
搦
手

衣
笠
城
へ
は

搦か
ら

手め
て

（
裏
手
）
か
ら
登
る
ほ
う
が
い
い
『
源

平
盛じ

う

衰す
い

記
』
に
み
る
よ
う
に

当
時
の
合
戦
は
一
対
一
で
戦
う
個

人
的
武
勇
を
重
ん
じ
た

弓

刀
で
戦
う
騎
馬
戦
で
あ
り

し
か

も
大
手
と
搦
手
か
ら
攻
め
る
と
い
う
慣
例
が
あ

た
し
か
し

必
ず
し
も

そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く

の
ち
に
衣
笠

城
は

合
戦
に
備
え

全
山
に
切
岸

平
場
を
廻め
ぐ

ら
し
大
改
造
を

し
て
い
る

搦
手
か
ら
は

こ
の
ひ
な
壇
式
の
遺
構
を
見
る
こ
と

が
で
き
る 横

須
賀
市
内
コ

ス
①

1◆
Ｊ
Ｒ
横
須
賀
駅
―
◆
バ
ス
停
衣
笠
城
趾
―
◆
衣
笠
城
址

搦
手
―
◆
キ

ゴ
の
谷
戸
―
◆
衣
笠
城
址
山
頂
―
◆
大
善

寺
―
◆
土
塁
―
◆
不
動
の
井
―
◆
武
者
隠
し

◆
磨
崖
仏

―
◆
満
昌
寺
（
三
浦
義
明
の
廟
所
）

キャゴの谷戸

搦手口

衣笠城址
大善寺

武者隠し

満昌寺

磨崖仏
横浜横須賀道路

三
浦
縦
貫
道
路

衣笠 I. C

至三崎

大矢部中

至JR衣笠駅

ゴルフ場

土塁

大手口

不動の井
衣笠城趾

深山川



頂
き
が
本
丸
跡
（
市
指
定
）
で
あ
り

現
在
の
大
善
寺
の
地
が

二
の
丸
跡
と
さ
れ
る

こ
の
衣
笠
山
に
は

す
で
に

平
安
貴
族

が
信
仰
し
て
い
た
金き
ん

峰ぷ

山せ
ん

蔵ざ

王お
う

権ご
ん

現げ
ん

が
奈
良
吉
野
山
か
ら
分
祀
さ

れ

古
代
信
仰
を
受
け
継
ぐ
修し

験げ
ん

道
場
と
し
て

不
動
堂
と
そ
の

別
当
大
善
寺
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

衣
笠
城
が
世
に
知
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は

治
承
四
年
（
一
一

八
〇
）
八
月

源
頼
朝
が
石
橋
山
合
戦
で
敗
れ

そ
の
直
後
に
行

わ
れ
た
衣
笠
合
戦
で
あ
る

武
蔵
国
畠
山
（
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
）
を
本
拠
と
す
る
畠
山

重
忠
は

由
比
浜
合
戦
の
屈
辱
を
晴
ら
す
た
め

二
十
六
日
の
早

朝
衣
笠
城
に
攻
め
寄
せ
た
大
将
と
し
て
大
手
を
攻
め
た
の
は

武
蔵
国
留る

守す

所ど
こ
ろ

総そ
う

検け
ん

校ぎ

う

職し
き

で
秩
父
家
家
督
の
河
越
重
頼
と
江
戸
重

長
ら
で
あ
り

こ
こ
を
守

た
の
は

三
浦
大
介
義
明
の
嫡
子
義

澄
と
佐
原
義よ
し

連つ
ら

搦
手
を
攻
め
た
畠
山
重
忠
に
対た
い

峙じ

し
た
の
は
和

田
義
盛

三
浦
義
明
の
娘
婿
金
田
頼
次
で
あ
る

ま
た

中
陣
は

桓
武
天
皇
　
葛
原
親
王
　
高
見
王
　
高
望
王

　
　
　
良
文
　
　
忠
光

　
　
　
　
　
　
　
忠
通
　
為
通
　
為
継
　
義
継
　
義
明

か
つ
ら
は
ら

た
か
も
ち

村
岡

三
浦

キ

ゴ
の
谷
戸

衣
笠
城
に
は

古
く
か
ら
六む

口く
ち

七な
な

作さ
く

十じ

う

二に

谷げ

戸と

と
い
う
呼
称
が

あ

た

そ
の
意
味
は

六
つ
の
登
り
口
が
あ
り

防
衛
上

廻

ら
さ
れ
た
七
つ
の
柵
が
あ
り

十
二
の
谷や

戸と

が
あ

た
と
い
う
こ

と
ら
し
い

キ

ゴ
の
谷
戸
は

古
老
が
そ
う
呼
ん
で
い
た
谷
戸

の
一
つ
で
あ
り

キ

ゴ
と
い
う
意
味
は
不
明
だ
が

こ
こ
か
ら

戦
闘
用
の
礫つ
ぶ
て

石い
し

の
集
積
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る

当
時
の
戦
法
に

は

山
城
の
頂
き
や
要
所
に
構
築
し
た
櫓や
ぐ
ら

の
上
か
ら

礫
石
や

大
木
を
落
と
す
と
い
う
も
の
も
あ
り

石
や
大
木
は

有
力
な
戦

闘
力
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る

衣
笠
城
址

衣
笠
城
は

前
九
年

の
役
で
鎮
守
府
将
軍
・

源
頼
義
に
従

た
相
模

の
三
浦
為た
め

通み
ち

が
康
平
六

年
（
一
〇
六
三
）
築

い
た
と
さ
れ
る
山
城
で

あ
る

衣笠城址の碑と物見岩



長
江
義よ
し

景か
げ

大
多
和
義
久
が
守

た

こ
の
金
田
頼
次
は

上
総

国
望
東
郡
金
田
郷
（
木
更
津
市
金
田
）
を
領
す
上
総
介
広
常
の
弟

で
あ
り

三
浦
郡
金
田
村
（
三
浦
市
南
下
浦
町
金
田
）
に
も
館
が

あ

た
ら
し
い

大
多
和
義
久
は
三
浦
義
明
の
三
子
で

長
江
義

景
は

三
浦
家
の
家
の
子
で
あ
る

そ
し
て

畠
山
重
忠
は

三

浦
義
明
の
外
孫
で
あ
る

三
浦
義
明
は

こ
の
日
の
夜

嫡
子
義
澄
（
五
十
四
歳
）
ら
を

集
め

生
き
て
勲
功
を
あ
げ
る
よ
う
諭
し
密
か
に
脱
出
さ
せ

一

人
城
に
残
り

翌
朝

河
越
重
頼

江
戸
重
長
に
よ

て
討
た
れ

た

八
十
九
歳
で
あ

た
と
い
う

闇
夜
に
乗
じ
て
脱
出
し
た
義
澄
ら
は

久
里
浜
か
ら
安
房
へ
向

か
う
が

海
上
で
図
ら
ず
も
北
条
時
政

岡
崎
義
実
（
三
浦
義
明

の
弟
）
ら
の
船
に
遭
遇
し

手
を
取
り
合

て
再
起
を
誓
う

こ

の
一
か
月
後
の
十
月
七
日

源
頼
朝
は

念
願
の
鎌
倉
入
り
を
果

た
す
こ
と
に
な
る

頂
の
大
露
岩
は

衣
笠
合
戦
の
際

三
浦
義
明
が
こ
こ
か
ら
戦

況
を
見
た
と
『
源
平
盛
衰
記
』
は
伝
え
て
い
る

こ
の
物
見
岩
の

下
か
ら

平
安
末
期

三
浦
氏
が
檀だ
ん

越お
つ

と
な

て
営
ん
だ
と
み
ら

れ
る
経
塚
が
大
正
八
年
に
発
見
さ
れ

青
銅
の
経き

う

筒づ
つ

や
鏡

青
白

磁
の
合ご
う

子す

や
唐か
ら

子こ

形
水
滴
（
共
に
宋
か
ら
の
将
来
品
）
鉄
製
の

火
打
鎌

刀
身
な
ど
が
出
土
し

こ
れ
ら
は
上
野
の
東
京
国
立
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
浦
為
継
　
義
継
　
義
明
　
義
宗
　
義
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
義
実
　
義
澄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
春
　
重
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
田
頼
次
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
山
重
忠
母

杉
本

三
浦
介

岡
崎

大
多
和

多
々
良

佐
原

和
田

伝長江氏の五輪塔
葉山町長柄の殿ケ谷は、長江義景

が館を構えた所と伝え、義景大明神
の裏には、伝長江氏三代の五輪塔が
ある。義景は三浦大介義明の家の子
である。近くの御霊神社と真言宗長
運寺は、義景が祖父の鎌倉権五郎景
正のために創建したと伝え、長運寺
の本尊は衣笠城内の箭

や
執
とり
不動を分祀

したという。長江氏は義重（義景―
明義―義重）のとき、宝治の乱で三
浦氏惣家と共に自害したが、家は残
されている。（京急新逗子駅よりバ
スに乗り長柄橋下車）



物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る

大
善
寺
（
曹
洞
宗
）

大
善
寺
は

奈
良
時
代
の
僧
行
基
が
創
建
し
た
と
伝
え
る
古こ

刹さ
つ

で

三
浦
氏
の
学
問

仏
教
信
仰
の
中
心
的
な
存
在
で
あ

た

明
治
維
新
ま
で
不
動
堂
の
別
当
寺
で
あ

た

現
在
の
本
尊
は

不
動
明
王
（
別
名
箭
執
不
動
）
で

衣
笠
城
主
の
三
浦
為た
め

継つ
ぐ

が

後
三
年
の
役
で

源
義
家
（
義
家
―
為
義
―
義
朝
―
頼
朝
）
に

従

て
奥
州
へ
出
陣
し
た
際

戦
場
の
矢
を
除よ

け
た
と
い
う
伝
承

を
持
つ

本
尊
の
脇
に
祀ま
つ

ら
れ
て
い
る
の
は
阿
弥
陀
三
尊
（
市
指
定
）
で

あ
る

中
尊
の
阿
弥
陀
像
は
体た
い

躯く

が
古
様
の
割わ
り

矧は
ぎ

技
法
で

脇き

う

侍じ

の
観
音
像
は
一い
ち

木ぼ
く

造づ
く

り
で
あ
り

こ
の
二
体
は
平
安
末
期
の
造
立

と
さ
れ
る
が

勢
至
菩
薩
は
江
戸
前
期
の
補
造
で
あ
る

土
塁

大
善
寺
下
の
坂
道
を
上
り
つ
め
た
所
に
土
塁
の
一
部
が
残
る

も
と
は
高
さ
約
三
誡

長
さ
三
十
五
誡
ほ
ど
あ

た
が

横
浜
横

須
賀
道
路
建
設
の
た
め
崩
さ
れ
た

こ
こ
は

大
楠
山
か
ら
平
作

の
駿
河
坂
を
経
て
衣
笠
城
に
入
る
搦
手
で
あ
る

畠
山
重
忠
が
攻

め
寄
せ
た
の
は

こ
の
辺
り
で
あ
ろ
う

不
動
の
井

湧
水
の
井
戸
に
不
動
尊
が
祀
ら
れ
て
い
る

井
戸
の
前
が
館
跡

と
思
わ
れ

湧
水
は
生
活
用
水
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

武
者
隠
し

城
山
を
下
り
大
手
口
の
手
前
に
く
る
と

急
に
崖
が
迫
り
急

カ

ブ
に
さ
し
か
か
る

大
手
に
相
応
ふ
さ
わ

し
い
構
え
武
者
隠
し
で
あ

る

城
兵
が
こ
こ
に
隠
れ

敵
を
不
意
討
ち
す
る
も
の
で

崖
上

に

四
方
を
展
望
す
る
櫓
が
備
え
ら
れ
て
い
た

城
に
向
か

て
右
が
大お
お

谷や

戸と

川

左
が
深み

山や
ま

川
で
あ
る

川
を

箭執不動と矜羯羅
こんがら

、制　迦
せいたか

童子



せ
き
止
め
れ
ば

城
は
堀
に
囲
ま
れ

敵
の
侵
入
を
防
げ
る
わ
け

で
あ
る

こ
の
辺
り
は

元
禄
年
間
（
一
六
八
八

一
七
〇
四
）

と
大
正
十
二
年
の
地
震
に
よ
り
隆
起
し
て
い
る
か
ら

川
底
は

今
よ
り
二

三
誡
深
か

た
と
思
わ
れ
る

空
堀
は

平
成
十
二

年

三
浦
縦
貫
道
路
の
建
設
に
よ

て
消
え
て
し
ま

た

磨
崖
仏

焼
場
谷
戸
を
入
る
と

右
手
十
誡
余
の
崖
上
に

磨ま

崖が
い

仏ぶ
つ

（
市

指
定
）
が
あ
る

磨
崖
仏
と
は

自
然
の
岩
壁
を
利
用
し
て
彫

た
仏
像
を
い
う

三
浦
半
島
唯
一
の
も
の
で

阿
弥
陀
如
来

観

音

地
蔵
像
な
ど
が
線
刻
さ
れ

納
骨
穴
も
あ
り

写
経
石
ら
し

き
川
砂
利
が
残
さ
れ

墨
書
痕

木
枠
を
は
め
た
痕
跡
も
あ
る

右
下
に

鎌
倉
期
と
室
町
期
の
や
ぐ
ら
が
一
基
ず
つ
残
さ
れ
て
い

る

三
浦
氏
の
廟び

う

所し

で
あ
ろ
う

満
昌
寺
に
は

磨
崖
仏
の
レ
プ

リ
カ
が
保
存
さ
れ
て
い
る

満
昌
寺
（
臨
済
宗
）

本
尊
は
釈
迦
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば

建
久
五
年

（
一
一
九
四
）
九
月

源
頼
朝
は

幕
府
創
設
の
捨
石
と
な

た

三
浦
大
介
義
明
を
弔
う
た
め

一
寺
の
建
立
を
志
し
候
補
地
を
巡

検
さ
せ
て
い
る

そ
の
地
に
創
建
さ
れ
た
の
が

満
昌
寺
で
あ
ろ

う

山
号
は
義
明
山
と
い
い

寺
号
も
義
明
の
法
号
に
因
む

御
霊
社
は
建け
ん

暦り

く

二
年
（
一
二
一
二
）
幕
府
の
侍さ
む
ら
い

別べ

当と
う

和
田
義

盛
の
建
立
と
伝
え

三
浦
義
明
の
衣い

冠か
ん

束そ
く

帯た
い

の
坐
像
を
祀
る

ほ

ぼ
等
身
大
で
笏し

く

を
持
ち

老
将
な
が
ら

気
迫
の
こ
も

た
表
情

で
あ
る

御
首
の
内
側
に
あ
る
建
久
五
年
と
い
う
墨
書
は

後
世

の
筆
と
み
る
向
き
も
あ
り

像
自
体
も
鎌
倉
末
期
の
作
で
あ
る
こ

と
か
ら

満
昌
寺
の
候
補
地
を
巡
検
さ
せ
た
「
建
久
五
年
」
と
い

う『
吾
妻
鏡
』の
記
述
に
合
わ
せ
墨
書
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
る

な
お

御
霊
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
源
頼
朝
木
像
は

元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）
鎌
倉
雪ゆ
き

ノの

下し
た

御
谷
お
や
と

に
あ

た
十
二
院
の
内
の
淨
国

院
に
奉
納
さ
れ
た

も
の
が

明
治
維

新
の
神
仏
分
離
の

際

満
昌
寺
に
移

さ
れ
た
も
の
で
あ

る

三浦義明を神格化した珍しい像
（国指定）
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