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　今
回
は
本
市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
城
跡
の
中
で
も
屈
指
の
標
高
を
誇
り
、歴
史

的
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
風
越
山
城
で
す
。郡
山
合
戦
に
登
場
し
知
名
度
は

あ
る
も
の
の
、山
奥
の
た
め
現
地
を
訪
れ
る
人
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。樹
木
や
雪
に
阻

ま
れ
な
が
ら
必
死
に
登
っ
た
こ
の
城
を
２
回
に
分
け
て
紹
介
い
た
し
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
五
回

編
集
後
記

　ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
、
毎
年
多
く

の
方
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

色
々
な
理
由
で
今
は
、
安
芸
高
田
市
を

離
れ
て
暮
ら
す
方
も
安
芸
高
田
市
の
こ

と
が
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
預
か
り
し
た

寄
附
金
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
大
切
に

し
な
い
と
い
け
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

（
森
本
）

　最
近
メ
デ
ィ
ア
で
よ
く
話
題
に
な
る

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
で
す
が
、
私
自

身
、
記
事
を
作
成
す
る
と
き
に
、
手
続

き
が
意
外
に
簡
単
と
い
う
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
多
く
の
皆
様
に
活
用
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　（
田
村
）

今
月
の
表
紙
▼

　社
会
福
祉
法
人
ち
と
せ
会

　特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
百
楽
荘
に
て
、
ふ
る
さ

と
応
援
寄
附
金
の
「
高
齢
者
が
安
心
し

て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ふ
る
さ
と
づ

く
り
事
業
」「
市
長
お
任
せ
事
業
」
に
よ

り
、平
成
22
年
に
寄
贈
し
た
車
椅
子
を
、

利
用
者
の
皆
さ
ん
に
使
っ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰

囲
気
で
写
真
に
写
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

立
地
： 

吉
田
町
と
美
土
里
町
の
町
境
に
近
く
、こ
の
辺
り

で
最
も
高
い
山
頂
部
に
あ
り
ま
す
。周
囲
の
道
と

も
隔
絶
し
た
山
深
い
場
所
に
あ
る
た
め
登
山
道
は

あ
り
ま
せ
ん
。山
頂
の
標
高
は
郡
山
よ
り
遥
か
に

高
く
、直
線
で
も
約
４
キ
ロ
離
れ
て
お
り
、郡
山
城

と
直
接
に
は
対
峙
で
き
な
い
立
地
で
す
。

歴
史
：
毛
利
元
就
側
の
記
録
に
よ
る
と
、１
５
４
０
年
９

月
４
日
、山
縣
郡
の
川
井
方
面
か
ら
侵
攻
し
た
尼

子
軍
の
多
治
比
に
着
陣
し
、以
後
４
ヶ
月
に
及
ぶ

毛
利
軍
と
の
郡
山
合
戦
が
始
ま
り
ま
す
が
、こ
の

多
治
比
の
陣
が
風
越
山
と
さ
れ
て
い
ま
す（
厳
密

に
は
こ
こ
は
多
治
比
で
は
な
い
）。同
９
月
23
日
、

尼
子
軍
が
青
山
と
光
井
山
に
陣
を
移
し
ま
す
が
、

そ
の
際
本
陣
で
あ
っ
た
風
越
山
が
毛
利
方
に
攻
撃

さ
れ
、一
部
が
焼
か
れ
ま
す
。そ
の
後
、日
付
不
明

で
す
が
風
越
表
で
戦
闘
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、風
越
山
は
陣
を
移
し
た
後
も
引
き
続
き
尼

子
軍
の
拠
点（
兵
糧
や
物
資
の
基
地
か
？
）で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。元
就
の
記
録
で
は
当
初
こ
こ

に
３
万
の
尼
子
軍
が
集
結
し
ま
し
た
が
、こ
れ
は

相
当
誇
張
さ
れ
た
数
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

備
考
：
江
戸
時
代
に
お
い
て
風
越
山
は
城
跡
と
い
う
認
識

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、古
戦
場
と
し
て
記
さ
れ
て
い

ま
す
。一
方
、同
じ
尼
子
の
陣
跡
の
青
山
や
光
井
山

は
城
跡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。尼
子
氏
と
毛
利
氏
の

大
き
な
分
岐
点
と
な
っ
た
郡
山
合
戦
の
重
要
な
遺

構
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、そ
の
城
跡
の
全
貌
が
明

ら
か
と
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
な
の
で
す
。
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風越山城位置図及び尼子軍の移動ルート 鬱蒼とした樹木に覆われた堀跡を歩く

風越山城遠望（南側大峠林道より撮影）

28


