
和
泉
国
府
を
中
心
と
し
た
古
代
都
市
圏
の
歴
史
考
古
地
理
学
的
調
査

藤

良E

岡

謙

和泉国府を中心とした古代都市圏の歴史考古地理学的調査

は

め

じ

天
王
寺
の
駅
か
ら
阪
和
操
に
乗
っ
て
約
三

O
分
、
急
行
の
下
車
駅
に
和
泉
府
中
|
市
名
は
和
泉
市
ー
が
あ
る
。
朝
夕
に
お
け
る
大
阪
市

へ
の
通
勤
者
も
可
成
り
多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
こ
の
台
地
を
走
る
郊
外
電
車
の
利
用
者
は
距
離
的
に
は
最
も
近
い
南
海
電
鉄
側
の
毛

織
物
の
町
た
る
泉
大
津
市
と
の
結
び
付
き
の
方
が
少
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
三

O
O年
前
の
こ
の
町
の
交
通
中
心
的
位
置
と
い
え
ば

現
在
と
は
異
り
、
こ
の
沿
線
を
横
断
し
、
金
剛
山
麓
か
ら
海
岸
地
帯
に
流
れ
る
横
尾
川
を
媒
介
と
し
て
上
流
七
・
五
キ
ロ
の
同
川
の
河
谷

平
野
に
位
置
す
る
国
分
寺
に
結
ば
れ
、

一
方
下
流
で
は
二
キ
ロ
の
外
港
地
帯
た
る
そ
の
名
も
和
泉
の
大
津
に
直
結
し
い
た
e

し
か
し
ま
た

現
在
の
こ
の
阪
和
線
に
併
行
す
る
小
栗
街
道
は
古
代
に
お
け
る
陸
上
の
主
要
幹
線
路
を
形
成
し
、
こ
の
沿
線
に
は
「
延
喜
式
」
の
駅
家
が

お
か
れ
て
い
て
、
と
の
阪
和
電
車
の
沿
線
も
ま
た
古
代
に
お
け
る
交
通
幹
線
を
な
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
拙
著

①
 

の
中
で
和
泉
の
国
府
や
駅
の
こ
と
に
も
ふ
れ
た
折
、
と
の
地
域
に
お
け
る
現
地
調
査
の
不
備
を
率
直
に
の
べ
た
が
そ
の
後
、
全
国
の
内
陸

に
位
置
す
る
国
府
に
は
た
と
え
「
延
喜
式
」
に
海
路
行
程
が
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
必
ら
ず
夫
々
の
外
港
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

@

@

 

に
つ
い
て
あ
る
雑
誌
に
の
べ
た
。
本
文
は
短
時
間
な
が
ら
も
二
固
に
わ
た
る
筆
者
の
現
地
調
査
で
の
覚
書
き
で
あ
り
、
古
代
都
市
の
考
古
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地
理
学
的
な
観
点
か
ら
す
る
貧
し
い
筆
者
の
古
代
文
化
地
域
論
に
関
す
る
一
れ
ん
の
覚
書
の
一
つ
で
あ
る
。
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付

五
畿
内
の
一
国
た
る
和
泉
国
は
霊
亀
二
年
(
七
二
ハ
)

に
河
内
国
の
大
鳥
、
和
泉
、
日
根
の
三
郡
を
割
き
、
和
泉
監
を
お
き
、

つ
い
で

天
平
一
二
年
(
七
四

O
)
再
び
河
内
国
へ
復
帰
、
三
度
目
に
は
つ
い
に
こ
の
三
郡
を
独
立
さ
し
、
天
平
宝
字
元
年
(
七
五
七
)
に
到
っ
て

和
泉
国
を
建
設
し
た
の
に
は
じ
ま
る
。
け
だ
し
河
内
、
和
泉
両
国
を
境
す
る
自
然
的
障
壁
は
南
北
に
金
剛
、
和
泉
山
地
の
蛇
立
が
あ
る
け

れ
ど
も
、
北
す
る
に
従
っ
て
そ
の
前
山
(
〈

R
m
o
E話
。
)

く
、
た
め
に
こ
の
国
全
体
の
自
然
地
理
的
単
元
の
独
立
性
が
論
議
さ
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。

は
低
平
な
洪
積
正
陵
と
な
っ
て
移
行
し
、
そ
の
地
貌
的
特
色
は
明
か
で
は
な

一
方
帝
都
に
隣
接
し
た
こ
の
地
域
を
行
政
上
の
一
特
別
地
区
と
し
て
取
扱
う
必
要
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
特
別
職

の
お
か
れ
た
摂
津
国
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
従
来
と
も
こ
の
和
泉
国
の
国
府
や
そ
れ
を
取
り
ま
く
条
皇
制
地
割
に
つ

@

⑤

 

い
て
は
米
倉
二
郎
の
研
究
に
は
じ
ま
り
、
天
坊
幸
彦
、
近
年
で
は
大
越
勝
利
等
の
文
献
か
ら
す
る
条
豆
及
び
坪
名
の
蒐
集
に
関
す
る
研
究

@
 

書
等
が
あ
る
。

ま
ず
米
倉
教
授
は
和
泉
国
の
大
鳥
、
和
泉
地
方
の
条
皇
は
郡
だ
け
で
は
な
く
て
、
渓
谷
毎
に
異
り
、
た
め
に
こ
の
地
方
の
条
毘
の
称
呼
に

は
固
有
名
詞
を
用
い
る
こ
と
の
多
い
の
を
述
べ
た
ほ
か
、
和
泉
国
府
の
具
体
的
位
置
に
つ
い
て
国
府
は
こ
の
両
者
の
十
字
街
を
中
心
と
し

て
も
う
け
ら
れ
た
も
の
で
:
:
:
F
御
館
の
森
と
称
す
る
所
が
国
庁
の
跡
:
:
:
、
規
模
は
判
明
し
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
条
皇
制
の
上
に
も

う
け
ら
れ
た
も
の
:
-
g
と
述
べ
る
。
ま
た
さ
ら
に
グ
御
館
森
を
中
心
と
し
て
二
町
北
東
の
条
塁
の
溝
渠
が
小
栗
街
道
と
交
叉
す
る
所
を
北

の
端
と
い
い
、
同
じ
く
二
町
南
西
で
肥
子
村
に
至
る
条
里
の
溝
渠
道
路
と
の
交
点
を
南
の
端
と
い
う
。
:
:
:
国
府
の
外
廓
に
あ
た
る
所
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
和
泉
国
府
の
規
模
は
南
北
五
町
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
グ
と
す
る
。
ま
た
F
北



の
端
付
近
を
市
と
称
し
南
の
端
に
馬
司
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
者
は
国
府
に
お
け
る
市
の
遺
祉
、
後
者
は
官
馬
を
お
い
た
所
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
F

等
と
述
べ
る
。
但
し
同
教
授
は
現
地
形
図
に
つ
い
て
の
五
丁
域
の
指
定
ゃ
、
そ
の
内
部
の
道
路
等
の
問
題
に
は
ふ
れ
て

、亡、。

、Uφ
向
、
U

一
方
故
天
坊
教
授
も
ま
た
和
泉
国
の
条
皇
に
関
す
る
古
文
献
を
全
体
と
し
て
芳
証
し
一
部
「
久
米
田
寺
流
記
坪
付
帳
」
を
用
い

和泉国府を中心とした古代都市圏の歴史考古地理学的調査

て
そ
の
寺
領
地
区
の
条
里
地
割
の
復
原
を
試
み
て
い
る
。
同
様
に
現
地
に
居
住
す
る
大
越
氏
ま
た
和
泉
固
に
現
存
す
る
古
文
書
類
を
徹
底

的
に
探
訪
し
、
こ
の
中
か
ら
条
皇
制
関
係
の
史
料
を
集
め
て
こ
の
種
研
究
を
補
っ
た
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
大
阪
府
下
の
現
在
の

各
市
町
村
等
行
政
区
画
別
に
か
ん
れ
ん
し
た
条
皇
制
の
坪
名
一
覧
表
を
公
に
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
と
に
泉
大
津
市
及
び
旧
和

泉
町
に
関
し
て
は
坪
名
を
列
挙
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
れ
を
現
地
形
図
に
記
入
し
た
復
原
を
試
み
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
条
皇
制
地
割
を

復
原
し
た
も
の
と
し
て
は
こ
の
右
に
出
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
c

た
だ
残
念
な
と
と
は
こ
こ
で
問
題
と
す
る
国
府
や
外

港
と
の
関
係
な
ど
に
夫
々
の
著
者
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
点
が
惜
し
ま
れ
る
。

筆
者
の
一
文
は
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
先
学
の
不
足
分
を
補
い
、
既
に
拙
著
で
述
べ
た
よ
う
に
国
府
と
い
う
古
代
の
政
治
的

交
通
都
市
を
律
令
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
地
方
の
中
心
部
市
と
し
て
、
と
れ
を
同
時
代
の
交
通
路
と
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
は
外
港
や

駅
、
国
分
寺
等
当
時
の
姉
妹
都
市
と
の
地
域
的
社
会
的
結
び
つ
き
の
上
に
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

{二)
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南
北
走
す
る
金
剛
・
葛
城
地
塁
と
第
三
紀
層
の
和
泉
山
地
が
斜
交
す
る
あ
た
り
の
集
水
山
地
に
源
を
発
す
る
棋
尾
川
は
そ
の
最
下
流
で

一
つ
南
の
谷
を
流
れ
て
き
た
牛
滝
川
を
入
れ
、
大
津
川
と
な
る
が
、
そ
の
流
程
は
泉
南
正
陵
中
で
は
最
長
の
二
一
、

O
五
キ
ロ
に
及
ん
で

い
る
。
第
1
図
に
み
る
ご
と
く
そ
れ
は
棋
尾
山
に
発
し
て
和
泉
側
の
分
水
嶺
を
峠
、
国
分
各
部
落
を
へ
て
川
口
で
は
泉
大
津
市
と
忠
岡
町
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P19呈

、
、，

e 

の
境
界
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
府
中
部
落
に
近
か
い
井
口
あ
た
り
で
の
そ
の
川

幅
は
約
一

0
メ
ー
ト
ル
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
酒
れ
川
的
性
格
を
も
つ
が
、
現
在
で

和泉府中を中心とした交通系

も
川
底
に
可
成
り
の
量
の
水
を
た
た
え
て
い
る
点
で
は
畿
内
に
多
い

一
般
天
井
川

と
同
一
視
出
来
な
い
。
と
れ
は
そ
の
中
流
に
み
ら
れ
る
穿
入
蛇
行
の
地
形
か
ら
推
察

さ
れ
う
る
よ
う
に
、
上
流
か
ら
の
砂
礁
の
運
搬
に
抗
す
る
が
如
く
、
地
盤
の
隆
起
に

よ
っ
て
侵
蝕
力
が
な
お
旺
盛
な
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
川
口
に
あ
っ
て
は
こ
の
延

長
川
に
よ
っ
て
堆
積
さ
れ
た
砂
疎
土
砂
は
沿
岸
漂
流
に
よ
っ
て
流
し
去
ら
れ
、
季
節

風
の
力
も
こ
れ
に
加
っ
て
海
浜
侵
蝕
(
切

g
n
v
開

gm古
口
)

の
景
観
が
目
立
っ
て
い

第 1図

る
。
お
そ
ら
く
国
府
の
外
港
が
存
在
し
て
い
た
時
代
の
こ
の
海
浜
は
も
っ
と
幅
の
広⑦

 

「
和
泉
名
所
図
絵
」
に
さ
え
奥
津
浜
と
し
て
名
所
に
紹
介
さ
れ
た

い
も
の
で
あ
り
、

大
津
浜
は
「
土
佐
日
記
」
時
代
に
は
F

五
日
。
今
日
か
ら
く
し
て
、
和
泉
の
灘
よ
り

⑤
 

小
津
の
泊
を
追
う
。
松
原
白
も
は
る
ば
る
な
り
グ
と
い
っ
た
ひ
ろ
い
砂
浜
の
松
原
、
海

岸
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
和
泉
国
府
の
あ
っ
た
府
中
に
つ
い
て
は
同
名
所
図
絵
に
府
中
の
清
水
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
和
泉
の
名
も
な
お
こ
の
清
泉

③
 

湧
出
に
起
源
が
求
め
ら
れ
、
げ
ん
に
式
内
社
泉
井
上
神
社
の
名
も
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
い
う
ま
で
も
な
く
国
府
地
区
が
棋

尾
川
の
分
流
の
、
し
か
も
洪
積
台
地
周
辺
の
湧
水
地
に
選
定
さ
れ
た
が
た
め
で
あ
り
、
府
中
の
位
置
は
と
れ
を
大
き
く
み
れ
ば
横
尾
川
が

和
泉
正
陵
を
横
切
る
谷
口
の
傾
斜
変
換
地
帯
に
位
置
す
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
古
代
和
泉
の
条
皇
制
地
割
や
交
通
路
が
い
ず
れ
も
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Z
怠
o
開
の
方
向
を
と
る
と
い
う
の
も
、
じ
つ
は
和
泉

の
洪
積
丘
陵
と
沖
積
平
野
と
い
っ
た
ブ
ラ
l
シ
ユ
の

い
う

H
H

相
異
る
地
層
の
接
触
線
グ
の
方
向
に
支
配
さ

れ
、
そ
れ
が
同
時
に
現
海
岸
線
の
方
向
に
も
併
行
す

る
と
い
う
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

和泉i日国府域と道路

伺

ま
ず
現
和
泉
府
中
市
街
に
横
わ
る
町
割
や
小
字
名

や
現
地
の
地
形
調
査
等
か
ら
和
泉
国
府
の
原
景
観
を

想
定
し
て
み
よ
う
。
第
2
図
の

A
B
C
D
で
示
し
た

第2図

五
町
域
は
、
筆
者
が
推
定
し
た
古
代
の
国
府
域
で
あ

る
。
こ
れ
が
付
項
で
述
べ
た
米
倉
の
文
章
と
合
致
す

る
か
否
か
は
同
教
授
の
原
図
が
な
い
た
め
に
不
明
で

あ
る
が
お
そ
ら
く
そ
れ
に
近
か
い
も
の
と
考
え
る
。

い
ま
も
し
東
の
南
北
線
を
一
町
山
手
に
お
い
て

E
F

線
に
の
ば
し
、
西
辺
を
町
U
U
緯
に
す
る
と
、
東
方
で

は
A
D
線
よ
り
半
丁
あ
た
り
の
箇
所
で
急
に
坂
道
と
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な
っ
て
、

A
D
線
の
方
が
よ
り
お
ん
と
う
で
あ
る
。
き
れ
ば
と
て
西
辺
の

G
付
近
に
も
土
塁
や
謹
ら
し
い
も
の
の
痕
跡
が
み
ら
れ
な
い
。

と
れ
は
市
街
地
化
に
よ
る
原
景
観
の
破
か
い
に
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
西
線
で
は
ま
ず
南
の

C
D
線
が
現
道
路
と
合
致
す
る
の
み
な
ら

る。 ず
両
側
に
巾
一
、
五
メ
ー
ト
ル
の
暗
渠
が
あ
り
、
も
と
は
国
府
域
の
南
を
限
る
水
系
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
想
像
を
た
か
め

の
一
部
が
合
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
五
丁
域
と
い
う
奇
数
が
問
題
に
な
る

一
方
北
の

A
B
線
で
も
道
路
と
水
系
(
中
川
)

が
、
米
倉
教
授
も
推
定
し
た
国
庁
祉
と
思
わ
れ
る
御
館
山
(
同
図
P
地
区
)
が
中
間
に
あ
り
、
大
津
街
道
が
旧
朱
雀
路
の
一
部
を
踏
襲
し

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
和
泉
国
は
五
畿
内
の
一
つ
な
が
ら
下
国
で
あ
る
と
と
が
こ
の
可
能
性
を
強
め
る
。
俗
称
「
北
ノ
ハ

シ
」
や
「
南
の
ハ
シ
」
の
ほ
か
「
市
の
辺
」
や
「
馬
司
」
の
小
字
は
既
に
紹
介
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、

R
は
総
社
、

S
は
式
内
の
泉
井
上
神
社
で
と
も
に
同
一
の
社
域
に
あ

総社の東横を流れる分流

る
。
両
社
に
つ
い
て
は

F

和
泉
五
社
惣
社
、
当
社
は
元
延
喜
式
内
の
和
泉
神
社
に
て
泉

井
上
神
社
の
傍
に
あ
り
霊
亀
二
年
和
泉
監
を
置
か
れ
国
府
の
所
在
と
な
る
に
及
び
当
国

五
大
社
を
合
祭
し
改
め
て
総
社
と
す
。
泉
井
上
神
社
の
額
廃
す
る
や
当
社
に
合
担
せ
ら

れ
た
る
こ
と
あ
り
グ
と
あ
り
、
両
社
の
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
品

①
 

さ
き
の
「
和
泉
名
所
図
絵
」
に
は
府
中
社
と
し
て
小
栗
荷
道
に
面
し
た
烏
居
前
の
様
子

第 3図

や
こ
の
総
社
に
清
水
の
湧
き
出
る
様
子
が
室
一
回
か
れ
て
い
る
。

既
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
棋
尾
川
の
分
流
が
南
か
ら
北
流
し
て
と
の
国
府
域
を
今
な
お

流
れ
て
い
る
こ
と
は
第
2
図
の
御
館
山
中
央
部
を
流
下
す
る
分
流
た
る
俗
称
高
戸
川

が
、
げ
ん
に
な
お
総
社
横
を
流
れ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

(第
3
図
)

こ
の
府
域
の



地
形
か
ら
す
る
と
と
の
方
向
が
む
し
ろ
自
然
の
流
れ
方
で
あ
り
、
南
辺
の
D
C線
の
流
れ
の
方
が
む
し
ろ
人
為
的
な
環
濠
的
性
格
を
も
っ

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
と
ろ
で
第
2
関
の
実
線
で
示
し
た
現
在
道
路
、
と
点
線
で
示
し
た
国
府
域
の
仮
想
道
路
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
御
館
山
の
前
を
走
る
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小
栗
街
道
や

A
B
・C
D
道
路
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
東
西
、
南
北
の
方
向
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
よ
く
み
る
と
横
尾
大
津
街
道

で
す
ら
幾
分
北
側
に
偏
っ
て
お
り
、
こ
の
府
域
の
道
路
に
二
つ
の
型
の
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は

Q
地
区
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
庁
は
こ
の
Q
地
区
に
あ
っ
て
、
条
皇
制
地
割
と
は
異
っ
た
ほ
ぽ
東
西
、
南
北
の
方
向
を
と
る
現
存
の
道
路

と
そ
む
し
ろ
原
型
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
一
ま
ず
わ
い
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
現
地
を
訪
ね
る
と
Q
地
区
を
取
り
ま
く
環
状
道
路
の

巾
は
約
三
メ
ー
ト
ル
で
さ
ら
に
細
い
溝
で
囲
撰
さ
れ
て
い
る
。

Q
地
区
は
も
と
よ
り
現
在
は
民
家
で
つ
ま
っ
て
い
る
が

P
地
区
に
つ
ぐ
徴

高
地
で
、
も
と
は
低
い
自
然
堤
防
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
何
等
か
の
中
心
的
建
物
が
存
在
し
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
る
。
但
し
そ
れ
が
国
府
設
立
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
こ
の
種
東
西
、
南
北
道
路
の
方

が
国
府
の
道
路
よ
り
も
新
し
く
、
そ
の
後
の
中
世
に
よ
る
改
変
だ
と
考
え
た
。
そ
の
理
由
は
こ
の
種
道
路
は
Q
を
中
心
と
し
た
地
区
に
の

み
に
顕
著
で
、
中
に
ば
と
れ
を
取
り
ま
い
て
袋
小
路
も
存
在
す
る
と
と
で
同
図
の

H
I
線
が
む
し
ろ
国
府
設
立
時
の
原
型
を
示
す
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
和
泉
国
府
域
の
場
合
は

Z
怠
。
切
の
方
向
を
も
っ
上
述
の
条
皇
制
地
割
施
行
後
、
と
の
地
割
を
利
用
し
て

国
府
計
画
も
行
わ
れ
た
も
の
、
従
っ
て
や
は
り
P
地
区
を
も
っ
て
国
庁
地
区
だ
と
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。
但
し
こ
と
の
場
合
、
条
阜
の

@
 

境
界
線
は
小
栗
街
道
よ
り
も
一
町
西
の
綜
、
さ
ら
に
大
津
街
道
よ
り
一
町
の
北
線
に
見
出
さ
れ
予
国
府
の
中
心
域
が
必
ら
ず
し
も
条
里
の

仔
栢
の
交
叉
点
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
そ
う
な
れ
ば
Q
地
区
は
プ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
思
い
当
る
の
は
養
老
元
年
(
七
一
七
)

の
元
正
天
皇
の
和
泉
離
宮
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行
幸
の
記
号
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
げ
ん
み
つ
に
は
国
府
設
立
前
と
す
べ
き
も
の
で
、
と
の
時
代
の
行
宮
や
離
宮
は
仮
り
宮
に
す
ぎ
ず
道
路

ま
で
が
現
存
す
る
遺
跡
は
と
な
る
と
や
は
り
中
世
以
降
の
も
の
と
す
る
の
が
一
ば
ん
穏
当
で
あ
る
。
そ
し
て
グ
延
文
五
年
(
一
三
六

O
)

@
 

細
川
兵
部
大
輔
当
域
に
あ
り
、
官
軍
起
る
と
聞
き
摂
津
に
逃
る
グ
と
あ
る
国
府
城
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の

Q
地
区
に
あ
て
る
の
が
最
も

隠
当
の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
記
事
は
『
和
泉
園
地
誌
』
に
も
あ
り
、

『
別
本
泉
州
記
』
に
は

H
H

和
泉
国
侍
府
中
銘
々
屋
鋪
ヲ
構
乱
世
ノ
時

ハ
妻
子
ヲ
入
置
依
之
府
中
惣
構
角
矢
倉
宥
大
道
筋
南
北
J

端
ニ
門
ヲ
立
テ
・
:
:
・
2

『
大
平
記
、
尺
々
理
無
極
抄
』
に

F
府
中
ノ
域
ト
有

城
池
可
為
カ
グ
等
の
記
事
が
あ
り
、
延
宝
七
年
の
「
府
中
村
検
地
帳
」
に
も

小
笹
薮

三
拾
五
間

壱

間
@
 

の
記
事
の
あ
る
と
と
な
ど
が
井
上
神
社
前
の
古
記
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
検
地
帳
の
記
事
も
ま
た
国
府
城
の
世
を
示
す

古
検
壱
反
四
畝
歩

一

屋

鋪

三

拾

五

間

壱

反

六

畝

拾

七

歩

拾
四
閑
壱
尺
弐
寸
但
壱
石
四
斗
代

此
分
米
弐
石
三
斗
壱
升
九
合
三
タ

土

手

小

笹

薮

土

手

西

拾

六

間

北

壱

間

土
東手

小
笹
薮

拾
三
間

壱

間

〆
弐
畝
四
歩

外

も
の
、
さ
ら
に
と
と
が
Q
地
区
に
あ
た
る
箇
所
で
は
な
い
か
と
芳
え
ら
れ
る
。
ま
た
現
地
に
明
治
の
は
じ
め
頃
ま
で
検
地
帳
に
記
る
さ
れ

た
よ
う
な
土
手
や
薮
、
浬
等
の
あ
と
の
存
し
た
こ
と
等
に
つ
い
て
も
井
上
神
社
宮
司
田
所
末
市
翁
は
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
と
の
田
所
氏

は
御
館
森
の
東
辺
を
か
つ
て
は

F
武
者
道
H
H

と
呼
び
、
こ
こ
に
土
手
の
あ
っ
た
と
と
を
語
る
が
、
現
地
を
踏
襲
し
た
筆
者
は
土
手
ら
し
き

も
の
の
遺
跡
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
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偶

ひ
る
が
え
っ
て
泉
大
津
市
の
場
合
、
旧
市
街
地
に
ま
で
条
呈

泉大津市の地積図に現われた小字名と条里式地割

の
坪
名
が
残
存
す
る
と
と
は
上
掲
大
越
の
調
査
か
ら
明
か
で
あ

る
が
、
同
氏
の
場
合
は
残
念
な
が
ら
現
市
街
の
町
割
と
の
関
係

や
府
中
な
ど
市
街
地
に
お
け
る
道
路
割
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
ま
た
同
市
役
所
で
土
地

台
帳
に
よ
っ
て
条
皇
以
外
に
国
府
の
外
港
た
る
こ
と
を
示
す
小

字
名
を
検
し
た
一
方
、
現
存
の
地
割
に
お
け
る
条
皇
制
地
割
の

残
存
度
を
問
題
に
し
た
。
第
4
図
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
線
で
示

し
た
も
の
は
現
存
の
も
の
、
点
線
は
今
は
な
い
か
つ
て
の
条
皇

制
地
割
、
さ
ら
に
斜
線
を
施
と
し
た
の
は
現
存
宅
地
の
部
分
で

あ
る
。
ま
ず
山
手
か
ら
海
岸
に
の
び
る
道
路
に
は
①
②
で
示
し

第4図

た
泉
大
津
中
央
線
、
@
④
で
示
し
た
府
道
泉
大
津
粉
河
線
の
ほ

か
現
存
の
田
圃
聞
の
畦
畔
道
路
が
い
ず
れ
も
条
豆
地
割
を
踏
襲

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

ほ
か
に
海
岸
の
旧
市
街
地
に
あ
っ
て
は
大
津
神
社
東
裏
の
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筋
並
び
に
こ
れ
に
直
交
す
る
同
図
A
B
C
に
到
る
東
西
線
を
も
っ
て
現
在
の
景
観
上
に
ト
レ
ー
ス
し
う
る
条
里
の
海
岸
寄
り
の
限
界
線
だ

と
J

考
え
た
の
で
あ
る
。
と
れ
か
ら
す
る
と
条
皇
制
地
割
が
当
時
は
現
海
岸
線
か
ら
わ
ず
か
二
、
三
町
の
地
点
に
ま
で
追
っ
て
計
画
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
が
、
と
の
場
合
、
古
代
大
津
の
町
は
も
っ
と
海
岸
に
あ
っ
た
の
が
海
浜
侵
蝕
に
よ
っ
て
洗
い
去
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
或
は

現
泉
大
津
市
街
の
大
部
分
が
当
時
水
田
地
域
で
国
府
設
立
後
付
近
の
条
里
地
割
を
利
用
し
て
新
し
い
町
が
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
い
ま

直
ち
に
は
断
定
出
来
な
い
。
し
か
し
古
代
中
世
に
お
け
る
大
津
の
中
心
街
は
現
代
の
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
海
寄
り
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
歴
史
時
代
に
お
け
る
繁
栄
の
中
心
も
ま
た
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
さ
き
の
泉
大
津
中
央
線
以
南
、
す
な
わ
ち
市
役
所
第
4
図
の
記
号

参
照
)
や
春
日
町
あ
た
り
か
ら
南
の
い
わ
ゆ
る
宇
多
大
津
の
地
区
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
市
街
地
で
な
く
て
も
現
市
役

所
東
南
地
区
に
は
七
堂
伽
藍
を
備
え
た
奈
良
時
代
に
行
基
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
極
楽
寺
も
あ
っ
た
。
ま
た
さ
き
に
み
た
大
津

神
社
背
後
の
道
路
は
式
内
社
の
穴
師
神
社
前
を
へ
て
国
府
城
に
達
し
た
勅
使
道
路
、

つ
ま
り
南
海
道
か
ら
す
る
国
府
へ
の
通
路
だ
っ
た
と

と
が
伝
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
中
近
世
を
通
じ
て
の
町
の
中
心
は
と
の
結
節
点
以
南
の
市
街
地
地
区
に
あ
っ
た
も
の
と
芳
え
ら
れ

る
。
大
津
神
社
を
中
心
と
し
た
若
宮
町
や
神
明
町
、
そ
の
南
の
本
町
地
区
等
が
と
の
時
代
の
繁
栄
の
中
心
で
天
正
年
聞
に
廃
城
と
な
っ
た

斎
藤
民
都
大
輔
等
の
よ
っ
た
大
津
城
の
存
し
た
の
は
神
明
町
の
南
誤
寺
々
城
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
今
回
の
調
査
で
は
古
代
に
お
け
る
大
津
の
中
心
集
落
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
南
の
宇
多
大
津
地
区
に
あ
り
、
と
り
わ
け
横
尾
川

の
川
口
地
区
が
当
時
国
府
の
外
港
地
区
と
し
て
、
こ
こ
に
川
関
等
が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
筆
者
の
興
味
が
も
た
れ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
四
図
の
う
ち
、
ま
ず
筆
者
の
眼
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
付
近
の
町
名
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
河
原
町
」
は
よ
い
と

し
て
「
清
水
町
」
、

「
高
津
町
」
、

「
式
内
町
」
な
る
町
名
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
「
式
内
町
」
の
小
字
中
に
字
「
中
関
田
」
な
る
地
名
の

存
在
す
る
と
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
式
内
町
」
の
名
は
同
図
に
示
し
た
よ
う
に
「
延
害
式
」
の
粟
神
社
の
故
地
で
あ
り
、
そ
の
後
明
治
四
一



年
四
月
に
さ
き
の
大
津
神
社
へ
合
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
中
関
田
」
は
そ
の
名
の
ど
と
く
こ
と
に
関
所
の
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
、

一

十
の
坪
の
箇
所
に
当
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
西
の
「
高
津
町
」
の
名
は
F

国
府
津
グ
の
転
字
で
あ
ろ
う
と
す
る
推
定
を
強
め
さ

つ
ま
り
国
府
へ
の
水
路
に
よ
る
河
口
の
関
所
が
お
か
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
と
と
か
ら
模
尾
川
を
井
ノ
口
ま
で
湖
っ
た
も
の

す
の
で
あ
る
。
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と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
川
口
か
ら
と
の
井
ノ
口
ま
で
の
聞
は
川
幅
も
広
く
、
こ
と
を
往
来
す
る
水
還
が
近
世
と
い
わ
ず
明
治

⑫
 

の
は
じ
め
ま
で
み
ら
れ
た
こ
と
は
古
老
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
古
代
の
大
津
と
こ
の
国
府
津
と
が
同
一
箇
所
で
あ

っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
大
津
と
い
っ
た
場
合
や
は
り
現
在
の
大
津
港
全
体
を
さ
し
、
国
府
津
は
そ
の
う
ち
で
も
一
部
の
河
口
港
の
部

分
の
み
を
指
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
明
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
当
時
河
港
に
川
関
が
お
か
れ
、
例
え
「
延
喜
式
」
に
海
路

日
程
が
記
る
さ
れ
て
い
な
く
と
も
和
泉
国
府
に
も
ま
た
外
港
の
存
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
河
口
付
近
に
到
る

ま
で
当
時
条
皇
制
地
割
が
施
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
さ
き
の
大
越
の
収
集
坪
名
か
ら
も
明
か
で
、
同
氏
は
こ
と
に
古
文
献
等
に
よ
っ
て
字

多
地
区
全
般
に
多
く
の
坪
名
を
あ
げ
て
お
り
、
筆
者
も
ま
た
「
清
水
町
」
に
「
九
ノ
坪
」
を
求
め
た
ほ
か
、
式
内
町
に
五
及
び
六
ノ
坪
を

求
め
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
の
坪
並
み
を
西
へ
の
ば
す
と
第
4
図
で
も
明
か
な
よ
う
に
六
町
四
方
の
「
恩
」
の
西
端
を
P
Q線
ま
で
と
る
と

そ
の
中
に
大
津
川
が
入
り
込
ん
で
了
う
こ
と
で
あ
る
。
と
の
場
合
筆
者
は
横
尾
川
は
牛
滝
川
と
の
合
流
点
付
近
か
ら
現
在
の
よ
う
に
北
へ

は
曲
流
せ
ず
、
も
と
は
同
図
に
矢
印
で
示
し
た
方
向
に
直
ち
に
西
へ
流
れ
、
と
の
直
線
的
水
路
が
当
時
西
の
忠
岡
地
区
の
条
毘
と
の
境
界

線
を
も
形
成
し
た
も
の
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
牛
滝
川
は
横
尾
川
よ
り
も
流
程
、
水
量
と
も
に
小
規
模
で
あ
っ
て
現
在
の
よ

う
に
北
へ
曲
流
す
る
と
と
の
方
が
む
し
ろ
不
自
然
な
の
で
あ
る
。

75 

伺
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最
後
に
国
府
を
中
心
と
し
た
古
代
の
都
市
域
を
考
え
る
場
合
に
必
要
な
国
分
寺
や
駅
家
の
位
置
に
つ
い
て
芳
え
て
み
よ
う
。
「
延
喜
式
」

の
「
諸
国
駅
伝
馬
」
に
は
和
泉
園
駅
、
日
部
。
咳
瞭
各
七
疋
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
咳
股
が
泉
南
郡
の
泉
南
町
男
毘
部
落
で
あ
ろ
う
こ
と
は

筆
者
自
身
現
地
調
査
を
し
た
が
、
日
部
に
つ
い
て
は
未
調
査
の
ま
ま
で
今
日
に
及
ん
だ
。
と
れ
に
つ
い
て
は
大
鳥
郡
に
日
都
郷
が
あ
り
、

さ
ら
に
「
延
喜
式
」
に
日
部
神
社
の
存
す
る
と
と
で
あ
る
。
筆
者
ま
た
と
の
式
内
日
部
神
社
の
あ
る
旧
福
泉
町
の
草
部
部
落
!
現
在
で
は

堺
市
に
編
入
さ
れ
た
ー
を
求
め
て
現
地
を
訪
ね
た
が
、
と
の
部
落
の
小
字
名
の
大
部
分
が
「
馬
場
」
で
占
め
ら
れ
、
さ
ら
に
小
栗
街
道
に

近
か
い
部
分
を
大
字
「
大
道
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
知
っ
た
。
い
ず
れ
の
小
字
名
も
筆
者
が
他
の
駅
家
地
区
調
査
の
折
に
も
出
く
わ
し
た
小
字

名
で
あ
っ
て
、
と
の
場
合
も
日
部
駅
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
府
中
か
ら
の
距
離
は
僅
か
に
二
塁
、

「
延
害
式
」
に
み
る
三
十
豆
一
署
員
各
あ
て
は
ま
る
。
府
中
城

一
方
咳
瞭

か
ら
す
る
と
既
に
も
の
べ
た
よ
う
に
府
中
ま
で
が
丁
度
五
里
で
、

に
馬
司
の
小
字
が
あ
る
と
と
か
ら
、
国
府
が
仲
継
駅
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
日
部
と
の
距
離
が
短
か
す

ぎ
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
場
合
こ
と
が
、
国
府
、
和
泉
国
分
寺
を
む
す
ぶ
三
角
形
の
頂
点
の
一
っ
た
る

交
通
上
の
要
衝
を
な
す
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
第
1
図
に
み
た
よ
う
に
和
泉
国
分
寺
は
横
尾
川
の
河
谷
を
朔
ぼ
る
と
と
二
塁
た
ら
ず
奥
地

「
延
喜
式
」
に
グ
和
泉
国
国
分
寺
料
五
千
束
グ
と
あ
り
、
摂
津
の
そ
れ
に
較
べ
て

⑬
 

そ
の
三
分
の
て
河
内
の
二
分
の
}
に
す
ぎ
な
い
と
と
か
ら
こ
の
国
で
は
法
華
寺
の
設
置
を
み
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
現
在
の
福

の
低
い
河
成
段
丘
上
に
位
置
す
る
国
分
部
落
に
あ
る
。

徳
寺
は
も
と
安
楽
寺
と
も
い
っ
た
。
寺
域
か
ら
は
複
弁
の
奈
良
時
代
の
古
瓦
が
出
土
し
、
と
の
原
位
置
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他

に
も
筆
者
が
以
前
に
と
の
寺
を
訪
れ
た
折
、
付
近
の
清
測
な
湧
水
地
付
近
に
木
柱
を
発
見
し
た
と
と
が
印
象
に
残
る
。
こ
の
埋
木
の
年
代

測
定
が
不
明
な
る
ま
ま
に
、
当
時
古
老
の
言
に
よ
り
光
明
皇
后
の
伝
説
と
と
も
に
薬
揚
屋
の
建
物
の
一
部
で
は
な
い
か
と
芳
え
た
が
、
F
」

れ
に
つ
い
て
は
確
証
が
な
い
。
た
だ
米
倉
教
授
も
問
題
に
し
た
よ
う
に
大
鳥
郡
に
は
上
記
の
草
部
部
落
の
北
が
「
布
施
屋
塁
」
と
な
っ
て



お
り
、
行
基
盤
ロ
薩
が
各
地
に
設
け
た
と
い
わ
れ
る
布
施
屋
の
一
つ
が
こ
の
国
分
寺
々
域
に
も
存
し
た
と
芳
え
る
の
は
不
当
な
推
定
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
の
国
分
寺
か
ら
西
北
に
向
っ
て
模
尾
街
道
を
下
る
こ
と
二
十
数
丁
の
和
田
部
落
か
ら
道
は
北
に
折
れ
て
父
鬼
街

道
と
な
り
、
と
れ
が
や
が
て
小
栗
街
道
と
合
す
る
あ
た
り
の
三
角
形
の
頂
点
付
近
に
、
さ
き
の
日
部
駅
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
c

し
か
も

和泉国府を中心とした古代都市圏の歴史考古地理学的調査

こ
の
父
鬼
街
道
で
も
途
中
の
街
道
沿
い
に

F
伏
屋
グ
の
名
を
付
し
た
部
落
に
出
く
わ
す
の
で
あ
る
。

(第
1
図
)

そ
の
他
大
鳥
郡
の
郡
家

は
や
は
り
草
部
部
落
の
東
北
の
石
津
川
の
谷
地
区
に
郡
塁
と
な
っ
て
残
存
し
、
和
泉
一
宮
た
る
式
内
社
大
鳥
神
社
の
存
在
と
と
も
に
こ
の

交
通
結
節
地
域
の
重
要
さ
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
国
分
寺
か
ら
峠
を
越
す
と
金
剛
寺
の
あ
る
天
野
山
を
へ
て
河
内
国
の
石
川

の
流
域
に
出
る
。
河
内
国
の
槻
本
の
駅
家
に
つ
い
て
も
ま
た
そ
の
原
位
置
が
不
明
で
あ
る
が
、
河
内
和
泉
両
国
府
の
山
越
え
の
ル

1
ト
の

交
通
的
意
義
を
考
え
る
場
合
、
地
形
的
に
は
槻
本
駅
の
位
置
を
現
在
の
河
内
長
野
市
に
求
め
る
の
が
よ
り
隠
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

但
し
河
内
の
も
う
一
つ
の
疑
問
の
津
積
の
駅
家
を
ど
こ
に
比
定
す
る
か
、
そ
の
連
絡
が
問
題
に
な
る
。
と
れ
に
よ
っ
て
日
部
の
有
し
た
古

代
の
交
通
的
位
置
も
よ
り
一
層
に
具
体
的
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
れ
ら
河
内
国
に
お
け
る
「
延
喜
式
」
の
二
つ
の
駅
家
の
位
置
に
つ

い
て
は
他
日
の
考
証
に
倹
ち
、
い
ま
は
和
泉
国
の
み
に
論
を
と
ど
め
た
い
。

(
一
九
六
三
・
二
)

註
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藤
岡
謙
二
郎
「
都
市
及
び
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
昭
和
舟
五
年

同
「
日
本
歴
史
地
理
研
究
序
説
」
昭
和
舟
七
年

①
藤
岡
「
都
市
に
お
け
る
河
川
の
役
割
」
(
「
都
市
問
題
研
究
」
五
三
巻
八
号
)
一
九
六
二
、
八

①
第
一
回
の
調
査
時
で
は
桑
原
、
広
回
、
西
一
回
三
学
士
の
援
助
に
よ
っ
て
市
役
所
で
土
地
台
帳
の
地
籍
図
検
出
を
願
っ
た
し
、
第
二
回
目
の
筆
者
個

人
の
調
査
時
に
て
は
泉
井
上
神
社
の
社
可
の
田
所
末
市
氏
か
ら
貴
重
な
原
本
「
泉
井
上
神
社
誌
」
を
借
用
出
来
た
。
と
も
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

④
米
倉
二
郎
「
東
亜
の
集
落
」
昭
和
三
五
年

@
天
坊
幸
彦
「
上
代
浪
華
の
歴
史
地
理
的
研
究
」
昭
和
二
二
年

① 
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① 

大
越
勝
秋
編
「
和
泉
国
条
皇
制
関
係
史
料
集
」
昭
和
二
九
年

「
他
に
こ
の
地
方
の
考
古
学
的
調
査
に
つ
い
て
は
森
浩
一
の
-

F

研

究

が

あ

る

が

本

文

で

は

省

略

す

る

。

』

同
「
大
阪
府
下
(
隈
・
河
・
泉
)
の
条
皇
制
坪
名
帳
」
昭
和
三
五
年

同
「
泉
大
津
市
|
和
泉
町
及
び
其
の
周
辺
の
条
皇
制
」
昭
和
二
六
年

⑦
「
和
泉
名
所
図
会
」
巻
之
三

③
「
土
佐
日
記
」
二
月
五
日
の
項

①
「
泉
井
上
神
社
誌
」
(
田
所
家
蔵
)

他
に
「
大
阪
府
全
志
」
巻
之
五
(
大
正
十
一
年
)
に
は
当
社
及
び
五
社
総
社
も
と
秀
頼
に
よ
り
再
建
、
そ
の
後
明
治
三
年
天
災
に
よ
り
社
殿
大
破
。

五
社
総
社
を
井
上
神
社
に
合
記
。
同
二
八
年
両
者
並
立
の
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。

⑮
養
老
元
年
二
月
丙
成
。
自
ニ
難
波
一
至
ユ
和
泉
宮
-
0

・
:
:
・
十
一
月
了
巳
、
車
駕
幸
ニ
和
泉
離
官
三
同
三
年
二
月
庚
午
行
ニ
幸
和
泉
宮
-
。
と
あ
り
。

「
和
泉
名
所
図
絵
」
に
も
グ
国
府
清
水
は
神
功
皇
后
三
韓
退
治
の
後
武
庫
よ
り
こ
こ
に
至
り
此
霊
泉
を
賞
じ
給
ふ
よ
り
和
泉
の
名
は
じ
ま
る
:
:
:
そ

も
そ
も
皇
后
三
韓
凱
旋
の
御
時
小
竹
宮
に
居
し
給
ふ
こ
れ
を
旧
府
と
い
ふ
又
元
正
聖
武
の
ニ
帝
も
こ
こ
に
行
宮
を
建
さ
せ
給
ふ
こ
れ
を
珍
努
離
宮
と

も
和
泉
宮
と
も
称
ず
古
代
国
司
の
舘
に
し
て
国
府
と
い
ひ
又
府
中
と
い
ふ
:
:
・
-
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
の
御
時
:
:
:
御
馬
を
停
め
歩
よ
り
国
府
の
新
造

御
所
に
入
御
し
給
ふ
事
か
の
御
幸
記
に
見
え
た
り
:
:
:
2
と
あ
り
、
こ
の
地
区
な
い
し
は
付
近
に
宮
祉
の
お
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
吉
田
東

伍
の
グ
大
日
本
地
名
辞
書
グ
は
ま
た
御
館
森
を
和
泉
宮
の
移
転
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
或
物
が
国
司
館
た
る
P
地
区
を
利
用
し
、
ま
た
霊
泉

の
井
上
神
社
地
区
を
利
用
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
と
は
別
個
に
建
物
が
存
在
し
た
と
は
考
え
難
く
、
ま
た
国
府
設
立
前
の
和
泉
宮
を

P
地
区
と
し
、
そ
れ
を
国
庁
域
が
踏
襲
し
た
と
考
え
た
場
合
で
も
そ
れ
は
既
に
国
府
の
建
物
の
一
環
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑨
太
田
亮
『
和
泉
』
(
日
本
国
誌
資
料
叢
書
)
大
正
十
四
年

⑫
泉
大
津
が
和
泉
の
国
府
津
で
あ
る
と
す
る
文
献
は
見
当
ら
な
い
が
、
少
く
も
旧
大
津
が
古
文
献
の
小
津
の
泊
り
等
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ

る
。
吉
田
東
伍
の
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
(
明
治
四
十
プ
年
)
に
こ
の
大
津
を
説
明
し
て
グ
宇
田
大
津
、
下
条
大
津
の
二
村
:
・
古
の
軽
ノ
津
な
り
。

:
:
:
五
日
、
け
ふ
か
ら
く
し
て
和
泉
の
な
だ
よ
り
、
小
津
の
泊
り
を
お
ふ
0

・
:
「
土
佐
日
記
」
「
更
科
目
記
」
云
:
:
:
グ
秋
の
比
和
泉
に
く
た
る
、

:
・
お
ほ
っ
と
云
浦
に
舟
に
の
り
た
る
に
j
g
等
h

と
あ
る
。

⑧
「
延
喜
式
」
兵
部
省
(
「
国
史
大
系
」
所
収
)

@
「
令
義
解
」
厩
牧
令
(
同
右
)
@
石
井
信
て
和
泉
国
分
寺
(
角
田
文
衛
「
国
分
寺
研
究
」
昭
和
十
三
年
所
収
)




