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出羽郷と本城・本城常光
文和２年（1３5３）　君谷氏(後の出羽氏）に出羽郷が宛てがわ

　　　　　　　　　　　　　　　　れる。この頃高橋氏が阿須那に往来する。

正平16年(１３６１)高橋氏は出羽氏を攻め出羽郷を横領する。

明徳３年（１３９２）　南北朝の和睦。大内義弘の調停により出羽

　　　　　　　　　　　　　　　　郷700貫の内２５０貫を出羽氏に返還。

室町時代(１４００年代)高橋氏は出羽郷支配の拠点として本城

　　　　　　　　　　　　　　　　築城。高橋氏の一族が居城する。

　　　　　　　　　　　　　　　　後に本城氏を名乗る。

享禄３年（１５３０）　毛利元就の攻略により、高橋氏が滅亡する。

　　　　　　　　　　　　　　　　本城氏は飛領である出雲須佐髙櫓城に拠点

　　　　　　　　　　　　　　　　を移し尼子氏に属す。

弘治～永禄(１５５７頃)本城常光は小笠原氏の援軍として邑智郡

　　　　　　　　　　　　　　　　に着陣し毛利軍と戦う。

永禄初年頃(１５６０頃)本城常光は石見銀山山吹城の城番を命じられ、銀山を奪おうとする毛利軍と各地で戦う。

永禄５年（１５６２）　本城常光は毛利方に移り石見銀山は元就が領する。１１月本城常光は毛利より謀殺される。
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【
地
理
】

　
　
　
　
　
　
　
　江
の
川
の
支
流
出
羽
川
の
上
流
域
に
開
け
た
出
羽
盆
地
を
見
下
ろ
す
絶
好
の
位
置
を
占
め
、
瑞
芽
峠
を
挟
ん
で
二
ツ
山

　
　
　
　
　
　
　城
と
対
峙
す
る
。
こ
こ
は
安
芸
国
と
国
境
を
接
し
て
お
り
、
陰
陽
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　出
羽
盆
地
は
山
が
ち
な
石
見
の
中
で
は
比
較
的
開
け
た
水
田
地
帯
で
あ
り
、
古
く
か
ら
製
鉄
業
の
盛
ん
な
地
域
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　知
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
地
方
で
生
産
さ
れ
る
和
鋼
は
良
質
の
鋼
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
地
域
で
は
中
世
の
製
鉄
遺

　
　
　
　
　
　
　跡
も
多
数
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
中
世
国
人
領
主
の
経
済
を
支
え
て
い
た
産
業
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　ま
た
十
六
世
紀
の
中
頃
に
は
毛
利
元
就
に
よ
り
久
喜
銀
山
の
開
発
も
本
格
的
に
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
経

　
　
　
　
　
　
　済
的
に
極
め
て
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　【
城
史
】

　
　
　
　
　
　
　
　文
和
二
年(

一
三
五
三)
阿
須
那
に
来
住
し
た
高
橋
師
光
は
や
が
て
宮
方
に
転
向
し
、
延
文
六
年(

一
三
六
一)

出
羽
氏
を

　
　
　
　
　
　
　攻
め
出
羽
郷
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の
戦
い
で
出
羽
実
祐
は
討
ち
死
に
し
て
い
る
。
本
城
は
出
羽
郷
を
手
に
入
れ
た
高
橋
氏

　
　
　
　
　
　
　が
、
出
羽
郷
支
配
の
拠
点
と
し
て
築
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　出
羽
郷
を
逐
わ
れ
た
出
羽
氏
は
そ
の
後
何
度
も
失
地
の
回
復
に
努
め
て
い
る
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
明
徳
三
年(

一
三

　
　
　
　
　
　
　九
二)

南
北
朝
が
統
一
さ
れ
る
と
、
石
見
守
護
大
内
義
弘
の
調
停
に
よ
り
出
羽
郷
七
百
貫
の
内
二
百
五
十
貫
が
出
羽
氏
に

戻
さ
れ
、
以
後
出
羽
氏
は
宇
山(

邑
南
町
上
原)

に
住
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　文
明
八
年(

一
四
七
六)

の
高
橋
命
千
代
の
契
状
に
は
「
同
名
被
官
者
共
」
と
し
て
上
出
羽
光
教
が
署
名
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
は
上
出
羽

光
教
が
在
城
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　高
橋
氏
や
そ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
本
城
氏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
系
図
に
不
明
な
点
が
多
い
が
、
命
千
代
の
父
と
さ
れ
る
久
光
・
そ
の
跡
を

継
い
だ
清
光
・
後
に
高
橋
家
を
継
承
し
た
興
光
の
父
重
光
は
、
い
ず
れ
も
後
年
に
は
本
城
氏
を
名
乗
り
、
あ
る
い
は
本
城
に
移
居
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
高
橋
氏
の
場
合
は
後
継
者
に
家
督
を
譲
っ
た
当
主
は
本
城
に
移
り
、
後
継
者
を
補
佐
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
橋
氏
に
か
か
わ
る
城
は
多
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
堅
固
に
普
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
特
別
な

城
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　ま
た
後
に
石
見
銀
山
の
争
奪
で
活
躍
す
る
本
城
常
光
は
こ
の
城
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　享
禄
三
年(

一
五
三
〇)

高
橋
氏
が
滅
ん
だ
後
本
城
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
享
禄
四
年

に
は
出
羽
氏
は
出
羽
郷
七
百
貫
す
べ
て
を
回
復
し
て
お
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
出
羽
氏
が
使
用
し
た
後
、

二
ツ
山
城
に
移
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
城
の
構
造
】

　本
来
の
登
城
路
は
旧
田
所
公
園
か
ら
で
あ
り
比
較
的
な
だ
ら
か
な
道
が
続
い
て
い
る
。
や
が
て
尾
根
筋
を
削
り
込
ん
で
つ
く
ら
れ
た
土
橋

⑦
⑧
が
み
ら
れ
、
そ
の
正
面
に
は
郭
群
⑥
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
そ
の
郭
群
の
脇
を
抜
け
る
と
急
斜
面
と
な
る
。
こ
こ
は
谷
筋
か
ら
の
侵
入

に
は
堀
切
と
竪
堀
で
備
え
て
い
る
。
急
斜
面
を
上
る
と
主
郭
部
で
あ
る
が
、
③
の
郭
群
の
普
請
は
や
や
甘
い
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

主
郭
①
は
大
き
な
畝
状
に
な
っ
て
お
り
平
坦
面
は
見
ら
れ
な
い
。
郭
②
も
畝
状
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
世
の
破
城
の
痕
跡
で
あ
る
。
郭

②
の
北
と
西
の
尾
根
筋
は
大
規
模
な
畝
状
空
堀
群
と
連
続
竪
堀
で
切
断
さ
れ
敵
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。
郭
④
の
尾
根
筋
と
谷
筋
も
大
規
模

な
連
続
堀
切
と
畝
状
空
堀
群
で
切
断
さ
れ
敵
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。

　主
郭
東
下
方
の
比
較
的
な
だ
ら
か
な
尾
根
筋
に
は
か
な
り
広
い
郭
群
⑤
が
続
い
て
い
る
。
三
本
の
掘
切
で
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
あ
る

時
期
に
捨
て
郭
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
居
住
地
が
あ
っ
た
と
の
伝
承
も
あ
る
。

【
城
の
特
徴
】

　こ
の
城
の
最
大
の
見
所
は
、
主
郭
部
の
大
規
模
な
破
城
に
あ
る
。
戦
国
期
の
土
の
城
を
破
壊
し
た
例
は
こ
の
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
が
、
全
国
的
に
は
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
大
規
模
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
例
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

　こ
の
破
城
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
永
禄
年
間
に
毛
利
元
就
は
六
男
元
倶
を
出
羽
氏
の
養
子
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
隣

接
す
る
二
ツ
山
城
を
自
分
の
息
子
の
居
城
に
ふ
さ
わ
し
い
城
と
し
て
大
規
模
な
改
修
を
施
し
、
本
城
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
本
城
の
破
城
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
城
下
か
ら
破
城
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
元
就
の
強
い

意
志
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　本
城
の
い
ま
ひ
と
つ
の
見
所
は
、
そ
の
徹
底
し
た
防
御
意
識
に
あ
る
。
そ
の
主
郭
部
を
み
る
と
特
別
規
模
の
大
き
い
城
で
は
な
い
も
の
の
、

主
郭
部
周
囲
の
尾
根
筋
は
す
べ
て
大
規
模
な
連
続
堀
切
と
畝
状
空
堀
群
で
敵
の
侵
入
を
防
い
で
お
り
、
主
郭
部
は
絶
対
に
守
る
と
い
う
強
い

意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
高
橋
氏
に
関
係
す
る
と
伝
え
ら
れ
る
山
城
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
の
普
請
を
行
っ
て
い
る
例
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
高
橋

氏
の
中
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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