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て
大
和
国
（
奈
良
県
）
三
輪
山
に
人
を
派

遣
し
、
杉
の
実
を
採
取
し
、
こ
の
地
で
育

て
た
も
の
を
境
内
に
植
林
し
た
と
さ
れ
ま

す
。

　

光
圀
は
「
諸
国
漫
遊
」
と
は
行
か
な
い

ま
で
も
領
内
巡
視
に
は
力
を
入
れ
て
い

て
、
当
市
域
を
中
心
と
す
る
水
戸
藩
北
西

山
間
部
に
九
度
に
わ
た
っ
て
巡
村
し
て
い

ま
す
。
そ
の
途
次
に
寺
社
を
巡
見
し
て
寄

進
を
し
た
り
、
社
殿
や
仏
像
な
ど
に
修
理

を
加
え
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
奈
良
の
大
神
神
社
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
杉
は
鎮
守
の
森
と
し
て
生
長
し

て
い
き
ま
し
た
。
一
方
、
社
殿
は
寛
延
三

年（
一
七
五
〇
）に
街
道
沿
い
に
遷
し
た
時

に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
拝
殿
内
に
は

そ
の
と
き
の
棟
札
の
写
し
と
思
わ
れ
る
額

が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
に
よ
れ
ば
、

建
て
替
え
の
出
資
者（「
檀だ

ん

那な

」
と
い
う
）

は
「
水
戸
宰
相
宗
翰
公
」
つ
ま
り
五
代
藩

主
宗む

ね

翰も
と

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
四
十
年
た
っ
た
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
に
は
宗
翰
の
子
で
六
代
藩

主
治は

る

保も
り

が
檀
那
と
な
っ
て
拝
殿
の
修
築
を

行
い
ま
し
た
。
治
保
は
歴
代
藩
主
の
業
績

を
非
常
に
大
切
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
て
農
政
政
策
や
庶
民
へ
の
福
祉
に

手
厚
い
保
護
を
加
え
た
こ
と
が
そ
の
事
績

か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
熊
本
藩
細
川
家

や
米
沢
藩
上
杉
家
な
ど
「
名
君
」
と
う
た

わ
れ
た
大
名
と
親
交
を
持
ち
、
彼
ら
の
政

治
姿
勢
に
つ
い
て
積
極
的
に
学
ん
で
い
た

よ
う
で
す
。
光
圀
と
斉な

り

昭あ
き

に
代
表
さ
れ
る

水
戸
藩
主
で
す
が
、
治
保
も
「
名
君
」
と

し
て
領
内
各
地
に
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。

◇
大
岩
村
の
顔
役
た
ち

　

五
代
・
六
代
藩
主
が
か
か
わ
っ
た
二
度

以
外
に
も
幾
度
か
の
修
築
が
あ
り
ま
し
た

が
、
村
側
で
そ
れ
を
差
配
し
た
の
が
庄
屋

や
組
頭
を
務
め
た
竹
内
源
助
や
佐
藤
善
次

衛
門
、田
沢
氏
、岡
崎
氏
、広
木
氏
と
い
っ

た
諸
家
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
大
岩
は
周
辺
諸
村
と
と
も

に
和
紙
の
生
産
、
出
荷
が
盛
ん
な
地
域

で
し
た
。
水
戸
藩
の
財
政
収
入
の
三
分

の
一
を
占
め
る
紙
及
び
紙
の
原
料
と
な
る

楮こ
う
ぞ

は
、
当
市
北
西
部
と
大
子
町
南
部
、
栃

木
県
の
那
須
烏
山
市
、
那
珂
川
町
を
中
心

と
す
る
地
域
で
生
産
さ
れ
、
出
荷
さ
れ
ま

し
た
。「
日
本
一
」
と
評
さ
れ
る
最
高
級

の
楮
（
那な

須す

楮こ
う
ぞ

）
で
す
か
れ
る
当
地
の
紙

大
岩
・
三
輪
神
社
を

支
え
た
紙
問
屋

◇
藩
主
の
崇
敬
篤
く

　

大
岩
地
区
は
、
緒

川
地
域
の
北
西
端
に

位
置
し
、
栃
木
県
那

須
烏
山
市
に
接
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
大
岩

の
鎮
守
は
三
輪
神
社

で
す
。
そ
の
名
の
と

お
り
、
奈
良
県
に
あ

る
三
輪
神
社
（
大
神

神
社
・
お
お
み
わ
じ

ん
じ
ゃ
）
を
勧か

ん

請じ
ょ
う

し

て
き
た
神
社
で
、
も
と
は
国
神
神
社
で
し

た
が
、
一
村
一
社
制
を
進
め
た
水
戸
藩

二
代
藩
主
徳
川
光
圀
に
よ
り
、
元
禄
九

年
（
一
六
九
六
）
に
大
岩
村
内
の
小
社

二
十
一
社
を
合
祀
し
て
三
輪
神
社
一
社
に

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
光
圀
は「
助
さ
ん
」

と
し
て
知
ら
れ
る
家
臣
佐さ

っ
さ々

宗む
ね

淳き
よ

に
命
じ

は
江
戸
時
代
に
は
高
値
で
取
引
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
、
紙
す
き
農
民
か
ら
紙
を
買
い

集
め
、
水
戸
藩
や
江
戸
、
大
坂
と
い
っ
た

大
都
市
に
出
荷
し
て
い
た
紙
問
屋
が
当
地

に
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
紙
は
藩
内
屈

指
の
富
豪
を
こ
の
山
村
か
ら
生
み
出
し
た

の
で
す
。
隣
接
す
る
小
舟
村
に
は
幕
末
の

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
頃
に
は
紙
会
所

が
お
か
れ
、
近
隣
の
村
々
か
ら
す
き
出
さ

れ
る
紙
を
紙
買
方
役
人
が
一
手
に
買
い
集

め
、
江
戸
へ
売
り
さ
ば
い
て
い
ま
し
た
。

小
舟
村
の
紙
会
所
は
そ
の
拠
点
と
な
っ
た

場
所
で
す
。

　

三
輪
神
社
の
寛
延
三
年
棟
札
の
写
し

と
、
寛
政
三
年
の
修
築
記
念
碑
に
名
を
連

ね
る
竹
内
家
と
佐
藤
家
は
、
ま
さ
に
そ
の

時
代
を
最
前
線
で
生
き
た
地
元
の
紙
問
屋

で
し
た
。

　

藩
に
公こ

う

許き
ょ

さ
れ
た
紙
問
屋
は
、
多
い
時

で
二
十
軒
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
が
、
竹
内

家
は
最
初
に
公
許
さ
れ
た
五
軒
の
う
ち
の

一
軒
で
、
早
く
か
ら
江
戸
と
か
か
わ
り
を

持
ち
ま
し
た
。
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）

に
江
戸
紙
問
屋 

村
林
善
兵
衛
の
店
で
、

日
本
各
地
で
産
す
る
紙
を
書
き
上
げ
た
資

料
を
写
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
知
見
を
織
り

交
ぜ
て
『
諸
国
紙
日
記
』（
寛
政
五
年
・

一
七
九
三
）
を
著
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

嘉
永
七
年
に
常
陸
太
田
の
沼
尻
清
兵
衛
が

補
足
し
て
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
流
通
し
て
い
た
紙
に
つ
い
て

わ
か
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
紙
の
歴
史
を

研
究
す
る
際
の
基
本
文
献
の
一
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
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▲三輪神社社殿

▲裏面に６代藩主治保の名
がある寛政３年の石碑

▲５代藩主宗翰の名がある
　寛延３年棟札の写し
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