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１
８
３
６
年
、
京
都
の
法ほ
う
え衣
商
十
一
屋

伝
兵
衛
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
富
岡
鉄

斎
は
、
幼
い
頃
か
ら
国
学
や
儒
学
を
習
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
幕
末
の
動
乱
期
に
は
、

勤
皇
思
想
に
傾
倒
し
て
国
事
に
奔
走
す
る

青
年
期
を
過
ご
し
ま
す
。 

　

鉄
斎
が
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
は
19
歳
の
頃
。
教
養
と
し
て
学
ん
だ

南な
ん
が画
は
、
当
時
漢
詩
文
の
素
養
あ
る
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
は
特
定
の
流
派
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
先
人
の
作
品
を
広
く
見
る
こ

と
で
ほ
と
ん
ど
を
独
学
で
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
古
典
に
影
響
を
受
け
た
彼

は
、
自
由
で
大
胆
な
水
墨
と
、
色
彩
豊
か
な
作
品
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
で

し
た
。

　

ま
た
、
30
代
か
ら
40
代
半
ば
頃
ま
で
は
、
天
理
市
の
石
上
神
宮
や
大
阪
の

大
鳥
神
社
の
神
官
を
務
め
な
が
ら
全
国
を
行
脚
し
て
い
ま
す
。
そ
の
日
々
は

「
万
巻
の
書
を
読
み
、
万
里
の
道
を
往
く
」
と
す
る
も
の
で
、
文
人
と
し
て

の
志
を
貫
い
た
生
活
で
し
た
。

　

１
８
８
１
年
、
兄
が
亡
く
な
っ
た
の
を
機
に
、
故
郷
の
京
都
へ
戻
り
ま
す
。

１
８
９
７
年
に
は
日
本
南
画
協
会
結
成
の
創
立
に
参
加
。
各
種
展
覧
会
の
審

査
員
を
務
め
る
な
ど
、
明
治
画
壇
で
の
地
位
も
確
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
自
身
は
一
般
の
展
覧
会
に
は
出
品
す
る
こ
と
な
く
、
文
人
と
し
て
の

生
活
を
ひ
た
す
ら
送
っ
た
の
で
し
た
。
鉄
斎
の
こ
の
生
き
方
か
ら
、
最
後
の

文
人
画
の
巨
匠
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

布
留
山
の
西
北
麓
に
鎮
座
す
る
石
上
神
宮

は
、
物も
の
の
べ部
氏
の
氏
神
と
し
て
知
ら
れ
る
古
社

で
、
古
く
は『
古
事
記
』
や『
日
本
書
紀
』
に
も

そ
の
名
が
見
ら
れ
ま
す
。
奈
良
朝
よ
り
前
に「
神

宮
」
の
名
を
用
い
た
の
は
、
伊
勢
神
宮
と
こ
の

石
上
神
宮
だ
け
で
す
。
も
と
も
と「
禁
足
地
」
と

呼
ば
れ
る
聖
地
を
祀
り
、
本
殿
を
持
た
な
い

古
代
信
仰
の
よ
う
す
を
伝
え
る
も
の
で
し
た

が
、
１
８
７
４
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
で
禁
足
地

か
ら
布ふ
つ
の
み
た
ま
の
つ
る
ぎ

都
御
魂
剣
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
を

祀
る
た
め
に
本
殿
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
も

摂
社
の
出い
ず
も
た
け
お

雲
建
雄
神
社
拝
殿
や
、
剣
か
ら
６
本

の
枝
が
分
か
れ
る
七し
ち
し
と
う

支
刀
な
ど
の
国
宝
を
は
じ

め
、
数
多
く
の
社
宝
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

境
内
を
悠
然
と
歩
く
ニ
ワ
ト
リ
は
、
戦
後
に
な
っ
て
放
さ
れ
た
神
社
の
マ
ス

コ
ッ
ト
的
存
在
。
今
日
も
高
々
と
時
を
告
げ
て
い
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々
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富
岡
鉄
斎

１
８
３
６
年
〜
１
９
２
４
年
。

京
都
府
生
ま
れ
。

日
本
画
家
。
儒
学
者
。

石
上
神
宮
天
理
山
の
辺
の
道
沿
い
、

大
和
の
古
き
神
々
と
出
会
う
布ふ

る留
の
杜
。■所在地

〒632-0014 天理市布留町384 
TEL.0743-62-0900
■交　通
JR・近鉄天理駅から徒歩1.5km
駐車場 有（50台・無料） 

大阪堺 大鳥神社大宮司の頃
明治11年（43歳）
清荒神清澄寺蔵  

鉄斎の下絵による版木で
刷られた扇
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平
安
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
、
在
原
業
平
。

平
城
天
皇
の
孫
で
あ
り
な
が
ら
も
、
政
治
的
に

は
不
遇
の
時
期
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
絶
世
の
美
男
と
言
わ
れ
、
何
人

も
の
女
性
と
親
密
な
関
係
を
示
す
和
歌
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
業
平
は
、 

教
養
と
し
て
の
漢
文
学
よ
り
も
、
私
的
な
恋
ご
こ
ろ
を
和
歌
で
表
現
す
る
こ

と
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

彼
の
美
貌
と
自
由
奔
放
で
情
熱
的
な
生
き
方
は
、
伝
説
を
生
み
出
し
ま
し

た
。
平
安
前
期
に
成
立
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
は
、
業
平
を
モ
デ
ル

に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
と
い
う
冒
頭
句
で
は

じ
ま
る
そ
の
内
容
は
、
絶
世
の
美
男
子
の
華
麗
な
恋
愛
遍
歴
を
描
い
た
歌
物

語
も
の
で
す
。
ま
た
、『
古こ
き
ん
わ
か
し
ゅ
う
か
な
じ
ょ

今
和
歌
集
仮
名
序
』
で
は
、紀
貫
之
に
よ
っ
て
「
近

き
世
に
そ
の
名
聞
こ
え
た
る
人
」
に
挙
げ
ら
れ
た
歌
人
６
人
、
六
歌
仙
の
ひ

と
り
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

百
人
一
首
に
も
業
平
の
歌
「
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
龍
田
川
か
ら
く

れ
な
ゐ
に
水
く
ゝ
る
と
は
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
駒
山
の
東
側
を
流
れ

る
竜
田
川
の
美
し
い
紅
葉
の
景
色
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。　

　

業
平
が
先
祖
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
て
た
の
が
、
奈
良
市
の
不ふ
た
い
じ

退
寺
で

す
。
業
平
ゆ
か
り
の
こ
の
寺
に
は
、
彼
を
描
い
た
在
原
業
平
朝
臣
画
像
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
特
別
な
期
間
の
み
の
開
帳
で
す
が
、
伝
説
の
美
男
子
に
会

え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

　

西
名
阪
自
動
車
道
路
天
理
イ
ン
タ
ー
近
く
に

在
原
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
在
原
業

平
と
そ
の
父
・
阿あ
ぼ
し
ん
の
う

保
親
王（
平
城
天
皇
の
皇
子
）

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
は
在
原
寺
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
と
い
わ
れ
、
今
も
そ
の
名
を
刻
ん
だ
石

が
在
原
神
社
に
残
っ
て
い
ま
す
。
在
原
寺
は
明

治
時
代
の
廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
に
よ
っ
て
廃
寺
と
な
っ
た

寺
で
、
今
そ
の
面
影
を
残
す
の
は
神
社
の
入
り

口
に
残
る
石
碑
の
み
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
在
原
神
社
に
は
、

　
　

筒
井
筒
ゐ
づ
つ
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過

　
　

ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

と
歌
に
詠
ま
れ
、『
伊
勢
物
語
』
や
謡
曲
で
有

名
な
筒
井
筒
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。４
月
26
日
に
行
わ
れ
る
業
平
ま
つ
り
に
は
、

業
平
ゆ
か
り
の
奈
良
市
の
不
退
寺
か
ら
も
僧
侶
が
訪
れ
ま
す
。
ま
た
こ
こ
か
ら

西
へ
、
業
平
も
通
っ
た
と
い
う
業
平
道
が
延
び
て
い
ま
す
。

A
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在
原
業
平

８
２
５
年
〜
８
８
０
年
。

平
安
前
期
の
歌
人
。

平へ
い
ぜ
い城
天
皇
の
孫
。

在
原
神
社
平
安
の
プ
レ
ー
ボ
ー
イ
・
在
原
業
平
の
伝
承
残
る
、

『
伊
勢
物
語
』
や
『
筒つ
つ
い
づ
つ

井
筒
』
ゆ
か
り
の
神
社
。

■所在地
〒632-0004 天理市櫟本町市場
TEL.0743-63-1001
（天理市観光協会）　
■交　通
JR・近鉄天理駅からJR奈良駅
行きバスで12分、国道櫟本下車、
徒歩100m 
駐車場無
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『
魏ぎ
し
わ
じ
ん
で
ん

志
倭
人
伝
』
に
は
、
３
世
紀
代
の
倭
国
の

女
王
は
卑
弥
呼
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
邪
馬
台

国
の
女
王
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
卑
弥

呼
で
す
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
卑
弥
呼
に
つ
い
て
の

記
録
は
こ
の
中
に
し
か
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

 　
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
よ
る
と
、
倭わ
こ
く国
は
代
々
男

性
が
王
位
に
つ
い
て
い
ま
し
た
が
、
国
内
で
争
い
が
続
く
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
邪
馬
台
国
の
女
性
だ
っ
た
卑
弥
呼
を
王
に
た
て
た
と
い
い
ま
す
。
卑
弥
呼

が
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
能
力
に
優
れ
て
い
た
こ
と
と
、
邪
馬
台
国
が
当
時
の
30
あ

ま
り
あ
っ
た
倭
国
の
な
か
で
最
も
巨
大
で
な
お
か
つ
体
制
も
整
っ
て
い
た
こ

と
が
、
彼
女
が
選
ば
れ
た
理
由
で
す
。
卑
弥
呼
は
鬼
道
と
呼
ば
れ
る
占
い
の
能

力
で
人
々
を
治
め
、
国
の
乱
れ
も
鎮
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
神
に
仕
え
る

身
と
し
て
、
卑
弥
呼
は
生
涯
を
独
身
で
通
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
ず
っ
と
宮
殿

に
籠
っ
て
生
活
を
し
て
い
た
の
で
、
彼
女
の
姿
を
人
々
が
目
に
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

卑
弥
呼
は
国
内
で
の
権
力
を
強
化
す
る
一
方
で
、
外
交
で
は
魏ぎ

の
王
朝
へ

朝
貢
を
し
て
、
自
己
の
地
位
を
固
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
２
３
９
年
、
魏
か

ら
「
親し
ん
ぎ
わ
お
う

魏
倭
王
」
に
任
命
さ
れ
、
金き
ん
い
ん
し
じ
ゅ

印
紫
綬
や
銅
鏡
を
受
け
て
い
ま
す
。
亡
く

な
っ
た
年
は
不
明
で
す
が
、
径
約
１
２
０
ｍ
も
の
大
き
さ
の
墓
が
つ
く
ら
れ
、

１
０
０
人
が
殉
葬
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

２
０
０
９
年
、
卑
弥
呼
の
宮
殿
跡
の
可
能
性
が
あ
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
今
、
桜
井
市
は
全
国
の
考
古
学
フ
ァ
ン
の
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

２
０
０
９
年
11
月
桜
井
市
の
纒
向
遺
跡
で
卑

弥
呼
の
宮
殿
跡
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
よ

う
な
、
大
が
か
り
な
建
物
と
思
わ
れ
る
遺
構
が

発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
時
代
は
ま
さ
に
３
世
紀
前

半
〜
中
頃
の
遺
構
で
、
こ
の
時
代
の
謎
が
解
き

明
か
さ
れ
て
い
き
そ
う
で
す
。

　

纒
向
遺
跡
は
三
輪
山
山
麓
北
西
部
に
広
が
る

３
世
紀
の
弥
生
時
代
末
期
か
ら
、
古
墳
時
代
前

期
の
遺
跡
を
指
し
ま
す
。
そ
の
広
が
り
は
Ｊ
Ｒ

巻ま
き
む
く向
駅
を
中
心
に
し
た
半
径
２
ｋｍ
程
で
、
卑
弥

呼
の
墓
と
い
わ
れ
る
箸は
し
は
か墓
や
日
本
最
古
級
の
前

方
後
円
墳
と
い
わ
れ
る
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
な
ど
が

含
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
遺
跡
に
は
一
般

的
な
集
落
で
み
ら
れ
る
竪た
て
あ
な穴
住
居
が
少
な
く
、
こ
の
点
で
は
特
異
な
性
格
の
遺
跡

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
く
に
は
山
の
辺
の
道
が
通
り
、
北
に
は
三さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

角
縁
神
獣
鏡

が
大
量
に
発
見
さ
れ
た
天
理
市
の
黒
塚
古
墳
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々
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卑
弥
呼

１
０
０
年
代
後
期
〜
２
０
０
年
代
前
半
。

邪や
ま
た
い
こ
く

馬
台
国
の
女
王
。

纒
向
遺
跡
卑
弥
呼
の
宮
殿
？ 

邪
馬
台
国
論
争
と
古
代
の
ロ
マ

ン
に
胸
躍
る
桜
井
周
辺
の
遺
跡
と
古
墳
群
。

■所在地
桜井市巻向駅周辺
TEL.0744-42-6005
（桜井市埋蔵文化センター）
■交　通
ＪＲ巻向駅から徒歩すぐ
駐車場無
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陰
陽
師
と
は
、
律
令
制
の
古
代
日
本
に
お
い

て
は
官
職
の
一
つ
で
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た

陰い
ん
よ
う
ご
ぎ
ょ
う

陽
五
行
思
想
に
基
づ
い
た
陰
陽
道
に
よ
っ
て

政
治
的
判
断
を
下
し
て
い
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
安
倍
晴
明
は
平
安
時
代
の
陰
陽
道

の
第
一
人
者
。
式
神
を
使
っ
て
怨
霊
や
悪
鬼
を
封

じ
た
り
、
天
文
道
を
使
っ
て
観
測
し
て
予
知
を
行
う
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
し
た
。

　

９
２
１
年
に
生
ま
れ
た
安
倍
晴
明
は
、『
今こ
ん
じ
ゃ
く昔
物
語
』
に
よ
れ
ば
幼
少
か
ら
当
時

の
陰
陽
道
第
一
人
者
で
あ
っ
た
加か
も
の
た
だ
ゆ
き

茂
忠
行
に
弟
子
入
り
し
て
お
り
、
そ
の
天
才
的

な
能
力
は
早
く
に
見
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
忠
行
は
自
身
の
子
で
あ
る
加
茂
保や
す
の
り憲

と
と
も
に
、
晴
明
に
陰
陽
道
の
す
べ
て
を
伝
授
し
た
と
言
い
ま
す
。

　

晴
明
の
あ
ま
り
に
す
ば
ら
し
い
才
能
は
、「
信し
の
だ太
伝
説
」
も
生
み
ま
し
た
。
和
泉

に
住
ん
で
い
た
晴
明
の
父
は
、
信
太
明
神
参
拝
の
際
に
一
匹
の
白
狐
を
助
け
ま
す
。

す
る
と
そ
の
帰
り
道
に
葛
の
葉
と
い
う
名
の
絶
世
の
美
女
に
出
会
い
、
二
人
は
結

婚
。
か
わ
い
い
男
の
子
、
童
子
丸
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
童
子

丸
の
前
で
思
わ
ず
白
狐
の
姿
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
葛
の
葉
は
家
を
去
り
、
代
わ
り

に
童
子
丸
に
霊
力
を
授
け
た
の
で
し
た
。「
信
太
伝
説
」
は
浄じ
ょ
う
る
り
瑠
璃
と
し
て
も
知
ら

れ
て
お
り
、
晴
明
の
名
を
さ
ら
に
広
め
ま
し
た
。

　

晴
明
没
後
１
０
０
０
年
以
上
が
経
ち
ま
す
。
２
０
０
０
年
前
後
に
は
、
陰
陽
師

ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
映
画
や
小
説
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
時
的
な
人
気

で
は
な
く
、
年
中
多
く
の
人
が
訪
れ
る
の
が
桜
井
市
に
あ
る
安
倍
文
殊
院
で
す
。

平
成
の
今
も
そ
の
パ
ワ
ー
を
求
め
て
参
拝
客
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
「
日
本
三
大
文
殊
」
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
安

倍
文
殊
院
は
、
受
験
生
た
ち
に
人
気
の
お
寺
で

す
。
大
化
の
改
新
の
後
左
大
臣
と
な
っ
た
安あ
べ
の倍

倉く
ら
は
し
ま
ろ

梯
麻
呂
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
子
孫

に
は
遣
唐
使
・
安
倍
仲
麻
呂
や
陰
陽
師
・
安
倍

晴
明
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。
現
在
文
殊
院
に
は

晴
明
を
祀
る
晴
明
殿
が
あ
り
ま
す
が
、
文
殊
菩

薩
の
知
恵
と
安
倍
一
族
の
知
恵
に
授
か
ろ
う
と

善
男
善
女
の
姿
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
ぼ

け
封
じ
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
、
熱
心
に
参
拝
を

さ
れ
る
年
配
者
の
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

木も
く
ぞ
う
き
し
も
ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

造
騎
獅
文
殊
菩
薩
像
と
４
体
の
脇わ
き
じ侍
像
は

鎌
倉
時
代
の
快
慶
の
作
と
言
わ
れ
、
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
殊
菩
薩
は
巨
大
な
獅
子
に
ま
た
が
り
、
高
さ
７

m
、
日
本
最
大
の
大
き
さ
で
す
。
境
内
に
は
２
基
の
古
墳
も
あ
り
、
秋
に
は
コ

ス
モ
ス
の
寺
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。

A
BEM

O
N
JY
U
IN

安
倍
晴
明

９
２
１
年
〜
１
０
０
５
年
。 

摂
津
国
阿
倍
野
（
現
・
大
阪
市
阿
倍
野
区
）
な
ど
生
ま

れ
は
諸
説
。
平
安
時
代
の
陰お
ん
み
ょ
う
じ

陽
師
。
日
本
陰
陽
師
の
祖
。

安
倍
文
殊
院
仲
麻
呂
、
晴
明
の
知
恵
を
慕
い
、

受
験
生
の
お
参
り
が
多
い
日
本
三
大
文
殊
の
一
つ
。

■所在地
〒633-0054  桜井市阿部645 
TEL.0744-43-0002 
■交　通
JR・近鉄桜井駅から飛鳥資料館
前行き、石舞台行きバスで約6分、
安倍文殊院前下車、徒歩約5分
駐車場有（150台・有料）

阿倍王子神社蔵

如意宝珠
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飛
鳥
時
代
、
藤
原
鎌
足
と
蘇そ
が
の
い
る
か

我
入
鹿
の
二
人

は
、
と
も
に
秀
才
と
呼
ば
れ
る
青
年
で
し
た
。

聖
徳
太
子
の
死
後
、
蘇
我
氏
は
大
き
な
力
を
持

ち
、
特
に
蘇
我
入
鹿
が
政
治
の
表
舞
台
に
立
っ

て
か
ら
は
、
実
質
的
な
最
高
権
力
者
と
し
て
政

治
を
意
の
ま
ま
に
行
う
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
政
治
に
不
満
を
抱
い
た
の
が
藤
原
鎌
足
で
す
。
彼
は
天
皇
を
中
心
と

す
る
国
家
を
目
指
し
て
、
密
か
に
蘇
我
氏
体
制
を
倒
そ
う
と
計
画
し
ま
す
。
そ

れ
が
、
６
４
５
年
に
鎌
足
と
中な
か
の
お
お
え
の
お
う
じ

大
兄
皇
子
が
蘇
我
氏
を
倒
し
、
政
治
の
改
革
を

進
め
よ
う
と
し
た
大
化
の
改
新
で
す
。

　

蘇
我
氏
暗
殺
が
ま
だ
計
画
段
階
の
頃
、
飛
鳥
の
法
興
寺
（
今
の
飛
鳥
寺
）
で

蹴け
ま
り
え

毬
会
が
あ
り
ま
し
た
。
見
物
に
行
っ
た
鎌
足
が
、
そ
こ
で
後
の
天
智
天
皇
と

な
る
中
大
兄
皇
子
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
実
行
へ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
二
人
は
そ
の
後
、
計
画
に
つ
い
て
多と
う
の
み
ね

武
峰
の
山

中
で
談
合
を
行
っ
た
の
で
、
後
に
、
そ
の
山
は
「
談か
た
ら

い
山
」
や
「
談
所
ヶ
森
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
談た
ん
ざ
ん山
神
社
の
名
前
の
由
来
も
、
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

鎌
足
は
藤
原
氏
の
祖
で
す
が
、
生
前
は
中
臣
鎌
足
を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

藤
原
の
姓
と
な
る
の
は
臨
終
の
際
で
、
病
床
を
見
舞
っ
た
天
智
天
皇
か
ら
姓
を

賜
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
足
没
後
、
長
男
定じ
ょ
う
え慧
と
次
男
不ふ

ひ

と
比
等
ら
は
、
父

の
追
福
の
た
め
に
多
武
峰
に
十
三
重
塔
を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
談
山
神
社

の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

燃
え
立
つ
よ
う
な
秋
の
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
美

し
い
十
三
重
塔
。
室
町
時
代
建
立
の
塔
は
、
日

本
で
唯
一
の
木
造
十
三
重
塔
で
す
。
神
社
に

十
三
重
塔
が
あ
る
わ
け
は
、
こ
の
神
社
が
明
治

の
廃
仏
毀
釈
の
頃
ま
で
は
寺
院
だ
っ
た
こ
と
に

よ
り
ま
す
。
寺
は
藤
原
鎌
足
の
息
子
定
慧
が
父

の
た
め
に
建
立
、
摂
津
の
阿あ
ぶ
や
ま
武
山
古
墳
と
い
わ

れ
る
鎌
足
の
墓
所
か
ら
、
縁
が
深
い
談
山
の
地

に
改
葬
し
た
と
伝
え
ま
す
。
祭
神
は
鎌
足
公
そ

の
人
で
本
殿
に
は
神
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

春
秋
２
回
、
鎌
足
と
中
大
兄
皇
子
の
故
事
に

ち
な
ん
だ
古
式
ゆ
か
し
い
蹴
鞠
が
有
名
で
す
が
、

10
月
の
嘉か
き
つ
さ
い

吉
祭
で
見
ら
れ
る「
百ひ
ゃ
く
み味
の
御お
ん
じ
き食
」
と

呼
ば
れ
る
神し
ん
せ
ん饌
は
、
芸
術
的
な
ま
で
の
美
し
さ
で
特
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
な

お
社
殿
の
裏
手
の
御ご
は
れ
つ
ざ
ん

破
裂
山
は
大
事
件
の
と
き
に
は
鳴
動
す
る
と
い
い
、
自
然

へ
の
畏
敬
の
念
は
い
ま
も
多
武
峰
の
山
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

T
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ZA
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藤
原
鎌
足

６
１
４
年
〜
６
６
９
年
。

大
和
国
高
市
郡
（
奈
良
県
）
生
ま
れ
。

７
世
紀
の
政
治
家
。
大
化
の
改
新
の
主
導
者
。

談
山
神
社
数
々
の
伝
説
と
紅
葉
に
彩
ら
れ
、

浄
土
の
美
し
さ
を
体
感
す
る
多
武
峰
の
十
三
重
塔
。

■所在地
〒633-0032 桜井市多武峰319
TEL.0744-49-0001 
■交　通
JR･近鉄桜井駅から談山神社行
きバスで約25分、終点下車、徒歩
すぐ
駐車場有（300台・無料 ）

談山神社蔵



　
『
万
葉
集
』
に
長
歌
18
、
短
歌
60
余
り
を
寄

せ
た
歌
人
柿
本
人
麻
呂
。宮
廷
歌
人
と
し
て
は
、

優
れ
た
才
能
を
開
花
さ
せ
た
歌
人
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
人
麻
呂
は
謎
の
多
い
人
物
で
も
あ

り
ま
す
。
生
ま
れ
や
亡
く
な
っ
た
年
代
も
は
っ

き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
、

賀か
も
の
ま
ぶ
ち

茂
真
淵
や
契
け
い
ち
ゅ
う沖は
、
詠
ま
れ
た
歌
の
内
容
や
仕
事
ぶ
り
に
反
し
て
、
人
麻
呂

は
六
位
以
下
の
下
級
役
人
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
と
唱
え
、
現
在
も
そ
れ
が
定

説
と
な
っ
て
い
ま
す
。終し
ゅ
う
え
ん焉
の
地
も
謎
に
包
ま
れ
多
く
の
異
説
を
生
ん
で
い
ま
す
。

　

人
麻
呂
の
活
躍
は
天
武
天
皇
の
と
き
に
始
ま
り
ま
し
た
。
持
統
天
皇
や
文
武

天
皇
の
行
幸
や
、
皇
子
の
旅
行
に
も
従
い
、
行
先
は
近
畿
だ
け
で
な
く
、
中
国

や
九
州
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
訪
れ
た
先
々
で
歌
を
詠
ん
だ
人
麻
呂
。
彼
の

歌
は
雄
大
で
重
々
し
く
、
力
強
い
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
麻
呂
が
歌
人
と
し
て
出
発
し
た
頃
は
、
ち
ょ
う
ど
口こ
う
し
ょ
う誦
文
学
か
ら
記
載
文

学
へ
の
移
行
期
で
し
た
の
で
、
彼
は
文
字
に
よ
っ
て
歌
を
作
っ
た
最
初
の
歌
人

と
も
い
え
ま
す
。
彼
は
新
し
い
枕
ま
く
ら
こ
と
ば詞を
多
数
創
り
出
し
た
り
、
序
詞・
対
句・
繰

り
返
し
な
ど
の
技
法
を
使
う
な
ど
、
和
歌
の
歴
史
に
お
い
て
も
大
き
な
転
換
期

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
の
ち
に
彼
は「
歌
聖
」
や「
歌
神
」
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
、

奈
良
時
代
の
笠か
さ
の
か
な
む
ら

金
村
や
山や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人
、
大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
ら
な
ど
、
多
く
の
歌
人
に
影
響

を
与
え
ま
し
た
。

　

全
国
に
人
麻
呂
の
歌
碑
は
多
く
、宇
陀
市
の
か
ぎ
ろ
ひ
の
丘
万
葉
公
園
に
も「
ひ

む
が
し
の
…
」
で
始
ま
る
有
名
な
歌
碑
が
あ
り
ま
す
。

33 奈良ゆかりの人々
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宇う

だ陀
の
阿あ

き

の
騎
野（
宇
陀
市
大
宇
陀
区
）
に
か

ぎ
ろ
ひ
の
丘
万
葉
公
園
と
柿
本
人
麻
呂
公
園

が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
こ
の
地
を
有
名
に
し

た
の
は
、

　
　

ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
み

　
　

え
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ

と
い
う
万
葉
集
に
あ
る
柿
本
人
麻
呂
の
歌
で

し
ょ
う
。
こ
の
歌
は
軽か
る
の
み
こ
皇
子（
後
の
文
武
天
皇
）

が
阿
騎
野
で
狩
り
を
行
っ
た
時
に
詠
わ
れ
た

歌
で
す
。
軽
皇
子
の
雄
々
し
さ
を
詠
っ
た
長ち
ょ
う
か歌

の
反
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
す
が
、
長
歌

と
は
一
転
し
て
、
宇
陀
の
美
し
い
風
景
を
詠
っ

て
い
ま
す
。

　

毎
年
、
人
麻
呂
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
旧
暦
の
11
月
17
日
に
「
か
ぎ
ろ

ひ
を
見
る
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
厳
冬
の
早
朝
、
人
麻
呂
や
軽
皇
子
が
見

た
で
あ
ろ
う
暁
焼
け
を
待
つ
ひ
と
と
き
は
古
代
ロ
マ
ン
の
神
秘
を
感
じ
ま
す
。

K
A
GIROINO

OK
A
M
A
N
-YOU

KOU
EN

柿
本
人
麻
呂
６
０
０
年
代
後
半
〜
７
０
０
年
代
初
め
。

万
葉
集
の
代
表
的
歌
人
。

か
ぎ
ろ
ひ
の
丘
万
葉
公
園

万
葉
の
昔
か
ら
人
々
を
魅
了
す
る

燃
え
立
つ「
か
ぎ
ろ
ひ
」が
見
え
る
公
園
。

■所在地
〒633-2166宇陀市大宇陀区迫間25
TEL.0745-82-2457
（大宇陀観光協会）
■交　通
近鉄榛原駅からバス大宇陀行きで
大宇陀高校前下車、徒歩600ｍ
駐車場有（10台・無料）

柳沢吉里筆　　柳沢文庫蔵

大宇陀観光協会提供
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７
７
４
年
６
月
15
日
、
香
川
県
に
生
ま
れ
た

空
海
は
、
18
歳
で
京
都
の
大
学
に
入
り
儒
教
の

学
問
を
学
び
、
人
民
救
済
の
た
め
の
仏
教
に
深

く
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に

修
業
を
積
む
た
め
愛
媛
県
石い
し
づ
ち鎚
山
、
奈
良
県

金き
ん
ぷ
せ
ん

峰
山
な
ど
各
地
の
霊
所
を
巡
り
ま
す
。
空
海

と
い
う
名
は
、
こ
の
苦
行
の
間
に
改
名
し
た
も
の
で
、
こ
の
頃
す
で
に
密
教
を
学

ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
８
０
４
年
、
空
海
は
31
歳
で
唐・
長
安
に

渡
り
ま
し
た
。
唐
で
は
最
初
に
イ
ン
ド
の
僧
般は
ん
に
ゃ
さ
ん
ぞ
う

若
三
蔵
に
つ
い
て
密
教
に
必
要
な

梵ぼ
ん
ご語
や
イ
ン
ド
の
学
問
な
ど
を
学
び
、
そ
の
後
、
青
龍
寺
の
恵け
い
か果
の
元
で
密
教
の

伝
授
を
受
け
、
わ
ず
か
８
ヶ
月
で
真
言
密
教
の
第
８
祖
を
継
ぐ
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

８
０
６
年
、
帰
国
の
際
に
は
膨
大
な
密
教
の
経
典
、
曼ま
ん
だ
ら
荼
羅
な
ど
を
持
ち
帰
り

ま
し
た
。
高
野
山
を
密
教
修
業
の
道
場
と
定
め
て
勅ち
ょ
っ
き
ょ許
を
得
て
、
真
言
宗
の
道
場

と
し
て
伽
藍
造
営
が
は
じ
ま
っ
た
の
が
８
１
６
年
、
空
海
の
万
民
救
済
の
思
い
が

形
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

嵯さ

が峨
天
皇
、
橘
逸は
や
な
り勢
と
並
び
、
三
筆
と
し
て
も
知
ら
れ
る
空
海
。
唐
へ
渡
る
以

前
か
ら
全
書
体
に
堪
能
で
し
た
が
、
さ
ら
に
唐
で
磨
き
が
か
か
り
、
重
厚
か
つ
表

現
力
豊
か
な
書
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
金こ
ん
ご
う
ぶ
じ

剛
峯
寺
、
神じ
ん
ご
じ
護
寺
に
は
国
宝

で
あ
る
彼
の
名
筆
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

女
人
禁
制
の
高
野
山
に
対
し
て
、
宇
陀
市
の
室
生
寺
は
女
人
高
野
と
し
て
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
奥
の
院
御み
え
い
ど
う

影
堂
は
大
師
堂
と
も
呼
ば
れ
、
弘
法
大
師
を
祀
る

各
地
の
大
師
堂
の
中
で
も
最
も
古
い
も
の
で
す
。

　

三
重
県
と
の
県
境
に
近
く
、
室
生
川
沿
い
に

あ
る
室
生
寺
は
、
役え
ん
の
お
づ
ぬ

小
角
が
開
き
空
海
が
中
興

し
た
と
伝
え
ま
す
。

　

そ
の
創
始
か
ら
山
岳
仏
教
の
修し
ゅ
げ
ん
じ
ょ
う

験
場
と
し
て

栄
え
、山
麓
か
ら
中
腹
に
か
け
堂
宇
が
点
在
し
、

山
岳
寺
院
に
独
特
の
伽
藍
配
置
が
み
ら
れ
ま

す
。
室
生
川
沿
い
に
建
つ
南
大
門
か
ら
石
段
を

上
が
っ
て
金
堂
が
あ
り
、
鍵
の
手
に
曲
が
り
な

が
ら
境
内
を
進
め
ば
や
が
て
潅か
ん
じ
ょ
う
ど
う

頂
堂（
本
堂
）、

五
重
塔
に
至
り
ま
す
。

　

都
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
こ
と
が
幸
い
し
兵

火
に
も
遭
わ
ず
、
平
安
時
代
初
期
の
建
造
物
や

仏
像
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

室
生
寺
の
東
に
は
龍り
ゅ
う
け
つ穴
神
社
が
祀
ら
れ
、
雨
を
司
る
龍
王
伝
説
の
信
仰
が

あ
り
ま
し
た
。
境
内
は
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
、
花
の
季
節

に
は
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

M
U
RO
U
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空
海

７
７
４
年
〜
８
３
５
年
。

讃
岐
国
多
度
郡
（
現
・
香
川
県
善
通
寺
市
）
生
ま
れ
。

弘
法
大
師
。
真
言
宗
の
開
祖
。

室
生
寺

室
生
の
山
腹
に
築
か
れ
た
、

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
香
り
優
し
い
女に
ょ
に
ん人
高
野
。

■所在地
〒633-0421宇陀市室生区室生78 
TEL.0745-93-2003 
■交　通
近鉄室生口大野駅から室生寺行
きバスで約15分、終点下車、徒歩
100m
駐車場無（近隣民営駐車場・有料） 

東寺蔵
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吉
野
の
山
野
に
は
古
代
か
ら
葛
が
自
生
し
て
い

ま
す
。
今
も
吉
野
郡
に
は
国く

ず栖
と
い
う
地
名
が

残
っ
て
い
ま
す
が
、
自
生
の
葛
の
根
か
ら
葛
粉
を

採
っ
て
食
べ
て
い
た
の
が
国
栖
に
住
む
人
々
で
、

葛
の
名
の
由
来
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
葛
粉
は
デ
ン
プ
ン
類
の
な
か
で
も
最
高
級
の

も
の
で
、中
で
も
冬
の
寒
さ
と
豊
富
な
地
下
水
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
吉
野
葛
は
、

特
に
良
質
な
も
の
で
す
。
奈
良
で
は
今
も
昔
な
が
ら
の
工
法
で
吉
野
葛
を
作
り

続
け
て
い
ま
す
。

　

葛
粉
は
添
加
物
を
一
切
含
ま
な
い
自
然
食
品
で
、「
奈
良
う
ま
い
も
の
」
郷

土
料
理
に
選
ば
れ
た
「
ご
ま
豆
腐
」
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
発
汗
・

解
熱
・
血
行
促
進
作
用
も
知
ら
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
か
ら
薬
用
と
し
て
も
価

値
の
あ
る
も
の
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

葛
の
精
製
を
通
じ
て
植
物
、
特
に
薬
草
に
造ぞ
う
け
い詣
が
深
か
っ
た
の
が
、
宇
陀
市

で
創
業
４
０
０
年
を
越
え
る
森
野
吉
野
葛
本
舗
10
代
目
当
主
森
野
藤
助
で
す
。

当
時
の
将
軍
徳
川
吉
宗
は
諸
国
に
薬
草
栽
培
を
奨
励
し
て
お
り
、
幕
府
に
よ
る

薬
草
採
取
旅
行
の
際
に
は
藤
助
が
随
行
し
ま
し
た
。
そ
の
範
囲
は
近
畿
一
円
か

ら
北
陸
地
方
に
ま
で
広
く
、
十
数
回
に
わ
た
っ
て
薬
草
の
採
取
や
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

藤
助
は
自
宅
の
裏
庭
に
随
行
の
後
に
拝
領
し
た
薬
草
６
種
と
、
自
身
が
採
取

し
た
薬
草
を
栽
培
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
森
野
旧
薬
園
の
始
ま
り
で
す
。
代
々
の

当
主
が
大
切
に
育
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
森
野
薬
草
園
は
続
い
て
い
ま
す

　

葛
を
扱
う
森
野
吉
野
葛
本
舗
の
店
か
ら
、
こ
の

森
野
旧
薬
園
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
薬

園
の
歴
史
は
古
く
、
江
戸
時
代
、
漢
方
の
薬
学
の

盛
ん
な
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
東
京
に
あ
る
小
石

川
植
物
園
に
並
ぶ
、
日
本
最
古
の
薬
草
園
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

葛
を
精
製
す
る
工
場
を
通
り
抜
け
、
裏
山
に
登

る
と
、
カ
タ
ク
リ
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
薬
草

が
所
狭
し
と
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
回
遊
式
の
庭

園
の
よ
う
に
、
薬
園
を
巡
れ
ば
、
春
に
は
様
々
な

薬
草
の
可
憐
な
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

こ
に
植
え
ら
れ
て
い
る
薬
草
２
５
０
種
類
は
す
べ

て
歴
代
の
森
野
家
当
主
が
育
て
護
っ
て
き
た
も
の

で
す
。
森
野
家
に
は
薬
園
の
資
料
館
が
あ
り
、
藤
助
の
薬
草
の
写
生
画
が
残
っ
て

い
ま
す
。
藤
助
の
名
は
代
々
受
け
継
が
れ
、
現
在
は
20
代
目
森
野
藤
助
氏
が
こ
の

薬
園
を
守
っ
て
い
ま
す
。

M
O
RIN
O
K
Y
U
Y
A
K
U
EN

森
野
藤
助

１
６
９
０
年
〜
１
７
６
８
年
。

森
野
吉
野
葛く
ず
ほ
ん
ぽ

本
舗
10
代
目
。

森
野
旧
薬
園
を
つ
く
る
。

森
野
旧
薬
園
宇
陀
の
地
に
つ
く
ら
れ
た
、
江
戸
の
小
石
川
植
物
園

と
肩
を
並
べ
る
日
本
最
古
の
薬
草
園
。

■所在地
〒633-2161
宇陀市大宇陀区上新1880
TEL.0745-83-0002
■交　通
近鉄榛原駅から大宇陀行きバス
で17分、終点下車、徒歩200ｍ
駐車場無
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今
井
兵
部
１
５
０
０
年
代
前
期
〜
中
期
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
の
僧
侶
。

今
井
町

現
代
の
街
な
か
に
ぽ
っ
か
り
と
生
き
続
け
る

中
世
環
濠
集
落
と
伝
統
的
建
物
群
。
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江
戸
時
代
の
町
並
み
が
今
も
残
る
橿か
し
は
ら原
市
の
今

井
町
は
、
か
つ
て
、
興
福
寺
の
荘
園
で
し
た
。
室

町
時
代
後
期
に
は
一
向
宗
の
勢
力
が
強
ま
り
、
天

文
年
間
の
頃
、
本
願
寺
の
一
門
で
あ
っ
た
今
井
兵

部
は
、
一
向
宗
の
布
教
の
た
め
に
、
称し
ょ
う
ね
ん
じ

念
寺
を
建

立
し
、
各
地
か
ら
商
人
な
ど
を
呼
び
集
め
寺じ
な
い
ち
ょ
う

内
町

を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

　

織
田
信
長
が
本
願
寺
と
対
立
す
る
と
、
今
井
兵
部
も
本
願
寺
側
に
加
担
し
、

信
長
に
対
抗
し
ま
す
。
町
の
周
囲
に
幅
５
ｍ
か
ら
７
ｍ
、
深
さ
２
ｍ
も
の
環
濠

を
掘
っ
て
環
濠
城
塞
都
市
を
形
成
し
ま
し
た
。
今
井
の
郷
民
は
、
信
長
の
降
伏

勧
告
を
断
り
、
明
智
光
秀
率
い
る
織
田
軍
と
闘
い
ま
し
た
が
、
１
５
７
５
年
に

和
睦
を
結
び
、武
装
は
解
除
、商
業
都
市
と
し
て
存
続
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
と
き
今
井
兵
部
は
疎
開
し
て
お
り
、
戻
っ
た
の
は
１
５
８
２
年
で
し
た
。

　

今
井
町
は
自
治
都
市
と
し
て
大
坂
や
堺
と
関
係
を
深
め
、
豪
商
の
町
屋
が

並
び
、「
海
の
堺
、
陸
の
今
井
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
活
気
に
あ
ふ
れ
る
町
と

な
り
ま
し
た
。
１
６
３
４
年
に
は
独
自
の
紙
幣「
今
井
札
」
を
発
行
し
、
町
は

さ
ら
に
繁
栄
し
ま
す
。
茶
道
・
華
道
・
能
楽
・
和
歌
・
俳
諧
な
ど
も
盛
ん
に
な
り
、

文
化
的
に
も
華
や
か
な
時
代
を
迎
え
ま
す
。

　

信
長
、
秀
吉
、
家
康
に
仕
え
て
き
た
称
念
寺
で
し
た
が
、
１
６
７
９
年
に
は

「
郷ご
う
ち
ゅ
う
な
み

中
並
」
扱
い
と
な
り
、
そ
の
後
武
士
を
返
上
し
た
今
井
氏
は
釈し
ゃ
く
も
ん門に
専
念

す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

今
井
町
に
一
歩
踏
み
入
れ
ば
、
江
戸
時
代
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
な
町
並
み
が

続
き
ま
す
。
今
井
町
は
称
念
寺
の
寺
内
町
と
し

て
栄
え
た
町
で
、
町
中
は
18
世
紀
の
建
築
物
が

大
半
を
占
め
て
い
ま
す
。
称
念
寺
を
は
じ
め
、

今
西
家
、
上
田
家
、
音
村
家
、
河
合
家
、
高
木

家
、
豊
田
家
、
中
橋
家
、
旧
米
谷
家
の
９
棟
の

重
要
文
化
財
の
貴
重
な
建
物
が
あ
り
、
他
に
も

県
指
定
文
化
財
が
３
棟
、
市
指
定
文
化
財
が
４

棟
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
30
〜
40
年
頃
か
ら
、
全
国
に
先
駆
け
て

歴
史
的
建
造
物
の
保
存
運
動
が
始
ま
り
、
伝
統

的
な
建
造
物
の
あ
る
町
並
み
全
体
を
保
存
す
る

と
い
う
条
例
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
住
民
の
議
論
の
結
果
、
平
成
５
年

に
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
を
受
け
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
住
民
自
ら
町
並
み
保
存
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

IM
A
ICH
O

■所在地
〒634-0812 橿原市今井町
TEL.0744-22-1128
（今井町町並み保存会）
■交　通
近鉄八木西口駅から徒歩300m
駐車場有（今井まちなみ交流セン
ター華甍駐車場40台・無料）
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高た
か
い
ち市
郡
高た
か
と
り取
町
に
あ
る
壷
阪
寺
は
、
正
式
に
は

南み
な
み
ほ
っ
け
じ

法
華
寺
と
い
い
、
本
尊
の
十
一
面
千
手
観
音
像

は
眼
病
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
仏
様
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
こ
は
、
お
し
ど
り
夫
婦
の

感
動
的
な
物
語
の
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
か
ら
３
０
０
年
以
上
前
の
寛
文
年
間
の
頃
、 

壷
阪
寺
の
麓
に
あ
る
夫
婦
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
盲
目
の
沢
市
と
器
量
よ
し
の

お
里
で
す
。
沢
市
は
琴
や
三
味
線
を
教
え
、
お
里
は
内
職
を
し
な
が
ら
、
貧
し

く
も
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
沢
市
に
は
ひ
と
つ
心
配
事

が
あ
り
ま
し
た
。
結
婚
し
て
３
年
、
毎
晩
寝
床
を
抜
け
出
し
て
出
か
け
る
お
里

に
、
不
貞
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

あ
る
日
、
沢
市
が
問
い
た
だ
す
と
、
お
里
は
眼
病
に
霊
験
が
あ
る
と
い
う
壷

阪
寺
の
観
音
様
に
毎
日
お
参
り
に
行
っ
て
い
た
と
話
し
ま
す
。
沢
市
は
感
謝
し

ま
す
が
、
お
里
を
不ふ
び
ん憫
に
も
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
女
の
幸
せ
を
願
い
、
ひ

と
り
壺
阪
の
谷
に
身
を
投
げ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
知
っ
た
お
里
も
後
追
い
し
て

し
ま
う
の
で
し
た
。
し
か
し
、
観
音
様
の
霊
験
に
よ
る
奇
跡
が
起
こ
り
、
お
里

の
貞
節
と
信
心
を
讃
え
て
二
人
を
生
き
返
ら
せ
、
沢
市
の
目
も
開
き
ま
し
た
。

　

こ
の
夫
婦
愛
の
物
語
は
、「
壺
坂
霊
験
記
」
と
し
て
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
取

り
入
れ
ら
れ
、
人
気
曲
と
な
り
ま
し
た
。
浪ろ
う
き
ょ
く曲
「
壺
坂
霊
験
記
」
で
は
、「
妻

は
夫
を
い
た
わ
り
つ
つ
、
夫
は
妻
に
慕
い
つ
つ
」
が
有
名
な
一
節
で
す
。
境
内

に
飾
ら
れ
て
い
る
二
人
が
使
っ
た
杖
を
触
る
と
、
夫
婦
は
さ
ら
に
仲
良
く
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

春
、
山
吹
や
ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
彩
ら
れ
る

壷
阪
寺
。
高
取
の
町
を
抜
け
山
を
登
っ
て
い
け

ば
、
巨
大
な
石
造
の
観
音
様
が
迫
っ
て
き
ま
す
。

　

壷
阪
寺
の
創
建
は
７
０
３
年
、
文も
ん
む武
天
皇

の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
い
ま
す
。
平
安

時
代
に
入
る
と
、
貴
族
た
ち
の
参
拝
も
盛
ん

に
な
り
、
当
代
屈
指
の
寺
と
し
て
栄
華
に
包

ま
れ
ま
し
た
。
現
存
す
る
三
重
塔
は
室
町
時

代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

戦
国
時
代
、
伽
藍
は
戦
禍
に
巻
き
込
ま
れ

ま
し
た
が
、
高
取
城
が
築
城
さ
れ
た
後
は
城

と
と
も
に
再
び
栄
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

本
尊
十
一
面
千
手
観
音
は
、〝
眼
の
観
音
様
〞
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
容
姿
が
印
象
的
な
仏
様
で
す
。

　

イ
ン
ド
か
ら
運
び
込
ま
れ
た
大
き
な
仏
が
目
を
引
く
境
内
で
す
が
、
ハ
ン
セ
ン

病
救
済
活
動
な
ど
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

T
SU
BO
SA
K
A
D
ERA
お
里
・
沢
市
寛
文
年
間
１
６
６
１
〜
１
６
７
３
年
の
人
物
設
定
。

「
壺つ
ぼ
さ
か
れ
い
げ
ん
き

坂
霊
験
記
」
の
主
人
公
夫
婦
。

壷
阪
寺

日
本
最
大
の
平
山
城
・
高
取
城
に
近
く
、

巨
大
な
観
音
様
に
見
守
ら
れ
た
眼
病
封
じ
の
寺
。

■所在地
〒635-0102 高市郡高取町壺阪3
 TEL.0744-52-2016 
■交　通
近鉄壺阪山駅から壷阪寺行きバ
スで約10分、壷阪寺前下車すぐ
駐車場有（80台・有料 ）



阿
波
野
青
畝

１
８
９
９
年
〜
１
９
９
２
年
。

奈
良
県
生
ま
れ
。

昭
和
の
代
表
的
俳
人
。

土
佐
街
道
堅
固
な
屋
敷
塀
に
な
ま
こ
壁
も
美
し
い
、

近
世
城
下
町
の
風
情
が
漂
う
一
筋
の
道
。
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１
８
９
９
年
２
月
10
日
、
阿
波
野
青
畝
は
高た
か
い
ち市

郡
高た
か
と
り取
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
本
名
は
橋
本
敏
雄

で
、
11
歳
の
時
に
母
と
死
別
。
１
９
１
８
年
、
畝

傍
中
学
校（
現
・
畝
傍
高
校
）
を
卒
業
し
ま
す
が
、

幼
児
期
か
ら
の
難
聴
の
た
め
に
進
学
を
諦
め
、
八

木
銀
行（
現
・
南
都
銀
行
）
へ
就
職
し
ま
す
。
進
学

を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
絶
望
感
か
ら
、『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
読
書
に

ふ
け
る
日
々
を
送
り
、
そ
れ
が
の
ち
の
俳
句
創
作
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

虫
の
灯
に
読
み
昂
ぶ
り
ぬ
耳
し
ひ
児

　

生
家
の
庭
に
は
、
進
学
を
断
念
し
た
頃
の
辛
い
心
情
を
詠
ん
だ
句
碑
が
あ
り

ま
す
。

　

16
歳
の
頃
に
書
店
で「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
買
い
求
め
た
青
畝
は
、
畝
傍
中
学
の
頃

か
ら
郡
山
中
学
教
師
の
原
田
浜
人
に
俳
句
の
指
導
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
高た
か
は
ま
き
ょ

濱
虚

子し

と
は
浜
人
の
家
で
出
会
っ
て
い
ま
す
。
青
畝
は
虚
子
を
師
と
仰
ぎ
、
虚
子
も
ま

た
青
畝
の
耳
の
疾
患
が
、
俳
句
に
哀
歓
を
漂
わ
せ
て
い
る
と
評
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
若
く
し
て「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
課
題
句
選
者
と
な
り
、
水み
ず
は
ら
し
ゅ
う
お
う
し

原
秋
桜
子
、

山や
ま
ぐ
ち
せ
い
し

口
誓
子
、
高た

か
の
そ
じ
ゅ
う

野
素
十
と
並
ん
で
、
４
人
の
名
前
か
ら〝
４
Ｓ
〞
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
橿
原
市
か
ら
創
刊
さ
れ
た「
か
つ
ら
ぎ
」
を
主
宰
。
29
歳
の
時
に
葛
城
を
詠

ん
だ
句
の
句
碑
が
中
央
公
園
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
　

葛
城
の
山
や
ま
ふ
と
こ
ろ懐に
寝ね
し
ゃ
か
釈
迦
か
な

　

郷
土
葛
城
の
景
色
を
詠
ん
だ
、
青
畝
ら
し
い
高
い
抒じ
ょ
じ
ょ
う情
性
が
表
現
さ
れ
た
句

で
す
。

　

奈
良
の
地
に「
土
佐
」
と
は
不
思
議
で
す
。
か

つ
て
奈
良
で
都
づ
く
り
が
盛
ん
な
頃
、
土
佐
か

ら
来
て
労
役
に
あ
た
っ
た
人
々
が
故
郷
を
懐
か

し
ん
で
名
付
け
た
と
い
い
ま
す
。

　

町
の
中
央
を
通
る
の
が
土
佐
街
道
で
す
。
高

取
城
は
山
城
で
不
便
な
こ
と
も
多
か
っ
た
た
め
、

江
戸
時
代
、
藩
主
も
家
臣
も
こ
の
土
佐
街
道
沿

い
に
居
を
構
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
街
道
に
は

武
家
屋
敷
や
町
家
な
ど
、
往
時
を
偲
ぶ
建
物
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
旧
高
取
藩
主
・

植
村
家
長
屋
門
は
、
重
厚
感
あ
る
な
ま
こ
壁
が

特
徴
的
で
す
。

　

シ
ッ
ク
な
石
畳
で
整
備
さ
れ
た
道
に
は
、
薬

の
町
に
ふ
さ
わ
し
く
薬
草
柄
の
タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
取
町
並
み
保

存
の
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
中
心
に
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
、
街
道
は
い
ま
も

人
び
と
の
活
気
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

東
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

T
O
SA
K
A
ID
O
U

■所在地
〒635-0152 
高市郡高取町上土佐20-2
TEL. 0744-52-1150
（高取町観光協会 夢創舘）
■交　通
夢創舘へは、近鉄壺阪山駅から
徒歩 200ｍ
駐車場有（10台・無料）
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犬
養
孝
は
、
中
学
卒
業
ま
で
を
東
京
で
暮
ら

し
ま
し
た
。『
万
葉
集
』
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、

熊
本
の
旧
制
第
五
高
等
学
校
に
通
っ
て
い
た
時
で

す
。
美
し
い
言
葉
、
躍
動
的
な
リ
ズ
ム
、
表
現
力

豊
か
な
心
情
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
た
犬
養
は
、
の
ち

に
『
万
葉
集
』
の
代
表
的
研
究
者
と
な
る
の
で
す
。 

　

１
９
３
２
年
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
後
、
神
奈
川
県
立
の
中
学
校
教
諭
を

経
て
台
湾
で
台
北
高
等
学
校
の
教
授
と
な
り
ま
す
。
終
戦
後
は
、
内
地
に
戻
り

関
西
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
大
阪
大
学
で
教
え
る
傍
ら
、『
万
葉
集
』
の
研
究
を

続
け
た
の
で
す
。
犬
養
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
独
特
で
、
歌
が
詠
ま
れ
た
地
を
実

際
に
訪
れ
る
も
の
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た「
大
阪
大
学
萬
葉
旅
行
之
会
」

は
、
参
加
を
希
望
す
る
学
生
が
多
く
、
約
50
年
間
、
犬
養
が
亡
く
な
っ
た
後
も

続
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

犬
養
は
、
多
く
の
論
文
や
著
書
を
残
し
て
い
ま
す
。
学
問
と
し
て
の
研
究
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
彼
の
研
究
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
一
般
の
人
々
に
も
万
葉
集

の
す
ば
ら
し
さ
を
広
め
よ
う
と
努
力
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
特
に
「
犬
養
節
」
は

よ
く
知
ら
れ
、
独
自
の
節
回
し
で
万
葉
集
を
一
首
ず
つ
朗
ろ
う
し
ょ
う誦し
て
そ
の
魅
力
を

広
め
ま
し
た
。
彼
の
影
響
は
大
き
く
、『
天
上
の
虹
』
を
描
い
た
漫
画
家
里
中

満
智
子
も
、
そ
の
研
究
に
魅
了
さ
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
一
人
で
す
。

　
『
万
葉
集
』
を
愛
し
た
犬
養
は
、
明
日
香
村
の
名
誉
村
民
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
犬
養
万
葉
記
念
館
に
は
、
犬
養
揮き
ご
う毫
の
万
葉
歌
墨
書
や
直
筆
原
稿
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
養
万
葉
記
念
館
は
、
日
本
人
の
心
の
故
郷

と
称
さ
れ
る
明
日
香
村
の
景
観
保
護
に
尽
力
し

た
犬
養
孝
を
記
念
し
て
、
平
成
12
年
に
旧
南
都

銀
行
明
日
香
支
店
を
改
装
し
て
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
っ
く
ろ
な
外
壁
の
建
物
は
落
ち
着
き
あ
る

蔵
造
り
。
入
口
す
ぐ
の
小
さ
な
ホ
ー
ル
で
は
ビ

デ
オ
が
上
映
さ
れ
、
独
特
の
節
回
し
の「
犬
養

節
」
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
、
館

内
に
は『
万
葉
集
』に
詠
わ
れ
た
全
国
各
地
の
風

景
写
真
や
、
犬
養
孝
愛
用
の
品
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
犬
養
の『
万
葉
集
』に
関
す
る
蔵

書
８
０
０
０
冊
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

彼
は『
万
葉
集
』を
こ
よ
な
く
愛
し
、
明
日
香

村
の
風
景
を
愛
し
て
い
ま
し
た
。
記
念
館
は
自
然
や
人
の
心
を
叙
情
豊
か
に
歌
い

上
げ
た
万
葉
歌
の
素
晴
ら
し
さ
を
多
く
の
人
々
に
教
え
て
く
れ
る
場
所
と
し
て
、

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

IN
U
K
A
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N
Y
O
K
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K
A
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犬
養
孝

１
９
０
７
年
〜
１
９
９
８
年
。

東
京
都
生
ま
れ
。
万
葉
集
の
研
究
第
一
人
者
。

大
阪
大
学
名
誉
教
授
。「
万
葉
風
土
学
」
を
確
立
。

犬
養
万
葉
記
念
館
万
葉
歌
を
愛
し
、
明
日
香
の
風
景
を
愛
し
た

犬
養
孝
の
〝
声
〞
と
足
跡
を
展
示
。■所在地

〒634-0111高市郡明日香村岡1150
TEL.0744-54-9300
■交　通
近鉄橿原神宮前駅東口または、
飛鳥駅から飛鳥周遊バスで岡寺
前下車、徒歩すぐ
駐車場有（10台・無料）


