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で
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ま
せ
ん
。
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宮
山
城
跡
と
戸
木
城
攻
め

　

久
居
地
域
の
戸
木
町
に
は
、
旧
街
道
沿
い
を
中
心
と

し
た
集
落
が
東
西
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
集
落
の
北
側
、

国
道
１
６
５
号
を
挟
ん
だ
山
裾
に
は
敏
太
神
社
が
あ
り
、

こ
の
神
社
の
裏
山
に
戦
国
時
代
に
築
か
れ
た
宮
山
城
跡

が
あ
り
ま
す
。

　

城
の
中
心
と
な
る
曲
輪
は
山
の
最
も
高
い
所
に
位
置

し
、
南
北
約
20
ｍ
、
東
西
約
10
ｍ
の
規
模
で
、
周
囲
に

は
現
在
も
高
さ
２
〜
４
ｍ
の
土
塁
が
取
り
巻
い
て
い
ま

す
。
そ
の

周
辺
を
防

御
す
る
空

堀
や
土
塁

も
屈
曲
が

多
く
、
簡

単
に
は
城

の
中
心
に

た
ど
り
着
け
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
城
は
、
南
方
約
６
０
０
ｍ
に
位
置
す
る
戸
木
城

(
市
指
定
史
跡)

と
と
も
に
、
天
文
年
間(

１
５
３
２
〜
１

５
５
４
年)

に
木
造
具
政
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
木
造
氏
は
北
畠
氏
の
一
族
で
、
宮
山
城
の

南
東
約
4.5
㎞
に
あ
る
木
造
城(

市
指
定
史
跡)

を
本
拠
と

し
て
い
ま
し
た
。

　

天
正
12(

１
５
８
４)

年
、
木

造
氏
は
織
田
信
雄
軍
の
一
員
と

し
て
、
羽
柴
秀
吉
軍
の
蒲
生
氏

郷
と
戦
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
際
、
宮
山
城
は
木
造
氏
に

と
っ
て
対
蒲
生
軍
の
防
御
拠
点

と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
落
城

し
、
逆
に
蒲
生
軍
に
よ
る
戸
木

城
攻
め
の
拠
点
に
な
っ
た
と
さ

れ
ま
す
。
現
在
見
ら
れ
る
屈
曲

し
た
空
堀
や
土
塁
は
、
こ
の
時
、
蒲
生
軍
に
よ
っ
て
造

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
宮
山
城
の
北
東
約
５
０
０
ｍ
に
あ
る
城
山
城

も
、
宮
山
城
と
よ
く
似
た
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
青
葉
台
の
住
宅
地
に
あ
る
上
野
遺
跡
か
ら
も
、
16

世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
大
規
模
な
堀
や
土
塁

な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
蒲
生
軍
の
戸
木

城
攻
め
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ

う
に
戸
木

の
地
に
は
、

戦
国
時
代
、

戦
に
明
け

暮
れ
た
こ

ろ
の
城
跡

が
残
っ
て

い
ま
す
。

城
跡
を
訪

れ
て
地
域

の
歴
史
を

感
じ
て
み

て
は
い
か

が
で
し
ょ

う
か
。

と
し　

た

く
る　

わ


