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　今
回
は
、こ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
な
い
未
知
の
城
跡
を
２
ヶ
所
紹
介
し
ま
す
。市

も
そ
の
所
在
を
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
城
跡
で
、地
元
の
方
か
ら
の
情
報
で
初
め
て

調
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。な
お「
茶
臼
ノ
城
」に
つ
い
て
は
、地
元
で
の
呼
称
に

依
拠
し
ま
し
た
。未
確
認
の
お
城
情
報
は
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！

　
　
安
芸
高
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館

      

　
　
　
　
学
芸
員
　
秋
本
哲
治

シ
リ
ー
ズ「
お
城
拝
見
！
」 

第
五
十
一
回

編
集
後
記

「
暑
い
夏
　
爽
や
か
な
風
　
熱
い
舞
」

　
神
楽
甲
子
園
を
五
七
五
で
表
せ
ば
こ

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
高
校
生
た
ち
の

ひ
た
む
き
に
全
力
で
取
り
組
む
姿
と
、

そ
れ
を
応
援
す
る
会
場
の
観
客
の
皆
さ

ん
と
の
一
体
感
。
何
度
も
ぐ
っ
と
く
る

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
民
泊
の
様
子
も
取
材
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
心
の
こ
も
っ
た
料
理
や
、
高
校
生
た

ち
と
の
楽
し
そ
う
な
ふ
れ
あ
い
。
私
に

ま
で
「
食
べ
ん
さ
い
。
食
べ
ん
さ
い
。」

と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
だ
け

で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
後

ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
他
の
交
流
会

場
へ
出
発
し
ま
し
た
。

　
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
（
浮
田
）

　
神
楽
甲
子
園
、
暑
い
夏
の
二
日
間
。

暑
さ
と
緊
張
感
に
挑
む
高
校
生
。
こ
の

姿
に
応
援
の
拍
手
を
送
る
観
客
。
こ
れ

に
応
え
よ
う
と
す
る
高
校
生
。
み
ん
な

で
作
り
上
げ
た
大
会
で
し
た
。（

森
本
）

　
市
内
の
皆
様
は
も
ち
ろ
ん
、
市
外
で

安
芸
高
田
市
を
応
援
す
る
皆
様
に
も
市

の
旬
な
情
報
を
伝
え
る
「
広
報
あ
き
た

か
た
」
。
ふ
る
さ
と
を
少
し
で
も
近
く

に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
広
報
紙

作
り
を
頑
張
っ
て
い
き
た
い
、
と
思
い

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
（
田
村
）

今
月
の
表
紙
▼

　
成
人
式
に
出
席
し
た
新
成
人
の
皆
さ

ん
。
今
年
は
３
３
５
名
の
方
が
成
人
を

迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

立
地
：
５
０
０
ｍ
離
れ
た
両
城
は
、横
田
の
中
心
部
か
ら
中
国
道
を
越
え
た
さ
ら
に
南
側
の
山
上
に

あ
り
ま
す
。両
城
か
ら
は
約
1.5
㎞
北
に
あ
る
松
尾
城
が
よ
く
見
え
ま
す
。東
光
寺
城
は
山
麓
に

あ
っ
た
東
光
寺
に
由
来
し
ま
す
が
、江
戸
時
代
後
期
の
絵
図
で
は
既
に
廃
寺
と
な
っ
て
い
ま

す
。茶
臼
ノ
城
は
山
麓
に
溜
池
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
江
戸
後
期
か
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。

歴
史
：
大
正
期
の『
高
田
郡
誌
』に
東
光
寺
城
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
に
は
、尼
子
氏
が
毛
利
氏
を

攻
め
る
時
に
一
時
こ
こ
に
陣
を
置
い
た
と
あ
り
ま
す
。し
か
し
、天
文
19（
１
５
４
０
）年
の
郡

山
合
戦
時
に
尼
子
軍
が
横
田
に
い
た
記
録
は
な
く
、事
実
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。茶
臼
ノ
城

に
関
し
て
は
、記
録
も
地
元
伝
承
も
一
切
不
明
で
す
。横
田
地
域
は
15
世
紀
後
半
か
ら
16
世
紀

初
頭
に
か
け
て
高
橋
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
松
尾
城
が
あ
り
、後
に
毛
利
氏
の
勢
力
下
と
な
り

ま
す
が
、細
か
な
歴
史
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

城
跡
：
と
も
に
北
を
向
い
た
同
規
模
の
城
跡
で
す
。郭
Ａ
や
Ｂ
を
中
心
に
、小
さ
な
郭
を
数
段
築
き
、

南
側
の
背
後
を
切
り
落
と
し
て
堀
切
状
に
し
た
構
造
は
似
て
い
ま
す
。小
規
模
で
防
御
施
設

と
し
て
は
単
純
な
構
造
で
あ
る
た
め
、ど
ち
ら
も
少
数
の
軍
勢
が
臨
時
的
に
利
用
し
た
城
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

考
察
：
横
田
で
確
実
に
文
献
に
登
場
す
る
合
戦
は
、享
禄
３（
１
５
３
０
）年
、毛
利
元
就
と
和
智
氏
に

よ
る
松
尾
城
攻
め
で
す（
年
代
は
秋
山
伸
隆
説
）。今
回
の
両
城
は
明
ら
か
に
松
尾
城
を
向
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、篝
ヶ
城（
第
35
回
）同
様
こ
の
合
戦
の
際
の
毛
利
氏
・
和
智
氏
方
の
陣
城

や
見
張
り
の
城
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

じ
ょ
う

安
芸
高
田
歴
史
紀
行

東
光
寺
城
・
茶
臼
ノ
城

と
う

こ
う

じ

ち
ゃ

う
す

じ
ょ
う
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史
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未
指
定

　城
主
／
不
明

所
要
時
間
／
と
も
に
中
国
道
脇
か
ら
20
分

う
ね
じ
ょ
う
た
て
ぼ
り
ぐ
ん

お
　ば
ら

ま
さ
は
る

く
ら
の
じ
ょ
う

(上)東光寺城略測図
(下)茶臼ノ城略測図（作図　秋本哲治）

東光寺城・茶臼ノ城遠望（北側より撮影）

周辺位置図
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