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古
代
文
化
の
情
報
発
信
基
地
に

本
日
は、
「鞠
智
城
跡
国
史
跡
指
定
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に、
御
多
忙
中
に
も
関
わ
ら
ず、
多
数
の
皆
様
に
御
出
席
い
た 

だ
き
ま
し
て、
誠
に
あ
り
が
と
ぅ

ご
ざ
い
ま
す
。
史
跡
の
管
理
者
で
あ
る
熊
本
県
を
代
表
し
ま
し
て
ご
あ
い
さ
つ
を
い 

た
し
ま
す。

鞠
智
城
跡
は、
去
る
二
月
二
十
七
日
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ、
国
の
重
要
な
文
化
財
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
た
と 

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す。

昭
和
四
十
ニ
年
に
開
始
し
ま
し
た
県
教
育
委
員
会
に
ょ
る
発
掘
調
査
も
昨
年
度
で
二
十
五
次
を
数
え、
そ
の
間、
七 

十
二
棟
の
建
物
跡
が
発
見
さ
れ
る
な
ど、
鞠
智
城
跡
の
性
格
解
明
が
進
ん
で
い
ま
す
。
中
で
も
国
内
の
古
代
山
城
で
は 

初
め
て
の
八
角
形
建
物
跡
の
ほ
か、
貯
水
池
跡、
貯
木
場
跡
が
発
見
さ
れ、
文
字
の
書
か
れ
た
木
簡
等
も
出
土
し
ま
し 

た。ま
た、
平
成
六
年
度
か
ら
鞠
智
城
跡
の
歴
史
公
園
整
備
を
進
め
て
お
り、
こ
れ
ま
で
に
八
角
形
建
物、
米
倉、
兵
舎、 

武
器
庫
等
の
復
元
建
物
を
整
備
す
る
と
と
も
に、
一
昨
年
四
月
に
はr

温
故
創
生
館
」
を
開
館
し、
さ
ら
に
昨
年
五
月 

に
は
長
者
山
の
展
望
広
場
に
多
目
的
休
憩
所
を、
そ
し
て
本
年
三
月
に
は
研
修
棟
と
鹿
本
地
域
が
一
望
に
見
渡
せ
る
展 

望
デ
ツ
キ
を
整
備
い
た
し
ま
し
た。

熊
本
県
総
合
計
画
「パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ
プ
21
く
ま
も
と
」
に
お
い
て
は、
山
鹿
.

鹿
本
地
域
の
め
ざ
す
方
向
を
「歴



史
浪
漫
の
郷
づ
く
り
」
と
し
て
お
り、
特
に
菊
池
川
流
域
の
自
然
や
歴
史
文
化
を
住
民
の
誇
り
に
す
る
と
と
も
に、
こ 

れ
ら
を
生
か
し
て、
地
域
内
外
の
人
々
の
交
流
の
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た。
ま
た、
本
年
三
月
に
九
州
新
幹
線 

が
部
分
開
業
し、
今
後、
一
層、
人
々
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
ぅ
な
観
点
か
ら
も、
こ
れ
ら
の 

整
備
に
よ
り、
鞠
智
城
跡
が、
歴
史
公
園
と
し
て
充
実
し、
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
な
り、
さ
ら
に
は、
古
代
文
化
の 

情
報
発
信
基
地
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す。

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
は、
こ
の
度
の
国
史
跡
の
指
定
に
あ
た
り
ま
し
て、
多
大
な
御
指
導
と
御
尽
力
を
賜
り
ま
し 

た
文
化
庁
の
磯
村
幸
男
先
生
の
基
調
講
演
を
は
じ
め、
各
地
の
古
代
山
城
な
ど
古
代
文
化
に
精
通
さ
れ
て
お
り
ま
す
パ 

ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
ヵ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
鞠
智
城
跡
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
文
化
に 

関
し
て、
た
い
へ
ん
有
意
義
な
お
話
が
聞
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
本
日
ご
来
場
の
皆
様
方
が
郷
土
の 

歴
史
に
よ
り
一
層
の
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
き、
「元
気
で
明
る
い
熊
本
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で 

ご
ざ
い
ま
す。

最
後
に
な
り
ま
す
が、
今
後
と
も、
菊
鹿
町
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
市
町
の
一
層
の
御
協
力
を
御
願
い
い
た
し
ま
す 

と
と
も
に、
本
日
御
出
席
の
皆
様
の
御
健
勝、
御
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
し
て、
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す。

平
成
十
六
年
五
月
十
六
日

熊
本
県
知
事
潮
谷
義
子
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趣
旨
説
明

鞠
智
城
跡
は
昭
和
三
十
四
年
に
県
指
定
史
跡
と
な
り、
昭
和
四
十
ニ
年
か
ら
継
続
的
に
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
ま
い
 

り
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
六
年
度
か
ら
は
歴
史
公
園
化
を
目
指
し、
保
存
お
よ
び
整
備
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、

本
年
の
二
月
二
十
七
日
付
官
報
告
示
に
よ
り
ま
し
て
、

国
の
史
跡
と
し
て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

皆
様
ご
存
知
の
と
お
り、
六
六
三
年
に
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
白
村
江
の
戦
い
が
ご
ざ
い
ま
し
た。
唐
と
新
羅
の
連
合 

軍
が
百
済
を
攻
め
滅
ぼ
す
と
い
う
な
か
で
当
時
の
大
和
朝
廷
が
百
済
を
救
援
す
る
た
め
に
大
軍
を
派
遣
し、
そ
の
戦
い 

で
敗
れ
て
し
ま
っ
た。
七
世
紀
後
半、
こ
の
よ
う
な
非
常
に
緊
張
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
あ
っ
て、
大
和
朝
廷
は
外
国 

か
ら
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
九
州
各
地
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
古
代
山
城
を
造
っ
て
お
り
ま
す
。
歴 

史
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も、
そ
れ
は
十
一
城
を
数
え
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
ほ
か
の
山
城
を
加
え
ま
す
と、
全 

体
で
二
十
九
城
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す。
鞠
智
城
は
そ
う
し
た
古
代
山
城
の
一
つ
で
す。

本
日
は、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
見
え
て
き
た
鞠
智
城
の
姿
を
整
理
し、
そ
れ
と
と
も
に
古
代
史
お
よ 

び
古
代
山
城
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
諸
先
生
方
を
お
招
き
い
た
し
ま
し
て、
山
城
が
築
か
れ
た
時 

代
の
様
子、
そ
の
な
か
で
鞠
智
城
が
果
た
し
た
役
割、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
謎
の
解
明
に
向
け
て
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考 

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
菊
鹿
中
学
校
は
じ
め
近
隣
の
高
等
学
校
の
生
徒
さ
ん
た
ち
も
た
く
さ
ん 

参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
に
よ
っ
て
鞠
智
城
と
い
う
貴
重
な
文
化
財
を
通
し
て
郷
土



の
歴
史
や
伝
統
文
化
に
触
れ、
こ
れ
を
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
皆
さ
ん
自
身
の
心
で
感
じ
て
い
た
だ 

き
た
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す。

熊
本—

装
飾
古
墳
館
長
小
田
信
也
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1
はじめに

表
題
は、
ち
ょ
っ
と
大
そ
れ
た
名
前
を
付
け
す
ぎ
た
気
が
し
て
い
ま
す
が、
文
化
財
の
保
存
と
保
存
し
た
後
ど
う
い 

う

ふ
う
に
そ
れ
を
整
備、
活
用
し
て、
い
か
に
後
世
に
伝
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
考 

え
て
い
ま
す
。
古
代
山
城
そ
の
も
の、
あ
る
い
は
東
北
の
城
柵
な
ど
古
代
に
お
け
る
城
柵
関
係
の
遗
跡
に
つ
い
て
の
説 

明
は、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
ヵ
ッ
シ
ョ
ン
の
な
か
で、
そ
れ
ぞ
れ
ご
専
門
の
先
生
方
が
細
か
に
説
明
さ
れ
る
と
思
い
ま
す。

ま
ず、
古
代
山
城
と
鞠
智
城
と
の
歴
史
的
位
置
付
け
は
次
ぺ
ー
ジ
の
図
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
図
は
東
大
出
版
会
か 

ら
十
年
前
く
ら
い
に
刊
行
さ
れ
た
『図
解
日
本
の
人
類
遺
跡
』
と
い
う
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
東
北
の
城
柵
の
代
表 

的
な
遺
跡
と
西
日
本
の
古
代
山
城
関
係
遺
跡
の
分
布
図
を
參
考
に
し
て
い
ま
す。

私
は
文
化
庁
に
勤
務
し
て
八
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
福
岡
県
の
教
育
委
員
会
で
同
じ
ょ
う
に
文
化
財
の
仕 

事
を
し
て
い
ま
し
た。
大
野
城、
太
宰
府、
水
城、
あ
る
い
は
県
内
の
神
籠
石
と
い
わ
れ
る
遺
跡
に
つ
い
て
か
な
り
か
か 

わ
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
も
同
様
で
す
が、
発
掘
調
査
の
歴
史
は
二
十
年
か
ら
三
十
年
た
っ
て
い
ま
す
。 

個
々
の
遺
構
の
解
明
は
進
ん
で
い
き
ま
す
が、
い
ま
だ
に
全
体
像
が
見
え
て
き
ま
せ
ん。

大
野
城
や
基
肄
城、
水
城
な
ど
は
『日
本
書
紀
』
に
築
城
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
通
常
の
朝 

鮮
式
山
城
と
い
わ
れ
る
も
の
は、
修
復
記
事
だ
け
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
り、
築
城
が
い
つ
だ
っ
た
の
か 

分
か
ら
な
い
遺
跡
も
あ
り
ま
す
。
神
籠
石
な
ど
の
古
代
山
城
に
つ
い
て
は、
そ
う
い
う
記
事
さ
え
も
載
せ
ら
れ
て
い
ま



第1図東北地方の城柵跡

2 S山 6帯隈山 10女山 14大廻小廻山 
3大野城 7おつほ山 11石城山
4鹿毛馬 8窃良山 12永納山

第2図西日本の山城跡

せ
ん。
築
城
時
期
あ
る
い
は、
な
ぜ
こ
の
立
地
な
の
か、
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。 

そ
う
い
う
意
味
で
は
古
代
に
お
け
る
山
城、
特
に
日
本
の
山
城
は、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
解
明
す
べ
き
課
題
が
い
っ
ぱ 

い
あ
る
わ
け
で
す。
中
世
に
も
い
ろ
い
ろ
な
砦
や
山
城
が
造
ら
れ
ま
す
が、
古
代
の
大
規
模
な
山
城
は、
そ
う
い
う
も 

の
に
比
べ
て
規
模
の
大
小
は
あ
り
ま
す
が、
例
え
ば
大
野
城
を
見
る
と
規
模
が
非
常
に
大
き
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
意

10



味
で
の
規
模
の
面
か
ら、
立
地
の
面
か
ら、
あ
る
い
は
な
ぜ、
ど
う
し
て、
い
つ
造
ら
れ
た
の
か
と
い
う
よ
う
に、
古 

代
山
城
に
関
す
る
課
題
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す。

そ
う
し
た
疑
問
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と、
鞠
智
城
跡
が
国
指
定
史
跡
に
な
っ
た
こ
と
が
終
着
点
で
は
な
い
わ
け
で
す
。 

鞠
智
城
が
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
に
指̂
一
疋
に
な
っ
た
の
は
一
つ
の
通
過̂
！〖な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
ま
だ
解
明
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と、
あ
る
い
は、
ど
う
い
う
ふ
う
に
調
査
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
か、
ど
う
整
備
を
し
な 

く
て
は
い
け
な
い
か
な
ど、
課
題
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
ご
出
席
の
皆
様
方
に
よ
り
鞠
智
城
に
関
心
を 

も
っ
て
い
た
だ
き、
後
世
に
よ
り
よ
く
伝
え
て
い
く
よ
う
な
形
が
で
き
あ
が
れ
ば
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。 

私
は
た
ま
た
ま
文
化
庁
に
い
て、
鞠
智
城
跡
の
保
存
に
つ
い
て
県
や
地
元
の
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
ご
相
談
を
受
け
な
が
ら 

一
緒
に
進
め
て
き
ま
し
た
の
で、
そ
ん
な
感
想
を
も
つ
て
い
ま
す。

2
文化財の保存と地域住民

そ
れ
で
は、
文
化
財
一
般
の
保
存
と
は
ど
う
い
う
も
の
か。
私
は
現
在、
文
化
庁
の
記
念
物
課
と
い
う
部
署
に
い
ま 

す
。
日
本
の
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
一
体
的
な
保
存
を
担
当
し
て
い
る
課
で
す
。
そ
れ
は
実
際
ど
う
い
う
も
の
で、 

ど
う
い
う
ふ
う
に
保
存
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

進
め
ら
れ
て
い
く
の
か。
そ
れ
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん 

に
「記
念
物
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に、
記
念
物
の
保
護
と
仕
組
み
に
つ
い
て、
「歴 

史
と
ふ
れ
あ
い
現
代
に
活
か
す
た
め
に
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
の
「記
念
物
っ
て 

何
だ
ろ
う
？
」
(

13
ぺ
ー
ジ
参
照
)

に
は、
非
常
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
説
明
が
書
い
て
あ
り
ま
す。
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文
化
庁
記
念
物
課
が
仕
事
を
し
て
い
く
上
で、
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
文
化
財
保
護
法
と 

い
う
法
律
で
す。
文
化
財
保
護
法
の
第
二
条
に
文
化
財
の
定
義
が
示
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
に
記
念
物
に
つ
い
て 

も
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
①
は
貝
塚、
古
墳、
都
城
跡
な
ど。
②
は
庭
園、
橋
梁、
峡
谷
な
ど。
③
は
動 

物、
植
物
お
よ
び
地
質
鉱
物
な
ど
で
す
。
①
が
史
跡
で
す
。
鞠
智
城
な
ど
の
よ
う
な
遺
跡
や
遺
構
に
対
す
る
も
の
。
② 

が
名
勝
で
す
。
庭
園
関
係
を
想
像
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
で
し
よ
う
。
国
指
定
名
勝
と
か
い
う
も
の
が
こ
の
類
の
も
の 

で
す。
③
は
動
物、
植
物
お
よ
び
地
質
鉱
物。
菊
鹿
町
の
「ア
ィ
ラ
ト
ビ
ヵ
ズ
ラ
」
な
ど
の
特
別
天
然
記
念
物
は
③
に 

類
す
る
も
の
で
す
。
動
物
で
は
ニ
ホ
ン
力

モ
シ
力
な

ど
が
該
当
し
ま
す
。
地
質
鉱
物
な
ど
も
天
然
記
念
物
と
し
て
③
に 

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ、っ
い
う
も
の
が
文
化
財
の
定
義
と
し
て
一
般
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り、
そ
の
な
か
で
特
に
重 

要
な
も
の
に
つ
い
て
国
と
し
て
保
存
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

で
は
具
体
的
に、
ど
ん
な
も
の
を
保
存
し
て
い
く
の
か。

そ
れ
ぞ
れ
指
定
の
た
め
の
基
準
を
設
け
て
い
ま
す
(

14
ぺ
ー
ジ
の
指
定
基
準
参
照
)。

史
跡
の
う
ち、
特
に
重
要
な
も 

の
に
つ
い
て
指
定
し
て
い
く
と
い
う
指
定
基
準
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
跡
は、
二
番
目
の
都
城
跡、
国
郡
庁
跡、 

城
跡、
官
公
庁、
戦
跡
そ
の
他
政
治
に
関
す
る
遺
跡
に
該
-

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
跡
分
野
で
文
化 

財
に
つ
い
て
該
当
す
る
も
の
を
挙
げ
て
指
定
基
準
に
基
づ
く
保
存
と
し
て
指
定
し
て
い
く
わ
け
で
す。

一
般
的
に
遺
跡
の
保
存
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
と、
「記
念
物
の
保
護
」
と
し
て、
発
見、
保
存、 

整
備
.

活
用
ま
で
と
書
い
て
あ
り
ま
す
(

17
ぺ
ー
ジ
參
照
)。

文
化
財
の
保
存
は、
も
と
も
と
分
か
っ
て
い
て
価
値
も
定 

め
ら
れ
て
い
て、
そ
れ
が
あ
る
程
度
所
有
者
の
同
意
を
得
ら
れ
る
と
か、
評
価
が
き
ち
ん
と
定
ま
っ
た
う
え
で
保
存
さ 

れ
る
場
合
と、
例
え
ば
埋
蔵
文
化
財
の
特
に
新
聞
•

マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
よ
く
発
掘
調
査
の
結
果、
日
本
最
古
の
も
の
と

12



國
記
念
物
つ
て
何
だ
ろ
ろ
？

記
念
物
と
は、
以
下
の
文
化
財
の
総
称
で
す。
(

文
化
財
保
護
法
第
二
条
)

o
貝
づ
か、
古
墳、
都
城
跡、
城
跡、
旧
宅
そ
の
他
の
遺
跡
で
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
上
又
は
学
術
上
価
値
の
高
い 

も
の

0
庭
園、
橋
梁、
峡
谷、
海
浜、
山
岳
そ
の
他
の
名
勝
地
で
我
が
国
に
と
っ
て
芸
術
上
又
は
鑑
賞
上
価
値
の
高
い
も 

の
©
動
物
(

生
息
地、
繁
殖
地
及
び
渡
来
地
を
含
む。)、
植
物
(_

然
地
を
含
む。)
及
び
地
質
鉱
物
(

特
異
な
自
然 

の
現
象
の
生
じ
て
い
る
土
地
を
含
む。)
で
我
が
国
に
と
つ
て
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の

文
部
科
学
大
臣
は、
こ
れ
ら
の
記
念
物
の
ぅ
ち、
重
要
な
も
の
を
史
跡、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
(

「史
跡
名
勝
天
然
記
念
物」 

と
総
称
)

に
指
定
し、
そ
の
ぅ
ち
特
に
重
要
な
も
の
を
特
別
史
跡、
特
別
名
勝
又
は
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
し
ま
す。
(

文
化 

財
保
護
法
第
六
九
条
)
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mmn m m u m uu
貝
塚、
集
落
跡、
古
墳
そ
の
他
こ
の
類
の
遗
跡 

都
城
跡、
国
郡
庁
跡、
城
跡、
官
公
庁、
戦
跡
そ
の
他 

政
治
に
関
す
る
遗
跡

社
寺
の
跡
又
は
旧
境
内
そ
の
他
祭
祀
信
仰
に
関
す
る
遺 

跡学
校、
研
究
施
設、
文
化
施
設
そ
の
他
教
育
.

学
術、 

文
化
に
関
す
る
遺
跡

医
療
.

福
祉
施
設、
生
活
関
連
施
設
そ
の
他
社
会
•

生 

活
に
関
す
る
遗
跡

交
通
.

通
信
施
設、
治
山
•

治
水
施
設、
生
産
施
設
そ 

の
他
経
済
•

生
産
活
動
に
関
す
る
遺
跡 

墳
墓
及
び
碑

旧
宅、
園
池
そ
の
他
特
に
由
緒
の
あ
る
地
域
の
類 

外
国
及
び
外
国
人
に
関
す
る
遺
跡

(
史跡

)

左
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
わ
が
国
の
歴
史
の
正
し
い
理
解 

の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
ず、
か
つ、
そ
の
遺
跡
の
規
模、 

遺
構、
出
土
遺
;̂

寸
に
お
い
て
学
術
上
価
値
の
あ
る
も
の。

名勝左
に
掲
げ
る
も
の
の
ぅ
ち
わ
が
国
の
す
ぐ
れ
た
国
土
美
と 

し
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
つ
て、
そ
の
自
然
的 

な
も
の
に
お
い
て
は、
風
致
景
観
の
優
秀
な
も
の、
名
所
的 

あ
る
い
は
学
術
的
価
値
の
高
い
も
の、
ま
た
人
文
的
な
も
の 

に
お
い
て
は、
芸
術
的
あ
る
い
は
学
術
的
価
値
の
高
い
も
の。 

D
公
園、
庭
園 

B
橋
梁、
築
堤

B
花
樹、
花
草、
紅
葉、
緑
樹
な
ど
の
叢
生
す
る
場
所 

□
鳥
獣、
魚
虫
な
ど
の
棲
息
す
る
場
所 

0
岩石、
洞穴 

0
峡
谷、
瀑
布、
渓
流、
深
淵 

H
湖
沼、
湿
原、
浮
島、
湧
泉 

0
砂
丘、
砂
嘴、
海
浜、
島
嶼 

0
火
山、
温
泉、

IE

山
岳、
丘
陵、
高
原、
平
原、
河
川 

m
展
望
地
点

特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
及
び
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
指
定
基
準

(

抜
粋
)

•
特
別
史
跡

史
跡
の
ぅ
ち
学
術
上
の
価
値
が
特
に
高
く、
わ
が
国
文
化 

の
象
徴
た
る
も
の。
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(
天
然
記
念
物
u

左
に
掲
げ
る
動
植
物
及
び
地
質
鉱
物
の
ぅ
ち
学
術
上
貴
重 

で、
わ
が
国
の
自
然
を
記
念
す
る
も
の。

B 
勖
物

①
日
本
特
有
の
動
物
で
著
名
な
も
の
及
び
そ
の
樓
息
地
② 

特
有
の
産
で
は
な
い
が、
日
本
著
名
の
動
物
と
し
て
そ
の 

保
存
を
必
要
と
す
る
も
の
及
び
そ
の
棲
息
地
然
環
境 

に
お
け
る
特
有
の
動
物
又
は
動
物
群
$
日
本
に
特
有
な 

畜
養
動
物0

{

豕
畜
以
外
の
動
物
で
海
外
ょ
り
わ
が
国
に
移 

植
さ
れ
現
時
野
生
の
状
態
に
あ
る
著
名
な
も
の
及
び
そ
の 

棲
息
地
⑥
特
に
貴
重
な
動
物
の
標
本 

B 
植
物

①
名
木、
巨
樹、
老
樹、
畸
形
木、
栽
培
植
物
の
原
木、 

亜
木、
社
^0^

表
的
原
始
林、
稀
有
の
森
林
植
物
相
③ 

代
表
的
高
山
植
物
帯、
特
殊
岩
石
地
植
物
群
落
©
^

表
的 

な
原
野
植
物
群
^0^

岸
及
び
沙
地
植
物
群
落
の
代
表
的 

な
も
の
⑥
泥
炭
形
成
植
物
の
発
生
す
る
地
域
の
代
表
的
な 

も
の
⑦
洞
穴
に
自
生
す
る
植
物
群
落
⑧
池
泉、
温
泉、
湖

沼、
河、
海
等
の
珍
奇
な
水
草
類、
藻
類、
蘚
苔
類、
微 

生
物
等
の
生
ず
る
地
域
⑨
着
生
草
木
の
著
し
く
発
生
す
る 

岩
石
又
は
樹
^
©
著
し
い
植
物
分
布
の
限
界
地
$
し
い 

栽
培
植
物
の
自
生
地
§
奇
又
は
絶
滅
に
瀕
し
た
植
物
の 

自
生
地

0
地質鉱物

©
岩
石、
鉱
物
及
び
化
石
の
産
出
状
能
§)
地
層
の
整
合
及 

び
不
整
合
③
地
層
の
褶
曲
及
び
衝
上
©
^

物
の
働
き
に
よ 

る
地
質
現
$
地
震
断
層
な
ど
地
塊
運
動
に
関
す
る
現
象 

⑥
洞
穴
@
石
石
の
組
織
⑧
温
泉
並
び
に
そ
の
沈
殿
物
⑨
風 

化
及
び
侵
蝕
に
関
す
る
現
§
硫
気
孔
及
び
火
山
活
動
に 

よ
る
も
の
©
^

雪
霜
の
営
力
に
よ
る
現
特
に
貴
重
な 

岩
石、
鉱
物
及
び
化
石
の
標
本 

□
保
護
す
べ
き
天
然
記
念
物
に
富
ん
だ
代
表
的
一
定
区
域 

(

天
然
保
護
区
域
)

參
特
別
天
然
記
念
物

天
然
記
念
物
の
ぅ
ち
世
界
的
に
又
国
家
的
に
価
値
が
特
に 

高
い
も
の
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か
当
該
地
域
に
お
け
る
最
古
と
か
最
大
と
か
い
う
ょ
う
な
表
題
で
報
道
さ
れ
ま
す
が、
い
ろ
い
ろ
な
調
査
で
発
見
さ
れ 

る
も
の
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
わ
け
で
す
。
発
掘
調
査
の
結
果、
発
見
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し、
そ
れ
以
外
の
不
時
発 

見
と
い
っ
て、
工
事
を
や
つ
て
い
る
途
中
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す。

そ
う
い
う
発
見
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て、
そ
の
モ
ノ
の
価
値
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
き
ち
ん
と
見
定
め
る 

必
要
が
あ
り
ま
す
。
価
値
が
き
ち
ん
と
見
定
め
ら
れ
て
は
じ
め
て、
そ
れ
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
何
と
か
保
存 

の
手
立
て
を
と
っ
て
い
こ
う
と、
次
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
現
実
は、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘 

調
査
は
全
国
で
年
間
何
万
件
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際、
保
存
の
手
立
て
が
と
ら
れ
る
の
は、
そ
の
う
ち
の 
一％
も 

あ
り
ま
せ
ん。
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
記
録
に
と
ど
ま
り、
消
滅
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
た
だ、
そ
の
な
か
で
も
き 

ち
ん
と
残
る
状
況
の
も
の
は
き
ち
ん
と
残
し
て、
ど
う
後
世
に
保
存
し
て
い
く
か、
継
承
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と 

が
一
番
大
事
だ
と
思
い
ま
す。

保
存
の
手
当
て
が
と
ら
れ
る
と
い
っ
て
も、
法
律
に
ょ
れ
ば、
国
が
そ
う
い
う
も
の
の
保
存
を
指
定
で
き
る
と
書
い 

て
あ
り
ま
す。
現
実
の
問
題
と
し
て
は、
史
跡
の
指
定
は
土
地
を
指
定
す
る
わ
け
で
す
か
ら、
そ
の
土
地
の
所
有
者
の 

方
が
同
意
し
な
い
と、
ま
た
は
理
解
を
得
ら
れ
な
い
と
指
定
は
で
き
ず、
保
存
は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
う
い、っ
意
味 

で
は、
「残
し
た
い
け
れ
ど
も
残
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
り
ま
す
。
一
方
的
に
「こ
れ
が
重
要
だ
か
ら
残
し
ま 

す
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
保
存
に
当
た
っ
て
は
法
律
に
も
き
ち
ん
と
財
産
権
な
り、
所
有
権
を
尊
重 

し
な
さ
い
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
か
ら、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
し
た
う
え
で、
所
有
者
の
方
の
理
解
を
得
な
が
ら
保 

存
に
向
け
て
実
際
の
作
業
は
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
で
す。
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保存される記念物がある 
一方で、多くの埋蔵文化財 
が、開発事業等によって消 
減していることを忘れては 
なりません。

発見•調査
記念物の文化財としての価値 

や範囲を明らかにするために綿 
密な調査を行い、重要なものを 
選択します。

選択した記念物を、文化財保 
誤法に基づいて史跡名勝天然記 
念物に指定し、保存のためのさ 
まざまな措Eを行います。

整備•活用
保存された記念物の価値を次 

世代へと確実に伝え、さらに現 
代生活にも活かすために、各地 
でいろいろな取り組みが行われ 
ています。

記
念
物
の
保
護

発
見
•

保
存
か
ら
幣
備
.

活
用
ま
で

記
念
物
を
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
指
定
し、
適 

切
に
保
存
し、
親
し
め
る
も
の
と
し
て
整
備
.

活
用 

す
る
ま
で
に
は、
お
お
む
ね
下
の
図
の
よ
ぅ
な
プ
ロ 

セ
ス
を
た
ど
り
ま
す。

一
般
的
に
記
念
物
が
各
種
の
調
杳
を
経
て
発
見
さ 

れ、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ、
整
備
や 

活
用
が
行
わ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
期
問
を
要
し
ま
す。 

そ
の
問
に、
記
念
物
が
本
来
も
っ
て
い
る
価
値
を
卜 

分
に
引
き
出
す
た
め
に
は、
適
切
で
明
確
な
目
標
や 

理
念
を
定
め、
段
階
を
経
て
体
系
的
な
手
順
を
踏
む 

こ
と
が
大
切
で
す。
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3
文
化
財の
保
存

•
継承

保
存
す
る
と
い
う
意
味
で
は、
広
範
囲
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
た
め
の
努
力、
労
力
は
膨
大
な
量
に
な
り
ま
す
。 

鞠
智
城
の
保
存
に
つ
い
て
県
の
方
た
ち
は
地
元
の
方
た
ち
と
話
し
合
い
を
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た。
同
意
を
い
た
だ
く 

た
め
に
か
な
り
の
労
力
を
使
わ
れ、
保
存
に
こ
ぎ
つ
け
ら
れ
た
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
労
力
に
つ
い
て
は 

評
価
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
よ

く

同
意
し
て
い
た
だ
い
た
、
よ

く

全
体
が
保
存
で
き
た
と

い
う
こ
と
に
非
常
に
感 

慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

同
時
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
後、
保
存
に
向
け
て
ど
う
す
る
の
か。
戦
前
ま
で
記
念
物
指
定
は、
指
定
し
た
こ
と
で 

保
存
で
き
た
の
だ
か
ら
こ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た。
た
だ
現
在
は、
文
化
財
は
残
す、
保
存
す
る、 

指
定
す
る
だ
け
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
価
値
を
国
民
.

地
域
の
方
々
に
ど
う
分
か
っ
て
い
た 

だ
く
の
か。
そ
の
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か。
価
値
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
が
よ
り
後 

世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
面
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら、
一
人
だ
け
分
か
っ
て
い
れ
ば
い
い、
一
部
の
人
た
ち
だ
け
が
分
か
っ 

て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
で
は、
文
化
財
の
保
存
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん。
整
備
す
る
な
か
で、
こ、っ
い 

う
も
の
は
こ
う
い
う
内
容
の
も
の
な
の
だ
よ、
こ、っ
い
う
も
の
が
建
っ
て
い
た
ん
だ
よ
と
い
う
よ
う
に、
い
か
に
大
多 

数
の
方
に
そ
の
史
跡
の
価
値
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
か。
貴
重
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
き
ち
ん
と
残
し
て
い
こ
う
と 

い
う
発
想
の
な
か
で
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
く。
そ
う
で
な
い
と、
今
の
文
化
財
の
保
存
は
な
か
な
か
理
解
を
得
ら
れ 

な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す。
現
実
的
に
そ
う
い
う
な
か
で
い
ろ
い
ろ
な
整
備
や
活
用
が
な
さ
れ
て
い
ま
す。
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た
だ、
整
備
.

活
用
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、
こ
こ
ニ
•

三
十
年
ぐ
ら
い
の
話
で
す
。
で
す
か
ら、
本
当
に
整 

備
.

活
用
が
よ
か
っ
た
の
か
ど
う
な
の
か、
そ
の
結
果
は
ま
だ
評
価
が
十
分
に
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

今
後
五
十
年、
百
年
た
っ
て
、
そ
の
整
備
•

活
用
の
手
法
が
本
当
に
文
化
財
に
と
っ
て
よ
か
っ
た
の
か
の
判
断
が
下
さ 

れ
る
の
で
す
。
今
の
時
期、
今
生
き
て
い
る
な
か
で
、
い
か
に
そ、っ
い
う
も
の
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
か。
そ
の
た
め
の 

整
備
.

活
用
で
は
こ
う
い
う
形
がI

番
い
い
の
だ
と
い
う
手
法
で
や
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
文
化
財
を
後
世
に
残
す
た
め、 

継
承
す
る
た
め
に
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
実
的
に
文
化
財
を
保
存
す
る
と
い
う
事
務
的
作
業
と
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず、
所
有
者
の
方 

の
同
意
を
得
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
た
う
え
で
、
国
指
定
の
場
合
は
文
部
科
学
大
臣
が
実
際
指
定
行
為
を 

行
い
ま
す
。
そ
の
藩
議
会
の
な
か
に
文
化
審
議
会
が
あ

り
ま
す
。
文
化
財
分
科
会
と
い
う
の
が
実
質
的
な
諮
問 

答
申
、
審
議
を
行
う
と
こ
ろ
で
す
。
も
つ
と
具
体
的
に 

は
第
三
専
門
調
査
会
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ろ
ん
な
専 

門
の
先
生
た
ち
が
指
定
さ
れ
る
か
、
指
定
に
値
す
る
か 

ど
う
か
を
審
議
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
答
申
が 

な
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
後
正
式
に
指
定
に
な
り
ま
す
。 

文
化
財
保
護
法
上
指
定
に
な
る
と
い
う
の
は
、
国
立
印 

刷
局
が
毎
日
発
行
し
て
い
る
官
報
に
登
載
さ
れ
て
初
め 

て
法
律
的
に
指
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
鞠
智
城

)
発消 两が 

,
.3
ど

究研や査同のめたの定指
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の
場
合、
そ
の
結
果
が
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た。
官
報
に
登
載
さ
れ
た
日
が
そ
の
日
で
し
た。

4
保
存
•

活用の観点

そ
れ
で
は、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
整
備
を
し
た
ら
よ
い
の
か。
整
備
の
考
え
方
は
ど
う
あ
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
よ
う
 

か。
長
野
県
の
更
埴
市
(

現
.

千
曲
市
)

に
森
将
軍
塚
古
墳
と
い
う
国
指
定
史
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
跡
を
例
に
古 

墳
の
整
備
の
進
め
方、
あ
る
い
は
整
備
か
ら
活
用
に
至
る
ま
で
を
簡
単
に
説
明
し
ま
し
よ
う
。
ま
ず、
森
を
伐
採
し
た 

後
に
古
墳
の
全
容
が
現
れ、
そ
の
後
に
発
掘
調
查
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
発
掘
調
査
に
よ
り
石
室
が
検
出
さ
れ
る
と、
石 

室
の
状
況
や
古
墳
の
全
景
な
ど
が
解
明
さ
れ、
そ
の
結
果、
発
掘
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
古
墳
が
復
元
さ
れ
ま
す。

復
元
さ
れ
た
古
墳
の
活
用
は、
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か。
こ
こ
の
古
墳
の
場
合
は、
森
将
軍
塚
古
墳
祭 

り
と

い
う
ィ
ベ
ン
ト
を
行
つ
て
い
ま
す
。
と
同
時
に、
整
備
し
た
ら
そ
の
後
の
管
理
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の 

古
墳
は
葺
石
で
造
ら
れ
て
い
る
古
墳
で
す
の
で、
葺
石
と
か
そ
の
間
か
ら
生
え
て
く
る
草
な
ど
の
除
草
の
管
理
が
か
な 

り
大
変
で
す。

文
化
財
は
こ
の
よ
う
に
調
査
さ
れ
て、
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
ま
す
。
整
備
さ
れ
た
も
の
を
今
後
ど
う
い 

う
ふ
う
に
活
用
し
て
い
く
の
か。
活
用
す
る
と
同
時
に
そ
の
整
備
し
た
も
の
を
ど
う
管
理
し
て
い
く
か。
そ
う
い
う
形 

で
あ
る
程
度
き
ち
ん
と
計
画
を
も
っ
て
対
応
し
な
い
と
文
化
財
の
整
備
.

活
用
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か。
そ
の
場
そ 

の
場
で
対
応
す
る
の
は、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

こ
れ
ら
の
整
備
の
一
例
と
し
て
香
川
県
の
讃
岐
国
分
寺
な
ど
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
秋
田
県
仙
北
町
に
あ
る
払
田
柵
跡
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樹木を伐採して全容を現した古墳。 
前方後円墳の前方部から後円部を望む

森将軍塚古填
一調査から復元までー

発掘調査で解明されていく古墳

調査をもとに復元された古墳

21



は、
東
北
の
城
柵
の
一
つ
で
す
が、
こ
こ
で
は
門
を
復
元
し
て
い
ま
す
。
立
体
的
な
復
元
を
す
る
例
と
い
う
の
も
最
近 

で
は
か
な
り
出
て
き
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
建
物
復
元
と
か
模
型
を
作
成
し
て
復
元
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
熊
本 

県
の
例
で
い
う
と、
下
益
城
郡
城
南
町
の
塚
原
古
墳
群
の
整
備、
人
吉
市
で
行
わ
れ
て
い
る
大
村
横
穴
の
整
備、
む
し 

ろ
保
存
修
理
と
い
う
ょ
う
な
も
の
で
す
が、
こ
れ
ら
は
い
か
に
後
世
に
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
保
存
修
理
を
行
っ 

て
い
ま
す。

5 
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
役
割

福
岡
市
の
板
付
遺
跡
で
は
水
田
を
復
元
し
ま
し
た。
地
域
の
小
学
生
た
ち
に
田
植
え
や
稲
刈
り
を
し
て
も
ら
っ
て
収 

穫
祭
や
餅
つ
き
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
遺
跡
を
舞
台
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
お
祭
り、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
や 

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
お
金
の
か
か
る
部
分
が
あ
り
ま
す
か
ら、
継
続
し
て
い
く
の
は、 

か
な
り
大
変
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
す
る
の
か、
行
政
が
す
べ
て
そ
れ
を
賄
う
べ
き
も
の
な
の
か。
今
の
行
政
は
財
政
が 

厳
し
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で、
予
算
が
ど
ん
ど
ん
削
ら
れ
て
活
用
の
規
模
が
ど
ん
ど
ん
縮
小
し
て
い
ま
す
。
行 

政
だ
け
で
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
イ
ベ
ン
ト
や
活
用
も
含
め
て
周
り
の
人
た
ち
と
地
域
的
な
つ
な
が
り
の
な
か
で、
い 

か
に
維
持
し
て
い
く
の
か
が
一
番
必
要
な
こ
と
で
す
。
整
備
ま
で
は
あ
る
程
度
お
金
は
か
け
る
の
で
す
が、
そ
れ
以
後 

の
活
用
と
か
管
理
と
な
る
と
お
金
が
な
い、
ま
た
は
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
単
に
行
政
だ
け
の
問
題
で
は 

な
く、
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
と
一
体
と
な
っ
て
い
か
に
文
化
財
を
う
ま
く
生
か
し、
な
お
か
つ
継
承
し
て
い
く 

の
か
と
い
う
こ
と
に、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
知
恵
を
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す。
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，2彳东Hu* '一.,. •

残された古墳の墳丘を土や草で覆って保護する。 
史跡塚原古墳群（熊本県城南町）

風化防止の最新技術を用いて横穴群の掘られた岩盤を保存する。 
史跡大村横穴群（熊本県人吉市）
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行
政
で
文
化
財
を
専
門
に
し
て
い
る
担
当
者
の
人
た
ち
は
歴
史
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
が、
ほ
と
ん
ど
が
埋
蔵 

文
化
財、
考
古
学、
発
掘
調
査
を
専
門
に
し
て
い
る
人
た
ち
が
多
い
よ
う
で
す。
そ
の
人
た
ち
が
ど
れ
だ
け
地
域
に
入
っ 

て
い
け
る
か、
い
か
に
う
ま
く
良
好
な
形
で
も
っ
て
い
け
る
か
が、
あ
る
意
味
で
は
今
後
の
保
存
•

活
用
に
か
か
っ
て 

い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は、
文
化
財
保
護
の
仕
事
は、
文
化
財
の
担
当
部
局
の
人
に 

よ
る
と
こ
ろ
も
か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
と
人
の
関
係、
人
的
関
係
の
な
か
で
文
化
財
が
良
好
に
保
存
.

活
用
さ 

れ、
継
承
さ
れ
て
い
く
部
分
が
多
々
あ
り
ま
す。

私
は
そ
う
い
う
意
味
で
文
化
財
の
担
当
者
た
ち
に
会
う
た
び
に
言
う
の
で
す
が、
_
分
た
ち
が
文
化
財
の
専
門
家
と 

い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に、
も
っ
と
広
い
視
野
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
い
か
に
周
り
の
人
た
ち
を
味
方
に
付
け
て
仕
事
を 

や
っ
て
い
く
か、
そ
う
い
う
仕
事
の
な
か
で
文
化
財
の
保
存
と
活
用
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
言
え 

ば、
地
域
の
住
民
の
方
た
ち
も
い
っ
し
よ
に
な
っ
て、
い
か
に
文
化
財
を
考
え
て
い
た
だ
く
の
か。
そ
れ
が
今
の
時
代、 

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
一
番
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。
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発掘成果をもとに復元された外郭南門と柵列。 
史跡払田柵跡（秋田県大仙市）

古
写
真
や
史
料、
発
掘
調
査
の
成
果
を
も 
町
の
中
に
あ
る
大
規
模
遺
跡
も、
10
分 

と
に
復
元
整
備
さ
れ
た
近
世
の
大
書
院
。 
の
ー
の
模
型
で
全
体
像
が
よ
く
分
か
る
。

史
跡
?1::
0].';
城
跡
(

兵
庫
県
篠
山
市
) 

史
跡
斎
宮
跡
(

三
重
県
明
和
町
)
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事
例

報
告

鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
の
歴
史
と
成
果

熊
本

f
一
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公
囡
鞠
智
城
•

温
故
創
生
館
長

大
田
幸
博
氏



大
田
幸
陴
(

ぉ
ぉ
た
.

ゅ
き
ひ
ろ
)

昭
和
47
年
学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業
。
県
立
大
津
産 

業
高
校
教
諭
を
経
て
、
昭
和
51

年
か
ら
熊
本
県
教
育 

庁
文
化
課
に
勤
務
。
平
成
14
年
4
月
か
ら
現
職
。
専 

門
は
中
世
城
郭
研
究
。

主
な
共
著
は
『熊
本
県
の
中
世
城
跡
』
『五
和
町
史
』 

『荒
尾
市
史j

『深
f
f
l

村
史j

『新
熊
本
市
史j

 f

大
津 

町
史j

 r

北
部
町
史j

な
ど。



2 1

鞠
智
城
跡
と
は

鞠
智
城
は、
千
三
百
年
ほ
ど
前
に
古
代
国
家
の
大
和
朝
廷
が
築
城
し
た
軍
事
施
設
で
す
。
当
時
ど
の
よ
う
な
姿
を
し 

て
い
た
の
で
し
よ
う
か。
八
角
形
建
物
•

米
倉
.

兵
舎
.

板
倉
な
ど
が、
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
近 

世
の
熊
本
城
の
よ
う
な
天
守
閣
が
あ
っ
て
石
垣
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
鞠
智
城
を
含
め
た
古
代
の
城 

は、
当
時
の
国
の
歴
史
書
に
載
っ
て
い
ま
す
。r

記
録
に
あ
る
鞠
智
城
の
記
事
」
に
挙
げ
た
と
お
り、
「六
国
史
」、
つ
ま 

り

『古
事
記
』
を
除
い
た
『日
本
書
紀
』
ほ
か
の
六
つ
の
歴
史
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
数
は
十
一
城
で
す
。 

載
っ
て
い
な
い
も
の
を
含
め
る
と
現
時
点
で
そ
の
数
二
十
九
城
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
さ
ら
に
数
が
増
す
こ
と
が
考 

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
十
一
城
の
な
か
に
鞠
智
城
は
該
当
し
ま
す
。
今
年、
古
代
山
城
と
し
て
は
対
馬
の
金
田
城、
福
岡 

の
大
野
城、
佐
賀
の
基
肄
城
に
次
い
で
四
番
目
の
国
指
定
史
跡
に
な
り
ま
し
た。

鞠
智
城
跡
を
探
る
先
学
の
足
跡

こ
の

鞠
智
城
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
か
ら
場
所
が
探
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
元
の
方
は々
よ
く
ご
存
知
の
「菊
池
城
十 

八
外
城
」
で
有
名
な
渋
江
公
正
と
い
う
方
が、
江
戸
時
代
後
半
の
王
政
復
古
の
流
れ
に
乗
り、
鞠
智
城
の
場
所
を
探
し 

た
の
が
記
録
に
出
て
く
る
最
初
で
す
。
昭
和
に
入
っ
て
戦
前
に、
菊
池
郡
泗
水
町
出
身
で
熊
本
県
の
文
化
財
研
究
の
草
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分
け
的
存
在
で
あ
る
坂
本
経
堯
先
生
が
精
力
的
に
場
所
探
し
を
さ
れ、
い
ろ
ん
な
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十 

八
年
に、
九
州
大
学
教
授
の
鏡
山
猛
先
生
が
「鞠
智
城
の
調
査
保
護
計
画
」
を
作
成
し
て、
熊
本
県
に
陳
情
さ
れ
て
い 

ま
す
。
三
十
三
年
に
は
坂
本
経
堯
先
生
が
鹿
本
郡
菊
鹿
町
と
菊
池
市
に
ま
た
が
る
米
原
地
区
を
鞠
智
城
に
比
定
さ
れ
ま 

し
た。
翌
三
十
四
年
に
「伝
鞠
智
城
」
と
し
て
県
指
定
と
な
り、
昭
和
五
十
一
年
に
現
在
の
鞠
智
城
と
名
称
を
変
え
た 

わ
け
で
す。

3
発
掘
調
査
の
実
施
と
成
果

鞠
智
城
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て、
現
在
に
至
る
調
査
シ
ス
テ
ム
は
昭
和
四
十
ニ
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年 

か
ら
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
ま
し
た。
現
在
の
米
原
台
地
で
桑
畑
や
サ
ツ
マ
ィ
モ
畑
を
水
田
に
開
墾
す
る
開 

田
作
業
の
際
に、
た
く
さ
ん
の
礎
石
が
出
土
し、
鞠
智
城
が
に
わ
か
に
ク
ロ
—
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た。
急
遽、
調
査 

団
が
組
織
さ
れ
て
昭
和
四
十
四
年
ま
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
四
年
に
町
道
拡
幅
事
業
が
行
わ
れ
た
際 

に
も
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た。
昭
和
五
十
五
年、
同
六
十一

〜

六
十
四
年
に
は、
文
化
庁
の
補
助
事
業
と
し
て
県 

文
化
課
が
調
査
を
実
施、
平
成
ニ
年、
細
川
護
熙
県
知
事
の
と
き
に
県
の
予
算
が
注
が
れ、
鞠
智
城
の
調
査
が
飛
躍
的 

に
伸
び
ま
し
た。
折
し
も、
佐
賀
県
で
は
吉
野
ヶ
里
遺
跡
が
爆
発
的
な
宣
伝
を
や
つ
て
お
り、
「熊
本
県
で
も
」
と
の
気 

持
ち
が
あ
つ
た
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん。
平
成
ニ
年
は
鞠
智
城
の
調
査
に
と
つ
て
非
常
に
大
き
な
節
目
の
年
に
な
り 

ま
し
た。

平
成
三
年
に
は
写
真
①
の
よ
ぅ
な
八
角
形
建
物
跡
が
出
土
し
ま
し
た。
柱
を
地
下
に
直
に
埋
め
込
ん
だ
建
物
で、
柱
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©
八
角
形
建
物
跡
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の
周
り
の
大
き
な
穴
は
柱
を
埋
め
る
た
め
に
掘
っ
た
穴
で
す
。
こ
れ
を
基
に
し
て
復
元
し
た
の
が、
八
角
形
鼓
楼
で
す。 

鞠
智
城
で
国
内
の
古
代
山
城
と
し
て
初
め
て
八
角
形
建
物
跡
が
発
見
さ
れ
た
画
期
的
な
年
が
平
成
三
年
で
す
。
そ
れ
か 

ら
、

平
成
五
年
に
な
っ
て
現
在
の
町
道
の
東
側
を
調
査
し
ま
し
た。
こ
の
区
域
は
一
段
高
く
な
っ
て
お
り
現
在
畑
と
水
田
で 

す
が、
そ
こ
か
ら
は
遺
構
が
発
見
さ
れ
な
い。
鞠
智
城
の
空
白
地
帯
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た。

平
成
九
年
に
は
池
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た。
こ
の
池
跡
は
谷
間
を
利
用
し
た
貯
水
池
で、
五
千
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

の
谷
間
を
利
用
し
た
も
の
で
す
。
鞠
智
城
の
水
甕
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
貯
水
池
の
発
見
も
古
代
山
城
で
は
初
め
て 

で
し
た
が、
さ
ら
に
木
簡
も
出
て
ま
い
り
ま
し
た。
文
字
が
書
か
れ
た
木
札
で、
写
真
©
に
示
す
と
お
り
「秦
人
忍
ロ 

(

米
力
)

五
斗
」
と
書
か
れ
て
お
り、
米
俵
に
付
け
た
木
札
で
す
。
こ
れ
は、
非
常
に
大
き
な
発
見
で
し
た。
同
じ
く
上 

位
部
が
貯
木
場
(

写
真
③.
④

)
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た。

こ
の
よ
う
に
国
内
の
古
代
山
城
と
し
て
初
め
て
の
発
見
が
相
次
ぎ、
鞠
智
城
が
全
国
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ 

た
ゎ
け
で
す
。
西
側
土
||
線
で
瘦
せ
馬
の
背
中
の
よ
う
な
山
の
尾
根
が
あ
り、
こ
れ
を
土
塁
線
と
い
い
ま
す。
東
側
は 

崖
線、
そ
し
て
北
側
と
西
側
は
土
塁
線、
東
側
と
南
側
は
崖
線
に
囲
ま
れ、
こ
の
範
囲
が
鞠
智
城
で
あ
り、
面
積
が
約 

五
十
五
へ
ク
タ
—
ル、
東ニM
ド
ー
ム
十
二
個
分
の
広
さ
で
す
。
現
在
は
西
側
土
塁
線
の
調
査
を
行
っ
て
大
き
な
成
果
を 

上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
写
真
⑤
の
よ
う
な
礎
石
建
物、
こ
れ
は
重
量
が
か
か
り
ま
す
の
で
柱
が
た
く
さ
ん
あ
り、 

米
倉
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら、
写
真
⑥
の
よ
う
に
周
り
だ
け
に
柱
が
あ
っ
て
真
ん
中
に
は
あ
り
ま 

せ
ん。
こ
う
い
う
類
の
も
の
は
管
理
楝
的
建
物
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
ま
す。
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⑥建物跡（周りだけに柱がある)

4 
お
わ
り
に

最
後
に
現
場
を
預
か
る
者
と
し
て
、
中
学
生、
高
校
生
の
皆
さ
ん
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
シ
ン
ポ 

ジ
ゥ
ム
の
内
容
は
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
た
と
え
て
言
ぅ
な
ら
プ
ロ
野
球
の
選
手
の
プ
レ
ー
を
野
球
部
員 

が
手
本
と
す
る
よ
ぅ
に、
先
生
方
の
話
を
聞
い
て
鞠
智
城
の
こ
と
を
一
つ
で
も
学
ん
で
帰
つ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ 

で
十
分
で
す
。
そ
し
て
、
将
来
の
鞠
智
城
を
こ
こ
に
出
席
し
て
い
る
地
元
の
皆
様
方、
君
た
ち
に
担
つ
て
も
ら
い
た
い 

と
切
に
願
つ
て
い
ま
す
。
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汲
み
場
跡
よ
り
や
や
北
側
に
お
い
て、
堰
堤
跡 

を
確
認
(

平面
)

熊
本
県
教
育
委
員
会

4^
1

24

長
者
山
西
地
区 

貯
水
池
跡

72
号
建
物
跡

72
号
建
物
(

礎
石
総
柱
建
物
跡
)、

炭
化
米
堆
積 

層

熊
本
県
教
育
委
員
会

5^
1

52

西
側
土
塁
線 

貯
水
池
跡

土
塁

土
塁
構
造
の
確
認

熊
本
県
教
育
委
員
会

〔各
年
度
の
調
査
面
積
は、
約
5、
0
0
0
ゴ
で
あ
る一
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鞠
智
城
の
研
究
略
史

昭 和 明治 江 戸
時

代

熊
本
地
歴
研
究

中
島
秀
雄

吉
田
東
伍

森
本

瑞

八
木
田
桃
水

渋
江
公
正

研

究

者

大
阪
毎
日
新
聞

=3

日
本
地
名
辞m

萌I
翡後
9國

名

i
兀
問
答

I
池
風
±
記

文

献

の原肄基 
城の城肄 
門遺跡城 
礎構の跡 
でを研を 
あ踏究踏 
る査者査 
こし久し 
とた保て 
を°山米 
確_!善齒 
か長映に 
め奢兵:お
たのやけ 

。的松る 
石尾遺
L-禎構 
は作と 
朝氏比 
魚卓な 
戎どし 
山も' 
城米基

と紀ま並基1 
報屋つぶ肄米 
じ敷て山城原 
て、い、との 
ぃ宮る多と要 
る床畑くも害

〇 J 、のにこ
愚涼礎繕そ 

み石治続 
淵、ヶがさ日 
#御出れ本 
i所たた紀 
i '畑鞠文 
S烏'智武 
gヶ焦城天 
多城米で皇 
あ、があニ 
地シ層ろ年 
fャをう五 
系力な。月 
1ンし礎、 
fドて石大
どン埋の野 、 、

て城n 
ぃ4*鞠 
る豊智 
°後城 

国を 
大辺 
野地 
郡の 
に肥 
求後 
め国 
る菊 
の池 
と郡 
同に 
じ求 
でめ 
基る 
るの
しは
と、 
笑大 
っ野

広;^深 
大V川 
な衾説 
地1を 
域f否
If!

るで

の隈智
で庹城

2 ,庫
备米ゃ

III
ど 5を

の考は_> 
旧え'菊 
跡ら鞠池 
かれ智の 

る城初 
とがの代 
述 '旧則 
ベ城跡隆 
て家を以 
いの取来 
る居りゐ 
°城し居 

でつ城 
あらと 
つひな 
たてつ
木居た 
庭城深 
村と川 
もしの 
鞠た菊 
智と之 
碌も城

の，
記文 
事徳 
を実 
米録 
原
村の

否ぬ
屋苤
r军
|1 

$郡 
不 
動 
倉 
十

宇
火t

概

要
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昭 和 時

31 28 13 17 12 代

島 菊迪 坂 艽鏡 松 坂 坂
田 準川 本 一山 尾 本 本 研
正 皂政 経 條 経 経
郎 產次 堯 1猛 規 堯 堯 究
i郎 I

究m
査
団 者

=3
日 3

w本 歴
Vサ2談 研

究 文
1義.G=» 第

10 献
51 篇

5
つ8 列8 11 陳^10 建城 す野辺態利実の土る鞠一1 —1
ぃ月 を月 月 情鞠月 て北 る丘だで用を埋塁東智鞠 鞠
て、 実、 を智、 て村 こ陵けあし物没線' 城智 智
講菊 測米 

し原
能 行城大 保史 とをでるて語はな南の城 城

演池 
し市

本 うの恶 護蹟 に北なこ外つ、ど、文考 址
た一 史

学
が調府 顕顕 注にくと側てっは西献^ に

たに 。帯 実査' 彰彰 目登、にをい：朝のをを 擬
0お の ム 現保大 に会 しつこ注切る天鮮城収発 せ

い 遗 -e し護野 努会 たてれ意りと安式門録表 ら 概
て 構 S

な計城 め長 °城をし落しニ山礎し。 れ

S
を か画、 た0 北内、とた年城、て る
調 智 つし基 0鞠 の郭さし。不の水性 米 要

句 査
し

城 たを肄 智 谷とら' 特動規門格 原
麗 跡 。您城

成の
城 をしに鞍に倉模礎を 遺

国 、 に 跡 いて土部土十に、考 跡
内 特 〇 し一 を た塁塁に塁一類長え に
城 に い 筚連 調 だ線線の線宇し者' 就
と 長 て 本の 査 くははみは火、山米 い
鞠 者 1_ 県調 し 外頭米盛自く焦の原 て
智 山 発 に査 郭合原土然；米礎高
城 の 表 対と 標 をよ台し尾の石台 を

礎 0 しし 木 形り地た根の多間に 発
に 石 てて を 成木周状を史量尺登 表
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昭 和

51 42 34 33

熊 熊 熊 坂
本 本 本 本
県 県 県 経教 教 教 m

育 育 育
委 委 委
IZa

I
C=l
S

熊コ
本喷
日本
日の

8£

発
行

8 団米 深12 9
月 長原 迫月 月
24 と台 門、 、

日 す地 礎一1 鞠
付 るに 歹史 智
け 調計 を跡 城
で 査画 県. を

\ 団さ 史伝 米
名 にれ 跡鞠 原
称 よた F智 に
を る開 Ih ilk 比
~1 発発 定跡 定
鞠 掘エ 。1_ し
智 調事 と 、

査に し 掲
跡 を伴 て 載

実い 長 〇

と 施、 者
改 U乙 山
称 益 礎

0
羞

石
隆 群
を 、
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西
日
本
に
お
け
る
山
城
築
城
に
関
す
る
史
料

福
岡
大
学
名
誉
教
授
小
田

1

畕
士
雄
氏



小
田
富
士
雄
(

お
だ
•

ふ
じ
お
)

昭
和
32

年
九
州
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。
同
年
同 

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
進
学
、
昭
和
35
年
9
月
同 

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
を
経 

て
同
年
10
月
か
ら
同
大
学
文
学
部
助
手
。
昭
和
46

年 

別
府
大
学
助
教
授
。
昭
和
50

年
北
九
州
市
立
歴
史
博 

物
館
に
勤
務
。
昭
和
58

年
か
ら
同
博
物
館
長
。
昭
和 

63
年
福
岡
大
学
人
文
学
部
教
授
。
平
成
16
年
か
ら
現 

職。
文
学
博
士。

主
な
著
#
•

論
文
は
『九
州
考
古
学
研
究
.

歴
史
時 

代
編
』r

九
州
考
古
学
研
究
.

古
墳
時
代
編J

『九
州 

考
古
学
研
究
•

弥
生
時
代
編
』
(

学
生
社
)、r

北
九
州 

瀬
戸
内
の
古
代
山
城
』
『瓶
日
本
古
代
山
城
の
研
究
』 

(

名
著
出
版
)

な
ど
多
数
。



1
はじめに

私
は
「北
部
九
州
の
古
代
山
城
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
—
マ
で
お
話
し
し
ま
す。
こ
れ
ま
で
に
も
よ
く
言
わ
れ
て
い 

る
よ
う
に、
神
籠
石
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
文
献
に
名
前
の
出
て
こ
な
い
よ
う
な
も
の、
そ
れ
か
ら
六
六
〇
年
代
に
『日 

本
書
紀
』
な
ど
に
名
前
の
出
て
く
る、
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
式
山
城
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
は、
現
在
分
か
っ
て
い
る
も 

の
だ
け
で
も
十
五
力
所
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち、
こ
こ
五、
六
年
来
発
掘
調
査
な
ど
を
進
め
て
い
る
六
つ
の
山 

城
に
つ
い
て、
西
日
本
の
古
代
山
城
が
造
ら
れ
た
き
っ
か
け
と
か、
あ
る
い
は
古
代
山
城
の
性
格
と
い
う
問
題
に
も
若 

干
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

2
古代山城に関する近年の発掘調査の成果

現
在、
西
日
本
地
方
で
は
神
籠
石
あ
る
い
は
朝
鮮
式
山
城
な
ど
の
調
査
が
例
年
行
わ
れ
て
お
り、
古
代
山
城
ブ
ー
ム 

の
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鞠
智
城
も
そ
う
い
う
流
れ
の
な
か
に
入
っ
て
お
り、
い
ず
れ
も
最
近
に
な
り
整
備 

を
中
心
に
し
た
仕
事
が
一
斉
に
始
ま
っ
て
い
ま
す。
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③第二東門

(
1
)

御
所
ヶ
谷
神
籠
石

(

福
岡
県
行
橋
市

)

写
真
①
は、
明
治
時
代
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
行
橋
市
の
御
所
ヶ
谷
神
籠
石
の
中
門
で
す
。
こ
れ
も
こ
の
五、
六 

年
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
初
め
て
き
れ
い
に
掃
除
し
た
状
態
で
す
。
ニ
段
式
の
築
造
に
な
っ
て
お
り
、
下
側
に 

基
壇
と
な
る
部
分
の
石
組
み
が
あ
り
、
こ
の
部
分
に
通
水
溝
が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
通
水
溝
は
石
垣
の
面
よ
り
も
や 

や
外
に
出
て
い
る
の
が
ー
つ
の
特
徴
で
す
。
そ
の
上
に
少
し
控
え
て
高
い
石
垣
を
築
い
て
い
ま
す
が、
こ
れ
に
使
っ
て 

い
る
石
は
ほ
と
ん
ど
切
り
石
に
近
い
よ
う
な
も
の
で
、
な
か
に
は
鉤
型
に
削
っ
て
う
ま
く
合
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
も
あ 

り
ま
す
。
全
体
に
石
の
上
下
方
向
に
目
地
が
あ
り
、
ち
よ
う
ど
重
箱
を
積
み
重
ね
た
よ
う
な
石
積
み
の
部
分
で
す
。
そ 

れ
か
ら
一
部、
奥
の
ほ
う
に
互
い
違
い
の
石
積
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
状
況
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
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当
然、
こ
の
地
域
の
七
世
紀
代
に
出
て
く
る
終
末
期
古
墳
の
石
組
み
と 
④
第
二
東
門
出
土
の
須
恵
器 

の
比
較
も
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す。

写
真
②
は、
北
側
の
ほ
う
の
神
能
石
の
部
分
で
す
。
こ
れ
で
見
る
と 

従
来
列
石
が
あ
る
ょ
う
な
と
こ
ろ
で
は、
列
石
の
上
に
土
塁
が
の
っ
て 

お
り、
こ
れ
に
い
わ
ゆ
る
版
築
構
造
が
出
て
い
ま
す
。
最
初
は
も
っ
と 

版
築
が
続
い
た
状
態
が
ち
ょ
う
ど
列
石
を
埋
め
殺
し
状
態
に
し
て
そ
の 

中
に
入
れ
て
築
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
後
ろ
に
ま
た
ず
っ
と
直 

線
的
に
切
っ
て
仕
上
げ
る
わ
け
で
す
が、
そ
の
段
階
で
は
こ
の
神
籠
石

の
列
石
は
ま
だ
版
築
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
が
確
認
さ
れ
ま
し
た。
そ
の
外
側
に、
こ
れ
を
築
く
時
の
足
が 

か
り
に
な
る
木
柱
の
跡
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す。

写
真
③
は、
今
の
列
石
か
ら
東
回
り
に
回
っ
て
行
く
と
中
腹
く
ら
い
に
あ
る
第
二
東
門
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の 

部
分
は
壊
れ
か
け
て
お
り、
ま
だ
調
査
中
で
す
が
柱
穴
の
痕
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
か
ら
七
世
紀 

後
半
か
ら
末
ぐ
ら
い
の
須
恵
器
が
出
て、
こ
の
神
籠
石
は
明
ら
か
に
朝
鮮
式
山
城
が
で
き
た
六
六
〇
年
以
降
も
機
能
し 

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た。

写
真
④
は、
第
二
東
門
か
ら
出
た
須
恵
器
で
す
。
最
初
の
調
査
の
時
に
は
肩
の
部
分
ま
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が、 

そ
の
後
調
査
を
続
け、
胴
部
ま
で
く
っ
つ
く
部
分
が
出
て
き
ま
し
た。
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⑤鹿毛馬神籠石水門

(
C

XJ)
鹿
毛
馬
神
籠
石

(

福
岡
県
嘉
穂
郡
穎
田
町

)

写
真
⑤
は、
鹿
毛
馬
神
籠
石
と
い
っ
て
嘉
穂
郡
穎
田
町
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
非 

常
に
低
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
向
こ
う
に
鹿
毛
馬
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
面
が
ず
っ
と
広
い
谷
に
な
っ
て 

お
り
、
水
田
の
部
分
を
堰
き
止
め
る
よ
う
に
列
石
が
あ
り
ま
す
。
列
石
の
前
面
が
ち
よ
う
ど
写
真
の
部
分
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
後
ろ
側
を
発
掘
し
て
み
た
ら、
こ
の
部
分
か
ら
通
水
溝
が
ず
っ
と
抜
け
て
い
る
状
態
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か 

ら
こ
の
部
分
に
木
柱
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
外
側
に
も
あ
り
、
だ
い
た
い
三
メ
ー
ト
ル
 

間
隔
で
外
側
の
部
分、
内
側
の
部
分
に
木
柱
が
立
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

写
真
⑥
が
列
石
の
内
部
に
あ
る
木
柱
で
す
。
現
在
は
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
り
ま
す
が、
ち
よ
う
ど
こ
の
部
分
に
柱
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の
下
の
部
分
が
出
て
き
ま
し
た。
き
れ
い
に
柱
の
面
取
り
を
し
て
あ
り
ま
す
。
び
っ
し
り
と
細
か
い
版
築
を
し
て
そ
の 

中
に
立
っ
て
い
ま
す
の
で、
最
初
か
ら
柱
を
立
て
て
次
々
に
版
築
を
し
て
い
き
な
が
ら
柱
を
そ
の
ま
ま
埋
め
て
い
っ
た 

わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
上
は、
さ
ら
に
三
〜
四
メ̂—

ト
ル
あ
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
大
木
を
一
本
取
つ 

て
き
て
表
面
の
面
取
り
を
し
た
も
の
を
三
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
立
て
て
い
っ
た
の
で
し
よ
う
。
柱
の
大
き
さ
や
面
取
り
し 

た
形
状
は、
太
宰
府
の
水
城
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
写
真
⑦
は、
列
石
の
前
面
に
あ
る
三
メ
ー 

ト
ル
間
隔
の
木
柱
の
痕
跡
で
す。

(
3
)

唐
原
神
籠
石

(

福
岡
県
築
上郡
大平
村

)

写
真
⑧
は
現
在
調
査
中
の
築
上
郡
大
平
村
の
唐
原
神
籠
石
。
新
し
く
発
見
さ
れ
た
神
ls
石
で、
そ
の
水
門
の
調
査
状 

況
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
神
籠
石
と
違
い、
一
つ
の
列
石
が
二
倍
く
ら
い
の
長
さ
が
あ
り
ま
す。
こ
こ
で
面
白
い
の
は
落 

と
し
込
み
式
の
列
石
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
な
ど
も
特
に
九
州
よ
り
も
近
畿
寄
り
の
地
域
の
終
末
期
古
墳
に
出
て
く 

る
一
つ
の
工
法
で
す。

写
真
⑨
は
今
の
列
石
の
内
側、
す
ぐ
後
ろ
か
ら
出
て
き
た
通
水
溝
で
す
。
写
真
⑩
は
先
年
調
査
し
た
別
の
谷
の
通
水 

溝
で
す
。
こ
ち
ら
は
完
全
な
切
り
石
ま
で
は
い
か
な
い
の
で
す
が、
花
崗
岩
で
下
に
き
れ
い
に
石
を
敷
い
て
お
り
、

そ 

の
上
に
両
方
に
石
を
立
て
て
そ
の
上
に
天
井
石
を
被
せ、
九
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
後
ろ
の
ほ
う
か
ら
外 

に
通
水
溝
を
設
け
て
い
る
状
況
で
す。

写i

具
⑪
は、
写
真
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
で
す
が、
第
3
水
門
の
す
ぐ
上
に
礎
石
建
ち
の
建
物
が
あ
り、
こ
れ
が
い 

つ
の
時
期
か
と
い
う
の
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
七
世
紀
の
初
め
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
も
い
わ
れ
た
の
で
す
が、
こ
れ
ま
で
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の
山
城
で
は
そ
ん
な
段
階
ま
で
こ
の
礎
石
建
ち
の
建
物
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で、
あ
る
い
は
礎
石
建
ち
の
建
物
は
当
初
の 

も
の
で
は
な
く
て
再
建
時
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
礎
石
の
間
を
抜
い
て
も
ら
っ
た
ら、
や
は
り
そ
れ
以 

前
に
掘
立
柱
の
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す。

(
4
) 

宮地
岳
山
城

(

福
岡
県
筑
紫
野
市

)

写
真
⑫
は
最
近、
太
宰
府
の
ず
っ
と
東
側
で
発
見
さ
れ
た
筑
紫
野
市
の
宮
地
岳
山
城
で
す
。
こ
こ
の
場
合
に
は
下
に 

地
覆
石
を
並
べ
て
お
い
て、
そ
れ
よ
り
少
し
内
側
に
入
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
列
石
を
積
み
上
げ
て
く
る
と
い
う
工
法
が
ふ 

つ
う
の
よ、っ
で
す。
石
が
従
来
の
神
籠
石
に
比
べ
る
と
小
さ
い
よ、っ
で
す。

写
真
⑬
は
一
昨
年
で
し
た
か、
発
見
さ
れ
た
も
の
で
す
。
列
石
や
土
塁
な
ど
を
た
ど
っ
て
上
の
ほ
う
に
行
く
と、
見 

事
な
切
り
石
に
近
い
よ
う
な
石
垣
が
残
っ
て
い
ま
し
た。
こ
れ
も
実
は
ど
う
い
う
わ
け
か、
つ
い
最
近
ま
で
こ
う
い
う 

石
垣
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。
今
後、
大
野
城
や
土
塁
が
あ
る
太
宰
府
の
条
坊
制
な
ど
と
か
か
わ
り
が 

あ
る
の
か
ど
う
か
が
5*.
咖
議
の
的
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す。

(
5
) 

大野
城
(

福
岡
県
太
宰
府
市

)

写
真
⑭
。

こ
れ
か
ら
は
朝
鮮
式
山
城
と

い
わ
れ
る
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
大
野
城
の
太
宰
府
の
ほ 

う
か
ら

上
が
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
大
宰
府
ロ
で
す
ね
。

礎
石
を
こ
の
よ
う
に
据
え
た
の
は
二
回
目
の
時
期 

で
七
世
紀
の
終
わ
り
か

八
世
紀
の
初
め
ぐ
ら
い
だ
と

思
い
ま
す
。
礎
石
を
据
え
て
瓦
を
使
っ
た
城
門
を
造
り
ま
す
。
こ 

れ
が
最
初
の
時
の
石
垣
の
面
で、
さ
ら
に

二
回
目
の
礎
石
を
使
っ
た
時
に
は
こ
の
部
分
に
石
垣
を
付
け
足
し
て
埋
め
て
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⑪建物跡 ⑧唐原神籠石第1水門

⑫宮地岳山城列石 ⑨第1水門通水溝

⑬第3水門 ⑩第3水門通水溝

(⑧〜⑪唐原神籠石、⑫⑬宮地岳山城）
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⑭大野城太宰府ロ城門

⑯整備中の百間石垣

い
く
の
で
す
。

写
真
⑮
。
今
の
列
石
の
上
の
ほ
う
を
た
ど
っ
て
い
く
と
土
塁
の
上
に
柵
列、
木
柱
を
ず
っ
と
立
て
並
べ
て
柵
を
設
け 

て
い
た
状
態
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
鞠
智
城
の
北
西
側
で
昨
年
来
発
見
さ
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
す
る 

の
に
良
い
資
料
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

写
真
⑯
は
現
在
整
備
中
の
北
側
の
百
間
石
垣
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
昨
年
の
夏
の
水
害
で
四
王
寺
山
で
は
百
力 

所
以
上
土
砂
崩
れ
な
ど
が
発
生
し
て
、
こ
こ
の
場
合
も
上
の
ほ
う
か
ら
崩
れ
て
根
こ
そ
ぎ
上
の
ほ
う
が
持
っ
て
い
か
れ 

ま
し
た
。
そ
の
結
果、
本
来
の
構
築
状
態
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た。
谷
の
部
分
に
ガ
ラ
ガ
ラ
と
石、
岩
石
を 

突
っ
込
ん
で
そ
の
上
に
多
少
砂
な
ど
を
被
せ
て
石
垣
を
築
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
石
垣
を
積
み
な
が
ら
背
後
に 

は
岩
壁
が
ず
っ
と
露
出
し
て
い
ま
す
が、
そ
の
岸
壁
を
削
っ
て
長
い
石
を
使
っ
て
そ
こ
に
引
っ
掛
け
て
い
く
と
い
う
形
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で
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
技
法
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た。
こ、っ
い
う
大
水
害
で
は
遺
跡
が
崩
れ
る
と
被
害
も
あ
り
ま 

す
が、
一
気
に
構
造
が
分
か
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す。

(
6
)

金
田
城
(

長
崎
県
対馬
市

)

写
真
⑰
は
一
昨
年、
対
馬
の
金
田
城
で
新
た
に
発
掘
し
た
ニ
の
城
戸
と
呼
ば
れ
る
門
で
す
。
内
側
か
ら
見
た
と
こ
ろ 

で
す。
柱
が
立
っ
て、
城
門
の
回
転
柱
の
穴
が
あ
り
ま
す
か
ら
左
右
観
音
開
き
に
な
り
ま
す、
こ
こ
は
ニ
間
に
な
っ
て 

い
ま
す。
実
は
も
う
一
つ、
こ
の
下
の
階
段
部
分
に
も
礎
石
が
あ
り、
三
間X

一
間
に
な
る
よ
う
で
す。
実
は
礎
石
の 

列
が
全
部
同
一
レ
ベ
ル
で、
一
つ
だ
け
前
の
ほ
う
が
一
段
下
が
る
の
で、
私
は
最
初
庇
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
が、
そ 

の
後、
昨
年
の
調
査
で
南
門
が
新
た
に
発
見
さ
れ
て、
そ
れ
を
見
る
と
各
階
段
ご
と
に
段
々
に
礎
石
が
据
え
ら
れ
て
い 

て
、
お
そ
ら
く

上
の
ほ
う
の
屋
根
で
高
さ
を
そ
ろ
え
る
と
い
う

仕
組
み
に
な
る
よ
う
で
す。

写
真
⑱
。
今
の
所
か
ら
ず
っ
と
下
が
る
と、

の̂
隅
の
部
分
に
出
っ
張
り
が
あ
り
ま
す。
こ
こ
は
四
隅
す
べ
て
に
出
っ 

張
り
が
あ
り、
新
羅
の
山
城
な
ど
で
も
時
々
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た。
こ
の
あ
た
り
は
石
垣
を
き
れ
い 

に
築
い
て
い
る
様
子
が
残
っ
て
お
り、
左
か
ら
伸
び
て
い
き
南
門
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す。

写
真
⑲
が
昨
年
新
た
に
発
掘
し
た
南
門
で
す
。
従
来
は
一
の
城
戸
か
ら
三
の
城
戸
ま
で
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が、 

先
ほ
ど
の
石
垣
の
線
を
た
ど
っ
て
い
く
と
切
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り、
そ
こ
を
上
か
ら
詳
細
に
見
て
い
た
ら
ど
う
も
門
が 

あ
り
そ
う
だ
と。
発
掘
し
た
ら、
や
は
り
こ
の
よ
う
に
出
て
き
ま
し
た。
こ
こ
の
場
合
は
階
段
が
三
段
で、
そ
れ
ぞ
れ 

に
礎
石
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
階
段
式
に
礎
石
が
据
え
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て、
こ
こ
に
(

ス
ラ
ィ
ド
中
央
付 

近、
内
側
ホ
ゾ
穴
)

門
の
開
閉
ロ
が
あ
り
ま
す
。
内
側
に
一
間
と
外
側、
階
段
下
に
一
間
。
内
側
の
一
間
は
こ
の
面
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ビングシ門整備された礎石 ⑫金田城ニの城戸

⑱東南部の張り出し

⑲南門
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3 (

中央段
)

よ
り
一
段
上
が
る
と
こ
こ

(

中央段
)

の階段ガー番

^̂

行
き
ヵ

|?
く
な
り
を
内
似
に
開
閉
す
る
関 

係
で
こ
の
部
分
の
奥
行
き
が
非
常
に
広
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た。

写
真
⑩
は
現
在
整
備
中
で
す
が、
金
田
城
か
ら
ち
よ
っ
と
上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
ビ
ン
グ
シ
山
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り 

ま
す
。
土
塁
が
内
側
に
続
き、
そ
の
上
に
倉
庫
群
が
あ
り、
そ
の
部
分
に
礎
石
が
残
っ
て
い
ま
し
た。
対
応
す
る
礎
石 

は
今
回
整
備
で
つ
く
っ
た
礎
石
で、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
左
右
対
称
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
整
備
を
進 

め
て
い
ま
す
。
こ
こ
も
こ
の
下
を
掘
る
と、
一
段
階
前
に
掘
立
柱
式
の
門
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
が、
調
査 

を
そ
こ
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す。

お
わ
り
に

こ
こ
に
あ
げ
た
写
真
が、
現
在
調
査
が
進
行
中
あ
る
い
は
整
備
に
入
っ
た
段
階
の
山
城
で
す
。
も
っ
と
古
い
昭
和
三 

十
年
代
に
調
査
さ
れ
た
も
の
は、
す
べ
て
省
略
し
ま
し
た。
こ
れ
か
ら
鞠
智
城
の
整
備
に
入
っ
て
い
き
ま
す
が、
現
在 

発
掘
調
査
し
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
史
跡
指
定
の
た
め、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
く
る
整
備
の
た
め
の
調
査
で
す
。
鞠
智 

城
で
も
各
地
の
指
定
状
況
な
ど
を
大
い
に
視
察
し
て
い
た
だ
い
て、
こ
こ
だ
け
が
あ
ま
り
に
特
殊
な
飛
び
離
れ
た
よ
う 

な
整
備
に
な
ら
な
い
よ
う
に、
同
じ
よ
う
な
歴
史
的
背
景
で
同
じ
よ
う
な
時
期
に
で
き
た
も
の
で
す
か
ら、
バ
ラ
ン
ス 

な
ど
も
う
ま
く
と
つ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。
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中
•

四
国
地
方
の
古
代
山
城

岡
山
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
長
出
宮
徳
尚
氏



出
宮
徳
尚
(

で
み
や
•

と
く
ひ
さ
)

昭
和
42
年
、
明
治
大
学
文
学
部
史
学
地
理
学
科
卒
業。 

岡
|.||
市
教
育
委
員
会
勤
務。
平
成
12
年
か
ら
现
職。 

主
な
論
文
にr

吉
備
の
古
代
山
城
試
論
」
(

『考
古
学 

研
究
』)、
「古
代
山
城
試
論
」( r

日
本
古
代
史
論
苑J)

、

 

「古
代
山
城
再
考
」
「瀬
戸
内
の
古
代
||1
城」
「古
代
山 

城
跡
の
検
証
覚
書
」
「戦
国
城
郭
の
構
成
試
論
」
な
ど。



1
はじめに

岡
山
と
い
う
ょ
り
も
古
代
の
政
治
的
.

文
化
的
な
中
心
で
あ
つ
た
吉
備
の
国
か
ら
来
ま
し
た。
私
は
今、
考
古
学
の 

世
界
に
身
を
置
い
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
磯
村
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
埋
蔵
文
化
財
と
い
つ
た
場
合、
地
下
の
文
化 

財
で
な
か
な
か
見
つ
け
づ
ら
い
面
が
あ
り
ま
す
が、
実
は
地
上
に
出
て
い
る
埋
蔵
文
化
財
も
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。 

そ
の
典
型
的
な
も
の
が
古
墳
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
が
城
跡
で
す
。
岡
山
の
例
を
と
る
と、
岡
山
県
内
で
約
一
万 

力
所
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
城
跡
は
約
千
力
所、
も
う
少
し
詳
し
く
い
う
と
九
百
力
所
く
ら
い
で
す
。 

で
す
か
ら、
い
わ
ゆ
る
発
掘
調
査
を
し
な
く
て
も
的
確
に
分
か
る
遺
跡
が
古
墳
と
城
跡。
特
異
な
部
類
に
入
り
ま
す
が、 

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
発
掘
調
査
を
し
な
い
ま
で
も、
あ
る
程
度
デ
ー
タ
の
収
集
が
で
き
る。
私
の
場
合
は
城 

跡
か
ら
考
古
学
の
世
界
に
入
つ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で、
偏
見
と
独
善
の
も
の
の
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
ま 

せ
ん
の
で、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

2
古代山城の
立地と防御

資
料
1
は
古
代
山
城
の
要
目
(

77
ぺ
ー
ジ
の
一
覧
表
を
参
照
)

で、
考
古
学
的
な
問
題
ょ
り
文
献
史
料
や
立
地
な
ど、 

い
わ
ゆ
る
デ
—
夕
リ
ン
グ
の
処
理
を
し
た
も
の
で
す
。
資
料
2
は
古
代
山
城
の
平
面
図
(

縄
張
り
図
)

と
立
体
図
(

外
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郭
立
地
状
態
図
)

と
い
う
に
は
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が、
高
さ、
古
代
山
城
が
ど
う
い
う
立
ち
上
が
り
を
し
て
い
る 

か
と
い
う
も
の
を
掲
げ
て
い
ま
す
(

79
ぺ
ー
ジ
の
一
覧
表
を
参
照
)。

な
ぜ、
こ
の
図
面
を
作
っ
た
か。
本
音
を
言
い
ま
す
と、
私
が
中
学
生
く
ら
い
の
と
き
は
プ
ラ
モ
デ
ル
の
ブ
ー
ム
で 

し
た。
戦
艦
大
和
は
横
か
ら
見
た
ら
こ
う
な
っ
て、
上
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
る
か
と、
そ
れ
と
十
八
ィ
ン
チ
砲
が
九
門 

あ
る
と
か
そ
う
い
う
要
目
が
デ
ー
夕
と
し
て
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ち
よ
っ
と
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
子
供
の
と 

き
の
見
方
を
古
代
山
城
に
当
て
は
め
て
作
っ
た
の
が
こ
の
図
で
す
。
学
界
的
に
は、
的
を
射
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う 

問
題
は
あ
り
ま
す。

ま
ず、
図
C

の
北
九
州
の
古
代
山
城
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と、
ほ
ぼ
同
じ
立
ち
上
が
り
図
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ 

れ
に
対
し
て
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
神
籠
石
は、
す
べ
て
三
角
形
と
い
う
よ
り
も
台
形
に
近
い
形
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

朝
鮮
式
山
城
は
両
方
あ
り、
地
域
的
に
見
た
場
合、
北
部
九
州
と
瀬
戸
内
の
城
で
は
や
は
り
立
ち
上
が
り
が
違
っ
て
い 

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は、
基
本
的
に
用
兵
や
兵
器
と
し
て
使
う
場
合
の
考
え
方
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
を 

も
つ
て
い
ま
す
。

分
布
図
を
見
る
と、
瀬
戸
内
の
城
は
原
則
と
し
て
個
別
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
明
海
沿
岸
の
城
は
中
世
あ
る
い
は 

戦
国
時
代
の
城
の
観
点
で
言
う
と、
支
城
網、
い
わ
ゆ
る
本
城
が
あ
っ
て
出
城
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
造
り
方
を
し
て 

い
ま
す。
こ
れ
は
戦
国
時
代
の
城
の
見
方
を
援
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
観
点
は
江
戸
時
代
の
学
者
が
戦
国
時
代
の
城
を 

分
類
し
た
わ
け
で
す
。
昔
の
考
え
で
す
か
ら
一
国
一
城
制
を
想
像
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
か
と
思
い
ま
す
が、
一
国
を 

守
る、
全
体
で
言
え
ば
日
本
を
守
る
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
「国
堅
固
の
城
」、
そ
れ
か
ら
地
域
を
守
る
城 

と
し
て
「所
堅
固
の
城
」
が
あ
り
ま
す
。
戦
国
時
代
で
い
う
と
一
国
の
な
か
の
一
郡
と
か
ニ
郡
を
守
る
た
め
に
造
ら
れ
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た
中
核
的
な
城
で
す
。
城
だ
け
の、
い
わ
ゆ
る
戦
術
拠
点
の
城
を
「城
堅
固
の
城
」
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か 

ら
見
て
い
く
と、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
城
々
は
一
つ
で
城
の
機
能
を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
助
け
を
求
め
て
ほ 

か
と
連
携
し
て
戦
う
の
で
は
な
く、
一
つ
の
城
と
し
て
機
能
を
全
う
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
造
ら
れ
て
い
る
の
で 

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す。

吉
備
の
国
の
場
合、
大
廻
小
廻
と
鬼
ノ
城
と、
備
後
に
は
遗
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が、
茨
城
と
常
城
と
い
う 

城
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
城
は
あ
く
ま
で
城
で
す
の
で、
そ
れ
の
兵
站
基
地
と
い
う
の
を
考
え
な 

い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
鬼
ノ
城
と
大
廻
小
廻
の
場
合
は、
最
初
に
大
和
政
権
が
重
点
的
に
置
い
た
吉 

備
へ
の
拠
点
で
あ
る
児
島
の
屯
倉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
内
海
の
要
路
で
博
多
か
ら
関
門
海
峡
を
通
っ
て
畿
内
へ
行
く 

場
合、
必
ず
中
継
基
地
と
し
て
寄
ら
な
い
と
い
け
な
い
要
所
で
す
。
そ
れ
を
兵
站
基
地
に
し
て
吉
備
内
部
に
城
を
造
っ 

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
ま
す。

も
う
一
点、
あ
く
ま
で
古
代
の
山
城
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
と
き
に、
子
供
の
遊
び
を
例
に
と
っ
て
よ
い
か
ど
う 

か
分
か
り
ま
せ
ん
が、
「か
く
れ
ん
ぼ
」
で
見
る
の
か、
「鬼
ご
っ
こ
」
で
見
る
の
か
と
い
う
の
が
古
代
の
山
城
を
見
る 

基
本
的
な
視̂
！〔に
な
り
ま
す。
「鬼
ご
っ
こ
」
は
あ
る
程
度
敵
味
方、
鬼
と
逃
げ
る
ほ
う、
あ
る
い
は
鬼
を
誘、っ
ほ
う
と 

に
別
れ
て
行
い
ま
す。
「か
く
れ
ん
ぼ
」
は
隠
れ
て
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で、
あ
く
ま
で
籠
っ
て
敵
の
侵
略 

を
や
り
過
ご
す
。
で
す
か
ら、
城
を
積
極
的
に
使
っ
て
や
っ
て
来
る
敵、
当
時
の
想
定
で
は
唐
.

新
羅
の
連
合
軍
で
す 

が、
そ
う
い
う
敵
を
積
極
的
に
迎
え
撃
つ
。
い
わ
ゆ
る
兵
器
と
し
て
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
が、
「古
代
の
城
」
の
評
価 

の
分
か
れ
道
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

次
に、
古
代
山
城
の
写
真
を
見
な
が
ら
説
明
し
ま
す。
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(
1
)

鬼
ノ
城
(

岡山県
総社市
)

①
が
鬼
ノ
城
の
遠
景
で
す
。
②
が
今、
復
元
し
て
い
る
角
楼
と
い
う
櫓
の
跡
の
基
底
部
だ
け
で
す
。
現
在、
城
門
は 

③
の
よ
う
な
形
で
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
④
は
こ
の
城
門
を
ア
ッ
プ
で
見
た
状
況
で
す
。
⑤
は
城
門
の
内
部
で
す
。
観 

音
開
き
に
な
っ
て
お
り
左
右
に
開
き
ま
す
。
内
部
に
階
段
を
設
け
て
通
路
が
続
い
て
い
ま
す
が、
外
部
に
も
通
路
が
あ 

り
ま
す
。
⑥
が
復
元
の
城
壁
の
形
態
で
す
。
向
こ
う
側
に
城
門
が
見
え、
そ
の
手
前
に
石
塁
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の 

手
前
は
版
築
に
よ
る
「土
城
」
の
復
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
根
の
ほ
う
に
石
垣
が
残
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。
⑦
の 

よ
う
に
鬼
ノ
城
の
場
合
は
城
壁
の
外
側
に
通
路
と
な
る
石
敷
き
が
見
え
ま
す
。
俯
瞰
し
て
い
ま
す
の
で
よ
く
分
か
る
と 

思
い
ま
す
が、
城
壁
の
天
端
の
と
こ
ろ
が
未
処
理
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
が、
そ
の
内
側
に
石
塁
と
い
う
か
石
敷
き
を
し 

て、
こ
れ
が
兵
員
の
展
開
線
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
近
世
の
城
で
い
う
と
土
塀
に
あ
た
る
遮
蔽
設
備
が
付
き
ま 

す
。
前
面
に
や
は
り
通
路
の
石
敷
き
が
あ
る
構
造
が
分
か
っ
て
い
ま
す。

⑧
は、
そ
れ
に
対
し
て、
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
神
籠
石
に
あ
た
る
の
が
下
端
の
延
べ
石
で
す
。
本
来
こ
こ
か
ら
こ
ち 

ら
が
城
壁
部
分
に
あ
た
る
場
で
す
。
⑨
は
い
わ
ゆ
る
城
壁
の
天
端、
上
側
で
す
。
こ
こ
が
天
端
の
石
敷
き
で、
こ
こ
で 

城
墻、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
近
世
城
郭
で
い
う
と
土
塀
に
あ
た
る
も
の
が
建
つ
場
所
で
す
。
⑩
は
城
門
で
す。
⑪
の
よ 

う
に
こ
う
い
う
城
門
が
四
力
所
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
⑫
も
城
門
で
す
。
こ
の
北
の
城
門
は
こ
こ
に
ち
や
ん
と
排
水
溝 

が
出
て
い
ま
す
り
⑬
も
城
門
で
す
り
⑭
は
水
門
で
す
り
こ
こ
の
場
合
は
石
塁
の
上
ゝ
土
塁
の
下
に
通
水
ロ
を
設
け
て
い 

ま
す
。
⑮
も
同
じ
よ
う
な
通
水
口
で
す
。
⑯
同
じ
よ
う
な
通
水
口
で
す
が、
す
で
に
崩
れ
て
い
ま
す
。
⑫
が
通
水
口
で 

す
。
⑬
が
遠
望
で
す
ね。
児
島
の
屯
倉
は、
こ
の
あ
た
り
に
あ
た
り
ま
す
。
⑲
は
石
塁
の
状
況
で
す
。
⑩
は
見
づ
ら
い 

で
す
が、
三
間
X

三
間
の
礎
石
建
物
跡
で
す。
今、
五、
六
棟
が
城
内
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す。
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④西門近景 （D鬼ノ城遠景

⑤西門内部 ©復元中の角楼（櫓の跡）基底部

©復元された土塁 ③復元された西門
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⑩南門 ©城壁の外側に石敷きの 
通路がある

©東門 ⑧神籠石にあたる延べ石

⑫北門 ⑨城壁上側の石敷き
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⑬鬼ノ城からの遠景 ⑮通水口

⑬北門側面

⑭
水門⑫

通水口

c

: 16:
}
通
水
口
が
あ
つ
た
が
崩
れ
て
い
る
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⑩礎石建物

(
2
)

大
廻
小
廻
山
城
(

岡
山
市
)

⑪
に
神
籠
石
に
あ
た
る
延
べ
石
の
列
石
が
出
て、
こ
ち
ら
が
城
壁
に
あ
た
る
場
所
で
す
。
⑫
は
水
門
の
発
掘
状
況
で 

こ
れ
が
通
水
口
で
す
。
こ
こ
が
天
端
で
ダ
ム
の
堰
堤
の
よ
う
な
形
で
石
塁
を
築
い
て
い
ま
す
。
谷
渡
り
の
と
こ
ろ
に
石 

塁
を
築
い
て
い
ま
す
。
こ
の
上
部
を
見
て
い
く
と
谷
渡
り
の
と
こ
ろ
は
石
塁
で
す
が、
こ
ち
ら
は
⑬
の
よ
う
に
や
は
り 

列
石、
神
籠
石
状
の
単
石
に
な
っ
て
山
へ
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
⑭
は
内
側
か
ら
見
た
状
況 

で
す。
@)
が
通
水
ロ
で
す
。
@
は
通
水
ロ
の
内
側。
@'
は
ニ
の
木
戸
で
す
。
同
じ
よ
う
な
水
門
の
構
造
で
す
。

は̂
ニ 

の
木
戸
の
堰
堤
で
す
。
⑳
で
分
か
る
よ
う
に、
斜
面
に
段
を
造
っ
て、
塁
を
成
す
の
で
は
な
く、
段
を
造
っ
て
城
壁
を 

造
っ
て
い
る
の
が
大
廻
小
廻
山
城
の
特
徴
で
す
。
⑩
は
発
掘
状
況
で
す
。
神
筂
石
状
の
列
石
が
あ
り、
土
盛
り
で
城
壁
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@水門の発掘状況

⑬上部は単石の列石構造に 
なつている

@
石
塁
の
内
側

を
造
つ
て
い
ま
す
。

㉛
も
同
じ

状
況
で
す

c
©.

@
は
同
じ
く
列
石
に 

角
を
設
け
て
い
る
状
況
で
す
。
⑭
が
版
築
で
す
ね。
近
世
の
千
本
搗
き 

に
近
い
非
常
に
緻
密
な
土
木
技
術
の
状
態
を
示
し
て
い
ま
す
。
⑮
は
版 

築
の
ア
ッ
プ
で
す
。
こ
の
よ
ぅ
に
平
行
に
三
〜
五
セ
ン
チ
の
間
隔
で
千 

本
搗
き
に
し
て

い
ま
す。
こ
れ
を
通
称、
版
築
と
呼
ん
で
い
ま
す。
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⑬ニの木戸の堰堤 @通水口

⑬段状になつている城壁 通水口の内側

⑯城壁発掘状況 @ニの木戸
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⑭版築と列石 ®列石発掘状況

⑮3〜5cm間隔の緻密な版築 @列石折れ構造①

⑬列石折れ構造©
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⑯神籠石状の列石

(
3
)

屋
嶋
城
(

香川県高松市

)

⑯
は
屋
嶋
城
で
、
こ
の
一
帯
が
城
郭
に
な
り
ま
す
。
©
は
屋
嶋
城
の
城
門
の
発
掘
状
況
で
す
。
そ
れ
と
は
別
に
一
力 

所
、

㉘
の
ょ
う
に
や
は
り
神
籠
石
状
の
列
石
が
あ
っ
て
、
こ
こ
が
斜
面
に
な
っ
て
い
て
上
が
天
端
に
な
る
と
い
う
と
こ 

ろ
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
⑯
は
発
掘
状
況
で
す
。
こ
こ
が
門
の
通
路
に
な
り
ま
す
。
⑩
は
同
じ
ょ
う
な
門
の
通
路
で
、 

真
ん
中
が
排
水
溝
に
な
っ
て
い
ま
す
。
⑪
が
下
側
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
石
垣
が
あ
っ
て
門
が
あ
っ
て
城
内
に
入
る 

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
⑫
の
と
お
り
、
城
門
の
近
く
は
や
は
り
内
側
に
も
ち
や
ん
と
列
石
を
設
け
て
土
塁
状
に 

城
壁
線
を
造
る
意
図
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
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⑩門の通路中央が排水溝

©城門を下から見たところ

©
城
壁
線
の
構
造
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©永納山城跡列石がある

⑭永納山の発掘状況

⑮土砂で押し流された列石

(
4
)

永
納
山
城
(

愛
嫒
県
西
条
市、
今
治
市
)

©
は
永
納
山
(

城
跡
)

で
す。
今
治
の
南
に
あ
り、
今
ま
で
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が、
こ
れ
が
神
籠 

石
状
の
列
石
で
す
。
⑭
の
よ
う
に
山
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
土
を
被
っ
て
い
た
の
で
今
ま
で
あ
ま
り
見
つ
か 

っ
て
い
ま
せ
ん
が、
発
掘
で
神
籠
石
状
の
列
石
が
出
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
が
永
納
山
の
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で 

す
が、
@
の
神
1
石、
こ
れ
は
実
は
「く
」
の
字
形
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て、
土
砂
で
押
し
流
さ
れ
て
い
ま
す
。 

本
来
は
直
線
で
築
い
て
あ
っ
た
も
の
で
す
が、
手
抜
き
と
い
う
の
か、
安
直
に
造
っ
た
と
い
う
の
か、
丁
寧
に
造
っ
て 

い
な
い
の
で
土
砂
で
押
さ
れ
て
こ
の
よ
う
に
転
落
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
⑯
の
よ
う
に
曲
が
っ
て
い
る
の
は、 

基
礎
地
業
が
し
っ
か
り
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
す。
©
も
神
籠
石
で
す
。

72



⑯曲がっている列石

©列石

(
5
)

朝
鮮
半
島
■
中
国
の
都
城

⑬
は
中
国
の
集
安、
か
つ
て
の
高
句
麗
の
首
都
に
あ
る
国
内
城
の
城
壁
で
す
。
た
だ、
こ
の
城
壁
が
い
つ
の
時
代
か 

は
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が、
一
応
出
し
て
い
ま
す。
⑲
は
現
在
よ
く
問
題
に
な
つ
て
い
る
「雉
城
」
で、
城
壁 

を
守
る
た
め
の
戦
闘
施
設
と
し
て
韓
国
で
は
「雉
城
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が、
中
国
で
は
「馬
面
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

突
出
個
所
は
近
世
城
郭
で
い
ぅ
「横
矢
の
掛
か
り
」
に
あ
た
る
城
壁
構
造
で
す
。
⑩
は
同
じ
く
集
安
の
丸
都
山
城
で、 

逃
げ
込
み
用
の
山
城
の
城
壁
で
す
。
@
は
同
じ
馬
面
を
反
対
か
ら
見
た
も
の
で
す
。
@
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
城 

壁
の
上
に
あ
る
「女
墻
」
と
呼
ば
れ
る
設
備
で
す
。
近
世
城
郭
の
土
塀
に
あ
た
る、
射
掛
け
ら
れ
た
矢
を
盾
に
す
る
ち 

ゃ
ん
と
し
た
遮
蔽
の
構
造
物
が
あ
り
ま
す
。
⑬
は
そ
の
関
係
を
上
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で、
城
壁
が
あ
つ
て
女
墻
が
あ
つ
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@>中国の集安にある国内城の城壁

集安の丸都山城の城壁

て、
な
か
で
兵
隊
が
待
機
し
て
迎
え
撃
つ
。
本
来、
城
壁
は
こ
う
い
う
形
で
造
ら
れ
た
わ
け
で
す。

@
は
敦
煌
の
近
く
に
あ
る
鎖
陽
城
と
い
う
唐
代
の
城
で
す
。
見
て
お
分
か
り
の
よ
う
に
層
に
な
っ
て
見
え
る
の
が、 

版
築
で
築
か
れ
た
状
況
で、
こ
こ
へ
飛
び
出
し
て
い
る
の
が
雉
城
あ
る
い
は
馬
面
と
呼
ば
れ
て
い
る、
城
壁
を
攀
じ
登
っ 

て
く
る
敵
兵
を
内
側
か
ら
撃
つ
た
め
の
装
置
で
す
。
⑮
の
よ
う
に
等
間
隔
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
国
に
は
弩
が
あ
り 

ま
す
の
で、
弩
の
射
程
に
応
じ
て
こ
う
い
う
城
壁
か
ら
前
面
に
飛
び
出
し
た
迎
撃
装
置
を
設
け
て
城
壁
を
守
る
と
い
う 

発
達
し
た
段
階
を
示
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
山
城
を
造
る
時
期、
中
国
で
は
こ
う
し
た
完
成
し
た
城
壁
構
造
が
あ
る
と 

い
う
例
で
あ
げ
ま
し
た。
非
常
に
雑
駁
な
話
に
な
り
ま
し
た
が、
本
来
の
山
城、
用
兵
の
具
と
い
う
か、
戦
い
の
場
で 

使
う
城
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。
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@鎖陽城の城壁 ⑬城壁の上に女墙がある

中国销陽城の城壁

©
上
か
ら
見
た
城
壁

@
丸都山城城壁
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占地形態 指向性 対応性.対応地 国府 
直経路km

歴史的環境 
屯fikm 国造氏 備 考

瞼山城 

鈸山城 

險山城

0A

A〇

〇

特定大阪平野

全山陽盆地 
備前平野

特定備前東部平野

(河内i9

児岛16 

圯岛24

上道K 

加夜臣

城跡未確定

千 i； (3000m)級 
隣太由臣■三野臣 
千丈(3000m)級 
R窪®臣

驗山城 0A* 全 田布施•抑井平野 48 固防直 千丈(3000m)級
抑井湾 K大ft•都怒

瞼山城 *〇 全 備讚瀬戸 
讚歧平野

20 千三丈(4000m)級

瞼III城 〇*厶 全 坂出乎野讚浦戸 
•II府盆地

1 甜岐公 三千丈(9000m)級全外固7,600m

紱山城 〇* 全 今治•東予平野 
燧1

7 小市直 千丈(300(W級
R怒麻

險山城 OA 全 行橋乎野 6 f-鹿10 千丈(3000m)級屯倉は想定地
山問要路 桑®15

級山城 OA 特定 中漭平野 20 上睹阽 七B丈(2000mm姑内かR地
顧 山間要路

緩^11城 厶 特定 穎田盆地 37 鎌8 七W丈(2000m)級
Hi型 (S 前)26 槌波10
瞼山城 〇A 全 福岡平野 

大宰府盆地
1 mi 千七R丈(5000mm

險山城 厶 全 大宰府盆地 6 七n丈(2000m)級

緩山城 0* 特定 糸烏平野,水迫 27 ニ千丈(7000m)級
祖型 
瞼山城 〇* 特定 糸S平野 

唐律湾
24 捣郡屯所15 千丈(3000m)級

險山城 * 特定 浅茅湾 14 七0丈(2000m)級

緩山城 厶 特定 朝倉盆地 朝t宮9 筑紫君 七S丈(2000m)級
取型 
殺山城 〇 特定 筑後平野 1.5 筑紫B 千丈(3000m)級

緩山城 〇* 特定 筑後平野 18 八女•上龙 筑紫君 千丈(3000m)級
里沏 
緩山城 〇 特定 佐H平野 5 T-i： (3000m) i
里® 15•筑志米多君
殺山城 A 全 武雄盆地 32 七百丈(2000m)級
里沏
瞼山城 A〇 全 大宰府盆地 

筑後平野
大宰府10 千ニ行丈(4000m)級

級山城 〇 特定 熊本平野 28 千丈(3000m.)級

A
全=全方位性 

特定=特定方向性

〇=沖稻平野 
△=盆地（内陸部) 
※：海岸

險山城
直線距離 所在地の国造
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資料1古代山城跡の要目一覧

城名 所在地 城壁標高 
m

城壁比高 
m

全周•駟關 
m 日

抱谷醐/谷 
m2

立地

①高安城 畿内•大和国平群® ?H70 ?〜420 ? ? ? /? 仔梁||丨脆hi頂部；
(奈良県生駒郡f•辟町ほか）

②大迴小_ 山瞄•備前国 85-190 55-160 3.200 1/4 23,000/3 独立山塊]！部側面丨
(岡山県岡山市$ヶ部）

③鬼城山城 山PS •備中国K夜115 290〜385 250〜妬 2,800 1/4 28,000/4 山塊別眯山ra
(岡山辟総社市奥坂ほか）

④石城山城 III陽•固防国熊毛邯 275〜335 230〜290 9^1*) 1/4 26,100/6 独立山塊頂部；
(山IJ结熊毛郡大和町）

⑤屋螅城 南海*讚岐B1山n]郡 
(香丨丨丨©商松市段ft町）

260-280 260 〜280 3,900 1/4 7,500/I 独立山塊浪)頂部i

©城山城 南海•趱岐M阿野•賴足郡 外260, 250〜360 5«300 2/4 61,000/3 独立山塊頂部；
(香川県坂出市西庄町ほか） 内375〜420 365〜410 3,400 1/4

⑦永納山城 南海•伊予国桑W郡 35 〜110 15 〜90 2,700 1/4 13,500/1 半独立山塊側面；
(愛媛扔西条市、今治布}

⑬御所ヶ谷城 西海•豊前国《都郡 75 〜240 50 〜215 2,800 1/4 7.350/2 ft梁山脈山頂山股；
(福岡県行橋市’;IISほか）

◎唐原城 西海• £前国J：(都郡 40 〜80 10 〜50 1,700 1/4 8.500/3 丘陵先端部山股：
(福岡®築上郡大平村）

⑩鹿毛馬城 西海•筑前国崧麻郡 
(榀岡®嘉®郡?fi丨丨丨町）

15 〜70 0〜55 2,000 1/4 22,500/1 丘陵先端部丨丨丨腹丨

⑪大野城 西海•筑前国御笠•稍屋郡 外195〜400 115〜360 6,000 3/4 233,000/5 独立山塊頂部；
(福岡大野城市瓦田ほか） 内220HOO 180〜360 5,600

⑫宮地岳城 西海•筑前Ifl御笠•稍S郡 145〜380 45-280 2,000 1/4 1.000/2 独立山塊山頂山股：
(辐岡犋大野城市瓦田ほか）

⑬怡土城 西海•筑前国怡土郡 30 〜400 0-370 6,500 4/4 79,500/5 独立山塊山頂斜面丨
(福岡県前原市ffifRほか）

⑭雷山城 西海•筑前国怡土郡 380-485 320〜425 2.600 1/4 60,000/1 抒梁山地中胆山顶；
(福岡県前®市ぶ山）

⑮金田城 西海•対馬国下W郡 25 〜276 25 〜276 2.200 1/4 5,000/3 山地技線側面
(K崎1?、•ド県郡其町）

⑯杷木城 西海•筑前国上座邯 55 〜145 5〜95 2,400 1/4 27,000/2 &陵先端側面丨
(榀岡防朝倉郡杷木町）

⑰高良山城 西海•筑後国御井® 65-250 25 〜210 2,700 1/4 39,600/2 山地先端側面丨
(福岡犋久留米市御井町）

⑬女山城 西海•筑後国上茇郡 
(福岡県山門郡瀨疝町）

15 〜190 5 〜180 3細 1/4 37,250/3 丘陵先端側面；

⑬帯隈山城 西海•肥前S佐盗•神崎郡 
(佐货県佐贺市久保來町ほか

35 〜150 5-120 2,500 1/4 34.350/4 丘陵先端側面；

⑳おつぼ山城 西海•肥前M杵A郡 12 〜50 0-40 1，870 1/4 36,600/5 丘陵顶部•側面丨
(佐H県武雄市话町）

©基肄城 西海•備前国基你郡 180-400 110-330 4,000 2/‘i 30,000/2 山地先端頂部側面丨
(佐買牯1衮袪郡雄山町）

鞠智城 西海•肥後国菊池郡 90 〜168 •10 〜118 3,500 2/4 750,000/3 台地状丘陵端部；
(熊本®山鹿市®鹿町）

三尾城 來山•近江【*I?3W郡 所花ィヾ明

茨 城 山陽•備後国安那郡 所伤不明

常 城 山陽•備後国花田郡 所在不明

長門城 山陽•良門国Siili郡 所在不明

三野城 西海•筑前国那珂郡 所在不明

稲 城 西海•備前RI那珂郡 所在不明

城山城 山陽•播磨国抑西郡 城壁未詳 内陸山地別峰®部i
備 考 掛令制の行政区画 海抜高 ■からの高度 徒歩 網の麵
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外？3廷S (S低位防御所から右回り）

b瀬戸内海沿岸域神籠石系 
山城外郭立地状態図

4〇〇

C北九州神籠石系 
山城外郭立地状態図
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(原圓は2万5000分の1で作成)
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多
賀
城
と
古
代
城
柵、
保
存

•

活
用
の
現
況

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
岡
田
茂
弘
氏



岡
田
茂
弘
(

お
か
だ
•

し
げ
ひ
ろ)

昭
和
9
年
生
ま
れ
。
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所 

長、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
.

考
古
学
研
究
部 

長
を
経
て
東
北
歴
史
博
物
館
長
。
平
成
16
年
か
ら
国 

立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授。

主
な
著
書
に
『多
賀
城
』
(

中
央
公
論
美
術
出
版
)、 

『古
代
遺
跡
の
旅
古
代
史
博
物
館
』
(

共
著、
講
談 

社
)、

『日
本
の
な
り
た
ち
』
(

共
著、
読
売
新
聞
社
) 

な
ど。



1
東
北
地
方
の
城
柵
の
造
営

小
田
先
生、
出
宮
先
生
が
お
話
し
さ
れ
た、
い
わ
ゆ
る
古
代
山
城
が
で
き
て
い
た
時
代
と
ほ
ぼ
同
時
代
に、
東
北
地 

方
を
中
心
と
し
た
東
日
本
で
も
城
柵
と
呼
ん
で
い
る
城
が、
「し
ろ
」
と
い
う
よ
り
「き
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で 

す
が、
城
が
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
(

10
ぺ
ー
ジ
參
照
)。

表
1
に
東
北
の
古
代
城
栅
と
し
て、
文
献
史
料
に
見
え
て
い
る 

も
の
を
順
番
に
挙
げ
て
い
ま
す
。
大
化
三
年
(

六
四
七
)、

大
化
の
改
新
の
直
後
に
越
の
国
(

越
後=

新
潟
県
)

に
淳
足 

柵
と
い
う
も
の
が
造
ら
れ
て、
そ
の
翌
年
に
は
磐
舟
柵
と
い
う
も
の
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
日
本
の
山
城
が
六
六
三 

年
の
白
村
江
の
戦
い
の
後
に
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
う
と、
そ
れ
よ
り
も
早
く
城
柵
が
造
ら
れ
て
い
る
と
言
え 

ま
す
。
そ
れ
か
ら
終
わ
り
に
つ
い
て
は、
弘
仁
五
年
(

八
一
四
)

に
徳
丹
城
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
岩 

手
県
盛
岡
市
の
す
ぐ
南
で
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が、
そ
れ
ま
で
六
四
七
〜
八
一
四
年
ま
で
の
約
百
六
十
五
年
間、 

東
北
で
は
城
の
造
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
し
の
例
外
を
除
き
西
日
本
の
城
は
七
世
紀
の
後
半
に
造 

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す。

遺
跡
に
つ
い
て
は、
実
は
文
献
史
料
で
は
こ
れ
だ
け
あ
る
の
で
す
が、
分
か
っ
て
い
る
の
が
十
五
力
所。
こ
の
表
2 

に
は
十
四
力
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が、
一
つ
抜
け
て
お
り、
宮
城
県
に
は
も
う
一
つ
小
寺
遺
跡
と
い
う
古
代
城
柵
が
分 

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
古
川
市
で
す
の
で
古
川
市
の
宮
沢
遺
跡
の
次
に
入
れ
て
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い 

ま
す
。
表
1
に
挙
げ
た
よ
う
に、
濘
足
柵
.

磐
舟
柵
か
ら
始
ま
っ
て
小
寺
遺
跡
が
一
番
南
の
ほ
う
に
あ
り、
山
形
県
に
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あ
た
る
と
こ
ろ
に
城
輪
栅
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
城
輪
柵
は
先
ほ
ど
の
話
に
も
少
し
出
て
き
ま
し
た。
こ
の
遺
跡 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
そ
の
近
く
に
出
羽
柵
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
文
献
に
は
見
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
出
羽 

柵
が
北
に
移
動
し
て
阿
企
太
城
に
な
っ
た
と、
こ
れ
も
ま
た
文
献
に
出
て
い
ま
す
。
つ
ま
り、
新
潟
県
か
ら
山
形
県、 

そ
し
て
秋
田
県
と
だ
ん
だ
ん
北
に
上
が
る、
新
し
く
な
る
た
び
に
北
に
上
が
る
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
太 

平
洋
岸
で
も
同
じ
で、
文
献
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
仙
台
市
内
に
郡
山
遺
跡
と
い、っ
遺
跡
が
あ
り、
こ
れ
は
明
ら
か
に
七 

世
紀
後
半
の
城
柵
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
多
賀
城
に
移
り、
多
賀
城
の
こ
ろ
に
宮
城
県
の
北
部
地
域
に 

た
く
さ
ん
の
城
が
造
ら
れ
ま
す。

平
安
時
代
に
入
る
と、
胆
沢
城、
徳
丹
城、
志
波
城
と
い
う
よ
う
な
城
が
九
世
紀
の
初
め
に
造
ら
れ
る
と
い
う、
南 

か
ら
北
へ
と
い
う
移
動
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
当
然、
百
六
十
五
年
間
も
城
が
造
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら、
設 

置
の
目
的
あ
る
い
は
使
い
方
と
い
う
の
は、
時
代
に
よ
っ
て
若
干
違
っ
て
く
る
こ
と
が
す
で
に
分
か
っ
て
お
り
ま
す。

2
城
柵
の
構
造
と
そ
の
区
画

一
方、
共
通
点
も
極
め
て
多
い
と
言
え
ま
す
。
東
北
の
城
柵
に
つ
い
て
は、
小
田
先
生、
出
宮
先
生
か
ら
お
話
に
あ
っ 

た
よ
う
な、
西
日
本
の
城
で
は
石
垣
が
あ
る、
あ
る
い
は
神
籠
石
の
列
石
と
い
う
よ
う
な
形
の
も
の
が
あ
る、
そ
れ
か 

ら
土
塁
が
あ
る
と
い
う
の
が
ー
つ
の
城
の
共
通
的
な
要
素
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

東
北
の
城
栅
で
は、
版
築
の
土
塁
を
伴
っ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
が、
基
本
的
に
は
築
地
塀
が
施
設
の
外
郭
を
区
画 

し
て
い
る
も
の
で
す
。
築
地
塀
を
基
本
と
し
て
い
る。
土
塁
も
築
地
堺
も
版
築
で
造
る
の
で
す
か
ら、
同
じ
で
は
な
い
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表1史料に見える東北の古代城柵
国名 名称 年代 史料名
越後 淬足柵 647年（大化3) 造 日本迸紀
越後 磐舟柵 648年（大化4) 治 同上
越後？ 都岐沙羅柵 658年（斉明4) 初見 同上
越後 越後城 705年（慶雲2) 初見 威奈大村莴誌
出羽 出羽柵 709年（和銅2) 初見 続日本紀
陸奥 多賀城 724年（神亀1) 置所 多賀城碑
陸奥 多賀柵 737年（天平9) 初見 続日本紀
陸奥 牡鹿栅 737年（天平9) 初見 同上
陸奥 新田柵 737年（天平9) 初見 同上
陸奥 玉造柵 737年（天平9) 初見 同上
陸奥 色麻柵 737年（天平9) 初見 同上
陸奥 桃生城（柵） 758年（天平宝字2) 造 同上
出羽 小（雄）勝柵（城） 758年（天平宝字2) 造 同上
出羽 阿企太城 760年（天平宝字4) 初見 丸部足人解
陸奥 伊治城 767年（神護景雲1) 作了 続R本紀
陸奥 覚鱉城 780年（宝％11) 造 同上
陸奥 多賀城 780年（宝亀11) 初見 同上
出羽 秋田城 780年（宝电11) 初見 同上
出羽 由利柵 780年（宝亀11) 初見 同上
陸奥 玉作城 780年（苤亀11) 初見 同上
出羽 大室塞 780年（宝值11) 初見 同上
陸奥 玉造塞 796年（延暦15) 初見 日本後紀
陸奥 胆沢城 802年（延暦21) 造 日本紀略
睦奥 志波城 803年（延暦22) 造 同上
陸奥 中山柵 804年（延暦23) 初見 日本後紀
陸奥 徳丹城 814年（弘仁5) 初見 同上

表2現在判明している古代城柵遺跡
県名 所在地 遗跡名 施設名称
宮城 仙台市太白区郡山 郡山遗跡 初期陸奥国府

多賀城市市川 多贺城跡 多賀城
遠田郡田尻町 大嶺八幡迫跡 新田柵推定地
加美郡中新田町 城生柵遗跡 色麻柵推定地
加美郡宮崎町 朿山遗跡 加美郡衙
桃生郡河北町•桃生町 桃生城跡 桃生城
栗原郡築館町 伊治城跡 饼治城
古川市宮沢•川熊•長岡 宫沢遗跡

岩手 水沢市佐倉河 胆沢城跡 胆沢城
盛岡市太田 志波城跡 志波城
紫波郡矢巾町 徳丹城跡 徳丹城

秋田 秋田市夺内 秋田城跡 秋田城
仙北郡仙北町•千畑町 払田柵造跡 後期雄勝城

山形 酒田市城輪 城輪柵遗跡 後期出羽国府
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は
平
城
宮、
宮
城
の
周
り
を
区
画
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ご
く
一
部
に
は
石
垣
も
あ
り
ま
す
。
石
垣
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が、
基
本
的
に
は
築
地
塀
で
す
。
こ
れ
が
七
世 

紀
の
段
階
で
は
築
地
塀
で
は
な
く
て、
現
在
分
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は、
材
木、
丸
太
材
を
ず
ら
っ
と
並
べ
た
と
い 

う
も
の
で
区
画
さ
れ
て
い
ま
す。
こ
れ
は
こ
と
ご
と
く
栗
の
丸
太
材
を
使
っ
て
い
ま
す。

越
後
の
国
の
例
が
実
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が、
最
初
に
出
て
く
る
の
が
柵
と
い
う
字
を
使、っ 

よ
と、
と
い
う
の
が
栗
の
丸
太
材
を
使
う
か
ら
柵
な
ん
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と、
そ
れ
は
現
在
で
は
否
定
は
で
き 

な
い
。
本
当
に
そ
う
な
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が、
実
は
多
賀
柵
と
書
い
て
あ
る
七
ニ
四
年
に
文
献
に
見
え
て
く
る
も 

の
は
多
賀
城
で、
後
に
城
の
字
に
な
る
の
で
す
が、
こ
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
当
初
か
ら
築
地
塀
で
す
。
で
す
か
ら
柵 

だ
か
ら
木
で
造
っ
て、
城
だ
か
ら
土
で
使
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
機
能
を
表
し
て
い
な
い
と
い
う 

こ
と
に
な
り
ま
す。

3
東
北
地
方
支
配
と
城
柵
の
役
割

こ
れ
ら
の
城
郭
は、
基
本
的
に
は
だ
い
た
い
四
角
な
平
面
形
を
し
て
い
ま
す
が、
地
形
に
よ
っ
て
は
四
角
に
な
ら
な 

い
で
変
形
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
共
通
要
素
は
な
か
に
必
ず
政
庁
が
あ
る、
つ
ま
り
政
治
の
儀
式 

を
す
る
場
所
が
必
ず
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す。

百
六
十
五
年
間
で
す
か
ら
時
代
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が、
七
世
紀
の
段
階、
一
番
最
初
の
濘
足
柵
.

磐 

舟
柵
の
段
階
で
は
文
献
史
料
し
か
依
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
す
が、
こ
の
柵
を
造
り、
そ
し
て
そ
こ
に
柵
戸、
つ
ま
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り
内
地
か
ら
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
人
間
を
そ
こ
に
配
置
す
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「以
つ
て
蝦
夷
に
備
え
る
」 

と。
備
え
る
の
は
蝦
夷
に
対
し
て
だ
と
い
う
こ
と

が、
当
時
か
ら
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
柵
戸
と
い
う
強
制
的
に 

国
家
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
人
た
ち
が、
柵
が
造
ら
れ
る
と
そ
こ
に
入
る
と
い
う

要
素
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
八
世 

紀
に
入
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
て、
九
世
紀
に
入
っ
て
も
行
わ
れ
ま
す。

八
世
紀
の
前
半
に
な
り
ま
す
と、
越
後、
今
の
新
潟
で
す
が、
そ
れ
か
ら
出
羽、
陸
奥、
東
北
地
方
で
す
が、
国
府 

は
い
ず
れ
も
城
栅
と
し
て
造
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
同
時
に
周
辺
の
諸
郡、
こ
れ
は
表
1
に
よ
る
と
七
三
七
年
と
書
い 

て
あ
り
ま
す
が、
牡
鹿、
新
田、
玉
造、
色
麻
の
こ
の
四
つ
が
相
次
い
で
一
斉
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も、
こ
の
段
階
で 

東
北
地
方、
宮
城
県
の
北
の
地
方
に
ズ
ラ
リ
と
城
柵
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
文
献
史
料
で
は
「玉
造
等
五
柵
」、
五
つ
の 

柵
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
四
つ
あ
っ
て
五
つ
目
が
書
か
れ
て
な
い
の
で
す
が、
実
は
ど
う
も
五
つ
だ
け 

で
は
な
く、
こ
の
地
域
に
は
十
の
郡
が
あ
り
ま
す
か
ら、
国
•

郡
.

里
の
郡
で
す
が、
た
ぶ
ん
郡
ご
と
に
城
が
あ
っ
た 

ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後、
い
ず
れ
も
こ
の
地
域、
こ
の
年
代
(

八
世
紀
)

に
造
ら
れ 

た
も
の
は
城
の
城
主
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が、
郡
の
役
人
と
い
う
の
は
い
ず
れ
も
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
内
地
か
ら 

行
っ
た
人
々
の
代
表
者
が
な
っ
て
い
ま
す。

そ
の
次
に
桃
生
城、
小
(

雄
)

勝
城、
そ
れ
か
ら
伊
治
城
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
が、
こ
れ
以
降
に
な
る
と
郡
の 

役
人
は
い
ず
れ
も
蝦
夷
出
身
者
が
就
き、
配
置
の
仕
方
が
少
し
違
っ
て
き
ま
す。

九
世
紀
に
な
る
と、
実
は
蝦
夷
出
身
の
郡
の
役
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が、
城
と
し
て
は
胆
沢
城、
志
波
城、 

そ
れ
か
ら
志
波
城
を
移
転
し
た
徳
丹
城
と
い
う
形
で、
岩
手
県
地
域
に
は
二
つ
し
か
城
柵
が
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し 

郡
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
ど
う
い
う
状
況
か
と
い
う
と、
数
郡
を
統
括
す
る
よ
う
な
形
で
も
っ
て
城
柵
が
使
わ
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れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら、
各
郡
に
郡
の
役
人
は
い
る
わ
け
で
す
が、
郡
の
役
人
は
政
庁
を
持
っ
て
い
な
く
て、
こ
の 

胆
沢
城
な
り、
徳
丹
城
に
出
仕
し
て
そ
こ
に
勤
め
て
い
る。
し
た
が
っ
て
各
郡
が
郡
と
し
て
の
自
治
権
を
ほ
と
ん
ど
持
っ 

て
い
な
い
と
い
う
段
階
が
九
世
紀
に
な
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
だ
れ
を
対
象
に
す
る
気
で
城
柵
が
で
き
る
の
か、
だ 

れ
を
統
治
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
統
治
す
る
対
象
が
違
う
か
ら
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
現
象
が
あ
り 

ま
す
。な

お、
東
北
の
城
柵
は
表
1
の
よ
う
に、
二
つ
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
郡
の
名
前
を
負
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
つ
と 

い
う
の
は
覚
鱉
城、
こ
の
城
は
造
営
中
に
反
乱
が
起
こ
っ
て
と
う
と
う
造
ら
な
か
っ
た、
完
成
し
な
か
っ
た
城
で
す
。 

覚
鱉
郡
と
い
う
郡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
中
山
柵。
こ
れ
も
中
山
郡
と
い
う
の
は
存
在
し
ま
せ
ん。 

徳
丹
城
は
志
波
城
が
移
転
し
た
も
の
で
す
か
ら、
同
じ
も
の
だ
と
考
え
る
と
後
は
全
部
郡
の
名
前
を
負
っ
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り、
諸
郡
と
そ
の
地
域
の
辺
境
の
諸
郡
と
柵
の
名
前
と
は
極
め
て
よ
く
一
致
し
て
い
る。
鞠
智
城
も
そ
う
で
す
ね。 

菊
池
郡
と
一
致
し
て
い
る
で
し
よ
う
。
た
だ
し、
西
日
本
で
は
基
肄
は
郡
の
名
前
を
負
っ
て
い
ま
す
が、
大
野
城
な
ど 

そ
う
で
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
名
称
の
付
け
方
に
も、
西
と
東
で
若
干
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お 

分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す。

4
城柵の性格

東
北
の
城
柵
の
性
格
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が、
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
縁
遠
い
よ
う
な
話
で、
後
の
板
楠
先
生
の
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ご
発
言
に
影
響、
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
古
代
は
八
世
紀
以
降、
律
令
体
制
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ 

は
教
科
書
で
も
習
っ
て
る
か
と
思
い
ま
す
が、
「律
」
と
い
う
刑
法
の
条
文、
そ
れ
か
ら
「令
」
と
い
う
行
政
法
の
条
文 

に
基
い
て
政
治
が
行
わ
れ
た
か
ら
律
令
体
制
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
令
の
一
つ
に
「軍
防
令
」
と
い
う
軍
備
に
関
す
る 

条
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
防
人
と
か
軍
団
の
兵
士
と
か
い
う
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が、
そ
の
な
か
に 

城
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
城
の
規
定
は
三
つ
ほ
ど
し
か
な
い
の
で
す
が、
一
つ
は
辺
境
に
お
け
る
城
の
門
は、
朝
遅
く 

開
け
て
(

夕
)

早
く
閉
じ
ろ
と。
つ
ま
り、
あ
ま
り
開
け
て
お
く
な
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
城
主、
城
の 

最
高
責
任
者
が
外
に
出
る
時
は、
こ
れ
は
複
数
の
人
間
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
が、
全
員
が
一
斉
に
出
る
こ
と
は
絶
対 

に
罷
り
な
ら
ん
と。
そ
れ
か
ら
開
け
る
際
に
は
十
分
瞥
備
を
し
て
か
ら
開
け
ろ
と。
鍵
は
城
主
が
預
か
れ
と。
実
際
に 

鍵
を
回
し
て
扉
を
開
け
閉
め
し
ま
す
か
ら、
そ
の
鍵
の
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然、
扉
に
は
鍵
が
か
か
り、 

鞠
智
城
で
も
鍵
が
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
の
場
合
に
は
「家
ロ
重
大
」
と
い
う
の
で
す
が、
地
元
民
で
家
柄
が 

よ
く、
代
々
一
族
が
多
い
人
間
を
任
命
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
規
定
が
あ
り
ま
す
。
信
用
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
に
は
鍵 

を
預
け
る
な
と
い
う
規
定
で
す
。

次
に
城
の
堀
が
崩
れ
た
ら、
ま
ず
兵
士
に
修
理
を
さ
せ
ろ、
兵
士
で
足
り
な
い
場
合
は
周
り
の
人
間
に
修
理
を
さ
せ 

ろ
と。
つ
ま
り、
城
の
周
辺
の
人
間
は
城
の
修
理
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
と
い
う
運
命
に
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い 

ま
す
。
ふ
つ
う
は
そ
う
い
う
こ
と
に
動
員
す
る
の
は
六
十
日
以
内
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が、
そ
の
規
定
は
こ
れ
に 

は
当
て
は
ま
ら
な
い。
つ
ま
り、
そ
れ
よ
り
多
く
徴
集
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す。

も
う
一
つ、
こ
れ
が
非
常
に
大
き
い
の
で
す
が、
「東
辺、
北
辺
' 

西
辺
の
諸
郡
の
人
居
」
条
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す。 

東
辺
と
い
う
の
は
東
山
道
の
は
ず
れ、
つ
ま
り
陸
奥
の
国。
北
辺
は
北
陸
道
の
は
ず
れ
で、
越
後
の
国
あ
る
い
は
出
羽
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の
国
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
西
辺、
こ
れ
は
当
然
西
海
道、
つ
ま
り
九
州
で
す。
そ
こ
の
諸
郡
の
人
居、
人
間 

が
い
る
と
こ
ろ
は
皆、
城
堡、
城
の
な
か
に
安
置
し
ろ
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。
田
を
作
る
と
こ
ろ
に
は
小
舎、
仮 

の
小
屋
を
建
て
ろ
。
農
繁
期、
田
植
え
を
す
る
時
期
に
な
っ
て、
周
り
が
無
事
で
あ
れ
ば
出
て
行
っ
て
小
舎
で
水
田、 

畑
を
作
れ
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
収
穫
が
終
わ
っ
た
ら、
役
人
が
全
員
を
登
録
し
て
ま
た
城
へ
戻
し
て
こ
い
と
い
う
規 

定
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
だ
と
す
る
と、
鞠
智
城
に
は
菊
池
郡
の
人
間、
あ
る
い
は
鞠
智
城
し
か
肥
後
の
国
に
な
い
と
す
る
と、
全
員
が 

こ
の
城
の
中
に
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
実
は
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
条
文
で
あ
っ
て、
実
際
に
は
一
旦
緩
急
あ
る
場 

合
に
し
か
城
に
集
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
文
献
的
に
も
分
か
る
の
で
す
が、
そ
う
い
う
性
格
が
実
は
城
に
あ
り
ま 

す
。
こ
れ
は
軍
防
令
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら、
当
然
全
国
が
規
定
さ
れ
て
い
た、
城
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
規
定
さ 

れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
る
か。
鞠
智
城
に
ど
う
当
て
は
め
る
か
と
い
う
問
題
が 

あ
る
と
思
い
ま
す。

な
お、
東
辺
に
あ
た
る
陸
奥
の
国
で
は
多
賀
城
が
奈
良
時
代
の
末
に
蝦
夷
の
反
乱
で
焼
け
落
ち
る
の
で
す
が、
そ
の 

際
に
城
下
の
百
姓、
つ
ま
り
周
辺
に
い
た
人
々
が
み
ん
な
争
っ
て
城
の
中
に
入
っ
て、
こ
の
城
を
守
ろ
う
と
し
た
記
録 

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
城
主
で
あ
る
陸
奥
の
国
の
役
人
た
ち
が
裏
門
か
ら
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た。
指
揮
官
が
逃
亡
し 

た
も
の
で
す
か
ら、
み
ん
な
散
り
散
り
に
な
っ
て、
そ
こ
へ
蝦
夷
の
反
乱
軍
が
入
っ
て
き
て
物
資
を
略
奪
し
て
火
を
上 

げ
た
と
い
う
こ
と
が
『続
日
本
紀j

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
は
ま
さ
に
規
定
通
り
の
こ
と
が
行
わ
れ
よ
う
と 

し
て
い
た。
そ
う
す
る
と、
西
日
本
の
城
の
大
き
な
性
格
の
一
つ
は、
こ
こ
に
実
は
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

と
思
い
ま
す。

90



文
献
に
見
る
古
代
山
城
の
成
立
と
そ
の
過
程

九
州
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
教
授
板
楠
和
子
氏



板
楠
和
子
(

い
た
く
す
.

か
ず
こ
)

昭
和
44
年
熊
本
大
学
法
文
学
部
卒
業。
昭
和
49
年
同 

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
。
九
州
女
学
院
高
校 

教
論
を
経
て、
平
成
10
年
か
ら
九
州
ル
ー
テ
ル
学
院 

大
学
講
師、
平
成
15
年
か
ら
現
職。

主
な
著
書
にr

熊
本
県
の
歴
史
』
(

山
川
出
版、
共
著
)、 

『新
熊
本
市
史
』
(

新
熊
本
市
史
編
慕
委
員
会、
共
著
)、 

「石
棺
と
石
作
部
」
(

『古
代
王
権
と
交
流
」
8
巻、
名 

著
出
版
)

な
ど。



2 1
はじめに

私
が
い
た
だ
い
た
の
は
「古
代
山
城
の
成
立
と
そ
の
過
程
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。
今
日
用
意
し
た
史
料
は、
鞠
智 

城
を
考
え
る
上
で
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
肥
後
国
の
関
連
史
料
を
中
心
に
集
め
て
い
ま
す
。
〔1
〕
以
外
は
白
文
の
ま 

ま
で
返
り
点
を
打
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し、
意
訳
を
し
て
原
文
を
引
用
し
て
い
な
い
も
の
も
一
点
あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ 

る
方
は
參
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

白
村
江
の
戦
い
と
肥
後

ま
ず、
レ
ジ
ユ
メ
の
〔1
〕
は、
『日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
十
年
四
月
ニ
十
七
日
条
で
す
が、
こ
の
史
料
か
ら
実
は
肥 

後
の
国
の
住
民
も
白
村
江
の
戦
い
に
出
陣
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り、
肥
後
国
の
人
々
と
朝
鮮
半
島 

で
起
こ
っ
た
対
外
戦
争
が
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
文
献
的
な
証
拠
を
引
用
し
て
い
ま
す。

内
容
は、
伊
予
国
出
身
の
物
部
薬
と
い
う
人
物
と
肥
後
国
の
皮
石
郡04

ロ
志
郡
)

の
壬
生
諸
石
と
い
う
二
人
の
人
物 

が、
「久
し
く
唐
地
に
苦
し
む
を
慰
む
る
を
以
つ
て
な
り
」
と
い
う

理
由
で、
朝
廷
か
ら
「追
大
威
」
と
い
う

位
階
や、 

絹
織
物、
絹
糸、
麻
布、
锹、
稲、
水
田
四
町
を
下
賜
さ
れ、
さ
ら
に
そ
の
家
族
も
当
時
の
税
の
一
種
で
あ
る
調
役
を 

免
じ
ら
れ
た
と
い
う

も
の
で
す
。
「久
し
く
唐
地
に
苦
し
む
を
慰
む
る
を
以
つ
て
な
り
」
と
い
う

記
述
か
ら、
壬
生
諸
石
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と
物
部
薬
は
白
村
江
の
戦
い
に
出
兵
し
て
お
り、
唐
.

新
羅
の
連
合
軍
の
う
ち
唐
軍
の
捕
虜
に
な
っ
て
唐
に
ま
で
連
行 

さ
れ
て
い
た
の
で
す
が、
運
よ
く
三
十
四
年
た
っ
て
無
事
に
本
国
に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で、
朝
廷
が
こ
の
ニ 

人
の
労
苦
に
対
し
厚
く
報
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
例
は
ほ
か
に
も
『日
本
書
紀
』
や
『続
日
本
紀
』
な 

ど
を
調
べ
る
と、
天
智
天
皇
三
年
か
ら
文
武
天
皇
の
慶
雲
四
年
く
ら
い
ま
で
国
家
の
正
史
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た 

『日
本
霊
異
記
』
と
い
う
仏
教
説
話
集
の
な
か
に
も
' 

地
方
の
郡
司
の
祖
先
が
白
村
江
の
戦
い
に
出
陣
し
た
と
い
う
記
事 

が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す。

3
戦後の対策

〔2
〕
は
戦
後
の
対
策
と
い
う
こ
と
で、
い
く
つ
か
史
料
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
最
初
に
出
て
く
る
の
が、
防
人
と
烽 

を
対
馬、
春
岐、
筑
紫
な
ど
の
国
に
置
く、
ま
た
水
城
を
築
く
と
い
う
六
六
四
年
の
条
文
で
す
。
こ
の
な
か
でr

烽
」 

が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
た
の
か、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
当
時
「烽
」
が
設
置
さ
れ
た
具 

体
的
な
場
所
は
分
か
り
ま
せ
ん
が、
参
考
と
な
る
の
が
八
世
紀
の
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
『豊
後
風
土
記j

や
『肥
前
風 

土
記
』
に
見
え
る
「蜂
」
の
記
事
で
す。
レ
ジ
ュ
メ
の
な
か
に
烽
の
記
述
が
あ
る
郡
名
と
そ
の
数
を
一
覧
表
と
し
て
挙 

げ
て
い
ま
す。

豊
後
国
で
は
大
野
郡、
海
部
郡、
大
分
郡、
速
見
郡
に
だ
い
た
い
一
力
所
か
多
く
て
も
ニ
力
所
の
烽
が
設
置
さ
れ
て 

い
ま
す。
そ
れ
に
対
し
て
肥
前
国
で
は、
基
肄
城
が
あ
っ
た
基
肄
郡
に
一
力
所、
小
城
郡
に
一
力
所、
松
浦
郡
に
八
力 

所。
松
浦
郡
内
の
八
力
所
の
烽
は、
お
そ
ら
く
玄
界
灘
沿
岸
か
ら
太
宰
府
へ
の
連
絡
用
だ
と
思
い
ま
す
が、
あ
と
藤
津
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郡
一
力
所、
彼
杵
郡
三
力
所、
高
来
郡
五
力
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
理
的
関
係
で
見
る
と
藤
津
郡、
彼
杵
郡、
高
来 

郡
は
島
原
半
島
に
位
置
し
て
お
り、
高
来
郡
と
い
う
の
は
有
明
海
を
挟
ん
で
肥
後
国
玉
名
郡
の
対
岸
で
す
が、
な
ぜ
島 

原
半
島
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
「烽
」
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら 

の
「蜂
」
は
彼
杵、
高
来、
藤
津、
小
城、
基
肄
を
通
っ
て
太
宰
府
ま
で
の
連
絡
用
で
す
が、
こ
れ
は
や
は
り
玄
界
灘 

方
面
か
ら
有
明
海
の
方
面
へ
回
っ
て
敵
船
が
侵
入
し
て
く
る
ル
ー
ト
沿
い
の
連
絡
用
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な 

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す。
こ
れ
は
八
世
紀
の
状
況
で
す
が、
や
は
り
白
村
江
の
敗
戦
後
に
有
明
海
方
面
に
も
敵
船
侵
入 

の
警
戒
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
重
要
な
手
が
か
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
有
明
海
を
挟
ん
で
肥
前 

国
高
来
郡
の
対
岸
が
肥
後
国
玉
名
郡
と
な
り、
玉
名
郡
を
流
れ
る
菊
池
川
の
上
流
に
鞠
智
城
が
位
置
し
て
い
ま
す
。
肥 

後
の
風
土
記
は
逸
文
だ
け
で
全
文
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん。
も
し
残
っ
て
い
た
ら
鞠
智
城
に
い
た
るr

烽
」
連
絡
網
な
ど、 

興
味
あ
る
比
較
対
照
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

次
に
挙
げ
た
の
は
防
人
に
関
す
る
史
料
で
す
。
当
初
の
実
態
が
ど
う
だ
っ
た
か。
『万
葉
集
』
防
人
歌
の
研
究
に
よ
っ 

て
ま
と
め
ら
れ
た
一
覧
表
を
も
と
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず、
防
人
歌
作
者
の
出
身
国
名
を
見
て
い
く
と、 

遠
江、
相
模、
駿
河、
上
総、
常
陸、
下
野、
下
総、
信
濃、
上
野、
武
蔵
と
い
う
よ
う
に
東
国
地
方
出
身
者
で
占
め 

ら
れ
て
い
ま
す
。
防
人
の
組
織
を
見
る
と
、

国
造
と
い
う
よ
う
な
律
令
国
家
以
前
の
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
が
集
団
を
ま
と 

め
る
国
造
制
の
遺
制
が
み
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
東
国
地
域
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
国
造
単
位
の
支
配
関
係
の
ま
ま 

に、
春
岐
や
対
馬
な
ど
の
要
所
に
防
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

で
は、
な
ぜ
防
人
と
し
て
東
国
の
兵
力
が
配
置
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て、
そ
の
理
由
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
出 

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
先
に
挙
げ
た
史
料
で
見
た
よ
う
に、
西
日
本
が
白
村
江
の
出
兵
の
と
き
の
中
心
勢
力、
出
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征
軍
の
中
核
を
成
し
て
い
て、
多
く
の
犠
牲
者
を
だ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
す
。 

つ
ま
り、
西
日
本
各
地
か
ら
防
人
が
十
分
に
徴
集
で
き
ず、
主
と
し
て
東
国
兵
士
を
配
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い 

う
説
で
す
。
防
人
は、
後
の
律
令
国
家
が
作
り
上
げ
た
徴
兵
制、
軍
団
の
組
織
と
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
す
か
ら、
参 

考
ま
で
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た。

4
律
令
国
家
の
成
立
と
隼
人
問
題

〔2
の
7
が
鞠
智
城
に
関
す
る
初
見
史
料
で
す
。
鞠
智
城
は、
『続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
ニ
年
(

六
九
八
)

五
月 

条
に
初
め
て
で
て
き
ま
す
。
「太
宰
府
を
し
て
大
野、
基
肄、
鞠
智
の
三
城
を
繕
治
せ
し
む
」
と
い
う
記
事
で、
鞠
智
城 

な
ど
を
修
理
し
た
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
献
の
立
場
か
ら
い
う
と、
一
番
肝
心
な
「鞠
智
城
が、
い 

つ
建
設
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
築
城
自
体
の
年
月
日
や、
そ
の
後
八
世
紀
の
鞠
智
城
を
伝
え
る
記
事
が
な
い
の
で
す
。 

鞠
智
城
の
発
掘
調
査
が
始
ま
る
前
か
ら
文
武
天
皇
ニ
年
五
月
条
は、
築
城
で
は
な
く
修
造
を
示
す
史
料
と
考
え
ら
れ
て 

い
ま
し
た
が、
こ
の
三
十
年
近
く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は、
い
わ
ば
こ
の
条
文
を
ど
う
解
釈
す
る
か、
文
献
記
事
を
史 

料
批
判
す
る
た
め
の
地
道
な
調
査
の
蓄
積
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り、
大
野
城
や
基
肄
城
と
同
時
期
に
築
造 

さ
れ
た
の
か。
そ
れ
と
も
別
の
時
期
に
築
城
さ
れ
た
の
か。
こ
れ
は
こ
こ
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
結
果、
遺
構
.

遺
物
が 

ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か、
そ
の
見
解
が
分
か
れ
て
く
る
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の
で
す。

参
考
ま
で
に、
古
代
に
お
い
て
「鞠
智
」
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
で
し
よ
う

か。
十
世
紀
初
頭
に
成
立
し 

た
『和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
、

菊
池
郡
に
「く
く
ち
」
と
い
う

読
み
が
つ
い
て
い
ま
す
。
現
在
は
「き
く
ち
じ
よ
う
」
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と
発
音
し
て
い
ま
す
が、
当
時
は
「く
く
ち
じ
よ
、
っ
」

と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か。

次
に
隼
人
と
肥
後
国
の
問
題
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
律
令
国
家
の
成
立
と
は、
今
ま
で
地
域
の
国
造
な
ど
と
呼 

ば
れ
る
有
力
者
が
支
配
し
て
い
た
土
地
と
人
民
を
国
家
自
身
が
人
民
の
数
を
登
録
.

把
握
を
し
て、
そ
れ
に
税
を
か
け 

国
家
の
体
制
を
敷
く、
そ
う
い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
実
は、
隼
人
の
事
件
が
非
常
に
大
き
く
ク
ロ
ー 

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
大
宝
ニ
年
(

七
〇
ニ
)

と
養
老
四
年
(

七
ニ
〇
)

で、
二
回
目
は
中
央
か
ら
大
伴
旅
人
が
総
大 

将
と
し
て

征
討
に
向
か
う
ほ
ど
の
も
の
で
し
た。
そ
の
時、
【3
;

一
の
8
の
史
料
で
す
が
「斬
首
獲
虜
合
わ
せ
て
千
四
百 

人
余
り
」
を
副
大
将
が
報
告
を
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
大
き
な
叛
乱
は
な
い
の
で
す
が、
そ
の 

叛
乱
が
起
き
た
年
は、
律
令
国
家
が
戸
籍
を
作
る
そ
の
年
と
よ
く
符
合
し
て
い
る
の
で
す
。
九
州
で
も
大
宝
ニ
年
に
作 

成
さ
れ
た
筑
前
国
の
戸
籍
や
豊
前
国
の
戸
籍
が
残
っ
て
い
ま
す
が、
そ
の
戸
籍
に
は
軍
事
的
な
功
績
を
あ
げ
た
人
に
与 

え
ら
れ
る
「勲
位
」
を
持
っ
た
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
て、
お
そ
ら
く
隼
人
制
圧
に
筑
前
•

豊
前
か
ら
も
出
動
し
て
い 

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は、
肥
後
国
が
こ
の
隼
人
対
策
に
最
前
線
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば、 

「天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
(

税
の
収
支
を
記
載
し
た
も
の
)

」
に
よ
る
と、
出
水
郡
と
高
城
郡、
こ
の
ニ
郡
は
も
っ
と 

も
肥
後
国
に
近
い
の
で
す
が、
そ
の
出
水
郡
の
郡
司
と
し
て
「動
七
等
肥
君
」、
薩
摩
郡
に
も
や
は
り
郡
司
と
し
て
「主 

帳
勲
十
二
等
肥
君
広
竜
」
と
い
う
人
物
が
見
え
て
い
て、
肥
後
国
南
部
で
最
も
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
肥
君
の
一
族 

が
隼
人
支
配
の
中
心
地
に
送
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
肥
後
国
の
一
般
の
人
も
移
住
さ
せ
ら 

れ
て
い
ま
す
。
『和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と、
薩
摩
国
高
城
郡
の
六
郷
の
う
ち
(

行
政
区
画
で
一
番
下
の
単
位
)

合
志、
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飽
多、
宇
土、
託
萬
の
四
つ
の
郷
名
が
肥
後
の
郡
名
と
一
致
し
て
お
り、
肥
後
の
民
が
「五
±
戶」
く
ら
い
の
単
位
で 

合
計
「二
百
戸
余
りJ

が
移
住
さ
せ
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
律
令
体
制
の
成
立
時
に
お
い 

て
鞠
智
城
は
筑
後
.

豊
後
.

肥
後
の
国
境
に
位
置
し
ま
す
が、
肥
後
南
部
は
隼
人
対
策
の
最
前
線
の
地
位
に
あ
っ
た
の 

の
で
す。

5
木簡史料について

〔4
〕
の
1
の
資
料
は、
鞠
智
城
で
一
例
だ
け
出
土
し
て
い
る
木
簡
で
す
。
「秦
人
忍
」
は
「は
た
ひ
と
の
お
し
」
と 

呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
。
次
の
文
字
が
抜
け
て
い
ま
す
が、
「五
斗
」
と
い
う
単
位
か
ら、
お
そ
ら
く
「米
」
で
は
な
い
か
と 

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
律
令
国
家
は
白
村
江
の
敗
戦
処
置
を
し
な
が
ら、
一
方
で
は
律
令
体
制
を
九
州
諸 

国
に
施
行
す
る
と
い
う
課
題
を
持
ち、
鞠
智
城
造
営
の
た
め
の
労
働
力
の
確
保
や
防
衛
兵
力
の
動
員
も
し
な
け
れ
ば
い 

け
な
い
し、
一
方
で
税
も
集
め
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
す。

こ
の
木
簡
は、
穀
物
を
鞠
智
城
ま
で
運
ん
で
納
入
す
る
体
制
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
鞠
智
城
は
対 

外
的
な
軍
事
的
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に、
大
宰
府
行
政
の
肥
後
の
周
辺
に
お
け
る
拠
点
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
史
料 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度、
鞠
智
城
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は、
ず
っ
と
の
ち
の
九
世
紀
に
入
っ 

て
か
ら
で
す。
今
後、
た
く
さ
ん
の
方
に
興
味
を
も
つ

て
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。
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百済含 文援軍捕虜帰還者 -贾

帰国年 出身国•郡 兵士名 出典

天智天皇
3年

土師連富抒 
水連老 
弓削連元宝

日本#紀 
持統4‘10•乙丑条

天智天皇 
10年

筑紫 — 筑紫君薩夜麻 同迸
天智1011•甲午条

天武天皇 — — 猪使連子首 同#
13年 筑前 那珂 筑紫三宅連得許 天武13，12•癸未条

持統天皇
4年

筑後 上陽咩 大伴部博麻 同逬持統4*9•丁酉条 
持統4*10•乙丑条

持統天皇 伊予 風速 物部薬 同#
10年 肥後 皮石 壬生諸石 持統4 •10•戊戌紀

文武天皇 譜岐 那賀 錦部刀良 続日本紀
慶雲4年 陸奥 

筑後
信太 
山門

壬生五百足 
許勢部形見

慶雲心5•癸亥条

— 伊予 越知 大領先祖越智直 日本霊異記•上巻•第17
- 備後 三谷 大領先祖 日本霊異記•上巻•第7

【1
】
白
村
江
の
戦
い
と
肥
後

r

日
本
書
紀
』
巻
三
〇
持
統
天
皇
十
年
(

六
九
六
)

四
月
戊
戌
《廿 

七
》

以，.
追
大
贰
.、

授
：.伊
豫
國
風
速
郡
物
部
薬
、
與
.
.

肥
後
國
皮
石
郡 

壬
生
諸
石
■ 

0
幷
賜
：人
施
四
匹
.

絲
十
絢
.

布
廿
端
.

鍬
廿
ロ
 
•

稲
一
千
束
•

水
田
四
町
.

。
復
_
.

戸
調
役
.

。
以
：.慰
久
苦
'

唐
地
、

【2
】
戦
後
の
対
策

1 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
三
年
(

六
六
四
)

是
歳
条 

於
.
.

對
馬
嶋
.

壹
岐
嶋
•

筑
紫
國
等
.、

置
.
.

防
與
烽
.

。
又於

..

筑
紫
. 

築
：大
堤
.

貯
U

水
。
名
日
：水
城
.

。

2 

「日
本
書
紀j

巻
ニ
七
天
智
天
皇
四
年
(

六
六
五
)

八
月 

遣
：達
率
答
体
春
初
.、

築
.
.

城
於
長
門
國

，。
造

..

達
率
憶
禮
福
 

留
.

達
率
四
比
福
夫
於
筑
紫
國
.、

築
1

大
野
及
橡
ニ
城
.。

3 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
六
年
(

六
六
七
)

十
一
月 

是
月

是
月
、
築，
一
倭
國
高
安
城
•

讚
吉
國
山E

郡
屋
嶋
城
.

對
馬
國
金
田 

城
一。

4 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
八
年
(

六
六
九
)

是
冬 

是
冬、
修
.
.

高
安
城
.、

收
：畿
内
之
田
税
.。

5 

r

日
本
書
紀j

巻
ニ
七
天
智
天
皇
九
年
(

六
七
〇
)

二
月 

造
：戸
籍
.

。
又
修，
高
安
城，
'

稂
.
.

穀
與
,，鹽

。
又
築
：長
門
城
一
. 

筑
紫
城
ニ
、

6 

r

日
本
書
紀j

巻
三
〇
持
統
天
皇
三
年
(

六
八
九
)

九
月
己 

丑
《十》

遣
：直
廣
參
石
上
朝
臣
麻
呂
•

直
廣
肆
石
川
朝
臣
蟲
名
等
於
筑
紫 

給
送
」位
記
.

。
且
監
：新
城
へ

7 
r

続
日
本
紀j
卷
ー
文
武
天
皇
ニ
年
(

六
九
八
)

五
月
甲
申 

《廿
五
》

令，.
大

^
繕̂
：-
治
大
野
.

基
肄
.

鞠
智
三
城
_

。
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『豊後風土記J •『肥前風土記』に見える「烽火J
国 郡 烽 国 郡 烽

豊 後 大 野 1 肥 前 m 肆 1
豊 後 海 部 2 肥 前 小 城 1
農 後 大 分 1 肥 前 松 浦 8
豊 後 速 見 1 肥 前 藤 津 1

肥 前 彼 杵 3
肥 前 高 木 5

防人歌作者の配列順序
国名 国造丁 

国造
助丁 主帳丁 

帳丁
火長 上丁 • 

防人
国名 国造丁 

国造
助丁 主帳丁 

帳丁
火長 上丁 • 

防人
遠江 国造丁

1
主帳丁 
1

防人5 下野 火長3 上丁 8

相模 助丁1 上丁 2 下総 助丁1 無10
駿河 助丁1 上丁1 

無8
信濃 国造1 主帳1 無1

上総 国造丁 
1

助丁1 帳丁1 上丁 9 上野 助丁1 無3

常陸 助丁1 上丁1 
無5

武蔵 助丁1 主帳1 上丁 5 
上丁奕1

8
* r

和
名
類
聚
抄j

巻
5 

月

招
 IS1

窄

-}—

E
 

s
i

5
P
C 
人龙 
人

*

玉
名

山̂
鹿r

 
菊
池

4
阿
蘇
货
合
志

'£|
山本找 

飽田
¥1
託
麻
*!
益
城

.
宇
土
八
代
戠
天
草
 ̂

葦
北
妗
球
磨

A
*

9 
『続
日
本
紀J

卷
一
文
武
ニ
年

(

六
九
八

)
八月丁
未 

《廿
》

修
.

「理
高
安
城
.

。
〈天
智
天
皇
五
年
築
城
也。
〉

10
『続
日
本
紀J

卷
ー
文
武
三
年

(

六
九九

)
十二月甲
申 

《四
》

令
：.大
#
^

修
--
ー
野.
稲
積
ニ
城
'0

11
「続
日
本
紀J

卷
ニ
大
宝
元
年

(

七
〇

一

)
八
月
丙
寅
《廿 

六
》

廢，.
高
安
城
へ
其
舎
屋
、
雑
儲
物
移
.

「貯
于
大
倭
.

河
内
ニ
国
0 

12
『続
日
本
紀J

巻
五
和
銅
五
年
(

七M

一)
正
月
壬
辰
《廿 

三
》

廢
，.

河
内
国
高
安
烽
へ
始置

，
，

高
見
烽
及
大
倭
国
春
日
烽
へ
以
通，. 

平
城
，
也
。

【3
】
律
令
国
家
の
成
立
と
隼
人
問
題

1 f
続
日
本
紀J

卷
ニ
大
宝
ニ
年

(

七
〇ニ
)

九
月
戊
寅
《十

四
》

討
「薩
摩
隼
人
.

軍
士
授
U

勲
各
有
レ
差。
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2 

『大
宝
ニ
年
筑
前
国
鳥
郡
川
邊
里
戸
籍J

戸
主
追
正
八
位
上
勲
十
等
肥
君
猪
手
年
伍
拾
參
歳
正
丁 

大
領

勲
十
等
肥
君
泥
麻
呂

3 
r

大
宝
ニ
年
豊
前
国
上
三
毛
郡
塔
里
戸
籍
」

戸
主
勲
十 

一

等
塔
勝
岐
弥

4 

『大
宝
ニ
年
豊
前
国
仲
津
郡
丁
里
戸
籍
」

勲
十
等
狭
度 

勝
与
曽
弥

5
*

『続
日
本
紀J
卷
六
和
銅
六
年

(

七
一
三

)
八月辛丑 

《壬
辰
朔
十
》

(

八
月
十
日
)

従
五
位
下
道
公
首
名
、
至，；GH :

新
羅
.

。
(

八
月
ニ 

十
六
日
)

従
五
位
下
道
君
首
名
為
“筑

後
守
1。
(

筑
後
守
兼
肥
後 

守
任
命
)

6 

f

続
日
本
紀』
卷
六
和
銅
七
年

(

七
一
四

)
三月
壬寅 

《十
五
》

隼
人
、
昏
荒
野
心
、
未

患

法
.

。
因
移
：豊
前
国
民
二
百
戸
.、 

令
.
.

相
勧
導
.

也
。

7 

r

続
日
本
紀j

卷
八
養
老
四
年

(

七
ニ
〇

)
二月
壬子 

《廿
九
》

大
#
^

奏
言
、
隼
人
反
、
殺，
大
隅
国
守
陽
侯
史
麻
呂
o

8 

r

続
日
本
紀j

卷
八
養
老
五
年

(

七
ニ
ー

)
七月
壬子 

《七
》

征
隼
人
副
将
軍
従
五
位
下
笠
朝
臣
御
室
、
従
五
位
下
巨
勢
朝
臣

真
人
等
還
帰
。
斬
首
•

獲
虛
合
千
四
百
餘
人
。

9 
『天
平
八
年

(

七三六
)

薩摩国正税帳

J  
出
水
郡
• 

高
城
郡
(

国府所在地

)
肥
後
国
境

(

出水郡

)r

大
領
外
正
六 

位
下
勲
七
等
肥
君
」
(

薩
摩
郡
)

「主
帳
外
少
初
位
上
勲
十
二
等 

肥
君
広
竜
」

10
「fn
«̂
^
#
J 

巻
 

9
 

郷
名
薩
摩
国

高
城
郡

(
6
郷

)
合
志
.

飽
多
.

鬱
木
.

宇土
 
•

新
多
.

託

萬【4
】
木
簡
史
料

1
鞠
智
城
出
土
「付
札
木
簡
」
(

七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
初
頭
) 

「秦
人
忍
ロ
五
斗
」

長
さ
13.
4

セ
ン
チ
幅
2.
5

セ
ン
チ 

2
大
宰
府
不
丁
地
区
出
土
「文
書
様
木
簡
」
(

八
世
紀
前
半
〜 

天
平
末
年
)

「為
班
給
筑
前
筑
後
肥
等
国
造
基
肆
城
稲
穀
髄
人
監
正
六
位
ヒ
田
中
 

&j
x」

(

釈
文
)

「筑
前
.

筑
後
•

肥
等
の
国
へ
班
給
す
る
た
め
基
肆
城 

の
稲
穀
を
遣
わ
し
、
大
監
正
六
位
上
田
中
朝
(

臣
)

に
髄
わ
し 

む
？
」

3
平
城
京
出
土
「養
老
七
年
(

七
二
三
)

肥
後
益
城
郡
兵
士 

歴
名
帳
」 
(

長
さ
23
セ
ン
チ
丸
い
軸
木
)

「肥
後
国
第
三
益
城
軍
团
養
老
七
年
兵
士
歴
名
帳
」

軸
小
口
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シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
古
代
山
喊
鞠
智
城
を
考
え
る



シン
ホ
シス
ト小

田
富
士
雄
氏 

岡
田
茂
弘
氏 

板
楠
和
子
氏 

出
宮
徳
尚
氏 

大
田
幸
博
氏

福
岡
大
学
名
誉
教
授 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授 

九
州
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
教
授 

岡
山
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
長 

歴
史
公
園
鞠
智
城
•

温
故
創
生
館
長

コ
ー
テ
イ
ネ
ー
タ■  ~

矢
加
部
和
幸
氏

熊
本
日
日
新
聞
社
編
集
委
員



矢
加
部
こ
れ
ま
で
の
お
話
で
北
部
九
州
あ
る
い
は
西
日
本、
東
日
本
の
そ
の
当
時
の
古
代
山
城
の
様
子、
あ
る
い 

は
社
会
の
様
子
な
ど
が
文
献
史
学
か
ら
も
非
常
に
ょ
く
分
か
り
ま
し
た。
本
日
の
講
師
の
み
な
さ
ん
と
若
干
討
論
を
し 

て
み
た
い
と
思
い
ま
す。
題
は
「古
代
山
城
鞠
智
城
の
謎
に
迫
る
」
で
す。

実
は、
私
が
鞠
智
城
の
取
材
を
し
た
の
は
平
成
三
年
度、
八
角
形
の
建
物
が
出
た
こ
ろ
で
し
た。
そ
の
こ
ろ
か
ら
鞠 

智
城
に
来
る
た
び
に
「な
ぜ、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
大
き
な
城
を
造
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た。
先
ほ
ど 

西
日
本
の
古
代
山
城
の
話
も
あ
り
ま
し
た
が、
も
し
朝
鮮
半
島
で
の
戦
争
の
後
の
防
御
と
考
え
れ
ば、
北
部
九
州
か
ら 

瀬
戸
内
海
に
行
く
ル
ー
ト
を
防
御
地
帯
と
し
て
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し、
鞠
智
城
は
そ
れ
か
ら
考
え
ま
す 

と、
ず
い
ぶ
ん
南
に
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
こ
れ
だ
け
の
古
代
山
城
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の 

か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
ず
つ
と
あ
り
ま
し
た。

大
田
先
生
がr

熊
本
歴
史
叢
書j
と
い
う
本
の
な
か
で
鞠
智
城
の
謎
を
三
つ
挙
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す。
そ
の
中
の 

一
つ
が
地
理
的
な
条
件
で
す。
太
宰
府
か
ら
南
に
約
八
十
キ
ロ
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
大
掛
か
り
な
城
を 

造
っ
た
の
か。
第
二
点
目
が、
そ
の
位
置
づ
け
と
言
い
ま
す
か、
役
割
を
ど
う
考
え
る
か。
築
城
に
関
す
る
文
献
的
な 

記
録
が
な
い
の
が
三
つ
目
で
す
。
こ
の
三
つ
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
う
ち、 

地
理
的
に
こ
れ
ほ
ど
南
に
造
っ
た
謎
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は、
問
題
提 

起
と
し
て
大
田
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま
す。

大
田
鞠
智
城
の
立
地
の
特
異
性
と
築
城
年
月
日
が
は
つ
き
り
し
な
い
と
か、
あ
る
い 

は
ほ
か
の
山
城
と
違
っ
た
立
地
条
件、
山
で
は
な
く
て
丘
陵
で
あ
る
と
か
い
ろ
ん
な
と
こ 

ろ
か
ら
鞠
智
城
の
特
異
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
土
塁
の
造
り
が
列
石
を
伴
う
版

矢
加
部
和
幸
氏
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築
で
は
な
く
て、
山
の
尾
根
の
地
山
の
削
り
出
し
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、
近
年
の 

発
掘
で
は
列
石
を
伴
う
版
築
土
塁
が
見
つ
か
っ
て、
意
外
と
ォ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
古
代
山
城
だ
と
分
か
っ
て
き
た
わ
け 

で
す。謎

と
い
う
部
分
に
関
し
て
地
理
的、
位
置
的
な
問
題
が
あ
っ
て、
六
六
三
年
の
白
村
江
の
敗
戦、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ 

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
一
番
妥
当
で
は
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
城
が
国
家
の
非
常
時
に
城
柵
に
変
え 

ら
れ
て、
軍
事
施
設
に
変
化
し
て
古
代
山
城
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
考
え
方
が
一
番
妥
当
で
す
。
し
か
し、
考
古
学 

的
な
所
見
か
ら
す
る
と、
そ
れ
は
証
明
で
き
ま
せ
ん。
翰
智
城
の
敷
地
は
六
世
紀
後
半
ま
で
は
竪
穴
住
居
が
あ
り、
出 

土
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
七
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
の
も
の
で
す。
_
智
城
の
修
理
時
期、
あ
る
い
は
築
城
時
期
に
見
合
う
遺 

物
が
出
ま
す。
す
る
と、
ま
た
元
の
鞘
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で、
今、
現
場
サ
ィ
ド
と
し
て
は
「北 

九
州
の
周
辺
部
」
と
い
う
よ
う
な
位
置
づ
け
を
し
た
軍
事
基
地
だ
と
い
う
見
方
を
し
て
お
り
ま
す。
た
だ、
板
楠
先
生
の 

お
っ
し
や
っ
た
木
簡
に
つ
い
て
も、
文
書
木
簡
は
一
本
出
た
だ
け
で
二
号
木
簡
に
は
文
字
が
あ
り
ま
せ
ん。
た
く
さ
ん 

出
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
が、
出
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
り、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関 

し
て
は、
謎
が
解
け
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す。

矢
加
部
北
九
州
の
周
辺
の
甚
地
と
？

大
田
ま
あ
、

そ
う
い
っ
た
感
じ
で
す
ね。

矢
加
部
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
兵
站
基
地
み
た
い
な
も
の
で
す
か
？

大
田

正
し
い
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が、
そ
れ
が
一
番、
「見
合
う
」
見
解
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す。

矢
加
部
分
か
り
ま
し
た
。
小
田
先
生
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
以
前
に
先
生
が
「押
し
出
し
の
城
」
と
お
っ
し
や
っ
た
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古代山城鞠智城について活発な意見が交わされた

こ
と
を
覚
え
て
い
る
の
で
す
が、
「押
し
出
し
の
城
」
と
は 

ど
ん
な
意
味
で
し
よ
う
か。

小
田
鞠
智
城
の
場
合
は
、
肥
後
の
な
か
だ
け
で
考
え
る 

と
「こ
ん
な
内
陸
部
に
」
と
か
言
わ
れ
る
の
で
す
が、
大
宰 

府
を
中
心
に
し
て
考
え
た
時
に
は、
「こ
ん
な
内
陸
部
に
な 

ぜ
？
」
と
い
う
の
は、
私
は
あ
ま
り
合
致
し
な
い
の
で
は
な 

い
か
と
思
い
ま
す。
そ
れ
か
ら
大
野
城、
基
肄
城
の
場
合
と 

翰
智
城
の
場
合
は
立
地
環
境
が
違
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い 

う
と、
鞠
智
城
は
少
し
低
い
所
に
あ
り
ま
す
。
大
野
城、
基 

肆
城
は
ま
さ

に

「逃
げ
込
み
城
」
と
い
う
の
に
う
っ
て
つ

け 

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す。

も
う
一
つ
は、
鞠
智
城
の
史
跡
指
定
の
範
囲
に
な
っ
て
い 

る
と
こ
ろ
で
す
が、
あ
れ
は
か
つ
て
内
城
で
あ
っ
て、
も
う 

一
つ
外
回
り
に
外
城
が
あ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
説
も
あ
り、 

こ
れ
も
一
理
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
は
筑
後
の
ほ
う
に
通 

じ
る
古
代
の
官
道
が
こ
の
近
く
を
通
っ
て
お
り、
い
ろ
ん
な 

条
件
が
あ
り
ま
す
。
も
し
大
宰
府
の
方
ま
で
攻
め
込
ん
で
こ 

ら
れ
る
よ
う

な
状
況
に
な
っ
た
時
に、
や
は
り
鞠
智
城
か
ら
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も
援
兵、
援
軍
が
送
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
と
言
え
る
で
し
よ
う
。
特
に
鞠
智
城
の
よ
う
な
構
造
の
と
こ
ろ
は
守 

る
面
と
攻
め
る
面、
す
な
わ
ち
出
て
行
く
面
と
両
方
あ
る
の
で
は
な
い
か。
こ
れ
は
出
宫
さ
ん
の
話
に
も
か
か
わ
っ
て 

く
る
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
百
済
の
山
城
を
研
究
し
て
い
る
先
生
方
か
ら
も
そ
う
い
う
意
見
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
大
野
城
と
基
肄
城
の
場
合
は、
守
る
と
い
う
面
が
ゥ
ェ
ィ
ト
を
持
っ
て
く
る
で
し
よ
う
。
そ
こ
か
ら
攻 

め
て
出
る
と
い
う
の
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
で
し
よ
う。

も
う
一
つ
は、
も
し

守
る
と
な
れ
ば、
先
ほ
ど
言
っ
た
か
つ
て
の
「外
城
説
」
と
い
う
の
は、
現
在
ま
っ
た
く
考
え 

な
く
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
外
城
説
を
と
っ
た
場
合
は、
今
回
の
指
定
に
な
っ
て
い
る
範
囲
の
外
側 

で、
か
な
り
水
田
な
ど
も
取
り
込
め
る
範
囲
で
す
。
そ
う
い
う
面
か
ら
い
く
と、
私
は
外
城
説
と
い
う
考
え
方
も
ま
だ 

捨
て
が
た
い
。
こ
れ
か
ら
考
古
学
的
な
調
査
で
も
そ
の
あ
た
り
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て 

い
ま
す。

矢
加
部
分
か
り
ま
し
た
。
岡
田
先
生
に
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
東
北
の
城
と
西
日
本
の
城
と
比
較
す
る
と
い
う
の 

は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が、
先
生
は
鞠
智
城
の
位
置
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
ご
覽
に
な
っ
て
い
ま
す
か。

岡
田
十
年
ほ
ど
前
に
熊
本
市
内
で
城
柵
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
会
が
あ
り
、
そ
の
時
に
呼
ば
れ
て
来
た
の
で
す
が、 

「初
期
山
城
の
再
照
明
」
で
し
た
か、
そ
う
い
う
タ
ィ
ト
ル
で
し
た。
一
つ
は
本
当
に
六
六
三
年
の
白
村
江
の
戦
い
の
直 

後
に
で
き
た
の
か
ど
う
か。
こ
れ
は
文
献
的
に
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
遺
物
の
ほ
う
の
年
代
が
は
っ
き 

り
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
の
段
階
で
は、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
文
武
ニ
年
以
前
の
あ
る
段
階
で
で
き
た
と
、

そ
う
す 

る
と
遅
い
の
か
も
し
れ
な
い。
白
村
江
の
戦
い
の
直
後
の
防
衛
の
た
め
に
造
っ
た
の
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な 

い
か
と
言
い
ま
し
た。
こ
れ
は
今、
小
田
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
攻
め
て
い
く
ほ
う、
つ
ま
り
前
進
基
地
の
拠
点
と

108



し
て
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と。
そ
れ
は
東
北
の
城
柵
が
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
お
り、
だ
か
ら
政
庁
が
あ 

る
と
思
い
ま
す。
こ
こ
に
も
政
庁
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
言
を
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す。

ま
だ
確
認
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が、
ど
う
も
政
庁
ら
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で、
米
原
地
区
の
す
ぐ
近
く
で 

す
が、
そ
う
い
う
遺
構
の
一
部
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
間
違
い
の
な
い
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
が
ど
う 

で
あ
る
か
と
い、っ
部
分
は
あ
り
ま
す
が、
実
は
あ
そ
こ
で
出
て
い
る
政
庁
ら
し
き
も
の
は、
諸
国
の
国
府
の
政
庁
と
郡
家 

(

郡
衙
)

の
政
庁
に
比
べ
る
と
面
積
は
広
い
の
で
す
が、
配
置
か
ら
言
え
ば、
あ
れ
は
郡
家
の
政
庁
に
匹
敵
し
ま
す。
ふ 

つ
う
郡
家
の
政
庁
は
五
十
メ
ー
ト
ル
X
六
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
比
較
的
小
さ
な
も
の
な
の
で
す
。
た
だ
あ
れ
は、
今 

の
研
修
棟
の
す
ぐ
横
で
す
が、
は
る
か
に
そ
れ
よ
り
広
い
。
そ
う
い
う
広
い
も
の
は
東
北
で
は
郡
山
遗
跡
で
I

期
官
衙 

と
い
っ
て
い
る
も
の
が
ま
さ
に
そ
れ
に
当
た
る
も
の
で
百
二
十
メ
 

ー
ト
ルX

九
十
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は 

私
は
郡
家
で
あ
る
と
同
時
に
国
府
の
政
庁
で
も
あ
る
と
い
う
ニ
面
性
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ 

う
い
う
も
の
が
鞠
智
城
の
な
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と、
だ
れ
を
何
を
対
象
と
す
る
か
で、
こ
こ
か
ら 

隼
人
ま
で
出
て
行
く
の
か、
あ
る
い
は
熊
襲
を
対
象
に
し
た
よ
う
な
形
で
こ
れ
は
造
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
実
は 

出
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
献
史
料
か
ら
言
い
ま
す
と、
西
海
道
で
は
い
ず
れ
も
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
隼 

人
だ
け
で
す
。
た
だ
文
献
の
解
釈
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
が
九
世
紀
の
解
釈
で
す
か
ら、
八
世
紀
の
初
頭
の
段
階
で
は
ど 

う
だ
っ
た
の
か、
あ
る
い
は
七
世
紀
の
段
階
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
考
え
る
と、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
違
う
の
か
も
し 

れ
な
い
。
そ
の
違
い
が
立
地
の
違
い
と
し
て
出
て
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
出
宮
さ
ん
の
今
日
の
資
料 

を
拝
見
し
て
い
て
も、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
鞠
智
城
は
瀬
戸
内
海
の
山
城
的
な
色
彩
を、
神
籠
石
的
な
色
彩
を
持
っ
て 

い
ま
す
か
ら、
比
較
的、
中
が
平
ら
で
す
。
大
野
城
な
ど
は
高
い
所
に
あ
り、
三
角
形
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
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考
え
る
と、
断
面
を
と
り
ま
す
と、
ち
よ
っ

と
性
格
が
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
だ
か
ら
年
代 

は
同
じ
で
も
少
し
性
格
が
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

矢
加
部
分
か
り
ま
し
た
。
出
宮
さ
ん
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
今、
岡
田
先
生
か
ら
ご
指
摘
が
あ
っ
た
ち
よ
っ
と
瀬
戸 

内
海
の
城
と
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
考
え
も
含
め
て、
鞠
智
城
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
南
に
造
ら
れ
た
か
の
で
し
よ 

う
か。
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い。

出
宮
先
ほ
ど
の
私
の
持
ち
時
間
で
は
鞠
智
城
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
独
断
と
偏
見
を 

申
し
上
げ
ま
す
と、
私
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
戦
国
の
城
塞、
城
跡
を
よ
く
見
て
い
ま
す
の
で、
そ
れ
か
ら
見 

て
い
き
ま
す
と
鞠
智
城
は
「山
城
」
で
は
な
い
の
で
す
ね。
「平
山
城
」
と
い
う
も
の
に
当
た
る。
戦
国
時
代
の
城
の
区 

分
は
ご
存
知
の
よ
う
に
「平
城
」
と
「山
城
」
と
「平
山
城
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「平
山
城
」
は
ご
存
知
の
よ
う 

に、
も
う
一
つ
「平
山
城
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
同
じ
字
を
書
く
の
で
混
乱
す
る
の
で
す
が、
「平
山
城
」
と
い
う 

の
は、
熊
本
城
も
た
ぶ
ん
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど、
コ
ア
に
な
る
城
郭
部
分
と
城
下
の
部
分
が
平
地
に
あ
る。
で 

す
か
ら
「平
城
」
と
「山
城
」
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「平
山
城
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
ま
す
。
近
世 

の
城
郭
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て、
同
じ
字
を
書
き
な
が
ら
「平
山
城
」
は
つ
ま
り
台
地
の
上
に
あ
る 

城。
こ
の
近
く
で
有
名
な
の
は
「荒
城
の
月
」
の
岡
城
で
す
ね。
あ
の
よ
う
な
山
の
上
に
城
下
町
を
造
る
と
い
う、
そ 

う
い
う
パ
夕
丨
ン
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
見
て
い
き
ま
す
と
鞠
智
城
は
ま
さ
に
「平
山
城
」
で
す。
戦
国
時
代、 

近
世
の
城
郭
の
概
念
を
持
ち
込
ん
で
い
い
か
ど
う
か、
議
論
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど、
城
そ
の
も
の
と
同
時
に
行
政
機 

能
も
城
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
ま
す
。
近
世
城
郭
の
よ
う
に
お
城
と
城
下
町
を
別
々
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な 

く
て、
領
地
の
な
か
へ
戦
闘
機
能
も
行
政
機
能
も
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
だ
か
ら、
城
地
を
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選
ん
で
い
る
と
い
う
観
点
を
持
つ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
占r

こ
れ
は
特
に
北
九
州
の
古
代
山
城 

の
契
機
に
な
つ
た
白
村
江
の
戦
い
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い 

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
は
考
古
学
が
専
門
で
す
の
で
、
文 

献
の
ほ
う
は
ち
よ
つ
と
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど 

言
わ
れ
ま
し
た
防
人
で
す
が、
私
は
こ
れ
は
増
援
の
部
隊
で 

は
な
く
て
、
地
元
の
豪
族
の
離
反
を
抑
え
る
警
察
機
能
的
な、 

憲
兵
と
い
う
の
で
し
よ
う
か、
そ
う
い
う
役
割
を
持
つ
た
人 

た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と、
唐
が
九
州 

に
や
つ
て
き
た
時
に、
筑
紫
の
国
が
占
領
さ
れ
る
と
し
ま
す
。 

唐
に
は
安
東
都
護
府
の
よ
う
に、
唐
の
地
方
行
政
府
は
都
護 

府
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
の
下
が
都
督
府
と
い
う
行
政
単
位 

が
あ
り
ま
す
。
筑
紫
が
占
領
さ
れ
、
筑
紫
の
国
に
行
政
府
が 

置
か
れ
る
場
合
、
当
然
筑
紫
の
都
護
府
に
な
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
い
う
も
の
が
行
わ
れ
る
の
を
排
除
す
る
と
い
う
か、
防 

止
す
る
た
め
に
は
、
と
い
う
の
は
唐
の
行
政
官、
行
政
庁
が 

北
九
州
に
及
ん
だ
場
合、
地
元
の
人
々
が
唐
の
下
級
官
僚
に 

な
る
わ
け
で
す
か
ら、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
は
警
{

祭
機
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構
な
り、
む
し
ろ
地
元
を
抑
え
る
軍
事
基
地
も
当
然
必
要
に
な
り
ま
す。

と
い
う
こ
と
で、
鞠
智
城
は
む
し
ろ
熊
本
平
野、
火
の
国
の
大
半
を
占
め
る、
特
に
呪
術
性
の
強
い
葦
北
の
国
造
と 

か、
そ
う
い
う
中
国
と
の
関
連
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
と
の
関
連
の
場
合、
む
し
ろ
熊
本
平
野
の
豪
族
を
抑
え
る
た
め
の 

軍
政
お
よ
び
民
政
の
拠
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
が、
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
六
六
三
年
の
敗
戦
を
ど
う 

評
価
す
る
か、
文
献
の
研
究
者
と
私
た
ち
は
評
価
が
違
う
の
で
す
け
れ
ど、
軍
船
四
百
隻
が
焼
か
れ
る
と
い
う、
こ
う 

い
う
表
現
が
い
い
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が、
太
平
洋
戦
争
で
い
う
と
ミ
ッ
ド
ゥ
ヱ
ー
と
マ
リ
ア
ナ
海
戦
を
い
っ
べ 

ん
に
や
ら
れ
た
よ
う
な、
国
家
存
亡
の
危
機
の
状
態
な
の
で
す
よ
ね。
し
か
も
迎
擊
態
勢
を
組
み
よ
う
が
な
い
と。
そ 

う
い
う
な
か
で
国
内
の
締
め
付
け、
ど
う
や
っ
て
天
智
政
権
が
自
己
の
政
権
を
維
持
し
て
い
く
か
と
い
う
命
題
の
な
か 

で、
鞠
智
城
は
再
利
用
と
い
う
の
か、
デ
フ
ォ
ル
メ
と
い
う
か、
改
装
を
受
け
て
城
跡
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す。

非
常
に
大
風
呂
敷
を
広
げ
ま
す
と
実
は、
私
は
吉
備
(

岡
山
県
)

に
い
ま
す
が、
吉
備
は
文
献
の
ほ
う
で
言
い
ま
す 

とr

大
宰
」
と
言
い
ま
す
。
古
代
で
大
宰
が
置
か
れ
た
の
は
吉
備
と
大
宰
府
の
ニ
つ
だ
け
で
す、
吉
備
の
大
宰
と
い 

う
の
は
あ
ま
り
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
吉
備
を
近
津
大
宰
と
し
た
場
合、
太
宰
府
の
元
に
な
る
那
の
官
家
で
あ
る 

と
か
博
多
一
帯
の
も
の
が
中
津
大
宰
と
す
る
と、
そ
の
も
う
一
つ
先
に
外
津
大
宰
が
あ
る
と
非
常
に
都
合
が
い
い
わ
け 

で
す。
そ
う
す
る
と、
や
は
り
こ
れ
は
ま
っ
た
く
文
献
に
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
架
空
の
話
に
な
り
ま
す
が、
火
の 

国
を
ど
う
や
っ
て
抑
え
る
か
と
い
う
時
に、
そ
の
前
身
に
な
る
形
の
鞠
智
城
の
プ
ロ
ト
タ
ィ
プ、
元
に
な
る
形
の
軍
事 

と
民
政
と
を
セ
ッ
ト
関
係
で
伴
う、
そ
う
い
う
施
設
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
観
点
も
持
っ
て
い
ま
す
。
ま 

っ
た
く
論
証
の
な
い
思
い
つ
き
の
話
を
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん。

矢
加
部
鞠
智
城
の
場
所
の
謎
と
い
い
ま
す
か、
い
わ
ゆ
る
(

対
)

唐
軍
の
防
御
ラ
ィ
ン
か
ら
か
な
り
離
れ
た
と
こ
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ろ
に
あ
る
と
い
う
場
所
の
謎
に
つ
い
て
い
く
つ
か
ご
意
見
い
た
だ
き
ま
し
た。
こ
う
見
て
く
る
と、
鞠
智
城
の
場
所
は、 

そ
の
当
時
で
も
た
ぶ
ん
日
本
の
か
な
り
僻
地
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ、っ
い
う
辺
鄙
な
土
地
で
も
国
際
情
勢
の
な
か 

で
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ろ
ん
な
施
設
が
造
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
の
が、
諸
説
が
あ
る
よ
う
で
す
が、
な 

ん
と
な
く
分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す。

最
後
に
各
先
生
方
に
今
後
の
鞠
智
城
の
調
査
の
あ
り
方
と
か、
あ
る
い
は
整
備
の
仕
方
と
か、
国
指
定
シ
ン
ポ
ジ
ゥ 

ム
で
す
の
で、
そ
う
い
っ
た
提
言
を
い
た
だ
い
て
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す。
小
田
先
生
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す。

小
田

今、
鞠
智
城
の
成
立
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
説
が
出
て
き
ま
し
た。
今
後
の
整
備
は
視
点
を
ど
こ
に
置
く
の
か 

と
い
う
議
論
に
な
る
の
で、
今
の
よ
う
な
全
然
違
っ
た
説
が
出
て
き
ま
す
と、
本
当
は
も
っ
と
議
論
を
深
め
な
い
と
い 

け
ま
せ
ん。
そ
れ
に
よ
っ
て
整
備
の
視̂li

が
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て、
一
応
現
状
で
こ
れ
ま
で
や
っ
て
い
る
大
野
城
や
基
肄
城、
そ
れ
か
ら
金
田
城
あ
た
り
の
整
備 

か
ら
見
ま
す
と、
最
近
の
整
備
は、
一
つ
は
み
な
さ
ん
に
ど
ん
ど
ん
鞠
智
城
に
来
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う 

視
点
が
一
方
に
あ
る
わ
け
で
す
。
大
き
な
予
算
を
か
け
る
わ
け
で
す
か
ら、
ど
う
活
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
あ 

り
ま
す
。
で
す
か
ら
活
用
の
仕
方
に
つ
い
て
は、
や
は
り
地
元
の
人
た
ち
か
ら
ど
う
い
う
希
望
が
出
て
く
る
か、
そ
う 

い
う
も
の
も
飲
み
込
み
な
が
ら
や
っ
て
い
く
活
用
の
視
点
が
い
る
と
思
い
ま
す。

た
だ
国
指
定
の
史
跡
に
な
り
ま
す
か
ら、
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
て
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
史
跡
指
定 

と
い
う
枠
の
な
か
で、
ど
う
い
う
形
で
活
用
し
て
い
く
か
を
も
っ
と
地
元
で
き
ち
ん
と
詰
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思 

い
ま
す。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
整
備
に
当
た
っ
て
学
術
的
な
調
査
成
果
に
重
点
を
お
い
て、
そ
れ
に
則
っ
て
や
ら
な 

い
と、
旧
石
器
捏
造
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
「ど
の
あ
た
り
ま
で
作
っ
て
大
丈
夫
な
の
か
」
と
い
う、
建
築
学
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の
専
門
家
な
ど
の
ご
意
見
も
う
か
が
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し、
学
問
的
な
視
点
に
立
っ
た
史
跡
の
整
備
と
い
う
両
輪 

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

矢
加
部

確
か
に
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
ょ
う
に
い
ろ
ん
な
施
設
が
今
で
き
て
い
ま
す
。
し
か
し、
鞠
智
城
も
今
後、 

さ
ら
に
発
掘
調
査
が
進
む
と
思
わ
れ
ま
す
。
岡
田
先
生
は、
東
北
で
取
り
組
ま
れ
た
結
果
か
ら
ど
う
思
わ
れ
ま
す
で
し 

ょ
う
か。

岡
田

鞠
智
城
で
は
史
跡
の
指
定
の
前
に、
三
層
の
鼓
楼
だ
と
か
校
倉
だ
と
か、
か
な
り
復
元
的
な
整
備
が
行
わ
れ 

て
い
ま
す。
そ
れ
か
ら
平
面
表
示
の
整
備
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら、
モ
ノ
を
見
せ
る、
遺
構
を
見
せ
る
と
い 

う
点
で
は
か
な
り
の
こ
と
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ、
現
在
調
査
中
で
も
あ
り
ま
す
が、
い
っ
た
い
鞠 

智
城
は
ど
の
範
囲
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば、
城
で
す
か
ら
門
か
ら
以
外
は
入
れ
な
い
は
ず
で
す
。 

ど
こ
か
ら
で
も
入
れ
る
の
な
ら
城
の
意
味
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら。
で
は、
城
門
は
ど
う
な
の
か、
あ
る
い
は
外
部
施 

設
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
調
査
に
基
づ
い
て
整
備
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
政
庁
ら
し
き
も
の
に
つ
い
て
は、
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す。

た
だ、
そ
う
い
う
整
備
は
今
後、
調
査
に
基
い
て
行
わ
れ
て
い
く
と
は
思
う
の
で
す
が、
そ
れ
は
ハ
ー
ド
ゥ
ェ
ア
の 

整
備
で
す
。
も
う
一
つ
ソ
フ
ト
ゥ
ェ
ア
の
整
備
と
い
い
ま
す
か、
文
化
財
の
保
護
と
い
う
の
は
保
存
と
活
用
で
あ
る
と 

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が、
保
存
は
現
在
や
ら
れ
て
い
ま
す
が、
活
用
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
こ 

の
遺
跡
を
ど
う
扱
う
か、
ま
だ
性
格
に
つ
い
て
は
今
日
も
結
論
が
で
ま
せ
ん
で
し
た。
し
か
し、
活
用
を
考
え
れ
ば
結 

論
が
出
て
か
ら
活
用
す
る
の
で
は
な
く、
い
ろ
い
ろ
な
説
を
理
解
し
て
い
た
だ
い
て、
「私
は
こ
う
思
う
」
と
い
う
こ
と 

で
活
用
で
き
る
と
思
い
ま
す。
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例
を
挙
げ
ま
す
と、
邪
馬
台
国
で
す
が、
邪
馬
台
国
は
い
ま
だ
に
場
所
が
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん。
邪
馬
台
国
が
あ
っ 

た
地
域
が
分
か
ら
な
い
か
ら
教
科
書
で
も
教
え
ら
れ
な
い
か
と
い
っ
た
ら、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
け
で、
教 

科
書
で
も
教
え
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
分
か
っ
て
な
い
の
だ
か
ら
教
え
て
は
い
け
な
い
と
文
部
科
学
省
も
言
わ
な
い
は
ず 

で
す。
同
じ
よ
う
に、
鞠
智
城
と
い
う
遺
跡
が
あ
る
の
は
確
か
で、
国
の
指
定
史
跡
に
も
な
っ
て
い
る。
こ
れ
を
ど
う 

考
え
る
か
は、
実
は
学
者
以
外
に、
も
ち
ろ
ん
学
者
も
考
え
ま
す
が、
鞠
智
城
の
近
く
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
方、
あ
る 

い
は
熊
本
県
内
に
お
ら
れ
る
方
が、
「私
は
こ
う
思
う
よ
」
と、
も
ち
ろ
ん
た
だ
の
思
い
つ
き
で
は
ダ
メ
で、
ど
う
い
う 

理
由
で
そ
う
思
う
の
か
を
発
言
さ
れ
る、
あ
る
い
は
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
鞠
智
城
の
研
究
が
さ 

ら
に
進
む
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ、
私
は、
多
賀
城
で
は
か
つ
て
地
区
公
民
館
で
公
民
館
長
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ
て、
ま
だ
ま
っ
た 

く
整
備
を
し
て
な
い
こ
ろ
に
月
一
回、
夜
に
多
賀
城
研
究
所
の
調
査
員
が
交
代
で
出
て、
多
賀
城
に
つ
い
て、
あ
る
い 

は
東
北
の
古
代
史
に
つ
い
て
話
を
し
ま
し
た。
当
時
六
人
の
所
員
で
し
た
か
ら、
年
に
二
回
分
担
す
れ
ば
で
き
る
わ
け 

で
す。
そ
れ
が
ニ
年
ぐ
ら
い
続
い
た
時
に、
「宣
伝
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
わ
け
で
地
元
新
聞
社
や
放
送
局 

に
お
願
い
し
て、
新
聞
と
ラ
ジ
オ
で
そ
の
取
り
組
み
を
取
材
し
て
も
ら
い
ま
し
た。
そ
の
後、
多
賀
城
に
博
物
館
が
で 

き
た
の
で
博
物
館
で
は、
現
地
説
明
会、
現
地
案
内
を
当
初
は
解
説
員
が
や
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は、
地
元
の 

方
々
が
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
史
跡
案
内
サ
ー
ク
ル
と
い
う
二
つ
の
サ
ー
ク
ル
を
組
織
さ
れ、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ク
ル 

が
史
跡
の
案
内、
観
光
客
な
ど
の
案
内
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
状
態
に
な
り
ま
し
た
の
で、
現
在、
東
北 

歴
史
博
物
館
で
は、
専
門
家
に
よ
る
「多
賀
城
巡
り
」
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
発
掘
を
や
っ
て
い
た
人
た 

ち
が
案
内
を
す
る。
そ
の
時
に
は
自
分
た
ち
が
掘
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
説
明
と
は
少
し
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違
っ
た
説
明
が
お
の
ず
と
で
き
る
わ
け
で
す
。
同
時
に、
多
賀
城
を
中
心
と
す
る
古
代
の
東
北
の
遺
跡
な
ど
に
つ
い
て 

館
長
講
座
を
や
っ
て
い
ま
す
。
鞠
智
城
で
は
大
田
館
長
が
館
長
講
座
を
実
施
さ
れ
て、
大
変
好
評
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。 

や
は
り、
そ
う
い
う
ソ
フ
ト
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
の
講
座
で
説
明
を
お
聞
き
に
な
っ
た
方
は、
自
分
が
聞
い
て
「あ 

あ
、
勉
強
に
な
つ
た
な
」
と
思
う
だ
け
で
は
な
く
て、
「そ
う
だ
な
」
と
思
つ
た
ら、
明
日
は
外
部
か
ら
お
い
で
に
な
つ 

た
方
々
に
対
し
て
先
生
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
日
は
生
徒
で
も、
明
日
は
先
生
に
な
れ
る
と
い
う
の
が
生
涯
学
習
だ 

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら、
史
跡
は
生
涯
学
習
の
場
と
し
て、
み
な
さ
ん
に
大
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願 

い
し
て
終
わ
り
ま
す。

矢
加
部

板
楠
先
生
に
は
先
ほ
ど
出
ま
し
た、
い
わ
ゆ
る
文
献
と
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら
見
て
今
後
の
発
掘
調
査
の 

視
点
に
つ
い
て
一
言
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す。

板
楠

日
本
史
研
究
に
お
い
て、
も
と
も
と
古
代
史
関
係
は
文
献
史
料
が
少
な
い
分
野
で
す
。
今、
一
番
知
り
た
い 

地
元
に
あ
る
鞠
智
城
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
史
料
と
い
っ
て
も、
ほ
ん
と
に
数
篇
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
史
料
を
い 

か
に
当
時
の
歴
史
的
な
状
況
の
な
か
で
読
む
の
か、
そ
う
い
う
基
本
的
な
作
業
に
興
味
が
あ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば、 

ご
一
緒
に
解
読
作
業
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た、
今
後
の
発
掘
調
査
で
一
番
期
待
し
て
い
る
の
は、
や
は 

り
新
た
な
木
簡
の
発
見
で
す
。
特
に
こ
う
い
う
軍
事
的
な
施
設
に
つ
い
て
は、
記
録
が
な
い
の
が
当
然
だ
と
思
い
ま
す 

が、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
書
類
が、
も
し
木
簡
と
し
て
残
存
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば、 

そ
の
時
こ
そ
鞠
智
城
の
文
献
研
究
の
第
一
歩
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
地
道
な
発
掘 

調
査
や
研
究
会
に、
參
加
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す。

矢
加
部

出
宮
先
生
に
は
同
じ
よ
う
な
視
点
で
す
が、
発
掘
調
査
や
研
究
に
期
待
す
る
も
の、
と
同
時
に
整
備
に
関
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し
て
何
か
ア
ド
バ
ィ
ス
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す。

出
宮

本
業
の
文
化
財
課
長
に
戻
っ
て
発
言
せ
ょ
と
い
う
ご
要
望
で
す
。
私
も
岡
山
市
に
あ
り
ま
す
大
廻
小
廻
山
城 

跡
の
史
跡
指
定
に
つ
い
て
磯
村
主
任
調
査
官
の
指
導
を
受
け
な
が
ら、
指
定
の
申
請
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

数
年
前、
岡
山
城
跡
の
史
跡
指
定
を
図
っ
た
と
い、っ
S

か
ら
も、
指
定
に
つ
い
て、
一

十̂
六
年
一
月
に
鞠
智
城
に
寄
せ 

て
も
ら
っ
た
時
に
指
定
の
範
囲
が
城
壁
の
上
端
の
ラ
ィ
ン
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
ょ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す。
こ
れ、
も 

し
間
違
っ
て
い
た
ら
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
岡
山
の
場
合、
鬼
ノ
城
で
あ
る
と
か、
大
廻
小
廻
城
跡
は 

全
部
山
裾、
要
す
る
に
城
壁
を
含
ん
だ
下
端
の
線
ま
で
を
遺
構
の、
城
跡
の
範
囲
と
考
え
て
現
在
指
定
に
向
け
て
努
力 

し
て
お
り
ま
す
。
も
し、
鞠
智
城
が
城
跡
を
含
む
地
籍
が
未
指
定
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば、
や
は
り
そ
れ
は
地
域
の
皆
様 

方
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
城
跡
全
部
を
史
跡
指
定
に
す
る
べ
き
で
す
。
追
加
指
定
の
手
続
き
に
な
り
ま
す
が、
こ
れ 

に
向
け
て、
地
元
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

そ
れ
か
ら、
も
う
一
占r
調
査
と
整
備
は
古
代
の
山
城
で
い
わ
ゆ
る
三
点
セ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
ぜ
ひ
出
し 

て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
遺
構
が、
実
は
鞠
智
城
で
出
て
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
水
門
で
す。
水
門
遺
構
が
ま
だ
見 

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん。
大
田
さ
ん
に
は
っ
ぱ
を
か
け
て
い
ま
す
が、
想
定
地
を
狙
い
撃
ち
し
て、
史
跡
整
備
と
の
関
連 

の
な
か
で
も
当
然
こ
れ
は
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
問
題
で
す
の
で、
ぜ
ひ
水
門
遺
構
を
発
掘
し
て
い
た
だ
き
た
い
と 

い
う
期
待
を
持
っ
て
お
り
ま
す。

最
後
に、
先
ほ
ど
岡
田
先
生
の
言
わ
れ
た
こ
と
の
延
長
で
す
が、
や
は
り
遺
跡
を
守
り、
あ
る
い
は
活
用
す
る
の
は 

行
政
だ
け
が
や
る
の
で
は
な
く
て、
地
元
の
方
々
が
参
画
し、
あ
る
い
は
地
元
の
方
々
が
主
導
権
を
持
っ
て
進
め
る
の 

が
一
番
大
切
で
す
。
「保
存
会
」、
あ
る
い
は
「友
の
会
」
と
い
う
組
織
が
い
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が、
岡
山
市
に
は
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古
く
戦
前
か
ら
保
護
探
彰
会、
歩
行
会
と
か
い
う
ち
よ
っ
と
時
代
が
か
っ
た
名
称
の
団
体
が
あ
り
ま
す
。
史
跡
を
守
る、 

活
用
す
る、
あ
る
い
は
整
備
す
る、
そ
れ
か
ら
普
及
啓
発
す
る
地
元
の
団
体
.

組
織
が
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま 

す
。
や
は
り
鞠
智
城
に
も、
行
政
サ
ィ
ド
と
二
人
三
脚
で
こ
の
城
跡
を
守
り
発
展
さ
せ
る
組
織
が
必
要
で
し
よ
う
。
そ 

れ
が
私
の
鞠
智
城
に
対
す
る
望
み
で
す
。
も
し、
す
で
に
あ
っ
た
ら
ご
め
ん
な
さ
い
。
私
の
勉
強
不
足
で
知
ら
な
か
っ 

た
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

矢
加
部

今
後
の
鞠
智
城
の
調
査
研
究
に、
あ
る
い
は
整
備
に
閨
す
る
課
題、
方
向
性
な
ど
を
ご
提
言
い
た
だ
き
ま 

し
た
け
れ
ど
も、
こ
れ
を
受
け
て
こ
れ
か
ら
ど
う
進
め
て
い
く
か、
大
田
館
長
に
お
話
を
お
願
い
し
ま
す。

大
田

先
生
方
の
ご
質
問
を
踏
ま
え
て、
私
の
考
え
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す。
ま
ず、
ほ
か
の
古
代
山
城
と
横
並 

び
で
あ
ま
り
突
出
し
た
整
備
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
あ
り
ま
し
た。
ま
さ
に
そ
の
通 

り
で、
こ
の
件
に
関
し
て
は、
こ
の
言
葉
を
非
常
に
重
く
受
け
止
め
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
鞠
智
城
の
性
格
に
つ 

い
て
は、
私
た
ち
の
基
本
的
な
概
念
と
い
う
の
は、
小
田
先
生
か
ら
以
前
ご
示
唆
を
賜
り
ま
し
た
け
れ
ど
も、
「六
国
史
」 

に
載
っ
て
い
る
古
代
山
城
の
定
義
か
ら
し
ま
す
と、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
古
代
山
城
は、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
に
伴
う 

緊
迫
感
の
な
か
の
城
塞
と
い
う
位
置
づ
け
で、
軍
事
施
設
で
で
す
。
そ
う
い
っ
た
べ
ー
ス
を
持
ち
な
が
ら、
そ
こ
か
ら 

枝
葉
部
分
で
政
庁
的
な
役
割
を
持
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た、
隼
人
対
策、
南
部
対
策
の
意
味
で
の
枝 

葉
の
部
分
を、
そ
こ
か
ら
延
ば
し
て
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
ア
ド
バ
ィ
ス
を
受
け
ま
し
た
の
で、
そ
れ
を 

基
本
的
な
理
念
と
し
て
今、
調
査、
整
備
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
遅
れ
ば
せ
な
が
ら、
城
門、
土
塁
の 

調
査
も
始
ま
り、
こ
れ
か
ら
長
く
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
平
成
六
年
度
か
ら
鞠
智
城
跡
の
用
地
買
収 

が
始
ま
り、
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
が、
や
や
も
す
る
と
調
査
が
整
備
に
遅
れ
て
る
よ
う
な
部
分
が
あ
り
ま
し
た。
平
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成
十
六
年
度
の
国
指
定
を
契
機
と
し
て、
本
来
の
姿
に
戻
し、
調
査
を
先
行
し
な
が
ら
整
備
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。 

特
に
土
塁
線
に
あ
た
り
(

鞠
智
城
跡
保
存
整
備
検
討
)

委
員
会
か
ら
も
指
摘
が
出
て
い
る
ょ
う
に、
調
査
後
の
整
備
と
い

、
っ

こ
と
を、
今、
田
心
つ
て
い
る
わ
け
で
す。

出
宮
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
つ
た
土
塁
線
の
問
題
は、
シ
ャ
ヵ
ン
ド
ン
で
一
力
所
だ
け
山
の
線
で
止
ま
つ
て
い
ま
す
。
こ 

れ
に
つ
い
て
は
後
日、
追
加
指
定
の
方
向
で
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た、
菊
鹿
町
の
郷
土
史
講
座
を
行
い、
そ
の
受
講
生 

の
方
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
さ
れ
て
お
り、
か
な
り
幅
広
い
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
官
民
一
体
の
保
存
. 

活
用
は、
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
温
故
創
生
館
は
開
館
十
一
力
月
目
で
来
館
者
十
万
人
を 

突
破
し
ま
し
た。
年
間
集
客
数
に
関
し
て
は
成
功
し
て
い
る
と
思
つ
て
い
ま
す
。
本
日
は
各
先
生
方
の
貴
重
な
ご
意
見 

を
い
た
だ
き、
鞠
智
城
の
整
備
と
調
査
に
つ
い
て
 

<
刀
後
も
気
持
ち
を
引
き
締
め
て
一
層
の
努
力
を
し
て
い
き
た
い
と
思
つ 

て
お
り
ま
す。

矢
加
部
鞠
智
城
は
発
掘
調
査
が
さ
ら
に
進
む
と、
新
し
い
事
実
や
発
見
が
相
次
ぐ
と
思
い
ま
す
。
少
し
ず
つ
真
相 

が
分
か
る
に
つ
れ
て
古
代
鞠
智
城
の
謎
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
を
終
わ
り
た 

い
と
思
い
ま
す。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。



鞠
智
城
跡
国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(

熊
本
県
教
育
委
員
会
主
催
)

は 

平
成
十
六
年
五
月
十
六
日、
鹿
本
郡
i

町
(

現
山
鹿
市
i

町
)

の
锻
鹿
町 

グ
リ
ー
ン
パ
ル
ス
で
開
催
さ
れ
ま
し
た。
こ
の
冊
子
に
収
録
し
た
基
調
講
演、 

事
例
報
告、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
の
要
約
で
す。

(

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
写
真
撮
影
宮
副
哲
郎
)
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蝦
夷

古
代
日
本
の
東
方
に
居
住
し、
政
治
的
に
大
和
政
権
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
人
々
を
さ
す
総
称。
『日
本
書
紀
』 

に
は、
大
和
政
権
の
征
服
活
動
に
対
す
る
東
方
の
敵
対
住
民
と
し
て
記
述
さ
れ
る。
そ
の
勢
力
は、
本
州
東
部
に 

広
く
及
ん
で
い
た。
七
世
紀
ご
ろ
に
は、
現
在
の
宮
城
県
中
部
か
ら
山
形
県
以
北
の
東
北
地
方
と
北
海
道
全
域
に 

住
み、
そ
の
一
部
は
日
本
の
領
域
の
中
に
あ
っ
た。
大
和
政
権
が
支
配
領
域
を
北
へ
拡
大
す
る
に
つ
れ
て、
し
ば 

し
ば
防
衛
の
た
め
に
戦
い、
反
乱
を
起
こ
し
た。
最
大
の
戦
い
は、
ア
テ
ル
ィ
.

モ
レ
ら
に
率
い
ら
れ
た
蝦
夷
の 

反
乱
で、
朝
廷
は
坂
上
田
村
麻
呂
を
征
夷
大
将
軍
に
任
じ、
数
度
の
戦
い
で
よ
ぅ
や
く
鎮
圧
し
た。
朝
廷
に
服
し 

た
蝦
夷
は
俘
囚
と
呼
ば
れ
る。
蝦
夷
は、
平
時
に
は
交
易
を
行
い、
昆
布、
馬、
毛
皮、
羽
根
な
ど
の
特
産
物
を 

も
た
ら
し
た。
九
世
紀
に
な
る
と
朝
廷
の
支
配
圈
拡
大
は、
岩
手
県
.

秋
田
県
の
ほ
ぼ
中
部
ま
で
及
び、
そ
の
後 

停
止
し
た。
し
か
し、
そ
の
後
も
現
地
の
{

目
人
や
俘
囚
の
長
ら
は
蝦
夷
内
部
の
紛
争
に
関
与
し
続
け、
地
方
権
力 

か
ら
支
配
を
浸
透
さ
せ
た。
こ
ぅ
し
て、
東
北
地
方
で
は
十
二
世
紀
ご
ろ
に
は
暇
夷
と
し
て
の
独
立
性
は
失
わ
れ 

た。

大
野
城

太
宰
府
都
城
の
北
辺
に
位
置
す
る
四
王
寺
山
(

標
高
四
 

一◦
メ
ー
ト
ル
)

に
構
築
さ
れ、
西
麓
に
は
博
多
湾 

か
ら
の
侵
攻
を
防
ぐ
水
城
大
堤
が
築
か
れ
て
い
る。
周
囲
は
馬
蹄
形
を
呈
す
る
尾
根
に
沿
っ
て
土
塁
が
築
か
れ、 

そ
の
総
延
長
は
六
.

五
キ
ロ
に
及
ぶ。
城
門
は
南
側
に
三
力
所、
北
側
に
一
力
所
あ
る。
土
塁
が
谷
部
を
通
る
部 

分
に
は、
割
石
を
積
み
上
げ
た
石
塁
を
築
く。
北
側
に
百
間
石
垣、
北
石
垣、
小
石
垣、
南
側
に
大
石
垣、
水
ノ 

手
石
垣
が
知
ら
れ
て
い
る。
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金
田
城

六
六
七
(

天
智
天
皇
六
)

年、
対
馬
の
浅
茅
湾
の
南
岸
に
位
置
し、
湾
内
を
一
望
で
き
る
通
称
城
山
(

標
高 

ニ
七
五
メ
ー
ト
ル
)

に
築
城
さ
れ
た。
城
山
の
山
頂
部
を
石
塁
で
囲
み、
そ
の
総
延
長
は
ニ
.

八
キ
ロ
に
及
ぶ。 

南
奥
に
深
く
延
び
る
黒
瀬
湾
の
西
岸
か
ら
城
内
に
通
じ
る
三
つ
の
谷
部
か
ら
登
り、
到
達
し
た
石
塁
個
所
に
ニ
. 

三
の
城
戸
と
呼
ば
れ
る
城
門
跡
が
あ
る。
こ
こ
に
は、
石
垣、
門
礎
石、
水
門
な
ど
が
残
っ
て
い
る。
ま
た、
近 

年
の
調
査
に
ょ
り
新
た
に
南
門
跡
が
発
見
さ
れ
た。

基
肄
城
六
六

五
(

天
智
天
皇
四
)

年、
大
野
城
.

金
田
城
と
と
も
に
築
か
れ
た
朝
鮮
式
山
城。
大
宰
府
政
庁
の
南
八 

キ
ロ
の
位
置
に
あ
る
基
山
(

標
高
四
一
四
メ
ー
卜
ル
)

の
尾
根
線
に
沿
っ
て
土
塁
が
築
か
れ
て
い
る。
そ
の
総
延 

長
は
約
三
.

九
キ
ロ
に
及
ぶ。
南
側
に
開
く
谷
部
に
は
花
崗
岩_
然
石
を
積
ん
だ
石
塁
が
見
ら
れ、
水
門
が
設
け 

ら
れ
て
い
る。
域
門
は
北
側
ニ
力
所
(

北
門、
東
北
門
)、

南
側
ニ
力
所
(

南
門、
東
南
門
)

が
知
ら
れ
て
い
る。 

大
宰
府
政
庁
前
面
の
八
世
紀
代
の
溝
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
簡
に
は、
基
肄
城
に
備
蓄
さ
れ
た
稲
榖
を
筑
前
.

筑 

後
.

肥
等
の
国
々
に
班
給
す
べ
き
こ
と
を
記
さ
れ、
緊
急
時
に
お
け
る
基
肄
城
の
役
割
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で 

き
る
。

鞠
智
城

熊
本
県
山
鹿
市
菊
鹿
町
米
原
か
ら
同
県
菊
池
市
堀
切
に
か
け
て
所
在
す
る
古
代
山
城。
築
城
年
代
に
関
す
る 

記
録
は
な
く、
『続
日
本
紀
』
六
九
八
(

文
武
天
皇
ニ
)

年
「太
宰
府
を
し
て
大
野、
基
肄、
鞠
智
の
三
城
を
繕
治 

す
る
」
と
の
記
録
が
初
見
。
こ
の
記
述
か
ら、
大
野
城
.

基
肄
城
が
築
か
れ
た
六
六
五
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
築
か
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れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る。
熊
本
県
教
育
委
員
会
に
よ
り
昭
和
四
十
ニ
年
か
ら
発
掘
調
査
を
実
施。
全
国
の
古 

代
山
城
で
初
め
て
と
な
る
八
角
形
建
物
跡
を
は
じ
め、
七
十
ニ
棟
の
建
物
跡
や
貯
水
池
跡、
木
組
遺
構、
文
字
の 

書
か
れ
た
木
簡
な
ど
貴
重
な
遺
構
•

遺
物
の
発
見
が
相
次
い
で
い
る。
城
門
は、
南
側
に
三
力
所
(

深
迫
門、
堀 

切
門、
池
の
尾
門
)

確
認
さ
れ
て
い
る
。
尾
根
線
に
沿
っ
て
土
塁
線
が
残
り、
一
部
崖
線
に
よ
り
囲
繞
さ
れ
る。 

そ
の
総
延
長
は、
三
.

五
キ
ロ
に
及
ぶ。
他
の
古
代
山
城
と
異
な
り、
標
高一

〇
〇
〜
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
台
地 

上
に
築
か
れ
る。
昭
和
四
十
年
代
の
調
査
か
ら
版
築
工
法
に
よ
る
土
塁
の
構
築
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た 

が、
近
年
の
調
査
成
果
に
よ
り
深
迫
門
跡
周
辺
や
南
側
.

西
側
土
塁
線
に
お
い
て
版
築
土
塁
が
確
認
さ
れ
た。

郡

古
代
の
郡
は、
律
令
制
の
行
政
区
画
で、
国
の
下
に
置
か
れ
た。
『日
本
書
紀j

に
は、
大
化
の
改
新
の
と
き
に
郡 

が
成
立
し
た
と
記
す
が、
当
時
は
実
際
に
評
と
呼
ば
れ
て
い
た。
大
宝
令
の
成
立
に
よ
っ
て
郡
と
な
り、
か
つ
て 

の
国
造
な
ど
が
郡
司
と
な
っ
て
管
轄
し
た。
郡
に
は
郡
衙
(

郡
家
)

が
置
か
れ、
班
田
や
徴
税
の
管
理
に
重
要
な 

役
割
を
果
た
し、
律
令
的
文
書
行
政
の
末
端
に
位
置
し
た。
郡
の
下
に
は
郷、
里
が
組
織
さ
れ
た。

神
籠
石
式
山
城

古
代
山
城
の
一
形
式。
朝
鮮
式
山
城
と
異
な
り、
『日
本
書
紀
』
や
『続
日
本
紀
』
な
ど
の
文
献
に 

記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
ぅ
。
丘
陵
や
谷
を
取
り
囲
ん
で
切
石
を
並
べ、
そ
の
上
に
土
塁
を
盛
る
築
造
方
式。 

九
州
に
お
い
て
は、
高
良
山、
雷
山、
御
所
ヶ
谷、
女
山、
杷
木、
唐
原、
宮
地
岳
(

福
岡
県
)

や
お
つ
ぼ
山、 

帯
隈
山
(

佐
賀

®
で
確
認
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
つ
い
て
は、
か
つ
て
①
山
城
と
す
る
説
②
霊
域
と 

す
る
説
に
よ
り
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た。
大
和
政
権
が
百
済
滅
亡
(

六
六
〇
年
)

な
ど
朝
鮮
半
島
の
情
勢
の
緊
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迫
化
を
受
け
て
築
い
た
軍
事
施
設
と
の
説
も
あ
る。
九
州
以
外
に
も、
朝
鮮
式
山
城
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ
た 

折
衷
タ
ィ
プ
が
認
め
ら
れ
る。

古
代
城
柵

古
代
の
律
令
国
家
が、
東
北
地
方
支
配
の
拠
点
と
し
て
設
置
し
た
役
所。
軍
事
的
機
能
も
併
せ
持
つ
。
六 

四
七
(

大
化
三
)

年、
濘
足
柵
が
造
ら
れ、
以
後
百
六
十
五
年
間
に
わ
た
り、
大
和
政
権
の
勢
力
拡
大
と
と
も
に 

城
柵
も
北
へ
と
移
動
し
た。

f
城
.

志
波
城
.

胆
沢
城
な
ど
が
あ
る。

防
人

古
代
日
本
に
お
い
て、
大
陸
に
面
し
た
北
部
九
州
地
方
の
崎
々
に
配
属
さ
れ、
防
衛
に
あ
た
っ
た
人
々
で、
崎 

守
と
も
い
ぅ
。
『日
本
書
紀
』
に
は、
六
六
四
年
に
「對
馬
嶋
.

壹
岐
嶋
.

筑
紫
国
等
に
防
と
烽
と
を
置
く
」
と
記 

録
さ
れ
る。
防
人
の
多
く
は
東
国
か
ら
徴
兵
さ
れ、
自
前
で
武
器
.

武
具
を
整
え、
難
波
律
に
集
合
し
太
宰
府
へ 

送
ら
れ
た。
任
期
は
三
年
間
で、
七
三
〇
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
た。
こ
の
と
き
の
様
子
は、
『万
葉
集
』
の 

防
人
の
歌
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る。

三代美録六

国
史
の
一
つ
。
清
和
天
皇
(

八
五
八
年
)

か
ら
光
孝
天
皇
(

八
八
七
年
)

の
代
を
ま
と
め
た
勅
撰
史
書。 

九
〇
一
(

延
軎
兀
)

年
に
完
成、
全
五
十
巻
か
ら
な
る。

続
日
本
紀

六
国
史
の
一
つ
。
六
九
七
年
(

文
武
天
皇
)

か
ら
七
九
一
年
(

桓
武
天
皇
)

ま
で
の
九
十
五
年
間
の
出
来
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事
を
ま
と
め
た
歴
史
書。
七
九
七
年
完
成、
全
四
十
巻。

須
恵
器
古
墳
時
代
や
そ
の
後
奈
良
.

平
安
時
代
に
作
ら
れ
使
用
さ
れ
た
容
器。
土
師
器
が
素
焼
で
あ
る
の
と
異
な
り、 

穴
窯
に
よ
り
還
元
焰
で
焼
成
さ
れ
た
灰
色
や
黒
灰
色
青
鼠
色
な
ど
を
呈
し、
質
も
比
較
的
硬
い。
五
世
紀
ご
ろ
大 

陸
の
陶
工
技
術
の
導
入
に
よ
り
発
達
し
た
も
の
で、
器
体
も
皿
•

坏
.

椀
•

瓶
.

鉢
.

壺
•

高
坏
.

甕
な
ど
が
あ 

り、
用
途
も
食
器
•

調
理
.

貯
蔵
用
な
ど
多
種
で
あ
る。

須
恵
器
窯
跡
須
恵
器
を
焼
い
た
窯
跡
。
登
窯
の
形
態
で、
地
下
式
.

半
地
下
式
で
床
面
は
無
段
の
も
の
が
多
い。
焚 

ロ
部
.

燃
焼
部
.

焼
成
部
•

煙
出
し
部
を
備
え
る。

礎
石
柱
の
立
つ
と
こ
ろ
に
据
え
る
石
を
礎
石
と
い、っ。
建
物
の
重
さ
で
柱
が
沈
ま
な
い
よ
う
に、
ま
た
柱
が
腐
ら
な 

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
基
礎。
自
然
石
の
も
の
や
切
石
の
も
の
が
あ
る。
礎
石
が
沈
ま
な
い
よ
う
に、
下
に
砂
利 

や
根
石
と
呼
ば
れ
る
石
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る。

礎
石
建
物
柱
の
立
つ
と
こ
ろ
に
礎
石
を
据
え、
建
物
の
重
み
に
よ
る
沈
み
込
み
を
防
ぐ
建
物
構
造。
礎
石
に
よ
り
建 

物
の
重
量
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め、
屋
根
の
構
造
に
は
瓦
葺
き
が
採
用
さ
れ
る。
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炭
化
米
稲
籾
や
米
が
火
を
受
け、
炭
化
し
た
も
の
を
い
ぅ。
自
然
の
作
用
で、
土
中
に
埋
も
れ
た
も
の
が
炭
化
す
る 

こ
と
も
あ
る。
鞠
智
城
跡
で
は
長
者
原
地
区
や
長
者
山
に
お
い
て
古
く
か
ら
炭
化
米
(

焼
米
)

が
出
土
し、
米
原 

長
者
伝
説
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た。
ま
た、
『文
徳
実
録
』
八
五
八
(

天
安
二
)

年
六
月
条
に
「菊
池
城
の
不
動
倉 

十
一
棟
が
火
災
に
あ
ぅ
」
と
の
記
録
が
み
ら
れ
る。

雉
城
城
壁
面
か
ら
長
方
形
に
突
出
し
た
防
御
施
設。
城
壁
を
は
い
上
が
る
敵
兵
を
射
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た。
韓
国 

の
城
に
は
四
隅
に
角
楼
を
設
け、
角
楼
と
城
門
の
間
に
城
外
に
突
出
し
た
雉
城
が
設
け
ら
れ
る。

朝
鮮
式
山
城

古
代
山
城
の
一
形
式。
神
籠
石
式
山
城
.

東
北
式
城
柵
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る。
古
代
に
お
い
て、
大 

和
政
権
が
朝
鮮
半
島
か
ら
の
侵
入
に
備
え
る
た
め
に
築
い
た
城。
神
籠
石
式
山
城
と
異
な
り、
『日
本
書
紀J

や 

『続
日
本
紀
』
な
ど
の
文
献
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る。
対
唐
•

新
羅
の
防
衛
的
施
設
と
し
て、
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海 

沿
岸、
畿
内
に
大
野
城
.

橡
城
(

基
肄
)
.

金
田
城
.

高
安
城
•

屋
嶋
城
な
ど
が
築
造
さ
れ
た。
こ
れ
ら
は
『日 

本
書
紀
』
に、
天
智
天
皇
四
(

六
六
五
)

年
大
野
城、
椽
城、
同
六
(

六
六
七
)

年
高
安
城、
屋
嶋
城、
金
田
城 

が
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る。
鞠
智
城
の
築
造
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
く、
『続
日
本
紀
』
六
九
八 

(

文
武
天
皇
ニ
)

年、
初
め
て
そ
の
名
を
見
る。

黾
地
塀
土
を
固
め
積
み
上
げ
て、
上
に
屋
根
を
か
け
た
土
堺。
寺
院
や
官
衙、
東
北
地
方
の
城
栅
に
お
い
て
採
用
さ
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れ
る。

烽

古
代
に
お
け
る
連
絡
方
法
の
一
つ
。
烽
火
の
こ
と
を
い、っ。
眺
望
の
き
く
峰
上
な
ど
に
烽
火
台
を
設
け、
煙
に
よ
っ 

て
緊
急
時
の
連
絡
を
行
っ
た。
山
城
跡
の
発
掘
調
査
の
際
に、
燃
焼
し
た
痕
跡
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る。

土
塁

土
を
盛
っ
て
塁
壁
と
な
し
た
も
の
。
版
築
工
法
に
よ
り
突
き
固
め
た
り、
崖
面
を
削
り
出
す
こ
と
で
内
城
と
外 

城
を
区
画
し、
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
役
割
を
果
た
す
防
禦
施
設。
鞠
智
城
で
は
や
せ
馬
の
背
の
よ
ぅ
な
地
形
を
利
用 

し
な
が
ら、
地
勢
に
あ
っ
た
つ
く
り
出
し
を
行
い、
城
の
周
囲
三
•

五
キ
ロ
の
守
り
を
固
め
て
い
る。
深
迫
門
跡 

で
は、
版
築
に
よ
る
土
塁
を
築
く
こ
と
で
谷
部
を
狭
め、
城
門
周
辺
の
守
り
を
堅
固
に
し
て
い
る。
そ
の
他、
南 

側
.

西
側
の
土
塁
線
に
お
い
て
版
築
土
塁
が
確
認
さ
れ
て
い
る。
土
塁
の
構
築
方
法
に
は、
山
稜
外
斜
面
に
版
築 

等
に
よ
っ
て
城
壁
を
築
き、
そ
の
基
辺
に
は
土
砂
の
流
失
を
防
ぐ
た
め
に
護
石
を
築
き
並
べ
る
内
托
法
と、
平
地 

に
土
塁
を
築
く
夾
築
法
が
あ
る。

日
本
書
紀

六
国
史
の
一
つ
で、
日
本
に
お
け
る
伝
存
最
古
の
勅
撰
史
書。
舎
人
親
王
ら
の
撰
で、
七
ニ
〇
(

養
老
四
) 

年
に
完
成
し
た。
神
代
か
ら
持
統
天
皇
の
時
代
ま
で
を
ま
と
め
た
歴
史
書。
全
三
十
巻
か
ら
な
る。

鉢
巻
式
山
城

山
頂
部
に
土
塁
線
を
巡
ら
し
囲
繞
し
た
山
城
の
築
城
法。
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版
築
両
板
で
土
を
と
め
て
泥
土
を
置
き、
突
き
固
め
る。
異
な
る
粘
土
や
砂
混
じ
り
の
土
な
ど
を
交
互
に
積
み
重
ね 

て
固
め
る
技
法。

包
谷
式
山
城
山
顶
か
ら
谷
部
を
抱
き
込
ん
で
左
右
に
下
る
尾
根
線
に
沿
っ
て
土
塁
線
を
築
き、
谷
部
出
ロ
を
通
水
孔 

を
伴
う
石
築
壁
で
遮
断
す
る
山
城
の
築
城
法。
西
日
本
の
古
代
山
城
の
大
半
が
こ
の
タ
ィ
プ
で
あ
る。

掘
立
柱
建
物
柱
の
立
つ
と
こ
ろ
に
穴
を
掘
り、
直
に
柱
を
差
し
込
み
建
て
る
建
物。
遺
構
と
し
て
は、
柱
を
差
し
込 

ん
だ
穴
の
痕
跡
が
整
然
と
発
見
さ
れ
る。
柱
が
建
物
の
周
囲
に
の
み
配
さ
れ
る
も
の
を
側
柱、
内
部
に
ま
で
柱
を 

配
す
る
も
の
を
総
柱
と
い
う
。

前
者
は
床
を
あ
げ
な
い
土
間
敷
き
の
建
物
に、
後
者
は
床
を
あ
げ
る
建
物
に
採
用 

さ
れ
る。

木
簡
杉
や
檜
な
ど
の
薄
い
短
冊
形
の
木
札
に、
墨
書
で
文
字
を
記
し
た
も
の
を
い
う。
日
本
に
お
い
て
は、
律
令
国 

家
体
制
の
整
っ
た
七
世
紀
中
葉
か
ら
発
達
し、
八
世
紀
の
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ、
そ
の
多
く
は
平
城 

宮
跡、
長
屋
王
邸
跡
を
は
じ
め、
各
地
の
官
衙
跡
な
ど
の
遗
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る。
用
途
は
往
復
文
書、
帳 

簿、
呪
符
な
ど
の
文
書
様
木
簡
と
貢
物
な
ど
の
物
品
に
付
け
た
付
札、
そ
の
他
楽
書
.

習
書
な
ど
が
あ
る。

文
徳
天
皇
実
録

六
国
史
の
一
つ
。
文
徳
天
皇
の
代
(

八
五
〇
〜
八
五
八
年
)

を
ま
と
め
た
勅
撰
史
書。
八
七
九
(

元 

慶
三
)

年
完
成、
全
十
巻
か
ら
な
る。
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羅
城
都
京
の
城
の
周
廓
に
設
け
ら
れ
た
施
設
。
本
来、
古
代
中
国
の
都
城
に
見
ら
れ
る
も
の
で、
朝
鮮
半
島
に
お
い 

て
も、
高
句
麗
の
都
城
に
見
る
こ
と
が
で
き
る。
土
塁
が
都
城
の
周
囲
の
平
地
や
山
稜
に
連
瓦
し
内
堀
と
外
堀
と 

を
備
え、
土
塁
に
は
石
積
み
の
部
分
も
あ
り、
粘
土
や
礫
で
版
築
的
に
固
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
る。
百
済
で
は
特 

に
最
後
の
都
城
の
扶
余
に
よ
く
残
さ
れ、
土
築
よ
り
成
る。
日
本
に
お
い
て
は、
『日
本
書
紀
』
(

巻一

一九)
の
天 

武
天
皇
八
年
十
一
月
の
条
に
「難
波
築
羅
城
」
の
記
録
が
み
ら
れ
る。
こ
れ
は
古
代
日
本
の
都
京
に
羅
城
の
施
設 

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る。
平
城
京
に
お
い
て
も
直
接
羅
城
の
名
は
見
ら
れ
な
い
が、
『続
日
本
紀J

 

の
中
に
羅
城
の
存
在
を
示
す
記
録
が
散
見
さ
れ
る。

里 
①
中
国
律
令
制
に
お
け
る
尺
貫
法
の
長
さ
の
単
位。
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
も
こ
れ
に
な
ら
つ
た。
三
百
歩 

(
一
歩
は
五
尺
)

を
一
里
と
し
た。

代
律
令
制
の
末
端
の
行
政
単
位
で、
郷
の
下
に
置
か
れ
た。
一
里
は
約
五 

十
戸
よ
り
な
る。

六
国
史
古
代
日
本
の
律
令
国
家
が
編
慕
し
た
六
つ
の
一
連
の
勅
撰
史
書
で、
『日
本
書
紀
』
『続
日
本
紀
』
『日
本
後
紀
』 

『続
日
本
後
紀
』
『文
徳
天
皇
実
録
』
『三
代
実
録
』
を
い
ぅ。
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