
甘
草
屋
敷
と
も
縁
の
あ
る 

奈
良
・
吉
野
地
域
の
伝
建
地
区 

  

奈
良
県
に
は
、
茅
葺
切
妻
造
民
家
が
広
く
分
布
し
て
い
ま

す
。
「
報
告 

第
三
号
」
で
一
度
触
れ
ま
し
た
が
、
茅
葺
切
妻

造
民
家
の
分
布
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
全
国
に
三
ヶ
所
し

か
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
①
峡
東
を
中
心
と
し
た
地
域

（
突
き
上
げ
屋
根
）
、
②
岐
阜
県
北
部
か
ら
富
山
県
南
部
に
か

け
て
の
地
域
（
合
掌
造
）
、
③
奈
良
県
中
・
南
部
の
地
域
（
大

和
棟
・
高
塀
造
）、
で
す
。 

 

合
掌
造
と
高
塀
造
は
屋
根
の
勾
配
が
急
で
、
こ
れ
は
屋
根
を

支
え
る
叉
首
（
さ
す
）
の
構
造
上
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
棟
持

柱
を
も
つ
甲
州
民
家
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
高
塀
造
は
中

央
部
分
を
茅
で
葺
き
、
左
右
の
下
屋
は
勾
配
の
緩
い
瓦
葺
と
い

う
の
が
多
く
、
屋
根
材
を
茅
だ
け
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
が
考
え
る
茅
葺
と
は
ち
ょ

っ
と
違
っ
て
見
え
る
か
も
し 

れ
ま
せ
ん
。 

 

今
号
で
紹
介
す
る
の
は
、 

奈
良
・
吉
野
地
域
に
近
い
宇 

陀
市
松
山
の
伝
建
地
区
で
す
。 

こ
の
地
区
内
に
は
高
塀
造
の 

民
家
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま 

せ
ん
が
、
甘
草
屋
敷
と
縁
が 

あ
る
史
跡
が
保
存
さ
れ
て
い 

ま
す
。 

 
高塀造（大和棟）の民家 
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宇
陀
市
松
山
（
商
町
屋
） 

  

所
在
地 

 
 

 
 

奈
良
県
宇
陀
市
大
宇
陀
区
、
万
六
、
出

新
、
上
新
、
中
新
、
上
、
上
中
、
上
本
、

上
茶
、
下
本
、
下
中
、
下
出
口
、
小
出

口
の
全
地
域
及
び
下
茶
、
春
日
、
拾
生

の
各
一
部 

 

種
別 

 
 

 
 

 

商
町
屋 

 

条
例
制
定
年
月
日 

平
成
一
六
年
一
二
月
一
七
日 

 

選
定
年
月
日 

 
 

平
成
一
八
年
七
月
五
日 

 

地
区
面
積 

 
 

 

約
一
七
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル 

 

保
存
物
件
数 

 
 

建
築
物 

一
二
八
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
作
物 

 

八
八
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

環
境
物
件 

二
八
件 

  
宇
陀
市
松
山
地
区
は
、
か
つ
て
は
大
宇
陀
町
と
い
い
、
長
い

歴
史
を
も
っ
た
町
で
す
。
周
囲
を
吉
野
山
地
、
竜
門
山
地
、
大

和
高
原
な
ど
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
辺
境
の
地
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
京
都
や
奈
良
と
伊
勢
を
つ
な
ぐ
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
古
く
か
ら
中
央
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
発
達
し
て
き

ま
し
た
。 

 

日
本
の
歴
史
に
宇
陀
が
登
場
す
る
の
は
か
な
り
早
く
、
飛
鳥

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
宇
陀
地
域
の
山
々
は
鳥
獣
が
豊

富
だ
っ
た
た
め
に
絶
好
の
狩
猟
場
と
し
て
見
出
さ
れ
、
「
阿
騎

野
」
と
い
う
呼
び
名
で
日
本
書
紀
に
登
場
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

柿
本
人
麻
呂
が
軽
皇
子
（
文
武
天
皇
）
の
狩
猟
の
情
景
を
詠
ん

だ
歌
も
、
阿
騎
野
で
の
こ
と
と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

東 
 

 
 

 

野
に
炎 

 
 

 

の 
(

か
ぎ
ろ
ひ
） 

の

(

ひ
む
が
し
） 

 
 

 
 

立
つ
見
え
て 

か
え
り
見
す
れ
ば

月
傾
き
ぬ

 

交
通
の
要
衝
だ
っ
た
宇
陀
地
域
が
、
町
戸
し
て
形
づ
く
ら
れ

始
め
た
の
は
戦
国
時
代
、
秋
山
庄
の
荘
官
か
ら
国
人
領
主
に
成

長
し
た
秋
山
氏
が
城
を
築
き
、
そ
の
城
下
町
と
し
て
山
腹
に
栄

え
た
の
が
現
在
の
松
山
の
起
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
秋
山
氏
は
豊
臣
氏
に
追
放
さ
れ
、
秋
山
城
に
は
秀
吉
の

弟
・
秀
長
の
家
臣
が
入
り
、
こ
の
頃
に
城
の
大
規
模
改
修
と
城

下
町
の
拡
大
整
備
が
行
わ
れ
、
現
在
の
町
並
み
の
骨
格
が
整
え

ら
れ
ま
し
た
。 

 

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
城
は
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
宇
陀

松
山
藩
と
な
っ
て
か
ら
は
織
田
信
長
の
次
男
信
雄
（
の
ぶ
か

つ
）
が
初
代
藩
主
と
な
り
、
四
代
に
わ
た
っ
て
松
山
藩
を
治
め

ま
し
た
。 

            

や
が
て
近
代
に
入
る
と
郡
役
所
や
裁
判
所
が
で
き
、
政
治
の

中
心
地
と
し
て
栄
え
た
ほ
か
、
県
内
初
の
乗
り
合
い
バ
ス
が
走

り
、
数
十
件
の
料
理
旅
館
が
ひ
し
め
い
た
時
期
が
あ
り
、
昭
和

の
半
ば
ま
で
そ
の
賑
わ
い
は
続
き
ま
し
た
。 

 

一
時
期
に
一
気
に
繁
栄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
時
代
の
影

響
を
受
け
な
が
ら
、
家
ご
と
に
異
な
る
時
代
の
特
徴
を
も
っ
て

い
る
町
並
み
で
す
。 

 

 
宇陀市松山の町並み 



 甘
草
屋
敷 

と
の
関
係 

 

伝
建
地
区
の
中
ほ 

ど
や
や
南
側
に
、
森 

野
吉
野
葛
本
舗
と
い 

う
吉
野
葛
の
製
造
販 

売
を
し
て
い
る
店
が 

あ
り
ま
す
。
創
業
四 

百
年
と
い
わ
れ
い
て
、 

天
皇
御
即
位
式
に
は 

森
野
吉
葛
を
お
供
え 

す
る
慣
わ
し
が
今
も
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

吉
野
葛
を
作
り
始
め
て
十
代
目
・
森
野
藤
助
が
、
享
保
十

四
年
（
一
七
二
九
）
に
自
宅
裏
山
に
開
い
た
個
人
の
薬
園
が

「
森
野
旧
薬
園
」
で
す
。
小
石
川
薬
園
と
並
ぶ
日
本
最
古
の

薬
園
で
、
幕
府
直
営
で
は
な
く
民
間
薬
園
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
評
価
さ
れ
、
大
正
十
五
年
二
月
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。 

 

森
野
藤
助
が
薬
園
を 

開
設
す
る
に
あ
た
り
、 

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ 

た
人
物
は
植
村
左
平
次 

政
勝
と
い
う
幕
府
採
薬 

使
で
す
。
左
平
次
は
享 

保
十
四
年
に
一
五
〇
日 

に
も
及
ぶ
現
地
調
査 

｢

伊
賀
伊
勢
紀
伊
大
和 

山
城
河
内
六
カ
国
御
用｣

 

を
実
施
し
、
藤
助
は
そ 

の
調
査
に
随
行
、
そ
の 

と
き
の
報
奨
と
し
て
幕
府
か
ら
薬
草
を
拝
領
し
て
、
自
ら
採

取
し
た
薬
草
と
と
も
に
裏
山
へ
植
え
て
栽
培
を
始
め
た
の
が

始
ま
り
で
す
。 

 

植
村
左
平
次
は
、「
六
カ
国
御
用
」
の
六
年
前
、
享
保
八
年

に
甘
草
屋
敷
を
訪
れ
て
お
り
、
甘
草
を
掘
り
抜
い
て
い
っ
た

と
「
甘
草
文
書
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
が
藤
助
に
与

え
た
薬
草
の
中
に
甘
草
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
甘
草
は
も

と
も
と
甲
州
産
の
も
の
と
推
測
で
き
ま
す
。 

 

現
在
、
森
野
旧
薬
園
に
甘
草
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
遠
い

吉
野
の
地
ま
で
甲
州
甘
草
が
運
ば
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

薬
の
ま
ち
・
大
宇
陀 

 

吉
野
葛
を
含
め
て
、
こ
の
周
辺
に
薬
草
が
自
生
し
て
い
る

こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
採
薬
の
場
と
し
て
利
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
町
並
み
の
中
で
「
薬
」
の

看
板
を
か
か
げ
て
い
る
家
が
散
見
さ
れ
ま
す
。 

 

そ
の
う
ち
の
一
軒
、
細
川
家
住
宅
は
も
と
薬
問
屋
で
、
江

  

 
薬の館・細川家住宅。 
 

 
薬の館の内部。短冊状の細長い建物の中ほどにある土 
間に据えられたカマド。瓦を使っている。 

 
園内に咲くツワブキ。約 250 種の薬草木が植えられて 
いる。葛も「葛根湯」に使われる薬草のひとつ。 

 
薬園から見下ろす松山地区の町並み。 

森野吉野葛本舗。背後の山に薬園がある 

戸
時
代
に
隆
盛
を
き
わ
め
、
天
保
七
年
（
一
八
三
五
）
に
「
人

参
五
臓
圓
」
や
「
天
寿
丸
」
と
い
う
腹
薬
を
売
り
出
し
、
人

気
を
集
め
ま
し
た
。
藤
沢
薬
品
工
業
（
現
ア
ス
テ
ラ
ス
製
薬
）

の
創
設
者
の
母
の
生
家
で
も
あ
り
ま
す
。 

細
川
家
住
宅
は
、

現
在
「
薬
の
館
」
と
し
て
宇
陀
市
が
維
持
管
理
し
て
お
り
、

調
剤
・
製
剤
の
用
具
や
薬
の
看
板
類
、
藤
沢
薬
品
の
資
料
等

を
展
示
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
ほ
か
に
も
、
地
区
内
で
営
業
し
て
い
る
旅
館
で
は
薬

膳
料
理
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
古
く
か
ら
薬
と

深
く
関
わ
っ
て
い
た
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

家
並
は
、
西
日
本
で
よ
く
み
ら
れ
る
格
子
、
虫
籠
窓
（
む

し
こ
ま
ど
・
道
路
側
に
空
け
た
、
二
階
の
格
子
つ
き
窓
）、
卯

建
（
う
だ
つ
・
妻
壁
を
屋
根
よ
り
高
く
し
、
小
屋
根
を
つ
け

た
も
の
）
の
あ
る
風
景
で
、
ほ
か
の
伝
建
地
区
よ
り
も
広
く

ゆ
っ
た
り
と
し
た
通
り
の
両
側
に
は
水
路
が
設
け
ら
れ
、
洗

練
さ
れ
た
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
ん
な
「
古
都
・
奈
良
」
も
あ
り
ま
す
の
で
、
機
会
が
あ

れ
ば
訪
ね
て
み
て
く
だ
さ
い
。 


