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渥
美
半
島
の
先
端
近
く
、
堀
切
町
の
城

山
（
標
高
１
３
８
ｍ
）
の
山
頂
に
、
城
跡

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
城
山
、
そ
の
名
の
と
お
り

城
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　
『
愛
知
県
中
世
城
館
跡
調
査
報
告
書
』
に

は「
和わ

な名
の
城
」と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
が
、

築
城
の
時
期
や
城
主
に
つ
い
て
の
定
説
は

あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
記
録
に
は
小

笠
原
新し

ん
く
ろ
う

九
郎
説
、
徳
川
秀
忠
の
狩か

り
ば場
陣
地

説
、
足
利
義
政
の
家
臣
烏か

ら
す
ま
る
す
け
と
う

丸
資
任
説
が
あ

り
ま
す
が
、
後
ろ
２
説
に
つ
い
て
は
当
時

で
も
疑
わ
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
渥
美
町
史
』
で
は
、
南
北
朝

時
代
の
南
朝
方
の
砦と

り
で
あ
と跡
と
い
う
伝
承
を
紹

介
し
、
南
朝
を
支
え
た
伊
勢
の
北き

た
ば
た
け畠
氏
、

度わ
た
ら
い会
氏
と
と
も
に
、
南
朝
方
で
あ
っ
た
渥

美
半
島
の
神
領
地
を
支
配
し
て
い
た
桧ひ

が
き垣

氏
が
築
城
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
も
し
も
南
朝
・
北

朝
の
抗
争
に
関
わ
っ
た
城
だ
と
し
た
ら
、

歴
史
研
究
家
に
は
魅
力
的
な
説
で
す
。

　

城
の
様
子
を
伝
え
る
江
戸
時
代
の
『
三

河
城
塁
地
理
志
考
』
と
い
う
記
録
に
、「
城

形
陣
城
の
如
し　

山
の
東
南
は
甚は

な
は

だ
嶮け

わ

し

西
北
も
亦ま

た

麓ふ
も
とに
下
り
て
後
は
平た

い
ら

な
れ
ど
も
、

根ね

ご

や

小
屋
を
用
い
た
る
迹あ

と

も
な
く　

屋や
し
き
わ
り

布
割

の
形
も
見
え
ず
水
の
手
な
き
山
な
れ
ば
全

く
居き

ょ
じ
ょ
う城
に
非あ

ら

ず　

海
上
見
切
の
番
手
の
城

か
、
敵
船
を
防
ぐ
備
え
に
て
無
用
の
用
と

云い

ふう

べ
し　

人
数
七
八
十
を
置
く
所
な
り
」

と
、
山
麓
に
は
城
主
の
屋
敷
跡
ら
し
き
も

の
も
な
い
、
非
常
時
の
陣
地
的
な
城
で
は

な
い
か
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
が
で

き
た
江
戸
時
代
終
り
に
は
、
す
で
に
由
来

が
分
か
ら
な
い
城
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
山
頂
付
近
に
現
在
み
ら
れ
る
遺

構
に
は
、
箱
を
二
段
積
ん
だ
よ
う
な
平
ら

な
面
（
曲く

る
わ輪
）
が
確
認
で
き
ま
す
。
北
側

に
は
大
き
な
穴
が
２
つ
あ
り
、
北
東
方
向

に
も
大
き
な
穴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
に

は
山
の
尾
根
を
切
る
よ
う
に
堀
が
横
断
し

て
い
ま
す
。
こ
の
堀
は
尾
根
伝
い
に
上
が
っ

て
く
る
敵
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と

思
い
ま
す
が
、
幅
、
深
さ
と
も
に
小
規
模

で
役
割
を
果
た
せ
る
か
不
安
で
す
。

　

城
山
に
は
、
太
平
洋
戦
争
時
に
監か

ん
し
し
ょ
う

視
哨

城
山
に
あ
る
な
ぞ
の
城

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
大
き
な
穴
は
大
砲

を
据
え
る
施
設
や
そ
の
他
関
連
の
施
設

だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
築
城
当
時
の
遺
構
が
ど
れ
だ
け
残
っ

て
い
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
城
山
が
南
北

朝
の
城
で
あ
る
と
い
う
希
望
も
、
文
献
や

城
の
構
造
の
分
析
か
ら
も
現
在
の
と
こ
ろ

証
明
で
き
て
い
ま
せ
ん
し
、
戦
国
時
代
の

も
の
と
も
い
え
な
い
の
で
す
。
し
か
し
城

主
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
か
つ
て
城
が
存

在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

渥
美
半
島
で
は
貴
重
な
城
で
す
が
、
依
然

と
し
て
、
な
ぞ
の
城
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
城
主
や
築
城
の
時
期
の
解
明
は
、

今
後
の
お
楽
し
み
と
し
て
取
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
も
、
こ
の
な
ぞ
の
城
の
解
明
に

挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
山
）

▼▼
潮
音
寺
の
境
内
に
た
だ
よ

う
甘
い
香
り
。
香
り
の
主
は
、

樹
齢
90
年
に
な
る
一
本
の
フ

ジ
の
木
で
し
た
。
広
さ
約
１
２
０
㎡

も
の
フ
ジ
棚
か
ら
垂
れ
下
が
る
花
房

は
、
長
い
も
の
で
は
１
ｍ
以
上
。
年

月
の
積
み
重
ね
を
感
じ
ま
し
た
。
さ

て
、
私
が
広
報
の
編
集
を
始
め
て
か

ら
の
年
輪
は
２
年
。
ま
だ
ま
だ
成
長

途
中
、
が
ん
ば
ら
ね
ば
。（
Ｏ
）

【
表
紙
の
写
真
】潮
音
寺（
福
江
町
）の
フ
ジ

▲城山（日出園地から堀切町方面を望む）

▲城山の見取図（高田徹氏作図）
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