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若山城跡 P３ 

 
若
山
城
本
丸
跡
か
ら
、
ご
来
光
が
見
ら

れ
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
？
 

国
道
二
号
線
か
ら
入
る
登
山
道
は
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
で
舗
装
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車

で
山
頂
の
本
丸
跡
付
近
ま
で
行
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
駐
車
場
か
ら
山
頂
ま
で
は
徒

歩
五
分
程
度
で
す
の
で
、
気
軽
に
上
れ
ま

す
。
 

 
元
旦
に
は
福
川
青
年
団
に
よ
る
甘
酒
の

接
待
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
来
年
は
初

日
の
出
拝
観
に
若
山
城
跡
へ
行
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。
 

 
毎
年
恒
例
の
『
新
春
ふ
れ
あ
い
の

集
い
』
が
夜
市
公
民
館
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
会
の
特
徴
は
な
ん
と

言
っ
て
も
料
理
で
す
。
な
ん
と
、

オ
ー
ド
ブ
ル
や
お
で
ん
は
手
作
り
。

愛
情
が
こ
も
っ
た
お
ふ
く
ろ
の
料
理

は
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
い
ま
す
。

そ
し
て
メ
イ
ン
の
寿
司
と
刺
身
は
夜

市
地
区
の
神
本
商
店
か
ら
届
き
ま
し

た
。
 

 
会
の
終
盤
に
は
、
こ
れ
ま
た
恒
例

の
、
じ
ゃ
ん
け
ん
大
会
で
す
。
豪
華

景
品
を
ゲ
ッ
ト
す
べ
く
、
四
十
名
の

参
加
者
は
子
ど
も
の
よ
う
に
は
し
ゃ

い
で
、
大
盛
り
上
が
り
で
し
た
。
 

 
 

  

夜
市
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し

て
、
初
め
て
の
年
末
年
始
を
経
験
し
ま
し

た
。
多
く
の
行
事
が
行
わ
れ
、
忙
し
く
も

充
実
し
た
二
か
月
で
、
学
生
時
代
の
『
文

化
祭
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
日
々
で
し
た
。 

 

そ
ん
な
日
々
の
中
で
、
改
め
て
気
づ
い

た
こ
と
は
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
る

嬉
し
さ
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
先
輩
方

に
か
け
て
も
ら
う
感
謝
の
言
葉
は
「
次
も

頑
張
ろ
う
っ
」
と
い
う
気
に
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
そ
こ
で
私
の
年
頭
の
誓
い
は
「
感

謝
の
言
葉
を
言
お
う
」
と
「
体
力
づ
く

り
」
に
し
て
み
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
み
な
さ
ん
は
新
春
に
あ
た
り
、

ど
ん
な
目
標
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
か
？ 

編
集
後
記

 

やじうま通信創刊号に

おいて、表紙の写真に

間違いがありました。グ

ループ発表時の写真に

「銀太鼓」と説明を記入

しておりましたが、正しく

は「銭太鼓」でした。 

関係者のみなさまには、

失礼をお詫びいたしま

す。申し訳ありませんで

した。 

平成２６年 初日の出 （若山城 本丸跡より） 



 
陶
（
す
え
）
氏
が
活
躍
し
た
の
は
、

京
で
足
利
政
権
が
敷
か
れ
て
い
た
室
町

時
代
で
す
。
陶
氏
は
、
守
護
大
名
だ
っ

た
大
内
氏
の
一
族
で
、
周
防
守
護
代
を

任
さ
れ
る
重
臣
で
し
た
。
 

 
一
四
六
七
年
に
応
仁
の
乱
が
勃
発
す

る
と
、
領
主
の
大
内
政
弘
（
お
お
う
ち

ま
さ
ひ
ろ
）
は
軍
勢
を
従
え
京
に
赴
き
、

十
年
に
わ
た
り
山
口
を
留
守
に
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
主
の

長
期
に
わ
た
る
不
在
は
、
大
内
氏
の
分

国
支
配
を
不
安
定
に
し
、
家
臣
の
寝
返

り
が
起
こ
り
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
一

四
七
〇
年
に
勃
発
し
た
大
内
政
弘
の
伯

父
に
よ
る
「
大
内
道
頓
（
お
お
う
ち
ど

う
と
ん
）
の
乱
」
は
大
内
氏
に
と
っ
て

最
も
深
刻
な
危
機
で
し
た
。
 

 
当
時
、
大
内
氏
の
留
守
を
預
か
っ
て

い
た
若
山
城
主
の
陶
弘
護
（
す
え
ひ
ろ

も
り
）
に
も
反
乱
に
加
わ
る
よ
う
誘
い

が
あ
り
ま
し
た
が
「
当
主
の
不
在
に
乗

じ
て
主
家
を
乗
っ
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
拒
絶
し
、
周
防
に
攻
め
て
き
た

大
内
道
頓
の
軍
を
撃
破
し
て
、
道
頓
を

自
害
に
追
い
込
み
ま
し
た
。
陶
弘
護
が

十
五
歳
の
頃
の
出
来
事
で
す
。
弘
護
の

お
蔭
で
、
大
内
宗
家
は
領
国
を
守
る
こ

と
が
で
き
、
陶
氏
の
地
位
は
不
動
の
も

の
と
な
り
ま
し
た
。
 

 
ま
た
、
応
仁
の
乱
終
息
後
に
陶
弘
護

は
筑
前
守
護
代
を
務
め
、
活
躍
の
舞
台

が
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
 

若
山
城
主
 
陶
氏
 
 

七
代
目
 
弘
護
の
義
勇
伝
 

 
夜
市
公
民
館
で
ス
タ
ー
ラ

イ
ト
夜
市
が
開
催
さ
れ
、
約

３
０
０
人
が
来
場
さ
れ
ま
し

た
。
 

 
催
し
の
な
か
で
も
、
ビ
ッ

グ
ケ
ー
キ
の
飾
り
つ
け
は
子

ど
も
た
ち
に
大
人
気
で
、
個

性
的
な
ケ
ー
キ
が
出
来
上
が

り
ま
し
た
。
ま
た
、
民
生
委
員

協
議
会
に
よ
る
バ
ウ
ム
ク
ー

ヘ
ン
作
り
は
「
香
ば
し
く
、
柔

ら
か
い
」
な
ど
の
声
が
聞
か

れ
大
好
評
で
す
。
ほ
か
に
、
夜

市
産
の
里
芋
入
り
シ
チ
ュ
ー

や
山
賊
焼
き
な
ど
の
販
売
が

あ
り
ま
し
た
が
、
す
べ
て
完

売
と
な
り
ま
し
た
。
 

 
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
点

灯
時
に
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
‐
Ｋ
ｉ
ｄ

ｓ
の
皆
さ
ん
に
よ
る
か
わ
い

い
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
が
聞

こ
え
て
き
て
、
き
れ
い
な
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
に
、
さ
ら
な

る
花
を
添
え
て
く
れ
ま
し
た
。
 

１２月１４日 

夜
市
を
知
り
隊
 

た
い

 

Vol.2 

若
山
城
跡
 

わ
か
や
ま
じ
ょ
う
し
 

 
若
山
城
は
、
中
世
大
内
氏
の

重
臣
で
あ
っ
た
陶
（
す
え
）
氏

歴
代
の
城
で
、
夜
市
と
福
川
に

ま
た
が
る
標
高
２
１
７
メ
ー
ト

ル
の
若
山
に
位
置
し
て
い
ま

す
。
南
に
山
陽
道
と
瀬
戸
内
海

を
臨
み
、
西
は
防
府
か
ら
山
口

へ
と
続
き
、
北
と
東
は
嶽
山

（
た
け
や
ま
）
、
四
熊
岳
（
し

く
ま
が
だ
け
）
の
急
峻
を
控
え

陶
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
武
井

へ
と
続
く
交
通
の
要
所
で
す
。

築
城
は
南
北
朝
時
代
、
陶
氏
二

代
目
の
弘
政
（
ひ
ろ
ま
さ
）
と

も
、
一
四
七
〇
年
頃
に
武
名
の

高
か
っ
た
七
代
目
の
弘
護
（
ひ

ろ
も
り
）
に
よ
る
と
も
い
わ
れ
、

は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
 

 
こ
こ
若
山
城
跡
は
県
指
定

文
化
財
（
史
跡
）
に
 

認
定
さ
れ
て
お
り
 

夜
市
・
福
川
地
区
 

の
シ
ン
ボ
ル
で
も
 

あ
り
ま
す
。
 

山
頂
か
ら
の
景

色
 

 
 

山
頂
の
本
丸
跡

か
ら
眼
下
に
広

が
る
の
は
夜
市

川
の
河
口
付
近

で
す
。
 

瀬
戸
内
海
に
浮

か
ぶ
黒
髪
島
や

大
津
島
が
一
望

で
き
、
天
気
の
良

い
日
に
は
、
そ
の

奥
に
防
府
市
の

野
島
ま
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。
 

 
室
町
・
戦
国
期
に
順
調
に
発
展
し
た

大
内
氏
で
し
た
が
、
一
五
四
二
年
の
第

一
次
月
山
富
田
城
（
島
根
県
）
の
戦
い

で
大
敗
し
ま
し
た
。
そ
の
戦
で
養
子
を

亡
く
し
た
大
内
義
隆
（
お
お
う
ち
よ
し

た
か
）
は
、
そ
れ
以
降
の
政
治
を
放
り

出
し
、
文
芸
や
遊
興
に
ふ
け
、
武
断
派

の
重
臣
だ
っ
た
陶
晴
賢
（
す
え
は
る
か

た
）
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
内
政
の
悪
化
に
よ
る
領
国
の

荒
廃
を
案
じ
た
陶
晴
賢
は
、
一
五
五
一

年
に
挙
兵
。
ク
ー
デ
タ
ー
（
大
寧
寺
の

変
）
を
起
こ
し
大
内
義
隆
を
自
害
に
追

い
込
ん
だ
の
で
す
。
し
か
し
、
大
内
家

の
実
権
を
掌
握
し
た
も
の
の
、
そ
の
政

権
中
枢
は
不
安
定
で
暗
雲
が
た
ち
こ
め

て
い
ま
し
た
。
 

 
そ
の
う
ち
軍
備
強
化
に
傾
倒
し
た
陶

晴
賢
は
、
反
発
す
る
毛
利
元
就
な
ど
か

ら
攻
撃
を
受
け
一
五
五
五
年
の
厳
島
の

戦
い
で
果
て
ま
す
。
城
主
を
な
く
し
た

若
山
城
は
、
そ
の
後
落
城
し
、
陶
氏
は

滅
亡
し
た
の
で
す
。
 

九
代
目
 
陶
晴
賢
が
起
こ
し
た
 

ク
ー
デ
タ
ー
 

夜市コミュニティ掲示板 

 
夜
市
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
委
員
会
主
催
の

ど
ん
ど
焼
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
一
年
の
無
病
息
災
を
祈
り
、

来
場
の
み
な
さ
ん
が
持
参
さ
れ
た

正
月
飾
り
や
書
き
初
め
を
焼
き
ま

し
た
。
竹
の
パ
ー
ン
と
は
じ
け
る

音
が
、
冬
の
晴
れ
た
空
に
響
き
渡

り
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
れ
た
一

日
で
し
た
。
 

 
ま
た
、
小
田
支
所
長
が
作
ら
れ

た
鹿
野
産
の
雪
だ
る
ま
は
、
子
ど

も
た
ち
の
人
気
者
で
、
写
真
を
撮

影
す
る
子
が
続
出
！
 

 
そ
し
て
、
ど
ん
ど
焼
き
の
あ
と

は
、
お
餅
や
ぜ
ん
ざ
い
が
振
る
舞

わ
れ
、
参
加
者
全
員
で
 

舌
鼓
を
う
ち
ま
 

し
た
。
 

１月１１日 




