
本も
と
お
り
の
り
な
が

居
宣
長
、
大
和
へ
の
旅

　

本
居
宣
長
は
、
調
査
・
研
究
な
ど
の
た

め
、
各
地
を
旅
し
ま
し
た
。
明
和
九
年

（
一
七
七
二
）
の
三
月
五
日
か
ら
十
四
日
（
旧

暦
）
に
か
け
て
、
宣
長
ら
一
行
六
名
が
松
阪

（
松
坂
）
か
ら
吉
野
や
飛
鳥
を
巡
り
ま
し
た
。

宣
長
は
、こ
の
旅
の
様
子
を
『
菅
笠
日
記
（
す

が
が
さ
に
っ
き
）』
と
い
う
書
物
に
ま
と
め

ま
し
た
。
こ
の
日
記
は
、
そ
の
後
、
吉
野
や

飛
鳥
を
巡
る
人
々
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て

も
読
ま
れ
ま
し
た
。

　

宣
長
ら
の
旅
の
行
程
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　

三
月
五
日
：
松
阪
→
青
山
、
六
日
：
青
山

→
名
張
→
室
生
（
大
野
）
→
榛
原
（
萩
原
）、

七
日
：
榛
原
（
萩
原
）
→
西
峠
→
角
柄
→
吉

隠
→
長
谷
→
多
武
峰
、
八
日
：
多
武
峰
↓
吉

野
、
九
日
：
吉
野
、
宮
滝
、
十
日
：
吉
野
→

飛
鳥
、
十
一
日
：
飛
鳥
→
橿
原
（
石
川
・
軽
）、

十
二
日
：
橿
原
→
桜
井
（
三
輪
）
→
榛
原
（
萩

原
）、
十
三
日
：
榛
原
（
萩
原
）
→
室
生
（
田

口
）
→
御
杖
（
桃
俣
・
菅
野
）
→
美
杉
（
多

気
・
石
名
原
）、
十
四
日
：
美
杉
→
松
阪

こ
の
行
程
か
ら
、行
き
は
「
伊
勢
表
街
道
（
あ

お
越
道
）」、帰
り
は
「
伊
勢
本
街
道
」
を
通
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

六
日
の
様
子
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
一
行
は
、
伊
賀
（
名
張
）
と
大

和
（
宇
陀
）
の
国
境
に
あ
る
地
蔵
石
仏
を
見

な
が
ら
、
三
本
松
宿
を
通
り
、
当
時
か
ら
有

名
で
あ
っ
た
大
野
寺
の
磨
崖
仏
（
弥
勒
菩
薩

像
）
を
参
拝
し
ま
す
。
こ
の
日
の
う
ち
に
初

瀬
ま
で
歩
く
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
、
雨
が

降
り
、
疲
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
初
瀬
で
泊

ま
る
の
を
あ
き
ら
め
、
榛
原
（
萩
原
）
に
泊

ま
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

宣
長
は
、「
萩
原
」
と
い
う
地
名
を
な
ぜ

か
懐
か
し
く
思
い
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
み

ま
し
た
。

　

う
つ
し
て
も
　
ゆ
か
ま
し
物
を
　
咲
花
の

　
を
り
た
が
へ
た
る
　
萩
は
ら
の
里

（
も
し
、
萩
の
咲
く
秋
だ
っ
た
ら
、
そ
の
花

の
色
香
を
袖
に
染
み
こ
ま
せ
て
行
こ
う
も
の

を
、
咲
く
花
の
季
節
を
違
え
て
来
た
の
は
残

念
だ
。
こ
の
萩
は
ら
の
里
）

　

萩
原
と
い
う
地
名
か
ら
、
宣
長
は
「
こ
こ

萩
原
を
訪
れ
る
の
が
三
月
で
は
な
く
、
萩
の

花
が
咲
く
秋
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
な

ど
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
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「
も
う
こ
ん
な
時
間
で
す

か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
失
礼
し
ま

す
。
家
に
帰
ら
な
い
と
…
」

毎
日
い
っ
し
ょ
に
住
ん
で
き

た
家
族
が
、
夜
、
突
然
こ
ん

な
こ
と
を
言
い
出
し
た
ら
、
あ
な
た

は
ど
う
し
ま
す
か
。

　

わ
が
国
で
は
10
年
後
、
高
齢
者
の

５
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
る
と
推

計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
に
な
る
と
「
何
も
わ
か
ら

な
い
」「
何
も
で
き
な
く
な
る
」
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

認
知
症
に
な
る
と
、
も
の
忘
れ
に

よ
る
失
敗
や
、
家
事
や
仕
事
が
う
ま

く
い
か
な
く
な
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

認
知
症
の
方
自
身
も
不
安
や
苦
し
み
、

悲
し
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。そ
う
い
っ

た
や
り
場
の
な
い
気
持
ち
か
ら
、
怒

り
や
す
く
な
っ
た
り
、「
邪
魔
者
扱
い
」

や
「
馬
鹿
に
さ
れ
る
」
こ
と
に
敏
感

に
反
応
し
ま
す
。

　

家
族
や
周
囲
の
人
は
、
知
ら
ぬ
間

に
本
人
の
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。「
認
知
症
の
方
は
、

症
状
が
進
行
し
て
も
プ
ラ
イ
ド
を
持

ち
続
け
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
理
解

し
て
接
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
生

活
が
全
く
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は

な
く
、
ご
近
所
の
方
が
、
ゴ
ミ
を
出

す
日
を
教
え
る
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し

た
声
か
け
を
す
る
こ
と
で
、
ず
い
ぶ

ん
暮
ら
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
介
護
家
族
に
は
、「
近
所
に

迷
惑
を
か
け
て
い
る
の
で
は
」
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
ご
近
所
か
ら

「
大
変
で
す
ね
、
お
互
い
さ
ま
で
す
か

ら
、
お
気
づ
か
い
な
く
」
と
い
っ
た

一
言
や
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
か
け
る

こ
と
で
、
家
族
の
気
持
ち
は
、
ぐ
っ

と
楽
に
な
る
も
の
で
す
。

　

家
族
が
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
は
、

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
周
り
の
力
を

借
り
た
り
、
医
療
や
介
護
の
制
度
を

活
用
し
ま
し
ょ
う
。　

　

認
知
症
に
な
っ
て
も
、
で
き
る
限

り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
助

け
合
い
、
支
え
合
い
、
絆
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

認
知
症
の
人
と
と
も
に
生
き
る

認知症に関する相談窓口
医療介護あんしんセンター
　（☎８５・2500）


