
 

序 

 

日
本
の
国
に
は
、
神
話
時
代
か
ら
天
皇
と
い
う
存
在
が
あ
り
、

国
家
の
歴
史
は
そ
れ
を
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
て
来
た
。
天
皇
や

日
本
と
い
う
名
称
が
ま
だ
無
か
っ
た
時
代
は
、「
大
王
」(

お
お
き

み)

と
呼
ば
れ
、
中
国
の
史
書
で
は
「
倭
」(

わ)
と
呼
ば
れ
た
り
し

て
、「
倭
の
五
王
」
の
時
代
な
ど
が
呼
称
と
し
て
伝
わ
る
。「
五
王
」

の
最
後
の
「
武
」
が
雄
略
天
皇
で
あ
る
。 

 

斉
明
天
皇
の
六
六
三
年
、
百
済
救
済
の
た
め
朝
鮮
半
島
に
大

軍
を
派
遣
し
た
中
大
兄
皇
子(

な
か
の
お
お
え
の
み
こ)

は
、
白
村
江

の
戦
い
で
唐
・
新
羅
の
水
軍
に
大
敗
し
て
撤
退
し
た
。
そ
の
後
逆

に
敵
の
侵
攻
に
備
え
て
九
州
の
防
衛
を
強
化
、
さ
ら
に
都
を
飛

鳥
か
ら
近
江
に
遷
し
、
即
位
し
て
天
智
天
皇
と
な
っ
た(

六
六

八)

。
そ
れ
か
ら
三
年
余
り
、
こ
の
国
を
ど
う
す
る
か
。 

 

強
い
意
志
を
持
っ
て
、「
壬
申
の
乱
」
を
突
破
口
に
即
位
し
た

弟
の
天
武
天
皇(

大
海
人(

お
お
あ
ま)

皇
子)

、
そ
の
遺
志
を
継
承

し
た
持
統
天
皇(

鸕
野
讃
良(

う
の
の
さ
ら
ら)

・
天
智
の
娘)

、
夫
婦

二
人
の
君
主
に
よ
る
壮
大
な
「
国
づ
く
り
」
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
見
た
い
。
折
々
の
万
葉
名
歌
の
政
治
的
役
割
と
彩(

い
ろ
ど
り)

も
、
又
感
慨
新
た
な
も
の
と
し
て
甦
っ
て
く
る
。 

 

一
、
天
武
天
皇
の
時
代 

 
(

一)

、
天
武
天
皇
の
即
位
と
鸕
野
皇
后
の
誕
生 

 
 
 

―

中
央
集
権
・律
令
国
家
の
建
設
を
め
ざ
す 

 

六
七
一
年
十
月
、
病
床
の
天
智(

十
二
月
三
日
崩
御
・
四
十
六

歳)

か
ら
後
事
を
託
さ
れ
た
大
海
人
は
、
身
の
危
険
を
感
じ
て
こ 

れ
を
固
辞
、
出
家
し
て
武
器
を
朝
廷
に
納
め
、
逃
げ
る
よ
う
に
近

江
宮
か
ら
吉
野
に
退
去
し
た
。
大
海
人
の
歌
が
あ
る
。 

 
 

み
吉
野
の 

耳
我(

み
み
が)

の
嶺
に 

時
な
く
ぞ 

雪
は
降

り
け
る 

間
な
く
ぞ 

雨
は
降
り
け
る 

そ
の
雪
の 

時
な
き

が
ご
と 

そ
の
雨
の 

間
な
き
が
ご
と 

隈(

く
ま)

も
お
ち
ず 

 
 

思
ひ
つ
つ
ぞ
來
し 

そ
の
山
道
を 

(

巻
一―

二
五)

 

 

雪
や
雨
が
降
り
続
く
険
し
い
吉
野
の
山
道
、
曲
が
り
角
ご
と 

に
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
来
た
。
逃
避
の
悲
壮
感
で
あ
る
。 

 

隠
忍
八
カ
月
、
大
海
人
は
遂
に
決
断
し 

て
吉
野
を
脱
出
、
天
智
の
子
大
友
皇
子
と 

の
近
江
瀬
田
川
で
の
決
戦
に
勝
利
し
、
六 

七
三
年
奈
良
の
飛
鳥
浄
御
原
宮(

あ
す
か
き 

よ
み
は
ら
の
み
や)

で
即
位
し
て
第
四
十
代
・ 

天
武
天
皇
と
な
っ
た(

壬
申
の
乱)

。
そ
し 

て
共
に
戦
っ
た
妃(
き
さ
き)

、
鸕
野
讃
良
を 

皇
后
に
立
て
た(

二
十
九
歳)

。
武
力
に
よ 

っ
て
天
下
を
平
定
し
た
天
武
は
、
絶
大
な
権
力
を
掌
握
し
、
鸕
野 

と
の
「
共
治
体
制
」
で
中
央
集
権
・
律
令
国
家
の
建
設
を
め
ざ
し 

た
。(

具
体
的
な
制
度
・
施
策
は
第
四
章
参
照) 

(

二)

、
皇
親
政
治
と
「吉
野
の
盟
約
」 

天
武
は
、
政
治
か
ら
豪
族
を
排
除
し
宮
廷
に
一
人
の
大
臣
も

置
か
ず
、
鸕
野
や
皇
子(

み
こ)

た
ち
に
任
務
を
担
当
さ
せ
た
。
い

わ
ゆ
る
皇
親(

こ
う
し
ん)

政
治(

天
皇
と
皇
族
を
最
高
指
導
部
と

す
る
政
治
形
態)

で
あ
る
。
し
か
し
後
継
者
問
題
に
頭
を
痛
め
た

天
武
は
、
即
位
後
八
年
鸕
野
と
六
人
の
皇
子(

す
べ
て
母
が
異
な

る)

を
伴
い
吉
野
宮
に
行
幸
し
た
。 

天
武
と
鸕
野
の
嫡
子
で
あ
る
草 

壁
の
後
継
者
と
し
て
の
立
場
を
明 

確
に
し
、
異
腹
の
皇
子
た
ち
の
結 

束
を
図
ろ
う
と
す
る
目
的
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

 

天
武
は
、「
争
い
の
起
こ
ら
な
い 

よ
う
に
し
た
い
が
、
皆
は
ど
う
か
」 

と
問
い
か
け
た
。
草
壁
が
「
異
腹
の
兄
弟
で
あ
っ
て
も
お
互
い
に

助
け
合
っ
て
ゆ
く
」
と
誓
い
、
他
の
五
人
も
誓
い
の
言
葉
を
述
べ

た
。
鸕
野
も
同
じ
よ
う
に
誓
盟
し
た
。
こ
れ
を
「
吉
野
の
盟
約
」

と
言
う
。
天
武
が
示
し
た
歌
が
あ
る
。 

 
 

よ
き
人
の 

よ
し
と
よ
く
見
て 

よ
し
と
言
い
し 

吉
野 

 
 

よ
く
見
よ 

よ
き
人
よ
く
見 

(

巻
一―

二
七)

 

 

昔
の
よ
い
人(

天
武
と
持
統)

が
、
よ
い
と
こ
ろ
だ
と
よ
く
見

て
、
よ
い
と
言
っ
た
吉
野
を
、
よ
く
見
よ
、
今
の
よ
い
人(

六
人

の
皇
子
た
ち)

よ
く
見
よ
、
と
吉
野
を
賛
美
し
、
こ
れ
か
ら
も
よ

く
見
よ
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
強
く
誓
約
さ
せ
た
の
は
、

嫡
子
草
壁(

十
八
歳)

が
凡
庸
、
そ
れ
に
比
し
て
大
津(

十
七
歳)

が
優
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 
(

三)

、
「神
」と
あ
が
め
ら
れ
た
天
皇 

 

「
壬
申
の
乱
」
を
勝
ち
抜
き
、
新
し
い
時
代
の
統
率
者
と
し
て

の
資
質
と
能
力
を
天
下
に
示
し
た
天
武
は
、「
神
」
と
あ
が
め
ら

れ
た
。
乱
の
と
き
大
海
人
の
将
軍
だ
っ
た
大
伴
御
行
の
歌
。 

 
 

大
君(

お
ほ
き
み)

は 

神
に
し
ま
せ
ば 

赤
駒(

あ
か
こ
ま)

の 
 

 
 

は
ら
ば
ふ
田
井
を 

都
と
な
し
つ(

巻
十
九―

四
二
六
〇)

 
 

わ
が
大
君
は
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
、
赤
駒
が
腹
這
う
田 

ん
ぼ
を
、
立
派
な
都
に
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
天
皇
を
現
人
神(

あ

ら
ひ
と
か
み)

と
し
て
尊
び
、
そ
の
力
と
神
性
を
讃
え
て
い
る
。
こ

れ
は
天
武
・
持
統
朝
に
見
ら
れ
る
思
想
で
、
持
統
に
つ
い
て
は

「
天
皇
が
雷(

い
か
づ
ち)

の
岡
に
出
で
ま
せ
る
時
」
と
題
し
た
柿

本
人
麻
呂
の
歌
が
あ
る
。 

 
 

大
君
は 

神
に
し
ま
せ
ば 

天
雲
の 

雷
の
上
に 

 

万万
葉葉
集集
「「
かか
ぎぎ
ろろ
ひひ
のの
歌歌
」」
とと
「「
吉吉
野野
宮宮
滝滝
のの
歌歌
」」  

  
  

  
  

  
  

  
天天
皇皇
とと
日日
本本
、、
天天
武武
・・
持持
統統  

両両
天天
皇皇
のの
国国
づづ
くく
りり  

  

松松  

浦浦  

利利  

弘弘  

  

氏氏  
  
  
  
  

名名  

 

 

飛  鳥  浄  御  原  宮   跡 
(伝・飛 鳥 板 葺 宮  跡) 

 

桜 木 神 社 (吉野) 
大海人皇子が壬申の乱の
時、木の陰で難を逃れた 
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草
を
刈
る
よ
う
な
荒
涼
と
し
た
山
野
で
は
あ
る
が
、
も
み
じ 

の
散
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
亡
く
な
ら
れ
た
父
君
の
思
い
出
の
地
と 

し
て
や
っ
て
来
た
こ
と
だ
。 

 
 

東(

ひ
む
が
し)

の 

野
に
炎(

か
ぎ
ろ
ひ)

の 

立
つ
見
え
て 

 

か
へ
り
見
す
れ
ば 

月
か
た
ぶ
き
ぬ 

(

巻
一―

四
八)

 

 

東
方
の
野
に
曙
光
の
さ
し
そ
め
る
の
が
見
え
て
、
う
し
ろ
を 

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
月
は
西
方
に
傾
い
て
い
る
。 

日
並(

ひ
な
み
し)

の 

皇
子
の
命
の 

馬
並
め
て 

御
猟(

み
か

り)

立
た
し
し 

時
は
来
向
か
ふ 

(

巻
一―

四
九)

 

 

今
は
亡
き
日
並(

草
壁)

の
皇
子
様
が
、
馬
を
並
べ
て
御
猟
に 

お
立
ち
遊
ば
し
た
時
刻
、
い
ま
そ
こ
に
来
て
い
る
。 

 

右
の
五
首(

長
歌
を
含
む)

は
、
都
を
出
発
し
て
安
騎
野
に
到

着
し
、
翌
朝
の
狩
が
始
ま
る
ま
で
の
、
時
間
的
な
流
れ
に
沿
っ
た

情
景
で
あ
る
。
天
武
が
挙
兵
時
に
陣
容
を
整
え
た
安
騎
野
、
父
草

壁
も
訪
れ
今
珂
瑠
も
狩
猟
に
来
て
、 

持
統
に
命
じ
ら
れ
た
人
麻
呂
が
、 

そ
れ
ら
を
壮
大
な
叙
事
詩
に
詠
い 

上
げ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
冬
猟
は
持
統
が
、
祖
父
の 

天
武
・
父
草
壁
の
天
皇
霊
を
、
孫
の
珂
瑠
に
受
霊
さ
せ
る
た
め
に

計
画
し
た
も
の
だ
と
言
う
。
新
し
い
見
立
で
は
、
天
武
と
草
壁
が

一
体
と
な
っ
て
西
に
落
ち
か
か
る
月
、
そ
の
天
皇
霊
を
珂
瑠
は

東
に
輝
く
暁
の
光
・
東
か
ら
上
る
太
陽
と
し
て
受
霊
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
反
歌
の
四
首
目
、
ま
さ
し
く
そ
の
時
刻
に
日
並
の

皇
子(

草
壁)

が
馬
を
並
べ
て
颯
爽
と
お
立
ち
に
な
ら
れ
た
、
と

締
め
く
く
っ
て
い
る
。 

 

 

持
統
悲
願
の
天
武―

草
壁―

珂
瑠
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を

見
事
に
天
下
に
示
し
た
、
万
葉
集
屈
指
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
思

う
。
人
麻
呂
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
歌
」
の
素
晴
ら
し
さ
と
、
持
統
の
執

念
・
願
望
を
理
解
し
た
い
。 

(

三)

、
藤
原
京
へ
遷
都―

香
久
山
眺
望
の
御
製 

 

藤
原
宮
の
造
営
は
、
持
統
即
位
の
六
九
〇
年
十
月
に
着
手
さ

れ
、
四
年
後
に
遷
都
し
た
。
規
模
的
に
は
大
和
三
山
を
ほ
ぼ
取
り

込
む
ほ
ど
の
、
南
北
は
五
キ
ロ
余(

未
確
定)

、
東
西
に
五
、
三
キ

ロ
の
広
が
り
を
持
つ
中
に
、
国
家
儀
礼
の
場
と
し
て
の
大
極
殿 

を
正
殿
と
す
る
朝
堂
院
が
設
け
ら
れ
た
、
初
め
て
の
瓦
葺
き
宮

殿
で
あ
っ
た
。 

 

持
統
天
皇
と
い
え
ば
、
香
久
山
眺
望
の
御
製
が
心
に
浮
か
ぶ
。

春
過
ぎ
て 

夏
来
る
ら
し 

白
栲(

し
ろ
た
え)

の 
 

衣
干
し
た
り 

天
の
香
久
山 

(

巻
一―

二
九)

 

 

春
が
過
ぎ
て
夏
が
や
っ
て
来
た
ら
し
い
。
あ
の
天
の
香
久
山 

に
真
っ
白
な
衣
が
干
し
て
あ
る
の
を
見
る
と
・
・
。 

 

季
節
感
あ
ふ
れ
る
神
聖
な
香
久
山
の 

情
景
、
干
し
て
あ
る
衣
は
、
み
そ
ぎ
の 

た
め
の
斎
衣(

浄
衣)

で
あ
ろ
う
。
し
か 

し
こ
の
歌
は
、
藤
原
宮
造
営
の
地
に
立 

つ
持
統
自
身
の
心
情
を
、
純
白
の
衣
に 

託
し
て
表
現
し
た
新
し
い
決
意
と
も
見 

ら
れ
よ
う
。 

堂
々
た
る
万
葉
秀
歌
で
あ
る
。 

 
(

四)
、
持
統
の
吉
野
行
幸(

九
年
間
で
三
十
一
回
の
謎) 

 

持
統
行
幸
地
の
中
で
も
吉
野
は
、
天
武
と
持
統
二
人
の
記
念

す
べ
き
聖
地
で
あ
る
。
持
統
の
吉
野
行
幸
に
お
供
し
た
人
麻
呂

の
詠
ん
だ
二
組
の
長
・
短
歌
が
あ
る
。
長
歌
は
掲
載
を
省
略
し

て
、
反
歌
二
首
を
掲
げ
る
。 

 
 

見
れ
ど
飽
か
ぬ 
吉
野
の
川
の 

常
滑(

と
こ
な
め)

の 
 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く 

ま
た
か
へ
り
見
む 

(

巻
一―

三
七)

 

 

い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
な
い
吉
野
の
川
の
常
滑(

岩
に
苔
が
生
え 

て
な
め
ら
か
な
と
こ
ろ)

の
よ
う
に
、
絶
え
る
こ
と
な
く
ま
た
や
っ
て 

来
て
、
こ
の
滝
の
都
を
見
よ
う
。 

山
川
も 

依
り
て
仕
ふ
る 

神
な
が
ら 

 

た
ぎ
つ
河
内
に 

船
出
せ
す
か
も 

(

巻
一―
三
九)

 

 

山
の
神
や
川
の
神
ま
で
も
心
服
し
て
お
仕
え
す
る
尊
い
神
と

し
て
、
天
皇
は
吉
野
川
の
、
こ
の
激
流
渦
巻
く
河
内
に
船
を
漕
ぎ

出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
吉
野
宮
を
絶
賛
し
、
持
統
天
皇
を
神
と 

し
て
讃
え
て
い
る
。 

 

 

天
武
の
吉
野
行
幸
は
、
皇
子
ら
と
の
盟
約
時
の
一
度
だ
け
で

あ
っ
た
。
し
か
し
持
統
の
場
合
は
、
九
年
間
で
実
に
三
十
一
回
を

数
え
る
。
具
体
的
に
は
、
草
壁
が
没
し
た
持
統
三
年(

六
八
九)

か

ら
翌
年
の
持
統
即
位
、
そ
し
て
持
統
譲
位
の
同
十
一
年(

六
九

七)

ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。 

 

持
統
は
天
武
の
後
を
継
い
だ
国
家
統
治
者
で
あ
る
。
国
の
行

事
・
儀
式
・
祭
祀
を
主
宰
し
、
念
願
と
す
る
珂
瑠
へ
の
譲
位
実
現

に
向
け
て
、
官
人
有
力
者
の
支
持
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

草
壁
を
失
っ
た
不
安
定
な
心
情
を
、
神
に
な
っ
た
天
武
の
力
を

借
り
て
奮
い
立
た
せ
た
い
。
持
統
に
と
っ
て
の
吉
野
は
、
為
政
者

と
し
て
の
霊
力
を
身
に
つ
け
る
「
魂
振
」(

た
ま
ふ
り
・
魂
に
活
力

を
与
え
る)

の
聖
地
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
持
統
の
行

幸
前
後
に
天
武
と
不
可
分
の
行
事
や
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
吉
野
宮
滝
は
、
心
の
安
ら
ぎ
と
天
皇
力
を
得
る
持
統
の

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
政
治
的
に
も
必
要
な
行
幸
と
し
て
理
解
で

き
よ
う
。 

 
(

五)

、
道
程
は
二
十
四
キ
ロ―

芋
カ
峠(

四
九
七
㍍)

越
え 

 

持
統
行
幸
の
道
程
と
芋
カ
峠(

い
も
が
と
う
げ)

に
つ
い
て
は
、
意

外
と
情
報
が
少
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
中
で
は
あ
る
が
、
意
を
決
し
て

筆
者
は
そ
の
測
定
と
実
体
験
を
試
み
た
。 

以
下
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。
令
和
三

年
八
月
二
十
八
日(

土)

、
近
鉄
壺
阪
山

駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
、
県
道
⒖
号
線
・
栢

森(

か
や
の
も
り)―

役
行
者
像―

芋
カ
峠

―

上
市―

宮
滝
ま
で
走
行
し
た(

各
距

離
記
録)

。
平
成
二
十
一
年
奈
良
県
発
行

の
『
持
統
天
皇
行
幸
の
道
』
地
図(

五
枚)

を
拡
大
コ
ピ
ー
、
藤
原
宮
か
ら
南
下
し

て
壺
阪
山
駅―

栢
森
線
間
の
合
流
点
ま 

で
の
距
離
を
木
綿
糸
で
測
定
し
、
藤
原
宮―

宮
滝
の
距
離
は
二

 

 

 

藤 原 宮 跡(特別史跡) 

天武が計画、持統が完成・遷都 

柿本人麻呂象 
(安騎野・人麻呂公園) 

 

(安騎野・公園) 

 

持統天皇・吉野宮滝行幸の道 
(途中の難所・「芋峠」の標識) 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

天
気
の
良
い
日
は
、
よ
く
近
所
の
公
園
の
ベ
ン

チ
に
座
っ
て
い
る
。
た
だ
目
の
前
の
花
壇
を
ぼ
ー

と
眺
め
て
い
る
場
合
が
お
お
い
が
空
を
見
上
げ
て

い
る
と
公
園
に
な
る
ま
で
土
地
の
歴
史
を
思
い
浮

か
べ
た
り
す
る
。 

 

公公
園園
のの
歴歴
史史  

こ
の
八
戸
の
里
公
園
は
昭
和
３
３
年
（
１
９
５

８
）
、
旧
布
施
市
の
時
に
設
計
さ
れ
た
と
い
う
か
ら

６
０
数
年
前
に
計
画
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
今
で

は
ア
リ
ー
ナ
体
育
館
、
プ
ー
ル
、
相
撲
土
俵
、
運
動

場
そ
し
て
多
く
の
人
々
が
楽
し
み
散
歩
で
き
る
公

園
に
な
っ
て
い
る
。
公
園
の
面
積
と
し
て
現
在
、
５
．

１
ヘ
ク
タ
ー
ル
。 

甲
子
園
球
場
と
同
じ
く
ら
い
の
広
さ
に
な
る
。  

私
の
よ
う
な
昭
和
人
間
に
は
５
町
余
り
と
い
っ
た

ほ
う
が
ぴ
っ
た
り
と
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
時

の
市
長
は
布
施
市
長
の
鈴
木
義
仲
氏
（
写
真
）
だ
が

故
人
を
な
ら
れ
て
い
る
。
先
見
の
明
に
優
れ
た
人

で
、
昭
和
１
１
年
（
１
９
３
６
）
に
は
全
国
に
先
駆

け
て
旧
小
阪
町
（
町
長
は
鈴
木
義
仲
氏
）
が
住
宅
地

を
売
り
出
し
て
当
時
に
し
て
は
名
建
築
で
あ
る
東

翠
園
住
宅
が
誕
生
し
た
。
東
翠
園
と
は
大
阪
市
の

東
の
緑
の
多
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
大
阪
の
船
場
の
人
た
ち
が
住
宅
地

と
し
て
購
入
し
て
移
り
住
ん
だ
人
が
多
い
と
聞
く
。

当
時
の
大
学
教
授
、

文
化
人
も
多
く
含

ま
れ
て
い
た
。
現

在
は
八
戸
の
里
駅

と
呼
ば
れ
る
が
、

当
時
は
東
翠
前
駅

と
名
付
け
ら
れ
た

り
し
た
。
そ
の
時

代
の
注
目
を
受
け

た
東
翠
住
宅
群
は
今
や
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
引
き
続
き
瀟
洒
な
住
宅
が
今
も
多
く
、
風

格
あ
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。（
ス
ケ

ッ
チ
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
東
翠
園
住
宅-

筆
者
画
）  

中
国
に
「
水
を
飲
む
と
き
に
は
井
戸
を
掘
っ
た
人

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ

る
が
、
こ
の
公
園
を
楽
し
ん
で
い
る
多
く
の
人
た

ち
は
、
ま
さ
し
く
鈴
木
義
仲
市
長
の
名
前
を
少
し

で
も
頭
に
浮
か
べ
て
も
ら
え
れ
ば
有
難
い
。  

鈴

木

義

仲

氏

が

１

９

５
９
年
（
昭
和
３
４
年
）

に
当
時
の
西
ド
イ
ツ
・
ヴ

エ

デ

イ

ン

グ

自

治

区

と

布

施

市

と

の

姉

妹

都

市

協
定
を
結
ん
だ
。
そ
し
て

協
定
か
ら
３
７
年
後
、
か

の

地

区

か

ら

親

善

訪

問

団

が

東

大

阪

市

を

訪

れ

八

戸

の

里

公

園

に

記

念

植
樹
と
記
念
板
設
置
（
写

真
）
さ
れ
た
。
１
９
９
６

年
（
平
成
８

年
）
。 

記

念

植
樹

の
ク
ス
ノ
キ

は
写
真
次
頁
）

の
よ
う
に
大

き
く
な
っ
て

い
る
。 

土
地
は
ほ
と
ん

ど
が
当
時
の
旧

中
小
阪
村
の
農

 

『
日
下
村 

石
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小
平
次
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  八
戸
の
里
公
園
と
美
女
堂
遺
愛
碣け

つ 

杉
山
三
記
雄 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

を
指
示
し
た
持
統
の
真
意
は
何
で
あ
っ
た
か
。 

 
夫
婦
同
心
一
体
で
、
嫡
子
草
壁
皇
子
か
ら
文
武
天
皇
へ
つ
な 

が
る
皇
統
の
重
み
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
波
乱
の
人 

生
最
後
ま
で
、
自
己
の
信
念
を
貫
き
通
し
た
持
統
で
あ
っ
た
。 

 

四
、
「天
皇
」と
「日
本
」の
国
づ
く
り 

 
(

一)

、
中
央
集
権
・律
令
国
家
を
め
ざ
し
た
諸
施
策 

 
 

天
武
は
、
◆
国
防
軍
事
体
制
の
整
備
に
着
手
、「
政
〈
ま
つ
り
ご

と
〉
の
要
は
軍
事
〈
い
く
さ
〉
な
り
」
と
し
て
、
官
人
に
武
技
と
乗

馬
の
修
練
を
命
じ
た 

。◆
兵
士
の
軍
団
編
成
に
取
り
組
む 

◆
中

央
集
権
確
立
の
た
め
、
氏
の
再
編
と
官
人
の
階
級
序
列
化
を
推

進
・「
八
色
の
姓
」「
冠
位
二
十
六
階
」「
冠
位
四
十
八
階
」
な
ど 

◆
豪
族
が
支
配
し
た
民
を
公
民
化
「
甲
子
の
宣
」
◆
「
五
十
戸
」

制
の
実
施 

・
そ
の
末
端
行
政
単
位
で
課
税 

◆
全
国
的
な
戸
籍

(

庚
寅
年
籍)

を
作
成 

◆
徴
兵
制
度
を
実
施 

◆
諸
国
の
国
境
を

決
定 

◆
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
国
家
神
祇
祭
儀
の
整
備 
◆

仏
教
の
保
護(

薬
師
寺
の
建
立
な
ど)

。  

 

持
統
は
、
◆
天
武
と
共
治
し
な
が
ら
、
特
に
藤
原
宮
の
造
営
と

遷
都
を
実
施
し
た
。 

◆
口
分
田
に
基
づ
く
農
地
の
班
給 

◆
飛
鳥

浄
御
原
令
の
完
成(

官
位
相
当
性
・
天
皇
が
変
わ
っ
て
も
官
人
の

仕
事
は
保
証)

◆
大
宝
律
令
の
完
成(

七
〇
二)

◆
古
事
記
の
完

成(

七
一
二)

◆
日
本
書
記
の
完
成(

七
二
〇) 

◆
遣
唐
使
の
派

遣
復
活(

七
〇
二) 

◆
地
方
行
政
制
度
の
整
備 

◆
持
統
万
葉
集

の
編
纂  (

以
上
主
要
項
目
の
み
列
挙
し
た)

。 

 

要
す
る
に
、
天
武
か
ら
持
統
へ
意
識
統
一
さ
れ
た
、
本
格
的
な

国
家
と
し
て
の
「
国
の
か
た
ち
」
と
「
国
の
骨
格
」
が
作
ら
れ
た

の
で
あ
る
。 

 
(

二)

、
「天
皇
」号
と
「日
本
」国
号
の
成
立 

 

「
天
皇
」
と
い
う
呼
称
が
、
君
主
号
と
し
て
確
立
し
た
の
は
天

武
の
末
年
、
浄
御
原
令
で
法
制
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
「
天
皇
」
と
墨
書
し
た
木
簡
が
、
天
武
朝
の

木
簡
と
一
緒
に
出
土
し
た
。「
大
王
」(

お
お
き
み)

・「
王
」
の
称
号

が
「
天
皇
」(

す
め
ら
み
こ
と)

に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
日
本
」
の
国
号
は
大
宝
令
で
定
め
ら
れ
、
大
宝
二
年(

七
〇

二)

の
遣
唐
使
が
唐
で
披
露
し
て
い
る
。「
倭
」(

わ)

に
代
わ
っ
て
、

「
日
本
」
が
対
外
的
に
認
知
さ
れ
る
国
号
と
な
っ
た
。 

 

い
ず
れ
も
が
、
天
武
・
持
統
朝
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結 

 

持
統
譲
位
後
五
年
に
、
文
武
天
皇
は
二
十
五
歳
の
若
さ
で
崩

御
し
た
。
後
継
者
は
天
武
・
持
統
の
血
筋
・
首
皇
子
で
あ
る
。
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
中
継
ぎ
と
し
て
、
草
壁
の
妃
で
あ
る
阿
門 

(

あ
へ)

皇
女
が
第
四
十
三
代
元
明
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
元
明

時
代
に
藤
原
京
は
唐
の
長
安
に
比
べ
て
狭
す
ぎ
る
と
し
て
、
平

城
京
に
遷
都
し
た
。
以
後
平
安
京
に
遷
都
す
る
ま
で
を
奈
良
時

代
と
言
う
。
元
明
は
七
一
四
年
に
首
皇
子
を
皇
太
子
に
立
て
た

が
ま
だ
幼
少
の
た
め
、
次
の
中
継
ぎ
と
し
て
娘
の
氷
高(

ひ
だ
か)

内
親
王
に
譲
位
し
第
四
十
四
代
元
正
天
皇
と
し
た
。 

 

か
く
し
て
神
亀
元
年(

七
二
四)

、
首
皇
太
子
が
元
正
天
皇
の

譲
位
を
受
け
て
即
位
し
、
第
四
十
五
代
聖
武
天
皇
と
な
っ
た
。 

 
こ
こ
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
天
武
皇
統
の
皇
位
安
定
が
実
現

し
た
。
皇
后
で
な
い
女
性
皇
族
や
未
婚
の
皇
女
の
女
性
天
皇
二

代
の
異
例
が
通
っ
た
の
は
、
天
武
王
朝
の
実
現
と
そ
の
継
承
に

功
あ
っ
た
持
統
の
宿
願
が
、
貴
族
層
に
理
解
さ
れ
た
か
ら
と
思

わ
れ
る
。
藤
原
不
比
等
抜
擢
に
始
ま
る
天
皇
家
と
藤
原
氏
の
、
婚

姻
を
土
台
と
し
た
関
係
づ
く
り
が
功
を
奏
し
た
。 

 

と
も
あ
れ
、
古
代
国
家
が
海
外
出
兵
・
敗
北
撤
退
か
ら
覚
醒
し

て
、
中
央
集
権
律
令
国
家
の
建
設
に
邁
進
し
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
同
時
に
、「
天
皇
」
を
中
心
と
し
た
「
日
本
」
と
い
う 

「
国
づ
く
り
」、
新
し
い
国
家
の
基
本
的
原
型
を
創
る
大
事
業
を
、 

立
派
に
や
り
遂
げ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。 

 

天
武
は
律
令
国
家
の
基
礎
を
造
っ
た
実
力
者
天
皇
、
持
統
は

律
令
政
治
を
完
成
さ
せ
た
女
傑
天
皇
、
夫
婦
の
見
事
な
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
を
見
せ
て
全
力
疾
走
し
た
、
た
ぐ
い
稀
な
国
家
指
導
者

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
持
統
の
万
葉
集
誕
生
の
切
っ
掛
け
で

あ
っ
た
点
は
、
も
っ
と
記
憶
さ
れ
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

横
野
万
葉
会) 

 

付
記 

宮
滝
遺
跡
・
史
跡
公
園
化
へ
の
期
待 

 
 
 
 
 

宮
滝
遺
跡
の
調
査
は
昭
和
の
始
め
頃
か
ら
始
ま
っ
た
が
、

近
年
発
掘
さ
れ
た
大
型
建
物
跡
は
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
天

皇
が
訪
れ
た
離
宮
・「
吉
野
宮
」
の
跡
地
で
あ
る
。
奈
良
県
吉

野
町
で
は
、
遺
跡
を
後
世
に
継
承
す
る
た
め
整
備
基
本
計
画

を
策
定
し
、
史
跡
公
園
化
の
方
向
で
工
事
に
着
手
す
る
予
定

で
あ
る
。
筆
者
は
平
成
三
十
年
十
月
に
家
内
と
車
で
、
宇
陀

安
騎
野
か
ら
吉
野
宮
滝(

一
泊)

、
藤
原
京
跡
を
探
訪
し
た
。

そ
の
折
同
町
の
現
産
業
観
光
課
・
中
東
洋
行
主
査(

当
時
教
育

委
員
会
勤
務)

に
知
己
を
得
た
。
考
古
学
の
専
門
家
で
も
あ
る

同
氏
は
本
計
画
の
推
進
担
当
者
で
あ
り
、
令
和
二
年
同
町
が

全
国
か
ら
募
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
は
、
筆
者
も

意
見
を
寄
せ
た
。
現
地
に
は
立
派
な
案
内
掲
示
板
も
立
っ
て

こ
れ
か
ら
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。 

       

【
参
考
文
献
】・
万
葉
の
心 

 
 
 
 
 
 

犬
養 

孝 
 

テ
イ
チ
ク(

株) 

 
 
 
 
 
 

・
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇 

 

義
江
明
子 

(

株)

山
川
出
版
社 

 
 
 
 
 
 

・
持
統
天
皇 

 
 
 
 
 
   

瀧
浪
貞
子 

 

中
央
公
論
新
社 

 
 
 
 
 
 

・
憧
憬 

古
代
史
の
吉
野 

 
 
 
 
 
 
 

奈
良
県
吉
野
町 

 

【
写 

真
】 

写
真
は
す
べ
て
筆
者
が
直
接
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

【
敬 

語
】 

天
皇
の
呼
称
等
の
敬
語
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

 

 

 

 

 

浄 御 原 神 社 
謡曲「国栖」の神秘境 

吉 野 歴 史 資 料 館 
(宮滝の近く、山側に在る) 
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