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西
光
万
吉
の
本
名
は
、
清
原
一
隆
で
す
。
浄
土

真
宗
本
願
寺
の
末
寺
、
西
光
寺
の
住
職
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
県
立
畝う
ね
び傍
中
学
（
現
・
畝

傍
高
校
）
に
入
学
し
ま
す
が
部
落
差
別
を
受
け
て

中
退
、
京
都
の
学
校
に
編
入
し
ま
し
た
が
再
び
差

別
を
受
け
、
卒
業
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、
上
京
し
て
絵
画
の
指
導
を
受
け
、
才
能
を
発
揮
し
ま
す
。
し
か

し
、
の
ち
に
画
塾
か
ら
も
遠
ざ
か
り
、
同
郷
の
阪
本
清
一
郎
と
共
同
生
活
を
送

り
ま
し
た
。

　

ど
こ
へ
行
っ
て
も
差
別
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
西
光
自
身
が
わ

か
っ
た
と
き
、
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み
が
大
事
だ
と

気
付
き
ま
す
。

 　

１
９
１
７
年
、
病
気
の
た
め
に
阪
本
と
奈
良
に
帰
郷
し
、
１
９
２
０
年
に

部
落
内
部
の
改
革
運
動
に
取
り
組
む
た
め
阪
本
ら
と
燕
つ
ば
め

会
を
結
成
。
自
ら
が
立

ち
上
が
り
、
仲
間
と
団
結
す
る
決
意
を
固
め
ま
し
た
。
１
９
２
１
年
に
佐
野
学

の
『
特
殊
部
落
解
放
論
』
を
読
ん
だ
西
光
は
、
上
京
し
て
佐
野
と
面
会
し
、
そ

の
年
の
う
ち
に
水
平
社
の
創
立
趣
意
書
『
よ
き
日
の
為
め
に
』
を
執
筆
し
、
創

立
準
備
に
か
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
翌
年
３
月
３
日
、「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、

人
間
に
光
あ
れ
」
と
人
間
の
尊
厳
と
平
等
を
う
た
い
上
げ
、
全
国
水
平
社
を
仲

間
と
と
も
に
創
立
し
ま
し
た
。

　

戦
後
は
原
水
爆
禁
止
や
平
和
を
訴
え
、
ま
た
、
戯
曲
や
小
説
も
多
数
執
筆
。

水
平
社
博
物
館
に
は
こ
う
し
た
彼
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
運
の
高
ま
る
中
、

西
光
ら
は
全
国
水
平
社
を
創
立
し
人
間
の
尊
厳

を
う
た
い
上
げ
、
人
権
運
動
に
動
き
出
し
ま
し

た
。

　

御ご

せ所
市
柏
原
は
水
平
社
発
祥
の
地
で
す
。
水

平
社
歴
史
館
は
そ
の
水
平
社
の
運
動
を
記
念
し

て
１
９
９
８
年
に
設
立
さ
れ
、
翌
年
に
は
水
平

社
博
物
館
と
名
称
を
改
め
ま
し
た
。

　

水
平
社
博
物
館
で
は
、
差
別
を
受
け
て
き
た

人
び
と
の
歴
史
、
そ
し
て
差
別
か
ら
の
解
放
に

向
け
、
数
々
の
活
動
を
展
開
し
た
運
動
家
た
ち

な
ど
を
紹
介
し
、
柏
原
の
地
か
ら
始
ま
っ
た
人

権
運
動
が
、
や
が
て
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て

全
国
水
平
社
運
動
へ
発
展
し
て
い
く
よ
う
す
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
左
の
写
真
は
西
光
が
建た
て
ぐ具
４
枚
に
描
い
た
大

作
で
す
。

南
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々
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西
光
万
吉

１
８
９
５
年
〜
１
９
７
０
年
。

奈
良
県
生
ま
れ
。

社
会
運
動
家
。
文
筆
家
。

水
平
社
博
物
館
人
間
の
尊
厳
を
も
と
め
人
権
活
動
に
生
涯
を
捧
げ
た

青
年
た
ち
の
熱
い
活
動
の
記
録

■所在地
〒639-2244 御所市柏原 235-2
TEL. 0745-62-5588
■交　通
JR掖上駅から徒歩1km 
駐車場有（5台・無料）

「醍醐の花見」（部分）
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鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
複
雑
な
時
代
に
、

北
畠
親
房
は
後ご
だ
い
ご

醍
醐
天
皇
と
後
村
上
天
皇
に
仕
え

ま
し
た
。
北
畠
氏
は
鎌
倉
後
期
に
は
大
覚
寺
統
に

仕
え
て
お
り
、
親
房
は
後
醍
醐
天
皇
に
抜
擢
さ
れ

て
大
納
言
に
昇
進
。
後
醍
醐
天
皇
の
側
近
で
あ
る

「
後の
ち

の
三さ
ん
ぼ
う房
」
の
一
人
と
し
て
仕
え
ま
す
。
皇
子

の
世よ
よ
し
し
ん
の
う

良
親
王
の
養
育
に
も
あ
た
り
ま
し
た
が
、
そ
の
死
を
機
に
出
家
し
、
政
界

を
引
退
。
建
武
新
政
設
立
後
は
、
長
男
顕あ
き
い
え家
と
共
に
一
時
陸
奥
国
に
下
り
ま
す
。

　

１
３
３
６
年
、
足
利
尊
氏
の
軍
を
追
う
顕
家
と
と
も
に
上
洛
し
、
親
房
は
そ

の
ま
ま
京
都
で
政
治
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
再
び
吉
野
へ
戻

り
、
後
醍
醐
天
皇
を
迎
え
て
南
朝
を
開
き
ま
す
。

　

北
朝
と
の
対
立
で
劣
勢
と
な
る
中
、
吉
野
と
奥お
う
し
ゅ
う州
を
行
き
来
し
て
い
ま
し
た

が
、
後
醍
醐
天
皇
没
後
、
後
村
上
天
皇
が
皇
位
を
継
い
だ
と
き
に
は
奥
州
か
ら

動
け
ず
、
そ
の
小
田
城
で
『
神
皇
正
統
記
』
を
書
き
ま
し
た
。
親
房
は
こ
の
本

で
、
建
国
の
由
来
か
ら
後
村
上
天
皇
ま
で
の
史
実
を
示
し
て
い
ま
す
。『
神
皇

正
統
記
』
は
南
朝
の
正
統
性
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
公
家
の
政
治
的
主
張
を
述

べ
た
彼
の
強
い
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
著
書
で
、
後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。

　

晩
年
は
吉
野
で
南
朝
を
指
導
す
る
中
心
的
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
南
北
朝
の

争
い
の
中
、
皇
居
が
移
さ
れ
た
五
條
市
の
賀あ

の

う
名
生
で
亡
く
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

五
條
市
の
南
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
賀
名
生
の
里

は
奈
良
県
の
三
大
梅
林
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
早

春
、
梅
の
香
り
が
山
里
を
渡
り
ま
す
。

　

か
つ
て
南
北
朝
の
戦
乱
の
頃
、
こ
の
地
に
も
京

を
追
わ
れ
た
南
朝
方
が
逃
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
南
朝
の
後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
に
向
か
う

途
中
、
こ
こ
西
吉
野
の
郷
士
、
堀ほ
り
ま
ご
た
ろ
う
の
ぶ
ま
す

孫
太
郎
信
増
宅

を
訪
れ
ま
し
た
。信
増
を
は
じ
め
村
の
人
び
と
は
、

逃
避
行
を
続
け
る
都
び
と
ら
を
温
か
く
も
て
な
し

た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
縁
と
な
り
、
そ
の
後
も

後
村
上・
長
ち
ょ
う
け
い慶・
後
亀
山
天
皇
が
堀
家
を
行あ
ん
ぐ
う宮
と

し
て
立
ち
寄
ら
れ
ま
し
た
。
藁わ
ら
ぶ
き葺
屋
根
の
住
宅
は

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、冠か
ぶ
き
も
ん
木
門
に
掛
か
る「
皇

居
」
の
扁へ
ん
が
く額
は
、
天て
ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

誅
組
の
吉
村
寅
太
郎
が
書
い
た
も
の
で
す
。

　

堀
家
を
見
下
ろ
す
丘
の
上
に
は
北
畠
親
房
の
墓
所
が
あ
り
、
南
朝
の
悲
し
い
歴

史
を
伝
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

A
N
O
U
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Y
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T
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北
畠
親
房

１
２
９
３
年
〜
１
３
５
４
年
。

鎌
倉
末
・
南
北
朝
時
代
の
公
卿
。

南
朝
の
実
質
的
指
導
者
。「
神じ
ん
の
う
し
ょ
う
と
う
き

皇
正
統
記
」
を
執
筆
。

賀
名
生
皇
居
跡
美
し
い
山
里
の
な
か
で
語
り
続
け
ら
れ
る
、

室
町
時
代
南
朝
の
悲
し
い
歴
史
。■所在地

〒637-0116 五條市西吉野町和田48 
TEL.0747-33-0301
（五條市西吉野支所地域振興課）
■交　通
JR五条駅から新宮・十津川温
泉行きバスで賀名生和田北口下
車、徒歩400ｍ
駐車場有（10台・無料）
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金
剛
山
の
麓
、
五
條
市
近
内
町
に
あ
る
登
録
有

形
文
化
財
の
「
藤
岡
家
住
宅
」
は
、
俳
人
藤
岡
玉

骨
の
生
家
で
す
。
藤
岡
家
は
代
々
庄
屋
を
務
め
た

旧
家
。
１
８
８
８
年
、
そ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

た
玉
骨
（
本
名
長な
が
か
ず和
）
は
当
主
と
し
て
大
切
に
育

て
ら
れ
ま
し
た
。

　

尋
常
小
学
校
の
と
き
か
ら
学
業
優
秀
で
、
県
立
五
條
中
学
校
（
現
・
五
條
高

等
学
校
）
を
卒
業
す
る
ま
で
常
に
ト
ッ
プ
の
成
績
。
そ
の
頃
か
ら
正ま
さ
お
か
し
き

岡
子
規
や

与よ
さ
の
て
っ
か
ん

謝
野
鉄
幹
・
晶
子
夫
妻
の
「
明
星
」
に
影
響
を
受
け
て
、
俳
句
と
短
歌
を
作

り
始
め
ま
す
。
第
三
高
等
学
校
（
現
・
京
都
大
学
）
に
進
ん
で
か
ら
は
、
ま
す

ま
す
才
能
を
開
化
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
三
高
卒
業
の
後
は
東
京

帝
国
大
学
法
学
部
に
進
学
、
卒
業
直
前
に
う
た
代
と
結
婚
し
て
卒
業
後
は
エ
リ
ー

ト
地
方
官
の
道
を
進
み
ま
す
。
京
都
、
佐
賀
、
和
歌
山
、
熊
本
と
、
各
地
で
県

知
事
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
た
。

　

１
９
３
９
年
に
退
官
。
後
、
高た
か
は
ま
き
ょ
し

濱
虚
子
主
宰
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
と
な
り
、

古
希
を
迎
え
て『
玉
骨
句
集
』を
出
版
し
ま
す
。「
古
希
翁
と
い
へ
ど
大
和
の
大
桜
」

と
高
濱
虚
子
か
ら
評
さ
れ
た
玉
骨
。
虚
子
が
評
し
た
「
大
和
の
大
桜
」
に
、
同

じ
奈
良
出
身
の
阿あ
わ
の
せ
い
ほ

波
野
青
畝
も
共
感
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
　

山
め
ぐ
り
巣
を
守
る
き
ぎ
す
翔
た
せ
つ
つ

　

こ
の
玉
骨
の
代
表
的
句
は
、
五
條
市
の
榮
山
寺
に
自
筆
の
句
碑
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
与
謝
野
夫
妻
を
は
じ
め
石
川
啄た
く
ぼ
く木
や
森
鷗お
う
が
い外
な
ど
、
当
時
の
文
化
人
た

ち
と
も
交
流
を
示
す
資
料
も
「
藤
岡
家
住
宅
」
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

藤
岡
玉
骨
の
生
家
は
長
年
空
き
屋
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
現
在
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
う
ち
の
の

館
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、「
登
録
有
形
文
化

財 

藤
岡
家
住
宅
」
と
し
て
、
文
化
を
発
信
す

る
基
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

藤
岡
家
は
江
戸
か
ら
明
治
時
代
の
庄
屋
の
家

柄
で
、
両
替
商
、
薬や
く
し
ゅ種
商
な
ど
も
営
ん
で
い
ま

し
た
。
建
物
は
10
棟
が
登
録
有
形
文
化
財
に

な
っ
て
お
り
、
店
の
間
、
内
蔵
、
書
斎
、
大
広

間
、
貴
賓
の
間
、
茶
室
を
見
学
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
内
蔵
は
展
示
室
で
、
豊
富
な
文
学
資

料
の
他
、
昔
の
生
活
道
具
や
玩
具
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。
貴
賓
の
間
や
、
茶
室
、
大
広
間
な
ど
は

ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
会
議
な
ど
に
も
利
用
で
き
、
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の
な
か
、
日
本
の

古
き
良
き
時
代
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
庭
に
は
樹
齢

２
５
０
年
の
古
梅〝
長ち
ょ
う
べ
え
う
め

兵
衛
梅
〞
が
残
り
、
五
條
の
地
に
春
を
告
げ
て
い
ま
す
。

南
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々
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藤
岡
玉
骨

１
８
８
８
年
〜
１
９
６
６
年
。

宇
智
郡
北
宇
智
村
近
内
（
現
・
五
條
市
近
内
町
）
生

ま
れ
。
俳
人
。

藤
岡
家
住
宅
大
和
が
誇
る
俳
人
・
藤
岡
玉
骨
の
生
家
に
出
会
う

昔
懐
か
し
い
生
活
用
品
や
玩
具
の
数
々
。■所在地

〒637-0016五條市近内町526
TEL.0747-22-4013
■交　通
ＪＲ北宇智駅から徒歩約1.3ｋｍ
駐車場有（2カ所 50台・無料）
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葛
城
山
で
山
岳
修
行
を
重
ね
た
役
行
者
は
、

不
思
議
な
力
を
駆
使
し
て
自
在
に
鬼
神
を
操

り
、
野
山
や
空
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
ま
し
た
。

修
験
道
の
開
祖
に
は
、
こ
の
よ
う
な
実
に
多

く
の
奇
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
名
は

役え
ん
の
お
づ
ぬ

小
角
、
現
在
の
御ご

せ所
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

６
９
９
年 

に
伊
豆
へ
の
流
刑
の
記
録
が
『
続し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』
に
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。

　

御
所
市
の
吉き
っ
し
ょ
う
そ
う
じ

祥
草
寺
は
役
行
者
生
誕
地
で
、
役
行
者
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
境
内
に
は
誕
生
の
時
に
用
い
た「
産
湯
の
井
戸
」

が
あ
り
、
行
者
堂
に
は
自
作
と
さ
れ
る
32
歳
像
や
母
親
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

役
行
者
は
日
本
古
来
の
山
岳
信
仰
に
、
神
道
や
仏
教
、
道
教
を
採
り
入
れ

て
独
自
の
修
験
道
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。「
修
行
は
難
苦
を
も
っ
て
第
一
と

す
。
身
の
苦
に
よ
っ
て
心
乱
れ
ざ
れ
ば
証
果
自
ず
か
ら
至
る
」
と
い
う
言
葉

を
残
し
て
い
ま
す
。
実
践
性
を
重
ん
じ
る
修
験
道
は
、
命
が
け
の
修
行
を
通

し
て
霊
力
や
権
力
を
開
発
す
る
厳
し
い
道
な
の
で
す
。

　

お
よ
そ
１
３
０
０
年
前
、
役
行
者
が
一
千
日
の
修
行
に
入
っ
て
感
得
し
た

蔵ざ
お
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現
は
、
大
峯
山
山さ
ん
じ
ょ
う
が
た
け

上
ヶ
岳
の
大お
お
み
ね
さ
ん
じ

峯
山
寺
と
吉
野
山
の
金
峯
山
寺
に
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。
吉
野
山
か
ら
山
上
ヶ
岳
の
一
帯
は
、
標
高
千
数
百
ｍ
級
の

険
し
い
山
々
が
続
く
古
来
の
修
験
道
の
聖
域
で
、
さ
ら
に
吉
野
か
ら
熊
野
を

結
ぶ
大お
お
み
ね
お
く
が
け
み
ち

峯
奥
駈
道
は
、
難
所
続
き
の
修
行
の
道
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

近
鉄
吉
野
駅
か
ら
下
の
千
本
を
通
り
、
参

道
を
登
っ
て
行
け
ば
、
金
峯
山
寺
蔵ざ
お
う
ど
う

王
堂
の

大
き
な
姿
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。
そ

の
大
き
さ
は
吉
野
山
の
麓
の
大
和
上
市
か
ら

も
見
え
る
程
で
す
。

　

こ
こ
は
、
役
行
者（
役
小
角
）
が
拓
い
た
修

験
道
の
聖
地
で
、
行
者
は
修
行
で
金
剛
蔵
王

権
現
を
感
得
し
、
本
尊
を
山
桜
の
木
か
ら
彫

り
造
っ
た
こ
と
か
ら
、山
桜
が
ご
神
木
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
多
く
の
信
者
が
吉
野

山
に
桜
の
苗
木
を
寄
贈
し
、
保
護
さ
れ
吉
野

山
の
桜
と
し
て
日
本
中
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

近
代
ま
で
は
、
こ
の
吉
野
山
金
峯
山
寺
か

ら
山
上
ヶ
岳
大
峯
山
寺
付
近
の
山
々
を
総
称
し
て
大
峯
山
と
呼
び
、
女に
ょ
に
ん人
禁
制

の
特
別
な
土
地
と
し
て
尊
重
し
て
い
ま
し
た
。
山
上
ヶ
岳
は
現
在
も
女
人
禁
制

を
守
る
日
本
で
唯
一
の
山
で
す
。

K
IN
PU
SEN

JI

役
行
者

６
０
０
年
代
後
半
。

葛
上
郡
茅
原
村
（
現
・
御
所
市
茅
原
）
生
ま
れ
。

本
名
は
役
小
角
。
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
の
開
祖
。
山
岳
修
行
者
。

金
峯
山
寺
日
本
一
の
桜
の
名
所
・
吉
野
山
中
に
、
い
ま
も

連
綿
と
息
づ
く
日
本
独
自
の
山
岳
修
験
道
場
。

■所在地
〒639-3115
吉野郡吉野町吉野山2498
TEL.0746-32-8371 
■交　通
近鉄吉野駅から徒歩3分で千本口
駅へ、ロープウェイで約3分、吉
野山駅下車、徒歩約10分 
駐車場有（80台・桜期は有料） 
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俳は
い
か
い諧
文
学
の
頂
点
と
呼
ば
れ
る
松
尾
芭
蕉
。

伊
賀
市
上
野
に
生
ま
れ
、
19
歳
の
時
に
兄
と
と

も
に
俳
諧
を
学
び
ま
し
た
。
24
歳
で
宗
房
と
号

し
て
初
め
て
の
俳
句
を
世
に
出
し
、
そ
の
後
、
俳

号
を
芭
蕉
と
改
め
、
多
く
の
弟
子
を
育
て
俳
聖

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
芭
蕉
と
い
え
ば
、
漂
泊
の

詩
人
と
し
て
旅
と
俳
句
に
生
涯
の
多
く
を
費
や
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
は
、
42
歳
の
と
き
、
ま
さ
に
野
ざ
ら
し
に
な
る
覚
悟
を
し
た
悲
壮
な

決
意
の
旅
で
し
た
。
伊
賀
か
ら
奈
良
、
京
都
、
大
津
、
名
古
屋
、
木
曽
路
を
経
て
江

戸
へ
帰
る
旅
程
を
と
り
、数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
、母
親
の
墓
参
り
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

２
度
目
の
大
き
な
旅
は
、
吉
野
山
、
高
野
山
、
和
歌
浦
を
経
て
須
磨
、
明
石
を

巡
る『
笈お
い

の
小こ
ぶ
み文
』
の
旅
で
す
。『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
と
は
違
い
、
心
に
ゆ
と
り
が

あ
る
旅
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
吉
野
郡
大
淀
町
に
あ
る
世
尊

寺
の
境
内
に
は
、
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は
生
涯
を
通
し
て
、
８
回
ほ

ど
奈
良
を
訪
れ
て
い
ま
す
が
、
東
大
寺
の
お
水
取
り
や
吉
野
の
瀧
な
ど
を
詠
ん
だ

句
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
　

菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
達

　

こ
れ
は
芭
蕉
晩
年
、
最
後
の
奈
良
へ
の
旅
と
な
っ
た
51
歳
の
時
の
句
で
す
。

　

代
表
的
作
品『
奥
の
細
道
』
で
は
、
１
６
８
９
年
に
江
戸
を
出
発
。
弟
子
の
河
合

曾そ

ら良
を
伴
い
、
１
５
０
日
間
か
け
て
東
北・
北
陸
を
巡
っ
て
江
戸
に
帰
る
全
行
程

２
４
０
０
ｋｍ
の
旅
で
し
た
。
そ
し
て
、大
阪
の
旅
館
で
人
生
の
旅
路
を
終
え
た
の
は
、

芭
蕉
ら
し
い
最
期
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

聖
徳
太
子
に
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
は
数
多
く
、

こ
の
世
尊
寺
も
そ
の
一
つ
で
す
。
創
建
は
飛
鳥

時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
吉
野
地
方
で
は
大

変
栄
え
た
寺
で
し
た
。
平
安
時
代
に
は
天
皇
家

や
藤
原
道
長
な
ど
も
参
拝
し
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

寺
は
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
吉
野

寺
、
比ひ

そ曽
寺
と
名
称
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

東
塔
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
移
築
さ
れ
、
現
在

は
滋
賀
県
三み
い
で
ら

井
寺
に
残
っ
て
い
ま
す
。
西
塔
も

南
北
朝
戦
乱
時
に
焼
失
し
ま
し
た
。
現
在
の
伽

藍
は
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
　

世
に
さ
か
る
花
に
も
念
佛
ま
う
し
け
り

　

１
６
８
８
年
４
月
、
松
尾
芭
蕉
は
こ
の
寺
を
参
詣
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
太
子
お
手

植
え
の
伝
承
の
あ
る
桜
の
横
に
は
芭
蕉
の
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
の
荒

波
を
耐
え
ぬ
い
た
山
里
の
寺
は
花
に
囲
ま
れ
、静
か
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

南
部

奈
良
ゆ
か
り
の
人
々

SESO
N
JI

松
尾
芭
蕉

１
６
４
４
年
〜
１
６
９
４
年
。　

伊
賀
上
野
赤
坂
農

人
町
（
現
・
三
重
県
伊
賀
市
上
野
赤
坂
町
）
生
ま
れ
。

江
戸
前
期
の
俳
人
。『
奥
の
細
道
』
の
作
者
。

世
尊
寺

聖
徳
太
子
の
父
用
明
天
皇
の
勅
願
に
よ
り

建
立
さ
れ
、
時
代
と
共
に
生
き
続
け
る
寺
。

■所在地
〒639-3128吉野郡大淀町比曽762
TEL.0746-32-5976
■交　通
近鉄六田駅・大和上市駅からタ
クシーで約5分、ふれあいバスで
約10分。
駐車場有（10台・無料）

天理大学附属天理図書館蔵
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奈
良
県
の
面
積
の
約
70
％
は
、
山
林
に
覆
わ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
吉
野
地
方
は
昔
か
ら
林

業
が
盛
ん
で
良
質
の
吉
野
杉
が
特
産
品
で
す
。

１
８
４
０
年
に
吉
野
郡
川
上
村
で
生
ま
れ
た
土
倉

庄
三
郎
は
、
林
業
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
こ
と

か
ら
〝
吉
野
林
業
の
父
〞
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

山
林
の
経
営
者
だ
っ
た
父
の
影
響
で
、
16
歳
で
家
を
継
い
だ
土
倉
は
吉
野
材

木
方
の
代
表
と
し
て
地
域
の
た
め
に
林
業
発
展
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
最
初
に

手
掛
け
た
の
は
、効
率
的
な
木
材
輸
送
で
す
。
筏
い
か
だ

流
し
の
水
路
整
備
の
た
め
に
、

吉
野
川
を
改
修
し
、
道
路
の
整
備
に
莫
大
な
私
財
を
投
入
し
て
道
路
を
建
設
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
造
林
法
を
研
究
し
て
優
れ
た
木
材
を
多
く
生
産
で
き
る
工
夫

を
考
え
出
し
ま
し
た
。「
密
植
・
多
間
伐
・
少
主
伐
」
が
特
徴
の
土
倉
式
造
林

法
を
紹
介
し
た
著
書
『
吉
野
林
業
全
書
』
は
、
今
日
で
も
絶
賛
さ
れ
る
全
国
林

業
家
の
バ
イ
ブ
ル
で
す
。

　

土
倉
は
地
元
だ
け
で
な
く
全
国
で
も
講
演
指
導
を
行
い
、
林
業
発
展
に
尽
く

し
、
静
岡
県
天
竜
川
流
域
、
群
馬
県
伊い

か

ほ
香
保
な
ど
で
成
果
を
上
げ
ま
し
た
。
晩

年
は
川
上
村
村
長
と
な
り
、
村
有
林
も
育
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
場
産
業

発
展
に
貢
献
す
る
一
方
で
、
広
い
視
野
で
社
会
を
見
て
い
た
彼
は
、
政
治
家
や

社
会
運
動
家
と
も
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
自
由
民
権
運
動
を
進
め
る
板
垣
退
助

の
西
欧
視
察
へ
の
旅
費
援
助
は
有
名
で
す
。

　

彼
の
造
林
法
に
よ
り
、乱
伐
で
低
下
し
て
い
た
国
内
森
林
率
は
現
在
回
復
し
、

森
林
を
守
る
活
動
は
、
今
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
吉
野
地
方
は
林
業
が
盛
ん
な
土

地
で
し
た
。
川
上
村
の
山
幸
彦
の
も
く
も
く

館
は
、
吉
野
林
業
の
父
と
い
わ
れ
る
土
倉
庄

三
郎
の
、
林
業
に
か
け
る
熱
意
を
今
に
伝
え

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
川
上
村
の
林
業
資
料
館

で
あ
り
、
吉
野
杉
を
用
い
た
木
の
ぬ
く
も
り

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
館
内
で
は
、
川
上

村
の
林
業
の
様
子
や
歴
史
の
展
示
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
月
に
１
回
開
催
さ
れ

る
「
山
の
学
校 

達
っ
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
」
は
人

気
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

川
上
村
大
滝
の
鎧
掛
岩
に
は
「
土
倉
翁
造

林
頌し
ょ
う
と
く徳
記
念
」
と
い
う
大
き
な
文
字
が
刻
印

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
世
に
彼
の
功
績
を
伝
え
、
讃
え
よ
う
と
す
る
川

上
村
の
人
々
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
近
く
に
あ
る
土
倉
庄
三

郎
の
銅
像
は
、
今
も
川
上
村
の
山
々
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

Y
A
M
A
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O
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土
倉
庄
三
郎

１
８
４
０
年
〜
１
９
１
７
年
。

吉
野
郡
大
滝
村
（
現
・
吉
野
郡
川
上
村
）
生
ま
れ
。

吉
野
林
業
の
父
。

山
幸
彦
の
も
く
も
く
館
吉
野
杉
を
知
り
、
吉
野
杉
に
親
し
み
な
が
ら

林
業
の
歴
史
と
文
化
を
学
ぶ
林
業
資
料
館
。

■所在地
〒639-3542吉野郡川上村西河486
TEL.0746-53-2929
■交　通
近鉄大和上市駅から湯盛温泉杉
の湯行きバスで約20分、西河下
車、徒歩400m　
駐車場有（10台・無料）


