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中
国
の
唐
・
揚
州
に
生
ま
れ
た
鑑
真
和
上
は
、

14
歳
で
出
家
し
た
後
、
洛ら

く
よ
う陽
・
長
安
で
修
業
を

積
み
、
７
１
３
年
に
故
郷
に
戻
っ
て
江
南
第
一
の

名
僧
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
日
本
か
ら
は

朝
廷
の
命
を
受
け
た
２
人
の
僧
、
栄よ
う
え
い叡
と
普ふ
し
ょ
う照

が
、
伝で
ん
か
い戒
の
師
を
求
め
て
唐
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

７
４
２
年
、
２
人
は
和
上
の
元
を
訪
れ
て
、
日
本
に
渡
り
戒か
い
り
つ律
を
伝
え
て
く
れ

る
人
物
を
探
し
ま
し
た
が
誰
も
名
乗
り
を
上
げ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
不ふ
し
ゃ
く
し
ん
み
ょ
う

惜
身
命

の
思
い
に
燃
え
た
和
上
自
ら
が
弟
子
を
率
い
て
渡
航
を
決
意
し
た
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
当
時
の
日
本
へ
の
船
旅
は
命
が
け
で
す
。
和
上
を
思
う
弟
子
の
中

に
は
出
国
を
妨
害
す
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
嵐
な
ど
に
よ
る
遭
難
は
５
回
を
重

ね
、
日
本
に
到
着
す
る
ま
で
に
な
ん
と
12
年
も
の
歳
月
を
要
し
ま
し
た
。
し
か

も
、
そ
の
間
に
和
上
は
何
人
も
の
弟
子
た
ち
を
亡
く
し
、
自
身
も
失
明
す
る
と

い
う
大
き
な
代
償
を
払
っ
た
の
で
し
た
。

　

７
５
３
年
、
６
回
目
に
よ
う
や
く
日
本
に
到
着
し
た
和
上
を
聖
武
上
皇
は
喜

ん
で
迎
え
、
授
戒
伝
律
の
権
限
を
委
任
し
、
さ
っ
そ
く
東
大
寺
大
仏
の
前
で
和

上
か
ら
受
戒
さ
れ
ま
し
た
。
和
上
は
東
大
寺
で
５
年
を
過
ご
し
た
後
、
新に
い
た
べ

田
部

親し
ん
の
う王
の
旧
居
を
寺
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
唐
招
提
寺
で
す
。

　

唐
招
提
寺
の
御み
え
い
ど
う

影
堂
に
は
、
国
宝
鑑
真
和
上
坐
像
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
姿

は
、
強
い
意
志
と
私
た
ち
を
見
守
る
や
さ
し
さ
に
満
ち
て
い
ま
す
。
苦
難
の
中

で
も
不
屈
の
精
神
を
持
ち
続
け
た
和
上
の
生
き
方
は
、
今
も
大
き
な
感
動
を
伝

え
て
い
ま
す
。

　

唐
招
提
寺
の
金
堂
や
講
堂
、
経
蔵
、
宝
蔵
は

奈
良
時
代
の
様
式
を
伝
え
、
多
く
の
寺
と
異
な

り
一
度
も
兵
火
に
遭
わ
ず
、
今
も
天
平
の
昔
を

彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。

　

平
成
の
大
修
理
を
終
え
た
金
堂
に
は
、
本

尊
の
盧る
し
ゃ
な
ぶ
つ

舎
那
仏
坐
像
を
中
心
に
千
手
観
音
立

像
、
薬
師
如
来
立
像
と
、
守
護
神
の
梵ぼ
ん
て
ん天
・

帝た
い
し
ゃ
く
て
ん

釈
天
・
四
天
王
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
御
影
堂
の
襖
ふ
す
ま

絵
は
、
東ひ
が
し
や
ま
か
い
い

山
魁
夷
が
奉
納
し

た
も
の
で
、
厨
子
に
祀
ら
れ
た
鑑
真
和
上
坐
像

と
と
も
に
、
６
月
６
日
の
開
山
忌
と
前
後
日
を

合
わ
せ
た
３
日
間
に
限
り
開
扉
さ
れ
ま
す
。

　

旧
開
山
堂
の
前
に
建
つ
の
は
、
鑑
真
を
偲
ん

だ
松ま
つ
お
ば
し
ょ
う

尾
芭
蕉
の「
若
葉
し
て
御お
ん
め目
の
雫
し
ず
く

拭ぬ
ぐ
は
ば
や
」
の
句
碑
。
開か
い
ざ
ん
び
ょ
う

山
廟
前
に
は
、
和

上
の
故
郷・
揚
州
か
ら
贈
ら
れ
た
瓊け
い
か花
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

境
内
西
側
に
は
和
上
が
戒
め
を
授
け
た「
戒
壇
」が
、お
ご
そ
か
に
佇
ん
で
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

T
O
U
SH
O
D
A
IJI

鑑
真

６
８
８
年
〜
７
６
３
年
。

唐
・
揚よ
う
し
ゅ
う州
生
ま
れ
。

中
国
・
唐
の
僧
侶
。
唐
招
提
寺
を
建
立
。

唐
招
提
寺
よ
み
が
え
っ
た
天
平
の
甍
い
ら
か
、
唐
大
和
上
・
鑑
真
の
遺

志
を
い
ま
に
受
け
継
ぐ
戒
律
の
寺
。

■所在地
〒630-8032 奈良市五条町13-46 
TEL.0742-33-7900 
■交　通
近鉄西ノ京駅から徒歩700m
駐車場有（150台・有料） 
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村
田
珠
光

１
４
２
３
年
〜
１
５
０
２
年
。

奈
良
生
ま
れ
。

室
町
中
期
の
茶
人
。
侘わ

び
茶
の
開
祖
。
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奈
良
で
生
ま
れ
た
村
田
珠
光
は
、
11
歳
の
と
き

に
得と
く
ど度
し
、
称
名
寺
に
入
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

寺
を
出
て
俗
世
に
還
り
、
現
在
の
京
都
市
下
京
区

に
あ
た
る
六
条
左さ
め
う
し
女
牛
に
住
ま
い
を
移
し
て
茶
人

に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
に
千
利
休

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
侘
び
茶
の
開
祖
と
し
て

知
ら
れ
る
人
物
で
す
。

　

室
町
時
代
に
流
行
っ
た
上
流
社
会
の
作
法
で
あ
る
茶
の
湯
に
対
し
て
、
侘
び

茶
は
禅
の
精
神
を
追
求
す
る
、
精
神
世
界
の
深
み
漂
う
作
法
で
す
。〝
一い
っ
き
ゅ
う休
さ
ん
〞

で
お
な
じ
み
の
一
休
宗
純
と
親
交
が
あ
り
、
一
休
和お
し
ょ
う尚
か
ら「
園え
ん
ご
こ
く
ご
ん

悟
克
勤
」
の
墨

蹟
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
珠
光
と
珠
光
の
茶
の
湯
に
禅
的
な
背
景
が
見
ら
れ
る

の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
第
一
の
弟
子
古ふ
る
い
ち
ち
ょ
う
い
ん

市
澄
胤
に
与
え
た「
心
の
文
」
に
は
、「
和
漢
の
境
を

紛
ら
か
す
こ
と
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
唐

物
中
心
だ
っ
た
茶
の
湯
の
道
具
に
、
国
産
の
和
物
を
ど
う
調
和
さ
せ
て
美
を
創

る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
月
も
雲
間
の
な
き
は
嫌
に
て

候そ
う
ろ
う」
と
い
う
文
章
か
ら
は
、
満
月
よ
り
も
雲
間
に
見
え
隠
れ
す
る
月
に
美
し
さ

を
見
い
出
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
確
立
さ
れ
た
珠
光
独
自
の
美
の
世
界

が
、
侘
び
茶
の
世
界
観
を
創
り
だ
し
て
い
る
の
で
す
。

　

称
名
寺
は
２
度
の
火
事
で
全
焼
し
、
現
存
す
る
建
物
は
１
８
０
２
年
に
復
興

さ
れ
た
も
の
で
す
。
落
ち
着
い
た
佇
ま
い
の
茶
室
は
、
珠
光
の
侘
び
の
精
神
世

界
を
表
し
、
現
代
に
そ
の
質
素
な
が
ら
も
美
し
い
姿
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

称
名
寺
は
興
福
寺
の
学
僧
で
あ
っ
た
専せ
ん
え
い英
、

琳り
ん
え
い英
が
常
行
念
仏
の
道
場
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に

創
始
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
興
福
寺
の
北

に
位
置
し
、
興
北
寺
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、

室
町
時
代
に
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
尊
阿
弥
陀
如
来
立
像（
秘
仏
）
は
、
平
安
後

期
の
定
じ
ょ
う
ち
ょ
う朝
様
式
を
伝
え
た
親
し
み
や
す
い
姿
。
ま

た
地
蔵
菩
薩
立
像（
奈
良
国
立
博
物
館
寄
託
）
は

平
安
時
代
作
と
伝
わ
る
桧
ひ
の
き

材
一い
ち
ぼ
く木
造
り
で
す
。
境

内
の
千
体
地
蔵
群
は
、
戦
国
武
将・
松
永
久
秀
が

多た
も
ん
じ
ょ
う

聞
城
を
築
城
す
る
際
に
使
わ
れ
た
石
仏
群
で
、

そ
の
数
お
よ
そ
１
９
０
０
体
。
廃
城
の
際
に
散
逸

し
た
石
仏
を
観か
ん
あ
し
ょ
う
に
ん

阿
上
人
が
集
め
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
「
独ど
く
ろ
あ
ん
盧
庵
」
は
、
広
さ
を
変
え
ら
れ
る
趣
向
を
凝
ら
し
た
茶
室
と
な
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
５
月
15
日
の
珠
光
の
命
日
に
は
珠
光
忌
法
要
が
営
ま
れ
、
本
堂
や
本
尊
、「
独

盧
庵
」
が
特
別
に
公
開
さ
れ
ま
す
。

SY
O
U
M
Y
O
U
JI

称
名
寺

わ
び
茶
の
祖
・
珠
光
を
偲
ぶ
、
奈
良
市
街
の

静
か
な
住
宅
地
に
あ
る
隠
れ
寺
。

■所在地
〒630-8254 奈良市菖蒲池町7 
TEL.0742-23-4438 
■交　通
近鉄奈良駅から徒歩400m、
JR奈良駅から徒歩800m
駐車場有（5台・無料）
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柳
生
宗
厳
は
幼
い
頃
か
ら
武
技
に
才
能
を
発
揮
し
、

は
じ
め
は
神し
ん
と
う道
流
を
修
め
ま
し
た
。　
　

　

１
５
６
３
年
に
奈
良
宝
蔵
院
で
関
東
一
と
い
わ
れ

る
新
陰
流
の
創
始
者
上か
み
い
ず
み
い
せ
の
か
み
の
ぶ
つ
な

泉
伊
勢
守
信
綱
と
会
い
、
そ

の
技
に
感
銘
を
受
け
て
入
門
。
た
ち
ま
ち
腕
を
磨
い

て
２
年
後
に
は
新
陰
流
の
印
可
状
を
授
か
り
、
柳
生

新
陰
流
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
当
時
、多
く
の
諸
大
名
が
宗
厳
の
門
弟
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
松
永
久
秀
軍
に
参
加
し
た
際
に
宗
厳
は
負
傷
し
、
さ
ら
に
は
長
男
が

辰
市
の
闘
い
で
重
傷
を
負
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
１
５
７
７
年
に
信
長
に
攻
め
ら
れ

た
久
秀
が
信し
ぎ
さ
ん
貴
山
城
で
自
刃
し
て
果
て
る
と
、
そ
の
後
は
、
石せ
き
し
ゅ
う
さ
い

舟
斎
宗
厳
と
号
し

て
柳
生
谷
に
隠
退
し
、
新
陰
流
の
道
に
精
進
し
ま
し
た
。

　

１
５
９
４
年
に
は
五
男
柳
生
宗む
ね
の
り矩
を
率
い
て
、
京
都
で
徳
川
家
康
に
新
陰
流
兵

法
を
披
露
し
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
関
ヶ
原
の
戦
で
は
家
康

軍
に
つ
き
、旧
柳
生
領
に
５
０
０
石
を
賜
り
ま
し
た
。
一
族
に
は
柳
生
十
兵
衛
な
ど
、

歴
史
に
名
を
残
す
剣
豪
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

　

柳
生
新
陰
流
で
は
、
古
く
か
ら
剣
術
で
は
な
く
兵
法
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
単
な
る
斬
り
合
い
の
技
術
で
は
な
く
天
下
を
治
め
る
た
め
の
術
を
目

指
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
宗
厳
は「
無
刀
の
工
夫
」
で
あ
る
技
法
と「
心
の
道
の
付

け
事
」
の
心
法
、
こ
の
両
面
の
確
立
を
生
涯
か
け
て
目
指
し
ま
し
た
。

　

奈
良
市
の
芳
徳
禅
寺
は
、
亡
き
父
石
舟
斎
宗
厳
の
供
養
の
た
め
に
、
柳
生
宗
矩

が
創
建
し
ま
し
た
。
寺
か
ら
は
、
修
業
の
地
で
あ
る
自
然
豊
か
な
柳
生
の
里
が
一

望
で
き
ま
す
。

　

芳
徳
禅
寺
は
、
柳
生
宗
矩
と
親
交
の
あ
っ
た

沢た
く
あ
ん庵
禅
師
に
よ
っ
て
開
山
。
以
来
、
柳
生
家

代
々
の
菩
提
寺
と
な
り
ま
し
た
。
本
堂
裏
手
の

歴
代
墓
所
に
は
80
基
あ
ま
り
の
石
塔
が
並
ん
で

い
ま
す
。

　

１
７
１
１
年
の
大
火
で
堂
宇
は
全
焼
、
廃
藩

後
は
荒
廃
し
一
時
は
無
住
と
も
な
り
ま
し
た
が
、

１
９
１
１
年
に
一
族
の
末
裔
柳
生
基も
と
お夫
（
元
台

湾
銀
行
頭
取
）
が
多
額
の
資
金
提
供
に
よ
り
復

興
、
昭
和
に
入
っ
て
橋
本
定じ
ょ
う
ほ
う芳
が
寺
域
、
建
物

を
整
備
し
ま
し
た
。
寺
の
下
に
は
、
柳
生
十
兵

衛
が
一
万
人
の
弟
子
を
鍛
え
た
と
い
う
正
木
坂

道
場
を
受
け
継
ぐ
剣
道
場
が
あ
り
、
座
禅
と
剣

道
を
一
体
化
さ
せ
た
指
導
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

芳
徳
禅
寺
の
東
の
天あ
ま
の
い
わ
だ
て

乃
石
立
神
社
に
は
、
剣
の
修
行
に
励
む
宗
厳
が
天
狗
と

見
紛
っ
て
伐
っ
た
と
い
う
一
刀
石
が
〝
刀
傷
〞
も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

H
O
U
T
O
K
U
ZEN

JI

柳
生
宗
厳

１
５
２
９
年
〜
１
６
０
６
年
。

大
和
国
添
上
郡
（
現
・
奈
良
市
）
生
ま
れ
。

戦
国
末
期
の
兵
法
家
。
柳
生
新し
ん
か
げ陰
流
の
祖
。

芳
徳
禅
寺
名
だ
た
る
剣
豪
を
輩
出
し
た
柳
生
一
族
、
そ
の
歴
史

と
伝
説
を
い
ま
に
語
る
菩
提
寺
。

■所在地
〒630-1231  奈良市柳生下町445
TEL.0742-94-0204
■交　通
JR・近鉄奈良駅から柳生・邑地中
村行きバスで約50分、柳生下車、
徒歩500m
駐車場有（40台・有料）
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11 奈良ゆかりの人々

　

平
城
京
が
置
か
れ
て
１
３
０
０
年
。
し
か
し
、

そ
の
都
の
跡
が
近
鉄
大
和
西
大
寺
駅
東
方
に
広
が

る
土
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
こ
こ
１
０
０
年
余
り
の
こ
と
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
田
畑
の
傍
ら
に
大だ
い
ご
く
で
ん

極
殿
の
土
壇
が
残
る

広
大
な
土
地
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
平

城
宮
跡
と
し
て
保
存
し
よ
う
と
運
動
を
起
こ
し
た
の
が
、
奈
良
町
の
東ひ
が
し
さ
さ
ほ
こ
ち
ょ
う

笹
鉾
町

で
植
木
業
を
営
む
棚
田
嘉
十
郎
で
し
た
。

　

奈
良
公
園
に
出
入
り
し
て
い
た
棚
田
は
、
古
社
寺
修
理
技
師
で
あ
る
関せ
き
の
た
だ
し

野
貞

の
研
究
に
影
響
を
受
け
、
平
城
宮
跡
に
強
い
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、

知
人
の
溝
辺
文
四
郎
と
と
も
に
、
私
財
を
投
じ
て
奈
良
県
民
に
平
城
宮
跡
の
保

存
を
呼
び
掛
け
た
の
で
す
。
１
９
０
６
年
に
は
政
府
へ
陳
情
、
寄
付
を
募
っ
て

宮
跡
の
買
収
を
進
め
ま
す
。
そ
し
て
１
９
１
０
年
、
平
城
遷せ
ん
と都
１
２
０
０
年
祭

が
開
催
さ
れ
、
そ
の
２
年
後
に
は
平
城
宮
跡
の
方
向
を
示
す
石
標
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。

　

一
方
、
平
城
宮
跡
地
を
買
い
取
っ
て
い
た
棚
田
の
生
活
は
大
変
厳
し
い
も
の

で
し
た
。
体
調
を
崩
し
て
失
明
し
た
上
に
、
同
志
溝
辺
に
先
立
た
れ
、
絶
望
し

た
彼
は
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
の
活
動
は
実
を
結
び
、

平
城
宮
跡
は
そ
の
翌
年
に
史
蹟
に
指
定
。
さ
ら
に
１
９
９
８
年
に
は
平
城
宮
跡

を
含
む「
古
都
奈
良
の
文
化
財
」
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

復
原
さ
れ
た
朱す
ざ
く
も
ん

雀
門
の
前
に
建
つ
棚
田
の
像
は
、
遷
都
１
３
０
０
年
祭
に
沸
く

平
城
宮
跡
を
見
て
き
っ
と
喜
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
。

　

近
鉄
奈
良
線
の
大
和
西
大
寺
か
ら
新
大
宮
の

駅
の
間
に
広
大
な
平
城
宮
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
広
さ
約
１
３
０
ha
。
甲
子
園
球
場
の
約
30
倍

に
も
及
び
ま
す
。
こ
の
広
い
野
原
の
地
下
に
は
、

か
つ
て
の
平
城
宮
が
眠
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

７
１
０
年
、
唐
の
律り
つ
り
ょ
う令
制
度
に
倣
っ
て
造
ら

れ
た
約
１
km
四
方
の
平
城
宮
。
北
部
に
あ
る
の

は
、
天
皇
の
住
ま
い
で
あ
る
内
裏
や
、
儀
式
・

政
務
を
行
う
大
極
殿
・
朝
ち
ょ
う
ど
う
い
ん

堂
院
。
周
囲
を
大
垣

で
巡
ら
さ
れ
た
築
堀
に
は
12
の
門
が
あ
り
、
正

面
の
朱
雀
大
路
に
開
く
門
は
朱
雀
門
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。

　

東
院
の
南
に
は
皇
太
子
の
住
ま
い
が
見
ら
れ
、

池
を
中
心
と
し
た
庭
園
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
元げ
ん
め
い明
天
皇
か
ら
桓か
ん
む武
天
皇
ま

で
の
74
年
間
、
日
本
の
首
都
と
し
て
栄
え
た
平
城
京
も
、
９
世
紀
以
降
は
田
畑

と
な
り
、そ
の
姿
は
土
の
中
に
遺
構
と
し
て
残
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

棚
田
嘉
十
郎

１
８
６
０
年
〜
１
９
２
１
年
。

奈
良
市
須
川
町
生
ま
れ
。

平
城
宮
跡
の
保
存
・
復
元
を
実
現
。

平
城
宮
跡
遠
く
若
草
山
を
望
み
、
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
想

い
を
馳
せ
る
広
い
空
と
広
い
土
地
。

■所在地
〒630-8003  奈良市佐紀町
TEL.0742-22-3900
（奈良市観光センター） 
■交　通
近鉄大和西大寺駅から徒歩700ｍ
駐車場有（3カ所200台・無料 ）
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K
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行
基
は
今
の
大
阪
府
、
和
泉
で
生
ま
れ
ま

し
た
。
父
は
、
百
済
か
ら
渡
来
し
た
和わ

に邇
の

子
孫
に
あ
た
る
高こ
し
さ
い
ち

志
才
智
で
す
。
15
歳
で
出

家
し
、
道ど
う
し
ょ
う昭
な
ど
に
法
相
宗
を
学
び
、
民
間

へ
の
布
教
に
努
め
ま
し
た
。
各
地
を
ま
わ
っ

て
説
教
を
行
う
際
に
、
人
々
の
た
め
に
橋
を

架
け
た
り
、
池
を
掘
っ
た
り
、
道
を
つ
く
る
な
ど
の
土
木
工
事
を
行
っ
て
社
会

事
業
に
奉
仕
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
関
西
に
は
行
基
の
手
に
よ
る
橋
や

た
め
池
、
堤
な
ど
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
基
を
慕
う
民
衆
千
人
も
が
、

彼
の
後
を
つ
い
て
歩
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
ほ
ど
人
々
の
心
を
強
く
と

ら
え
た
行
基
は
、
民
を
惑
わ
す
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
た
不
遇
の
時
期
も
あ
り
ま

し
た
が
、
や
が
て
行
基
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
行
基
の
絶
大
な
民
衆
へ
の
影
響
力
を
知
っ
た
聖し
ょ
う
む武
天
皇
は
、
東
大

寺
造
営
に
際
し
て
彼
を
勧か
ん
じ
ん進
に
起
用
し
ま
し
た
。
弟
子
と
協
力
し
て
各
地
を
説

法
し
て
回
り
、
人
々
か
ら
寄
付
を
受
け
て
勧
進
活
動
に
努
め
た
行
基
は
、
功
績

が
認
め
ら
れ
て
７
４
５
年
に
大
僧
正
に
任
命
さ
れ
ま
す
。
大
僧
正
は
、
仏
教
界

の
最
高
位
に
あ
た
り
ま
す
。行
基
が
初
め
て
そ
の
位
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

聖
武
天
皇
の
尊
信
の
深
さ
が
伺
え
ま
す
。

　

大
仏
造
営
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
行
基
で
す
が
、
そ
の
完
成
の
３
年
前
に
菅

原
寺
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
行
基
は
、
本
願
の
聖
武
天
皇
、
開
山
の

良ろ
う
べ
ん弁
、
開か
い
げ
ん眼
の
導
師
の
菩ぼ
だ
い
せ
ん
な

提
僊
那
と
並
び
、
東
大
寺
創
建
に
力
を
尽
く
し
た〝
四

聖
〞
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
と
い
え
ば
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
大
仏

様
、
そ
し
て
東
大
寺
。
日
本
人
の
誰
も
が
知
る
こ

の
寺
は
、
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ
り
建
立
さ
れ
た

官
大
寺
で
す
。
創
建
当
初
、
今
よ
り
ひ
と
回
り
大

き
な
大
仏
殿
が
建
ち
、
七
重
塔
が
そ
び
え
立
っ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
元
々
、
本
尊
毘び
る
し
ゃ
な
ぶ
つ

盧
遮
那
仏

（
大
仏
）
の
造
立
は
紫し
が
ら
き
の
み
や

香
楽
宮
で
始
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
平
城
還か
ん
と都
に
と
も
な
い
奈
良
の
現
在
の
地

で
再
開
さ
れ
、
７
５
２
年
に
開
眼
供
養
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

平
安
末
に
は
平
家
の
南
都
焼
討
、
戦
国
時
代
に

は
三
好
・
松
永
の
乱
の
兵
火
に
罹か
か

り
ま
し
た
。
し

か
し
鎌
倉
期
の
重ち
ょ
う
げ
ん源
上し
ょ
う
に
ん人
や
江
戸
期
の
公こ
う
け
い慶
上
人

な
ど
の
活
躍
に
よ
り
再
興
を
果
た
し
、
今
日
の
姿
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
現
在
の
南

大
門
や
大
仏
殿
は
こ
の
と
き
の
復
興
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
す
。
法
華
堂
を
は

じ
め
境
内
諸
堂
に
は
素
晴
ら
し
い
数
々
の
仏
像
が
祀
ら
れ
人
々
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

T
O
U
D
A
IJI

行
基

６
６
８
年
〜
７
４
９
年
。

和
泉
国
（
現
・
大
阪
府
）
生
ま
れ
。
奈
良
時
代
の
僧
。

社
会
事
業
に
尽
力
し
た
法ほ
っ
そ
う相
宗
の
祖
。

東
大
寺

聖
武
天
皇
が
創
建
、
数
々
の
困
難
を
乗
り
越
え
て

い
ま
に
残
る
壮
大
な
伽
藍
。

■所在地
〒630-8587  奈良市雑司町
406-1 TEL.0742-22-5511 
■交　通
JR・近鉄奈良駅から市内循環バ
スで約5分、大仏殿春日大社前
下車、徒歩すぐ
駐車場無（近隣県営駐車場250
台・有料）

堺市博物館蔵

12



13 奈良ゆかりの人々

K
O
BO
RI  EN

SY
U

　

近
江
生
ま
れ
の
遠
州
は
、
大
和
郡
山
城
主

と
な
っ
た
豊
臣
秀
長
に
仕
え
る
父
に
伴
い
、

７
歳
の
時
に
大
和
郡
山
に
移
り
住
み
ま
す
。

当
時
の
大
和
郡
山
は
秀
長
に
よ
っ
て
商
人
た

ち
が
城
下
町
に
集
め
ら
れ
て
賑
わ
い
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
10
歳
の
遠

州
は
郡
山
城
内
で
千
利
休
が
秀
長
に
点て
ま
え前
の
指
導
を
し
て
い
る
姿
を
見
る
機

会
が
あ
り
、
そ
れ
が
茶
の
道
に
入
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
千
利
休
の
弟
子

の
古ふ
る
た
お
り
べ

田
織
部
に
つ
い
て
本
格
的
に
茶
道
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

遠
州
流
の
茶
道
は
、〝
綺き
れ
い麗
さ
び
〞
と
呼
ば
れ
ま
す
。
千
利
休
の
〝
侘わ

び
・

さ
び
〞
の
精
神
世
界
に
対
し
て
、
美
し
さ
や
明
る
さ
、
豊
か
さ
を
表
現
し
た

客
観
性
の
美
、
調
和
の
美
の
世
界
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
茶
の
湯

の
心
と
し
て
、
思
い
や
り
の
心
を
重
視
し
た
作
法
で
、
時
代
と
共
に
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
28
歳
の
と
き
に
作
事
奉
行
に
命
じ
ら
れ
て
か
ら
は
、
桂
離
宮
、
二

条
城
、
江
戸
城
、
南
禅
寺
金こ
ん
ち
い
ん

地
院
な
ど
、
築
城
、
建
築
、
作
庭
の
分
野
に
お

い
て
も
美
的
セ
ン
ス
を
生
か
し
て
多
く
の
作
品
を
残
し
ま
す
。
遠
州
が
創
っ

た
そ
の
ど
れ
も
が
、
古
び
れ
る
こ
と
な
く
、
洗
練
さ
れ
た
美
意
識
を
現
代
に

伝
え
て
い
ま
す
。
奈
良
市
の
尼
寺
の
一
つ
興こ
ん
ぶ
い
ん

福
院
も
遠
州
が
作
事
を
手
掛
け

た
、
佇
ま
い
の
美
し
い
寺
で
す
。

　

遠
州
は
多
分
野
で
才
能
を
発
揮
し
、
日
本
を
代
表
す
る
総
合
芸
術
家
と
し

て
語
ら
れ
、
日
本
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
で
最
も
美
し
い
尼
寺
の
一
つ
と
言
わ
れ
、

和わ
け
の
き
よ
ま
ろ

気
清
麻
呂
が
創
建
し
た
と
も
、
藤
原
百も
も
か
わ川
創

建
の
興
福
尼
院
が
前
身
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

創
建
当
時
は
現
近
鉄
尼
ヶ
辻
駅
付
近
に
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
尼
寺
に
な
っ
た
の
は
、

戦
国
時
代
後
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
中
世
以

降
衰
退
し
て
い
ま
し
た
が
、
小
堀
遠
州
の
援
助

を
受
け
、
興
福
院
と
名
を
改
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
江
戸
初
期
に
佐
保
山
の
南
、

法ほ
う
れ
ん
ち
ょ
う

蓮
町
の
地
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
、

書
院
、
山
門
も
遠
州
が
手
が
け
た
も
の
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
庭
園
は
遠
州
の
弟

子
が
手
が
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

遠
州
の
美
意
識
は
確
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

小
堀
遠
州
を
流
祖
と
す
る
、
武
家
茶
道「
遠
州
流
茶
道
」
宗
家
は
、
現
在
も
興

福
院
で
稽
古
を
行
っ
て
い
ま
す
。

K
O
N
BU
IN

小
堀
遠
州

１
５
７
９
年
〜
１
６
４
７
年
。

近
江
坂
田
郡
小
堀
村（
現
・
滋
賀
県
長
浜
市
）生
ま
れ
。

江
戸
初
期
の
大
名
茶
人
。

興
福
院

佐
保
山
の
山
懐
に
い
だ
か
れ
た

四
季
の
移
ろ
い
も
美
し
い
尼
寺
。■所在地

〒630-8113 奈良市法蓮町881
TEL.0742-22-2890
■交　通
JR・近鉄奈良駅から航空自衛隊・
西大寺駅行きバスで約9分、佐保
小学校前下車、徒歩300ｍ
駐車場有（8台・無料）
拝観は要予約

小堀遠州顕彰会蔵
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会
津
八
一
は
歌
人
、
書
家
、
美
術
史
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
が
独
学
で
マ
ス

タ
ー
し
た
と
い
わ
れ
る
美
術
史
学
の
研
究

は
、
確
か
な
審
美
眼
と
鑑
識
眼
に
裏
付
け
ら

れ
た
も
の
で
す
。
学
生
時
代
に
奈
良
美
術
と

出
会
い
、
新
潟
県
で
の
英
語
教
師
時
代
の

１
９
０
８
年
に
初
め
て
奈
良
を
訪
問
。
そ
の
旅
で
短
歌
20
首
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
後
上
京
、
早
稲
田
中
学
の
英
語
教
師
を
経
て
、
美
術
史
学
の
研
究
が
認
め

ら
れ
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
講
師
と
な
り
ま
す
。

　

奈
良
の
魅
力
と
本
質
に
触
れ
た
会
津
は
、
上
京
し
て
か
ら
頻
繁
に
奈
良
を
訪

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
際
の
定
じ
ょ
う
や
ど宿は
、
か
つ
て
奈
良
国
立
博

物
館
に
面
し
て
建
っ
て
い
た
旅
館「
日
吉
館
」。
会
津
を
は
じ
め
、
志し
が
な
お
や

賀
直
哉
や

和わ
つ
じ
て
つ
ろ
う

辻
哲
郎
ら
文
化
人
の
交
流
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
旅
館
で
す
。
現
在
は
取
り

壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
旅
館
の
看
板
は
会
津
揮き
ご
う毫
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

奈
良
美
術
の
研
究
の
傍
ら
、
盛
ん
に
短
歌
で
奈
良
の
風
景
や
仏
像
の
美
し
さ

を
表
現
し
た
会
津
。
現
在
、
奈
良
県
内
に
は
自
筆
歌
碑
が
15
基
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
生
家
の
あ
る
新
潟
県
内
の
歌
碑
は
13
基
と
い
い
ま
す
か
ら
、
奈
良
へ
の

深
い
思
い
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
く
か
ら
筆
や
墨
を
伝
統
的
に
つ

く
っ
て
き
た
奈
良
は
、
書
家
で
も
あ
る
会
津
に
と
っ
て
非
常
に
居
心
地
の
よ
い

場
所
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
の
作
品
を
通
し
て
奈
良
の
す
ば
ら

し
さ
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

　

秋
篠
寺
は
奈
良
時
代
後
期
、
光こ
う
に
ん仁
天
皇
の
勅
願

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ

に
は
美
し
い
姿
の
伎ぎ
げ
い
て
ん
芸
天
像
が
あ
り
ま
す
。
頭
部

は
天
平
時
代
そ
の
ま
ま
の
乾か
ん
し
つ漆
造
で
、
体
は
木
彫

り
と
い
う
極
め
て
異
例
の
も
の
で
す
が
、
外
観
か

ら
は
気
付
か
ぬ
ほ
ど
、
自
然
で
調
和
に
満
ち
た
像

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
堀
辰
雄
に
よ

っ
て
〝
東
洋
の
ミ
ュ
ー
ズ
〞
と
絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
か
む
ら　

に　

さ
し　

い
る　

か
げ　

も

　

う
ら
さ
び
し　

ほ
と
け　

い
ま
さ
ぬ　

あ
き

　

し
の　

の　

さ
と
（
竹
群
に
さ
し
入
る
光
も
う

　

ら
淋
し
仏
い
ま
さ
ぬ
秋
篠
の
里
）

　

会
津
八
一
が
訪
ね
た
と
き
、
廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
の
た
め

寺
は
荒
廃
し
て
、
仏
た
ち
は
博
物
館
に
預
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
「
仏

い
ま
さ
ぬ
…
」
と
短
歌
を
詠
ん
だ
よ
う
で
す
。
美
し
い
東
洋
の
ミ
ュ
ー
ズ
は
、
創

建
時
の
遺
構
を
残
す
本
堂
で
、
今
は
訪
れ
る
人
々
を
待
っ
て
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

A
IZU
  Y
A
ICH
I

A
K
ISH
IN
O
D
ERA

会
津
八
一

１
８
８
１
年
〜
１
９
５
６
年
。

新
潟
町
（
現
・
新
潟
市
）
生
ま
れ
。

歌
人
、
書
家
、
美
術
史
家
。

秋
篠
寺

多
く
の
文
人
を
魅
了
し
愛
さ
れ
た
、

東
洋
の
ミ
ュ
ー
ズ
が
待
つ
寺
。

■所在地
〒631-0811  奈良市秋篠町757
TEL.0742-45-4600 
■交　通
近鉄大和西大寺駅から押熊行き
バスで約 6分、秋篠寺下車、徒
歩すぐ
駐車場有（12台・無料）

新潟市會津八一記念館蔵



K
O
U
H
U
K
U
JI
藤
原
不
比
等

６
５
８
／
６
５
９
年
〜
７
２
０
年
。

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
政
治
家
。

大
宝
律
令
制
定
を
主
導
。
平
城
遷せ
ん
と都
を
実
現
。

15 奈良ゆかりの人々

　

藤
原
氏
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
非
常

に
大
き
な
力
を
持
っ
た
氏
族
で
す
。
不
比
等

の
父
鎌か
ま
た
り足
が
大
化
の
改
新
の
功
績
に
よ
り
天

智
天
皇
か
ら
藤
原
の
姓
を
賜
っ
て
藤
原
氏
は

始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
鎌
足
の
子
ら
の
う

ち
不
比
等
以
外
は
み
な
中な
か
と
み臣
氏
を
称
し
て
い

ま
す
。

　

父
の
死
後
、
家
を
継
い
だ
不
比
等
は
大だ
い
な
ご
ん

納
言
、
右
大
臣
を
歴
任
し
、
藤
原
氏

繁
栄
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
大た
い
ほ
う
り
つ
り
ょ
う

宝
律
令
の
制
定
に
努
め
、
７
１
０
年
の
平
城

遷
都
の
際
に
も
遷
都
を
推
進
す
る
活
躍
を
お
さ
め
ま
し
た
。
そ
の
際
に
氏
寺
を

高た
か
い
ち市
郡
か
ら
現
在
地
に
移
転
さ
せ
て
、
興
福
寺
と
改
称
し
ま
し
た
。

　

政
界
に
お
い
て
不
比
等
は
右
大
臣
に
ま
で
出
世
。
さ
ら
に
娘
た
ち
を
皇
家
へ

嫁
が
せ
て
関
係
を
密
接
に
し
て
い
き
ま
す
。
聖
武
天
皇
の
后
で
あ
る
光
こ
う
み
ょ
う明
皇

后
（
光
明
子
）
は
、不
比
等
の
三
女
で
す
。
正
倉
院
宝
物
の
「
楽が
っ
き
ろ
ん

毅
論
」
に
は
、

光
明
皇
后
の
署
名
「
藤と
う
さ
ん
じ
ょ
う

三
娘
」
が
あ
り
ま
す
。
不
比
等
の
三
女
を
意
味
す
る
サ

イ
ン
に
は
、
父
娘
の
絆
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
不
比
等
の
旧
邸
宅
を
総
国
分
尼

寺
の
法
華
寺
と
し
た
の
も
光
明
皇
后
で
す
。

　

２
０
０
６
年
、
平
城
宮
の
東
側
に
あ
る
門
跡
付
近
か
ら
「
右
大
殿
荷
八
」
と

書
か
れ
た
木も
っ
か
ん簡
が
出
土
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
当
時
右
大
臣
だ
っ
た
不
比
等
邸

へ
荷
物
を
運
ぶ
際
に
使
わ
れ
た
荷
札
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
比
等
邸
が

平
城
京
の
東
側
に
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
謎
が
多
い
不
比
等
で

す
が
、
調
査
が
進
め
ば
い
つ
か
そ
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

興
福
寺
は
、
天
智
天
皇
の
世
に
滋
賀
県
の
大

津
に
都
が
あ
っ
た
こ
ろ
、
山や
ま
し
な階
の
地
（
現
在
の

京
都
市
山
科
）
に
造
営
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で

す
。

　

興
福
寺
に
行
け
ば
、
こ
の
土
地
が
平
城
宮
を

見
下
ろ
す
一
等
地
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
藤
原
氏
の
権
力
の
大
き
さ
を
想
像
さ
せ
ま

す
。
興
福
寺
は
特
に
藤
原
北ほ
っ
け家
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
、
藤
原
北
家
隆
盛
と
と
も
に
、
寺
も
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
勢
い
は
、
大
和
の
み

な
ら
ず
、全
国
へ
広
が
っ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
、

春
日
の
ご
神
木
を
担
い
で
強ご
う
そ訴
を
行
っ
た
り
、

し
ば
し
ば
延
暦
寺
と
も
対
立
し
て
い
ま
し
た
。

　

時
代
は
流
れ
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
の
嵐
の
中
、
一
時
は
寺
の
勢
い
も
衰
え
ま
し

た
が
、
そ
の
後
再
興
が
進
め
ら
れ
、
現
在
は
中
金
堂
の
再
建
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

阿あ
し
ゅ
ら
修
羅
像
な
ど
の
多
く
の
国
宝
を
持
つ
世
界
遺
産
の
寺
で
す
。

興
福
寺

猿
沢
池
の
柳
越
し
に
仰
ぐ
五
重
塔
、
藤
原
氏
の
氏
寺

と
し
て
栄
え
た
南
都
を
代
表
す
る
名
刹
。

■所在地
〒630-8213 奈良市登大路町48
TEL.0742-22-7755 
■交　通
近鉄奈良駅から徒歩100m
駐車場無
（近隣県営駐車場 250台・有料）

FU
JIW
A
RA
  FU

H
IT
O

談山神社蔵



16

　

１
９
４
３
年
に
刊
行
さ
れ
た『
大
和
古
寺

風
物
誌
』
は
、
評
論
家
亀
井
勝
一
郎
の
仏
教

や
美
術
に
対
す
る
知
識
と
心
情
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
斑い
か
る
が鳩
宮
か
ら
始
ま
り
、
法
隆
寺
、

中
宮
寺
、
法
輪
寺
、
薬
師
寺
、
唐
招
提
寺
な

ど
大
和
の
古
寺
を
訪
ね
ま
す
。 

　

北
海
道
函
館
市
に
生
ま
れ
た
亀
井
は
、
東
京
帝
国
大
学
美
術
科
へ
入
学
す

る
も
の
の
労
働
運
動
に
参
加
、
そ
の
後
大
学
を
自
主
退
学
し
て
し
ま
い
ま
す
。

１
９
２
８
年
、
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
獄
中
へ
。
出
所
後
は

政
治
活
動
か
ら
転
向
し
て
評
論
家
と
し
て
再
出
発
し
ま
す
。

　

日
本
の
古
美
術
、
古
典
、
仏
教
な
ど
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
っ
た
の
は
、

こ
の
頃
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
初
め
て
訪
れ
た
奈
良
で
、
寺
や
仏
像
、

自
然
の
風
景
な
ど
に
出
会
い
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
転
向
の
き
っ
か

け
で
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
奈
良
に
住
ん
で
い
た
志
賀
直
哉
を
慕
っ
て
彼
の

サ
ロ
ン
に
集
い
、
熱
く
語
り
合
っ
た
文
化
人
た
ち
の
な
か
に
は
亀
井
も
い
た

の
で
す
。

　
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』
で
印
象
的
な
の
は
、
薬
師
寺
に
つ
い
て
、
仏
像
は

も
と
よ
り
、
そ
の
後
ろ
に
あ
る
金
堂
の
壁
の
荒
廃
ぶ
り
に
亀
井
が
触
れ
て
い

る
点
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
ま
た
奈
良
ら
し
さ
に
あ
ふ
れ
て
い
て
よ
い
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
彼
な
ら
で
は
の
大
和
の
美
へ
の
解
釈
で
す
。
本
書
は

日
本
人
の
心
を
再
発
見
す
る
名
著
と
し
て
、
今
も
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

薬
師
寺
の
創
建
は
、
天
武
天
皇
が
妻
で
あ
る

皇
后（
後
の
持じ
と
う統
天
皇
）
の
病
気
平へ
い
ゆ癒
を
祈
願
し

て
発
願
さ
れ
た
こ
と
に
遡
り
ま
す
。
建
立
途
中

で
天
武
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
遺
志

は
持
統
天
皇
に
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
藤
原
京

の
地
に
建
立
さ
れ
た
寺
は
平
城
遷
都
と
と
も
に

奈
良
に
移
り
ま
し
た
が
、
長
い
歳
月
の
間
に
自

然
の
猛
威
や
兵
火
に
さ
ら
さ
れ
、
一
時
は
大
変

荒
れ
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、

写
経
勧
進
に
よ
っ
て
白は
く
ほ
う
が
ら
ん

鳳
伽
藍
が
次
々
と
再
興

さ
れ
、
金
堂
薬
師
三
尊
像
や
大
講
堂
の
弥み
ろ
く勒
三

尊
像
は
美
し
い
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。

　

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
凍
れ
る
音
楽
と
評
し
、
亀
井

が「
夕
暮
か
ら
夜
へ
か
け
て
の
塔
の
姿
が
み
た
か
っ
た
」
と
記
し
た
東
塔
。
そ
の
水

煙
に
は
、
音
楽
を
奏か
な

で
る
飛
天
た
ち
の
姿
が
あ
り
ま
す
。
浮
き
雲
を
引
き
連
れ
た

飛
天
の
奏
で
る
優
美
な
音
楽
が
、
見
る
も
の
の
感
動
を
誘
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

K
A
M
EI  K

A
T
SU
ICH
IRO
U

Y
A
K
U
SH
IJI
亀
井
勝
一
郎

１
９
０
７
年
〜
１
９
６
６
年
。

北
海
道
函
館
市
生
ま
れ
。

評
論
家
。『
大
和
古
寺
風
物
誌
』
の
作
者
。

薬
師
寺

白
鳳
の
〝
凍
れ
る
音
楽
〞
東
塔
と
、
再
興
さ
れ
た
伽

藍
が
並
び
建
つ
天て
ん
む武
天
皇
の
勅
願
寺
。

■所在地
〒630-8563 奈良市西ノ京町457
TEL.0742-33-6001  
■交　通
近鉄西ノ京駅から徒歩すぐ
駐車場 有（100台・有料 ）

（財）日本近代文学館蔵



奈良ゆかりの人々

IRIE  T
A
IK
ICH
I

　

入
江
泰
𠮷
は
お
よ
そ
半
世
紀
に
わ
た
り
、奈
良
・

大
和
路
の
風
景
を
撮
影
し
続
け
、
日
本
人
の
心
の

琴き
ん
せ
ん線
に
ふ
れ
る
作
品
を
残
し
ま
し
た
。
撮
影
に
親

し
む
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
兄
か
ら
譲
り

受
け
た
一
台
の
カ
メ
ラ
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ

の
後
、
大
阪
で
写
真
店
を
開
業
し
、
商
品
写
真
や

記
録
映
画
の
撮
影
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
阪
大
空
襲

で
自
宅
が
全
焼
し
て
し
ま
い
、
入
江
は
故
郷
の
奈
良
に
戻
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

亀
井
勝
一
郎
の『
大
和
古
寺
風
物
誌
』
の
影
響
を
受
け
て
奈
良
の
古
寺
を
訪

ね
歩
い
た
入
江
は
、
仏
像
を
撮
影
す
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
奈
良
の
風
景
や

伝
統
行
事
も
撮
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
彼
は
、「
日
本
人
の
心
の
ふ

る
さ
と
」
と
い
わ
れ
る
奈
良
の
風
景
を
、
詩
情
豊
か
に
写
真
に
表
現
し
続
け
た

の
で
す
。

　

第
２
次
世
界
大
戦
以
降
か
ら
撮
り
続
け
ら
れ
た
作
品
は
、
芸
術
的
な
美
し
さ

は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
奈
良
を
知
る
記
録
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
す
。
86
歳

で
亡
く
な
る
ま
で
、
奈
良
の
仏
像
、
風
景
、
伝
統
行
事
な
ど
を
撮
影
し
、
大
和

路
を
独
自
の
世
界
観
で
記
録
し
続
け
ま
し
た
。
初
め
て
の
個
人
作
品
集
は『
大

和
路
』
で
、
１
９
５
８
年
に
小
林
秀
雄
の
勧
め
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ

か
、『
古
色
大
和
路
』『
萬ま
ん
よ
う葉
大
和
路
』『
花
大
和
』
の
３
部
作
で
、
菊
池
寛
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

お
よ
そ
８
万
点
に
お
よ
ぶ
彼
の
作
品
は
、
入
江
泰
𠮷
記
念
奈
良
市
写
真
美
術

館
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

入
江
泰
𠮷
の
手
元
に
あ
っ
た
８
万
点
も
の
作
品

は
、
生
前
す
べ
て
奈
良
市
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
１
９
９
２
年
４
月
、
そ
の
作
品
の
公
開
と
保

存
を
目
的
に
オ
ー
プ
ン
し
た
の
が
「
奈
良
市
写
真

美
術
館
」
で
す
（
２
０
０
７
年
改
称
）。
設
計
は

建
築
家
の
黒
川
紀
章
。
天
平
建
築
を
思
わ
せ
る
伸

び
や
か
な
大
屋
根
と
、
明
る
い
ガ
ラ
ス
張
り
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
が
特
徴
的
で
す
。
建
物
の
横
に
は
大

き
な
池
が
設
け
ら
れ
、
き
ら
き
ら
と
輝
く
水
が
外

壁
に
反
射
し
ま
す
。

　

収
蔵
さ
れ
て
い
る
入
江
作
品
は
、
芸
術
性
は
も

と
よ
り
失
わ
れ
た
奈
良
大
和
路
の
風
景
を
残
す
貴

重
な
資
料
で
す
。
美
術
館
で
は
入
江
作
品
以
外
に
も
自
然
や
歴
史
を
対
象
と
し

た
作
品
、
奈
良
ゆ
か
り
の
作
家
の
作
品
の
展
示
や
古
写
真
の
収
集
、
若
手
発
掘

に
努
め
て
い
ま
す
。

NA
RA
SH
I SH
YA
SIN
BIJY

UT
SU
K
A
N

入
江
泰
𠮷

１
９
０
５
年
〜
１
９
９
２
年
。

奈
良
市
生
ま
れ
。

写
真
家
。

入
江
泰
𠮷
記
念

奈
良
市
写
真
美
術
館

入
江
作
品
を
中
核
に
、
奈
良
ゆ
か
り
の
作
品
を

収
集
展
示
す
る
写
真
芸
術
の
情
報
発
信
地
。

■所在地
〒630-8301奈良市高畑町600-1
TEL.0742-22-9811
■交　通
JR・近鉄奈良駅から市内循環バス
で 破石町下車、東へ徒歩600m
駐車場有（39台・最初の 1時間は無
料、以降は有料）

入
江
泰
𠮷
作
品「
親
子
鹿
」

17
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北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

SH
IGA
  N
A
O
Y
A

　

志
賀
直
哉
は
武む
し
ゃ
の
こ
う
じ
さ
ね
あ
つ

者
小
路
実
篤
ら
と
文
芸
誌
「
白

樺
」
を
創
刊
、
白
樺
派
を
代
表
す
る
作
家
で
す
。

奈
良
市
高た
か
ば
た
け
ち
ょ
う

畑
町
に
あ
る
志
賀
直
哉
旧
居
は
、
彼
が

１
９
２
９
年
か
ら
１
９
３
８
年
に
か
け
て
暮
ら
し

た
住
ま
い
で
す
。
京
都
か
ら
奈
良
に
住
ま
い
を
移

す
際
に
、
志
賀
は
春
日
大
社
に
近
い
静
か
な
環
境

の
高
畑
を
選
び
ま
し
た
。
そ
の
２
階
客
間
か
ら
は
、
若
草
山
な
ど
が
望
め
、
２

階
の
和
室
で
代
表
作
『
暗
夜
行
路
』
が
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

奈
良
に
住
ん
で
い
た
期
間
は
、
作
家
と
し
て
も
充
実
し
、
生
活
も
安
定
し
た

日
々
で
し
た
。
妻
と
６
人
の
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
育
ん
だ
思
い
出
も
多
く
、

の
ち
に
彼
は
奈
良
に
関
連
す
る
作
品
を
集
め
て
限
定
本
『
奈
良
』
を
出
し
て
い

る
ほ
ど
で
す
。

　

そ
ん
な
志
賀
の
住
ま
い
に
は
、
作
家
武
者
小
路
実
篤
を
は
じ
め
、
画
家
や
写

真
家
、
作
曲
家
な
ど
の
多
く
の
芸
術
家
が
集
い
ま
し
た
。
奈
良
・
高
畑
で
文
学

や
芸
術
論
が
熱
く
交
わ
さ
れ
た
の
で
す
。
現
在
の
高
畑
界
隈
は
、
閑
静
な
雰
囲

気
と
春
日
山
の
緑
を
求
め
て
散
策
す
る
観
光
客
も
多
く
、
志
賀
が
住
ん
で
い
た

時
代
と
変
わ
ら
ぬ
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
角
に
、
今
も
志
賀
直
哉

旧
居
は
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
説
家
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
古
都
奈
良
で
の
志
賀
は
、
古こ
さ
つ刹
を
訪

ね
、
美
術
の
研
究
に
も
熱
心
で
し
た
。
芸
術
と
家
族
に
た
っ
ぷ
り
の
愛
情
を
注

い
だ
奈
良
で
の
日
々
。
懐
ふ
と
こ
ろ

深
い
奈
良
な
ら
で
は
の
魅
力
は
、
志
賀
の
創
作
活
動

に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

生
涯
28
回
も
転
居
を
く
り
返
し
た
志
賀
直
哉

は
、
奈
良
で
９
年
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

１
９
２
９
年
４
月
に
竣
工
し
た
建
物
は
直
哉

自
身
が
設
計
し
た
と
い
わ
れ
る
和
風
、
洋
風
、
中

国
風
折せ
っ
ち
ゅ
う衷
の
ス
タ
イ
ル
。
茶
室
を
備
え
、
天
井
は

葦あ
し

張
り
に
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
和
風
数す

き

や
寄
屋

造
り
を
基
調
と
し
な
が
ら
洋
風
の
食
堂
兼
娯
楽

室
や
サ
ン
ル
ー
ム
も
付
加
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

京
都
の
宮
大
工
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
こ
の
旧

居
の
書
斎
は
、
一
切
の
無
駄
の
な
い
簡
素
な
も

の
。
借
景
に
若
草
山
を
望
む
静
か
な
環
境
で
執
筆

活
動
を
し
て
い
た
姿
が
思
い
浮
か
ば
れ
ま
す
。

　

高
畑
一
帯
は
春
日
大
社
神
官
た
ち
の
住
ま
い
も
多
い
屋
敷
町
。
古
い
邸
宅
跡
の

土
塀
や
古
木
が
、
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
風
光
明
媚
な
土
地
で
す
。
春
日
の

杜
と
調
和
し
た
風
情
あ
る
こ
の
館
を
愛
し
た
文
人
画
家
も
多
く
、
高
畑
サ
ロ
ン
と

し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
の
で
す
。

SH
IGA
N
A
O
Y
A
  K
Y
U
K
Y
O

志
賀
直
哉

１
８
８
３
年
〜
１
９
７
１
年
。

宮
城
県
石
巻
生
ま
れ
。

大
正
・
昭
和
期
の
白し
ら
か
ば樺
派
の
代
表
的
作
家
。

志
賀
直
哉
旧
居
静
か
な
高
畑
界
隈
の
住
宅
街
に
、

大
正
時
代
の
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
館
。

■所在地
〒630-8301 奈良市高畑大道町1237-2
TEL.0742-26-6490
■交　通
JR・近鉄奈良駅から市内循環バ
スで約10分、破石町下車、東へ
徒歩400m
駐車場無
（近隣県営駐車場160台・有料）



奈良ゆかりの人々

M
A
SA
O
K
A
  SH
IK
I

SH
IK
I N
O
 N
IW
A

　
　

柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺　

　

奈
良
を
詠
ん
だ
句
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る

の
は
、
正
岡
子
規
の
こ
の
句
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
子
規
は
松
山
市
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
政
治
家
を
志
し
て
上
京
し
、
当
時
流
行

り
の
野
球
の
捕
手
と
し
て
活
躍
も
し
ま
す
。

彼
の
志
望
は
そ
の
後
、
哲
学
者
や
小
説
家
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
結
局

は
俳
人
と
し
て
名
を
な
し
た
の
で
し
た
。

　

子
規
が
詠
ん
だ
俳
句
は
約
２
万
、
短
歌
は
２
４
０
０
首
に
の
ぼ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
に
、
冒
頭
の
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
彼
が
初
め
て
奈
良
を
旅
行

し
た
と
き
に
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
当
時
、
日
本
新
聞
社
の
記
者
と
し
て
日
清

戦
争
の
取
材
を
し
て
い
た
子
規
は
結
核
に
か
か
り
、
帰
国
途
中
に
大
喀か
っ
け
つ血
し

て
須
磨
で
保
養
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
見
舞
い
に
訪
れ
た
画
家
の
中
村

不ふ
せ
つ折
は
、
帰
り
に
立
ち
寄
っ
た
奈
良
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
子
規
に
手
紙
で
伝

え
ま
し
た
。
次
第
に
子
規
の
奈
良
へ
の
憧
れ
は
膨
ら
み
、
体
調
が
よ
く
な
っ

て
東
京
へ
戻
る
途
中
、
念
願
の
奈
良
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
。
子
規
28
歳
の

秋
、
10
月
の
こ
と
で
し
た
。

　

万
全
な
体
調
で
は
な
か
っ
た
子
規
で
す
が
、
奈
良
の
秋
を
堪
能
し
た
の
で

し
ょ
う
。
彼
は
奈
良
を
詠
ん
だ
い
く
つ
か
の
句
を
残
し
て
い
ま
す
。
旅
先
で

出
会
っ
た
印
象
的
な
女
性
、
つ
や
や
か
な
柿
、
遠
く
で
聞
こ
え
る
東
大
寺
の

鐘
の
音
|
。
奈
良
で
詠
ま
れ
た
句
は
ど
れ
も
、
憧
れ
の
地
で
過
ご
す
子
規
の

喜
び
を
生
き
生
き
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　
　

秋
暮
る
ゝ
奈
良
の
旅
籠
や
柿
の
味

　

初
め
て
奈
良
を
訪
れ
た
子
規
。
子
規
が
宿
泊

し
た
老し
に
せ舗
旅
館
の
跡
地
に
、
関
係
者
の
尽
力
に

よ
っ
て
こ
の
「
子
規
の
庭
」
は
造
ら
れ
ま
し
た
。

子
規
の
好
き
だ
っ
た
柿
の
古
木
や
草
花
で
、
庭

は
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

子
規
は
「
筆
ま
か
せ
」
と
い
う
随
筆
の
中
で
、

自
ら
が
理
想
と
す
る
書
斎
と
庭
園
を
書
き
残
し

て
い
ま
す
。
庭
に
つ
い
て
は
「
秋
の
野
草
を
植

え
、
野
性
的
で
乱
れ
た
中
に
、
日
本
的
な
風ふ
う
が雅

で
あ
る
も
の
」
と
し
て
、
簡
単
な
設
計
図
ま
で

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
記
述
を
元
に
作
庭

さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
か
ら
残
っ
て
い
た
柿
の

古
木
を
庭
の
中
心
に
植
え
替
え
、
竹
垣
を
巡
ら
し
、
句
碑
は
自
然
に
馴
染
む
よ

う
に
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
後
方
に
は
、
子
規
も
見
た
で
あ
ろ
う
東
大
寺
大
仏
殿

と
若
草
山
が
借
景
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

正
岡
子
規

１
８
６
７
年
〜
１
９
０
２
年
。

伊
予
国
温
泉
郡
藤
原
新
町
（
現
・
愛
媛
県
松
山
市
）

愛
媛
県
松
山
市
生
ま
れ
。
俳
人
・
歌
人
。

子
規
の
庭
奈
良
に
憧
れ
た
俳
人
・
正
岡
子
規
の
思
い
を
写
し
た
、

美
し
い
日
本
情
緒
た
だ
よ
う
庭
。■所在地

〒630-8207 奈良市今小路町45-1
日本料理　天平倶楽部内
TEL.0742-27-7272
■交　通
JR・近鉄奈良駅から青山住宅行
きバスで約8分、今小路下車すぐ   
駐車場有（70台・無料）
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柳
澤
吉
里

１
６
８
７
年
〜
１
７
４
５
年
。

甲
府
か
ら
大
和
郡
山
へ
移
っ
て
き
た
大
名
。

文
人
。

郡
山
城

織
田
信
長
が
命
じ
、
筒つ
つ
い
じ
ゅ
ん
け
い

井
順
慶
が
築
城
し
、

豊
臣
秀
長
が
改
築
し
た
、
奈
良
で
は
珍
し
い
平
城
。

20

　

大
和
郡
山
市
は
金
魚
の
養
殖
地
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
毎
年
夏
に
開
催
さ
れ
る
全
国
金
魚
す

く
い
選
手
権
大
会
に
は
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
参

加
者
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
大
和
郡
山
の
金
魚
の

歴
史
は
古
く
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
１
７
２
４
年

に
甲
府
か
ら
郡
山
に
入
城
し
て
き
た
柳
澤
吉
里
の

時
代
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
吉
里
の
家
臣
で
あ
る
横
田
又
兵
衛
が

観
賞
用
に
持
ち
込
ん
だ
の
が
最
初
と
さ
れ
ま
す
。

　

柳
澤
吉
里
は
、
１
７
０
９
年
に
父
の
家
督
を
継
い
で
甲
府
城
主
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
大
和
郡
山
へ
の
国
替
え
の
命
に
よ
り
郡
山
城
へ
入に
ゅ
う
ぶ部
。

そ
の
際
に
吉
里
は
養
蚕
を
持
ち
こ
み
こ
れ
を
奨
励
す
る
な
ど
、
経
済
振
興
の
た

め
に
尽
く
し
ま
し
た
。
ま
た
、
吉
里
は
文
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
画

人
伝
に
名
を
連
ね
る
一
方
、
連
歌
や
俳は
い
か
い諧
は
約
２
万
首
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

柳
澤
家
は
そ
の
後
明
治
維
新
ま
で
６
代
に
わ
た
っ
て
郡
山
藩
政
を
行
い
ま
し

た
。
吉
里
が
郡
山
城
に
入
っ
た
際
に
は
、
家
臣
と
そ
の
家
族
５
０
０
０
人
以
上

も
と
も
に
移
住
し
た
た
め
、
現
在
も
大
和
郡
山
市
に
は
甲
斐
を
故
郷
に
持
つ
人

が
多
い
そ
う
で
す
。
城
内
町
に
は
、
柳
澤
家
か
ら
土
地
と
旧
郡
山
藩
の
資
料
の

寄
付
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
「
柳
沢
文
庫
」
が
あ
り
、郡
山
城
址
の
管
理
整
備
、

資
料
の
整
理
保
存
、
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
４
年
１
月
22
日
、大
和
郡
山
市
と
甲
府
市
は
姉
妹
都
市
と
な
り
ま
し
た
。

吉
里
か
ら
の
縁
が
、
離
れ
た
２
つ
の
街
を
今
も
つ
な
い
で
い
ま
す
。

　

別
名「
犬
伏
城
」
と
も
呼
ば
れ
る
郡
山
城
は
、

織
田
信
長
が
大
和
唯
一
の
城
と
す
る
た
め
、
筒

井
順
慶
に
築
か
せ
た
も
の
で
す
。
豊
臣
秀
長
入

城
後
は
、
紀
州
根ね
ご
ろ
じ
来
寺
の
大
門
を
運
ば
せ
る
な

ど
城じ
ょ
う
か
く郭
造
り
を
進
め
、
１
７
２
４
年
に
柳
澤
吉

里
が
甲
府
か
ら
城
主
と
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

深
い
内
堀
の
北
側
に
は
本
丸
・
天
守
閣
・

毘び
し
ゃ
も
ん

沙
門
曲く
る
わ輪
な
ど
の
跡
が
あ
り
、
堀
を
隔
て
た

西
側
に
キ
リ
ン
郭
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
墓
石

や
石
塔
な
ど
の
転
用
石
が
多
い
石
垣
は
必
見
。

野の
づ
ら面
積
み
の
天
守
台
に
は「
逆
さ
地
蔵
」
や
多
く

の
石
仏
が
積
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

毘
沙
門
曲
輪
跡
に
は
吉
里
自
筆
の
絵
も
所
蔵

す
る
柳
沢
文
庫
が
あ
り
、
本
丸
跡
に
は
柳
澤
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
蕉し
ょ
う
も
ん門

十じ
っ
て
つ哲
の
一
人
、
森
川
許き
ょ
り
く六
は
、「
菜
の
花
の
中
に
城
あ
り
郡
山
」
の
句
を
詠
ん
で

い
ま
す
。
春
、
城
址
一
帯
は
花
見
客
で
賑
わ
い
ま
す
。

北
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

K
O
RIY
A
M
A
JY
O

■所在地
〒639-1011大和郡山市城内町
TEL.0743-52-2010
（大和郡山市観光協会）
■交　通
近鉄郡山駅から徒歩200m 
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21 奈良ゆかりの人々

　

片
桐
貞
昌
は
摂
津
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼

は
、
秀
吉
に
仕
え
１
５
８
３
年
の
賤し
ず
が
た
け

ケ
岳
の

戦
で
七し
ち
ほ
ん
や
り

本
槍
の
一
人
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
た
片

桐
且か
つ
も
と元
の
甥お
い

に
あ
た
り
ま
す
。
１
６
２
４
年
、

石い
わ
み
の
か
み

見
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
石
せ
き
し
ゅ
う州と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

且
元
の
死
後
、大
和
の
小
泉
に
移
封
さ
れ
た
父
に
伴
い
奈
良
に
移
り
ま
し
た
。

１
６
２
７
年
、
亡
き
父
か
ら
大
和
小
泉
１
万
６
４
０
０
石
を
受
け
継
ぎ
藩
主
と

な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
幕
府
の
命
に
よ
り
徳
川
家
菩ぼ
だ
い
し
ょ

提
所
で
あ
る
京
都
東
山
知

恩
院
の
作
事
奉
行
、
関
東
の
郡
奉
行
な
ど
を
勤
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
茶
人
と
し
て
は
石
州
流
の
流
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
州
流

は
千
利
休
の
長
男
・
千
道
安
の
流
れ
を
く
む
流
派
で
、
利
休
の
侘
び
の
精
神
を

受
け
継
ぎ
つ
つ
、
質
実
剛
健
の
中
に
優
雅
さ
を
含
ん
だ
武
家
ら
し
い
茶
の
世
界

を
広
め
ま
し
た
。
武
士
中
心
の
社
会
に
調
和
し
た
〝
分
相
応
の
茶
〞
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
将
軍
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
大
名
た
ち
に
好
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

１
６
６
５
年
に
は
、徳
川
４
代
将
軍
家
綱
の
茶
の
湯
の
指
南
役
も
務
め
ま
し
た
。

石
州
が
残
し
た
「
茶
湯
さ
び
た
る
は
吉
」
と
は
、「
茶
の
湯
で
は
自
然
と
古
び

た
も
の
こ
そ
よ
い
」
と
す
る
意
味
で
、
有
名
な
言
葉
で
す
。

　

大
和
郡
山
市
に
あ
る
慈
光
院
は
、
石
州
が
父
の
菩
提
寺
と
し
て
建
立
し
た
寺

で
、
茶
室
や
庭
園
に
石
州
の
美
意
識
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
葛
城
市

の
當た
い
ま
で
ら
な
か
の
ぼ
う

麻
寺
中
之
坊
に
あ
る
大
き
な
円
窓
が
印
象
的
な
茶
室
「
丸
窓
席
」
も
手
掛

け
ま
し
た
。

　

慈
光
院
は
雨
の
日
が
美
し
い
。門
を
入
れ
ば
、

進
む
に
従
っ
て
、
慈
光
院
の
も
つ
空
気
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
は
大
和
三
名
園
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、

国
名
勝
・
国
史
跡
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

多
く
の
重
要
文
化
財
を
持
ち
、
隅
々
ま
で
手
入

れ
の
行
き
届
い
た
美
し
い
姿
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

貞
昌
は
こ
の
場
所
を
多
く
の
客
人
を
も
て
な

し
、
茶
を
い
た
だ
き
、
心
豊
か
に
過
ご
せ
る
場

所
と
し
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
歩
き
な
が
ら
院

内
を
巡
れ
ば
、
そ
の
練
り
に
練
ら
れ
た
美
を
、

そ
こ
か
し
こ
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一

服
の
茶
が
、
心
の
豊
か
さ
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
所
の
す
べ
て
が
、

客
人
を
も
て
な
す
空
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

JIK
O
U
IN

片
桐
貞
昌

１
６
０
５
年
〜
１
６
７
３
年
。

摂せ
っ
つ津
国
茨
木
（
現
・
大
阪
府
）
生
ま
れ
。

近
世
前
期
の
大
名
。
茶
匠
。

慈
光
院

隅
々
ま
で
行
き
届
い
た
さ
り
げ
な
い
演
出
、

し
っ
と
り
と
心
落
ち
着
く
も
て
な
し
の
空
間
。

■所在地
〒639-1042 大和郡山市小泉町865 
TEL.0743-53-3004
■交　通
近鉄郡山駅から法隆寺行きバスで
約10分、片桐西小学校下車、徒
歩200m
駐車場有（25台・無料）


