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下
原
と
津
山
市
領
家
と
の
境
に
そ
び
え

る
目
崎
城
（
眼
崎
城
）
は
、
町
内
で
も
比

較
的
規
模
が
大
き
い
山
城
跡
で
す
。
こ
の

城
の
特
徴
は
、
斜
面
に
平
行
し
て
畝う

ね

状
に

無
数
の
溝
を
掘
り
、
城
を
攻
め
て
く
る
兵

の
左
右
の
動
き
を
封
じ
る
「
竪た

て

堀ぼ
り

」
と
い

う
防
御
施
設
が
美
作
国
内
の
山
城
で
は
最

多
の
約
五
〇
本
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
さ
ら
に
、
な
だ
ら
か
な
尾
根
上
に
は

兵
士
が
駐
屯
す
る
郭く

る
わ

や
武
者
走
り
、
そ
し

て
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
「
堀ほ

り

切き
り

」
を
隙
間
な

く
備
え
、
念
入
り
に
作
ら
れ
た
城
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
城
で
あ
り
な
が

ら
目
崎
城
の
城
主
や
歴
史
に
つ
い
て
詳
し

い
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ

て
、
後
の
時
代
に
書
か
れ
た
伝
承
等
の
記

録
を
探
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
す
が

様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
。

　
『
作
陽
誌
』（
元
禄
四
年
〈
一
六
九
一
〉

刊
）
に
は
、
昔
、
目め

裂さ
き

金こ
ん

剛ご
う

王お
う

と
い
う
身

長
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
手
が
四
本
、
足
が

八
本
、
鉄
の
よ
う
な
体
を
し
た
怪
物
が
目

崎
城
に
住
み
、
国
内
の
婦
女
を
さ
ら
っ
て

暴
悪
の
限
り
を
尽

く
し
、
国
司
の
軍

隊
も
撃
退
す
る
ほ

ど
の
強
さ
を
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、

高
野
神
社
の
神
の

加
護
に
よ
り
現
れ

た
朱あ

か

い
鳥
に
目
を

え
ぐ
ら
れ
、
つ
い

に
倒
さ
れ
る
と
い

う
伝
説
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た

一
説
と
し
て
、
目

崎
城
は
大
崎
美み

濃の
の

前ぜ
ん

司じ

頼よ
り

末す
え

と
い
う
人
物

が
築
き
、
代
々
大
崎
氏
が
城
主
を
務
め
て

い
ま
し
た
が
、
文
明
年
中
（
一
四
六
九
－

一
四
八
六
）
に
毛
利
日ひ

ゅ
う
が
の
か
み

向
守
前
司
秋
家
と

い
う
人
物
が
城
主
の
大
崎
国
吉
を
襲
っ
て

殺
害
し
、
代
わ
っ
て
毛
利
氏
が
代
々
城
主

を
務
め
ま
し
た
が
天
正
九
年（
一
五
八
一
）

秋
、
毛
利
盛
光
が
江
見
左さ

馬ま
の

助す
け

と
戦
い
敗

北
し
、
そ
の
後
城
主
無
し
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
『
美
作
鬢び

ん

鏡か
が
み

』（
享
保
二
年
〈
一
七
一
七
〉

刊
）
で
は
、
城
主
は
浦
山
左
馬
助
行ゆ

き

信の
ぶ

と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
の
記
録
と
し
て
は
『
作
陽
誌
』
の
中

に
、
毛
利
左さ

こ
ん
の
す
け

近
亮
と
い
う
人
物
が
円え

ん

宗じ
ゅ
う

寺じ

山
（
津
山
市
里
公
文
北
）
と
平
福
（
同

里
公
文
）
に
城
を
構
え
目
崎
城
主
と
争
い

敗
死
す
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
久

米
郡
誌
』（
大
正
二
年
〈
一
九
一
三
〉
刊
）

で
は
、
圓え

ん

住じ
ゅ
う

寺じ

山
城
主
の
毛
利
元も

と

尊た
か

が
目

崎
城
主
大
崎
氏
と
戦
っ
て
敗
死
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
書
に
は
目
崎
城
の
山
麓
の
中な

か

北き
た

下し
も

に
「
陣じ

ん

籏き

」
と
い
う
平
坦
な
土
地
が

あ
り
、こ
こ
は
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）

五
月
、
山
陰
の
大
名
尼あ

ま

子ご

国く
に

久ひ
さ

の
家
臣
・

立
原
某
が
大
軍
を
率
い
て
こ
の
地
に
陣
を

構
え
、
目
崎
城
を
攻
略
し
た
こ
と
か
ら
こ

の
地
名
が
付
い
た
と
伝
え
ら
れ
、こ
の
時
、

目
崎
城
の
城
兵
が
城
を
出
て
惣そ

う

論ろ
ん

議ぎ

（
協

議
）
し
た
場
所
が
陣
籏
の
東
南
に
あ
り
、

現
在
は
「
宗そ

う

呂ろ

木ぎ

」
と
い
う
地
名
に
な
っ

て
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
後
世
に
書
か
れ
た
も
の
な

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
で
食
い
違
い
が

あ
り
、
さ
ら
に
根
拠
と
な
る
史
料
に
乏
し

い
た
め
、
何
が
事
実
で
あ
っ
た
か
は
判
断

で
き
ま
せ
ん
が
、
目
崎
城
の
縄
張
り
の
配

置
は
実
戦
に
備
え
た
緊
張
感
が
あ
り
、
お

そ
ら
く
は
敵
対
勢
力
と
交
戦
状
態
に
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
当
時
の
記
録

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
城
の
位
置
や
規

模
等
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
は
、
安
芸
の

大
名
・
毛
利
輝
元
の
美
作
進
出
に
お
い
て

拠
点
と
な
っ
た
岩
屋
城（
津
山
市
中
北
上
）

か
ら
葛
下
城
（
鏡
野
町
山
城
）、
神か

ぐ
ら楽
尾お

城
（
津
山
市
総
社
周
辺
）
ら
の
諸
城
を
結

ぶ
要
衝
と
し
て
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
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