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正
祐
寺
の
大
寺
に
、
大
き
な
水
車
が
あ
り
ま
し
た
。
農
家
の

人
々
は
そ
の
水
車
で
食
糧
の
米
や
麦
を
は
が
し
て(

精
米
・
精

麦
の
こ
と)

い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
物
を
運
ぶ
時
は
、
馬
か
人

間
の
肩
に
か
つ
い
で
運
ん
で
い
ま
し
た
。

　

籾
は
叺
（
穀
物
を
入
れ
る
袋
約
50
キ
ロ
グ
ラ
ム)

に
入
れ
て

馬
に
く
ら
を
つ
け
、
そ
の
く
ら
の
両
側
に
一
俵
ず
つ
合
わ
せ
て

二
俵
く
く
り
つ
け
て
、
水
車
小
屋
に
運
ん
で
白
米
に
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
他
の
農
家
は
自
分
の
家
で
、
踏
み
う
す
が
あ
っ
て

一
回
に
５
升
位
の
籾
を
臼
に
入
れ
、
人
の
足
で
ス
ッ
ト
ン
ス
ッ

ト
ン
と
時
間
を
か
け
て
白
米
に
な
る
ま
で
つ
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
水
車
の
持
ち
主
で
、
米
踏
み
を
し
て
い
た
人
が
「
モ
ン

ヂ
さ
ん
」
で
す
。
い
つ
も
神
様
を
拝
み
神
通
力
の
あ
る
不
思
議

な
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。農
家
で
子
供
が
病
気
に
な
る
と
、「
モ

ン
ヂ
さ
ん
」
の
所
に
連
れ
て
行
っ
て
お
願
い
す
る
の
で
し
た
。

　
「
モ
ン
ヂ
さ
ん
」
は
、
神
様
に
お
祈
り
し
て
子
供
の
悪
い
所
を

手
で
な
で
た
り
、
さ
す
っ
た
り
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
暫
く
す
る
と
子
供
も
笑
う
程
に
な
り
、
病
気
も
軽
く
な
っ

て
く
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
病
気
の
治
し
方
を
教
え
て
下
さ
る

の
で
す
。そ
れ
で
地
域
の
人
々
は
病
人
が
出
る
と「
モ
ン
ヂ
さ
ん
」

の
所
に
い
っ
て
、
色
々
と
病
気
の
治
し
方
を
習
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
そ
れ
は
沢
山
の
人
々
が
「
モ
ン
ヂ
さ
ん
」
に
助
け
て
も

ら
っ
た
の
で
す
。

昔
は
重
病
人
が
出
る
と
病
人
を
そ
の
戸
板
の
上
に
寝
か
せ
て
ふ

と
ん
等
を
か
け
、
長
い
棒
で
２
人
な
い
し
４
人
で
医
者
ま
で
か

つ
い
で
運
ん
で
行
き
治
療
し
た
の
で
す
。
そ
れ
を
当
時
の
人
は

「
タ
ゴ
シ
」
が
通
っ
た
と
評
判
し
た
も
の
で
す
。

　

昔
は
病
気
に
な
る
と
、
お
金
も
要
る
し
又
多
く
の
人
々
の
、

加
勢
も
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
で
病
人
が
出
る
と
「
モ
ン
ヂ
さ
ん
」
の
と
こ
ろ
へ
頼
み
に

行
っ
て
、
早
め
に
色
々
と
手
当
て
を
し
て
、
そ
れ
以
上
悪
く
な

ら
な
い
様
に
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

　

い
わ
ば
心
か
ら
病
気
を
治
す
方
法
で
、
今
の
よ
う
に
薬
を
沢

山
飲
ん
で
、
治
す
方
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
地
域

の
人
々
は
「
モ
ン
ヂ
さ
ん
」
を
信
頼
し
て
色
々
と
病
気
や
、
そ

の
他
の
こ
と
を
頼
ん
だ
の
で
す
。｢

モ
ン
ヂ
さ
ん
」
の
孫
に
な
る

「
初
さ
ん
」
と
い
う
人
が
お
ら
れ
ま
し
た
。「
初
さ
ん
」
も
神
様

を
信
心
さ
れ
て
神
通
力
が
あ
り
、
病
人
や
色
々
な
こ
と
に
つ
い

て
、
沢
山
の
人
が
教
え
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

（
採
話
：
正
祐
寺
地
区　

甲
山
勝
代
）
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（
採
話
：
正
祐
寺
地
区　

甲
山
勝
代
）

　
き
れ
い
好
き
の
祖
母
が
、
私

の
髪
を
お
湯
で
湿
し
な
が
ら
す

き
、
赤
い
リ
ボ
ン
で
蝶
む
す
び

に
し
、
顔
も
ぴ
か
ぴ
か
に
ふ
い

て
く
れ
、
絹
し
ぼ
り
の
帯
を
花

結
び
に
し
な
が
ら
「
か
わ
い
い

ね
」
と
い
っ
て
目
を
細
め
ま
し

た
。
私
は
こ
っ
ぽ
り
下
駄
を
は

い
て
母
の
手
を
し
っ
か
り
に

ぎ
っ
て
小
走
り
で
つ
い
て
行
く
。

落
ち
松
葉
の
小
路
で
し
た
。

　
白
壁
の
倉
が
見
え
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
路
は
遠
か
っ
た
。

戸
口
を
入
る
と
な
つ
か
し
い
顔

ば
か
り
。
お
は
ぐ
ろ
を
つ
け
た

お
ば
あ
さ
ん
が
、「
早
く
お
上
が

り
」
と
手
を
引
い
て
、
広
い
座

敷
に
お
ぜ
ん
が
二
列
並
べ
て
あ

る
所
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
幼
く
と
も
母
と
並
ん
で

一
人
前
の
お
ぜ
ん
に
座
っ
て
ご

ち
そ
う
に
な
り
、
大
勢
の
お
客

さ
ん
と
の
お
話
が
好
き
で
し
た
。

　
叔
父
さ
ん
の
家
は
庭
が
広
く
、

柿
や
み
か
ん
や
山
桃
が
何
本
も

あ
っ
て
、
い
と
こ
た
ち
と
鈴
な

り
に
な
っ
て
い
る
金
柑
を
い
っ

ぱ
い
ち
ぎ
っ
て
遊
ん
だ
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
大
年
神
社
の
お
宮

で
は
神
楽
も
あ
り
、
お
店
で
風

船
や
手
ま
り
も
買
っ
て
も
ら
っ

て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
も
の
で

す
。

（
採
話
：
蚊
口
中
地
区　
三
浦
千
賀
）

定
期
的
に
発
行
し
ま
す

保
存
し
て
ね
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