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北き
た

塩し
お

原ば
ら

村む
ら

は
、磐ば
ん

梯だ
い

山さ
ん・
裏う
ら

磐ば
ん

梯だ
い

な
ど
東
北
地
方
有
数

の
自
然
景
観
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
、磐
梯
・
朝
日
国
立
公

園
の
一
部
が
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

村
で
は
、豊
か
な
自
然
に
加
え
、村
内
に
残
さ
れ
る
城

館
群
や
会
津
・
米
沢
街
道
な
ど
を“
先
人
の
歩
み
”と
い
う

時
間
的
な
奥
行
き
を
有
す
る
歴
史
資
産
と
し
て
と
ら
え
、

体
系
的
な
調
査
を
お
こ
な
う
た
め
調
査
委
員
会
を
立
ち
あ

げ
、平
成
二
〇
年
度
か
ら
そ
の
調
査
・
研
究
や
活
用
に
つ

い
て
検
討
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

そ
の
な
か
で
も
柏か
し
わ
ぎ
じ
ょ
う
あ
と

木
城
跡
は
歴
史
的
に
も
重
要
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、適
切
な
保
存
と
活
用
を
お
こ
な
う
た
め
に

も
国
史
跡
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
柏
木
城
跡
は

北
塩
原
村
大
字
大お
お

塩し
お

に
あ
り
、大
塩
川
に
面
す
る
山
地
の

尾
根
上
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
尾
根
に
は
主し
ゅ
か
く郭
曲く
る
わ輪
群
が

設
け
ら
れ
、そ
の
東
に
馬う
ま

出だ
し

曲
輪
群
、西
・
北
の
山
麓
に
西

曲
輪
群
と
北
曲
輪
群
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
ふ
も
と
に
は

宿
場
で
あ
っ
た
大
塩
集
落
が
あ
り
、大
塩
川
沿
い
に
は
会

津
と
米
沢
を
結
ぶ
江
戸
時
代
の
米
沢
街
道
が
通
じ
て
い
て
、

い
ず
れ
も
文
献
史
料
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
六
年
度
か
ら
は
、柏
木
城
跡
に
つ
い
て
、文
化

庁
国
庫
補
助
事
業
に
よ
り
内
容
確
認
の
た
め
の
発
掘
調
査

を
開
始
し
て
、令
和
元
年
度
ま
で
の
六
年
間
実
施
し
、調

査
報
告
書
を
刊
行
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
文
化
庁
や
福
島

県
文
化
財
課
の
ご
指
導
の
下
、地
元
や
地
権
者
の
方
々
等

多
く
の
関
係
者
の
ご
協
力
を
得
て
、令
和
四
年
三
月
一
五

日
、柏
木
城
跡
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
書
は
国
史
跡
指
定
を
記
念
し
た
柏
木
城
跡
の
解
説
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。

①
磐
越
自
動
車
道
猪
苗
代
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら

　

国
道
４
５
９
に
て
裏
磐
梯
を
経
由
し
て
大
塩
へ
。

②
磐
越
自
動
車
道
会
津
若
松
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら

　

会
津
北
縦
貫
道
路
に
て
喜
多
方
へ
。
国
道
１
２
１
か
ら

　

国
道
４
５
９
へ
右
折
し
て
大
塩
・
裏
磐
梯
方
面
へ

③
Ｊ
Ｒ
喜
多
方
駅
下
車
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
リ
ゾ
ー
ツ
裏
磐
梯
行
き

 

バ
ス
で「
下
六
郎
屋
敷
」バ
ス
停
下
車

　
　
は
じ
め
に

　
　
も
く
じ

一　
柏
木
城
跡
の
現
在

二　
柏
木
城
の
時
代

三　
柏
木
城
跡
の
発
掘

四　
柏
木
城
跡
の
特
徴

五　
柏
木
城
跡
の
性
格

六　
柏
木
城
跡
関
連
年
表

《表紙解説》
　 中央の山が柏木城跡。
手前は会津と米沢を結ぶ
街道。右奥の雲海の下に
会津盆地が広がる。令和
３年12月、大塩の八丁壇
一里塚周辺から撮影。

柏木城跡
見学者用駐車場
・北塩原村活性化センター
・北塩原村生涯学習センター 
　柏木城跡関連の展示室有り
　　問合：0241-23-5236《１　柏木城跡航空写真・測量図・遺構配置図》

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡

は
じ
め
に

も
く
じ

北
塩
原
村『
柏
木
城
跡
』へ
の
ア
ク
セ
ス

一 

柏
木
城
跡
の
現
在
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米
沢
街
道　
　

柏
木
城
跡
の
ふ
も
と
に
は
米
沢
街
道
が

通
っ
て
い
ま
す（
図
２
ー
１
）。
会
津(

黒
川)

か
ら
米
沢

へ
は
塩
川（
現 

喜
多
方
市
）、大お
お

塩し
お・
桧ひ

原ば
ら（
現 

北
塩
原
村
）、

綱
木
・
関(

現 

米
沢
市)
を
経
て
米
沢
へ
至
る
道
が
最
短

ル
ー
ト
で
し
た
。
こ
の
道
は
江
戸
時
代
に
は
街
道
と
し
て

整
備
さ
れ
、会
津
で
は
米
沢
街
道
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、天
正
年
間
、伊だ

達て

輝て
る

宗む
ね

書
状(

伊

達
家
文
書)

に
輝
宗
が
蘆あ
し

名な

盛も
り

氏う
じ

に
送
っ
た
使
者
が
大
塩

に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、中
世
に
お
い
て

も
こ
の
道
筋
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
本

書
で
は
、こ
の
中
世
の
道
を「
米よ
ね

沢ざ
わ

路み
ち

」と
呼
称
し
ま
す
。

 　

蘆
名
氏　
　

中
世
会
津
の
雄
、蘆
名(

葦
名)

氏
は
、相

模
国
三
浦
郡
葦
名
を
領
し
て
い
た
三
浦
一
族
に
連
な
り
ま

す
。
黒
川(

現 

会
津
若
松
市)

に
住
み
、十
五
世
紀
後
半
の

盛も
り

滋し
げ
の
頃
に
会
津
一
円
で
の
支
配
を
確
立
し
た
よ
う
で
す
。

十
六
世
紀
中
頃
、蘆
名
盛
氏
の
代
に
は
そ
の
支
配
領
域
が

最
大
と
な
り
、室
町
幕
府
か
ら
は
、奥
羽
に
お
い
て
蘆
名

家
と
伊
達
家
が
大
名
格(

永
禄
六
年
諸
役
人
附)

と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
会
津
の
北
方（
現 

喜
多
方
市
・
北
塩
原
村
）

付
近
で
は
、明
応
九
年（
一
五
〇
〇
）の
蘆
名
盛も
り

高た
か

に
よ
る

松
本
対つ
し
ま馬
攻
め
や
、永
正
二
年（
一
五
〇
五
）に
蘆
名
盛
高
・

盛
滋
父
子
の
争
い
な
ど
が
起
き
、北
山
漆
地
区
の
綱
取
城

は
そ
の
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、永
禄
七
・
八
年
頃
の

伊
達
輝
宗
に
よ
る
桧
原
攻
め
や
、天
正
十
三
年
に
は
伊
達

政ま
さ

宗む
ね

に
よ
る
会
津
侵
攻
が
あ
り
関
柴
の
松
本
備
中
守
が
政

宗
に
内
応
す
る
な
ど
、伊
達
家
領
国
と
接
し
て

い
る
地
域
の
た
め
か
、蘆
名
家
と
伊
達
家
に
絡

ん
だ
衝
突
の
地
と
な
る
こ
と
も
多
い
土
地
柄
で

も
あ
り
ま
し
た
。

 　

蘆
名
氏
不
穏　
　

天
正
二
年
、蘆
名
家か

督と
く

の

盛も
り

興お
き

は
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
す
。
盛
興
に
継

子
は
な
く
、父
の
盛
氏
は
人
質
と
し
て
い
た
二に

階か
い

堂ど
う

盛も
り

隆た
か（
須す

賀か

川が
わ

領
主
二
階
堂
盛も
り

義よ
し

の
長
男
）

を
婿
入
り
さ
せ
、後
継
ぎ
と
し
ま
し
た
。
し
か
し

盛
氏
は
天
正
八
年
に
没
し
、盛
隆
は
天
正
十
二

年(

一
五
八
四)

、家
臣
に
殺
害
さ
れ
ま
す
。
盛

隆
の
子
、亀か
め

若わ
か

丸ま
る

も
幼
少
で
、こ
の
頃
、蘆
名
家

中
は
大
き
く
揺
ら
い
で
い
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

 　

柏
木
城
の
築
城　
　

柏
木
城
の
築
城
・
整
備

に
つ
い
て
は
、天
正
十
二
年
十
月
に
そ
の
き
っ

か
け
と
も
思
わ
れ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

蘆
名
家
が
、当
主
盛
隆
の
死
去
に
伴
う
後
継
ぎ

を
幼
児
亀
若
丸
と
し
、常ひ
た
ち陸
佐さ

竹た
け

家
と
の
関
係

を
強
化
す
る
方
針
を
取
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の

後
、伊
達
家
で
は
、ほ
ぼ
間
を
お
か
ず
に
政
宗
が

家か

督と
く

を
継
い
だ
と
み
ら
れ
、政
宗
は
会
津
を
含

め
た
地
域
に
向
か
い
南な
ん

侵し
ん

の
方
針
を
取
り
ま
す
。

伊
達
家
は
会
津
領
桧
原
の
調
ち
ょ
う
り
ゃ
く
略
を
す
す
め
、天

正
十
三
年
五
月
に
は
桧
原
を
略り
ゃ
く
し
ゅ取
し
ま
す
。
こ

の
出
来
事
に
よ
り
、蘆
名
家
と
し
て
は
、政
宗
軍

の「
米
沢
路
」か
ら
の
会
津
進
入
阻
止
が
喫き
っ
き
ん緊
の

課
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

柏
木
城
は
、こ
の
天
正
十
二
年
十
月
か
ら
天

正
十
三
年
五
月
ま
で
の
間
に
、「
米
沢
路
」

桧
原
口
へ
の
備
え
と
な
る
大
塩
地
区
に

お
い
て
、蘆
名
氏
の
領
国
防
衛
を
目
的
と

し
て
整
備
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
す
。

 　

伊
達
政
宗　
　

伊
達
成し
げ

実ざ
ね

が
後
に
記

し
た「
政
宗
記
」に
は
、伊
達
政
宗
が
、桧

原
略
取
後
さ
ほ
ど
日
を
置
か
ず
伊
達
勢

総
軍
で
の
大
塩
峠
越
え
に
よ
る
大
塩
進

軍
を
試
み
て
い
る
こ
と
と
、そ
の
結
果
、

合
戦
に
い
た
ら
ず
引
き
返
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
宗
は「
道
が
一
筋

の
み
で
陣
を
立
て
る
場
所
が
な
い
」こ
と

を
理
由
に
引
き
返
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、「
米
沢
路
」か
ら
の
会
津
侵
攻
を

目
的
と
し
つ
つ
も
、柏
木
城
の
存
在
を
前

に
陣
立
て
が
で
き
ず
、目
的
が
果
た
せ
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
後
も
政
宗
の
桧
原
在
陣
中

に
は
、大
塩
へ
の
別
ル
ー
ト
と
な
る
取
上

峠
越
え
道
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
報
告

が
あ
っ
た
こ
と
や
、天
正
十
七
年
六
月
五

日
摺
上
に
お
け
る
伊
達
氏
対
蘆
名
氏
の

合
戦
後
、原は
ら

田だ

宗む
ね

時と
き

に
よ
る
大
塩
・
柏
木

城
確
認
の
記
録
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、

伊
達
家
の
残
し
た
史
料
か
ら
は
、柏
木
城

が
意
識
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
読

み
取
れ
ま
す
。

《2-1　柏木城と「米沢路（よねざわみち）」》

《2-2　摺上合戦（天正17年）前後の動き》

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡

二　
柏
木
城
の
時
代
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柏
木
城
跡
の
発
掘
調
査　
　

柏
木
城
跡
の
発
掘
調
査

は
平
成
二
六
年
か
ら
令
和
元
年
度
に
か
け
て
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。
城
内
主
要
箇
所
の
発
掘
は
、遺
構
の
遺
存
状

況
や
出
土
遺
物
か
ら
の
年
代
の
確
認
等
を
目
的
と
し
た

も
の
で
す
。
小
規
模
な
が
ら
三
一
か
所
の
ト
レ
ン
チ
調
査
を

お
こ
な
う
と
同
時
に
、地
形
観
察
に
基
づ
く
地
形
測
量
を
約

一
七
八
〇
〇
〇
㎡
実
施
し
ま
し
た
。令
和
元
年
度
に
は
そ
の

成
果
を
ま
と
め
、発
掘
調
査
報
告
書
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。

　

石
積　
　

柏
木
城
跡
で
目
立
つ
の
は
、主し
ゅ
か
く郭
曲く
る
わ輪
群ぐ
ん

の

土ど

塁る
い

に
普ふ

請し
ん

さ
れ
た
石い
し

積づ
み

で
す
。
石
積
は
、発
掘
調
査
を

す
る
前
か
ら
城
内
の
一
部
で
露ろ
し
ゅ
つ出
し
て
い
て
、土
づ
く
り

の
山
城
が
一
般
的
な
東
北
地
方
戦
国
時
代
の
山
城
と
し
て

は
稀
な
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

主
郭
の
発
掘
調
査
で
は
、主
郭
内
を
区
画
す
る
土
塁
や

主
郭
の
周
り
に
造
ら
れ
た
土
塁
の
内
側
に
石
積
が
積
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、主
郭
へ
の

通
路
に
あ
る
出
入
口
の
虎こ

口ぐ
ち

１
・
２（
３
ー
１
・
３
）、主
郭

に
向
か
う
帯お
び

曲く
る

輪わ

１
南
通
路
・
東
通
路
の
土
塁
側
面
で
も

石
積
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
に
残
る
土
塁
上
に
あ

る
石
列
の
分
布
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、石
積
は
主
郭
曲
輪

群
に
あ
る
土
塁
の
内
側
ほ
ぼ
全
体
に
普
請
さ
れ
て
い
る
と

推
定
さ
れ
ま
す
。
虎
口
１
に
は
織
し
ょ
く
ほ
う豊
城
郭
の
虎
口
で
み
る

「
鏡
か
が
み

石い
し

」に
似
た
特
徴
を
し
め
す
大
き
く
平
ら
な
石（
３
ー

２
）も
据
え
ら
れ
る
な
ど
、石
積
に
も
多
彩
な
種
類
が
あ
り
、

大
規
模
に
石
積
が
施ほ
ど
こさ
れ
て
い
る
よ
う
す
か
ら
は
、柏
木

城
跡
が
、“
石
造
り
の
山
城
”と
も
い
う
べ
き
内
容
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

 　

主
郭
曲
輪
群
の
発
掘
調
査　
　

こ
れ
ま
で
に
お
こ
な
っ

た
発
掘
調
査（
３
ー
５
）で
は
、主
郭
か
ら
、掘ほ
っ

立た
て

柱ば
し
ら

建た
て

物も
の

（
４
ー
４
）や
竪た
て

穴あ
な

状じ
ょ
う

遺い

構こ
う

、石
積（
４
ー
５
）、石い
し

組ぐ
み（
３
ー

６
）、炉ろ

跡あ
と（
３
ー
７
）な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
掘
立

柱
建
物
や
炉
跡
は
、主
郭
に
一
定
期
間
、人
が
い
た
こ
と

の
証
と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。
石
積
は
、一
人
な
い
し
数

人
で
持
て
る
程
度
の
築つ
き

石い
し

を
用
い
て（
３
ー
３
）、表
側
の

面つ
ら

を
揃そ
ろ

え
、長
径
を
横
に
し
て
な
ら
べ
て
お
り
、面
を
ほ

ぼ
垂
直
に
積
み
、高
さ
は
１
ｍ
程
度
と
す
る
例
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。

　

遺い

物ぶ
つ

は
、主
郭
ト
レ
ン
チ
１
の
竪
穴
状
遺
構
底
面
直
上

か
ら
十
六
世
紀
後
半
と
み
ら
れ
る
天て
ん

目も
く

茶ち
ゃ

碗わ
ん

片（
３
ー
12
）

や
輸
入
染そ
め

付つ
け

磁じ

器き

碗わ
ん（
３
ー
９
）の
破
片
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
主
郭
の
各
調
査
区
か
ら
も
、
輸
入
染
付
磁
器

（
３
ー
10
）や
、瀬せ

戸と

美み

濃の

産
灰か
い

釉ゆ
う

陶
器（
３
ー
13・
14
）、越え
ち

前ぜ
ん

産
陶と
う

器き（
３
ー
15
）な
ど
、十
六
世
紀
後
半
の
陶と
う

磁じ

器き

片

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文
献
史
料
に
見
る
柏
木
城

が
機
能
し
て
い
た
時
期
が
収
ま
る
年
代
の
資
料
で
す
。

　

そ
れ
ら
と
と
も
に
、十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭

と
み
ら
れ
る
瀬
戸
美
濃
産
志し

野の

焼や
き

丸
皿
や
、ご
く
細
片
が

多
い
も
の
の
十
八
世
紀
以
降
の
陶
磁
器
類
も
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、柏
木
城
の
跡
地
で
は
近
世
初
頭
以
降
も
何

ら
か
の
活
動
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、こ
れ

ら
の
遺
物
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
城
内
の
遺
構
に

伴
っ
て
出
土
す
る
こ
と
は
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
の
時
間
的
位
置
づ
け
や
石
積
の
類

似
性
な
ど
に
よ
り
、発
掘
調
査
に
よ
り
主
郭
で
検
出
し
た

遺
構
や
虎
口・堀ほ

り

切き
り・土
塁
な
ど
に
つ
い
て
は
、そ
の
多
く
が

文
献
史
料
に
書
か
れ
て
い
る
柏
木
城
が
機
能
し
て
い
た
天

正
後
半
期（
十
六
世
紀
後
葉
）の
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

 　

東
側
遮
断
線　
　

主
郭
曲
輪
群
の
東
に
は
、堀
切
１
を

挟
ん
で
馬
出
曲
輪
群
が
造
ら
れ
ま
す（
３
ー
８
）。
馬
出
曲

《3-1　虎口１　石積検出状況》《3-5　主郭区画A発掘調査のようす》

《3-2　虎口１　大平石（「鏡石」）》《3-6　主郭区画A　竪穴(手前右)と石組（手前左)》

《3-3　虎口2　通路壁面の石積》《3-7　主郭区画C　囲炉裏跡》

《3-4　帯曲輪1弧状施設の石積》《3-8　柏木城跡の遺構配置　南から》

竪
堀
１
と

土
塁
→馬

出
→

堀
切
１

堀
切
２
→

曲
輪
２

←
弧
状
施
設

←
堀
切
４

土
塁
↑

平
場
４

（谷）

曲輪４

↑虎口１
曲輪３

虎口３→
区画C

主郭区画A
区画B

虎口２
↓

帯曲輪１

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡

三　
柏
木
城
跡
の
発
掘
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輪
群
は
、馬
出
・
曲
輪
４
を
中
心
と
し
て
お
り
、そ
の
両
翼

に
防
御
施
設
や
曲
輪
を
設
け
、柏
木
城
跡
の
東
側
に
対
す

る
攻
撃
・
防
御
双
方
を
重
視
し
た
曲
輪
群
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
城
は
、従
来
、東
側
か
ら
の
敵
の
侵
攻
に
備
え
た

山
城
と
目
さ
れ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
理
由
は
こ
の

馬
出
曲
輪
群
で
の
遺
構
の
配
さ
れ
方
に
あ
り
ま
す
。

　

馬
出
曲
輪
群
の
南
と
北
に
は
当
時
の
土
塁
と
み
ら
れ
る

遺
構
が
一
部
遺
存
し
て
い
ま
す（
３
ー
20
・
22
）。
こ
こ
を
、

南
東
調
査
区
、
北
東
調
査
区
と
し
て
発
掘
調
査
を
お
こ

な
っ
た
と
こ
ろ
、各
所
で
土
塁
の
基
盤
と
堀
の
跡
が
確
認

さ
れ（
３
ー
21
・
23
）、馬
出
曲
輪
群
の
曲
輪
４
を
中
心
に

堀（
竪
堀
１
・
２
、堀
切
４
・
５
）と
土
塁
の
複
合
し
た
防
御

の
た
め
の
長
大
な
遮
断
線
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た（
４
ー
１
）。

　

馬
出
曲
輪
群
の
東
側
は
、緩
や
か
な
尾
根
と
緩
斜
面
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
柏
木
城
跡
の
北
・
南
・
西
側
が
斜
面
や

急
崖
に
な
る
の
と
異
な
り
、守
備
が
難
し
い
地
形
と
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
東
側
の
遮
断
線
が
、曲
輪
４
の

北
側
で
約
八
〇
ｍ
延の

び
て
大
塩
川
河か

谷こ
く

へ
下
る
急
き
ゅ
う

崖が
い

に
接

続
し
、南
側
で
は
約
一
一
〇
ｍ
延
び
て
登
り
斜
面
に
接
続

す
る
こ
と
で
尾
根
上
の
緩
斜
面
を
塞ふ
さ

い
で
お
り
、防
御
面

で
の
地
形
的
な
課
題
を
克
服
し
て
い
ま
す
。

 　

城
内
を
通
る
道　
　

曲
輪
４
の
南
側
か
ら
柏
木
城
内
に

入
る
道
は
、現
在
も
農
道
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
幅
約
２

ｍ
の
道
で
、柏
木
城
跡
主
郭
・
馬
出
曲
輪
群
の
南
側
を
通

り
、北
東
に
す
す
む
と
大
塩
集
落
で
旧「
米
沢
街
道
」（
こ

こ
で
は「
道
Ａ
」・「
米
沢
路
」と
呼
び
ま
す
）・
現
在
の
国
道

４
５
９
号
に
接
続
し
、西
で
は
大
久
保
集
落
を
経
て
同
じ

く「
米
沢
路
」に
接
続
し
ま
す（
14
頁
５
ー
２
）。
こ
の
道

は
、南
東
調
査
区
で
の
発
掘
調
査
の
結
果
、堀
・
土
塁
の
間

を
折
れ
曲
が
っ
て
通
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

堀
・
土
塁
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
柏
木
城
が

使
わ
れ
て
い
た
頃
に
も
存
在
し
て
い
た
道（
こ
こ
で
は「
道

Ｂ
」・「
米
沢
路
支
道
」と
呼
び
ま
す
）と
判
断
で
き
ま
す
。 

　
「
道
Ｂ
」・「
米
沢
路
支
道
」の“
発
見
”は
、柏
木
城
跡
に

つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
き
っ
か
け

と
な
り
ま
し
た
。

《3-11　輸入灰青沙器碗　主郭区画C》

《3-14　瀬戸美濃産陶器皿　主郭区画C》

《3-17　鉄製角釘　主郭区画A》

《3-18　鉄製鉈　堀切2》

《3-10　輸入磁器鉄絵盤　主郭区画C》 《3-9　輸入磁器染付碗　主郭区画A》

《3-13　瀬戸美濃産陶器皿　主郭区画A》 《3-12　天目茶碗　主郭区画A》

《3-15　越前産陶器甕　主郭区画A》《3-16　信楽産陶器壷　馬出》

《3-19　炭化種子　ムギなど　堀切2》

《3-20　東側遮断線南側　堀切4に伴う現存土塁》

《3-21　東側遮断線　堀切4の発掘と現存土塁（奥）》

《3-22　東側遮断線北側　竪堀1と土塁》

《3-23　東側遮断線北側　発掘された堀切5と土塁想定ライン》

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡
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柏
木
城
跡
の
遺
構
配
置　
　

柏
木
城
跡
は
、城
全
体
の

中
心
と
な
る
主
郭（
曲
輪
１
）と
、城
番
の
居
住
空
間
と
み

ら
れ
る
曲
輪
２
お
よ
び
そ
の
周
辺
か
ら
な
る
主
郭
曲
輪
群

を
中
心
に
、東
側
に
は
防
御
・
攻
撃
双
方
を
考
慮
し
た
馬

出
曲
輪
群
が
お
か
れ
、山さ
ん

麓ろ
く

に
は
軍
勢
の
駐
ち
ゅ
う

屯と
ん

地ち

と
み
ら

れ
る
西
曲
輪
群
や
北
曲
輪
群
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

主
郭
曲
輪
群　
　

主
郭
曲
輪
群
は
、主
郭（
４
ー
３・４・

５・６
）・曲
輪
２・曲
輪
３・平
場
１・平
場
２・帯
曲
輪
１
な

ど
か
ら
構
成
さ
れ
、南
の
虎
口
１（
４
ー
11・12
）・北
の
虎
口

２（
４
ー
13
）・西
の
虎
口
３
の
三
か
所
に
出
入
口
が
配
さ
れ

て
い
ま
す
。
主
郭
内
の
区
画
土
塁
や
主
郭
へ
向
か
う
大
手

道（
帯
曲
輪
１
南
通
路・
東
通
路
）の
土
塁・
出
入
口
な
ど
に

は
、区
画
や
通
路
の
内
側
に
石
積
が
大
規
模
に
配
さ
れ
て

お
り
、見
る
者
を
圧
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、

城
郭
外
側
に
あ
た
る
切き
り

岸ぎ
し

に
は
虎
口
１
の
一
部
な
ど
を
除

い
て
石
積
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、主
郭
北
側
の

通
路（
帯
曲
輪
１
北
通
路
）に
は
石
積
は
お
ろ
か
土
塁
自
体

が
設
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
す
。

　

 

　

米
沢
路
支
道　
　

城
の
南
側
で
谷
と
の
間
を
縫
う
よ
う

に
通
さ
れ
た「
道
Ｂ
」は
、大
塩
地
区
と
大
久
保
地
区
を
繋

ぐ
道
で
す
。
さ
ら
に
両
端
で
桧
原
・
米
沢
と
黒
川（
若
松
）

を
結
ぶ“
米
沢
路
”に
接
続
し
、い
わ
ば「
米
沢
路
支
道
」と

理
解
さ
れ
る
道
で
す
。
城
の
南
側
に
対
し
て
は
主
郭
曲
輪

群
・
馬
出
曲
輪
群
が
そ
れ
ぞ
れ
に
土
塁
・
切
岸
・
出
入
口
を

幾
重
に
も
重
ね
て
、こ
の「
米
沢
路
支
道
」に
対
す
る
強
い

意
識
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
支
道
か
ら
主
郭
へ
至
る
大
手
道
は
、石
積
の
壁
が

あ
る
通
路
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、土
塁
の
高
さ
は
１
ｍ
前

後
と
さ
ほ
ど
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

 

　

遺
構
配
置　
　

馬
出
曲
輪
群
は
主
郭
の
東
に
あ
り
、主

郭
か
ら
東
側
の
戦
闘
領
域
前
線
へ
の
出
撃
を“
馬
出
”型
の

出
入
口
で
確
保
し
つ
つ
、高
さ
が
あ
り
橋
き
ょ
う

頭と
う

保ほ

と
も
な
る
曲

輪
４
を
中
心
と
し
た
防
御
線
を
城
の
東
に
展
開
し
て
い
ま

す
。そ
の
右
翼
に
は
平
場
４
が
配
さ
れ
、そ
の
東
を
竪
堀
２・

堀
切
４
と
土
塁
で
遮
断
し
て
い
ま
す
。
左
翼
に
配
さ
れ
る

平
場
５
は
、竪
堀
１・
堀
切
５
と
土
塁
に
よ
り
東
側
か
ら
の

侵
攻
を
強
く
遮
断
し
て
い
ま
す
。
遮
断
ラ
イ
ン
の
総
延
長

は
約
２
０
０
ｍ
あ
り
、鶴
翼
の
陣
形
を
地
上
に
写
し
た
か
の

よ
う
な
こ
の
遺
構
配
置
か
ら
も
、柏
木
城
は
、東
か
ら
の
伊

達
政
宗
勢
の
侵
入
に
備
え
た
城
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
城
の
南
東
で
は
竪
堀
２
・
堀
切
４
と「
道
Ｂ
」が

交
差
す
る
場
所
に
お
い
て
、二
重
に
配
さ
れ
た
堀
・
土
塁

を
く
い
違
い
と
し
、そ
の
間
に「
道
Ｂ
」を
折
り
曲
げ
て
通

す
工
夫（
４
ー
16
）も
確
認
さ
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
に
つ
い

て
は
、曲
輪
４
・
帯
曲
輪
２
な
ど
、高
い
位
置
か
ら
十
分
に

監
視
し
攻
撃
で
き
る
よ
う
な
造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
強

い
遮
断
性
の
あ
る
場
所
に
狭
い
通
路
を
導
き
入
れ
る
こ
と

で
、防
御
性
を
よ
り
高
め
る
工
夫
と
す
る
と
と
も
に
、小

規
模
な
人
数
の
往
来
は
確
保
す
る
考
え
方
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
主
郭
の
北
・
西
側
の
斜
面
を
下
っ
た
場
所
に
は
、

大
規
模
に
広
が
る
平
場
群
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
会
津
領
国

を
守
る
軍
事
要
塞
と
し
て
多
く
の
城
兵
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、多
数
集
ま
っ
た
兵
が
駐
屯
す
る
空
間

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

《4-1　柏木城跡の遺構（東から）》

山城の主な施設名称と解説
馬出（うまだし）… 土橋や木橋を渡った堀の対岸に特別な

広場を設置した出入口のこと。
切岸（きりぎし）… 山城の区画・防御施設として、もっとも

普遍的に見られる人工の急斜面。
曲輪（くるわ）… 城館を構成する空間の基本的な単位で、

防御施設で囲まれた平坦面を指す。
虎口（こぐち）… 城館の出入口のこと。さまざまな防御

の工夫が凝らされている。
主郭（しゅかく）… 城館の中心になった曲輪のこと。
竪堀（たてぼり）… 等高線に直交するかたちで斜面に掘っ

た堀のこと。
土塁（どるい）… 曲輪の周縁部や出入口の周囲に設けた、

防御のための土手。
堀切（ほりきり）… 尾根筋を切断した堀のことで、山城で

一般的に見られる。
横堀（よこぼり）… 山城で曲輪の周囲をとりまくようにめ

ぐらした堀のこと。

主郭

曲輪２
←堀切２

西曲輪群

（谷）

曲輪３

←馬出
堀切１→

曲輪４

竪堀２

平場１

平場２

平場４

←
虎
口
１ 帯曲輪１

虎口２→

「
道
Ｂ
」・「
米
沢
道
支
道
」

↑東側遮断線
　（堀切４と土塁）

東側遮断線↑
（竪堀１と土塁）

東曲輪群

東側遮断線　
（堀切５と土塁）↓

急崖

虎口３
↓

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡

四　
柏
木
城
跡
の
特
徴
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《4-11　虎口1　西壁の石積と崩れた石》 《4-3　主郭区画A　発掘調査のようす》《4-10　虎口1　奥から2回折れて内側へ入る》 《4-2　中央の森が柏木城跡　手前の集落が大塩》

《4-13　虎口2　見学会のようす》 《4-5　主郭区画A・Cを分ける区画の石積》《4-12　虎口1　南側の石積。平石を立てて使用》 《4-4　主郭区画A　掘立柱建物跡》
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蘆
名
氏
関
連
の
城　
　

蘆
名
氏
の
本
城
で
あ
っ
た
の
は
黒

川
城
で
す
。
そ
の
場
所
は
現
在
の
若
松
城（
鶴
ヶ
城
）あ
た

り
と
さ
れ
ま
す
が
、詳
し
く
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
向

羽
黒
山
城（
会
津
美
里
町
）は
、蘆
名
盛
氏
に
よ
る
築
城
で
、

永
禄
四
年
に
築
城
が
は
じ
ま
り
、永
禄
十
一
年
に
完
成
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
盛
氏
の
隠
居
城
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、東
北
で
も
最
大
級
の
広
大
な
城
域
が
あ
り
、

多
く
の
曲
輪
群
、堀
、土
塁
や
城
道
・
虎
口
が
複
合
し
た
城

構
え
は
、将
来
的
な
蘆
名
家
の
本
城
・
居
城
と
し
て
意
図

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

蘆
名
家
家
臣
を
置
い
た
と
み
ら
れ
る
城
に
は
、綱
取
城

（
松
本
氏
）、戸
山
城（
穴
澤
氏
）、津
川
城（
金
上
氏
）、長
沼

城（
新
国
氏
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、蘆
名
氏
の
も
と

で
同
盟
関
係
に
あ
る
地
域
領
主（
旗
下
）の
城
と
推
測
さ
れ

る
の
は
、猪
苗
代
城
・
鶴
峯
城（
猪
苗
代
氏
）、鴫
山
城（
長

沼
氏
）、久
川
城（
河
原
田
氏
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

各
城
館
の
地
理
的
な
位
置
を
確
認
す
る
と
、蘆
名
氏
居

館
の
黒
川
城
は
、会
津
盆
地
の
南
東
に
位
置
し
、領
外
へ

と
通
じ
る
各
交
通
路
の
結
節
点
に
あ
り
ま
す
。
向
羽

黒
山
城
は
黒
川
か
ら
南
の
白
鳳
山
に
連
な
り
、眼
下

に
会
津
盆
地
の
ほ
ぼ
全
体
を
見
渡
し
つ
つ
、南
山
通

り
下
野
街
道
や
阿
賀
川（
大
川
）な
ど
、陸
上
交
通
と

河
川
交
通
を
押
さ
え
た
立
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一

方
、支
城
及
び
旗き

下か

の
城
は
他
の
領
国
か
ら
の
往
来

を
押
さ
え
る
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
ま
す
。

　

柏
木
城
は
、位
置
的
に
は
伊
達
氏
の
い
た
米
沢
と

会
津
を
結
ぶ
幹
線
道
路「
米
沢
路
」に
接
し
て
お
り
、

他
地
域
と
の
往
来
を
押
さ
え
る
場
所
と
い
う
点
で
他

の
城
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し「
寛
文
五
年
大
塩
組
風
土
記
之
帳
」の
記

述
に
も
と
づ
け
ば
、蘆
名
家
か
ら
三
瓶
大
蔵
が“
城
番
”

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
蘆
名
氏
直
営
の
城
で
あ
り
、地

域
領
主
の
城
館
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
点
に
、他
の

蘆
名
氏
関
連
城
館
と
は
異
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る

と
理
解
で
き
ま
す
。

　

柏
木
城
跡
の
性
格　

　
“
政
宗
へ
の
備
え　

往
来
監
視
と
石
造
り
の
城
”

 　

以
上
、柏
木
城
跡
の
城
の
造
り
や
地
形
と
の
関
わ
り
、

文
献
史
料
な
ど
を
み
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

蘆
名
氏
に
よ
る
柏
木
城
築
城
・
整
備
の
意
図
は
、桧
原
を

略
取
し
南
侵
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
伊
達
政
宗
の
侵
攻

に
備
え
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
も
大
き
な
理
由
で
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、多
く
の
谷
筋
が
集

ま
る
こ
こ
大
塩
の
地
で
、大
塩
川
沿
い
の
難
所
を
通
る「
米

沢
路
」を
旧
大
塩
宿
上
手
の
谷
が
狭
く
な
る
箇
所（
５
ー
２
）

で
塞
ぎ
つ
つ
、「
道
Ｂ（
米
沢
路
支
道
）」を
通
じ
て
、堀
・
土

塁
に
よ
る
厳
重
な
遮
断
線
が
あ
り
多
数
の
兵
力
を
配
備
で

き
る
柏
木
城
を
経
由
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
領
国
会
津
を
防

衛
す
る
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

ま
た
、柏
木
城
の
曲
輪
４
南
に
あ
る「
道
Ｂ
」の
折
れ
曲

が
っ
た
箇
所
は
、城
内
へ
の
入
口
と
な
る
こ
と
か
ら
、「
関

（
関
所
）」的
な
機
能
を
配
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

加
え
て
、蘆
名
氏
は
、柏
木
城
主
郭
や
主
郭
へ
至
る
大

手
道
の
内
側
で
石
積
壁
を
大
規
模
に
普
請
し
重
厚
な
城
と

し
ま
し
た
。
土
づ
く
り
の
城
が
多
か
っ
た
会
津
の
地
で
は
、

柏
木
城
を
見
せ
る
こ
と
で
武
威
を
示
し
、戦
意
を
高
揚
さ

せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 　

柏
木
城
跡
の
歴
史
的
価
値　
　

柏
木
城
跡
は
、戦
国
時

代
末
期
、会
津
領
主
蘆
名
氏
に
よ
り
奥
州
会
津
と
羽
州
米

沢
を
結
ぶ
街
道
沿
い
で
あ
る
大
塩
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

南
奥
羽
の
覇
権
を
め
ぐ
る
蘆
名
氏
と
米
沢
伊
達
氏
の
戦

い
に
か
か
わ
り
、蘆
名
氏
が
領
国
を
防
衛
す
る
た
め
、山

城
と「
米
沢
路
」を
組
み
合
わ
せ
て
築
い
た
軍
事
的
な
城

で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
ち
ま
す
。

　

天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）の
伊
達
政
宗
に
よ
る
会
津
侵

攻
の
際
に
蘆
名
軍
が
立
て
籠
も
っ
た
こ
と
や
、天
正
一
七

年（
一
五
八
九
）、摺
上
で
の
合
戦
後
に
伊
達
勢
に
よ
り
大

塩
の
城
の
動
向
な
ど
を
確
認
し
た
こ
と
が「
伊
達
天
正
日

記
」に
あ
り
、文
献
史
料
か
ら
は
、そ
の
築
城
・
整
備
・
廃

城
は
、
天
正
十
三
年(

一
五
八
五)

頃
か
ら
天
正
十
七
年

(

一
五
八
九)

と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

発
掘
調
査
に
よ
り
出
土
し
た
陶
磁
器
に
は
、中
国
産
染

付
磁
器
、朝
鮮
半
島
産
灰
青
沙
器
な
ど
の
輸
入
陶
磁
器
や
、

瀬
戸
美
濃
産
陶
器
皿
類
、信
楽
産
陶
器
壺
、越
前
産
陶
器

甕
な
ど
の
国
産
陶
器
が
あ
り
、十
六
世
紀
後
半
の
資
料
が

中
心
で
す
。
ほ
か
に
は
硯す

ず
り、釘
、鉈な
た

、金
具
類
な
ど
や
炭
化

し
た
ム
ギ
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、山
城
に
お
け
る
当
時

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

　

国
指
定
史
跡『
柏
木
城
跡
』　　

柏
木
城
跡
は
東
西

５
０
０
ｍ
、南
北
４
５
０
ｍ
の
広
大
な
城
域
を
有
し
て
い

ま
す
。
遺
構
の
残
り
が
よ
く
、石
積
を
多
用
す
る
こ
と
や
、

複
雑
な
形
状
の
虎
口
を
有
す
る
な
ど
、戦
国
期
の
最
新
の

技
術
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
せ

ま
り
く
る
伊
達
政
宗
勢
を
迎
撃
す
る
た
め
地
形
を
活
か
し

て
配
し
た
馬
出
曲
輪
群
は
、当
時
の
南
東
北
に
お
い
て
蘆

名
氏
伊
達
氏
と
い
う
二
大
勢
力
の
抗
争
を
具
体
的
に
示
す
遺

構
で
す
。
ま
た
米
沢
路
を
城

内
へ
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り

城
に「
関
所
」的
な
意
味
合
い

を
持
た
せ
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
や
、
主
郭
曲
輪
群
の
区
画

や
虎
口・通
路
の
壁
内
側
へ
石

積
を
大
規
模
に
普
請
す
る
こ

と
な
ど
か
ら
は
、領
国
境
目

で
の
軍
事
拠
点
の
あ
り
方
や
、

家
臣・
旗き

下か

・
領
民
へ
の
示し

威い

行
為
等
の
具
体
像
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
遺
跡
で
す
。

　

柏
木
城
跡
は
、中
世
会
津

領
主
蘆
名
氏
の
領
国
防
御
の

思
想
や
築
城
技
術
を
知
る
上

で
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
と
し

て
、令
和
四
年
三
月
一
五
日
、

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

《5-1　会津の主な城館》

《5-2　柏木城跡と道》

国指定史跡　柏木城跡国指定史跡　柏木城跡

五　
柏
木
城
跡
の
性
格



西暦 和暦 日付 出 来 事 
1561 永禄4年 蘆名盛氏、向羽黒山城 ( 岩崎城）の築城をはじめる。 
1563 永禄6年 蘆名盛氏、向羽黒山城 ( 岩崎城）に入る。家督を盛興に譲る。 
1574 天正2年 蘆名盛興死去。盛氏は二階堂盛隆を養子とし後継とした。 

天正6年？ 伊達輝宗が蘆名盛氏に使者を送るが、使者は会えずに大塩にとどまる。 
1580 天正8年 6月 蘆名盛氏死去。 
1581 天正9年 蘆名盛隆、織田信長に使者を送り馬や蝋燭などを進上（信長の居城は安土城。天正7年築城） 
1584 天正12年 10月6日 蘆名盛隆、死去。蘆名家後継は亀若丸とし、常陸佐竹家との関係強化に舵を切る。 
1584 天正12年 伊達政宗が家督を継ぐ。 
1585 天正13年 5月2日 伊達家家臣原田宗時が柴野（現 喜多方市）を攻めるが、米沢に引き返す。 
1585 天正13年 5月3日 伊達政宗が桧原（現 北塩原村）を攻め、略取する。桧原にいた蘆名勢は大塩へ引き城（柏木城）に籠る。 
1585 天正13年 5月8日 伊達政宗軍、大塩峠を越えて大塩に迫るも、桧原へ引き返す。 
1585 天正13年 政宗は57日間桧原に在陣し、桧原の城（小谷山城）を築城する。大塩と桧原で睨み合いが続く。 
1585 天正13年 蘆名家は、大塩の城（柏木城）を、桧原口の守りとする。 
1586 天正14年 10月 蘆名亀若丸が死去。 
1587 天正15年 3月 佐竹家次男の義広が蘆名家の家督を継ぐ。 
1589 天正17年 伊達政宗は天正13年に小手森、天正14年に二本松、天正17年に安子島、高玉の各城を落とし、猪苗代に入る。 
1589 天正17年 6月5日 摺上（現 磐梯町磨上）で、蘆名勢と伊達勢が合戦。伊達勢が勝利する。 
1589 天正17年 6月6日 原田宗時が大塩と柏木城のようすをうかがうが、蘆名勢は引いた後であった（「政宗記」）。 
1589 天正17年 6月11日 伊達政宗が黒川（現 会津若松市）に入る。蘆名義広は前日に白河へおちのびる。 
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