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　自
然
の
山
の
中
に
あ
る
城
跡
で
は
様
々
な
動
物
や
虫
に
遭
遇
し
ま
す
。今
回
は
城

跡
へ
の
道
中
で
カ
ラ
ス
の
大
群
に
遭
遇
し
、さ
ら
に
城
内
で
は
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
と

鉢
合
わ
せ
ま
し
た
。秋
か
ら
冬
は
城
歩
き
に
は
最
適
で
す
が
、山
中
は
危
険
が
い
っ
ぱ

い
で
す
。装
備
や
服
装
な
ど
準
備
は
念
入
り
に
し
て
登
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
安
芸
高
田
市
歴
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民
俗
博
物
館

      

　
　
　
　
学
芸
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秋
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哲
治

シ
リ
ー
ズ「
お
城
拝
見
！
」 

第
五
十
四
回

編
集
後
記

　
紅
葉
の
季
節
、
車
で
走
っ
て
い
て
も

山
々
は
赤
や
黄
色
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
。

市
内
に
も
紅
葉
の
名
所
が
い
く
つ
か
あ

り
、
甲
田
の
唯
称
庵
跡
は
特
に
有
名
で

多
く
の
方
が
訪
れ
ま
す
。

　
吉
田
で
は
郡
山
公
園
が
綺
麗
で
す
。

観
光
客
も
多
く
な
い
の
で
ゆ
っ
く
り
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
く
晴
れ
た
昼

頃
、
林
の
中
の
歩
道
に
入
り
、
太
陽
の

方
を
見
る
と
、
紅
葉
と
太
陽
が
重
な
り

光
輝
く
よ
う
な
紅
葉
を
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
森
本
）

　
今
月
号
は
吉
田
高
校
と
向
原
高
校
の

生
徒
の
皆
さ
ん
に
表
紙
を
飾
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
自
分
は
ま
だ
ま
だ
若
い

と
思
っ
て
い
て
も
、
高
校
生
を
見
る
と
、

そ
の
元
気
さ
に
い
つ
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。

快
く
取
材
を
受
け
て
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
（
田
村
）

今
月
の
表
紙
▼

　
「
安
芸
高
田
市
の
ど
こ
が
好
き
？
ど

う
し
た
い
？
ど
う
な
っ
て
ほ
し
い
？
」

と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
吉
田
高

校
、
向
原
高
校
各
４
名
の
生
徒
が
自
分

な
り
に
考
え
た
答
え
を
紙
に
書
い
て
く

れ
ま
し
た
。

立
地
： 

高
宮
町
来
女
木
と
美
土
里
町
北
の
境
界
近
く
、蛾
々
羅
尾
山
北
東
の
尾
根
上
に
築
か
れ
て
い
ま
す
。

集
落
の
背
後
の
山
上
に
あ
り
、城
跡
か
ら
は
北
と
東
方
向
が
良
く
見
渡
せ
ま
す
。

歴
史
： 

江
戸
前
期
の「
高
田
郡
村
々
覚
書
」に「
か
か
ら
お
城
山
」と
あ
り
、以
後
、江
戸
時
代
の
主
な
地
誌
類

や
絵
図
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。城
主
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
が
、大
正
期
の「
高
田
郡
誌
」に

は「
岩
崎
久
郎
右
衛
門
通
修
」の
居
城
と
あ
り
ま
す
。来
女
木
は
古
代
の「
訓
覔
郷
」が
そ
の
地
名
の
由

来
で
、戦
国
期
に
は「
く
る
め
木
」と
記
さ
れ
、史
料
上
か
ら
永
享
４（
１
５
３
１
）年
に
は
毛
利
元
就

の
支
配
下
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
以
前
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

城
跡
： 

現
在
は
樹
木
に
覆
わ
れ
荒
れ
て
い
ま
す
が
、山
城
と
し
て
の
要
素
が
凝
縮
さ
れ
た
非
常
に
見
所
の
多

い
城
跡
で
す
。規
模
は
周
辺
の
城
跡
と
比
べ
て
も
標
準
的
で
、郭
Ａ
を
中
心
と
し
て
南
に
郭
Ｂ
、東
に

郭
Ｃ
を
配
置
し
全
体
と
し
て
は
東
南
方
向
を
向
い
て
い
ま
す
。Ａ
と
Ｂ
の
外
縁
に
は
土
塁
が
巡
り
、

ま
た
、城
の
周
囲
に
は
確
認
で
き
た
だ
け
で
６
本
も
の
堀
切
が
残
り
ま
す
。さ
ら
に
、Ａ
と
Ｃ
の
斜
面

に
は
一
部
に
比
較
的
大
き
な
石
で
積
ま
れ
た
石
垣
が
あ
り
ま
す
。

考
察
： 

規
模
に
対
し
て
過
剰
と
も
い
え
る
堀
切
、そ
し
て
土
塁
が
入
念
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、軍

事
的
緊
張
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。ま
た
、戦
国
時
代
の
城
で
は
稀
な
石
垣
も
築
か
れ
て
お
り
、こ

の
集
落
の
有
力
者
の
城
に
は
見
え
ま
せ
ん
。ま
た
こ
の
城
の
背
後（
北
及
び
西
側
＝
現
美
土
里
町
域
）

は
高
橋
氏
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
こ
と
や
、近
隣
の
高
橋
方
の
城
と
軍
事
性
の
高
い
構
造
が
似
て
い
る

こ
と
か
ら
、毛
利
氏
の
支
配
前
に
高
橋
氏
に
関
係
し
た
城
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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Ｃの石垣（南側より撮影）

俄々羅尾城遠望（南側より撮影） 周辺位置図

く
る
べ
き

俄々羅尾城略測図（作図　秋本哲治）
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