
初
期
山
城
と
し
て
の
高
子
山
城
に
つ
い
て

一
、
在
地
支
配
の
方
形
居
館
址

の
発
展

律
令
制
が
崩
れ
、
荘
園
制

（公
地
は
国
衛
領
）
が

一
般
化
し
て
く
る
と
、
荘
園
に

お
け
る
荘
官
、
名
主
、
国
衝
領
に
お
け
る
国
司
、
田
堵
名
主
な
ど
い
ず
れ
も
徴
税
請

負
人
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
行
政
の
ル
「
ル
に
の
っ
た
政
治
よ
り
も
、
力

に
よ

っ

た
支
配
権

の
拡
大
、
深
化
を
求

め
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
、
荘
官

の
住
宅
が
役
所
を
兼

ね
生
活
と
公
務
と
生
産
活
動
が

一
体
化
し
た
館
が
次
第

に
重
装
備
を
す
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
過
程
で
、
出
現
し
て
く
る
も
の
が
方
形
居
館
址
と
称
せ
ら
れ
る

も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
長
者
屋
敷
伝
説
地
や
平
安
か
ら
鎌
倉
武
士
の
館

に
多
く
み
ら
れ
、

一
般

に
平
地
又
は
微
高
丘
陵
の
先
端
部

に
位
置
す
る
。
土
塁
や
濠

で
囲
ま
れ
百
米
か

ら
百
二
十
米
位

の
方
形
プ
ラ
ン
を
持
ち
そ
の
形
状
か
ら
土
居
と
か
堀
の
内
と
か
呼
ば

れ
た
も
の
で
あ
る
。
種
々
の
絵
巻
物
な
ど
を
見
る
と
住
宅
と
し
て
の
母
屋
の
ほ
か
に

生
活
に
必
要
な
馬
屋
、
侍
廓
、
倉
な
ど
の
付
属
室
が
あ
り
、
そ
の
館
を
め
ぐ

っ
て
佃
、

町
麟
、
正
作
、
昼

ば
な
ど
と
呼
ば
れ
る
免
田
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
方
形
館
は
中

世
を
通
じ
て
生
活
面
と
在
地
支
配
の
中
心
と
し
て
戦
国
末
期
ま
で
あ
ま
り
変
化
す
る

こ
と
な
く
存
続
し
た
。
戦
国
大
名

の
居
館
と
し
て
超
大
規
模
な
武
田
氏
の
「
邸
問
ケ

出

内

博

者5

崎
館

」
な
ど
も
出
現
す
る
。
こ
う
し
た
居
城
と
在
地
支
配

（
農
耕
作
業

の

一
部
を
含

め
て
）
を

一
体
化
さ
す
も
の
と
し
て
関
東
地
方

に
は
農
耕
水
利
と
の
関
係

で
「
谷
田

包
括
式
館

」
と
い
う
谷
間
も
し
く
は
谷
間

に
狭
ま
れ
た
丘
陵
先
端
部

に
位
置
す
る

一

類
型
を
示
す
も
の
も
あ
る
。

（西
ケ
谷
恭
弘
著
、
城
郭
）

い
ず
れ
に
し
て
も
居
館
と

役
宅
と
要
害
と
が
素
朴
な
形
で

一
体
化
し
た
も
の
が
、
規
模

の
大
小
は
別
と
し
て

一

般
的
傾
向
で
あ

っ
た
と
思
え
る
。

二
、
悪
党
、
足
軽

の
発
生
と
山
城

鎌
倉
御
家
人
に
象
徴
さ
れ
る
惣
領
制
在
地
支
配
の
形
式
は
方
形
館

や
谷
田
包
括
式

館
に
代
表
さ
れ
る
。
し
か
し
惣
領
体
制
の
矛
盾

（分
散
領
有
、
分
割
相
続
を
含
む
）

文
永

・
弘
安

の
役
を
め
ぐ
る
世
情
不
安
と
貨
幣
経
済

の
進
展
な
ど
生
産
体
制

・
経
済

構
造
の
変
化
か
ら
新
し
い
生
産
単
位
と
し
て
の
自
然
村
落

の
成
立
、
新
し
い
階
層
と

し
て
の
悪
党
の
出
現
、
新
し
い
集
団
原
理
と
し
て
の

一
揆
形
式

の
集
団
も
出
現
す
る
。

う
し
た
も
の
が
相
互
に
か
ら
み
あ

っ
て
、
既
成
の
荘
園
、
郷

・
村
の
枠
を
破

っ
て
広

域
経
済
圏
を
形
成
し
、
苅
田
狼
籍
、
押
込
み
な
ど
の
ル
ー
ル
違
反
も
行
な
い
、
歩
兵

と
し
て
足
軽
的
武
力
と
集
団
戦
法
も
出
現
し
、
そ
れ
ら
の
拠
点
と
し
て
の
山
城
が
出
現
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し
て
く
る
の
で
あ
る
。
弘
安
三
年

（
一
二
八
〇
）
伊
賀
黒
田
庄

の
住
人
清
定
以
下
が

路
次
を
ふ
さ
ぎ
城
郭
を
構
え
東
大
寺
に
抗
し
て
い
る
。
そ
の
他
嘉
元
四
年

（
一
三
〇

六
）
丹
波
宮
田
庄

の
前
公
文
職
西
ら
三
百
人
が
悪
党
化
し
城
郭
を
構
え
六
波
羅
の
遵

行
使
と
戦
う

（大
山
村
誌
）
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
元
弘
の
変

に
お
け
る
楠

正
成
の
赤
坂
、
千
早
の
城
は
有
名

で
あ
る
。
悪
党
行
為
が
城
郭
を
必
要
と
し
た
理
由

は
①

六
波
羅
か
ら
の
討
伐
軍

に
対
し
楯
籠
る
必
要
と
、　
一
揆
集
団
の
寄
処
　
②
狼
籍

行
為
に
起
因
し
た
十
三
世
紀
末
以
降

の
農
村

の
過
剰
生
産
物

の
隠
匿

の
場
所
　
③
惣

領
制
崩
壊

に
み
る
御
家
人
武
家
社
会

の
新
た
な
地
域
支
配
を
め
ざ
す
拠
点
と
し
て
の

三
点

に
し
ば
ら
れ
よ
う
。

こ
と
に
南
北
朝
争
乱
期

の
前
段
階
と
し
て
こ
の
時
期

に
わ
が
国
の
尺
度
で
い
う
城

郭

の
存
在
が
確
実

に
西
国
の
荘
園
社
会

で

一
般
化
し
た
と
い
え
よ
ヴ

（
西
ケ
谷
恭
弘

著
前
掲
書

に
よ
る
）
然
し
こ
う
し
て
本
来
は
逃
げ
の
城
と
し
て
成
立
し
た
山
城
は
そ

の
後
、
荘
宮
、
御
家
人
武
士
が
土
着

の
国
人
と
し
て
領
主
化
し
て
い
く
過
程

で
、
手

が
加
え
ら
れ
要
害
堅
固
な
も
の
に
変
質
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
中

で
ご
く
初
期
的
な

山
城
と
し
て
の
高
子
山
城

の
概
略
を
紹
介
し
よ
う
。

三
、
初
期
山
城
と
し
て
の
高
子
山
城

高
子
山
城
は
神
石
郡
油
木
町
大
字
安
田
字
河
内
谷
に
あ
り
、
西
備
名
区
に
は
高
古

山
城
宇
部
和
泉
守
と
あ
り
、
備
後
古
城
記
に
高

コ
山
宇
部
和
泉
守
と
あ
り
註
に
高
司

山
と
も
出

て
い
る
。
神
石
郡
誌
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
出

て
い
る
が
、
和
泉

守
が
貞
治
三
年

（
一
三
六
四
）

に
同
城

の
西
麓

に
永
聖
寺
を
開
基
し
て
お
り
、
そ
の

永
聖
寺

の
記
録
に
は
宇
賀
和
泉
守
以
下
三
代

の
法
名
を
伝

え
て
い
る
。
現
在
、
地
も
と

で
は
宇
賀
を
称
す
る
家
が
家
号

「
で
い
」
と
し
て
伝

っ
て
い
る
。

（
但
し

「
で
い
」

の
当
家
は
戦
後
死
滅
、
分
家
は
存
存
す
る
。
）
永
聖
寺
は
臨
済
宗
永
源
寺
派
の
中
本

山
で
あ
る
。
由
緒
に
よ
れ
ば

「
建
武
観
応
の
間
、
近
江
永
源
寺
開
山
園
応
禅
師
寂
室

元
光
大
和
尚

の
範
晦
住
庵

の
地
た
り
。
此
地

に
宇
賀
和
泉
守
城
を
築
き
て
居
り
深
く

師
に
帰
依
す
。
貞
治
元
年

（
一
三
六

一
）
二
月
十
八
日
園
応
禅
師

の
弟
子
に
し
て
法

嗣
た
る
御
庵
元
周
を
請

い
て
開
山
と
な
り
、
隣
松
山
永
聖
寺
と
号
す
…

」
と
あ
り
寂

室
が
福
山
の
永
徳
寺

（
長
勝
寺
）
を
開
基
し

二
十
五
年

の
長
き
に
亘

っ
て
国
中
を
ま

わ

っ
て
お
り
、
そ
の
間
霊
山
星
居
山

へ
登
る
た
め
安
田
に
住
し
た
こ
と
が
福
山
志
料

（巻

一
〇
）

に
出
て
い
る
。
永
聖
寺
は
城
郭
型

の
寺

で
城

の
西
南

の
境
界

に
備
え
た

も
の
と
思
え
る
。
宇
賀
三
代

の
う
ち
誰
が
建
立
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
築
城
は
こ
れ

以
前
で
あ
る
の
で

一
三
世
紀
末
か
ら

一
四
世
紀

へ
か
け
て
の
も

の
で
、
極
め
て
初
期

の
も

の
と
思
え
る
。
調
査
カ
ー
ド
に
あ
る
よ
う
に
円
郭
式

の
単
郭

で
あ
る
。

頂
上
の
第

一
郭
は
東
西
約
十
三
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
十
五
メ
ー
ト
ル
の
円
形
で
北
端

に
長
さ
十

メ
ー
ト
ル
高
さ
四
―
五
十
セ
ン
チ
の
土
塁
状

の
高
ま
り
が
あ
り
そ
の
第

一

郭
と
若
千
緩
傾
斜
を
も

っ
て
東
西
三
十

メ
ー
ト
ル
、
南
北
五
十

メ
ー
ト
ル
の
広
場
が

あ
る
が
、
表
面
は
必
ず
し
も
平
坦
で
は
な
い
第

二
郭
と
い
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
囲
ん
で
帯
郭
が
廻

っ
て
い
る
が
広

い
処
は
五
メ
ー
ト
ル
、
狭

い
処
で
ニ
メ
ー

ト
ル
と
不
規
則
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
帯
郭
と
い
う
よ
り
、
空
濠
で
あ

っ
た
可
能
性

が
高

い
よ
う
に
思
え
る
。

掻
上
け
式

の
空
濠
と
簡
単
な
土
累
状

の
上
盛
り
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
空
濠

は
薬
研
堀
よ
り
毛
抜
堀
の
可
能
性
が
強

い
よ
う
に
思
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ト
レ
ン

チ
溝
を
い
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
条
よ
り
下
に
数

メ
ー
ト
ル
の
比
高
で
東
側
に
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約
九

メ
ー
ト
ル
の
帯
状

の
郭
、
西
南
側

に
同
じ
く
約
五
メ
ー
ト
ル
の
帯
状

の
郭
が
あ

る
。
巾
が
狭

い
の
で
郭
と
い
う
よ
り
防
御
用

の
土
塁
の
崩
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
。
両
方
共
部
分
的
に
土
塁
跡
ら
し
き
盛
上
が
り
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
城
が
南

北
朝
期
に
宇
賀
氏
の
名
を
伝
え
る
の
み
で
、
そ
の
後
使
わ
れ
た
伝
承
も
な
い
の
で
こ

う
し
た
古

い
形
が
残

っ
た
も
の
と
思
え
る
。
現
地
に
残
る
古

い
地
名
か
ら
宇
賀
氏
の

村
づ
く
り
の
あ
と
を
偲
ん
で
み
よ
う
。

三
、
城
と
垣
内
と
名
田

現
在

の
安
田
は
北
流
す
る
安
田
川
の
谷
と
、
同
じ
く
北
流
す
る
阿
下
川

・
野
稲
谷

川
の
谷
の
二
つ
か
ら
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
検
地

の
時
、
安
田
村
と
西

の
谷

の
野
稲
谷
川
沿

い
の
畝
畠
村
を
合
併
し
た
も

の
で
、
中
世
は
安
田
川
及
び
そ
の
支
流

の
谷
だ
け
で
あ

っ
た
と
思
え
る
。
南
北
に
長
い
こ
の
谷
の
北
端
に
高
子
山
城
が
あ
り

城

の
北
は
大
き
な
山
を
こ
え
て
深

い
狭
谷
で
油
木

の
権
現
山
城
と
対
し
て
い
る
。
城

の
南
西
麓
に
永
聖
寺
を
配
し
そ
の
二
百
米
あ
ま
り
南

の
尾
根

（畝
畠
村

へ
の
峠
）

に

「
か
ん

ぬ
き

」
の
地
名
が
あ
る
。
か
ん
ぬ
き
の
南
山
上
に
「
ニ
ツ
御
堂
跡

」
と

い
う

地
名
が
あ
り
多
数

の
宝
医
印
塔
と
五
輪
塔
が
あ
り
永
聖
寺

の
前
身
と
伝
え
宇
賀

一
族

の
墓
と
思
え
る
。
城

の
南
麓
に

「
比
丘
尼
屋
敷

」
が
あ
り
そ
の
前

の
小
丘

の
東
端
に

「
土
居

」
が
あ
る
。
土
居
の
北
隣

に
「
井

ノ
元

」

（
現
在
い
も
う
と
と
呼
ん
で
い
る
）

と
い
う
家
号
で
宇
賀
を
姓
と
す
る
家
が
あ
る
。
南
北
約
二
粁
、
東
西
約

一
粁
の
谷
を

南
か
ら
、
上
垣
内
、
中
垣
内
、
下
垣
内

の
三
区
に
分
け
て
支
配
し
て
い
た
。
川
が
北

流
し
て
い
る
か
ら
南
を
上
と

い
っ
て
い
る
。
垣
内
は
元
来
は
田
畑
並
び
に
附
属
林
野

を
垣

で
囲
む
こ
と
を
意
味
し
た
古

い
語

で
あ
る
。
垣
で
囲
む
と
い
っ
て
も
、
実
際
は

樹
木
を
利
用
し
四
囲
を
定
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
第
に
垣
内
は
田
堵
、
名
主
の
経

営
地
な
ど
特
別
な
地

の
名
称
と
な
り
更
に
領
域
の
拡
大
、
新
開
な
ど
に
よ

っ
て
重
要

地

に

一
族
な
ど
を
配
し
て
管
理
さ
せ
る
家
や
、
や
が
て
そ
の
管
理
区
域
を
示
す
村

の

中

の
集
落
を
も
示
す
語

へ
と
発
展
し
、
近
世
で
は
分
村
を
指
す
場
合
も
あ
る
。

こ
の

内
が
訛

っ
て

「
が
あ
ら

」
と
な
り
文
字
は
川
内

。
河
内

・
開
地
　
Ｏ
Ｏ
が
市

」
な

ど
な
ど
と
し
て
現
在

に
伝
わ

っ
て
い
る
。
勿
論
現
在

の
す

べ
て
の
「
が
あ
ら

」
が
中

世
の
も
の
で
は
な
く

一
軒
の

「
が
あ
ち

」
が
あ
る
と
そ
れ
を
も
と
に
上

。
下
と
か
東

西
と
か
を
冠
し
て
新
設
さ
れ
た
屋
号
も
多

い
と
思
え
る
。
安
田
の
現
在

の
行
政
区
で

上
区
と
い
わ
れ
る
処

の
大
部
分
の
土
地
台
帳
上

の
地
名
は
上
河
内

に
な

っ
て
お
り
、

上
河
内
屋
敷
跡
と
伝
え
る
処
も
残

っ
て
い
る
。
現
在

の
中
区
は
村

の
中
心
で
学
校

や

鎮
守
も
あ
る
地
域

で
あ
る
が
、
こ
の
地
区
の
上
地
台
帳
上
の
小
字
名
は
時
正
谷
で
あ

る
。　
一
時
代
古

い
名
田
名
が
そ
の
ま

ゝ
残

っ
て
い
る
。
中
河
内
と
い
う
家
も
明
治
ま

で
は
あ
り
、
そ
の

一
族
が

「
中
上

」
の
家
号
で
住
ん
で
い
た
が
今
は
絶
え
て
い
る
。

そ
の
屋
敷
、
墓
も
荒
地
と
し
て
残

っ
て
い
る

（中
河
内
は
筆
者
の
曽
祖
母
の
出
所
、

幼
時
は
よ
く
訪
れ
た
）

こ
の
時
正
谷
に
は
旧
道
に
沿
う
て
一房
元
、
一房
宗
、
頼
元

（或

い
は
米
元
）
な
ど
人
名

の
家
号
を
も

つ
旧
い
家
が
現
存
し
て
い
る
。
古

い
道
は
川
沿

い
と
西
の
谷

（
日
南
）
を
上

っ
て
畝
畠

へ
越
し
て
お
り
そ
の
途
中
に
横
穴
式
石
室
を

も

つ
古
墳
が
あ
り
附
近
を

「
塚
風
呂

」
と
呼
ん
で
い
る
。
附
近
に

「
塚
迫

」
「
塚
元

」

と
い
う
家
号

の
家
が
あ
る
。
然
し
古
墳
は
以
外

に
少
な
く
こ
の
二
粁
の
谷
に
二

つ
し

か
判
明
し
て
い
な
い

（
二
つ
は
破
懐
）
ｃ
城

の
東
麓
に
下
河
内
と
い
う
屋
号
は
あ
る

が
、
城
や
寺

の
あ
る
下
区
は
土
地

台

帳

上

の
字
名

は
殿
河
内
又
は
河
内
谷
に
な

っ

て
い
る
処
が
多

い
。
城
の
東
南

の
台
地
上
の
小
集
落
を
野
呂
河
内
と
呼
ん
で
い
る
が
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こ
れ
は
台
帳
上
の
地
名
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
鎮
守
は
亀
山
八
幡
と
呼
ん
で
保
元
年

間

の
勧
請
を
伝
え
て
い
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
宮
山
は
安
田
川
、
鍋
谷
川

の
合
流
地
点
に
あ
る
独
立
丘
で
三
方

の
谷
を
見
渡
せ
る
要
害

の
地

で
、
高

い
石
垣
を

も

つ
城
郭
形
式
の
社

で
あ
る
。
鍋
谷
川
沿

い
の
谷
に
は
家
は
な
い
が
、
最
奥
部
に
、
か

じ
や
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
日
の
湧
水
に
金
そ

の
錆
色
が
浮
ん
だ
り
、
附
近
の
山

か
ら
か
な
く
そ
な
ど
出
る
の
で
採
鉄
の
谷

で
あ

っ
た
と
思
え
る
。
そ
の
谷
の
入
口
に

八
幡
社
を
配
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
谷
に
「
い
ば

の
坪

」
「
鍋
谷
住
還

」
の

地
名
を
伝
え
る

（検
地
帳
）
も
現
地
は
不
明
で
あ
る
。
下
河
内
か
ら
谷
を
距
て
、
北

河
内

の
名
も
伝

っ
て
い
る
。
城
山

の
北
方

の
谷
、
権
現
山
に
対
崎
す
る
中
山
谷
に

「
城
殿

」

・
「
行
司

」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
川
沿

い
に
北
か
ら
入
る
勢
力
に
対
す

る
防
御
施
設
が
し
の
ば
れ
る
。
中
山
谷
に
は
戦
後
ま
で
二
軒

の
家
が
あ

っ
た
が
電
灯

の
な
い
生
活
を
し
て
い
た
山
の
深

い
谷
な
の
で
木
地
師

の
里
で
あ

っ
た
の
か
、

「
キ

ジ
畑

」
の
地
名
を
残
し
て
い
る
。
上
河
内
地
区
で
南
西
に
あ
る
与
那
志
と
い
う
谷
か

ら
北
東
流
し
て
安
田
川
に
合
流
す
る
川
沿

い
に
「
ふ
き
や

」
と
か

「
か
じ
や
床

」
な

ど
採
鉄
を
し
の
ば
す
地
名
も
あ
る
。
中
区

（時
正
地
区
　
中
河
内
地
区
）

で
東
か
ら

流
入
す
る
戸
谷
川
の
合
流
点
に

「
太
鼓

の
丸

」
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
こ
れ
は
長
い

南
北

の
谷
の
丁
度
中
間
な
の
で
ふ
さ
わ
し
い
地
名
と
思
え
る
。

南
北

に
長
い
谷
の
北
端

に
城
を
築

い
て
い
る
と
い
う
占
地
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い

中
河
内
地
区
に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
の
山
は
多

い
よ
う
に
思
え
る
が
、
霊
山
星
居
山

へ

の
道
を
考
え
る
と
現
在

の
永
聖
寺

の
谷
が

一
番
便
利
で
あ
る
。
案
外
そ
ん
な
処

に
根

拠
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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