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城郭探訪
ま ち づ く り と 城 の 址

金
山
城
の
概
要

　

太
田
市
に
あ
る
金
山
は
標
高
約
２
３
９
ｍ
の
低

山
で
あ
り
ま
す
が
、
頂
い
た
だ
きか
ら
は
太
田
・
新
田
地
域

だ
け
で
な
く
、
広
大
な
関
東
平
野
を
一
望
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。『
万
葉
集
』
の
東あ
ず
ま
う
た歌に

「
に
い
た

や
ま
」
と
し
て
詠う

た

わ
れ
る
ほ
ど
古
く
か
ら
畏お

そ

れ
敬

わ
れ
、
現
在
で
は
ハ
イ
キ
ン
グ
や
ト
レ
イ
ル
ラ

ン
ニ
ン
グ
な
ど
で
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

眺
望
絶
佳
の
山
、
畏
敬
の
山
、
そ
し
て
、
親
し

み
の
山
で
あ
る
金
山
に
は
、
戦
国
期
に「
金
山
城
」

と
い
う
山
城
が
あ
り
ま
し
た
。

　

金
山
城
は
、
新に
っ
た田

義よ
し
さ
だ貞

を
輩
出
し
た
新
田
氏
の

子
孫
で
あ
る
領
主
・
岩い
わ
ま
つ松

家い
え
ず
み純

に
よ
っ
て
文
明
元

（
１
４
６
９
）
年
に
築
城
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

下げ
こ
く
じ
ょ
う

剋
上
に
よ
り
元
家
臣
の
横よ

こ
せ瀬
氏（
後
の
由ゆ

ら良
氏
）

が
城
を
掌し
ょ
う
あ
く握し
ま
し
た
。
東
国
の
統
治
者
で
あ
っ

た
古こ
が
く
ぼ
う

河
公
方
や
、
こ
れ
に
敵
対
す
る
室
町
幕
府
方

の
関か
ん
と
う
か
ん
れ
い

東
管
領
、
甲
斐
の
武
田
氏
や
越
後
の
上
杉

氏
、
相
模
の
北
条
氏
と
い
っ
た
関
東
の
覇
権
を
狙

う
戦
国
大
名
勢
力
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
金
山
城

の
歴
代
城
主
は
形
勢
を
う
か
が
い
、
所
属
す
る
陣

営
を
く
ら
替
え
し
て
領
地
を
守
り
ま
し
た
。
敵
対

陣
営
か
ら
の
攻
撃
に
幾
度
も
耐
え
抜
き
「
難
攻
不

落
」
を
誇
っ
た
金
山
城
で
し
た
が
、
最
期
は
北
条

氏
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
、
天
正
18（
１
５
９
０
）年

の
小
田
原
合
戦
で
北
条
氏
が
敗
北
し
廃
城
と
な
り

ま
し
た
。

　

金
山
城
は
、
敵
の
侵
攻
を
食
い
止
め
る
た
め
、

巧
妙
に
仕
掛
け
ら
れ
た
通
路
や
岩
盤
を
削
っ
て

造
っ
た
堀
切
、
水
を
豊
富
に
た
た
え
た
池
や
井
戸
、

水
害
か
ら
城
を
守
る
た
め
の
排
水
路
な
ど
、
城
を

守
る
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
東
国石垣で守られた大手虎口（おおてこぐち）の通路（西から）

金山城跡が立地する金山（南から）

「
難
攻
不
落
」金
山
城
と
ま
ち
づ
く
り

太お
お
た田

市
長（
群
馬
県
）　
清し

み

ず水
聖ま

さ
よ
し義
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で
は
ま
れ
な
石
垣
を
多
く
用
い
た
戦
国

期
山
城
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
世
・
近
代
の
太
田
金
山

　

江
戸
期
の
太
田
は
、
日
光
参
詣
の
た

め
の
例れ
い
へ
い幣

使し
ど
う道

太
田
宿
（
現
在
の
本
町

通
り
）
が
置
か
れ
、
宿
場
町
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。
ま
た
、
徳
川
家
康
に
よ
っ

て
大だ
い
こ
う
い
ん

光
院
が
開
か
れ
、
新
田
氏
を
先
祖

と
あ
が
め
る
徳
川
将
軍
家
の
手
厚
い

庇ひ

ご護
を
受
け
ま
し
た
。

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
太
田
は
、
東

京
か
ら
近
く
、
気
軽
に
楽
し
め
る
行
楽
地
と
し
て

大
光
院
、
藪や
ぶ
つ
か
こ
う
せ
ん

塚
鑛
泉
を
中
心
に
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
大
正
期
に
飛
行
機
研
究
所
（
現
在

の
株
式
会
社
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｕ
の
前
身
）が
開
業
し
、

軍
需
工
場
の
ま
ち
と
い
う
一
面
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
す
が
、
戦
後
は
、
自
動
車
産
業
の
ま
ち
と
し

て
飛
躍
的
な
発

展
を
遂
げ
ま
し

た
。

　

金
山
は
、
江

戸
期
に
は
将
軍

に
献
上
す
る
マ

ツ
タ
ケ
の
産
地

と
し
て
幕
府
直

轄
領
と
な
り
、

そ
の
後
、
明
治

か
ら
昭
和
初
期

に
は
、
一
部
御
料
林
と
し
て
宮
内
省
が
管
理
し
ま

し
た
。
城
の
遺
構
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
に
金
山
が
厳
重
に
管
理
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
要
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
金
山
城
跡
と
ま
ち
づ
く
り

　

現
在
の
太
田
市
は
、
群
馬
県
内
で
高
崎
市
、
前

橋
市
に
次
ぐ
第
３
位
の
人
口
規
模
と
な
り
、
北
関

東
随
一
の
工
業
都
市
と
し
て
、
着
実
に
発
展
し
て

き
ま
し
た
。

　

史
跡
金
山
城
跡
は
、
昭
和
９（
１
９
３
４
）年
に

国
史
跡
指
定
、
平
成
14（
２
０
０
２
）年
に
追
加
指

定
を
受
け
、
山
頂
周
辺
で
石
垣
復
元
な
ど
の
史
跡

整
備
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、平
成
21（
２
０
０
９
）

年
に
史
跡
金
山
城
跡
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
が
金
山
南

麓
に
開
館
し
、
金
山
城
を
含
む
金
山
の
歴
史
や
自

然
に
関
し
て
情
報
発
信
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
財
団
法
人
日
本
城
郭
協
会
か
ら
日
本
百
名
城

の
一
つ
に
選
定
さ
れ
、
国
内
外
か
ら
多
く
の
人
が

訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
史
跡
金

山
城
跡
ほ
か
市
内
文
化
財
を
有
効
活
用
し
、
地
域

へ
の
愛
情
や
誇
り
を
高
め
る
こ
と
で
、
に
ぎ
わ
い

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

復元整備された金山城跡（南上空から）

水をたたえる日ノ池（北東から）

子
育
て
呑ど
ん
り
ゅ
う龍　

　

大
光
院
は
、
金
山
城
の
あ
る
金
山
の
南
麓
に
位

置
す
る
。
義
重
山
新
田
寺
の
山
号
の
と
お
り
、
徳

川
家
康
が
祖
先
の
新
田
義
重
や
同
家
代
々
の
菩ぼ

だ
い提

を
弔
う
た
め
に
、
慶
長
18
年（
１
６
１
３
）に
建
立

し
た
。
も
と
も
と
太
田
市
は
新
田
氏
の
本
拠
と

な
っ
た
新
田
荘
に
位
置
し
て
お
り
、
古
寺
の
遺
跡

の
あ
っ
た
こ
の
場
所
が
適
地
と
な
っ
た
の
だ
と
い

う
。
そ
し
て
、
初
代
住
職
に
選
ば
れ
た
の
が
、
江

戸
芝
増
上
寺
の
観
智
国
師
の
弟
子
呑
龍
だ
っ
た
。

　

呑
龍
は
、
貧
民
の
子
ど
も
を
弟
子
と
し
て
養
育

し
た
と
伝
わ
り
、「
子
育
て
呑
龍
」と
親
し
ま
れ
た
。

文
政
３
年
（
１
８
２
０
）
版
の
『
檀だ

ん
り
ん林
巡
路
記
』
に

は
、「
開
山
堂
竜
公
の
霊
験
多
し
と
し
て
平
日
参

詣
群
集
す
」
と
あ
り
、
没
後
２
０
０
年
を
経
て
も

そ
の
高
徳
が
し
の
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
呑
龍
だ
が
、「
子
育
て
」の

異
名
の
別
の
由
来
が
、
昭
和
９
年
の
『
金
山
太
田

誌
』に
あ
る
の
で
ご
紹
介
し
た
い
。

　

元
和
２
年
（
１
６
１
６
）
の
こ
と
だ
と
い
う
か

ら
、
大
光
院
開
山
間
も
な
い
頃
の
こ
と
だ
。
病
気

の
父
親
の
病
を
癒
や
そ
う
と
し
て
、
禁
鳥
の
ツ
ル

を
捕
ら
え
た
源
治
兵
衛
と
い
う
孝
行
息
子
を
か
く

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
幕
吏
が
来
て
も
頑
と
し
て

渡
さ
な
い
。
そ
こ
で
幕
府
で
は
老
中
を
通
じ
て
譴け

ん

責せ
き

し
た
け
れ
ど
も
効
き
目
が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
源
治
兵
衛
と
共
に
寺
を
脱
出
し
て
、
信
州
小
諸

の
山
中
に
潜
伏
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
た
だ

雨
露
を
し
の
ぎ
、
草
木
で
糊こ

こ
う口

を
し
の
ぐ
だ
け
の

凡
人
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
潜
伏
中
は
孝
子
源
治

兵
衛
の
教
化
に
も
努
め
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
義ぎ

き
ょ
う
し
ん

俠
心
が
世
間
の
評
判
と
な
り
、

つ
い
に
幕
府
も
折
れ
て
罪
が
許
さ
れ
、
再
び
大
光

院
に
戻
っ
て
人
々
に
慕
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と

い
う
。
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