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　戦
国
時
代
で
は
屋
敷（
館
）跡
も
広
い
意
味
で
の
城
跡
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。今
回
は
寺
内
に
あ
っ
た
屋
敷
跡
で
す
が
、歴
史
的
に
重
要
な
場
所
で
も
あ
り
紹
介

い
た
し
ま
す
。県
道
か
ら「
尼
子
三
兄
弟
ゆ
か
り
の
墓
」の
案
内
板
に
沿
っ
て
進
む
と

容
易
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

　
　
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
二
回

編
集
後
記

　８
月
の
豪
雨
に
よ
り
、
我
が
家
で
は

数
年
前
に
続
き
２
回
目
の
床
下
浸
水
を

経
験
し
ま
し
た
。

　後
片
付
け
が
た
い
へ
ん
で
し
た
が
、

手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
多
く
の
身
内
の

方
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　（
浮
田
）

　毎
年
、
他
の
ま
ち
の
議
員
さ
ん
ら
が

視
察
に
や
っ
て
く
る
お
太
助
ワ
ゴ
ン
。

皆
さ
ん
感
心
さ
れ
て
帰
ら
れ
ま
す
。
多

く
の
方
の
協
力
の
お
か
げ
で
運
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
森
本
）

　利
用
者
、
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
協
力

に
よ
り
、
順
調
に
運
行
し
て
い
る
お
太

助
ワ
ゴ
ン
。
多
く
の
人
の
助
け
合
い
の

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
乗
り

物
に
、
「
お
太
助
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン

グ
は
、
と
て
も
合
っ
て
い
る
な
と
感
じ

ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　（
田
村
）

今
月
の
表
紙
▼

　お
太
助
ワ
ゴ
ン
で
プ
ー
ル
に
向
か
う

米
田
く
ん
と
松
野
く
ん
。
元
気
い
っ
ぱ

い
の
二
人
が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

立
地
： 

住
宅
地
に
程
近
い
低
い
尾
根
上
に
あ
り
ま
す
。屋
敷
の
す
ぐ
南
に
は
当
時
か
ら
広
島
方
面
へ
繋
が

る
道
が
通
り
、三
篠
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
は
内
藤
氏
の
田
屋
城
が
望
め
ま
す
。本
来
の
円
明
寺
は
、

こ
こ
か
ら
１
０
０
ｍ
ほ
ど
高
い
山
中
に
あ
り
、古
代
の
瓦
や
礎
石
が
残
り
ま
す
。文
献
に
よ
っ
て

は「
延
命
寺
」「
円
命
寺
」と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
： 

永
禄
９（
１
５
６
６
）年
11
月
、出
雲
尼
子
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
月
山
富
田
城
が
開
城
し
、城
主

尼
子
義
久
・
倫
久
・
秀
久
の
三
兄
弟
が
毛
利
氏
へ
捕
え
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、
12
月
14
日
に
円

明
寺
に
護
送
さ
れ
、幽
閉
さ
れ
ま
し
た
。監
視
役
を
任
さ
れ
た
の
が
長
田
の
領
主
内
藤
元
泰
で
、昼

夜
問
わ
ず
厳
重
で
丁
重
な
監
護
を
続
け
ま
し
た
。幽
閉
は
23
年
間
に
も
及
び
、そ
の
後
三
兄
弟
は

志
路（
白
木
町
）に
移
り
住
み
、毛
利
家
臣
と
な
り
ま
す
。江
戸
時
代
に
は
毛
利
氏
に
従
い
長
門
へ

移
り
、佐
々
木
と
姓
を
変
え
存
続
し
ま
し
た
。

城
跡
： 

郭
Ａ
の
北
側
と
西
側
に
削
り
残
し
た
土
塁
が
残
り
、部
分
的
に
石
積
も
見
ら
れ
ま
す
。ま
た
井
戸

跡
も
残
り
、生
活
の
痕
跡
が
う
か
が
え
ま
す
。背
後
に
は
明
治
時
代
に
整
備
さ
れ
た
、尼
子
家
臣
の

も
の
と
さ
れ
る
墓
が
残
り
ま
す
。

考
察
：『
萩
藩
閥
閲
録
』に
、
11
月
18
日
付（
永
禄
９
年
か
？
）で
、毛
利
輝
元
が
内
藤
元
泰
に
円
明
寺
の
普

請
を
命
じ
た
文
書
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
が
古
代
以
来
の
円
明
寺
と
は
別
に
、三
兄
弟
の
幽
閉
地
と

し
て
寺
内
に
作
ら
せ
た
こ
の
屋
敷
と
推
測
さ
れ
ま
す
。た
だ
、三
兄
弟
と
従
者
約
20
人
に
加
え
、監

視
す
る
内
藤
氏
の
詰
所
も
含
む
宿
所
と
し
て
は
狭
い
気
も
し
ま
す
。と
な
る
と
、こ
の
尾
根
上
一

帯
が
円
明
寺
境
内
で
、そ
こ
で
複
数
箇
所
に
分
か
れ
て
幽
閉
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
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じ

や
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き

《
向
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》

【 

登
城
ガ
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】

標
高
／
２
２
０
ｍ
、比
高
／
60
ｍ

史
跡
指
定
／
市
指
定（
墓
の
み
）

城
主
／
不
明

所
要
時
間
／
東
側
入
口
か
ら
１
分

う
ね
じ
ょ
う
た
て
ぼ
り
ぐ
ん

お
　ば
ら

と
も
ひ
さ

ま
さ
は
る

く
ら
の
じ
ょ
う

井戸跡と土塁（Ａより撮影）

円明寺屋敷遠望（北側より撮影） 周辺位置図

円明寺屋敷略測図（作図　秋本哲治）
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