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区
。
文
治
２
年（
１
１
８
６
）に
重
源
上
人
が
東
大
寺

再
建
の
用
材
を
求
め
て
こ
の
集
落
の
奥
山
に
入
っ
た

こ
と
か
ら
、
三
谷
に
は
奈
良
原
、
木
地
屋
、
奥
谷
な

ど
の
ゆ
か
り
の
地
名
や
、
木
材
を
搬
出
し
た
跡
地
、

岩
堂
、
多
く
の
人
夫
が
死
亡
し
そ
れ
を
供
養
し
た
千

人
塚
な
ど
、
多
数
の
史
跡
が
残
っ
て
い
る
。

三
谷
川
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
る
水
田
は
延
々
９
㎞

に
わ
た
り
、
面
積
は
約
40
ha
。
う
ち
斜
面
に
石
垣
を

築
い
て
耕
地
に
し
た
棚
田
は
１
０
０
０
枚
に
達
し
て

い
る
。
こ
の
地
方
の
山
や
河
川
に
産
出
す
る
流
紋
石

と
い
う
自
然
の
石
を
実
に
き
れ
い
に
し
っ
か
り
組
み

上
げ
た
石
垣
は
、
長
い
年
月
を
経
た
今
も
崩
壊
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
昔
か
ら
「
三
谷
の
石
垣
に

は
草
が
生
え
な
い
」
と
言
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

地
域
の
中
央
部
に
あ
る
交
流
会
館
で
待
っ
て
い
て

く
れ
た
の
は
、
三
谷
石
垣
棚
田
会
代
表
世
話
人
の
有

井
敬
三
さ
ん（
57
）と
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
設
置
や
運

営
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
き
た（
社
）徳
地
町
農
業
公

社
の
山
根
洋
達
さ
ん（
59
）。

交
流
会
館
は
、
昨
年
３
月
で
廃
校
に
な
っ
た
三
谷

小
学
校
の
跡
地
に
誕
生
し
た
施
設
で
、
地
域
の
人
た

ち
の
文
化
活
動
や
オ
ー
ナ
ー
達
と
の
交
流
活
動
に
使

わ
れ
る
。
今
年
の
田
植
え
に
合
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
し

た
も
の
で
ヒ
ノ
キ
の
香
り
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

「
先
祖
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
千
枚
の
石
垣
棚
田

も
、
農
家
の
高
齢
化
な
ど
で
最
近
は
荒
れ
て
い
る
田

が
増
え
て
き
ま
し
た
。三
谷
地
区
が
元
気
に
な
っ
て
、

石
垣
棚
田
を
守
っ
て
い
く
方
法
は
な
い
か
と
思
案
し

て
き
て
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
と
出
会
い
ま
し
た
」
と

有
井
さ
ん
は
言
う
。

昭
和
47
年
に
１
６
９
戸
、
６
９
３
人
だ
っ
た
三
谷

集
落
は
、現
在
１
０
０
戸
足
ら
ず
１
５
０
人
に
な
り
、

農
業
の
担
い
手
は
高
齢
化
し
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
制

度
に
は
棚
田
を
持
つ
17
名
の
地
権
者
が
参
加
、
３
年

前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
オ
ー
ナ
ー
は
１
畝
３
万
２

０
０
０
円
、
２
畝
５
万
４
０
０
０
円
の
会
費
で
田
植

え
や
稲
刈
り
に
参
加
、
採
れ
た
お
米
の
す
べ
て
と
農

家
の
作
っ
た
野
菜
な
ど
を
年
２
回
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ

る
他
、
蕎
麦
打
ち
、
し
め
縄
づ
く
り
等
の
イ
ベ
ン
ト

に
招
待
さ
れ
る
。
現
在
33
組
の
オ
ー
ナ
ー
が
登
録
す

る
ま
で
に
な
っ
た
。「
初
年
度
は
こ
ち
ら
の
受
け
入

れ
体
制
を
考
え
て
20
組
に
し
ま
し
た
が
、
希
望
者
が

増
え
て
き
た
た
め
徐
々
に
増
や
し
て
い
ま
す
。
リ
ピ

ー
タ
ー
も
９
組
お
り
、
福
岡
か
ら
も
３
組
が
や
っ
て

き
ま
す
。
清
流
と
山
間
部
の
気
候
、
肥
沃
な
土
壌
の

田
で
作
っ
た
棚
田
米
は
美
味
し
い
と
人
気
で
す
」

有
井
さ
ん
の
家
は
農
業
の
か
た
わ
ら
、
父
親
の
時

代
ま
で
石
工
を
し
て
い
た
が
、
新
た
に
石
積
み
を
す

る
農
家
が
少
な
く
な
り
廃
業
し
た
。
今
は
石
垣
に
も

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
豪
雨
や
長
雨
な
ど
の
時
に
地
中

の
水
を
ス
ム
ー
ズ
に
排
水
で
き
な
い
の
で
壊
れ
や
す

い
ん
で
す
。
今
後
も
で
き
る
限
り
伝
統
の
積
石
工
法

を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
山
根

洋
達
さ
ん
は
言
う
。

山
根
さ
ん
は
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
提
案
者
で
、

事
務
局
を
手
助
け
し
て
い
る
農
業
公
社
の
事
務
局

長
。
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
導
入
に
際
し
て
石
垣
の
調

査
を
行
い
、
そ
の
文
化
財
的
価
値
を
再
確
認
し
た
と

い
う
。

三
谷
の
石
垣
は
推
古
17
年（
６
０
９
年
）聖
徳
太
子

が
鹿
野
に
清
涼
寺
を
建
立
し
た
時
に
技
術
が
伝
え
ら

れ
、
奈
良
時
代
か
ら
明
治

時
代
ま
で
の
一
千
年
間
築

石
さ
れ
て
き
た
。「
建
築
学

や
民
俗
学
の
専
門
家
が
よ

く
見
え
ま
す
が
、
積
石
状

況
に
よ
り
時
代
が
わ
か
る

よ
う
で
す
。
幾
つ
か
の
工

法
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず

れ
も
表
面
積
は
小
さ
い
が

法
尻
を
長
く
取
り
、
小
石

を
敷
き
詰
め
た
安
定
性
の

高
い
工
法
で
築
か
れ
て
い

ま
す
。
山
の
上
の
方
に
は

耕
作
し
な
く
な
っ
た
田
が

高
度
な
積
石
工
法
を
今
に
伝
え
る

９
㎞
に
お
よ
ぶ
石
垣
群
と
茶
畑

▲上/三谷石垣棚田会世話人有井敬三さん（左）と山根洋達さん
中/新設した交流会館　下/背の高い石垣には中程に足場石を
組んでいる

●先人の遺産を未来へ 2

城壁のように大きな石をウェー
ブをつけて組み上げている家屋敷
の石垣
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