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後
世
に
伝
え
た
い
宝
物

　
　
　
〜
国
府
編
〜

　
国
府
地
域
は
市
の
北
西
部
に
位
置

し
、
宮
川
と
荒あ
ら

城き

川
が
流
れ
、
豊
か

な
土
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
多
く
の
縄
文
遺
跡
や
弥
生
時
代
の

水
田
の
痕
跡
が
あ
り
、
古
代
か
ら
の

人
々
の
暮
ら
し
や
営
み
を
脈
々
と
受

け
継
い
で
い
ま
す
。

　
日
本
遺
産
の
構
成
文
化
財
な
ど
数

多
く
の
貴
重
な
歴
史
遺
産
の
ほ
か
、

一
大
穀
倉
地
帯
と
も
な
っ
て
お
り
、
優
れ
た
農

村
景
観
も
見
ら
れ
ま
す
。

■
日
本
遺
産
「
飛ひ
だ
の驒
匠た
く
みの
技
・
こ
こ

ろ
」
の
源
流
の
地

　
古
く
は
、
国
府
地
域
に
６
カ
所
も
の
寺
院
が

あ
り
ま
し
た
。「
石い
し
ば
し橋
廃
寺
跡
」
や
「
光こ
う
じ
ゅ
あ
ん

寿
庵

跡
」
の
出
土
瓦
に
は
奈
良
の
都
の
官
人
が
描
か

れ
て
お
り
、
国
の
中
央
と
飛
驒
匠
が
交
流
し
て

い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
交
流
で
培
わ
れ
た
飛
驒
匠
の
技
は
、

当
地
の
中
世
寺
社
建
築
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
応
永
15
年
（
１
４
０
８
年
）
に
建
立
さ
れ
た

飛
驒
地
方
唯
一
の
国
宝
建
造
物
で
あ
る
「
安
国

寺
経
蔵
」
に
は
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
「
八は
っ

角か
く
輪り
ん
蔵ぞ
う
」
が
あ
り
、
６
０
０
年
以
上
の
時
を
経

た
今
も
滑
ら
か
に
回
転
し
ま
す
。

　
ま
た
、安
国
寺
近
く
の
荒
城
川
沿
い
に
建
つ
、

同
じ
室
町
時
代
に
建
立
さ
れ
た
「
荒
城
神
社
本

殿
」「
阿あ

た

ゆ

た

多
由
太
神
社
本
殿
」「
熊
野
神
社
本
殿
」

（
い
ず
れ
も
国
指
定
重
要
文
化
財
）
は
、
確
か

な
目
で
選
び
抜
か
れ
た
良
質
な
木
材
と
優
れ
た

建
築
技
術
が
み
ら
れ
、『
飛
驒
匠
』
の
源
流
を

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
「
国
府
町
金き
ん
ぞ
う蔵
獅し

し子
」
と
「
荒
城

神
社
鉦か
ね
う
ち打
獅
子
舞
」

　
「
金
蔵

獅
子
」は
、

飛
驒
各
地

に
伝
承
さ

れ
て
い
ま

す
が
、
広ひ
ろ

瀬せ

町ま
ち
、
上か
み

広ひ
ろ

瀬せ

、
金か
ね

桶お
け
の
三
地

区
で
伝
承

さ
れ
る
獅

子
舞
は
、

そ
の
躍
動
的
な
演
舞
や
高
い
品
格
が
評
価
さ

れ
、
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
天
狗
面
の
男
神
（
金
蔵
）
が
お
福
面

の
女
神
（
お
か
め
）
と
一
緒
に
、
苦
難
の
末
、

田
畑
を
荒
ら
す
ど
う
猛
な
獅
子
（
悪
霊
の
猪
）

を
退
治
す
る
と
い
う
物
語
が
劇
的
に
演
じ
ら
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
か
つ
て
荒あ
ら
木き

郷ご
う
の
総
社
で
あ
っ
た
荒

城
神
社
に
は
鉦
打
と
獅
子
舞
が
伝
わ
り
ま
す

（
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）。
一
般
に

「
鳥と
り
毛げ

打う
ち
」「
闘と
う
け
い
ら
く

鶏
楽
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
鉦
打

ち
は
、
中
世
こ
の
地
の
地
頭
で
あ
っ
た
多
お
お
の
好よ
し
か
た方

が
伝
授
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
美
し
い
自
然
・
名
勝

　
「
宇う

つ

え
津
江
四
十
八
滝
」
は
、
頂
上
に
あ
る
上か
み

平ひ
ら
滝
ま
で
約
８
８
０
ｍ
の
滝
め
ぐ
り
遊
歩
道
が

整
備
さ
れ
、
急
峻
な
谷
あ
い
を
数
々
の
滝
が
水

煙
を
あ
げ
て
落
下
す
る
さ
ま
な
ど
、
四
季
折
々

の
景
色
を
満
喫
で
き
ま
す
。
昭
和
30
年
代
か
ら

キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
も
整
備
さ
れ
、
公
園
や
温
浴

施
設
し
ぶ
き
の
湯
も
楽
し
め
ま
す
。

　
宮
川
の
名
勝
「
あ
じ
め
峡
」
は
、
高
山
本
線

の
鉄
橋
か
ら
下
流
に
か
け
て
、
高
山
盆
地
と
古

川
・
国
府
盆
地
と
の
高
低
差
が
急
流
と
な
っ
て

表
れ
て
い
ま
す
。
平
成
16
年
の
台
風
で
景
色
が

変
わ
り
ま
し
た
が
、
い
く
つ
も
の
奇き

岩が
ん
や
、
滝
、

淵
が
相
ま

っ
て
美
し

い
渓
谷
が

見
ら
れ
ま

す
。

　
「
桜
野

公
園
」
の

桜
は
、
南

北
朝
時
代

末
期
に
吉

野
山
よ
り

移
植
さ
れ

た
も
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、
毎
年
園
内
と
宮

川
沿
い
の
約
３
０
０
本
が
鮮
や
か
に
咲
き
こ
ぼ

れ
ま
す
。
ま
た
宮
川
の
対
岸
に
あ
る
名な

張ば
り
の
城

山
の
桜
な
ど
と
合
わ
せ
、
地
域
の
団
体
に
よ
る

保
護
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
特
色
あ
る
農
業

　
荒
城
地

区
な
ど
で

は
、
昭
和

20
年
代
か

ら
土
地
改

良
に
よ
り

農
地
が
集

約
化
さ
れ

ま
し
た
。

　
そ
の
結

果
、
冷
涼

な
地
勢
を

活
か
し
て
、
良
質
な
米
や
大
麦
、
そ
ば
な
ど
が

生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
も
美
し
い
田
園

風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
高
冷
な
気
候
を
活
か
し
た
野
菜
栽
培
や
有
機

栽
培
も
盛
ん
で
、
焼
き
な
す
に
す
る
の
が
特
に

美
味
し
い
「
国
府
な
す
」
な
ど
の
特
色
あ
る
伝

統
野
菜
も
魅
力
で
す
。

　
上
広
瀬
地
区
や
瓜う
り
巣す

地
区
は
果
樹
栽
培
に
適

し
て
お
り
、
甘
く
て
み
ず
み
ず
し
い
飛
驒
桃
や

り
ん
ご
が
特
産
で
す
。
上
広
瀬
で
は
、
早
く
か

ら
生
産
拡
大
、
高
品
質
化
の
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
、
令
和
２
年
に
は
、
冷
害
に
強
い
桃
の
台

木
の
新
品
種
の
開
発
に
よ
り
、
環
境
大
臣
表
彰

を
受
賞
し
ま
し
た
。

安国寺経蔵内の八角輪蔵

金蔵獅子（広瀬町）

秋のあじめ峡

上広瀬の飛驒桃


