
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
影
響
で
、

総
会
議
案
に
つ
い
て
皆
様
に
書
面
表

決
を
し
て
い
た
だ
き
、
可
決
い
た
し

ま
し
た
の
で
ご
報
告
し
ま
す
。

三
密
を
避
け
る
た
め
に
集
会
を
開

く
こ
と
が
で
き
ず
、
い
く
つ
か
の
事

業
は
で
き
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

で
き
る
限
り
事
業
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

各
町
内
の
花
壇
や
長
寿
会
の
花
壇

に
、
秋
に
植
え
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が

美
し
く
咲
い
て
い
ま
し
た
。
世
話
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
左
写
真
の

よ
う
な
丹
精
込
め
た
花
壇
も
あ
り
、
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書面表決の結果

承認 ８１人

不承認 ４人

未提出 １５人

４月下旬

清水さん宅花壇

５月中旬 牧田さん宅花壇

今年の夏も

岩滝花壇コンクール
を行います。

クエスチョン

清水さん宅花壇のところに岩滝
案内看板が立ててありますがご存
じですか。ここには岩滝の見どこ
ろがたくさん紹介してあります。
さて、看板左下を拡大すると、

中曽洞あたりにこんな
記号がありますが、何
を表しているのでしょ
う？
答えは次ページに。

広
報
い
わ
た
き

つ
い
写
真
を
撮
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

清
水
さ
ん
宅
花
壇
は
芝
桜
と
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
が
岩
滝
を
訪
れ
る
人
を
迎

え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
牧
田
さ
ん

宅
は
芝
桜
が
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
た
っ
ぷ

り
に
広
が
っ
て
、
と
て
も
手
入
れ
が

行
き
届
い
て
い
ま
し
た
。
目
を
楽
し

ま
せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

さ
て
、
今
年
も
岩
滝
花
壇
コ
ン
ク

ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

６
月
中
旬
に
高
山
市
か
ら
花
苗
が

い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
長
寿
会

・
各
町
内
の
花
壇
を
皆
様
の
手
で
美

し
く
飾
り
ま
し
ょ
う
。

近
日
中
に
各
町
内
会
班
長
と
長
寿

会
へ
肥
料
を
お
届
け
し
ま
す
の
で
花

壇
整
備
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ク
ー
ル
は
団
体
の
部
・

個
人
の
部
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

賞
品
も
た
く
さ
ん

や
わ
い
ま
す
。

●発行者●

岩滝まちづくり

協議会

℡ ３１－１０７３

FAX ７７－９４０９

メール

iwataki@hidataka
yama.ne.jp

高
山
市
交
通
安
全
協
会

岩
滝
支
部
よ
り
お
願
い

ま
ち
協
総
会
議
案

可
決
し
ま
し
た

春
花
壇
が
と
て
も

き
れ
い
で
し
た
。

４
月
の
安
全
安
心
部
の
役
員
会
よ

り
、
小
学
生
の
通
学
路
に
つ
い
て
「
今

一
度
安
全
に
つ
い
て
再
確
認
を
地
区

の
方
、
通
行
さ
れ
る
方
に
し
て
い
た

だ
け
な
い
か
？
」
と
意
見
を
頂
き
、

高
山
市
交
通
安
全
協
会
・
高
山
警
察

署
交
通
課
の
方
々
に
相
談
さ
せ
て
頂

き
、
交
通
課
の
方
は
「
何
と
か
し
な

い
と
い
け
な
い
。
」
と
言
わ
れ
た
が
、

す
ぐ
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
課
題
で

は
な
い
の
で
少
し
時
間
を
下
さ
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
ち
ら
の
方
に
相
談
あ
れ

ば
、
ま
ち
協
・
町
内
会
・
岩
滝
支
部

の
役
員
で
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
ば
ら
く
は
、
大
八
賀
駐

在
所
の
高
橋
さ
ん
が
登
下

校
時
間
に
見
回
り
し
て
頂

い
て
い
ま
す
。

上
の
地
図
①
～
⑤
交
差

点
に
「
こ
れ
よ
り
通
学
路

で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
」

の
様
な
物
を
立
て
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
一
応
案
で

す
。

橋
本
英
雄
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Ｂ 地 点

Ｄ 地 点

岩
井
城
跡
探
検

正
解
は

岩
井
城
跡
で
す
。

あ
と

中
曽
洞
と
本
洞
の

間
の
、
岩
井
公
民
館

の
裏
山
の
て
っ
ぺ
ん

に
、
岩
井
城
と
い
う

お
城
が
あ
っ
た
ん
で

す
。

行
っ
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
い
た

と
き
、
森
下
治
一
さ
ん
が
、

「
岩
滝
を
訪
れ
た
人
か
ら
、
岩
井
城

は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
と
尋
ね
ら

れ
て
も
、
地
元
の
も
の
が
教
え
て
や

れ
な
い
。
一
度
調
べ
て
み
ん
な
に
広

報
で
知
ら
せ
て
や
っ
た
ら
ど
う
か
。
」

と
、
岩
井
城
の
記
載
が
あ
る
文
献
を

何
冊
か
持
っ
て
み
え
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
山

の
下
で
伐
採
を

し
て
み
え
た
竹

淵
繁
三
さ
ん
に

話
す
と
、
案
内

し
て
く
だ
さ
る

と

い

う

こ

と

で
、
４
月
２
２

日
に
中
曽
洞
側

か
ら
登
っ
て
み

る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

４／２２

Ａ 地 点

当
日
は
野
中
長
次
郎
さ
ん
ご
一
家

も
加
わ
り
６
名
で
出
発
し
ま
し
た
。

（
登
っ
た
コ
ー
ス
は
次
ペ
ー
ジ
写
真
）

竹
淵
さ
ん
が
作
業
し
て
み
え
る
林

道
の
登
り
口
（
Ａ
）
か
ら
入
り
、
少

し
登
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
笹
原
を
か
き

分
け
て
下
（
Ｂ
）
に
降
り
て
行
き
ま

し
た
。

道
が
な
い
の
で
、
笹
に
つ
か
ま
り

な
が
ら
進
み
ま
し
た
が
、
こ
の
先
の

頂
上
ま
で
道
ら
し
き
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

笹
原
を
お
り
た
と
こ
ろ
に
、
昔
水

を
汲
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
三
角
形
を
し
た
黒
っ
ぽ
い

岩
肌
の
み
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
水
で

ぬ
れ
て
い
ま
し
た
（
Ｃ
）
。

の
で
し
よ
う
か
。
毎
日
城
へ
通
っ
て

い
た
の
で
し
よ
う
か
。
熊
は
出
な
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
登
り
な
が
ら

い
ろ
い
ろ
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
て
、
し
ば
ら
く
進
む
と
、
尾
根

の
よ
う
な
地
形
に
な
り
、
上
へ
向
か

っ
て
左
右
が
下
が
っ
て
低
く
な
り
ま

し
た
。
野
中
さ
ん
か
ら
、
右
手
は
馬

場
ヶ
洞
、
左
手
は
掘
抜
き
ヶ
洞
と
い

う
地
名
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
た
少
し
進
む
と
、
勾
配
が
ゆ
る

や
か
に
な
り
、
わ
り
と
平
坦
な
と
こ

ろ
が
あ
り
、
枯
れ
た
笹
が
敷
き
詰
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
（
Ｅ
）
。

野
中
さ
ん
に
よ
る
と
、
カ
モ
シ
カ

は
こ
う
や
っ
て
葉
を
集
め
て
寝
床
に

す
る
そ
う
で
す
。

Ｅ地点 カモシカの寝床。 向こう側は馬場ヶ洞。

こ
こ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
上
の
方
へ
登

り
ま
し
た
が
急
斜
面
の
た
め
、
立
木

に
つ
か
ま
っ
た
り
這
う
よ
う
に
し
て

進
み
ま
し
た
（
Ｄ
）
。

そ
れ
に
し
て
も
、
城
へ
の
登
山
道

ら
し
き
も
の
が
な
く
、
昔
の
武
士
は

ど
う
や
っ
て
ど
こ
を
登
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
上
に
住
宅
は
あ
っ
た

Ｃ 地 点
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中曽洞側から見ているので、中央の山の裏手が本洞になります。

Ａ：林道登り口 Ｂ：林道から笹原へ降りる Ｃ：水汲み場の跡 Ｄ：急な斜面（道はない）

Ｅ：カモシカの寝床 Ｆ：頂上の平らなところ Ｈ：堀切 Ｖ：本洞の眺めがよかった所

Ｆ地点 頂上の平坦な部分

も
う
少
し
進
む
と
急
傾
斜
の
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
を
越
え
る
と
平

坦
な
頂
上
（
Ｆ
）
に
出
ま
し
た
。

幅
は
狭
い
で
す
が
２
０
ｍ
く
ら
い

向
こ
う
へ
続
い
た
平
ら
な
感
じ
の
と

こ
ろ
で
、
笹
が
茂
っ
て
松
の
木
な
ど

も
た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
い
て
わ
か

り
に
く
い
で
す
が
、
き
っ
と
こ
こ
に

お
城
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

城
と
い
う
と
名
古
屋
城
な
ど
の
平

野
に
あ
る
有
名
な
大
き
な
城
を
思
い

出
し
ま
す
が
、
こ
こ
は
山
の
頂
上
を

利
用
し
た
山
城
で
す
。
砦
の
よ
う
な

小
さ
い
規
模
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

こ
こ
か
ら
、
上
の
地
図
の
Ｈ
の
ほ

う
へ
細
い
道
が
あ
っ
た
の
で
行
っ
て

み
ま
し
た
。

Ｈ
地
点
に
は
本
洞
側
か
ら
軽
ト
ラ

が
登
っ
て
こ
れ
る
よ
う
に
林
道
が
延

び
て
き
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
Ｈ
地
点

に
は
左
写
真
の
あ
ゆ
み
さ
ん
が
指
さ

し
て
い
る
堀
切
（
ほ
り
き
り
）
が
あ

り
ま
し
た
。

堀
切
と
い
う
の
は
、
敵
が
攻
め
て

こ
れ
な
い
よ
う
に
Ｕ
字
形
に
地
面
を

掘
り
下
げ
た
も
の
で
、
水
の
な
い
堀

（
ほ
り
）
で
す
。
土
地
が
下
が
っ
て

い
る
分
、
攻
め
に
く
い
わ
け
で
す
。

さ
て
、
林
道
は
ど
こ
ま
で
あ
る
の

か
と
歩
い
て
い
く
と
、
上
の
地
図
の

Ｖ
地
点
に
着
き
ま
し
た
。

Ｈ地点 Ｕ字形の堀切が画面奥のほうへ続いている
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岐阜県中世城館跡総合調査報告書 第４集（飛騨地区・補遺）ｐ９８

２００５年３月 編集・発行 岐阜県教育委員会

Ｖ地点 本洞を見下ろす展望台のよう

Ｖ
地
点
は
ま
る
で
展
望
台
の
よ
う

に
眺
め
の
美
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

遠
く
の
山
々
に
は
た
く
さ
ん
の
こ
ぶ

し
の
白
い
花
が
咲
き
、
谷
・
畑
・
民

家
が
小
さ
く
見
え
ま
し
た
。
晴
れ
て

い
た
ら
遠
足
に
来
る
と
い
い
で
す
ね
。

さ
て
、
帰
り
は
頂
上
か
ら
地
図
の

Ｇ
地
点
を
通
っ
て
細
い
山
道
を
降
り

て
き
ま
し
た
。

今
日
の
探
検
に
か
か
っ
た
時
間
は
、

登
り
始
め
て
頂
上
ま
で
が
４
０
分
。

堀
切
や
本
洞
を
眺
め
て
再
び
林
道
へ

降
り
て
く
る
の
に
２
０
分
。
計
１
時

間
の
コ
ー
ス
で
し
た
。

が
生
い
茂
っ
て
地
面
の
形
状
が
見
え

ず
、
城
の
範
囲
が
ど
の
程
度
の
も
の

だ
っ
た
か
分
か
ら
ず
困
っ
て
い
た
と

き
、
高
山
市
史
編
纂
専
門
員
の
田
中

彰
先
生
か
ら
、
以
前
佐
伯
哲
也
氏
が

実
際
に
登
っ
て
み
て
、
お
よ
そ
の

様
子
は
分
か
り
ま
し
た
が
、
下
は
笹

岩
井
城
跡
の
測
量
図

測
量
し
て
調
査
さ
れ
た
と
き
の
論
文

が
岐
阜
県
教
育
委
員
会
か
ら
出
さ
れ

て
い
る
と
、
左
記
の
よ
う
な
資
料
（
一

部
）
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。



し
、
敵
が
攻
め
て
き
た
ら
山
城
に
こ

も
っ
て
戦
う
と
い
う
戦
い
が
よ
く
行

わ
れ
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
敵
に
急
に
攻
め
ら
れ
た

と
き
す
ぐ
山
に
登
れ
な
い
こ
と
、
火

縄
銃
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
戦

い
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
、
城
主
が
自

分
の
権
威
を
見
せ
つ
け
た
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
平
野
に
大
き
な
城
が
建
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
山
城
は
衰
退

し
て
い
き
ま
し
た
。

岩
井
城
は
そ
ん
な
古
い
時
代
の
城

の
造
り
方
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
岩
井
城
の
武
士

が
生
活
し
た
住
宅
は
ど
こ
ら
へ
ん
に

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
何

人
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

想
像
が
ふ
く
ら
み
ま
す
。
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1336年 足利尊氏が京都を制圧。1338年征夷大将軍に。

1392年

1532年

1555年

1573年 織田信長が足利氏を滅ぼし、室町幕府滅亡

室

町

時

代

南北朝時代 岩井城に和田新右衛門尉正武

天文年間 三木直頼に滅ぼされる

岩井上空からの写真

岩井城はどこでしょう？

佐
伯
氏
の
岩
井
城
の
説
明
の
中
に

出
て
く
る
歴
史
用
語
の
意
味
を
調
べ

て
み
ま
し
た
。

○
南
北
朝
時
代
と
は

２
０
０
年
以
上
も
続
い
た
室
町
時

代
の
初
め
の
５
７
年
間
を
南
北
朝
時

代
と
い
っ
て
、
二
人
の
天
皇
が
南
北

に
分
か
れ
て
対
立
し
な
が
ら
政
治
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
は
京
都
（
北

朝
）
に
光
明
天
皇
、
吉
野
（
南
朝
）

に
後
醍
醐
天
皇
が
即
位
し
て
対
立
し

ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
岩
井
城
に
は

和
田
新
右
衛
門
尉
正
武
と
い
う
武
士

が
い
た
そ
う
で
す
。

す
。
こ
の
平
ら
な
と
こ
ろ
を
曲
輪
と

い
い
ま
す
。
砦
や
小
屋
の
よ
う
な
も

の
が
建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
曲
輪
の
う
ち
最
も
中
心
に

な
る
曲
輪
を
主
郭
（
し
ゅ
か
く
）
と

い
い
ま
す
。

○
堀
切
（
ほ
り
き
り
）
と
は

佐
伯
氏
の
測
量
図
の
Ａ
・
Ｂ
の
記

号
の
つ
い
て
い
る
所
が
堀
切
で
す
。

山
頂
を
利
用
し
た
山
城
に
多
く
見

ら
れ
、
敵
が
尾
根
を
伝
っ
て
や
っ
て

来
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
尾
根

の
方
向
に
垂
直
に
造
る
堀
の
こ
と
で

す
。
水
を
貯
め
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
攻
め
手
は
進
行
が
困

難
に
な
り
ま
す
。

○
切
岸
（
き
り
ぎ
し
）
と
は

測
量
図
を
見
る
と
、

の

書

き

方
で
描
か
れ
て
い
る

と

こ

ろ

で
す
。

土
地
を
垂
直
に
近
い
角
度
で
削
り

落
と
し
て
絶
壁
に
し
た
構
造
を
い
い

ま
す
。
測
量
図
で
は
曲
輪
の
周
囲
を

削
り
落
と
し
て
切
岸
に
し
て
、
敵
を

寄
せ
付
け
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
の

が
分
か
り
ま
す
。

○
山
城
（
や
ま
じ
ろ
）
と
は

古
い
時
代
の
城
の
様
式
で
す
。

城
や
石
垣
を
造
る
技
術
が
高
く
な

か
っ
た
時
代
は
、
敵
に
攻
め
ら
れ
に

く
い
山
の
頂
上
に
簡
単
な
建
物
を
造

っ
て
食
料
や
武
器
を
保
管
し
、
自
然

の
地
形
を
利
用
し
て
堀
切
や
曲
輪
を

設
け
て
山
城
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

ず
っ
と
生
活
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

山
の
ふ
も
と
に
住
宅
を
設
け
て
生
活

○
天
文
と
は

天
文
と
い
う
の
は
年
号
の
こ
と
で
、

室
町
時
代
の
終
わ
り
頃
の
２
３
年
間

を
い
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
益
田
郡

を
支
配
し
て
い
た
三
木
直
頼
（
な
お

よ
り
）
が
北
へ
侵
攻
し
て
大
野
郡
灘

郷
（
高
山
）
・
大
八
賀
郷
・
三
枝
郷
を

支
配
下
に
お
さ
め
、
岩
井
城
も
滅
ぼ

し
た
そ
う
で
す
。

○
三
木
氏
と
は

高
山
で
は
金
森
氏
が
有
名
で
す
が
、

益
田
郡
で
は
三
木
（
み
つ
き
）
氏
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

飛
騨
の
守
護
は
京
都
の
京
極
氏
で

し
た
が
、
自
分
の
代
わ
り
に
三
木
氏

を
代
官
と
し
て
飛
騨
へ
派
遣
し
、
初

代
の
三
木
正
頼
が
１
４
１
１
年
下
呂

に
入
り
ま
し
た
。
４
代
目
の
直
頼
は

勢
力
を
増
し
益
田
郡
を
支
配
し
、
さ

ら
に
高
山
へ
と
侵
攻
し
ま
し
た
。
６

代
目
自
綱
（
よ
り
つ
な
）
の
と
き
、

古
川
・
神
岡
を
攻
め
て
１
５
８
２
年

飛
騨
全
部
を
支
配
し
ま
し
た
。

し
か
し
３
年
後
、
金
森
氏
が
飛
騨

を
攻
め
て
三
木
氏
を
滅
ぼ
し
、
１
５

８
５
年
に
飛
騨
を
統
一
し
ま
し
た
。

○
曲
輪
（
く
る
わ
）
と
は

佐
伯
氏
の
測
量
図
を
見
る
と
①
②

③
の
よ
う
に
平
ら
な
部
分
が
あ
り
ま

三木氏系図

①正頼

②久頼

③重頼

④直頼

⑤良頼

⑥自綱

飛州志より
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５／７

～１２

佐伯氏の測量図を少し右回転して縮小してのせたものです。

路肩崩落の所の手前Ｓ地点から巻尺で測りながら調べました。

Ｓ：調査開始地点 Ｈ：大きな堀切Ａが林道と接する地点

ＳからＨまで１２０ｍありました。

Ｖ：本洞の眺めがよかった所

岩井公民館は、右手から張り出した山の先端にあたります。

４／２２の探検は、画面上の中曽洞側から道のないところを

登りました。

山頂から尾根を降りてくると

このＳ地点になります。
向こうの５５ｍ地点は路肩が

崩落しています。

本
洞
側
か
ら
つ
い
て
い
る
林
道
か

ら
登
っ
て
、
測
量
図
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら
調
査
し
て
み
よ
う
と
、
草

刈
り
機
・
巻
尺
・
カ
メ
ラ
を
持
っ
て

出
か
け
ま
し
た
。

Ｓ
か
ら
Ｈ
ま
で
を
調
査

①

調
査
開
始
地
点
（
Ｓ
）

②

４
０
ｍ
地
点

右
の
土
手
は
白
っ
ぽ
い
砂
岩
質
の

岩
石
で
で
き
て
い
ま
す
。

崩
落
現
場
の
土
を
手
に
取
る
と
サ

説
明
の
た
め
、
調
査
し
た
結
果
を

先
に
示
し
た
の
が
左
上
の
写
真
で
す
。

佐
伯
氏
の
測
量
図
を
こ
の
よ
う
に
重

ね
る
と
、
調
査
結
果
と
よ
く
一
致
す

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

城
の
部
分
を
拡
大
し
た
の
が
次
ペ

ー
ジ
の
写
真
で
す
。
小
さ
な
曲
輪
ア

～
チ
の
記
号
や
、
測
定
し
た
距
離
を

書
き
込
ん
で
あ
り
ま
す
。

以
後
、
図
中
の
記
号
と

写
真
を
使
っ
て
岩
井
城
の

調
査
結
果
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

ラ
サ
ラ
し
た
砂
で
し
た
。
土
手
の
岩

石
を
さ
わ
る
と
指
で
こ
す
っ
た
だ
け

で
ボ
ロ
ボ
ロ
と
く
ず
れ
て
き
ま
し
た
。

層
状
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
火
山
灰

が
積
も
っ
て
で
き
た
土
手
の
よ
う
で

す
。

③

Ｈ
地
点

１
２
０
ｍ

堀切Ａ 断面は大きなＵ字形
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Ｓ：調査開始地点 Ｈ：堀切Ａ（林道沿い） Ｐ：山頂 868m Ａ：堀切 Ｂ：堀切

Ｃ：切岸 ①②③およびア～チ：曲輪

数字は巻尺で測った距離 ＳからＨ：１２０ｍ ＨからＰ：７６ｍ ＰからＳ：８４ｍ

笹
を
刈
っ
て
し
ま
う
と
見
事
な
堀

切
Ａ
が
現
れ
ま
し
た
。

こ
の
堀
切
の
上
に
上
が
っ
て
横
か

ら
見
た
の
が
左
の
写
真
で
す
。

Ｈ
か
ら
Ｐ
ま
で
を
調
査

Ｈ
地
点
を
０
ｍ
と
し
て
巻
尺
で
測

定
し
ま
し
た
。

④

３
０
ｍ
地
点

岩井公民館側から尾根伝いにくる

敵に対して、堀切は横向きにのび

て、深く掘られています。

向こうの草刈り機を立ててあるところ

が、イ曲輪と②曲輪の間の切岸
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尾
根
伝
い
の
細
い
け
も
の
道
の
よ

う
な
ゆ
る
や
か
な
道
を
進
み
、
３
０

ｍ
地
点
か
ら
４
０
ｍ
地
点
を
見
た
写

真
で
す
。
４
０
ｍ
地
点
か
ら
５
０
ｍ

地
点
に
か
け
て
左
右
に
イ
曲
輪
・
②

曲
輪
・
ウ
曲
輪
・
切
岸
が
見
え
、
そ

の
高
台
に
は
エ
曲
輪
の
平
坦
な
部
分

が
見
え
ま
す
。

⑤

４
０
ｍ
地
点

左
側
に
イ
曲
輪
、
少
し
先
の
４
５

ｍ
地
点
に
草
刈
り
機
の
立
て
て
あ
る

大
き
な
切
岸
が
あ
り
、
そ
の
上
が
②

曲
輪
で
す
。
②
曲
輪
は
幅
が
狭
い
の

で
平
坦
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ

こ
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
。

そ
の
上
５
０
ｍ
地
点
左
に
は
小
さ

な
切
岸
が
あ
り
、
そ
の
上
に
エ
曲
輪

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
草
刈
り
機
の
刃
の
と
こ
ろ
か

ら
見
る
と
、
エ
曲
輪
が
奥
へ
向
か
っ

て
細
長
く
続
い
て
い
ま
し
た
。

⑦

エ
曲
輪
と
落
差
の
大
き
い
切
岸

５
０
ｍ
地
点
の
手
前
右
側
に
ウ
曲

輪
が
小
高
く
見
え
ま
す
。
ウ
曲
輪
は

土
を
盛
っ
た
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、

右
下
へ
向
か
っ
て
三
角
形
に
な
っ
て
、

先
端
は
下
の
林
道
へ
張
り
出
し
て
い

ま
す
。

⑥

５
０
ｍ
地
点

５
０
ｍ
地
点
に
立
つ
と
、
左
に
②

曲
輪
が
あ
り
、
そ
の
先
を
右
側
に
回

り
込
む
と
奥
に
オ
曲
輪
が
あ
り
ま
す
。

②
曲
輪
・
オ
曲
輪
の
上
に
は
切
岸

が
あ
り
、
草
刈
り
機
を
立
て
か
け
た

く
ら
い
の
高
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

とくに６８ｍ地点左側は落差の大きい急傾斜の切岸で、容易には登れません。

エ
曲
輪
の
向
こ
う
の
７
０
ｍ
地
点

の
先
の
大
木
の
根
元
が
山
頂
①
曲
輪

に
な
り
ま
す
。

エ
曲
輪
は
尾
根
に
沿
っ
て
い
る
の

で
幅
が
狭
く
、
左
右
へ
斜
面
が
下
っ

て
い
ま
し
た
。
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切
り
岸
の
表
面
は
落
ち
葉
や
土
砂

が
覆
っ
て
い
た
の
で
、
手
で
払
い
落

し
て
み
る
と
、
切
岸
の
表
面
は
と
て

も
平
ら
で
き
れ
い
に
削
り
落
と
し
た

こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

路
肩
崩
落
現
場
で
見
た
よ
う
な
も

ろ
い
砂
岩
質
の
火
山
灰
に
似
た
岩
盤

で
山
が
で
き
て
い
る
の
で
、
切
岸
を

造
る
に
は
削
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。

⑧

７
０
ｍ
地
点

７
０
ｍ
地
点
は
小
さ
な
切
岸
に
な

っ
て
お
り
、
こ
こ
を
登
っ
た
上
が
①

曲
輪
に
な
り
ま
す
。
切
岸
は
短
く
ゆ

る
い
斜
面
で
し
た
。

写
真
中
央
の
太
い
木
の
根
元
が
山

頂
で
す
。

傾
斜
で
す
。

キ
曲
輪
は
中
曽
洞
側
へ
向
か
う
尾

⑨

山
頂
Ｐ
と
①
曲
輪

Ｈ
地
点
か
ら
山
頂
の
Ｐ
地
点
ま
で

７
６
ｍ
あ
り
ま
し
た
。

Ｐ
か
ら
Ｓ
ま
で
を
調
査

①
曲
輪
が
山
頂
の
重
要
な
曲
輪
で
、

主
郭
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
エ
曲
輪

と
似
て
い
て
、
向
こ
う
へ
幅
狭
く
平

ら
な
部
分
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

写
真
奥
の
Ｐ
か
ら
２
５
ｍ
地
点
が

測
量
図
の
堀
切
Ｂ
に
な
り
ま
す
。

⑩

キ
曲
輪

山
頂
か
ら
左
の
方
へ
切
岸
を
降
り

て
い
く
と
オ
曲
輪
が
あ
り
、
オ
曲
輪

か
ら
切
岸
に
な
っ
て
、
そ
の
下
が
キ

曲
輪
で
す
。

キ
曲
輪
へ
降
り
る
切
岸
は
、
写
真

の
草
刈
り
機
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
急

根
に
あ
た
り
、
４
月
２
２
日
の
探
検

で
の
ぼ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
写

真
の
中
央
が
尾
根
で
、
向
か
っ
て
左

手
が
馬
場
ヶ
洞
、
右
手
が
掘
抜
き
が

洞
に
な
り
ま
す
。

⑪

①
曲
輪
の
展
望

①
曲
輪
の
ま
わ
り
は
木
が
た
く
さ

ん
生
え
て
い
て
遠
く
の
景
色
は
あ
ま

り
見
え
ま
せ
ん
が
、
岩
井
団
地
の
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
貯
水
槽
が
白
く
見

え
、
さ
ら
に
そ
の
遠
方
に
あ
る
大
尾

根
方
向
に
は
生
井
の
ビ
ニ
ル
ハ
ウ
ス

が
少
し
見
え
ま
し
た
。
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切岸Ｃ セ・ソ・タ曲輪

本洞側から見た岩井城の位置はこの辺りです。

岩
井
城
が
あ
っ
た
と
き
、
①
曲
輪

の
ま
わ
り
の
木
は
綺
麗
に
切
っ
て
し

ま
っ
て
見
晴
ら
し
が
よ
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
敵
に
見
つ
か

ら
な
い
よ
う
に
生
え
た
ま
ま
に
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

位
置
か
ら
考
え
て
、
切
っ
て
し
ま

え
ば
ほ
と
ん
ど
３
６
０
度
見
渡
す
こ

と
が
で
き
、
敵
が
や
っ
て
き
た
と
き

も
す
ぐ
発
見
で
き
た
で
し
ょ
う
。

⑫

堀
切
Ｂ

①
曲
輪
の
、
Ｐ
か
ら
２
５
ｍ
地
点

が
堀
切
Ｂ
で
す
。

右
の
写
真
の
よ
う
に
画
面
の
左
右

に
わ
た
っ
て
土
地
が
低
く
な
っ
て
い

ま
す
。
堀
切
Ａ
に
比
べ
る
と
浅
い
堀

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
断
面
の
写
真

長
い
広
報
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
家
に
い
る
こ
と
の
多
い
毎
日
で

す
。
ど
う
ぞ
根
気
に
お
読
み
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が

た
い
で
す
。

岩
滝
に
も
こ
ん
な
場
所
が
あ
っ
た
ん
だ
と
知
っ
て

い
た
だ
け
る
と
調
べ
た
か
い
が
あ
り
ま
す
。

も
し
現
地
を
見
た
い
と
い
う
方
が
あ
り
ま
し
た
ら

今
な
ら
笹
も
短
く
見
や
す
い
の
で
、
岩
滝
公
民
館
の

木
谷
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
案
内
し
ま
す
。

℡

か
ら
分
か
り
ま
す
。

⑬

③
曲
輪

上
の
写
真
の
堀
切
Ｂ
を
過
ぎ
て
、

Ｐ
か
ら
２
９
ｍ
地
点
が
③
曲
輪
で
す
。

面
積
は
狭
く
、
丸
い
平
ら
な
と
こ
ろ

に
な
っ
て
い
ま
す
。

③
曲
輪
の
向
こ
う
の
少
し
下
が
っ

た
３
３
ｍ
地
点
の
所
に
小
さ
な
コ
曲

輪
が
あ
り
、
さ
ら
に
奥
に
サ
曲
輪
が

あ
り
ま
す
。

⑭

セ
・
ソ
・
タ
・
チ
曲
輪

③
曲
輪
か
ら
右
下
へ
尾
根
に
沿
っ

て
降
り
て
い
く
と
小
さ
な
曲
輪
が
続

き
ま
す
。
曲
輪
の
境
の
切
岸
が
小
さ

い
た
め
境
が
分
か
り
に
く
い
で
す
。

そ
の
下
に
あ
る
切
岸
Ｃ
は
角
度
は

ゆ
る
い
で
す
が
大
き
な
切
岸
で
す
。


