
源
平
の
動
乱
と
東
大
寺
再
興　

重
　
ち
ょ
う
げ
ん源
登
場

　

大だ
い
か
ん
じ
ん

勧
進
造ぞ

う
と
う
だ
い
じ

東
大
寺
大だ

い
わ
じ
ょ
う

和
尚
南な

む

あ

み

だ

無
阿
弥
陀
仏ぶ

つ

。
こ
れ
は

狭
山
池
の
中な

か
ひ樋

か
ら
出
土
し
た
「
重
源
狭
山
池
改
修
碑
」

の
碑
文
に
刻
ま
れ
た
、
僧
重
源
の
名
で
す
。
阿
弥
陀
仏

を
信
仰
す
る
俊

し
ゅ
ん
じ
ょ
う
ぼ
う

乗
房
重
源
は
、
自
ら
を
南
無
阿
弥
陀
仏

と
称
し
て
い
ま
し
た
。
東
大
寺
を
再
興
し
た
「
大
勧
進

重
源
」。
弟
子
や
技
術
者
た
ち
の
名
と
と
も
に
、
自
分
の

名
を
石
碑
に
そ
の
よ
う
に
遺
し
た
の
で
す
。

　

平
安
時
代
の
１
１
２
１
年
（
保ほ

う
あ
ん安

二
年
）
に
生
ま
れ

た
重
源
は
、
13
歳
で
出
家
し
て
京
都
の
醍だ

い
ご醐

寺じ

に
入
り
、

各
地
の
山
岳
で
修
行
を
重
ね
、
仏
法
を
学
ぶ
た
め
に
宋そ

う

（
当
時
の
中
国
）
へ
３
回
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

１
１
８
０
年
（
治じ

し
ょ
う承

四
年
）、
源
頼
朝
が
挙
兵
し
て
源

平
の
動
乱
が
始
ま
る
と
、
奈
良
の
興
福
寺
と
平

た
い
ら
の

重し
げ
ひ
ら衡

の

軍
勢
と
の
合
戦
で
、
平
家
軍
が
放
っ
た
火
が
興
福
寺
、
東

大
寺
な
ど
の
伽が

藍ら
ん

を
焼
き
尽
く
し
、
奈
良
時
代
に
造

ぞ
う
り
ゅ
う立

さ
れ
た
東
大
寺
の
大
仏
（
盧る

し
ゃ
な

舎
那
仏ぶ

つ
ぞ
う像

）
も
溶
け
落
ち

て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
仏
が
焼
け
て
無
く
な
る
の
は
、

当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
自
分
の
父
母
が
他
界
す
る

の
と
同
じ
く
ら
い
悲
し
い
こ
と
で
し
た
。
後ご

白し
ら
か
わ河

法ほ
う
お
う皇

の
意
を
受
け
て
、
再
び
大
仏
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
な
り
、

１
１
８
１
年
（
養よ

う
わ和

元
年
）、
重
源
が
東
大
寺
再
興
の
責

任
者
で
あ
る
造ぞ

う
え
い
か
ん
じ
ん

営
勧
進
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。

　

奈
良
時
代
、
東
大
寺

の
大
仏
は
「
知ち

し
き識

」
に
よ
っ

て
造
立
さ
れ
ま
し
た
。「
知
識
」

と
は
、
寺
や
仏
像
を
造
る
と
き
に
資
材
や
労
力
を
提
供
す

る
行
為
と
、
そ
の
人
び
と
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
狭

山
池
を
改
修
し
た
行ぎ

ょ
う
き基

も
、
聖し

ょ
う
む武

天
皇
か
ら
東
大
寺
大

仏
造
立
の
責
任
者
と
し
て
起
用
さ
れ
、
人
び
と
か
ら
広

く
寄
付
を
募
る
「
勧か

ん
じ
ん進

」
で
「
知
識
」
を
集
め
て
大
仏

を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
の
４
４
０
年
後
、
重
源
は

行
基
を
尊そ

ん
す
う崇

す
る
と
と
も
に
自
ら
を
行
基
に
な
ぞ
ら
え
、

集
っ
た
勧
進
聖ひ

じ
りた

ち
と
と
も
に
諸
国
を
勧
進
し
て
ま
わ

り
ま
し
た
。
１
１
８
３
年
（
寿じ

ゅ
え
い永

二
年
）、
重
源
は
宋
の

技
術
者
た
ち
を
招

し
ょ
う
へ
い聘

、
大
仏
の
鋳
造
を
開
始
し
ま
し
た
。

そ
こ
に
草

く
さ
か
べ
の部

是こ
れ
す
け助

を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
河
内
鋳い

も

じ
物
師
た

ち
も
合
流
し
て
大
仏
の
鋳
造
が
続
け
ら
れ
、
１
１
８
５

年
（
文ぶ

ん
じ治

元
年
）
に
鋳
造
が
完
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

重
源
に
従
う
弟
子
た
ち
と
技
術
者
た
ち
は
、
各
地
に
活

動
拠
点
を
築
い
て
木
材
や
瓦
と
資
金
を
集
め
、
伽
藍
の

復
興
に
全
力
を
注
ぎ
ま
す
。
今
も
現
地
に
残
る
東
大
寺

南
大
門
と
仁
王
像
が
完
成
し
、
東
大
寺
が
、
ほ
ぼ
完
全

に
再
興
さ
れ
た
の
は
１
２
０
３
年
（
建け

ん
に
ん仁

三
年
）
で
、

再
興
事
業
の
開
始
か
ら
20
年
以
上
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。

重
源
は
86
歳
で
こ
の
世
を
去
る
直
前
ま
で
、
人
生
の
後

半
生
を
捧
げ
て
東
大
寺
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
で
す
。

臥
石
樋
事
六
段―

重
源
の
狭
山
池
改
修―

　

重
源
が
晩
年
に
著
し
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
作さ

ぜ
ん善

集
」
に

は
、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
仏
教
的
な
善
い
行
い
「
作
善
」

が
綴つ

づ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
東
大
寺
再
興
事
業
に

つ
い
て
書
か
れ
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
行
基
が
関
わ
っ

た
土
木
事
業
の
再
実
施
や
、
行
基
が
建
立
し
た
寺
院
の

再
興
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
、
重
源
の
行
基
へ
の
厚
い
尊

崇
の
念
が
う
か
が
え
ま
す
。
作
善
集
の
末
尾
近
く
に
「
河

内
国
の
狭
山
池
は
行
基
の
旧
跡
で
あ
る
が
、
堤
は
崩
壊

し
、
す
で
に
山
野
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

改
復
さ
せ
る
た
め
に
石い

し
ひ樋

を
臥ふ

せ
る
事
六ろ

く
た
ん
う
ん
ぬ
ん

段
云
々
」
と
、

重
源
の
狭
山
池
改
修
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
重

源
は
長
さ
が
六
段
（
約
65
ｍ
）
も
あ
る
石
の
樋
管
を
埋

設
し
た
と
い
う
の
で
す
。

　

市
の
名
誉
市
民
で
あ
る
末
永
雅
雄
博
士
は
、
大
正
・

昭
和
の
改
修
時
に
、
中
樋
放
水
部
で
古
墳
の
石せ

っ
か
ん棺

を
樋

管
の
形
に
加
工
し
た
も
の
を
発
掘
し
、
重
源
の
「
石
樋
」

で
あ
ろ
う
と
論
及
し
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
の
改
修
に
伴
う
発
掘
調
査
で
は
、
北
堤
の
ほ
ぼ

中
央
付
近
の
裾
か
ら
江
戸
時
代
の
中
樋
が
出
土
し
、
そ

の
両
側
の
石
組
に
は
、
末
永
博
士
が
発
掘
し
た
も
の
と

同
様
の
古
墳
の
石
棺
を
再
利
用
し
た
「
石
樋
」
が
積
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
は
直
径
30
㎝
の

円
形
の
穴
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、
取
水
部
に
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
出
土
し
た
こ
の
石
組
に
は
、
驚
く
べ
き
秘
密

が
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
石
組
の
中
に
あ
る
和
泉
砂
岩

の
石
材
に
は
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
文
字
を
辿た

ど

る
と
「
敬け

い
は
く白
三さ

ん
ぜ世
十じ

っ
ぽ
う方
諸し

ょ
ぶ
つ
ぼ
さ
つ
と
う

仏
菩
薩
等　

狭
山
池
修
復
事
」

で
始
ま
る
重
源
の
狭
山
池
改
修
の
よ
う
す
が
碑
文
と
し

て
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の「
重
源
狭
山
池
改
修
碑
」

に
は
、
行
基
が
64
歳
の
と
き
の
７
３
１
年
（
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

三
年
）

に
初
め
て
堤
を
築
い
て
樋
を
伏
せ
た
が
、
年
月
を
経
て

壊
れ
て
し
ま
い
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
狭
山
池
水み

ず
し
も下

の
50
あ
ま
り
の
郷
の
人
び
と
の
要
請
に
よ
り
、
重
源
が

82
歳
の
と
き
の
１
２
０
２
年
（
建
仁
二
年
）
の
春
か
ら

改
修
を
計
画
し
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
同
年
２
月

７
日
か
ら
土
を
掘
り
始
め
、
４
月
８
日
か
ら
石
樋
を
伏

せ
始
め
、
同
月
24
日
に
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
、
僧
侶

も
そ
う
で
な
い
人
も
性
別
や
年
齢
・
身
分
の
区
別
を
問

わ
ず
に
力
を
合
わ
せ
て
石
を
引
い
て
堤
を
築
い
た
こ
と
、

こ
の
行
為
は
己
の
利
益
な
ど
の
た
め
で
は
な
く
公
益
の

た
め
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
改
修
へ
の
参
加
に
よ
っ

て
仏
と
縁
を
結
び
、
世
の
中
の
生
き
物
が
み
な
等
し
く

幸
せ
に
な
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

源
平
の
動
乱
と
い
う
激
動
の
時
代
。
人
び
と
を
絆
で

結
び
、
強
力
な
統
率
力
を
発
揮
し
て
東
大
寺
の
再
興
事

業
を
成
し
遂
げ
、
宋
の
進
ん
だ
技
術
や
文
化
を
わ
が
国

に
も
た
ら
し
た
重
源
。
狭
山
池
博
物
館
の
常
設
展
示
で
、

重
源
の
偉
業
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

大
勧
進
重
源

狭
山
池
一
四
〇
〇
年
の
歴
史
2

強力な指導力をもった重源のもとには、多くの人が集まった。
宋の石工・鋳造技術者、河内鋳物師、仏師、大工たち。
東大寺南大門の仁王像を造った運

うんけい
慶・快

かいけい
慶・湛

たんけい
慶もそ

の中にいる。

　

次
回
の「
狭
山
池
一
四
〇
〇
年
の
歴
史
3
」は
、「
狭
山
池

再
生
」と
題
し
、天
災
で
大
破
し
た
狭
山
池
が
、江
戸
時
代
、

慶
長
の
改
修
を
経
て
復
活
す
る
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

歴
史
文
化
グ
ル
ー
プ

重源狭山池改修碑［上↑］とその碑文［右上↗］

発掘調査で出土した中樋

重源

古墳の石棺を連結する重源の「石樋」
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