
文
化
芸
能
を
た
し
な
み
す
ぎ
た

楠
目
城
主
・
山
田
元
義

　

山
田
氏
は
、
中
原
秋
家
以
来
350
年

に
わ
た
り
香
美
の
地
を
治
め
て
き
た
。

そ
の
最
後
の
主
と
な
っ
た
の
が
山
田

元
義
で
あ
る
。

　

元
義
は
文
化
芸
能
を
こ
よ
な
く
愛

す
る
武
将
だ
っ
た
。
と
言
え
ば
聞
こ

え
は
い
い
が
、
茶
の
湯
や
猿
楽
、
能

に
の
め
り
込
ん
で
政
治
を
お
ろ
そ
か

に
し
、
城
主
と
し
て
の
務
め
を
果
た

さ
な
い
そ
の
姿
は
、
「
月
に
酔
い
花

に
狂
じ
て
、
漸
く
武
道
も
す
た
れ

る
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
。

　

重
臣
の
山
田
監
物
や
西
内
常
陸
ら

は
、
再
三
に
わ
た
り
元
義
を
い
さ
め
、

武
士
と
し
て
の
力
を
つ
け
る
よ
う
進

言
し
て
き
た
。
し
か
し
元
義
は
そ
の

忠
告
に
耳
を
貸
さ
ず
、
逆
に
、
山
田

氏
の
未
来
を
案
ず
る
彼
ら
を
遠
ざ
け
、

蟄
居
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

強
固
な
権
力
地
盤
と
豊
か
な
財
力

が
、
か
え
っ
て
武
士
と
し
て
の
心
を

鈍
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
国
の
世

に
あ
っ
て
お
ご
り
や
油
断
は
命
取
り
。

元
義
は
文
化
芸
能
を
愛
し
す
ぎ
、
そ

の
身
を
滅
ぼ
し
た
。

烏
ヶ
森
城
を
切
り
崩
す

長
宗
我
部
国
親
の
謀
略

　

楠
目
城
の
西
、
岡
豊
城
か
ら
香
美

の
地
を
虎
視
眈
々
と
狙
う
武
将
が
い

た
。
長
宗
我
部
国
親
で
あ
る
。
山
田

氏
は
国
親
に
と
っ
て
、
父
の
兼
序
を

討
っ
た
因
縁
の
相
手
。
ま
た
、
東
に

広
が
る
大
荘
園
『
大
忍
庄
』
の
掌
握

な
ど
を
考
え
て
も
、
長
宗
我
部
氏
に

と
っ
て
楠
目
城
は
、
い
ず
れ
落
と
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
城
で
あ
っ
た
。

　

長
宗
我
部
氏
の
重
臣
・
吉
田
重
俊

は
、
国
親
に
こ
う
進
言
す
る
。

「
城
主
の
元
義
は
取
る
に
足
り
ま
せ

ん
が
、
重
臣
の
西
内
常
陸
や
山
田
監

物
は
知
勇
兼
備
の
武
将
。
攻
略
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　

そ
し
て
１
５
４
９
年
、
重
俊
は
一

計
を
案
じ
る
。

　

西
内
常
陸
の
居
城
・
烏
ヶ
森
城
に

身
を
寄
せ
る
加
藤
飛
弾
を
「
お
前
は

い
ず
れ
常
陸
に
殺
さ
れ
る
。
そ
の
前

に
常
陸
を
討
ち
、
手
柄
を
も
っ
て
わ

が
軍
に
加
わ
れ
ば
、
重
く
用
い
て
や

ろ
う
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
だ
。

　

こ
れ
を
信
じ
た
飛
弾
は
、
嵐
の
夜

に
常
陸
を
斬
殺
し
た
と
い
う
。
こ
れ

が
烏
ヶ
森
城
の
最
後
で
あ
っ
た
。

　

要
の
武
将
で
あ
る
常
陸
を
失
っ
た

元
義
だ
が
、
そ
れ
で
も
行
い
は
一
向

に
改
ま
ら
ず
、
危
機
感
も
な
く
相
変

わ
ら
ず
能
や
茶
の
湯
に
興
じ
て
い
た

と
い
う
。

楠
目
城
の
最
後

　

１
５
４
９
年
、
つ
い
に
長
宗
我
部

氏
の
軍
勢
が
楠
目
城
に
襲
い
か
か
る
。

　

折
り
し
も
楽
屋
芝
居
を
楽
し
ん
で

い
た
元
義
は
、
敵
軍
襲
来
の
急
報
に

た
だ
た
だ
う
ろ
た
え
る
ば
か
り
。
能

の
女
面
を
付
け
た
ま
ま
右
往
左
往
し
、

家
臣
に
助
け
ら
れ
て
馬
に
乗
せ
ら
れ

た
も
の
の
軍
の
指
揮
も
ま
ま
な
ら
ず
、

呆
然
と
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
こ
こ
に
、
雪
ヶ
峯
城
で
蟄

居
中
だ
っ
た
山
田
監
物
が
100
騎
あ
ま

り
の
兵
を
率
い
て
は
せ
参
じ
た
。
監

物
は
各
軍
に
指
示
を
出
し
て
態
勢
を

立
て
直
し
、
士
気
を
鼓
舞
し
て
駆
け

回
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
山
田
氏
旗

下
の
武
将
、
奥
宮
・
北
村
・
傍
士
ら

は
、
と
き
の
声
を
上
げ
て
奮
戦
し
た
。

　

一
方
監
物
は
、
長
宗
我
部
配
下
の

猛
将
・
江
村
小
備
後
と
相
対
す
る
。

激
し
く
斬
り
結
び
、
組
み
合
っ
て
、

互
い
に
一
歩
も
引
か
ぬ
戦
い
の
末
、

監
物
は
と
う
と
う
小
備
後
に
討
ち
取

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

監
物
を
失
っ
た
山
田
勢
は
総
崩
れ

と
な
り
、
つ
い
に
楠
目
城
は
落
城
。

元
義
は
山
伝
い
で
東
の
韮
生
郷
へ
と

落
ち
の
び
た
と
い
う
。

　

元
義
は
そ
の
後
、
現
在
の
物
部
町

久
保
で
没
し
、
予
岳
寺
に
葬
ら
れ
た

と
伝
え
ら
れ
る
が
、
阿
波
に
落
ち
延

び
た
と
も
、
土
佐
山
田
町
舟
谷
に
墓

が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　山田氏の時代、楠目城の南に広がっていた

城下町について、『土佐国香我美郡山田郷地

検帳』に記録が残っている。西北町に１８戸、

東南町に２０戸の商家が立ち並んでいたよう

だ。楠目城が長宗我部国親に攻め落とされて

から少なくとも４０年近くの間、そのままの

形で町が残されていたのだろう。

　しかし長宗我部元親はその後、ここに住む

商人や職人を移住させ、城下町を別の地へ移

転させているという。さて、どこへか。

　答えは、現在の高知市。江の口川に架かる

橋に山田橋という名前が残り、山田町と呼ば

れていた。元親が岡豊城から高知に拠点を移

すとき、新しい商工都市を生み出すため、山

田に限らず、平定してきた城下町の住民を移

転させていたのだと考えられている。

山田氏の時代 楠目城の南に広がっていた

山田山田の町はいずこへ？はいずこへ？

け
ん
も
つ

よ
う
や

ち
っ
き
ょ

こ
し
た
ん
た
ん

ひ 

だ

お
お
さ
と
の
し
ょ
う

こ
び
ん
ご

ひ
た
ち

雪
ヶ
峯
城
跡
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　 雪ヶ峯城。城主は山田監物。切り立つような

崖に守られ、北の守りを固めた。　 烏ヶ森城。

城主は西内常陸。非常に険しい天然の要害で、

物部川の流域一帯と高知平野を一望する東の抑え。
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