
 　平成２７年4月バス例会
　奥出雲の歴史とロマンを訪ねて
　　　　　　　　　　　講師　田口義之会長
　　　　　　　　　　　平成２７年４月１９日実施

　　備陽史探訪の会



スケジュール
◎７時４５分　　福山駅北口発
　↓（山陽自動車道経由尾道松江道路）　　
○１０時１５分　田部家土蔵群（稲わら工房・トイレ休憩）
　↓
○１０時４５分　菅谷高殿（国重要有形文化財菅谷高殿など）
　↓
◎１２時　　　　三沢城跡（昼食・城址見学・トイレあり）
○１４時　　　　同上　発
　↓
○１４時３０分　たたら角炉伝承館（大正・昭和の砂鉄製鉄炉）
　↓（尾道松江道・山陽自動車道経由）
◎１７時３０分　福山駅北口着解散

（1）　団体で行動しますので、単独での行動は
　　 おつつしみください

（2）　スタッフの指示に従ってください

（3）　ごみは各自でお持ち帰りください

（4）　体調を崩された方はスタッフにお申し出
　　 ください
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た
た
ら
吹
き

た
た
ら
吹
き
（
た
た
ら
ぶ
き
）
と
は
、
日
本
に
古
く
か
ら
あ
る
鉄
を
得
る
手
法
で
あ

る
。
こ
れ
は
砂
鉄
か
ら
和
鋼
を
製
造
す
る
日
本
独
自
の
製
鋼
法
で
あ
る
。
単
に
「
タ

タ
ラ
」
と
書
か
れ
る
場
合
や
、「
鑪
吹
き
」、「
踏
鞴
吹
き
」、「
鈩
吹
き
」
と
も
表
記

し
て
、
英
語
で
は T

atara steel m
aking m

ethod 

と
呼
ば
れ
る
。
別
名
、「
玉

鋼
製
造
」
や
「
ケ
ラ
押
し
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

類
似
用
語
に
た
た
ら
製
鉄
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
鉄
・
和
銑
を
製
造
す
る
方
法
で

間
接
製
鋼
法
の
一
種
で
あ
る
。
た
た
ら
（
鑪
）
と
は
鞴
を
意
味
し
て
お
り
、
た
た
ら

吹
き
と
類
似
の
送
風
装
置
及
び
築
炉
で
行
う
た
め
こ
の
名
称
が
共
通
し
て
い
る
が
、

製
鋼
法
と
し
て
は
別
物
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
イ
ベ
ン
ト
等
以
外
で
た
た
ら
製
鉄
を

操
業
し
て
い
る
場
所
は
な
い
。

　
「
た
た
ら
」
は
「
高
殿
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
た
た

ら
吹
き
を
行
う
た
め
の
炉
の
あ
る
建
物
を
指
す
（「
た
か
ど
の
」
と
も
い
う
）。

製
鉄
工
程

　

粘
土
製
の
炉
の
中
に
木
炭
を
入
れ
、
点
火
後
は
鞴
（
ふ
い
ご
）
で
風
を
炉
内
に
送

り
な
が
ら
木
炭
と
砂
鉄
を
交
互
に
上
か
ら
加
え
続
け
、
炉
内
の
燃
焼
反
応
に
よ
る
高

温
と
炭
素
の
還
元
力
に
よ
り
砂
鉄
か
ら
酸
素
を
奪
う
事
で
鋼
が
作
ら
れ
る
。

　

作
業
は
焔
の
加
減
を
見
な
が
ら
村
下
（
む
ら
げ
、
た
た
ら
製
鉄
の
作
業
長
）
の
指

示
に
よ
り
木
炭
と
砂
鉄
を
交
互
に
炉
に
く
べ
て
ゆ
く
事
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
の
際
、

風
量
が
多
い
と
炉
の
温
度
が
高
く
な
り
、
少
な
い
と
温
度
が
低
く
な
っ
て
失
敗
と
な

る
為
、
村
下
は
鞴
を
踏
む
人
に
も
慎
重
に
指
示
す
る
。

炉
に
点
火
後
、
お
よ
そ1

日
が
経
過
し
て
焔
の
色
が
山
吹
色
に
な
れ
ば
中
間
結
果
と
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し
て
成
功
で
あ
る
。
こ
の
後
も
鞴
の
風
量
を
加
減
し
な
が
ら
木
炭
と
砂
鉄
を
炉
に
く

べ
て
ゆ
く
。
時
々
炉
底
に
穴
を
開
け
、
そ
こ
か
ら
溶
解
し
た
不
純
物
（
ノ
ロ
）
を
排

出
す
る
。
ケ
ラ
は
ノ
ロ
の
中
で
育
つ
た
め
、
排
出
す
る
量
は
多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ

て
も
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。

　

火
は
3
日
3
晩
程
で
下
火
と
な
り
、
高
温
で
焼
か
れ
た
炉
は
再
使
用
さ
れ
る
こ
と

無
く
壊
さ
れ
、
炉
内
の
灰
に
ま
ぎ
れ
た
金
属
塊
で
あ
る
「
ケ
ラ
」
が
得
ら
れ
る
。
ケ

ラ
は
打
ち
砕
か
れ
て
良
質
だ
が
少
量
の
「
玉
鋼
」
と
多
量
の
銑
鉄
で
あ
る
「
ず
く
」

が
最
終
的
に
得
ら
れ
る
。

ど
の
く
ら
い
製
造
で
き
る
か

　

平
安
時
代
以
降
の
炉
で
は
、作
成
か
ら
破
壊
ま
で
の1

回
の
作
業
は
「
一
代
」（
ひ

と
よ
）
と
呼
ば
れ
、
こ
の
間
に
多
量
の
木
炭
と
砂
鉄
が
投
じ
ら
れ
る
。
以
下
に
収
量

の
例
を
示
す
が
、
炉
が
大
き
く
更
に
木
炭
と
砂
鉄
を
投
入
す
れ
ば
収
量
も
増
す
は
ず

で
あ
る
。

原
料　

木
炭
：
13
ト
ン　

砂
鉄
：
13
ト
ン

製
品　

ケ
ラ
：
2.8
ト
ン　

玉
鋼
：
1
ト
ン
以
下 - 

日
本
刀
の
刃
金
に
使
わ
れ
た

ズ
ク
：
2
ト
ン
前
後 - 

「
包
丁
鉄
」
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
刀
の
心
金
、
棟
金
、
側
金

な
ど
主
成
分
と
し
て
の
用
途
の
他
に
生
活
用
品
の
作
成
に
使
わ
れ
た

衰
退
と
復
元

　

た
た
ら
吹
き
で
は
非
常
に
優
れ
た
純
度
の
鉄
が
得
ら
れ
る
が
、
ケ
ラ
の
部
位
や
作

業
時
期
に
よ
り
品
質
が
非
常
に
異
な
り
、
炭
素
量
・
純
度
が
安
定
し
た
品
質
の
鉄
鋼

が
得
に
く
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鉄
鋼
に
合
わ
せ
て
浸
炭
・
脱
炭
処
理
を
行
う
な
ど
製
品

の
作
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。

明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
旧
来
の
鋼
問
屋
か
ら
玉
鋼
を
仕
入
れ
る
よ
り
も
安
価
に

済
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
刃
物
鍛
冶
な
ど
の
職
人
な
ど
は
、
良
く
で
き
た
玉
鋼
よ
り
は

劣
る
が
安
定
し
た
品
質
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
か
ら
の
輸
入
鋼
材（
洋

鋼
）
に
切
り
替
え
る
者
が
多
か
っ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
た
た
ら
吹
き
に
よ
る
製
鋼
は
、
近
代
製
鉄
に
価
格
面

で
圧
倒
的
に
不
利
で
あ
る
た
め
壊
滅
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
製
鉄
に
よ
り

作
ら
れ
た
鋼
で
は
、
玉
鋼
と
比
し
て
質
が
悪
い
が
為
に
良
質
の
日
本
刀
を
作
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
て
い
た
日
本
刀
業
界
に
よ
り
、
た
た
ら
吹
き
に
よ
る
製
鉄
の
復
活
が

請
願
さ
れ
た
。
こ
れ
に
日
立
金
属
安
来
工
場
が
応
え
、
現
在
ま
で
少
量
で
あ
る
が
製

造
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
工
業
的
に
は
完
全
に
廃
れ
て
い
た
が
、
生
き
残
っ
て
い
た

村
下
を
見
付
け
出
し
て
た
た
ら
（
鑪
）
吹
き
を
復
元
す
る
経
緯
は
、NH

K

の
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
番
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トX

〜
挑
戦
者
た
ち
〜
で
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
復

元
に
よ
り
、
従
来
の
高
温
で
不
純
物
を
燃
や
す
よ
う
な
方
式
で
は
な
く
、
低
温
で
製

鉄
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
鉄
鉱
石
か
ら
鉄
を
抽
出
す
る
よ
う
な
形
で
純
度
の
高
い
鉄

を
得
る
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
も
得
ら
れ
た
。
高
炉
銑
の
精
錬
が
未
熟
な
明
治
〜
昭
和
中

期
ま
で
は
、
う
ま
く
作
れ
ば
純
度
の
よ
さ
か
ら
圧
倒
的
な
品
質
を
示
す
事
が
多
か
っ

た
の
で
、
こ
の
技
術
を
基
盤
と
し
た
近
代
の
特
殊
鋼
技
術
は
発
展
し
た
。
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田
部
家
（
島
根
県
飯
石
郡
吉
田
村
（
現
・
雲
南
市
））

遠
祖
は
紀
州
熊
野
庄
（
現
・
和
歌
山
県
）
田
辺
族
の
別
派
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て

い
る
。
文
治
年
中
源
頼
朝
が
備
前
、
備
中
、
備
後
に
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
職
を
置
い
た

と
き
そ
の
中
に
備
後
の
周
藤
通
資
と
い
う
武
士
が
い
た
。
田
部
氏
は
そ
の
周
藤
家

の
家
臣
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら200

年
後
、
田
部
彦
左
衛

門
と
い
う
人
物
が
鉄
山
業
を
開
い
て
定
着
し
た
と
い
う
。
田
部
家
は
こ
の
彦
左
衛

門
を
初
代
と
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
準
武
士
と
し
て
待
遇
さ
れ
政
治
的
に
は
郷
村
役
人
よ
り
は
る
か
に

上
位
に
あ
っ
た
。
田
部
家
の
黄
金
時
代
に
は
山
林
二
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
も
ち

田
地
が
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
小
作
千
戸
、
牛
馬
千
頭
、
島
根
県
飯
石
郡
は
そ
の
大
部

分
が
田
部
家
の
領
地
で
あ
る
と
い
う
名
実
と
も
に
日
本
一
の
山
林
地
主
で
あ
っ

た
。

長
右
衛
門 (23

代)

は
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
と
の
対
談
の
中
で｢
私
の
ほ
う
は

源
平
時
代
に
は
紀
州
の
田
辺
に
い
て､

田
辺
湛
増
の
一
族
だ
っ
た
よ
う
で
す
が､

室
町
の
こ
ろ
に
こ
の
出
雲
の
吉
田
に
う
つ
っ
て
き
た
の
で
す
。
私
で23
代
に
な

り
ま
す｣､

｢

出
雲
に
は
私
の
家
だ
け
じ
ゃ
な
く
こ
う
い
う
仕
事
の
家
が10

指
を

越
す
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
普
通､

“
タ
タ
ラ
モ
ン
”
と
よ
ば
れ
て
い
ま

し
て､

決
し
て
上
品
な
も
ん
じ
ゃ
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
。
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菅
谷
高
殿
と
た
た
ら
製
鉄

　

吉
田
町
で
た
た
ら
製
鉄
が
始
ま
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
時
代
か
ら
中
世
ま
で
は
「
野
だ
た
ら
」
と
い
わ
れ
る
移
動
式
の
製
鉄
法
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。　

近
世
に
入
り
吉
田
町
で
も
高
殿
を
構
え
て
操
業
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
町
内
の
あ
ち
こ
ち
で
盛
ん
に
た
た
ら
製
鉄
が
行
わ
れ
、
企
業
だ

た
ら
と
し
て
隆
盛
を
極
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　

全
国
で
唯
一
、今
に
残
る「
菅

谷
高
殿
」
は1751

年
か
ら170
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
操
業
が
続
け
ら
れ
、
大

正10

年
に
そ
の
火
が
消
え
ま
し
た
。　

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
が
た
た
ら
製
鉄
を

行
う
の
に
最
適
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。　

高
殿
式
の
製
鉄
が
始
ま
っ

て
か
ら
約300

年
、
豊
富
な
森
林
資
源
と
、
原
料
で
あ
る
砂
鉄
に
恵
ま
れ
た
吉
田

町
で
の
製
鉄
の
歴
史
の
長
さ
を
思
い
高
殿
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
先
人
達
が

私
達
に
遺
し
て
く
れ
た
歴
史
的
、
文
化
的
遺
産
の
偉
大
さ
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

山
内
（
さ
ん
な
い
）

　

た
た
ら
製
鉄
に
従
事
し
て
い
た
人
達
の
職
場
や
、
住
ん
で
い
た
地
区
を
総
称
し
て

「
山
内
」
と
言
い
ま
す
。　

た
た
ら
製
鉄
の
技
術
者
達
の
日
常
生
活
が
こ
こ
で
営
ま

れ
ま
し
た
。
当
時
の
た
た
ら
製
鉄
の
技
術
者
達
は
も
う
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

製
鉄
で
山
内
が
盛
え
た
頃
を
偲
ぶ
こ
と
の
で
き
る
町
並
み
が　

こ
こ
に
は
残
っ
て
い

ま
す
。
家
屋
は
改
築
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
住
む
人
達
の
内
側
に
は
昔

か
ら
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。　

そ
れ
と
同
時
に
吉
田
町
は
た
た
ら
製
鉄

を
伝
え
る
建
物
を
保
存
し
、
復
元
し
て
き
ま
し
た
。
静
か
な
山
内
の
中
を
ゆ
っ
く
り

歩
い
て
み
て
下
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
発
見
で
き
る
で
し
ょ
う
。
元
小
屋
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山
内
地
区
の
仕
事
か
ら
生
活
習
慣
を
含
め
て
、
事
務
所
的
役
割
を
し
て
い
た
の
が

元
小
屋
で
す
。
天
保
末
期
の
頃
の
建
物
で
す
が
、
改
造
、
補
修
を
繰
り
返
し
て
現
代

に
残
し
ま
し
た
。　

名
前
に
は
小
屋
と
い
う
文
字
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
造
り
、
間

取
り
は
昔
の
農
家
と
同
じ
で
す
。
二
階
建
て
柿
葺
き
（
こ
け
ら
ぶ
き
）
木
造
の
こ
の

建
物
に
は
四
畳
半
か
ら
十
畳
の
部
屋
が
い
く
つ
か
あ
り
、
風
呂
場
、
台
所
な
ど
当
時

の
生
活
の
現
場
が
残
っ
て
い
ま
す
。
天
保4

年
（1833

）
に
焼
け
た
記
録
が
あ
り

ま
す
か
ら
、そ
の
直
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。　

元
小
屋
の
中
を
そ
っ

と
覗
い
て
み
て
下
さ
い
。
当
時
の
生
活
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

大
銅
場

　

こ
こ
で
は
鉧
（
け
ら
）
を
割
る
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
建
物
の
中
に
は
約

200

貫
の
大
き
な
分
銅
が
吊
っ
て
あ
り
、
こ
れ
を
落
と
し
て
鉧
を
粉
砕
し
ま
し
た
。

そ
の
分
銅
を
持
ち
上
げ
る
の
が
水
車
で
す
。

金
屋
子
（
か
な
や
ご
）
化
粧
の
池

　

私
達
に
鉄
の
つ
く
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、「
金
屋
子
」
と
い
う
神
様
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。　

吉
田
町
の
菅
谷
た
た
ら
に
伝
わ
る
話
で
は
、
金
屋
子

神
は
地
上
に
下
り
る
と
き
、「
村
下
」（
む
ら
げ
）
一
人
と
「
オ
ナ
リ
」
一
人
を
つ
れ

て
下
り
た
そ
う
で
す
。
村
下
と
は
た
た
ら
製
鉄
の
技
師
長
、
オ
ナ
リ
と
は
巫
女
で
村

下
の
飯
を
た
く
女
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
菅
谷
高
殿
の
す
ぐ
裏
に
は
「
金
屋
子
化
粧
の

池
」
が
あ
り
ま
す
。
女
神
の
金
屋
子
神
は
こ
の
池
を
鏡
に
し
て
化
粧
を
さ
れ
た
そ
う

で
す
。

村
下
（
む
ら
げ
）

　

村
下
と
は
た
た
ら
製
鉄
に
お
け
る
技
師
長
の
こ
と
で
、
世
襲
で
一
子
相
伝
で
た
た

ら
の
火
が
消
え
る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
村
下
の
仕
事
ぶ
り
は
全
て
経
験
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と
勘
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
そ
の
科
学
観
・
自
然
観
は
優
秀
な
鋼
を
生
む
源
で
し
た
。

村
下
坂

　

村
下
だ
け
が
通
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
村
下
の
花
道
で
す
。
繰
業
に
入
る
日
の
朝
は

川
の
水
で
み
そ
ぎ
を
し
て
全
身
を
清
め
、
そ
し
て
身
に
ま
と
う
も
の
全
て
を
新
し
く

し
た
村
下
だ
け
が
こ
の
坂
道
を
通
っ
て
高
殿
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

山
内
生
活
伝
承
館

　

山
内
を
見
下
ろ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
山
内
生
活
伝
承
館
で
す
。
山
内
に
住
む
人

た
ち
が
残
し
て
き
た
遺
産
を
大
切
に
引
き
継
ぎ
、
公
開
し
て
い
る
館
で
す
。　

館
内

で
は
「
出
雲
炭
焼
き
日
記
」
を
ビ
デ
オ
で
上
映
し
な
が
ら
、
当
時
の
生
活
に
使
わ
れ

て
い
た
い
ろ
い
ろ
な
民
具
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
四
季
折
々
に
伝
わ
る
山
内
独
特
の

習
慣
や
生
活
を
通
し
、
た
た
ら
製
鉄
を
支
え
た
人
々
の
心
の
有
り
様
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

鐵
泉
丸

　

た
た
ら
製
鉄
が
隆
盛
だ
っ
た
頃
、こ
の
山
の
中
で
生
産
し
た
鉄
を
運
ぶ
た
め
に「
鐵

泉
丸
」
と
い
う
千
石
舟
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
松
江
、
広
島
方
面
へ
の
出
荷
は
、
陸

路
を
馬
車
か
手
車
で
庄
原
か
三
刀
屋
ま
で
運
ん
で
か
ら
川
船
を
使
い
ま
し
た
。　

大

阪
へ
出
荷
す
る
際
に
は
鉄
道
を
利
用
し
ま
し
た
が
、
鉄
道
が
開
通
す
る
ま
で
は
松
江

か
ら「
鐵
泉
丸
」を
使
い
下
関
を
経
由
し
て
大
阪
を
は
じ
め
全
国
へ
出
荷
し
ま
し
た
。

道
路
も
整
備
し
て
な
く
、
経
済
的
に
も
未
発
達
だ
っ
た
何
百
年
も
昔
に
、
こ
の
吉
田

町
か
ら
大
阪
ま
で
を
事
業
圏
内
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
現
代
こ
の
土
地
に
住
む
私
た

ち
を
奮
い
起
し
て
く
れ
ま
す
。（
鉄
の
歴
史
歴
史
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）
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三
沢
城
跡

信
濃
源
氏
の
後
裔
で
、
信
濃
国
飯
島
郷
地
頭
の
一
族
が
、
承
久3

年
（1221

年
）

の
承
久
の
乱
で
戦
功
を
あ
げ
、
出
雲
国
三
沢
庄
を
与
え
ら
れ
三
沢
氏
を
称
し
た
。
三

沢
為
長
（
為
仲
）
は
、
因
幡
国
鹿
野
を
経
て
往
来
し
、
こ
の
地
で
良
質
な
砂
鉄
を
採

取
し
て
野
タ
タ
ラ
製
鉄
、
山
野
開
拓
に
よ
り
力
を
つ
け
、
嘉
元3

年
（1305

年
）、

仁
多
郡
内
を
は
じ
め
島
根
半
島
ま
で
も
一
望
で
き
る
要
衝
の
地
・
鴨
倉
山
に
当
城
、

要
害
山
三
沢
城
を
築
城
し
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

築
城
と
同
時
に
、
為
長
は
信
濃
か
ら
当
地
に
移
り
、
以
後
、
姓
も
三
沢
と
改
め
る
。

延
元3

年
（1338

年
）、
大
原
香
折
新
宮
（
加
茂
町
屋
裏
）
の
地
頭
職
と
な
り
、
出

雲
平
野
部
進
出
の
足
が
か
り
を
得
た
。

永
正6

年
（1509

年
）、
三
沢
為
忠
の
代
に
、
横
田
の
高
鍔
山
に
藤
ヶ
瀬
城
を
築
城

し
こ
こ
に
移
っ
た
が
、
三
沢
城
に
は
城
番
を
置
い
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

天
文9

年
（1540

年
）、
こ
の
頃
、
三
沢
為
幸
は
尼
子
氏
に
従
っ
て
吉
田
郡
山
城
の

毛
利
氏
を
攻
め
る
（
吉
田
郡
山
城
の
戦
い
）。
毛
利
元
就
に
敗
れ
た
尼
子
勢
が
敗
走

す
る
中
、
三
沢
十
勇
士
を
引
き
連
れ
て
、
毛
利
本
陣
を
襲
い
、
こ
こ
で
討
死
す
る
。

永
禄
元
年
（1558

年
）、
三
沢
為
清
は
、
尼
子
晴
久
に
従
い
、
再
度
、
毛
利
攻
め
に

出
陣
、
こ
の
時
、
三
沢
城
留
守
居
役
・
布
広
氏
は
、
郎
党
を
引
き
連
れ
て
、
毛
利
本

体
に
合
流
せ
ん
と
す
る
高
野
山
城
勢
を
阿
井
福
原
で
破
っ
た
。

永
禄3

年
（1560

年
）、
三
沢
氏
は
毛
利
氏
に
降
礼
を
と
り
、
後
は
毛
利
氏
に
従
っ

て
尼
子
氏
の
高
尾
城
・
馬
木
矢
筈
城
攻
め
、永
禄9

年(1566

年)

に
尼
子
氏
の
本
城・

月
山
富
田
城
攻
め
（
尼
子
氏
、
毛
利
氏
に
降
る
）、
天
正6

年(1578

年)

に
は
織

田
信
長
の
庇
護
を
受
け
て
再
興
を
目
論
む
尼
子
勝
久
・
山
中
幸
盛
の
上
月
城
を
攻
め

（
上
月
城
の
戦
い
）、
続
い
て
天
正9

年(1581

年)

同
じ
く
羽
柴
秀
吉
に
よ
り
水
攻

め
を
受
け
る
備
中
高
松
城
救
援
な
ど
に
従
っ
た
（
備
中
高
松
城
の
戦
い
）。

し
か
し
、
天
正17

年
（1589

年
）、
三
沢
氏
の
威
勢
を
恐
れ
た
毛
利
氏
の
甘
言
に

よ
り
、
三
沢
為
虎
は
、
一
族
郎
党
と
共
に
安
芸
に
出
頭
し
、
厳
し
い
監
視
下
に
置
か

れ
、
三
沢
に
帰
城
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
ま
ま
、
長
門
国
厚
狭
郡
に1

万
石
を
与

え
ら
れ
、
毛
利
氏
家
臣
と
な
っ
た
。

こ
の
後
の
三
沢
城
の
委
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
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三
沢
氏
の
盛
衰

三
沢
氏
の
出
自

　

出
雲
国
の
国
人
領
主
三
沢
氏
の
出
自
は
、
清
和
源
氏
木
曾
義
仲
を
祖
と
す
る
木
曾

系
、
同
じ
く
清
和
源
氏
満
快
流
の
飯
島
系
と
言
わ
れ
て
い
る
。
木
曾
系
の
説
は
木
曾

義
仲
の
孫
木
曾
為
仲
を
三
沢
氏
の
祖
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
府
藩
に
仕

え
た
三
沢
家
に
伝
わ
る
史
料
で
は
、
同
じ
源
氏
で
も
、
源
満
快
の
流
れ
を
汲
ん
だ
信

濃
国
伊
那
郡
飯
島
を
本
領
と
し
た
飯
島
為
国
を
祖
と
し
て
い
る
。

三
沢
氏
の
出
雲
入
部

　

承
久
3
年
（1221

）
の
承
久
の
乱
で
戦
功
を
挙
げ
た
三
沢
為
光
は
、
出
雲
国
三

沢
荘
（
一
般
的
に
は
三
沢
は
み
さ
わ
と
称
さ
れ
る
が
、
三
沢
氏
発
祥
の
地
で
あ
る
三

沢
荘
は
み
ざ
わ
と
発
音
し
、
三
沢
氏
の
正
式
な
発
音
は
み
ざ
わ
で
あ
る
）
を
与
え
ら

れ
た
。
そ
の
後
の1302

年
に
三
沢
為
長
（
為
仲
）
が
、
因
幡
国
鹿
野
を
経
て
往
来

し
、
こ
の
地
で
良
質
な
砂
鉄
を
採
取
し
て
野
踏
鞴
製
鉄
、
山
野
開
拓
に
よ
り
力
を
つ

け
、
嘉
元
3
年
（1305

年
）、
仁
多
郡
内
を
は
じ
め
島
根
半
島
ま
で
も
一
望
で
き
る

要
衝
の
地
・
鴨
倉
山
に
当
城
、
要
害
山
三
沢
城
を
築
城
し
、
同
時
に
信
濃
か
ら
当
地

に
移
り
、以
後
、名
字
も
三
沢
と
改
め
た
。
こ
れ
が
出
雲
三
沢
氏
の
始
ま
り
で
あ
る
。

ま
た
、
木
曾
系
を
出
自
と
す
る
と
、
三
沢
為
仲
が
三
沢
に
入
っ
て
三
沢
氏
を
称
し
た

の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

室
町
戦
国
時
代
の
三
沢
氏

　

室
町
時
代
に
は
出
雲
国
を
支
配
し
て
い
た
山
名
氏
の
傘
下
に
入
り
、1391

年
に

は
出
雲
守
護
山
名
満
幸
に
従
っ
て
明
徳
の
乱
に
出
陣
。
当
主
の
三
沢
為
忠
は
討
死
し

て
い
る
。
室
町
時
代
末
期
に
は
、
新
守
護
の
京
極
氏
に
従
い
、
出
雲
国
の
有
力
国
人

と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
守
護
京
極
氏
の

所
領
を
奪
っ
た
尼
子
氏
と
は
対
立
関
係

と
な
り
、
尼
子
経
久
追
放
の
中
心
と
し

て
活
躍
し
た
。
し
か
し1488

年
に
三
沢

為
国
は
尼
子
経
久
と
戦
っ
て
敗
れ
、
そ

の
傘
下
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
経
久
三

男
の
興
久
の
率
い
る
反
尼
子
同
盟
に
加

わ
り
、
興
久
の
反
乱
に
加
担
し
た
た
め
、

1531

年
に
尼
子
経
久
に
藤
ヶ
瀬
城
が
再

度
攻
撃
を
受
け
、
三
沢
為
国
ら
は
捕
虜

と
な
る
事
態
も
起
き
た
。
こ
れ
は
当
主

の
三
沢
為
幸
の
手
引
き
に
よ
る
行
動
で
、

独
立
し
た
動
き
を
取
る
兄
と
弟
を
封
じ

込
め
る
策
で
あ
っ
た
。
三
沢
為
幸
は
そ

の
後
も
尼
子
氏
に
従
い
、1540

年
の
吉

田
郡
山
城
の
戦
い
に
出
陣
し
、
青
山
土

取
場
の
戦
い
で
討
死
を
遂
げ
て
い
る
。

　

跡
を
継
い
だ
三
沢
為
清
は
大
内
氏
に
従
属
し
た
が
、
月
山
富
田
城
の
戦
い
で
吉
川

氏
ら
と
共
に
尼
子
氏
に
寝
返
り
、
大
内
軍
敗
退
の
一
因
を
作
っ
た
。
し
か
し
三
沢
氏

の
独
立
性
は
高
く
、
尼
子
氏
の
軍
役
を
拒
否
し
て
尼
子
氏
と
の
戦
い
に
及
ん
だ
場
合

も
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
反
抗
的
な
態
度
を
取
っ
て
き
た
三
沢
氏
に
対
し
て
尼
子
晴

久
は
横
田
荘
の
三
沢
氏
領
地
や
砂
鉄
産
地
・
た
た
ら
製
鉄
場
を
取
り
上
げ
直
轄
化
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す
る
な
ど
、
経
久
に
比

べ
て
強
硬
的
な
姿
勢
で

三
沢
氏
と
統
治
し
て
い

る
。

し
か
し
、
晴
久
の
急
死

後
か
ら
既
に
三
沢
氏
も

不
穏
な
動
き
を
見
せ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
義

久
は
父
が
取
り
上
げ
た

横
田
荘
を
返
還
し
た
上

で
自
ら
の
妹
を
輿
入
れ

す
る
等
し
て
懐
柔
し
よ

う
と
し
た
。

三
沢
氏
の
出
雲
退
去

　

1561

年
、
大
内
領
で

あ
っ
た
周
防
国
・
長
門
国
を
完
全
に
制
圧
し
た
毛
利
元
就
が
出
雲
へ
の
本
格
的
な
侵

攻
を
開
始
す
る
と
、赤
穴
氏
、三
刀
屋
氏
と
と
も
に
三
沢
氏
も
毛
利
氏
に
降
伏
し
た
。

そ
の
後
の
出
雲
侵
攻
に
は
毛
利
軍
の
主
力
と
し
て
活
動
し
た
。尼
子
氏
の
滅
亡
後
に
、

山
中
幸
盛
や
尼
子
勝
久
が
尼
子
再
興
軍
と
し
て
出
雲
へ
の
侵
攻
を
図
り
、
旧
尼
子
家

臣
団
に
も
動
揺
が
走
り
、
再
興
軍
に
加
わ
る
国
人
や
豪
族
が
続
出
し
た
。
そ
の
中
で

三
沢
為
清
は
一
貫
し
て
毛
利
氏
に
従
い
、
尼
子
再
興
軍
の
撃
退
に
活
躍
し
た
。

　

為
清
死
後
の1589

年
、
息
子
の
三
沢
為
虎
は
毛
利
輝
元
に
謀
ら
れ
、
幽
閉
の
身

と
な
っ
た
。
そ
の
後
解
放
さ
れ
て
長
門
国
厚
狭
郡
古
帳
に10000

石
を
領
す
る
身

と
な
っ
た
。
こ
の
幽
閉
劇
は
、
毛
利
氏
に
よ
る
旧
尼
子
家
臣
団
へ
の
締
め
付
け
と
出

雲
国
の
支
配
強
化
が
狙
い
で
あ
り
、
三
沢
氏
同
様
、
旧
尼
子
家
臣
団
で
も
あ
っ
た
三

刀
屋
久
扶
も
追
放
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
。
三
沢
為
虎
は
そ
の
能
力
を
買
わ
れ
て

お
り
、追
放
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
三
刀
屋
氏
よ
り
は
ま
し
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

為
虎
は
翌
年
の
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
も
参
加
し
、
文
禄
・
慶
長
の
役
で
も
毛

利
軍
の
一
員
と
し
て
活
躍
し
た
。

そ
の
後
の
三
沢
氏

　

1600

年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
赤
間
関
を
守
備
。
敗
戦
の
後
、
三
沢
為
虎
は
長

府
藩
の
家
老
職
と
な
り
、
三
沢
氏
は
江
戸
時
代
を
長
府
藩
士
と
し
て
続
い
た
。

陸
奥
三
沢
氏

　

三
沢
為
虎
の
息
子
・
三
沢
為
基
が
長
府
藩
を
出
奔
し
て
、
仙
台
藩
伊
達
家
に
仕
え

た
。
為
基
の
息
子
三
沢
清
長
は
娘
・
初
子
が
藩
主
伊
達
綱
宗
の
側
室
（
伊
達
綱
村
生

母
・
綱
宗
に
は
正
室
は
い
な
か
っ
た
） 

と
な
っ
た
事
か
ら
重
臣
の
待
遇
を
受
け
た
。

伊
達
綱
村
、
伊
達
村
和
、
伊
達
宗
贇
は
、
伊
達
綱
村
と
三
沢
初
子
と
の
間
に
で
き
た

子
で
あ
る
。

　

三
沢
氏
の
血
は
亀
田
藩
岩
城
家
、
宇
和
島
藩
伊
達
家
に
も
流
れ
て
お
り
、
出
雲
三

沢
氏
の
母
系
の
子
孫
は
奥
州
で
も
繁
栄
し
た
。

因
幡
三
沢
氏

　

三
沢
為
虎
の
息
子
の
三
沢
為
朝
が
鳥
取
藩
池
田
家
に
仕
え
て
因
幡
三
沢
氏
の
祖
と

な
っ
た
。

大手門跡の石垣
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考
史
料



－12ー

以
上
、
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
「
山
内
首
藤
家
文
書
」
よ
り

以
上
　
同
　「
毛
利
家
文
書
」
よ
り



－13ー



－14ー

以
上
、「
三
沢
家
譜
」（
東
大
史
料
編
纂
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

※
特
に
記
名
が
無
い
場
合
は
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
の
各
項
目
よ
り
引
用
し
ま
し
た




