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古
事
記
や
日
本
書
紀
に
も
登
場

す
る
伝
説
の
武
将 

・ 

た
け
の
う
ち
の
す
く
ね     

武
内
宿
禰

を
祭
っ
た
の
が
起
源
。宿
禰
は
仁

徳
な
ど
歴
代
天
皇
に
忠
誠
を
尽

く
し
て
２
０
０
年
以
上
の
長
寿

を
誇
り
、戦
前
に
は
紙
幣
に
も
肖

像
が
用
い
ら
れ
た
ヒ
ー
ロ
ー
で
す
。

　
本
殿
は
江
戸
前
期
建
立
で
京
都

府
登
録
有
形
文
化
財
、鎮
守
の
森

も
府
文
化
財
環
境
保
全
地
区
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

祭
神
の
神
話
ヒ
ー
ロー
は

二
〇
〇
歳
超
？

山
手
幹
線

祝
園

府
道
22
号

新
祝
園

雲の池

せ
い
か
山
の
辺
の
道

逆修の碑

精華町役場

鳥池

阿弥陀寺

運動公園

武内神社

観音寺

城山

配水池

　

山
城
国
一
揆
の
発
端
は
、１
４
６
７（
応
仁
元
）年

か
ら
起
こ
る
応
仁
の
乱
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。室
町

幕
府
８
代
将
軍
・
足
利
義
政
の
後
継
者
争
い
に
始
ま

り
、騒
乱
は
全
国
の
守
護
大
名
を
二
分
し
て
実
に
１１

年
に
及
び
ま
し
た
。特
に
７０（
文
明
２
）年
以
降
は
、

南
山
城
地
域
が
舞
台
と
な
り
、下
狛
大
北
城
な
ど

を
め
ぐ
っ
て
相
楽
地
域
の
農
村
武
士
も
東
西
各
軍

に
分
か
れ
て
激
し
く
衝
突
し
た
の
で
す
。

　

７７（
文
明
９
）年
に
い
っ
た
ん
戦
乱
は
終
結
し
た

も
の
の
、畠
山
よ
し
な
り

義
就（
西
軍
）と
畠
山
ま
さ
な
が

政
長（
東
軍
）

の
小
競
り
合
い
は
続
き
ま
す
。長
引
く
戦
火
で
ふ

る
さ
と
は
荒
廃
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、ひ
ょ
う
ろ
う
ま
い

兵
粮
米
の

徴
発
や
陣
地
づ
く
り
の
人
夫
と
し
て
駆
り
出
さ

れ
、農
民
ら
民
衆
の
厭
戦
気
分
は
高
ま
る
一
方
で

し
た
。

　

業
を
煮
や
し
た
人
々
は
立
ち
上
が
り
ま
す
。

　

８５（
文
明
１７
）年
冬
、上
山
城
三
郡（
久
世
、綴
喜
、

相
楽
）の
く
に
し
ゅ
う

国 

衆(

こ
く
じ
ん

国
人)

と
呼
ば
れ
る
地
方
領
主
や
地

侍
た
ち
に
よ
る
集
会
が
開
か
れ
、農
民
た
ち
も
寄
り

集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。こ
れ
が「
山
城
国
一
揆
」の
始

ま
り
で
し
た
。

　

そ
の
様
子
は
、

  

『今
日
、山
城
の
国
人
集
会
す
、
上
は
六
十
歳
、

下
は
十
五
六
歳
と

う

ん
ぬ
ん

云
々
、同
じ
く
一
国
中
の

ど

み

ん

土
民
等
群
集
し
、こ

の
た
び

今
度
両
陣
の 

じ

ぎ 

時
宜
を
申
し

定
め
ん
が
た
め
の
故
と
云
々 

』

と
あ
り
、若
者
か
ら
壮
年
、年
配
の
人
に
い
た
る
ま

で
が
心
を
一
つ
に
し
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

一
揆
勢
と
両
畠
山
軍
と
の
交
渉
は
難
航
し
ま
し

た
が
、「
国
衆
よ
り
両
陣
に
厳
密
に
問
答
す
、迷
惑

せ
し
む
」と
人
々
は
団
結
し
て
強
気
の
姿
勢
を
貫

き
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、両
畠
山
軍
に
は
稲
八
妻
氏

や
大
北
氏
な
ど
精
華
地
域
の
国
衆
も
参
陣
し
て
い

た
は
ず
で
す
。し
か
し
、山
城
国
一
揆
は
武
力
で
は

な
く
、平
和
的
な
交
渉
に
よ
っ
て
無
益
な
合
戦
を

終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
、実
り
の

大
地
を
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
願
う
、農
民
ら
民

衆
の
思
い
が
強
く
影
響
し
て
い
る
と
研
究
者
は
み

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、つ
い
に
撤
退
を
実
現
さ
せ
た
だ
け
で

は
な
く
、「
畠
山
氏
の
南
山
城
へ
の
立
ち
入
り
を
禁

じ
る
」「
荘
園
を
元
の
持
ち
主
に
返
す
」「
新
し
い
関

所
は
設
け
な
い
」な
ど
を
決
議
し
て
、地
域
の
自
治

に
踏
み
出
し
た
の
で
す
。

　

精
華
町
役
場
か
ら
北
西
へ
、「
せ
い
か
山
の
辺
の

道
」と
呼
ば
れ
る
趣
あ
る
町
並
み
を
歩
き
ま
す
。左

手
に
は
田
畑
や
民
家
の
向
こ
う
に
小
高
い
丘
陵
が

い
く
つ
も
連
な
り
ま
す
。北
稲
八
間
の
運
動
公
園

を
西
へ
。畑
の
脇
を
通
り
抜
け
、竹
林
の
登
り
坂
を

し
ば
ら
く
行
く
と
、配
水
池
の
タ
ン
ク
が
見
え
て

き
ま
し
た
。

　

最
後
は
階
段
。登
り
き
る
と
、ご
褒
美
の
よ
う
な

眺
望
が
。民
家
の
い
ら
か 甍
の
向
こ
う
、都
を
支
え
た
豊

か
な
穀
倉
地
帯
の
青
々
と
し
た
風
景
が
木
津
川
を

挟
ん
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の「
城
山
」こ
そ
、「
山
城
国
一
揆
の

し
ゅ
う
え
ん

終
焉
の

地
」の
重
要
な
史
跡
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

城
山
の
ふ
も
と
、共
同
墓
地
の
一
角
に
、十
数
基

の
五
輪
塔
と
地
蔵
石
仏
が
建
っ
て
い
ま
す
。地
蔵

に
は「
天
文
六
年
」（
１
５
３
７
年
）「　

ぎ
ゃ
く
し
ゅ 

　

逆
修  

人
数
十

四
人
」と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。逆
修
と
は
、「
生
前
に

死
を
覚
悟
し
た
自
身
や
、若
く
し
て
亡
く
な
っ
た

者
の
冥
福
を
祈
る
」と
い
う
意
味
で
、一
揆
か
ら
半

世
紀
後
に
建
て
ら
れ
た
塔
の
た
め
、国
一
揆
の
戦

死
者
の
供
養
塔
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。今
も
手
向
け
ら
れ
る
花
は
絶
え
ず
、ふ
る
さ
と                  

の
自
治
を
守
る
た
め
に
闘
っ
た
先
人
へ
の
深
い

思
慕
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

掟
に
よ
っ
て
、地
域
の
警
備
や
道
路
の
管
理
、年

貢
米
の
徴
収
な
ど
を
自
主
的
に
行
っ
た
住
民
た
ち

で
す
が
、し
ば
ら
く
経
つ
と
、ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
て

し
ま
い
ま
す
。そ
し
て
１
４
９
３（
明
応
２
）年
夏
、

結
局
は
守
護
職
に
よ
る
統
治
を
受
け
入
れ
、国
一

揆
は
崩
壊
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、国
衆
ら
数
百
人
は
稲
屋
妻
城
に
籠
城

し
、激
し
く
抵
抗
し
ま
し
た
。最
後
の
砦
の
場
所
と

し
て
諸
説
あ
る
な
か
、最
有
力
な
の
が
こ
の「
城

山
」で
す
。確
か
に
、こ
こ
か
ら
な
ら
ば
、敵
が
陣
を

張
っ
た
と
い
わ
れ
る
菅
井
や
祝
園
も
容
易
に
一
望

で
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。稲
屋
妻
城
の
戦
い
は
、双

方
に
大
勢
の
討
ち
死
に
を
出
す
激
戦
の
果
て
、国

人
衆
の
敗
北
に
終
わ
り
ま
し
た
。

さ
あ
、
精
華
の
先
人
が

戦
乱
か
ら
守
り
抜
こ
う
と
し
た

ふ
る
さ
と
を
眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記 

』

武
内
神
社

ゆ
か
り
の
地
を
め
ぐ
る

山
城
国
一
揆

精華町観光ポータルサイトから、まちの魅力をみつけてください！


