
高崎山城と柿原宮
夏(ｚ)歴E史.探訪会

　
今
年
は
だ
ら
だ
ら
し
た
長
梅
雨
で
、
正
式
な
梅
雨
明
け
宣
言
も

聞
か
れ
な
い
ま
ま
、
い
つ
の
ま
に
か
秋
風
を
感
じ
る
よ
う
な
、
夏

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
夏
の
歴
史
探
訪
会
も
延
び
の
び
に
な
り

盆
が
明
け
て
、
や
っ
と
八
月
二
十
三
日
に
催
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
バ
ス
の
使
の
な
い
、
徒
歩
で
は
ち
ょ
っ
と
道
す
ぎ
る
銭
瓶
峠
の

集
合
地
だ
っ
た
が
、
さ
い
わ
い
晴
天
に
恵
ま
れ
て
、
女
性
七
人
を

含
む
三
十
一
人
も
参
加
者
が
あ
り
、
皆
さ
ん
が
敲
く
カ
ン
カ
ン
石

の
音
も
ひ
と
き
わ
快
く
聞
こ
え
た
。

　
東
京
か
ら
は
る
ば
る
参
加
さ
れ
た
吉
弘
尚
正
氏
も
一
緒
に
記
念

撮
影
し
て
、
乗
用
車
二
十
台
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
で
、
昔
の
「
城
ノ

腰
道
」
の
側
に
あ
る
登
山
口
駐
車
場
に
移
勤
し
た
。

　
下
見
の
時
に
悩
ま
さ
れ
た
ブ
ト
も
少
な
く
、
予
定
ど
お
り
十
時

す
ぎ
に
一
列
に
な
っ
て
登
山
を
開
始
し
た
。

　
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
か
な
り
切
り
立
っ
て
見
え
る
が
、
大
分
市

が
登
山
道
を
整
備
し
た
の
で
緩
や
か
な
坂
道
を
、
た
い
し
た
汗
も

か
か
ず
に
登
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
日
ご
ろ
見
な
れ
た
高
崎
山
も
、
道
す
が
ら
竪
堀
の
跡
を
通
る
こ

ろ
か
ら
、
し
だ
い
に
山
城
ら
し
い
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
途
中
の

説
明
夜
の
前
で
矢
島
さ
ん
の
説
明
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
城
郭
の
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実
感
が
わ
い
て
き
た
。
稜
線
を
歩
い
て
大
手
口
跡
に
出
る
と
、
道

の
右
手
に
か
す
か
に
残
る
郭
の
跡
が
続
く
。
や
が
て
や
や
開
け
た

藪
の
中
の
頂
上
に
着
い
た
。
一
時
間
も
か
か
ら
な
か
っ
た
。

　
頂
上
と
は
い
え
期
待
し
て
い
た
眺
望
は
き
か
ず
、
六
月
に
三
重

野
誠
先
生
の
講
演
に
あ
つ
た
「
山
城
は
裸
山
に
し
た
」
と
い
う
お

話
を
改
め
て
思
い
出
し
た
。

　
し
ば
ら
く
散
策
し
て
下
山
に
か
か
っ
た
が
、
登
山
口
の
駐
車
場

に
は
十
五
分
足
ら
ず
。

登
山
口
駐
車
場
か
ら

杵
原
宿
ま
で
は
、
む

か
し
浜
脇
付
と
府
内

城
下
を
結
ん
だ
「
城

ノ
腰
道
」
を
通
っ
て

ハ
幡
神
社
へ
移
勤
し

た
。

　
帰
っ
て
一
服
し
た

ら
豪
雨
が
き
た
。
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高崎山城の位置と大手への道
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高
崎
山
城

　
高
崎
山
は
ト
ロ
イ
デ
型
の
火
山
で
あ
る
か
ら
、
途
中
に
平
坦
部

が
な
く
、
標
高
六
二
八
な
の
山
頂
に
達
す
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
が
山
城
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、

ま
た
、
周
囲
へ
の
見
通
し
が
よ
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
高
崎
山
は
「
四
極
山
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
四
方
を
見

極
め
る
こ
と
が
で
き
る
山
容
で
あ
る
。

山
城
の
遺
構

　
城
の
腰
か
ら
少
し
先
へ
行
き
、
「
府
中
よ
り
二
里
」
の
道
標
構

の
林
を
登
る
と
途
中
、
姥
ケ
水
を
通
っ
て
山
頂
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
途
中
ジ
グ
ザ
グ
道
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
、
左
右
か

ら
立
石
が
迫
っ
た
狭
い
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
が
城
の
正
面
目
に
な
っ

て
い
る
。
城
の
出
入
口
を
ふ
つ
う
虎
口
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
坂
道
が
そ
の
ま
ま
場
内
に
達
す
る
単
純
な
形
式
の
虎
口
と
な

り
、
左
側
の
石
の
並
び
か
ら
矢
倉
を
構
え
て
い
た
よ
う
す
が
わ
か

る
。

　
虎
口
脇
か
ら
山
頂
に
向
か
う
と
両
側
に
土
塁
が
延
々
と
つ
な
が

り
、
一
方
は
谷
と
な
り
、
右
手
に
段
々
畑
の
よ
う
に
整
地
し
た
平

用
地
が
連
続
し
、
し
だ
い
に
通
路
よ
り
高
く
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の

人
工
的
に
造
成
し
た
平
坦
部
分
の
集
ま
り
が
中
世
の
城
の
本
体
で

あ
り
郭
（
曲
輪
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
尾
根
筋
に
十
数
段
が
認

め
ら
れ
る
。

　
頂
上
に
連
す
る
手
前
に
尾
根
を
横
切
る
よ
う
に
し
て
走
る
摺
切

り
が
あ
る
。
城
内
に
侵
入
し
た
攻
め
手
の
こ
れ
以
上
の
前
進
を
阻

む
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
簡
単
な
土
橋
が
架
け
ら
れ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
堀
切
を
渡
る
と
北
側
か
ら
斜
面
が
せ
り
出
し
、
通
路
を

し
だ
い
に
す
ぼ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
敵
を
溜
め
て
お
い
て

斜
面
の
上
方
か
ら
矢
を
射
か
け
る
た
め
に
地
形
を
整
え
た
も
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
十
数
似
進
む
と
高
崎
山
の
頂
上
に
到
る
が
、
平
坦
な

山
頂
部
が
主
郭
（
本
丸
）
で
あ
る
。
主
郭
は
周
囲
に
五
角
形
に
近

い
形
に
土
塁
を
め
ぐ
ら
し
て
お
り
、
東
南
の
辺
と
北
東
の
辺
に
そ

れ
ぞ
れ
開
口
部
分
が
あ
る
。
東
南
側
が
正
面
虎
口
に
な
る
が
、
土

塁
の
線
は
極
め
て
整
っ
て
お
り
特
に
正
面
か
ら
左
側
（
西
南
部
）

に
回
り
込
む
と
土
塁
の
高
さ
は
い
っ
そ
う
増
し
て
、
裾
の
と
こ
ろ

か
ら
は
空
楯
状
の
窪
地
が
後
方
に
か
け
て
巡
り
、
摺
り
上
げ
た
土

を
外
周
土
塁
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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高崎山城の復原想定図

　
土
塁
に
囲
ま
れ
た
主
郭
の
内
方
は
ほ
ぼ
平
坦
面
で
奥
の
方
に
土

壇
状
の
高
ま
り
と
、
右
手
土
塁
の
東
北
隅
に
狼
煙
台
と
い
わ
れ
る

石
組
の
井
戸
の
形
を
し
た
遺
構
、
そ
れ
と
長
径
が
十
二
似
ほ
ど
の

楕
円
形
の
窪
が
あ
る
。
主
郭
内
に
は
城
主
が
と
ど
ま
る
館
や
付
属

の
施
設
が
多
数
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
地
表
か
ら
の
観
察
の
み

で
は
十
分
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　
土
塁
の
切
れ
目
を
通
り
、
北
に
行
く
と
遺
は
急
下
降
と
な
り
、

五
〇
似
ほ
ど
で
狭
い
平
現
地
に
出
る
。
こ
の
前
方
は
崖
と
な
り
、

対
岸
に
は
岩
の
露
頭
が
屏
風
の
よ
う
に
立
っ
て
お
り
、
し
か
も
尾

振
幅
が
極
め
て
狭
く
な
っ
て
い
る
。
自
然
地
形
を
利
用
し
た
城
の

北
端
で
あ
る
。
大
手
虎
口
か
ら
こ
こ
ま
で
は
約
四
五
〇
似
の
長
さ

が
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
大
手
虎
口
に
戻
っ
て
城
の
南
半
部
分
を
見
る
と
、
や

は
り
虎
口
右
手
に
も
台
状
に
整
形
し
た
郭
が
あ
り
、
こ
の
先
端
部

分
を
横
切
っ
て
割
石
を
積
み
上
げ
た
石
塁
が
南
縁
沿
い
の
通
路
か

ら
は
じ
ま
り
、
北
斜
面
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
石
塁
は
城
内
側
か

ら
は
約
一
似
程
度
で
目
立
た
な
い
が
、
南
側
か
ら
堅
固
な
防
塁
と

な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
中
央
に
木
戸
を
開
く
が
、
通
路
の
片
側
が
城

内
方
向
に
折
れ
込
ん
で
い
る
い
わ
ゆ
る
喰
違
い
虎
口
の
形
状
が
う

一138一



か
が
え
る
。
な
お
、
石
塁
の
北
半
は
北
側
斜
面
を
下
る
が
、
こ
の

部
分
に
は
空
堀
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
石
塁
が
高
崎
山
城
の
南
東
側
を
仕
切
る
施
設
で
あ
る
。
し

か
し
、
な
お
石
塁
の
外
側
に
も
さ
き
に
み
た
台
状
を
呈
し
た
地
形

が
続
い
て
い
る
。
し
か
も
二
手
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
方
は
南
に

あ
る
建
設
省
の
反
射
板
の
方
に
延
び
て
お
り
、
も
う
一
つ
は
北
東

側
に
数
段
下
降
し
な
が
ら
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
石
塁
を
守
備

点
と
す
る
が
、
攻
勢
に
あ
る
と
き
は
こ
こ
を
陣
と
し
て
用
い
、
劣

勢
に
な
る
場
合
に
は
放
棄
し
て
石
塁
内
に
こ
も
る
と
い
う
城
の
延

長
部
分
で
あ
り
主
郭
近
く
に
あ
る
も
の
を
「
捨
郭
」
、
主
郭
か
ら

離
れ
て
い
る
も
の
を
「
出
郭
」
と
称
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ

の
出
郭
ま
で
を
含
め
る
と
城
の
全
長
は
六
〇
〇
似
に
も
及
ぶ
こ
と

に
な
る
。
高
崎
山
城
は
極
め
て
大
き
な
部
類
に
入
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
。

高
崎
山
城
の
攻
防

一
、
高
崎
山
が
記
録
に
み
え
る
の
は
、
佳
久
四
年
（
一
一
九
三
）

　
と
も
、
同
七
年
と
も
い
わ
れ
る
大
友
初
代
能
直
の
豊
後
入
国
に

　
当
っ
て
、
大
野
郡
阿
南
郷
の
豊
後
武
士
阿
南
惟
家
が
高
崎
山
に

こ
も
っ
て
阻
止
し
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
裏
付

け
史
料
は
な
く
、
能
直
の
豊
後
入
国
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
現

時
点
で
の
学
界
で
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
野
九

　
や
す
も
と
　
あ
さ
じ
　
じ
ん
か
く
じ

郎
泰
基
が
朝
地
町
神
角
寺
に
こ
も
っ
て
鎌
倉
勢
と
対
決
し
た
事

実
か
ら
す
れ
ば
能
直
入
国
阻
止
で
は
な
い
に
し
て
も
、
高
崎
山

で
の
阻
止
行
動
は
あ
っ
た
と
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

高
崎
山
が
城
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
な

る
の
は
南
北
朝
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
北
朝
に
組
し

た
ハ
代
氏
時
の
代
か
ら
で
あ
る
。

二
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
十
月
、
南
朝
軍
が
豊
後
侵
入
し
た

　
と
き
、
氏
時
は
上
野
丘
で
迎
え
撃
っ
た
が
、
懐
良
親
王
の
率
い

　
る
南
朝
軍
に
敗
れ
て
降
伏
し
た
。
こ
の
時
は
、
ま
だ
堅
城
高
崎

　
山
城
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
三
年
後
の
廻
文
三
年
（
一
三
五
八
）
、
北
朝
方
と
し
て
行
動

　
を
あ
か
ら
さ
ま
に
取
る
よ
う
に
な
っ
た
氏
時
に
対
し
て
、
懐
良

　
親
王
が
再
び
狭
間
を
襲
い
、
高
崎
山
城
に
迫
っ
た
。
両
軍
は
高
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崎
山
の
西
麓
赤
松
で
対
戦
す
る
が
、
敗
色
濃
い
南
朝
軍
は
玖
珠

郡
八
丁
辻
を
経
て
退
却
し
た
。
こ
の
時
点
で
初
め
て
大
友
軍
が

高
崎
山
城
に
入
城
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

四
、
鎮
西
管
領
斯
波
氏
経
が
、
北
朝
軍
の
拠
点
に
な
っ
た
高
崎
山

　
城
に
入
っ
て
北
朝
軍
の
指
揮
を
執
っ
た
。
貞
治
元
年
（
一
三
六

　
二
）
大
友
氏
時
は
、
二
万
余
騎
を
も
っ
て
、
南
朝
軍
と
筑
前
長

　
原
（
粕
屋
町
）
で
激
突
し
て
敗
れ
、
管
領
斯
波
氏
経
と
高
崎
山

　
城
に
逃
げ
込
ん
だ
。
懐
良
親
王
以
下
は
府
内
の
万
寿
寺
に
本
陣

　
を
置
き
岡
・
臼
杵
の
北
朝
軍
を
攻
め
た
が
、
高
崎
山
は
敬
遠
し

　
た
よ
う
で
あ
る
。

五
、
京
都
に
逃
げ
帰
っ
た
鎮
西
管
領
斯
波
氏
経
に
変
わ
っ
て
、
九

　
州
探
題
に
な
っ
た
今
川
了
俊
が
、
応
安
四
年
七
月
高
崎
山
城
に

　
入
城
し
た
。
菊
池
武
光
の
子
武
政
の
南
朝
軍
本
隊
が
府
内
に
侵

　
入
し
て
、
八
月
四
日
か
ら
十
代
親
世
・
田
原
氏
能
が
守
る
高
崎

　
山
城
の
攻
撃
を
開
始
し
た
。
翌
五
年
正
月
二
日
ま
で
の
間
に
百

　
余
度
に
わ
た
っ
て
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
決
着
は
つ
か
な
か

　
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
正
月
三
日
門
司
で
北
朝
軍
の
援
軍
が
九
州

中
央
突
破
の
布
陣
を
敷
き
、
南
朝
軍
攻
略
を
開
始
し
た
の
で
、

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
南
朝
軍
本
隊
は
高
崎
山
城
を
あ
と
に

し
た
。

南
北
朝
時
代
の
高
崎
山
城
攻
防
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
の
後
高
崎

山
城
は
二
度
歴
史
に
顔
を
だ
す
。

六
、
嫡
子
と
庶
子
の
家
督
争
い
と
家
臣
団
の
分
裂
は
大
友
氏
の
抱

　
え
る
以
前
か
ら
の
問
題
で
あ
っ
た
。
永
正
十
四
年
、
二
十
代
義

　
鑑
の
家
督
相
続
に
不
満
を
も
つ
朽
網
親
満
党
の
武
士
が
蜂
起
し

　
た
。
い
っ
た
ん
は
鎮
圧
さ
れ
た
が
翌
年
（
一
五
一
八
）
八
月
、

　
義
長
が
逝
去
す
る
と
、
朽
網
親
満
党
は
高
崎
山
城
に
篭
城
し
て

　
坑
戦
し
赤
松
や
鳴
子
口
な
ど
で
激
戦
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
戦

　
局
は
好
転
せ
ず
親
満
は
筑
前
に
逃
亡
し
た
。

優
勢
な
島
津
軍
に
領
国
を
揉
蹟
さ
れ
義
統
は
高
崎
山
城
を
放
棄
し

て
豊
前
に
敗
走
し
た
。

七
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
、
豊
後
に
侵
入
し
た
島
津
と
対
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峙
し
た
二
十
二
代
吉
統
（
義
統
）
は
、
秀
吉
の
命
に
背
き
、
戸

次
川
原
で
島
津
軍
を
攻
撃
し
て
大
敗
し
て
敗
走
し
た
。
こ
の
時

い
っ
た
ん
高
崎
山
城
に
た
て
こ
も
っ
た
が
、
府
内
を
捨
て
て
豊

前
の
竜
王
城
に
逃
亡
し
た
。
後
の
大
友
氏
除
国
の
一
因
と
な
っ

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
父
宗
家
は
臼
杵
城
を
、
志
賀
親
次
は

岡
城
を
死
守
し
た
。

杵
原
ハ
幡
宮

　
大
分
市
上
ハ
幡
に
鎮
座
　
祭
神
は
仲
哀
天
皇
・
庖
神
天
皇
・
神

功
皇
后
　
豊
後
国
の
一
宮
　
旧
国
幣
小
社
。
俗
に
「
い
す
は
ら
は

ち
ま
ん
」
と
称
す
る
が
、
古
文
書
や
古
記
録
な
ど
は
由
原
社
・
由

原
宮
・
由
原
ハ
幡
宮
な
ど
と
あ
る
の
で
、
「
ゆ
す
は
ら
」
と
訓
む

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
賀
来
社
・
ハ
幡
大
菩
薩
由
原
宮
と
も
称

さ
れ
た
。

　
　
「
由
原
八
幡
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
天
長
四
年
（
八
二
七
）
五
月

五
日
延
暦
寺
聖
入
金
亀
和
尚
が
、
宇
佐
八
幡
に
参
拝
し
、
一
千
日

の
参
篭
の
末
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
三
月
三
日
、
豊
後
国
大
分

郡
神
前
郷
杵
原
に
、
ハ
幡
宮
の
別
宮
造
立
の
霊
夢
を
得
た
と
し
て

六
年
後
の
承
和
三
年
（
八
三
六
）
に
豊
後
国
司
大
江
宇
久
が
杵
原

に
八
幡
別
宮
を
造
立
し
た
と
い
う
。

　
天
台
僧
に
よ
る
ハ
幡
信
仰
は
、
宮
と
寺
と
を
一
体
化
し
た
信
仰

で
本
地
垂
迫
（
仏
が
神
と
し
て
姿
を
現
す
）
と
い
う
考
え
方
を
生

み
出
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
と
仏
が
一
体
の
信
仰
の
こ
と

を
「
宮
寺
信
仰
」
と
よ
ん
で
い
る
。

　
宇
佐
ハ
幡
官
は
、
豊
後
の
国
術
（
国
司
の
役
所
）
に
接
近
し
た

か
っ
た
。
そ
れ
は
豊
後
に
宇
佐
ハ
幡
官
の
神
領
が
多
か
っ
た
こ
と

と
政
治
の
中
心
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
日
本
の
神
の
な
か
で
も
っ
と
も
早
く
仏
教
に
接
近
し
た
の
は
八

幡
神
で
あ
る
が
、
杵
原
山
上
に
神
社
を
設
け
社
殿
を
中
心
に
上
官
・

下
官
・
今
宮
・
神
宮
寺
・
弥
勒
寺
な
ど
の
堂
宇
院
坊
が
混
然
一
体

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
全
く
新
し
い
神
社
様
式
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
司
祭
者
も
、
神
主
、
宮
司
、
禰
宜
で
は
な
く
官
師
、
別
当

と
い
う
僧
侶
が
祭
紀
宮
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
八

幡
宮
勧
請
の
新
し
い
あ
り
方
を
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
分
市
史
・
大
分
の
歴
史
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
入
江
）
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