か
杉
ケ
町
村

・
城
戸
村
が
連
合
し
て
、
奉
行
所

へ
願
い
出
た
書
類
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

当
村
≧
百
姓
奈
良
町
続
野
方
最
寄
之
町
≧
者
、
其
≧
鹿
留
垣
高
サ
八
尺
以
上
入
念
〆
候
様
、
前
≧
汐
厳
敷
御
触
等
被
為
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候

鹿
に
ょ
る
被
害
は
町
の
つ
づ
き
の
村

に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
農
作
物
の
損
失
も
あ

っ
た
か
ら
、
鹿
留
垣
が
延
々
と
続

い
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
嘉
永
六
年

(天
五三)
三
月
の
訴
え
は
、
柳
町
の
鹿
留
垣
が
こ
わ
れ
て
い
て
鹿
が
出

入
り
し
て
困
る
か
ら
、

「
入
念
急
速
被
レ拵
候
」
よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
(
「三
条
村

文
書
」
)。
町
民
や
農
民
の
く
ら
し
の
な
か
で
、
春
日
神
鹿
か
ら

う
け
る
被
害
が
大
き
く
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

奈
良
の
鹿
は
神
鹿
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
神
鹿
を
殺
す
こ
と
は
、
僧
や
子
ど
も
を
殺
す
こ
と
と
と
も
に
、
三
か
大
犯
の

一
つ

と
さ
れ
て
き
た
。
フ
ロ
イ
ス
の

『
日
本
史
』
に
も
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
鹿
を
殺
す
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
大

へ
ん
な
こ
と
で
、

一
般
に
も
三
作
石
子
詰
の
伝
説
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

西
鶴
も

『
好
色

一
代
男
』

の

な

か

で

「十
三
鐘

の
む
か
し
を
き
く
に
、
哀
れ
今
も
鹿
こ
ろ
せ
し
人
は
其
科
を
赦
さ
ず
、
大
が
き
を
ま
わ
す

(嚇
族
妹
髄
鋤
敬
り
)
と
か
や
」
と
記
し

て
い
る
。
つ
ぎ
に
そ
の
二
、
三
の
例
を
示
し
て
お
こ
う
。

鹿

の

保

護

と

町

民
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奉
差
上
一
札
之
事

一
当
月
七
日
八
日
、
奈
良
脇
戸
町
に
切
疵
之
死
鹿
、
西
寺
林
町
二
突
疵
之
死
鹿
、
西
新
屋
町
二
切
疵
之
鹿
御
座
候
而
汐
、
被
為
遊
御
吟
味
候
二
付
、

右
其
死
鹿
殺
害
之
儀
存
知
之
有
無
吟
味
仕
候
様

二
被
為
仰
出
奉
畏
候
、
則
村
中
并
召
仕
者
借
家
末
々
二
至
迄
悉
吟
味
仕
候
処
、
存
知
之
者
壱
人

も
無
御
座
候
、
万

一
村
中
二
殺
害
仕
候
者
御
座
候
旨
露
顕
仕
候

ハ
・
、
本
人
者
不
及
申
上
、
村
役
人
迄
如
何
様
之
曲
事

二
茂
可
被
為
仰
付
候
、

為
後
日
之
奉
差
上

一札
如
件

元
文
三
戊
午
年
四
月

祢
宜
下
大
江
村
庄
屋源

左
衛
門

同
村
年
寄小

兵
衛

宮
本

御
奉
行
様

(大
和
郡
山
市
、
中
島
氏
文
書
)

こ
れ
は
鹿

の
殺
害
に
つ
い
て
の
お
調
べ
に
、村
方
か
ら
そ
の
犯
人
の
い
な
い
こ
と
を
申
し
出
た
も

の
で
、そ
の
捜

査
ぶ
り
を
う
か
が
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

「東
大
寺
年
中
行
事
記
」
に
ょ
る
と
、
猟
師
三
人
が
た
び
た
び
神
鹿
を
殺
し
そ
れ
を
売

っ
て
い
た
こ
と
が
、

文
政
五
年

(穴
量
)
の
夏
に
発
覚
し
た
。
そ
の
た
め
長
期
間
入
牢
さ
せ
ら
れ
、
い

っ
た
ん
は
赦
免
に
な

っ
た
が
、
天
保
十
二
年

(穴
四
一)

三
月
に
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
ま
た
鹿
を
殺
し
て
こ
れ
を

一
貫
二
〇
〇
文
で
売
り
、
同
じ
仲
間
の
者
も
同
年
六
月

に
鹿
を
殺
し
て
四
貫

五
〇
〇
文
で
商
人
に
売

っ
た
。
鹿

の
管
理
は
興
福
寺
が
お
こ
な

っ
て
い
た
の
で
、
寺
で
は
評
定

の
す
え
奉
行
所

へ
訴
え
た
。
さ
っ
そ
く

二
人
は
捕
え
ら
れ
入
牢
に
な

っ
た
が
、
二
人
と
も
牢
死
し
た
と
い
う
。

奈
良
に
は
、
「
奈
良
の
早
起
き
」
の
い
い
伝
え
が
あ
る
。
も
し
家

の
前
に
死
鹿

・
病
鹿
が
倒
れ
て
い
て
は
、
大

へ
ん
な
疑
い
を

う

け

る
か
ら
朝
早
く
起
き
て
見
ま
わ

っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
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さ
て
、神
鹿
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、毎
年
五
月
十
日
過
ぎ

に
犬
狩
り
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
古
く
奈
良

の
町
で
は
犬
を
飼
う
こ

と
が
許
さ
れ
な
か

っ
た
が
、将
軍
綱
吉

の

「生
類
憐
れ
み
の
令
」
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、町
中
に
犬
が
ふ
え
は
じ
め
た
か
ら
だ
と
い
う
。

野
犬
狩
り
は
興
福
寺
の
役
人
が
直
接
お
こ
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
一
乗
院
御
用
日
記
」
(鯨
献
歡
鮮
塑

の
貞
享
二
年

(一六八五)
五
月
五
日

の
条
に
よ
る
と
、

「
明
日
犬
狩

二
付
」
と
二
人
の
役
人
に
申
渡
し
て
い
る
。
翌
六
月
六
日
の
条
に
は
、
奉
行
方
の
同
心

・
小
頭
各

一
人

が
出
て
野
犬
狩
り
を
実
施
し
、

飼
犬

一
八
匹
を
確
認
、

「首
毛
少
≧

ハ
さ
み
切
置
候
也
」
と
別
に
処
置
し
て
い
る
こ
と
が

み
え
る
。

寛
政
五
年

(
蕘
三
)
、
大
安
寺
村
で
は
飼
犬
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
野
犬
ま
で
も
見
付
け
し
だ
い
に
追

っ
払

っ
て
い
る

(創
状
欟
瑚
馗
蜘
謝
晒
莇
鸚

曦
邏

。
こ
の
こ
ろ
の
野
犬
狩
り
は
、
殺
す
の
で
は
な
く
町
か
ら
な
る
べ
く
遠
く

へ
追

い
払
う
と
い
う
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

文
化
十

一
年

(天
一四
)
に
な

っ
て
、
興
福
寺
は
、

年
間
米
七
石

の
役
料
で
犬
狩
巡
回
を
町
に
依
頼
し
た
が
、

月

に
米

一
石
の
支
給
を

希
望
す
る
町
と
折
り
合
い
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
興
福
寺
役
人
が
見
ま
わ

っ
た
。
し
か
し
文
政
五
年

(
天
ご二)
に
な
る
と
、
こ
の
ま
ま
で
は

野
犬
が
ふ
え
る
と
い
う
の
で
、
興
福
寺

一
膓
所
の
命
令
で
、
五
年
間
に
限

っ
て
犬
を
見

つ
け
し
だ
い
討
ち
と
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

生

活

の

諸

相

第三章 奈良町の盛衰

町
民
生
活

の
娯
楽
と
も
な
り
、
心
の
な
ぐ
さ
み
と
も
な

っ
た
も

の
と
し
て
は
、
年
中
行
事
の
ほ
か
に
町
の
芸
能
が

町

の

芸

能

あ
る
。
芸
能
と
い
え
ぽ
能
楽
や
田
楽
や
舞
楽
や
延
年

の
舞
い
な
ど
も
含
ま
れ
よ
う
が
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
能

楽
は
し
だ
い
に
武
家
や

一
部
の
人
び
と
の
も

の
と
な

っ
て
精
彩
を
失
い
、
庶
民

の
嗜
好
を
離
れ
る
も
の
と
な
り
、
田
楽
ほ
か
の
諸
芸
能

く
せ
ま

い

は
わ
ず
か
に
そ
の
伝
統
を
保

つ
ほ
ど
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
も
あ

っ
て
民
衆
の
好
み
に
応
じ
る
も
の
と
し
て
、
曲
舞
な
ど

の
芸
能
が
さ
か
ん
に
演
じ
ら
れ
、
新
狂
言
で
あ
る
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が
お
こ

っ
て
き
た
。
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曲
舞
は
白
拍
子
舞
の
流
れ
を
く
み
、
史
上
の
人
物
や
事
蹟
を
鼓
に
合
わ
せ
て
謡
い
舞
う
も
の
で
、
幸
若
舞
も
こ
れ
に
近
い
も

の
と
さ

れ
近
世
初
期
に
は
非
常
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
。
『
多
聞
院
日
記
』
の
天
正
六
年

(
一五七八
)
三
月
朔
日
の
条
に

「
於
一一極
楽
坊
一女
舞
在
レ

之
(中
略
)諸
人
群
集
テ
見
レ之
」
と
あ
り
、
五
日
の
条
に

「
去
朔
日
ヨ
リ
於
二極
楽
坊
一女
ノ
久
世
舞
在
レ之
、
群
集
也
云
々
」
、
十
日

の
条

く
も

に

「於
二極
楽
坊

一師
子
舞
、
蛛
舞
在
レ之
、
六
方
桟
敷
在
レ之
、
京

ニ
テ
順
慶
ノ
宿
沙
汰
之
仁
下
テ
沙
汰
之
了
」
、

四
月
七
日
の
条
に
「於

紀
寺
天
王
女
舞
在
レ之
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
女
舞
と
あ
る
の
は
女
性

の
演
じ
る
曲
舞
で
あ

っ
た
わ
け
で
、群
集
と
い
う
表
現

か
ら
そ
の
盛
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
獅
子
舞
は
古
伎
楽
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
蜘
蛛
舞
と
は

一
種

の
曲
芸
で
あ

っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
曲
舞
と
か
女
舞
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
史
料
は
非
常

に
多
く
、
あ
と
の
付
表
12
に
み
ら
れ

る
よ

う

に
、

ま

た

「
山
本
平
左
衛
門
日
記
」
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
こ
と
に
元
禄
以
前
(恥
猷
軌
○
)に
そ
れ
は
い
ち
じ
る
し
い
も

の
で
あ

っ
た
。

歌
舞
伎
は
念
仏
踊
り
か
ら
発
展
し
、
猿
楽
や
狂
言

の
影
響
を
う
け
、
さ
ら
に
女
曲
舞
な
ど
と
も
関
係
し
な
が
ら
で
き
て
き
た
演
芸
で

あ
ろ
う
。

『多
聞
院
日
記
』
の
天
正
十
年

(
一五八二)
五
月
十
八
日
の
条
に

「於
二若
宮
拝
屋
一加
賀
・国
八
才

・
十

一
才
ノ
童
ヤ

・
子
ヲ
ト

リ
ト
云
法
楽
在
レ
之
、
カ

・
ヲ
ト
リ
ト
モ
云
、

一
段
イ
タ
ヰ
ケ
ニ
面
白
云
々
、
各
群
集
了
」
と
あ
る
が
、
こ
の
八
才
の
国

と

い
う

の

お
く

に

が
歌
舞
伎
踊
り
を
は
じ
め
た
と
い
う
出
雲
の
阿
国
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
こ
の
こ
ろ
か
ら
歌
舞
伎
が
お
こ

っ
て
き
た
ら
し
く
、
奈
良

　
ぽ
　

で
は
慶
長
十
年

(一六〇五)
七
月
に

「奈
良
中
雨
乞
踊
用
意
也
、
法
蓮
村
川
原

二
歌
舞
妃
有
レ之
」
(蜀
死
諮
時
主
)と
あ
る
よ
う
に
雨
乞
い
の
た

め
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
貞
享
年
間
(
一六
猷
畑
し
に
蓮
長
寺
で
歌
舞
伎
芝
居
が
あ

っ
た
こ
と
が

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
み
え
、

「
山
本
平
左
衛
門
日
記
」
に
は
元
禄
十
六
年

(一七〇三)
か
ら
正
徳
年
間
(
一七
辷

五
)に
か
け
て
し
き
り
に
歌
舞
伎
見
物

の
記
事
が
み
え
る
。

平
家
琵
琶
か
ら

の
系
統
か
と
思
わ
れ
る
浄
瑠
璃
は
、
伴
奏
楽
器
と
し
て
三
味
線
を
用
い
永
禄
(
一五
伍
瓢
九
)の
こ
ろ
に
面
目
を

一
新
し
、

く

ぐ

つ

あ

や
つ

さ
ら
に
傀
儡
師
系

の
人
形
操
り
と
も

一
つ
に
な

っ
て
、
類
例
の
な
い
音
楽
的
人
形
芝
居
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
元
禄

の
近

松
以
前

の
い
わ
ゆ
る
古
浄
瑠
璃
は
戯
曲
性
に
乏
し
い
物
語
中
心
の
も

の
で
、
付
表
12
に
み
え
る
浄
瑠
璃
と
は
、
多

く
は
こ
の
部
類

の
も
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の
で
、
と
き
に
は
操
り
を
と
も
な
わ
な
い
も

の
で
あ

っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
し
ば

し
ぼ
興
行
さ
れ
た
こ

と
は
、
い
か
に
民
衆

に
喜
ば
れ
た
か
を
想
像
し
得
る
。

近
世
奈
良
で
興
行
さ
れ
た
町
の
芸
能
も
複
雑
多
種
に
わ
た
り
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
総
合
芸
術
と
し
て
発
展
し
た
も
の
の
ほ

か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
雑
芸
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
影
響
し
あ

っ
て
い
る
の
で
厳
密
に
は
分
類
し
に
く
い
が

、説
経

・
平
家
語
り
、

太
平
記
読
み
な
ど
の
系
統
を
ひ
く
講
談

・
落
語

・
ち
ょ
ん
が
れ

・
説
経
節

・
阿
呆
陀
羅
経

・
祭
文

・
浪
曲
な
ど
の
話
芸
を
主
と
す
る
も

の
、
猿
楽

・
田
楽

・
神
楽

・
延
年

・
白
拍
子

・
念
仏
踊
傀
儡
師
な
ど

の
流
れ
と
み
ら
れ
る
女
舞

・
曲
舞

・
操
り

・
狂
言
な
ど

の
演
技
を

主
な
要
素
と
す
る
も
の
、
相
撲
や
曲
馬
の
よ
う
な
力
く
ら
べ
や
曲
芸

の
類
と
に
わ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の

諸
芸
能
が
民
衆
生
活
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
奈
良
に
お
い
て
も
諸
記
録
に
よ
れ
ば
、
講
談

・
軍
書

・
古
噺
が
語
ら
れ
、
女
舞

・
操
り

・
狂
言
が
演
じ
ら
れ
、
相
撲

・
曲
馬
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

さ
て
こ
れ
ら
の
諸
芸
能
が
興
行
さ
れ
る
に
は
、
常

に
奉
行
所
の
許
可
が
必
要
で
、
と
き
に
は
そ

の
計
画
も
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
そ
の
興
行
は
社
寺

の
開
帳
と
と
も
に
呼
び
物
と
さ
れ
た
り
、
社
寺
修
復

の
勧
進
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
雨
乞
い

の
た
め
で
あ

っ
た
り
し
た
。
ま
た
な
か
に
は
町
役
人
の
役
料
や
町
費

の
補
充
を
目
的
と
し
た
も
の
も
あ

っ
た
。
貞
享

四
年

(
芙
八七)
十
月

に
、
町
代
の
永
嶋
平
右
衛
門
・藤
田
吉
右
衛
門
・高
木
加
兵
衛
が
町
代
の
小
者

(使
用
人
)
一
人
を
増
員
す
る
費
用
を
調
達
す
る
た
め
に
、

芝
居
の
名
代
を
町
代
に
許
さ
れ
る
よ
う
、
与
力
中
に
願
書
を
出
し
た
記
事
が

「仕
送
り
方
芝
居
願
書
并
勘
定
覚
書
」
(翫
鯉
醐
)
に
あ
る
。

し
か
も
同
冊
子
に
み
え
る
だ
け
で
も
、

元
禄
元
年

(
一六八八)
十
二
月

・
同
四
年
三
月

・
同
七
年
十
二
月
と
同
八
年

か
ら
十
三
年
ま
で
毎

ば

し
や
く

年
同
じ
よ
う
な
願
書
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
馬
借
中

・
髪
結
中
に
も
興
行
の
名
代

の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
馬
借
は
橋
を
修
理

す
る
義
務
が
あ
り
、

髪
結
中
は
奉
行
所

の
仕
事
が

あ

っ
た
た
め
、

そ
れ
に
対
す
る
代
償

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
そ
れ
ら
の
芸
能

の
催
さ
れ
る
場
所
は
、
興
行
目
的
か
ら
み
て
も
察

せ
ら
れ
る
よ
う
に
社
寺

の
境
内
が
多

か

っ
た
。
こ
と
に
蓮
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長
寺
や
極
楽
院

・
小
塔
院
な
ど
民
衆
と
接
触
の
深
い
社
寺
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
町
の
空
地
や
と
き
に
は
会
所
な
ど
も
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

町
の
諸
芸
能
は
江
戸
時
代
後
期
に
な

っ
て
も
同
様
な
目
的
と
場
所
と
で
興
行
さ
れ
て
は
い
る
が
、
元
禄

の
こ
ろ
か

芝

居

屋

敷

ら
は
新
た
に
芝
居
屋
敷
が
で
き
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
大
仏
殿
再
興
に
と
も
な
う
人
出
が

一
つ
の
契
機
に
な

っ
た

も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
史
料
と
し
て

「
庁
中
漫
録
」
が
あ
る
。
芝
居
興
行
の
記
事
は
、

寛
文
八
年

(ニ
ハ六八)

か
ら
正
徳
四
年

(一七
一四)
ま
で

約
五
〇
年

に
わ
た
る
も

の
で
、

こ
れ
に
よ

っ
て
芝
居
種
目

・
興
行
期
間

・
興
行
場
所

・
興
行
目
的

.
興

行
権
者

(名
代
)
・
興
行
権
料

・
座
本
な
ど
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
巻
末

の
付
表
12
に
な
る
。

こ
の
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
禄
十
四
年

(
一七9
)
ご
ろ
か
ら
、
興
行
場
所
が
固
定
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
登
大

路

町

久
三
郎
屋
敷

・
京
終
地
方
次
郎
右
衛
門
屋
敷

・
瓦
堂
町
平
太
夫
屋
敷
が
そ
れ
で
あ
る
。
登
大
路
町
の
久
三
郎
屋
敷

は
、
こ
の
史
料
で
は

そ
の
場
所
が
は

っ
き
り
し
な
い
が
、

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
は
町
の
北
側
で
大
智
院

の
西
隣
と
あ
り
、
前
述
し
た
大
仏
再
建
期
間
中
の

参
詣
人
や
僧
侶

・
工
人
ら
を
相
手
と
し
て
で
き
た
芝
居
小
屋
が
、
繁
盛
し
て
芝
居
屋
敷
と
し
て
で
き
あ
が

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
、
こ
の
芝
居
屋
敷

は
宝
永
年
間
に
綿
町
地
方
町
に
移

っ
た
と
あ
る
の
と
、
さ
き

の

「
庁
中
漫
録
」
に
登
大

路

の
久
三
郎
屋
敷
が
宝
永
元
年

(
一七〇
四)
を
も

っ
て
消
え
る
こ
と
と
は
、

登
大
路

の
屋
敷
が
な
く
な

っ
た
と
い
う
点
で
は

一
応
合
致
す

る
。

し
か
し
後
者
を
み
る
と
京
終
地
方
に
次
郎
右
衛
門
屋
敷
が
元
禄
十
四
年

(一七2
)
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し

た
が

っ
て
、
綿
町
と
京
終
と
は
同

一
場
所
と
考
え
る
と
し
て
も
、

こ
の
両
史
料
に
み
え
る
座
本
の
名
の
相
違
や
両
屋
敷
併
存

の
時
期

の

問
題
が
残
る
わ
け
で
、
い
ま
直
ち
に
登
大
路
か
ら
移
転
し
た
と
は
断
定
し
に
く

い
。

つ
ぎ
に
瓦
堂
町
の
平
太
夫
屋
敷
が
あ
る
。
こ
れ
は
綿
町
か
ら
移

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
禄
十
六
年

(1七Ohl)
ご

ろ
に
は
で
き

て

い

た
も
の
で
、
小
林
平
太
夫

に
よ

っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
屋
敷
は

『奈
良
坊
目
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拙
解
』
に
い
う
鉾
社

の
北
隣
で
虎
屋
屋
敷
と
よ
ん
で
い
た
も
の
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
歌
舞
伎

。
浄
瑠
璃
が
お
こ
な
わ
れ
て

い

た

と

あ

る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
元
禄

の
こ
ろ
か
ら
芝
居
の
常
設
小
屋
が

つ
く
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
も
、
こ
の
常
設
芝
居
屋
敷
が
奈

良

の
い
わ
ゆ
る
南
里
の
地
方
町
付
近
に
で
き
た
こ
と
は
、
そ
の
近
く
北
側
に
遊
里
が
あ

っ
た
こ
と
に
ょ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時

代

は
芝
居

の
発
達
と
遊
廓
の
繁
盛
と
は
関
係
深
い
も

の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
京
都
に
そ
の
例
を
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
芝
居
屋
敷

の
う
ち
、
瓦
堂
町
の
平
太
夫
屋
敷
は
こ
と
に
相
当
大
が
か
り
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
か
と
お

芝

居

の

興

行

も
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
正
徳
三
年

(一七
三
)
正

月

四
日
か
ら
昼
夜

一
五
日
間
の
狂
言
芝
居
を
こ
こ
で
興
行
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
盛
況
で
三
日
間
の
日
延
べ
を
願
い
出
て
、
あ
わ
せ
て

一
八
日
間
も

つ
づ
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「
玉
井

家
文
書
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
度
之
群
集
、
平
太
夫
芝
居
始
り
無
レ之
事
、
十
八
日
二
八
日
中
二
千
八
百
人
、
夜
千
五
百
人
入
有
レ之
、
銀
二
貫
目
ほ
と
取
レ之
、凡
此
度
元
銀
十

貫
目
ほ
と
儲
之
由
風
説
、
酒
顛
童
子
仕
候
、
中
く

面
白
事
、
京
大
坂
芝
居
二も
相
替
儀
無
之

こ
の
と
き

の
平
太
夫
は
、
芸
団

の
組
織
者
で
、
興
行
主

の
座
本
で
あ
る
と
同
時
に
、
み
ず
か
ら
も
演
じ
た
よ
う

で
あ

る
。
平

太

夫

は
・
「
名
代
」
「座
本
」
「芝
居
主
」
の
三
役
を
か
ね
た
こ
と
に
な
る
。
ふ
つ
う
、
寛
文
期
(
エ
ハは
レ
ニ
)ご
ろ
か
ら
の
京

・
大
坂
の
興
行
の
慣

行
は
、

『歌
舞
伎
事
始
』
に

「京

・
大
坂

ハ
名
代

.
座
本

.
芝
居
主
等
皆
持
主
別
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
江
戸
の
そ
れ
は
、

太
夫
本
と
称
し
て
名
代

・
座
本

・
芝
居
主
が

一
人
で
あ
る
の
が

ふ
つ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
京

.
大
坂
で
は
座
本
が

一
年
契
約
で

一
座

を
編
成
し
、
名
代
主
か
ら
興
行
権
を
買
い
、
芝
居
主
か
ら
劇
場
を
借
り
て
興
行
す
る
の
が

一
般
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
で
平
太
夫
の
ぽ
あ

い
は
、
京

・
大
坂
の
興
行
慣
行
よ
り
は
む
し
ろ
江
戸

の
そ
れ
に
近
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
奈
良

の
近
世
が
奈
良
奉
行
の
行
政

下
に
あ

っ
た
た
め
、
町
人
の
自
主
的
運
営
色

の
強
い
京

.
大
坂
と
は
ち
が

っ
た
型
と
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
例

だ

け

で

は
、
む
し
ろ
個
人
で
興
行
す
る
大
き
な
興
行
主
が
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
る
程
度
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
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平
太
夫
が
、
こ
の
の
ち
も
芝
居
に
よ

っ
て

一
家
を
な
し
た
こ
と
は
、
さ
き

の
芝
居
興
行
の
付
表
12
に
よ

っ
て
も

わ
か
る
。
さ
ら
に
、

天
明
六
年

(
一七灸
)
六
月
に
平
太
夫
と
い
う
者
が
芝
居
興
行
に
つ
い
て
の
願
書
を
奉
行
所
に
差
出
し
、
奈
良
奉
行
松

田
相
模
守
が

こ

の

件

で
京
都
所
司
代
に
伺
い
書
を
出
し
た
史
料
が
あ
る
(京
大
図

書
館
蔵
)。

そ
の
願
い
書
に
よ
れ
ぽ
、
瓦
堂
町
の
俵
屋
平
太
夫
が
、
奈
良
町
は
も
ち

ろ
ん
大
和

一
国
の
芝
居
興
行
権
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
平
太
夫

は
さ
き

の
平
太
夫

の
名
を
つ
い
だ
も

の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
平
太
夫
が
俵
屋
と
い
う
屋
号
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
。

天
保
十
五
年

(弘
化
元
年

一八
四
四
)
に
な

っ
て
、
歌
舞
伎
役
者

や
人

形
遣
い
や

浄
瑠
璃

語
り

を

集

め
る

の
が
困
難
に
な

っ
て
き
た
。

そ
の
事
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天保15年 「和州奈良之図」の部分

左に猿沢池、柳生蔵屋敷、中央に元興寺大塔、右は しには

「しばい」とみえる

情
は

「奈
良
役
所
雑
記
」
(「橋
本
家
文
書
」

京
大
図
書
館
蔵
)
に
よ
る
と
つ
ぎ

の
よ
う
で
あ

っ
た
。
以

前
に
は
そ
れ
ら
の
役
者
た
ち
は
奈
良
在
住

の
者
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な

る
と
そ
う
い
う
人
た
ち
が
い
な
く
な

っ
た
の
で
、
京
都
や
大
坂
の
役
者
を
雇

っ

て
興
行
を
続
け
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
た
び
江
戸

・
京
都

・
大
坂
の

三
都
の
役
者
の
他
国
出
稼
ぎ
が
禁
止
に
な

っ
た
た
め
、
奈
良
の
芝
居
が
興
行
で

き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
、
改
め
て
三
都
以
外

の
い
わ
ゆ

る
旅
役
者
を
雇

っ
て

興
行
し
た
い
と
の
願
書
が
出
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
と
い
う

一
件
で
あ
る
。
こ

の
件
は
、
瓦
堂
町
の
芝
居
屋
敷
に
つ
い
て
で
あ

っ
て
、
芝
居
小
屋
名
代
は
公
納

堂
町
の
長
兵
衛
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
雇

っ
た
役
者
は
中
村
鶴
五
郎

・
嵐
三

五
郎
ら

一
〇
余
人
で
、
難
波
村

・
今
宮
村

・
天
王
寺
村
な
ど
大
坂
郊
外
の
村
や

近
江
八
幡
の
人
た
ち
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
奈
良
で
の
芝
居
興
行

の
よ
う
す

は
察
せ
ら
れ
よ
う
。

た
と
え
興
行
形
態

の
ち
が
う
例
は
あ

っ
た
と
し
て
も
、
や

は
り
歌
舞
伎
や
浄
瑠

璃
の
中
心
地
で
あ

っ
た
京
坂
の
影
響
下
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
奈

良
が
、
名
所
と
し
て
遊
覧

の
人
々
が
ふ
え
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
娯
楽
は
町
や

近
郊
農
村

の
人
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
て
、
外
来
者
の
た
の
し
み

で
も

あ

っ

た
。
役
者
た
ち
を
集
め
に
く
く
な

っ
た
前
記

の
天
保
十
五
年
に
、
奈
良
奉
行
か

ら
所
司
代
に
提
出
し
た
伺
書
の
な
か
に
、
「当
地
之
儀
者
、

旧
都

之

儀

二
付
、
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神
社
仏
閣
旧
跡
等
有
レ之
、
殊
西
国
汐
伊
勢
参
宮
之
道
筋

二
有
レ之
候
間
、
当
表
参
詣
旁
諸
国
汐
相
応

二
入
込
人
も
有
レ
之
候
得
共
、
元

来
山
寄
之
土
地
柄
故
景
色
見
晴

シ
等
も
無
レ之
、
芝
居
興
行
之
節
者
、
右
諸
国
汐
之
入
込
人
芝
居
見
物
仕
、
自
止

レ足
之
者
茂
多
く
相
成

候

ハ
、
、
土
地
賑
之

一
助

二
も
可
二相
成
こ

と
あ

っ
て
、
芝
居
が
奈
良
繁
盛

の
一
手
段
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
近
世
後
期

の
奈
良

の

姿
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
Q

神
鹿
殺
害
と
い
う
奈
良
独
特

の
犯
罪

の
ほ
か
に
、
こ
こ
で
は

一
般
的
な
犯
罪
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
江
戸
時

犯

科

と

仕

置

代

は
、
封
建
社
会
と
し
て
主
従
関
係
が
も

っ
と
も
重
ん
じ
ら
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
か
ら
、
犯
罪
の
う
ち
で
も
主
殺

し
が

一
番
重
罪
と
さ
れ
、
親
殺
し
は
こ
れ
に
つ
ぐ
も

の
で
あ

っ
た
。

一
般
の
犯
罪
で
は
、
窃
盗

・
博
突

・
放
火
な
ど
に
と
く
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
た
。
窃
盗
は
、
家
屋

の
構
造
が
簡
単
で
侵
入
し
や
す
い
状
況
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
社
会

の
秩
序
維

持

の
う
え
で
重
要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
博
奕
は
、
そ
の
流
行
で
破
産
す
る
者
が
出
た
り
、
派
生
的
に
各
種

の
犯
罪
を
誘
発
す
る

こ
と
が
あ
る
の
を
恐
れ
た
の
で
あ
り
、
放
火
は
、
都
市
で
は
家
屋
が
密
集
し
て
い
て
、

い
っ
た
ん
火
事
に
な
る
と
大
火
に
な
り
や
す
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
盗
み
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
刑
法
雑
記
」
に
つ
ぎ

の
よ
う
な
犯
罪
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
二
年

(一七九〇)
に
、
主
人
の
命
令
で

古
市
村
銀
札
引
替
所
か
ら
持
ち
か
え

っ
た
銀
子

.
銀
札
を
途
中
で
盗
ん
だ
罪
で
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た

例
が
あ
る
。

文
化
十
年

(穴
一三)

に
は
、
銀
子

.
着
類
な
ど
を
盗
み
、
銀
札
二
匁
、
銭
二
貫
四
六

一
文
を
手
に
入
れ
た
か
ど
で
捕
え
ら
れ
て
入
牢
と
な
り
、
取
調
べ
の
う

、兄
、
本
来
な
ら
入
墨

の
う
え
重
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、

一
五
歳
以
下
と
い
う
こ
と
で
入
墨
だ
け

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

「
東

大
寺
年
中
行
事
記
」
に
よ
る
と
、
亠口子
保
二
年

(至

七)
に
、

今
市
村
興
福
寺
東
北
院
下
庄
屋
助
五
郎
宅

へ
盗
賊
が
入

っ
た
。

捜
査
を
し

て
い
く
う
ち
に
盗
品
が
町

の
古
手
屋
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
出
所
を
調
べ
て
い
く
と
、
別
の
古
手
屋
を
経

て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
突
然
そ
の
別

の
古
手
屋
が
姿
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
う
と
い
う

一
件
が
あ

っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
結
局
、
盗
人
と
そ
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ご

う
も

ん

の
妻
子
は
家
屋
敷
諸
道
具
を
没
収
さ
れ
追
放

の
刑
た
処
せ
ら
れ
た
。
古
手
屋
が
逃
亡
し
た
た
め
姉
が
逮
捕
さ
れ
て
き
び
し
い
拷
問
を
受

け
た
と
い
う
。
古
手
屋

の
息
子
と
、
盗
品

の
一
部
を
あ
ず
か

っ
た
隣
家
の
二
人
は
村
預
け
と
な
り
、
村
役
入
は
手
錠

・
村
預
け
に
処
せ

ら
れ
た
。

ま
た
享
保
十
六
年

(一七三
一)
に
、
東
大
寺
法
華
堂
の
さ
い
銭
が
盗
ま
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

や
が
て
そ

の
犯
人
が
判
明
し
、

結
局
年

預
所
役
人
か
ら
東
大
寺
境
内
よ
り
追
放
と
い
う
処
分
を
受
け
た
。
天
保
十
年

(穴
三九)
に
は
、
庄
屋
が
年
貢
の
銀
子

四
二

一
匁
二
分
二
厘

を
横
領
し
た
事
件
が
あ

っ
た
。
東
大
寺
年
預
所
で
は
、
は
じ
め
そ
の
家
屋
敷
諸
道
具
な
ど
を
没
収
し
て
追
放
刑
に
処
そ
う
と
し
た
が
、

家
族
や
村
役
人
か
ら
銀
子
は
返
却
す
る
か
ら
処
分
を
取
消
し
て
ほ
し
い
と
嘆
願
し
た
た
め
、
そ
れ
は
聞
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。

「
三
条
村
記
録
」
や

「元
興
寺
記
録
」
に
は
、
水
泥
棒
の
記
事
が
み
え
る
。
前
者
で
は
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が

、
七
月
二
十
日
の
夜

五
ツ
時
か
ら
四
ツ
時
ま
で
の
間
に
三
条
西
町

の
者
が
番
水
を
盗
み
と

っ
て
し
ま

っ
た
。
定
法
に
よ

っ
て
犯
人
の
出
作
を
差
留
め
身
柄
を

町
預
け
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
詫
を
入
れ
た
た
め
過
料
米
三
斗
を
出
さ
せ
る
こ
と
で
済
ま
せ
て
い
る
。
後
者
に
は
、
天
保
六
年

(一八三五)

に
用
水
を
盗
ん
で
他
領

へ
流
し
た
た
め
、
三
日
間

の
手
錠
に
な

っ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。

「
山
本
平
左
衛
門
日
並
記
」
で
は
、
延
宝
四
年

(ニ
ハ七六)
に
、
山
本
家
に
盗
人
が
入
り
白
米
少
々
を
盗
ん
だ
の
で
、
犯
人
が
杖
罪
に
処

ち

つ
き
よ

せ
ら
れ
た
と
か
、
貞
享
三
年

(一六八六)
に
、
「山
之
草
」
を
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
犯
人
が
手
鎖

・
蟄
居

・
中
追
放

の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
と
記
し
て
い
る
。

博
炎
に
関
す
る
犯
罪
や
そ
れ
を
禁
止
す
る
お
触
れ
も
あ
る
。

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
」
は
寺
領
下
の
村

々
で
お
こ

っ
た
こ
の
種

の
犯

罪
を
伝
え
て
い
る
。
寛
文
十
年

(一六七〇)
七
月
に
博
奕
の
宿
を
し
た
の
で
村
か
ら
追
放
さ
れ
、
寛
政
入
年

(
宅
空
ハ)
五
月
に
は
母
親
が
罪

を
犯
し
た
の
で
、
本
人
は
も
と
よ
り
入
牢
と
な
り
、
村
役
人
も
過
料
と
し
て
年
寄

・
月
行
事
そ
れ
ぞ
れ
五
貫
文
を
課
せ
ら
れ
た
。
文
政

た
た
き

五
年

(一益
三
)
七
月
に
は
博
奕
を
し
た
た
め
、
敲
五
〇

・
入
牢

の
刑
を
う
け
、
村
か
ら
追
放
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
が
、

村
役
人
の
と
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り
な
し
で
村
預
り
に
減
刑
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。

天
保
三
年

(穴
三二)
十

一
月
に
は
三
人
が
罪
を
犯

し
た
の
で
、

敲
払
い

の
う
、兄
村
預
り
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
享
和
三
年

(一八〇三)
に
は
、

博
奕
を
お
こ
な

っ
た
か
ど
で
多
数
検
挙
さ
れ
、

軽
追
放

・
お

叱
り

.
押
込

・
遠
島

・
追
放

・
和
州
払
な
ど
の
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
の
ち
に
記
す
よ
う
に
、
幕
末

の
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨
の

博
尖
取
締
ま
り
は
こ
と
に
き
び
し
く
効
果
を
あ
げ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

盗
み
に
し
て
も
博
奕
に
し
て
も
、
寺
内
や
寺
領
下
の
村

々
で
お
こ

っ
た
犯
罪

の
刑
は
、
ほ
か
に
比
較
し
て
ゆ
る
や
か
で
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
寺
は

一
種
の
治
外
法
権
地
の
よ
う
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

奈
良
で
は
火
災
が
し
ば
し
ぼ
お
こ
っ
て
い
る
が
、
放
火

の
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
は
tiva
録
に
残

っ
て
い
な
い
。
た
だ

「
東
大
寺
年
中
行

事
記
」
に
失
火
の
例
が
二
つ
あ
る
。

明
和
五
年

(董
ハ八)
十
二
月
三
日
に
雑
司
村
か
ら
出
火
し
三
軒
が
焼
失
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
火
元

の
者
が
三
日
の
遠
慮
(關
醯
繝
魏
ぼ
朧
)
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
天
保
二
年

C1bbl1)
四
月
十
二
日
に
油
倉
村
か
ら
出
火
し
七
軒
が
焼
失
し

た

と

き
は
、
失
火
の
者
に

「
不
届
之
至
、
遠
慮
」
を
申
し
渡
さ
れ
た
が
、

「村
中
度

々
詫
言
」
を
言

っ
た
の
で
赦
免
に
な

っ
て
い
る
。
放
火

の
ば
あ
い
は
火
罪

・
火
あ
ぶ
り
と
い
う
極
刑
で
あ
る
が
、
失
火

の
ば
あ
い
は
遠
慮
と
い
う
微
罪
で
す
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

(贋
)

そ
の
ほ
か
の
犯
罪
と
し
て
は
、

「
似
セ
勧
化
」
と
い
わ
れ
る
も

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
勧
化
と
い
う
名
目
で
人

々
か
ら
金
品
を
詐
取

に
せ

し
私
欲
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
書
に
よ
る
と
、
明
和
五
年

(
一七六八
)
に
河
内
の
者
が
、
大
和
国
中
で
贋
勧
化

を
お
こ
な
い
私

利

を
む
さ
ぼ

っ
た
た
め
捕
え
ら
れ
、
本
人
と
手
伝
い
の
二
人
は

「国
中
払
」

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
社
寺
の
建
立
や
修
理
の
費
用

を
ま
か
な
う
た
め
に
、

「
富
興
行
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
の
不
正
事
件
が
お
こ

っ
た
。

「富
」
と
い
う
の
は
、
多
数
の
富
札
を

売
り
出
し
、
そ
れ
と
同
数
の
番
号
札
を
箱
に
入
れ
、
箱
に
あ
け
た
小
さ
な
穴
か
ら
キ
リ
を
突
入
れ
剌
さ

っ
た
札
を
当
り
と
し
て
賞
金
を

出
し
、
残
額
を
興
行
者
の
収
入
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

興
福
寺
で
は
文
政
九
年

(一八二六)
か
ら
三
か
年
間
、

毎
年
三

・
六

・
九

・
十

二
月

の
四
回
、
各
月
十
五
日
に
境
内
で
富
興
行
を
し
た
。
元
興
寺
で
も
同
年
か
ら
三
年
間
、

一
・
四

・
七

・
十
月

の
四
回
、
各
月
の
十
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八
日
に
お
こ
な

っ
て
い
る
(
「緋
祉
誚
坤
)。
こ
の
富
興
行
に
つ
い
て
不
正

の
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
」
の
天
明

五
年

(一七会
)
の
九
月
と
十

一
月
の
奉
行
所
触
書
に
よ
っ
て
察
知
で
き
る
。
つ
ぎ

の
史
料

は
、
十

一
月
二
十
二
日
の
触
書

の
前
半

の
部

分

で
あ
る
。
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京
四
山
善
峰
寺
南
都
招
提
寺
、
右
両
寺
諸
堂
為
修
復
、
毎
月
十
五
割
富
、
於
南
都
興
行
御
免
被
仰
出
、
先
達
而
触
為
知
候
所
、
右
富
二
事
寄
、
於

在
≧
、
紛
敷
取
引
い
た
し
候
趣
相
聞
候

二
付
、
追
≧
触
書
差
出
候
得
共
、
今
以
不
相
止
、
無
礼
或
帳
面
を
以
猥
二
施
入
取
入
い
た
し
候
も
の
も
有

之
趣
相
聞
、
不
届
之
至
二
候
、
以
来
者
、
内
證
二
而
富
元
方
江
馴
合
、
出
見
世
又
ハ
下
見
世
抔
と
名
付
、
益
金
若
出
札
料
定
之
外
過
分
之
銀
高
取

引
い
た
し
候
儀
ハ
勿
論
、
聊
二
而
も
無
礼
二
候
取
引
い
た
し
候
者
有
之
候
ハ
・
、
双
方
共
召
捕
急
度
咎
メ
可
申
候

右
に
よ
る
と
、
奈
良
で
は
唐
招
提
寺

の
伽
藍
を
修
復
す
る
た
め
の
富
興
行
に
あ
た
り
不
正
が
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
q

そ
の
ほ
か
、

明
和
五
年

(董
ハ八)
に
蔵
苧
を
買
い
し
め
た
三
人
が

「布
方

ハ
勿
論
、

町
中

一
統
之
難
儀
」
に
な

っ
た
と
し
て
、
過
料

・

手
鎖

の
う
え
町
預
け
に
な

っ
た
こ
と
が

「
井
上
町
中
年
代
記
」
に
記
さ
れ
、

「
山
本
平
左
衛
門
日
並
記
」
に
は
、

天
和

二
年

(宍
八二)

六
月

に
、
不
義
が
露
見
し
、
十

一
月
に
討
首
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
記
録
に
み
え
る
犯
罪

の
若
干
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
神
鹿
の
件
、
お
よ
び
の
ち
に
述
べ
る
正
倉
院
盗
難

一
件
以
外
は
必

ず

し
も
奈
良

の
特
色
と
い
え
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
町
民
の
生
活
史
の
な
か
で
は
、
や
は
り
省
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
も

の
で
あ

ろ
う
。
さ
て
奈
良
で
の
犯
罪
件
数
は
、
橋
本
家
文
書

の

「
奈
良
旧
記
」
に
は
、
寛
文
十
年

(ご
ハ七〇)
か
ら
延
宝
九
年

(
ニハ益
)
ま
で
の
一

二
年
間
に
籠
舎
人
二
七
二
人
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
追
放

一
〇
九
人
、
死
罪
五
九
人
、
出
籠

一
〇
五
人
、
在
籠
三
人
と
記
し
、
元
祿
六
年

(宍
九三)
か
ら
同
九
年
ま
で
の
四
年
間
で
、
籠
舎
人
五
七
人
、

そ
の
う
ち
死
罪

一
〇
人
、
追
放
二
〇
人
、

出
籠
二
七
人
で
あ

っ
た
と
記

し
て
い
る
。
右
に
よ
る
と
、

一
年
間

の
犯
罪
件
数
は
平
均
二
〇
件
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

か
ら
み
れ
ぽ
、
封
建
的
な
規
制
が
徹
底
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
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つ
ぎ
に
処
刑
に
つ
い
て
み
る
と
、
死
罪

の
と
き
は
町
を
引
き
ま
わ
す
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
橋
本
家
の

「
刑
法
雑

記
」

に

よ
れ

ば

、
そ
の
道
筋
は
き
ま

っ
て
い
た
と
い
う
。

お
わ
り
に
牢
獄
に
つ
い
て
で
あ
る
。
奈
良

の
牢
獄
は
、
は
じ
め
南
半
田
西
町
に
あ

っ
た
が
、
の
ち
北
新
町
に
移
さ
れ
、
幕
末
に
は
北

魚

屋
西
町
に
あ

っ
た
と
い
う
。
広
さ
は
、
九
間
四
方
で
、
長
屋
二
間
(騾
衙
藷
闇
)
で
あ
り
、

男
子
牢
と
女
子
牢
に
わ

か
れ
て
い
た
。
そ
の

ほ

か
、
牢
番
の
部
屋
や
吟
味
所

・
揚
屋
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
幕
末
の
独
居
房
が
、
現
在
、
奈
良
少
年
刑
務
所
に
、
移
築
さ

れ
、
行
刑
資
料
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

牢
番
に
は
月
に
油
二
升
五
合
が
給
さ
れ
、

ほ
か
に
髪
結

の
組
合
か
ら
月
に
銀

一
二
両
が
出
て
い
た
が
、

延
宝
二
年

(
一六茜
)
か
ら
は

二
人
扶
持

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
後
に
は
二
人
扶
持
で
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
家
持
の
入
牢
者
が
あ
る
と
そ
の
膳

・
食
器
な
ど

の
費
用
と
い
う
名
目
で
、
貫
抜
銭
と
称
し

一
人
二
貫
四
〇
〇
文
を
出
さ
せ
て
牢
番

の
経
費
に
あ
て
て
い
た
。

し
か
し
寛
政
十
二
年

(
天

O
O)
の
末
か
ら
は
、
京
都
所
司
代
に
伺
い
を
た
て
て
、
牢
番

一
日

一
人

一
匁
八
分
五
厘
と
し
て
町
夫
銀
か
ら
出
す

こ
と
に
な

っ
た
。

な

お
入
牢
者
の
ま
か
な
い
は
、

一
日
、
男
玄
米
六
合
五
勺
、
女
五
合
が
給
さ
れ
て
い
た
。
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町

民

の

信

仰

生

活

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
神
社
の
祭
礼
は
町
の
生
活
を
明
る
く
す
る
年
中
行
事
で
あ

っ
た
。
中
世
以
降
、
神
社
は
氏

祭

礼

と

氏

子

う
ぶ
す
な

族
神
と
産
土
神
と

の
観
念
が

一
つ
に
な

っ
て
氏
神
と
な
り
、
そ
の
地
域
に
住
む
者
を
氏
子
と
し
、
氏
子
に
よ

っ
て

祭
礼
が
盛
大
に
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
奈
良
で
は
郷
民
が
成
長
し
て
き
た
こ
と
が
そ
の
大
ぎ
な
支
え
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
江
戸
時

代
初
期

に
は
、

こ
の
氏
神
祭

の
勢
い
は
む
し
ろ
後
退
し
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
幕
藩
制

の
確
立
に
と
も
な
う
権
力

の
圧
迫
に
よ
る
も
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の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
中
期
に
な
る
と
、
氏
子
町
の
動
き
が
活
発
と
な
り
、
祭
礼
行
事
が
賑
や
か
に
な

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
奈

良
町
人
の
実
力

の
伸
長
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
支
配
統
制
力
の
衰
え
と
町
の
安
定

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ

る
い
は
町
人

の
停
滞

的
気
分
か
ら
脱
し
た
い
と
い
う
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

近
世
奈
良
町
の
氏
子
を
も

つ
神
社
と
し
て
は
、
手
向
山
八
幡
社

・
氷
室
社

・
漢
国
神
社

・
御
霊
社

・
崇
道
天
皇
社

・
天
満
社

.
鏡
明

神

・
狭
岡
社
な
ど
が
あ
る
。

東
大
寺

の
鎮
守
社
手
向
山
八
幡
社

の
祭
礼
は
転
害
会

(手
掻
会
)
と
し
て
有
名
で
あ

っ
て
、

通
常
九
月
三
日
を
式
日
と
す
る
。

こ
の

際
は
東
大
寺

の
西
面

の
転
害
門
を
中
心
に
し
て
行
な
わ
れ
た
た
め
そ
の
名
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
八
幡
社
が
東
大
寺
影
向

の
と
き
こ
の
門

か
ら
入
御
し
た
こ
と
か
ら
害
を
転
じ
て
福
と
な
す
と
い
う
思
想
の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
転
害
会
は
九
世
紀

の
末
期
以
来
執

行
さ
れ
、
中
世
に
は
郷
民
の
参
加
が
多
く
な
り
、
賑
神
行
事
の
諸
頭
役
に
も
郷
民
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
祭

礼

は
本
来
勅
祭
で
あ
り
東
大
寺
が
主
宰
す
る
と
い
う
伝
統
が
強
か

っ
た
う
え
に
、
戦
国
の
動
乱
も
影
響
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
行
事
も

形
式
化
し
、

民
衆
の
協
力
も
薄
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
も

「近
年
不
レ
行
レ之
云
云
、

天
文
八
年
九
月
十
三

日
執
二行
之
一其
後
無
レ之
云
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
」
や

「薬
師
院
文
書
」
に
よ
る
と
、
寛
政
五
年

(一七九三)
の
祭
礼
に
関
し
て
、

八
幡
社
の
神
輿
が
氏
子
の
寄
付

に
よ

っ
て
修
復
さ
れ
、

氏
子
町
か
ら
は
町
全
部
に
神
輿

の
渡
御
を
願
い

出
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
側
は

「往
古
よ
り
市
中
渡
御
之
例
相
見
不
申
」
と
い
い
、
祭
礼
日
も
明
日
に
せ
ま

っ
て

い
る
の
で
在
来
通
り
に
し
た
い
と
い
う
回
状
を
氏
子
町
に
ま
わ
し
て
い
る
。
そ
の
回
状
に
は
、
つ
ぎ
の
氏
子
町
を
あ
げ
て
い
る
。

西
手
貝

東
包
永

西
包
永

東
笹
鉾

中
御
門

後
藤

押
小
路

川
久
保

半
田
突
抜

北
半
田
西

同
中

同
東

南
半
田
東

同
中

同
西

半
田
横

北
魚
屋
東

同
西

北
袋

北
川
端

な
お
大
安
寺
と
薬
師
寺
に
も
鎮
守
の
八
幡
社
が
あ
る
。
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つ
ぎ
に
転
害
会
に
関
連
す
る
も
の
に
手
掻
祇
園
会
が
あ
る
。

手
掻
祇
園
社
は
建
武
五
年

(一三三八)
に
八
幡
社
の
末
社
と
し
て
東
大
寺

中
御
門

の
北
に
勧
請
さ
れ
、

つ
ぎ
に
永
禄
の
兵
火
後
現
在
地
に
移
座
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
六
月
十
四
日
に
行
な
わ
れ
る
祇
園
会

は
、

初
め
は
東
大
寺
が
執
行
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
十
五
世
紀
ご
ろ
に
は
手
掻
郷
民

の
祭
礼
と
な
り
、
京
都
の
祇
園
会
を
ま
ね
て
山
鉾
な
ど

の
練
行
列
を
行
な
い
、
中
世
の
末
期

に
は
転
害
会
を
圧
倒
す
る
く
ら
い
盛
大
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
永
禄
以
後

は
衰
え
た
ら
し

く
、
元
文
五
年

(一七四〇
)
の
序

の
あ
る

「南
都
年
中
行
事
」
に
は

「
往
昔
は
山
鉾
な
ど
渡
御
せ
し
と
云
伝

へ
た
り
、
(中
略
)
六
月
十
三
日

.
十
四
日
参
詣
群
集
す
、
然
ど
も
社
頭
に
お
い
て
は
、
神
供
巫
女
神
楽
を
奏
す
の
み
也
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
間
八
幡
社

の
本
座

・

新
座
の
大
工
に
よ

っ
て
社
殿
が
修
造
さ
れ
た
り
、

手
掻
郷

の
町
人
松
屋
久
重
が
寛
永
九
年

(一六三ゴ)
に
日
記
や
山
鉾
の
絵
図
を

書
写
し

た
こ
と
(
『東
大
寺

雑
集
録
』
)な
ど
は
、
こ
の
盛
ん
で
あ

っ
た
祇
園
会

の
復
興
を
願

っ
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

奈
良
町
の
北
部
い
わ
ゆ
る
北
里
の
祇
園
会
に
対
し
て
、
南
里
の
大
乗
院
の
鎮
守
社
天
満
社
の
小
五
月
会
が
あ

っ
た
。
こ

の
天

満

社

は
、
も
と
手
間
天
神
を
ま
つ
り
、

の
ち
に
菅
原
道
真
を
合
わ
せ
ま
つ
っ
た
と
も
伝
え
る
が
、
お
そ
ら
く
菅
原
天
神

の
信
仰
が
広
ま
る
に

つ
れ
て
、
当
社
も
道
真
を
祭
る
こ
と
に
な
り
、
天
満
社
と
し
て
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
祭
礼
は
十
三
世

紀
ご
ろ
に
は
始
め
ら
れ
て
お
り
、
例
年
五
月
五
日
か
ら
数
日
に
わ
た
り
、
大
乗
院
門
跡
が
奉
行
し
、
郷
民
に
よ

っ
て
執
行

さ

れ

て

い

た
。
こ
の
小
五
月
会

の
費
用
を
負
担
し
神
輿
を
か

つ
ぐ
労
を
と
る
郷
が
小
五
月
郷
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
も

の
で
、
郷
民
成
長
期
の
中
世
後

半
期
に
盛
大
で
あ

っ
た
こ
と
は

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
な
ど
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
祭
礼
も
近
世

に
な

っ
て
多
少
精
気

を
失

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
氏
子
町
は

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
に
よ
る
と
「
東
至
二清
水
町
一、
西
至
二鶴
福
院
鵲
町
毘
沙
門
町
川
ノ
上
町
各

東
片
側
一、
南
限
至
一一十
輪
院
町
地
蔵
町
一、北
至
二天
満
郷
中
御
所
馬
場
こ

と
あ
り
、
神
輿
の
巡
行
に
つ
い
て
は
鶴
福
院
町
か
ら
始
ま
り

以
下

一
〇
数
町
を
あ
げ
、
こ
の
な
か
に
御
霊
社
の
氏
子
町
が
あ
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
書

に
は
、
神
輿
を
幸
町

北
側
人
家

の
裏
に
す
え
る
習
慣
の
あ

っ
た
こ
と
や
、
享
保
十
四
年

(一七ゴ九)
か
ら
は

八
月
九

・
十
両
日
に
氏
子
町
か
ら

町
々
の
練
物

・
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囃
子

・
舞
曲
な
ど
の
辻
祭
を
し
た
こ
と
を
書
き
添
え
て
い
る
。

奈
良
で
は
こ
の
天
満
宮
を
東
天
満
と
号
し
た
の
に
対
し
、
西
包
永
町

の
を
北
天
満
天
神
宮
と
い
い
、
佐
保
田
村

の
山
上
の
佐
保
田
天

神
を
西
天
満
と
い

っ
た
。

「南
都
年
中
行
事
」
に
よ
れ
ば
、
北
天
満
は
佐
保
山
に
あ

っ
た
佐
保
姫
明
神
社
が
多
聞
城
築
造
に
あ

っ
て
移

さ
れ
、
寛
永
年
中
に
半
田
突
抜
町
に
あ

っ
た
天
神
宮
を
こ
こ
に
遷
座
し
た
も

の
で
、
草
天
神
と
も
い
っ
た
と
い
う
。
ま
た
佐
保
田
天
神

も
天
神
に
道
真
の
天
満
天
神
が
合
し
た
も
の
で
、
佐
保
田

・
法
蓮

・
新
在
家

.
北
市

。
舟
橋

の
町
や
村
が
そ
の
氏
子
で
あ

っ
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
な
お
以
上
の
ほ
か
に
奈
良
町
の
中
で
は
京
終
天
神
宮

(紅
梅
社
)
や
高
畠
天
神
宮
が

あ
り
、

氷
室
社
と

鏡
神
社
の
境
内

末
社
に
そ
れ
ぞ
れ
菅
天
神
と
火
雷
天
神
が
あ

っ
た
。
ま
た
奈
良
町
の
西
方
菅
原
は
道
真
生
誕

の
地
と
い
い
、
こ
こ
に
菅
原
天
神
社
が
あ

る
。
菅
原
道
真
を
神
と
祭
る
菅
天
神
信
仰
は
中
世
で
は
連
歌
師
な
ど
に
よ

っ
て
高
ま
り
、
広
く
芸
道

の
神
と
さ
れ
、
近
世
で
は
手
習
い

の
神
と
し
て
、
ま
た
除
災

の
神
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

氷
室
神
社
は
も
と
吉
城
川
の
川
上
に
あ
り
、
の
ち
登
大
路
に
移
座
し
春
日
社

の
末
社
と
し
て
興
福
寺

の
守
護
神
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、

こ
の
神
社
も
中
世
郷
民
の
成
長
に
伴

っ
て
氏
子
関
係
が
発
生
し
た
。
恒
例
の
九
月

一
日
の
祭
礼
に
は
、
神
盥
ハが
氏
子
町
を
巡

行
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
行
粧
を
描
い
た
扁
額
が
今
も
同
社
に
あ
る
が
剥
落
が
甚
し
い
。
巡
行
の
次
第
を

「南
都
年
中
行
事
」
に
よ

っ
て
み
る
と
、

社
頭
か
ら
春
日
大
鳥
居
前

・
猿
沢
池

の
南
岸
を
行
き
、

町
を
め
ぐ

っ
て
雲
井
坂
の
方
か
ら
還
御

す
る
と
あ
る
。
氏
子

町
は
お
よ
そ
四
四
町
に
及
び
、

享
保
十
三
年

(一七夭
)
に
は
氏
子
町
で
は
提
灯
を
家
ご
と
に
出
し
、

社
頭
に
も
作

山
人
形

・
灯
籠
を
献

じ
囃
子
練
物
舞
曲
を
行
な

っ
た
が
、
以
後
こ
れ
が
毎
年

の
例
と
な

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
町
々
の
出
費
や
巡
行
に
つ
い
て
は
、

先
記
の
中
筋
町
の

「年
行
事
記
」
や
東
向

の

『
万
大
帳
』
な
ど
に
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

御
霊
信
仰
は
、
も
と
政
治
的
陰
謀
な
ど
に
よ

っ
て
不
遇

の
死
を
と
げ
た
人
を
ま
つ
り
、
そ
の
た
た
り
と
考
え
ら
れ
る
悪
疫
を
の
が
れ

よ
う
と
す
る
信
仰

の
総
称
で
あ

っ
て
、
菅
原
天
神

の
信
仰
も
そ
れ
で
あ
り
、
祇
園
も
祇
園
御
霊
会
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
も

つ
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と
も
典
型
的
な
御
霊
系
の
諸
社
は
、
奈
良
で
は
町
の
南

の
出
入
口
に
面
し
て
存
在
し
て
い
る
。
八
所
の
御
霊
を
ま

つ
る
御
霊
神
社
は
、

そ
の
の
ち
春
日
社
の
末
社
と
な
り
、
あ
る
い
は
元
興
寺

の
鎮
守
社
と
考
え
ら
れ
、
元
興
寺
炎
上
後

は
現
在
の
位
置

に
遷
座
し
た
。
同
社

は
本
来
民
衆

の
社
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
郷
民
の
勢
力
の
増
大
と
も
関
係
し
て
、
氏
子
関
係
が
成
立
し
て
き
た
と
思
わ
れ

る
。

『奈
良
坊
目
拙
解
』
に
は
、
当
社

の
氏
子
町
と
し
て

「
東
限

醗
斷

ノ豊
叢

・轗

・蠻

騒

、
南
限

縺
畭
瑙

一恥
花
町

、

西

限

鞭
賑
麟

彰
確
撒
町
一、
北
限
籬
既
礁
瞞
駢
黼
嬾
い㎝蘿

顎
餅
已
上
氏
子
六
十
四
町
有
レ之
云
云
」
と
あ
り
、

神
事
は
毎
年
九
月
十
二

・
三
日
で
、

神
輿
巡
行

の
道
筋
は
東
薬
師
堂
の
辻
か
ら
元
興
寺
町
ま
で
お
よ
そ
二
三
町
で
あ

っ
た
。
こ
の
祭
礼
も
享
保
ご
ろ
か
ら
し
だ
い
に
は
な
や

か
に
な

っ
た
ら
し
く
、
同
記
録
に
ょ
る
と
、
享
保
十

一
年

(宅
二六)
に
井
上
町
の
氏
子
が
御
所
車
と

灯
籠
を
社
頭

に
献
じ
、

夜
町
々
を

引
き
歩
い
た
の
で
見
物
が
群
集
し
、
翌
年

か
ら
各
町
が
辻
祭
り
を
行
な
い
日
を
お
っ
て
美
麗
と
な

っ
た
と
あ
り
、
同
十
三
年
か
ら
氏
子

つ
く
り

五
〇
余
町
が
は
じ
め
て
練
物

・
拍
子

・
灯
籠

・
作
人
形
を
出
し
て
未
曽
有

の
見
物
人
が
あ

っ
た
と
い
う
。
な
お
神
輿
は
寛
文
年
中
に
肘

塚
町
の
住
人
が
大
坂
で
富
を
成
し
た
の
で
新
た
に
造

っ
て
寄
進
し
、
享
保
十
五
年
に
は
西
城
戸
町
の
氏
子
が
こ
れ
を
修
理
し
た
こ
と
が

「
南
都
年
中
行
事
」

に
み
え
る
。

さ
わ
ら

同
じ
御
霊
系

の
早
良
親
王
を
ま
つ
る
崇
道
天
皇
社
は
嗹
城
寺

の
鎮
守
と
い
わ
れ
、
上
津
道
に
あ
り
、
祭
礼
は
八
月
二
十
二
日
で
、
氏

子
町
は
紀
寺

.
同
新
屋
敷

.
七
軒

.
田
中

.
高
山

・
川
ノ
上
突
抜

・
草
小
路
の
諸
町
で
あ

っ
た
(
『奈
良
坊

目
拙
解
』
)。

ま
た
藤
原
広
嗣

の
御
霊
を

ま
つ
る
鏡
明
神

は
、
も
と
清
水
通
に
あ

っ
た
も

の
が
新
薬
師
寺
の
南
門
外
に
遷
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
祭
礼
は
九
月
三
日
で
、
氏
子
町
は

「東
ハ客
養
寺
町
、
西
ハ至
二閼
伽
井
町

.
幸
町

・
久
保
垣
外
町

・
下
高
畠
町
噛
南
ハ至
一弄

之
上
町

・
頭
塔
横
町
一、
北
ハ至
二北
大
道

・
丸

山

.
奥
薬
師
町

・
松
南
院
町
こ

(嗚
備
蘿
巴

で
あ

っ
た
。
な
お
同
記
録
に
は
、
当
社
も
享
保
十
四
年
か
ら
祭
礼
に
練
物
や
舞
曲
踊
が
出
る

よ
う
に
な

っ
た
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
享
保
ご
ろ
か
ら
の
祭
礼
の
賑
々
し
さ
は
、
御
霊
社
の
祭
り
か
ら
お
こ

っ
た
も
の
と
も
述
べ
て
い

る
。
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い
ざ
か
わ
に
ま
す
お
お
み
わ
み
こ

な
お
奈
良
に
は
ほ
か
に
鎮
座
の
古
さ
を
ほ
こ
る
率
川
坐
大
神
御
子
神
社
が
あ
る
。
子
守
社
と
し
て
知
ら
れ
、
近
世
で
は
春
日
社
に
属

し
て
い
た
。
な
お
こ
の
社
に
つ
い
て
は
率
川
阿
波
社
と
の
間
に
混
乱
が
あ
る
が
、
近
世
に
は
阿
波
社
は
荒
廃
し
て
い
た
ら
し
い
。
率
川

大
神
社
が
中
世
以
来
大
神
氏
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
関
係
か
ら
、

三
輪
の
大
神
神
社
の
摂
社
と
な

っ
た
の
は
明
治
十
二
年

(穴
七九)
で

さ
え

ぐ
さ

あ
り
、
古
代

の

『神
祇
令
』
に
み
え
る
同
社
の
三
枝
祭
が
復
活
し
た
の
は
そ
の
翌
年

の
こ
と
で
あ
る
。
率
川
社
と
関
係
深
く
、
あ
る
い

は
そ
の
別
社
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
に
漢
国
社
が
あ
る
。
そ
の
神
は
園
神
韓
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
他
社
と
同
じ
く
興
福
寺
の

支
配
下
に
あ

っ
た
が
、

や
が
て
郷
民
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
奈
良
坊
目
拙
解
』

に
、

享
保
十
年

(一七二五)

に
率
川
子
守
社
が
造
営
さ
れ
た
の
に
当
社
が
放
置
さ
れ
た
の
で
、
同
十
八
年

に
氏
子

の
町
々
に
勧
化
し
て
修
理
造
営
し
た
こ
と
を
載
せ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
氏
子
関
係
を
示
す

一
例
で
あ
ろ
う
。
祭
礼
は
九
月
二
十

一
日
で
あ

っ
た
。
つ
ぎ
に
法
蓮
な
ど

に
氏
子
を
も

つ
狭
岡

社
は

「今
称
二園
社
己

(
『塩
尻
』
)と
あ
り
、
祭
神
は
大
物
主
神

・
大
己
貴
命

・
少
彦
名
命
と
な

っ
て
い
る
が
漢
国
社
と
と
も
に
園
神
と
い
う

と
す
れ
ぽ
、
牛
馬
を
殺
し
て
雨
を
乞
う
と
い
う
古
代
信
仰
に
連
ら
な
る
神
で
あ

っ
た
。
御
霊
と
い
い
園
神
韓
神
と
い
う
信
仰
は
、
民
衆

の
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
、
に
ぎ
や
か
な
神
事
を
と
も
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
氏
子
を
も

つ
諸
社
は
、
そ
の
近
く
の
町
を
そ
れ
ぞ
れ
氏
子
町
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
は

っ
き
り
と
町
ご

と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
椿
井
町
が
氷
室

.
御
霊

.
漢
国

の
三
社

の
入
組
ん
だ
氏
子
関
係
に
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
町
で

も
片
側
や
分
割
さ
れ
た
氏
子
の
居
住
地
も
あ

っ
た
。

町
民
の
神
祇
信
仰
を
物
語
る
も
の
に
は
、
ほ
か
に
春
日
明
神

の
信
仰
で
結
ば
れ
て
い
る
春
日
講
が
あ
る
。
春
日
講

春

日

講

は
す
で
に
早
く
中
世
に
お
い
て
奈
良
町
や
大
和

・
南
山
城

の
農
村
の
中
で
結
成
さ
れ
、
ま
た
同
業
者

の
仲
間

の
間

に
も
こ
の
講
は
で
き
て
い
た
。
伝
承
で
は
こ
の
講
の
最
初
は
春
日
社
の
大
宿
所
の
あ

っ
た
餅
飯
殿
郷

の
も

の
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
、

「
か
す
が
こ
う
」
と
は
呼
ば
な
い
で

「
し
ゅ
ん
に
ち
こ
う
」
と
唱
え
て
い
た
と
い
う
。
興
福
寺
で
は
衆
徒
春
日
講

・
北
面
春
日
講
な
ど
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表70春 日大社石灯籠にみられる講中

〈仲間中〉

天正9,3.奈 良中具足細工 春 日講中

元和9.9.陰 陽中 弥左衛門等(16人)

寛永3.2.奈 良新兵衛等(13人)

慶安4.5.晒 布問屋 中

寛文5.9.般 若寺晒屋講 中

延宝5.6.般 若寺町晒屋講中

柳葉安右衛門等(4人)

貞享5.6.奈 良酒屋 中

元禄5.6.南 都江戸 酒屋講 中

元禄8.11.南 都鞘師講 中

元禄9.正 晒屋惣漉酌 中

宝永3.5.晒 蔵方中

正徳2.9.諸 国客家中 肝煎樽井町中

享保21.正.21南 魚屋町商人 中

寛延4.正.1南 都古手屋惣中

宝暦8.9.南 都米屋講 中

明和4.4.高 天市東町布 中買連中

明和5.4.南 都米屋講中

寛政3.9.南 都古手屋仲 間

寛政4.11.木 辻町両仲間

寛政8.6.南 都道具屋仲間(116人)

寛政10.9.南 都古手屋仲間

文政9.3.当 所墨屋仲間

文政9.3.当 所墨屋仲間

嘉永6.正 春 日講 南都墨屋嘉助等(14人)

嘉永6.正 春 日講筆屋喜助等(14人)

嘉永6.正 墨屋嘉助等(14人)

嘉永6.正 筆屋 喜助等(14人)

安政7.3.奈 良町薬種屋春 日講(16人)

安政7.3.奈 良町薬種屋(16入)

〈町中〉

慶安4.2.下 三条講中(6人)

寛文 元.6.15川 上突抜町講中(12人)

寛文4.正 井上 町講中(g人)

寛文4.6.22餅 飯殿町講中

寛文11.6.押 上町講中(g人)

寛文13.5.東 笹鉾町南側講中

延宝4.4.東 向北町講 中

延宝5.6.北 室 町講中(4入)

延宝5.9.東 向中町講中(13人)

延宝6.9.21講 中、東 向町勘兵衛等(7人)

天和2.11.奈 良坂町講中(13人)

貞享2.6.今 御門町講 中(24人)

貞享3.9.高 御 門町講中

懸 篷 整 嬲 饕串(エ゚余人)

元禄4,3.21中 新屋町4人 組講

元禄6.2.花 園町千 日参講 中

宝永4.6,高 天町中

宝永6.5.東 笹鉾町北側

正徳4.3.宮 住町講中墨屋九兵衛等(12人)

正徳5.9.井 上町講中(24人)

享保6.5.21東 城戸町中

享保14.3.木 辻七丁町中

享保17.3.28高 御門町中

享保17.5.中 辻町中

享保19.3.奈 良町中

享保21.正 内侍原町中

寛保3.5.今 井町講中(14人)

寛延元.11.鵲 町十六人講 中

宝暦4.11,大 豆山町中

文政10.9.南 城戸町南方 中

天保9.閏4.ユ5.本 多淡路守様、御武運

長久 奈 良町中

天保15.11.南 城戸町北方 中

弘化3.11,東 向南町中

?角 振町講 中

?清 水中町講中(20人)

?東 向中町講中

く町人個人〉

天 明元.5.今 在家荒物屋 宗助

寛保2.3,押 上町 纏屋 平四郎

延享元.9,御 酒屋 菊屋治左衛門定左

く農村部〉

文禄5.8.春 日講 中古市郷浄泉等(23人)

万治2.4,春 日講中神殿村庄三郎等(6人)

寛文3.8.城 戸村講 中(5人)

天和3.2.横 井村講中(8人)

貞享3.8.21奈 良廻8か 村
元禄2.正 中山村講中

享保3.9.奈 良廻8か 村

享保4.2.古 市村講中(g人)

寛保2.12.講 中七条村喜庵等

明和3。5.西 大寺組17か 村

天保13.2.石 原清左衛門様御武運長久

南庄村 引立 御仕法御掛中

島剛之助、本庄彦作

安政4.横 領村中

?西 大寺野上村中 国右衛門

等(28人)

注 明治期のものは除く
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が
あ
る
が
、
奈
良
町
で
は
、
普
通
正
月

・
五
月
ま
た
は
六
月

・
九
月
の
各
下
旬
に
そ
の
町
の
会
所
な
ど
に
集
ま

っ
て
神
影
を
ま
つ
り
、

行
司
ら
が
春
日
社
に
参
詣
す
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。
祭
日
は
町
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
一
般
に
は
六
月
二
十

一
日
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、

ほ
か
に
十

一
日
と
か
六
日
に
行
な

っ
た
町
も
あ

っ
た
ら
し
い
(嘔
脯
螂
味
)。

各
町

の
春
日
講
で
祭
ら
れ
た
神
影
は
春
日
曼
荼
羅
が
多
く
、
南
市

・
京
終

・
東
城
戸

・
西
城
戸

・
東
向
中
な
ど

の
諸
町
に
は
い
ま
こ

れ
を
町
中
に
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
室
町
期
に
遡
る
絵
画
と
い
わ
れ
て
い
る
。
東
向
中
町

の
講
は
別

に
心
経

講

と

い

っ

て
、
春
日
鹿
曼
荼
羅
の
ほ
か
に
般
若
心
経
や
道
具
類
も
あ
わ
せ
蔵
し
て
い
る
し
、
北
京
終
町
や
西
城
戸
町

の
も
の
の
図
柄
は
鹿
曼
荼
羅

で
あ
り
、
南
市
町
と
東
城
戸
町
の
も
の
は
春
日
宮
曼
荼
羅
で
あ
る
(
『奈
良
市
史

美
術
編
』

)。
各
町
の
春
日
講
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
祭
日
に
こ
れ
ら
の
神

影

の
前
で
行
事
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
春
日
講
に
つ
い
て
の
史
料
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
も

の
は
、
春
日
社
頭

の
多
数

の
灯
籠
で
あ
る
。
あ
の
多
数
の
灯
籠
群
は
、
民

春日大社の石灯籠

衆
の
春
日
信
仰
の
た
ま
も

の
で
あ

っ
た
。
春
日
社
に
は
、
近
世
以
前
か
ら
も

灯
籠
は
多
か

っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
ア
ル
メ
イ
ダ
も
、
春
日
野
の
芝
生

や
、
参
道
に
つ
い
て
の
べ
た
あ
と
で
灯
籠

の
こ
と
を

「
石
の
屋
根
を
以
て
被

は
れ
た
る
が
故
に
雨
も
風
も
灯
明
を
害
す
る
こ
と
能
は
ず
、
ま
た
全
然
金
属

に
て
作
し
鍍
金
し
た
る
甚
だ
精
巧
な
る
も

の
あ
り
、
柱

の
中
央
に
之
を
建
て

た
る
寄
進
者

の
名
を
金
を
以
て
彫
刻
し
あ
り
、
路

の
両
側
に
各
五
〇
余
基
あ

り
て
終
夜
点
灯
す
」
と
の
べ
て
い
る
。
い
ま
み
ら
れ
る
大
部
分
の
灯
籠
は
、

江
戸
時
代
を
通
じ
、
奈
良
町
は
も
ち
ろ
ん
大
和
各
地
や
大
坂
な
ど
近
隣
地
区

の
町
人
武
士
農
民
ら
に
よ

っ
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

弘

化

二
年
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(
天
窒
)
に
奈
良
奉
行
池
田
播
磨
守
頼
方
が
春
日
社
五
師
に
命
じ
て
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
石
灯
籠

一
七
二

一
基
、
金
鈞
灯
籠

一
〇
九
七

縋
で
あ

っ
た
と
い
う
。
春
日
社
の
社
会
各
階
層
に
わ
た
る
春
日
信
仰

の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
春
日
社
は
神
国
大
和

の
象
徴
で
あ

っ
た
。
さ
て
こ
の
灯
籠
の
刻
銘
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
寄
進
し
た
講
中
が
わ
か
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
奈
良
町
な
ら
び
に

近
郊
農
村

の
講
中
の
め
ぼ
し
い
も
の
を
あ
げ
る
と
表
70
の
と
お
り
で
あ
る
。

春
日
講

の
ほ
か
に
、
神
祗
信
仰
に
か
か
わ
る
講
と
し
て
は
伊
勢
講
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節

の
お
か
げ
ま
い
り
の
項
で
ふ
れ

る
と
し
て
、
そ
の
他
に
御
嶽
講
や
白
山
講
あ
る
い
は
富
士
講
な
ど
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
檀
家
制
度
は
宗
門
改
め
が
厳
重
に
な
る
に
つ
れ
て
整

っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
ょ

っ
て
江
戸
時
代
を
通
じ
明
治
の
初
頭
ま
で
実
施
し
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
宗
門
改
め
の
結
果
が
、
宗
門
改

帳
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
町
民
の
所
属
し
た
寺
院
と
信
仰
し
た
宗
旨
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
年
度
に
わ
た

り
連
続
し
て
存
続
す
る
場
合
は
、
さ
ら
に
そ
の
動
態
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
そ

の
例
と
し
て
東
向
北
町
と
鶴
福
院
町
の
宗

檀

家

の

宗

派

鶴福院町宗尸

福院町蔵)

 

文

改

門
改
帳
に
よ
る
宗
派
別
人

口
状
況
の
推
移
を
ま
と
め
て
み
た

(表
71
)
。

こ
の
表
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
両
町
で
は
浄
土
宗
が
多
く
、

つ

い
で
浄
土
真
宗

・
融
通
念
仏
宗

・
法
華
宗
と
つ
づ
き
、
真
言
宗
は
鶴
福
院
町

に
あ
り
、
律
宗
と
禅
宗
は
東
向
町
に

一
時
的
に
そ
の
信
者
が
住
ん
で
い
た
と

み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
奈
良
町
全
体
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
い

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
巻
末
に
付
表
13
と
し
て
明
治
十
二
年

(
穴
七九)

に
調
査
さ
れ
た

「
寺
院
明
細
帳
」
に
よ

っ
て
現
市
域
内

の
寺
院
と
檀
信
徒
数

の
表
を
整
理
し
て
み
た
。
江
戸
時
代
と
大
差
が
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

262



第三章 奈良町の盛衰

表7ユ 宗 派 別 人 口動 向 (東向北町 ・鶴福院町)
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す
な
わ
ち
浄
土
教
系
の
三
宗
派
が
多
く
、
と
く
に
浄
土
宗
は
奈
良
町
に
、
浄
土
真
宗
は
町
の
周
辺
部
や
平
坦
部
に
、
融
通
念
仏
宗
は
町

の
南
部
と
農
村
部
に
多

い
。
こ
れ
に
対
し
山
間
部
に
は
真
言
宗
が
多
く
、
日
蓮
宗
と
禅
宗
系
は
割
合
に
少
な
い
。
旧
仏
教
系
の
諸
宗
派

に
は
朱
印
寺
院
も
多
い
た
め
か
檀
徒
を
も
つ
寺
は
少
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
氏
神
と
氏
子
町
、
町
寺
と
檀
家
と
い
う
形
で
町
人
の
信
仰
は
あ
る
程
度
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
町
の
人
た
ち
の
信
仰
生
活
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
町
全
般
に
わ
た

っ
て
存
在
し
た
り
職
業
仲
間
に
よ

っ

て
結
ば
れ
た
春
日
講
や
伊
勢
講

の
よ
う
な
も
の
、
ま
た
仏
教
関
係

の
講
も
多
数
あ

っ
た
。
さ
ら
に
講
の
よ
う
な
組
織
が
な
い
ま
ま
の
群

参

の
形
の
信
仰
生
活
も
、
町
人
生
活
と
い
う
部
面
か
ら
は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
そ
の
対
象
と
な

っ
た
霊
験

あ

る
神

仏

も
、
大
社
巨
刹
の
も
の
か
ら
、
町
の
祠
あ
る
い
は
会
所
や
道
端
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
に
至
る
ま
で
、
そ
の
種
類
も
多
く
、
信
仰
内
容
も

雑
多
で
あ
る
が
、
多
く
は
現
世
利
益
的
な
も

の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
無
名
園
古
道
が
書
き
記
し
た

「南
都
年
中
行
事
」
を

中

心

と

し

て
、
そ
の
お
も
な
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

薬
師
如
来
の
信
仰
は
古
く
か
ら
広
く
行
き
わ
た

っ
て
い
て
、
諸
病
平
癒
に
効
験
が
あ
る
と
さ
れ
、
毎
月
八

・
十

二

・
二
十
三
日
を
そ

の
縁
日
と
す
る
が
、
二
十
三
日
は
南
都
だ
け
で
あ
る
と
い
い
、
正
月
八
日
は
と
く
に
初
薬
師
と
し
て
参
詣
が
多
か

っ
た
。
西
の
京

の
薬

師
寺
本
尊
は
別
と
し
て
、
同
書
が
あ
げ
る
奈
良
町
に
あ

っ
た
薬
師
仏
は
、
新
薬
師
寺
本
尊
以
下
町
会
所
の
薬
師
像
ま
で

一
六
体

に
お
よ

ん
で
い
る
。

観
音
信
仰
は
、
わ
が
国
で
も

っ
と
も
普
遍
的
に
広
ま

っ
て
い
た
庶
民
信
仰

の
一
つ
で
、
そ
れ
は
中
世
以
降
庶
民

の
成
長
に
つ
れ
て
現

世
利
益
の
仏
と
し
て
広
い
崇
敬
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
奈
良
町
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
く
、
大
寺
か
ら
辻
堂
に
至
る
ま
で
多

く

の
観
音
像
が
あ
り
、
観
音
講
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

「南
都
年
中
行
事
」
に
は
三
七
体
の
観
音
像
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
。
な
か
で
も

東
大
寺
二
月
堂
の
観
音
信
仰
は
修
二
会
と
と
も
に
と
く
に
有
名
で
あ

っ
て
、
現
在
二
月
堂
前

の
売
店
軒
下
に
掲
げ

て
あ
る
文

久

三
年

仏

教

信

仰

と

講
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(
天
六三
)
の
講
の
扁
額
に
よ
る
と
、

三
笠
講
中
組
と
あ

っ
て
講
元
は
南
市
町
の
天
野
嘉
吉
で
あ
り
、

世
話
人
は
東
寺
林
町
の
桧
物
屋
与

次
兵
衛
以
下

一
一
人
、
講
員
と
し
て
今
御
門
町
ほ
か
二
五
町
の
町
民
約
六
〇
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
奉
納
二
月
堂
と
あ
る
の

で
、
こ
の
観
音
講
は
三
笠
講
と
よ
ぽ
れ
て
幾
組
か
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ

の
講

の
構
成
員
も
ほ
と

ん
ど
奈
良
町
全
域

に

わ
た

っ
て
い
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。
ま
た
二
月
堂
前

の
大
香
炉

に
は
百
人
講
と
し
て
町
民

の
名
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
教
育
大
学
所
蔵

文
書

の
な
か
に
は
延
享
二
年

(
一茜
五
)
に
二
月
堂
に
銀

一
枚
を
寄
進
し
た
万
人
講
の
寄
進
状
が
あ
る
。百
人
講
と
か
万
人
講
と
い
う
名
で

こ
の
観
音
講
が
呼
ぼ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
奈
良
の
観
音
の
な
か
に
西
国
巡
礼
三
十
三
か
所

の
観
音
が
あ

る
。
観
音
巡
礼
三
十

第三章 奈良町の盛衰

文久3年 三 笠 講 額(東 大寺二月堂前)

宝永5年 百人講香炉(東 大寺二月堂)

三
か
所

の
は

っ
き
り
す
る
の
は
十
二
世
紀

で
あ
る
が
、
初
め
の

こ
ろ
に
は
必
ず
し
も
そ

の
道
順
や
寺
院
は
固
定
し
て
い
な
か

っ寛政7年 百人講燈籠(東 大寺二月堂)
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た
。
建
武
二
年

(三
三五)
の
中
宮
御
産

の
御
祈
り
の
と
き
に
は

三
十
三
か
所
観
音
の
な
か
に
、

奈
良
で
は
興
福
寺

の
南
円
堂
と
西
金
堂

.
東
大
寺
法
華
堂

.
元
興
寺
観
音
堂
の
四
観
音
が
み
え
て
い
る
。
そ

の
の
ち
十
五
世
紀
に
な
る
と
、
東
国
が
開
発
さ
れ
て
き
て
、
東
国

か
ら
の
巡
礼
者
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
順
序
が
南
紀
那
智
に
始
ま
り
東
濃
谷
汲
に
終
わ
る
形
に
ほ
ぼ
固
定
し
て
き
た
ら
し
く
、
室

町
時
代
に
そ
れ
が
盛
大
と
な
る
と
と
も
に
、
奈
良
で
は
南
円
堂
だ
け
が
こ
の
な
か
に
入
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代

に
は

こ
の
巡
礼

は
想
像
以
上
に
盛
ん
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
中
期
以
後
に
は
巡
礼
必
携
と
も
い
え
る
書
物
の
出
版
も
多
く
な

っ
て
い
る
。

ほ
か
に
奈
良
だ
け
で
、
南
都
三
十
三
か
所
巡
礼
も
あ

っ
た
。
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
第
二
十
番
に
東
大

寺
二
月
堂
、
第
二
十

一
番
に
慈
眼
寺
、
第
二
十
五
番
に
は
西
大
寺
、
第
二
十
九
番
は
不
退
寺
と
な
っ
て
い
た
。

観
音
信
仰
以
上
に
普
及
し
て
い
た
の
は
地
蔵
信
仰
で
、
こ
れ
は
庶
民
の
願
を
か
け
る
も

っ
と
も
手
近
か
な
信
仰

で
あ
り
、
奈
良
町
に

も
多
数

の
地
蔵
尊
が
存
在
す
る
。

「南
都
年
中
行
事
」

に
よ
れ
ぽ

「於
二諸
国
一者
七
月
二
十
四
日
を
地
蔵
祭
と
し
て
、
諸
寺
辻
衢
道
の

石
地
蔵
ま
で
、
彩
色
荘
厳
し
て
祭
る
」
の
が
例
で
あ
る
が
、
南
都
で
は
以
前
か
ら
六
月
二
十
四
日
を
縁
日
と
し
た
と
記
し
、
そ
の
後
に

諸
寺
院
や
町
方
の
地
蔵
菩
薩
を
安
置
し
た
所
の
主
な
も

の
四
〇
余
か
所
を
あ
げ
て
い
る
。
そ

の
ほ
か

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
に
よ
れ
ぽ
、

南
都
二
十
四
か
所
の
地
蔵
め
ぐ
り
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、

地
蔵
講
に
つ
い
て
は
、

現
在
新
薬
師
寺

に
慶
長
十
六
年

(
宍
ご
)
六
月
二

十
四
日
付
の
地
蔵
講

一
結
衆

の
石
仏
碑
が
存
在
す
る
。
ま
た
町

の
南
部

の
帯
解
地
蔵
も
安
産
の
信
仰
深
い
有
名
な
地
蔵
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
奈
良
で
有
名
な
の
は
、
十
三
ま
い
り
と
い

っ
て
正

・
五

・
九
月

の
十
三
日
を
縁
日
と
す
る
虚
空
蔵
信
仰
で
あ
る
。
こ
と
に
高

樋
の
弘
仁
寺
の
虚
空
蔵
菩
薩

は
霊
験
が
あ
ら
た
か
で
あ
る
と
し
て
、
奈
良
か
ら
多
数
の
参
詣
者
を
集
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
町
の
な
か

で
は
そ
の
ほ
か
西
新
屋
の
小
塔
院
と
興
福
寺
東
金
堂

の
虚
空
蔵
が
霊
仏
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
毘
沙
門
天
の
信
仰
に
つ
い
て
は
東
大

寺

中
門
の
兜
跋
毘
沙
門
天
が
古
く
は
参
詣
者
が
群
集
し
た
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
群
参
は
永
禄
の
兵
火
で
い
っ
た

ん
中

絶

し
、
享
保
年
中
に
再
興
し
た
。
そ
れ
以
外
で
は
二
月
堂

の
毘
沙
門
天
や
今
在
家

の
松
本
毘
沙
門
天
宮
、
徳
融
寺
で
融
通
念
仏
宗

の
守
護
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神

と
さ
れ
る
同
像
、
毘
沙
門
町
の
会
所
に
あ

っ
て
毎
月
三
日
を
縁
日
と
す
る
像
な
ど
が
有
名
で
あ

っ
た
。
文
殊
菩
薩
の
縁
日
は
三
月
二

十
五
日
で
、

こ
の
日
は
文
殊
会
と
し
て
知
ら
れ
、

興
福
寺
東
金
堂
で
は

「
当
日
は
奈
良
町
家
手
習
子
師
範
、
絵

馬
を
献
上
し
て
此
日

童
男
童
女
を
い
ざ
な
ひ
詣
さ
せ
、

一
日
野
掛
遊
山
に
饗
応
せ
し
」
(嘔
脯
報
巴

め
る
の
が
往
年
か
ら
の
風
俗
で
あ

っ
た
。

ま
た
般
若
寺

の

文
殊
供
養
は

「
山
城

・
大
和
近
郷
百
姓
夥
敷
参
詣
し
て
、
例
年
群
集
せ
し
む
、
里
諺
に
山
城
文
殊
大
和
春
日
と
い
ふ
則
是
也
」
と

「南

都
年
中
行
事
」

に
あ
る
よ
う
に
非
常
な
賑
わ
い
を
呈
し
た
の
で
あ

っ
た
。

南
都
の
弁
財
天
信
仰
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
吉
野
郡
天
川
弁
財
天

の
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
天
川
社

の
信
仰
圏
は
す
で
に
中
世
以
来
南
近
畿

一
円
に
お
よ
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
、

一
乗
院
門
跡

の
支
配
を
う
け
奈
良

・
京
都
に
わ
た
り
社
家

の
御
師
活
動
も
盛
ん
で
あ

っ
た
。

「南
都
年
中
行
事
」

に
よ
れ
ぽ
、
興
福
寺
南
西
の
隅

の
窪
弁
財
天
(い
ま
は
三
重
塔

内
に
ま
つ
る

)
は
弘
法
大
師
が

天
川

社
か
ら
勧
請
し
た
と
伝
え
、
天
川
弁
財
天
と
同
じ
六
月
七
日
を
祭
日
と
し
て
い
る
が
、
近
世
で
は

「当
七
日
夜
参
詣
多
し
、
当
日
甚
暑

に
及
び
て
は
、
毎
夜
南
大
門
前
猿
沢
辺
納
涼
と
し
て
諸
人
群
参

せ
し
む
、
茶
店
或
花
火
等
を
売
て
近
年
殊
に
賑
」
わ

っ
た
の
で
あ
り
、

餅
飯
殿
町
の
七
弁
財
天
も
天
川
社
と
の
因
縁
を
伝
え
て
い
る
。

い
ま
天
川
社
に
あ
る
神
楽

の
鼓

の
胴
に
、
東
向
中
町

の
町
人
三
人
が
諸

願
成
就

の
た
め
に
、

元
禄
五
年

(
一六空
)
に
当
社

に
寄
進
し
た
と
い
う
銘
が
あ
る
の
も
、

奈
良
町
民

の
信
仰
を
示
す

一
例
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
奈
良
町

の
な
か
に
は
、
三
〇
に
あ
ま
る
弁
財
天
の
小
祠
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
江

の
島
弁
財
天
と
伝
え
る
も

の
も

あ
る
。

天
川
の
弁
天
信
仰
と
関
連
す
る
も

の
に
餅
飯
殿
町
の
山
上
講
が
あ
る
。

角
振
町
所
蔵

の
寛
文
十
二
年

(ニ
ハ七二
)
書
写

の

「大
峯
山
上

講
縁
起
」
に
よ
れ
ぽ
、
延
喜

の
昔
醍
醐
寺

の
聖
宝
が
大
峯
を
ふ
た
た
び
開
い
た
折
に
、
当
町
の
者
が

こ
れ
に
協
力

し
て
神
符
を
授
け
ら

れ
、
以
後
七
年
ご
と
に
入
山
す
る
の
が
慣
例
と
な

っ
た
が
、
こ
れ
が
俗
人
入
峯
の
始
め
で
、
の
ち
の
山
上
講

の
起

こ
り
で

あ

る
と

い

う
。
餅
飯
殿
町
に
慶
長
十
年

(ご
ハ〇五)
の

「大
峯
山
上
秘
密
記
」

が
あ

っ
て
、
こ
れ
に
山
上
講
の
こ
と
が
み
え
、
俗
人
の
峯
入
も
現
世
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安
穏
後
世
善
所

の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
講
は
江
戸
時
代
の
末
期
万
延

の
こ
ろ

(
天
六〇)
に
中
絶
し
、

明
治
三
十
四

年

(
冗
9
)
に
再
興
し
た
こ
と
が

「餅
飯
殿
山
上
講
再
興
道
中
記
録
」
に
よ

っ
て
わ
か
る
。

一
般
に
は
吉
野
か
ら

山
上
岳
に
入
り
洞
川

に
下
り
天
川
弁
財
天
に
参
詣
し
て
帰

っ
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
餅
飯
殿
町
に
お
い
て
は
、
こ
の
山
上
講
と
天
川
弁
財
天
の
信
仰
と
が

結
び

つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
大
峯
山
の
行
者
講
は
、
餅
飯
殿
町
の
ほ
か
に
川
上

・
東
向

・
中
山

・
二
名

・
追
分

・
東
九
条

・
北

之
庄

・
南
永
井

・
下
山

・
藤
原

・
忍
辱
山

・
大
慈
仙

・
誓
多
林

・
須
川

・
下
狭
川
の
諸
町
村
に
も
あ

っ
た
。

庚
申
堂
は
林
小
路
町
の
霊
巌
院

の
が
名
高
く
、
元
禄
年
間
ま
で
は
他
に
な
か
う
た
が
、
そ
れ
以
後
青
面
金
剛
の
像
を
ま
つ
る
寺
が
多

く
な
り
、
庚
申

の
日
が
正
月
に
あ
れ
ば
初
庚
申
と
い

っ
て
参
詣
が
多
か

っ
た
。
愛
染
明
王
を
ま
つ
る
愛
染
堂

は
、
十
念
寺

・
念
仏
寺

・

称
念
寺

・
小
塔
院

に
も
あ

っ
て
参
詣
者
を
集
め
た
が
、
眉
間
寺

・
真
言
院

・
十
輪
院

の
像

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
招
福
を
祈
る
恵
比
須
は
、
南
市

・
高
天
市

・
北
市
に
あ

っ
た
が
、
中
期
ご
ろ
に
は
南
市

の
恵
比
須
だ
け
が
繁
盛
し
、
大
黒
天
は

春
日
若
宮
手
水
屋
や
東
大
寺
法
華
堂

・
勧
進
所
、
ま
た
興
福
寺
東
金
堂
そ
の
ほ
か
多
数
が
あ
り
、

こ
れ
ら
も
町
人

の
信
仰

の
対
象
で
あ

念傭 鐘(明 和元甲申十一月廿六日古市村講中)

(藤本義光氏蔵)

っ
た
。

民
衆
の
信
仰
を
語
る
史
料

は
ほ
か
に
も
多
い
。
た
と
え
ぽ
各
地
に
残
る
石
像
や
講
碑
も
大
事

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
～
三
の
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
三
条
町
に
は
弥
勒
石
像
が
あ

っ
て
享

保
十
六
年

(一Ohll)
S
弥
勒
講
中
過
去
帳
が
あ
る
。
こ
の
講

の
成
員

は
村
中

二
六
戸
で
代

表

は

二
二
人
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
と
弥
勒
堂
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
十
輪
院
に
天
正
五
年

(
一五

耄
)
の
六
字
名
号

の
念
仏
講
碑
が
あ
る
。
「東
新
屋
念
仏
講
衆
」
と
あ
り
、
脇
に
は

一
五
人
の
名

が
刻
さ
れ
て
い
る
。

新
薬
師
寺

に
も
永
禄
十

一
年

(一五六八)
の
講
碑
が
あ
り
、

「
念
仏
講

一
結

衆
等
」
と
あ
る
。
念
仏
講
と
い
え
ぽ
、
法
蓮
村
に
も
あ

っ
た
こ
と
が
西
方
寺
の
文
書
に
み
え
る
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し
、
奈
良
町
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
町
中
に
も
こ
う
い
う
念
仏
講
が
多
数
あ

っ
た
。
念
仏
講
は

一
般
に
十
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
発
生
す
る
が
、

近
世
初
頭
に
は

一
村
全
部
と
い
う
よ
う
な
地
域
集
団
と
し
て
成
立
し
て
く
る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
先
亡
の

供
養
と
自
己
の
来
世
を
願
う
逆
修
と
が
主
で
あ

っ
た
。
念
仏
講

に
は
な
お
鉦
鼓
あ
る
い
は
踊
り
を
伴
う
も
の
が
あ

り
、
六
斎
念
仏
と
し

て
知
ら
れ
る
が
、
大
和
の
平
野
部
で
は
融
通
念
仏
系

の
も
の
が
多
か

っ
た
。
奈
良
市
域
で
は
南
古
市

・
法
蓮

・
秋
篠

・
八
島

・
佐
紀
な

ど

の
諸
村
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
史
料
が
み
ら
れ
る
。
念
仏
と
い
え
ば
、寛
政
十
年

(一莞
八)
の
異
常
な
念
仏

の
流
行
を
想
起
す
る
。
こ

の
年
、
吉
野
川
上
郷
中
寺
の
と
ん
り
う
和
尚
が
奈
良
に
き
て
南
円
堂
前
で
毎
日
念
仏
を
唱
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
南
都
中
は
も
ち
ろ
ん
各

地
方
か
ら
の
参
詣
人
も
み
な
念
仏
の
気
を
お
こ
し
て

「念
仏

の
弟
子
」
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
き
い
て

一
乗
院
か
ら

は
鎚
と
長
刀
を
、
興

福
寺
か
ら
は
緋
の
衣
と
袈
裟
が
お
く
ら
れ
、
奉
行
所
で
も
和
尚
を
重
く
取
り
た
て
た
。
そ
こ
で
和
尚
は
六
月
か
ら

八
月
に
か
け
て
大
和

国
中
を
ま
わ
り
念
仏
歌
を
ひ
ろ
め
、
布
施

の
米
銭
を
南
円
堂

へ
奉
納
し
た
。
ま
た
大
和
南
端
池
原
の
蔵
屋
新
重
郎
ら
も
念

仏

金

を
集

め
、
古
市
村
の
北
浦
作
兵
衛
の
世
話
で
南
円
堂
前

に
石
灯
籠
を
建
て
た
と
い
う
(椙
奸
馳
山
)。

念
仏
講
碑
の
よ
う
な
も
の
の
ほ
か
に
、

町
と
し
て
死
者
が
で
た
と
き
の
法
事
用
と
し
て
仏
涅
槃
図
を
所
有
し
て

い
る
と

こ
ろ
も
あ

る
。
元
興
寺
町
会
所
に
伝
わ
る
涅
槃
図
は
、
仏

の
涅
槃
と
弥
陀

の
来
迎
を
あ
わ
せ
画
い
た
室
町
時
代
の
絵
で
あ
り
、
下
清
水
町
に
蔵
す

る
涅
槃
図
は
修
理
の
た
め
裏
面
の
文
字

は
原
本
で
は
な
い
が
、

元
禄
十
年

(ニ
ハ九七)
の
年
紀
が
あ

っ
て
同
町
の
町
民
二
二
人
の
名
が
連

ね

て
あ

っ
た
。

以
上
雑
然
と
し
た
町
人
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
不
徹
底
な
史
料
だ
け
に
た
よ

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
世

利
益
の
身
近
な
願
い
を
託
し
た
信
仰
は
、
そ
れ
な
り
に
町
人
生
活

の
重
要
な

一
面
で
あ

っ
た
と
思
う
。

.
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