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❖
は
じ
め
に
❖

　
今
般
、
私
た
ち
は
、
勿
来
が
生
ん
だ
偉
大
な
史
家
、
佐
藤
一
先
生
の
『
勿
来

関
と
源
義
家
』
の
復
刻
本
の
出
版
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
、
平
成
二
十
年
五
月
い
わ
き
民
報
の
『
勿
来
関
は
　
宮
城
県
利
府

町
に
あ
っ
た
』
と
い
う
衝
撃
的
な
文
字
が
目
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
調
べ
て
み

る
と
、
い
わ
き
地
域
学
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
も
の
で
、
類
似
の
論
評
は
、
小

冊
子
な
ど
に
載
っ
て
い
ま
し
た
が
、
チ
ラ
シ
を
配
布
し
て
大
勢
の
市
民
に
、
勿

来
の
関
は
実
は
宮
城
県
利
府
町
に
あ
っ
て
、
政
治
を
顧
み
な
い
平
藩
主
が
勝
手

に
現
在
地
に
関
明
神
を
設
置
し
、
関
趾
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
流
布
し
た
の

で
す
。

　
利
府
町
に
行
っ
て
説
明
を
受
け
た
い
わ
き
市
民
も
い
て
、
近
く
に
多
賀
城
府

も
あ
り
、
考
古
学
的
に
も
立
派
な
も
の
が
出
土
し
、
勿
来
川
も
あ
る
の
で
間
違

い
な
い
と
思
わ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
以
来
残
念
だ
っ
た
が
、
勿
来
関
の
話
は
、
タ
ブ
ー
だ
っ
た
と
吐
露
さ
れ
た
方

も
お
り
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
図
書
館
に
行
っ
て
も
、
勿
来
の
関
に
行
っ
て
も
、
支
所
に
行
っ

て
も
、
勿
来
関
は
こ
こ
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
と
、
話
し
か
け
ら
れ
、
驚

く
ば
か
り
で
す
。
又
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
勿
来
関
」
を
検
索
す
る
と
「
最

近
で
は
菊
田
の
関
と
勿
来
関
は
別
の
物
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
又
、
い
わ
き
の

著
名
な
方
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
、
名
古
曽
関
は
利
府
町
に
あ
る
と
の
本
ま
で
出

版
し
た
利
府
の
方
も
い
ま
す
。こ
の
ま
ま
で
は
、い
わ
き
の
勿
来
関
は
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
い
わ
き
市
か
ら
給
料
を
い
た
だ
い
て
、「
勿
来
」
に
関
係
す
る
所
で
働
い
て

い
る
方
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
本
当
の
勿
来
関
は
宮
城
」
だ
と
、
耳
に
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
駅
の
名
に
始
ま
り
、
町
の
名
に
な
り
、
学
校
や
会
社
、
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
名
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
が
宮
城
が
本
物
で
、
い
わ
き
は
偽
物
だ
っ
た
と
は
何
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
今
回
、
図
ら
ず
も
四
つ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
勿
来
関
は
や

は
り
、
い
わ
き
の
地
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
歴
史
の
専
門
家
で
も
な
く
、
皆
さ
ん
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
文

章
を
書
く
才
能
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
真
実
を
見
る
目
と
、
地
域
を
愛
す

る
情
熱
だ
け
は
誰
に
も
負
け
な
い
つ
も
り
で
す
。

　
こ
こ
の
示
す
四
つ
の
史
料
は
、
佐
藤
一
先
生
の
復
刻
版
に
添
付
す
る
、
利
府

町
説
に
対
す
る
反
論
の
史
料
収
集
の
中
で
、
見
つ
け
た
も
の
を
要
約
し
た
も
の

で
す
が
、
先
生
の
後
押
し
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
又
長
久
保
赤
水
の
縁

者
で
、
赤
水
顕
彰
会
顧
問
の
長
久
保
片
雲
様
に
は
、
多
く
の
心
温
ま
る
御
助
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
れ
で
、
菊
田
（
多
）
の
関
イ
コ
ー
ル
勿
来
関
だ
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
た

つ
も
り
で
す
。

　
次
は
、
こ
れ
を
た
た
き
台
と
し
て
、
地
元
の
若
き
学
生
諸
君
の
奮
起
を
願
う

も
の
で
す
。

　
又
、
皆
様
が
多
く
の
方
に
「
や
は
り
勿
来
関
は
、
こ
こ
だ
っ
た
の
だ
」
と
胸

を
張
っ
て
堂
々
と
訴
え
て
言
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

二
〇
二
〇
年
十
月
十
二
日
　
白
鷺
池
の
玄
正
庵
に
て
　
橋
本
・
菅
波
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（
玄
正
庵
所
蔵
）

史
料
一
、『
東と

う

奥お
く

紀
行
』
　「勿
来
」
は
長
久
保
赤
水
の
創
作
造
語
だ
っ
た

　
一
七
九
二
年
、「
勿
来
」
の
初
見
に
な
り
ま
す
。
長
久
保
赤
水
顕
彰
会
顧
問
の
長
久
保
片
雲
氏
に

よ
れ
ば
、「
と
う
お
く
き
こ
う
」
と
読
む
と
の
こ
と
で
す
。
本
年
（
二
〇
二
〇
）、
赤
水
関
係
資
料
が
、

本
書
も
含
め
国
の
重
要
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
著
の
中
に
、「
勿
来
」
の
文
字
は
、
赤
水
の

創
作
造
語
だ
っ
た
証
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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（
玄
正
庵
所
蔵
）

『
東と

う

奥お
く

紀
行
』
　「勿
来
」
は
長
久
保
赤
水
の
創
作
造
語
だ
っ
た

　
編
纂
と
頭
注
は
、
甥
の
中
ち
ゅ
う

行こ
う

に
よ
り
ま
す
。「
一
作
、
又
作
」
は
長
久
保
赤
水
が
一
工
夫
し
て
名

古
曽
を
「
勿
来
、
莫
越
」
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
赤
水
研
究
の
第
一
人
者
で
赤
水
の
縁
者

で
も
あ
る
、
長
久
保
片
雲
氏
の
認
可
も
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
「
勿
来
関
」
の
文
字
は
、
赤
水
が
い
わ
き
の
名
古
曽
関
に
付
け
た
創
作
造
語
だ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
疑
問
だ
っ
た
「
蝦え
み
し夷

よ
来
る
勿
れ
」
や
万
葉
歌
な
ど
の
漢
字
の
「
勿
来
」
を
使
っ
た
表
記
や
他
県

で
の
「
勿
来
関
」
説
な
ど
、
見
直
し
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
内
藤
平
藩
主
が
、
関
趾
を
勝
手
に
比

定
し
た
」
と
い
う
風
聞
が
、
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
す
。
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　『
前
太
平
記
』
寛
治
四
年
三
月
二
十
九
日
、源
義
光
朝
臣
、奥
州
の
国
府
に
著
き
給
ふ
。
兼
て
は
今
明
（
け

ふ
あ
す
）
の
程
に
は
、
出
羽
に
発
向
有
る
べ
し
と
し
て
、
軍
立
（
い
く
さ
だ
ち
）
す
る
事
隙
な
か
り
け
る

に
、
俄
か
に
兵
衛
殿
の
下
向
な
り
、
と
云
ひ
訇
（
の
の
し
）
る
。
将
軍
聞
き
給
ひ
、
あ
な
不
審
（
い
ぶ
か

し
）。
何
と
し
て
か
下
り
給
ひ
ぬ
る
や
ら
ん
、と
嬉
し
さ
に
先
立
ち
て
、大
い
に
驚
き
給
ひ
、急
ぎ
対
面
あ
り
。

不
思
議
の
御
下
向
、
最
覚
束
（
い
と
お
ぼ
つ
か
）
な
く
こ
そ
侍
れ
、
と
宣
へ
け
れ
ば
、
義
光
居
寄
り
給
へ
て
、

久
し
く
見
奉
ら
ず
。
遥
か
に
合
戦
（
か
せ
ん
）
の
告
（
つ
げ
）
を
承
り
、余
り
に
心
な
ら
ず
候
し
程
に
、公
（
お

ほ
や
け
）
に
も
院
に
も
、
身
の
暇
を
申
す
と
い
へ
ど
も
、
勅
面
も
な
か
り
け
れ
ば
、
自
ら
官
を
辞
し
て
、

僣
（
ひ
そ
）
か
に
下
向
仕
り
ぬ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
将
軍
悦
び
の
涙
を
お
さ
へ
、
義
家
を
救
は
ん
と
、
遥
々

の
下
向
祝
着
の
程
詞
に
は
尽
す
ま
じ
く
こ
そ
侍
れ
。
今
日
足
下
の
来
り
給
へ
る
は
、
併
（
し
か
し
な
が
ら
）

故
入
道
殿
の
蘇
り
て
坐
（
お
は
）
し
た
る
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
。
和
君
（
わ
ぎ
み
）
副
将
軍
と
成
り
給
は
ば
、

武
衡
・
家
衡
（
た
け
ひ
ら
・
い
へ
ひ
ら
）
が
首
を
得
ん
事
掌
（
て
の
う
ち
）
に
有
り
と
て
、
悦
び
勇
み
給

ふ
事
喩
ふ
べ
き
者
な
し
。
将
軍
は
去
年
（
こ
ぞ
）
よ
り
の
軍
（
い
く
さ
）
の
次
第
を
語
り
給
へ
ば
、
義
光

は
帝
都
の
形
勢
（
あ
り
さ
ま
）、
来
方
（
こ
し
か
た
）
の
事
ど
も
宣
ひ
出
で
て
、
か
つ
喜
び
、
か
つ
か
な
し

び
、
御
物
語
数
剋
に
ぞ
及
び
け
る
。
下
略
　
同
上
　
か
か
り
け
る
所
に
、
家
衡
・
武
衡
は
数
万
騎
を
卒
（
ひ

い
）
て
、金
沢
棚
（
か
な
ざ
は
の
さ
く
）
を
打
立
ち
し
と
訴
ふ
る
者
あ
り
。
将
軍
聞
き
給
ひ
、去
ん
ぬ
る
九
ヶ

年
の
戦
ひ
に
、貞
任
（
さ
だ
と
う
）
等
鎮
守
を
攻
め
ん
と
せ
し
時
、敵
失
謀
天
福
二
将
軍ニ一
也
、武
則
真
人
（
た

け
の
り
ま
つ
と
）
が
賀
し
け
る
も
、
今
こ
の
時
に
同
じ
。
敵
の
滅
亡
遠
き
に
あ
ら
ず
と
、
軈
（
や
が
）
て

諸
軍
の
手
分
を
定
め
、
府
中
に
敵
を
入
れ
立
て
じ
と
ぞ
防
が
せ
ら
る
。
左
兵
衛
尉
義
光
朝
臣
は
七
千
余
騎

に
て
、
城
よ
り
一
里
打
つ
て
出
で
、
奥
道
を
支
へ
ら
る
。
こ
れ
今
の
総
関
（
そ
う
の
せ
き
）
通
奥
海
道
（
お

く
か
い
ど
う
）、
す
な
は
ち
名
古
曽
関
な
り
。
次
郎
義
親
は
五
千
余
騎
に
て
追
手
の
城
戸
（
き
ど
）
を
三
十

余
丁
打
つ
て
出
で
、
上
道
に
陣
を
取
る
。
こ
れ
今
の
海
道
の
西
、
奥
の
細
道
の
辺
な
り
。（
後
略
）

（
角
川
書
店
発
行
本
を
複
製
）

史
料
二
、『宮
城
県
利
府
町
説
の
依
書

奥
州
名
所
図
会
』
①
　八
幡
宮
祠
官
の
偽
書
だ
っ
た　『

奥
州
名
所
図
会
』
は
、
仙
台
大
崎
八
幡
宮
の
祠
官
で

俳
人
で
も
あ
っ
た
、
大
場
雄お

淵ぶ
ち

が
文
政
年
間
（
一
八
〇
四

～
一
八
二
九
）
に
作
っ
た
図
会
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
活
字
翻
刻
さ
れ
た
も
の
が
宮
城
県
図
書
館

に
あ
り
ま
す
。
福
島
県
立
図
書
館
に
は
、
昭
和
六
十
二
年

に
角
川
書
店
発
行
の
活
版
印
刷
本
が
あ
り
ま
す
。

　
い
わ
ば
当
時
の
領
内
観
光
案
内
書
で
す
が
、
他
国
と
論

争
の
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
紙
数
を
使
っ
て
、
反
論
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
書
の
中
に
、
上
記
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。「
前
太

平
記
」
と
あ
る
の
で
、
前
太
平
記
の
原
書
を
見
て
み
ま
し

た
が
、こ
の
箇
所
に
は
名
古
曽
関
の
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
又
、総
関
は
ど
こ
に
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
の
文
章
は
、

前
太
平
記
の
名
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
筆
者
が
意
の
ま
ま

に
創
作
し
た
も
の
で
す
。
原
書
の
別
の
個
所
に
源
将
軍
の

歌
と
奈
古
曾
関
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
「
陸
奥
の

奈
古
曽
と
申
す
所
で
詠
ん
だ
」
旨
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
が

「
今
の
総
関
」
だ
と
は
、
出
て
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
書
で
歴
史
の
真
実
を
語
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
で

す
。
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（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
）

『宮
城
県
利
府
町
説
の
依
書

奥
州
名
所
図
会
』
②
　八
幡
宮
祠
官
の
偽
書
だ
っ
た

　
こ
こ
に
も
「
勿
来
」
の
文
字
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
書
よ
り
少
な
く
と
も
十
二
年
前
に
、
長

久
保
赤
水
が
い
わ
き
の
関
に
創
作
し
た
の
が
「
勿
来
」
で
す
。

　
い
わ
き
の
著
名
な
方
た
ち
も
、
こ
の
絵
図
を
見
て
、
利
府
町
説
を
確
信
し
た
の
で
し
ょ
う
。
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『
勿
来
神
祠
』
の
説
明
の
部
分

　
勿な
こ
そ
の
し
ん
し

来
神
祠
　
名
古
曽
山
の
頂
上
に
あ
り
。
所
ま
つ
る

祭と
こ
ろ、
久く
な
ど
の
か
み

奈
斗
神
。
神
書

に
曰
く
「
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
　
曰い
は

、ク

自こ
れ
よ
りレ
此
莫
過
、
即チ
投
二
其
杖ヲ
一
為
二
岐
く
な
ど

神の
か
み
ト一
。

是
来く
な
ど
の
か
み

勿
度
神
名
以テ
為ノ
二
関ノ
名ト一
者
、
事ノ
縁
尚
矣
」。（
千
人
引
石
一
条
の
地

に
し
て
、
勿
来
に
な
ほ
縁
あ
り
）

（
角
川
書
店
発
行
本
を
複
製
）

私
訳

　�

名
古
曽
山
の
頂
上
に
あ
り
、
祭
る
と
こ
ろ
は
、
久く

那な

斗ど

の
神
で
あ
る
。

神
の
書
に
い
わ
く
「
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
曰
く
、
こ
れ
よ
り
す
ぐ
る
は
な
く
、

す
な
わ
ち
そ
の
杖
を
投
げ
、
岐
く
な
ど
の
か
み

神
と
な
す
。
こ
れ
来く
な
ど
の
か
み

勿
度
神
の
名
を

以
て
関
の
名
と
な
す
は
、
縁
尚
の
こ
と
か
な
。
石
一
条
の
地
に
し
て
、

勿
来
に
な
お
縁
が
あ
る
。

『宮
城
県
利
府
町
説
の
依
書

奥
州
名
所
図
会
』
③
　八
幡
宮
祠
官
の
偽
書
だ
っ
た

　
利
府
の
総
の
関
が
勿
来
関
に
変
化
し
て
い
く
三
段
論
法
で
す
。

神
書
の
書
き
出
し
は
、
日
本
書
紀
を
真
似
て
い
ま
す
が
、
書
紀
に
は
「
来く
な
ど
の
か
み

勿
度
神
」
は
出
て

い
ま
せ
ん
。
こ
こ
も
、
筆
者
の
創
作
文
で
す
。

　「
勿
来
」
は
、
長
久
保
赤
水
が
い
わ
き
の
な
こ
そ
の
関
に
付
け
た
創
作
造
語
で
す
。
元
々
は

久く
な
ど
の
か
み

奈
斗
神
だ
っ
た
も
の
を
伊
弉
諾
尊
が
杖
を
投
げ
て
岐
く
な
ど

神の
か
みと
な
り
、
こ
れ
が
来く
な
ど
の
か
み

勿
度
神
で
関
の

名
に
な
っ
た
と
い
い
、
だ
か
ら
「
勿
来
」
に
縁
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

考
え
を
画
と
共
に
描
い
た
の
が
、
利
府
町
説
の
根
拠
と
な
る
『
奥
州
名
所
図
会
』
な
の
で
す
。

何
の
論
理
性
も
な
い
で
は
な
い
で
す
か
。

　
こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
元
々
利
府
町
に
あ
っ
た
の
は
、「
な
こ
そ
」
で
も
「
名
古
曽
」

で
も
ま
し
て
や
「
勿
来
」
で
も
な
く
、
久
那
斗
神
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、利
府
町
で
は
、「
勿
来
」
を
「
な
こ
そ
」
や
「
名
古
曽
」
に
戻
す
の
で
は
な
く
、

「
総
関
、
総
の
川
、
久
那
土
山
、
久
那
土
神
祠
」
な
ど
に
戻
す
べ
き
な
の
で
す
。

　
近
頃
は
立
て
看
板
ま
で
「
勿
来
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
書
の
特
に
こ
の
部
分
は
、
神
の
名
を
借
り
た
虚
言
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
神
様
が
言
っ
た
の
か
、
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
す
。
権
威
を
笠
に
着
た
驕お
ご

り
で
す
。
　

　
こ
の
書
が
、
利
府
町
に
勿
来
関
を
記
し
た
最
古
（
一
八
〇
四
～
一
八
二
九
）
の
文
献
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
書
を
依
書
と
し
て
、
故
郷
の
い
わ
き
勿
来
関
を
捨
て
、
宮
城
の
利
府
を
勿
来
関

と
し
た
、
い
わ
き
の
著
名
な
方
た
ち
の
猛
省
を
訴
え
る
も
の
で
す
。

　
別
項
で
述
べ
る
『
太
平
記
大
全
』
が
板
版
本
に
な
っ
た
の
が
一
六
五
九
年
で
す
。
そ
こ
に
は
、

「
名
古
曽
関
打
ち
越
え
て
岩
城
郡
に
至
る
」
と
名
古
曽
関
が
い
わ
き
の
現
在
地
で
あ
る
こ
と
が

明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
利
府
の
図
会
の
約
百
七
十
年
も
前
の
事
で
す
。
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『
東
奥
紀
行
』

　
岩
沼
の
駅
に
入
る
。
仙
台
の
臣
古
内
主
膳
居
所
な
り
。
お
よ
そ
仙
台
提
封
の
中

十
八
城
あ
り
と
。
万
石
以
上
の
臣
分
守
す
。
こ
れ
そ
の
一
と
云
ふ
。
こ
の
日
こ
の

駅
の
市
に
て
交
易
雑
踏
、
里
民
蟻
の
集
ま
る
が
如
く
、
喧
熱
甚
だ
し
く
肩
を
摩
て

出
づ
る
。
竹
駒
の
祠
を
謁
し
、
北
行
二
百
歩
ば
か
り
、
民
家
の
前
に
赤
松
あ
り
。

武
隈
松
と
云
ひ
、
二
木
松
と
号
く
。
木
囲
四
、五
尺
あ
る
べ
し
。
二
椏
と
な
る
。
枝

葉
頗
る
禿
ぐ
。
能
因
歌
に
拠
ら
ば
、
古
松
は
已
に
枯
れ
て
後
人
ふ
た
た
び
種
ゑ
て

そ
の
名
を
存
す
。
こ
れ
過ノ
房
子
な
り
。
す
な
は
ち
過ノ
房
子
と
い
へ
ど
も
楨
幹
古
色
、

蓋
し
五
百
年
外
の
物
な
り
。

　
　
　
武
隈
松�

赤
水

　
似
レ
辞
二
大
夫
爵
一
　
遠
在
二
武
隈
東
一

　
縦
不
二
旧
時
物
一
　
相
伝
入
二
国
風
一

長
久
保
赤
水
の
『
東と
う

奥お
く

紀き

行こ
う

』
を
引
用
し
て
い
る
部
分（

角
川
書
店
発
行
本
を
複
製
）

『宮
城
県
利
府
町
説
の
依
書

奥
州
名
所
図
会
』
④
　八
幡
宮
祠
官
の
偽
書
だ
っ
た　

著
者
が
、
長
久
保
赤
水
の
『
東
奥
紀
行
』
を
読
ん
で
い
た
証
拠
で
す
。

　
こ
の
他
に
も
こ
の
書
に
赤
水
の
名
は
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
伊
達
藩
に
不
都
合
な
個
所
で
は
、「
近
世
水
戸
の
赤
水
と
云
う
ふ

者
…
…
後
世
に
惑
を
残
す
」
と
、
酷
評
も
し
て
い
ま
す
。

　
著
者
の
神
官
は
、
原
書
を
改か
い

竄ざ
ん

し
、
時
に
神
の
名
を
語
り
、
目
的
の
た
め
に

は
人
を
落
と
す
。
他
人
の
物
を
自
分
の
も
の
に
す
る
。
知
恵
者
で
あ
り
相
当
の

作
者
だ
っ
た
と
見
え
ま
す
。
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　奈な
こ
そ
の
せ
き
の
あ
と

古
曾
関
陣
蹟
　
利
府
駅
の
北
に
、
山さ
ん

道ど
う

あ
り
。
往む
か
し昔
の
奥お
く

道み
ち

な
り
（
左
兵
衛
尉
義
光
朝
臣
国

府
に
有
り
し
時
、
城
よ
り
一
里
打
っ
て
出
で
、
奥
道
を
支
ゆ
る
と
云
ふ
は
こ
の
所
な
り
）。
郷
き
ょ
う

民み
ん

伝

へ
て
、
惣そ
う
の
せ
き関と
も
呼
ぶ
。
山
上
に
勿な
こ
そ
の
み
ょ
う
じ
ん
の
や
し
ろ

来
関
明
神
祠
あ
り
。こ
の
地
奥
州
三
関
の
一
に
し
て
、
胆い
ざ

沢は
の

鎮ち
ん

守じ
ゅ

府ふ

よ
り
、
多
賀
国
府
に
通
ふ
の
要
路
な
り
。
往
い
ん
じ

康こ
う

平へ
い

年ね
ん

間ち
ゅ
うに
、
源げ
ん
し
ょ
う
ぐ
ん
よ
し
い
へ
あ
そ
ん

将
軍
義
家
朝
臣
、
安あ
べ
の
き
ょ
う
ぞ
く

倍
凶
賊

征せ
い
ば
つ伐
の
時
、
こ
の
地
に
於
て
落ら
っ
か花
を
詠
ず
。『
千
載
集
』
に
載
せ
ら
る
。

　
吹フ
ク
カ
ゼ
ヲ
ナ
コ
ソ
ノ
セ
キ
ト
オ
モ
ヘ
ド
モ
ミ
チ
モ

風
越
勿
来
関
止
雖
思
路
茂
狭セ
ニ
チ
ル
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
カ
ナ

爾
散
山
桜
哉

こ
れ
よ
り
奥
の
山
道
に
し
て
数
十
程
、
峻
嶺
の
間か
ん
ど
う
な
ん
け
ん
く
っ
き
ょ
く

道
艱
嶮
屈
曲
し
て
殆
ど
馬
蹄
を
労
し
、
一
騎
を

以
て
万
卒
を
拒
む
に
た
れ
り
。
実
に
郭
外
の
要
路
な
り
。
関
に
入
る
山
口
に
一
高
丘
あ
り
。
鐘か
ね

撞つ
き

が
森も
り

と
云
ふ
。
ま
た
山
道
を
さ
し
は
さ
ん
で
東
西
に
番ば
ん

が
森も
り

あ
り
（
森
と
い
へ
ど
も
峻
嶺
な
り
。

高
嶺
高
山
を
森
と
云
ひ
、
だ
け
と
い
ふ
。
奥
の
こ
と
ば
の
な
ら
は
し
な
り
）。
嶺れ
い

上じ
ょ
うよ
り
四
方
を
望

め
ば
、
空く
う

潤か
つ

と
し
て
そ
の
限
る
処
を
知
ら
ず
。
お
よ
そ
西
は
白し
ら

髭ひ
げ

、
和い

泉づ
み

の
二
岳
に
つ
づ
き
、
大た
い

白は
く

山さ
ん

・
不わ
す

忘れ
ず

の
山
・
会あ
ひ

津づ

嶺ね

に
い
た
り
、
東
南
は
白は
く

浪ろ
う

碧へ
き

空く
う

に
接ま
じ

は
り
、
邂た
ま

逅さ
か

目
に
遮さ
い
ぎ
る
所
は
、

相そ
う
ま馬
鵜う

の
崎さ
き

、
烟
霧
の
中
に
彷
彿
た
り
。
遠
く
西
北
を
望
め
ば
、
磐い
は

手て

の
森
は
浮
雲
に
覆
は
れ
、

駒こ
ま

ケ
嶽た
け

は
そ
の
前
に
高
く
、
栗く
り

原は
ら

・
磐い
は

井ゐ

の
二
郡
ま
で
も
、
或
い
は
か
く
れ
、
或
い
は
顕あ
ら

は
る
。

近
く
東
方
を
望
め
ば
、
塩
釜
・
松
島
の
海
水
手
を
ひ
た
す
が
如
し
。
郷
き
ょ
う

人ひ
と

相
伝
へ
て
云
ふ
。
慈
鎮

和
尚
こ
の
山
上
に
憩や
す
み息
て
、
春
望
を
詠
ず
。

　
陸み
ち

奥の
く

や
春
松
島
の
表う
は
か
す
み霞暫
し
奈な

古こ

曾そ

の
関
路
に
ぞ
見
る

こ
の
詠
『
拾
玉
抄
』
に
収
め
ら
れ
し
も
宣む
べ

な
る
か
な
。
山
上
よ
り
松
島
の
春
色
を
望
む
時
は
、
実

に
人は
ら

腸わ
た

を
膾か
い

炙し
ゃ

す
る
所
あ
り
（
し
か
る
に
他
邦
常ひ
た
ち陸

の
菊き
く

田た
の

関せ
き

を
以
て
、
奈
古
曾
関
と
唱
ふ
。
い

づ
れ
を
実
地
と
せ
ん
。
な
ほ
後の
ち

の
考こ
う

を
待
つ
）。
正
徳
年ね
ん

間ち
ゅ
う、

仙
台
の
太
守
吉
村
君
、
邦ほ
う

内だ
い

の
名
所

を
捜
索
し
給
ひ
、
そ
の
過
ち
を
正
し
て
、
詠
歌
を
搢し
ん

神し
ん

公こ
う

家け

に
乞
は
せ
給
ひ
て
後
証
と
し
給
ふ
。

名
づ
け
て
『
仙
台
名
所
和
歌
集
』
と
い
ふ
。
梓し

行こ
う

し
て
公
お
ほ
や
けに

を
さ
む
。（
官
庫
ニ
収
ム
ト
。
シ
カ
ル

ベ
シ
。
頭
注
）
こ
の
集
中
に
、
名
古
曾
関
、
一
の
詠
は
風
早
実
積
卿
の
詠
な
り
。

（
角
川
書
店
発
行
本
を
複
製
）

『宮
城
県
利
府
町
説
の
依
書

奥
州
名
所
図
会
』
⑤
　八
幡
宮
祠
官
の
偽
書
だ
っ
た

　
初
め
に
「
奈
古
曾
関
」
と
言
い
、
文
中
に
「
勿
来
関
」
を
使
い
、
源
将

軍
の
歌
も
「
勿
来
関
」
と
明
確
に
書
い
て
い
ま
す
。

　「
勿
来
関
」
の
文
字
は
図
会
の
約
十
二
年
前
に
、
長
久
保
赤
水
が
い
わ

き
の
名
古
曽
関
に
創
作
し
た
も
の
で
す
。

　
将
軍
義
家
の
歌
を
漢
詩
風
に
し
て
「
勿
来
関
」
の
文
字
を
使
っ
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。
彼
が
こ
の
書
の
中
で
、
赤
水
の
『
東
奥
紀
行
』
を
引
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
勿
来
関
」
を
盗
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
筆
者
以
前
に
総
の
関
を
な
こ
そ
の
関
と
書
い
た
文
献
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
筆
者
が
勿
来
関
明
神
と
言
っ
た
初
め
て
の
人
物
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ

の
依
書
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
い
て
「
他
邦
常
陸
の
菊
田
関
を
以
て
、
奈
古
曾
関
と
唱
ふ
。
い

づ
れ
を
実
地
と
せ
ん
。
な
ほ
後
の
考
を
待
つ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
論
法
に
、
こ
の
人
物
の
人
柄
が
見
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
こ
の
書
の
前
に
、仙
台
藩
で
作
っ
た
『
奥
羽
観か
ん

跡せ
き

聞も
ん

老ろ
う

志し

』（
一
七
一
九
）

と
『
邦ほ
う

内だ
い

名
跡
志
』（
一
七
四
一
）
に
は
、
利
府
に
「
な
こ
そ
関
」
な
ど

無
い
ば
か
り
か
、『
奥
羽
観
跡
聞
老
志
』
に
は
名
古
曽
関
が
菊
田
郡
の
項

の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
奥
州
名
所
図
会
は
、
勿
来
関
と
八
幡
将
軍
の
歌
を
私
せ
ん
が
た
め
に
八

幡
神
社
の
神
官
で
あ
る
彼
が
、
い
つ
の
日
に
か
利
府
説
の
「
後
証
」
と
な

る
こ
と
を
想
定
し
て
、
い
わ
ば
「
神
の
手
」
と
し
て
描
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
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史
料
三
、『
太
平
記
大た

い

全ぜ
ん

』
　「名
古
曽
関
」
の
位
置
が
明
確
に
出
て
い
た

　
こ
の
板
版
出
版
は
、
一
六
五
九
年
で
す
が
、
文
は
そ
の
二
年
前
に
完
成
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
三
七
〇
年
頃
ま
で
に
ま
と
ま
っ
た
太
平
記
を
訳
補
充
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
内
容
は
、
室
町
期
の
軍
記
が
中
心
で
す
。
江
戸
時
代
前
か
ら
公
に
も
、

現
関
趾
付
近
が
名
古
曽
の
関
だ
っ
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
重
要
な
史
料
で
す
。

　『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』
に
こ
の
史
料
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
四
千

ペ
ー
ジ
を
超
え
る
原
本
で
す
が
、
ど
う
に
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　「
名
古
曽
の
関
打
ち
越
え
て
、
岩い
わ
き
こ
お
り

城
郡
に
至
る
」
と
明
確
に
出
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
書
の
出
版
は
、
内
藤
平
藩
主
が
現
在
地
に
比
定
す
る
前
で
す
。
さ
ら
に
遡

る
こ
と
五
十
年
前
に
詠
ま
れ
た
、
九こ
こ

面づ
ら

の
和
歌
も
正
史
料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
飛
鳥
井
雅
宣
　
一
六
〇
九
年
頃

　
　
こ
こ
づ
ら
や
　
し
お
み
ち
く
れ
ば
　
み
ち
も
な
し

　
　
　
　
　
　
こ
こ
を
な
こ
そ
の
　
せ
き
と
い
ふ
ら
ん

　
一
つ
の
歌
の
中
に「
こ
こ
づ
ら
」（
九
面
）と「
な
こ
そ
の
せ
き
」が
出
て
き
ま
す
。

「
い
ふ
ら
ん
」
か
ら
し
て
、
歌
人
が
勝
手
に
な
こ
そ
の
関
を
九
面
に
比
定
し
た
の

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

　
歌
人
は
、
一
六
〇
九
年
頃
、
な
こ
そ
の
せ
き
が
九
面
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
を

聞
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
利
府
説
の
拠
り
所
と
す
る
資
料
は
、
こ
れ
よ
り
約
百
七
十
年
も
後
に
作
ら
れ
た

も
の
で
す
。
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平均所要日数 里数
赤水による 至　　自

21.1 ※ 1 1032 勿来～京都

5.9 ※ 2 288 利府～勿来

1里は 0.654Km　32Km/ 日として
※ 1　1032 × 0.654/32　　※ 2　288 × 0.654/32�

史
料
四
、
京
都
か
ら
「
は
つ
か
あ
ま
り
」
　万
葉
の
歌
が
位
置
を
証
明

所
要
日
数
参
考

　
一
、
愛
知
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例

　
　
　�「
江
戸
時
代
に
旅
行
し
た
人
は
、
一
日
何
キ
ロ
く
ら
い
歩
い
た
の
か
。

平
均
、
一
般
的
な
数
値
で
よ
い
の
で
知
り
た
い
」
に
対
す
る
回
答

　
　
　「
一
日
約
三
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。」

　
二
、�

平
藩
主
安
藤
信
正
公
は
嘉
永
二
年
六
月
二
十
七
日
に
江
戸
を
出
立
し
て

七
月
三
日
に
平
に
帰
城
し
て
い
る
。（「
孫
ひ
こ
た
ち
へ
の
炉
端
が
た
り
」

長
久
保
片
雲
著
よ
り
）

　
三
、�

平
潟
（
勿
来
の
隣
）
か
ら
京
都
ま
で
千
三
十
二
里
、
平
潟
か
ら
東
京
と

仙
台
ま
で
各
二
百
八
十
八
里
　
一
里
は
六
百
五
十
四
メ
ー
ト
ル
（
平
潟

洞
門
碑
・
長
久
保
赤
水
筆
よ
り
）

　
四
、�

西
山
宗
因
は
、『
奥
州
紀
行
』
の
中
で
平
か
ら
松
島
ま
で
六
日
掛
か
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
五
、『
東
奥
紀
行
』
で
赤
水
は
、勿
来
か
ら
仙
台
ま
で
七
日
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

　
六
、�

明
治
十
七
年
の
道
中
旅
日
記
に
よ
れ
ば
、
窪
田
か
ら
京
都
ま
で
少
し
寄

り
道
を
し
て
二
十
三
日
掛
か
っ
て
ま
す
。（
玄
正
庵
所
蔵
、
地
図
と
道

中
日
記
よ
り
）

所
見

　
先
の
和
歌
に
は
、
出
発
地
名
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
者
が
都
の
役
人
な
の
で

京
都
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
左
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
京
の
都
か
ら
い
わ
き
な
こ
そ

ま
で
、
二
十
日
で
は
厳
し
く
、
も
う
一
日
は
必
要
だ
っ
た
よ
う
で
、
和
歌
と
ピ

ッ
タ
リ
符
号
し
ま
す
。

　こ
の
和
歌
は
、
な
こ
そ
の
関
が
陸
奥
の
国
の
入
口

に
あ
る
こ
と
を
示
す
最
古
の
も
の
で
、
き
わ
め
て
重

要
で
す
。

　
源
義
家
の
「
ふ
く
か
ぜ
を
」
の
歌
は
、
心
象
風
景

に
心
を
寄
せ
て
詠
っ
た
も
の
で
、
解
釈
に
個
人
差
が

で
ま
す
が
、
こ
の
和
歌
は
ほ
か
に
解
釈
し
よ
う
が
な

い
と
思
い
ま
す
。

　こ
れ
で
利
府
町
説
は
完
全
に
否
定
さ
れ
ま
し
た
!!

　
堀
河
百
首
（
雑
）　
源
師も
ろ

頼よ
り

　
一
一
〇
五
年
頃
～
一
一
〇
六
年
頃
詠

　
　
　
　
た
ち
わ
か
れ
　
は
つ
か
あ
ま
り
に
　
な
り
に
け
り
　
け
ふ
や
な
こ
そ
の
　
せ
き
を
こ
ゆ
ら
む

　
　
　
　
　
私
訳
　�（
京
都
を
）
出
立
し
て
二
十
日
程
経
ち
ま
し
た
。
今
日
こ
そ
は
、
な
こ
そ
の
関
を
越
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
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寛
文
二
年

万
治
二
年

承
応
六
年

慶
長
十
四
年
頃

慶
長
年
中

嘉
禎
元
年

文
治
四
年

寿
永
元
年

康
和
年
間

康
和
四
年

貞
観
八
年

嘉
祥
三
年
頃

嘉
祥
元
年

承
和
二
年

延
暦
十
八
年

和
暦

一
六
六
二

一
六
五
九

一
六
五
七

一
六
〇
九
頃

一
五
九
六
～

一
六
一
五

一
二
三
五

一
一
八
八

一
一
八
二

一
一
〇
四
頃

一
一
〇
二

八
六
六

八
五
〇
頃

八
四
八

八
三
五

七
九
九 西

暦

西
山
宗
因
が
「
陸
奥
の
な
こ
そ
の
関
を
越
え
て
」
と
記
す
。
又
「
関
は
あ
れ
ど
　
花
に
な
こ
そ
の
　
御
意
は
な
し
」

と
磐
城
を
訪
れ
る
際
に
、
平
藩
主
に
送
っ
て
い
る
。

太
平
記
大
全
出
版
さ
れ
る
「
名
古
曽
ノ
関
」
の
位
置
明
確
に
出
て
い
る
。

『
大
日
本
史
』
に
「
奈
古
曾
関
」
と
あ
る
。

飛
鳥
井
雅
宣
が
九
面
で
歌
を
詠
む
「
九
面
や
潮
満
ち
く
れ
ば
道
も
な
し
　
此
処
を
な
こ
そ
の
関
と
い
ふ
ら
ん
」。

「
新
道（
勿
来
斫
通
）ヲ
開
キ
シ
始
ハ
慶
長
年
中
新
町
ノ
冨
氏
萩
原
和
泉
ト
云
フ
者
」城
北
菊
多
郡
界
、
即
陸
奥
常
陸

両
國
界
也
、
或
曰
歌
書
所
　
謂
　
那
古
曽
関
、
即
是
関
也

西
行
法
師
、「
あ
づ
ま
路
や
　
し
の
ぶ
の
里
に
休
ら
ひ
て
　
な
こ
そ
の
関
を
越
え
ぞ
わ
づ
ら
ふ
」　「
し
の
ぶ
の
恋
」

の
歌
合
せ
で
詠
し
こ
と
を
知
れ
。

勅
撰
千
載
和
歌
集
の
源
義
家
の
歌
の
詞
書
に
「
陸
奥
国
に
　
ま
か
り
け
る
時
な
こ
そ
の
関
に
て
花
の
ち
り
け
れ
ば

よ
め
る
」
と
あ
る
。

『
月
詣
和
歌
集
』の
源
義
家
の
歌
の
詞
書
に「
み
ち
の
く
へ
く
た
り
ま
い
り
け
る
と
き
な
こ
そ
の
せ
き
に
て
よ
め
る
」

と
あ
る
。
能
因
の
白
河
歌
詞
書
と
比
較
せ
よ
。

源
師
頼
が
「
は
つ
か
あ
ま
り
に
な
り
に
け
り
　
け
ふ
や
な
こ
そ
の
　
せ
き
を
こ
ゆ
ら
む
」
を
詠
む
。

奥
州
下
向
（
勿
来
関
）
修
理
之
功
任
兵
衛
志
辞
不
拝
任
位
大
高
寺
」「
惟
章
一
惟
頼
一
大
高
冠
者
従
五
位
下
因
称

大
高
大
夫
母
惟
章
女
実
義
家
朝
臣
四
男
也
康
和
四
年
十
月
為
陸
奥
国
菊
多
郡
検
断
職
為
陸
奥
國
菊
多
郡
検
断
高
階

惟
頼
（
勿
来
関
）
修
理
・
・
・
」

鹿
島
神
宮
司
が
菊
多
関
の
通
過
を
許
可
さ
れ
た
。

小
野
小
町
が
「
み
る
め
か
る
あ
ま
の
ゆ
き
き
の
み
な
と
ち
に
　
な
こ
そ
の
関
も
」
を
詠
む
。

鹿
島
神
官
事
件
が
起
き
る
。
神
官
、関
（
菊
多
の
関
）
の
通
行
を
拒
否
さ
れ
、朝
廷
に
訴
え
る
。「
な
こ
そ
の
せ
き
」

の
起
因
と
目
さ
れ
る
。

「
白
河
・
菊
多
両
剗
事
　
右
得
陸
奥
国
解
你
検
旧
記
置
剗
以
来
、
于
今
四
百
余
歳
矣
」（
疑
義
説
も
あ
り
）

「
白
河
・
菊
多
に
合
わ
せ
て
60
人
の
剗さ
く

守
」
が
配
備
さ
れ
る
。（
菊
多
剗
初
見
）

事
項
メ
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

論
拠

宗
因
奥
州
紀
行

勿
来
地
区
地
域
史
１

東
遊
雑
記

古
今
類
聚
常
陸
國
誌

新
勅
撰
集

勅
撰
千
載
和
歌
集

月
詣
和
歌
集

堀
河
百
首

大
高
舘
と
新
論
勿
来
の
関

　
甲
高
武
雄
　
著真

偽
未
決

類
聚
三
代
格
巻
第
一

類
聚
三
代
格
巻
第
一

弘
仁
格
抄 典

拠
等

資
料
、
勿
来
い
わ
き
説
・
利
府
説
関
連
略
年
表
メ
モ
　
　
　
　
　
　
●
印
は
、
特
に
重
要
な
事
項

●●●
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明
治
三
三
年

明
治
三
十
年

明
治
二
六
年

文
政
五
年

文
政
年
間

寛
政
四
年

安
永
年
間

寛
保
四
年

享
保
四
年

天
和
二
年

寛
文
七
年

一
九
〇
〇

一
八
九
七

一
八
九
三

一
八
二
二

一
八
〇
四
～

一
八
二
九

一
七
九
二

一
七
七
二
～

一
七
八
一

一
七
四
一

一
七
一
九

一
七
一
一
～

一
七
一
六

一
六
八
二

一
六
六
七

幸
田
露
伴
『
う
つ
し
ゑ
』
の
中
で
、
利
府
町
説
を
「
取
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
と
い
ふ
べ
し
」
と
記
す
。

常
磐
線
勿
来
駅
開
設

中
山
信
名
　
修
、
栗
田
寛
　
補
、『
新
編
常
陸
国
誌
』
完
成
す
る
。
た
だ
し
、
版
元
は
明
治
三
二
年
に
成
る
。

舟
山
万
年
著
『
塩
松
勝
譜
』
巻
十
に
利
府
町
の
「
奈
古
曽
関
」
が
紹
介
さ
れ
た
。

宮
城
の
宮
司
、『
奥
州
名
所
図
会
』
を
作
り
「
奈
古
曽
関
」
を
載
せ
、
源
将
軍
の
歌
を
「
勿
来
関
」
と
書
く
。

長
久
保
赤
水
の
『
東
奥
紀
行
』
が
刊
行
す
る
。
名
古
曽
を
一
工
夫
し
て
「
勿
来
」
と
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。

伊
達
藩
で
封
内
風
土
記
を
書
き
換
え
た
が
、「
左
右
の
関
」
を
「
惣
の
関
」
に
し
た
だ
け
で
、　
名
古
曽
関
は
出
て

こ
な
い
。

伊
達
藩
で
封
内
名
跡
志
を
作
成
す
る
。
　
藩
内
に
名
古
曽
関
は
出
て
こ
な
い
。

第
四
代
伊
達
藩
主
綱
村
、佐
久
間
義
和
に
奥
羽
観
跡
聞
老
志
を
作
ら
せ
る
。
　「
菊
田
郡
」
の
項
に
「
名
古
曽
関
」

が
あ
る
。

第
三
代
伊
達
藩
主
吉
村
が
、
領
内
に
万
葉
の
名
所
を
索
し
た
。

藩
主
内
藤
義
概
が
、
関
跡
と
定
め
た
地
に
関
明
神
を
置
く
。

水
戸
黄
門
、
小
宅
生
順
に
命
じ
『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』
を
完
成
さ
せ
た
。

い
わ
き
説
論
拠

利
府
町
説
の
依
書

利
府
町
説
の
依
書

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

い
わ
き
説
論
拠

積
善
堂
蔵
版

東
奥
紀
行

奥
羽
観
跡
聞
老
志

勿
来
地
区
地
域
史
１

古
今
類
聚
常
陸
国
誌

●●
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