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吉
野
金
峰
山
寺 

明
日
香
か
ら
南
へ
下
る
と
桜
で
有
名
な
吉
野
へ
至
り
ま
す
。
吉
野
は
「
魂
降
り
（
た
ま
ふ
り
）
」

の
聖
地
と
い
わ
れ
ま
す
。
吉
野
の
地
名
は
「
良
き
野
」
の
意
味
。
山
と
里
の
あ
い
だ
の
神
霊
と
人
間

が
交
わ
る
場
所
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
吉
野
に
行
場
を
開
い
た
役
小
角
（
え
ん
の
お
づ

ぬ
）
は
空
中
を
飛
ん
だ
り
海
上
を
走
っ
た
り
鬼
神
を
使
っ
た
り
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
小
角
は
葛
城

山
に
住
み
、
呪
術
を
よ
く
使
っ
た
そ
う
で
す
。
葛
城
と
い
え
ば
大
和
朝
廷
以
前
の
勢
力
で
す
。
小
角

は
仏
教
伝
来
後
の
文
武
天
皇
時
代
に
天
皇
呪
詛
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
伊
豆
へ
流
さ
れ
ま
し
た
。
平
安

時
代
に
な
る
と
外
来
文
化
で
あ
る
仏
教
が
現
世
利
益
に
流
れ
て
堕
落
し
た
寺
院
や
僧
侶
を
見
放
し

た
僧
や
優
婆
塞
（
う
ば
そ
く
）
が
吉
野
の
山
中
で
修
行
を
し
ま
し
た
。
以
後
、
吉
野
は
後
醍
醐
天
皇

や
源
義
経
な
ど
中
央
の
政
府
に
背
を
向
け
た
人
達
が
逃
れ
た
り
隠
れ
た
り
、
兵
を
挙
げ
た
り
す
る
も

と
の
場
所
に
な
り
ま
し
た
。 

 

蔵王堂と桜 
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花
ど
き 

山
桜
（
三
月
末
～
四
月
初
旬
） 
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一
目
（
ひ
と
め
）
千
本
と
謳
わ
れ
る
日
本
一
の
桜
の
山 

 

吉
野
山
の
山
桜
は
種
類
が
四
〇
余
種
も
あ
り
、
総
数
が
三
万
本
も
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

桜
の
開
花
の
季
節
に
は
、
ふ
も
と
か
ら
順
に
、
吉
野
桜
が
、
お
よ
そ
二
週
間
か
け
て
下
千
本
、
中

千
本
、
上
千
本
、
奥
千
本
の
四
地
区
を
咲
き
上
が
っ
て
行
き
、
奥
千
本
で
咲
き
終
わ
り
ま
す
。 

中
千
本
に
は
、
蔵
王
堂
、
仁
王
門
、
吉
水
神
社
、
参
道
の
店
な
ど
が
集
ま
っ
て
い
て
多
く
の
人
が

訪
れ
て
い
ま
す
。
桜
の
開
花
の
盛
り
に
は
も
の
す
ご
い
混
雑
で
、
道
路
幅
も
狭
く
車
は
避
け
た
方
が

よ
い
で
し
ょ
う
。
電
車
や
バ
ス
、
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
を
使
っ
た
方
が
無
難
で
す
。
紅
葉
の
季
節
に
は
車

で
行
っ
て
も
さ
ほ
ど
混
雑
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

下千本の桜と蔵王門 
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蔵
王
堂
仁
王
門
と
参
道 

 

吉
野
山
は
山
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
桜
に
ち
な
ん
で
ふ
も
と
か
ら
順
に
下
千
本
、
中
千
本
、
上
千

本
、
奥
千
本
の
４
つ
の
地
区
か
ら
な
っ
て
お
り
、
観
光
の
中
心
と
な
る
参
道
や
寺
院
が
集
ま
っ
て
い

る
の
が
中
千
本
で
す
。
参
道
に
は
名
物
の
柿
の
葉
寿
司
や
吉
野
葛
を
売
る
店
な
ど
、
食
べ
た
り
土
産

を
売
る
店
が
並
び
、
と
て
も
楽
し
い
場
所
で
す
。
蔵
王
堂
へ
は
吉
野
山
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
の
終
点
、
吉

野
駅
か
ら
参
道
を
歩
い
て
約
十
分
で
す
。 

壬
申
の
乱
の
時
に
兵
を
挙
げ
た
天
武
天
皇
は
吉
野
か
ら

伊
勢
や
東
海
方
面
へ
ま
わ
り
、
地
方
を
味
方
に
つ
け
て
天
智
天
皇
勢
を
落
と
し
た
と
い
わ
れ
、
そ
の

後
も
妃
の
持
統
天
皇
と
も
ど
も
足
繁
く
吉
野
に
通
っ
た
と
伝
え
ま
す
。
ま
た
、
頼
朝
に
追
わ
れ
た
源

義
経
が
隠
れ
住
ん
だ
り
も
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
南
北
朝
時
代
に
は
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
に
南
朝
を

た
て
、
戦
国
時
代
に
は
豊
臣
秀
吉
が
吉
野
山
で
大
規
模
な
花
見
の
宴
を
は
っ
た
と
い
い
ま
す
。
吉
野

を
訊
ね
る
と
そ
う
い
う
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

蔵王堂と参道  
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暗
が
り
峠 

 暗
が
り
峠
は
生
駒
山
の
標
高
四
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
あ
り
ま
す
。
難
波
か
ら
奈
良
へ
の「
生

駒
越
え
」
の
重
要
な
道
筋
に
あ
り
、
昔
は
、
大
和
と
大
阪
を
結
ぶ
主
な
峠
道
は
、
暗
（
く
ら
が
り
）
峠

と
鳴
川
と
十
三
峠
の
三
つ
あ
り
、
暗
峠
は
生
駒
山
越
え
の
最
短
ル
ー
ト
で
し
た
。
人
が
多
く
通
っ
た
こ

ろ
は
、
石
畳
の
道
の
両
側
に
旅
籠
や
茶
屋
が
建
ち
並
び
、
賑
や
か
な
峠
だ
っ
た
ら
し
い
。
今
も
峠
に
茶

屋
が
あ
っ
て
ハ
イ
キ
ン
グ
の
人
々
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。
信
貴
・
生
駒
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
か
ら
す
ぐ
眼
下

に
そ
の
石
畳
の
道
路
が
見
え
、
茶
屋
の
前
へ
降
り
る
石
段
が
つ
い
て
い
て
い
ま
す
が
車
で
降
り
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
次
の
年
に
山
越
え
の
道
を
車
で
上
が
っ
て
い
っ
て
み
ま
し
た
。
非
常
に
狭
い
道
で

す
れ
違
い
が
難
し
い
よ
う
な
つ
づ
ら
折
れ
の
道
で
し
た
が
な
ん
と
か
行
け
ま
し
た
。 
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