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広報 4

　
高た

か
と
う
ざ
ん
じ
ょ
う

藤
山
城
は
睦
沢
町
と
の
境
の
山
間
部
に

あ
る
山や

ま

城じ
ろ

で
、
標
高
約
80
ｍ
の
天
然
の
要
害

で
す
。
高た

か
と
う
じ
ょ
う

塔
城
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
こ
の
城
は
平
安
末
期
の
豪
族
・
上か

ず
さ総
広ひ

ろ
つ
ね常

の
居
城
跡
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
の

と
こ
ろ
は
不
明
で
す
。
広
常
居
城
跡
と
し
て

は
睦
沢
町
や
い
す
み
市
に
そ
の
伝
承
が
残
っ

て
い
ま
す
。
高
藤
山
城
に
は
戦
国
時
代
末
期

の
構
造
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
広
常
の
時
代

の
居
館
と
考
え
る
と
、
居
館
が
あ
っ
た
と
す

る
な
ら
ば
城
の
麓
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
山
頂
に
は
広
常
の
業
績
を
後
世
に
残
そ
う

と
、
文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
に
時
の
一
宮

藩
主
・
加
納
久ひ

さ

徴あ
き
ら（
１
８
１
３
〜
６
４
）
が

建
て
た
「
古
蹟
の
碑
」
が
あ
り
ま
す
。
城
址

と
石
碑
は
昭
和
53
年
（
１
９
７
８
）
に
町
の

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
国
時
代
の
構
造
の
城
、
と
述
べ
ま
し
た

が
実
は
そ
の
頃
の
城
主
等
は
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
広
常
の
末
裔
だ
と
い
う
金
田
氏
が
住

ん
だ
と
い
う
「
岩
井
城
」
が
こ
の
城
で
あ
る

と
比
定
す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
。

　
享
保
11
年
（
１
７
２
６
）
の
絵
図
に
は

「
正ま

さ
き木
左さ

こ
ん
の
た
い
ふ

近
大
輔
」「
鶴つ

る
み見
甲か

い
の
か
み

斐
守
」
が
城
主

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「一
宮
町
の
文
化
財
㉓
」

高た
か
と
う
ざ
ん

藤
山
城じ

ょ
う
し址
と
古こ

せ
き蹟
の
碑

ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
魅
力
あ

る
返
礼
品
を
そ
ろ
え
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ

は
、
情
報
発
信
で
す
。
一
宮
町
で
は
、
全
国

的
に
人
気
の
高
い
海
産
物
や
牛
肉
は
な
い
も

の
の
、
い
く
つ
か
の
返
礼
品
は
、
た
い
へ
ん

人
気
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
町
の
皆
さ
ま

に
は
、返
礼
品
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

さ
ら
に
ご
提
供
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま

す
。
返
礼
品
は
、
皆
さ
ま
の
売
り
上
げ
拡
大

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ア
イ
デ
ィ
ア
の
ご
提

供
で
も
結
構
で
す
の
で
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。

情
報
発
信
に
つ
い
て
は
、
11
月
よ
り
紹
介
サ

イ
ト
を
増
や
し
、
早
速
そ
の
効
果
が
現
れ
て

い
ま
す
。今
後
も
拡
充
を
図
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
長
生
村
の
村
長
さ
ん
に
教

え
て
頂
い
た
の
で
す
が
、
高
額
の
ご
寄
付
を

い
た
だ
い
た
方
に
は
、
町
長
か
ら
お
礼
の
お

電
話
を
差
し
上
げ
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
好
評
で
、
引
き
続
い
て
の
ご
寄

付
に
つ
な
が
る
よ
う
で
す
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に
つ
い
て
は
、
制
度

と
し
て
の
問
題
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
り
ま

す
が
、
目
下
、
各
自
治
体
に
と
っ
て
、
も
っ

と
も
頼
り
に
な
る
財
政
補
完
の
施
策
で
す
。

今
後
も
更
に
拡
充
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

現
在
町
の
収
入
源
と
し
て
、
重
み
を
増
し

て
い
る
も
の
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
正
確
に
い
う
と
寄
付
金
に
あ

た
り
ま
す
。
自
治
体
に
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」

と
い
う
名
目
で
寄
付
を
行
う
と
、
自
分
の
払

う
べ
き
所
得
税
や
住
民
税
の
算
定
で
優
遇
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
制
度
で
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
さ

れ
る
方
々
の
注
目
の
的
は
、
寄
付
金
に
対
す

る
返
礼
品
で
す
。
こ
の
返
礼
品
が
豪
華
に
な

り
す
ぎ
て
、
総
務
省
が
制
限
を
か
け
た
こ
と

な
ど
も
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
報
道
さ
れ
ま
し

た
。
人
気
の
あ
る
返
礼
品
を
持
つ
自
治
体
で

は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
額
は
う
な
ぎ
の
ぼ
り

に
増
え
、
隣
村
長
生
村
で
は
、
海
産
物
と
お

米
を
中
心
に
、
7
億
も
の
寄
付
が
あ
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

一
宮
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
も
、
順
調
に
伸

び
て
お
り
、
年
に
1
億
を
超
え
る
金
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。
返
礼
品
費
3
割
と
、
事
務

費
な
ど
2
割
、
約
5
割
の
必
要
経
費
を
除
く

と
、
だ
い
た
い
半
分
5
千
万
ほ
ど
が
純
粋
な

寄
付
金
と
な
り
ま
す
。
町
税
は
伸
び
る
と

い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
劇
的
に
増
え
ま
せ
ん
の

で
、
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
大
き
な
財
政
的
支

え
と
な
る
わ
け
で
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
を
増
や
す
に
は
、
二
つ
の No.54

一宮町長
馬淵 昌也

（
学
芸
員
　
江
澤
一
樹
）

だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
両
者
は

一
宮
城
の
城
主
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
人
物
で

す
。
一
宮
城
は
発
掘
調
査
の
結
果
火
災
に
あ

っ
て
い
る
（
お
そ
ら
く
１
５
６
０
年
代
）
こ

と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
火
災
後
は
ど
う
や
ら

使
用
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
（『
中
世
の
一
宮
』
２
０
０
４

年
）。

　
戦
国
時
代
中
期
ま
で
の
一
宮
城
が
現
在
の

一
宮
城
で
、
戦
国
時
代
末
期
の
一
宮
城
は
高

藤
山
城
を
指
し
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ

な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
私

見
で
す
が
、
今
後
新
し
い
発
見
が
あ
る
こ
と

で
、
少
し
づ
つ
真
実
に
近
づ
け
る
の
で
は
な

い
か
、
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

▲ 東側から見た高藤山城址


