
　

室
町
時
代
な
か
ば
の
1
4
8
6
（
文

明
18
）年
9
月
、京
都
聖し

ょ
う
ご
い
ん

護
院
の
門も

ん
ぜ
き跡（
住

職
）道ど

う
こ
う興（
1
4
3
0
～
1
5
0
1
）が

宇
都
宮
を
訪
れ
、
粉こ

河か
わ

寺で
ら

に
止
宿
し
た
。

粉
河
寺
は
、
現
在
の
本
町
、
県
総
合
文

化
セ
ン
タ
ー
一
帯
に
あ
っ
た
広
大
な
寺
院

で
、
明
治
時
代
に
廃
寺
と
な
っ
た
。
粉
河

寺
と
い
う
と
、
ま
ず
は
和
歌
山
県
紀
の
川

市
に
所
在
す
る
粉
河
寺（
以
下
、
紀
伊
粉

河
寺
）が
思
い
浮
か
ぶ
。
紀
伊
粉
河
寺
は

西
国
三
十
三
所
観
音
第
３
番
札
所
と
し

て
、
現
在
も
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
。

7
7
0（
宝
亀
元
）年
に
大
伴
孔く

子じ

古こ

の

創
建
と
伝
え
ら
れ
る
古
刹
で
、
そ
の
由
来

を
描
い
た『
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
』は
、
平

安
時
代
後
期
の
優
れ
た
絵
巻
と
し
て
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

奇
し
く
も
、
紀
伊
粉
河
寺
は
道
興
が

門
跡
を
つ
と
め
る
聖
護
院
配
下
の
修し

ゅ
げ
ん
じ
ゃ

験
者

（
山
伏
）た
ち
が
霊
験（
神
仏
の
ふ
し
ぎ
な

力
の
現
れ
）を
え
る
た
め
に
修
行
す
る
行

ぎ
ょ
う

場ば

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
本
尊
千
手
観

音
を
勧
請
し
て
1
3
8
2
（
永
徳
2
）年

に
宇
都
宮
に
も
粉
河
寺
が
創
建
さ
れ
た
と

い
う（『
下
野
国
誌
』）。
こ
の
い
き
さ
つ
を

聞
い
て
感
激
し
た
道
興
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
和
歌
を
記
し
た
短
冊
を
粉
河
寺
の
僧

侶
に
与
え
て
い
る（『
廻
国
雑
記
』）。

　

契ち
ぎ
り
あ
れ
や
東
路
と
を
く
紀
の
国
に　

あ

ら
ぬ
こ
か
は（
粉
河
）の
寺
に
宿
れ
る（
前
世

か
ら
の
因
縁
か
、
東
国
か
ら
は
る
か
に
遠

い
紀
の
国
に
あ
る
粉
河
の
寺
に
宿
る
と
は
）

　

道
興
が
歌
に
も
詠
ん
だ
よ
う
に
、
な
ぜ

宇
都
宮
か
ら
遠
く
離
れ
た
紀
伊
粉
河
寺

が
わ
ざ
わ
ざ
勧
請
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

粉
河
寺
が
宇
都
宮
に
創
建
さ
れ
た

1
3
8
2
年
か
ら
お
よ
そ
12
年
前
、

1
3
7
0（
応
安
3
）年
の
紀
州
は
戦
雲
に

包
ま
れ
て
い
た
。
鎌
倉
幕
府
の
滅

亡
後
ま
も
な
く
に
は
じ
ま
っ
た
南

北
朝
の
内
乱
は
、
約
60
年
間
に
わ

たって
日
本
全
国
を
戦
乱
の
渦
に
巻

き
込
ん
だ
が
、
そ
の
さ
い
に
足
利
尊

氏（
1
3
0
5
～
5
8
）の
室
町
幕

府
が
擁
立
す
る
北
朝
に
対
し
、
南

朝
方
は
劣
勢
な
が
ら
も
大
和
吉

野
地
方
や
紀
州
な
ど
で
抵
抗
を
つ

づ
け
て
い
た
。

　

南
朝
方
の
盛
衰
を
描
い
た

史
書『
南な

ん
ぽ
う方
紀き

で
ん伝
』に
よ
れ
ば
、

1
3
7
0
年
に
幕
府
の
命
令

で
宇
都
宮
城
主
宇
都
宮
氏う

じ
つ
な綱

（
1
3
2
6
～
7
0
）が
紀
州

の
南
朝
方
鎮
圧
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、

南
朝
方
の
抵
抗
は
激
し
く
、
氏
綱
は
同
年

5
月
に
紀
伊
粉
河
寺
ま
で
一
時
撤
退
し
て

い
る
。
そ
の
後
、
畠
山
氏
の
援
軍
を
え
て

よ
う
や
く
南
朝
方
を
破
っ
た
も
の
の
、
7

月
5
日
に
氏
綱
は
紀
州
で
陣
没
し
た
。
の

ち
に
粉
河
寺
が
宇
都
宮
に
勧
請
さ
れ
た
こ

と
か
ら
み
て
、
氏
綱
は
紀
伊
粉
河
寺
で
没

し
た
の
だ
ろ
う
。

　

粉
河
寺
が
宇
都
宮
に
勧
請
さ
れ
た

1
3
8
2
年
は
、
ち
ょ
う
ど
氏
綱
の
13
周

忌
に
あ
た
り
、
そ
の
法
要
も
兼
ね
て
氏
綱

の
孫
満
綱
が
粉
河
寺
を
創
建
し
た
。
ふ

る
さ
と
を
遠
く
離
れ
た
異
郷
の
地
で
没

し
た
氏
綱
の
供
養
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た

粉
河
寺
は
、
壇だ

ん

越お
つ

で
あ
る
宇
都
宮
氏
が

1
5
9
7
（
慶
長
2
）年
に
滅
亡
し
た
の

ち
も
そ
の
寺
格
を
維
持
し
た
。
紀
伊
と

宇
都
宮
の
ふ
た
つ
の
粉
河
寺
の
存
在
は
、

戦
乱
の
影
響
で
各
地
の
武
将
が
全
国
規
模

で
移
動
を
繰
り
返
し
た
南
北
朝
の
内
乱
と

い
う
激
動
の
時
代
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

うつのみや
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●ビジネススケジュール●　宇都宮商工会議所カレンダー 20214月〜			 5月 卯月─皐月

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各イベントが中止となっている関係から「しもつけ歳時記」を休載とします。

広大な粉河寺境内（栃木県立博物館蔵、「下野宇津宮図」、部分）

紀伊粉河寺の本堂（国重文）と庭園（国名勝）

ふたつの粉河寺が物語る
激動の南北朝時代
宇都宮短期大学  教授  江田  郁夫

栃木県立博物館 学芸員  山本  享史


