
 

平
成
十
七
年 

長
月
吉
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣 

田 

幸 

稔 
 

当
日
の
ご
高
覧
を
、
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

 

京
都
駅
か
ら
近
鉄
橿
原
神
宮
前
で
乗
り
換
え
、
近
鉄
御
所
駅
ま
で
は
待
ち
時
間
を
含
め
て
一
時
間
半
弱
。
ロ
ー

プ
ー
ウ
ェ
イ
の
運
行
時
間
の
関
係
で
車
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
目
標
の
一
言
主
神
社
（
境
内
に

土
蜘
蛛
を
封
じ
込
め
た
塚
が
あ
っ
た
）
や
葛
城
山
、
金
剛
山
山
頂
に
加
え
、
橋
本
院
、
九
品
寺
、
極
楽
寺
、
豪
族

葛
城
氏
の
先
祖
を
祀
る
高
天
彦
神
社
、
八
咫
烏
（
や
た
が
ら
す
）
の
高
鴨
神
社
な
ど
葛
城
地
方
の
古
跡
を
一
日
か

け
て
回
っ
て
参
り
ま
し
た
。 

 

常
々
詞
章
で
は
解
っ
て
い
る
つ
も
り
で
謡
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
を
訪
ね
ま
す

と
距
離
感
な
ど
改
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
や
、
全
く
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
す
。
私
に
と
っ
て
何
よ
り
の
収
穫
は
、

そ
の
曲
の
作
ら
れ
る
背
景
と
な
っ
た
空
気
の
よ
う
な
も
の
を
、
ほ
ん
の
僅
か
で
も
自
分
の
肌
で
感
じ
る
こ
と
で
す
。

葛
城
の
神
の
、
神
々
し
く
も
艶
の
あ
る
舞
台
を
演
じ
ら
れ
た
ら
と
存
じ
ま
す
。 

 

金
剛
山
は
昔
、
葛
城
山
、
岩
間
山
と
い
っ
た
そ
う
で
、
現
在
の
葛
城
山
と
は
水
越
峠
を
隔
て
た
奈
良
県
と
大
坂

府
の
堺
に
位
置
す
る
標
高1125

メ
ー
ト
ル
の
山
で
す
。
ロ
ー
プ
ー
ウ
ェ
イ
で
あ
が
る
と
山
頂
一
帯
に
は
葛
木
神

社
、
雄
略
天
皇
の
お
狩
場
、
葛
城
一
族
の
御
廟
所
な
ど
や
役
行
者
ゆ
か
り
の
古
刹
、
転
法
輪
寺
が
あ
り
、
今
も
修

験
道
の
霊
場
と
し
て
名
高
い
場
所
で
す
。
金
剛
山
を
降
り
、
葛
城
山
に
向
か
う
途
中
、「
高
天
原
の
岩
戸
の
舞
」
の

詞
章
の
と
お
り
、
天
香
具
山
の
大
和
三
山
が
向
い
に
見
下
ろ
せ
る
場
所
に
「
高
天
原
」
の
地
名
を
見
つ
け
て
思
わ

ず
車
を
お
り
ま
し
た
。
葛
城
の
神
が
大
和
舞
を
舞
わ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
は
な
い
か
と
錯
覚
す
る
よ
う
な

思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

今
回
、
お
蔭
様
に
て
記
念
の
会
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
が
演
じ
ま
す
能
「
葛
城
」
、
宗
家
金
剛
永
謹

師
の
舞
囃
子
「
井
筒
」
と
も
に
奈
良
を
舞
台
の
演
目
で
統
一
い
た
し
ま
し
た
。
同
じ
近
畿
で
す
が
、
奈
良
と
京
都

は
ま
た
違
っ
た
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
葛
城
紀
行
で
も
人
と
神
と
が
隣
り
合
わ
せ
に
い
る
よ
う
な
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
太
古
の
時
間
の
中
に
身
を
お
い
た
気
が
し
ま
し
た
。 

「
葛
城
」
を
歩
く 

  

↓「高天原」の標識 

↑耳成、畝傍、天香具の 

大和三山（葛城山中腹から）

こ
の
度
は
第
五
回
廣
田
鑑
賞
会
の
チ
ケ
ッ
ト
を
ご
購
入
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

金剛山山頂

葛木神社 

↓葛城の大神を祭る一言主神社 

↑金剛山 葛城一族御廟 


