
■
南
北
朝
時
代
、
そ
の
と
き
何
が
あ
っ
た
？
　
吉
野
で
は
？

　

鎌
倉
幕
府
を
た
お
し
、
天
皇
に
よ
る
政
治
を
は
じ
め
た
後
醍
醐
天
皇
。
し
か
し
、
そ
の
体
制
下
で
、

次
第
に
様
々
な
不
和
が
で
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
鎌
倉
幕
府
の
残
党
が
反
乱
を
お
こ
し
、
そ
の
討

伐
に
足
利
尊
氏
が
向
か
っ
た
時
、
事
件
が
お
こ
り
ま
す
。
反
乱
鎮
圧
後
、
足
利
尊
氏
が
弟
・
直
義
の
反

対
を
う
け
、
後
醍
醐
天
皇
の
帰
京
命
令
を
無
視
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
後
醍
醐
天

皇
と
足
利
尊
氏
の
対
立
が
決
定
的
と
な
り
、
戦
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
数
度
の
戦
い
の
後
、
後
醍

醐
方
は
尊
氏
軍
に
敗
北
。
三
種
の
神
器
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
京
都
に
と
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

す
き
を
み
て
京
都
を
の
が
れ
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
一
路
、
吉
野
を
め
ざ
し
ま
す
。
吉
野
に
つ
い
た
後

醍
醐
天
皇
は
、
尊
氏
の
三
種
の
神
器
は
ニ
セ
モ
ノ
だ
と
宣
言
。
自
分
の
も
つ
三
種
の
神
器
こ
そ
本
物
だ

と
主
張
し
て
、
吉
野
に
南
朝
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。
京
都
へ
帰
り
た
い
と
願
い
、
尊
氏
ら
北
朝
と
戦
い
つ

づ
け
た
後
醍
醐
天
皇
で
し
た
が
、
そ
の
願
い
も
む
な
し
く
、
吉
野
で
亡
く
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

後
醍
醐
天
皇
の
思
い
を
つ
い
で
、
後
村
上
天
皇
が
即
位
。
楠
木
正
行
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
北
朝
と

戦
い
を
つ
づ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
四
條
畷
の
戦
い
で
楠
木
正
行
が
負
け
る
と
、
敵
方
の
武
将
・
高
師

直
は
吉
野
山
ま
で
兵
を
す
す
め
、
吉
野
山
に
火
を
は
な
ち
ま
す
。
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
吉
野
山
か
ら
逃

れ
た
後
村
上
天
皇
た
ち
は
賀あ

の

う
名
生
で
体
制
を
と
と
の
え
、
戦
い
を
続
け
る
の
で
し
た
。

　

同
じ
頃
、
南
朝
よ
り
優
位
に
た
っ
た
北
朝
で
は
仲
間
割
れ
が
お
こ
り
ま
す
。
結
果
的
に
南
朝
と
北
朝

の
均
衡
が
た
も
た
れ
、
天
皇
が
二
人
い
る
と
い
う
時
代
が
も
う
少
し
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

■
南
朝
の
起
こ
り
と
そ
の
前
後
の
で
き
ご
と
（
年
表
）

年

月

内　

容

1333

６

後
醍
醐
天
皇
、
鎌
倉
幕
府
の
討
幕
を
達
成
。
京
都
に
戻
り
、
政
治
を
は
じ
め
る
。
討
幕
に

貢
献
し
た
護
も
り
よ
し
／
も
り
な
が

良
親
王
、
足
利
高
氏
へ
の
不
信
か
ら
帰
京
を
拒
否
す
る
。

足
利
高
氏
、
後
醍
醐
天
皇
の
諱
の
一
文
字
を
も
ら
い
、
名
を
尊
氏
に
改
め
る
。

護
良
親
王
、
後
醍
醐
天
皇
の
説
得
に
応
じ
、
京
都
に
入
る
。

10

護
良
親
王
、
尊
氏
暗
殺
の
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
、
鎌
倉
に
幽
閉
さ
れ
る
。

1335

７

鎌
倉
幕
府
の
残
党
（
北
条
氏
）
が
、
後
醍
醐
天
皇
に
対
し
挙
兵
す
る
。

８

足
利
尊
氏
、
北
条
氏
討
伐
の
た
め
鎌
倉
に
向
け
出
陣
し
、
北
条
氏
を
敗
走
さ
せ
る
。

11

足
利
尊
氏
、
鎌
倉
に
居
す
わ
る
。
後
醍
醐
天
皇
、
新
田
義
貞
に
尊
氏
の
討
伐
を
命
じ
る
。

1336

１

足
利
尊
氏
、
新
田
義
貞
の
軍
を
し
り
ぞ
け
、
京
都
に
進
軍
。
後
醍
醐
天
皇
、
足
利
尊
氏
に

一
時
京
都
を
占
拠
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
挽
回
。
足
利
尊
氏
を
九
州
に
追
い
や
る
。

５

足
利
尊
氏
、
体
制
を
立
て
直
し
、
光こ
う
ご
ん厳
上
皇
か
ら
院
い
ん
ぜ
い

宣
を
得
て
、
九
州
か
ら
京
都
に
進
軍
。

楠
木
正
成
ら
を
湊
み
な
と
が
わ川

で
打
ち
破
り
、
京
都
に
攻
め
込
む
。

12

後
醍
醐
天
皇
、
京
都
を
脱
出
。
吉
野
で
南
朝
を
ひ
ら
く
。

1338

８

北
朝
で
光
明
天
皇
即
位
。
足
利
尊
氏
、
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
。

９

後
醍
醐
天
皇
、
勢
力
を
挽
回
す
る
た
め
、
各
地
に
皇
子
を
派
遣
す
る
。

（
義よ
よ
し良

親
王
：
奥
州
、
宗む
ね
よ
し良

親
王
：
常
陸
、
懐か
ね
よ
し良

親
王
：
九
州
）

1339

９

後
醍
醐
天
皇
、
薨こ
う
き
ょ去

。
後
村
上
天
皇
が
即
位
す
る
。
尊
氏
、
後
醍
醐
天
皇
の
菩ぼ
だ
い提

を
弔
い
、

天
龍
寺
を
建
立
す
る
。

1347

９

楠
木
正
行
、
摂
津
で
挙
兵
。
藤
井
寺
の
戦
い
で
北
朝
軍
に
勝
利
す
る
。

1348

１

高
師
直
（
北
朝
）、
正
行
討
伐
の
た
め
出
陣
。
四
條
畷
で
戦
い
、
正
行
軍
を
破
る
。
師
直
は

吉
野
山
に
向
け
進
軍
。
後
村
上
天
皇
ら
脱
出
後
の
吉
野
山
に
火
を
放
つ
。

1349

６

高
師
直
、
不
法
行
為
が
目
立
っ
た
た
め
、
免
職
処
分
を
受
け
る
。

８

高
師
直
、
軍
事
力
で
足
利
尊
氏
ら
を
威
圧
。
免
職
処
分
を
解
か
せ
る
。

1350

10

足
利
尊
氏
の
異
母
弟 

足
利
直
義
、
京
都
を
脱
出
し
、
南
朝
に
合
流
す
る
。（
観
応
の
擾
じ
ょ
う
ら
ん乱

）

■
南
北
朝
時
代
の
主
な
人
物

後ご
だ
い
ご
て
ん
の
う

醍
醐
天
皇
：
吉
野
に
入
り
、
南
朝
を
ひ
ら
い
た
天
皇
。

後ご
む
ら
か
み
て
ん
の
う

村
上
天
皇
：
後
醍
醐
天
皇
の
後
を
継
い
だ
南
朝
の
天
皇
。

長ち
ょ
う
け
い
て
ん
の
う

慶
天
皇　

：
後
村
上
天
皇
の
後
を
継
い
だ
南
朝
の
第
三
代
天
皇
。

楠く
す
の
き
ま
さ
つ
ら

木
正
行　

 

：
楠
木
正ま
さ
し
げ成
の
息
子
。
小
楠な
ん
こ
う公
と
も
。
南
朝
の
武
士
。

新
田
義
貞　

：
鎌
倉
幕
府
討
幕
で
活
躍
し
た
武
士
の
一
人
。

足あ
し
か
が
た
か
う
じ

利
尊
氏　

：
後
醍
醐
天
皇
に
敵
対
し
、
北
朝
を
お
こ
し
た
武
士
。

高こ
う
の

　

師も
ろ
な
お直　

：
北
朝
の
有
力
な
武
士
。
吉
野
山
を
焼
き
討
ち
し
た
。

吉 

野 

町 

内 

の 

南 

朝 

ゆ 

か 

り 
の 
場 
所

（場所はおおよそです。詳しい場所が分からないものもあります）



【
吉
野
山
地
区
】

雨あ
め
し
か
ん
の
ん

師
観
音
　　

南
北
朝
時
代
の
梅
雨
の
あ
る
日
、
後

醍
醐
天
皇
が
吉
野
山
を
散
策
さ
れ
て
い
る
と
、
雨
が
降
っ

て
き
ま
し
た
。
近
く
の
観
音
堂
（
雨
師
観
音
、
夢
違
い

観
音
と
も
）
で
雨
宿
り
を
し
、
天
皇
が
次
の
歌
を
お
詠

み
に
な
る
と
、
突
然
空
が
晴
れ
渡
り
、
人
々
は
皆
、
天

皇
の
徳
の
高
さ
の
お
か
げ
と
喜
ん
だ
と
い
い
ま
す
。「
こ

こ
は
猶な

お

丹
生
の
社

や
し
ろ
に
程
近
し 

祈
ら
ば
晴
よ
五
月
雨
の

空
」
今
、お
堂
は
廃
絶
し
、小
さ
な
祠
が
建
っ
て
い
ま
す
。

勝か
っ
て
じ
ん
じ
ゃ

手
神
社
　　

一
三
四
八
年
、
高
師
直
が
吉
野
山
に

攻
め
て
き
た
時
の
こ
と
。
時
の
天
皇
、
後
村
上
天
皇
は
、

高
師
直
が
吉
野
山
に
着
く
よ
り
前
に
、
賀あ

の

う
名
生
へ
と
向

か
わ
れ
ま
す
。
そ
の
途
中
、
勝
手
神
社
の
前
を
通
り
す

ぎ
る
時
に
、
後
村
上
天
皇
は
馬
か
ら
降
り
て
、
涙
な
が

ら
に
こ
う
詠
ま
れ
た
と
い
い
ま
す
。「
頼
む
か
ひ
無
き
に

つ
け
て
も
誓
ひ
て
し 

勝
手
の
神
の
名
こ
そ
惜
し
け
れ
」

　

銅か
ね
の
と
り
い

鳥
居
の
額　
　

銅
の
鳥
居
の
額
「
発ほ

っ
し
ん
も
ん

心
門
」
を
書

い
た
の
が
、
一
説
に
後
醍
醐
天
皇
だ
と
い
い
ま
す
。

金き
ん
ぷ
せ
ん
じ

峯
山
寺   　
南
北
朝
時
代
の
頃
、
金
峯
山
寺
に
は
、

建
物
の
ま
わ
り
を
か
こ
む
回
廊
や
、
大
塔
な
ど
の
建
物

が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
三
四
八
年
、
高
師

直
に
よ
っ
て
燃
や
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

雲く
も
い井
の
桜　
　

佐
藤
忠
信

花は
な
や
ぐ
ら

櫓
の
上
に
あ
っ
た
、
古
い
茶

亭
の
庭
に
、
雲
井
の
桜
と
よ
ば

れ
る
桜
が
植
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
後
醍
醐
天
皇

が
次
の
歌
を
詠
ん
だ
と
伝
わ
り
ま
す
。「
こ
こ
に
て
も
雲

井
の
桜
咲
き
に
け
り 

た
だ
か
り
そ
め
の
宿
と
思
へ
ど
」

た
だ
、
こ
の
桜
は
明
治
三
〇
年
に
台
風
で
倒
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

後
醍
醐
天
皇
陵
　　

後
醍
醐
天
皇
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
後
、
如
意
輪
寺
の
傍
ら
の
塔と

う
の
お尾
に
つ
く
ら
れ
た

陵り
ょ
う

墓ぼ

で
す
。
後
醍
醐
天
皇
の
遺
言
に
し
た
が
い
、
北
向

き
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。『
太
平
記
』
に
は
、
楠
木
正
行

が
四し

じ
ょ
う
な
わ
て

條
畷
の
戦
い
に
向
か
う
前
に
お
参
り
し
た
こ
と
な

ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

小こ
ば
ん判

井
戸       

如
意
輪
寺
の
東
に
あ
る
、
小
さ
な
井
戸

で
す
。
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
の
行
宮
で
歌
を
詠
ま
れ
た

と
き
、
こ
の
井
戸
か
ら
御ご

り
ょ
う料

水(

天
皇
が
お
使
い
に
な
る

水)
を
と
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

金
剛
力
士
像
（
金
峯
山
寺
）　　

お
像
の
中
に
か
か

れ
て
い
た
墨
書
で
、
南
北
朝
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
南
朝
と
の
関
係
は
定
か
で
あ
り

ま
せ
ん
が
、
当
時
の
仏
像
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
す
。

蔵ざ
お
う王
権
現
立
像(

如
意
輪
寺) 　

後
醍
醐
天
皇
の

念ね
ん
じ
ぶ
つ

持
仏
（
個
人
的
に
お
祀
り
し
た
仏
）
と
も
、
後
醍
醐

天
皇
が
自
ら
お
つ
く
り
に
な
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
蔵
王
権
現
像
が
入
る
お
厨ず

し子
に
は
、
延
元
元

（
一
三
三
六
）
年
一
月
十
六
日
の
年
号
や
、
後
醍
醐
天
皇

直
筆
と
伝
わ
る
詩
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

至し
じ
ょ
う
づ
か

情
塚　
　

南
朝
に
仕
え
た
女
官
・
弁べ

ん
の
な
い
し

内
侍
が
、
武
将
・

楠
木
正
行
の
死
を
悲
し
み
、
自
ら
の
髪
を
切
っ
て
埋

め
た
場
所
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
城
寺
（
金
輪
寺
な
ど
と
も
）　　

延
元
二

（
一
三
三
七
）
年
、
後
醍
醐
天
皇
が
吉
水
院
か
ら
う
つ
ら

れ
、
南
朝
の
皇
居
と
し
た
お
寺
だ
と
伝
わ
り
ま
す
。
明

治
八
年
に
廃
寺
と
な
り
、
今
、
同
地
に
は
南
朝
妙
法
殿

が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
場
所
で
後
醍
醐
天
皇
は
『
新
葉
和
歌
集
』
に
載

せ
る
和
歌
を
選
ん
だ
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
皇
み
ず

か
ら
茶
入
れ
十
二
（
二
十
一
と
も
）
を
お
つ
く
り
に
な
っ

た
と
い
い
、そ
の
形
は
薬
器
に
似
て
い
た
そ
う
で
す
。
今
、

お
茶
の
世
界
で
薄
茶
器
を
金
輪
寺
と
い
い
ま
す
が
、
そ

の
名
の
由
来
は
、
こ
の
こ
と
だ
と
伝
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

瀬
戸
内
海
の
忽く

つ
な那

島
に
い
た
五
條
頼
元
に
送
っ
た
綸り

ん
じ旨

（
も
と
ど
り
の
綸
旨
）
も
こ
の
場
所
で
書
か
れ
た
と
い
い

ま
す
。
後
醍
醐
天
皇
が
愛
し
た
横

笛 

一
管
、
瓠こ

し
ょ
う笙 

二
管
、
羊よ

う
ひ
こ

皮
鼓 

一
面
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

袖そ
で
ふ
り
や
ま

振
山　
　

後
醍
醐
天
皇

が
吉
野
山
で
お
ら
れ
る
と
き
、

豊と
よ
あ
か
り
の
せ
ち
え

明
節
会
と
い
う
宴
会
を
開
か
れ

ま
し
た
。
同
じ
宴
会
は
京
都
の
宮
中
で
も
行
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
あ
り
し
日
の
宴
会
と
あ
ま
り
に
ギ
ャ
ッ
プ

が
あ
る
こ
と
を
嘆
か
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
、
か
つ

て
天
武
天
皇
が
天
女
が
舞
う
の
を
見
た
、
と
い
う
袖
振

山
が
目
に
は
い
り
、
一
首
歌
を
詠
ま
れ
ま
し
た
。「
袖
返

す
天あ

ま

つ
乙
女
も
思
い
出
よ　

吉
野
の
宮
の
昔
語
り
を
」

　

そ
の
後
、
後
醍
醐
天
皇
が
自
分
の
境
遇
を
嘆
い
て

ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
と
、
袖
振
山
か
ら
雲
が
た
ち
込
め
、

突
如
現
れ
た
不
思
議
な
少
女
が
、
天
皇
に
歌
を
返
し
た

と
い
い
ま
す
。「
返
し
な
ば
雨
と
や
ふ
ら
む
哀
れ
し
れ　

天
つ
乙
女
の
袖
の
け
し
き
を
」　

宗そ
う
し
ん
ほ
う
い
ん

信
法
印
の
墓　
　

宗
信
法
印
と
は
、
吉
水
法
印

と
も
呼
ば
れ
た
金
峯
山
寺
の
有
力
者
で
す
。
護
良
親
王

と
も
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
し
、
後
醍
醐
天
皇
を
吉

野
山
に
お
招
き
し
た
人
物
で
も
あ
り
ま
し
た
。
後
醍
醐

天
皇
が
お
亡
く
な
り
に
あ
っ
た
後
は
、
う
ろ
た
え
る
吉

野
山
の
人
々
に
後
醍
醐
天
皇
の
遺
志
を
実
現
す
べ
き
だ

と
訴
え
、
騒
動
を
収
め
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
今
、
宗

信
は
吉
野
山
の
火
の
見
櫓
と
呼
ば
れ
る
場
所
か
ら
少
し

上
っ
た
場
所
で
、
静
か
に
眠
ら
れ
て
い
ま
す
。

如に
ょ
い
り
ん

意
輪
寺
　
　
後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
と
伝
わ
り
ま

す
。
ま
た
、
後
村
上
天
皇
の
九
回
忌
が
行
わ
れ
た
お
寺

で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
楠
木
正
行
が
四
條
畷
の
戦
い

に
向
か
う
と
き
、
後
村
上
天
皇
に
面
会
し
た
後
、
後
醍

醐
天
皇
陵
に
お
参
り
を
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、

如
意
輪
堂
の
板
壁
に
一
族
の
名
前
を
書
き
連
ね
た
と
い

い
ま
す
。
正
行
は
、
そ
の
奥
に
次
の
歌
を
書
き
記
し
ま

し
た
。「
返
ら
じ
と
か
ね
て
思
へ
ば
梓

あ
ず
さ

弓 

な
き
数
に
い

る
名
を
ぞ
と
ど
む
る
」
そ
し
て
、
各
人
が
自
分
の
も
と

ど
り
（
髪
の
毛
を
頭
の
上
で
集
め
て
束
ね
た
部
分
）
を

切
っ
て
仏
堂
に
投
げ
入
れ
、
四
條
畷
へ
と
向
か
っ
た
の

で
す
。（
一
族
の
名
前
を
書
き
つ
ら
ね
た
の
は
如
意
輪
寺

の
過
去
帳
で
、
次
の
よ
う
な
歌
も
書
き
記
し
た
と
の
異

説
も
あ
り
ま
す
。「
さ
き
だ
た
ば 

お
く
る
る
人
を
待
つ

や
せ
ん 

ひ
と
つ
は
ち
ず
の
う
ち
を
残
し
て
」）

　

今
、
如
意
輪
寺
の
宝
物
殿
に
で
は
、「
か
え
ら
じ
と
～
」

の
歌
が
書
か
れ
た
扉
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
境
内

に
は
、
も
と
ど
り
を
埋
め
た
も
と
ど
り
塚
が
移
築
さ
れ

て
残
っ
て
い
ま
す
。

導
き
の
稲
荷　
　
後
醍
醐
天
皇
が
京
都
を
の
が
れ
て

か
。
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
伊い
が
の
つ
ぼ
ね

賀
局
と

い
う
人
が
、
近
く
の
松
や
サ
ク
ラ
の
大
木
を
引
き
折
っ

て
、渡
れ
る
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
、

柴
橋
の
前
身
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
岩
の
松　

  

吉
野
山
に
南
朝
が
あ
っ
た
時
、
幼
か
っ

た
寛ひ

ろ
な
り成

皇
子
（
後
の
長
慶
天
皇
）　

が
菜
摘
へ
鷹
狩
り
に

出
か
け
た
そ
う
で
す
。
皇
子
は
、
そ
の
道
中
で
み
た
松

の
生
え
た
岩
を
と
て
も
気
に
入
り
、「
こ
の
松
を
天
皇
（
後

村
上
天
皇
）
に
も
お
見
せ
し
た
い
。
岩
ご
と
皇
居
へ
持

ち
帰
れ
」
と
命
じ
た
と
い
い
ま
す
。

御み
そ
の園　

 

南
朝
の
お
花
畑
の
跡
と
伝
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

御
園
出
身
の
御
園
兵
衛
と
い
う
人
が
、
中
荘
地
域
の

旗は
た
が
し
ら

頭
と
し
て
南
朝
に
つ
く
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

吉
野
川
（
宮
滝
）　

 

左さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
康
方
と
い
う
人
物
が
、

魚
と
り
で
鵜う

に
負
け
ま
い
と
潜
水
し
、
ス
ズ
キ
と
鯉
を

つ
か
み
取
り
に
し
た
場
所
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
龍
門
地
区
】

大お
お
な
も
ち

名
持
神
社　

 

南
朝
の
支
持
者
で
あ
っ
た
僧
・
運

う
ん
し
ょ
う祥

に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
大
般
若
経
が
保
管
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
写
経
に
は
、
南
朝
を
支
え
た
と
見
ら
れ

る
津
風
呂
氏
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

葛く
ず
か
み
し
ら
い
し

上
白
石
神
社　
　
後
醍
醐
天
皇
が
、
病
気
が
な
お

る
よ
う
祈
願
し
た
神
社
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

西さ
い
れ
ん蓮

寺　

 

楠
木
正
行
が
四
條
畷
で
亡
く
な
っ
た
後
、

弁
内
侍
（
至
情
塚
の
欄
を
参
照
）
は
髪
を
下
ろ
し
て
龍

門
の
西に

し
れ
ん
げ
だ
い
い
ん

蓮
華
臺
院
で
過
ご
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
こ
の

西
蓮
華
臺
院
は
、　

一
説
に
西
蓮
寺
の
こ
と
と
言
わ
れ
、

今
も
鐘
楼
南
側
に
「
し
ょ
う
じ
あ
ん
あ

と
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

菅す
ぎ
ょ
う生

寺　

 

弁
内
侍
（
至
情
塚
の
欄

を
参
照
）
が
住
ん
だ
西
蓮
華
臺
院
は
、

一
説
に
菅
生
寺
だ
と
も
い
い
ま
す
。

津つ

ぶ

ろ
風
呂　

 

現
在
、
津
風
呂
湖
に
沈
ん
だ
津
風
呂
村
に

は
、
津
風
呂
氏
と
い
う
人
物
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
こ

の
方
は
、
宇
陀
の
牧
氏
と
と
も
に
南
朝
を
支
え
た
武
将

の
一
人
で
し
た
。
津
風
呂
氏
は
写
経
を
し
て
お
り
、
経

典
に
名
前
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
典
は
か
つ
て
は

大
名
持
神
社
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
川
上

村
の
運
川
寺
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

龍
門
寺　

 

南
朝
に
仕
え
た
弁
内
侍
が
出
家
後
、
楠
木

正
行
の
菩
提
を
弔
っ
た
場
所
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
だ
っ
た
と
も
い
い
ま
す
。

　
　

【
中
龍
門
】　

白
山
寺　

 

後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
所
に
定
め
ら
れ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。　

【
上
市
・
水
分
】

北
村
姓
が
多
い
ワ
ケ　
　
後
村
上
天
皇
が
吉
野
山

に
お
ら
れ
る
時
、
上
市
の
人
が
身
の
周
り
の
お
世
話
を

し
た
。
後
村
上
天
皇
が
そ
の
者
に
、
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
者
が
「
こ
こ
か
ら
み
て
北
の

の
村
に
住
ん
で
い
る
」
と
返
事
を
さ
れ
た
た
め
、
北
村

の
姓
を
賜
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
方
面
に
向
か
っ
て
い
た
途
中
、
ふ
と
休
ん
だ
場
所

が
伏
見
稲
荷
社
の
前
で
し
た
。
暗
い
夜
で
、
道
行
き
に

苦
労
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
は

歌
を
詠
み
、
お
稲
荷
様
に
お
祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。「
む
ば
玉
の
く
ら
き
闇
路
に
迷
ふ
也　

我
に

か
さ
な
ん
み
つ
の
燈
火
」。
す
る
と
、
赤
い
雲
が
立
ち
込

め
、
吉
野
へ
の
道
を
示
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
後
醍

醐
天
皇
を
導
い
た
お
稲
荷
様
を
お
祀
り
し
た
の
が
、
今
、

蔵
王
堂
の
南
側
に
あ
る
導
き
の
稲
荷
社
で
す
。

御み
ゆ
き幸

の
芝　

  

後
醍
醐
天
皇
の
御
幸
が
あ
っ
た
場
所

で
す
。
雨
師
観
音
の
あ
た
り
を
、
今
も
こ
の
よ
う
に
呼

び
ま
す
。
こ
の
場
所
か
ら
の
景
色
は
、
か
つ
て
吉
野
八

景
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

吉
野
神
宮　
　
明
治
天
皇
発
願
の
神
社
で
、
後
醍
醐

天
皇
な
ど
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
御
神
体
は
、

吉
水
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
、
後
村
上
天
皇
お
手
製
と

さ
れ
る
後
醍
醐
天
皇
の
尊
像
で
す
。

　

宝
物
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
色
紙
と
楠
木
正
行
の
甲

冑
が
伝
わ
り
ま
す
。色
紙
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。「
な

が
ら
ふ
る 

か
ひ
こ
そ
な
け
れ 

あ
ふ
こ
と
の 

か
へ
ぬ
命

の 

の
こ
る
つ
ら
さ
は
」。
ま
た
、
高
師
直
が
吉
野
山
を

攻
め
た
際
、
こ
の
場
所
に
陣
を
し
い
た
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
𠮷
水
神
社　
　
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
山
で
最
初
に
お

過
ご
し
に
な
っ
た
の
が
、
吉
水
院
（
今
の
吉
水
神
社
）

で
し
た
。
吉
水
神
社
に
は
、
今
も
後
醍
醐
天
皇
玉
座
の

間
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
話
が

残
り
ま
す
。
後
醍
醐
天
皇
が
座
敷
の
床
を
枕
と
し
て
、

微ま
ど
ろ睡

ん
で
お
ら
れ
た
と
き
、
遠
く
か
ら
谷
川

の
音
が
聞
こ
え
、
次
の
歌
を
詠
ま
れ
ま
し
た
。「
花
に
ね

て 

よ
し
や
吉
野
の
吉
水
の
枕
の
下
に
石
は
し
る
を
と
」

　

こ
ん
な
話
も
残
り
ま
す
。
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
に
お

越
し
に
な
っ
た
翌
年
の
1
月
末
、　

後
醍
醐
天
皇
が
次
の

歌
を
お
詠
み
に
な
り
ま
し
た
。「
み
吉
野
の
山
の
山
守
こ

と
問
わ
む 

今
い
く
か
あ
り
て
花
は
咲
き
な
む
」。
宗
信

は
、
こ
う
返
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。「
花
咲
か
む
頃
は
い

つ
と
も
し
ら
雲
の
入
る
を
し
る
べ
に
み
吉
野
の
山
」。

　

ま
た
、
後
村
上
天
皇
が
後
醍
醐
天
皇
の
お
像
を
つ
く

ら
せ
て
（
お
手
製
と
も
）、
吉
水
神
社
で
お
祀
り
を
さ
せ

た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
お
像
は
今
、
吉
野
神
宮
に

う
つ
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
後
醍
醐
天
皇
ゆ
か
り

の
宝
物
と
し
て
、
金
輪
寺
茶
入
れ
・
硯
・
横
笛
、
後
村

上
天
皇
ゆ
か
り
の
宝
物
と
し
て
『
新
葉
集
』
な
ど
が
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。

世よ
や
す泰
親
王
墓　

  

後
醍
醐
天
皇
の
す
ぐ
下
に
あ
る
陵

墓
で
、
長
慶
天
皇
の
皇
子
・
世
泰
親
王
の
墓
と
さ
れ
ま
す
。

た
だ
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
場
所
が
髻
塚
と
考
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
、
世
泰
親
王
墓
は
児
童
松
と
い
う
場
所

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

【
中
荘
地
区
】

柴し
ば
は
し橋　

 

一
三
四
八
年
、
高
師
直
が
吉
野
山
に
攻
め
込

ん
で
き
ま
し
た
。
事
前
に
高
師
直

の
襲
撃
を
察
知
し
た
南
朝
の
方
々

は
、
吉
野
山
を
脱
出
し
ま
す
。

　

そ
の
脱
出
の
お
り
、
女
性
ば
か

り
の
一
行
が
吉
野
川
を
渡
ろ
う
と

す
る
と
、
橋
が
途
中
で
壊
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　吉野町内にのこる

　 南朝ゆかりの場所

    伝説がのこる場所


