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肝
付
町
高
山
本
城
跡
近
く
に
道ど
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺

跡
が
あ
る
。
開
山
は
鎌
倉
時
代
の
寛か
ん
げ
ん元

４
年
（
１
２
４
６
年
）、
宋
か
ら
渡
っ
て

来
た
禅
僧 

臨り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
大だ
い
か
く
は

覚
派
の
蘭ら
ん
け
い渓
道ど
う
り
ゅ
う隆

に
よ
る
も
の
と
江
戸
時
代
の
三
国
名
勝

図
会
に
記
さ
れ
て
い
る
。
蘭
渓
は
建

長
５
年
（
１
２
５
３
年
）
に
時
の
執し
っ
け
ん権

北ほ
う
じ
ょ
う条
時と
き
よ
り頼
に
招
か
れ
、
鎌
倉
へ
赴
き
、

建け
ん

長ち
ょ
う
じ寺
を
開
山
し
た
人
物
で
も
あ
る
。

　

道
隆
寺
跡
に
島
津
第
11
代
忠た
だ
ま
さ昌
夫
妻

の
逆
修
供
養
塔
が
あ
る
。
逆
修
供
養
塔

と
は
、
生
前
に
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
た

め
に
仏
事
を
修
し
て
、
死
後
の
冥
福
を

祈
り
建
て
ら
れ
た
塔
の
こ
と
で
あ
る
。

　

永
正
３
年
（
１
５
０
６
年
）、
島
津
忠

昌
は
鹿
屋
市
串
良
町
柳
井
谷
に
陣
を
構

え
、
肝
付
兼か
ね
ひ
さ久
の
構
え
る
高
山
本
城
へ

の
攻
撃
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
忠
昌
の

総
攻
撃
も
う
ま
く
い
か
ず
、
さ
ら
に
兼

久
の
救
援
に
あ
た
っ
た
志
布
志
の
新に
い
ろ納

忠た
だ
た
け武
に
背
後
を
衝
か
れ
、
無
念
の
う
ち

に
鹿
児
島
に
引
き
上
げ
た
。
こ
の
時
、

逆
修
供
養
塔
を
造
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
忠
昌
は
高
山
の
地
を
手
中
に
治

め
た
時
は
、
位
牌
を
高
山
寺
の
上
に
あ

る
瑞ず
い
こ
う
じ

光
寺
に
祀
る
よ
う
に
と
遺
言
を
残

し
、
永
え
い
し
ょ
う
正
５
年
（
１
５
０
８
年
）
２
月
15

日
に
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
。

　

大
正
４
年
（
１
５
７
６
年
）
肝
付

兼か
ね
も
り護
が
総
力
を
挙
げ
て
伊
東
氏
討
伐
を

行
っ
た
も
の
の
、
大
敗
を
喫
し
た
。
残
さ

れ
た
主
力
を
も
失
っ
た
肝
付
氏
は
そ
の
領

土
の
大
部
分
を
救
援
に
来
た
島
津
氏
の

武
将
が
領
す
る
こ
と
と
な
り
、
た
だ
高
山

の
地
だ
け
が
肝
付
氏
の
所
領
と
し
て
残
っ

た
。

　

そ
し
て
天
て
ん
し
ょ
う
正
８
年
（
１
５
８
０
年
）
12

月
、
肝
付
氏
は
、
長
ち
ょ
う
げ
ん
元
９
年
（
１
０
３
６

年
）
以
来
５
４
０
年
以
上
支
配
し
て
き
た

高
山
の
地
を
没
収
さ
れ
、
薩
摩
半
島
の

阿
多
に
移
さ
れ
、
12
町
の
知
行
を
与
え

ら
れ
た
。
兼
続
の
頃
の
所
領
は
12
万
石

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
兼
続
の
死
後
15
年

も
た
た
な
い
う
ち
に
、
肝
付
氏
は
こ
こ
ま

で
失
墜
し
た
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
島
津
忠
昌
の
死
か
ら
72
年
が

経
っ
て
い
た
。
忠
昌
の
遺
言
ど
お
り
位
牌

は
瑞
光
寺
に
祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
が

て
忠
昌
の
逆
修
供
養
塔
は
柳
井
谷
の
陣

の
下
、
渕
輪
か
ら
道
隆
寺
に
移
さ
れ
た
。

　

一
方
、
日
向
・
大
隅
・
薩
摩
の
三
州

を
完
全
に
制
覇
し
た
島
津
氏
も
ま
た
、

こ
の
後
も
波
乱
は
続
い
た
。
天
正
６
年

（
１
５
７
８
年
）
に
耳
川
の
戦
い
で
、
豊

後
の
大
友
氏
に
勝
利
し
、
天
正
12
年

（
１
５
８
４
年
）
の
沖お
き
た
な
わ
て

田
畷
の
戦
い
で
、

肥
前
の
龍り
ゅ
う
ぞ
う
じ

造
寺
氏
を
撃
ち
破
り
、
九
州

最
大
の
戦
国
大
名
へ
と
成
長
し
た
。
し
か

し
、
九
州
制
覇
も
目
前
に
迫
っ
て
い
た
天

正
15
年
（
１
５
８
７
年
）、
豊
臣
秀
吉
の

九
州
征
伐
を
受
け
、
島
津
氏
は
降
伏
し

た
。

　

島
津
氏
の
帰
順
後
の
秀
吉
の
処
置
は

寛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
島
津
義
久
は

薩
摩
国
守
護
を
安
堵
さ
れ
、
島
津
義
弘

は
大
隅
国
守
護
を
安
堵
さ
れ
た
。
た
だ
、

肝
属
郡
一
円
は
一
代
限
り
の
条
件
付
で
伊

集
院
忠た
だ
む
ね棟
が
治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
時
、
大
崎
も
伊
集
院
の
領
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
。

　

伊
集
院
忠
棟
は
、
自
ら
を
人
質
と
し

て
秀
吉
に
降
伏
し
、
島
津
氏
の
赦
免
を

願
い
出
る
と
と
も
に
、
島
津
氏
に
は
降
伏

を
勧
め
る
た
め
に
説
得
を
し
た
人
物
で

あ
る
。
あ
の
石
田
三
成
も
認
め
る
才
覚
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え

島
津
氏
よ
り
も
豊
臣
政
権
と
深
く
結
び

つ
き
、
文ぶ
ん
ろ
く禄
４
年
（
1
5
9
5
年
）
に
領

内
で
太
閤
検
地
が
行
わ
れ
た
後
は
、
北

郷
氏
に
代
わ
り
日
向
諸
県
郡
庄
内
の
地

に
８
万
石
の
所
領
を
与
え
ら
れ
た
り
、
検

地
後
の
知
行
配
分
の
責
任
者
に
任
命
さ

れ
た
り
な
ど
、
独
自
の
権
勢
を
誇
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
伊
集
院
氏
の
勢
い
は
島
津
氏
の

危
険
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
慶
長
４
年

（
１
５
９
９
年
）
３
月
９
日
、
島
津
義
弘

の
三
男 

島
津
忠た
だ
つ
ね恒（
後
の
家
久
）
に
よ
っ

て
京
都
伏
見
で
伊
集
院
忠
棟
は
謀
殺
さ

れ
た
。

　

こ
れ
に
伴
っ
て
３
月
20
日
、
伊
集
院
忠

棟
の
子
忠た
だ
ざ
ね真
は
都
城
周
辺
の
城
を
固
め
、

島
津
氏
へ
の
対
抗
姿
勢
を
見
せ
た
。
忠

棟
殺
害
に
つ
い
て
、
石
田
三
成
は
怒
り
を

あ
ら
わ
に
し
、
島
津
義
久
、
義
弘
を
責

め
た
が
、
五
大
老
の
一
人
で
あ
っ
た
徳
川

家
康
は
島
津
忠
恒
の
行
動
に
同
調
し
て

い
た
。

　

五
大
老
会
議
で
許
さ
れ
て
帰
国
し
た

忠
恒
は
６
月
に
兵
を
率
い
、
伊
集
院
忠
真

の
攻
略
を
行
っ
た
が
、
９
月
に
な
っ
て
も

決
着
が
つ
か
ず
、
徳
川
家
康
の
使
者　

山
口
直な
お
と
も友
の
仲
介
で
島
津
氏
・
伊
集
院

氏
は
和
解
し
た
。
こ
の
事
件
を
『
庄
し
ょ
う
な
い
内
の

乱
』
と
言
う
。

　

慶
長
５
年
（
１
６
０
０
年
）
に
は
関
ヶ

原
の
戦
い
で
島
津
義
弘
は
西
軍
に
属
し

て
い
た
。
結
果
と
し
て
西
軍
は
敗
れ
、
義

弘
は
敵
中
突
破
を
行
い
、
多
く
の
犠
牲

を
出
し
た
。
し
か
し
島
津
氏
は
関
ヶ
原
の

合
戦
後
、
徳
川
家
康
に
陳
謝
し
、
薩
摩
、

大
隅
、
日
向
の
所
領
は
そ
の
ま
ま
安
堵
を

認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て

よ
う
や
く
、
郷
土
も
長
い
戦
乱
の
時
代
に

終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
島
津
氏

は
見
事
に
戦
国
の
世
を
生
き
抜
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
２
５
０
年
以
上

に
わ
た
っ
て
薩
摩
藩
主
と
し
て
薩
摩
・
大

隅
・
日
向
を
治
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
関
ヶ
原
の
合
戦
に
お
け
る

島
津
の
敵
中
突
破
で
命
を
落
と
し
た
家

臣
に
肝
付
兼
護
が
い
た
。
そ
し
て
わ
ず
か

９
歳
の
若
さ
で
肝
付
兼
幸
が
肝
付
本
家

を
継
承
す
る
。
し
か
し
、
兼
幸
も
慶
長

15
年
（
１
６
１
０
年
）、
島
津
家
久
が
琉

球
王
国
第
二
尚
し
ょ
う
氏
王
朝
第
７
代
目
の
国

王
で
あ
る
尚
し
ょ
う
ね
い
寧
を
連
れ
て
上
洛
し
た
際

に
家
臣
と
し
て
同
行
し
、
帰
国
途
中
に

暴
風
雨
に
遭
い
、
難
破
。
兼
幸
は
わ
ず

か
20
歳
で
命
を
落
と
す
。

　

兼
幸
に
は
妻
も
子
も
い
な
か
っ
た
。
そ

し
て
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
肝

付
本
家
の
血
統
は
兼
幸
の
死
に
よ
っ
て
完

全
に
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
崎
町
益
丸
、
国
道
か
ら
キ
ャ
ン
プ

場
へ
60
ｍ
程
進
ん
だ
道
路
脇
に
小
さ
な
六

面
地
蔵
が
あ
る
。
島
津
義
弘
が
戦し
が
し
ま

ヶ
島

の
戦
い
の
戦
死
者
の
霊
を
鎮
め
る
た
め

に
建
て
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　

戦
国
期
に
お
け
る
争
乱
の
中
で
、
多

く
の
武
将
が
そ
の
野
望
を
散
ら
し
て
い
っ

た
。
争
乱
の
時
代
を
生
き
抜
い
た
者
は
、

散
っ
て
い
っ
た
人
々
の
無
念
を
背
負
っ
て

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。（

大
崎
町
教
育
委
員
会　

内
村
憲
和
）

『
戦
国
時
代
の
群
像

～
最
終
話　

明
と
暗
～
』

歴
史
を
歩
く
34


