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奈良時代の創建とされる、国宝の長谷寺。写真の本堂は、徳
川家光の寄進により 1650 年に完成した。長谷寺のほかにも、
長い歴史を有する寺社、飛鳥時代以前のヤマト王権にまつわ
る古代の史跡など、桜井市には数多くの資産が点在している。

飛
鳥
時
代
以
前
、
約
三
〇
〇
年
に
わ
た
り
、

古
代
ヤ
マ
ト
王
権
の
宮
が
置
か
れ
、

仏
教
伝
来
の
地
と
も
い
わ
れ
る
桜
井
市
は
、

歴
史
的
資
産
を
大
切
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

今
、
未
来
に
向
け
て
動
き
出
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 奈良県桜井市

新
た
な
歴
史
を

紡
ぎ
は
じ
め
た

古い
に
し
えの「
ま
ほ
ろ
ば
」

奈
良
県
桜
井
市



「あたためていた事業計画が、この 3年ほどの間で一
気に動き始めました」と話す、桜井市長の松井正剛氏。
10年先、20年先を見据えつつ、昭和 30～ 50 年代の
まちの勢いを取り戻したいと意気込む。

纒向遺跡の一角にある箸
はしはか

墓古墳。宮内庁によ
り第 7代孝

こうれい

霊天皇皇女の倭
やまとととひももそひめのみこと

迹迹日百襲姫命
の墓に指定されているが、邪馬台国を治めた
卑
ひ み こ

弥呼の墓ではないかとの説もある。
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古
代
に
礎
が
築
か
れ
た 

歴
史
あ
る
ま
ち
の
転
機

　

奈
良
県
桜
井
市
は
県
の
ほ
ぼ
中
央
、

奈
良
盆
地
の
東
南
に
位
置
す
る
。
人
口

は
、
約
五
万
七
〇
〇
〇
人
。
Ｊ
Ｒ
桜
井

線
、
近
鉄
大
阪
線
の
桜
井
駅
が
あ
る
上
、

奈
良
市
ま
で
は
約
二
〇
キ
ロ
、
大
阪
市

へ
は
約
四
〇
キ
ロ
と
通
勤
圏
に
位
置
す

る
た
め
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展

し
て
き
た
。
歴
史
好
き
の
方
な
ら
、
邪

馬
台
国
の
有
力
候
補
と
も
い
わ
れ
る
纒ま

き

向む
く

遺
跡
が
あ
る
と
聞
け
ば
、
心
躍
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　

飛
鳥
時
代
よ
り
前
の
三
世
紀
前
半
か

ら
六
世
紀
後
半
、
第
十
代
崇す

神じ
ん

天
皇
か

ら
第
三
十
二
代
の
崇す

し
ゅ
ん峻
天
皇
ま
で
の
宮

が
置
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
、
と
桜

井
市
長
の
松
井
正ま

さ
た
け剛

氏
は
ま
ち
の
礎
で

あ
る
古
代
の
歴
史
を
語
る
。

　

創そ
う
し祀

が
「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
に

記
さ
れ
、
日
本
最
古
の
神
社
と
い
わ
れ

る
大お

お
み
わ神

神
社
、
奈
良
時
代
に
創
建
さ
れ

た
国
宝
の
長
谷
寺
な
ど
、
古
か
ら
人
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
寺
社
仏
閣

も
数
多
い
。
六
世
紀
、
欽き

ん
め
い明

天
皇
の
時

代
に
百く

だ
ら済

の
使
節
が
大や

ま
と和

川
か
ら
こ
の

地
に
上
陸
し
、
仏
教
を
伝
え
た
と
い
う

「
仏
教
伝
来
の
地
」
ほ
か
、
万
葉
集
、
相

撲
な
ど
数
々
の
〝
は
じ
ま
り
の
地
〟
も

残
る
。

　
「
桜
井
市
に
は
、
歴
史
を
物
語
る
素

晴
ら
し
い
資
産
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

し
た
状
況
に
安
住
し
て
生
か
せ
て
い
な

か
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
〜
五
十
年

代
に
か
け
て

は
、
木
材
や
そ

う
め
ん
な
ど
好

調
な
地
場
産
業

に
頼
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。そ
の
後
、

そ
れ
ら
地
場
産

業
が
低
迷
す
る

と
、
ま
ち
自
体

も
活
気
を
失
っ

て
い
っ
た
。
過
去
の
反
省
の
下
に
、
現

在
は
歴
史
と
文
化
を
活
用
し
た
観
光
・

産
業
創
造
都
市
を
目
指
そ
う
と
し
て
い

ま
す
」

　

松
井
氏
の
現
職
就
任
は
、
二
○
一
一

年
。
ま
ず
は
市
の
財
政
の
健
全
化
を
進

め
る
な
か
、
県
と
の
ま
ち
づ
く
り
連
携

協
定
が
結
ば
れ
、
観
光
関
連
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
や
市
民
団
体
な
ど
も
設
立
さ
れ

た
。
纒
向
遺
跡
の
復
元
や
ガ
イ
ダ
ン
ス

施
設
「
桜
井
市
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」

の
建
設
を
含
め
、
多
様
な
事
業
計
画
が

進
行
中
だ
と
い
う
。

　

な
か
で
も
関
心
を
惹ひ

か
れ
た
の
は
、

桜
井
市
と
そ
の
北
に
位
置
す
る
天
理

市
、
西
の
磯し

き城
郡
、
東
の
宇う

だ陀
市
と
が

手
を
組
ん
だ
広
域
の
観
光
対
策
だ
。
古

代
ヤ
マ
ト
王
権
発
祥
の
地
と
し
て
「
ヤ

マ
ト
」
と
名
付
け
ら
れ
た
エ
リ
ア
へ
の

集
客
を
目
的
と
し
て
、
外
国
人
観
光
客

向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
作
成
し
た
。

　
「
桜
井
市
の
観
光
客
数
は
年
間
約

七
四
〇
万
人
で
す
が
、
日
本
人
の
日
帰

り
観
光
が
ほ
と
ん
ど
。
広
域
観
光
エ
リ

ア
『
ヤ
マ
ト
』
を
国
内
外
に
発
信
す
る

こ
と
で
、
通
過
型
か
ら
滞
在
型
へ
の
転

換
を
図
り
つ
つ
、
外
国
人
観
光
客
の
取

り
込
み
に
も
注
力
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」

　

も
と
を
た
ど
り
、な
ぜ
、古
代
の
人
々

が
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
か
、
松
井
氏
に

投
げ
か
け
て
み
た
。

　
「
災
害
が
少
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
、

昔
か
ら
都
が
置
か
れ
た
一
番
の
理
由
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
纒
向
に
宮
を

置
い
た
と
い
わ
れ
る
景け

い
こ
う行

天
皇
の
皇

桜井市

東海道新幹線

●

京都府

●

●

●

西名阪自動車道

さくらい

近
畿
自
動
車
道

阪和自動車道

関西本線

近鉄
大阪
線

天理 IC

●

●●
●

●

●

みわ

はせでら

きづ

きょうと

おおさか

しんおおさか

吹田 IC

松原JCT

近
鉄
京
都
線

三重県

大阪府

滋賀県

奈
良
線

片町線

名
阪
国
道

奈良県
宇陀市橿原市

奈良市

天理市

東海
道本
線

桜
井
線

●
なら

近
鉄
橿
原
線

和
歌
山
線

関西
本線

近鉄奈良線
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上／百済の使節が降り立ったとされる
大和川沿いに建てられた「仏教伝来之
地碑」。下／大和国の当

た い ま の け は や

麻蹶速と出雲
国の野

の み の す く ね

見宿禰が日本で初めて相撲を
とったといわれる場所には、相撲発祥
の地として「相撲神社」が建立された。

奈良時代の遣唐使安
あ べ の

倍仲
な か ま ろ

麻呂、平安時代の陰
おんみょうじ

陽師
安
あべのせいめい

倍晴明らを輩出した、安部一族の氏寺として 645 年
に建立された「安

あ べ の

倍文
もんじゅいん

殊院」。金閣浮
うき

御
み ど う

堂（仲麻呂堂）
には、仲麻呂、晴明の像が祀られている。

子
、
倭

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
詠よ

ん
だ
と
さ
れ
る

『
大
和
は　

国
の
ま
ほ
ろ
ば　

た
た
な

づ
く
青
垣　

山
ご
も
れ
る　

大
和
し　

美う
る
わし

』
と
い
う
歌
。
山
ご
も
れ
る
は
山

に
囲
ま
れ
た
、
ま
ほ
ろ
ば
と
は
素
晴
ら

し
い
場
所
、
と
い
う
意
味
で
、
山
に
囲

ま
れ
た
こ
の
地
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
し

た
も
の
で
す
。
実
際
、
山
々
に
よ
り
、

台
風
な
ど
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
安
全
で
安
心
な
土
地
で
あ
る
こ
と

に
古
代
の
人
々
も
強
く
魅ひ

か
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

そ
う
話
す
松
井
氏
は
、
顔
を
ほ
こ
ろ

ば
せ
た
。

吉
野
の
山
が
支
え
て
き
た 

木
の
ま
ち
桜
井

　

続
い
て
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
桜
井

木
材
協
同
組
合
理
事
長
の
岩
本
亨

と
お
る

氏

だ
。「
木
の
ま
ち
桜
井
」
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
、
ま
ち
の
産
業
を
支
え
て
き
た
木

材
関
連
の
事
業
者
が
組
合
を
構
成
し
て

い
る
。

　
「
か
つ
て
の
桜
井
市
は
、
吉
野
、
東

吉
野
の
山
か
ら
切
り
出
し
た
丸
太
の
集

散
地
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
」

　

岩
本
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
年
代

に
は
約
二
六
〇
社
あ
っ
た
組
合
員
の
事

業
者
数
は
、
現
在
九
六
社
に
減
少
し
た

と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
輸
入
材
の
影

響
。
さ
ら
に
は
、
木
材
需
要
の
変
化
も

関
係
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
吉
野
で
は
吉
野
杉
、
吉
野
ヒ
ノ
キ

で
無む

節ぶ
し

材
（
表
面
に
節
が
な
い
木
材
）

を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
昔
の
家
は
、

柱
が
表
に
出
て
い
た
の
で
そ
う
し
た
無

節
材
が
好
ま
れ
た
こ
と
に
加
え
、
丁
寧

な
仕
事
の
お
か
げ
で
、
吉
野
産
と
い
う

名
前
で
売
れ
た
時
代
が
長
く
続
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
近
年
、
壁
の
中
に
柱
が

隠
れ
、
無
節
材
を
必
要
と
し
な
い
家
が

増
え
た
こ
と
が
、
吉
野
の
木
材
に
と
っ

て
逆
風
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た

組
合
で
は
最
近
、
新
た
な
展
開
に
向
け

て
舵
を
き
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
設

立
七
〇
周
年
を
機
に
二
○
一
八
年
に
建

設
さ
れ
た
新
事
務
所
だ
。

　

建
物
に
は
、
無む

く垢
材
（
丸
太
か
ら
切

り
出
し
た
ま
ま
の
木
材
）
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
。
会
議
室

や
別
棟
の
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー

ル
、
レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス
を

は
じ
め
、
市
民
が
利
用
し
て

木
材
の
魅
力
を
感
じ
ら
れ
る

造
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
木
の
良
さ
は
言
葉
で
は

伝
わ
り
に
く
い
。
体
感
し
て

も
ら
う
た
め
に
吉
野
の
木
材
で
建
て
た

ん
で
す
。
木
で
建
て
る
と
費
用
が
高
い

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

は
鉄
骨
で
建
て
る
よ
り
安
い
場
合
も
あ

る
。
し
か
も
木
造
の
家
は
湿
気
を
木
が

吸
収
す
る
の
で
、
結
露
を
防
げ
る
。
除

湿
器
も
乾
燥
機
も
要
ら
な
い
ん
で
す
」

　

組
合
が
一
丸
と
な
り
、
事
業
を
請
け

負
う
取
り
組
み
も
進
行
中
だ
。

　
「
昔
と
は
異
な
り
各
社
の
扱
う
建
材

が
分
業
化
さ
れ
た
今
、
一
社
だ
け
で
す

べ
て
の
資
材
を
ま
か
な
え
な
い
。
で
す

か
ら
企
業
や
公
共
施
設
の
建
設
に
対
し

て
は
、
組
合
が
ま
と
め
る
形
で
対
応
し

て
い
ま
す
。
組
合
員
の
材
料
を
使
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
業
界
全
体
が
伸
び

た
ら
い
い
。
公
共
施
設
の
木
質
化
な
ど
、

組
合
と
し
て
桜
井
市
の
特
色
が
出
る
提

案
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」

桜井木材協同組合理事長の岩本亨氏。地元に貢献
をとの思いから、新事務所やホール、駐車場など
を災害時の緊急避難場所とする協定を、2018 年
11 月に桜井市と結んだという。



2018 年竣工の桜井木材
協同組合事務所。一般に
も貸し出される会議室を
はじめ、木材の魅力を広
める役割を担う。

三輪山本代表取締役の山本太治氏。背景を飾るのは、創業 300 年
の折にコーポレートアイデンティティーを手がけたクリエイティ
ブディレクター佐藤可士和氏の作品。 12NICHIGIN 2019 NO.57

　

例
え
ば
こ
れ
ま
で
、
木
造
の
桜
井
市

立
図
書
館
の
建
築
や
銀
行
の
内
装
改
修

な
ど
が
手
が
け
ら
れ
た
。
市
と
の
連
携

に
よ
り
、
小
学
校
で
は
吉
野
杉
の
集
成

材
を
使
っ
た
机
や
椅
子
の
導
入
も
進
め

ら
れ
て
い
る
。

　

地
元
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の

リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
、
壁
を
吉
野
ヒ
ノ

キ
の
無
垢
材
で
覆
う
加
工
が
な
さ
れ
た

と
の
話
も
、
意
外
な
が
ら
興
味
深
い
。

ま
た
興こ

う
ふ
く福
寺じ

中ち
ゅ
う
こ
ん
ど
う

金
堂
の
再
建
に
、
こ
の

地
の
宮
大
工
が
携
わ
っ
て
お
り
、
確
か

な
技
術
も
息
づ
く
。
質
の
高
い
木
材
と

職
人
の
技
術
、
そ
し
て
業
界
の
強
い
意

気
込
み
を
伺
い
、「
木
の
ま
ち
桜
井
」
の

復
活
に
向
け
た
未
来
へ
の
可
能
性
が
地

元
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
た
。

時
代
の
変
化
と
向
き
合
う 

老
舗
の
勇
気
あ
る
決
断

　

木
材
と
並
び
、
桜
井
市
を
代
表
す
る

地
場
産
業
、
そ
う
め
ん
業
界
も
時
代
の

変
化
と
い
う
壁
に
直
面
し
た
。
創
業

一
七
一
七
年
の
老
舗
「
三
輪
山
本
」
も

そ
の
ひ
と
つ
。「
三
輪
そ
う
め
ん
山
本
」

の
名
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思
う

が
、
創
業
三
〇
〇
年
を
迎
え
た
二
○

一
七
年
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
佐
藤
可か

し

わ
士
和
氏
の
力
も
借
り
て
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
た
て
な
お
し
、
社
名

や
ロ
ゴ
を
あ
ら
た
め
た
。

　

代
表
取
締
役
の
山
本
太た

治は
る

氏
は
、
そ

の
背
景
を
こ
う
語
る
。　

　
「
お
中
元
や
お
歳
暮
の
ボ
リ
ュ
ー
ム

が
徐
々
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
、
贈
答
用
の
そ
う
め
ん
を
主
力
と
し

て
い
る
当
社
は
大
き
く
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
バ
ブ
ル
期
の
ピ
ー
ク
時
と
比

べ
、
ギ
フ
ト
の
販
売
量
は
半
減
。
こ
の

厳
し
い
状
況
に
退
路
を
断
っ
て
再
ス

タ
ー
ト
に
臨
む
覚
悟
を
、
社
名
や
ロ
ゴ

の
変
更
に
込
め
ま
し
た
」

　

か
つ
て
、
そ
う
め
ん
は
簡
単
に
食
事

を
済
ま
せ
た
い
と
き
に
頼
れ
る
存
在

だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
で
は
湯
が
く
一

手
間
で
す
ら
面
倒
に
思
う
人
も
増
え
た

そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
電
子
レ
ン
ジ
で
調

理
で
き
る
商
品
を
は
じ
め
と
し
た
新
商

品
の
開
発
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
。
直
径

○
・
三
ミ
リ
と
一
般
的
な
そ
う
め
ん
の

三
分
の
一
の
超
極
細
麺
な
が
ら
コ
シ
の

あ
る
「
白
髪
」
や
、三
分
の
二
の
「
白
龍
」

な
ど
、
最
新
技
術
を
活
か
し
た
品
々
も
、

洗
練
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
と
も
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
お
か
げ
さ
ま
で
、
ブ
ラ
ン
ド
や
商
品

デ
ザ
イ
ン
刷
新
、
新
商
品
の
開
発
等
が

奏
功
し
、
特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
売
り
上
げ
は
伸
び
て
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、
三
輪

は
そ
も
そ
も
そ
う
め
ん
の
発
祥
の
地
で

あ
る
と
い
う
。

　
「
一
二
〇
〇
年
か
ら
一
三
〇

〇
年
前
、
仏
教
伝
来
と
と
も

に
、
小
麦
を
栽
培
し
粉
に
し

て
保
存
食
に
す
る
文
化
が
日

本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
そ
う

め
ん
で
す
。
三
輪
は
伊
勢
街

道
の
途
中
に
あ
り
、
江
戸
の

中
期
か
ら
は
お
伊
勢
参
り
の

人
が
そ
う
め
ん
文
化
を
各
地

に
持
ち
帰
り
、
全
国
に
広

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

一
方
で
、
桜
井
の
人
の
気

質
を
語
る
山
本
氏
の
話
も
興
味
深
い
も

の
が
あ
っ
た
。

　
「
桜
井
市
を
は
じ
め
奈
良
県
は
、
昔

か
ら
、
歴
史
的
な
資
産
で
何
と
か
食
べ

て
い
け
た
。
観
光
で
も
、
修
学
旅
行
客

が
来
て
く
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
い
い

と
。
地
域
に
人
を
呼
び
込
む
た
め
の
新

し
い
取
り
組
み
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。

よ
う
や
く
最
近
、
若
い
方
々
を
含
め
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る

人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
地
域
衰
退

へ
の
危
機
意
識
の
表
れ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
う
し
た
動
き
に
大
い
に
期
待

し
て
い
ま
す
」

　

の
ん
び
り
し
て
い
る
、
焦
り
が
な
い
。

今
回
、
何
度
か
耳
に
し
た
話
だ
。
ま
ほ
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三輪山本本社内にある直営ショップ。そうめんに加え、
吉野くずを使った自社開発のスイーツなども扱ってい
る。一角にはそうめんを干す過程の展示も。併設の食
事処では、にゅうめんほか特製メニューを味わえる。

「
み
む
ろ
杉
」「
三
諸
杉
」
を
醸
す
、
今
西

酒
造
代
表
取
締
役
の
今
西
将
之
氏
。「
三

諸
杉
」
は
県
内
、写
真
の
「
み
む
ろ
杉
」
は
、

主
に
県
外
で
流
通
さ
れ
る
。「
三
諸
」と
は
、

三
輪
山
を
含
め
た
神
が
宿
る
場
所
と
い
う

意
味
。

ろ
ば
…
…
恵
ま
れ
た
環
境
が
、
現
代
の

時
流
に
お
い
て
は
穏
や
か
す
ぎ
る
気
質

を
育
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
酒
の
聖
地・
三
輪
の
名
を

世
の
中
に
広
め
る
た
め
に

　

三
輪
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
古
い
歴
史

を
誇
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
書
紀
に
も

記
さ
れ
る
日
本
酒
だ
。
大
神
神
社
は
日

本
酒
の
聖
地
と
さ
れ
て
お
り
、
毎
年

十
一
月
に
は
日
本
全
国
の
蔵
元
が
集

ま
っ
て
醸
造
祈
願
祭
が
開
催
さ
れ
る
。

こ
の
聖
地
に
、
一
六
六
〇
年
創
業
の

今い
ま
に
し西

酒
造
が
あ
る
。
代
表
取
締
役
の
今

西
将
之
氏
は
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
歳

の
と
き
父
親
が
急
逝
し
、
引
き
継
ぎ
が

な
い
ま
ま
で
酒
造
り
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
っ
た
。

　

当
時
は
酒
蔵
の
ほ
か
に
飲
食
や
宿
泊

業
を
営
ん
で
い
た
も
の
の
、
経
営
は
順

調
で
は
な
か
っ
た
。
蔵
の
生
産
量
は
ご

く
わ
ず
か
で
、
従
業
員
は
三
人
。「
三み

諸む
ろ
す
ぎ杉

」
の
名
は
地
元
で
も
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況

に
今
西
氏
は
一
念
発
起
。
多
角
経
営
を

や
め
て
酒
造
業
一
本
に
し
、
抜
本
的
に

酒
造
を
改
革
し
た
。
結
果
、
酒
質
を
向

上
さ
せ
、
今
で
は
業
界
で
数
々
の
賞
を

受
け
る
な
ど
注
目
を
浴
び
る
存
在
に
。

全
国
各
地
か
ら
取
引
依
頼
が
あ
り
、
従

業
員
は
三
〇
人
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ

た
。

　
「
三
輪
は
酒
造
り
の
始
ま
り
の
地
と

い
わ
れ
て
お
り
、
三
つ
の
酒
蔵
が
あ
っ

た
。
で
も
、
残
っ
た
の
は
う
ち
だ
け
。

そ
の
責
任
の
重
さ
を
親
父
も
感
じ
て
い

た
は
ず
。
多
角
経
営
に
乗
り
出
し
た
の

も
赤
字
の
酒
造
業
を
守
る
た
め
に
、
他

の
業
に
活
路
を
見
い
だ
し
た
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
」

　

当
地
が
酒
の
聖
地
と
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
蔵
の
井
戸

に
湧
く
三
輪
山
の
伏
流
水
に
も
よ
る
。

酒
の
原
料
と
な
る
米
も
ま
た
同
じ
水
脈

で
育
つ
。

　
「
三
輪
を
飲
む
、が
『
み
む
ろ
杉
』『
三

諸
杉
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
。
酒
の
神
が
宿

る
地
、
そ
し
て
そ
の
地
で
育
ま
れ
た
原

材
料
で
酒
造
り
が
で
き
る
の
は
世
界
で

も
う
ち
だ
け
。
酒
造
り
を
す
る
の
に
こ

ん
な
恵
ま
れ
た
所
は
な
い
。
で
も
、
そ

ん
な
三
輪
の
酒
が
世
間
に
知
ら
れ
て
い

な
い
状
況
だ
っ
た
。
こ
ん
な
悔
し
い
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
に
ふ
さ
わ

し
い
、
三
輪
を
表
現
す
る
酒
を
造
り
、

そ
の
酒
を
通
し
て
、
三
輪
が
認
知
さ
れ

る
よ
う
、
人
生
を
か
け
て
が
ん
ば
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

今
西
氏
は
「
三
輪
が
酒
の
聖
地
」
だ

と
認
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
大

神
神
社
参
道
と
Ｊ
Ｒ
三
輪
駅
前
に
直
営

店
を
出
店
。
さ
ら
に
は
、
大
神
神
社
ほ

か
三
輪
の
日
本
酒
に
ま
つ
わ
る
場
所
を

ま
わ
り
、
最
後
は
蔵
で
利
き
酒
が
で
き

る
「
聖
地
巡
盃
ツ
ア
ー
」
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
。

　

ガ
イ
ド
は
、
地
元
の
主
婦
を
自
社
で

育
成
。
周
辺
に
あ
る
飲
食
店
に
積
極
的

に
立
ち
寄
る
こ
と
で
、
地
元
経
済
が
潤

う
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
ツ

ア
ー
に
は
、
二
年
間
で
約
五
〇
〇
〇
名

が
参
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。
今
西
氏
の

熱
い
思
い
を
聞
き
な
が
ら
、
ほ
ど
よ
い

奈良県桜井市地域の底力
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旨う
ま

み
と
爽
や
か
な
飲
み
心
地
が
立
つ

「
み
む
ろ
杉
」「
三
諸
杉
」
を
味
わ
い
、

今
後
も
多
く
の
人
が
三
輪
を
訪
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
予
感
す
る
。

平
安
時
代
の 

貴
族
も
歩
い
た
ま
ち
に 

再
び
に
ぎ
わ
い
を

　

大
神
神
社
と
並
ぶ
桜
井
市
の
観
光
の

要
が
、
初は

せ瀬
地
区
に
あ
る
奈
良
時
代
創

建
と
も
い
わ
れ
る
長
谷
寺
だ
。
藤
原
道

長
を
は
じ
め
貴
族
が
こ
ぞ
っ
て
詣
で
る

よ
う
に
な
っ
た
平
安
時
代
以
降
、
参
道

を
軸
に
広
が
る
初
瀬
の
ま
ち
は
長
き
に

わ
た
り
に
ぎ
わ
っ
て
き
た
。

　
「
今
で
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
僕

ら
が
小
さ
い
頃
は
、
春
の
観
光
シ
ー
ズ

ン
に
な
る
と
露
店
が
初
瀬
の
ま
ち
に
並

び
、
人
で
い
っ
ぱ
い
で
動
け
な
い
状
態

だ
っ
た
ん
で
す
」

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
泊は
つ

瀬せ

門
前
町
再
興

フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長
の
寺
井
修
司
氏

は
、
昭
和
の
頃
か
ら
の
変
わ
り
よ
う
を

語
る
。

　
「
長
谷
寺
さ
ん
は
西さ

い
ご
く国

三
十
三
所
の

札
所
で
も
あ
る
し
、
年
間
何
十
万
人
と

観
光
客
が
来
ら
れ
る
。
そ
の
状
況
に
安

閑
と
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
当
初
、
わ

れ
わ
れ
の
集
ま
り
は
下
水
道
の
設
置

を
求
め
る
署
名
運
動
だ
っ
た
の
で
す

が
、
初
瀬
を
も
っ
と
元
気
に
し
よ
う
と

い
う
思
い
か
ら
、
二
○
○
五
年
に
こ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
」

　

ま
ち
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る

な
ど
の
活
動
を
経
て
、
二
○
○
九
年
か

ら
始
ま
っ
た
奈
良
県
と
早
稲
田
大
学
に

よ
る
連
携
事
業
「
門
前
町
に
お
け
る
景

観
ま
ち
づ
く
り
推
進
」
が
転
機
に
な
る
。

地
域
研
究
を
学
ぶ
学
生
た
ち
が
リ
サ
ー

チ
を
重
ね
、
ま
ち
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
検
討
す
る
取
り
組
み
だ
。

　
「
早
稲
田
大
学
の
学
生
さ
ん
が
最
初

に
長
谷
寺
駅
に
降
り
ら
れ
た
と
き
、
駅

か
ら
長
谷
寺
を
望
む
景
色
に
感
激
さ
れ

た
ん
で
す
よ
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

日
常
的
に
見
慣
れ
た
眺
め
だ
っ
た
ん
で

す
が
…
…
」

　

寺
井
氏
は
そ
の
後
の
学
生
た
ち
の
ア

イ
デ
ア
に
も
驚
か
さ
れ
、
初
瀬
の
良
さ

を
再
認
識
し
た
そ
う
だ
。

　
「
僕
ら
は
表
通
り
だ
け
を
地
図
に
載

せ
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
か
ん
、
長
谷
寺

に
来
ら
れ
る
方
に
は
、
裏
通
り
を
含
め

て
歩
い
て
も
ら
っ
て
、
初
瀬
の
良
さ
を

存
分
に
味
わ
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す

べ
き
、
と
の
提
案
を
頂
き
ま
し
た
」

　

額ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
、
紫
式
部
、
菅
原
道み

ち
ざ
ね真
、

本も
と

居お
り

宣の
り
な
が長
、
松
尾
芭ば

蕉し
ょ
うな
ど
な
ど
。
実

際
に
完
成
し
た
散
策
ガ
イ
ド
を
見
れ

ば
、
初
瀬
の
地
に
は
、
歴
史
を
輝
か
し

く
彩
っ
た
、
実
に
多
く
の
人
々
の
面
影

が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

で
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
は
当
た
り
前
で

も
、
学
生
た
ち
に
は
宝
の
山
の
よ
う
に

思
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
外
の
人
の
意
見
を
入
れ
た
ほ
う
が
、

活
性
化
し
ま
す
ね
。
昔
か
ら
の
し
が
ら

み
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、

新
し
い
空
気
が
入
っ
た
ん
で
す
」

　

早
稲
田
大
学
と
の
連
携
は
今
も
続
い

て
お
り
、
町
家
の
改
修
や
地
元
住
民
と

来
訪
者
と
の
憩
い
の
場
所
を
つ
く
る
な

ど
、
ま
ち
再
生
の
た
め
の
試
み
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
。
高
齢
を
理
由
に
廃
業
す

る
店
も
あ
る
一
方
で
、
初
瀬
に
魅
せ
ら

れ
て
移
住
し
、
新
た
に
お
店
を
始
め
る

人
も
。
毎
月
十
八
日
に
は
、
長
谷
寺
が

舞
台
の
「
わ
ら
し
べ
長
者
」
の
物
語
が

描
か
れ
た
の
れ
ん
を
ま
ち
に
飾
り
、
散

策
す
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に
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も
な
っ
た
。

　

最
近
で
は
、
隣
接
す
る
地
域
の
ま
ち

づ
く
り
団
体
と
の
連
携
も
増
え
つ
つ
あ

る
と
寺
井
氏
は
話
す
。

　
「
連
携
の
範
囲
が
広
が
れ
ば
、
も
っ

と
い
い
形
で
の
情
報
発
信
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
桜
井
市
全
体
の
認

知
度
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

未
来
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
に 

ま
ち
は
多
彩
に
進
化
を
目
指
す

　

今
西
酒
造
の
今
西
氏
い
わ
く
、
三
輪

も
ま
た
「
変
わ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
」
を
迎

え
て
い
る
と
の
こ
と
。
奈
良
県
の
主
導

で
大
神
神
社
の
参
道
整
備
計
画
が
進
め

ら
れ
、
将
来
的
に
は
伊
勢
神
宮
の
参
道

「
お
か
げ
横
丁
」
の
よ
う
な
活
性
化
を
目

指
し
て
い
る
と
い
う
。

　

市
長
の
松
井
正
剛
氏
に
よ
れ
ば
、
玄

関
口
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
お
よ
び
近
鉄
線
桜
井

駅
前
の
再
開
発
が
進
み
、
二
○
一
九
年

春
に
は
駅
前
ビ
ル
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
屋
内
型
の
遊
び
場

を
中
心
に
新
た
な
に
ぎ
わ
い
と
交
流
を

創
り
出
す
施
設
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。
全

国
チ
ェ
ー
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
も
、

桜
井
市
へ
の
進
出
を
決
定
し
た
。

　

そ
う
め
ん
業
界
も
、
官
民
が
協
力
す

る
体
制
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
松
井
氏
は

話
す
。

　
「
奈
良
県
三
輪
素
麺
工
業
協

同
組
合
、
奈
良
県
三
輪
素
麺

販
売
協
議
会
が
中
心
と
な
っ

た
『
三
輪
そ
う
め
ん
意
見
交

換
会
』
が
ス
タ
ー
ト
。『
三
輪

そ
う
め
ん
』
が
Ｇ
Ｉ
マ
ー
ク

（
地
理
的
表
示
）
の
認
証
を
受
け
た
の
に

加
え
、
二
○
一
七
年
に
は
桜
井
市
で
三

輪
素
麺
普
及
促
進
に
関
す
る
条
例
を
制

定
し
ま
し
た
。
ま
た
二
〇
一
八
年
、
そ

う
め
ん
発
祥
の
地
で
あ
る
当
市
で
『
そ

う
め
ん
サ
ミ
ッ
ト
』
を
開
催
す
る
な
ど

多
彩
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
め
ん
を
含
め
た
地
元
の
逸
品
は

「
大
和
さ
く
ら
い
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
認

定
す
る
な
ど
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
な
さ

れ
て
い
る
。

　

二
○
一
七
年
に
返
礼
品
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
た
ふ
る
さ
と
納
税
「
桜
井
ふ
る

さ
と
寄
付
金
」
は
、
以
前
の
五
〇
〇
万

円
か
ら
一
億
円
と
大
幅
に
増
え
た
。
そ

の
活
用
先
と
し
て
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
纒
向
遺
跡
の
調
査
研
究
、

保
存
事
業
の
推
進
だ
。
遺
跡
の
修
復
や

観
光
施
設
の
建
設
が
進
め
ば
、
木
材
業

界
に
も
朗
報
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

山
に
守
ら
れ
た
地
で
ゆ
っ
く
り
と
動

い
て
い
た
桜
井
市
の
歯
車
は
今
、
ス

ピ
ー
ド
を
上
げ
て
大
き
く
ま
わ
り
は
じ

め
た
よ
う
だ
。
古
か
ら
受
け
継
が
れ
て

き
た
「
ま
ほ
ろ
ば
」
は
、
こ
れ
か
ら
ど

の
よ
う
な
輝
き
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

桜、あじさい、ぼたんなど四季
を通じて花々に彩られ、「花の
御
み て ら

寺」とも呼ばれる長谷寺。紅
葉の秋の景色も美しい。本堂ま
で続く登

のぼり

廊
ろう

は上中下の三廊に分
かれ、合わせて399段を数える。

奈良県桜井市地域の底力




