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【
は
じ
め
に
】

　

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
の
は
、
も
う
四
十
年
近
く
も

前
の
少
年
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
飛
鳥
の
地
の
こ
と
は
常
に
気
に
な
っ

て
い
た
。

　

五
年
ほ
ど
前
よ
り
年
に
二
回
、
八
月
・
十
二
月
に
明
日
香
村
を
訪
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
明
日
香
村
の
田
園
地
帯
は
、
そ
の
季
節
に
よ
っ
て
全
く
別
の
顔
を

五
感
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
時
々
で
行
動
範
囲
も
時
間
も
ま
ち
ま
ち
で

あ
っ
た
が
、
飛
鳥
を
体
感
す
べ
く
、
な
る
べ
く
徒
歩
で
の
散
策
を
心
掛
け
て
き

た
。

　

そ
の
散
策
の
中
で
頻
繁
に
出
会
っ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
人
の
手
に
よ
り
加

工
さ
れ
た
「
石
」
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
気
に
留
め
な
か
っ
た
が
、
飛
鳥

に
は
実
に
様
々
な
「
石
造
物
」
が
あ
る
。
古
墳
の
石
室
も
あ
る
意
味
立
派
な

「
石
造
物
」
で
あ
る
し
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
建
立
さ
れ
た
万
葉
集
歌
碑
も
石

造
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
に
多
く
の
謎
の
石
像
に
出
く
わ
す
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
ら
を
何
度
も
目
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
非
常
に
気
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

　　

現
在
、
飛
鳥
の
地
は
平
成
十
九
年
よ
り
、
藤
原
宮
都
跡
と
と
も
に
我
が
国
の

暫
定
一
覧
表
記
載
文
化
遺
産
（
い
わ
ゆ
る
世
界
文
化
遺
産
推
薦
待
ち
暫
定
リ
ス

ト
）
に
入
っ
て
お
り
、
世
界
遺
産
へ
の
登
録
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
。
国
土
交

通
省
で
は
こ
の
地
に
、
広
大
な
国
営
飛
鳥
歴
史
公
園
を
設
け
、
五
か
所
の
区
域

に
分
け
て
整
備
し
て
い
る
。
そ
の
五
か
所
と
は
、

　　

高
松
塚
周
辺
地
区

　

甘
樫
丘
地
区

　

祝
戸
地
区

　

石
舞
台
地
区

　

キ
ト
ラ
古
墳
周
辺
地
区

　　

で
あ
る
。
今
回
は
そ
の
う
ち
の
二
か
所
、
高
松
塚
周
辺
地
区
と
甘
樫
丘
地

区
、
さ
ら
に
歴
史
公
園
の
範
囲
か
ら
は
は
ず
れ
る
が
、
飛
鳥
寺
周
辺
の
の
散
策

の
中
で
出
会
っ
た
様
々
な
「
石
造
物
・
石
像
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。

紀
行
文
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【
高
松
塚
古
墳
壁
画
】

　

近
鉄
吉
野
線
の
飛
鳥
駅
を
降
り
る
と
、
な
に
か
実
家
に
帰
っ
て
き
た
よ
う
な

郷
愁
、
あ
る
い
は
既
視
感
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
数
年
の
訪
問

が
そ
う
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
駅
正
面
の
県
道
を
歩
く
こ
と
十
分
で
飛
鳥

歴
史
公
園
館
に
着
く
。
公
園
館
の
中
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
展
示
物
な
ど
は
ほ
と

ん
ど
無
く
、
あ
る
の
は
地
域
の
立
体
模
型
の
み
で
、
何
の
た
め
の
「
館
」
な
の

か
不
明
で
あ
る
。
受
付
に
は
人
が
座
っ
て
い
る
が
仕
事
は
無
さ
そ
う
で
あ
る

（
あ
く
ま
で
も
私
見
で
あ
る
）。
事
業
仕
分
を
潜
り
抜
け
た
よ
う
だ
。
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
や
チ
ラ
シ
だ
け
を
収
集
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

公
園
館
を
出
て
正
面
の
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
る
（
車
道
の
下
を
く
ぐ
り
向
う
側

に
出
る
と
い
う
横
断
歩
道
の
代
わ
り
で
あ
る
）
と
丘
を
登
る
階
段
が
あ
る
。
膝

の
痛
さ
を
我
慢
し
て
十
五
分
ほ
ど
登
っ
た
り
歩
い
た
り
で
高
松
塚
壁
画
館
に
着

く
（
写
真
①
）。
こ
こ
で
第
一
の
石
造
物
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

高
松
塚
古
墳
の
石
室
壁
画
を
忠
実
に
模
写
し
た
も
の
と
、
壁
画
の
あ
る
石
室
を

盗
掘
抗
か
ら
の
ぞ
く
形
で
復
元
し
た
「
石
造
物
」
が
展
示
し
て
あ
る
。
壁
画
の

復
元
に
は
日
本
画
家
の
方
た
ち
が
多
数
参
加
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
忠
実
さ

に
は
驚
か
さ
れ
る
。
石
の
表
面
に
残
っ
た
カ
ビ
や
壁
画
の
剥
離
状
態
ま
で
忠
実

に
復
元
し
て
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は
、
入
館
料
徴
収
の
た
め
の
人
員
が
配
置
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
価
値
は
あ
り
そ
う
だ
。

【
万
葉
歌
碑
】

　

壁
画
館
を
出
る
と
正
面
に
小
さ
な
人
工
の
丘
が
聳
え
る
（
写
真
②
）。
高
松

塚
古
墳
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
中
の
石
室
に
女
子
群
像
を
は
じ
め
と
し
た
壁
画
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

そ
の
脇
に
一
段
高
い
展
望
台
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
万
葉
歌
の
石
碑
が
据
え
ら

れ
て
い
た
（
写
真
③
・
④
）。

　　
　

立
ち
て
思
ひ　

居
て
も
そ
思
ふ　

紅
の

　
　
　

赤
裳
裾
引
き　

去
に
し
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
一
巻　

二
五
五
〇

　

作
者
は
未
詳
で
あ
る
。

写真①
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「
今
は
も
う
去
っ
て
し
ま
っ
た
紅
色
の
装
束
の
あ
な
た
の
姿
は
、
立
っ
て
い

て
も
坐
し
て
い
て
も
思
い
だ
さ
れ
、
私
は
居
て
も
立
っ
て
も
居
ら
れ
な
い
。」

　

と
い
う
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
男
性
が
女
性
を
思
う
こ
の
歌
が
こ
の
地
こ
の
場

所
で
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
お
そ
ら
く
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
紅
の
装
束
を
身
に
着
け
た
女
性
を
思
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
こ
の
歌
碑

は
、、
石
室
壁
画
に
紅
の
装
束
の
女
子
群
像
を
持
つ
こ
の
高
松
塚
こ
そ
が
最
も

ふ
さ
わ
し
い
場
だ
と
思
う
。

【
鬼
の
雪
隠
・
鬼
の
俎
】

　

飛
鳥
歴
史
公
園
館
に
も
ど
り
、
脇
の
細
い
道
を
抜
け
て
丘
を
登
る
と
、
人
工

石
造
物
の
「
鬼
の
雪
隠
・
鬼
の
俎
」
に
着
く
。（
写
真
⑤
・
⑥
）
雪
隠
、
つ
ま

写真②

写真③

写真④

写真⑥

写真⑤
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り
鬼
の
使
用
し
た
ト
イ
レ
と
、
鬼
が
獲
物
の
村
人
を
調
理
し
た
ま
な
板
だ
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
く
ま
し
い
想
像
を
め
ぐ
ら
し
た
結
果
の
ネ
ー

ミ
ン
グ
で
あ
る
が
、
古
代
人
の
想
像
力
の
豊
か
さ
を
思
わ
せ
て
く
れ
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
は
、
台
地
上
に
鬼
の
俎
が
あ
り
、
道
を
挟
ん
で
反
対
の
低
地
部
分
に

鬼
の
雪
隠
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
地
上
の
古
墳
石
室
の
上
部
（
雪
隠
部
分
）
が

何
ら
か
の
原
因
で
崩
壊
し
て
台
地
の
下
に
落
下
し
た
も
の
ら
し
い
。

【
亀
石
】

　

さ
ら
に
道
を
進
む
と
謎
の
石
像
、
通
称
亀
石
が
あ
る
。（
写
真
⑦
）
お
そ
ら

く
誰
が
ど
う
見
て
も
亀
で
あ
る
。
何
の
目
的
で
造
ら
れ
た
か
定
か
で
は
な
い

が
、
湖
の
水
を
抜
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
多
く
の
亀
た
ち
の

供
養
で
あ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
そ
う
だ
。「
湖
」
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
あ

の
水
を
湛
え
た
「
み
ず
う
み
」
で
あ
る
。

　

飛
鳥
地
方
か
ら
見
て
北
西
部
に
あ
た
る
大
和
盆
地
の
一
部
に
は
、
か
つ
て

「
大
和
湖
」
な
る
湖
が
存
在
し
て
い
た
と
、
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
・
故
樋
口

清
之
氏
は
唱
え
て
い
た
。（
昭
和
五
十
三
年　

千
曲
秀
版
社
刊
『
大
和
の
海
原
』）

大
和
盆
地
周
辺
の
縄
文
遺
跡
は
標
高
お
よ
そ
六
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
み
ら

れ
、
弥
生
遺
跡
は
お
よ
そ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
に
み
つ
か
る
と
い
う
。
こ
の
標

高
は
、
当
時
の
湖
が
縄
文
人
・
弥
生
人
の
生
活
を
阻
害
し
て
い
た
証
明
で
あ
る

と
い
う
。
確
か
に
、
周
辺
の
山
か
ら
盆
地
に
向
け
て
多
く
の
河
川
が
集
ま
っ
て

お
り
、
盆
地
底
部
に
湖
沼
が
存
在
し
た
こ
と
も
、
地
形
上
う
な
ず
け
る
。
近
年

は
否
定
的
な
見
方
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
少
な
く
と
も
湿
地
帯
は
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

伝
承
の
な
か
に
史
実
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
は
多
々
あ
る
と
思
う
。
現
在
南

西
を
向
い
て
い
る
亀
が
西
を
向
い
た
と
き
、
ふ
た
た
び
大
和
湖
が
現
れ
る
と
い

う
伝
承
も
残
っ
て
い
る
。
飛
鳥
川
を
は
じ
め
と
す
る
河
川
の
氾
濫
を
反
映
し
た

伝
承
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
二
面
石
】

　

亀
石
か
ら
県
道
へ
出
て
東
に
進
む
と
橘
寺
が
あ
る
。
厩
戸
王
生
誕
の
地
に
自

身
が
創
建
し
た
寺
院
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
境
内
に
二
面
石
な
る
石
像
が
あ

る
。（
写
真
⑧
・
⑨
・
⑩
）
巨
石
の
左
右
両
面
に
人
面
が
彫
像
さ
れ
て
い
る
。

右
側
（
写
真
⑨
）
が
善
面
で
、
左
側
（
写
真
⑩
）
が
悪
面
と
い
う
。

写真⑦
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し
か
し
、
筆
者
に
は
逆
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
右
側
の
大
き
く
口
を
あ
け

た
相
は
自
己
主
張
の
強
い
我
儘
な
人
間
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
左
側
の

何
と
も
情
け
な
さ
げ
な
相
は
人
の
好
い
性
格
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
伝
承

は
逆
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
想
像
で
あ
る
が
、
表
面
的
な
人
相
の
裏
に
は
隠
さ
れ
た
真
の
心
が
存

在
し
、
表
の
顔
だ
け
で
は
人
間
と
い
う
も
の
は
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
教
え

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
飛
鳥
坐
神
社
】

　

橘
寺
か
ら
北
に
進
む
と
飛
鳥
坐
神
社
（
あ
す
か
に
い
ま
す
じ
ん
じ
ゃ
）
が
あ

る
。
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
石
段
が
長
く
続
い
て
お
り
、
本
殿
は
遥
か
上
の
ほ
う
で

あ
る
。
思
え
ば
飛
鳥
は
土
地
の
高
低
差
が
激
し
い
。
歩
い
て
の
散
策
は
骨
が
折

れ
る
。
い
や
、
膝
に
水
が
た
ま
る
。（
膝
の
中
の
亀
が
西
を
向
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
）

　

石
段
を
登
っ
て
一
息
つ
け
る
踊
場
に
出
る
と
、
そ
こ
に
は
「
力
石
」
な
る
謎

の
加
工
石
が
鉄
柵
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
置
い
て
あ
る
。（
写
真
⑪
）

　

添
え
書
き
を
読
む
と
、
男
性
は
左
手
で
、
女
性
は
右
手
で
、
片
方
の
手
だ
け

で
持
ち
上
げ
ら
れ
れ
ば
幸
福
が
訪
れ
る
と
い
う
。

　

幸
せ
に
な
り
た
い
一
心
で
持
ち
上
げ
て
み
た
。
写
真
で
お
分
か
り
の
通
り
、

手
を
入
れ
る
部
分
が
小
さ
く
、
そ
の
わ
り
に
石
は
大
き
く
、
重
く
、
し
か
も
滑

る
。
摩
擦
で
持
ち
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
わ
ざ
と
加
工
し
て
あ
る
（
こ
れ
は
古

代
人
で
は
な
く
現
代
人
の
意
地
の
悪
さ
で
あ
る
）。
腕
力
だ
け
で
は
だ
め
だ
。

写真⑧

写真⑨

写真⑩
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握
力
で
強
く
掴
ま
な
く
て
は
石
は
持
ち
上
が
ら
な
い
。
あ
き
ら
め
か
け
た
が
、

何
と
か
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
て
ほ
っ
と
し
た
。
さ
ら
に
石
段
を
登
り
本
殿

に
参
拝
の
の
ち
、
帰
り
も
持
ち
上
げ
て
み
た
。
今
回
も
何
と
か
持
ち
上
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
幸
福
が
訪
れ
る
と
確
信
し
た
。
実
際
、
四
十
三
日
後
に
幸
運
が

訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
べ
き
だ
。
で
も
、
左
利
き
男
性

は
有
利
で
は
な
い
か
。
左
利
き
男
性
は
幸
運
が
多
い
は
ず
だ
。
本
校
の
Ｉ
・
Ｈ

先
生
を
は
じ
め
と
し
て
。

【
飛
鳥
寺
・
蘇
我
入
鹿
首
塚
】

　

飛
鳥
坐
神
社
か
ら
ほ
ど
近
く
に
、
蘇
我
馬
子
創
建
に
よ
る
飛
鳥
寺
が
あ
る
。

現
在
は
小
さ
な
寺
院
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
広
大
な
領
域
に
大
伽
藍
を
広
げ
、

五
重
塔
を
も
備
え
た
大
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
塔
な
ど
残
っ
て
お
ら

ず
、
鞍
作
鳥
の
作
に
よ
る
飛
鳥
大
仏
と
呼
ば
れ
る
釈
迦
如
来
坐
像
（
写
真
⑫
）

が
残
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
釈
迦
如
来
像
は
昭
和
十
五
年
に
国
宝
指
定
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、

昭
和
二
十
五
年
の
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
、
全
国
の
国
宝
は
一
旦
、
国
宝
指
定

を
は
ず
さ
れ
て
重
要
文
化
財
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
再
度
の
審
査
を
受
け
て
国

宝
に
昇
格
し
た
文
化
財
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
釈
迦
如
来
像
は
国
宝
に
昇
格
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
世
の
補
修
の
多
さ
が
原
因
で
あ
る
。
国
宝
昇
格
へ
の

運
動
も
し
て
い
た
よ
う
だ
。

写真⑪
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し
か
し
、
近
年
の
調
査
に
よ
っ
て
、
後
世
の
補
修
と
考
え
ら
れ
て
い
た
部
分

も
造
立
当
時
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、

今
後
再
度
国
宝
へ
の
復
活
も
夢
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　　

こ
の
飛
鳥
寺
の
裏
側
に
、
石
造
の
蘇
我
入
鹿
首
塚
が
あ
る
。（
写
真
⑬
）
権

勢
を
極
め
た
蘇
我
氏
の
御
曹
司
で
あ
っ
た
蘇
我
入
鹿
は
、
乙
巳
の
変
に
よ
っ
て

殺
害
さ
れ
た
。
甘
樫
丘
に
居
宅
を
構
え
、
大
和
三
山
や
周
辺
の
皇
居
を
も
見
下

ろ
し
た
当
代
一
の
権
力
者
と
し
て
は
あ
ま
り
に
寂
し
い
も
の
で
あ
る
。
何
と
、

こ
れ
が
入
鹿
首
塚
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
碑
文
や
標
識
な
ど
は
何
一
つ
な
い
の

で
あ
る
。
た
だ
、
ぽ
つ
ん
と
飛
鳥
寺
の
西
門
の
外
に
残
る
石
を
積
ん
だ
塔
は
、

西
側
か
ら
来
た
人
に
は
、
こ
れ
が
何
物
な
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
寂
し

い
慰
霊
の
碑
で
あ
る
。
蘇
我
氏
を
倒
し
て
成
立
し
た
政
府
が
こ
の
後
永
ら
え

て
、
歴
史
を
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。

【
お
わ
り
に
】

　
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
は
、
蘇
我
氏
の
、
特
に
入
鹿
の
強
引
な
政
権
運
営
が
、

蘇
我
氏
滅
亡
の
原
因
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
が
、
そ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
記

述
の
信
憑
性
を
疑
う
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
厩
戸
王
の
こ
と
を
聖
徳
太
子
と

呼
び
神
聖
視
す
る
考
え
方
も
疑
念
が
持
た
れ
は
じ
め
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
厩
戸
王
は
現
在
の
教
科
書
で
は
、
推
古
天
皇
の
「
協
力
者
」
と
な
っ
て
い

る
。

　

か
つ
て
筆
者
が
高
校
に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
の
教
科
書
（
昭
和
五
十
四
年
ご

ろ
）
と
、
教
壇
に
立
ち
授
業
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
の
教
科
書
（
昭

和
六
十
一
年
ご
ろ
）、
そ
し
て
現
在
（
平
成
二
十
六
年
）
導
入
の
新
学
習
指
導

要
領
に
則
っ
た
課
程
の
教
科
書
。
み
な
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
特
に
現
在
の
教

科
書
は
新
出
用
語
が
多
く
、
従
来
と
比
べ
て
か
な
り
様
変
わ
り
し
て
い
る
。

　

筆
者
が
飛
鳥
で
出
会
っ
た
「
石
」
た
ち
は
、
数
百
年
の
年
月
を
経
て
も
大
き

く
変
わ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
歴
史
を
解

釈
し
、
組
み
立
て
ら
れ
た
歴
史
像
は
時
と
し
て
変
化
し
て
い
く
。
さ
ら
に
歴
史

は
ど
ん
ど
ん
と
新
し
い
事
実
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
、
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
豊
か
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に
な
っ
て
い
く
。

　

そ
ん
な
歴
史
を
後
世
の
若
者
た
ち
に
伝
え
て
い
く
使
命
を
与
え
ら
れ
た
わ
れ

わ
れ
指
導
者
は
、
石
造
物
の
よ
う
に
不
動
の
部
分
を
基
礎
と
し
て
持
ち
、
そ
の

上
に
生
し
た
苔
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
流
動
的
な
部
分
を
と
も
に
兼
ね
備
え
て
指

導
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。


