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本
庄
氏
の
城
館
の
位
置
は
、愛
知
川
の

流
路
変
更
に
伴
う
混
乱
が
影
響
し
て
い

る
の
か
、明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元

で
は
、将
監
が
願

ね
が
い

寺で
ら

と
し
て
建
立
し
た
と

伝
え
る
光
明
寺
や
久
留
美
神
社
御お

旅た
び

所し
ょ

一
帯
に
城
館
が
存
在
し
た
と
伝
え
て
い

ま
す
。
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愛え

知ち

川が
わ

の
流
路
変
更

　

現
在
の
愛
知
川
は
、服
部
町
の
北
辺

で
屈
曲
し
て
、北
か
ら
西
へ
と
流
れ
を

大
き
く
変
え
て
い
ま
す
が
、屈
曲
す
る

地
点
を
そ
の
ま
ま
北
へ
延
長
し
た
彦

富
町
・
出
路
町
・
田
原
町
・
上
岡
部

町
・
上
西
川
町
・
下
西
川
町
・
甲
崎
町

そ
し
て
湖
岸
の
薩
摩
町
へ
と
伸
び
る

ル
ー
ト
が
、か
つ
て
の
愛
知
川
の
本
流

で
し
た
。愛
知
川
が
も
た
ら
し
た
土
砂

に
よ
っ
て
少
し
高
く
な
っ
て
お
り
、現

在
は
、そ
の
上
に
各
集
落
が
帯
状
に
形

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、こ
の
ル
ー
ト
を

境
に
し
て
条

じ
ょ
う

里り

地
割
（
※
）
に
食
い
違

い
が
生
じ
て
い
る
点
で
す
。一
方
で
現

在
の
愛
知
川
を
境
に
右
岸
と
左
岸
で

条
里
地
割
に
食
い
違
い
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。当
地
に
条
里
制
が
施
行
さ
れ

た
頃
、旧
愛
知
川
の
本
流
は
先
述
の
ル

ー
ト
に
沿
っ
て
流
れ
て
お
り
、当
時
の

愛え

知ち

郡ぐ
ん

と
神か

ん

崎ざ
き

郡ぐ
ん

の
郡
境
も
旧
愛
知

川
に
沿
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

で
は
、
い
つ
頃
、
愛
知
川
の
流
路
は

変
更
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。文
献
資

料
な
ど
の
検
討
か
ら
、そ
の
時
期
は
比

較
的
新
し
く
、16
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。大
規
模
な
洪
水
が
原
因
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

栗く
り

見み
の

荘
し
ょ
う

　

愛
知
川
の
流
路
が
変
更
と
な
る
以

前
、
本
庄
と
そ
の
周
辺
一
帯
に
は
、
栗

見
荘
と
い
う
比
叡
山
延
暦
寺
が
領
す

る
荘
園
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。栗
見

荘
は
、
富と

み

永な
が

荘し
ょ
う（

長
浜
市
高
月
町
・
木
之

本
町
）・
木こ

津づ
の

荘し
ょ
う（

高
島
市
新
旭
町
）
と

と
も
に
「
三さ

ん

箇か

荘し
ょ
う

聖し
ょ
う

供ぐ

領り
ょ
う（

千せ
ん

僧そ
う

供く

領り
ょ
う）」
と
呼
ば
れ
、
延
暦
寺
の
重
要
な

経
済
的
基
盤
を
担
う
特
別
な
荘
園
で

し
た
。

　

栗
見
荘
は
、
現
在
の
彦
根
市
域
に

属
す
る
本
庄
村
・
田
附
村
・
新
海
村

と
、
東
近
江
市
域
の
新し

村む
ら

・
宮
西
村
・

乙お
と

女め

浜は
ま

村む
ら

・
福
堂
村
・
小
川
村
・
川
南

村
・
阿あ

弥み

陀だ

堂ど
う

村む
ら

の
10
村
で
構
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
に

は
「
栗
見
荘
十
郷
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し

た
。本
庄
町
の
久く

留る

美み

神
社
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
「
栗
見
之
庄
由
来
之
事
」

（
応
永
４
年
：
１
７
９
２
）
に
よ
れ
ば
、

栗
見
荘
十
郷
の
祭
礼
で
日
吉
山
王
７

社
の
神み

輿こ
し

が
４
月
に
７
日
７
夜
の
神

事
を
行
な
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
ま

す
。愛
知
川
の
流
路
が
変
わ
り
荘
域
が

分
断
さ
れ
て
も
、栗
見
荘
の
伝
統
は
長

く
続
い
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
栗
見
荘
十
郷
の
中
で
本

庄
村
は
「
栗
見
庄
の
本も

と

な
り
、
故
に
本
荘
の
名

あ
り
き
」（『
近
江
輿よ

地ち

志し

略り
ゃ
く』）
と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
栗
見
荘
の
中
心
的

な
位
置
を
占
め
て
い
ま

し
た
。

本
庄
氏
と
本
庄
城

　

こ
の
本
庄
の
地
に
城

館
を
構
え
た
の
が
本

庄
氏
で
し
た
。
本
庄
氏

は
、
も
と
も
と
栗
見
荘

の
現
地
管
理
を
延
暦
寺

か
ら
委ゆ

だ

ね
ら
れ
た
荘

し
ょ
う

官か
ん

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
が
、
し
だ
い
に
本

庄
を
本
拠
と
し
て
武
士

化
し
、
城
館
を
築
く
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

本
庄
氏
が
文
献
に
登
場
す
る
初
例
は
、

室
町
時
代
前
期
、本
庄
次
郎
左
衛
門
満み

つ

宗む
ね

な
る
人
物
で
す
。
以
後
、代
々
が
六
角
氏

に
仕
え
ま
し
た
。戦
国
時
代
の
末
に
は
、

本
庄
孫
次
郎
と
そ
の
子
與よ

太た

郎ろ
う

が
知
ら

れ
ま
す
。與
太
郎
は
名
を
将

し
ょ
う

監げ
ん

と
改
め
、

六
角
氏
の
有
力
な
家
臣
と
し
て
活
躍
し

ま
し
た
が
、六
角
氏
の
滅
亡
後
は
秀
吉
に

仕
え
、
秀
吉
が
天
下
人
に
な
る
と
、
彼
の

命
に
よ
り
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

の
重
臣
と
し
て
５
、

０
０
０
石
を
領
し
ま
し
た
。関
ヶ
原
の
合

戦
後
に
福
島
家
が
断
絶
す
る
と
、
久
留

米
（
福
岡
県
）
に
赴お

も
む
き
、
久
留
米
藩
主
有

馬
氏
に
仕
え
た
よ
う
で
す
。

▲本庄町地図
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