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宮
津
地
区
の
秋
葉
山
（
現
在
の
秋
葉
神

社
付
近
）
に
� 
柳 

り
ゅ
う 

審 しん 
城 
�
と
呼
ば
れ
る
城

じ
ょ
う

が
あ
っ
た
伝
承
が
残
る
。

　

元
寇
の
役
で
殊
勲
を
立
て
た
新
海 
淳  
英 

あ
つ 
ひ
で

が
築
城
し
た
柳
審
城
は
、
天
文
十
二
（
一

五
四
三
）
年
七
月
、
水
野
軍
に
取
り
巻
か

れ
四
面
楚
歌
の
状
態
。

　

時
の
城
主
新
海 
淳  
尚 
は
家
臣
ら
を
前
に

あ
つ 
ひ
さ

し
て

　
「『
そ
な
た
た
ち
の
忠
節
、
わ
し
は
忘
却

せ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
し
の
身
は
ど

う
な
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
な
た
た
ち
だ
け

は
生
き
延
び
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ご

先
祖
様
に
は
申
し
訳
な
き
こ
と
な
が
ら
、

城
よ
り
も
ま
ず
人
じ
ゃ
。
ひ
と
ま
ず
恥
を

忍
ん
で
、
野
に
再
起
の
日
を
待
と
う
で
は

な
い
か
』

　

声
涙
共
に
下
る
主
君
の
決
意
に
、
城
中

の
将
兵
は
み
な
泣
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
永
い
伝
統
を
持
つ
柳
審
城

は
火
炎
に
包
ま
れ
、
そ
の
跡
は
、
む
な
し

く
夏
草
が
生
い
茂
る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

（
阿
久
比
の
昔
話 
第
二
十
話
『
柳
審
城
の

落
城
』
か
ら
）」。

　

柳
審
城
跡
へ
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

宮
津
熱
田
社
の
前
を
通
り
、
光
西
寺
の
方

へ
と
歩
き
、
東
に
向
か
う
。
少
し
行
く
と

秋
葉
神
社
の
入
口
に
着
く
。

　

目
的
地
を
目
指
し
、
長
く
て
急
な
石
段

を
上
る
。
運
動
不
足
の
私
た
ち
に
は
結
構

き
つ
い
石
段
だ
。
息
が
切
れ
る
。

　

頂
上
で
は
モ
ミ
ジ
が
紅
葉
し
て
美
し
い
。

薄
暗
い
森
の
中
に
社
が
ひ
っ
そ
り
と
建
ち
、

北
側
は
公
園
と
な
っ
て
い
る
。
城
跡
と

い
っ
て
も
城
が
建
っ
て
い
た
形
跡
は
全
く

な
い
。
た
だ
、
西
側
を
望
む
と
町
が
一
望

で
き
、
山
城
を
築
く
場
所
と
し
て
は
最
適

だ
。

　

公
園
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の
練
習
を

す
る
男
性
に
、城
に
つ
い
て
尋
ね
る
と「
城

が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
よ
。
昔
か
ら
こ
の
辺
り
は

私
た
ち
の
遊
び
場
だ
っ
た
か
ら
ね
。
お
城

な
ん
て
意
識
し
た
こ
と
な
い
な
あ
」
と
答

え
て
く
れ
た
。

　

柳
審
城
に
つ
い
て
町
誌
な
ど
の
解
説
か

ら
は
、
残
さ
れ
て
い
る
文
献
が
少
な
く
、

詳
し
い
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。

　
「
昔
話
で
は
柳
審
城
は
落
城
し
て
し
ま

い
ま
す
よ
ね
。
一
国
一
城
の
主
は
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
大
変
で
す
ね
」
と
友
人
が
話
し
掛
け

て
き
た
の
で
、
人
生
の
先
輩
と
し
て
私
は

「
大
変
だ
け
ど
楽
し
い
こ
と
も
あ
る
。
君

も
い
っ
こ
く
者
を
や
め
て
、
早
く
一
国
一

城
を
築
い
た
方
が
い
い
ぞ
」
と
助
言
を
し

た
。
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