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。
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料
篇
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し
て
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ま
と
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学
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学
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熊
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創
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史
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生
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」
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智
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発
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査
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従
事
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-
報
告

は
じ
め
に

「
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
成
果
」

矢
野
裕
介

能
登
原
孝
道

(
熊
本
県
教
育
委
員
会
)

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
の
能
登
原
と
申
し
ま
す
。
私
の
ほ
う
か
ら
は

本
日
、
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
成
果
と
題
し
ま
し
て
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

年
か
ら
約
半
世
紀
に
わ
た
り
ま
し
て
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
問
、
平

成
一
六
年
の

ま
ず
鞠
智
城
跡
で
は
、
昭
和
四
一

月
に
は
、
日
本
の
歴
史
上
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
閣
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
ま
た
、
現
在
発
掘
調
査
の
成
果

を
基
に
、
歴
史
公
閣
の
整
備
を
現
在
進
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
昨
年
の
一
二
月
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
調
査
を
総
括
し
た
調

査
報
告
書
を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
本
日
は
そ
の

の
成
果
を
含
め
ま
し
て
、
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
成
果
に
つ
い
て
ご
報
告
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
、
鞠
智
城
跡
の
概
要

ま
ず
鞠
智
城
の
概
要
で
す
が
、
鞠
智
城
と
い
う
の
は
七
世
紀
後
半
、
今
か
ら
約

三
O
O年
前
に
、
大
和
朝
廷
に
よ
っ
て
築
城
さ

6 鞠智城シンポジウム[東京会場}



代
山
城
に
な
り
ま
す
。
こ
の
城
が
築
か
れ
た
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
西
暦
六
六
三
年
に
朝
鮮
半
島
で
起
こ
り
ま
し
た
白

と
も
一
一
百
い
ま
す
が
、

そ
の
戦
い
に
な
り
ま
す
。

そ
の
戦
い
の
原
因
と
な
っ
た
の
は

キナ了れ
江;た
の
戦

「
は
く
そ
ん
こ
う
の
た
た
か
い

の
唐
と
、
そ
れ
か
ら
百
済
の
東
隣
に
あ
り
ま
し

西
暦
六
六

O
年
、
朝
鮮
半
島
の
南
西
部
に
ご
ざ
い
ま
し
た
百
済
と
い
う
国
が
、

日
本
は
朝
鮮
半
島
に

た
新
羅
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
当
時
日
本
は
、
百
済
と
友
好
関
係
に
あ
り
百
済
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
、

出
兵
を
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
韓
国
の
西
海
岸
の
白
村
江
と
い
う
場
所
で
、
新
羅
と
唐
の
連
合
軍
と
戦
う
の
で
す
が
、
大

は
、
大
化
の
改
新
で
有
名
な
天
智
天
皇
で
す
。
天
智
天
皇
は
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
が
勝

敗
し
て
し
ま
い
ま
す
。
当
時
の
日
本
の

利
の
勢
い
に
乗
じ
て
、
日
本
に
攻
め
込
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
西
日
本
の
各
地
に
山
城
を
造
っ
て

い
き
ま
す
。
鞠
智
城
は
そ
の
時
に
造
ら
れ
た
山
城
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
鞠
智
城

は
、
古
代
日
本
の
防
衛
体
制
の
一
翼
を
担
っ
た
城
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

る
か
と
思
い
ま
す
。
ま

写真 1 能登原孝道氏(東京会場)

た
鞠
智
城
は
七
世
紀
後
半
に
造
ら
れ
ま
し
て
、

O
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
約
三

0
0年
間
存
続
し
た
城

で
、
古
代
山
城
の
中
で
も
か
な
り
長
期
間
使
わ
れ
た
城
に
な
り
ま
す
。

そ
の
間
の
変
遷
は
五
期
に
分
け

ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
か
ら
ま
た
詳
し
く
ご
説
明
を
い
た

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
ち
ら
は
古
代
山
城
の
分
布
に
な
り
ま
す
。
白
村
江
の
戦
い
で
の
敗
戦
の
あ
と
、

西
日
本
各
地
に
山

城
が
造
ら
れ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
が
攻
め
て
く
る
と
想
定
さ
れ
る
ル

i
ト、

ま
り
最
前
線
の
対
馬
、

そ
し
て
北
部
九
州
、

そ
れ
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
か
ら
近
畿
に
か
け
て
の
地
域
に イコ

報告「鞠智城跡の調査と成果j7 



造
ら
れ
ま
す
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
全
部
で

一
番
南
に
位
置

の
城
が
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
鞠
智
城
は
、

し
て
い
る
城
に
な
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
鞠
智
城
跡
の
位
置
で
す
が
、
鞠
智
城
跡
は
熊
本
県
の
北
部
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
熊
本
県
に
阿
蘇
山
と
い
う

山
が
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
蘇
の
外
輪
山
か
ら
有
明
海
に
向
け
て
流
れ
る
菊
池
川
と
い
う
大
き
な
川
が
あ
り
、
鞠
智
城
は
そ
の
菊
池
川
の

河
口
か
ら
内
陸
に
約
四

0
キ
ロ
遡
っ
た
地
点
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
の
山
鹿
市
と
菊
池
市
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
の
九
州
の
中
心
は
、
大
宰
府
と
い
う
場
所
で
し
た
。

こ
れ
は
現
在
の
福
隠
県
の
太
宰
府
市
に
あ
っ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
鞠
智
城
は
南
に
直
線
距
離
で
約
六
三
キ
ロ
離
れ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
熊
本
県
は
古
代
に
お
い
て
は
肥
後
国
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
肥
後
国
の
中
心
、
国
府
、
が
あ
っ
た
熊
本
市

周
辺
部
か
ら
は
北
に
約
一
ニ

0
キ
ロ
離
れ
た
場
所
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。

こ
ち
ら
が
鞠
智
城
跡
を
南
東
方
向
か
ら
撮
影
し
た
航
空
写
真
で
す
。
赤
の
線
で
示
し
た
範
囲
が
鞠
智
城
の
城
の
範
閉
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
は
標
高
約
一
四

0
メ
ー
ト
ル
の
、
通
称
米
原
台
地
と
呼
ば
れ
ま
す
台
地
上
に
こ
の
城
は
位
朋
思
し
て
お
り
ま
す
。
鞠
智
城
以
外
の

山
城
が
、
標
高
田

0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
い
所
に
造
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
こ
の
鞠
智
城
は
山
城
と
い
い
な
が
ら
も
、

か
な

り
低
い
場
所
に
築
か
れ
て
い
る
の
が
そ
の
立
地
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
鞠
智
城
の
こ
と
は
古
い
文
献
や
歴
史
書
に
も
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
国
の
歴
史
を
記

し
ま
し
た
六
つ
の
国
史
、
国
の
歴
史
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ヱ
ハ
国
史
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
最
も
吉
い
の
が
『
日

日
本
書
紀
の
次
に
編
纂
さ
れ
ま
し
た
、
『
続
日
本
紀
』
と
い
う
も
の
に
鞠
智
城
の
名
前
が
出
て
ま
い
り

本
書
紀
』
に
な
り
ま
す
が
、
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ま
す
。
ど
の
よ
う
に
出
て
く
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
大
宰
府
に
、
大
野
城
、
基
凶
弾
城
、
鞠
智
城
の
一

つ
の
城
を
修
理
さ
せ
た
と
い
う

記
事
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
鞠
智
城
が
文
献
に
出
て
く
る
最
初
の
記
事
に
な
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ
た
と

い
う
記
事
は
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
九
世
紀
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
、
そ
し
て
『
日

本
三
代
実
録
』
と
い
う
歴
史
書
に
も
、
鞠
智
城
の
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
時
は
、
菊
池
城
院
、
ま
た
は
菊
池
郡
城
院
と
い

う
名
前
で
出
て
き
ま
す
。
そ
の
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
鞠
智
城
に
あ
り
ま
し
た
武
器
庫
に
保
管
し
て
あ
っ
た
鼓
が
勝
手
に
鳴
っ
た
と

い
う
奇
怪
な
現
象
や
、
あ
る
い
は
鞠
智
城
の
中
に
あ
っ
た
不
動
倉
、
こ
れ
は
米
倉
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
米
倉
が
一
一
棟
火
事
で
焼

け
た
、
と
い
う
記
事
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
西
暦
八
七
九
年
の
『
日
本
一
一
一
代
実
録
』
の
記
事
を
最
後
に
、
鞠
智
城
の
こ

と
は
文
献
か
ら
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
鞠
智
城
の
修
理
か
ら
、

そ
の
八
七
九
年
ま
で
の

約
一
八
一
年
間
は
鞠
智
城
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
文
献
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

写真2 矢野裕介氏(大阪会場)

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
ち
ら
は
鞠
智
城
の
平
語
図
に
な
り
ま
す
。
太
い
線
の
、
赤
い
線
、
青
い
線
、

い
線
で
囲
っ
た
範
閉
が
、
鞠
智
城
の
範
囲
に
な
り
ま
す
。
城
内
の
面
積
が
、
約
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
こ

れ
は
東
京
ド

i
ム
約
一
二
個
分
の
広
さ
で
、
か
な
り
広
い
面
積
に
な
り
ま
す
。
周
囲
の
長
さ
は
、
約
一
一

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
そ
し
て
冒
頭
に
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、
昭
和
四
二
年
か
ら
、

次
に
わ

た
る
発
掘
調
査
を
熊
本
県
で
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
城
の
中
心
部
、
台
地
の
平
知
一
部

に
当
た
る
場
所
、
こ
の
場
所
か
ら
合
計
で
七
二
棟
の
建
物
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
城
の
南
側

か
ら
は
、

ニ
ケ
所
の
域
内
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
東
か
ら
、
深
迫
問
、
堀
切
門
、
池
ノ
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尾
門
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
城
内
の
北
側
の
谷
部
に
は
、
貯
水
池
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
所
に
な
り
ま
す
が
、

現
在
は
完
全
に
池
は
埋
も
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
こ
こ
に
約
五
三

0
0平
米
の
池
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

し
て
、
発
掘
調
査
で
は
、
土
器
や
瓦
、
木
製
品
、
そ
し
て
木
簡
や
、
百
済
系
鍋
造
菩
薩
立
像
と
い
っ
た
貴
重
な
遺
物
が
出
土
い
た
し

ま
し
た
。

二
、
鞠
智
城
跡
の
内
部
構
造

こ
ち
ら
は
平
成
九
年
度
に
撮
影
い
た
し
ま
し
た
長
者
原
地
匿
の

で
、
こ
の
地
区
は
最
も
建
物
跡
が
集
中
し
て

っ
か
つ

た
地
区
に
な
り
ま
す
。
白
い
点
々
で
見
え
る
の
は
、
建
物
跡
の
柱
の
跡
で
す
。
鞠
智
城
か
ら
検
出
さ
れ
た
建
物
は
掘
立
柱
建
物
と
礎

石
建
物
の
二
種
類
、
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
掘
立
柱
建
物
と
い
う
の
は
、
穴
を
掘
っ
て
、
そ
こ
に
柱
を
そ
の
ま
ま
立
て
る
タ
イ
プ
の
建
物

で
、
礎
石
建
物
と
い
う
の
は
、
柱
の
下
に
大
き
な
石
を
敷
く
タ
イ
プ
の
建
物
で
す
。
掘
立
柱
建
物
か
ら
礎
石
建
物
に
変
遷
し
て
い
っ

た
こ
と
が
、
鞠
智
城
の
調
査
か
ら
も
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
建
物
が
あ
る
中
で
、
大
変
特
徴
的
な
建
物
と
い
う
の
が
、
赤
い
丸
で
示
し
て
お
り
ま
す
、
平
面
八
角
形
を
呈
す
る
建

物
跡
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
南
北
二
棟
分
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
北
側
か
ら
は
、
片
仮
名
の
コ
の
字
形
に
配
置
さ

れ
ま
し
た
建
物
群
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
コ
の
字
形
配
置
の
建
物
は
、
古
代
の
役
所
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の

で
し
て
、
お
そ
ら
く
鞠
智
城
の
こ
の
場
所
に
も
、
城
の
運
営
や
管
理
を
つ
か
さ
ど
っ
た
中
枢
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
長
者
原
地
区
の
台
地
を
下
り
て
行
っ
た
所
に
は
、
貯
水
池
の
跡
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
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つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
建
物
跡
を
近
く
か
ら
撮
影
し
た
写
真
に
な
り
ま
す
。
上
の
左
側
の

南
北
二
棟
見
つ
か
っ
た
八

角
形
建
物
の
う
ち
、
南
側
か
ら
見
つ
か
っ
た
建
物
で
す
。
真
一
ん
中
に
大
き
な
心
柱
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
周
り
を
柱
が
八
角
形
状

に
、
ま
た
三
重
一
に
め
ぐ
っ
て
お
り
ま
す
。
上
の
右
側
の
写
真
は
北
側
か
ら
見
つ
か
っ
た
八
角
形
建
物
で
し
て
、
こ
れ
も
向
じ

中
に
心
柱
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
周
り
を
八
角
形
状
に
柱
が
め
ぐ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
南
側
が
三
重
一
に
柱
が
め
ぐ
る
の
に
対
し
、
北

1JlJJ 
は

に
め
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
下
の

四
九
号
建
物
跡
と
呼
ん
で
い
ま
す
礎
石
建
物
跡
で
、

こ
ち
ら
は
縦
横
の
長
さ
が

-
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
、
鞠
智
城
の
中
で
も
最
大
規
模
の
礎
石
建
物
跡
に
な
り

六
メ
ー
ト
ル
×

ま
す
。つ

づ
き
ま
し
て
、
城
内
の
説
明
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
城
の
最
も
西
側
か
ら
見
つ
か
り
ま
し
た
、
油
ノ
尾
内
跡
の

写
真
に
な
り
ま
す
。
両
側
か
ら
尾
根
が
追
っ
て
お
り
、
尾
根
に
挟
ま
れ
た
谷
部
に
円
が
造
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
谷
部
を
遮
る
よ
う
に

石
塁
が
造
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、

の
下
か
ら
は
、

一
部
を
残
し
て
ほ
と
ん
ど
崩
壊
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の

通
水
溝
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
通
水
溝
と
い
う
の
は
、
城
内
の
水
を
域
外
に
流
す
た
め
の
暗
渠
状
の
溝
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
調
査
区
の
中
か
ら
は
円
の
跡
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

お
そ
ら
く
画
面
の
右
側
、
現
在
道
路
が

っ
て
い
る
所
に
、

古
代
の
門
、
城
内
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、

の
左
側
は
堀
切
門
跡
の
調
査
中
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

つ
あ
る
城
内
の
う
ち
の
真
ん
中
に
位
置

し
て
お
り
ま
す
。
奥
に
見
え
て
お
り
ま
す
の
が
、
門
礎
石
と

つ
の
石
に
二
つ
の
軸
招
穴
、
軸
摺
穴
と
い
う
の
は
扉
の
軸
を
入
れ
込
む
た
め
の
穴
で
、
そ
れ
が
一

い
ま
し
て
、
円
の
下
に
敷
い
て
い
た
、

石
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

つ
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
大
変
珍
し
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い
形
式
の
も
の
で
す
。
ま
た
堀
切
門
跡
か
ら
は
、
城
の
外
か
ら
中
に
入
る
側
溝
を
持
つ
道
路
の
跡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

右
側
が
、
深
追
門
跡
、
最
も
城
の
東
側
か
ら
見
つ
か
っ
た
門
で
、
こ
こ
か
ら
も
門
の
礎
石
の
ほ
か
、
門
の
両
側
に
広
が
る
土
塁
の
跡

が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
貯
水
池
跡
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
左
側
は
貯
水
池
跡
の
池
尻
部
を
調
査
し
て
い
る
時
に
撮
影
し

に
な
り
ま
す
。
左
右
の
両
側
に
毘
根
、
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
の
真
ん
中
の
低
い
部
分
、
も
う
現
在
で
は
裡
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ

は
全
て
貯
水
池
が
あ
っ
た
場
所
に
な
り
ま
す
。
右
側
の
写
真
は
調
査
中
に
撮
影
し

で
、
柱
な
ど
の
建
築
用
材
の
出
土
状
況
の

写
真
に
な
り
ま
す
。
貯
水
池
跡
と
い
う
の
は
、
飲
料
用
の
水
も
も
ち
ろ
ん
溜
め
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
こ
う
い
っ
た
建
築

用
材
な
ど
を
保
管
す
る
貯
木
場
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
ち
ら
は
土
塁
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
鞠
智
城
は
周
囲
一
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
う
ち
、

西
側
と
南
側
か
ら
土
塁
線
が
明
確
に
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
土
塁
と
い
う
の
は
、
ほ
か
の
古
代
山
城
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
版
築

士
塁
と
い
う
士
塁
が
造
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
性
質
の
違
う
土
や
砂
を
交
互
に
突
き
固
め
て
い
き
ま
し
て
、
強
固
な
城
壁
に
し

た
も
の
で
す
。
右
側
の
西
側
土
塁
線
の
写
真
を
見
ま
す
と
、
土
塁
の

番
下
に
石
を
並
べ
ま
し
て
、
そ
の
上
に
土
を
盛
っ
て
い
る
状

況
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

一
一
一
、
鞠
智
城
跡
の
出
土
遺
物

つ
づ
き
ま
し
て
、
鞠
智
城
跡
か
ら
出
土
い
た
し
ま
し
た
遺
物
に
つ
い
て
紹
介
、
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鞠
智
城
跡
か
ら
最
も
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多
く
出
土
し
て
い
る
の
が
、
土
器
に
な
り
ま
す
。
土
器
と
は
お
盟
な
ど
の
器
の
こ
と
で
す
。
左
の
写
真
は
、
須
恵
器
と
呼
ば
れ
ま
す

高
温
で
焼
か
れ
ま
し
た
土
器
に
な
り
ま
す
。
右
側
の
赤
茶
色
っ
ぽ
い
土
器
は
、
土
師
器
と
言
い
ま
し
て
、
須
恵
器
よ
り
も
低
温
で
焼

か
れ
た
素
焼
き
の
焼
物
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
土
器
の
形
態
的
な
特
徴
か
ら
、
例
え
ば
そ
の
士
山
市
が
出
土
し
ま
し
た
建
物
跡
な

ど
の
時
期
、
年
代
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
土
器
は
大
変
重
要
な
遺
物
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
木
製
品
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
貯
水
池
跡
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
貯
水
池
跡
で
は
、
柱
な
ど
の

建
築
用
材
も
保
管
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
こ
の

の
よ
う
な
平
鍬
や
横
槌
と
い
っ
た
も
の
も
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
貯
水
池
跡
か
ら
出
土
し
ま
し
た
木
簡
に
な
り
ま
す
。
木
簡
と
は
、
細
長
い
板
に
墨
で
文
字
を
書
い
た
も

口
五
斗
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
解
読
で
き
な
か
っ
た
回
文
字
自
に
、

の
で
、
こ
の
木
簡
に
は
、
上
か
ら

お
そ
ら
く
米
と
い
う
文
字
が
入
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
秦
人
忍
と
い
う
人
が
、
米
を
五
斗
、
鞠
智
城
に
納
め
ま
し
た
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
こ
れ
は
瓦
に
な
り
ま
す
。
こ
の
瓦
は
建
物
の
軒
先
を
飾
る
、
軒
丸
瓦
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

の
花
の
模
様
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
平
成
二

O
年
に
貯
水
池
跡
か
ら
出
土
し
ま
し
た
百
済
系
の
銅
造
菩
薩
立
像
に
な
り
ま
す
。

で
す
と

少
し
大
き
く
見
え
ま
す
が
、
実
際
は
高
さ
二
一
・
七
セ
ン
チ
、
幅
三
セ
ン
チ
の
小
型
の
仏
像
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
形
態
的
な
特
徴

か
ら
、

七
世
紀
後
半
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
で
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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回
、
鞠
智
城
の
変
遷

次
に
鞠
智
城
の
変
遷
に
移
り
ま
す
。
こ
れ
は
冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
、
昨
年
三
月
に
作
成
し
ま
し
た
調
査
報
告
書
の
中
で
明
ら
か
に

O
世
紀
中
頃
ま
で
一
ニ

0
0年
間
変
遷
し
た
と
分
か
っ
て
お
り
ま
す

な
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鞠
智
城
は
七
世
紀
後
半
か
ら

が
、
そ
の
中
で
五
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
最
初
の
時
期
が
、
鞠
智
城

I
期
に
な

一
O
O
年
を
四
分
割
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
の

り
ま
す
。
こ
れ
が
七
世
紀
第
3
四
半
期
か
ら
第
4
四
半
期
。
開
半
期
と
い
う
の
は
、

で
、
七
世
紀
第
3
四
半
期
は
、
西
暦
六
五

O
年
か
ら
六
七
五

の
時
期
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
は
鞠
智
城
の
創
建
期
で
し
て
、
掘

立
柱
建
物
が
造
ら
れ
ま
す
。
ま
た
城
内
、
貯
水
池
、
土
塁
も
造
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
古
代
山
城
と
し
て
の
最
低
限
の
機
能
が

備
わ
っ
た
時
期
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
鞠
智
城

H
期
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
は
八
角
形
の
建
物
が
出
て
き

写真3 矢野裕介氏(大阪会場)

ま
し
て
、
ま
た
コ
の
字
形
配
置
の
建
物
群
も
出
現
し
ま
す
。
内
部
施
設
の
充
実
化
が
図
ら
れ
た
時
期
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
ま
し
た
鞠
智
城
の
修
理
の
時
期
も
六

九
八
年
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
鞠
智
城
の

H
期
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
鞠
智
城
皿
期
は
、
礎
石
建
物
が
出
現
し
て
く
る
時
期
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
城
内
か
ら
土
器

が
全
く
出
土
し
ま
せ
ん
の
で
、
城
の
活
動
は
停
滞
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
づ
き
ま
し
て
、
鞠
智
城
町
期
は
、
礎
石
建
物
が
大
型
化
す
る
時
期
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

考
え
ら
れ
る
建
物
が
多
い
こ
と
か
ら
、
食
糧
備
蓄
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
お
り

14 鞠智城シンポジウム[東京会場]



ま
す
。そ

し
て
、
鞠
智
城
の
終
末
期
に
あ
た
る
鞠
智
城

V
期
は
、
建
物
の
数
が
減
少
し
ま
す
が
、
新
た
に
大
型
の
礎
石
建
物
が
建
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
倉
庫
と
し
て
の
機
能
が
主
体
的
に
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
な
発
掘
調
査
成
果
を
基
に
し
ま
し
て
、
鞠
智
城
で
は
こ
れ
ま
で
歴
史
公
園
と
し
て
の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
合
わ
せ
て
四
棟
の
建
物
跡
を
復
元
整
備
し
て
お
り
ま
す
。
左
側
の
写
真
は
、
南
側
の
八
角
形
建
物
跡
を
復
元
し
ま
し
た
、

八
角
形
鼓
楼
に
な
り
ま
す
。
右
側
は
、
上
か
ら
米
倉
、
兵
舎
、
板
倉
と
い
っ
た
建
物
を
城
内
に
復
元
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
域
内

に
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
と
し
ま
し
て
、

温
故
創
生
館
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
鞠
智
城
の
歴
史
や
変
遷
に
つ
い
て

分
か
り
ゃ
す
く
説
明
し
た
パ
ネ
ル
、
ま
た
実
際
に
鞠
智
城
か
ら
出
土
し
ま
し
た
土
器
や
瓦
、
ま
た
木
製
品
と
い
っ
た
遺
物
も
多
数
展

示
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
鞠
智
城
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
は
、
是
非
一
度
、
鞠
智
城
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
少
し
駆
け
足
に
な
り
ま
し
た
が
、
以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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講
演
一

律
令
国
家
と
古
代
山
城

講
演
者
紹
介

ささ
JIL 

木

敏
夫
(
あ
ら
き

早
稲
田
大
学
教
育
学
部

と
し
お
)

一
九
八
七
年
専
修
大
学
文
学
部
教
授
。

愛
知
教
育
大
学
講
師
、
助
教
授
を

経
て

二

O
O
二
年

i
一一

O
一
O
年
ま
で
文
学
部
長
・
副
学
長
を
歴
任
。

専
門
は
日
本
古
代
史
。

17 



-
講
演

「
律
令
国
家
と
古
代
山
城
」

荒
木
敏
夫

(
専
修
大
学
教
授
)

は
じ
め
に

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
専
修
大
学
の
荒
木
で
ご
ざ
い
ま
す
。

コ叫
A

斗
t

品、

7

l

 

し
て
文
献
か
ら
、
こ
の
鞠
智
城
が
で
き
る
歴
史
的
背
景
と
鞠
智
城
の
遺
跡
と
し
て
の
「
終
駕
」
を
お
話
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
留
意
し
た
い
の
は
本
日
の
最
後
に
述
べ
る
こ
と
で
す
が
:
、
鞠
智
城
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
終
え
て

も
な
お
時
代
、
時
代
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
る
鞠
智
城
の
機
能
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
申
し
あ
げ
る
の
は
、
地
域
の
歴
史
を

考
え
る
持
、
こ
う
し
た
視
点
は
、
極
め
て
重
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

一
、
七
世
紀
(
後
半
)
の
古
代
日
本
と
鞠
智
城
の
築
造

『
続
日
本
紀
』
文
武
一

年
(
六
九
八
)
五
月
条
に
、
「
大
野
城
・
基
捧
城
・
鞠
智
城
の
三
城
を
繕
治
す
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
、
文
献
史
料
に
み
え
る
「
鞠
智
城
」
の
初
見
史
料
で
す
。
鞠
智
城
の
他
に
二
城
に
修
理
を
施
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る

史
料
で
す
。

鞠
智
城
の
よ
う
な
古
代
の
山
城
の
分
布
は
、
九
州
、
そ
し
て
西
日
本
に
点
在
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
こ
れ
ら
を
朝
鮮
式
山
城

18 鞠智城シンポジウム[東京会場]



と
い
っ
た
り
、
神
緩
石
と
い
っ
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。
本
日
は
「
古
代
(
の
)
山
城
」

で
統

し
て
、
こ
の
鞠
智
城
の
で
き
る
七

世
紀
後
半
が
ど
う
い
う
時
代
状
況
・
時
代
背
景
で
あ
る
か
を
、

ま
ず
、
お
話
し
し
ま
す
。

年
)
の
即
位
す
る
七
世
紀
後
半
は
、
東
ア
ジ
ア
に
、

百
済
滅
亡
、

そ
し
て
臼
村
江
の
戦
い
、

皇
機
女
帝
が
重
一
昨
し
て
斉
明
女
帝
(
在
位
ー
六
五
五
年

i
六
六

の
滅
亡
と
い
う
大
き
な
変
動
が
あ
り
ま
し
た
。
西
日
本
か
ら
九
州
に
か
け
て
、
古
代
山
城
が
築
造

致
す
る
見
方
で
す
。

さ
れ
る
契
機
は
、
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
大
方
の

こ
の
白
村
江
の
戦
い
、
国
内
で
は
な
く
国
外
に
出
て
行
っ
た
大
が
か
り
な
戦
争
で
す
。
戦
争
は
、
「

と
理
解
す
る
考
え
が

あ
る
よ
う
に
、
究
極
的
に
は
王
自
ら
が
戦
争
に
赴
く
(
親
征
)
形
式
が
基
本
的
な
も
の
で
す
。

斉
明
女
帝
は
斉
明
七

(
六
六
一
)
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

(
六
六
三
)
八
月
の

天
智

白
村
江
の
戦
の
大
敗
は
、
中
大

が
、
最
高
指
揮
官
で
あ
っ
た

後
。コ

と
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
斉
明
天
皇
が
亡
く
な
っ
て
、
戦
争
を
中
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な

写真 4 荒木敏夫氏

か
っ
た
が
、
中
大
兄
皇
子
は
、
戦
争
に
突
き
進
ん
で
い
き
、
遂
に
は
、
壊
滅
的
な
打
撃
を
蒙
っ
て
い
ま

す。
自
村
江
の
戦
い
は
、
そ
の
前
段
階
か
ら
み
れ
ば
、
斉
明
女
帝
の
戦
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
戦
争

と
な
り
ま
す
。

「
斉
明
紀
」

べ
き
点
を
一
点
だ
け
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思

の
記
述
で
、

の

い
ま
す
。

講演 1 I律令国家と古代ILJ城j19 



自
村
江
の
戦
い
は
、
倭
国
が
久
方
ぶ
り
に
大
量
の
兵
士
を
外
に
送
り
出
し
た
戦
争
で
し
た
。
そ
う
い
う
戦
争
の
き
っ
か
け
を
作
つ

た
の
が
、
斉
明
女
帝
で
す
。

斉
明
女
帝
の

「
斉
明
紀
」

は
、
『
日
本
書
紀
』
に
編
纂
者
に
よ
っ
て
多
く
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
種
の
ス
ト

i
リ
ー
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
次
の
よ
う
に
み
て
い
ま
す
。

「
斉
明
紀
」

は
、
「
鬼
神
に
魅
入
ら
れ
た
女
帝
の
話
」
と
み
る
と
、

の
全
体
が
理
解
で
き
ま
す
。

「
斉
明
紀
」

ま
ず
、

は
、
そ
の
冒
頭
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
奇
妙
な
話
を
載
せ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
空
中
に
、
龍
に
乗
っ
て
い
る

「
斉
明
紀
」

者
が
い
て
、

f

貝
五
二
ヒ
つ
3

4
E
，
刀
ナ
j

t

J
刀

「
唐
人
に
似
た
」
、
異
国
の
人
で
す
。

そ
の
唐
人
が
青
き
油
の
笠
を
着
て
、
葛
城
の
峰
よ
り
生
駒
に
向
か

っ
て
北
上
し
、
生
駒
か
ら
は
西
に
走
っ
て
、
住
之
江
へ
飛
ん
で
い
る
。
関
西
の
地
理
を
、
少
し
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
奈

良
県
の
南
部
の
葛
城
か
ら
北
の
生
駒
へ
行
き
、
さ
ら
に
生
駒
の
西
に
行
く
と
、
住
吉
神
社
の
あ
る
住
吉
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
龍
に

乗
っ
て
い
た
者
は
、
住
之
江
か
ら
一
気
に
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
、

と
の
話
で
あ
る
。

こ
う
し
た
話
を
「
斉
明
紀
」

の
冒
頭
近
く
に
置
く
一
方
で
、
そ
の
最
後
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
斉
明
天
皇
の
葬
儀
の
話
が
置
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
斉
明
が
死
ん
で
、

の
中
大
兄
が
仮
の
葬
儀
を
朝
倉
で
や
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夕
方
に
、
朝
倉
山

の
山
上
に
大
き
な
笠
を
付
け
た
鬼
が
そ
の
仮
の
葬
儀
の
模
様
を
じ
っ
と
見
て
い
た
、

と
い
F70

こ
の
鬼
と
先
の
異
人
は
、
イ
コ
ー
ル
の
関
係
で
結
べ
ま
す
。
斉
明
の
死
を
予
感
し
て
、
異
人
・
鬼
神
は
西
の
筑
紫
の
地
(
福
岡
県
)

へ
先
に
飛
ん
で
待
っ
て
い
る
。
斉
明
は
、
福
岡
の
地
で
「
お
い
で
お
い
で
」

の
手
招
き
を
し
て
い
る
異
人
・
鬼
神
に
引
き
寄
せ
ら
れ

る
か
の
ご
と
く
に
、
筑
紫
の
地
に
着
き
、
筑
紫
朝
倉
の
地
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
斉
明
紀
」
に
一
記
さ
れ
た
斉
明
女
帝
の
話
は
、
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天
皇
、
が
外
地
で
死
ぬ
と
い
う
、
非
常
に
珍
し
い
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
一
、
「
自
村
江
敗
戦
後
」

の
倭
国
ー
中
大
兄
「
称
制
」
下
の
非
常
時
の
主
権
ー

中
大
兄
は
、
筑
紫
朝
倉
で
斉
明
女
帝
の
仮
の
葬
儀
を
行
い
ま
し
た
が
、
註
ぐ
に
次
の

に
即
位
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
大
兄

の
却
位
は
、
天
智
七
年
(
六
六
八
)

で
す
の
で
、
斉
明
天
皇
の
死
後
か
ら
こ
の
時
ま
で
の
問
、

天
皇
位
(
厳
密
に
は
「
大
王
位
」

す
が
、
煩
墳
に
な
る
の
で
、
「

で
話
を
進
め
ま
す
)

で
事
態
に
対
応
し

は
空
位
で
す
。
こ
の
間
、
中
大
兄
は
「
素
服
称
制
」

ま
す
。
こ
れ
は
、
「
素
澱
」
(
日
常
普
段
の
服
)

で
i

戦
時
中
で
も
あ
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
喪
服
の
よ
う
な
特
別
の
服
を
着
る
こ
と
な

く
ー
、
「
称
制
」

(
大
王
の
代
行
)
を
お
こ
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
こ
の
時
期
に
、
多
く
の
所
で
山
城

が
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
中
大
兄
が
「
水
表
之
軍
政
」
を
と
っ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
白
村
江
近
海
で
の
海
戦
を
想
定
し
て
、
特
別
に
書
き
表
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

天
智

(
六
六
一
ニ
)
八
月
の
白
村
江
の
戦
い
は
、
大
敗
を
喫
し
ま
す
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
中
国
海
軍
を
侮
っ
て
い
た
、

準
備
不
足
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
点
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
負
け
た
事
実
は
変
わ
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。

月
条
は
、
「
対
馬
、
壱
岐
に
紡
人
と
峰
を
置
き
、
大
宰
府
に
水
城
を
築
く
」
と
記
し

『
日
本
書
紀
』
天
智
一
一

(
六
六
四
)

て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

そ
の
年
次
に
大
き
な
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
中
大
兄
の
称
制
下
の
政
策
と
捉
え
る
必
要
、
が
あ
り
ま
す
。

中
大
兄
が
ま
だ
天
智
天
皇
に
な
る
前
の
大
王
代
行
の
段
階
で
す
が
、

天
智
四
年
(
六
六
五
)
、
白
村
江
で
の
敗
戦
後
、
倭
留
が
ど で

講演 1 I律令国家と古代山城J21 



の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
た
か
を
う
か
が
え
る
記
事
が

「
天
智
紀
」

に
あ
り
ま
す
。

「
天
智
紀
」

は
、
実
録
的
な
記
事
が
多
く
、
信
溶
性
の

い
記
事
も
多
い
の
で
す
が
、
『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
で
の
錯
誤
か
、

同
じ
こ
と
を
こ
筒
所
に
辛
背
い
た
り

(
重
出
記
事
)
、
文
章
に
混
乱
が
見
ら
れ
た
り
す
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
「
天
智
紀
」

の

の
中
で
、
戦
勝
国
の
唐
と
新
羅
の
動
き
で
、
特
記
す
べ
き
記
事
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

・
郭
務
保
ら
の

そ
の

つ
が
、
天
智
閤
年
(
六
六
五
)
、

国
二
五
四
人
を
倭
閣
に
送
っ
て
き
た
、

と
す
る
記
載
で
あ
り
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
大
規
模
な
人
数
の
来
倭
で
す
。

同
じ
く
天
智
四
年
に
は
、

月
に
筑
紫
に
大
野
城
、
基
簿
城
を
築
い
て
お
り
ま
す
。
先
程
の
鞠
智
城
を
含
む
三
城
の
事
と
の
関

係
か
ら
行
け
ば
、
少
な
く
と
も
鞠
智
城
は
、

ほ
ぼ
同
時
竣
工

ヱ
と
い
う
ふ
う
に
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
発
掘
調
査
で
そ
の
事
実

を
否
定
す
る
よ
う
な
資
料
も
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
天
智
四
年
(
六
六
五
)
、
少
な
く
て
も
創
建

の
時
期
は
こ
の
辺
り
に
求
め
て
よ
ろ
し
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

劉
徳
高
ら
が
帰
国
す
る
時
、
劉
徳
高
ら
を
送
る
使
い
と
し
て
、
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

守
君
大
石
を
大
唐
に
遣
わ
す
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
で
す
。

そ
れ
を
物
語
る
の
が
、

こ
の
年
、

さ
ら
に
近
年
驚
く
べ
き
こ
と
に
、

厳
密
に
一
一
一
日
う
と
二
年
前
で
す
が
ー
、
『

に
出
て
き
て
い
た
人
物
で
あ
る
禰
策
、

百
済
系
の
中
国
人
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

は
、
「
日
本
」
と
い
う
文
字
、
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

日
本
」
と
刻
し

た
国
号
を
一
不
す
非
常
に
古
い
資
料
、
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
学
界
で
も
大
変
喜
び
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
日
本
」

o
r
i
e
n
t
、
東
方
の
、
と
い
う
意
味

は
国
号
の

「
日
本
」

(
ひ
)

で
は
な
く

「日

の
本
(
も
と
)

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
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で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

逆
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
が
、

σコ

の
発
見
に
よ
っ
て
、
七
世
紀
第
3
四
半
期
に
ま
で
に
遡
っ
て
、
ど
う
や
ら
我
が
悶

は
「
日
本
」
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
欄
軍
墓
誌
の
「
日
本
」
が
、

百
済
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
、
唐
か
ら
見
て
東
の
ほ
う
の
人
達
を
、

日
本
語
で
い
う
「
日
の

の
意
味
で
捉
え
て
、

は
「
臼
本
」
と
い
う
語
句
を
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
中
国
の
初
唐
の

の
漢
詩
文
の
中
に
も
、
同
趣
の
用
例
の
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
日
本
」

の
国
号
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
大
変
貴
重
な
金
石
文
資
料

と
な
る
と
思
え
ま
す
。

天
智
が
正
式
に
即
位
し
て
四
年
後
の
天
智
一

O
年
(
六
七

ー
も
う
天
智
は
即
位
し
て
い
ま
す
が
ー
、
こ
の
時
の

「
使
節
等
」

は
二

0
0
0
人
で
す
。
通
常
『
日
本
書
紀
』
を
扱
う
時
に
は
、
あ
ま
り
数
字
の
細
か
い
と
こ
ろ
は
こ
だ
わ
ら
な
い
の
が
通
例
で
す
が
、

こ
の

0
0
0と
い
う
数
字
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
え
ま
す
。
唐
国
使
人
の
郭
務
保
が
来
倭
し
た
目
的
は
、

。コ

人
員
が
、
多
く
の
船
で
行
く
と
、
倭
国
を
攻
め
る
た
め
に
来
た
と
誤
解
さ
れ
る
と
図
る
の
で
、
大
量
の
人
の
い
く
こ
と
を
予
め
都
に

知
ら
せ
て
く
れ
と
伝
え
る
た
め
で
す
。

沢
山
の
船
団
を
組
ん
で
、
こ
の
場
合
は
七
隻
で
す
が
¥

の
人
が
倭
悶
に
来
て
お
り
、

そ
の
中
に
は
、
捕
虜
に
な
っ
た
者
、

そ
の
他
百
済
の
難
民
な
ど
も
、
連
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
勝
国
の
唐
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
捕

の
交
換
か
ら
始
ま
っ
て
、
お
そ
ら
く
倭
閣
の
使
者
も
彼
の
地
に
行
っ
て
ー
戦
後
の
処
理
を
ど
う
す
る
か
の
対
応
を
し
て
お
り
ま
す
。 でσコ
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こ
う
し
た
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る

で
、
他
方
で
は
、
非
常
時
の
戦
争
に
備
え
て
城
造
り
を
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
頃
の

実
情
で
す
。

臼
村
江
の
戦
い
で
捕
虜
と
な
っ
て

っ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
倭
国
兵
も
い
る
こ
と
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
載
せ
る
説
話
か
ら
も

よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
。

中
大
兄
は
、

天
智
六

(
六
六
七
)
、
近
江
に
遷
都
し
ま
す
。
大
和
の
高
安
城
、
讃
岐
の
屋
嶋
城
も
築
か
れ
ま
す
が
、

天
智
六
年

に
即
位
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
中
大
兄
称
制
下
の
造
築
と
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
、
鞠
智
城
も
造
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

白
村
江
に
は
九
州
の
人
達
が
相
当
数
、
国
造
の
指
揮
す
る
軍
隊
(
国
造
軍
)
に
兵
士
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
、
従
軍
し
た
は
ず
で
す
。

そ
う
し
た
兵
士
ら
も
一
民
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
条
件
も
整
う
中
で
、
防
衛
体
制
の
一
環
と
し
て
、
紡
衛
施
設
で
あ
る
山
城

が
で
き
、
水
城
が
で
き
る
の
で
す
。

唐
国
が
襲
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
強
い
確
信
。
そ
の
確
信
は
、
最
高
の
軍
事
指
揮
官
で
あ
っ
た
斉
明
女
帝
が
亡
く
な
っ
て
、

の
指
揮
官
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
中
大
兄
が
、
最
も
強
く
も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

万
が
一
、
攻
め
て
き
た
な
ら
ば
、
と
い
う
想
定
の
も
と
に
、

比
較
的
短
期
間
で
山
城
が
で
き
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。そ

し
て
も
う
一
つ
、
負
け
た
倭
国
は
、
中
大
兄
が
必
死
に
な
っ
て
唐
や
新
羅
と
交
渉
を
し
て
い
た
こ
と
を
先
に
述
べ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
敗
、
戦
と
い
う
非
常
に
不
利
な
外
交
条
件
で
行
う
交
渉
で
す
か
ら
、
展
開
次
第
で
は
と
て
つ
も
な
い
悲
劇
を
さ
ら
に
も
た
ら
し

ま
す
。
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と
こ
ろ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
は
、
倭
閣
に
と
っ
て
不
利
な
外
交
条
件
を
転
換
さ
せ
る
事
態
が
天
智
七
年
(
六
六
八
)
に
お

き
ま
す
。
高
句
麗
の
滅
亡
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
領
有
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
新
羅
と
唐
と
に
意
見
の
ず

れ
が
生
じ
ま
す
。

に
よ
れ
ば
、
天
智
七
年
九
月
こ
の
時
、
新
聞
維
が
六
五
六
年
以
来
、
倭
国
王
に
形
式
上
、

の
礼
を
取
っ
て
出
す

賞
、
ぎ
物
で
あ
る

」
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
新
羅
が
高
句
麗
滅
亡
後
の
朝
鮮
半
島
の
領
有
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
外

交
で
、
倭
悶
と
手
を
結
ぶ
た
め
の
外
交
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
羅
は
、
六
六
五
年
に
泉
蓋
蘇
文
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
、
高
句
麗
の
瓦
解
を
見
通
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
年
、
即
位

し
た
天
智
に
、
わ
ざ
わ
ざ
貢
物
で
あ
る
「
調
」
と
い
う
形
式
で
持
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
経
は
、
時
に
、

こ
う
い
う
対
等

の
関
係
で
な
い
屈
辱
的
な
外
交
を
新
開
維
の
悶
内
・
国
際
条
件
を
加
味
し
て
使
い
分
け
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
新
羅
の
外
交
か
ら
す

る
と
、
非
常
に
こ
れ
は
一
歩
も
二
歩
も
へ
り
く
だ
っ
た
対
応
に
な
り
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
結
局
、

の
支
配
を
、
中
間
に

任
せ
る
の
か
、
自
国
で
や
る
の
か
に
関
わ
り
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
唐
と
新
羅
の
対
立
が
深
ま
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
外
交
を
と

ら
せ
た
も
の
と
思
え
ま
す
。

日
一
安
東
都
議
府
を
平
壌
に
置
き
ま
す
が
、
後
に
遼
東
に
移
し
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
新
羅
の
文
武
王
が
唐
国
や
倭
国
へ
の

唐
は

巧
み
な
外
交
を
仕
掛
け
な
が
ら
、
半
島
の
統
一
を
本
格
化
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
外
交
政
策
が
功
を
奏
し
、
天
武
五
年
(
六

七
六
)
頃
に
は
、
事
実
上
、
唐
も
新
聞
維
の
半
島
支
配
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
新
羅
に
よ
る
半
島
の
統
一
が
完
成
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

都
護
府
を
設
援
し
、
地
方
支
配
を
行
う
清
国
の
東
ア
ジ
ア
支
配
の
政
策
が
、
頓
挫
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

講演 1 I律令国家と古代山城j25 



六
七
二
年
に
王
位
を
め
ぐ
る
争
い
、

壬
申
の
乱
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
綱
、
渡
り
の
外
交
と
は
い
う
も
の
の
、

一
応
の
外
交
の
め

ど
も
そ
れ
な
り
に
立
っ
て
き
て
い
れ
ば
こ
そ
生
じ
た
内
紛
で
す
。
天
武
が
、

王
位
継
承
の
争
い
で
、
天
智
か
ら
大
友
皇
子
に
継
承
さ

れ
る
王
位
を
纂
奪
す
る
わ
け
で
す
が
、
わ
ず
か
数
か
月
で
終
わ
っ
た
内
乱
と
は
い
え
、
内
乱
を
し
て
い
る
時
間
な
ど
普
通
な
ら
ば
な

か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
乱
を
お
こ
せ
た
の
も
、
そ
れ
な
り
に
前
の
段
階
で
一
定
程
度
の
外
交
上
の
見
通
し
が
立
っ
て
い
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。

持
統
女
帝
の
特
に
、
飛
鳥
浄
御
原
令
が
で
き
あ
が
り
、
都
も
飛
鳥
の
地
か
ら
藤
原
に
地
に
遷
都
さ
れ
、
段
々
と
本
格
的
な
、
古
代

国
家
・
律
令
王
権
が
で
き
て
き
ま
す
。

文
武
は
、
六
九
七
年
に
即
位
し
ま
す
。

五
月
に
鞠
智
城
な
ど
が
、
「
三
城
繕
治
」
と
あ
り
ま

そ
σコ

の
文
武

年
(
六
九
八
)

す
。
繕
い
治
す
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鞠
智
城
は
当
然
こ
の
前
の
段
階
に
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

す。

「
織
治
」
の

で
感
じ
る
の
は
、
山
城
を
造
る
の
も
大
変
な
わ
け
で
す
が
、
維
持
、
管
理
し
て
い
く
こ
と
は
も
っ
と
大
変
で
す
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

に
よ
れ
ば
、
鞠
智
城
は
何
期
か
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

一
O
世
紀
半
ば
以
降
、
大

体
つ
ま
り
第
五
期
に
当
た
る
段
階
に
な
っ
て
く
る
と
、
さ
す
が
に
活
動
は
終
息
す
る
よ
う
で
す
。
修
理
と
い
う
の
は
、
必
要
だ
か
ら

こ
そ
修
理
を
す
る
わ
け
で
す
。

お
そ
ら
く
称
制
下
の
中
大
兄
は
、
相
当
な
勢
い
で
命
令
を
発
し
て
、
ま
た
強
い
命
令
を
下
し
て
造
ら
せ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で

な
い
と
、
称
制
下
の
時
期
に
大
王
の
権
力
が
、
あ
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
各
地
域
の
豪
族
の
協
力
を
強
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く
要
請
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の

の
中
で
な
ん
と
か
都
ま
で
の
防
衛
ラ
イ
ン
を
闘
め
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
問
題
は
い

つ
ま
で
も
臨
戦
態
勢
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

時
的
に
緩
め
た
体
制
を
と
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
緩
め
た
ま
ま
で

な
い
こ
と
が
、
九
州
の
大
野
、
基
津
、
そ
し
て
鞠
智
、
こ
の
三
つ
の
城
の
繕
治
の

ら
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
し
て
九
州
だ
け
で

は
な
く
、
高
安
城
の
修
理
も
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
と
、
こ
の
時
の

「
修
理
」
が
、

「
緊
張
感
」
を
秘
め
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
い
な
い
窟
と
の
外
交
の
空
白
期
が
、
も
た
ら
し
た
国
際
関
係
の
理
解
の
浅

さ
・
不
案
内
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
も
自
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
患
い
ま
す
。

臼
村
江
の
敗
戦
で
、
も
う
一
つ
留
意
し
た
い
点
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
八
世
紀
以
前
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
¥

。コ

が
海
を
渡
っ
て
い
ま
す
。
海
外
派
兵
の
歴
史
と
い
う
の
は
八
世
紀
以
前
の
段
階
は
規
模
の
小
さ
い
例
も
含
め
れ
ば
、
決

し
て
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

日
本
の
古
代
史
を
考
え
る
上
で
、
ま
た
対
外
関
係
を
考
え
る
上
で
知
っ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

で
す
。
白
村
江
以
蜂
、
海
外
派
兵
は
、
極
め
て
稀
に
な
っ
て
き
ま
す
。

海
外
派
兵
と
い
う
事
実
は
、
古
代
史
に
関
係
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
白
村
江
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
も
、

ざ
と
い
う
時
に
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
時
の
軍
隊
を

は
「

と
記
し
て
い
ま
す
。
倭
国
が
、
勝
手
に
称

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

鴨
す
る
側
の
、
例
え
ば
、

お
そ
ら
く
朝
鮮
三
国
と
の
関
係
の
中
で
、

百
済
、
任
那
(
伽
耶
諸
国
)
の
よ
う
な
国
か
ら
す
れ
ば
、

ま
さ
に
こ
の

「
救
軍
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
救
軍
は
、
招

し
い
も
の
で
し
た
。

そ
し
て
、
こ
う
い
う
「
救
出
車
」
と
し
て
の
派
兵
が
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
あ
た
る
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
み
ら
れ
、
ま
た
、

敬
福
の
嘉
伝
に
出
て
き
ま
す
。

「
救
軍
」
と
い
う
語
句
は
、

八
世
紀
に
入
っ
て
も
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
、

七
六
六

。コ

し1
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「
救
軍
」
は
、
朝
鮮
三
国
や
伽
耶
間
の
抗
争
の
時
に
、
倭
国
軍
と
し
て
肩
入
れ
し
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
は
お
そ
ら
く
筑
紫
、
太

宰
、
九
州
に
駐
留
し
ま
す
。
崇
峻
が
殺
さ
れ
た
時
の
話
で
、
内
の
乱
れ
、
天
皇
が
殺
さ
れ
て
も
九
州
の
兵
隊
を
動
か
し
て
は
い
け
な

い
と
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
外
か
ら
の
守
り
の
為
、
目
的
、
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う

な
筑
紫
の
兵
の
性
格
は
、
救
軍
と
い
う
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。

む
す
び
に
代
え
て
ー
磯
智
城
が
象
徴
す
る
も
の
ー

自
村
江
の
大
敗
か
ら
受
け
た
危
機
感
に
煽
ら
れ
る
中
で
造
ら
れ
た
鞠
智
城
は
、

一
O
世
紀
で
役
割
を
終
え
ま
す
。

そ
こ
に
い
た
る
以
前
の
九
世
紀
の
中
頃
、
当
初
の
期
待
さ
れ
た
鞠
智
城
の
機
能
と
は
、
異
な
る
も
の
が
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。

そ
れ
を
示
す
の
が
、
吋
文
徳
貫
録
』
天
安
二
年
(
八
五
八
)
関

月
二
四
日
条
の

「
肥
後
国
一
一
一
日
す
。
菊
池
城
の
院
の

の
鼓
、
自

ら
鳴
る
」
と
す
る
記
事
と
同
年
六
月

O
H条
に
も
「
肥
後
国
菊
池
城
の
院
の

の
鼓
、
自
ら
鳴
る
」
と
す
る
記
事
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
「
兵
庫
の
鼓
自
ら
鳴
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
兵
庫
の
鳴
動
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
は
、
政
治
・
世
の
中
の
異
変

を
知
ら
せ
る
鳴
動
で
す
。
こ
の
鳴
動
が
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
予
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
天
変
地
異
を
予
兆
す
る
一
っ
と

し
て
、
鞠
智
城
の
兵
庫
が
鳴
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

阿
蘇
の
大
爆
発
が
、
そ
の
十
数
年
後
に
起
き
ま
す
。
貞
観
の
大
爆
発
で
す
。

東
北
の
貞
観
の
大
津
波
、
そ
し
て
鳥
海
山
の
爆
発
。
そ
れ
に
連
動
し
て
、
京
都
、
そ
し
て
阿
蘇
も
爆
発
を
起
こ
し
ま
す
が
、
そ
う
い

う
大
き
な
揺
れ
の
中
で
、
実
際
に
日
本
の
歴
史
は
、
大
き
な
変
化
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
清
和
天
皇
・
陽
成
天
皇
な
ど
幼
帝
の
即

位
、
藤
原
良
一
局
・
基
経
ら
に
よ
る
「
摂
関
体
制
」
の
構
築
は
、
天
変
地
異
の
頻
発
す
る
社
会
不
安
の
高
ま
り
を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
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た
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
鞠
智
城
が

「
鳴
動
」
を
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、

で
す
。
当
初
、
七
世
紀
後
半
に
外
か
ら
の
危
機
に

備
え
築
造
し
た
鞠
智
城
の
兵
庫
が
、
九
世
紀
に
「
鳴
動
」
す
る
。

そ
れ
は
九
世
紀
中
葉
に
五
つ
で
も
な
お
、
鞠
智
城
が

「
動
く
」

こ
の
場
合
は
、
予
兆
と
し
て
の

で
す
が
ー
と
、
肥
後
の
人
々
に
何
か
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
京
の
天
皇
・
貴
族
ら
も
耳

「
鳴
動
」

を
傾
け
ざ
る
を
え
な
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
点
の
よ
り
深
い
検
討
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

鞠
知
日
城
が
あ
っ
た
こ
の
地
は
、
山
城
の
あ
っ
た
軍
事
的
拠
点
で
あ
り
ま
す
が
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
他
の
歴
史
的
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の

つ
に
、
鞠
智
城
内
で
沢
山
の
建
物
群
が
出
た
と
こ
ろ
を
長
者
原
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
地
名
が
語
る
歴
史
の
痕
跡
は
、

に
も
残
っ
て
お
り
、
闘
が
大
が
か
り
で
造
っ
た
公
的
施
設
の
衰
退
し
た
跡
地
に
「
長
者
伝
説
」

の
残
っ
て
い
る
割
合
は
少
な

く
な
い
で
す
。

鞠
智
城
の
地
に
も
、

の
名
が
残
り
、
な
お
か
つ
長
者
伝
説
等
が
地
元
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
失
わ
れ
て
い
く
部
分
が

あ
る
の
は
、
や
む
を
得
な
い
に
し
て
も
、

「
長
者
伝
説
」
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
点
は
、
鞠
智
城
の
地
の
重
要
性
を
考
え
る
時
、
も

っ
と
、
大
切
に
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ま
す
。

史
跡
と
い
う
も
の
は
、
特
定
の
時
代
の
特
定
の
機
能
に
絞
っ
て
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
地
域
の
歴
史
に
と
っ
て

は
、
特
定
の
i

例
え
ば
古
代
ー
時
代
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
在
り
方
に
注
意
を
払
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

い
な
こ
と
に
鞠
智
城
跡
は
国
の
指
定
に
も
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
公
園
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
き
て
お
り
、
現
在
、
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学
術
的
な
調
査
も
進
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
が
な
お
進
ん
で
い
く
中
で
、
あ
の
地
の
も
つ
多
様
な
歴
史
的
意
味
、
が
も
っ
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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講
演
二

古
代
山
城
は
完
成
し
て
い
た
の
か

講
演
者
紹
介

亀
田
修
一
(
か
め
だ

九
州
大
学
大
学
院
修
士

に
官
学
。

現
在
、
岡
山
理
科
大
学
生
物
地
球
学
部
教
授
。

し
ゅ
う
い
ち
)、

大
韓
民
国
忠
南
大
学
校
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-
講
演
二

「
古
代
山
城
は
完
成
し
て
い
た
の
か
」

亀

田

修

(
岡
山
理
科
大
学
教
授
)

は
じ
め
に

関
山
理
科
大
学
の
亀
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
、
荒
木
先
生
が
文
献
の
方
か
ら
細
か
な
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
考
古
学
の
ほ
う
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

の
荒
木
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
古
代
山
城
の
研
究
は
か
な
り
進
ん
で
き
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
鞠

智
城
に
関
し
ま
し
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
解
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
城
で
あ
り
ま
す
の
で
、
締

の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
や
は
り
ま
だ
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

本
日
、
こ
の
よ
う
な
テ

i
マ
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、
実
は
、
神
龍
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に
関
し
ま
し
て
は
、

以
前
か
ら
未
完
成
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
一
目
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
特
に
、

O
年
程
前
に
な
る
で
し
ょ
う

か
、
ま
さ
に
私
の
田
舎
な
の
で
す
が
、
福
岡
県
の

い
う
所
で
山
城
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
列

石
を
並
べ
て
い
る

状
況
は
確
認
さ
れ
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
土
患
が
見
当
た
ら
な
い
。
調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
水
内
(
水
を
通
す
と
こ
ろ
)
は

か
っ
た
の
で
す
が
、
土
塁
は
見
当
た
ら
な
い
。
完
成
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、

一
一
、
三
年
前
で
し
ょ
う
か
、
古
代
山
城
を
主
に
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
向
井
さ
ん
と
い
う
方
が
、
も
と
も
と
見
え
る
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古
代
山
城
が

「
見
せ
る
城
」

部
分
し
か
造
る
気
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
文
、
い
わ
ゆ
る
「
見
せ
る
城
」
を
意
識
さ
れ
た
論
文
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

部
分
だ
け
し
か

で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
私
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
初
か
ら

造
る
気
が
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
途
中
で
造
る
こ
と
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
先
程
、
荒
木
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
も
の
を
造
ろ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
時
間
と
お
金
と
労
力
が
掛
か

り
ま
す
の
で
、
完
成
ま
で
の
道
の
り
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
と
私
も
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
そ
の
よ
う
な
自
で
古
代

山
城
を
見
る
と
ど
の
よ
う
な
お
話
し
が
で
き
る
の
か
、

お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
古
代
山
城

完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
ま
し
て
は
、
筑
前
の
大
野
城
、

肥
前
の
基
隷
城
、

肥
後
の
鞠

智
城
、
対
馬
の
金
田
城
、
備
中
の
鬼
ノ
城
、

そ
し
て
豊
前
の
御
所
ヶ
谷
神
龍
石
が
あ
り
ま
す
。
御
所
ケ

写真 5 寄託m修一氏

谷
に
関
し
ま
し
て
は
、
少
し
気
に
な
る
点
も
あ
り
ま
す
が
、

ひ
と
ま
ず
入
れ
て
お
き
ま
す
。

少
な
く
と
も
完
全
に
は
で
き
て
い
な
い
と
推
、
測

さ
れ
ま
す
も
の
が
、
今
申
し
ま
し
た
豊
前
の
唐
原
、
そ
し
て
筑
前
の
阿
志
岐
、
筑
前
の
鹿
毛
馬
、
筑
後

の
女
山
、
肥
前
の
お
っ
ぼ
山
、
播
磨
の
城
山
な
ど
で
す
。
こ
の
播
磨
城
山
城
跡
は
、
中
世
の
有
名
な
赤

そ
れ
か
ら
、
未
完
成
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
か
、

松
氏
の
拠
点
の
お
城
の
一
つ
で
す
。

そ
し
て
こ
こ
で
扱
い
ま
す
古
代
山
城
は
ス
ラ
イ
ド
の
通
り
で
す
が
、

三
角
形
の
も
の
が
名
前
の
分
か
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る
、
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
式
山
城
で
す
。

そ
れ
か
ら
赤
い
マ
ル
が
名
前
の
分
か
ら
な
い
神
箆
石
系
の
も
の
で
す
。

朝
鮮
式
山
城
は
百
済
か
ら
の
亡
命
貴
族
が
や
っ
て
来
て
指
導
し
て
築
い
た
と
い
う
記
事
が
吋
日
本
書
紀
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
お

の
鞠
智
城
な
ど
の
繕
治
記
事
と
と
も
に
も
う

あ
り
ま
す
。
備
後
関
(
現
在
の
広
島
県
の
東
部
)
に
築
か
れ
た
茨
城
と
常
城
を
停
め
る
と
い

り
ま
す
。

つ
大
事
な
記
録
が
、

九
年
条
に

日
本
紀
』
の
七

そ
し
て
六
九
八

で
す
。

つ
ま
り
七

九
年
に
古

代
山
城
の

部
は
少
な
く
と
も

度
は
機
能
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
名
前
が
分
か
ら
な
い
お
城
に
関
し
ま
し
て
は
、

六
ヵ
所
あ
り
ま
す
。
大
き
な
特
徴
と
し
ま
し
て
は
、
列
石

(
石
が

並
ん
で
い
る
こ
と
て
「
城
内
に
建
物
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
鞠
智
城
に
は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
城
内
の
建
物

が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
神
籍
石
系
の
山
城
の
特
徴
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
完
成
し
て
い
た
お
城
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の

の
山
に
大
野
城
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
手
前
が
水
城
で
す
。
次
に
こ
の
図
は
阿
部
義
平
と
い
う
先
生
が
以
前
に
出
さ
れ

た
論
文
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
図
で
す
が
、
こ
の
間
の
大
き
な
特
徴
は
大
野
城
跡
と
基
凶
弾
城
跡
を
繋
ぐ
羅
城
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
経
城
は
百
済
に
も
あ
り
ま
し
て
、
城
壁
が
ず
っ
と
王
都
周
辺
を
取
り
囲
む
よ
う
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
何
志
岐

山
城
が
発
見
さ
れ
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
図
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
水
域
の
西
側
に
は
小
水
城
と
言
う
小
さ
い
土
塁
、
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
る
程
度
線
的
に
城
壁
が
繋
な
が
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
大
野
城
と
基
鼎
城

と
い
う
こ
つ
の
城
と
水
城
に
よ
っ
て
大
宰
府
、
が
守
ら
れ
る
と
い
う
配
置
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
写
真
は
大
野
城
の
有
名
な
百
間
石
垣
で
す
。
こ
れ
は
太
宰
府
口
城
門
で
、
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
て
、
復
元
図
が
公
開
さ
れ
て
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い
ま
す
。
こ
の
門
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
程
の
鞠
智
城
で
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
当
初
、
掘
立
柱
建
物
と
一
一
一
一
口
い
ま
し
て
、
地
面
に
そ

の
ま
ま
柱
を
埋
め
る
方
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

て
る
と
き
に
穴
を
掘
っ
て
木
の
柱
を
埋
め
ま
し
た
が
、
あ
れ
と

同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
す
。

そ
し
て
次
の
段
階
に
礎
石
立
ち
の
方
式
に
変
わ
り
ま
す
。
下
に
石
を
置
い
て
そ
の
よ
に
柱
を
立
て
る
、

そ
う
い
う
方
式
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
で
す
が
、
掘
立
柱
式
の

I
期
が
七
世
紀
後
半
で
、
礎
石
立
ち
の
立
期
が
八
世
紀
前
半

頃
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
変
遷
し
ま
す
が
、
こ
の
変
遷
が
先
ほ
ど
の
繕
治
記
事
と
関
わ
る
の
か
、
関
わ
ら
な
い
の
か

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
礎
石
建
物
に
途
中
で
変
わ
る
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
写
真
一
は
城
内
の
状
況
で
す
。
主
城
原
地
区
で
す
。

「
、
玉
城
原
」
と
い
う
地
名
で
す
の
で
、
主
な
偉
い
人
が
い
た
場
所
で
は
な

い
か
と
一
一
一
日
わ
れ
て
い
ま
す
。
掘
立
柱
建
物
、
が
ま
ず
あ
り
、

の
ち
に
礎
石
建
物
に
変
わ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

礎
石
を
使
っ
た
建
物
の
倉
庫
群
で
す
。
七

O
棟
く
ら
い
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
礎
石
建
物
群
の
時
期
に
つ
い
て
、

い
研
究
者
の
方
々
か
ら
、

こ
れ
は
す
べ
て
八
世
紀
以
降
の
も
の
で
、

七
世
紀
代
に
は
こ
う
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
意
見
も
出
て
い
ま
す
。
こ
の
図
面
は
大
野
城
の
城
壁
の
断
面
図
で
す
。
大
野
城
跡
は
、
数
年
前
で
し
ょ
う
か
、
大
雨
で
城
壁

が
か
な
り
壊
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
福
岡
県
の
担
当
者
の
方
が
、
頑
張
っ
て
調
査
を
進
め
ま
し
て
、
確
認
さ
れ
た
城
壁
の
積
み
直
し
の

様
子
で
す
。
中
央
右
に
下
が
る
太
い
線
の
右
側
が
積
み
直
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
来
こ
の
太
い
線
の
右
側

に
も
城
壁
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
何
等
か
の

で
流
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
を
も
う

回
積
み
宜
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

れ
が
、
先
程
の

「
繕
治
」
に
当
た
る
の
か
、
単
な
る
「
修
繕
」
な
の
か
、

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
積
み

直
し
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
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大
野
城
跡
の
瓦
で
す
。
こ
の
一
番
左
の
瓦
が
鞠
智
城
跡
の
瓦
と
多
少
近
い
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
先
程
の
、
玉
城
原
と

い
う
と
こ
ろ
の
、
掘
立
柱
建
物
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
ま
さ
に
六
六

の
瓦
で
は
な
い
の
か
と
一
一
一
日
わ
れ
て

老?お
司じり
式;ま

す

こ
の
資
料
は
、

お

の
レ
ジ
ュ
メ
の
三

の
と
こ
ろ
に
園
を
添
付
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
④
番
の
瓦
で
す
が
、

い
ま
し
て
、
奈
良
の
藤
原
宮
関
係
の
瓦
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
六
九
八
年
の
繕
治
の

と
き
の
も
の
な
の
か
、
も
う
ひ
と
つ
後
の
、

八
世
紀
前
半
代
ま
で
下
が
る
の
か
ど
う
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
②
番
、
③
番

の
百
済
系
単
弁
瓦
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
七
世
紀
後
半
の
瓦
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
野
城
創
建
時
の
六
六
五
年
ま
で
遡

る
の
か
、
六
九
八
年
の
繕
治
の
時
期
の
も
の
な
の
か
、
細
か
い
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の

瓦
が
鴻
臆
館
式
と
ニ
一
一
口
う
瓦
で
、
大
宰
府
の
政
庁
、
大
宰
府
の
メ
イ
ン
の
建
物
が
、
八
世
紀
前
半
に
礎
石
建
物
に
変
わ
っ
て
、
本
格
的

の
右
側
の

な
官
街
に
採
用
さ
れ
る
「
コ
の
字
形
」
配
置
の
建
物
群
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
先
程
の
老
司
式
瓦
は
こ
れ

よ
り
は
少
し
古
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
少
し
微
妙
な
と
こ
ろ
の
瓦
が
、
ポ
ツ
ポ
ツ
と
出
て
い
る
状
況
に
な
り
ま

す。
次
に
基
津
城
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
土
塁
が
あ
り
ま
し
て
、
有
名
な
も
の
が

の
水
門
で
す
。
こ
の
石
積
み
が
最
近
壊
れ
て
き

た
の
で
積
み
直
す
こ
と
に
な
り
、
発
招
調
査
を
い
た
し
ま
し
た
ら
、
新
た
な
水
門
(
水
の
排
水
口
)
が
一
一

つ
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
基
嬉
城
跡
に
お
き
ま
し
で
も
城
内
で
礎
石
建
物
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
第
九
地
点
の
建
物
を
発
掘
し
ま
し
た
ら
、

大
野
城
の
も
の
と
類
似
し
た
礎
石
建
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
こ
の
建
物
の
横
で
こ
の
よ
う
な
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

九
州
の
小

雄
先
生
と
い
う
、
瓦
の
権
威
の
先
生
が
、
以
前
か
ら
こ
れ
が
六
六
五
年
か
、
ま
た
は
六
九
八
年
の
ど
ち
ら
か
、
少
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な
く
と
も
七
世
紀
後
半
の
瓦
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
瓦
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
瓦
が
こ
の
礎
石
建
物
の
横
で
出
ま
す
の
で
、

直
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
礎
石
建
物
は
七
世
紀
代
の
も
の
、
下
が
っ
て
も
八
世
紀
初
頭
く
ら
い
ま
で
の
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
繕
治
に
関

わ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
基
捧
城
に
関
し
ま
し
て
は
、
木
簡
が
大
宰
府
で
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
木
簡
の
中
に
、
基
鼎
城
の
米
を
筑
前
と

筑
後
と
肥
国
に
出
す
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
倉
庫
的
機
能
が
基
嬉
城
に
あ
っ
た
と
注
目
さ
れ
て
い
る
木
簡
で

す。
そ
し
て
先
程
の
瓦
の
お
話
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
瓦
を
創
建
時
に
す
る
の
か
、
繕
治
時
に
す
る
の
か
、
や
は
り
大
野
城
跡
の
瓦
と
向

じ
よ
う
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
①
、
②
番
の
単
弁
瓦
と
こ
の
④
番
の
重
弧
文
瓦
が
普
通
セ
ッ
ト
に
な
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
⑤
番
の
瓦
は
、
東
北
門
跡
の
瓦
で
、
者
司
式
で
す
。
③
番
の
瓦
は
残
り
が
悪
い
で
す
が
、
大
宰
府
で
は
八
世
紀
の
前
半
と
考
え

ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
老
司
系
で
⑤
番
な
ど
の
瓦
と
組
み
合
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
③
番
と
⑤
番
の
瓦
は
八
世
紀
前
半
の
瓦

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
素
直
に
考
え
れ
ば
、
七
世
紀
の
後
半
か
ら
末
こ
ろ
の
瓦
と
、

八
世
紀
前
半
の
瓦
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
明
ら
か
に
八
世
紀
前
半
代
に
何
か
の
建
物
を
建
て
る
な
り
、
修
繕
す
る
な
り
の
仕
事
を
し
て
い
る

こ
と
が
、

瓦
か
ら
は
想
像
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
図
は
基
簿
城
跡
内
で
出
土
し
た
土
器
で
す
。
①
番
と
②
番
は
、

口
の
縁
の
内
側
が
飛
び
出
し
て
い
ま
す
。
「
か
え
り
」
と
い

い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
形
の
も
の
で
す
と
、
大
体
七
世
紀
の
終
わ
り
く
ら
い
の
土
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
③
番
か
ら
⑬

番
の
も
の
は
八
世
紀
代
、

一
部
九
世
紀
に
入
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
中
で
興
味
深
い
も
の
が
③
番
で
す
。

の
上
の
街
に
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と
世
青
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
山
寺
が
基
簿
城
の
中
に
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
所
か
ら
こ
の
土
器
を
持
っ
て
き
た
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
資
料
で
す
。
実
は
各
地
の
古
代
山
城
が
城
の
機
能
を
失
っ
た
後
に
、
お
寺
さ
ん
や
お
宮

さ
ん
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
結
構
あ
り
ま
す
。
九
州
の
方
で
有
名
な
も
の
で
し
た
ら
、
高
良
山
神
龍
石
が
福
岡
県
の
久
留
米
に
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
高
良
大
社
が
あ
り
ま
す
。
お
宮
さ
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
山
口
県
の
石
城
山
神
鑑
石
に
も
、

の
式
内
社
で
あ

る
石
城
神
社
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
香
川
県
の
屋
嶋
城
、
源
平
の
戦
い
で
出
て
く
る
震
島
に
あ
り
ま
す
が
、
あ
そ
こ

寺
と
い
う
お
寺
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
対
馬
の
金
田
城
の
お
話
を
し
ま
す
。
現
在
も
調
査
・
整
備
が
徐
々
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。

見
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、

立
派
な
石
垣
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
城
壁
す
べ
て
を
石
で
造
っ
て
い
る
山
城
は
、
基
本
的
に
は
金
田
城
、
だ
け
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
特
異
な
城
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
城
内
に
土
塁
が
一
部
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
と
、
も
う

つ
興
味
深
い
点
は
、
こ
こ
に

人
が
立
っ
て
い
ま
す
が
、

の
城
外
で
す
。
中
、
が
内
側
で
、
こ
こ
に
壁
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
人
の
頭
く
ら
い

三
ノ
城
戸
(
城
内
)

の
高
さ
に
門
の
床
、
が
ご
ざ
い
ま
す
。
右
側
は
大
水
で
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
を
復
元
し
ま
す
と
、
下
の
図
の
点
線
の
よ

う
に
な
る
よ
う
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
人
が
立
っ
て
い
る
足
下
の
高
さ
と
想
定
さ
れ
る
門
の
床
簡
の
高
さ
で
、
百
何
十
セ
ン
チ
か
、

段
差
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
城
外
と
門
の
床
面
に
段
差
が
あ
る
門
を

い
ま
す
。
閉
山
県
の
鬼
ノ
城
、

讃
岐
の
屋
嶋
城
、
そ
し
て
大
野
城
で
も
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
内
の
造
り
方
は
、
今
ま
で
の
日
本
の
古
代
山
城
で

は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
朝
鮮
半
島
と
比
較
研
究
の
中
で
新
た
に
分
か
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

い
で
あ
り
ま
す
が
、
鬼
ノ
城
で
は
「
角
楼
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
中
世
の
お
城
に
詳

そ
し
て
、
こ
の

γ
」
斗
ι

匹、
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し
い
方
は
よ
く
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
少
し
飛
び
出
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
、
攻
撃
さ
れ
た
時
に
守
り
や
す
い

構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
は
先
ほ

い
ま
し
た
、
金
田
城
と
屋
嶋
城
、
鬼
ノ
城
、
だ
け
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
最
近
、
こ
れ
ま
た
大
野
城
で
も
分
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
雄
城
で
す
が
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
に
も
書

い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
横
長
型
と
い
い
ま
し
て
、
横
一
脳
と
奥
行
き
の
比
で
、
横
が
長
い
グ
ル
ー
プ
は
、
車
勇
茶
さ
ん
、
と
い
う
韓
国

で
古
代
山
城
の
権
威
の
方
が
百
済
地
域
に
多
い
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
金
田
城
跡
は
百
済

系
の
お
城
の
造
り
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

で
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

カミ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
金
田
城
に
は
、
城
内
に
土
塁
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

の
内
側
に
掘
立
柱
建
物
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
オ
レ
ン
ジ
色

の
帯
状
の
と
こ
ろ
が
土
塁
で
す
。
こ
の

の
切
れ
た
と
こ
ろ
に
門
の
礎
石
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
年
代
が
争
点
の
一

つ
に
な
っ
て
い

ま
す
。

の
断
面
図
を
見
ま
す
と
、

の
下
の
と
こ
ろ
に
石
が
あ
り
ま
す
。
金
田
城
は
記
録
に
名
前
、
が
出
て
い
ま
す
の
で
朝
鮮

式
山
城
の
グ
ル
ー
プ
で
す
が
、

の
石
を
見
ま
す
と
、
神
箆
石
の
石
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
ち
ら
は
略
図
で
す
が
、
今
の

日
一
石
遺
構
に
つ
な
が
る
土
塁
の
後
ろ
側
に
石
列
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
上
層
に
別
の
土
塁
が
被
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
部
分

も
や
り
直
し
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
こ
の
や
り
直
し
は
、
先
程
の
城
壁
の
石
垣
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
こ
の
あ

た
り
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ
の

の
内
側
に
建
物
が
あ
り
ま
す
。
す
ご
く
小
さ
い
柱
で
す
。
鞠
知
日
城
に
あ
る
よ
う

な
、
立
派
な
倉
庫
に
な
る
と
か
、
鼓
楼
に
な
る
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
も
本
当
の
兵
舎
、
兵
隊
さ
ん
が
こ
こ
で
見

張
り
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
金
田
城
跡
で
興
味
深
い
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点
は
出
土
し
て
い
る
土
器
が
、
こ
の
あ
と
ご
説
明
す
る
鞠
智
城
の
土
器
よ
り
も
古
い
段
階
の
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
正
確

い
ま
す
と
、
鞠
智
城
跡
で
出
土
す
る
土
器
の
一
番
吉
い
段
階
か
ら
次
の
段
階
く
ら
い
の
も
の
で
止
ま
っ
て
い
ま
し
て
、
鞠
智
城

跡
で
比
較
的
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
奈
良
時
代
以
降
の
も
の
は
現
時
点
で
は
よ
く
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
対
馬
な
ら
で
は

で
す
が

七
世
紀
の
朝
鮮
半
島
系
の
も
の
、
新
羅
土
器
が
入
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
肥
後
鞠
智
城
跡
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
鞠
知
日
城
は
西
側
と
南
側
に
土
塁
が
累
々
と
築
か
れ
て
い
て
、
門
が
あ
り
、
東

側
は
崖
が
そ
び
え
て
い
る
と
一
一
一
日
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
城
内
に
建
物
群
が
多
数
あ
り
ま
す
。

こ
の
留
は
そ
の
城
内
の
様
子
を
復
元
し
て
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
建
物
群
の
左
下
の
と
こ
ろ
に
鼓
楼
(
八
角
形
建
物
)
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
も
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
朝
鮮
半
島
の
ソ
ウ
ル
近
く
の
二
型
山
城
で
、
同
様
の
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
し

て
、
こ
の
鼓
楼
も
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
で
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
建
物
群
の
中
に
は
兵
舎
と
想
定
さ
れ
る
も
の
が

あ
る
の
で
す
が
、
先
程
の
金
田
城
の
も
の
よ
り
明
ら
か
に
立
派
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
金
田
城
と
鞠
智
城
に
は
違
い
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
鞠
智
城
で
は
、
先
程
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
百
済
の
仏
様
、
秦
人
と
書
か
れ
た
木
簡
な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
こ
の
木
簡
も
先
程
、
佐
藤
先
生
か
ら
伺
っ
た
の
で
す
が
、
地
元
菊
池
の
人
達
の
中
に
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
半
島
と
関
わ

る
人
が
い
て
、

お
米
を
持
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
は
岡
山
に
お
り
ま
す
の
で
、
岡
山
の
鬼
ノ
城
の
こ
と
な
ど
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
の
鬼
ノ
城
で
は
お
そ
ら
く
城
造
り
に
朝
鮮

半
島
系
の
人
、
が
動
員
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
当
時
の
日
本
人
だ
け
で
は
お
城
は
造
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
当
然
、
地
元
の
人
々
は
こ
の
よ
う
な
形
の
山
城
は
知
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
図
面
を
描
く
こ
と
も
、
監
督
す
る
こ
と
も
無
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理
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
地
域
は
古
代
に
賀
夜
郡
に
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
ま
さ
に
朝
鮮
半
島
の
伽
耶
に
つ
な
が
る
地
域
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
地

た
朝
鮮
半
島
系
の
人
達
が
動
員
さ
れ
て
、
他
地
域
に
な
い
よ
う
な
構
造
物
を

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
患
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
掘
立
柱
建
物
と
礎
石
建
物
の
関
係
で
す
が
、
礎
石
建
物
の
中
に
は
一
部
古
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
そ
の
礎
石
建
物
の
内
の
一
部
古
い
と
一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
中
の
六
四
、
六
六
号
建
物
跡
と
出
土
土

器
の
図
で
す
。

こ
れ
ら
の
土
器
で
す
と
、
②
番
が
七
世
紀
の
後
半
な
い
し
終
わ
り
頃
、
③
番
が
八
世
紀
に
入
る
く
ら
い
で
す
の
で
、

ま
さ
に
繕
治
の
時
期
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
礎
石
建
物
の
一
部
は
そ
う
い
う
時
期
に
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
図
は
、
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
に
お
ら
れ
る
木
村
さ
ん
が
作
成
さ
れ
た
出
土
土
器
数
の
グ
ラ
フ
で
す
。
七
世
紀
前
半
ま
で
は

あ
ま
り
多
く
は
な
い
の
で
す
が
、
築
城
時
と
考
え
ら
れ
て
い
る
七
世
紀
第
3
四
半
期
に
少
し
増
え
、
さ
ら
に
七
世
紀
末
f
1

ノ
八
世
紀
初

め
の
繕
治
の
時
期
に
急
に
増
加
し
ま
す
。
こ
の
増
え
る
最
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
六
九
八
年

ぴ〉

「
繕
治
」
を
単
に
修
繕
と
捉
え
る
の
か
、
あ
る
程
度
新
た
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
考
え
る
の
か
に
よ
っ
て
遺
物
の
数
の
理
解
の
仕

方
が
異
な
る
と
思
い
ま
す
。
先
程
の
礎
石
建
物
の
問
題
な
ど
を
含
め
ま
す
と
、
私
は
当
然
修
繕
も
行
い
、
そ
し
て
一
方
で
何
か
新
た

な
こ
と
を
し
て
い
る
可
能
性
を
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
繕
治
の
特
に
礎
石
建
物
を
新
た
に
建
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
も
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
土
器
の
多
さ
は
、
や
は
り
何
か
を
し
て
い
な
い
と
多
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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そ
し
て

八
世
紀
第
2
四
半
期
、
第
3
四
半
期
、

つ
ま
り
八
世
紀
の
半
ば
前
後
に
は
、
空
白
が
あ
っ
て
、
ま
た
八
世
紀
の
終
わ
り

く
ら
い
に
増
え
て
い
ま
す
。
土
器
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
使
っ
て
い
る
年
代
の
幅
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
そ
う
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
九
世
紀
後
半
の
土
器
は
記
録
と
も
合
い
ま
す
の
で
、
や
は
り
何
か
を
表
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
い
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

今

C
h
h
J

い
ま
す
と
、
六
四
号
建
物
跡
の
所
で
出
土
し
て
い
る
瓦
で
す
が
、
百
済
系
だ
、
新
羅
系
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、

時
期
的
に
は
さ
ほ
ど
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
八
世
紀
の
初
頭
く
ら
い
ま
で
し
か
下
が
ら
な
い
と
私
は
患
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

七
世
紀
の
後
半
と
考
え
る
の
が
一
般
的
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
繕
治
の
段
階
に
該
当
す
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
岡
山
の
話
に
移
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
地

の
山
陽
新
聞
が
作
っ
た
鬼
ノ
城
の
模
式
図
に
な
り
ま
す
。
城
の
周
り
を
城
壁
で

囲
み
、
中
に
建
物
群
が
あ
る
と
い
う
構
造
で
す
。
鬼
ノ
城
の
円
や
城
壁

の
よ

h

つ
に

部
復
元
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地
の

古
代
山
城
で
様
々
な
整
備
が
始
ま
っ
て
い
て
、
鬼
ノ
城
も
整
備
が
進
ん
だ
う
ち
の

つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
右
側
の
建
物
が

西
門
で
、
こ
の
左
側
の
も
の
が
角
楼
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
茶
色
の
部
分
が
城
躍
を
復
元
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
が
商
問
の
中
の
状
、
況
で
す
が
、
床
面
に
花
山
岡
山
石
を
敷
い
た
立
派
な
円
で
す
。
外
か
ら
中
に
入
り
、
階
段
を
登
る
と
、

正
面
に

板
壁
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
壁
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
大
野
城
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
門
扉
の
部
分
に
こ
の
よ
う
な
礎
石
が
あ

り
ま
す
。

四
角
い
柱
を
穴
に
理
め
て
立
て
、
こ

い
う
一
一
一
一
口
葉
を
使
い
ま
す
が
、
柱
を
地
面
に
埋
め
る
掘
立
柱
式
の
も
の
で
、

の
石
を
添
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
小
さ
い
四
角
の
部
分
、
こ
の
四
角
い

用
の
穴
で
、
柱
と
一
扉
の
間
の
隙
間
か
ら
攻
め
ら
れ

な
い
よ
う
に
造
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
マ
ル
で
囲
ん
だ
所
は
軸
摺
穴
と
一
一
一
一
口
っ
て
、

の
軸
を
こ
こ
に
入
れ
て
回
る
よ
う
に
す
る
場
所
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で
す
。
数
年
前
に
大
野
城
で
、
そ
の
下
の
金
具
が
見
つ
か
り
ま
し
て
、
す
ご
く
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
軸
摺
穴
の
有
無

と
い
う
の
が
大
事
で
し
て
、
鬼
ノ
城
も
あ
り
ま
す
が
、
中
国
地
方
の
山
城
に
は
な
い
例
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
軸
摺
穴
が
無
く
て
も

門
の
開
閉
は
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
古
代
の
場
合
、
だ
い
た
い
軸
摺
穴
は
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、

ひ
と
ま
ず
こ
の

城
の
も
の
が
標
準
的
な
モ
デ
ル
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
城
内
に
こ
の
よ
う
な
建
物
群
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の

発
掘
調
査
中
の
も
の
で
す
が
、
山
の
斜
面
を
カ
ッ
ト
し
、
礎

石
を
並
べ
、
建
物
を
建
て
て
い
ま
す
。
先
程
、
鞠
智
城
で
土
器
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
鬼
ノ
城
も
、
担
当
の
方
が
頑
張
っ
て
土
器
を

集
成
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
右
側
に
あ
り
ま
す
の
が
、
千
葉
県
佐
倉
に
あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
林
部
さ
ん
が
、
以
前
、
飛
鳥

京
を
掘
っ
て
い
た
時
の
土
器
変
遷
図
で
す
。
図
を
見
ま
す
と
、
中
央
少
し
下
が
っ
た
と
こ
ろ
の
、
飛
鳥
盟
の
「
飛
」

の
横
方
向

。コ

に
ち
ょ
う
ど
土
器
が
並
べ
ら
れ
て
い
な
い
空
白
部
分
が
あ
り
ま
す
。
林
部
さ
ん
は
、
ま
さ
に
こ
の

天
智
天
皇
が
大
津
に
都
を

動
か
し
た
時
期
に
該
当
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
が
六
六
七
年
く
ら
い
の
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
鬼
ノ
城
の
①
(
)
③
の
土
器
は
そ
れ
よ
り
古
く
、
④
、
⑥

1
⑫
の
土
器
は
そ
れ
よ
り
新
し
く
な
り
ま
す
。
器
の
椀
の
大
き
さ
が
、

小
さ
い
も
の
か
ら
大
き
く
な
る
境
目
が
ま
さ
に
こ
こ
に
く
る
の
で
す
が
、
鬼
ノ
城
の
土
器
を
素
直
に
見
れ
ば
、
や
は
り
六
六
七
年
頃

築
城
と
い
う
可
能
性
は
当
然
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
土
器
と
い
い
ま
す
も
の
は
後
ま
で
残
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
を
す
べ

て
含
め
て
七
世
紀
の
終
わ
り
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
考
え
は
成
立
し
う
る
と
思
い
ま
す
が
、
素
直
に
見

れ
ば
私
が
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
ふ
ハ
六
七

の
築
城
は
あ
り
得
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
大
事
な
お
話
し
を
し
ま
す
。
こ
の

い
ま
し
て
、
先
程
の
門
の
横
に
復
元
さ
れ
て
い ノ
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ま
す
。
今
、
締
麗
に
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
写
真
が
復
元
さ
れ
る
前
の
状
況
で
す
。
こ
の
石
垣
の
横
の
部
分
は
も
う
流
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

の
部
分
は
比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
復
元
さ
れ
て
い
る
も
の
の
上
部
は
そ
れ
を
基
に
積
み
直

し
た
も
の
で
す
。
皆
様
方
の
お
手
元
の
資
料
で
は
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
網
を
か
け
て
お
り
ま
す
部
分
が

修
復
、
整
備
を
す
る
時
に
、
積
み
直
し
た
部
分
で
す
。

一
番
上
の
図
が
上
か
ら
見
た
図
で
す
。

石
垣
を
積
む
時
、
普
通
に
積
む
の
で

し
た
ら

の
線
に
沿
う
形
で

石
を
積
む
の
で
す
が
、
こ
こ
は
こ
の
よ
う
な
弓
な
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
外
面
を
切
り
、

の
よ
う
な
様
子
は
、
壊
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

の
方
は
そ
う
で
は
な
い

っ
て
い

ま
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
部
分
に
関
し
ま
し
て
は
、
私
は
積
み
直
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
積
み
直
し

に
関
す
る
記
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
修
繕
」
「
繕
治
」

し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
と
忠
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
積
み
直
し
ゃ
設
計
変
更
と
推
、
制
さ
れ
る
例
が
、
豊
前
の
御
所
ヶ
谷
神
籍
石
で
も
い
え
そ
う
で
す
。
こ
ち
ら
は
少
し
特

異
な
の
で
す
が
、
中
門
の
西
側
部
分
を
発
掘
調
査
し
ま
し
た
ら
、
途
中
で
ど
う
も
土
患
を
造
ら
ず
に
、
列
石
を
並
べ
た
段
階
で
や
め

て
し
ま
っ
た
、
設
計
変
更
し
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
大
き
い
も
の
に
な
る
と
、
修
繕
や
設
計

変
更
な
ど
も
当
然
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
写
真
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
中
内
の
横
の
所
に
あ
る
列
布
と
、
版
築

で
す
。
こ
の
よ
う
に
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
や
そ
れ
を
超
え
る
土
器
一
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
写
真
が
先
程
申
し
上
げ
た
中
内

西
側
の
列
石
と
土
塁
の
状
況
で
す
。
列
石
は
確
実
に
据
え
置
か
れ
、
裏
側
に

部
版
築
は
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
高
さ
以
上
の
土
は

積
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
段
階
で
積
む
こ
と
を
や
め

城
壁
の
場
所
を
変
え
た
と
一
一
一
日
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
が
そ
の
中
内
西
側
を
造
り
直
し
た
部
分
と
推
測
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
高
さ
は
立
派
に
積
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
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は
列
石
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
設
計
変
更
す
る
中
で
、

い
ろ
い
ろ
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

に
こ
の

一
東
門
で
す
。

一
応
完
成
し
た
門
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
改
め
て
未
完
成
を
意
識
し
て
、
城
外
か
ら
中

を
見
ま
す
と
、
前
に
土
の
壌
が
あ
り
、
通
り
抜
け
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
柱
の
痕
跡
な
ど
も
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
門
も
未
完
成
な
の
か
な
と
、
気
に
な
り
始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
お
城
に
問
倒
し
て
は
、
城
壁
が
ひ

と
ま
ず
お
お
よ
そ
巡
っ
て
い
ま
す
。
出
土
し
た
①
番
の
土
器
か
ら
、
担
当
の
方
は
、

お
お
お
よ
そ
七
世
紀
の
第
3
四
半
期
、

つ
ま
り

大
野
城
、
基
凶
弾
城
と
同
じ
く
ら
い
の
時
期
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
②
番
の
よ
う
な
土
器
も
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
や
古
く
、
ま
た
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
七
世
紀
の
前
半
、
中
葉
ま

で
遡
り
ま
す
。
や
は
り
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
、
未
完
成
の
可
能
性
が
あ
る
古
代
山
城

こ
ち
ら
は
福
岡
県
の
唐
原
山
城
跡
で
す
。
こ
の
青
い
線
が
城
壁
想
定
線
で
す
。
た
だ
土
塁
は
あ
り
ま
せ
ん
。

の
方
に
伺
う
と
、

こ
れ
は
段
を
造
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
写
真
は
城
内
南
東
部
付
近
で
、
こ
の
よ
う
に
列
省
は
あ
り
ま
す
が
、

は
あ
り
ま
せ
ん
。
誠
査
で
明
ら
か
に
列
石
を
据
え
て
い
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
止
ま
っ
て
お
り
、

未
完
成
と
し
か

い
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
阿
志
岐
山
城
で
す
。
こ
ち
ら
は
大
宰
府
の
横
に
あ
り
ま
す
。
土
塁
は
こ
の

い
線
と
の

で
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

い
線
の
と
こ
ろ
に
は
土
塁
は
な
い
の
で
す
が
、
地
形
的
に
は
こ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
一
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一
一
ト
レ
ン
チ
で
す
。
こ
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
積
ん
だ
石
垣
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
南
東
側
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
出
て
く
る

土
器
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
の
資
料
よ
り
新
し
く
、
お
そ
ら
く
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
八
世
紀
の
前
半
く
ら
い
の
時
期
の
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
七
世
紀
中
頃
ま
で
遡
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
福
岡
県
飯
塚
市
の
鹿
毛
馬
神
緩
石
で
す
。
こ
の
神
龍
石
も
後
ろ
(
右
側
)
の
ほ
う
で
士
塁
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
前
の
ほ
う
だ
け
見
せ
る
た
め
に
造
っ
た
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
後
ろ
の
方
に
関
し
ま
し
て
は
、
以
前
の
発

掘
調
査
で
、
段
状
の
部
分
が
確
認
さ
れ
、
こ
こ
に

こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
定
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
段
は
作

石
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

福
岡
の
筑
後
に
あ
り
ま
す
女
山
神
鰭
石
で
す
。

、ノ
p

-

ゃ、A
、

J

-

宇
れ
、
刀

の
西
側
に
駅
路
が
通
っ
て
い
ま
す
の
で
、
駅
路
(
西
)
側
し

っ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
釈
路
に
面
す
る
北
西
部
も
土
塁
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
南
東
部
で
本
来
な
ら

ば
、
土
明
治
が
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
な
く
、
近
く
に
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
佐
賀
県
武
雄
市
に
あ
り
ま
す
お
っ
ぼ
山
神
龍
石
で
は
、
東
側
に
駅
路
が
通
る
の
で
、
東
側
の
み
土
塁
を
造
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
地
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
西
側
に
も
点
々
と
石
が
残
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
の
石
は
つ
な
が

っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
も
や
は
り
未
完
成
な
の
か
な
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、

の
播
磨
城
山
城
跡
で
す
。
こ
の
城
は
中
世
に
赤
松
氏
に
使
わ
れ
ま
す
。
城
壁
線
は
黒
い
破
線
部
が
想
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、

そ
れ
か
ら
門
の
辺
り
、
こ
れ
ら
の
所
は
構
造
物
が
あ
り
ま
す
が
、
繋
ぐ
土
塁
が
分
か
っ
て
い

a
-
L
U

・
c
・
3α
、

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
唐
居
敷
が
あ
り
ま
す
が
、
方
立
、
軸
摺
穴
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
な
く
て
も
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で
き
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
か
ら
、
山
口
県
の
周
防
石
城
山
神
龍
石
で
す
。
こ
れ
も
土
塁
や
石
均
一
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
動
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
は
よ
く
分
か
つ

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
南
水
円
で
あ
る
と
か
、
東
水
門
な
ど
の
施
設
は
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
北
側
の
門
の
所
で
は
、

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
も
方
立
と
軸
摺
穴
が
あ
り
ま
せ
ん
。
香
川
県
の
讃
岐
城
山
跡
は
讃
岐
国
府
と
い
う
当
時
の
中
心
地
が
眼

下
に
あ
る
お
城
で
す
。
こ
こ
で
は

〉
品
市
内
幸
を
↓

R
3

0
品
川
口
包
ゑ

m
、刀

つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
未
完
成
の
城
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

は
、
柱
に
添
え
る
コ

の
割
り
込
み
部
分
だ
け
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
方
立
や
軸
摺
穴
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
柱
に
添

え
る
方
形
の
制
り
込
み
さ
え
、
途
中
で
止
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
う
明
ら
か
に
未
完
成
で
す
。
こ
の
よ
う
に
讃
岐
城
山

城
跡
は
ど
う
考
え
て
も
未
完
成
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
古
代
山
城
は
完
成
し
て
い
た
の
か
、
城
内
の
建
物
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
そ
れ
か
ら
未
完
成
に
も
ど
う
も
い
ろ
い
ろ

あ
る
こ
と
が
解
っ
て
き
て
い
ま
す
。
完
成
し
た
山
城
と
未
完
成
の
山
城
の
間
で
ど
う
い
う
意
味
づ
け
が
で
き
る
の
か
。
最
後
に
繕
治
、

こ
れ
を
や
は
り
き
ち
ん
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

三
、
完
成
し
た
古
代
山
城
と
未
完
成
の
古
代
山
城

さ
て
、
結
論
で
す
。
完
成
し
た
古
代
山
城
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
対
馬
金
田
城
、
筑
前
大
野
城
、

肥
前
基
凶
弾
城
、

肥
後
鞠
智
城
、

備
中
鬼
ノ
城
が
あ
り
、

の
御
所
ヶ
谷
も
そ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
讃
岐
屋
鴫
城
跡
は
詳
細
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

円
の
城
、
高
安
城
も
詳
細
不
明
で
す
。

れ
ば
、
朝
鮮
半
島
か
ら
攻
め
て
く
る
と
き
、
ま
ず
大
宰
府
に
来
る
こ
と
が
想
定

講演 2I古代山城は完成していたのかj47 



さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
倭
は
大
宰
府
を
当
然
守
り
ま
す
。
さ
ら
に
大
和
を
守
る
場
合
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
備
讃
瀬
戸
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
ご
く
大
事
な
場
所
で
、
交
通
の
要
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
六
六
七
年
に
金
田
城
な
ど
と
も
に

屋
嶋
城
が
築
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
れ
は
偶
然
の
結
果
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
源
平
の
戦
い
の
時
も
、
こ
の
鹿
島
が

戦
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
こ
の
エ
リ
ア
は
と
て
も
重
要
で
、
初
期
の
段
階
に
き
ち
ん
と
造
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
鬼
ノ
城
も
ほ
ぼ
同
じ
墳
に
造
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

朝
鮮
式
山
城
と
一
一
立
回
っ
て
い
る
も
の
は
、
六
遺
跡
中
の
四
遺
跡
は
ほ
ぼ

い
な
く
完
成
し
て
い
だ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
こ
れ
に
、
屋
嶋
城
な
ど
を
入
れ
る
と
、
や
は
り
朝
鮮
式
山
城
と
い
う
記
録
に
載
っ
て
い
る
お
城
は
、
あ
る
程
度
完
成
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
、
あ
ま
り
し
っ
か
り
と
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
城
に
は
基
本
的
に
内
が
存
在
し
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
円
、
が
き
ち
ん
と
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
神
龍
石
系
の
も
の
で
、
実
際
に
円
が
確
実
に
あ
る
の
は
、
こ
の
鬼
ノ
城
の
み
で
す
。
御
所
ヶ
谷
神
龍
石
は
確
か
に
あ

り
ま
す
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

こ
れ
ら
の
完
成
し
た
お
城
と
い
う
の
は
、
門
が
し

っ
か
り
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
の

つ
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
鞠
智
城
に
、

し
っ
か
り
と
し
た
門
が
い
く
つ
も
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
完
成
し
た
お
城
は
、
そ
れ
だ
け
大
事
な
場
所
に
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
や
は
り
古
い
段
階
か
ら
造
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
未
完
成
に
関
し
て
は
、
意
図
的
な
未
完
成
と
、

し
ょ
う
が
な
し
の
未
完
成
が
あ
る
と
思
つ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
微
妙
で
す
が
、

の
中
で
、
神
鏡
石
と

っ
て
い
る
も
の
は

こ
れ
ら
の
朝
鮮
式
山
城
よ
り
古
い
の
か
、
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新
し
い
の
か
、
さ
ら
に
新
し
い
と
し
た
ら
い
つ
頃
な
の
か
、

天
武
朝
と
か
、
持
統
朝
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち

ら
の
考
え
方
で
も
、
未
完
成
は
あ
り
得
ま
す
が
、
答
え
が

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
見
せ
る
」
と
い
う
意
識

の
中
で
の
未
完
成
と
い
う
の
は
、
十
分
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
単
に
偶
然
の
停
止
で
は
な
く
、
や
は
り
政
治
的
な
も
の
、
社

会
的
情
勢
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

実
際
に
、

お
城
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
未
完
成
と
完
成
、
そ
れ
か
ら
未
完
成
の

段
階
に
お
け
る
遺
構
の
有
無
、
多
寡
、

つ
ま
り
、
中
に
建
物
、
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
遺
物
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
そ
う
い
う
の
も

や
は
り
大
事
な
検
討
の
余
地
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
程
か
ら
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
、
繕
治
で
す
。
こ
の
時

期
の
繕
治
の
意
味
と
い
う
の
は
、
当
時
の
国
家
情
勢
は
当
然
安
定
し
て
い
る
は
ず
で
す
の
で
、
他
の
お
城
と
の
性
格
の
違
い
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
高
安
城
に
関
し
て
は
、
実
は
城
壁
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
、
今
回
外
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
繕
治

記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
そ
の
辺
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
考
古
学
的
に
一
一
一
一
口
わ
れ

て
い
る
鬼
ノ
城
の
修
理
と
い
う
の
も
、
や
は
り
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
の

も
あ
る

石
松
さ
ん
と
い
う
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
未
完
成
と
皆
言
っ
て
い
る
が
、
こ
う
や
っ
て
ま
と
め
て
全
般
的

っ
た

も
の
が
無
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
成
果
は
あ
る
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、

そ
う
い
う
見
方
、
完
成
、
未
完
成
、
繕
治
と

い
う
の
は
お
城
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ち
ょ
う
ど
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
清
穂
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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講
演
三

鞠
智
城
の
建
物
跡
に
つ
い
て

ノト 講
西演

者
紹
介

り
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う
)

卒
業
。
九
州
造
形
短
期
大
学
教
授
を
経
て
、

現
在
、
株
式
会
社
修
復
技
術
シ
ス
テ
ム
代
表
取
締
役
。

専
門
は
建
築
史
。

一
一
郎
(
こ
に
し

5] 



-
講
演
三

「
鞠
智
城
の
建
物
跡
に
つ
い
て
」

小
西
龍
三
郊

(
一
苅
九
州
造
形
短
期
大
学
教
授
)

は
じ
め
に

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
小
西
と
申
し
ま
す
。

私
の
ほ
う
か
ら
は
、
私
の
専
円
で
あ
る
建
築
史
の
立
場
か
ら
鞠
智
城
の
七
二
棟
の
建
物
と
、
問
時
代
の
古
代
山
城
の
建
物
と
の
比

較
を
通
し
て
、
鞠
智
城
の
建
物
の
特
徴
あ
る
建
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
建
設
時
期
と
、
そ
れ
か
ら
存
続
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
古
代
山
城
の
姿
と
い
う
も
の
の
変
異
を
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
、
鵜
智
城
跡
の
建
物
跡

ま
ず

つ
、
鞠
智
城
に
お
け
る
建
物
の
配
置
と
、
文
献
に
見
え
る
鞠
智
城
の
建
物
に
関
す
る
記
録
に
な
り
ま
す
。
注
目
し
て
い
た

だ
き
た
い
の
は
、
ま
ず
六
九
八
年
の

「
大
宰
府
を
し
て
大
野
、
基
出
婦
、
鞠
智
の
三
城
を
繕
い
治
め
し
む
」
と
い
う
こ
の

で
す
。

そ
れ
と
天
安
二

の
、
八
五
八
年
、
約
二
ハ

O
年
後
で
す
け
れ
ど
も
、
「
同
城
」
、
こ
れ
は
鞠
智
城
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
「
不
動
倉

十
一
宇
火
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
わ
ば
火
災
に
遭
い
ま
し
た
、
不
動
入
居
が
燃
え
ま
し
た
、
と
い
う
記
録
で
す
。
さ
ら
に
、
八

七
五
年
に
な
り
ま
す
と
、
こ
こ
が
少

い
ま
す
が
、
「
菊
池
郡
倉
舎
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
菊
池
郡
の
倉
と
営
舎
が
草
ぶ
き
だ
っ
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た
の
で
す
が
、

カ
ラ
ス
が
そ
の
草
を
か
み
抜
い
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
、
と
い
う
記
録
で
す
。
だ
い
ぶ
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て
き
て
い
ま

す
。
こ
の
辺
を
建
築
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
と
い
う
の
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
ち
ら
が
、
鞠
智
城
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
り
ま
す
「
長
者
原
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
七
一

棟
の
建
物
群
で
す
。
も
ち
ろ
ん

周
り
に
は
門
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
、
特
に
こ
の
鞠
智
城
の
中
心
部
に
あ
り
ま
す
長
者
原
の
建
物
群
に
つ
い
て
少
し
分
類
を
し
な

が
ら
、
解
説
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

者
山
と
い
い
ま
す
。

地
域
と
し
ま
し
て
、
真
ん
中
は
長
者
原
、
西
側
に
少
し
台
形
の
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
小
高
い
山
に
な
っ
て
い
て
、
長

そ
れ
と
、
東
側
に
も
う
少
し
丘
陵
部
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ゾ

i
ニ
ン
グ
と
し
て
、
長
者
原
、
長
者
山
、

東
山
丘
陵
と
区
分
し
な
が
ら
、
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
長
者
原
の
中
央
部
に
あ
る
建
物
群
で
す
。

四
九
号
と
呼
ば
れ
る
建
物
で
、
礎
石
の
総
柱
建
物

に
な
り
ま
す
。
特
に
長
い
の
で
、
長
入
居
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
四
九
号
は
後
程
、
大
野
城
と
比
較
が
で
き

写真 6 小西龍三郎氏

す O
か号
ら、

る
か
と
思
い
ま
す
。
周
り
に
一
口
す
か
ら
一

O
号
が
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
掘
立
建
物
に
な
り
ま
す
。
こ

七
ロ
ザ
と
八
号
、

五

そ
れ
か
ら
一
一
一
号
と
六
号
、

九
号
と

こ
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

こ
れ
は
近
接
し
て
い
て
、
非
常
に
類
似
す
る
形
に
な
り
ま
す
。
掘
立
柱
と
い
う
も
の
は
腐
り
ま

だ
い
た
い
耐
用
年
数
が

O
年
か
ら
一
二

O
年
だ
と
い
う
ふ
う
に
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か

ら
、
二
つ
あ
る
の
は
、

一
方
が
先
に
建
っ
て
、
耐
用
年
数
が
過
ぎ
た
の
で
、
憐
に
建
て
替
え
た
と
い
う

ふ
う
に
考
え
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
一
気
に

O
棟
建
て
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
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順
次
建
て
替
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
四
九

の
礎
石
建
物
で
す
。
発
掘
を
し
ま
す
と
、

こ
う
い
う
礎
石
、
な
い
し
は
礎
石
の
抜
き
穴
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
建
物
は
、
高
床
式
建
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
に
は
、
掘
立
の
側
柱
建
物
の
代
表
と
し
て
一
九
号
を
挙
げ
て

お
り
ま
す
が
、
発
掘
し
ま
す
と
、

そ
れ
と
柱
を
立
て
る
為
の
周
り
の
掘
方
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
真
ん
中
に
柱

ーノブ、、、

j
z
 

月

ν
'
rノ

が
な
い
の
で
、
土
問
、
な
い
し
は
低
い
床
を
持
っ
た
建
物
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

次

一
号
か
ら
一
五
号
を
挙
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、

で
す
。
こ
れ

一
口
す
と
二
一

は
真
ん
中
の

一
間
×
問
問
は
礎
石
総
柱
で
、
周
り
の
四
周
、
ぐ
る
り
と
巡
っ
て
い
る
所
は
掘
立
柱
と
な
り
、

い
わ
ば
礎
石
と
掘
立
柱

が
併
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

い
う
の
は
、
こ
れ
も
掘
立
の
総
柱
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
東
側
丘
陵
地
帯
の
建
物
群
で
す
が
、
左
側
に
、

O 

一
、

一
口
一
?
と
い
う
建
物
が
並
ん
で
い
ま
す
。
並
ん

一、

で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

号
と
二
三
号
は
、

口
す
が
建
っ
て

O
号
と
二
一

号
と
二
一

の
下
層
に
あ
り
ま
す
。

い
て
、
そ
れ
が
壊
れ
て
か
ら

号
が
建
ち
ま
し
た
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
O
号、

で
す
か
ら
、

二
棟
ず
つ
し
か
こ
こ
に
建
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。
特
に
、

二
O
号
と
一

号
に
は
、
礎
石
に
火
災
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
火
災
の

跡
と
い
い
ま
す
と
、
最
初
の

年
の
不
動
倉
が

棟
焼
け
た
と
い
う
記
録
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
繋
が
つ

で
い
い
ま
し
た

て
い
く
か
も
少
し
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
右
側
の
ほ
う
に
八
角
形
建
物
が
二
棟
あ
り
ま
す
。
北
側
の
ほ
う
が

の
八
角
形

そ
れ
か
ら
南
側
の
ほ
う
が

い
う
掘
立

の
八
角
形
に
な
り
ま
す
。
特
に

の
八
角
形
の
ほ
う
は
、
当
初

の
建
物
、
が
あ
っ
た
の
が
、

ニ
O
mす
と
い
う
礎
石
建
物
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
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二
四
号
と
二
七
号
は
掘
立
の
建
物
で
す
が
、
妻
側
か
ら

間
外
れ
た
一
助
に
間
仕
切
り
を
持
ち
ま
す
。
鞠
智
城
の
中
で
間
仕
切
り
を

持
つ
建
物
と
い
う
の
は
非
常
に
珍
し
く
、
そ
の

四
号
と
二
七
口
す
だ
け
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う

の
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
長
者
山
の
上
に
建
つ
礎
布
建
物
で
す
。
こ
れ
は
、
問
じ
向
き
に
建
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

セ
ッ
ト
関
係
に
あ
る
礎
石
総
柱
の

建
物
群
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
、

四
五
号
を
除
い
た
、

四
七
、

四
八
号
に
は
や
は

四
六
、

り
火
災
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
税
の
天
安
二
年
の
火
災
と
の
関
係
も
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
も
う

一
号
と
六
三
号
を
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
六
二
号
と
六
三
号
は
直
行
す
る

つ
、
ふ
ハ

軸
を
持
つ
建
物
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
と
、
柱
間
で
す
が
、
こ
こ
で
一
一
一
一
口
う
柱
聞
が
全
く
共
通
し
て
い
る
も
の
と
い
う
の
は
、

一
つ
は
営

な
い
し
は
役
所
的
な
性
格
を
持
つ
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
総
柱
建
物
が
一
一
一
三
棟
、
そ
れ
か
ら

八
角
形
建
物
が
二
棟
ず
つ
、

一
一
期
に
分
か
れ
る
の
で
四
棟
，
そ
れ
か
ら
、
側
柱
建
物
が

五
棟
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
、

い
わ
ば
鞠
智
城
に
見
ら
れ
る
建
物
群
で
あ
り
ま
す
。

二
、
古
代
の
倉

こ
れ
は
、
鞠
智
城
と
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
文
献
資
料
で
す
が
、
『
和
泉
監
正
税
帳
』
と
い
い
ま
す
。
要
す
る
に
、

の
ち
の
和
泉

問
、
大
阪
の
泉
南
の
辺
り
の

の
、
い
わ
ば
会
計
報
告
と
見
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

で
き
た
の
は
、

七
三
七
年
で
、
国
の
名
前

や
郡
の
名
前
、
建
物
の
用
途
、
名
称
、

そ
れ
か
ら
建
物
の
幅
、
奥
行
き
、

収
納
量
、
こ
う
い
う
も
の
が
詳
締
に
記
載
さ
れ
た
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も
の
で
す
。
こ
れ
を
少
し
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
建
物
の
用
途
で
す
。
こ
こ
で
は
、

一
つ
の
用
途
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

つ
が
不
動
入
居
、
も
う

つ
が
動
入
居
で
す
。
不
動

倉
と
い
う
の
は
、
穀
類
を
、
国
司
や
郡
司
が
検
封
し
ま
す
。

い
わ
ば
封
印
を
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
二
度
と
関
か
な
い
と
い
う

も
の
を
不
動
倉
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
動
倉
と
い
う
の
は
、
動
用
倉
と
も
呼
び
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
常
の
出
納
、
出
し
入

れ
を
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
倉
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
見
て
い
き
ま
す
と
、

不
動
入
居
の
ほ
う
は
規
模
が
非
常
に
大
き
く
て
、
動
倉

の
ほ
う
は
小
ぶ
り
で
、
動
入
居
は
不
動
倉
の
一

分
の
二
く
ら
い
の
大
き
さ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
正
税
帳
に
書
か
れ
て
い
る
も
う

つ
の
面
白
い
特
徴
は
、

の
大
き
さ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
塞
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う

と
、
高
床
の
入
居
、
が
あ
っ
て
、
そ
の
入
り
口
の
部
分
に
仕
切
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
仕
切
り
の
板
を
上
げ
下
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

バ
ラ
積
み
の
稲
穀
を
ど
ん
ど
ん
積
み
上
げ
て
い
き
、
ま
た
一
定
の
高
さ
に
な
っ
た
ら
、
ま
た
板
を
さ
し
て
、
積
ん
で
行
っ
て
、
最
後

ま
で
積
み
上
げ
る
の
で
す
が
、
要
は
、
バ
ラ
積
み
の
倉
庫
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の
稲
穀
を
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
塞
が
な
い
と
い
う
と
ど
う
い
う
こ
と
か

い
ま
す
と
、
稲
の
穂
首
の
と
こ
ろ
を
刈
り
ま
し
て
、

そ
れ

を
束
に
し
て
、
保
存
す
る
と
い
う
や
り
方
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
伝
統
的
な
収
蔵
の
方
法
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う

に
束
に
し
て
収
蔵
し
て
い
た
も
の
が
、

い
わ
ば
稲
穀
と
し
て
、
も
み
殻
と
し
て
収
納
す
る
と
い

正
税

い
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

帳
で
は
、

二
O
棟
あ
る
の
に
対
し
て
、

一
棟
が
穀
倉
に
な
り
ま
す
。

の
名
前
で
す
。
甲
倉
、
丸
木
倉
、
板
倉
、
法
倉
、
屋
と
、
全
部
で
五
つ
の
名
称
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

「
甲
倉
」
と
い

次
に
、

う
の
は
、

よ
く
皆
さ
ん
が
ご
存
知
の
東
大
寺
の
正
倉
院
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

の
建
物
の
こ
と
を
申
倉
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
「
丸
木
入
居
」
、
こ
れ
は
よ
く
聞
く
、

ロ
グ
ハ
ウ
ス
で
で
き
た
、
丸
木
で
で
き
た
倉
に
な
り
ま
す
。
次
に
「
板
倉
」
、
こ

れ
は
横
長
の
厚
板
を
、

柱
の
縦
溝
に
落
と
し
込
み
ま
し
て
、
壁
を
造
る
と
い
う
、
横
は
め
方
式
の
高
床
入
居
で
す
。
こ
れ
は

の
あ
と
に
開
発
さ
れ
た
収
納
最
の
多
い
倉
に
な
り
ま
す
。

の
外
見
で
す
と
、
だ
い
た
い
桁
が
六
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
で
き
な

い
の
で
す
が
、
板
倉
に
な
り
ま
す
と
、

い
く
ら
で
も
継
ぎ
足
し
て
長
さ
が
取
れ
ま
す
か
ら
、

の
大
き
い
倉
が
造
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
次
に
、

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
側
柱
の
み
で
、
土
問
か
低
床
の
建
物
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
幅
と
奥
行
き
の
比

が
二
を
超
え
る
も
の
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
法
倉
」
。
こ
れ
は
、
板
倉
の
一
種
で
、
非

常
に
奥
行
き
と
一
服
の
比
が
大
き
い
、

三
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は

と
い
う
ふ
う
に
も
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
こ

う
い
う
も
の
が
名
前
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

続
き
ま
し
て
、
同
じ
よ
う
な
会
計
報
告
で
す
け
れ
ど
も
、
越
中
国
の
交
替
帳
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
向

じ
よ
う
な
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
一

O
世
紀
初
頭
の
記
録
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

先
程
の
和
泉
監
正
税
帳
に
比
べ
て
何
が
違
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
丸
木
入
居
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
法
倉
、

た
細
長
い
長
倉
も
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
震
で
す
。
依
然
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
床
面
積
の
平
均
が
、
和
泉
監

正
税
帳
が
約

0
平
方
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
の
が
、
越
中
国
交
替
帳
は
、
約
六

0
平
方
メ
ー
ト
ル
と
倍
増
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
大
規

模
な
入
居
が
増
え
た
わ
け
で
す
。
構
造
的
に
一
一
一
一
口
う
と
、
校
倉
が
減
っ
て
、
板
倉
が
増
え
た
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
示
し
ま
し
た
の
は
、
や
は
り
鞠
智
城
と
向
時
期
に
造
ら
れ
た
、
福
岡
県
小
群
市
に
あ
る
小
郡
官
街
で
す
。

一
期
に
特
徴

が
あ
り
ま
し
て
、
北
側
に
総
柱
建
物
が
見
え
、
東
側
の
下
の
ほ
う
に
、
側
柱
が
コ
の
字
形
に
な
っ
た
よ
う
な
部
分
、
こ
れ
は
政
庁
と て〉
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一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
北
西
側
の
ほ
う
に
な
り
ま
す
か
、
館
と
呼
ば
れ
る
直
行
す
る
建
物
が
何
棟
も
並
ん
で

い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
郡
官
衝
は
、
営
舎
、
役
所
、

日
常
的
な
役
所
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
政
庁
と
い
う
の
は
、
儀
式
の

場
で
す
が
、
そ
れ
に
正
倉
が
つ
く
と
い
う
ふ
う
な
形
の
も
の
で
す
。
こ
こ
で
申
し
上
げ
る
の
は
、
向
時
代
の
官
街
っ
て
い
う
も
の
は
、

非
常
に
そ
の
機
能
が
政
庁
、
正
入
居
や
館
と
い
う
も
の
で
、
反
一
分
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ

し
い
か
と
思
い
ま
す
。

もャフ

イ〉

番
左
の
下
の
ほ
う
に
、
縦
に
細
長
い
建
物
が
あ
っ
て
、
下
か
ら
こ
段
目
の
と
こ
ろ
に
横
線
が
引
い
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
間
仕
切
り
跡
で
す
。
こ
れ
は
三
期
の
建
物
跡
で
、
だ
い
た
い
八
世
紀
中
期
以
降
に
、

四
号
や
二
七
号
と
同
じ
よ
う
な
間
仕

切
り
が
あ
る
建
物
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。

三
、
鞠
智
城
の
建
物
と
大
野
城
の
建
物

こ
れ
か
ら
全
体
的
な
、
も
っ
と
倍
々
の
建
物
の
比
較
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
比
較
対
象
と
し
て
、
大
野
城
を
選
ん
で

い
ま
す
。
所
在
地
の
確
定
し
た
朝
鮮
式
山
城
は
全
部
で
六
つ
あ
る
わ
け
で
す
が
、
長
崎
県
の
金
田
城
、
福
岡
県
の
大
野
城
、
佐
賀
県

の
基
凶
弾
城
、

そ
れ
か
ら
熊
本
県
の
鞠
智
城
、
香
川
県
の
屋
嶋
城
、

そ
し
て
大
阪
府
の
高
安
城
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
特
に
、

六
九
八
年
に
「
大
宰
府
を
し
て
大
野
、

鞠
智
城
の
三
城
を
繕
治
せ
し
む
」
と
い
う
記
録
か
ら
見
ま
し
で
も
、
こ
の
大
野
城
、

鞠
智
城
と
い
う
も
の
が
非
常
に
近
し
い
関
係
の
あ
る
お
城
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
の
比
較
を
し
て
み
た

い
と
患
い
ま
す
。
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大
野
城
に
は
、
全
体
で
七

O
棟
の
建
物
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
、
掘
立
の
側
柱
建
物
が
二
棟
、
掘
立
の
総
柱
が
二
棟
、
そ
れ
か
ら
礎

石
の
総
柱
が
六
五
棟
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う

問
問
×
一
部
の
建
物
、
が

棟
あ
り
ま
す
。

Jコ

鞠
智
城
の
四
九
号
は
、
礎
石
の
総
柱
の
長
倉
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
類
似
す
る
も
の
が
、
大
野
城
に
は
S

B
六
O
が
あ
り
ま
す
。

や
は
り
礎
石
の
長
倉
で
、
版
築
基
壇
の
上
に
建
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
す
。
大
野
城
の

S

B
六

O
の
ほ
う
に
着
目
す
る
と
、

そ
の
よ
の
北
の
方
に
、
実
は
S

B
六
回
と
六
五
と
い
う
二
つ
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。

S

B
六
回
と
い
う
の
は
、
掘
立
の
側
柱
建
物
で

す
。
こ
れ
に
は
天
智
四
年
、
六
六
五
年
か
ら
六
七

O
年
の
間
に
製
作
さ
れ
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
瓦
が
伴
っ
て
い
ま
す
。
大
野
城
の
創

建
期
と
ほ
ぼ
問
時
期
の
瓦
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
そ
の
後
に
、

S

B
六
五
と
い
う
掘
立
の
総
柱
建
物
、

れ
て
い
る
も
の

が
建
て
ら
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、

S

B
六
回
が
無
く
な
っ
て
か
ら
、

S

B
六
五
が
建
っ
た
と
い
う
関
係
で
す
。

さ
ら
に
も
う
少
し
考
え
て
い
き
ま
す
と
、

S

B
六
五
は
掘
立
、

S
B
六
O
は
礎
石
、
同
じ
長
入
居
で
す
。
や
は
り
S
B
六
五
か
ら

S

B
六
O
へ
の
変
遷
と
い
う
こ
と
が

つ
自
然
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

そ
こ
に
掘
立
建
物
は
、
先
程

い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
耐
久
性
、
耐
久
年
数
が
二

O
年
か
ら
三

O
年
で
す
の
で
、
こ
れ
を
当
て
は
め
て
い
き
ま
す
と
、

S

B
六
四
は

七
世
紀
の
後
半
、
六
六
五
年
に
非
常
に
近
い
時
期
に
建
て
ら
れ
、

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
一

ニ
O
年
経
っ
た
七
世
紀
の
ち
ょ
う
ど
繕

治
の
頃
に

S
B
六
五
が
建
っ
た
。
さ
ら
に
八
世
紀
前
半
に
入
り
、

S

B
六
O
が
建
つ
と
い
う
一

つ
の
変
遷
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
鞠
智
城
と
大
野
城
が
ほ
ぼ
大
宰
府
の
政
情
下
の
中
で
造
ら
れ
て
い
っ
た
、
建
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
き
ま
す
と
、
鞠
智
城
の
四
九
号
も
、

S
B
六
O
と
伺
じ
時
期
、

八
世
紀
の
前
半
、
繕
治
期
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
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同
じ
よ
う
な
考
え
方
で
、
今
度
は
鞠
智
城
の

一
号
と
一
二
号
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
と
同
様
の
建
物
、
や
は
り

大
野
城
に
七
棟
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、

S
B
O
九
五
は
、
鞠
智
城
の

一
二
号
が
内
側
の
三
間
×
回
開
が
礎
石
で
、
田
川
り

が
掘
立
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
内
側
の

間
×
五
間
が
礎
石
で
、
周
り
が
掘
立
と
い
う
建
物
に
な
り
ま
す
。
規
模
が
少
し
違
い
ま
す

け
れ
ど
、
よ
く
似
た
建
物
で
す
。
こ
れ
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
建
物
的
に
は
類
似
し
て
い
ま
す
が
、
違
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
と

い
ま
す
と
、

S
B
九
五
の
方
に
は
掘
立
の
四
周
の
上
に
雨
落
ち
構
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か

ひ
さ
し

鞠
智
城
の
ほ
う
は
、
建
っ
た
時
は
庇
付
き
で
建
ち
、
ず
っ
と
庇
付
き
で
使
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大
野
城
の
ほ
う
は
、
建
っ
た

い
ま
す
と
、

時
は
庇
付
き
で
し
た
が
、
あ
る
時
か
ら
庇
は
撤
去
さ
れ
、
要
す
る
に
高
床
式
の
一

間
×
五
間
の
倉
庫
に
な
っ
た
と
い
う
変
遷
を
持
ち

ま
す
。
特
に
、
鞠
智
城
の
ほ
う
は
、
腐
っ
て
き
た
庇
状
の
部
分
の
柱
を
、
わ
ざ
わ
ざ
礎
石
で
修
理
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
ら
、

か
な

り
存
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
、
大
野
城
で
は
、
礎
石
の
長
倉
か
ら
、
そ
れ
か

ら
四
周
に
掘
立
を
持
つ
礎

そ
れ
か
ら
、
規
格
性
の

い
三
間
×
五
間
の
倉
に
変
遷
し
て
い
っ
た
と
い
う
過
程
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
の
中
で
捉
え
て
い
き
ま
す
と
、
掘
立
長
倉
の
次
は
、

四
照
が
掘
立
の
礎
石
入
居
に
当
た
り
ま
す
。

四
九
号
と
ほ
ぼ

一
号
は
、

続
く
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。

次

一
O
ロ
す
か
ら

。コ
下

号
の
建
物
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
先
程
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、

二
号
と
二
一

口
す
が

層
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

口
アデ

三
号
か
ら
、

一
O
号、

へ
の
変
遷
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
に
建
っ
た

号
は
問
問
×

四
間
の
礎
石
建
物
で
、

一
三
号
は
、

間
関
×
六
閑
の
礎
石
建
物
で
す
が
、
桁
行
と
梁
間
の
柱
間
が
非
常
に
違
い
ま
す
。
長
方
形
の
柱

も
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

二
O
号
は
三
間
×
四
間
の
礎
石
建
物
、

一
号
も
同
じ
一
一
一
間
×
四
関
の
礎
石
建
物
で
、
柱
間
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は
八
尺
、
約

四
メ

i
ト
ル
に
統

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
柱
間
が
不
統
一
な
礎
石
建
物

か
ら
、
柱
間
が
統

さ
れ
た
三
間
×
四
関
の
礎
石
建
物
に
変
遷
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

大
野
城
で
の
変
遷
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
規
格
性
の

い
三
間
×
五
間
の
礎
石
総
柱
建
物
と
い
う
の
が
、

一
期
の
最
後
の
ほ
う
に

で
き
て
お
り
、

一
間
×
四
間
の
礎
者
総
柱
建
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
見
ま
す
と
、

O 

そ
の
あ
と
三
期
に

の
よ
う
な
規
格
性
の

い
建
物
と
い
う
の
は
、
後
ろ
の
ほ
う
で
で
き
た
の
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
こ
と
が
少
し
分
か
っ
て

き
ま
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
と
、
鞠
智
城
の
三
間
×
四
間
の
建
物
に
一
一

O
、

一
六
、
五
九
、

七
二
号
と
い
う

一

の
が
あ
り
ま
す
が
、
一
二
六
号
か
ら
九
世
紀
以
来
の
高
台
付
の
土
師
器
が
出
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
七
二
口
ず
か
ら
九
世
紀
の
後
半
を
下

限
と
す
る
遺
物
が
出
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

一O
号
、
二

つ
か
っ
て
お
り
、
九
世
紀
の
半
ば
頃
の
「
不

口
ず
か
ら
は
火
災
痕
跡
が

動
入
居
十

と
呼
ば
れ
る
火
災
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
鞠
智
城
の
三
間
×
四
間
の
総
柱
建
物
と
い
う
の

は
、
だ
い
た
い
九
世
紀
の
半
ば
頃
を
下
限
と
す
る
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

一二

O
、

三
一
ニ
号
の
八
角
形
建
物
に
つ
い
て
は
、

日
本
の
古
代
山
城
全
体
を
み
て

実
は
大
野
城
に
類
似
例
が
な
く
、

聖
山
城
と
丸
都
山
城
に
は
類
似
例
が
あ
り
ま
す
。

も
、
他
に
類
似
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
半
島
の
山
城
で
あ
る

聖
山
城
の
ほ

う
は
、
九
角
形
と
か
十
二
角
形
の
建
物
も
出
て
お
り
、
丸
都
山
城
の
も
の
は
、
同
じ
八
角
形
と
言
っ
て
も
、
柱
の
並
び
が
、
鞠
智
城

は
放
射
状
に
な
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、

マ
ス
自
状
に
組
ま
れ
て
八
角
形
を
造
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
ほ
か
、
法
隆
寺
の
夢
殿
難
波
宮
の
東
西
の
八
角
形
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
柱
の
並
び
が
放
射
状
の
建
物
に
な
り
ま
す
。
時

期
的
な
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
の
比
較
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
掘
立
の
ほ
う
が
若
干
礎
石
よ
り
前
な
の
か
な
と
い
う
観
点
か
ら
見
ま
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す
と
、
こ
の
一
ニ

O
号、

の
あ
た
り
と
い
う
の
は
、
割
と

い
時
期
の
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

一一
一

る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
鞠
智
城
の
四
五
、
四
六
、
四
七
、
四
八
号
を
見
て
み
ま
す
。
四
五
ロ
す
と
い
う
の
は
、
七
一

の
上
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

七

い
〉
フ
の
は
、

四
間
×
一
ニ
聞
の
規
格
性
の
高
い
総
柱
建
物
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

四
五
号
は
、
七
二
日
す
よ
り
も
後

に
で
き
た
終
末
期
の
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
今
、
考
え
て
い
ま
す
。
四
六
、

四
七
、
四
八
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
火
災
の

跡
が
あ
り
、

四
五
号
と
は
違
う
建
物
で
す
が
、

九
世
紀
中
頃
辺
り
の
火
災
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、

四
号
と

一
七
号
を
見
て
み
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
野
城
の

S
B
八

O
と
い
う
事
例
と
類
似
し
て
い
ま
す
。

S
B
八

O
と
い

う
の
は
、
や
は
り
側
柱
建
物
な
の
で
す
が
、
南
側
か
ら
二
関
目
の
と
こ
ろ
に
間
仕
切
り
が
あ
り
ま
す
。
間
仕
切
っ
た
南
側
に
炉
が
実

は
あ
り
、
営
舎
的
な
建
物
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
よ
く
類
似
し
た
形
を
持
つ
、
鞠
智
城
の
一

二
七
号
に
つ
い
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
営
本
一
口
的
な
建
物
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
程
、
小
郡
官

衝
の

二
期
に
も
、
妻
部
分
に
間
仕
切
り
の
あ
る
建
物
を

棟
お
見
せ
し
た
の
で
す
が
、
あ
れ
も
八
世
紀
の
中
期
以
降
の
建
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

七
口
す
と
い
う
の
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
終
末
期
に
近
い
建
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ

四
号
、

と
で
、
倉
庫
で
は
な
く

で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
、
鞠
智
城
の
建
物
の
建
造
時
期
と
存
続
期
間

鞠
智
城
の
出
土
士
器
の
編
年
で
す
が
、
や
は
り
土
器
の
出
土
量
と
い
う
の
は
、
そ
の
建
物
の
時
期
の
、
人
の

示
し
て
い
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る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
私
達
は
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
建
物
を
建
て
る
と
い
う
時
は
、
地
鎮
祭
が
あ
っ
た
り
、
今
で
も
完
成
式

が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
素
焼
杯
で
何
か
を
し
た
り
、
色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
建
設
と

も
少
し
関
わ
り
の
あ
る
数
値
か
な
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
や
は
り
七
世
紀
の
第
3
四
半
世
紀
に
、
そ
の
前
期
に
比
べ
る
と

倍
増
し
た
出
土
が
ご
ざ
い
ま
す
し
、
七
世
紀
の
第
4
四
半
期
か
ら
八
世
紀
の
第
1
四
半
期
に
か
け
て
は
、
す
ご
い

の
須
恵
器
が
出

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
八
世
紀
の
第
2
、
第
3
四
半
期
に
は
空
自
、

い
わ
ば
あ
ま
り
人
の
活
動
が
盛
ん
で
な
い
時
期
、
要
す
る
に
建

設
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
態
わ
れ
る
時
期
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ま
た
八
世
紀
第
4
四
半
期
に
な
る

と
、
再
度
、
須
恵
器
が
出
土
し
て
き
ま
す
。
や
は
り
何
か
建
設
的
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

九
世
紀
に
入
り
ま
し
て
、

1
四
半
期
、
第
2
四
半
期
は
な
い
の
で
す
が
、
第
三
と
い
う
の
は
、
先
程
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
鞠
智

城
の
不
動
倉
一

一
入
居
が
燃
え
た
時
期
で
す
。
そ
の
時
期
に
合
わ
せ
た
後
に
、
今
度
は
須
恵
器
で
は
な
く
、
土
師
器
の
ピ
!
ク
が
も
う

一
度
来
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う

回
建
設
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に

も
う
須
恵
器
で
は
な
く
て
、
土
師
器
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
私
は
建
築
の
主
体
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
な
、
と
い
う
ふ

う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、
先
程
、
ご
説
明
し
た
「
菊
池
郡
倉
舎
」
に
関
す
る
記
録
は
、
こ
の
あ
た
り

で
菊
池
郡
の
も
の
と
変
わ
り
、
そ
う
い
う
機
能
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
存
続
し
た
の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
建
築
の
各
期
を
五
期
に
分
け
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
創
建
期
で
す
。
こ
れ
が
七
世
紀
の
第
3
四
半
期
頃
。

そ
れ
か
ら
、

繕
治
期
、
こ
れ
が
第
4
四
半
期
か
ら
八
世
紀
の

1
四
半
期
。
そ
れ
か
ら
空
白
期
と
い
う
の
を
設
け
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
何
も
で

き
な
か
っ
た
時
期
で
す
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
八
世
紀
の
第
4
四
半
期
に
建
築
の
再
開
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
九
世
紀
、
も
う
少
し

講演 3I鞠智j戒の建物跡、について」63 



時
間
、
が
あ
れ
ば

一
つ
の
時
期
に
分
け
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
九
世
紀
の

、
第
二
あ
た
り
は
何
も
な
い
の
で
す
が
、

ニ
あ
た
り

で
す
。
中
期
以
降
に
今
度
は
新
し
い
形
の
建
物
と
な
り
ま
す
が
、
私
は
菊
池
郡
の
入
居
舎
と
し
て
の
建
物
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
少
し
細
か
く
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
創
建
期
で
す
。
創
建
期
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

ま
ず
長
者
原
の
中
心
部
に
、
屋
と
呼
ば
れ
る
側
柱
の
倉
庫
群
が
建
て
ら
れ
、
ま
た
、
東
丘
陵
と
長
者
山
に
掘
立
の
総
柱
の
建
物
が
建

て
ら
れ
た
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
そ
の
長
者
原
の
北
に
あ
る
一
五
号
に
つ
い
て
、
少
し
性
格
が
違
う
の
で
は
な
い
か
な
と

い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
建
物
が
ま
ず
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

て
掘
立
建
物
で
、
緊
急
性
が
求
め
ら
れ

た
築
城
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

次
に
、
繕
治
期
で
す
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
長
者
原
の
掘
立
建
物
の
建
て
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

四
九
口
す
と
い
わ

れ
る
礎
石
の
長
倉
が
建
ち
ま
し
た
。
東
側
丘
陵
に
は
、
二

の
規
則
性
を
持
た
な
い
礎
石
建
物
が
建
ち
、
さ
ら
に
、

に1
アコ「

の
建
物
の
東
側
に
は
、

八
角
形
建
物
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

六
三
口
ず
で
す

そ
の
北
側
に
は
、
営
企
肉
的
な
建
物
、
六
一

ね
。
い
わ
ば
役
所
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
た
建
物
も
、
こ
の
時
期
に
建
設
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ま
と

め
ま
す
と
、
ま
ず
は
耐
用
年
数
を
超
え
た
創
建
期
の
掘
立
建
物
の
建
て
替
え
が
行
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、
も
う
一

つ
は
さ
ら
に
強
い

律
令
制
と
い
う
意
識
の
中
で
、
本
格
的
な
整
備
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
八
世
紀
第
4
四
半
期
の
再
開
期
で
す
。
要
す
る
に
、
も
う
繕
治
期
か
ら
も
う
一

O
O年
近
く
絞
っ
て
い
ま
す
の
で
、
建
て

替
え
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
れ
も
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
が
緊
急
性
を
帯
び
た
為
に
建
て
替
え
が
行
わ
れ

64 鞠智城シンポジウム[東京会場}

そ



た
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
終
末
期
で
す
。

二
一
号
、
そ
れ
か
ら
長
者
山
の
礎
石
群
が
火
災
で
焼
け
た
後
に
建
っ
た
の
は
、
礎
石
建
物
は

わ
ず
か

棟
の
み
で
、
あ
と
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
側
柱
建
物
が
中
心
と
な
っ
た
建
物
群
が
建
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

鞠
智
城
と
し
て
の
機
能
は
終
了
し
ま
し
て
、
郡
倉
本
一
口
的
な
建
物
と
し
て
の
機
能
に
変
化
し
た
時
期
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
捉
え

て
お
り
ま
す
。

以
上
、
鞠
智
城
を
通
じ
て
、
大
野
城
も
含
め
ま
し
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
変
遷
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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コ
ー
一
ア
ィ
、
ネ
i
タ
l

杭
牒
信
(
さ
と
つ
ま
こ
と
)

東
京
大
学
入
学
部
同
墓
石
主
将
車
爪
大
空
入
学
院
人
文
社
子
研
究
科
修
事
務
伴
修
了
。
奈
艮
悶
ι
礼
文
化
財

研
究
所
(
平
感
百
跡
発
掘
調
査
部
)
研
客
員
、
文
位
打
文
化
財
調
査
資
聖
心
女
子
大
主
文
学
部
劫
恕
授
、

東
京
大
内
，
支
学
助
教
授
を
経
て
、
一
九
九
六
年
方
市
水
京
大
尚
子
大
学
院
人
文
芸
素
研
究
科
教
問

専
門
は
日
杢

ω代
男
文
学
博
士
。
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叫
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湖
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佐

藤

二
人
の
先
生
方
の
講
演
を
ず
っ
と
熱
心
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
充
実
し
た
思
い
を
私
も
し
て
お
り
ま
す
。
鞠
知
日
城
と

い
う
古
代
の
研
究
テ
l
マ
が
、
も
う
止
め
ど
も
尽
き
な
い
い
ろ
い
ろ
な
テ
i
マ
を
提
供
し
て
く
れ
て
、
日
本
の
古
代
史
を
大
変
豊
か
に
描

い
て
く
れ
る
な
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

三
人
の
先
生
方
の
お
話
を
開
い
て
一
ニ
つ
の
テ
i
マ
を
、
私
の
ほ
う
で
考
え
て
み
ま
し
た
。
第
一
番
目
の
テ
i
マは、

ニ
年
の
白
村

と
思
い
ま
す
が
、

江
の
戦
い
の
直
後
に
、
お
そ
ら
く
鞠
智
城
が
、
大
野
城
や
金
田
城
と
ほ
ぼ
問
時
期
に
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
を
六
九
八
年
、

に
初
め
て
鞠
智
城
が
見
え
る
特
に
、
三

O
年
経
ち
、
お
そ
ら
く
修
理
も
必
要
に
な

ほ
ぼ
説
が
動
か
な
い
か

る
し
、
あ
る
い
は
ど
フ
い
う
機
能
、
が
変
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
と
つ
な
が
る
か

読む倒 新 訳

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
中
央
政
府
の
命
令
で
、
大
宰
府
を
し
て
「
繕
治
せ
し
む
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

亀
田
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
単
純
な
小
修
理
な
の
か
、
も
っ
と
根
本
的
な
変
化
な
の
か
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
小
西
先
生
の
話
で
も
あ
り
ま
し
た
掘
立
柱
建
物
か
ら
礎
石
建
物
に
変
わ
る
よ
う
な
こ
と
と
対
応

す
る
の
か
ど
っ
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ど
フ
い
う
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
点
と
し
て

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
荒
木
先
生
が
お
話
さ
れ
た
、
中
大
兄
が
大
王
代
行
で
あ
る
時
に
鞠
智
城
を
築
い
た

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
六
九
八
年
の
繕
治
の
特
に
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、

律
令
国
家
に
と
っ
て
鞠
智
城
が
ど
フ
い
う
音
鎚
我
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
発
掘
調
査
の
成
果
や
建
築
史
の
成
果
と
も
リ
ン
ク
す
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
鼓
の
鞠
智
城
の
六
個
々
の
八
年

パネルディスカッション{東京会場]69 



の
全
治
の
評
価
を
め
ぐ
る
お
話
を
一
つ
の
テ
i
マ
と
し
て
考
え
ま
し
た
。

そ
し
て
一

つ
自
は
、
若
干
重
な
る
の
で
す
が
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
、
鞠
智
城
が
ど
フ
い
う
青
山
味
を
持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
繕
治
の
音
謹
一
我
を
ど
い
フ
歴
史
的
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
と
い
う
こ
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
荒
木
先
生
か
ら
後
の
時

代
の
鞠
智
城
の
鳴
動
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
の
鞠
智
城
の

意
味
に
つ
い
て
を
、
二
番
目
に
テ
l
マ
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
の
鞠
智
城
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
一
二
人
の
先
生
方
の
お
話
の
中
で
も
あ
っ
た
か
な
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
白
村
江
の
敗
戦
と
の
関
係
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
官
済
系
の
技
術
、
百
済
系
の
瓦
の
問
臨
時
あ
る
い
は
八
角
形
の
建

物
や
貯
水
池
も
朝
鮮
半
島
の
二
聖
山
城
の
遺
構
と
関
係
し
ま
す
が
、
渡
来
人
が
ど
の
よ
う
に
築
城
に
関
わ
っ
た
か
。
渡
来
人
が
い
な
け
れ

ば
、
お
そ
ら
く
築
城
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
れ
に
近
い
お
話
が
亀
田
先
生
か
ら
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
を
総
合
し
て
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
三
つ
自
の
テ
l
マ
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
の
テ
i
マ
は
、
縫
治
を
ど
7
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
熊
本
県
整
問
委
員
会
の
最
近
の
報
告
書
で
初
め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
出
土
し
た
土
器
を
す
べ
て
整
理
し
た
と
こ
ろ
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
の
初
め
の
時
期
が
、
最
も
須
恵
器
が
た
く

さ
ん
出
土
す
る
時
期
で
、
そ
の
あ
と
の
時
代
、
八
世
紀
の
第
2
四
半
期
・
第
3
四
半
期
に
な
る
と
、
土
器
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
最
も
鞠
智
城
に
人
が
た
く
さ
ん
い
て
活
躍
し
て
、
お
そ
ら
く
土
器
の
圧
倒
的
部
分
が
食
器
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
人
達
が
活
動
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
ち
ょ
う
ど
七
世
紀
の
第
4
四
半
期
か
ら
八
世
紀
の
第
1
四
半
期
で
、
ち
ょ
う
ど
繕
治
の
時
期

と
重
な
る
と
思
う
の
で
す
。
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こ
れ
を
ど
♀
う
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
昔
だ
と
創
建
の
時
が
最
も
対
外
関
係
の
危
機
感
を
持
っ
て
大
規
模
な
こ
と
を
行
っ
た
と

考
え
た
と
患
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
国
家
的
な
築
造
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
が
、
繕
治
を
創
建
と
比
較
し
た
形
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か

と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
ら
辺
、
創
建
の
時
と
、
繕
治
の
時
の
、
鞠
智
城
の
造
営
の
違
い
に
つ
い
て
、

に
ど
っ
か
と
い
う
こ
と
を
最
初
、
亀
田
先
生
に
お
話
を
伺
い
た
い
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
前
に
、
能
登
原
さ
ん
に
土
器
の
出
土
量
に
つ
い
て
お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
ょ
う
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
め
の
土
器
が
明
ら
か

に
出
土
量
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。

そ
れ
で
は
最
初
に
、
最
近
の
発
掘
調
査
成
果
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
の
で
能
…
木
県
整
ヨ
誉
回
(
会
の
能
登
原
さ
ん
に
、

コ
メ
ン
ト
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

能
登
原
一
熊
本
県
勢
円
委
員
会
の
能
登
涼
で
す
。
今
ま
で
先
生
方
、
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
お
り
、
先
年
の
一
二
月
に
作
成
し
ま
し
た
、
こ
れ
ま
で

の
調
査
成
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
の
中
で
、
土
器
を
再
整
理
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
実
は
築
造
時
期
の
土
器
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
目
立
つ
の
が
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
の
初
め
の
時
期
が
際
立
っ
て
土
器
の
出
土
量
が
多
い
こ
と
で
す
。
ま
た
面

白
い
の
が
、
実
は
そ
の
後
の
八
世
紀
の
第
2
四
半
期
、
第
3
四
半
期
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
点
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
、
況
が
ご
ざ
い

ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
六
九
八
年
の
繕
治
と
い
う
こ
と
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
め

の
土
器
が
多
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
繕
治
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
報
告
書
の
中
で
も
述
べ
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
後
の
変
遷
で
、
土
器
が
無
く
な
り
、
そ
し
て
ま
た
土
器
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
鞠
智
城
の
機
能
の
変
遷
と
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大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
何
な
の
か
と
い
う
の
が
、
ム
ユ
後
の
課
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

佐

藤
一
能
登
原
さ
ん
、
創
建
の
侍
と
、
繕
治
の
時
と
の
変
化
に
お
い
て
、
創
建
と
繕
治
の
潤
で
の
鞠
智
城
の
機
能
の
変
化
と
い
う
の
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

能
登
原
一

そ
う
で
す
ね
、
実
際
の
出
土
遺
物
か
ら
は
そ
の
間
で
創
建
と
繕
治
で
機
能
が
変
化
し
た
と
い
う
の
は
、
明
確
に
は
一
一
一
一
口
え
な
い
の
か
な

と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。

佐
藤
一
あ
と
で
小
西
先
生
に
も
伺
お
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
創
建
か
ら
繕
治
の
問
で
、
例
え
ば
掘
立
柱
か
ら
礎
石
へ
と
い
う
変
化
み

た
い
な
も
の
は
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

能
登
原
一
そ
う
で
す
ね
。
八
世
紀
の
前
半
頃
に
掘
立
柱
建
物
が
、
小
型
の
礎
石
建
ち
の
建
物
に
変
わ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
検
討
は
し
て
い
る
の

で
す
が
、
も
う
少
し
礎
石
が
遡
る
可
能
性
も
あ
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
一
今
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
繕
治
の
頃
に
、
掘
立
柱
が
小
型
の
礎
石
建
物
に
な
る
と
一
一
一
口
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
前
提
と
し
て
は
、
そ

の
あ
と
の
時
期
に
、
大
型
掘
立
柱
建
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
あ
と
は
礎
石
建
物
が
そ
の
ま
ま
大
型
化
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
す
。

能
護
原

イ左佐

そ
の
年
代
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
?

そ
う
で
す
ね
、
八
世
紀
後
半
く
ら
い
で
今
と
り
あ
え
ず
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

藤
一
分
か
り
ま
し
た
。
亀
田
先
生
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

藤

能
登
原
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亀

西

は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
小
西
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
が
、
創
建
期
で
一
二
棟
、
そ
れ
か
ら
繕

治
期
で
二
一
一
棟
く
ら
い
分
類
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に
そ
の
辺
の
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

一
創
建
期
に
比
べ
ま
す
と
、
繕
治
期
は
倍
増
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
例
え
ば
七
ロ
ず
で
す
が
、
創
建
期
に
あ
り
ま
す
。
七
号
は
掘
立
柱

で
す
か
ら
、
二
二
一

δ
年
経
て
ば
、
も
う
耐
用
年
数
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
七
号
を
解
い
て
、
八
号
を
建
て
て
い
く
。

O
号
の
関
係
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
耐
用
年
数
を
過
ぎ
た
建
物
を
建
て
替
え
て
い
く
と
い
う
の
が
、

間

イ左

そ
う
い
w
うフ

一
つ
の
繕
治
期
の
姿
と
な
り
ま
す

O

も
w
う
フ
一
ニ
一
口
号
万
で
す
が
、
に
礎
石
建
物
が
新
た
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

O

そ旨うフい

う2二
一
弓
つ
の
要
素
を
持
つ
て
、
倍
増
し
て
い
る
と
い
う
、
建
て
替
え
半
分
、
そ
れ
か
ら
新
筆
十
分
と
い
う
ふ
う
な
形
に
な
り
ま
す
。
そ
の
新

築
さ
れ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
礎
石
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
形
で
、
こ
の
繕
治
期
の
建
物
を
捉
え
て
い
ま
す
。

回
一
そ
う
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
私
も
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
岡
山
県
の
鬼
ノ
城
で
も
、
土
器
は
、
量
的
に
も
、
ま
さ

に
鞠
智
城
と
同
じ
よ
う
な
、
鞠
智
城
ほ
ど
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
動
き
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
動
き
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
鬼
ノ

城
の
場
ム
円
最
初
の
段
階
、
少
な
く
て
も
城
壁
を
造
る
な
ど
、
当
初
、
当
然
管
理
棟
と
か
、
建
物
を
建
て
る
為
の
管
理
と
か
そ
う
い
う
の

も
い
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
年
来
小
屋
と
か
も
含
め
て
、
そ
の
段
階
で
あ
る
程
度
で
き
て
、
本
格
的
に
き
ち
ん
と
動
く
の
が
、
や
は
り

第
4
四
半
期
、
藤
原
呂
く
ら
い
の
時
期
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
さ
に
こ
の
辺
も
こ
ち
ら
の
繕
治
の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

逆
に
一
一
一
一
同
う
と
、
繕
治
以
前
か
ら
動
い
て
い
て
も
別
に
構
わ
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
土
器
の
量
は
、
こ
れ
だ
け
の
量
が
出
る

と
そ
w

♀
う
え
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
一
亀
田
先
生
、
つ
い
で
に
お
伺
い
し
た
い
の
は
、
今
日
は
完
成
し
た
山
城
と
未
完
成
の
ま
ま
の
山
城
に
分
け
て
お
話
が
あ
り
、
大
変
興

つは、
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味
深
か
っ
た
の
で
す
が
、
繕
治
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

度
完
成
し
た
も
の
を
繕
治
し
て
お
り
、
未
完
成
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
と
お
考
え
で
す
か
。

亀

大
野
城
で
も
、
大
宰
府
口
で
掘
立
の
門
か
ら
礎
石
の
門
に
変
わ
り
ま
す
。
礎
石
の

門
に
変
わ
る
の
は
、
大
宰
府
の
場
合
は
、
八
世
紀
の
、
例
え
ば
七
二

O
年
頃
と
か
、
奈
良
時
代
に
な
っ
て
少
し
後
く
ら
い
だ
と
い
う
理
解

を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
以
前
の
段
階
、
あ
そ
こ
に
問
、
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
所
も
全

間

こ
の
辺
が
ま
さ
に
問
題
に
な
り
ま
す
。

部
で
き
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
辺
は
少
し
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
大
野
城
は
ム
ス
門
が
九
か
所
見
つ
か
っ
て

き
て
お
り
ま
す
。
す
ご
く
単
純
な
話
で
す
が
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
人
数
を
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

例
え
ば
三

0
0
0メ
ー
ト
ル
の
城
壁
を
何
人
で
造
る
か
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
数
年
で
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
…

0
年
単
位
く
ら

い
の
話
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
か
と
い
う
の
は
出
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
動
か
し
方
添
弟
で
、
で
き
て
い
る
の
か
、
で

き
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
向
山
の
鬼
ノ
城
の
例
で
一
一
一
一
口
い
ま
す
と
、
内
の
柱
が
四
角
で
す
が
、
実
は
東
門
だ
け
が
丸
で

す
。
こ
れ
を
時
間
差
と
捉
え
る
の
か
、
グ
ル
ー
プ
差
と
捉
え
る
の
か
で
、
ま
た
そ
v

関
し
て
言
う
と
、
礎
石
の
そ
の
上
部
が
、
完
全
に
削
ら
れ
ず
に
岩
の
一
部
が
残
っ
た
ま
ま
と
い
う
状
況
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
面
で
は
、
未
完
成
と
一
一
一
一
口
わ
れ
ハ
は
未
完
成
で
す
が
、
あ
る
面
で
は
、
実
は
こ
れ
で
い
い
や
っ
て
、
円
の
懲
恥
は
で
き
ま
す
の
で
、
そ

う
い
う
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
ま
さ
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
で
、
実
際
に
ど
こ
ま
で
ど
う
で
き
て
い
た
の
か
と
い
う
の
は
、
す
ご
く

難
し
い
状
況
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
土
器
の
数
の
少
な
さ
と
い
う
の
は
、
必
死
に
城
壁
を
造
っ
て

っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
鬼
ノ
城
の
北
門
に

つ
ま
り
、
そ
れ
は

部
は
や
っ
た
け

れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
城
と
し
て
の
機
能
は
ま
だ
ま
だ
不
十
ハ
名
ん
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
う
し
て
い
る
間
に
三

O
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年
も
経
て
ば
、
当
然
建
物
も
傷
む
し
、
城
壁
も
肋
れ
る
と
い
う
の
で
、
結
治
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
大
幅
改
造
み
た
い
な

こ
と
も
考
え
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

f主

山
城
が
完
成
し
た
と
い
う
姿
を
ど
こ
で
認
め
る
か
と
い
う
の
も
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

つ
で
も
、
ま
た
手
弱
な
と
こ
ろ
は

藤
修
理
し
て
、
複
雑
に
し
た
り
し
ま
す
よ
ね
、

い
ろ
い
ろ
な
技
術
を
高
め
た
り
。

金
田
城
の
場
合
は
、
憶
孔
禍
留
と
か
、
百
済
か
ら
の
亡
命
将
軍
遠
の
技
術

の
下
で
造
っ
た
と
い
う
記
事
、
が
あ
り
ま
す
が
、
六
九
八
年
は
大
宰
府
を
し
て
繕
治
せ
し
む
と
い
う
の
で
、
百
済
の
直
接
来
た
技
術
か
ら
、

例
え
ば
そ
れ
が
日
本
化
し
た
よ
う
な
技
術
、
創
建
と
繕
治
の
間
で
技
術
的
な
そ
う
い
う
差
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
そ
う
い
う
点
は
い
か

亀
田
先
生
は
、
例
え
ば
、
創
建
の
時
は
大
野
城
、

が
で
し
ょ
う
か
。
瓦
、
が
変
わ
っ
て
く
る
と
か
。

田

一
瓦
は
確
か
に
少
し
大
宰
府
の
場
合
は
変
わ
り
ま
す
ね
。
た
だ
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
な
か
な
か
明
確
に
、

年
の
と
こ
ろ
で
、
渡
来
系
の
人
が
関
与
し
て
い
る
の
は
、
私
は
少
な
く
と
も
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
一
一
日
う
と
、
そ
も

六
六
七

そ
も
六
六
五
年
、
六
六
七
年
の
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
熊
本
を
例
に
し
ま
す
と
、
版
築
を
す
る
と
い
う
の
は
、
熊
本
の
古
代
神
社
で
こ
こ
ま

で
遡
る
の
は
あ
り
ま
す
か
。
お
そ
ら
く
微
妙
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
熊
本
、
い
わ
ゆ
る
肥
後
国
で
、
版
築
を
誰
も
や
っ
た
こ
と

が
な
い
と
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
、
指
導
者
お
よ
び
あ
る
程
度
現
場
監
督
ク
ラ
ス
の
人
に
は
、
そ
う
い
う
人
が
い
な
い
と
、
そ

れ
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
実
際
に
指
導
す
る
人
は
、
地
元
の
人
で
も
い
い
で
す
が
、
憶
礼
福
留
と
か
そ
う
い
う
人
で
は
な
い
に

し
て
も
、
関
係
す
る
人
達
、
が
実
際
に
設
計
図
を
描
き
、
こ
う
い
う
の
を
し
な
さ
い
と
言
フ
人
が
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、

お
そ
ら
く
地
元
、
そ
れ
か
ら
中
央
か
ら
も
人
が
来
て
、
渡
来
系
の
人
が
そ
の
中
に
少
な
く
と
も
関
与
し
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
ま
す
。
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こ
れ
は
推
、
郷
の
域
を
出
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
先
程
も
秦
人
の
話
が
あ
り
ま
し
た
し
、
入
り
口
の
所
に
松
尾
神
社
で
す
か
、
あ
れ
は
秦
氏

で
す
よ
ね
、
お
そ
ら
く
。
実
は
鬼
ノ
城
も
伽
耶
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
左
目
め
て
、
渡
来
系
の
人
達
が

動
員
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
、
や
は
り
あ
る
の
か
な
と
患
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
六
六
五
年
、
六
六
七
年
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
は
そ

う
い
う
人
が
ま
ず
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
次
の
段
階
の
六
九
八
年
に
な
る
と
、
確
か
に
旧
制
~
奈
か
関
与
し
て
き
ま
す
。
自
本
の
人
も
そ

う
い
う
技
術
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
区
別
で
き
る
か
が
あ
り
ま
す
が
、
今
で
き
そ
う
な
も
の
と
い
う
の
は
、
本
当
に

イ左

瓦
と
礎
石
建
物
、
そ
れ
と
古
代
寺
院
も
出
始
め
て
も
い
い
時
期
に
な
り
ま
す
。

小
西
先
生
、
今
の
創
建
と
繕
治
の
問
題
に
つ
い
て
、
建
築
の
ほ
う
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
、
も
う
一
度
お
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
な
い

藤
一で

し
ょ
う
か
。

一
や
は
り
掘
立
と
、
そ
れ
か
ら
礎
石
と
い
う
の
は
、
非
常
に
技
術
的
に
隔
絶
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
掘
立
と
い
う
の
は
何
か
と
申
し

ま
す
と
、
要
す
る
に
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
、
電
柱
を
埋
め
る
よ
う
に
埋
め
て
、
そ
れ
で
直
立
し
た
一
本

構
造
を
造
る
わ
け
で
す
か
ら
、
上
は
意
外
と
ぐ
ら
ぐ
ら
で
も
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
礎
石
建
物
と
い
う
の
は
、
礎
石
の
上
に

柱
が
の
っ
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、
上
を
ぐ
ら
ぐ
ら
に
造
っ
て
し
ま
う
と
、
本
当
に
ぐ
ら
ぐ
ら
で
、
こ
れ
は
壊
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
こ

と
は
、
き
ち
ん
と
し
た
上
物
、
梁
と
柱
、
そ
れ
か
ら
桁
で
す
。
こ
れ
を
き
ち
ん
と
組
ま
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
組
物
と
一
一
一
一
口
い
ま
す
が
、
組

本
の
柱
を
つ
な
い
で
、
建
物
の

ま
な
い
と
礎
石
建
物
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
技
術
と
い
う
の
は
、
や
は
り
そ
れ
は
渡
来
系
の
も
の
か
ど
フ
か
は
別
と
し
て
、
や
は
り
優
れ

佐

た
扶
術
を
持
っ
た
人
が
、
ど
こ
か
か
ら
来
て
、
地
元
の
人
と
一
緒
に
造
っ
て
い
っ
た
と
い
う
形
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

藤
一
繕
治
の
時
に
、
礎
石
化
し
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う

つ
、
あ
と
の
時
期
の
再
開
期
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
礎
石
建
物
が
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ず
い
ぶ
ん
ま
た
増
え
て
、
立
派
に
な
る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
大
型
だ
と
先
程
の
能
登
原
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
繕
治

期
の
礎
石
建
物
と
、
再
開
期
の
礎
石
建
物
と
い
う
の
は
、
全
体
の
見
方
と
し
て
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

四
一
大
型
化
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
逆
に
繕
治
期
の
四
九
悶
す
と
い
う
長
倉
は
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
は
り
先
程
も
和
泉
監

の
正
税
帳
の
と
こ
ろ
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
法
人
屈
と
い
う
長
倉
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
や
は
り
律
令
の
初
期
の
頃
の
倉
庫
に
な
り
ま

す
。
動
倉
と
書
い
て
あ
り
、
不
動
倉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
規
模
が
大
き
い
の
に
、
動
倉
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
何
か
あ
っ
た
ら
、
例

え
ば
飢
健
が
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
時
は
出
し
ま
す
よ
と
、
こ
れ
を
使
っ
て
い
い
で
す
よ
と
い
う
入
居
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
青
山
味
か
ら
す

る
と
、
こ
の
四
九
号
の
長
倉
と
い
う
の
も
あ
る
意
味
、
律
令
の
精
神
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
倉
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
例
え
ば
飢
健

が
あ
っ
た
時
に
は
開
き
ま
す
よ
と
い
う
、
そ
う
い
う
強
い
律
令
の
カ
み
た
い
な
も
の
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
倉
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
は
に
、
あ
と
の
一

O
世
紀
の
初
期
に
な
り
ま
す
と
、
無
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
一
つ
の
律
令
の
力
が
非
常
に

働
い
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
や
は
り
ま
だ
妖
術
的
に
礎
石
建
ち
が
入
っ
て
き
た
ば
っ
か
り
だ
か
ら
、
柱
間
も
縦
と
横

、
が
合
っ
て
い
な
い
な
ど
、
ば
ら
ば
ら
で
す
。
そ
し
て
、
再
開
期
に
な
る
と
、
や
っ
と
技
術
的
に
先
成
し
て
、
碁
段
目
の
よ
う
な
き
っ
ち
り

と
し
た
柱
間
を
持
つ
、
規
格
性
の
高
い
礎
石
建
物
が
建
っ
て
く
る
と
い
う
違
い
で
は
な
い
か
と
私
は
建
築
的
に
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

藤
一
四
九
号
の
よ
う
な
建
物
は
、
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
長
倉
と
も
一
一
一
一
口
う
し
、
法
倉
と
か
古
代
の
史
料
で
は
出
て
き
ま
す
。
関
東
地
方

の
地
方
官
街
の
遺
跡
で
も
、
正
倉
院
と
一
一
一
日
い
ま
し
て
、
国
家
的
空
局
庫
の
正
倉
、
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
る
中
で
も
、
一
棟
だ
け
特
別
に
立

派
で
、
瓦
葺
き
で
あ
っ
て
、
巨
大
な
倉
庫
が
築
か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
関
東
地
方
の
例
だ
と
、
東
山
道
沿
い
に
東
北
に
出
征

す
る
兵
士
た
ち
に
見
せ
る
か
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
場
合
が
あ
り
、
国
家
の
域
厳
を
示
す
よ
う
な
あ
り
方
で
す
。
こ
の
倉
を
見
れ
ば
、
困

佐
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っ
た
時
に
は
い
ず
れ
国
家
が
な
ん
と
か
救
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う

に
思
わ
せ
る
、
悶
家
的
な
倉
庫
の
最
た
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
の

鞠
智
城
の
場
合
は
、
ほ
か
の
倉
庫
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
性
格
を
も
ち
ま
す
が
、

四
九
号
な
ど
は
、

そ
う
い
う
格
別
な
倉
庫
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
今
の
創
建
か
ら
繕
治
に
つ
い
て
の
お
話
に
つ
い
て
、
荒
木
先
生
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

木
一
文
献
デ
!
タ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
ど
う
な
る
こ
う
な
る
と
い
う
、
そ
こ
ま

で
言
え
る
の
は
そ
う
た
く
さ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
体
制
は
こ
う
で
は
な

い
か
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
当
た
ら
ず
と
い
え
、
遠
か
ら
ず
み
た
い
な
話
に
、

つ
い
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
繕
治
期
と
言
わ
れ
た
六
九
八
年
、
こ
の
時
期
、
例
え
ば
こ
の
年
号
一
つ

取
っ
て
み
て
も
、
天
智
朝
は
遺
麿
使
を
送
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

ぎ
ま
す
と
、
天
武
、
持
統
戟
と
遣
唐
使
は
送
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
遣
唐
使
が

行
か
な
い
時
期
に
な
り
ま
す
。
八
世
紀
に
入
っ
て
、
文
武
朝
に
、

っ
て
み
る
と
、
な
ん
と
唐
だ
っ
た
の
が
、
辿
り
着
い
た
者
、
が
聞
い
て
み
た
ら
、

国
名
、
が
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
則
天
武
后
の
治
世
下
の
中
国
に
辿

78 鞠智城シンポジウム[東京会場}



バ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
実
は
山
城
を
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
ゆ
弔
成
し
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
は
一
つ

つ
の
、
朝
鮮
式
山
城
で
あ
れ
、
神
縫
石
系
の
も
の
で
あ
れ
、
城
の
始
ま
り
が
い
つ
か
ら
で
、
ど
れ
く
ら
い
存
続
し
た
か
と
い
う
の
を

丁
寧
に
や
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
文
献
か
ら
み
て
い
く
と
、
中
大
兄
の
称
制
下
に
、
お
そ
ら
く
相
当
な
拍
車
が
か
か
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
ま
す
。
で
は
、
斉
明
の

時
期
に
山
城
を
造
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
、
ど
こ
か
の
山
城
に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
な
部
分
は
や
っ
て
い
る
と

い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
は
遡
る
城
も
少
し
あ
る
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
、
か
な
り
の
数
の
拍

つ
は
こ
の
中
大
兄
の
称
制
下
の
時
期
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
天
武
、
持
統
の
時
期
に
遠
藤
使
が
行
つ
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
、
現
在
の
よ
う
に
行
か
な
く
て
も
あ
る
程
度
、

報
が
大
量
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
現
地
に
行
っ
て
、
間
接
で
あ
れ
、
情
報
が
入
る
手
段
が
な
い
時

脳
部
は
、
お
そ
ら
く
亡
命
百
済
人
と
か
、
高
句
麗
系
の
者
か
ら
入
っ
て
く
る
情
報
を
基
に
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
全
く
あ
の
時
期
、
文

車
が
か
か
っ
た
の
が
、

化
が
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
明
ら
か
に
、
情
報
は
こ
の
時
期
入
っ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
る
分
、
中
大
兄
の
称
制
晶
子
の
危
機
感
み
た
い
な
も
の
が
、
ず
い
ぶ
ん
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
東
ア
ジ

ア
の
細
か
な
状
、
況
判
断
と
い
う
も
の
を
、
天
武
朝
、
持
統
朝
は
、
入
っ
て
く
る
情
報
は
以
前
と
比
べ
て
少
な
い
中
で
、
お
そ
ら
く
判
断
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
か
な
り
過
分
な
評
価
を
し
て
し
ま
う
も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
逆
に
過
小
評
価
を
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

実
は
こ
の
時
期
行
っ
て
み
て
、
初
め
て
気
づ
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
が
都
の
造
り
方
で
す
。
藤
原
京
を
理
想
と
思
つ

った、
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お
そ
ら
く
中
国
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
行
っ
て
み
た
ら
、
か
な
り
違
う
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
藤
原
京
を
や
め
て
、
平
城

京
に
移
っ
て
い
く
一
つ
の
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
一
方
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
九
八
年
の
状
況
で
す
が
、
ま
だ

文
武
は
二

O
歳
に
届
か
な
い
天
皇
で
、
持
統
、
が
後
ろ
で
後
見
を
す
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
大
き
な
判
断
と
い
う
の
は
、

文
武
朝
で
行
け
ば
、
こ
れ
持
統
な
の
で
す
。
多
く
の
判
断
は
文
武
よ
り
は
、
持
統
上
皇
、
持
統
太
上
天
皇
に
お
そ
ら
く
あ
っ
た
と
い
う
ふ

う
に
見
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

自
村
江
で
勝
利
し
た
側
の
新
羅
は
、
そ
の
前
の
時
代
な
の
で
す
が
、
二
人
の
女
帝
を
出
す
時
代
で
し
た
。
議
儀
、
真
徳
と
い
う
二
人
の

女
帝
を
出
し
ま
し
た
が
、
善
徳
の
段
措
で
、
内
乱
が
起
き
ま
す
。
中
国
か
ら
す
れ
ば
、
女
帝
の
回
、
女
性
が
統
治
す
る
閣
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
や

は
り
馬
鹿
に
し
た
の
で
す
ね
。
そ
う
し
た
な
か
、
奇
妙
な
提
案
を
中
国
側
が
す
る
わ
け
で
す
が
、
新
羅
は
、
そ
れ
を
断
り
ま
す
。
つ
ま
り

女
帝
と
い
う
統
治
の
仕
方
は
一
ラ
ン
ク
低
い
、
な
い
し
は
、
ま
だ
未
成
熟
な
留
が
や
る
と
い
う
ふ
う
に
ニ
一
一
口
っ
て
い
た
中
国
が
、
実
は
そ
の

時
期
、
則
天
武
后
が
統
治
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
歴
史
の
皮
肉
と
言
え
ば
、
皮
肉
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
時
期
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
期
、
日
本
で
は
持
統
で
す
か
ら
、
偶
然
で
す
。
持
統
が
、
正
式
に
即
位
し
た
の
と
、
則
天
武
后
が
即
位
し
た
の
が
同
じ
年
で
す

が
、
た
だ
し
中
国
へ
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
行
っ
た
ら
何
か
一
一
一
日
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
文
明
国
中
国
を
遠
く
で
見

て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
宝
年
間
に
則
天
武
后
に
謁
見
し
て
戻
っ
て
き
た
使
節
団
が
、
「
び
っ
く
り
し
た
こ
と

で
す
、
相
手
も
女
帝
で
し
た
よ
。
」
と
、
お
そ
ら
く
帰
朝
報
告
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
当
時
の
国
際
関
係

か
ら
見
た
時
の
、
こ
の
時
期
と
い
う
の
は
、
天
武
、
持
統
の
、
お
そ
ら
く
彼
ら
自
身
も
、
見
聞
き
し
た
そ
の
戦
争
体
験
と
い
う
も
の
が
、

そ
れ
な
り
に
生
き
て
い
た
。
で
あ
る
が
故
の
所
産
と
い
う
ふ
う
に
見
て
い
っ
た
ら
い
か
が
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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佐

藤
一
荒
木
先
生
は
、
古
代
の
女
性
天
皇
に
演
す
る
ご
著
書
も
最
近
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
白
村
江
後
の
古
代
山
城
の
築
城
が
、
い
わ
ば

中
大
兄
王
の
称
制
下
、
大
王
代
行
の
下
で
の
事
業
だ
っ
た
と
い
う
お
話
だ
っ
た
の
で
す
が
、
六
九
八
年
の
繕
治
と
い
う
の
も
国
家
的
な
事

並
木
で
し
ょ
う
。

荒

木
一
え
え
、
そ
う
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

藤
一
ち
ょ
三
と
そ
の
時
期
に
、
藤
原
一
呂
期
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
鞠
智
城
で
最
も
土
器
が
大
量
に
出
土
し
て
、
活
発
に
動
い
て

い
る
と
い
う
時
期
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
築
城
と
同
時
に
、
こ
の
繕
治
の
時
期
と
い
う
の
も
、
鞠
智
城
に
と
っ
て
は
大
変
重
要
な

注
目
す
べ
き
時
代
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

も
う
す
で
に
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
の
意
味
と
い
う
こ
番
目
の
テ
i
マ
に
も
う
入
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
考

古
学
的
な
方
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
山
城
が
未
完
成
な
の
も
含
め
て
、
繕
治
さ
れ
る
山
城
が
、
数
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

今
日
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
未
完
成
の
も
の
が
多
い
中
で
、
一
部
完
成
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
完
成
を
ど
こ
に
基
準
を
置
く
か
ち
ょ
っ

と
難
し
い
で
す
が
、
少
な
く
と
も
繕
治
し
て
整
え
た
も
の
、
そ
し
て
一

O
世
紀
く
ら
い
ま
で
鞠
智
城
の
よ
う
に
続
く
も
の
と
早
く
命
を
失

っ
て
し
ま
う
も
の
、
そ
の
あ
た
り
の
区
別
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
城
の
造
営
主

f左

体
と
い
う
課
題
も
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

田
一
先
程
申
し
上
げ
た
、
以
前
か
ら
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
神
縫
石
系
山
城
と
一
一
一
日
っ
て
い
る
も
の
が
、
記
録
に
出
な
い
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う

の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
が
や
は
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
い
を
一
組
暴
す
る
時
期
に
、
も
う
機
能
が
完
全
に
停
止

し
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
話
も
あ
る
し
、
た
ま
た
ま
と
い
う
話
も
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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私
が
よ
く
一
一
一
日
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
修
繕
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
文
献
に
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
鞠
智
城
も
神
熊
石
系
山
城
で

す
よ
ね
、
今
の
定
義
す
一
一
一
向
う
と
。
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
文
献
と
い
う
の
は
、
文
献
も
当
然
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
実
は
鬼
ノ
城
も
、
六
六
七
年
く
ら
い
に

緒
に
造
ら
れ
て
い
て
も
良
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
個
人
的
に
は
思
っ
て

ま
す;

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
讃
岐
の
屋
嶋
城
に
関
し
て
は
、
郡
名
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
弘
削

か
ら
、

箇
所
お
城
、
が
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
郡
名
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

つ
ま
り
国
府
の
真
後
ろ
に
あ
る
お
城
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
や
は

っ
て
い
ま
す
が
、
讃
岐
に
も
う

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
実
は
讃
岐
の
城
山
、

り
、
文
字
資
料
に
関
し
て
一
一
一
一
口
う
と
、
な
い
か
ら
ど
う
の
、
あ
る
か
ら
ど
う
の
と
、
当
然
あ
る
の
は
当
然
で
す
け
れ
ど
、
な
い
と
い
う
の
も

や
は
り
そ
れ
だ
け
の
昔
採
も
含
め
て
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
い
う
中
で
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
少
な
く
と
も
で
き
あ
が
っ
て
い
る
城
は
、
や
は
り
重
要
な
お
城
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
そ
う
い
う
認
識
が
で
き
る
の
か
な
と
い
う
の
は
、
実
は
今
日
申
し
上
げ
た
か
っ
た
一
つ
の
こ
と
で
す
。

完
成
し
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
は
い
く
つ
か
当
然
あ
り
ま
す
、
が
、
明
ら
か
に
も
う
で
き
て
な
い
と
い
う
の
は
、
も
し
神
緩

石
系
の
も
の
と
い
う
の
が
古
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
か
ら
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
朝
鮮
式
山
城
を
造
り
始
め
る
段
階
に
、
神
箆

い
な
く
て
造
り
始
め
て
未
熟
だ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
止
め
た
の
だ
と
い
う
意
見

石
系
の
も
の
は
ま
だ
き
ち
ん
と
し
た
技
慾
台
、

が
あ
り
ま
す
。
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つ
は
、
新
し
い
時
代
に
絡
む
の
で
す
が
、
ま
さ
に
天
武
、
持
統
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
な
っ
て
き
て
、
実
は
総
領
と
か
、

い
う
ニ
一
一
阜
県
が
あ
り
ま
す
。
実
は
古
代
山
城
と
一
一
一
口
っ
て
い
る
も
の
が
、
対
朝
鮮
半
島
の
た
め
で
は
な
く
て
、
地
域
支
配
の
た
め
に

造
り
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
て
い
ま
す
。
先
程
、
荒
木
先
生
が
一
一
一
一
口
わ
れ
た
、
ま
さ
に
天
武
、
持
統
と
い
う
時
期
が
ち
ょ

う
ど
古
代
国
{
安
川
各
地
域
を
押
さ
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
れ
で
行
き
ま
す
と
、
肥
後
閏
の
文
献
上
の
初

見
は
六
九
六
年
で
す
が
、
ま
さ
に
地
域
、
が
前
後
と
か
に
分
け
ら
れ
る
時
期
っ
て
い
う
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
あ
た
り
の
時
期
で
す
。
ま
さ
に
、

そ
の
あ
た
り
の
時
期
に
古
代
山
城
を
造
っ
て
、
地
域
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、
八
世
紀
の
初
頭
く
ら
い
に
、
も
う
お
城
造
る
の
を
や
め
ま
し
ょ
う
と
か
、
管
理
す
る
の

そ
れ
か
ら
も
〉
フ

を
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
だ
か
ら
止
ま
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
当
然
い
る
わ
け
で
す
ー
だ
か
ら
、
両
方
実
は

説
明
が
で
き
る
の
で
、
な
ん
と
も
言
い
難
い
の
で
す
が
、
た
だ
や
は
り
私
は
、
拠
点
の
所
は
ま
ず
造
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

は
あ
り
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
の
ち
に
や
は
り
管
理
も
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
拠
点
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
の
は
あ
る
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
一
つ
言
え
る
の
は
、
対
馬
の
金
田
城
が
そ
の
後
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
対
馬
の
位
置
づ
け
が
、

国
家
的
主
義
で
も
変
わ
っ
て
き
た
の
か
な
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。
や
は
り
ま
ず
、
大
伝
子
府

と
か
の
ほ
う
を
ま
ず
し
て
、
と
い

う
よ
う
な
青
山
味
、
が
あ
っ
た
の
か
な
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
古
代
山
城
が
あ
る
程
度
で
き
あ
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
所
と
い
う
の
は
や
は
り
そ
の
地
域
が
中
央
に

と
っ
て
、
大
和
に
と
っ
て
も
大
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
一
不
し
て
い
る
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。
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佐

藤
一
金
田
城
も
六
六
七
年
間
〈
に
築
き
な
が
ら
、
繕
治
の
時
の
記
事
に
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
ね
、
逆
に
。

回

は
い
。
そ
し
て
実
際
礎
石
建
物
が
見
つ
か
っ
て
な
い
、
瓦
が
で
な
い
と
い
う
話
と
い
う
の
は
、
や
は
り
少
し
気
に
な
り
ま
す
。

佐

藤
一
あ
る
意
味
で
は
、
全
部
が
そ
ろ
っ
て
い
る
古
代
山
城
の
中
で
、
鞠
智
城
は
一
つ
の
大
き
な
基
準
の
城
に
な
る
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
い
で
し
ょ
う

か

小
西
先
生
、
律
令
国
家
の
形
成
と
、
造
営
主
体
に
つ
い
て
、
今
日
の
ご
講
演
で
九
世
紀
の
こ
と
ま
で
お
触
れ
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
話
を
母
ま
え
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

西
一
そ
う
で
す
ね
、
阿
志
岐
城
と
い
う
お
城
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
大
野
城
の
す
ぐ
一
真
下
に
あ
る
と
一
一
一
日
っ
て
も
い
い
お
城
で
す
け
れ
ど
、

大
宰
府
の
防
衛
網
に
比
べ
少
し
後
で
で
き
た
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
特
に
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
大
宰
府
か
ら
田
川
を
抜
け

て
、
い
わ
ば
瀬
戸
内
海
へ
抜
け
る
田
川
道
と
い
う
の
が
あ
り
、
城
の
正
面
が
そ
の
道
の
ほ
う
を
脱
ん
で
い
ま
す
。
決
し
て
対
外
的
な
方
向

を
脱
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
お
城
で
す
。
そ
し
て
、
脱
ん
で
い
る
方
だ
け
は
き
っ
ち
り
と
造
る
の
で
す
が
、
脱
ん
で
な
い
方
は
、
何
も

な
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
た
だ
の
山
の
出
議
だ
け
と
い
う
造
り
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
要
す
る
に
対
外
的
な
防
衛

網
と
し
て
造
っ
た
朝
鮮
式
山
城
と
い
う
も
の
と
、
そ
の
神
箆
石
の
城
、
私
は
阿
志
岐
城
の
こ
と
だ
け
し
か
申
し
ま
せ
ん
が
、
目
的
が
少
し

ず
つ
違
っ
て
造
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
あ
と
で
「
輝
品
僻
し
た

に
載
ら
な
か
っ
た
と
捉
え
て
お

り
ま
す
。

建
築
的
な
話
で
し
ま
す
と
、
い
わ
ば
八
世
紀
の
末
、
私
が
ニ
一
一
P
7再
建
期
の
前
に
は
、
や
は
り
唐
の
安
禄
山
の
乱
と
か
で
す
ね
、
そ
れ
か

ら
藤
原
伸
麻
呂
が
新
羅
出
兵
を
試
み
る
な
ど
、
結
局
出
兵
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
緊
張
状
態
が
八
世
紀
の
後
半
に
あ
り
ま
し
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{左

て
、
そ
れ
を
受
け
た
形
で
鞠
智
城
の
修
理
、
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
、
再
開
期
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
生
ま
れ
た
の
で

は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

藤
一
八
世
紀
後
半
、
藤
原
仲
麻
呂
の
政
権
の
時
代
に
、
唐
の
閣
が
、
安
禄
山
・
史
忠
明
の
乱
で
壊
滅
状
態
に
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
大
動
乱

の
時
代
が
ま
た
出
現
し
そ
う
に
な
っ
た
特
に
、
北
東
ア
ジ
ア
で
も
激
海
と
い
う
北
の
国
が
朝
鮮
半
島
の
新
羅
の
国
を
攻
め
よ
う
か
と
い
う

時
に
、
日
本
と
挟
み
撃
ち
に
し
よ
う
と
い
う
話
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
情
報
も
踏
ま
え
て
、
藤
原
仲
麻
呂
は
新
羅
を
攻
撃

す
る
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
に
骨
一
一
聞
か
れ
て
い
て
、
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
、
ち
ょ
う
ど
大
宰
大
弐

と
し
て
吉
備
一
具
備
が
大
宰
府
に
来
て
い
て
、
恰
土
域
を
築
城
し
た
と
か
、
行
軍
式
と
い
う
軍
隊
の
規
範
を
作
っ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
話

が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
代
も
、
八
世
紀
後
半
で
あ
り
ま
す
が
、
北
部
九
州
は
だ
い
ぶ
ん
緊
張
し
た
と
患
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
九
世
紀

代
も
、
実
は
新
羅
の
海
賊
が
北
九
州
ま
で
攻
め
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
新
開
維
と
の
緊
張
関
係
が
国
家
的
な
課
題
に
な
っ
た
時
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
東
ア
ジ
ア
と
の
動
き
の
中
で
、
鞠
智
城
の
変
遷
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
の
中
で
の
鞠
智
城
と
い
う
話
を
し
た
い
と
患
い
ま
す
。
こ
れ
は
造
営
の
時
の
百
済
系
の
技
術
の
問
題

が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
亀
田
先
生
の
瓦
の
話
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
百
済
で
造
ら
れ
た
と
一
一
一
日
わ
れ
る
小
金
銅
仏
の
立
像
も
出
土
し

て
お
り
ま
す
し
、
朝
鮮
半
島
の
山
城
に
見
ら
れ
る
八
角
形
の
建
物
と
か
、
貯
水
池
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
城
の
造
営
に
渡
来

人
が
ど
う
関
係
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
鞠
智
城
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
歴
史
的
な
音
築
制
も
分
か
る
と
思
う
の

で
す
。
そ
う
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
中
に
お
け
る
鞠
智
城
の
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
創
建
期
と
繕
治
期
で
、
そ
れ
が
ど
フ
変
わ
っ
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
ま
ず
亀
田
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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回
一
先
程
も
一
一
一
一
口
い
ま
し
た
よ
う
に
、
創
建
と
繕
治
の
区
別
は
か
な
り
難
し
い
も
の

で
す
。
百
済
の
仏
像
や
「
秦
人
」
の
木
筒
、
そ
れ
か
ら
築
城
時
に
お
け
る
版
突

あ
と
個
々
の
唐
居
敷
の
穴
を
加
工
す
る
技
術
も
新
し
い
技
術
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
扶
術
的
な
も
の
と
、
城
の
縄
張
り
が
あ
り
ま
す
。
ど
フ
い
う
ふ
う
に
造
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
当
然
日
本
に
は
な
い
も
の
で
し
た
の
で
、
当

然
そ
う
い
う
の
は
造
り
始
め
の
時
に
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

あ
と
瓦
に
関
し
ま
し
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
百
済

的
な
も
の
と
見
る
の
か
実
は
新
羅
と
い
う
可
能
性
も
全
く
捨
て
き
れ
な
い
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
現
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
六
六
五
年
か
六
六
七
年

か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
と
見
る
の
か
、
も
う

つ
は
、
六
九
八
年
の
段
階
に

あ
の
瓦
を
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
も
、
実
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
特

に
細
か
な
話
で
す
が
、
瓦
の
造
り
で
、
瓦
の
丸
い
と
こ
ろ
の
上
に
、
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
被
せ
る
だ
け
の
技
法
と
い
う
の
は
、
実
は
今
の
と
こ
ろ
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
技
法
は
、
百
済
と
新
羅
の
微
妙
な
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
の

で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
扶
術
は
新
し
く
朝
鮮
半
島
系
の
も
の
と
理
解

し
て
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
強
い
て
言
い
ま
す
と
、
玉
名
郡
の
立
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願
寺
と
い
う
お
寺
さ
ん
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
の
瓦
は
実
は
他
地
域
で
あ
ま
り
臼
凡
な
い
も
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
百
済
か
な
と
い
う
造

り
方
に
な
り
ま
す
。
技
法
面
で
は
そ
う
い
う
の
も
あ
り
ま
す
の
で
。
実
は
菊
池
川
エ
リ
ア
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係

も
、
ご
存
知
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
背
景
と
い
う
の
は
も
と
も
と
あ
る
地
域
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
本
筋
か
ら
外
れ
る
の
で
す
が
、
私
は
鞠
智
城
が
で
き
る
の
は
、
単
に
大
{
圭
肘
の
後
背
と
い
う
感
じ
だ
け
で
は
な
く
、
や
は

り
有
明
海
が
一
つ
の
大
き
な
表
玄
関
、
だ
と
患
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
の
が
先
程
の
菊
池
川
に
お
け
る
朝
鮮
系
の
資
料
の
問
題
も
そ
う

で
す
し
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
南
の
ほ
う
の
話
も
そ
う
で
す
が
、
や
は
り
熊
本
の
エ
リ
ア
と
い
う
の
が
、
福
岡
か
ら
見
れ
ば
当
然
後
ろ
の

ほ
う
で
す
が
、
単
に
玄
界
灘
だ
け
で
は
な
く
て
、
有
明
海
か
ら
と
い
w

ユ
問
ル

l
ト
と
い
う
の
も
や
は
り
あ
っ
て
と
い
う
の
が
、
鞠
智
城

の
築
城
以
前
に
も
あ
り
、
古
く
か
ら
朝
鮮
半
島
と
関
わ
っ
た
人
達
が
こ
の
地
域
に
い
て
と
い
う
の
と
も
結
び
付
く
の
か
な
と
は
思
っ
て

い
ま
す
。

佐

藤
一
こ
ち
ら
の
東
京
国
立
博
物
館
の
平
成
館
に
は
、
菊
池
川
流
域
の
江
間
船
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
国
{
玉
の
銘
文
大
刀
を
は
じ
め
と
す
る

遺
物
が
展
示
し
て
あ
る
わ
け
で
、
熊
本
県
と
縁
の
あ
る
所
だ
と
思
い
ま
す
。
江
田
船
山
古
墳
の
出
土
遺
物
も
百
済
系
の
遺
物
で
、
そ
の
ま

ま
お
そ
ら
く
大
王
経
由
で
は
な
く
て
、
熊
本
県
に
来
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
有
明
海
が
外
に
向
か
っ
て
開
く
日
本
の
一
つ

の
大
き
な
玄
関
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

小
西
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

西
一
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
鞠
智
城
と
大
野
城
、
金
田
城
を
含
め
た
朝
鮮
式
山
城
と
い
う
の
は
、
同
じ
阿
期
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
雨
期
と
い
う
の
が
、
要
す
る
に
日
本
の
対
外
的
な
緊
張
と
非
常
に
連
動
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
大
野
城
も
そ
う
で
す
し
、
鞠
智
城
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イ生

も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
や
は
り
古
代
山
城
の
誕
生
、
そ
れ
か
ら
そ
の
変
容
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
対
外
的
な

大
き
な
画
期
と
連
一
動
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
一
吉
い
た
い
で
す
。

藤
一
荒
木
先
生
、
東
ア
ジ
ア
の
中
の
鞠
智
城
と
い
う
こ
と
い
つ
い
て
お
話
を
伺
え
ま
す
か
。

木
一
私
も
有
明
海
を
一
方
で
見
据
え
な
が
ら
の
鞠
智
城
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
こ
れ
は
相
当
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
時
代
的
に
も
少
し
細
か
く
区
切
っ
て
、
今
後
も
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
も
う
少
し
違
う
角
度
か
ら
の
鞠
智
城
の
位
置

づ
け
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
八
世
紀
、
九
世
紀
、
そ
し
て
一

O
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
か
つ
て
は
、
鴻
臆
館
が
大
陸
半
島
へ
の
公
式

の
窓
口
と
い
う
ふ
う
に
ニ
一
日
わ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
目
が
行
き
が
ち
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
自
体
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
実
は

そ
こ
で
の
交
易
は
、
ほ
ん
の
一
部
で
す
。
も
う
少
し
沖
合
で
や
る
交
易
は
、
何
も
博
多
に
限
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
当
然
こ
れ

は
見
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
し
、
既
に
鈴
木
先
生
が
ご
説
明
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
張
保
皐
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
新
羅

の
、
も
う
中
国
で
も
軍
人
経
験
が
あ
り
、
新
羅
王
朝
の
所
に
お
妃
を
出
す
く
ら
い
の
、
そ
し
て
、
一
大
海
商
で
も
あ
る
方
が
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
個
人
が
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
っ
た
交
易
網
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
角
に
、
北
九
州
が
確
実
に
リ
ン
ク
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
文
室
宮
田
麻
呂
事
件
と
い
う
、
ほ
ん
の
一
端
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
根
っ
こ
は
実
は
、
お
そ
ら
く
中
園
、
朝
鮮
を
含
む
、

下
手
を
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
東
南
ア
ジ
ア
の
方
に
ま
で
及
ぶ
一
大
交
易
の
中
に
、
日
本
も
ま
た
リ
ン
ク
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
い

2小

も
見
据
え
て
や
っ
て
い
け
ば
、
お
そ
ら
く
当
初
の
性
格
は
対
外
戦
争
の
中
で
、
も
し
来
た
の
で
あ
れ
ば
と
い
う
専
守
防
衛
み
た
い
な
と
こ

ろ
の
性
格
の
施
設
が
時
期
と
と
も
に
あ
り
、
多
少
な
り
と
も
使
わ
な
い
時
期
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
後
に
は
お

ささ
}IL 

88 鞠智城シンポジウム{東京会場]



佐

そ
ら
く
菊
池
郡
の
郡
倉
と
し
て
の
欝
恥
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
単
な
る
一
地
方
の
郡
倉
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
鳴
動

と
い
う
予
兆
が
国
に
乗
っ
か
り
、
菊
池
郡
で
鳴
る
と
い
う
こ
と
が
、
国
家
的
な
危
機
、
王
権
の
危
機
と
い
う
も
の
を
、
訴
え
る
一
つ
の
も

の
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
こ
れ
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
し
、
確
実
に
、
都
に
通
じ
る
報
知
器
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
懲
恥
が
ま
だ
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
い
う
機
能
が
消
え
て
い
っ
た
時
に
、

ま
さ
に
A
設
は
地
域
の
中
に
ど
う
生
き
、
ど
フ
生
き
な
が
ら
え
て
い
く
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
性
格
の
遺
跡
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
。
外
も
そ
う
で
し
ょ
う
し
、
外
と
の
関
係
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
影
響
し
て
い
た
時
期
か
ら
、
や
や
間
様
的
な
動
き
に
な
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
を
見
る
視
点
と
い
う
の
が
、
国
内
だ
け
で
な
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
外
に
も
目
を
向
け
た
鞠
智
城
の

研
究
と
い
う
の
が
、
ム
ユ
俊
も
是
非
盛
ん
に
な
る
よ
う
に
期
待
し
た
い
と
患
い
ま
す
。

藤
一
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
鞠
智
城
を
テ
i
マ
に
す
る
研
究
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
視
角
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
ま

だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
鞠
智
城
の
創
建
期
と
繕

治
期
と
に
焦
点
を
当
て
て
議
論
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
熊
本
県
で
は
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
大
変
熱
心
に
調
査
・
研
究
を
進
め
て

い
た
だ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
成
果
が
上
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

【
大
阪
会
場
】

古
代
山
城
鞠
智
城
築
城
の
謎
を
探
る

古
代
山
城
の
成
立
と
鞠
智
城
i

築
城
技
術
の
源
流
i
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鞠
智
城
大
阪
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

古
代
山
城
鞠
智
城
築
城
の
謎
を
探
る

古
代
山
城
の
成
立
と
鞠
智
城
ー
築
城
技
術
の
源
流
ー

一
.
開
催
日
時
等

日
時
一
平
成
二
五
年
九
月
七
日
(
土
)
午
後
一
時

i
午
後
五
時

会
場
一
ド

l
ン
セ
ン
タ
ー
(
大
阪
府
立
男
女
共
同
参
画
・

大
阪
市
中
央
区
大
手
前
一

l

一二

i

四
九

主
催
一
熊
本
県
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

ン
タ

l
)

共
催
一
熊
本
県
文
化
財
保
護
協
会

.
講
演
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
記
録
)

.
あ
い
さ
つ

・
報
告
「
鞠
智
城
跡
の
調
査
と
成
果
」

矢
野
裕
介
(
熊
本
県
教
育
委
員
会

歴
史
公
園
鞠
智
城
温
故
創
生
館
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講
演

講
演

-
講
演
一
一

「
古
代
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城
」

酒
寄
雅
志
(
図
的
学
院
大
準
栃
木
短
期
大
学
教
授
)

「
古
代
山
城
の
フ
オ

i
メ
イ
シ
ョ
ン
と
鞠
智
城
」

出
宮
徳
尚
(
就
実
大
学
人
文
科
学
部
非
常
勤
講
師
)

「
韓
国
古
代
城
郭
か
ら
み
た
鞠
智
城
」

向
井
一
雄
(
古
代
山
城
研
究
会
代
表
)

。
ハ
ト
ネ
ル
J

ア
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

i

信
(
東
京
大
学
大
学
院
教
授
)

鞠智城シンポジウム[大阪会場]

佐
藤

パ
ネ
ラ

l

酒
寄
雅
志
(
闘
皐
院
大
島
十
栃
木
短
期
大
学
教
授
)

出
宮
徳
尚
(
就
実
大
学
人
文
科
学
部
非
常
勤
講
師
)

向
井
一
雄
(
古
代
山
城
研
究
会
代
表
)
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講
演
一

古
代
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城

講
演
者
紹
介

雅
志
(
さ
か
よ
り
ま
さ
し
)

一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

現
在
、
閣
皐
院
大
皐
栃
木
短
期
大
学
日
本
文
化
学
科
教
授
、

栃
木
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
な
ど
も
兼
務
。

専
門
は
日
本
古
代
史
、
東
北
ア
ジ
ア
史
。

酒
寄
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-
講
演

「
古
代
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城
」

酒
寄
雅
志

(
図
泉
院
大
皐
栃
木
短
期
大
学
教
授
)

は
じ
め
に

こ
ん
に
ち
は
。
酒
寄
と
一
一
一
一
向
い
ま
す
。
今
日
は
「
古
代
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

鞠
智
城
を
考
え
る
時
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
①
ど
ん
な
事
情
で
築
造
さ
れ
た
か
。
②
な
ぜ
菊
池
と

い
う
地
に
造
ら
れ
た
の
か
。
③
誰
か
造
っ
た
の
か
。
④
ど
う
い
う
変
遷
と
事
清
が
あ
っ
た
の
か
の
解
明
が
基
本
的
な
課
題
と
な
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城
i
白
村
江
の
敗
、
戦
と
鞠
智
城
j

『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
(
六
九
八
)
五
月
甲
申
(

日
)
条
に
、
「
大
宰
府
を
し
て
大
野
・
基
捧
・
鞠
智
の
三
城
を
繕
い
治

め
し
む
」
と
、
修
築
の
記
事
が
初
め
て
出
て
き
ま
す
。
築
城
の

で
は
な
く
、
既
に
造
ら
れ
て
い
た
も
の
が
修
築
さ
れ
た
の
が
文

武
天
皇
二
年
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
以
前
は
、
大
野
城
や
基
隷
城
な
ど
は
天
智
四
年
(
六
六
五
)
、

い
わ
ゆ
る
臼
村
江
の
戦
い
以

降
に
造
ら
れ
、
そ
れ
も
百
済
人
の
指
導
の
も
と
に
造
ら
れ
た
こ
と
は
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
鞠
智
城
の
築
城
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も
、
大
野
・
基
凶
弾
の
一

当
時
の
国
際
情
勢
は
ど
う
か
と
一
一
一
日
い
ま
す
と
、
こ
れ
も
皆
さ
ん
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
朝
鮮
半
島
で
は
三
国
が
並
び
立
っ
て

つ
の
城
と
と
も
に
修
築
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
頃
あ
た
り
に
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

お
り
、
高
句
麗
が
唐
と
の
戦
い
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
惰
の
場
帝
の
時
に
は
高
句
麗
征
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
階
以
来

の

「倭」

の
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
新
羅
と
唐
が
立
い
に
手
を
組
ん
で
、
高
句
麗
と
の
戦
い
も
繰
り
返
し
て
い
き
ま
す
。

日
本
、
当
時

の
中
大
兄
皇
子
は
百
済
寄
り
の
外
交
を
行
い
ま
す
、
が
、
倭
と
百
済
は
長
ら
く
両
国
の
関
係
を
強
く
維
持
し
て
き
ま
し
た
。

四
世
紀
後
半
代
に
百
済
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

の
七
支
刀
な
ど
か
ら
も
、

と
こ
ろ
が
六
五
九
年
に
、
唐
に
行
っ
た
倭
の
遺
唐
使
が
抑
留
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
来
年
百
済
を
攻
め
る
の
で
、
帰
国
さ
せ
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
通
り
唐
は
新
羅
と
と
も

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
唐
は
「
海
東
の
政
有
ら
ん
」

に
百
済
を
攻
め
、
六
六

O
年
一
二
月
に
、
百
済
の
義
慈
王
と
王
子
の
扶
余
隆
が
唐
に
降
伏
し
、
百
済
が
滅

亡
し
ま
す
。

写真 11 酒寄雅志氏

そ
の
後
、
倭
は
百
済
の

で
あ
る
鬼
室
福
信
の
要
請
や
、
倭
に
人
質
と
し
て
余
豊
嘩
と
い
う
百
済

の
王
子
、
が
い
ま
し
た
の
で
、

そ
の
王
子
を
押
し
立
て
て
百
済
の
復
興
を
目
指
し
て
、
大
軍
を
送
っ
て
唐

と
戦
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
斉
明
天
皇
を
は
じ
め
中
大
兄
息
子
た
ち
が
、
九
州
の
朝
倉
宮
に
入

り
ま
す
。
自
村
江
で
は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
「
気
象
を
観
ず
し
て
」
と
い
う
戦
況
の

判
断
が
非
常
に
甘
か
っ
た
の
だ
と
患
い
ま
す
が
、
猪
突
猛
進
的
な
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
、
「
朴
市
田
来
津
」

が
、
「
天
に
仰
ぎ
て
誓
い
、
歯
を
切
り
て
憤
り
、
数
十
人
を
殺
し
つ
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
結
局
こ
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の
人
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
百
済
王
の
余
曲
一
旦
嘩
は
数
人
と
船
に
乗
っ
て
高
句
麗
に
逃
げ
去
り
ま
す
。
倭
と
し
て
は
そ
の
後

の
対
応
が
大
変
な
わ
け
で
す
。

白
村
江
の
戦
い
で
は
、

な
ど
を
み
ま
す
と
、
「
煙
焔
天
に
探
り
、
海
水
み
な
赤
し
」
と
い
う
よ
う
に
大
敗
を
喫
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
大
宰
府
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
患
い
ま
す
。
筑
紫
大
宰
府
の
佐
官
、
だ

っ
た
筑
紫
史
益
で
す
が
、

九
年
前
に
大
宰
府
が
で
き
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
六
九

の
記
録
で
す
の
で
、
六
六
三
年
頃

に
成
立
し
た
も
の
と
患
い
ま
す
。
筑
紫
大
宰
府
と
い
う
の
は
海
辺
紡
備
が
重
要
な
任
務
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
九
州
の
行
政
、
外

交
、
防
衛
と
す
べ
て
を
担
う
最
前
線
な
っ
て
い
き
ま
す
。
特
に
臼
村
江
の
戦
い
の
敗
北
で
、
防
人
や
峰
を
は
じ
め
水
城
も
置
か
れ
ま

す
。
そ
し
て
長
問
、
大
野
や
基
簿
に
も
城
が
造
ら
れ
、
さ
ら
に
対
馬
の
金
問
、
讃
岐
の
屋
島
、
大
和
の
高
安
と
相
次
い
で
西
日
本
に

城
が
造
ら
れ
ま
す
。
最
近
で
は
、
神
鏡
石
系
の
山
城
の
新
た
な
発
見
も
続
い
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
唐
原
山
の
山
城
な
ど
で
す
が
、

鬼
ノ
城
な
ど
も
造
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
近
江
大
津
へ
都
を
移
し
た
の
も
そ
う
し
た

環
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
逢
坂
山
の

峠
を
越
え
た
琵
琶
湖
の
湖
畔
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
都
を
還
す
の
も
そ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
鞠
智
城
で
す
が
、
発
掘
成
果
の
第

期
に
当
た
る
七
世
紀
第
3
四
半
期
か
ら
第
4
四
半
期
に
、
白
村
江
の
戦
い
以
降
の
防

衛
体
制
が
整
備
さ
れ
る
過
程
で
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
有
明
海
か
ら
の
侵
入
に
備
え
た
可
能
性
は
高
い

と
思
い
ま
す
。
筑
後
間
府
も
有
明
海
を
か
な
り
意
識
し
て
造
ら
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
の
で
、
有
明
海
が
外
敵
の
重
要
な
侵
入
路
と

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
鞠
智
城
は
海
か
ら
か
な
り
入
っ
た
平
野
に
突
き
出
た
台
地
の
突
端
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
興

味
深
い
場
所
に
立
地
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
築
城
し
た
主
体
は
、
百
済
系
の
菩
薩
立
像
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
百
済
あ
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る
い
は
朝
鮮
系
の
人
々
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
患
い
ま
す
。
こ
の
写
真
は
扶
余
で
出
土
し
て
い
る
統
一
新
羅
時
代
の
小
さ
な
仏
像
で

す
。
百
済
の
弥
鞠
寺
か
ら
も
小
さ
な
金
銅
仏
が
出
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
類
例
を
集
め
て
検
討
を
す
る
必
要
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
鞠
智
城
に
は
八
角
形
の
建
物
群
が
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
不
思
議
な
建
物
で
、
時
期
的
に
は
少
し
後
に
な
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
新
経
の
こ
聖
山
城
に
向
様
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。
私
は
ち
ょ
う
ど
二
聖
山
城
の
八
角
形
の
建
物
が
発
掘
さ
れ
て
い
る

時
に
現
場
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
と
中
国
の
集
安
に
あ
る
高
句
麗
の
丸
都
山
城
に
も
共
通
す
る
建
物
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
群

の
コ
一
軒
屋
と
い
う
遺
跡
か
ら
も
八
角
形
の
建
物
が
出
て
い
ま
す
。
私
も
発
掘
し
て
い
る
時
に
見
に
行
き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
八
角

形
な
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
天
武
天
皇
陵
な
ど
も
八
角
形
で
す
け
れ
ど
も
、
八
角
形
に
何
か
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
鞠
智
城
は
朝
鮮
系
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
国
家
的
な
事
業
と
し
て
造
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に

考
え
て
良
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

二
、
七
世
紀
末
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城

史
料
上
に
鞠
智
城
が
登
場
す
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
文
武
天
皇

一
年
(
六
九
八
)

で
す
が
、
修
繕
を
し
た
と
い

う
記
事
と
し
て
出
て
き
ま
す
。

で
は
、
こ
の
六
九
八
年
と
い
う
年
に
、
な
ぜ
修
繕
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
当
時
の
朝
鮮
半
島
の
動
向
を
考
え
る
と
、
百
済
は
既
に
滅
び
、
白
村
江
の
戦
い
も
終
わ
り
ま
し
た
。
六
六
八
年

に
は
高
句
麗
は
唐
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
倭
は
唐
に
使
者
を
派
遣
し
て
高
句
麗
の
平
定
を
祝
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
の
倭
の
外
交
は
新

経
と
の
外
交
に
限
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
遣
時
相
使
も
こ
の
後
、

一一
0
年
間
ほ
ど
派
遣
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
高
句
麗
が
滅
び
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る
と
、
唐
は
朝
鮮
半
島
の
支
配
に
乗
り
出
し
て
き
ま
し
て
、
今
の
平
壌
に
朝
鮮
半
島
を
支
配
す
る
安
東
都
護
府
が
置
か
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
唐
は
朝
鮮
半
島
を
直
接
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
う
し
ま
す
と
今
度
は
そ
の
朝
鮮
半
島
の
人
々
は
、

こ
の
唐
を
追
い
出
そ
う
と
し
ま
す
。
軍
事
的
な
侵
略
を
し
て
き
た
者
に
対
し
て
、
そ
れ
を
何
と
か
駆
逐
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
起
こ

っ
て
き
ま
す
。
六
七
六
年
に
そ
の
新
羅
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
安
東
都
護
府
は
遼
東
城
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
壌
か
ら
か

な
り
北
の
漆
陽
の
南
側
の
遼
陽
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
新
羅
が
朝
鮮
半
島
に
残
る
唯

の
留
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、

唐
は
朝
鮮
半
島
の
支
配
を
諦
め
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
ど
う
や
っ
て
支
配
し
て
い
く
か
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

方
で
滅
び
た
は
ず

の
高
句
麗
か
ら
使
節
が
、
何
度
も
倭
に
来
て
い
ま
す
。
六
七
一
、
六
七
一

、
六
七
五
、
六
七
六
年
、
さ
ら
に
六
七
九
、
六
八

O
、
六

八
二
年
に
来
ま
す
。
な
ぜ
高
句
麗
が
倭
に
来
る
の
か
と
い
う
と
、
朝
鮮
半
島
で
は
高
句
麗
の
復
活
運
動
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。

剣
牟
界
と
い
う
高
句
麗
の
遺
産
が
、
元
の
高
句
麗
王
の
高
蔵
の
外
孫
安
舜
を
立
て
て
武
装
蜂
起
し
、
高
句
麗
の
復
活
を
図
り
ま
し

た
。
後
に
こ
の
安
舜
が
、
擁
立
し
た
剣
牟
専
を
殺
し
て
新
羅
に
逃
走
し
ま
し
た
の
で
、
新
羅
は
こ
の
安
舜
を
自
分
の
支
配
下
に
置
き
、

高
句
麗
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
の
頃
、
滅
び
た
は
ず
の
百
済
王
が
倭
に
も
い
る
の
で
す
。
八
世
紀
に
は
、
百
済
王
敬
福

と
い
う
人
物
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
存
夜
し
た
百
済
の
王
が
日
本
国
内
に
い
て
、
そ
の
王
の
上
に
日
本
の

君
臨
す
る

と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
新
羅
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
新
羅
は
安
舜
を
高
句
麗
王
と
し

て
復
活
さ
せ
て
、
新
羅
王
の
支
配
下
に
置
く
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
安
舜
も
逃
走
し
ま
す
。

制
約
天
武
后
の
宰
相
の
秋
仁
傑
が
、
「
高
氏
を
復
し
て
君
長
と
為
す
」
と

っ
て
い
ま
す
。
高
句
麗
は

旦
滅
び
た
け
れ
ど
も
、
朝

鮮
半
島
の
支
配
は
や
は
り
地
元
の
人
聞
を
復
活
さ
せ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
、
そ
し
て
新
羅
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
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と
思
い
ま
す
。
「
君
長
と
為
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
何
度
か
高
句
麗
の
王
を
復
活
さ
せ
て
高
句
麗
王
に
し
ま
す
。
唐
に
下
っ
た
は
ず

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
高
蔵
は
、
駄
鞠
と
い
う
中
菌
・

の
高
蔵
を
「
遼
東
州
都
督
・
朝
鮮
王
」
に
封
じ
、
海
東
の

東
北
地
方
に
居
住
す
る
人
た
ち
と
通
じ
て
唐
に
反
し
、
捕
ま
っ
て
四
川
省
に
流
さ
れ
ま
す
。
新
羅
に

っ
た
安
舜
の
よ
う
に
高
句
麗

を
復
活
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
唐
が
復
活
さ
せ
た
高
句
麗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

回
目
は
失
敗
し
ま
す
。
さ
ら
に
六

八
六
年
に
高
蔵
の
孫
の
宝
元
を
朝
鮮
郡
王
に
任
じ
ま
す
が
、
こ
れ
も
う
ま
く
統
治
が
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
六
九

八
年
、
高
蔵
の
子
供
の
徳
武
を
安
東
都
替
に
任
じ
て
、
本
蕃
、
要
す
る
に
高
句
麗
の
統
治
を
さ
せ
ま
す
が
、
こ
れ
も
う
ま
く
い
き
ま

せ
ん
。
こ
れ
で
完
全
に
高
匂
麗
が
滅
び
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
高
句
麗
の
末
喬
と
し
て
復
活
さ
せ
た
の
が
、
「
溺
海
」

だ
と
思
い
ま
す
。
溺
海
に
唐
が
高
句
麗
の
末
粛
と
し
て
中
国
東
北
地
方
の
支
配
を
委
ね
た
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
高
句
麗
と
い
う
国

名
は
、
こ
こ
で
絶
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
六
九
六
年
に
契
丹
族
の
李
尽
忠
が
遼
寧
省
朝
陽
と
い
う
と
こ
ろ
で
反
乱
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
混
乱
の
間
に
、
当
時
振
国
と
ニ
一
一
口
い
ま
す
が
、
後
の

「
溺
海
」
が
興
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
情
報
が
日
本
に
も
入
っ
て
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
情
報
源
は
、
遺
謄
使
と
し
て
中
国
へ
渡
っ
た
人
た
ち
、
あ
る

い
は
自
村
江
の
戦
い
で
捕
虜
に
な
っ
た
人
た
ち
で
す
。
た
と
え
ば
七
世
紀
末
に
遺
麿
留
学
生
の
土
師
宿
禰
甥
と
か
白
猪
史
宝
然
が
帰

っ
て
き
ま
す
し
、
百
済
の
役
で
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
筑
紫
三
宅
連
得
許
も
帰
っ
て
き
ま
す
。
六
九
六
年
に
は
肥
後
日
出
皮
石
郡
の
壬
生

諸
石
も
帰
っ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
情
報
を
聞
い
て
、
東
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
東
北
ア
ジ
ア
が
混
乱
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
、
六
九
八
年
に
鞠
智
城
と
と
も
に
一

野
や
稲
積
城
が
修
築
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
向
や
大

隅
あ
た
り
だ
の
城
だ
と
す
れ
ば
、
隼
人
に
対
霞
す
る
よ
う
な
城
と
し
て
修
築
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
隼
人
に
対
し
て
稲
積
と

か
三
野
と
と
も
に
鞠
智
城
も
修
築
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
頃
、
日
本
は
南
島
に
領
域
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て

い
て
箆
国
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
新
た
に
国
を
覚
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
薩
摩
と
か
多
機
で
反
乱
が
起
こ
っ
て
い
ま

す。

ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
す
る
の
が
七

一O
年
で
、
楊
侯
麻
呂
と
い
う
大
綱
国
守
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
大
伴
旅
人
、

す
な
わ
ち
大
伴
家
持
の
お
父
さ
ん
が
、
征
隼
人
持
節
大
将
軍
に
な
っ
て
軍
事
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。
『
和
名
類
緊
抄
』
と
い
う
史
料

に
、
薩
摩
国
高
木
郡
の
中
に
把
後
国
の
郡
名
が
い
く
つ
か
出
て
き
ま
す
の
で
、
こ
の
戦
い
に
肥
後
間
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
時
期
が
鞠
智
城
の
第
2
期
に
該
当
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
建
物
が
コ

が
、
そ
の
配
置
は
だ
い
た
い
律
令
制
下
の
官
衝
に
多
い
の
で
、
鞠
智
城
に
も
城
司
の
官
衝
が
置
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い

に
配
置
さ
れ
て
い
く
の
で
す

か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
ま
た
こ
の
時
期
は
土
器
が
非
常
に
多
く
出
て
き
て
い
て
、
鞠
智
城
が

番
盛
ん
だ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
東
北
ア
ジ
ア
の
混
乱
に
対
す
る
危
機
感
と
隼
人
へ
の
対
策
上
、
北
九
州
の
山
城
の

を
再
認
識
し
て
、
鞠
智
城
も
修
繕
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
般
的
に
六
七

O
年
以
降
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
新
聞
維
と
の
関
係
あ
る
い
は
朝
鮮
と
の
関
係
は
安
定
し
て
お
り
国
際
的
な
緊
張

が
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
東
北
ア
ジ
ア
の
混
乱
は
継
続
し
て
お
り
、
ま
た
隼
人
政
策
上
も

鞠
智
城
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
修
繕
を
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で

す。

102 鞠智城シンポジウム{大阪会場}



二
、
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城

八
世
紀
に
入
り
ま
す
と
、

日
本
と
新
羅
の
関
係
は
ず
っ
と
緊
張
を
増
し
て
い
き
ま
す
。
七
二
一

年
に
は
、
新
羅
で
は
日
本
の
賊
路

を
遮
断
す
る
た
め
に
毛
伐
郡
城
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
慶
州
、

つ
ま
り
新
羅
の
都
の
南
、
蔚
山
へ
向
か
う
関
魅
に
関
門
城
、
こ
れ
が

毛
伐
郡
城
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
七

年
に
は
、
日
本
の
兵
船
が
東
辺
を
襲
う
と
い
う
記
事
が
『
三
国
史
記
』
に
残
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
日
本
の

「
出
雲
国
計
会
帳
」
が
正
倉
院
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
七
三
一

年
か
ら
七

年
(
七

四

の

年
に
節
度
使
体
制
が
日
本
海
沿
岸
に
と
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
ま
す
。
山
陰
、
西
海
の
軍
事
体
制
を
強
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

や
は
り
新
羅
と
の
関
係
が
良
く
な
い
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
ま
た
七
三
七
年
に
は
、
新
羅
征
討
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
藤

涼
四
兄
弟
が
亡
く
な
り
ま
す
の
で
立
ち
消
え
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
と
新
維
と
の
関
係
、
が
非
常
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

一
時
期
だ
け
関
係
が
良
い
時
が
あ
り
ま
す
。
七
五

一
年
に
、
新
羅
の
王
子
金
泰
廉
が
七

O
O
人
ぐ
ら
い
の
使
節
団
を

連
れ
て
来
日
し
ま
す
。
こ
の
時
だ
け
両
国
の
関
係
は
改
善
し
ま
す
。
東
大
寺
の
大
仏
の
開
眼
会
の
直
後
の
こ
と
で
、
彼
ら
は
東
大
寺

の
大
仏
を
見
に
来
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
貿
易
を
積
極
的
行
っ
て
い
る
の
が
、
「
烏
毛
立
女
の
騨
風
」

の
下
貼
文
書
か

ら
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
は
「
寅
新
羅
物
解
」

い
ま
し
て
、
新
羅
の
物
品
を
購
入
し
て
い
る
リ
ス
ト
が
廃
風
の
下
に
貼
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。
日
羅
関
係
に
雪
解
が

時
期
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
束
の
間
で
、
七
五

は
唐
の
玄
宗
息
帝
の

で
日
本
と
新

羅
の
遣
唐
使
が
席
次
争
い
を
し
ま
す
。
今
の
国
連
の
議
場
の
ど
こ
に
座
る
か
で
争
っ
て
い
る
み
た
い
な
も
の
な
の
で
す
が
、
長
安
城

の
含
元
殿
で
並
ぶ
位
置
を
争
っ
て
い
ま
す
。
西
側
の
吐
蕃
と
い
う
国
の
下
に
日
本
、
新
羅
は
東
側
で
日
本
よ
り
も
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
新
羅
は
東
の
横
綱
み
た
い
な
位
置
に
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
新
聞
維
は
日
本
に
朝
貢
す
る
国
な
の
だ
か
ら
、

日
本 四
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の
ほ
う
が
下
に
い
る
の
は
お
か
し
い
と
大
伴
古
麻
呂
が
抗
議
を
し
て
席
を
変
更
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
新
羅
に
と
っ
て
は
大
変
な

屈
辱
で
、
そ
の
年
の
八
月
に
「
日
本
国
使
至
る
。
慢
し
て
無
礼
」

っ
て
、
新
羅
に
来
た
日
本
の
外
交
使
節
に
新
羅
王
が
会
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

一
方
、
大
使
の
小
野
田
守
は
、
新
羅
は
と
ん
で
も
な
い
無
礼
な
国
だ
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
両
国
が
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
う
し
て
藤
原
仲
麻
呂
の
新
羅
征
討
と
い
う
軍
事
行
動
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
「
新
羅
を
討
た
ん
」
「
一
一

の
内
に
功

を
成
さ
し
む
」
と
、
一
一
一
年
後
を
目
指
し
て
新
羅
征
討
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
吉
備
真
備
ら
を
中
心
に
し
て
準
備
が
進
ん
で
い
き
ま

す
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
吉
備
真
備
が
九
州
博
多
の
西
側
に
恰
土
城
と
い
う
の
を
造
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
糸
島
市
の
高
祖

山
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
城
壁
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
糸
島
半
島
の
古
い
地
形
は
東
側
が
湾
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
九
州
大
学

の
移
転
に
あ
た
っ
て
元
締
遺
跡
と
い
う
遺
跡
を
発
掘
し
と
こ
ろ
、
大
量
の
製
鉄
遺
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
近
く
に

船
寺
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
が
、
古
く
は
大
宰
府
の
主
船
司
と
い
わ
れ
る
軍
船
を
集
め
る
場
所
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
恰
土
城
で
す
が
、
新
羅
を
攻
め
る
た
め
の
兵
枯
を
整
え
る
城
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
当
時
、
新
羅
と
の
関
係
は

良
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
緊
張
に
備
え
て
恰
土
城
が
造
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
新
羅
征
討
の
計
画
が
発
案
さ
れ
ま
す
と
、
恰
土
城

が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
ま
す
。

で
は
、
新
羅
征
討
計
画
は
実
効
さ
れ
た
の
か
と
一
一
一
一
口
う
と
、
そ
う
し
た
事
実
は
あ
り
ま
せ
ん
。
七
六
一

年
十
一
月
に
、
香
椎
廟
に
奉
幣
を
し
て
新
経
を
討
っ
と
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
何
も
記
録
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

藤
原
仲
麻
呂
は
そ
の
後
、
道
鏡
と
争
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
て
亡
く
な
り
、
新
聞
維
征
討
は
沙
汰
止
み
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
新
羅
と
の

関
係
は
改
善
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
後
、
新
聞
維
と
の
公
式
な
外
交
関
係
は
断
絶
し
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、
大
宰
府
は
七
六
五
年
に
水
城
を
修
復
し
て
い
ま
す
。
水
域
を
修
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
変
わ
ら
ず
新
羅
と
の
関
係
は
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良
く
な
い
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
そ
う
し
た
時
期
が
鞠
智
城
の
第
三
期
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の

の
鞠
智
城
に
関
す
る
史
料
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
恰
土
城
や
大
宰
府
の
後
背
に
あ
っ
て
、
新
羅
征
討
の
食
料
な
ど
の
物
資
の
備
蓄
を
す
る
礎
石
建
物
が
造
ら
れ
ま
す
。

い
も
の
を
入
れ
て
も
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
礎
石
建
物
を
造
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
し
、
域
内
に
「
佐
官
ど
ん
」
や
「
少
監
ど

ん
」
と
い
う
地
名
も
、

そ
う
し
た
時
期
の
名
残
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

鞠
智
城
は
大
宰
府
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も
う

つ
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
肥
後
国
司
な
ど
に
よ

る
官
物
の
不
正
使
用
・
蓄
財
に
よ
り
、
倉
の
中
に
十
分
な
米
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
と
、
隠
蔽
工
作
と
し
て
倉
を
焼
い

た
り
し
ま
す
。
よ
く
関
東
で
は

い
ま
し
て
、
倉
に
雷
が
落
ち
て
焼
け
て
し
ま
う
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

役
人
の
不
正
の
隠
蔽
で
す
。

の
せ
い
に
す
る
の
で
す
。
神
様
が
怒
っ
て
雷
を
落
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
可
能
性
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
焼
け
米
は
か
な
り
城
内
か
ら
も
出
て
い
ま
す
の
で
、

そ
う
し
た
こ
と
に
関
係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

回
、
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
鞠
智
城

最
後
に
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
鞠
智
城
を
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
鞠
智
城
の
兵
庫
が
鳴
り
、
さ
ら
に
不
動
倉
も
焼
け
て
い
ま
す
。

不
動
倉
と
い
う
の
は
本
来
備
蓄
用
の
米
倉
で
す
が
、
そ
の
米
は
悶
司
な
ど
が
奪
取
し
た
の
か
、
郡
司
が
取
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、

そ
の
隠
蔽
工
作
を
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
時
期
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
庫
が
鳴
動
し
て
い
ま
す
。
あ
ん
ま
り
良
い
兆
候
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
入
居
、
が
鳴
る

に
あ
た
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
動
向
を
み
て
お
き
た
い
と
患
い
ま
す
。
九
世
紀
前
半
は
朝
鮮
半
島
で
は
張
保
皐
が
活
躍
す
る
時
期
で
も
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あ
り
ま
す
。
張
保
皐
は
最
終
的
に
は
反
乱
を
起
こ
し
て
殺
さ
れ
て
乱
は
収
束
し
ま
す
が
、
張
保
皐
は
青
海
鎮
に
陣
取
っ
て
、
貿
易
あ

る
い
は
奴
隷
の
売
買
を
阻
止
す
る
た
め
に
青
海
鎮
大
使
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
は
韓
国
全
羅
南
道
の
島

ま
す

こ
の
張
保
皐
は
中
国
の
山
東
半
島
に
赤
山
法
華
院
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
日
本
の
慈
覚
大
師
円
仁
も
世
話
に
な
る
寺
を
創
っ
た
人
で
も
あ
り

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
中
国
か
ら
東
シ
ナ
海
一
体
の
新
羅
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
貿
易
を
穣
機
的
に
し
て
、
日
本
と
の
外
交
も
し
ょ

う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
は
、
「
人
臣
に
境
外
の
交
わ
り
な
し
」
、

い
わ
ゆ
る
臣
下
と
は
外
交
関
係
を
持
た
な
い

っ
て
拒
否

し
ま
す
。
ま
し
て
張
保
皐
は
反
乱
を
起
こ
し
て
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
新
羅
へ
の
恐
怖
感
が
つ
の
り
ま
す
。
新
聞
維
は
「
常
に

好
心
を
懐
き
、
萄
茅
を
貢
ぜ
ず
」
と
、

い
つ
も
商
貿
に
事
寄
せ
て
日
本
の
消
息
を
窺
っ
て
い
る
と
い
う
被
害
妄
想
的
な
対
外
意
識
が

出
て
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
新
羅
に
対
し
て
の
排
外
的
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
新
羅
に
対
す
る
脅
威
の

し
だ
と
思
い
ま
す
。

新
羅
に
対
す
る
脅
威
は
、
色
々
な
形
で
現
実
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
少
し
後
に
な
り
ま
す
が
、
八
六
九
年
に
は
、

の

を
運
ん
で
き
た
船
を
新
羅
の
海
賊
が
襲
っ
て
略
奪
を
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
す
。
新
羅
の
海
賊
が
博
多
津
に
来
襲
す
る
の
で
す

が
、
そ
う
し
ま
す
と
日
本
側
は
、
「
悶
威
を
損
辱
す
る
こ
と
、

之
を
往
古
に
求
む
る
に
、
未
だ
前
閤
有
ら
ず
」
と
、
今
ま
で
聞
い
た

こ
と
も
な
い
よ
う
な
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
「
後
来
に
残
す
に
、
当
に
面
目
無
か
る
べ
し
」
と
、
非
常
に
憤
り
を
も
っ
て
対
応

し
ま
す
。
実
は
こ
う
し
た
新
羅
の
動
向
が
、
応
天
内
の
変
、
伴
善
男
が
応
天
内
に
火
を
付
け
た
と
い
う
『
伴
大
納
言
絵
巻
b

で
ご
存

知
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
事
件
も
実
は

「
隣
国
の
兵
、
来
た
り
て
窺
う
」
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
陰
陽
寮
が
占
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
が
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
ま
す
。
若
狭
国
で
は
、

公
文
を
納
め
る
庫
井
び
に
兵
庫
鳴
る
」
と

っ
て
い
ま
す
。
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れ
も

の
人
当
に
来
投
有
る
べ
し
」
と
、
遠
い

の
人
が
や
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
づ
け
ま
す
。
ま
た

「
新
羅
の
賊
兵
、
常
に
間
隙
を
窺
う
災
変
」
と
い
う
占
い
が
出
ま
す
。
新
羅
が
襲
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
感
が
常
に

あ
り
、
伯
岩
田

出
引き
=主

石
見
、
穏
岐
、
長
内
諸
国
は
新
羅
に
近
い
の
で
、
常
に
警
備
を
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
賊
心
を
調
伏
」
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
経
典
を
読
む
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
最
勝
王
経
で
す
が
、
転
読
を
し

て
御
敵
調
伏
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
ど
こ
か
神
が
か
つ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
色
々
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
肥
前
国
基
捧
郡
の
擬
大
領
の
山
春
、
水
が
、
新
羅
人
と
結
ん
で
対
馬
を
奪
取
し
よ
う
と
し
ま
す
。
ま
た
兵
留
め
器
、
機
械
を
作
る
術

を
新
羅
に
行
っ
て
習
っ
た
人
が
、
対
馬
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
一
一
一
日
い
ま
す
。
ま
た
隠
岐
国
の
浪
人
で
す
が
、
新
羅
人
と
と
も
に
謀

反
を
企
て
た
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
謹
告
で
、
あ
る
こ
と
な
い
こ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
「
新
羅
国
王
と
通
じ

て
国
家
を
寄
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
新
羅
に
対
す
る
不
信
感
が
ま
す
ま
す
強
く
な
り
ま
す
。

そ
し
て
大
宰
府
か
ら
大
鳥
が
兵
庫
の
上
に
集
ま
っ
て
い
る
と
報
告
が
あ
り
ま
す
。
鳥
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
占
う
と
、
「
隣
国
の
兵

あ
ら
ん
」
と
新
羅
の
せ
い
に
し
ま
す
。
し
ま
い
に
は
、
「
我
々
は
神
間
だ
か
ら
戦
わ
な
く
て
も
勝
て
る
」
と
ま
で

い
ま
す
。
「
然
れ

ど
も
我
が
日
本
朝
は
所
謂
神
明
の
国
な
り
」
、
だ
か
ら
「
仰
の
兵
冠
近
づ
き
来
る
べ
し
」
と
、
新
凶
維
が
攻
め
て
来
ら
れ
る
わ
け
は
な

い
と
い
う
の
で
す
。
「
神
間
思
想
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
遣
唐
使
に
任
命

さ
れ
た
菅
原
道
真
が

へ
行
く
の
を
止
め
ま
す
が
、
新
開
維
の
海
賊
が
横
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
止
め
る
理
由
の

つ
に

あ
げ
て
い
ま
す
。
確
か
に
八
九
四
年
に
新
聞
維
の
賊
が
襲
来
し
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
新
羅
で
は
非
常
な
不
作
で
、
新

羅
人
た
ち
が
日
本
列
島
を
襲
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
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こ
う
し
た
時
期
が
鞠
智
城
の
間
期
、
五
期
に
あ
た
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
礎
石
建
物
が
大
型
化
し
て
き
ま
す
が
、
段
々
衰
微
し
て

く
る
状
況
に
あ
る
と
患
い
ま
す
。
池
ノ
尾
の
あ
た
り
が
廃
絶
に
な
る
と
い
う
の
も
こ
の
時
期
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で

考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

い
く
つ
か
の
大
型
建
物
や
倉
庫
群
な
ど
あ
る
の
で
、
こ
の
地
域

は
菊
池
郡
の
郡
家
、
郡
の
役
所
の
倉
庫
群
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
倉
庫
群
の

兵
庫
が
鳴
る
と
い
う
こ
と
は
、
鞠
智
城
と
い
う
の
が
元
々
対
外
的
な
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
対
外
的
緊
張
に
備
え
る

よ
う
に
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
兵
庫
が
鳴
っ
て
い
る
状
況
は
、
日
本
中
の
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
八
六
六
年
に
若
狭
間
で
は
、
遠
国
の
人
、
あ
る
い
は
隣
兵
が
様
子
を
窺
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
制
明

鮮
半
島
、

つ
ま
り
新
羅
に
対
す
る
恐
怖
心
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
度
重
な
り
新
羅
に
対
す
る

脅
威
の
現
れ
と
し
て

「
兵
庫
が
鳴
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

最
後
に
ま
と
め
ま
す
。
鞠
智
城
が
ど
う
い
う
事
情
で
築
造
さ
れ
た
か
と
一
一
一
一
口
う
と
、
や
は
り
契
機
は
百
済
救
援
の
失
敗
以
降
の
国
内

防
衛
体
制
の
充
実
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ぜ
こ
う
い
う
場
所
に
造
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
水
城
、
大
野
城
、
基
縛
城
の
後
詰

め
、
あ
る
い
は
有
明
海
の
侵
入
ル

l
ト
の
遮
断
と
い
う
の
が
当
初
の
目
的
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
誰
が
築
造
し
た
か
と
い
う
の
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
国
家
が
監
督
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
朝
鮮
系
の
渡
来
人
が
関
与
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
し
て
も
う
一

つ
大
事
な
こ
と
は
、
考
古
学
的
な
成
果
が
段
々
と
集
積
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
五
期
の
変
遷
と
対
応
し

た
よ
う
な
東
北
ア
ジ
ア
の
動
向
、
そ
れ
か
ら
隼
人
対
策
な
ど
の
国
内
の

日
本
の
対
外
意
識
、
そ
う
し
た
も
の
を
総
合
的
に
考

え
て
鞠
智
城
を
見
直
し
て
み
る
と
、
ま
た
新
た
な
地
平
、
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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講
演
二

古
代
山
城
の
フ
オ
!
メ
イ
シ
ョ
ン
と
鞠
智
城

講
演
者
紹
介

徳
尚
(
で
み
や

と
く
ひ
さ
)

出
宮

明
治
大
学
文
学
部
史
学
地
理
学
科
卒
業
。

問
山
市
教
育
委
員
会
文
化
財
専
門
監
な
ど
を
歴
任
。

現
在
、
就
実
大
学
人
文
科
学
部
非
常
勤
講
師
。
向
山
城
天
守
閣
展
示
物
取
扱

責
任
者
、
古
代
吉
備
国
を
語
る
会
、
会
長
な
ど
も
兼
務
。

専
門
は
、
日
本
考
古
学
。
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-
講
演
二

「
古
代
山
城
の
フ
オ

i
メ
イ
シ
ョ
ン
と
鞠
智
城
」

出
官
徳
尚
(
就
実
大
学
人
文
科
学
部
非
常
勤
講
師
)

は
じ
め
に

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
出
宮
と
申
し
ま
す
。
私
は
就
職
か
ら
定
年
ま
で
岡
山
市
教
育
委
員
会
で
文
化
財
行
政
を
担
当

し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
遺
跡
の
見
方
や
考
え
方
に
ど
う
し
て
も
行
政
と
い
う
も
の
が
つ
い
て
回
り
ま
す
。
鞠
智
城
も
そ
う
い
う
行

政
の
立
場
、
行
政
的
に
見
る
と
や
は
り
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

て
日
本
古
代
山
城
の
祖
型
た
る
高
句
麗
山
城

私
は
、
古
代
山
城
の
祖
形
に
な
る
も
の
は
や
は

の
山
城
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
は
じ
め
に
高
匂
麗
の
山
城
を
ご
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

基
本
的
に
は
逃
げ
込
み
の
城
で
す
。
形
態
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

要
は
先
進
的
な
中
華
帝
国
の
支
配
に
対
し
て
、
地
元
の
地
域
勢
力
が
ど
う
抵
抗
す
る
か
と
い
う
の
が
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
底
流
に
あ

高
句
麗
の
山
城
は
何
か
と

る
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
類
型
は
別
に
し
て
、
基
本
的
に
は
中
華
帝
国
に
押
し
込
め
ら
れ
た
時
に
逃
げ
込
む
の

が
山
城
で
あ
る
と
い
う
、
地
元
抵
抗
勢
力
の
拠
点
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
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が
高
句
麗
の
第
二
番
目
の
都
と
二
一
一
口
わ
れ
て
い
る
中
国
吉
林
省
の
集
安
(
国
内
城
)

こ
れ
(
映
像
。
以
下
同
様
の

の
背
後
に

あ
る
丸
都
山
城
の
様
子
で
す
。
こ
こ
か
ら
ず
っ
と
山
を
巡
っ
て
城
獲
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
城
壁
の
谷
川
に
築
か
れ
て
い
る

水
門
で
す
。
本
来
こ
こ
に
城
門
、
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
遺
構
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
水
門
が
き
ち
ん
と
あ
る
の
が

お
判
か
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
深
い
谷
間
に
築
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
簸
箕
型
、
つ
ま

り
日
本
で
一
一
一
一
向
う
簸
箕
の
形
を
し
た
谷
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
城
壁
自
身
が
本
当
に
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
の
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
で

称
「
女
堵
」
と
呼
ぶ
遮
蔽
装
置
(
造
作
物
)
が
き
ち
ん
と
造
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
に
、
近
世
の
日
本
の
城
郭
で

の
石
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
城
壁
の
天
場
に
は
、
こ
の
様
に
通

の
天
場
に
設
け
て
あ
る
土
塀
と
向
じ
様
な
、
防
御
に
適
し
た
造
り
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

お
判
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
れ
は
国
内
城
と
い
う
王
宮
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の

城
躍
で
す
。
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
、

石
の
積
み
方
と
す
れ
ば
脆
弱
な
工
法
と

い
わ
ゆ
る
重
箱
積
み
で
、

出宮徳尚氏

い
え
ま
す
。
中
国
の
城
に
は
、
敵
方
と
い
う
の
か
、
攻
め
て
来
る
城
外
に
向
け
て
突
出
し
た
、
通
称

回
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
潟
両
が
、
国
内
城
で
は
整
備
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
馬

写真 12

簡
と
い
う
の
は
本
来
、
城
壁
に
登
っ
て
く
る
敵
兵
を
左
右
や
背
後
か
ら
撃
ち
落
と
す
と
い
う
機
能
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
こ
の
場
合
は
ひ
と
つ
だ
け
な
の
で
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
理
解
さ
れ
て
造
ら
れ
て
い
た

か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
馬
面
を
造
っ
て
い
ま
す
。

最
初
の
王
都
と
さ
れ
て
い
る
桓
仁
の
と
こ
ろ

(
中
国
遼
寧
省
)

に
あ
る
五
女
山
城
で
す
が
、
こ
れ
は
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ま
さ
に
屋
鳴
と
非
常
に
よ
く
似
た
地
形
の
山
で
す
。
こ
の
山
城
全
域
に
城
壁
が
あ
る
の
で
は
で
は
な
く
て
、
要
所
に
城
壁
を
築
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
の
中
国
の
遼
寧
省
の
研
究
者
に
よ
る
形
態
分
類
で
は
、
山
頂
型
に
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
頂
部
鉢
巻
き
裂
と

一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
種
類
で
す
。
こ
れ
も
前
に
示
し
た
山
城
と
間
じ
様
な
石
垣
を
築
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
遺
構
の
現
況
で
は
、

女
堵
を
設
壁
す
る
の
は
如
何
が
な
も
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
屋
嶋
城
な
ど
で
も
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
天
場

よ
り
少
し
山
腹
に
下
り
た
と
こ
ろ
に
防
御
線
を
設
け
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
平
時
一
部
の
端
で
は
な
く
て
、
少
し
山
腹
に
下
り
た
と
こ
ろ

へ
設
け
る
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
鳳
嵐
城
と
い
う
、
丹
東
か
ら
渚
陽
に
抜
け
る
谷
間
に
位
置
す
る
山
城
で
、

式
で
一
一
一
一
口
う
と
築
断
為
域
型
に
な
り
ま
す
。
谷
渡
り
の
と
こ
ろ
に
本
来
こ
の
様
な
石
塁
を
築
い
て
い
て
、

の
山
と
左
の
山
の
聞
の
谷

間
に
城
援
を
設
け
て
山
間
に
城
を
造
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
な
形
態
が
築
断
為
城
型
と
い
う
城
の
分
類
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
呉
姑
山
城
で
す
が
、
そ
ん
な
に
高
い
山
で
な
く
、
緩
や
か
な
山
地
に
築
か
れ
て
い
ま
す
。
下
の
ほ
う
は
遺
構
で
、
上
の
ほ

う
の
石
の
新
し
く
な
っ
て
い
る
箇
所
が
み
な
修
築
を
し
て
い
る
状
態
に
な
り
ま
す
。
た
だ
高
句
麗
の
山
城
の
石
垣
の
全
般
が
、
同
じ

よ
う
な
重
箱
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
本
当
に
こ
れ
が
今
問
題
に
し
て
い
る
時
期
の
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
少
し
懐
疑

的
な
要
素
が
あ
り
ま
す
。

石
台
子
山
城
は
麿
の
高
匂
一
麗
制
圧
の
時
に
落
城
し
て
い
ま
す
が
、
馬
面
が
定
間
隔
で
き
ち
ん
と
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
尺
度
か

ら
見
る
と
五

0
メ
ー
ト
ル
間
隔
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
努
で
は
な
く
て
、
や
は
り
弓
で
の
対
応
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
怒
勺

の
有
効
射
程
は

0
0
1
二
0
0
メ
ー
ト
ル
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
間
隔
が
短
い
と
い
う
こ
と
は
怒
っ
で
は
な
く
て
ま
だ
弓
で
あ

ろ
う
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
そ
の
若
台
子
山
城
の
北
門
で
す
が
、
こ
こ
に
き
ち
ん
と
馬
面
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
構
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築
の
様
相
が
私
に
は
少
し
判
ら
な
い
の
で
す
が
、
重
箱
積
み
の
上
に
乱
石
積
み
の
石
塁
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
の
も
の
か

後
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
門
の
こ
こ
に
門
礎
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
焼
け
た
門
建
物
の
木
材
が
出
土
し

て
い
す
。

日
本
の
門
に
比
べ
て
、
防
衛
に
適
す
る
よ
う
に
狭
い
円
を
造
っ
て
い
ま
す
。

二
、
律
令
体
制
下
の
古
代
山
城
の
倣
徴
た
る
唐
代
前
期
の
山
城

次
に
、

口
城
で
す
。
今
の
南
京
の
東
方
の
鎮
江
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
城
で
す
が
、
中
国
の
南
北
朝
時
代
の
山
城
で
す
。
そ
の

土
塁
の
城
壁
ラ
イ
ン
は
、
も
う
開
発
が
進
ん
で
い
て
、
な
か
な
か
そ
の
形
状
を
観
察
で
き
な
い
の
が
実
態
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
時
代

に
な
る
と
や
は
り
中
国
の
中
心
地
に
も
、
山
城
が
出
現
し
て
き
ま
す
。

次
に
、

石
包
城
で
す
が
、
敦
燦
の
南
東
六

0
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
山
城
で
す
。
海
抜
は
二

0
0
0
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の

地
で
す
が
、
盆
地
内
の
丘
の
上
に
平
ら
な
城
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
城
円
で
す
。
唐
の
時
代
は
版
築
の
城
壁
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

の
城
は
名
前
が
石
包
城
と
呼
ば
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
城
壁
が
石
積
み
で
築
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
良
い
粘
土
質
の
土
が
近
隣
で

採
取
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
患
い
ま
す
。
こ
の
画
像
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
中
国
の
城
は
平
地
の
都
城
で
す
か
ら
、
都
城
の
周
り
に
は

日
本
城
郭
の
外
堀
に
あ
た
る
付
帯
防
御
施
設
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
城
も
丘
の
上
に
あ
り
な
が
ら
、
護
城
河
と
い
う
堀
を
巡

ら
せ
て
い
ま
す
。
平
地
の
ど
こ
の
城
壁
の
す
ぐ
外
に
も
、
こ
う
い
う
山
の
上
で
あ
っ
て
も
き
ち
ん
と
堀
を
設
け
て
い
ま
す
。

つ
ま
り

城
造
り
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
造
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
山
の
上
に
あ
っ
て
も
、
城
造
り
は
城
壁
と
堀
と
セ
ッ
ト
で
造
る
と
い

う
こ
と
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
い
ま
す
。
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次
に
、
敦
燈
か
ら
五

0
キ
ロ
ぐ
ら
い
東
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
鎖
陽
城
で
す
が
、
こ
の
城
は
唐
代
初
期
の
激
戦
地
で
す
。
こ
れ

が
馬
面
で
す
が
、
馬
面
が
等
間
隔
で
ず
っ
と
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
間
隔
の
距
離
が
、
両
方
か
ら
得
て
ば
ち
ょ
う
ど
射
程
の
中
に
入

る
と
い
う
配
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

日
本
で
一
一
一
一
口
う
版
築
と
い
う
造
成
土
層
が
よ
く
見
え
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
本
格
的
な

土
木
構
築
の
城
壁
造
り
を
行
っ
て
い
る
が
、
中
国
の
築
城
の
あ
り
方
に
な
り
ま
す
。

こ
の
遺
構
そ
の
も
の
は
明
清
時
代
な
の
で

な
九
業
溝
の
近
く
の
城
で
す
。
こ
れ
は
吐
蕃
、

類
例
と
す
る
の
は
如
何
が
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
松
滞
古
城
と
い
う
、
有
名

つ
ま
り
唐
帝
国
が
チ
ベ
ッ
ト
の
周
辺
氏
族
と
の
交
渉
の
窓
口
に
な
る
と
い
う
の
か
、

交
易
の
場
所
に
な
る
と
こ
ろ
に
造
っ
て
い
る
城
で
、
今
の
城
郭
遺
構
は
先
程
も
一
一
一
一
口
い
ま
し
た
よ
う
に
明
清
時
代
で
す
け
れ
ど
も
、

録
上
で
は
唐
時
代
に
出
現
し
た
城
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
明
清
時
代
に
唐
の
城
跡
を
踏
襲
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ

り
ま
す
が
、
南
門
か
ら
西
門
ま
で
山
上
に
ず
っ
と
城
獲
を
巡
ら
せ
て
い
ま
す
。
山
側
の
城
援
の
外
側
に
溝
状
の
由
み
が
伴
っ
て
い
て
、

こ
れ
に
は
護
城
、
仰
の
名
残
と
判
断
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
農
の
時
代
の
遺
構
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
山
上
で
あ
っ
て

も
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
の
城
造
り
を
し
て
い
ま
す
。

次
に
、
格
陽
の
合
壁
宮
で
す
が
、
岡
山
市
と
洛
陽
市
は
都
市
縁
組
を
し
て
お
り
、
考
古
学
の
交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
洛
陽

に
行
っ
た
時
に

て
来
ま
し
た
。
治
陽
は
本
来
(
唐
時
代
)
が
副
都
で
す
か
ら
山
城
の
様
な
も
の
が
な
い
の
で
す
が
、
格
競
の
文
物

工
作
隊
の
方
が
山
城
に
類
似
す
る
遺
跡
を
探
し
て
、
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
両
脇
に
あ
る
の
が
門
閥
に
な
り
ま
す
。
こ
ち
ら

の
手
前
の
方
が
正
門
に
な
り
、
奥
に
正
殿
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
奥
に
峰
台
リ
峰
火
台
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所
は
、
洛
錫
城

か
ら

七
キ
ロ
の
距
離
に
あ
り
、
こ
れ
は
唐
の
軍
防
令
に
規
定
す
る
峰
火
台
設
置
問
縞
の
一
二

O
田
中
の
キ
ロ
数
に
当
て
は
ま
り
ま
す
の
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で
、
治
陽
で
は
離
宮
に
し
て
い
ま
す
が
、
離
宮
と
い
う
よ
り
も
多
分
に
軍
事
施
設
、

つ
ま
り
燥
火
台
を
伴
う
山
城
の

種
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
私
の
個
人
的
な
評
価
で
す
。
こ
こ
が
峰
台
に
あ
た
り
、
こ
ち
ら
側
に
三
箇
所
の
段
築
を
築
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

正
殿
、
前
殿
、
そ
れ
か
ら
門
閥
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
役
所
的
な
建
物
の
セ
ッ
ト
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
中
間
都
城
の
近
隣

に
お
け
る
山
城
の
在
り
様
に
な
り
ま
す
。

一
二
、
西
日
本
の
古
代
山
城

高
句
麗
の
山
城
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
自
国
よ
り
も
組
織
や
兵
力
や
兵
器
も
進
ん
で
い
る
中
華
帝
国
の
侵
入
に
対
し
て
の
退

つ
ま
り
逃
げ
込
み
な
が
ら
抵
抗
す
る
場
と
な
り
ま
す
。
こ
の
図
は
、
鴨
緑
江
よ
り
北
側
、
今
日
の
中
国
遼
寧
省
と
吉
林
省
の

避
型

山
城
の
分
布
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
他
に
激
海
時
代
や
後
の
金
時
代
の
山
城
も
あ
り
ま
す
が
、
除
外
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み

い
ま
す
と
、
こ
の
九
九
箇
所
の
山
城
の
う
ち
、
大
型
の
も
の
が

七
箇
所
、
中
型
が
四

O
箇
所
、
小
型
が
三
五
箇
所
と
い
う
分

類
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
国
家
級
の
も
の
が
少
な
く
て
、
地
域
社
会
の
防
衛
拠
点
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の

時
代
の
概
念
を
こ
こ
で
持
ち
出
す
の
が
い
い
か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
軍
学
者
が
戦
国
時
代
の
城
を
評
価
す
る
の
に
、

城
堅
固
の
城
、
所
堅
固
の
城
、
国
堅
田
の
城
と
い
う
分
類
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
分
類
を
当
て
は
め
る
と
、
や
は
り
高
句
麗
の
山

城
は
、
地
域
社
会
を
自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
城
堅
固
の
城
と
所
堅
固
の
城
が
圧
倒
的
に
多
く
て
、
国
家
級
の
国
堅

国
の
城
、
が
ご
く
限
ら
れ
た
数
に
な
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
制
度
的
な
フ
オ

l
メ
イ
シ
ヨ
ン
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
華
帝
国
の
侵
入
に
対
し
て
兵
力
を
分
散
展
開
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し
て
迎
撃
戦
を
行
い
、
結
果
と
し
て
撃
退
す
る
と
い
う
、
戦
略
性
が
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
山
城
の
本
質
が
、

日
本
に
ど
う
い
う
形
で
導
入
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
本
日
私
に
与
え
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
課
題
で
す
。
今
更
私

が
申
し
上
げ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
代
の
山
城
は
、
神
鑑
石
系
山
城
、
こ
れ
は
も
う
呼
び
名
を
や
め
よ
う
と
い
う
提
唱
も

出
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
学
史
的
に
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
ま
ま
使
い
ま
す
。
神
鏡
石
系
山
城
、

つ
ま
り
記
録
に
現
れ
な
い
山
城

と
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
式
山
城
、
こ
れ
は
自
村
江
の
惨
敗
の
後
に
急
逮
設
け
た
山
城
、
ま
た
修
築
、
廃
城
の
史
料
(
記
録
)

の
残
っ
て

い
る
城
(
山
城
?
)
も
あ
り
ま
す
。

日
本
の
山
城
は
、
記
録
上
か
ら
見
て
い
く
と
、
少
な
く
と
も
五
期
ぐ
ら
い
の
築
城
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
第
三
期
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
基
づ
い
て
出
て
く
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
天
智
紀
記
載
の
山
城
と
い

う
こ
と
で
、
そ
の
前
後
に

一
期
ず
つ
ぐ
ら
い
の
築
城
、
あ
る
い
は
城
を
整
備
す
る
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
し

て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
第

期
、
第
二
期
に
造
ら
れ
た
城
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
記
録
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
当
然
神
龍
石
系
の

山
城
に
な
り
ま
す
。

四
、
天
智
紀
の
山
城
(
第
三
期
)

古
代
山
城
の
分
布
は
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
環
境
と
い
う
様
相
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
地
域
の
要
点
に
伴
っ
て
造
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

ま
す
。
こ
れ
ら
山
城
の
城
壁
の
ア
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
特
に
北
九
州
の
神
緩
石
系
山

城
を
見
る
と
、
品
川
閉
山
を
除
く
と
ほ
ぼ
同
じ
パ
タ

i
ン
で
城
壁
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
発
生
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的
に
出
現
し
た
と
か
、
朝
鮮
半
島
の
見
様
見
真
似
で
築
城
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
築
城
者
の
意
図
を
き
ち
ん
と
反
映
し
て
造
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

日
本
の
古
代
山
城
は
何
の
自
的
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
も
う
私
は
一
ニ

O
年
前
か
ら
提
唱
を
し
て
お
り
、
こ
こ
の
数
年
ご
理
解
が
頂
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
験
山
城
と
緩
山

城
の
機
能
的
大
別
観
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
険
山
城
は
、
中
世
の
山
城
と
同
じ
よ
う
に
山
岳
の
験
し
さ
を
利
用
し
て
用

兵
の
倶
と
し
て
の
効
率
を
高
め
る
城
で
、

一
般
的
に
は
難
攻
不
落
型
に
な
り
ま
す
。
緩
山
城
は
、
神
鑑
石
系
山
城
の
多
く
が
造
ら
れ

て
い
て
い
る
里
山
の
、
集
落
背
後
の
緩
や
か
な
山
と
い
う
意
味
合
に
由
来
さ
せ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
験
し
い
山
城
は
専
守
防
衛
、

つ
ま
り
逃
げ
込
み
用
、
そ
れ
に
対
し
て
天
然
の
験
を
欠
く
緩
山
城
は
生
活
空
間
と
の
連
携
、

つ
ま
り
前
進
基
地
用
と
な
り
ま
す
。

般
的
な
用
語
で
は
、
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
オ
フ
ェ
ン
ス
と
の
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

観
点
で
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
方
の
山
城
を
見
る
と
、
朝
鮮
半
島
か
ら
博
多
へ
や
っ
て
来
て
、
博
多
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通
る
と
い
う
当
時

の
シ

i
レ
i
ン
を
防
衛
す
る
と
い
う
の
か
、
シ

i
レ
i
ン
を
確
保
す
る
た
め
に
き
ち
ん
と
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
多

く
は
、

部
に
は
験
山
城
に
見
込
め
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
緩
山
城
の
進
出
用
前
進
基
地
型
、

つ
ま
り
中
央
政
府
、
大
和

朝
廷
が
大
陵
と
交
流
す
る
た
め
の
シ

i
レ
l
ン
沿
い
に
設
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
天
智
紀
の
山
城
は
逆
を
向
い
て
い
る
の
が
、
そ
の
城
構
え
の
在
り
方
に
見
え
て
来
ま
す
。
そ
れ
と
、
九
州
の
方
々

か
ら
な
か
な
か
的
確
な
回
答
を
頂
い
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
吉
備
の
閣
で
す
と
、
備
前
、
備
中
、
備
後
と
分
間
さ

れ
て
い
ま
す
。

の
国
も
豊
前
、
豊
後
に
分
因
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
把
の
国
も
肥
前
、
肥
後
に
分
割
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
筑
紫
国
も
筑
前
と
筑
後
に
分
割
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
筑
後
の
留
が
な
、
ぜ
肥
の
国
を
分
断
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
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私
は
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
す
。
有
明
湾
沿
岸
で
あ
れ
ば
、
本
来
は
肥
前
と
肥
中
と
肥
後
に
な
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
、
肥
中
と
な
る
べ

き
地
域
が
な
ぜ
か
筑
後
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
も
肥
の
留
の
分
断
が
意
図
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

的
な
や
は
り
制
圧
と
い
う
の
か
、
進
出
型
の
城
を
き
ち
ん
と
整
備
し
て
地
域
社
会
の
従
来
的
な
権
益
、
伝
統
、
為
政
を
分
断
す
る
軍

事
的
な
施
策
、
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。

五
、
律
令
体
制
の
整
備
と
山
城
施
策

本
日
の
私
の
命
題
で
あ
り
ま
す
、
鞠
智
城
の
築
城
目
的
と
運
用
の
経
緯
で
す
が
、
鞠
智
城
が
い
つ
築
城
さ
れ
た
の
か
が
、
や
っ
ぱ

り
判
然
と
し
て
い
な
い
の
が
辛
い
と
こ
ろ
で
す
。
筑
紫
大
宰
府
は
、
遠
の
朝
廷
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
遠
の
朝
廷
が
吋
日
本
書
紀
』

の
中
に
一
度
だ
け
中
図
式
呼
称
の
「
筑
紫
都
督
府
」
と
一
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
筑
紫
大
宰
府
で
は
な
く
て
、
筑
紫
都
督
府
と
な
っ
て
い

ま
す
。
百
済
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
に
、
百
済
に
置
か
れ
る
の
は
熊
津
都
督
府
で
す
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
北
九
州
は
唐
に
占
領
さ

れ
た
か
そ
れ
に
近
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
か
つ
て
関
西
の
田
辺
昭
三
先
生
が
一
吉
わ
れ
た
観
点
で
す
。
少
な
く

と
も
博
多
一
帯
は
、

の
将
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
実
績
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
筑
紫
都
督
府
」
と
い
う
言
葉
が
『
日
本

か
ら
あ
え
て
消
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
円
日
本
書
紀
』
を
唐
も
見
る
状
況
、
遺
陸
相
使
が
持
参

し
た
の
か
、
唐
か
ら
や
っ
て
来
た
使
節
達
が
見
た
か
の
か
ど
う
か
判
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
で
一
一
一
一
口
う
情
報
開
示
が
さ
れ
て
い
る
文

で
す
か
ら
、
唐
が
見
開
き
で
き
る
状
、
況
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
え
て
「
筑
紫
都
督
府
」
を
「
筑
紫
大
宰
府
」
と
日
本
語

に
直
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
大
宰
府
の
性
格
を
示
し
て
い
て
、
一
一
一
日
う
な
れ
ば
、

の
占
領
の
前
衛
墓
地
に
な
り
う
る
重
要
な
場
所
で

あ
る
と
い
う
要
件
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
有
明
湾
の
北
部
を
抑
え
、
そ
の
次
に
抑
え
る
と
こ
ろ
は
ど
こ

か
と
い
う
と
、
当
然
に
鞠
智
城
に
な
り
ま
す
。
肥
後
平
野
へ
の
出
口
、
そ
う
い
う
、
戦
略
的
要
衝
を
筑
紫
大
宰
府
の
後
方
支
援
基
地
と

し
て
抑
え
た
と
い
う
観
点
を
導
き
出
せ
ま
す
。

要
は
、

イ可
カミ

い
た
い
か
と
一
一
一
日
う
と
、
鞠
知
日
城
の

い
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
長
者
原
で
す
が
、
当
時
の
管
理
施
設
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
場
所
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
平
野
側
の
南
側
の
城
壁
(
土
塁
)
位
置
が
如
何
に
低
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

管
理
施
設
が
城
外
か
ら
丸
見
え
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
よ
り
は
城
外
へ
見
せ
て
、
視
覚
効
果
を
も
た
ら

し
て
い
る
と
評
価
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
行
政
庁
の
役
目
を
持
た
せ
て
、
非
常
に
目
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
中
世
の
築
城
記
な
ど
に
よ
る
と
、
城
の
中
は
見
通
せ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
城
郭
の
施
設
整
備
に
お
け
る
戦
術
的
な
鉄

則
で
す
の
で
、
鞠
智
城
が
わ
ざ
わ
ざ
管
理
施
設
を
城
外
か
ら
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
純
用
兵
面
か
ら
い
え
ば
適
正
を
欠
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は
り
戦
争
本
意
の
城
で
は
な
く
て
、
行
政
庁
に
重
き
を
置
い
た
城
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
実
は
鞠
智
城
が
ひ
と
つ
の
習
作
に
な
っ
て
、
次
に
発
展
継
承
さ
れ
て
行
く
の
が
、
多
賀

城
と
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
前
衛
基
地
、
軍
政
を
敷
く
前
衛
基
地
と
し
て
の
機
能
、
要
は
大
和
政
権
が
周
辺
を
軍
事
制
圧
と
い
う
、

軍
政
を
敷
く
の
に
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
一
一
一
一
口
葉
を
変
え
れ
ば
、
中
国
の
城
造
り
を
ど
う
も
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
導
入
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
恰
土
城
に
つ
い
て
話
を
し
ま
す
。
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恰
土
城
の
前
面
は
城
壁
が
平
地
に
下
り
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
神
議
石
系
の
山
城
を
含
め
て
他
の
山
城
の
縄
張
り
(
占
地
形
態
)

と
異
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
城
地
が
、
平
地
を
取
り
込
ん
で
背
後
の
山
と
の

体
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
松
藩
古
城
と
ほ
ぼ
同

じ
造
り
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
せ
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、
城
壁
の
各
拠
点
に
、
馬
面
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
中
国
で
は
敵
楼

と
呼
ん
で
い
る
、
近
世
城
郭
の
感
覚
で
言
え
ば
隅
櫓
に
な
る
建
物
を
き
ち
ん
と
整
備
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
城
壁
(
土
塁
)
だ
け
で

城
地
を
囲
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
て
、
城
践
の
上
に
防
御
す
る
施
設
を
ち
ゃ
ん
と
設
け
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
恰
土
城
は
中
国

の
唐
式
の
城
の
造
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
今
よ
く
判
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
、
ポ
イ
ン
ト
に

き
ち
ん
と
礎
石
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
敵
楼
の
設
置
を
物
語
っ
て
お
り
、
こ
の
城
壁

の
上
面

に
も
設
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
ま
さ
に
中
国
式
、

の
築
城
を
導
入
し
て
い
る
と
評
価
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
余
談
で
す
が
、
神
箆
石
系
山
城
と
朝
鮮
式
山
城
の
並
存
す
る
の
が
讃
岐
閏
で
す
。
六
六
一
一

の
後
に
屋
嶋
城
が
築
か
れ
ま

す
の
で
、

そ
れ
と
同
時
に
連
携
し
て
従
来
の
神
箆
石
山
城
(
城
山
)

の
、
今
で
い
う
近
代
改
装
が
行
わ
れ
た
と
の
個
人
的
な
見
解
で

い
ま
す
。
こ
の
山
城
だ
け
は
古
代
山
城
の
中
で
も
本
格
的
な
複
郭
、
内
郭
外
郭
を
城
壁
で
ち
ゃ
ん
と
区
間
す
る
例
外
的
な
縄
張
り
の

山
城
で
す
が
、
複
郭
が
改
装
の
結
果
を
反
映
し
て
い
る
と
見
立
て
て
い
ま
す
。

今
日
の
結
論
か
ら
言
う
と
や
は
り
、
鞠
智
城
は
結
果
と
し
て
、
大
宰
府
つ
ま
り
筑
紫
都
督
府
を
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
両
脇
に
配
さ

れ
て
い
る
一
方
(
南
側
)

の
軍
事
施
設
と
い
う
見
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
造
っ
た
時
に
は
確
か
に
日
本
防
衛

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
律
令
政
府
の
体
制
に
な
っ
て
行
く
と
、
む
し
ろ
唐
の
施
策
を
導
入
し
な
が
ら
、

の
時
点
に
お
い
て
日

本
の
近
代
化
が
図
ら
れ
る
中
で
進
め
ら
れ
た
軍
政
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、

日
本
の
都
城
に
な
ぜ
城
壁
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
裏
返
り
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
ご
存
知

の
よ
う
に
大
宰
府
も
城
壁
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
藤
原
京
、
奈
良
の
都
(
平
城
京
)
も
城
壁
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
安
京
も
あ
り

ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
負
け
て
、
庶
が
攻
め
て
く
る
と
い
う
緊
急
事
態
に
王
都
防
衛
の
軍
事
施
設
を
造
ら
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
、
西
日
本
の
山
城
の
本
来
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
私
は
個
人
的
に
考
え
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
清
に
対
し
て
正
面
切
っ

て
歯
向
う
こ
と
を
し
な
い

の
裏
返
り
(
反
対
現
象
)

で
、
あ
あ
い
う
城
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
主
観
的
な
観
点
で
す
が
持
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
高
句
麗
の
山
城
と
鞠
智
城
の
古
代
山
城
の
フ
オ

i
メ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
の
価
値
・
評
価
は
、
筑
紫
都
督
府
と
の
関
連
性
で
歴

史
的
に
は
平
安
時
代
中
頃
ま
で
ち
ゃ
ん
と
軍
政
的
な
存
在
意
義
が
あ
っ
て
、
修
築
あ
る
い
は
整
備
を
施
さ
れ
て
、
運
用
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
を
し
て
、
私
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

講演 2r官代IJJ城のフォーメイションと鞠智城J123 



鞠智城シンポジウム{大阪会場 124



講
演
三

韓
国
古
代
城
郭
か
ら
み
た
鞠
智
城

講
演
者
紹
介

向
井

一
雄
(
む
か
い
か
ず
お
)

関
西
大
学
経
済
学
部
卒
業
後
。

一
九
九
一
年
か
ら
、
古
代
山
城
研
究
会
を
組
織
、
同
会
代
表
。

専
門
は
、
日
本
考
古
学
。
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-
講
演
三

「
韓
国
古
代
城
郭
か
ら
み
た
鞠
智
城
」

向
井

は
じ
め
に

古
代
山
城
研
究
会
の
向
井
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

私
は
鴨
緑
江
か
ら
南
の
、
韓
国
の
古
代
の
お
城
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
最
近
こ
の
一

仕
体4

4
 
(
古
代
山
城
研
究
会
代
表
)

お
り
、
も
し
か
す
る
と
日
本
の
古
代
山
城
よ
り
も
韓
国
の
吉
代
山
城
の
ほ
う
が
よ
く
わ
か
っ
て
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

0
年
間
で
非
常
に
発
掘
調
査
が
進
ん
で

た
し
ま
す
。

い
う
新
し
い
最
新
の
成
果
を
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
な
が
ら
鞠
智
城
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

一
、
韓
国
に
お
け
る
城
郭
調
査
の
進
展

韓
国
と
日
本
の
山
城
の
比
較

い
ら
れ
て
い
る
分
類
で
す
。
ま
ず
は
じ
め
は
、
テ
メ
式
と
一
一
一
一
口
い
ま
し
て
、

ま
ず
、
ど
う
い
う
地
形
に
お
城
を
造
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
形
式
が
色
々
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
韓
国
で
一
番
用

で
鉢
巻
な
ど
と
い
う
意
味
で
す
。
山
頂
式
や
鉢
巻

式
と
い
う
よ
う
に

で
は
訳
し
て
い
ま
す
。
山
頂
の
と
こ
ろ
に
く
る
り
と
取
り
巻
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
次
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カミ本
で
言
う
と
大
野
城
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
が
、

い
く
つ
も
の
峰
を
つ
な
げ
て
造
っ
て
い
ま
す
。
包
谷
式
の
大
き
な
も
の
と
考

え
て
く
だ
さ
い
。

い
ま
し
て
、

比
較
的
広
い
谷
を
囲
い
込
ん
で
造
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
、
連
峰
式
と
一
一
一
一
向
い
ま
し
て
、

実
際
の
参
考
例
で
す
が
、
こ
れ
は
テ
メ
式
の
典
型
的
な
例
で
、
百
済
の
最
後
の
都
の
扶
余
に
あ
り
ま
す
甑
山
城
と
い
う
と
こ
ろ
で

で
す
が
取
り
巻
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ

す
が
、
山
頂
の
と
こ
ろ
に
石
垣
、
が
ぐ
る
り
と
、
崩
れ
た

は
北
朝
鮮
に
あ
り
ま
す
黄
龍
山
城
と
一
一
一
一
向
い
ま
し
て
、
包
谷
式
山
城
の
典
裂
例
で
す
。
こ
の
城
壁
は
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
ま

す
が
、
こ
う
い
う
の
が
谷
と
山
を
取
り
巻
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
日
本
と
韓
国
の
山
城
と
の
比
較
で
す
が
、

番
大
き
な
違
い
は
大
き
さ
が
全
然
違
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
韓
国
の
特
に
百
済
地
域
の
山
城
で
す
が
、

比
較
的
大
き
い
も
の
で
も
、
周
囲
一
キ
ロ
ぐ
ら

い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、

日
本
の
大
野
城
は
周
囲
六
・
一
一
一
キ
口
、

そ
れ
か
ら
日
本
の

馴
鹿
毛
馬
城
で
す
が
、

明
ほ
う
が
全
般
的
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

時
新
羅
の
山
城

で
す
か
ら
日
本
の
古
代
山
城
の

こ
ち
ら
は
だ
い
た
い
二
キ
ロ
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。

韓
国
の
お
城
で
す
が
、
発
掘
調
査
が
進
ん
で
参
り
ま
す
と
、

ほ
と
ん
ど
が
六
世
紀
代
に
新
経
が
造
つ

た
城
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
伝
承
で
は
、

回
世
紀
や
五
世
紀
か
ら
こ
の
城
が
あ 日
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っ
た
と
ニ
一
日
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
発
掘
調
査
を
し
て
み
る
と
、
実
は
六
世
紀
代
に
新
羅
が
朝
鮮
半
島
を
統

し
て

い
く
そ
の
過
程
で
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

韓
国
の
慶
州
で
す
が
、
こ
こ
が
新
羅
の
元
々
の
図
、
斯
蓬
国
で
す
。
こ
こ
が
新
羅
の
原
領
域
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
釜
山
の
西

に
金
海
、
『
貌
志
倭
人
伝
』
だ
と
「
狗
邪
韓
国
」
と
い
う
名
前
で
出
て
く
る
金
官
伽
耶
国
を
五
三
二
年
に
併
合
し
、
そ
の
北
に
あ
り

年
に
新
羅
は
こ
こ
を
滅
ぼ
し
て
伽
耶
諸
国
を
完
全
に

併
合
し
ま
す
。
七
世
紀
墳
の
新
聞
維
の
領
域
に
な
り
ま
す
が
、
高
句
麗
と
百
済
が
争
っ
て
い
る
間
を
割
っ
て
、
今
の
ソ
ウ
ル
、
漢
江
の

ま
す
の
が
大
伽
耶
で
す
が
、
今
、

い
う
町
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五
六

流
域
を
完
全
に
新
羅
が
抑
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
新
羅
が
三
国
を
統
一
す
る
原
動
力
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
新
羅
の
三
年
山
城
で
す
。

五
世
紀
の
終
わ
り
頃
(
四
七

O
年
)
に
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
小

さ
な
山
城
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
高
さ
一

0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
よ
う
な
、
素
晴
ら
し
い
城
壁
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は

近
く
の
忠
州
山
城
の
石
積
み
の
断
面
で
す
が
、
よ
く
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、

石
を
井
桁
に
組
ん
で

い
ま
す
。
こ
う
い
う
積
み
方
す
る
と
崩
れ
ま
せ
ん
。
城
壁
が
崩
れ
る
と
結
局
内
部
に
侵
入
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
古
代
の
中
国
軍
は

ロ
i
マ

同
じ
よ
う
に
、
破
城
槌
や
攻
城
塔
な
ど
、
城
壁
を
打
ち
破
る
兵
器
を
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
城
壁
を
堅
田
に

造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う
城
壁
を
造
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
次
は
、
百
済
と
新
羅
の
城
、
ど
の
城
が
百
済
で
ど
の
城
が
新
羅
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
な
が
ら
く
韓
国
で
は
論
争
が

あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
完
全
に
決
着
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
こ
の
鶏
足
山
城
、
こ
こ
な
ど
は
新
羅
と
百
済
が
互
い
に
取
っ

た
り
取
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
両
方
の
土
器
が
出
て
き
ま
す
。
ど
ち
ら
の
山
城
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
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ど
う
も
最
初
は
新
羅
が
造
っ
た
山
城
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
姑
母
山
城
は
、
一
二
年
山
城
と
平
面
プ
ラ
ン
が
よ
く
似
て
お
り
、
や

は
り
出
て
き
た
土
器
な
ど
か
ら
新
聞
維
の
城
、
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
維
の
山
城
の
特
徴
と
し
て
、
基
壇
補
築
と
い
う
の
が
な
が
ら
く
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
基
壇
補
築
と
い
う
の
は
、
城
壁
本
体
の

裾
の
部
分
に
斜
め
に
補
助
の
石
知
一
を
つ
け
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
版
築
の
城
壁
で
も
石
墳
の
城
壁
で
も
そ
う
で
す
が
、
こ
う
い
う
城

壁
の
一
番
も
ろ
い
部
分
と
い
う
の
が
城
壁
の
裾
の
部
分
に
な
り
ま
す
。
雨
が
当
た
っ
た
り
霜
の
影
響
を
受
け
た
り
し
て
、
徐
々
に

徐
々
に
崩
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
補
助
的
な
城
壁
を
造
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
基
壇
補
築
は
百
済
の
地
域

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
、
新
羅
の
特
徴
と
一
言
え
そ
う
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
新
羅
の
山
城
の
特
徴
と
し
て
懸
門
が
あ
り
ま
す
が
、
門
の
入
り
口
が
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
普
通
使
っ
て
い
る

土
寸
斗
1

匹、

R

I

 
は
し
ご
だ
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
つ
け
て
使
う
と
い
う
形
式
の
円
で
す
。
こ
れ
は
韓
国
の
古
代
の
お
城
に
は
非
常
に
多
く
、

例
え
ば
温
遠
山
城
、
新
羅
の
山
城
で
す
け
れ
ど
も
、
今
で
も
は
し
ご
を
つ
け
な
い
と
上
に
上
が
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

日
本
の
屋
嶋
城
で
す
が
、

日
本
で
初
め
て
懸
内
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
・
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
二
メ

!
ト
ル
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
城
内
が
大
野
城
で
も
見
つ
か
り
ま
し
た
し
、
鬼
ノ
城
も
そ
う
だ
つ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
句
麗
の
南
進
拠
点
の
遺
跡

そ
れ
か
ら
、
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
高
句
麗
が
百
済
の
地
域
に
占
領
、
南
進
し
て
、
拠
点
を
い
く
つ
か
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
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と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
風
納
土
城
と
い
う
の
は
、

ソ
ウ
ル
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
閣
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
ま
す
が
、
北
側
の
峨
嵯

山
と
い
う
山
に
高
句
麗
の
小
さ
な
お
城
が
た
く
さ
ん
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
も
の
だ
と
直
径
が
五

0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
あ

り
ま
せ
ん
し
、
大
き
い
も
の
で
も
周
囲
が
二

0
0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
儀
患
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ

う
い
う
峨
嵯
山
盗
塁
一
群
の
発
見
と
い
う
の
が
最
近
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
す
。

例
え
ば
、
峨
嵯
山
の
第
四
佳
品
塁
、
こ
こ
が
一
番
大
き
い
城
で
す
が
、
馬
記
が
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は
馬
面
と
言
い
ま
す
が
、

で
は
雄
城
と
呼
び
ま
す
馬
面
が
一
一

つ
ぐ
ら
い
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
韓
国
で
は
、
峨
嵯
山
低
一
塁
群
の
ほ
か
に
、
北
朝
鮮

と
の
国
境
、

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
峨
嵯
山
の
北
側
に
高
句
麗
俵

い
に
も
高
句
麗
の

塁
群
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
臨
津
江
の
漣
川
と
い
う
と
こ
ろ
に
無
等
里
佳
塁
群
、

瓢
麓
古
田
盟
が
あ
り
ま
す
。
少
し
大
き
い
だ
け
で
こ
れ
も
周
囲
が
一
キ
ロ
も
一

そ
れ
か
ら
盗
塁
よ
り
は
少
し
大
き
い
の
で
す
が
、

キ
ロ
も
あ
る
城
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
続
津
江
の
川
に
沿

っ
て
川
を
利
用
す
る
よ
う
な
形
で
、

一
角
形
状
の
城
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
二
つ
の
川
の
合
流
地
点
を
利
用
し
て
造
っ
て

い
ま
す
。
日
本
の
中
世
の
城
で
も
、
こ
う
い
う
場
所
に
造
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
無
等
監
の

で
す
が

番
北
の
ほ
う
に
矯
城
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
矯
城
で
す
が
、
尾
根
筋
か
ら
攻
め
て
く
る
敵
だ
と
か
、
城
壁
に
取
り
つ
こ
う
と

い
う
敵
兵
に
対
し
て
、
横
矢
を
か
け
る
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、

石
垣
作
り
に
な
る
前
に
木
柵
の
城
で
あ

っ
た
こ
と
で
す
。
最
初
、
木
柵
の
城
で
あ
っ
た
の
が
石
造
り
に
変
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

の
ほ
か
鎧
が
出
土
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
韓
国
で
は

日
本
で
は
桂
甲
と

こ
こ
で
は

い
い
ま
す
。
小
札
を
連
ね
て
作
っ
た
鎧
で
、
城
の
外
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
蛇
行
状
鉄
器
と
い
う
、
最
近
日
本
で
も
埴
輪

130 鞠智城シンポジウム[大阪会場]



だ
と
か
現
物
が
古
墳
か
ら
出
土
し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
高
句
麗
の

れ
た
馬
腎
を
つ
け
た
馬
の
よ
う
に
、
後
ろ
に
、
樟

飾
り
み
た
い
な
も
の
が
つ
い
た
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

高
句
麗
の
南
進
拠
点
の
中
で
も
最
大
の
遺
跡
が
南
城
谷
遺
跡
と
い
い
、
五
世
紀
の
後
半
頃
、
忠
清
北
道
の
清
州
の
近
く
に
造
っ
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
木
柵
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
尾
根
筋
は
に
四
本
の
空
堀
が
掘
ら
れ
遮
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
点
は
日
本
の
城
に
少
し
似
て
い
ま
す
が
、
山
城
の
プ
ラ
ン
は
包
谷
式
で
す
。

っ
て
も
規
模
は
周
囲

キ
ロ
ぐ
ら
い
で

す
。
柵
列
が

一
重
に
な
っ
て
お
り
、
外
側
に
堆
城
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
ま
す
。
木
柵
に
土
塀
の
よ
う
な
も
の
を
つ
け
て
、
ト
ン
ネ

ル
状
の
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
南
進
拠
点
で
す
が
、
今
の
南
城
谷
よ
り
も
、
も
う
少
し
南
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
月
坪
洞
と
い
う
遺
跡
が
あ
り

ま
す
。
月
坪
、
禍
の
遺
跡
自
体
は
最
初
に
木
柵
の
城
が
で
き
て
、

そ
の
後
、

石
築
と
柵
を
組
み
合
わ
せ
た
城
に
な
っ
て
、
最
後
に
新
羅

に
よ
っ
て
、

一
番
北
に
月
坪
、
桐
山
城
と
い
う
石
築
の
城
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

百
済
の
城
郭

の
山
城
、
城
郭
の
ル

i
ツ
と
し
て
は
、
高
句
麗
も
あ
り
ま
す
が
、

百
済
地
域
に
関
し
て
い
う
と
、
楽
浪
郡
治
が
あ
り
ま
す
。

北
朝
鮮
の
首
都
・
平
壌
、
平
壌
に
楽
浪
郡
が
あ
り
ま
し
た
。
卑
弥
呼
の
使
者
も
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
六

0
0
メ
ー
ト
ル
四
方
の

土
城
が
楽
浪
郡
地
の
跡
で
す
。
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
頃
の
楽
浪
郡
時
代
は
平
地
の
城
に
な
り
ま
す
。
中
国
の
城
が
、

の
こ
V
7
し

た
地
域
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
南
側
は
韓
族
な
ど
、
中
国
の
植
民
地
化
さ
れ
て
い
な
い
地
域
と
い
う
こ
と
に
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な
り
ま
す
が
、
中
国
式
の
城
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

風
納
土
城
と
い
う
の
は
、
峨
嵯
山
保
土
塁
群
の
南
に
あ
っ
た
百
済
の
都
の
城
で
す
が
、
そ
こ
の
土
塁
は
、
中
心
部
に
芯
に
な
る
版
築

の
土
塁
を
造
っ
て
、
そ
の
両
サ
イ
ド
に
版
築
層
を
少
し
ず
つ
増
や
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
造
り
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
独
特

な
土
塁
の
造
り
方
な
の
で
、
最
近
間
じ
よ
う
な
造
り
方
の
土
翠
が
、
韓
国
で
何
箇
所
も
見
つ
か
り
は
じ
め
ま
し
た
。
四
世
紀
か
ら
五

世
紀
代
ぐ
ら
い
の
百
済
の
領
域
で
は
、
こ
う
い
っ
た
平
地
か
、
低
い
山
に
、
土
の
城
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
徐
々
に
わ
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。

で
は
、
新
羅
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
ま
だ
五
世
紀
代
は
立
派
な
山
城
は
造
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
慶
州
の
月
城
、
半
月
城
と

も
一
一
一
一
口
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
丘
陵
上
に
城
壁
を
巡
ら
せ
て
お
り
、

少
し
北
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
は
、
こ

の
月
城
が

つ
の
小
さ
な
山
城
と
い
う
か
丘
城
が
あ
っ
て
、
攻
撃
を
受
け
た
時
の
避
難
用
に
使
っ
て
い
た
よ
う
で

で
、
南
山
に

す
。
そ
れ
か
ら
、

日
本
の
都
と
同
様
、
新
聞
維
は
統
一
新
経
に
な
っ
て
か
ら
も
都
の
局
間
に
城
壁
を
造
っ
て
い
ま
せ
ん
。

さ
て
、
先
程
、
百
済
の
城
か
新
聞
維
の
城
か
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
百
済
の
土
器
し
か

っ
か
り
ま
し
た
。
栢
嶺
山
城
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
百
済
と

出
て
こ
な
い
、
百
済
の
瓦
し
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
山
城
が

ぺ〉

新
羅
の
国
境
沿
い
に
た
く
さ
ん
あ
る
小
さ
な
城
の
ひ
と
つ
で
す
。
発
掘
し
て
み
る
と
、
百
済
時
代
の
七
世
紀
前
半
の
遺
物
し
か
出
て

こ
な
い
の
で
、
そ
の
後
再
利
用
さ
れ
て
な
い
よ
う
で
す
。
局
間
一

箇
所
、
雑
城
が
一
箇
所
、
そ
れ
か
ら
木
構
庫
と
い
う
お
そ
ら
く
貯
水
池
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
城
の
中
心
部
に
造
ら
れ

0
0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
規
模
で
非
常
に
小
さ
い
城
で
す
が
、
門

カミて
い
ま
す
。
南
門
跡
で
は
、
内
の
角
の
と
こ
ろ
が
少
し
丸
み
を
帯
び
て
い
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
木
構
庫
と
一
百
っ
た
貯
水
施
設
の
上
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に
は
屋
根
を
つ
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
木
榔
庫
は
、
最
近
、
韓
国
で
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
比
較

的
小
さ
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
の
城
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
百
済
時
代
な
の
か
そ
れ
と
も
統

新
羅
時
代
な
の

か
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
城
の
年
代
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
ま
し
た
。

扶
余
の
南
に
あ
る
翠
興
山
城
で
は
、
栢
嶺
山
城
と
同
様
、
門
の
城
外
側
に
出
る
と
こ
ろ
、
袖
石
垣
の
と
こ
ろ
が
丸
く
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
両
側
の
袖
石
垣
の
開
は
少
し
抜
け
落
ち
て
壊
れ
て
い
ま
す
が
、
懸
内
に
近
い
構
造
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
懸
円
に
関
し

て
は
、
新
聞
維
に
多
い
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
百
済
地
域
で
も
聖
興
山
城
や
、
先
程
の
栢
嶺
山
城
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
や
は
り
扶
余
の
す
ぐ
近
く
で
す
が
、
論
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
魯
城
山
城
城
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

城
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
方
形
の
比
較
的
整
っ
た
石
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
も
城
門
の
角
の
と
こ
ろ
が
丸
く
な
っ
て
い
ま
す
。

聖
興
山
城
、
栢
嶺
山
城
も
そ
う
で
す
が
、
七
世
紀
の
前
半
頃
の
百
済
の
城
の
石
垣
と
い
う
の
が
、
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

少
し
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

製
興
山
城
に
関
し
て
は
、
新
城
と
古
城
と
い
う
の
が
あ
り
、
新
城
の
石
垣
と
比
べ
て
、
古
城
の
ほ
う
は
、
少
し
雑
な
石
摺
一
で
す
。

こ
の
城
は
、
加
林
城
と
い
う
城
名
が
わ
か
っ
て
お
り
、
百
済
が
扶
余
に
遷
都
し
て
く
る
前
に
、
こ
の
加
林
城
を
造
っ
た
と
い
う
記
事

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
五

O
一
年
の
こ
と
で
、
六
世
紀
の
初
め
頃
に
吉
城
の
ほ
う
を
造
っ
て
、
そ
れ
か
ら
七
世
紀
に
入
る
頃
、
新
城

の
ほ
う
を
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
蛇
山
城
で
は
古
城
の
ほ
う
が
百
済
時
代
に
造
っ
た
も

の
で
、
新
城
の
ほ
う
が
新
羅
に
な
っ
て
か
ら
造
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
扶
余
の
南
の
ほ
う
に
辺
、
配
半
島
と
一
一
一
一
口
っ
て
W
山
本
町
と

い
う
、
日
本
の
沖
ノ
島
と
よ
く
似
た
祭
配
遺
跡
が
あ
る
の
で
有
名
な
半
島
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
辺
山
半
島
の
南
側
に
密
浦
と
い
う
港
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が
あ
り
ま
す
が
、

と
い
う
城
が
あ
り
ま
す
。
高
麗
か
ら
朝
鮮
王
朝
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す

そ

が
、
発
掘
し
て
み
る
と
、
そ
の
下
か
ら
百
済
時
代
の
城
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
北
内
で
こ
こ
で
も
角
が
丸
く
な
っ
た
石
垣
、
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
積
極
的
に

っ
て
い
る
方
は
い
な
い
で
す
が
、
私
は
こ
こ
が
白
村
江
の
戦
い
の
時
の
周
留
城
の
有
力
な
候
補

0
0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
山
で
す
が
、
港
に
面
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
地
し
て
お

地
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
標
高
は

り
、
百
済
時
代
の
、
古
沙
夫
里
と
い
う
地
方
行
政
機
関
、
百
済
に
は
五
方
制
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
地
方
統
治
の
拠
点
だ

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
い
う
城
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
注
目
さ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

伽
耶
の
山
城

さ
て
、
鞠
智
城
と
の
関
連
で
は
、
伽
耶
の
戚
安
、
吋
日
本
書
紀
』
で
は

「
安
維
国
」
と
い
っ
て
、
任
那
の
復
興
会
議
で
登
場
す
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
新
羅
が
造
っ
た
城
山
城
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
城
か
ら
、

の
木
簡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
木
簡
だ
け
で

冊
の
報
告
書
が
で
き
る
く
ら
い
の

に
な
り
ま
す
。
韓
国
で
は
、
最
近
木
簡
の
発
掘
が
進
ん
で
い
て
、
仁
川
の
桂
陽
山
城
か
ら
は

論
語
の
木
簡
な
ど
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
後
、

日
本
も
古
代
山
城
の
城
内
で
貯
水
池
跡
の
よ
う
な
湿
地
帯
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
発

掘
す
る
と
、
貴
重
な
文
字
資
料
等
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

伽
耶
地
域
も
城
郭
の
実
態
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
、
発
掘
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
釜
山
近
く
の

金
海
、
金
官
伽
耶
留
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

と

様
の
王
俊
の
南
側
に
、
鳳
風
台
と
い
う
小
高
い
丘
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
市
街
地
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
道
路
工

の
時
に
発
掘
が
行
わ
れ
、

A
地
点
の
と
こ
ろ
か
ら
、
一
臓
が
二

O
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メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
る
城
壁
が

で
作
っ
て
、
中
は
版
築
し
て
い
る
と
い
う
構
造
で
、
間
胤
風
ム
口

っ
か
り
ま
し
た
。
両
サ
イ
ド
を

の
周
り
を
部
分
的
に
発
掘
し
て
い
く
と
、
ぐ
る
り
と
囲
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
伽
耶
の

一
一
一
一
口
う
と
平
山
城
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
が
多
羅
国
の
あ
っ
た
険
川
で
も
出
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
よ
う
や
く
一
端
が
わ
か
っ
て

日
本
で

き
た
か
な
と
い
う
感
じ
で
す
。

こ
れ
も
金
海
で
す
が
、
良
洞
山
城
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
も
伽
耶
の
山
城
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
の
で

す
が
、

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
城
内
の
角
の
と
こ
ろ
が
丸
く
な
っ
て
い
て
、
基
壇
補
築
も
あ
り
ま
す
。
新
羅
の
特
徴
と
百
済
の
特
徴

と
両
方
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
伽
耶
の
山
城
な
ら
で
は
の
も
の
で
、
両
方
の
勢
力
か
ら
築
城
技
術
を
学
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
次
に
、
大
伽
耶
の
都
、

チ
ー

の
主
山
城
で
す
。
昨
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
大
規
模
な
石
垣
が
出
て
き
て
、
基
壇
補
築
が
あ
り
ま

す
。
伽
耶
地
域
の
研
究
者
は
、
大
伽
耶
が
造
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
築
城
時
期
は
六
世
紀
頃
だ
と
思
い
ま
す
が
、

に
大
伽
耶
が
造
っ
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
城
壁
の
内
部
か
ら
小
さ
な
い
石
積
み
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
小
さ
な
城

を
造
っ
た
の
が
大
伽
耶
で
、

そ
の
後
、
新
開
維
が
入
っ
て
き
て
大
規
模
に
改
築
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

列
石
に
つ
い
て

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、

日
本
の
神
鏡
石
と
呼
ば
れ
る
山
城
に
列
石
が
あ
り
ま
す
が
、
列
石
に
つ
い
て
、
韓
国
で
は
基
壇
石
と
い

い
方
を
し
ま
す
。

石
の
出
現
時
期
に
関
し
て
、

い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は
か
な
り
新
し
い
だ
ろ
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う
と
い
う
結
論
が
出
つ
つ
あ
り
ま
す
。
神
衿
城
、
木
川
土
城
、
釜
山
の
近
く
の
華
山
車
土
城
、
命
日
津
土
城
で
列
石
が
み
ら
れ
ま
す
が
、

時
期
的
に
は
九
世
紀
ぐ
ら
い
に
造
り
始
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
神
衿
城
で
は
、
柱
を
立
て
た
え
ぐ
れ
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
柱
の
間
隔
が
た
い
へ
ん
重
要
で
、
扶
蘇
山
城
な
ど
で
は
、

一一
'ZEe-¥

二
・
八
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
す

守、.
4

、」一
tu

、明ハ
N

'

v

h

ゆ

新
聞
維
時
代
に
な
る
と
三
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
な
り
、
そ
れ
が
高
麗
時
代
に
な
る
と
三
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
と
、

だ
ん
だ
ん
柱
の
間
隔
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

員
本
の
城
の
場
合
、

六
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
幅
の
狭
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
、
大
野
城
な
ど
が
そ
う
で
す
が
、

メ
!
ト
ル
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
る
タ
イ
プ
と
い
う
の
は
、
神
箆
石

系
の
城
に
多
く
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
木
川
士
城
の
よ
う
に
、
列
石
が
向
じ
向
き
で
は
な
く
、
階
段
式
に
上
が
っ
て

お
り
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
木
川
土
城
の
よ
う
な
階
段
式
に
上
が
っ
て
い
く
よ
う
な
タ
イ

プ
は
、

日
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
城
壁
の
内
部
に
立
っ
て
い
る
柱
の
横
に
穴
が
空
い
て
い
る
の
は
横
木
と
言
い
ま
し
て
、
木
と
木
の
間
を
木
で
つ
な
い
だ
よ

う
な
痕
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
外
側
に
石
垣
を
造
っ
て
上
に
柱
を
簡
に
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
列
石
の
下
が
飛
び
出
し

て
い
る
の
が
特
徴
で
す
が
、
大
宰
府
の
近
く
で
見
つ
か
っ
た
阿
志
岐
山
城
に
類
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
敷
石
、
が
あ
り
、
柱
の
下
に

礎
石
み
た
い
な
の
が
あ
る
の
も
、

日
本
と
は
違
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
蛇
山
城
で
す
が
、
列
石
の
前
に
盛
土
が
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
の
深
追
円
の
と
こ
ろ
で
、

の
前
に
敷
石
が
あ
り
、

上
に
や
は
り
盛
土
が
あ
り
ま
す
。
鬼
ノ
城
の
場
合
、
敷
石
を
露
出
さ
せ
て
復
元
し
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
こ
の
よ
う
な
盛
土
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
中
国
の
例
で
す
が
、

「
護
城
域
」
と

っ
て
、
本
体
の

の
外
側
に
そ
れ
を
守
る
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土
、
感
士
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
、
韓
国
古
代
城
郭
と
鞠
智
城

韓
国
の
古
代
城
郭
に
お
け
る
最
近
の
成
果
を
も
と
に
、
一
二
国
時
代
か
ら
統
一
新
羅
時
代
、
高
一
蹴
時
代
と
、
韓
国
の
城
郭
が
ど
う
い

う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
最
初
は
山
頂
式
山
城
の
小
規
模
な
も
の
し
か
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
統
一
新

羅
に
な
る
頃
に
大
規
模
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
一
方
で
は
軍
事
的
な
、
非
常
に
険
し
い
山
岳
に
位
置
す
る
よ
う
な
も
の

に
な
り
ま
す
。
も
う

方
は
韓
国
で
は
古
邑
城
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
ま
す
が
、
行
政
の
拠
点
的
な
城
で
、
丘
城
み
た
い
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

川
の
三
岳
山
城
で
す
が
、
冬
の
ソ
ナ
タ
の
ロ
ケ
地
で
有
名
な
南
恰
島
の
近
く
に
あ
り
、
非
常
に
高
い
山
に

っ
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
華
城
で
す
。

山
岳
城
の
ひ
と
つ
、

大
規
模
な
城
を
一

一
九
世
紀
に
築
城
さ
れ
た
城
郭
都
市
で
世
界
遺
産
に
な
っ
て

Jコ

い
ま
す
が
、
邑
城
と
山
城
の
い
い
と
こ
ろ
を
両
方
併
せ
持
っ
て
い
ま
す
。

百
済
と
新
開
維
の
山
城
の
配
霞
で
す
が
、
百
済
の
ほ
う
は
小
さ
い
城
を
た
く
さ
ん
造
り
ま
す
が
、
新
聞
維
の
ほ
う
は
比
較
的
大
き
い
城

を
点
々
と
造
っ
て
い
き
ま
す
。

日
本
が
西
日
本
に
築
城
し
た
時
、
参
考
に
し
た
の
は
お
そ
ら
く
高
句
麗
だ
と
患
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で

真
似
で
き
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
惰
、

の
侵
攻
を
何
度
も
防
、
ぎ
止
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
高
句
麗
の
紡
衛
網
を
意
識
し
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
有
明
海
か
ら
の
侵
攻
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
中
国
は
、
何
度
も
山
東
半
島
か
ら
直
接
渡
っ
て
き
て
、
平
壌
を

務
と
そ
う
と
し
ま
し
た
の
で
、
十
分
有
り
得
た
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
最
近
の
事
例
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
南
漢
山
城
で
は
、
統
一
新
羅
時
代
の
離
宮
の
跡
を
発
掘
し
た
と
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こ
ろ
、
大
き
な
建
物
が
出
て
き
ま
し
た
。
桁
行
五

メ
ー
ト
ル
、
梁
行
一
七
・
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
の
で
す
が
、

七
・
五
メ

i
ト

ル
と
い
う
の
は
、
鞠
智
城
の
大
き
な
建
物
の
長
い
方
の
ス
パ
ン
で
す
か
ら
、
と
て
も
大
き
な
建
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

根
に
乗
っ
て
い
る
瓦
も
か
な
り
大
き
く
、
照
り
の
桂
一
も
、

と
て
も
分
厚
い
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
貯
水
池
で
す
が
、
姑
母
山
城
で
、

鞠
智
城
に
も
似
た
水
路
に
入
っ
て
い
く
導
水
路
み
た
い
な
も
の
も
あ
り
、
先
程
の
木
榔
庫
の
巨
大
な
も
の
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

寧
越
の
正
湯
山
城
と
い
う
新
羅
の
山
城
で
、
平
た
い
板
に
穴
が
開
い
て
い
て
、
そ
の
石
が
ち
ょ
う
ど
水
門
の
石
に
は
ま
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
機
械
式
の
上
下
に
開
閉
す
る
水
聞
け
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
珍
し
い
例
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は

日
本
に
関
連
が
あ
る
遺
物
で
す
が
、
韓
国
の
中
部
の
望
夷
山
城
で
、

こ
の
城
も
新
羅
と
百
済
が
取
り
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

日
本
式
の
短
甲
、
が
出
て
い
ま
す
。

以
上
に
な
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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佐
藤
信
(
さ
と
う
ま
こ
と
)

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
。
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大
学
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文
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学
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授
。

出
宮
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尚
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と
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さ
)

就
実
大
学
人
文
科
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非
常
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講
師
。

向
仲
介
雄
(
む
か
い
か
ず
お
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。



佐

藤
一
本
日
、

た
し
ま
す
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

i
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
東
京
大
学
の
佐
藤
信
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

本
日
は
、
一
一
一
人
の
先
生
方
か
ら
大
変
広
範
な
興
味
深
い
お
話
、
鞠
智
城
を
素
材
に
し
て
い
ろ
い
ろ
研
究
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
豊
富
な
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
生
方
に
も
う
少
し
鞠
智
城
に
切
り
込
ん

だ
話
を
し
て
い
た
だ
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
最
初
の
矢
野
さ
ん
の
最
新
の
発
掘
調
査
成
果
の
話
の
後
、
、
酒
寄
さ
ん
か
ら
は
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
動
向
を
踏
ま

え
た
形
で
の
、
鞠
智
城
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
出
宮
さ
ん
か
ら
は
、
今
ま
で
鞠
智
城
を
考
え
る
時

に
は
大
野
城
・
基
捧
城
が
百
済
か
ら
亡
命
し
て
き
た
将
軍
の
指
導
の
も
と
で
建
て
ら
れ
た
と
い
う
『
日

本
書
紀
』
の
記
事
を
も
と
に
、
百
済
の
山
城
と
の
関
係
は
ず
い
ぶ
ん
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
む

し
ろ
高
句
麗
の
城
、
あ
る
い
は
唐
の
城
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
お
話
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
鞠
智
城
と
も
関
係
す
る
大
宰
府
の
評
価
に
つ
い
て
、
都
督
府
と
い
う
の
は
、
む

し
ろ
唐
の
側
の
出
先
機
関
が
北
九
州
に
霞
か
れ
て
い
た
の
で
は
と
い
う
、
驚
く
べ
き
お
話
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
か
ら
向
井
さ
ん
か
ら
は
、
韓
国
に
お
け
る
今
日
の
山
城
の
調
査
成
果
と
い
う
広
範
な
お

話
を
、
手
短
に
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
あ
れ
だ
け
多
く
の
城
を
全
部
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
思

1!;::fl事情氏

う
と
、
す
ご
い
ご
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

私
た
ち
が
鞠
智
城
と
比
較
し
よ
う
と
し
て
き
た
百
済
の
城
の
実
像
が
、
韓
国
に
お
け
る
古
代
山
城
の

調
査
研
究
の
中
で
、
元
々
の
百
済
の
城
の
姿
が
、
今
ひ
と
つ
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
か
、
ょ
う
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ゃ
く
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
段
階
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鞠
智
城
を
東
ア
ジ
ア
の
城
と
比
較
す
る
と
い

う
時
の
、
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
視
点
が
、
本
日
出
て
き
た
と
患
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
お
話
を
ど
う
ま
と
め
る
か
大
変
だ
と
思

い
ま
す
が
、
今
日
は
、
一
ニ
つ
の
柱
に
沿
っ
て
、
三
人
の
先
生
方
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
番
目
の
柱
は
、
東
ア
ジ
ア
と
鞠
智
城
と
い
う
テ

i
マ
で
、
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
そ
れ
か
ら
唐
の
古
代
城
郭
と
の
比
較
の

中
で
ど
う
見
る
か
で
す
。
あ
る
い
は
そ
の
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
城
も
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
今
日
お
話
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
最
終
的
に
新
羅
が
半
島
を
統
一
し
た
後
、
高
句
麗
・
百
済
の
城
に
は
様
々
な
手
が
加

わ
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ら
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
酒
寄
さ
ん
の

お
話
の
よ
う
な
広
範
な
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
動
向
の
中
で
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
東
ア
ジ
ア
と
鞠
智

城
と
い
う
テ

l
マ
で
最
初
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
に
は
、
山
城
の
技
術
で
す
。
今
日
の
副
題
は
「
古
代
山
城
の
成
立
と
鞠
智
城
、
築
城
技
術
の
源
流
」
と
い

う
こ
と
で
し
て
、
鞠
智
城
の
築
城
技
術
を
、
今
日
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
な
韓
国
・
中
国
に
お
け
る
考
古
学
的
な
知
見
の
中
で
、

版
築
の
仕
方
あ
る
い
は
城
壊
の
石
の
積
み
方
だ
と
か
、
そ
の
城
壁
の
外
側
に
そ
れ
を
プ
ロ
テ
ク
ト
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
施

設
な
ど
か
ら
見
る
、
馬
面
や
出
城
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
馬
面
を
造
る
時
に
、
弓
矢
の
及
ぶ
範
聞
は
短

タ」

い
が
、
怒
っ
と
い
う
最
新
兵
器
を
使
う
と
も
う
少
し
遠
く
ま
で
矢
が
飛
ぶ
の
で
、
馬
面
と
馬
面
の
距
離
が
広
い
と
い
う
お
話
が
出

宮
さ
ん
の
お
話
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
鞠
智
城
の
築
城
技
術
と
朝
鮮
半
島
、
中
国
の
技
術
と
の
関
係
は
如
何
か
。

あ
る
い
は
鞠
智
城
に
も
今
日
の
お
話
に
あ
っ
た
貯
木
場
、
あ
る
い
は
八
角
形
の
建
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の

源
流
は
ど
う
な
の
か
な
と
い
う
お
話
を
二
番
目
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
築
城
技
術
の
問
題
で
す
。
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三
番
目
に
は
、
鞠
智
城
の
成
立
の
背
景
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
話
題
に
な
っ
て
き
た
の
で

す
が
、
今
日
の
新
し
い
お
話
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
鞠
智
城
の
性
格
に
つ
い
て
、
対
東
ア
ジ
ア
の
関
係
な
の
か
、
対
隼

人
の
関
係
な
の
か
、
律
令
国
家
と
の
関
係
な
の
か
。
あ
る
い
は
今
日
の
お
話
で
は
、
唐
と
の
関
係
、
フ
オ

i
メ
イ
シ
ヨ
ン
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
少
し
話
し
合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。最

初
に
東
ア
ジ
ア
と
鞠
智
城
と
い
う
こ
と
で
す
。
続
き
の
出
官
さ
ん
、
向
井
さ
ん
の
ご
報
告
も
聞
か
れ
た
よ
で
、
酒
寄
さ

度
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

ん
も
う

酒

寄
一
今
、
出
官
さ
ん
の
中
国
の
影
響
、
そ
れ
か
ら
最
後
に
向
井
さ
ん
の
韓
国
の
例
を
聞
き
ま
し
た
が
、
私
は
ロ
シ
ア
の
激
海

と
か
金
の
城
を
か
な
り
見
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
溺
海
は
雄
城
、
い
わ
ゆ
る
馬
面
を
持
た
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
や
は

り
東
ア
ジ
ア
全
体
、
あ
る
い
は
東
北
ア
ジ
ア
ま
で
含
め
て
見
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
造
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
よ

っ
て
変
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
金
に
な
る
と
城
内
に
た
く
さ
ん
の
住
居
祉
を
持
っ
て
い
て
、
そ
し
て

中
に
オ
ン
ド
ル
、
い
わ
ゆ
る
管
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
オ
ン
ド
ル
住
居
な
ど
も
あ
っ
た
り
し
て
、
か
な
り
大
型
な
山

城
が
出
来
あ
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
、
今
そ
れ
ぞ
れ
の
例
が
挙
が
り
ま
し
た
が
、
ア
ジ
ア

い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
中
で
城
、
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

っ
て
も
非
常
に
い
ろ

般
的
に
朝
鮮
式
山
城
と
い
う
ふ
う
に
き
わ
れ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
日
の
お
話
を
伺
っ
て
い

る
と
、
そ
れ
も
も
う
少
し
き
ち
ん
と
分
類
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
私
が
先
月
に

こ
の
鞠
智
城
を
伺
っ
た
時
に
最
初
に
思
っ
た
こ
と
は
、
案
外
低
い
な
。
低
い

日
本
の
場
合
に
は
、

と
こ
ろ
に
城
、
が
あ
る
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
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持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
次
に
感
想
と
し
て
思
っ
た
の
は
東
北
の
城
柵
に
よ
く
似
て
い
る
な
と
い
う
、
そ
れ
も
秋
田
城
や
、

先
ほ
ど
出
宮
さ
ん
も
多
賀
城
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
感
じ
を
す
ご
く
強
く
持
ち
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

何
か
国
際
関
係
じ
ゃ
な
い
み
た
い
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
秋
田
城
の
場
合
は
お
そ
ら
く
湖
海
な
ど
の
東
北
地
方
に
お

け
る
外
交
の
窓
口
で
す
。
多
賀
城
も
ま
た
少
し
違
う
性
格
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
秋
田
城
は
特
に
日
本
海
を
渡
っ
て

く
る
激
海
使
が
来
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
外
交
の
場
と
し
で
あ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
実
は
東
門
の
外
側
に
ト
イ

レ
遺
構
が
あ
り
ま
す
。
木
樋
が
あ
っ
て
水
洗
ト
イ
レ
な
の
で
す
。
覆
屋
が
つ
い
て
い
て
、
個
室
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

中
か
ら
日
本
に
は
な
い
、
豚
食
を
す
る
回
虫
、
寄
生
虫
卵
が
出
て
い
ま
す
。
豚
食
を
す
る
民
族
と
い
う
の
は
あ
ま
り
日
本
列

島
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
か
あ
る
い
は
大
陸
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
う
特
別
な
ト
イ
レ
を
作
る
と
い
う
の
は
、
外
交
約
な
役
割
を
担
っ
た
施
設
の
賓
客
の
よ
う

な
も
の
を
接
待
す
る
場
所
か
な
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
な
る
と
鞠
智
城
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
る
か
、
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
や
は
り
、
隼
人
、
特
に
七
世
紀

の
末
か
ら
八
世
紀
の
初
頭
と
い
う
の
は
、
隼
人
と
の
関
係
が
非
常
に
深
く
な
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
隼
人
た
ち
の
、

服
属
し
た
隼
人
た
ち
が
儀
礼
す
る
空
間
み
た
い
な
場
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
わ
せ
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
特
に
八
角
形
の
あ
あ
い
う
建
物
な
ど
も
非
常
に
驚
く
も
の
で
す
が
、
あ
れ
が
先
程
出
官
さ
ん
も
一
一
一
一
同
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、

下
か
ら
見
た
時
に
、
多
分
見
え
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大
変
驚
か
せ
る
よ
う
な
そ
う
い
う
空
間
、
飛
鳥
な
ど
で
も
蝦
夷

が
や
っ
て
き
た
時
の
、
蝦
夷
の
饗
宴
す
る
場
所
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
驚
か
せ
る
よ
う
な
施
設
が
、
噴
水
施
設
な

ん
か
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
深
く
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
多
面
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
、
も
ち
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ろ
ん
最
初
は
国
際
性
豊
か
な
、
特
に
自
村
江
以
降
の
緊
張
関
係
の
中
で
で
き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
が
隼
人
と
か
と
い
う

い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
持
っ
た
お
城
が
鞠
智
城
か
な
と
い
う
こ
と
を
、
お
二
人
の
報
告
を

も
の
と
関
係
を
深
め
て
い
く
と
か
、

聞
き
な
が
ら
少
し
感
じ
ま
し
た
。

イ左

藤
一
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
お
話
さ
れ
た
鞠
智
城
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
で
も
議
論
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
時
代
と
と
も
に
国
際
的
な
面
、
あ
る
い
は
国
内
的
な
面
、
軍
事
的
な
面
、
あ
る
い
は
食
料
を
蓄
積
す
る
面

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
性
格
が
表
に
出
た
り
穏
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
と
思
い
ま
す
。
今
、
外
交
の
場
と
し
て
の
東

北
城
柵
と
の
比
較
を
さ
れ
ま
し
た
。
秋
田
城
や
鞠
智
城
は
外
交
の
場
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
も
あ
り
、
単
に

軍
事
的
な
施
設
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
ご
指
摘
だ
っ
た
と
患
い
ま
す
。

さ
て
、
出
宮
さ
ん
、
先
程
の
ご
報
告
で
は
、
高
句
麗
や
唐
の
城
と
の
比
較
を
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
の

向
井
さ
ん
の
お
話
も
含
め
た
上
で
、
鞠
智
城
を
理
解
す
る
時
に
、
例
え
ば
ど
う
い
う
東
ア
ジ
ア
の
城
と
比
較
し
て
い
け
ば
い

い
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
お
話
に
あ
っ
た
九
州
に
お
け
る
唐
の
勢
力
が
及
ん
だ
時
点
で
の
築
城
の
可
能
性
と
い
う
こ

と
、
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
お
話
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

出

そ
の
鞠
智
城
で
す
が
、
近
世
の
城
郭
、
戦
国
の
城
郭
か
ら
一
一
一
一
口
う
と
、
こ
れ
は
平
山
城
で
す
よ
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
一
番
新
し
い
恰
土
城
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
平
山
城
と
い
う
立
地
の
仕
方
が
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
長

者
原
の
建
物
群
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
役
所
的
な
建
物
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
前
に
も
少
し
言
い
ま
し
た
が
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
あ
の
一
帯
に
内
郭
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
複
郭
式
に
な
っ
て
い
て
、
外
郭
と
内
郭

と
い
う
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
都
城
の
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
都
城
の
場
合
は
基
本
的
に

L
i
s
h

、‘。

ト

ι
v
u

一
点
目
は
、
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は
四
角
で
す
が
、
そ
こ
は
山
の
形
に
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
形
は
そ
の
正
確
で
な
い
に
し
て
も
、
構
成
上
は
そ
う
い
う

こ
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
み
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
八
角
塔
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
高
句
麗
で
は
、
古
く
は
「
点
将
台
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
城
の
中
心
部
あ
る
い
は
見
晴
ら
し
の
い
い
と

こ
ろ
に
多
く
は
方
形
の
何
段
積
み
か
の
台
、
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
点
将
台
」
、
最
近
は
中
国
の
先
生
方
は
こ
れ
を
「
瞭

望
台
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
見
晴
ら
し
台
と
い
う
城
の
内
外
、
特
に
城
下
を
見
下
ろ
す
施
設
の
よ
う
な
意
味
合
い

を
含
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
の
八
角
の
塔
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
意
味
合
い
の
塔
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う

近
世
の
望
楼
の
よ
う
な
、
少
し
意
味
が
違
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
領
域
を
展
望
す
る
施
設
、
軍
事
、
プ
ラ
ス
民
政
的

な
要
素
を
持
っ
た
施
設
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
他
の
八
角
形
や
九
角
形
の
建
物
す
べ
て
が
そ
う
だ
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鞠
智
城
の
場
合
は
ど
う
も
そ
う
い
う
施
設
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
む
し
ろ
私
の
ほ
う
か
ら
の
疑
問
で
す
が
、
な
ぜ
瓦
が
少
な
い
か
。
通
例
の
場
合
、
古
代
の
寺
院
は
平
瓦
、
軒
瓦
と

軒
丸
瓦
が
セ
ッ
ト
で
出
て
き
ま
す
が
、
あ
そ
こ
は
軒
平
瓦
が
出
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
差
し
替
え
瓦
が

出
て
な
い
と
い
う
問
題
、
が
あ
る
の
で
、
考
古
学
的
に
言
う
と
、
「
造
つ
て
は
み
た
け
れ
ど
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
造
っ
て
以
降
廃
城
に
な
る
ま
で
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
常
に
し
な
が
ら
、
ず
っ
と
継
続
し
た
の
で
は

な
く
て
、
土
器
の
出
土
量
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
消
長
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
先
程
一
一
一
一
口

い
ま
し
た
よ
う
に
、
筑
紫
大
宰
、
実
は
吉
備
に
も
数
年
あ
る
い
は
十
数
年
で
廃
止
に
な
り
ま
す
が
大
宰
が
い
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
そ
の
大
宰
が
い
た
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
こ
れ
は
朝
廷
の
一
部
で
す
か
ら
、
朝
廷
の
中
心
施
設
で
あ
る
大
宰
府
を
中
心
に

し
て
、
大
宰
府
か
ら
言
え
ば
左
翼
、
先
程
の
恰
土
城
は
右
翼
と
い
う
フ
ォ

i
メ
イ
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
先
程
一
一
一
一
口
い
忘
れ
ま
し
た
が
、
日
本
の
城
は
、
こ

れ
は
「
実
戦
配
備
で
な
い
」
と
い
う
の
を
一
一
一
日
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

井
さ
ん
の
ご
紹
介
に
あ
っ
た
百
済
の
城
は
実
戦
配
備
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
城
は
「
造
っ
て
は
み
た
け
れ
ど
」
と
い
う
と

こ
ろ
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
実
戦
に
供
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
良
い
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
実
戦
配
備
の

匂
い
と
い
う
の
か
要
素
が
な
い
。
と
一
一
一
一
口
い
ま
す
の
は
、
今
日
も
矢
野
さ
ん

に
お
尋
ね
し
た
の
で
す
が
、
あ
れ
だ
け
発
掘
を
し
て
鞠
智
城
か
ら
武
器
と

し
て
出
て
き
て
い
る
の
は
矢
尻
一
本
だ
け
と
い
う
の
を
聞
き
ま
し
て
、
い

よ
い
よ
そ
の
感
は
し
て
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
戦
国
あ
る
い
は
桃
山
の
山
城
、
先
程
一
一
一
一
口
い
ま
し
た
所

堅
閤
ク
ラ
ス
の
山
城
を
掘
り
ま
す
と
、
必
ず
武
器
が
出
て
き
ま
す
し
、

鉛
球
が
出
て
く
る
な
ど
、
実
戦
に
供
す
も
の
の
遺
物
が
出
て
き
ま
す
が
、

や
は
り
今
の
と
こ
ろ
日
本
の
吉
代
山
城
か
ら
は
実
戦
に
供
し
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
の
古
代
山
城
の
意
味
合
い

を
示
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

佐

藤

い
実
戦
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
と
思
い
ま 向
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す
。
東
北
の
城
柵
の
場
合
だ
と
、
結
構
、
の
乱
で
多
賀
城
が
燃
や
さ
れ
て
し
ま
う
と
か
、

が
燃
や
さ
れ
る
と
か
、
実
戦
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
西
日
本
の
古
代
山
城
の
場
合
は
、

の
乱
で
秋
田
城

そ
う
し
た
実
戦
経
験
は
な
い
か
な
と

い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。
そ
う
い
う
怠
味
か
ら
の
城
の
構
造
に
つ
い
て
、
半
島
と
の
比
較
み
た
い
な
こ
と
も
必
要
か
と
思
い

ま
す
。朝

鮮
半
島
の
場
合
は
、
切
実
な
三
閣
の

い
の
中
で
機
能
し
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
今
の
出
宮
さ
ん
の
話
も
踏
ま
え

て
、
向
井
さ
ん
。

今
日
出
宮
さ
ん
が
一
一
一
一
口
わ
れ
た
唐
の
城
と
比
較
も
含
め
て
、
鞠
智
城
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ど
う
い
う
城
と
比
較
し
た
ら
い

い
の
か
と
い
う
点
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
だ
と
、
例
え
ば
八
角
形
の
建
物
を
韓
国
の
ソ
ウ
ル
の
近
く
に
あ
る
こ
聖
山

一
望
山
城
に
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
比
較
が
私
の
頭
の
中
に
あ
っ

た
の
で
す
が
、
ど
う
も
今
日
の
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
で
、
も
っ
と
幅
広
く
比
較
し
な
く
て
は
い
け
な

い
の
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
お
話
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

城
の
八
角
形
の
建
物
と
比
較
し
た
り
、
貯
木
場
も

向

井
一
そ
う
で
す
ね
。
鞠
智
城
を
ど
う
考
え
る
か
と
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
古
代
山
城
を
研
究
し
て
い
る
人
は
み
ん
な
頭
抱
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
の
で
。
た
だ
前
に
も
お
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
鞠
智
城
跡
の
城
域
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
外
郭
ラ
イ

ン
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
北
側
に
ず
っ
と
山
が
取
り
囲
ん
で
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
特
に
人
工
物
は
造
ら

れ
て
い
な
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
南
側
の
ほ
う
に
段
丘
が
あ
り
、
ぐ
っ
と
傾
斜
の
あ
る
と
こ
ろ
が
何
段
も
続
い
て
い
ま
し
て
、

こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
、
越
え
て
い
か
な
い
と
鞠
智
城
の
城
内
に
入
り
込
め
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
低
い
と
か
高
い
と
か
つ
て

比
高
の
問
題
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
鞠
智
城
の
場
合
、
そ
の
他
の
北
部
九
州
の
、
先
程
、
出
宮
先
生
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が
お
話
に
な
っ
て
い
た
神
経
石
系
の
城
、
こ
れ
は
も
う
平
地
に
面
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
の
と
は
だ
い
ぶ
選
地
の
あ

り
方
が
違
う
感
じ
は
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
。
貯
水
池
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
鞠
智
城
の
特
徴
で
す
が
、
城
に
は
貯
水
池
も

し
く
は
貯
水
関
係
の
施
設
と
い
う
の
は
必
須
で
す
。
遼
東
半
島
の
階
、
唐
を
破
っ
た
高
句
麗
の
城
砦
群
と
い
う
の
は
、
中
に

も
の
す
ご
く
広
い
貯
水
池
が
あ
り
ま
す
。
実
際
そ
こ
か
ら
は
瓦
と
か
土
器
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
の
で
生
活
の
場
に
な
っ

て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
鞠
智
城
で
あ
ん
ま
り
武
器
が
出
な
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
先
週
私
も
古
代
山
城
研
究
会
で
、

兵
制
と
か
軍
制
で
す
ね
。
防
人
制
や
軍
国
制
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
東
北
の
方
と
の
比
較
で
、

東
北
の
城
柵
は
近
畿
大
学
の
鈴
木
さ
ん
に
よ
る
と
、
武
装
さ
れ
た
官
衝
で
あ
る
と
。
実
際
、
千
人
単
位
の
兵
去
が
駐
屯
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
大
野
城
も
そ
う
で
す
し
、
鞠
智
城
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
大
量
の
兵
士
が
こ
こ
で
住
ん
で
い
た

よ
う
な
痕
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
で
す
し
、
記
録
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
人
が
い
な
い
状
態
で
す
。
も
ち
ろ
ん
武

器
も
出
な
い
と
患
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
軍
事
的
な
西
日
本
の
山
城
で
、
役
所
的
な
東
北
の
城
柵
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
私
た
ち
捉
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
実
際
中
身
は
結
構
真
逆
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

佐

藤
一
鞠
智
城
の
選
ん
だ
地
形
が
、
低
く
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
変
防
御
性
の

い
ま
す
。
逃
、
げ
の
城
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
大
野
城
も
基
凶
弾
城
も
中
に
大
島
県
の
壮
大
な
倉
庫
群
が
あ
っ
て
、
そ
の
倉

庫
に
は
稲
の
系
列
の
収
穫
物
が
大
量
に
貯
積
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
攻
め
て
き
た
時
に
は
そ
の
山
城
の
中
に
龍

い
土
地
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
と
思
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っ
て
、
高
句
麗
の
場
合
だ
と
冬
ま
で
も
て
ば
雪
の
季
節
が
き
て
、
麿
の
大
軍
は
退
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
大
量
の
米
倉
を
城
中
に
築
い
て
い
た
。
鞠
智
城
で
は
そ
れ
が
文
献
史
料
に
も
九
世
紀
代
ま

で
み
え
、
米
倉
が
九
世
紀
代
に
燃
え
た
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
私
は
米
倉
に
米
を

運
ぶ
侍
は
、
大
野
城
の
山
中
の
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
山
の
頂
上
に
米
を
運
ぶ
と
い
う
の
は
相
当
大
変
な
こ
と

だ
と
患
い
ま
す
。
た
だ
、
鞠
智
城
の
場
合
、
九
世
紀
に
ま
で
菊
池
郡
の
倉
院
と
い
う
形
で
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
低
い

代
わ
り
に
九
世
紀
代
ま
で
か
な
り
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
を
含
め
て
、
大
野
城
と
違
う
面
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
が
、
話
を
伺
っ
て
い
て
気
に
な
り
ま
し
た
。

あ
と
武
器
の
場
合
は
、
九
世
紀
に
や
っ
ぱ
り
兵
庫
が
あ
る
の
で
、
兵
庫
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
に
鼓
も
納
ま
っ

て
い
て
、
そ
れ
が
倉
庫
の
中
に
納
ま
っ
て
い
る
の
に
、
自
然
に
鳴
っ
た
と
い
う
の
で
大
騒
ぎ
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
武
器
庫
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
納
め
ら
れ
た
武
器
と
い
う
の
は
大
事
な
悶
存
財
産
で
、
そ
の
後
施

設
の
機
能
が
終
わ
る
段
階
に
な
っ
て
も
、
次
に
転
用
さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
残
ら
な
い
面
が
あ
る
の
か
な
と
思

い
ま
す
。

鞠
智
城
の
機
能
を
考
え
る
上
で
は
、
米
倉
や
兵
庫
の
機
能
が
、
ど
う
続
い
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ

か
ら
鞠
智
城
の
場
合
も
、
向
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ど
う
い
っ
た
勢
力
で
こ
れ
を
守
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

逃
げ
の
城
で
い
ざ
と
い
う
時
に
、
龍
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
東
北
の
城
柵
の
場
合
は
鎮
兵
と
一
一
一
一
口
い
ま
し
て
、

関
東
地
方
の
兵
士
が
や
っ
て
き
て
常
駐
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
商
の
場
合
は
防
人
が
ど
の
範
留
ま
で
駐
屯
し
た
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
各
国
に
は
軍
聞
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
箪
国
の
兵
士
、
が
ど
う
い
う
場
所
に
い
る
か
。
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軍
国
と
い
う
の
は
交
代
で
軍
事
誠
練
を
す
る
と
い
う
場
所
で
す
の
で
、
大
量
の
兵
士
が
ず
っ
と
軍
国
に
い
る
と
い
う
こ
と
も

な
い
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
ひ
と
つ
古
代
史
で
も
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
考
古
学
で
も
多
分
軍
団
の
遺
跡
と
い
う
の

は
、
全
然
わ
か
つ
て
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
あ
た
り
は
、
逆
に
鞠
智
城
の
様
子
が
わ
か
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
実
態
が
見

え
て
く
る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
一
一
一
一
口
う
と
、
例
え
ば
生
活
の
遺
跡
で
す
ね
。
東
北
の
岩
手
県
の
盛
岡
市
に
志
波
城
と
い
う
、
坂
上
田
村
麻

呂
が
鎮
守
府
を
奥
州
市
に
置
い
た
後
で
、
最
北
の
地
に
築
い
た
城
柵
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
城
柵
の
中
に
兵
士
た
ち
の
竪

穴
住
居
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
お
り
、
生
活
の
痕
跡
も
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
で
は
兵
舎
と
し
て
復
元
さ
れ
て
い
る
建
物
が

あ
り
ま
す
が
、
も
う
少
し
、
例
え
ば
食
事
を
供
給
し
た
蔚
と
い
う
台
所
施
設
の
跡
な
ど
を
発
掘
す
れ
ば
、
様
々
な
食
材
の

ゴ
ミ
や
食
材
に
付
い
て
い
た
木
簡
が
捨
て
で
あ
っ
た
り
す
る
と
思
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
鞠
智
城
で
発
掘
調

査
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
場
所
で
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
貯
木
場
の
水
分
の
あ
る
と
こ
ろ
で
木
製
品
が

残
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
木
簡
が
一
点
見
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
米
の
荷
札
が
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
米
の
荷

札
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
必
ず
鞠
智
城
内
に
つ
め
た
大
勢
の
役
人
た
ち
に
、
給
食
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
姿
、
が
も
う
少
し
見
え
て
く
る
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

次
に
、
第
二
の
テ

i
マ
に
い
き
ま
し
ょ
う
。
古
代
山
城
の
築
城
技
術
の
源
流
と
い
う
こ
と
で
、
山
城
の
技
術
的
な
問
題

で
す
。
今
日
も
石
垣
の
城
壁
だ
と
か
、
版
築
の
城
壁
だ
と
か
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
し
、
石
垣
の
城
壁
の
裾
を
頑
丈
に
す
る

た
め
の
施
設
だ
と
か
、
石
垣
の
城
壁
を
築
く
時
に
柱
を
ど
う
築
く
か
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
懸
内
と
い
う
よ

う
な
、
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
門
が
あ
っ
て
、
は
し
ご
を
か
け
な
い
と
上
れ
な
い
と
こ
ろ
に
わ
ざ
わ
ざ
円
を
造
っ
て
、
入
り
に
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く
く
し
て
い
る
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
鞠
智
城
の
城
内
で
も
、
番
南
の
堀
切
門
な
ど
は
、
躍
が
あ
っ
て
、
城

内
が
直
接
表
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
わ
ざ
と
築
か
れ
て
い
る
問
、
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
鬼
ノ
城
の
山
の
頂
上
に
あ

る
城
内
な
ど
は
、
低
い
と
こ
ろ
か
ら
で
も
見
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
、
私
は
見
せ
る
た
め
の
門
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
あ
た
り
の
門
の
構
造
で
す
と
か
、
城
壁
の
構
造
と
か
で
も
う
少
し
比
較
を
し
た
い
の
で
す
が
。
鞠
智
城
と
他
の
山

城
の
比
較
、
あ
る
い
は
中
国
・
朝
鮮
の
城
の
馬
面
や
、
雄
城
の
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
構
造
の
蹟
か
ら
鞠
智

城
を
浮
き
彫
り
に
で
き
な
い
か
と
い
う
点
で
、
ま
ず
出
宮
さ
ん
、
そ
う
い
う
方
向
で
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ

λ

ノカ。

出

そ
の
地
域
の
曲
庶
民
と
の
か
、
居
住
者
を
動

た
だ
け
で
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
私
の
ほ
う
で
話
す
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

や
は
り
そ
の
基
本
的
な
土
木
工
事
の
場
合
、
こ
れ
は
中
国
で
言
う
版
図
、
日
本
で
は
版
築
と
訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
。
古
い

せ

ん

ぽ

ん

づ

方
な
ら
ご
存
知
の
い
わ
ゆ
る
千
本
掲
き
で
す
ね
。
そ
ん
な
技
術
を
ど
う
い
う
形
で
賄
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
や
は
り
寺
造
り
と
の
関
係
を
見
と
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
寺
造
り
と
い
う
の
は
、
生
前
に
で
き
た
か
ど
う
か
に

問
題
が
あ
り
ま
す
。
古
代
の
そ
の
大
土
木
と
い
う
の
は
、
中
央
で
は
宮
殿
造
り
で
す
が
、
地
方
の
本
格
的
な
一
恒
久
的
な
建
造

物
と
い
う
の
は
、
氏
寺
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
氏
寺
の
基
壇
基
礎
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ご
存
知
の
よ
う
に
版
築
造
成
で

す
か
ら
、
し
か
も
そ
の
上
に
瓦
を
乗
せ
る
と
い
う
、
従
来
の
日
本
に
な
い
技
術
体
系
で
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
そ
の
鞠
智
城
を
含
め
て
古
代
山
城
の
周
辺
環
境
と
し
て
、
や
は
り
そ
う
い
う
土
木
技
術
の
供
給
に
準
備
で
き
る
、
修
練
を

し
て
い
る
地
域
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
ひ
と
つ
の
問
題
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
環
境
と
し
て
見
る
必
要
が

一
そ
う
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

そ
の
城
を
造
る
い
わ
ゆ
る
工
人
達
、
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あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
肥
後
の
鞠
智
城
の
周
辺
で
の
飛
鳥
寺
院
、
も
し
く
は
白
鳳
の

期
と
呼
ば
れ
て
い
る
寺
続
の
有
り
様
と
い
う
の
を
つ
ぶ
さ
に
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
何
と
も
申
し
上
げ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん

イ左

が
、
や
は
り
そ
う
い
う
問
題
が
一
点
あ
り
ま
す
。
造
る
側
の
問
題
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
先
程
の
ち
ょ
っ
と
補
足
で
す
が
、
「
箪
防
令
」
と
い
う
法
律
で
は
、
兵
隊
を
養
う
備
蓄
で
、
こ

れ
は
一
人
の
兵
士
の
一
ヶ
月
の
食
料
が
干
し
飯
六

O
穀
と
い
う
よ
う
な
規
定
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
干
し
飯
一
ヶ
月

が
六

O
斗
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
備
蓄
す
る
と
し
た
場
合
に
、
今
見
つ
か
っ
て
い
る
倉
庫
群
が
そ
う
い
う
兵
士
の
食

料
庫
で
あ
る
の
か
、
平
た
く
言
え
ば
、
税
金
を
収
納
す
る
施
設
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
お
の
ず
と
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
部
計
算
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
今
遺
跡
と
し
て
見
つ
か
っ
て
、
遺
構
と

し
て
見
つ
か
っ
て
い
る
大
野
城
で
あ
る
と
か
基
緯
城
の
倉
庫
群
と
い
う
の
が
、
兵
士
が
賄
え
る
食
糧
以
上
の
も
の
を
備
え
て

い
る
と
い
う
の
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

藤
一
そ
の
城
造
り
の
技
術
と
し
て
は
、
版
築
の
よ
う
な
土
木
技
術
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
地
域
に
そ
う
い
う
人
材
が
い

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
際
に
は
七
世
紀
代
の
半
ば
に
遡
る
よ
う
な
古
代
寺
院
が
こ
の
近
く
に
築
造
さ
れ
て

い
れ
ば
、
そ
う
い
う
人
た
ち
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
で
す
が
、
矢
野
さ
ん
、
こ
の
鞠
智
城
周
辺
の
飛
鳥
・
白
鳳

時
代
の
寺
院
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
す
ぐ
そ
ば
の
十
蓮
寺
は
も
う
少
し
後
の
時
代
の
よ
う
な
気
が
す

矢

る
の
で
す
が
。
ち
ょ
っ
と
離
れ
で
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
の
で
す
が
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

野
一
鞠
智
城
周
辺
で
、
古
代
寺
院
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、
佐
藤
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
十
蓮
寺
が
ご
ざ

い
ま
す
。
た
だ
十
蓮
寺
の
瓦
か
ら
考
え
ま
す
と
、
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
よ
り
も
、
八
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
九
世
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紀
に
か
け
て
の
寺
院
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
と
周
辺
で
古
い
寺
院
に
な
り
ま
す
と
、
玉
名
に
立
願
寺
と
い
う
古
代
寺

院
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
も
し
か
し
た
ら
七
世
紀
の
末
近
く
に
建
立
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ

イ左

そ
れ
よ
り
も
以
前
の
お
寺
と
い
う
の
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

玉
名
の
七
世
紀
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
寺
院
は
、
菊
池
川
を
使
え
ば
、
す
ぐ
の
と
こ
ろ
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
程

っ
た
十
蓮
寺
と
い
う
の
は
、
鞠
智
城
が
置
か
れ
た
、
古
代
の
肥
後
関
菊
池
郡
の
郡
役
所
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
、
郡
司
が
営

ん
だ
お
寺
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
お
寺
の
跡
で
す
。
鞠
智
城
の
山
城
の
技
術
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
向
井
さ
ん
、
続
け
て
お
願
い

で
き
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

た
年
代
で
、

藤
一

向

井
一

そ
う
で
す
ね
。
縄
張
り
的
な
お
話
を
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
そ
の
低
い
、

い
と
い
う
話
で
す
が
、
熊
本
の
方
で
し
た
ら

ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
熊
本
に
ち
ょ
う
ど
秀
吉
が
入
っ
て
き
て
、
肥
後
国
衆
一
撲
が
起
こ
り
ま
す
け
れ
ど
、
あ
の
時
何

ヶ
月
も
立
て
こ
も
る
の
が
問
中
城
と
い
う
城
な
の
で
す
が
、
結
構
低
い
城
で
す
。
周
り
が
今
は
住
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

沼
だ
っ
た
み
た
い
で
、
備
中
高
松
城
み
た
い
な
、
感
じ
の
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
得
て
し
い
ほ
う
が
い
い
か

と
4

一
一
口
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
例
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
対
惰
唐
戦
の

の
戦
い
の
中
で
安
市
城
と
い
う
の
、
が
あ
り
ま
す
が
、

安
市
城
は
実
際
行
っ
て
み
る
と
た
い
し
た
山
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
と
言
え
ば
山
で
す
け
れ
ど
、
鞠
智
城
よ
り
少

し、
くや

ら
い
の
山
で
、
ど
う
し
て
こ
の
城
が
こ
ん
な
に
持
ち
こ
た
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
え
る
程
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

城
と
い
う
、
今
エ
ン
シ
ユ
ウ
城
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
川
に
面
し
た
絶
壁
の
上
に
城
が
あ
っ
て
、
緩
や
か
な
傾
斜
面
の
ほ
う

は
高
い
城
壁
が
あ
っ
て
、
先
程
の
矯
城
が
五
つ
も
六
つ
も
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
え
ま
す
が
、

ハ
ク
ガ
ン
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こ
こ
は
あ
っ
さ
り
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
す
ぐ
落
城
し
て
し
ま
う
、

い
う
の
は
縄
張
り
的
に
は
一
一
一
一
口
え
ま
す
。

で
す
か

い
が
故
に
強
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と

次
に
城
内
の
造
り
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
堀
切
内
の
と
こ
ろ
、
先
程
佐
藤
先
生
お
っ
し
ゃ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
行
き

ま
す
と
、
堀
切
内
の
と
こ
ろ
の
手
前
の
と
こ
ろ
に
尾
根
が
こ
う
飛
び
出
し
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
を
ぐ
る
り
と
城
壁
が
取
り
巻

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
自
然
の
地
形
を
利
用
し
た
雄
城
、
馬
面
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
同
じ
よ
う
に
深
迫
内
の
と
こ
ろ

は
、
今
度
は
谷
の
中
で
す
け
れ
ど
も
、
両
側
が
出
っ
張
っ
て
い
て
、
横
矢
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
鞠
智
城
の
城
門
と
い
う
の
は
、
城
門
の
造
り
方
の
セ
オ
リ
!
に
は

に
は
思
い
ま
す
。
す
ご
く
強
力
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。

通
り
の
っ
て
い
る
か
な
と
い
う
ふ
う

鬼
ノ
城
の
城
門
に
つ
い
て
も
、
上
っ
て
い
き
ま
す
と
、
城
内
に
直
通
し
な
い
の
で
す
。
尾
根
の
出
っ
張
っ
た
と
こ
ろ
に
い

き
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
曲
げ
て
入
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鬼
ノ
城
も
な
か
な
か
攻
略
す
る
の
は
、
大
変
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

技
術
的
な
話
で
す
が
、
出
宮
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
版
築
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
技
術
屋
さ
ん
が
い
な
い
と
難
し
い
の
で
は

な
い
か
な
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
高
安
城
や
長
門
城
な
ど
、
見
つ
か
っ
て
な
い

天
智
朝
に
築
城
し
た
山
城
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
も
し
か
す
る
と
木
柵
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
い
う
ふ
う
に
最
近
想
像

し
て
い
ま
す
。
高
句
麗
の
城
も
5
世
紀
代
で
す
け
れ
ど
、
木
柵
で
、
そ
れ
か
ら
百
済
の
城
に
も
木
柵
の
城
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
し
、
そ
れ
か
ら
最
近
飛
鳥
京
の
周
辺
で
、
二
・
四
メ
ー
ト
ル
隅
隅
ぐ
ら
い
で
、
す
ご
い
木
柵
列
が
何
街
所
も
出
て
き
て
い

ま
す
。
こ
れ
で
飛
鳥
の
羅
城
だ
と
い
う
よ
う
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
も
し
か
す
る
と
七
世
紀
代
と
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イ左

い
う
の
は
比
較
的
版
築
の
城
壁
よ
り
も
、
そ
う
い
う
木
柵
み
た
い
な
日
本
式
と
言
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ

た
も
の
が
結
構
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
一
あ
と
、
今
日
の
お
話
の
中
で
は
、
先
程
、
出
宮
さ
ん
が
八
角
形
の
建
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
鼓
楼
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
「
点
将
台
」
と
い
う
軍
事
指
揮
所
み
た
い
な
高
い
建
物
、
中
留
に
お
け
る
そ
う
い
う
城
郭
の

施
設
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
指
揮
展
望
所
と
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
性
格
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
ま
し

向

八
角
形
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
宗
教
・
祭
記
的
な
性
格
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
の
で

す
が
、
向
井
さ
ん
は
そ
の
辺
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

一
山
城
と
宗
教
と
い
う
点
で
は
、
三
月
の
鬼
ノ
城
の
報
告
会
の
時
に
も
や
は
り
、
日
本
最
古
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
瓦
塔

が
出
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
も
朝
鮮
半
島
の
方
に
系
譜
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
、
瓦
の
一
枚
一
枚
を
作
っ
て
、
柱
も
締
一
蹴
に
作

っ
て
い
る
様
な
、
か
な
り
細
か
い
瓦
塔
が
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
鬼
ノ
城
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
塔
の
跡
の

よ
う
な
、
も
し
く
は
宗
教
的
な
も
の
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
建
物
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
出
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
中
で
宗
教
的

た
。
こ
の
ほ
か
、

な
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
鞠
智
城
の
八
角
形
の
建
物
で
す
が
、
那
須
宮
街
遺
跡
や
、
関
東
地
方
の
官
街
遺
跡
、
郡
街
の
跡
で
す
。
そ
こ

に
、
倉
庫
群
に
混
じ
っ
て
六
角
形
の
建
物
な
ど
、
多
角
形
建
物
が
時
々
混
じ
っ
て
い
ま
す
。
静
岡
の
方
に
も
た
し
か
例
が
あ

そ
う
い
っ
た
も
の
と
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
な
と
以
前
か
ら
少
し
気
に
は
な
っ
て
い
ま
す
。

っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
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{左

藤
一
群
馬
県
の
伊
勢
崎
市
の
三
軒
屋
遺
跡
と
い
う
古
代
の
上
野
国
佐
位

郡
の
郡
役
所
の
正
倉
院
の
中
で
、
八
角
形
の
立
派
な
倉
庫
の
建
物
が
見

出

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
八
角
形
の
倉
庫
と
鞠
智
城
八
角
形

の
建
物
と
で
は
の
柱
の
配
置
が
全
く
違
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
で
す
と
、

二
聖
山
城
、
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
今
日
出
宮
さ
ん
の
話
で
あ
っ
た
、
高

句
麗
の
丸
都
山
城
に
も
中
心
部
に
八
角
形
の
建
物
が
二
棟
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
今
ま
で
比
較
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
出
宮
さ
ん
、
点
将
台
の

場
合
は
、
中
国
の
城
郭
の
歴
史
で
は
一
つ
の
城
に
一
つ
だ
け
で
す
か
。

一
先
程
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
瞭
望
台
と
い
っ
て
、
軍
事
目
的
を
制
問

え
た
、
民
政
的
と
い
う
の
か
、
い
わ
ゆ
る
治
所
、
お
さ
め
る
場
所
で
す
。

行
政
的
な
意
味
合
い
を
含
め
て
城
下
の
領
民
の
様
子
を
も
見
届
け
る

和
戦
両
様
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
、
つ
ま
り
政
治
的
な
意
味
合
い
が

よ
り
色
濃
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
軍
事
施
設
オ
ン
リ
!
で
は
な
い
も

の
と
私
は
想
像
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
点
将
台
が
瞭
望
台
に
変
わ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
む
し

味
合
い
を
込
め
て
、

目
的
以
上
に
治
政
的
な
意

そ
う
い
う
名
称
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
私
は
そ

う
考
え
て
い
ま
す
。
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イ左

藤
一
わ
か
り
ま
し
た
。
軍
事
的
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
的
な
も
の
が
入
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
、
第
二
一
の
テ
!
マ
で
そ
れ
ぞ
れ
お
一
人
ず
つ
、
鞠
智
城
の
築
城
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
、
鞠
智
城

;酉

の
性
格
に
も
関
連
し
て
、
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
、
隼
人
と
の
関
係
、
律
令
国
家
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
今
日
の
お
話
に
出
て

き
た
唐
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
。
そ
し
て
、
鞠
智
城
の
性
格
と
し
て
は
軍
事
的
な
施
設
、
外
交
的
な
施
設
、
そ
れ
か
ら
行

政
的
な
施
設
、
あ
る
い
は
財
政
的
な
施
設
、
い
ろ
い
ろ
な
函
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
と
患
う
の
で
す
が
、
そ
の
辺
り
に

つ
い
て
の
話
を
酒
寄
先
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
先
程
の
製
作
技
法
の
中
で
、
例
え
ば
、
先
程
の
向
井
さ
ん
の
説
明
に
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
南
山
新
城
の
お
話
を
し
ま

す
。
慶
州
に
南
山
新
城
と
い
う
大
き
な
山
城
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
石
碑
が
何
枚
か
出
て
い
て
、
そ
れ
は
南
山
新
城
碑

と
い
う
の
で
す
が
、
城
壁
を
造
る
に
あ
た
っ
て
分
担
を
し
た
人
達
の
名
前
だ
と
か
距
離
だ
と
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
石
塁
を
つ
く
る
の
に
一
人
の
指
揮
官
が
い
て
全
部
造
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
在
地
の
首
長
達
を

集
め
て
、
そ
れ
を
分
担
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
実
は
、
私
が
青
山
学
院
大
学
と
一
緒
に
調
査
を
し
て
い
る
北
朝
鮮
と
中

問
、
ロ
シ
ア
の
国
境
の
ク
ラ
ス
キ
ノ
土
城
と
い
う
平
地
域
、
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
も
よ
く
見
て
み
る
と
工
法
、
が
変
わ
る
の

が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
何
メ
ー
ト
ル
か
お
き
に
、
石
積
み
の
状
態
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
さ
っ
き
見
て
い
る
と
、

木
の
棒
が
出
て
く
る
、
あ
あ
い
う
範
囲
で
あ
る
い
は
も
う
少
し
長
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
見
て
い
く
と
違
い
が
あ

る
の
で
、
鞠
智
城
は
特
に
土
塁
で
す
か
ら
、
土
塁
の
違
い
が
ど
れ
ほ
ど
分
か
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
す
、
が
、
ア
ジ
ア
の

場
合
は
、
在
地
首
長
を
ど
う
や
っ
て
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
か
ら
も
分
か
っ
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
性
格
的
な
こ
と
は
先
程
か
ら
何
回
も
申
し
上
げ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
七
世
紀
の
後
半
代
、
七
世
紀
末

i
八
世
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紀
初
頭
か
ら
八
世
紀
、
九
世
紀
と
そ
れ
ぞ
れ
違
う
展
開
を
し
て
い
ま
す
。
軍
事
的
な
性
格
が
極
め
て
高
い
の
が
、
七
世
紀
の

第
三
か
ら
第
四
で
、
七
世
紀
の
末
か
ら
八
世
紀
の
頭
く
ら
い
に
な
る
と
、
か
な
り
儀
礼
的
な
空
間
を
も
兼
ね
て
く
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
九
世
紀
に
な
る
と
倉
庫
と
し
て
の
機
能
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
、
変
遷
を
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
み
た
ほ
う
が
分
か
り
良
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
の
場
合
、
軍
事
的
な
面
で
い
え
ば
、
城
が
拠
点
に
な
っ
て
、
次
の
城
を
造
っ
て
、
領
域
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う

{左

こ
と
を
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
も
激
海
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
川
沿
い
に
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
城
が
拠
点
に
な

っ
て
政
治
的
な
領
域
支
配
を
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場
合
、
割
と
近
い
と
こ
ろ
で
そ
れ
ぞ
れ
平
地
城
と
山
城
を
セ

ッ
ト
で
も
っ
て
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
峰
火
で
お
互
い
連
絡
が
で
き
る
よ
う
な
所
に
城
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
南
漢
山
城
と
先
程
の
二
聖
山
城
と
い

う
の
は
、
二
聖
山
城
の
ほ
う
で
は
木
簡
が
出
て
い
ま
す
が
、
峰
火
の
木
簡
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
非
常
に
近
い
と
こ
ろ

で
峰
火
を
や
り
と
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
く
と
、
鞠
智
城
と
い
う
の
は
朝
鮮
半
島
の
城
ほ
ど
の
緊
張

状
態
の
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、
感
じ
は
あ
ま
り
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
思
え
ま
す
。

藤
一
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
い
て
出
宮
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

一
鞠
智
城
の
築
城
時
期
が
確
定
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
非
常
に
辛
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
考
古
学
の
限
界
で
す
か
ら
、

木
簡
で
築
城
し
た
記
録
で
も
出
な
い
限
り
は
。
私
の
個
人
的
な
ブ
オ

i
メ
イ
シ
ョ
ン
で
い
う
と
、
や
は
り
筑
後
平
野
と
い
い

ま
す
か
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
、
有
明
海
北
部
に
あ
る
支
城
網
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
、
そ
の
南
の
端
に
鞠
智
城

は
築
城
さ
れ
た
。
つ
ま
り
肥
後
平
野
を
掌
握
す
る
と
い
う
か
、
純
軍
事
的
と
い
う
よ
り
も
後
方
支
援
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で

出
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は
な
い
か
。
最
初
は
軍
事
も
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
一
一
一
一
口
う
と
、

用
で
き
ま
す
。
そ
の

そ
う
い
う
純
粋
な
軍
事
施
設
で
は
な
い
の
で
、
民
政
的
に
も
転

方
で
は
、
先
程
一
一
一
一
口
い
ま
し
た
よ
う
に
、
大
宰
府
を
フ
オ
!
メ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
両
端
の
軍
政
施
設
へ

も
転
換
し
て
い
く
。
つ
ま
り
多
様
性
を
も
っ
た
施
設
だ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
中
頃
ま
で
、
そ
う
い
う
幅
広
い
使
わ
れ
方
を
し
た
。
逆
に
一
一
一
一
口
う
と
、
神
箆
石
の
大
半
は
、
百
済
の
城
の
評
価

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
要
は
「
百
済
の
城
は
負
け
た
方
の
城
」
で
す
。
軍
事
施
設
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
機

能
的
に
充
分
な
城
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
否
済
の
役
で
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
き
つ
い
言
葉
で
一
一
一
一
口

う
と
、
金
食
い
虫
の
施
設
を
い
つ
ま
で
も
税
金
の
対
象
と
し
て
温
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
転
用
で
き
な
い
軍
事
施
設
は
速
や
か
に
退
役
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鞠
智
城
は
そ
う
い
う

多
様
性
を
も
っ
て
い
た
、
実
践
装
備
以
外
の
民
政
的
と
い
う
か
治
政
的
な
治
所
と
し
て
の
機
能
を
当
初
か
ら
付
与
さ
れ
て
い

た
の
で
、
平
安
時
代
の
中
頃
ま
で
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
地
域
拠
点
、
国
府
と
は
違
う

と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。

の
出
先
」
と
し
て
機
能
し
続
け
た

イ左

藤
一
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
私
も
菊
池
川
流
域
を
押
え
る
よ
う
な
機
能
は
最
初
か
ら
あ
る
だ
ろ
う
と
最
初
か
ら

怒
っ
て
い
ま
し
た
が
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
私
の
よ
う
に
古
代
史
を
学
ん
で
い
る
者
か
ら

す
る
と
「
百
済
の
城
は
負
け
た
城
」
と
ニ
一
一
口
わ
れ
る
と
、
司
日
本
書
紀
』
の
大
野
城
・
基
鼎
城
は
百
済
か
ら
の
亡
命
将
軍
の
指

導
で
建
て
た
と
い
う
記
載
は
ど
う
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
文
献
が
ご
く
一
部
の
こ
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
、
と
い
う

場
合
は
確
か
に
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

で
は
、
向
井
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。
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向

井
一

そ
う
で
す
ね
、
今
の
「
百
済
の
城
で
は
な
い
と
い
う
話
と
「
百
済
の
城
は
負
け
た
城
」
だ
と
い
う
話
で
す
が
、
私
も

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
近
江
朝
の
政
府
も
そ
う
で
す
し
、
負
け
た
百
済
の
人
達
も
同
じ
物
を
造
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
や
は
り
階
、
唐
に
対
し
て
高
句
麗
が
造
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
を
造
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
で
は
造

れ
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
話
が
違
い
ま
す
よ
ね
。
技
術
的
に
は
や
は
り
先
程
出
宮
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う

に
、
地
元
で
そ
う
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
な
い
と
駄
目
で
す
し
、
で
す
か
ら
理
想
ば
か
り
語
っ
て
い
て
も
駄
目
な
の
で
し
ょ

私
と
し
て
は
プ
ラ
ン
的
に
は
高
句
麗
を
意
識
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の
は
出
来
て
い

う
ね
。

な
し¥

っ
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。

鞠
智
城
に
関
し
て
で
す
が
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
佐
藤
先
生

を
は
じ
め
皆
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
時
期
に
よ
っ
て
、
先
程
酒
寄
先
生
も
「
違
う
側
面
、
が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
一
九
九
一
年
に
書
い
た
論
文
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
鞠
智
城
は
、
大
宰
府
も
し
く
は
那
津
宮
家
の
次
の
大
野
城
、
基
凶
弾

城
な
ど
の
防
衛
ラ
イ
ン
が
破
ら
れ
た
後
の
九
州
の
第
二
拠
点
と
い
う
部
分
で
用
意
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
結
局
、
阿
蘇
山
を
抜
け
て
大
分
の
方
に
も
つ
な
が
り
ま
す
し
、
有
明
海
だ
と
か
菊
池
川
流

域
を
使
っ
て
展
開
も
で
き
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
筑
肥
山
地
と
い
い
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
福
岡
県
か
ら
熊
本
県
に

入
る
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
峠
に
な
っ
て
お
り
、
商
南
戦
争
の
時
に
も
戦
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
部
分
を
期
待
さ
れ
た

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

7
世
紀
末
に
つ
い
て
は
金
田
城
と
の
対
比
が
ひ
と
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
対
馬
の
金
田
城
は
最
前
線
で
す
が
、
実

を
い
う
と
奈
良
時
代
に
な
る
と
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
対
馬
に
い
た
紡
人
は
、
金
田
城
に
は
ど
う
も
い
な
か
っ
た
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ょ
う
で
す
。
で
は
な
ぜ
こ
の
一
番
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
鞠
智
城
が
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
七

0
0年
代
に
入
り
ま
す
と
、

今
度
は
隼
人
の
反
乱
が
た
び
た
び
起
こ
り
ま
す
の
で
、
蝦
夷
の
反
乱
ほ
ど
で
は
な
い
で
す
が
、
隼
人
の
反
乱
で
、
何
回
か
征

隼
人
軍
が
遠
征
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
部
分
で
の
鞠
智
城
の
あ
り
か
た
と
い
う
の
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
と
い
う
の
は
、
や
は
り
一
旦
廃
城
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
最
近
持
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
が
、
鞠
智
城
の
報
告
書
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
大
規
模
な
貯
水
池
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
復
活

し
た
鞠
智
城
に
は
も
う
貯
水
池
は
な
か
っ
た
。
と
い
い
ま
す
か
、
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
で
。
貯
水
池
の
な
い
城
と

い
う
の
は
あ
り
得
ま
せ
ん
の
で
、
も
う
意
味
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

九
世
紀
の
話
が
酒
寄
先
生
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
新
経
の
海
賊
の
話
な
ん
か
も
あ
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
九
世
紀
か

ら
一

O
世
紀
に
か
け
て
九
州
は
大
飢
俸
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
う
班
田
曲
庶
民
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
態
に

な
っ
て
、
大
宰
府
は
大
開
墾
計
画
を
立
て
る
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
う
い
う
暗
い
時
代
だ
っ
た
と
い
う
の
も
、
鞠
智
城
を
考
え
る

う
え
で
意
味
が
あ
る
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

佐

藤
一
今
回
も
や
は
り
新
し
い
見
方
で
、
高
匂
一
蹴
な
ど
韓
国
や
中
国
の
城
と
の
比
較
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
鞠
智
城
を
理

解
す
る
と
い
う
方
向
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
重
ね
る
ご
と
に
、
ど
ん
ど
ん
像
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
か
と
思
っ
た
ら
、
ど
ん
ど
ん

話
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
検
討
し
な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ

は
学
問
的
に
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
何
時
に
、
あ
る
意
味
で
は
楽
し
み
が
増
え
る
と
い
い
ま
し
ょ
う

か
、
鞠
智
城
を
軸
に
し
て
、
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
代
に
か
け
て
の
日
本
の
古
代
史
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
の
中
の
員
本
古
代

史
と
い
う
大
き
な
テ
!
マ
が
、
さ
ら
に
研
究
が
進
め
ば
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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本
日
は
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ゾ

ざ
い
ま
し
た
。

163 パネルデ、イスカッション{大阪会場}



鞠智滅 I期

第5図 建物遺構の変遷(鞠智城 I......V期)

《ヲ1m・参考文献》

商住欣一郎ほか 2012W鞠智城跡 II 鞠智城跡第 8~32 次調査報告-Jl熊本県文化財調査報

122資料篇



鞠智城取期 (8世紀第 1四半期後半-8世紀第 3四半期)

鞠智jJ，まの転換期。鞠421城 11期の管測機的建物鮮や八角形建物は存続するものの、樹立校

の食!司王が礎石iYJl;らの倉庫に建て終えられるなど、減内の胞設に変化が'"1::じるとともに、 J:

*~などのf1常f十器は皆無に等しく、 J;1<を維持するための必婆;最低出の人民のみ配躍される

など、城の管理・巡常に変化が生じた時期と考えられる。

鞠智城w期 (8世紀第4四半綴-9世紀第 3四半期)

鞠科!城の変革WL城内に「管球棟的建物群Jの消失や貯水池中心部の貯水揚が組没し、

池の機能が低下するなど、城の機能が大きく変

容したH寺 J~lD また、鞠符:111<羽織の健平f建物の上

lこ、新たに大311の礎石ì~主物を建築するなど、礎

石主主物が大別化するのも特徴として挙げられ、

食憾の備蓄施設としての機能が主体となる。『文

総実録JI)C安2 (858) 年条にある f不動倉 11

字焼く Jの不動倉がこれらの建物と俄定される。

鞠智城V期 (9告さ紀第4四半期-10世紀第3四半期)

大裂磁石建物跡 (20号建物跡)

鞠f~l城の終末期。 JJ.友!ん!の建物数が減少するものの、不動1舎を再建するなど、食憾の備蓄

施設としての機能は存続する。そして、 10iH:紀第 3間半期までには、城の機能が完全に停

止することが考えられる。

3 今後の課題

このように、鞠智減の変遷をみていくと、鞠ヤJ城 1~mJ~lまでは、その築JJHl!切であっ

た対外的な軍事胞設としての機能が主体であったのに対して、鞠智城IV~VWIまでは食樋

の{11主主主施設としての機能が:ti4i:となることが大きな変化としぐ挙げられる。特に、鞠智J;安

I~m努iまでの変化l士、大宗!ほの変化と連動しており、大事府防衛の e漢をと担う事前な

役実11とともに、城の級持・管理のrIliでも大古川守が大きく関与じ亡いたことが伺える。

いずれにしろ、鞠智城が 7世紀後半から 10Ut紀中葉までと 3Ut紀に反り長らく存続し得

たのは、このような城の機能変化があったからであると推察できる α

今後、大野城、);~悌域をはじめどする 111-代 IJj城や大宰府、肥後間府、菊池郡家などの官

街遺跡どの比較検討をねうとともに、!J:ll二遺物の特徴や製作技術の詳細な分析により}京地

や流通終日告を究明することが荻告さで、そうした分析のもと、鞠智城の機能・タj:絡につし、て

検討を加えていくことが課題といえる υ
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2 時期区分と変遷

IlsflJ 42年度からの発掘調査成果によって、鞠智城は、 7世紀後半から 10世紀1+1頃まで

の約 300年間存続し、時代に合わせて域の機能が変化していくことが判明した。そして、

鞠智城の存続期間を 5時期に大別することが可能となった。以下に、各時期の特徴を述べ

る。

鞠智城 I期 (7世紀第3四半期~フ世紀第4四半期)

鞠智城の創建期。天智 4 (663)年の白村江の敗戦を

喫機に、崩新離の侵攻に備えて、大宰府防婦の軍事

拠点と左もに、物資等を供給する兵枯基地としての役

割のもと築城。域内や土翠線、貯水池など、城として

の最低限の機能を緊急的に整備し、域内には掘立柱の

倉庫や兵舎を配置した。百済系の銅造菩i龍:立像の存干3.:

から、 WI3本書紀』天智 6

城、2ま捧城と同様、

築城にあたっては

百済の亡命高官の

関与が指摘される。

池ノ建門跡・7.k門

鞠智城E期(フ世紀末----8世紀第 1四半期前半)

貯水池跡・貯水場

鞠智城の11全盛期。城を管現する f管理棟的建物群Jや八角形建物が建設されるなど、城

内臨設の充実が関られる時期。『続日本紀』文武 2 (698) 年の縛治の時期に該当。土器な

どの日常什器の出土が最も多く出土す

るH寺期で、城の管理・運営に多くの人

員が配寵されたものと考えられる。

八角形態物跡 (32・33i寺建物跡)

120資料篇

第4図 管理棟的建物群



第 3臨鞠智城跡、全体図
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第1鴎鞠智城跡城域函

銅造蕃器産立像

単弁八楽蓮華文車干丸瓦

118資料篇

「秦人忍口li斗」銘木鱗

木製品(平鍬・横槌)

第2国出土遺物

城域については、 i占くから広域

説、狭j戒説などが論じられてきた

が、現庖、!習長 3.5km、面積 55

ha、標高 90'"'"171 mの範閣を真

の城域とし、約 64.8haの範i却を

悶の史跡として指定されている。

鞠智城跡;の発掘調査は、昭和 42

(1967)年度の第 1次調査に始ま

り、平成 22(2010)年度で第 32

次を数える。古代山城では唯ーの

八偽形建物跡をはじめとする 72

棟の建物跡や、約 5，300nfの規模

を有する貯水池跡、城内の門礎石、

版築工法による土塁跡が検出され

るなど、城の構造解明が進み、須

恵器、土師:l?%:などの土器や単弁八

葉蓮議文軒丸瓦をはじめとする瓦

類、建築用材、木製品に加え、百

済系の鍋造等l穣立像、「秦人忍口五

斗J銘の付札木簡などが出土した。

須恵著書

土師器



鞠智城跡の調査と成果

歴史公閤鞠智城・温故意IJ生館

1 概要

鞠智城跡は、熊本県の北部、阿蘇北外輪山に源を発し有明海へと聞流する菊池川|の中流

域(河口まで約 40km)、山鹿市、菊池市の市境に所在する古代山城である。『続日本紀』

文武 2 (698) 年に繕治された f鞠智」の城跡で、『文徳実録J天安 2 (858) 年条の

f菊池城i珪J、『三代実録』元慶3 (879)年条の f菊池郡城院j も問城の記述とされる。

筑肥山地の主峰、「八方ヶ岳J(標高 1，052m)の南西麓は、小河川|により纏雑な丘陵地

帯を形成している。鞠智城跡は、その丘陵地帯の南端近く、標高 140m前後の通称 f米原

台地Jをや心に立地しており、比較的低い丘駿上に築かれていることを特徴とする。北に

は福間県との県境を限る筑肥山地の山脈が速なり、南には菊池川及び支流域に発達した肥

沃な菊鹿盆地が拡がり、県下でも有数の穀倉地帯を形成している。

また、城跡の南lこは、「車路J地名により復原された古代官道が推定されており、現在で

も、福閥、大分、阿蘇、熊本方面へと幹線道路が延びる交通の要衝地となっている。古代

律令制下では肥後回菊池郡に属し、周辺は『和名抄』にみる城野郷に比定されるが、城跡

内及びその周辺に残る r*息子j 地名がその名残りをととどめるO
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鞠智城・古代山城分布霞

鞠智城跡関連地割

※沼野尚志『古代の官道』

参考資料

(鞠智域・ j昆故創生館・館長講産資料)

2007を基に作成。

大$薦
問府

古代山城分布閣

草間鮮主主山減

給土綾
与神官華街

E軍慰
牧{擬止された牧も吉む。

お肉2自在襲撃C)
ー-:r延w:式』駅路

--輔 自拒止された駅務(!草創)
怠怠忽占想定される n革審式』

E寺代の駅務
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域内 ぉ

Figll 扶蘇山城 東門祉北側土塁断頭・平・立面図(文献 5)

Fig12 蛇山城城壁断面図(文献3) 

Fig13 平壌域 平壌神社前向社(文献 2)
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p
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/
t
、、

ム

句。2

i勺 ノ

~ 
品..1"'"

Fig8 南城谷遺跡 雑城平萌図(文献12) Fig9 韓国の城壁・基壌補築の断面図(文献 5)

骨組側蜘#結盟ム夙

5
1

5 
内1
5

2木川ニt城

Fig10 韓国の列石(基壇石)立面図(文献4)
」円即恥J，.m

大阪会場資料 113



つれ-
Fig5 栢嶺山城平面図(文献フ)

li拘禁j-.器時期の土城

仁コ粘土i滑土器時JtJlの環壌

i二二3貝塚

Fig6 木川土城平面図(文献19)

Figフ 思風土城平面図(文献11)
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』明両説明同日開品m

Fig3 蛇山城王手面圏(文献 3)

Fig4 姑母山城平面図(文献13)
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1・大野城 2鹿毛篤城 3:聖輿山城 4鶏j蒐山城 5・魯城山城

Fi g 1 韓国と日本の山城 王手菌プランの比較(文献22)

Fig2 禦興山城 新城と古城の位置関係(文献22)



9)朴淳後「組上ヒ羅城研究の現段階JW溝婁(特集羅城シンボジウムU 13号、古代111城研究会、 2007年

10)沈iE輸『百済IU城の理解』周寝城出版社(韓国)、 2009年(増補版)

11)問中俊明『古代の日本と力日耶(日本史ブックレット 70U山)I[出版校、 2009年

12)斡善京(松波宏縫訳) f清原南城谷遺践の性格JW滋婁(特集日韓古代山城研究セミナー)Jl14号、古代山城研究会、

2009年

13)臼永鍍(寺i吋洋訳)f姑潟:山城の築造時期の考察JW構築(特集日韓古代il1城研究セミナー)Jl14号、古代山城研究会、

20091:J三

14)問中俊明「日本・朝鮮の箪事遺跡JW律令悶家と東アジア(日本の対外関係 2U古川弘文館、 2011年

15)松波法隆「韓国古代の武装と攻城兵器JW古代山城と戦争を考える Partl;武器・武装篇(第 46閲古代山城研究会予稿

集)Jl古代山城研究会、 2012年

16)李l=I'tlf韓国古代城車[Hこ対する小考一最近の考古学的調査成果を中心にーJW神縫石系山城を考える九州、[vs瀬戸内(第

4718J古代山城研究会資料集U 古代~IJ域研究会、 2013 年

17)向井一雄「商羽本の古代山城遺跡一類型化と編年についての試論JW古代学研究Jl125、1991年

18)向井一雄 rlLJ城・神緩石JW古代の官術遺跡 II遺物・遺跡編』奈良文化財研究所、 2004年

19)向井一雄「古代山城と創建期多賀城との比較JW第 36回古代城柵官街遺跡検討会資料集(多賀城発掘 50年の成果と課

題U 古代城柵官術遺跡検討会、 2010年

20)向井一雄「駅路からみた古代山城 免せる ~LJ城論序説J W地図中心Jl453、日本地図センター、 2010年

21)向井一一雄「古代山城論一学史と展望JW古代文化Jl62-2 特輯百本古代山城の調査成果と研究展望(下)、 2010年

22)向井一雄「古代山城研究の最前線一近年の調査成果からみた新古代山城像 J W季刊邪馬台国Jl105号、梓誉院、 2010

年

23)向井一雄「研究史・泊代山城一神経石論争から研究繰越まで J W季刊邪馬台閣Jl108一号、 2011年
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鞠智城は築城年こそ不明ながら 698年に大野城などと共に修築されており、版築士塁や門礎石(唐居

敷)の型式から自村江敗戦後の天智朝に大野城や基捧城、金田城などと共に築城されたと考えられてい

る。大野城などと比べると、険しい山地ではなく丘陵上に占地しているが、米原を内城として西から北

側の丘陵や南側の河岸段丘を外城とする二重の防衛ラインが読み取れ、周辺地形を巧みに利用した縄張

りを持っている。このような複郭型の縄張りプランは、鞠智城だけでなく日本の古代山域全般(九州|の

神寵石系を除く)にみられるもので、一つ一つの山城が単独で、も地域の防衛拠点としてある程度持ち堪

えられることを期待されていたことが読み取れる。鞠智城の築城された菊池川上流域が北と西は筑肥悶

境及び玉名方面、南は熊本方面、東は豊後方面と一中部九州の各方面への連絡の至便な交通の要衝に位

置することも、これまでよく指摘されてきたが、このような地域内での無駄のない絶妙な選地は他の古

代山城と共通する。

縄張り的には、小型山城による線的配置によって防衛網を構える熊津・扶余期の百済や中規模山城の

拠点的自己置をとる新羅の防衛システムとは違い、高句麗の遼東半島方面の防衛体制に近い。情・唐の数

度にわたる侵攻を退けた高句麗の山城群が評価され、模範とされたことは想像に難くない。その点はク

ライアントたる近江朝廷や百済からの亡命貴族らの思いをそこに窺うことができる。しかし高句麗山城

の妨鮪ラインが強力だ、ったのは、一つの山城の規模や縄張りプランもさることながら、石築・土築の城

壁の高さや堅牢さ、域内を守る工夫や堆城・曲城・女堵・ 2手馬堵といった付帯施設、城内部における戦

略物資の備蓄と広大な貯水池、そして何よりも防衛ラインを有機的に結びつける強力な箪団の存荘があ

ったからに他ならない。日本の古代山城が“百済式"でないことは先に指摘した通りだが、かといって

高句麗山城のデッドコピー(複製品)でもない。日本の古代山城は当時の日本が動員できる技術・労働

力によって造られており、城の構造的な面だけとっても百済・新羅にもレベル的には及んで、いなし、。 13

本の古代山城の源流はどこかと間われれば、築城された古代日本の各々の地域一地元であると答えるべ

きかもしれない。

国土を戦場とする山城による防衛体制は日本に根付かず 8世紀初めに崩れてしまうが、律令国家は全

悶的な戸籍に基づく徴兵による巨大な軍団制と駅路・燦1遂織による交通・通信インフラによって城郭を

持たない新たな防衛体制を模索していった。それから 500年余り後の元冠の時(文永の役 1274年)、博

多湾岸で、破れた鎌倉武士自は水城跡まで退いて総崩れとなることを免れた一古代の防衛線の有効性が証

明される結果となったことは興味深い。
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(7)列者が出現するのは統一新羅以降

日本では神鑑右系山城の列石のルーツとして、 1983年、独立記念館の建設時に調査された木)II(モク

チョン)土城(忠南天安)で、基底部に列石を持つ版築土塁が見つかったことが、いまだによく紹介される。

そして木)11土城の所在地が百済地域に含まれることから、列石(韓国では基壇石という)は百済山城の

特徴であり、それが日本へ伝わり神龍石系山城が造られたという。しかし、これは調査時点からわかっ

ていたことなのだが、木)11土城からは百済の遺物は全く出ず、出土したのは統一新経から高麗時代の土

器や瓦片ばかりだ、った。その後、各地で木川土城と類似した列石を持つ城郭の調査事例が増加し、現夜

では韓国における列石の出現は早くても三問時代末期、一般化するのは統一新羅時代以降とみられてい

る。

神衿(シングム)城(忠南洪城郡)、蛇山(ササン)城(忠南天安)、扶蘇(プソ)山城(忠南扶余)、華山里

(ファサンニ)城(慶南蔚山)、堂甘禍(ダンガムドン)城(釜山)などで列石が検出されているが、中でも

*川土城によく似ているのは、 1990年に調査された神衿城で 9世紀代の築城とされている。タIJ石の配列

の方法からも新旧が想定されていて、蛇山城のように傾斜地でも一定の勾配で直線状に配置されるもの

が古く、木)11土城のように階段式に傾斜地を登っていくタイプは新しいと考えられている。また韓国で

は列右前面の柱列も検出されているが、石ダIJ関に立柱し土塁に半ばめり込んだ状態で設けられている。

柱間間隔については、三閣時代には1.2~ 1. 8mと短かったものが、統一新羅時代以降に 3m以上となり、

高麗時代には 3.5~4m と次第に長くなっていくこともわかってきた。

日本への山城導入期に、列石を使用する工法も入ってきていることは間違いなさそうだが、朝鮮半島

でもまだ普及していない状況で、自然石・害IJ石使用の段階であり、切石の列石が古い段階に臼本で先に

登場するとは考え難い。神龍石系山城の中でも北部九州、|のtJJ石列石を持つグループOを古く考える説は韓

国における城郭調査の成果とも矛盾している。

3.韓国古代城郭と鞠智城

百済・新羅地域の山城では三国統一後、より高い山岳へ立地するものと城盤が山の斜面から平地へ降

りてくるこつの類型が成立する。高い山岳に立地する山城は純軍事的城郭で三国時代よりさらに大型化

してし、く。日本では、朝鮮半島の山械を“逃げ込み城"のイメージで捉えているが、海外からの大規模

な侵略時に住民を保護する「保氏用Jの山城は高麗時代に起源を持っている。平地へ降りてくる平山城

(土城)は高麗時代の古色城につながる城郭で、行政的機能を担当したとみられている。軍事→行政へ

の機能の違いは城門の位置や形式にも反映しており、防御に有利一→出入の使手Ijさ、懸門式→平内式へと

推移する。市街地を聞い込む邑城は倭冠の略奪から守るために造られた城壁で、現在、観光地や時代劇

のロケ地となっている楽安邑城や海美邑城などの姿は朝鮮王朝(李氏朝鮮)時代のものであり、古代の

韓国城郭本来のものではない。そうしづ意味では、世界遺産となっている水原の華城は山城と邑城が合

体した形式を持っており、 18世紀末に築城された韓国城郭文化の集大成ともいえる城である。

日本;の城が古代から中世・戦国、そして近世から幕末の台場や近代要塞まで様々な変遷過程をたどっ

てきたように、韓国の城も遼西の高地性環榛集落に淵源を持つ高句麗の山城をルーツにして、その影響

を受けた南部の百済、新羅、伽耶諸国で、山城が築かれ、その後の歴史の中で多様な展開を遂げる。古代

朝鮮諸国で発展した山城による防御システムは、湖海、遼(契丹)・金(女真)といった北東アジアの城

郭文化にも影響を色濃く残していることが最近のロシア沿海州方面の調査で明らかになりつつある。
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新しい城が築かれているところが他にもあるが、聖興山城のようにその築城年代を具体的に追うことが

できる事例はほとんどない。

501年というと 6世紀初頭一熊津に扉居していた百済が扶余に遷都して新たな展開を始める頃に当た

る。扶余周辺にもいくつも山城が残っているが、やはりいっ頃の遺構なのか表面調査では不明な点が多

い。古城の遺構は扶余遷都期の百済L1J城がどのような城だ、ったのか示しており、百済山城の実態や編成

過程、新羅の城との比較など様々な課題に答えることができる可能性を持っている。しかし残念ながら

吉城の発掘調査は行われておらず、先に紹介した踏査による情報以との詳しいことはわかっていなし、。

(6)伽耳目の城郭一鳳風土城、城山思土城

朝鮮半島南部 、洛東江の流域に、百済と新羅とは別に伽耶諸国と呼ばれる地域があった。この諸国の

王墓と推定される古墳群の背後にも吉代山城があり、これまでは伽耶諸国の山城と考えられてきた。し

かし韓国での城郭調査が進展してくると、これら伽耶地域の山城も実は新緑が伽耶地域にi輩出、併零し

ていく過程で、占領地域を支配する拠点として築城されたものだったことが明らかlこなってきた。

例えば、慶南威安の城山(ソンサン)山城などは、当初は安羅国の王宮とそれを守る城だと思われてい

たが、 1991年からの発掘調査の結果、大量の:;jて簡が出土し、 6世紀代に新羅がこの地域に進出した時、

支配拠点として築いた城とわかった好例である。城山山城では新羅の城壁工法である基壇補築も見つか

っている。また 2008ij三に調査された区済島の廃王(ベワン)城は 7世紀に築城された新繕の山城で、 1壬済

島では最古の城郭であることがわかった。在済島は『規志韓伝』に「倭と界を接す」と記された弁辰の

濃虚(とくろ)国の有力な比定地だ、が、 j費虚留が新緑に併合された後、住済郡という名前に変更されたと

され、廃王城もその頃築かれたと考えられている。

『貌志倭人伝』にも登場する狗耶韓関(弁辰狗耶国)一三国期には金官伽羅国と呼ばれる有力な国だ

が、この金官国の王宮があったとみられる遺跡が 2003年、金海の市街地で発掘調査された。その遺跡、が

鳳風(ポンファン)J=城で、鳳風台と呼ばれる低丘陵(標高 45m)のj笥閤 2kmにl幅約 20mの土塁がめぐ

らされていることがわかった。またこれも伽耶の有力国である多羅閣の王墓のある険川でも、玉田古墳

群の南に接する城山里(ソンサンニ)土城が 2009年に発掘され、黄江に崩した標高 53mの丘陵上に築か

れた伽耶時代の土築の城がその後、新経によって石築に改築されたと推定されている。

このような低丘陵上の土築の城が、伽耶時代の城の姿であることがようやくわかってきている状況で、

山城については、 200~400mの非常に小規模な山頂式山城が伽耳目時代にも築かれていたらしいが、百済

や新羅の山城とはプランや城壁構造が異なっている。 2008年金海の良洞(ヤンドン)山城が発掘調査され、

三角形の水口(石塁の排水口)の独特な形態から伽耶の山城ではなし、かと報道された。しかし発掘され

た城内は袖部が円弧状となる百済型である点、城壁基底部には新羅山城の特徴である慕壇補築があるな

ど一伽耶の山城とは断定できない。 2012年には大伽耶国の王都である高霊の主(チュ)山城の発掘調査

が開始され、城壁基底部に基壇補築のあることがわかった。この城壁が大伽耶時代の遺構なのか新羅時

代に修築されたものか意見がわかれているが、発掘調査では城壁の内部からもう一つ小規模な城壁が発

見されており、こちらが大伽耶が築いた城擦であった可能性が高い。伽耶地域は在済と新羅の係争地域

でもあり、城郭も様々な影響を受けていることが予想される。
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ぼ築造された時の状態を留めていると考えてよく一化石的な遺跡といってよし、かもしれない。

しかし、最近韓国の忠南錦山郡で百済扶余後期の遺物しか出土しない山城跡が見っかり出目されてい

る。何故注目されるかというと、一時期の遺物しか出土しないということは、現在残っている遺構一石

塁や城門など がその一時期の遺構の状態を示していると考えられるからだ。その遺構の特徴を、他の

時期のわからない山城と比較することで百済の扶余時代後期 (7世紀前半頃)の城郭を見分けることが

可能となってくる。

その山城の名前は栢嶺(ベクニヨン)山城といい、当時の在済と新羅の国境線i世帯に築かれた山城の品

つである。百清滅亡時のエピソードに出てくる東方の要衝として f炭腕Jの候補地もこの山城の近くで

ある。栢嶺山城は周囲j207mの小規模な山頂式山城だが、北側の稜線沿し、からの侵入に対しては堆城が

設けられ、 2ヶ所ある城門は懸門式で、域内が途中でクランクする一日本の中世山城でいう内析形とな

っており、非常に堅固な造りとなっている。城内中央には木榔康と呼ばれる倉庫ないし貯水用とみられ

る遺構も見つかっている。

注目すべきは、城門のプランで、城門左右の石垣が門の袖部分で角張らず円弧状にカーブしているこ

とである。実はこの様式の城内は、百済の最後の都となった扶余の南方 林川の聖興(ソンフン)山城と

論山の魯城(ノソン)山城の城門にあった。阿城は城門の型式だけでなく、石患が切石積みである点、懸

円である点なども共通しており、部分的に見ると見分けがつかないほど似ている。同城が何らかの関係

にあることは窺えたが、城の年代はわかっていなかった。

聖興山城では史跡整備のため、数年前に東門が発掘調査されていた。この時城門の石塁直下から百済

扶余時代の土器が出土したため、現在見る遺構が百済扶余後期の築造ではなし、かと報告されていたのだ

が、扶余後期のプレーンな遺構を残す栢嶺山城の発見によってそれが裏付けーられることとなった。聖子興

山城一魯城山城ー栢嶺山城は、百済が扶余に都を置いた扶余時代の後半一七世紀前半に築かれた兄弟城

ともいえ、今後扶余周辺の城郭調査の一つの指標とすることができるだろう。

(5)聖興山城の新城と古城 6世紀初め・扶余遷都期の百済山城

型興山城は、城名がわからないことが多い韓国の城の中では珍しく、百済滅亡後の復興軍の抵抗や羅

唐戦争時にも登場する f加林城Jに比定されている。加林城は、百済が 538年、熊津(公州)から澗比

(扶余)へ遷都する少し前、 501年に築かれたと記録が残る。現在城祉を訪れると楕嶺山城との関係で

紹介した大型の石築山城(周囲 1.2km)が見られるが、この石築城の東南側lに接しでもう一つの城があ

ることはあまり知られていなし、。ちょうど石築城の南F'Jから東門の城壁を共有するかのように東側の緩

やかな谷を利用して小規模な包谷式山城が造られているのだ。南内から東門の稜線部分では東側の城の

城壁の上に西側の苓築城の城壁が乗っており、東側の城が最初に築かれ、その後西側の石築城が場所を

少し移動させて造られたと考えられている。

東側の城は一見土築の城のように見えるが、部分的に石積みが見える箇所があり、その部分の観察に

よると、城壁のl隔は 6.5~7m、高さは1. 8~2mで、城壁の下半部に高さ 80cm ほどの自然石を使った野

面積みの石垣がある。上半部が石築なのか土築なのかは現状では判断できない。東側の城の規模は悶側

の城より少し小さく周囲 850mぐらいで、南辺には域内らしき城壁の開|コ部もある。

商侭IJの石築の城が「新城」、東側の城が f古域Jということになり、新城が扶余後期頃の城だとすると、

501年に築かれた加林城は古城に当たることになる。韓国ではこのように同じ場所に少し場所を変えて
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(2)韓国古代城郭の調査一多くの械が 6世紀以降の新羅の城だ、った

韓国ではこの 20年ほど、城郭の調査が目覚ましく進展してきたが、地表調査や発掘調査を行ってみる

と、大半の城が新躍の山城であることがわかってきた。新羅は 6世紀代に伽耶諸国を併呑し、北は尚州、|

から小白山脈を越えて忠、外!と清州地域に進出して、 556年には念願の漢江流域(現在のソウル地域)を

押さえる。新羅は新たに進出した地域に拠点となる山城を築き、支配拠点とすると共に、次なる進出拠

点としても活用した。

新羅山城の研究によれば、外郭線は石築城壁が多く、城壁基庇部に「基壇補築(きだんほちく )J と呼

ばれる三角形状の外壁補強を設けるのを特徴とする。また城内入口には階段などなく i世間から1.5~3m 

近い高さの垂直の壌となっている場合が多い一これは f懸門(けんもん)J と呼ばれ、新羅山城の特徴と

されてきたが、懸門構造は高句麗地域に淵源を持ち、百済地域にも事例があることが最近わかってきた。

いずれにしても防御するのに有効な戦調的な城門構造で平時には木製の階段や梯子を使って出入りして

いたと思われる。懸門は日本の山城にはないと思われていたが、屋鴫城の城門で初めて確認され、鬼ノ

城や大野城でも懸門構造だったと推定される遺構が見つかっている。

(3) I峨嵯山壁塁群・南城谷遺蹟の発見 5世紀後半の1高句麗南進拠点

最近の注目すべき調査成果として、 5世紀後半頃、漢城期の百済 (475年滅亡)を滅ぼした高句麗の南

進拠点が見つかり始めたことである。ソウルの漢城期百済の風納(プンナプ)土城を見下ろす漢江北岸の

峨嵯(アチャ)IL!の稜線上にill;:ぶ峨l嵯山壁翠群(約 20箇所)、滅ぼされた百済が第二の都とした熊津(公

州(コンジュ))の東方 30kmに迫った忠北清原郡の南城谷(ナムソンゴル)遺跡などが続々と見つかってい

る。現在最も南下した拠点は忠南大田の月坪湘(ウオルピョンドン)遺跡といわれている。

高句麗の南進拠点というと大規模な石築の山城を想像してしまうが、これらの遺跡はそのような常識

を覆すものだった。 峨嵯山霊塁群は一つの盛患が径 50m(九宣禍塗塁)ぐらいのものもあり、最大のも

のでも周囲 210m(峨l嵯山第 4盛塁)。しかし規模こそ小さいが横矢掛、かりとなる地域(ちじよう)を何箇

所も設けるなど戦闘的な施設である。また南城谷遺跡、や月坪洞遺跡は、プランは包谷式をとっているが、

城壁は土塁でも石塁でもなく木柵の域。ただし、ただの木の柵や板塀ではなく 「木柵塗泥城」と呼ばれ

る二重の木柵に塗り壁的なものを付加した特殊な城壁構造ーだったと推定されている。

実は 5世紀代の城については、新躍、百済共によくわかっていない。 i莫城期の百済の城は風納土城や

夢村(ムソン)土城といった前代の楽浪郡治の系譜を引く平地に土築城壁をめぐらせる城だったし、新羅

も王宮は平地にあり、南山の北麓に都堂仏i土城など小型の丘城を設けていたらしい(有名な慶州、!の観光

地・月城も 5世紀後半の築造)。まだはっきりとしたことはわからないが、朝鮮半島の南部で本格的な山

城が登場するのは意外と新しい時代のことらしい。

(4) 7世紀の百済山城の実態一栢嶺山城の発掘

先に「百済山城の実態はまだよくわかっていなしリと書いたが、それは朝鮮半島の山城が三国時代か

ら朝鮮王朝(李氏朝鮮)時代まで長い間 継続的あるいは断続的に一同じ城が利用されてきたからで、

現在見ることのできる城郭の遺構がいつの時代に造られたものなのか、はっきりとわからないことによ

る。その点一日本の古代山城は、少ない遺物の出土量からみても、また修築工事:の痕跡など見られない

遺構の状況からみても、比較的短期間に築造され廃域となっている。その後使用されなかったので、ほ
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韓00古代城郭からみた鞠智城

向井一雄(古代山城研究会・代表)

1.はじめに

日本の古代山城のルーツは中国・朝鮮半島に求められるため、大陸の城郭と比較することは重要であ

ると、指摘されてきたが、必ずしも比較研究は進んで、いるとはいえない。しかし最近の臼韓の古代山城

研究の進展は目覚ましく、韓国や中関東北部の城郭についても地表調査や発掘調査が実施され、格段に

その実態が知られるようになってきた。鞠智城の本格的な調査・整備が始まった 20年前には将来の課題

であった比較研究が行える時代が近づいてきたといえるだろう。今回は調査の進む中国・朝鮮半島一特

に韓国の古代山城の調査成果をご紹介し、日本の古代山城との比較検討を試みたいと思う。またその過

程で朝鮮半島城郭史における日本古代山城の位置付け、そして鞠智城の“源流"についても考えてみた

し、。

2.韓習における城郭調査の進展

(1)百済式山城とし、う幻影一日本の古代山城は百済山城のコピーなのか?

朝鮮半島の山城では、占i也・縄張り形態からみた「包谷式j と「テメ式(韓国語で、山頂式・鉢巻式の

意味)Jの分類が広く使われているが、両者の中間的な山城も多く実際に分類するとなると単純には分け

られない。また包柱式でも大規模なものを「連峰式j と呼ぶこともある。

日本の古代111城は、百済からの亡命貴族らが築城を指導したことから「百済式山城j だとよくいわれ

る。しかし否済地域の山城も含めて朝鮮半島南部の山城は周閉 lkm未満のテメ式山城が大半を占め、各

地の拠点となるiJj城でも lkm内外のものが多い。それに対して日本の山城の規模や形態は、最小の播磨

城山城でも1.6km で、だし、たい 2~3km までのものが多い。型式的は大型の包谷式ばかりでテメ式はない。

鬼ノ城や石城山城のような械を鉢巻式と呼ぶのは朝鮮半島の分類を誤解しており、大野城を包谷式でな

く鉢巻式と書いている文章を読むと理解に苦しむ。大野城は包谷式の中でも大規模な連峰式で、あり、高

句麗地域のiJl城にはこのような城もあるが同時代の百済、新羅地域ではこのような巨大山城はほとんど

ない。

韓国の山城は三国が統一された統一新経時代になってそれまでよりも比較的大きな山城が造られるよ

うになり、その後高露時代に軍事用の山岳城郭と古邑城と呼ばれる郡治など行政拠点のj戒に分かれてい

く。日本の山城は時期的にも形態的にも統一新羅時代の城に近いが、それでも日本の城の方が大きく、

かっ全周規模が揃っている これは何らかの「基準Jがあって それに合わせて平面フOランを設計して

いるからだ、と考えられる。また北部九州の山域の一部(し、わゆる神寵石と呼ばれる山城)には外郭線最

低点(谷間の水内部分)が平地まで下って非常に低い位置にあるのが特徴で、このような特殊なプラン

は朝鮮半島の同時代の山城には見られない。

8済人が指導したから百済式だというのは、あまりにも文献に引っ張られた解釈であり、そもそもど

のような特徴もって百済式というのかーそれほど「百ー済山城Jの実態はまだよくわかっていなし、。朝鮮

半島の城郭史の流れの中で日本の古代山城を位置づけーてし、く見方こそ今必要とされている。
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A 神能石系 1113成 ・朝鮮式山城

※IlJ城記号の (J抜きは所1":1:不明の想、注't也

出「代山城分布図

女奈良時代11I城 困者j¥lff

※?干i古iの問は新版 iI~ 代の 1'1 :4.:.1 :-3・ 4 ・6の市代史凶IV (1ド令H寺代)全集成

-1司Jff
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ぷ口 (現鎖iT)城 晋 陵F雄地問(据 1950年樹捨的地慰問絵制)

{参考資料滋典』記載の攻減守 域兵器及び緩艇

※攻城兵務

.r綴鎧尊王J・「飛主主梯J.r拠尊王j・f車努(絞車努)J・「巣恵j

.r木機j・「ノj、立高木緩J.r壌桜草J.r衝東J.r攻域機(短檎)J

.r砲(投石機)J・r;k箭J・「火沓J

※守攻減兵草寺

「権J・「狼牙拍J.r鉄火沫J.r布鰻J.r床努J.r~ (投石機)J

• r鹿角木J.r袋内刀惑い f守域機(長検)J

※水戦用具(艦艇)

「楼船j・「蒙衝J'r闘員藍J• r A:納J.r遊艇J.r海骨量j

参照図 2 中国城郭



分布凶(tjJIliJ法学省・お林省、)

千羽に

部 52 九部山...-t両国

参照図 1 高句麗山城
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日本書紀(6世紀以降)の記載する対外用兵事例及び続日本紀の用兵記事

i主体 I ~~j~休・物部(百淡使者の送使)船師 00 V sfモJJII

2 1 {F I ~Ij，朴正・近江 U!F伍(fil:新緑将) 60，000人

l 紛争体・物 i~il 大連立主 It色火つ VS 筑紫 ;gfl~31二。

と 2 "f と(欽明 ;li~.v:6) ・大{半羽淡支援

3{下538 I (欽Iljl，li( .\~L 7) .ex済から仏教伝米

欽叩1 9 '1'，欽|列・来(自滅支援) 3 7 0人 VS肉七j隠

1 5 '1三 i欽|列・主主 (Yii斉支援) 1‘ 00  ()人潟 10 ()注船 40後 VS主JげiE

1 7年 !欽明・火活 (13'済王子支J愛) 1， () () ()人 VS来li繰

2 :3'ド I í:J~ 1列・新総が{千万11ui介、 ・紀 VS 新~fg .大fl'VS i潟匂阪

栄峨 4'1三 |県自在・紀!jJ 麻 l'.~ てす(任郊丹波双) 20，00 ()人 VS新議

J1Í'i:~.チト 600 I現役、・ j克郎 (ijE新緑将耳 1()， () 0 ()人 VS新緑.i玄悩f<e

1 () 年602 I型{在、・米自奈子 (fA新都fi'l守叙) 2 f)， 0 0 0人

ド607 1聖徳、・透陥伎一→?主1fの悌i溜に附使来日

下609 I 忠・筑然大の初見

3 1 jド623 1 Jjl; 古・ j見 i'flí[;~~ 際世;ぅ~， (従来li綴将軍)数万人(長1'11倒)

::3 21，1三621 I※府がお旬11託、斉、新絡を捌}対する戸

好例 2年630 I者)，明.i設庶佼(初]Iiei]) 々年の帰阪に鹿{史井毛沢

孝徳大化 1'1'，645 I※腐の第 l次高イjJli:fE主ilE.?1lI十封市IJの消滅

3 {下6'17 I 相IIrと捌「戸の日立i澄

4 if~648 I 磐舟相1&と柵}立の設目立

I~J 鰍 1 iF650 I※新絡が済を聖書紋

:3 "1三652 I※庶が新絡の新を:tllll対する。

斉明 1 I，f655 I※尚七j足立と百済{こ攻懲された新絡が!疫に援婆請するじ

4 ijC658 I斉月IJ '11ìiJ部[~Jtt紛自iji 1 8 ()般VS蝦夷

5 {ド659 I斉月fJ・ 1111)俗↓;LJ制u自ifij 80終 V SII%t実

6 Jf660 I 斉例済滅亡・阿倍院!f~íjfillilí 2 0 0終VS粛倹

71，f661 I天智・ Illi)蓄えJ:I::;経夫連ミ寺市淡派遣・狭升迷僚機(百済復興ゴ子力引勢) f)， 0 0 ()人

天智 j '1e662 I 天智・阿奪三l七遺品夫i室等(回済復興王子船師 170般

2年663 I天野君行乙等(百済復興王子援 27，0 () 0人

ユ・民主t~1:î3Il' 等 (I:j済援鍛) 1 ()， () 0 0人

8rJ当村 j仁の戦いの鎖性子*1， () () 0般(新組長紀) * 40  ()終 (1汁)おト)

:3 iHi6'1 I 5月 府主主草1¥務 総*11-' 1 2月伶 この年対馬・を11度・筑然に!坊・伶、水城構築

4年665 I 8)~ 長門医]城・大野城と後減をお持築 9J-j Jお使劉徳rt活等 254人来臼→ lUJ帰国=送使(巡}杏使)

6 iF667 I :3 H 近江遷者 11月法使司ミi穂号車モ 11 (4作ーの選結伎を伴う)ー→ 4IJ後{こ帰国立送使

この月に高安城・!芸j急減.:0;閃1戒を構築

7 i手668 I天智11111主

8{j三669 I 8刃 向安峨修築(冬lこ施工) この年質成使、

9主F670 I Jj 尚宏J)H著者E、長内に 1減・筑然に 2城の構築(進出記事)

1 0 年671 I 1 n 尉使泰守自主来日今 8)'J係閣 1 1月庶将域享i務総 60 ()人十捕虜難民 1，4 0 0人=船 47伎でうたる→

官同守主イf 月 1 2 fj ミ籾没

ヌミ武日Il{ji:前672 I 5月 初日成将軍郭務綜帰国 6月211:1ミ武立つ→天ii竜江伊賀悶郡司溺数治人→伊勢1:i8111¥WJI習5() 0人十美淡i謂

:3， () 00人十j主張1:i820，000人→(多民品治:3， 000人、 i夜始連後 1，() 0 ()人、竜問守り :300人

逢j反の犯所数子J人、;Pefo守り数百人、近江別苦手1I1泳200人)

持統 4均二690 I 5月 総照宮造営 者J会→竣Jよ遜者1¥1ま 7年 1211 

文武 21，1二698 I 百円 大聖子・基燐・鞠智の各械仕掛i修(大家!手f) ・ 8 月 I~~ij 安城の修理(Ii:f 営)

;ぅ年699 I 9月 尚安械の修理(i立常) ・12月 三野・稲f責の各1戒を補修(大宰府)

大友 1'cj二701 I 8月 高安城の廃止

約1鋼 jl，l三708 I 1月 ギ城京選者1認→竣:工選者111土3年 3月

和銅 2'1三709 I 月 蝦夷地(日本海沿岸)への:iJjj攻

養老 :3 1，1:':719 I 12月 備後間淡城・ ~ì'ßYj成を廃止、 ( 7月に絞祭伎の設i茂)

4年720 I 悠人有u王、蝦夷征庄工彼爽将軍

神色 11，1三72'1 I 多賀1成設音量

ヌミijL 15{1三743

天平勝宝 8年756

ミ平安ド li]二757

Y'I三759

8i]三764
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j狭間Jf;Jの設i雪(前年{こ大宰府を廃 11:) →天平 17年に大捺JnIこ後活

lui校狩:工:→768年完成

i坊人の本絡(※天平2!，j三7:l0(こ 時停止)

博多大j殺の初見

博多大津波
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車丹鮮式。

*比i専J:減 IJJllj自主IfLj'lilからの比i高
設|半焼筏(会問) 小型~=650丈(士c2000m) 前後、 '1'羽ニ 1000丈(ヰ 3000m) 前後、大問= 1300;t (4000m)以上

| 中形態 山上=J貞部鉢巻き型、抱谷口傾斜i宜ilifj縦型・(111) 山城、(司王やま)ひらやま城、(司王さん)ひらさん城→日本城郊の分類観

記 1 *機能 守城=有事縫城、 liij衛 z 進攻拠点 .fji成工単独所姓c 迷聖書=支J).州司的相体1'1'1:あり。

ヰ備考 i:iJl鮮式:天智;?:eの記載、ワ付きはその準用
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②新設

・恰J:::城:天平勝宝8年(756)の着工、神議員ー雲 2年(768)の完成

(2) 筑紫大宰府(つくしのおおみこともちのつかさ・速の朝廷)

①筑紫都督府

・日本書紀の認知する倭国内の唐国制度度接記載の唯一例

-唐国安東都議府筑紫都督府(唐国のi亙轄地)→九州を所管か?

②筑前回の国府を兼帯

・有明海沿岸域(火国)への筑紫国分間(筑後間)の分断的挿入

*有明海沿岸域山城フォーメーションの中心域を掌握

③管内の山城管理

・文武 2年(698):大宰府をして大野、基陣、鞠智の三城を繕治はしむ。

・文武 3年(699):大宰府をして三野、稲積の二城を修らしむ。

④鎮西府

・天平 14年(742)に大宰府を廃止して翌年・末に設置するも、間 17年には廃止されて大宰府が復活

する。

-将E夜、副将軍、判官、主典

⑤恰土城の新設と博多大津城

・天平勝宝 8年 (756)の着工、神護景雲 2年(768)の完成

.大弐吉備朝臣真備

・博多大津城:営城監の初現が天平宝字 8年(764)

(3) 治土城と鞠智城

①恰土城

・唐式山城(仮称) ・平山(ひらやま)城→王手地箇所の兵営機能

.ブォーメーション:大宰府の対海上用陸上軍事拠点

②鞠智城

・唐式山城(仮称平山(ひらさん)城→山頂平士旦箇所の治所機能

・フォーメーション:大宰府の後背地方4¥の軍政拠点(日本型鎮城 7)

*東北地方の城柵を都城型城郭の日本化した憲政拠点に見立てれば、鞠智城はその初現形態と

評価できるのではないか。
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-倭凶内の戦時体制化

②唐国安東都議府熊津都督府(前百済国領)領内での倭国軍の軍事行動

.領内に侵入した倭国軍とゲリラ化した残存百済閏窓の排除掃討

・侵攻倭国績の主要兵力と兵結及び後方支援の問題?

③白村江の決戦(海戦清国箪が倭国績を磯減

-倭国水軍(船師)の壊滅

・!青i司71¥軍(艦隊)と倭i型水軍(船団)との戦力での組織及び装備の優劣(較差)

-唐i主|による敵対外諸国の本拠地への懲罰的侵攻→百済国王都制圧の電撃作戦が前例

④倭国(天智政権)の緊急の防衛体制と迎撃箪事施設の構築

. {委国兵力は迎撃用水軍が壊滅状態ー→陸上兵力での対応土山城の新設と第ー期山城の改葬

・熊津都督府治所から倭国王都(大和)への海ヒ侵攻経路への哨戒通信施設(r峰J) と要地

(中継地)防御用 ILJ城の設置及び陸上兵力の増強(r紡J)

・那津官家(屯倉)への水際防御施設の整備が不可能な状況(占領容認)

. )吾国箪侵攻に結果的に防衛I機能不全の百清式山城導入の問題点

*戦時体制解消後の早期退役及び用途変更

⑤筑紫都替府(天智紀 6年 11月の条)

・!音問及び唐国吉済鎮将の使者の倭国係留地(橋頭佳・占領地)は那津宮家(屯倉)

.大陸への倭国前進施設の博多湾沿岸域から後背山間部への後退→筑紫大宰府

・有明海沿岸域(火|調)への筑紫国分国(筑後国)の分断的挿入

(2) 倭|認の敗戦後処理

①天智政権の遷都(王都の逃避)

・唐悶戦勝将軍のヨミ都来訪と軍事施設型都城の非整備

-朝鮮半島での母国権益の放棄と敗戦の素任回避→倭国内での敗戦責任追及の非成立

.畿タトへの遷都→東国への依存→西国への依存低下

②天武政権の誕生と戦後処理

・唐悶の倭国派遣将箪の帰国と大海人皇子の武力決起(クーデター)

.戦勝国への傾倒と統治体制の倣(効及び外交関係の修復

-朝鮮半島の権益放棄

5 律令体制の整備と山城施策

(I)山械の修理と退役及び新設

①既存山域の視察と修築及び廃止

-高安城:持統 3年(689)、文武 3年(699))、大宝元年(701)に廃止

・大野城と基捧城:持統 3年(689)?、文武 2年(698) (後掲)

-鞠智城:文武 2年(698) (後掲)

-三野城と稲積城:文武 3年(699)

-茨城と常城:養老 3年 (719)に廃止
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'1検山城類:専守防衛(ディフェンス)

.国堅固級及び大型所!裂回級

④進攻拠点(嬬頭盤)型の機能

-緩山城類:前衛基地(オフェンス)

.城堅凶級及び小型所堅|詣級

(3) 築城の施策と施行

①経緯月IJ添の年表)

・第一期目新羅征圧画策期 (it古 8 1手 600~伺 3 2年 624=唐が高イサ鹿、百済、新羅を冊封)

渡海出兵の戦時体制の整備に基づく71<箪徴発地方への経年的な箪事施設(山城設費)

→施策の長期MJな個別施工のため紀への記載事項には奈らない 70

-第二期:百清支援の参戦準備期(大化 511三649の百済息子入質i7と況下での百済の新羅に敗北と

唐の高句麗、百済のf正言、f施策への対};0c 斉明 6:If三 660の)膏と新羅による百済祇!被に伴

う百消再建への参戦)

-第三期.天智 21f三 663の白村泊:での惨敗への対応の緊急迎撃軍事施設 (IL!城)の設置

→天智紀の築城記載

・第四期:既存山城の改修期(藤原宮遷都・持統 7 年 69:3~高安城退役・大宝 1 年 70 1)

※必要現役山城の「近代改装j か?

-第五期:恰土城の新設と博多大津城の整備→天王rz勝宝 81f三(756)の着工、神l護景雲 2年 (768)の

完成及び天平宝字8年 (764)初見の博多大津織の整備

②築城と退役

・築域記載:第三期のみ。

・就役(運用三尾城(戦腔)、鞠智城と三野城と稲積城(修築)

・退役・高安域、茨城、常城

③施工の周辺環境

-奇土(版築)工法のでの施工→氏寺の造営の土木技術の応用

*飛鳥、白鳳前期の寺院(畿内外以西播!語、備前、舗中、備後、安芸、讃11皮、筑前

・施工の土木作業要員数(被使役者たる在地民と中間管理者たる国造層及び郡司層)

④城兵(戦時必要兵力)

-守城兵員と守城要員

.樋株

⑤U-1Jj長と都城(王都・京城)

.城壁無き都府の整備

4 天智紀の山城(第三期)

(1)百済国再建への倭国(天智政権)の軍事介入

①百清隠滅亡

・1膏(中華帝)国の外藩国制圧→底轄版図化

・倭国内での亡命百済政権の擁立と再建への現地軍事介入(派兵)→唐国への敵対
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3 西日本の古代山城

(1)城郭形態

①山城

・頂部占地型(~lJ上型或いは頂部鉢巻き型)

-山腹l封地型(簸箕型又は抱谷式或いは傾斜面図繰型)

・居住適地の谷間(水原共伴地)を主体域とする。→山頂、山腹共に抱谷式の立地

②構成(縄張り)

-単郭構成囲繰型

*付属郭を伴う場合を含む

*日佳品の例外 讃 11皮城山城(震島城設置に連繋した山上型:内郭への改造か?)

③規模(全周・確証 21筒所)

. 2000m (約 650丈)前後二=小型

唐原城、鹿毛馬城、間志11皮城、金田城、把木城、おっぼ山城

. 3000m (約 1000丈)前後=中型

大越小廻山城、鬼城山城、石城山城、屋島城、城山城(内郭)、永納山城、御所ヶ谷城、

雷山城、高良山城、女山城、帯隈山城、鞠智城

・4000m(約 1300丈)以上=大型

大野城、恰土城、基捧城、城山城(外郭)

④城壁

・局部石翠付き土城(土塁)

-城壁設備(女-J脅・馬面・敵楼等)の未検証

(2) 設置と主務

①分布

・三関(鈴鹿、不破、愛発)以問

・瀬戸内海沿岸域

-玄界灘沿岸域

.有明海沿岸j或

*例外:内陸部=三尾城

②分布の示すブオーメイションの形成とその構成

-瀬戸内海沿岸=個別単成型(自己完結的な単独所在)山城の配建

*神龍石系山城の配一置:難波津から那津への海上動線に対応

*朝鮮式山城の配罷:那津から難波津への海上動線に対応

・玄界灘沿岸域ェ個別単成型(自己完結的な単独所在)山城の配置

*三野城と稲積城は連繋併存型(那津周辺の局地対応)つ

・有明権沿岸域=連繋併存期(支城網的な相関所在)山城の配置 ※鞠智城は個別単成型

*神鑑石系山城の配置と朝鮮式山城との補完性

-大宰府周辺=連繋併存型(局地対応)山城の配置

③有事龍城(守圏域)型の機能
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(2) 高句麗山城の相関平地域府

①都城

・下古城子古城(王都)五女山山城、通溝 (I~内)城(王都)=山城子(丸都)山城

②平地域・平原城=前中華王朝の郡城・県城奪取後の治所

・前玄菟郡治所(玄菟城=平原城)高爾山城(新城)

・前遼東郡建安城(県治所)青石嶺rLJ城(高句麗城子山城)、霧河尖古(安平)城(県治所)

=虎山山城、河龍古城(県治所級:延古市) =城子山山城

※貌 存成 Wi高句麗遺跡』ではi広告〕麗山城の集積を、中|話国内 99筒所・本ij鮮半島 26箇所とする。

2 律令体制下の古代山城の倣徴たる唐代前期の山城

(1)中国南朝時代

①都城(中国一一般.参考)

-形態:天子、皇子育、王諸侯等の統治者の居所(宮城 .17']城)を中心に、隣接する役所(統治機構)

を設け(皇城)、その周囲に居住(街)区を区画配置して、これらの周聞に防御施設の城壁と護城

河を構築する。→都城型城郭:平城

・類型:都(京城)から県城及び鎮府城lこ至るまで各統治段階の治所に建造される。

-城郭:護城河と城壁(版築、碍築、石築)の四閤、及び、城壁上の各種防御設備の設置

・関連:長城、峰燐(=監視哨)

②東普の山城

-所在.京口(現鎮江)城、普陵羅城

-城郭:土塁(版築城壁)の間繰→城壁内外商の裾部に数段積みの条碑を施す0

.形態:抱谷式

・機能:晋陵郡治所と北府(北朝討伐箪衛)の鎮守城

.規模:周囲約 5km

(2)蔚時代前期

①山上式都域型城郭(日本城郭形態の「平山城=ひらさんじよう J型)

・石包城.唐前期の沙州(現甘粛省)の斑帰鎮城

-立地:台地状低小山地頭部

・機能:西域(河西田廊)の地域的戦術拠点

②山腹式都域型城郭(日本城郭形態の「平山城ロひらやまじろj 型)

・松播城.唐前期の松州(現l羽川省)の県城で、現城跡は明代の築城

.立地:河岸小盆地の山麓から山地斜面

-機能:吐蕃への要路の県城、広地域的戦略拠点

③山上式燥機型哨盛

・合壁宮:唐消防城の離宮(員IJ天武后期)で、宮殿又は官署的配置構成

.立地:比高 70~80mの緩やかな尾根筋頂部先端

・機能私見=洛陽城の直近郊外の峰燈台兼哨壁→格陽城南面西端の!草載13~ カミら 17 km (唐代

の路程では 30車工膚軍防令の峰燈台設置規定に即応)
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古代山城のフォーメイションと鞠智城

l:l:l宮徳尚(就実大学人文科学部非常勤講I~~î)

1 日本古代山城の祖型たる高句麗山城

(1)形態分類(貌在成氏に依る)

①簸箕型z 抱谷式、包谷式、仰盆式、拷権IIi争式、傾斜面閥縫型

・1J:i地:1険しい山地で、一方(前回)が低く三方(側方と背後)が高い尾根筋に閉まれて、

深し、主主筋と広く緩やかな斜!語(窮状)地を備えた地形。

→方向性は多様で、あるが、平面的には簸箕(保弘、月?の箕)の形態。

・城郭:懸崖の地形は自然利用、緩やかで平低な所に城壁を築く。

・機能:兵一土や住民が留まっての防御及び器材物資の備蓄

-類型:過半数を占める。

-規模:大半が大型と中型

②111頂期工鉢巻式、]頁部鉢巻型

・立地・高i峰IJjT亘音1)

・，J:itlli:全周か一方向だけの傾斜面の周|到の輸しい懸躍の111地で、 1頁部が平i況な高地0

・j成郭:懸践の地形は自然利用するが、その一部や傾斜僅i所に城壊を築く。

・機能・大型山城や中型山城の il:Ll城・支城J、及びH自室

・規1婆-小型が大半

-環境.麓に河}II流路のあるtlli。

③“築iJJT為城"型 (1峡谷許可端遮断~mD

.立地・双1I削犬独立 ILi塊

・IJ:i地・双山全の鞍部両脇の|峡Ilを城壁で遮!針すると共に、双111条をも断続的な城壁で閉向。

※山l頁型の変形か?→兵一一十二や住民が留まっての防御及び器材物資の備蓄

-機能・要路の戦術拠点やH首会主

-亜種・閲馬楠関i溢(主要j也に至る谷筋続路を城壁で遮|析し、両側尾根筋に繋ぐ)

要路のl1i与壁

④左右或いは内外取(複郭JgU)

-形態・簸箕型や 11JJ頁型のリJ~戒が稜線の左右に連なったり(連事1)) 、内郭と外郭の複台(輪郭び梯卒1)) 0 

・機能:拠点的i1J域

-規横:大型を主にして、中型、小型の各種がある。

⑤規模類型

-大型:全周 3000m以上、広域(地方)的戦略拠点0

・中型:金問 1000m~3000m未満、地j或的戦略拠点。

-小波・全周 1000111未満、大型及びI:j::l型のIII城の前衛的戦術拠点。要路の梢!佳

⑥類?1;U配笹

・類型の相関性による高句麗悶土防御体制の構築。→支城網の形成
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自

鳴
る

こ
と

三
声

。

左
兵

療
の

兵
器

、
自

ら
鳴

る
。

光
{
二
天
皇
の
不
予

兵
庫

の
南

院
の

東
成

鳴
る

。

兵
!
建
主
夜
鳴
る
。

是
夜
、
月
蝕
な
り
。

夜
、

左
右

兵
庫

の
鉦

鼓
自

ら
鳴

る
。

美
濃
掘
の
兵
I
i
It
自
ら
鳴
る
。

3
月

15
日
も
ま
た
鳴
る
。

，
門

町
一

品
(

引
n

，~.
， 

r
-
ん

ム
叫

故
な
く
夜
に
!
鳴
る
。
ま
た
気
多
郡
の
兵
!
慌
の
鼓
夜
自
ら

表
2

兵
藤

の
鳴

動 王争
:

∞ ∞ 域 主 訴

r
三
代
案
録
~ n u d由 m U M d

録 一 録

実 一 実

代 一 代

F H U 悶 P M M U 『
三
代
実
録
J



)
j
I
]
に
天
皇
・
皇
后

太
チ

に
金

・
銀

・
後

錦
・

幡
・

皮
を

|
紙

ず
か

文
武

:
E

の
爽

を
告

ぐ
c

天
武

11
:6
82
16
.1
 

高
麗
玄
、
下
部
助
有
卦
婁
毛
切
、
大
古
~
加
を
遣
わ
し
て
方
物
を
嚢
ず
。

来rr
媛

、
大

郷
末

会
釈

起
を

し
て
i荷

量
産
{
史
人
を
筑
紫
に
送
る
。

天
武

12
:6
83
 
1
1.
13
 

大
型
1¥
米

余
釈

起
、

大
那

米
f校

長
本

隼
務

天
武

13
:6
84
 
12
.6
 

jψ
I
良
金
主
叫
1.

大
郷

米
金
f差
i恋

大
}
脊
髄
学
金
三
ご
t
姉

lI
'
3
繍
生
需
と
臼

5苦
史

支
然

、
百
I斉

の
役

で
J告

の
捕

虜
と

な
っ

た
猪

{
史
i皇

子
役

と
筑

紫
三

新
緩

、
大

奈
末

金
物

(
婚

を
派

遣
宅

途
得

を
筑

紫
iこ

送
る

φ

フ
ミ
武

14
:6
85
 
1.
26
 

高
向

絹
lli

麻
呂

、
都

努
朝

臣
守

二
僚

ら
、

新
緩

よ
り

至
る

。
学

問
{

曽
の

綴
常

、
3雲

綴

が
従

い
幸
1]
っ
た
。

事
号
線
玉
、
献
物

馬
2
疋

、
犬

3
媛
、
数
読
書

2
号
室
、
告
書

2
繁

と
緩

々
の

宝
物

で
あ

っ
た

。

1
1.
27
 

新
車
産
、
波
珍
J食

会
智

祥
、

大
1¥可
J食

金
健

勲
を

透
わ

し
て

務
政

し
、

進
言

問
金

・
銀

・
綴

錦
・

綾
緩

・
金

総
・

厚
手

風
・

鞍
皮

・
1特

布
・

薬
物

等
6
0
余

穏

話
1]
に

皇
后

・
皇

太
子

・
5苦

親
王
に
南
先
物

持
統

l
:6
87
 
9.
23
 

新
縫
王
子
食
事
審
林

級
;
食
金
i孫

基
寒
・
級
捻
金
仁
述
・
大
会
革
主
務
fヨ

ら
悶

政
を

奏
緩

金
・
室
長
・
絡
・

1fi
・

皮
・

鏑
・

鉄
等

10
余

績
を

献
す

し
、
調
賦
を
商
人
ず

c
iJ
l]
に
{
ム
{
象
・
彩
縞
・
鳥
・
潟
な
ど

10
余

綴
を

献
ず

。
害

者
林

の
献

物
(

金
・

4主
主

・
彩

色
・

稜
々

の
珍

物
80

余
種

)

持
統

2
6
8
8
 
8.
25
 

耽
緩
王
、
{
主
主
;
主
力
E緩

を
透

わ
し

て
}J

物
を
1歓

ず
G

持
統

3
:6
89
 
4.
20
 

新
羅

、
級
J食
金
滋
.
I
ls

ら
を
i設

わ
し

て
天

武
の

爽
を

弔
す

c
学

問
f段
耳耳
耳悲

観
智

を
i去

り
、
日
1]
に

金
銅

阿
弥

陀
像

・
金

銅
観

没
者

答
穣

{
象

・
大

勢
玉

三
等

医
薬

各
11
:本
、

総
鳥

・
3活
1
・

綾
を

紙
上

持
統

4
:6
90
 
9.
23
 

新
緩

、
大

奈
米

金
i高
司
11
ら

筑
繁

に
圭
1]
る。

大
成

学
問
f将

智
;
長
・
浄
願
、
捕
虜
大
{
半
部
隊
時
半
を
i造

る
使

持
統

6
:6
ヲ
2

11
.
8

 
新
E童

、
級
J食

朴
f窓

徳
、

・
金

深
縫

を
遣

わ
し

て
i隼

調

持
統

7
;16
699
3 5

 2
.3 

新
経
、
;
少

j食
金
j工

潟
、
韓
若
ミ
麻
念
!
湯

y
じ
ら
事
jl
文

去
の

授
を

告
げ

る
。

持
統

9
3
.2
 

王
子
{
s
良
琳
・
議
後
中
卜
強
i笥

・
車
産
奈
!
蒜
金
凋
襖
・
金
忠
ill

J
ら
関
政
を
泰
3苦

し
、
言
問

大
使
金
所
三
在
大
3
i
元
年
:
iE

月
14

日
本
す
。

進
物
を
献
す
定
。

文
武

1
:6
97
 
10
.2
8 

新
車
産
の
一
台
J役

金
粥
官
事
(
大
使
)
・
奈
麻
金
{
壬
怒
(
制
使
)

ら
来

綴
特
設
{
定

文
武

4
:7
00
 
11
.
8

 
露
李
主
役
金
所
毛
(
大
使
い
医
薬
換
金

Jq直
属
華
(
小
使
)
ら
孝

B1
l
:
E
の
母
の
漢
を
告
げ
る
。

孝
s1

l
:
E
の
漢
を
告
げ
る
使

大
:
E
I

:7
01
 
1.
23
 

透
綾

伎
の

任
命

い 汁 一 罰 ゆ 一 経 持 品 川 一 、 w
 

--
.J
 



11
.
10
 

1ぎ
[E
j
f吏

人
草
1
¥
務
総
ら

6
ω

入
。

送
伎

の
沙

宅
係

絞
ら

14
00

人
が
、

it
'!
翌五
事
iこ

泊

ま
る

と
筑

紫
大

挙
紛

が
伝

え
る

c
1
f
I
¥
守
・
弓
矢
を
賜
う
。

天
武

1
'6
72
 
5.
28
 

高
麗

、
書

官
都
E富
1J
O
林

ら
進

課

1
1.
24
 

新
車

産
の

金
持

爽
ら

を
筑

紫
で

饗
す

。

天
i品
:
2

 
:6
73
 
5.
8 

1ft
緩
、
王
子
久

1獄
芸
・
務
\
~
華
字
麻
ら
を
透
わ
し
て
籾
資

悶
6.
15

新
級

、
鶴

間
J会

金
7止
7
e
-
r>可
J食

金
紙

・
大

会
議

雪
ら

を
i資

わ
す

c
天

武
天

皇
の

勝
機

を
後

す
。

新
E在

、
ー
だ
;
食
金
i議
{
湾

総
奈

京
金

波
11J

ら
も

透
わ

す
符
天
泉
の
司
~
~
1
i
J
!
:
，
数
千
主
;
・

i議
(
索
、

jf
(7
!:

-
i裟
1需

さ
と
筑
紫
に
送
る
日

8.
20
 

高
麗
、
上
部
絞
頚
大
兄
昔
1
l
子
と
言
I
j
昔
日
大
兄
{
i
J
j
千
ら
を
遼
わ
し
て
務
質

新
緩
、
車
章
奈
米
金
利
主
主
を
1震

わ
し

て
J高

層
霊
{
吏
人
を
筑
紫
iこ
i去

る
c

天
武

2
:6
73

1
2

 
新
緩
、
車
事
芸
ミ
京
金
利
益
を
i笠

わ
し

に
i高
島
長
fiJ
!:を

ill
る。

天
武

4
:6
75
 

新
車

産
友

子
忠

元
・

大
室

主
級
J食

金
Jt

蘇
・

大
監

奈
来

通
量

天
神

・
潟

霊
長

伎
の

送
使

第
事
長
大
麻
朴
正
1
:
;
1禁

・
貫
寺
署
左
大
会
金
治
水
ら
進
言
罵

3
 

奈
末

金
風

耳
s

-
奈
井
ミ
金
孝
詩
話

T.
C子

忠
L元

を
筑

紫
に
iき

る
c

3
 

高
麗

、
大

兄
E富

子
、

大
兄

多
武

ら
を

遣
わ

し
て

朝
賞

新
車
産
、
級

j食
+1
、
動
fr室

・
大

奈
米

金
袋

線
を

遣
わ

し
て
i隼

綴

7.
7 

小
線

上
大

(
半
i露

関
1蘇
Eき

を
大

使
、

小
錦

下
三

戸
宅

士
入

石
を

副
伎

と
し

て
新

経
に

派
滋

8.
1 

耽
緩

σ
〉
調
使
、
王
子
久

1緑
{
支
筑
緊
に
歪

rl
~奇

10
.1
6 

主
立

繁
よ

り
寝

入
30

人
が

設
じ

ら
れ

、
i主
;
工
i認

に
安

癒
す

。

天
武

5
67
6 

10
.1
0 

物
有
名
i車

麻
呂

を
大

伎
と

し
、

i幻
背
i夜

}
寺

足
を

/
ト

伎
と

し
て

新
緑

に
派

遣
G

新
車
襲
、
沙
i白

金
清

司
王

を
派

遣
し

て
絞

殺

11
.3
 

級
J会
金
好

i務
・
弟
~
大
会
金
欽
吉
ら
を
滋
わ
し
て

i基
繍

芸
ミ

米
被

珍
奈

・
奈

米
企
:H

語
、

金
T青

平
を

送
る

。

高
襲

、
大

使
後

部
主
f専

問
子

、
菖
11
使

前
都

大
兄

徳
富

を
遣

わ
し

て
務

費

新
緑

、
大

奈
末

金
協

娠
を
i奪

わ
し

て
i議
事
長
{
吏
の
送
る
。

天
武

6
:6
77
 
5.
7 

新
緩
人
F
>i
ifi
食
中
ト
剤
!
被
ー
と
従
者
二
人
、
{
国
二
人
が

j鼠
鹿
島
↓
こ
漂
務

8.
28
 

1ft
縫

、
王

子
都

縫
を

遣
ま

わ
し

て
綴

爽

Jミ
武

7
こ

の
歳

新
車
産
玉
、
沙
J食

金
消

勿
・

大
奈

末
金
1堂

H
t
ら
進
言
周

似
し

途
中

で
遊

重
量

奈
米
JJo

良
井
ニ
I
1j

-
奈
来
念
品
工
世
士

金
消

勿
ら

の
送

{
応

筑
繁

;
こ

来
事

告

天
武

B
67
9 

2.
1 

i
'

S
i

麓
、

上
部

大
相

経
父

、
下

部
大

相
続

霧
11

ら
を

遣
わ

し
て

弱
震

新
緩

、
米
tt

勿
郎

、
綴

父
ら

を
筑

繁
に

返
る

。

9.
16
 

新
縫
へ
i
l
l
i
:
わ
し
た
使
者
帰
国

9.
23
 

お
種

革
、

政
緩

に
i登

わ
し

た
使

人
ら

矯
i翠

10
、1
7

新
縫

、
例
i食

金
1笈

那
i務

係
金

を
澄

わ
し

て
納

言
者

調
物

(
金

・
銀

・
鉄

-
¥

限
・

綴
・

綴
・

布
・

皮
・

黒
5

・
狗

男
事
・
車
各
寄
ti:
e

ど
IO

余
績

)

月
rJ
貨

物
。

天
皇

・
:

袋
后

・
太

子
(

金
・

銀
・

刀
・

旗
)

を
ま

空
ず

。

ヌ〈
証主

9
68
0 

51
3 

高
媛

、
南

部
大

使
!

lP
問

、
西

都
大

兄
俊

徳
ら

朝
重

量

新
縁

、
大

奈
オ

ミ
考

君
[i
を
i笠

わ
し
て
高
尊
重
{
史
，
9fl

問
ら

を
筑

繁
iこ
i去

る
。

11
.2
3

 
新

緩
、

沙
i食

余
務

粥
・

:
大

奈
米

金
原
T十

を
3震

わ
し

て
進

調
習

者
3
人

会
爽

す
。

天
武

10
7
.4
 

小
錦
Tご

釆
女
lli

竹
主

義
を

大
伎

と
し

、
当

時
巨

公
婚

を
小

伎
と

し
て

新
緩
lこ

派
遣
ま

向
日

小
錦
下
佐
I
i

~li
車
11;

足
を

大
使

、
小

懇
Hl
ll
i
麻

ろ
を

小
伎

と
し

て
、

言
言

語
題

関
iこ

派
遣
ま

9.
20
 

新
綴
、

古
J食

金
忠

、
半

、
大

奈
末

金
ぞ

!
仕

ら
を

活
ま

わ
し

て
資

総
金

・
銀

・
鋼

・
鉄

・
錦

.
*

藷
・

滋
主

・
綿

布
な

ど

∞ ⑦ 暗 主 、 議



表
1

7
世
紀
後
半
の
外
交
史
年
表

(
~
B
本
書
紀
~
)

CI
J 

亡
n

年
月

日
十

]
事

工員
{碕

考

天
智

2
6
6
3
 
8.
27
 

自
村

r
T
(f
)
戦

L
、

9.
7 

0
1斉

の
州
柔
城
、

1お
こ

降
伏

9.
27
 

{
主
ヰ
ミ
余
自
信
・

i業
率

水
道

子
・

谷
那

智
主

主
.t
窓
tL
在
重
傷
ら
f委

へ
向
か
う

c

天
智

3
:
6
6
4
1
3
 

済
支
善
寺
光
王
ら
を
難
波

lこ
履
ら
す
。

5.
J7
 

0
1
斉
銀
将
~
"
J
j
仁
頼
、
戦

1教
大
夫
草

1\
務
粉
:
ら
表
立
証
と
献
物
を

i立
:
め
る

!日
お
七
]
草
壁
の
援
金

(
持
主
主
主
蘇
文
)

死
す
。

こ
の

綴
事
I潟

を
蚊

・
筑

;
然
i翠

に
!
坊
人
と
燥
を
夜
き
、
水
械
を
き
韮
く
ハ

天
守
雪

4
:
6
6
5
1
8
 

遠
州
王
手
初
に
長

I"J
悶
iこ

械
を
き
主
か
せ
る
。
↑
意
礼
係
官
i
と
四
i七

言
語
尖
に
筑
紫
院
iに

大

野
と

後
の

二
城

を
築

か
せ

る
。

耽
縫

が
i蜜

{
吏
来
朝
す
。

9.
23
 

!
舎
が
籾
散
大
J"

，V
r1

11
司
馬
潟

i二
十
悶
の

~I
J徳
言
語
ら
を
{
委
;
こ
派

i笠

こ
の

歳
'{
l'
~主
大
石
ら
を
騰
に
派
透
。
長
著

f吏
を
送
る

天
智

5
:6
66
 
1.
11
 

I衛
隊
、

I京
l部

能
君
主
ら
を
i宣
わ
し
て
i
J
i
j
瀦

It
rJ
CI
 

~
U
量
、
王
子
始
知
ら
を

i笠
わ
し
て
資
献

10
.2
6 

日高
層重
、

乙
宇
目
奄

村
!

滋
・

主
光

ら
i隼

潟

ヌ
智

6
:6
67
 
7.
J 
1

 
政
務
、
{
金
平
除
機
ら
を
i笠

わ
し

て
爽
i歓

10
 

泌
総

の
太

光
男

生
械

を
出

て
1寄

に
亡
命
。

1
1.
9

 
l牙

y斉
鎮
将
診
l仁

綴
、
実
草
津
高
n¥i
葺!
l守
熊

U
J
Yi

'
<
令
上
役
百
]
馬
法
聡
ら

境
部
¥iil
i
右
手
費
ら
を
筑
苦
言
都
13'
早
fに

送
る
。

天
智

7
，6
6
8
 
4.
6 

斉
、

来
都

側
父

ら
を
i設

わ
し
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d. 神国意識の発揚

869年(貞観 11) 12月 2913 

石清水八幡宮・香椎宮・宗像大神・甘南備神に弊と

r f云え聞く、彼の新羅人は我が臼本国と久しき世持より 、来たり、調物を奪い取りて海泣

(おそれ阻む)の気なし。其の意況を量るに、兵寵の萌これよりして生まるか。我朝久しく軍

旅なく、専ら警備を忘れたり。兵乱のこと尤も慎み恐るべし。然れども我が日本朝は所謂神暁

の閤なり。神明の護り賜へば、何の兵定近づき来るべしJ (~三代実録』貞観 11 年 12 月 29

日条)

④新緯:海賊襲撃事件以後

a. 894年(寛平 6) 9月、遺蔚使(大使菅原道真)の派遣中止

派遣中止の要因

1.唐の疲弊 2. 日本国内の災異 3. 財政負担 4 新鮮;の海賊の侵入

b. 新羅の海賊の侵入

893年(寛平 5) 5月 11日、新羅の海賊、肥前田飽田郡・松浦郡を襲撃

894年(寛平 6) 2月 22日、大宰府、飛駅使を遣わして「新羅賊」を報告

同年9月5日、対馬島司、再び「新経賊徒j の船 45般が襲来を伝え島氏を殺害

問年 9月 30日、 20人を殺害

襲来の背景・この年、新羅は不作、人々は飢えに苦しむこ穀・絹を奪うために来襲

⑤鞠智城造営の第IV'V期 8世紀第 4四半期後半から終末期の 10世紀第 3四半期

a. 第IV期 礎石建物の大型化→食料の備蓄

官街施設がなくなる。

在地系の土器と池ノ尾門の廃絶

b. 大担礎石建物の建て直し

→肥後間あるいは菊池郡の郡家関連倉院として機能

C. 兵庫の鳴動(表 2参照)

8ttt紀後半以降、兵庫の鳴動増加

一→新羅の定賊などの対外的な骨!或に対する予兆

→対外的軍事:拠点であった鞠智城も鳴苦手J

おわりに

a. どういう事情で築造されたか?

契機は百済救援失敗以降の国内防衛体制の充実

b. なぜ菊池という地に築造されたか?

水域一大野峨 基鰭城の後詰め的役者l

有明海からの侵入ルートの遮断

C. だれが築造したかっ

国家の監督のもと、産接に築城を指揮したのは、朝鮮系渡来人の可能性が大きい。

d. どういう変遷があったか?

直接的な史料，が乏しい状況の l:j:]で、考古学の発掘成果による 5期の変遷と対応した東北アジアの動

向と、国内的事情を総合的に考えることが重要であると考える。
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→最勝王経の転読

C. 新羅と日本人の共謀

866年(貞観 8) 7月 15日

対馬島「撃取」発覚:把前国基緯郡擁大積山泰永等、新羅ノ¥珍賓長と新羅に渡り、

f造兵寄器械之術Jを学び、対馬島「撃取j を計爾

「大宰府、駅を馳せて奏言すらく o I肥前田基態郡の人、 }II辺豊穂告ぐ。問郡の擬大領山泰永

豊穂に語りて云く。新羅人の1事賓長と共に新羅固に渡り入り、裏造兵裏手の器械を造る術を教い、

還り来りて将に対馬島を撃ち取らん。藤津郡領葛津貞津、高来郡の擬大領大刀主、彼杵郡人永

岡藤津ら是同じく謀る者なり。仇りて射手四十五人の名簿を語IJえて進るJ (W三代実録』貞観

8年 7月 15日条)

869年(貞観 11) 10月26IJ 

隠岐国の浪人安曇福雄、前守の越智宿禰貞!草が新羅人と反逆を謀ったと設告

f太政官論奏して日く。 W7f1J部省の断罪の文に云く。貞観八年、隠岐国の浪人安曇福雄密に告

げて、前守正六位上越智宿祢貞庫、新羅の人と開に反逆を謀ると。{吏を遣わして推るに、福雄

の告げるところの事、走れ誼なり。是に至りて法官覆奏す。福雄、反りて坐して斬すべし。但

し貞厚は、部内に人を殺せる者有るを知りて挙訊せず。{乃りて官当すべし』とてへり。詔して

斬罪とするも、宜しく一等0:減じて速一流に処すべし。自余は、論ずること法の如くせよJ

( W三代実録』貞観 11年 10月 26日条)

870年(貞観 12) 11月 13日

大宰少弐藤原元利高侶等 5人、新羅国王と通謀して「国家を寄せんと欲すj として、新羅国!探

を証拠として告発される→新羅への瞥戒

f筑後権史生正七位上佐伯宿祢真継、新羅の国牒を泰進き。即ち大宰少式従五位下藤原朝臣元

手Ij万侶は新羅の額王と通謀して国家を寄せんと欲すと告ぐ。真継の身を禁じて検非違使に付

すJ (W三代実録』貞観 12年 11月 13日条)

870年(貞観 12) 12月 12日

対馬島「撃取j通報・新羅に漂着し捕らえられた対馬下県郡人ト部乙!菜麻呂、新羅が対馬島を

撃取しようとすることを知り、脱出して通報

f是れより先、大宰府言す。 W対馬島下県郡の人ト部乙煤麻呂、鶴鵜烏を捕えんがため、新羅

の境に向かう。乙探麿、新羅閣の執らうる所となり、縛められて土獄に囚禁せらる。乙尿!替、

彼国を見るに、材木を投き運びて大船を構作り、鼓を聖書ち角を吹き、士を簡びて兵を習う。乙

尿麿、痛に防援の人に問う。答えて日く。 w対馬島を伐ち取らんがためなり~ 0 乙探麿、禁を

脱して獄を出て、機に逃れ帰ることを得たり。

是日、勅して、 『彼の府、去年の夏言さく、大鳥、兵庫の壇上に集まれり。トきまに決するに、

当夏、|持の兵あらん。因って、幣を頒ち、経を転じ、予め撰う。如問、新羅の商船、時々彼に

し、来りて侵暴を為すと。若しそれなくば、恐らくは慢蔵に同じ。況

(密かに願う)を懐きて、尾を収めず。将に毒整を行う。須く縁

海の諸郡をして特に警留を慎しめよ。また国l播・伯香・出雲・石見・際l岐に下知して、守禦の

具を納めよとJ (W三代実録J貞観 12年 2月 12日条)
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f人臣lこ境外の交わりなしj という理由で追却

841年(承和 8) 11丹、宝高の貢物を返却し、その随物は民間で交易して、人民が損害を被むら

ぬように指導させる( W続日本後紀~ )。

842年(承和 9)8月、大ヰ芸大弐藤原衛、新羅人の入国を一一切禁止することを請う(帰化の禁止)。

1 (新羅は)常に好心を懐き、直茅(茅を束ねたもの)を貢ぜず。事を商賀に寄せ、国の消息

を窺う。方今、民窮し食乏す。若し不虞有れば、何を用いて夫いを防がんJ (W続日本後紀』

承和 9年 8月 15S条)

→新羅に対して排外的な態度を示す。

→新緯に対する脅威の裏返し

③日本の新羅に対する敵視・賊視

a. 869年(貞観 11) 5月 22日夜

「大宰府言うす。去月二十二日夜、新羅海賊、艦二般に乗り、博多津に来る。豊前田の年貢絹綿

を掠奪すJ (W三代実録~ ) 

→ 新羅海賊、博多津に来襲。豊前悶の年貢の絹綿を掠奪

政府の認識

111佳、官物を忘失するにあらず。兼ねて亦闇威を損辱すること、之を往古に求むるに、未だ前

間有らず。後来に胎すに、当に面目無かるべしJ (W三代実録J貞観 11 年 7月 2日条)

禍根を残す

b. 新羅への警戒

応天|刊の変の発覚

866 i:j三(貞観 8) 閏 3 月 10 日、平安宮の応天F~が放火炎 i三

大納言伴善男と左大臣源信と対立?

同年4月 17日 庶人任仲元過所を持たず入京

あいつぐ新羅への警戒

「大宰府に下知して日く、廼ち、京師頻に怪異を視る。 陰陽寮言うす、隣国の兵、来りて窺

うこと有る可し。安じて危を忘れず。宜しく警固に勤とむべしJ (W三代実録』貞観 8 (866) 

年 4月 17日条)

「若狭国言うす。印・公文を納める庫Hびに兵庫鳴る。国百]に下知して日く、今月十六日、

彼の悶に宣告して、兵戎を戒慎す。今言う。兵庫自ら鳴る。陰陽寮言うすc 遠国の人当に来

投有るべし。兵乱天行、災を成すこと相いおる。宜しく警衛を益して兼ねて災疫を防ぐべし」

( W三代実録J同年4月 18日条)

→兵庫自ら鳴る。

「廼ち、怪異頻に見わる。著亀(占し、)を求むるに、新羅の賊兵、常に間隙を窺う災変の発

すること唯斯事に繰るかJ (W三代実録~ ) I司年 11丹 18日条)

→来~-羅の賊兵に対する脅威

11当者・出雲・石見・躍、岐・長131J諸国に下知

「彼の国地、商甑に在りて、堺、新経に近し。 警備の謀、他国に異なるべし」

「娘心を調伏し、災変を消却すJ (W三代実録』貞観 9 (867) 年 5月初日条)
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C. 鞠智城も文献には見えないが、礎石建物へ建て替えられていることは、恰土城や大宰府の後背

にあって、新経征討の食料などの物資の備蓄が主任務となったか?

d.城内地名「佐官どんJ f少監どんJなどの地名は、この時期大宰府管下にあったことを示唆す

るか?

e. 肥後国の内部事情・炭化材の出土と 14Cの測定年代

50号建物跡のツブラジイ AD720、735、760年→国司による話牒稲の得分の隠蔽事件かっ

4. 9世紀の東アジアの動向と鞠智城

①菊池城院の鳴動

a. 858年間 2月 24日

f肥後国言す。菊池城|涜の兵庫の鼓自ら鳴るJ

fT巳 (25日)、又鳴るj

b. 858年 6月20日

『文徳実録』天安 2年 (858)問2月丙辰 (24日)条

f大宰府言す。~去る五月一日、大)乱暴雨。宮舎悉く破れ、青苗朽ち失う。九間二島尽く損傷せ

らる。又肥後国菊池城院の兵庫の鼓自ら鳴る。同城の不動倉十一字を火くJlJ 

『文徳実録』天安 2年 (858) 6月己閤 (20Iヨ)条

c. 875年 6月20日

f大宰府言す。~大鳥二肥後国玉名郡の倉の上に集まる。商に向かい鳴く。群j鳥数百、菊池郡の

倉合の葺草を嘩み抜くJlJ 

『三代実録』貞観 17年 (875) 6月 20臼辛米条

d. 8791:j三 3月 16日

「豊前回八幡大菩薩宮の前殿の東の一、神功皇后の御前の瓶、故なく破裂して、九十片となり。

破裂の時、其も鳴ること慣の細き声のごとし。又肥後圏菊池郡の城院の兵庫の戸自ら鳴るJ

兵庫の鳴動は、不穏な事件の予兆

② 9世紀の東アジアの動向

a. 新羅の張保皐(張宝高・張弓福)の乱

『三代実録J元慶 3年 (879) 3月 16日丙午条

826年、渡唐後、徐州、|の武事軍小将(軍中小将)となる。

828年(興徳王 3)4月、青海(全羅南道莞島)に鎮して、海賊が新羅人奴牌とするのを取り締

まることを申し出る→青海鎮大使

8391:j三 神武王(金祐徴)の急死と文型王の即位。弓福、鎮海大使に任ぜられる 0

840年 文聖王と弓福の娘の納妃問題=貴族層の反対

841年青海鎮で反乱=関長によって暗殺

b. 張保皐の権力の背景

唐の登州赤山法華院を中心とした東シナ海沿岸の新羅人ネットワークの形成

日本との外交と交易

840年(承和7) 2月 27日、 「新羅の臣j 張宝高、使を遣わして方物を献ずるが、大宰府、
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②新羅征討計聞の進行

759年(天平宝字 3) 6月、藤原仲麻呂政権、新羅征討を発議

「大宰府をして行翠式を造らしむ。以て将に新羅を伐たんとする也J (~続日本紀J 天平宝字 3

年 (759) 6月 1613条)

同年 9月、 762年を実行の年と設定

「荷台五百般を造らしむ。北陸道の諸国には八十九般、山陰道の諸国には百四十五般、山陽道の

諸国には百六十一般、南海道の諸国には百五腰。並びに関月を逐て営造し、三年の内に功を

盛えムIf.。新羅を征せんがためなり J (~続日本紀』天王手宝字 3 年 9 月 19 臼条)

760年(天平宝字4) 11月、吉備真備、大宰府において諸葛亮八陳・孫子九地・結営向背を教授

761年(天平宝字 5) 正月、新経征討のため、美濃・武蔵二国の少年に新羅語を教習

同年 11月、兵船の検定

③恰土城と新羅征討

756年(天平勝宝 8) 6月、恰土城(福岡県前原市高姐山)の築城

「始めて恰土城を築く c 大宰大弐吉備朝臣真備をして事を専当せしむJ (~続日本紀』天平勝宝

8歳 6月I'fl辰 <22臼〉条)

→安史の乱への防衛拠点から新羅征討の兵結基地へ

i霞翁:雅忘「↑fi+:城に関する一考察J (~続日本紀研究~ 1側、 1977f!二 12月)

i司『誇bì毎と古代の日本~ (校倉勢勝、 2001i手)

元岡遺跡群(福岡市西区大字元閥、大字桑原)

1999年の第 12次調査、 8世紀前半の大規模な製鉄遺跡発見

大宰府直轄の官営工房=新経征討に備えた武器生産

④新議征討計画の消滅

福岡市教育委員会「元悶遺跡群現地説明会(第 12次・第 15()(発掘調査) J 1999年

福|潟市簿物館「常設渓窓(部門日IJ)解説 九三元関の歴史展 1J 2001年

762年(天平宝字 6) 6月、仲麻呂派の淳仁天皇と孝ー謙上皇の対立、道鏡との対立

問年 11月、新維を征す軍旅を調習するために香椎廟に奉幣

764年 8月、藤原仲麻呂の乱。仲麻呂、近江勝野鬼江にて敗死

⑤水城の修復 築造 100年後の修理

765年(天平神護元) 3月、采女浄庭を水城修理専知官

「大宰大弐従四位下佐伯宿祢今毛人を恰士城を築く専知官となす。少弐従五位下采女朝臣浄底:を

水域を修理する専知官となすJ (~続日本紀』天平神護元年 3 月辛丑 <10 日〉条)

1979年4月の発掘調査:堤の裾に並行して丸瓦と平瓦を組み合わせた暗渠排水路の発見→

亀井明徳氏ら、采女浄庭の水域修復の時の仕事の可能性を指摘

⑥鞠智城造営の第E期 8 世紀第 1 四半期~8 世紀第 3 四半期後半

a.鞠智城に関する史料は、存在しない時期ではあるが、 8世紀初頭は新羅との関係が次第に悪化

し、北九州、|の防衛体制は重要

b 新羅との対立が続き、藤原仲麻呂政権による新羅征討計画が発議されると、大宰府管内の北九

州の恰土城・水域などの北九州地域の城の評価が高まる。
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土器の出土量の増加:多数の城兵の駐屯

b. 7世紀末の高句麗の再興と契丹の李尽忠、の乱による東北アジアの混乱に対する危機感から、北

九十Hの山城の重要性再認識し修繕するか?

新羅との関係「文武朝の外交 一応の安定期j ともみられるが、東北アジアの混乱は継続してお

り再考の余地あり。

合わせて、対隼人対策上、律令国家の重要な兵枯拠点となる。

3. 8世紀の東アジアの動向と鞠智城

①新羅、日本を警戒

722年(養老6)、新羅が毛伐郡城を築城

「毛伐郡城を築く。以て日本の賊路を遮るJ (~三国史記J 聖徳ヨ三 21 年 (722) ) 

毛伐郡城.慶州、!と蔚iJJの分水嶺(関門城)→日羅関係の悪化を示唆

731年(天平 3)、日本田兵船、新羅東辺を襲う。

「日本国の兵船三百般、海を越えて我、東辺を襲う。玉、将に命じて兵を出してこれを大いに破

るJ (~三悶史記』聖徳王 30 年 (73 1) 4月)

732~734 年(天平 4~6) 、日本、東海・東山・ 111陰・商海諸道に節度使体制を敷く。

→ UJ陰・商i毎の翠事体許可=新羅対策(~天平六年度出雲間計会Ij長j] ) 

735 fj三(天平7)、新羅使、国号を「玉城国」と改めたことを伝える。

→新羅、日本の不興を買い、朝貢を拒否される。

737年(天平 9)、新経征討を論議する。

f新経国、常礼を失して使の旨を受けずJ (~続日本紀j] ) → 帰国した遣新羅使が、新縫無

礼の状を伝える。

738年(天平 10) ・742年(天平 14) ・743年(天平 15)、新羅使を大宰府から放還

752年(天平勝宝4)、新羅王子金泰廉ら新羅使 700人の来日

→日羅関係の改善(盛んな貿易、 『鳥毛立女扉風下貼文書j]) 

753年(庶の天宝 12載、天平勝宝 5)正月、唐の朝廷における新羅使と臼本の遣唐使の席次争い

日本の席次:西i伴第二社蕃の下

新羅の席次・東畔第一一大食国の上

大伴古麻呂の抗議 「古より今に至る。新羅の日本国に朝賀すること久しJ

膚将呉懐実による席次の変更

同年 8丹、新羅へ派遣された小野田守の不調

「日本国使至る。慢して無礼。王これに見えず。すなわち廻るJ (~三悶史記』景徳王 12 年 (753)

8月条)

「小野間守を遣す時、彼の回礼を欠く。故に田守使の事:を行わず還帰すJ (~続日本紀』天平宝

字4年 (760) 9月奨卯 (9日)条)

758年(天平宝字 2)、詑b海へ派遣された小野田守により、唐における安禄山・史思明の乱が伝え

られる。
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を殺害=武員IJ天と契丹との激しい抗争

→東北アジアの混乱=融海(振闇)の誕生の契機

→朝鮮半島を含む東北アジアの混乱を新羅使(請政)から知る。

瀬谷:f(t志「火砕5誌の ~ì場j海郡冊封をめぐってJ (~日本古代の主権と東アジア』市川 i 弘文佐官、 2012"下 3 Jj) 

g. 東北アジアの情報源

吉政J (倭に新羅の政治を報告)の新羅使

11. 膚ーから帰国した遺庶使や捕虜たち

684年(天武 13)12月 6日、遺唐留学生土師宿禰甥と白猪史宝然と、百済の役の捕虜猪使連子

首と筑紫三宅連得許ら新羅を経て帰国

690年(持統4)10月 唐に捕虜になってし

以来、 30年ぶりに帰閤

696年(持統 10)4月、唐に捕虜になっていた伊予国風速郡の物部薬と

に叙位

h. 隼人の抵抗

百済救援 (661)

7世紀後半(天武朝以降)

699年(文武3)12月、三野(日

の修造

天武 11年 (682) 7月条)

(大隅密桑原郡稲積郷7)

→日向・大隅地方の人々の来襲に備えるニ国郡制の施行・造籍に対する紙抗を予測

椙J吏国可=繭察国可(日向・閥寧両国の国司)、 *ffilを建て兵を置いて守る。

698年(文武 2) 4月、

709年(和鍋2)10月、

713年(和銅6) 4月、日

→隼人の抵抗

-大隅・姶縦の 4~5~を割し、て大隅国設置

720年(養老4) 2月、大宰府、隼人が大隅国守1¥易侯麻呂を殺害したことを奏上

→大伴旅人を征生存人持節大将軍iこ任命=大規模な翠事行動

同年8月、旅人、召還→翌年7月、入京する。斬首・獲虜合わせて 1，400余人

722年(養老6) 造籍

る直接的な主主事千子動はなくなる。

「合志・飽多・欝yド:・宇土・新多・詫万j郷の内、 4郷が肥後悶の郡名 → 

肥後間の住民の移住か?

④鞠智城造営の第H期(7 世紀末~8 世紀第 1 四半期前半)

a. 充実する施設

長者原・上原地区のコ字形摺立柱建物群・総柱建物群の出現:鞠智械の城司(存在は史料上に児

えなし、)の駐在する施設、食料などの兵結の備蓄

八角系建物の出現:祭記施設か?
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32・33号建物跡 8世紀を下らない。

→朝鮮系の渡来人によって、国家的事業として建設か?

2. 7世紀末の東アジアの動向と鞠智城

①698年(文武 2) 5月、大野・基隷・鞠智の三城を修築

f大宰府をして大野・基嬉・鞠智の三城を高齢、治めしむJ (~続日本紀』文武 2 年 5 月 25 日条)

②高句麗の滅亡と再興

a. 668年(唐の総章元) 9月、宝蔵王、麿に投降し高句麗滅亡

669 (天智 8)、河内鯨を唐に派遣。高句麗の平定を賀す(~新唐書J 東夷伝日本)

倭の外交、以後、新羅との外交に限定

b. 新羅の朝鮮半島統一

高句麗の滅亡後、!吾、平壌に安東都議府を置く=朝鮮半島の直接的支配

新羅の唐を朝鮮半島から駆逐する戦い

676年(上元元)、安東都議府、遼東城に移転

③新羅使と高句麗使の来日(I表 7世紀後半の外交史年表」参照)

668年に滅亡したはずの高句麗の使者が度々来日

④高句麗の再興

a. 貧IJ牟専の蜂起

670年(威亨元) 4月、高句麗の酋長貧IJ牟得、元高句麗王の高蔵の外孫安舜を王として蜂起→

左衛大将軍の高{I日lに安舜を討たせる。

安舜、貧IJ牟専を殺

り、 「高氏の君長遂に絶えj る。

『通典』巻第 186・辺紡2・高句麗伝

b. 3:火仁傑の提案

武則天の宰相秋仁傑 (630~700) 、安東都議府を廃止して、朝鮮半島と中関東北地方の支配は

「高氏を復して君長と為す」ことによる辺境防衛の負担軽減を提案

c. 農の第 1次高句麗再興

677年(唐の儀鳳 2) 2月、唐に下った高蔵を遼東州都督・朝鮮王に封ず。

→ 高句麗の再興

高蔵、鞍鞠と通じて唐に反し、露見して工~ 'lトiに流される。

d. )膏の第 2次高句麗再興

686年(騰の垂供 2)、高蔵の孫の宝元を朝鮮郡王に任ず。

698年(唐の聖暦元)、左鷹揚衛大将軍に任じて忠誠国王に封じ、安東の旧戸を統治させる。→

実効なく終わる。

e.唐の第3次高句麗再興

699年(庶の聖腐 2)、高蔵の子の徳武を安東都督に任じ、本蕃を統轄させる。

多くの高句麗人が突献や鞍鞠に投じて、高句麗は完全に消滅

696年(万歳通天元) 5月 12日、松漠都督で契丹族の李尽忠、営州(遼軍事省朝|場)
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乗りて、高麗に逃げ去りぬJ (W日本書紀Jl) 

「仁軌、倭兵と白江の口に遇し、四たび戦い捷つO 其の舟A四百般を焚く C 煙焔天にj張り、海水み

な赤し。賊衆大演すJ (W旧唐書』劉仁軌伝)

④筑紫大宰府の成立

筑紫大宰府

「詔して日はく、底広津筑紫史益、筑紫大宰府典を拝してより以来、今に廿九年。 清白き忠誠を

以て、敢へて怠捕まずJ (W日本書紀』持統 5年 (691) 1月 14日条)

→ 663年頃には成立か?

→筑紫大宰:海辺防備が重大任務、軍事指揮権を有す。

筑紫大宰府:九州、!の行政、外交、防衛の拠点、として、自村江の戦以後に誕生

⑤白村江の戦いの敗北の後、対外的侵略に備えて軍事力の強化、国市IJの改革を推進

a. 防衛体制の整備

対馬・壱11皮・筑紫閣に防人と峰を置き、水域を築く o

b. 朝鮮式山城の整備

665年(天智 4) 8月

「達率答休春初を遣して、城を長門国に築かしむ。達率憶:礼福留と達率j四比福夫を筑紫国に遣

して、大野及び橡の二城を築かしむJ (W日本書紀Jl) 

666年(天智 6)11月 倭国の高安城、讃岐国山田郡の屋島城、対馬国に金田城を築く。

c. 山城と神鑑石の発見

1. 屋島城(香川県高松市)の城門遺構発掘 (2002.3)

北側側壁と南側員Ij援の間 5m、躍の高さ 1.5m、排水溝あり。

(高松市教脊委員会「平成 13年度史跡天然記念物屋島基礎誠査事業の成果J)

11. 阿志|岐山城跡(福岡県筑紫野市)の発見

1999年3月に発見、大野城・基鐸城を補完する城かり

(rjJ烏聡・向井一雄「阿支蚊城跡の発見についてJ W潜婁』速報 1号、 1999川

Ill.唐開、山城跡(福岡県築上郡上毛町下唐原)の発見

F地区 3関X5間 (8mX12m)の総柱礎石建物跡を確認、

(大村教管委員会「唐原子市総調査概要J2001.3) 

d. 667年(天智7) ~3 月 近江大津に遷都

⑥鞠智城造営の第 I期(7世紀末'"'-'8世紀第 1四半期前半)

以下『鞠智城跡目ー鞠智城跡第 8~32 次調査報告 Jl (20121，1三:3丹、熊本県教育委員会)による

a 白村江の戦い以後の防衛体制の整備

防人・水城・大野城・基嬉城、長門城、屋島城・高安城などの築城

鞠智城もそのー環として築城。水域、大野城などの後背に立地

有明海からの{受入に備えたかっ

b. 築城した主体

百済系菩薩立像

八角形建物→新羅の二聖山城や高句麗の丸都山城との共通性

76 資料篇



古代の東アジアの動向と鞠智城

酒寄雅志(盟皐院大皐栃木短期大学教授)

はじめに

鞠智城は、

①どういう事情で築造されたかっ

②なぜ菊池に築造されたか?

③だれが築造したか?

④どういう変遷の事情があったか?

の解明が課題

1. 7世紀後半の東アジアの動向と鞠智城一白村江の敗戦と鞠智城一

①鞠智城の文献に登場

『続日本紀』文武2年 (698) 5月叩申 (25日)条

f大事府をして大野・基捧・鞠智の三城を縫い治めしむj

②百済人による大野城と楼(基鼎)城の築城

『日本書紀』天智 4年 (665)秋 8月条

「達率答休春初を遣して、 j戒を長門留に築かしむ。達率憶礼福留・達率四比福夫を筑紫悶に遣し

て、大野及び棟、二城を築かしむJ

③腐の朝鮮半島侵攻と倭の百済救援

a. 645年、腐の高句麗征討。新羅、腐を援助。百済と新羅の抗争が継続

同年(大化元) 7月、 3国の外交使節の来倭 →{委、全方位外交を展開

659年(斉明 5) 7月、遣唐使、唐に抑留→皆、遣唐使に百済征討を予告

I (麿の高宗)勅旨すらく、国家、来たらむ年に、必ず海東の政有らむ。汝ら倭の客、東に帰

ること得ざれJ (伊吉博徳書)

660年(唐の顕慶 5) 3月、!膏・新羅の百済攻撃

同年フ月、吉済の滅亡→百済義慈王・太子扶余隆ら 50人が唐に降伏

b. 百済救援([:'31寸江の戦い)

鬼室福信(任存城) ・余自信
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朝倉橘広庭宮(福岡県朝倉郡朝倉町須)11字長

c. I当村江で大敗 663年(天智 2) 8月 28日

f日本の諸将と百済の王と、気象を観ずして、相謂りて日はく、 『我等先を争はば、彼自づから

退くべしJという J

「須l克之際に、官軍敗続れぬ。*-に赴きて溺れ死ぬる者衆し。自脅紬廻旋すことを得ず。朴I打開来

津、天に仰ぎて誓ひ、 1者を切りて噴り、数十人を殺しつ。是の時に、百済の王豊J母、数人と船に
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鞠智城大阪シンポジウム

「古代山城鞠智城築城の識を探る

古代山城の成立と鞠智城 ー築城技術の源流…j

日時.平成 25年9月7日(土 13:00-17・00

場所:ドーンセンター(大阪市中央区大手前 1-3-49)

主催.熊本県・熊本県教育委員会

共催.熊本県文化財保護協会

12:00 開場

13:00 開会

あいさつ

13: 10 報告

シンポジウム日韓

村田信一(熊本県副知事)

「鞠智城跡、の調査と成果 13:10-13:30 

矢野裕介(熊本県教育委員会 歴史公園鞠智城温故創生舘参事)

13:30 講演

「吉代の東アジアの動向と鞠智城 13:30-14:10

j商寄雅志(額撃院大学栃木短期大塾教授)

「古代山城のフォーメイションと鞠智城 14:10-14: 50 

出宮徳尚(就実大学人文科学部非常勤講師)

14:50 休憩

15:15 講演

「韓国古代城郭からみた鞠智城 15:15-15:55

向井一雄(古代山城研究会・代表)

16:00 パネルディスカッション 16 : 00 -17 : 00 

コーディネーター 佐藤信(東京大学大学続教授)

パネうー

17:00 閉会
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大阪会場

資料

73 



72 資料篇



鞠智城 I期

第5図 建物遺構の変遷(鞠智城 I-V期)

《引用・参考文献》
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西住欣一郎ほか 2012W鞠智城跡rr 鞠智城跡第 8"-'32次調査報告一』熊本県文化財調査報

告第 276集
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鞠智域国期 (8世紀第 1西半期後半"'8世紀第3四半期)

鞠智城の転換期。鞠智城H期の管理棟的建物群や八角形建物は存続するものの、掘立柱

の倉庫が礎石建ちの倉庫に建て替えられるなど、域内の施設に変化が生じるとともに、土

器などの日常什器は皆無に等しく、城を維持するための必要最低限の人員のみ配置される

など、城の管理・運営に変化が生じた時期と考えられる。

鞠智城町期 (8世紀第4昭半期"'9世紀第3四半期)

鞠智城の変革期。城内に「管理棟的建物群j の消失や貯水池中心部の貯木場が埋没し、

池の機能が低下するなど、城の機能が大きく変

容した時期。また、鞠智城盟期の礎石建物の上

に、新たに大型の礎石建物を建築するなど、礎

石建物が大型化するのも特徴として挙げられ、

食糧の備蓄施設としての機能が主体となる。『文

徳実録』天安 2 (858) 年条にある「不動倉 11

字焼く」の不動倉がこれらの建物と推定される。

鞠智城V期 (9世紀第4四半期"'10世紀第3四半期)

大型礎石建物跡 (20号建物跡)

鞠智城の終末期。城内の建物数が減少するものの、不動倉を再建するなど、食糧の備蓄

施設としての機能は存続する。そして、 10世紀第3四半期までには、城の機能が完全に停

止することが考えられる。

3 今後の課題

このように、鞠智城の変遷をみていくと、鞠智城 1'"'-'盟期までは、その築城目的で、あっ

た対外的な軍事施設としての機能が主体で、あったのに対して、鞠智城IV"-'V期までは食糧

の備蓄施設としての機能が主体となることが大きな変化として挙げられる。特に、鞠智城

I"-'I1I期までの変化は、大宰府の変化と連動しており、大宰府防衛の一翼を担う箪事的な

役割とともに、城の維持・管理の揺でも大宰府が大きく関与していたことが伺える。

し、ずれにしろ、鞠智城が 7世紀後半から 10世紀中葉までと 3世紀に亙り長らく存続し得

たのは、このような城の機能変化があったからであると推察できる。

今後、大野城、基鱒城をはじめとする古代山城や大宰府、肥後国府、菊池郡家などの官

街遺跡との比較検討を行うとともに、出土遺物の特徴や製作技術の詳細な分析により産地

や流通経路を究明することが重要で、そうした分析のもと、鞠智城の機能・性格について

検討を加えていくことが課題といえる。
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2 時期区分と変遷

昭和 42年度からの発掘調査成果によって、鞠智城は、 7世紀後半から 10世紀中頃まで

の約 300年間存続し、時代に合わせーて城の機能が変化していくことが判明した。そして、

鞠智城の存続期間を 5時期に大別することが可能となった。以下に、各時期の特徴を述べ

るO

鞠智域 I 期(フ世紀第 3 四半期~7世紀第 4 悶半期)

鞠智城の創建期。天智 4 (663)年の白村江の敗戦を

契機に、麿・新羅の侵攻に備えて、大宰府防衛の軍事

拠点とともに、物資等を供給する兵姑墓地としての役

割のもと築城。城内や土塁線、貯水池など、城として

の最低限の機能を緊急的に整備し、域内には掘立柱の

倉庫や兵舎を配置した。百済系の銅造菩降立像の存在

から、 f日本書紀』天智 6 (665)年に築城された大野

城、慕縛城と同様、

築城にあたっては

百済の亡命高官の

関与が指摘される。

池ノ尾門跡・水門

鞠智城 E 期(ア世紀末~8世紀第 1 四半期前半)

貯水池跡・貯木場

鞠智減の降盛期。城を管理する f管理棟約建物群j や八角形建物が建設されるなど、域

内施設の充実が悶られる時期。『続日本紀』文武 2 (698)年の線治の時期に該当。土器な

どの日常什器の出土が最も多く出土す

る時期で¥城の管理・運営に多くの人

員が配置されたものと考えられる。

八角形建物跡 (32・33号建物跡)
第4図 管理棟的建物群

ギ与

一、、一
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第1図鞠智城跡域域密

鍋造警護立像

主義弁八葉蓮華文軒丸瓦

「秦人忍口五斗」銘木望書

木製品(平鍬・横槌)

第2密出土遺物

城域については、古くから広域

説、狭域説などが論じられてきた

が、現在、周長 3.5km、面積 55

ha、標高 90~171mの範囲を真

の城域とし、約 64.8haの範閥を

国の史跡として指定されている。

鞠智城跡の発掘調査は、昭和 42

(1967)年度の第 1次調査に始ま

り、平成 22(2010)年度で第 32

次を数える。古代山城では唯一の

八角形建物跡をはじめとする 72

棟の建物跡や、約 5，300rrfの規模

を有する貯水池跡、城内の門礎石、

版築工法による土壌跡が検出され

るなど、城の構造解明が進み、須

恵器、土師器などの土器や単弁八

葉蓮華文軒丸瓦をはじめとする瓦

類、建築用材、木製品に加え、百

済系の銅造菩薩立像、「秦人忍口五

斗J銘の付札木簡などが出土した。

須慈善普

土師器
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鞠智城跡の調査と成果

歴史公閤鞠智城・温故倉Ij生館

1 概要

鞠智城跡は、熊本県の北部、阿蘇北外輪山に源を発し有明海へと西流する菊池川のゆ流

域(河口まで約 40km)、山鹿市、菊池市の市境に所在する古代山城である。『続日本紀』

文武 2 (698)年に繕治された「鞠智j の城跡で、『文徳実録』天安 2 (858) 年条の

「菊池城院J、『三代実録』元慶3 (879)年条の「菊池郡城院j も開城の記述とされる。

筑肥山地の主峰、 f八方ヶ岳J(標高 1，052m)の南西麓は、小河川により複雑な丘陵地

帯を形成している。鞠智城跡は、そのE陵地帯の南端近く、標高 140m前後の通称「米原

台地j を中心に立地しており、比較的低い丘陵上に築かれていることを特徴とする。北に

は福岡県との県境を限る筑肥山地の山脈が連なり、南には菊池)11及び支流域に発達した肥

沃な菊鹿盆地が拡がり、県下でも有数の穀倉地帯を形成している。

また、城跡の南には、「家路j地名により復原された古代官道が推定されており、現在で

も、福岡、大分、阿蘇、熊本方面へと幹線道路が延びる交通の要衝地となっている。古代

律令制下では肥後閤菊池郡に属し、周辺は『和名抄』にみる城野郷に比定されるが、城跡

内及びその周辺に残る「水野J地名がその名残りをとどめる。
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鞠智域開連年表

西暦 年寄「 内容

645 大化元 大化の改新。

646 大化2 改新の語を発布。

660 斉明6 麿と新羅によって百済滅亡。

661 斉明7 報倉橋広庭宮に遷宮。

663 天智2 自村j工の戦い※大和朝廷軍が唐の水軍に敗れる。

664 天智3 対馬・壱岐・筑紫等に防人と燥を置く。筑紫に水域を築く。

665 天智4 筑紫に大野城、基緯域を築き、長問問に城を築く。

667 天智6 近江大津宮に遷宮。

" " 大和に高安城、讃岐に屋嶋城、対馬に金田城を築く。

668 天智7 高句麗滅Iご。

669 天智8 高安城修理。

670 天智9 高安城穆理。

672 天武元 壬申の乱。

676 天武5 新緯が朝鮮半島を統一。

678 天武7 筑紫留大地震。

694 持統8 藤原京遷都。

696 持統10 ※「肥後国jの文献上の初見。

698 文武2 大宰府に大野・基緯・鞠智のご域を繕治させる。

" " 高安城を修理。

699 文武3 高安城を修理。

" " 大宰府に稲積・三野のこ域を修理させる。

701 大宝元 大宝律令制定。

710 和銅3 平城京に遷都。

719 養老3 備後閣安那郡の茨城、葦田郡の常城を停める。

756 天平勝宝8恰土城を築く。

794 延踏13 平安京に遷都

799 延暦18 大宰府管内を除いて爆を廃止。

858 天安2 (間2月)肥後爵菊池城践の兵庫の鼓が自ら鳴る。

" " (5月)菊地域の不動倉11棟が火災に遭う。

875 貞観17 力ラスの群れが菊池郡倉舎の葦草を噛み抜く。

879 元慶3 肥後圏菊池郡城腕の兵庫の戸が自ら鳴る。
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鞠智城・古代山城分布図

古代山城分布留
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※日野尚志 li古代の宮道』

(鞠智城・ j温故i羽生館‘館長講座資料)

2007を基に作成。
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長者山に長者111西側の 69・70号掘立総柱建物に替り、 46・0 ・48・72号礎石総柱建物群が建てられ

る。

また、長者原から標高差 15m程下った貯水池の側に礎石総柱の 67号建物が建てられた。

長者j京東側の繕治期礎石倉庫群の後に礎石倉庫群が再建され、高床倉庫群を閤むように側柱倉庫群が

配置された。また西側長者山にも礎五倉庫群が再建された。また 11号の跡隣に礎石掘立併用建物で

ある 12号建物も再建された。

5 終末期の建物群

「文徳実録」に記載された天安

一 (858)年の「不動倉十一宇火J

以降は、東側丘陵地の礎石総柱高

床倉庫の建て替えはわずかに 56

号の一棟で、火事跡地に側柱の小

規模な建物が建てられたにすぎ

ない。小規模な倉庫群の南側に見

張場的な成を持つ 24・27号建物

が建てられている O

これは、鞠智城の南側土塁

や西側土塁を防衛線とする

古代111城としての機能が 9C第 2

四半期には消失し、小規模な郡倉

とその管理舎的な施設へ変化して 図 27 終末期の建物群

いることを示唆している。 20・21・46・47・48・64号建物には火災の痕跡があり、「文徳実録j天安

二 (858) 年の「不動倉十一宇火j の記載との関連も考えられる。

まとめ

本稿は、昭和 42年から平成 23年に実施された調査の報告書から得られた知見を大野城発掘建物資料

や同時期の文献資料との比較を通して、鞠智城の建物の構造や用途を考察し、各期における鞠智城の

建物配置を明らかにした。もとより鞠智城における建物の調査は、倉庫群を中心とした長者原・長者

山の周辺部に限られており、北部の営舎鮮の存在が考えられる米原集落地区については今後の検討課

題で、ある。また水門を持つ地の尾内や堀切円、深迫門等に関する考察はその緒についたところである。

考古学的、歴史学的には不十分な内容であるが、現時点での建築史学的な成果と課題を記し、多くの

批判を受け、今後の研究に期待するものである。
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図 25 事善治期の建物群

4 再開期の建物群

8C第 2，3四半期の空白期には鞠

智城における建築は停滞し、小規

模な管理のみが行われていたと

考えられる。その間に掘立建物の

大部分の柱根が朽ちて、鞠智城に

見られるのは礎石建物

(22，23，30，34，49，65，66号)、及

び礎石摺立併用の 11号建物であ

ったと考えられる。

8C第 4四半世紀から、東アジア情

勢の緊迫化に伴い鞠智城におけ

る建設活動が再開し、 22・23・34

号礎石総柱建物の

跡に 20・21・36号が再建され、

66号の後に 64号の礎石総柱建物が再建された。
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3 繕治期の建物群

繕治期は「続日本紀Jに「大宰府をし vて大野・基隷・鞠智の三城を繕い治めしむj と記述された文武

図 24 創建期の建物群

_(698)年ーから 8C第 1四半期にあたる。意IJ建期に建てられた建物のうち、高燥な長者二IJJに建てられた

高J)択倉!君主 (60・70号建物)をのぞけば、掘立建物が耐用年数を超え建て帯えが必要な11寺期で、あった。

一方、東アジア情勢の緊張は解け、悶内では、中央集権的な律令制が布かれ、鞠智城は大野城や基捧

城とともに長期的な防衛・備蓄を目的とした大規模な城としての機能を求められたO また、九州中央

部に位置する鞠智城は、当時律令制による統治が及んでいなかった薩摩・大|壊への軍団出兵の兵枯基

地としての機能を負っていたことも考えられる。

長者j京のtJJ用倉庫である屋 (3・5・8・10号建物)が建て替えられ、大規模な動用穀倉である礎石総

柱構造の長倉 49号建物も建てられた。

東側丘陵には南から北に向かつて 23・22・34・66号の礎石総柱建物が一列に並び、丘陵の北端に総

柱建物群と主軸を同じくする掘立側柱の 63号建物と直行する主軸を持つ 62号建物が建てられたc ま

た総柱建物群と並行して 2棟の掘立八角形建物 31・32号建物が建てられたが焼失し、 8C初期には 31

号の捕方のとに礎石を据えた 30号八角形建物と 32号建物の後に中心を動かさずに反時計廻りに

23.50 

回転させた 33与す掘立八角形建物が建っていたと考えられる。
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創建期 繕治期

038号一一一+ー

040号一+ー

.49号

口62号一一一争…

口63号一一一争…

.65号

.66号

069号一+ー

070号一+・・

口71号一一一ー…
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空白期 再開期 終末期

.36号一一ーす~---

口41与ー争

042号一+ー

.45号一ー-

.46号 火災跡

.47号 火災跡

.48号 火災跡

"火災Ji-JIi

.50号 火災跡

052号一一~…

053号一ー…

054号+一

ロ55号一一一→ー…

.56号一+ー

口57号一一一静…

口58号一一一+…

.59号
ー'口60号一一一唱炉…

口61号一一一+…

.64号 火災跡

.67号 ー…

.72号

凡僻 口:掘立側役 O 掘立総柱

....:掘立側柱・礎石総柱併用

.:礎石総柱

火災跡



表7 鞠智城の建物の建設時期と存続期間

創建期 繕治期 空白期 再開期 終末期

01号一+…

ロ2号---ト・・

ロ3号 ..---
?4号ー+ー 05号一一一酔ー

口6号一骨一

口7号一骨一

口8号 惨…

口9号ーやr

ロ10号 -・…

...1H号 ---

...12号 .. 
013号一一静…

口14号}一一~---

口15号一怪…

ロ16号 惨…

ロ17号 回・ -

口18号事to.---

口19号 惨…

.20号 火災跡

.21号 -火災跡

.22号 火口湖1

.23号 火j[j跡

口24号一一一+…

025号一一争ー

口26号一一一+…

ロ27号一争ー

口28号-ー…

口29号一争…

031号.....・30号 ..---
032号一.a33号一』ーー

.34号 ---
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関23 鞠智城出土土器の自寺期別数量比較図

鞠智城は、 7C第 3四半世紀に水城・大野城・基擦城等の大宰府都城の築城と前後して築城されたが、

新羅使・)吾使の相次ぐ来朝による東アジアの政情の安定化に伴い、本格的対外紡衛網の整備を目的と

して文武 3(698)年から大野城・基捧城とともに繕治された。天平宝字 2(758)年、唐で、安禄山の

乱が報じられ、新羅が羽本の使節に無礼をはたらいたとして対外的な緊張が高まり、藤原仲麻呂は大

宰府をはじめ紡備を厳にすること命じ、鞠智城に於し、ても礎石倉!東等の建設が再開された。 9Cから

は新羅との緊張は緩み、鞠智城は朝鮮式山城としての機能から、天安二(858)年文徳実録による「城

院」、貞観十七 (875)年三代実録による「郡倉Jの呼称に見られるように、郡倉として機能に変化し

た。日本と東アジアの関係と鞠智城の土器出土量のi酎期、鞠智城建物の構造別の建造時期と存続時期

は、深い関係が見られる。

鞠智城建物の建造時期と存続時期を、発見された建築跡を切り合い関係や出土遺物から、8世紀第 2、

3間半世紀の空自期を挟んで下記の 5期に分類した。

・自Ij建期 7C第 3四半世紀 鞠智城が築城された時期

・繕i台期 7C第 4'"'--'8C第 1四半世紀 大野、基陣、鞠智の三城繕治の時期

・空白期 8C第 2，3四半世紀 鞠智城の建設活動が停滞した時期

・再開期 8C第 4四半世紀 礎石倉庫等の建設が再開された時期

-終末期 9C第 l四半世紀以降鞠智城が菊地郡倉舎に変化し、倉庫の屋根も草

葺となり天安二 (858)年の不動倉十一宇火(文徳実録)の記述以降、

歴史の舞台から姿を消していく時期

表 7に鞠智城の各建物の建設時期!と各建物の師、I周年数や火災等による存続期間を示した。
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8 鞠智城のセットの建築群

鞠智城の建物は、刺iや構造を同じくするセットの建築群が見られる。その典型的な建築群が下記の

建築群である。セット建物には建築年代の前後関係が見られる

(1) 11 ・12王子 礎石.j開立柱併用建物 11号→12号

(2) 20・21・22・23号

(3) 30・31・32・33号

(4) 62・63庁

礎石総柱建物、 22・23号→20・21号 (3間x41i号)

八角形建物、 31号→30号、 32号同→33号

堂庁的な直交軸を持つ建物

(5) 20・21・36・59・72号 3問 x4問礎石総柱倉陳 (8C末頃以降)

(6) 45・46・47・48号 礎石総柱倉陳群 (45号は終末期)

(7) 24・27号 摺立側柱で、端部に区画を持つ(終末期)

また 49号は、大野城の礎石長倉 SB60と類似している。大野城の建物の変還を、掘立{則j柱→掘長合

イ~~ぞd乏食 +li!li石槻立併用倉(礎石部分 3 開 x51間)→礎石 3 問 x5 間倉とすると、 49 号は{誕百4長倉

にあたり、建造時期は礎石建物の開始時期である 8C初期が想、定できる。

第 4章 鞠智城の建物の建造時期と存続期間

1 鞠智城建物の建造時期

鞠智城建物の建造時期と存続時期を検討する前に、鞠智城跡の出土土器のillJI期低ーの:設を比較し検討し

た資料がある。(鞠智1戒跡H 第VI京総 括 P472)

資料によれば、出土土器の第 1の画期は 7C第 3凹半世紀で、第 2四半期以前に比べて出土土器数が

(合i脅する

第 2 の画期は 7C 第 4~8C 第 1 [虫学期で、須}~器の出土がピークを迎える c

第 3の嗣期は 8C第 2、3間半期で、土器が存在しない空白期である。

第 4の同rrWJは 8C第 4[剖半期で、潤び須恵器が使用される。

第 6 の ITlïî期は 9C 第 1 、 2 矧半期で、須j患;器は存主Eせず、少量のjニ[~ijî器のみlil ::t o

第 6のi函jj事lは 9C策 3、4間半期である。この時期に「鞠智城院の兵庫の鼓自らi鳴るο|可城不動倉 11

宇火J(文徳実録 857年)の記事があるが、第 1の画期に次ぐ土器使用量第 2のピークをi8lえる。

すべて土師器で、ある。

第 7のiぬff1Jjは 10C第 l、2四半期である。 再度空13期を迎える。

第 8のl廼fJ明は 10C第 3四半期である。このころには鞠智j成は廃絶し、話IJの目的で土器が使用された。

* r鞠智城跡IIJ (2012年 3月 熊本猿教育委員会)

では 7C第4-8C第1四半期を土器繍王手の第 1の画期とし、

第2:8C第2、3四半期、第 3: 8C第4四半期・・・と記述されている。

本論では、鞠智城創建期(7C第3四半世紀)を第 1の画期とし、以下

第2の画期は 7C第4-8C第1四半期・-

として記述している。
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5 鞠智城 62・63{号建物

60号・ 61号・ 62号・ 63号は、し、すとれも大型掘立側柱建物であるο

62号建物と 63号建物の主軸が直交

し、梁行の柱聞が 6.5尺で共通して

おり、セットの建築群と考える事が

出来る。この 2i~~からは、遺物の検

出がなかったことから、頴合とも考

えられるが、館舎が立ち並んで、いた

と考えられている米!京地区に近接す

る地域に位置することから管理問建

物の可能性も否定で、きない。

6 鞠智城 45・46・47・48号建物

45 号~48 号は長者原西側の丘陵地

(j走者山)に建つ礎石総柱建物で、共

通する主~~jl を持つ建物群で、ある。

建物の規模等から長者山賄側の 69号・

70号・ 72号を合めて板倉の不動倉群

と考えられる O また 45号は 72号の上

層に建てられてし、ることから 46・47・

48号より建造年代が下がり、終末期!の

小規模な板合と推定できる。

図 19 60~63 号建物平面
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7 鞠智城 24・27号建物

24・27号は桁行こに間仕切があり、端部一IllJに庇様の

IK両を持っている。

大野城跡で類似する建物は主城)京地区 SB80である。

SB80は 21濁X7間以上の側柱建物でi有から 2間目に

間仕切jがあり、 I~守{Ri] 2間部分に炉Eみがあることから、

営舎的な性格が推定される。

同様に鞠智Jyt斗 24・27号もrtlJ様な常舎的な建物で、終

末期Jの鞠智城が小規模な郡倉とその南側の傾斜地に

見張場的な営舎を持っていたと推定できる。
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「韓国の二型城ーについて・・二聖域視察報告 鞠智城跡代

13次調査報告 1992J に、東側の二重に柱礎石の周る九角

形建物が天1室、西側の三重に柱礎石が周る八角形建物が地

壇・社穣と考えられていたと記載されている。また二聖山

城には十二角形の建物遺構もあり、祭肥遺構と推定されて

いる。一方丸都山城では長大な礎石建物群とともに八角形

建物が東西に並んでいる。

鞠智城八角形建物の柱が中心から放射線状に配置される 図 13 渓楊大学校博物館叢奪第 5 輯に雲山城~ 1987 

のに対し、丸都山城跡、八角形建物は直行軸に柱が配置され

る。

日本における八角形建物跡の:事例としては前期難波宮跡

の内裏南門の東西の一対の八角建物(7C中期)が挙げら

れる。東西の建物とも掘立三重であるが三重の柱のうち一

重自と三重目の柱列の掘方がー列自の柱列に比べて小さ

く、

色

、'"
¥ 

また二列目と三列目の間隔が狭いため、八角形建物は 4 重 図 14 丸都山城八角形建物跡柱配置

で二重目、三重自は縁庇的なものと推定される。

現存する八角形建物は法隆寺東i涜夢殿 (739年)を鳴矢と J， 

し、奈良時代に創建されたものは栄山寺八角堂、法隆寺西

円強:(再建)、興福寺北内堂(再建)があげられる。

留 15 前期難波宮跡東八角殿

図 16 法隆寺東続夢絞平面図 関 17 鞠智城 30・31号建物 図 18 鞠智城 32・33号建物
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このことから SB95は当初回商庇の高床建物が想定さ

れ、鞠智城 11・12号と類似する構造を持つO 両者の違

いは、鞠智城 11号の雨落溝が側柱より外1.8mの距離

にあるのに対して、大野城 SB95の雨落溝は掘立側柱が

撤去された後に側柱の位置に検出された点である。こ

れは鞠智城 11号が四面庇高床建物として建築された

後、長期間当初の形式を保ちながら使用されていたの

に対し、大野城 SB95は、当初四面庇高床建物として

建築された後、掘立柱が立ち腐れる前に引き抜き、 5

間X3慌の建物として使用されていたことを示してい

る。すなわち 5間X3間総柱十側柱建物→5間X3間総

柱建物という時間軸による変遷が見られるのに対し、

鞠智城 12号では、 j)lJJ柱の腐った柱根を切り取って礎石

鞠智城12号建物理艶当初 鞄智減12号建物醐柱補睦

大野1成S895建物理聾当初 大野埴S895建物倒柱撤去

図 12大野城 S895と草稿智城 12号の構造の変遷

に置き換えた跡も見られ、四方庇建物が長期間使用され続けたことがわかるO

3 鞠智城 20・21・22・23号建物

22・23号は 20・21号の前身建物である。このうち 22号は 4関X4問、 23号は 4間X6問、 20号は 4

間X3問、 21号は4間X3間で、桁行きも 20尺を超える礎石総柱建物であることから、『和泉監正税

11長』に記述された板倉と考えられる。上層建物の 20・22号の柱間は 8尺で統一されているのに対し、

前身建物の 22・23号の梁行の柱間は 4.8尺と狭くなっている。規模や規格が一定しない 22号 (4間

X4間)23号 (4間X6間)から 4間X3間の規格を持つ 20号・ 21号への時系列的変遷をみることが

できる。

鞠智城の礎石総柱建物で梁間・桁行が確定できる 18棟の内 4問X3開の建物は 20・21・36・59・72

号の 5棟である。このうち 36号の地業穴からは 9C代の高台付き土師器が出土しており、 72号の出

士遺物から 9C後半を下眼とする年代が推定されている。また 20・21号には火災の痕跡が残り、「文

徳実録j 天安二 (858)年の「不動倉十一宇火j の記載との関連も考えられる。すなわち、鞠智城の

4間X3間建物は 8C末以降に建てられたと推定できる。

4 鞠智城 30・31・32・33号建物一八角形建物群

31号(掘立二重)は 30号(礎石二重)に先行し、 32号(掘立三重)は 33号(掘立三重)に先行

する。このように 2棟の八角形建物をセットで有するものは朝鮮半島では三国時代に存在したと考え

られる二聖山城および高句麗中期の首都近郊の丸都山城においてみることが出来る。

54 資料篇



しかしながら海外の緊張関係が緩んで、築城期掘立建物の耐用年数が過ぎた 7世紀末において、大宰

府が繕治した建物の用途は、営舎でなく、 SB65のような大規模な長倉(法倉)で、あったと考えられ

る。大野城主城原地区では SB64(掘立側柱営舎・大野城築城期)→SB65(摘立総柱長倉・大野城繕治

期)の変遷が指摘されており、礎石総柱長倉である SB60はSB65の後に建築されたと推定される。

鞠智城でSB60建物と|言i様の平面形式で同じような版築基壇を持つ礎石総柱建物である鞠智城49号建

物も同様な意図のもとに動用倉庫(法倉)として建設されたと考えられ、その建造時期は 8C前期と

推定される。

2 鞠智城 11・12号建物

鞠智城 11号は 6間X5聞の総柱建物であるが、中の 4間X3間の柱が礎石建で、悶周の側柱は掘立柱

で礎石と掘立柱を併せ持った建物である。 11号の西側 10.2m(34尺)の所に礎石・掘立柱併用総柱

である 12号がある。また 12号の北には 12号と桁行方伎を問じくする 4間X3間の拙立総柱の 13号

がある。この 3つの建物跡は軸方向が同一で、、セットの建物群と推測される。

11 号・ 12 号とも礎石は丁寧な版築地業の上に据えられて、縁部の掘立柱の堀形は長軸 130~170 cm、

短軸 120cm~170cm の方形で柱穴の深さは 55cm 前後で、柱径は 35cm 前後、 J主の埋土は最大 8 層の了

寧な版築である。 11号のi有{員.IJ180 cmの位置に長さ 5.5m 深さ 37~57cm の雨落溝が検出されたため、 1

間11I高の四周部分は長期間、屋根が樹、かっている、いわゆる庇屋根が想定される。 11 号掘方からは 7

世紀後半杯選、 12号建物掘方からは 8世紀後半高台付碗が検出され、これらの 2棟は他の倉庫とは

性格を異にする。

?て

ffiil10 11-15号建物群平面図
図 11:大野城 SB95

大野城跡には鞠智城と同じく周IAに掘立側柱を持つ礎石建物が 7棟ある。

村上地|支部095建物は村上地区の広い平坦地にあって、 3問X5間の礎石総柱建物のi羽周を1.8m (6 

尺)11屈で掘立柱が関む鞠智城 11号・ 12号と類似する構造の建物で柱間は桁行、梁間とも約 7尺で、あ

った。調査の当初は、四周の雨落ち溝と思われた遺構の下から掘立柱穴が検出された。礎石軸と摘すー

穴軸は一致しており、!司時に建築されたと考えられる。

掘形は一辺が約 1m の偶丸方形で深さ 60~80 cm、柱根はなく抜き取り穴がある。
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第 3章鞠智城の建物と大野城の建物

1 鞠智城 49号建物

鞠智城の49号(国 3)は3間X9間の礎石総柱建物である。桁行21.4m、梁行7.1mを測る。昭和44(1969) 

年の第 4 次調査記録によれば、建物部分の地山を掘り下げて 30~40 CIIl厚さの版築基壇を設けその上

に根固め石を添えずに直接花儲岩の礎石を据え、礎石の下部を版築で闘める。柱間は桁行、梁行とも

に8尺である O

49号ーからは布目瓦が出土し、また礎石に火を受けた跡があり、火災で焼失したと考えられる。 49号

は瓦葺高床長倉と考えられている。

この鞠智城 49号と類似する建物が『和泉監正税市長』に記されている。和泉郡南院北第壱法倉は桁

行 21.6m、梁行 6.3mの動用穀倉である。尺で測ると梁間 21尺、桁行 36尺で、梁聞の柱聞を 7尺、

桁行の柱間を 8尺と仮定すると 3間X9間の建物が想定され、鞠智城 49号の規模と一致する。

大野城跡においても鞠智峨 49号に類似する

建物跡がある。主城原地底 SB60は 3間X8間又

は 9間の礎石総柱建物である。約 70cmの版築基

壌の上に礎石を設ける O 柱間は桁行 256cm(8 

尺 5寸)、梁行 240CIIl (8尺)である。 SB60の上

j習に SB61，SB62跡があるため、桁行は 8間まで

は確認できるが鞠智城49号建物と同様に 3開×

9聞の長倉である可能性が高い。

SB60の北側に建つ SB65は下層の掘立仮JJ柱建物

SB64と同位置に建てられた 911号X3間の掘立総

柱建物である。注目されるのは、 S1365の下層建

物である S1364は3間X7問の掘立側柱建物であ

るが、柱穴から検出した単弁瓦当の製作年代が

天智四 (665)年から天智九 (670) の聞に想定

され、少なくとも 7世紀後半代と考えられる点

である。

掘立柱建物の耐久年数を 20~30 i:j三とすれば、

SB64の後に建てられた SB65の建築時期は、

続日本書記の記録にある「大宰府をして大

図9 大野城跡主城原地区建物配置~

(特別史跡大野城跡m 1979福悶県教委委員会より抜粋)

野・基控・鞠智の三城を繕い治めしむJ文武二 (698)年頃と大きな踊たりはないと考えられる。

またS1365の下!留にある S1364は掘立側柱であるが掘立柱の堀方は大きく深く、丁寧に建設されている。

また単弁の完形瓦当が検出されており、軒丸瓦を葺いた大規模な建物で、臼江村の敗戦以降の緊張し

た海外事情から築城された大野城に防衛指揮をとる営舎として建造されたと推測される。
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2大宝律令等に毘られる古代の建物群の配置

大宝律令(たいほうりつりょう)は、大宝元(701)年に制定された日本の律令である。唐の

永徽律令(えいきりつれい、 651fj三制定)を参考にしたと考えられている。

大宝律令『倉庫令』の席、文は現存しておらず、一部が逸文として残存している。

『倉庫令』復原逸文全 16条の第 1条に下記記述がある。

001 倉於高燥処置条)

倉は、みな高く乾燥した処に於くこと。 周囲に1ih渠〔し、けみぞ〕を開くこと。

倉の周間半径 50丈(約 150m)以内に館舎をi置いてはならない。

(日本思想大系「律令j 復元逸文訳(岩波書庖)より抜粋)

即ち、倉から半径 150m以内に営舎・宿泊施設を置いてはならないという令である。

図 8に 7世紀前半期から 9世紀初めまで、御原郡の郡街で、あった下高橋遺跡(福岡県三井郡太刀洗町

国史跡)の遺構配置図を示す。

郡街は総柱建物や側柱建物が整然と並ぶ東西 150m、南北 170mの大溝と築地塀で区画された正倉院と、

東西 170m、南北 175mの大小二本の溝で底画された細長い側柱建物が並ぶ郡庁院が計調的に区画され

ている。正倉院には東西 2列に各 5棟の高床倉が並ぶ。 11策の倉は4間X3聞で、平均桁行約 8m、梁

行約 6mで高床の板倉と考えられる。

正倉院と郡Jr慌の中心部の距離を測ると約 150mで大宝律令倉庫令の倉と館舎の距離がとられてい

るが、個々の倉と館舎は 150mの距離はとられていない。しかしながら下高橋遺跡のような平境地の

郡街では正倉院と館舎群である郡庁院が渠と塀によって明確に分離されていたことがわかる。山地の

郡街においても、郡庁院と正倉院の遺構が離れた丘陵上に分散する事例が見られる。

-0- "M> ~I_:~ 民偽
jl¥，出向、田剛嶋一・『嶋一一幽欄剛欄 間 ! 

長

図 8 下高橋遺跡遺構配置図
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越中罰宮倉納穀交替帳 (W石山寺資料叢書~)

no 閤名年代郡 用途 倉名称 倉長 倉広 :g長 :g広 倉言言 委高 収納最 収納量 j志敷 床面積

(間) (m) (m) (m) (m) (m) (斜) (東) 緩稲 (m) 

某村 借頭外ー倉 2000 
借北外ー倉 3000 
東後二慶 3000 
{昔東後三震 3000 
東後四屡 3000 
{昔恋外二屋 3201 
{昔南外西ー箆 7500 

J11上村 束中板倉 456 
不動 酋第一板倉 8.5 7.8 1.7 1.4 4.2 4.1 3280 有 66.0 
不動 酋第二板倉 8.7 5.5 2.2 1.5 4.6 4.1 3684 有 48.2 
不動 西第三板倉 8.4 7.7 2.0 1.2 4.4 64.5 

某村 8.5 7.8 2.0 1.2 4.4 4.5 3900 65.7 
不動 ~t第一板倉 9.1 8.8 2.0 1.4 4.6 4.6 4750 有 80.4 

某村 不動 恋第五板倉 15.0 7.1 1.9 1.4 3.0 3.0 6260 有 105.8 
東後外三板倉 482 
東後中二板倉 746 
東一校屋 538 
東中一校崖 831 
東後一校屋 787 
東後二校建 1118 
東後三校震 444 
東後四校震 450 
東後外ー倉 863 
東第五屋 21.3 6.7 5.1 610 143.1 
{昔東後三校倉 4000 
南二度 3000 
{昔東外五少倉 1460 
{昔東1m屋 4000 
{昔東後外二屋 3000 
{昔東五屋 3000 
E室外ー震 4000 
密外二税屡 3000 

東南三三税E量震
5000 
1520 

意斐村 東後第一板倉 7.9 5.6 3.5 602 44.4 
不動 東後外第三板倉 14.5 8.3 2.5 1.7 4.9 4.5 6599 手Z 121. 1 
不動 東第一板倉 5.8 4.9 1.9 1.0 5.4 3.3 1114 有 28.3 
不動 東第二板倉 5.9 5.4 1.8 1.1 2.9 2.9 1154 32.1 
不動 東第三板倉 12.2 8.7 2.0 0.9 5.0 3.5 6940 有 105.9 
不動 東第四板倉 12.0 8.3 2.4 1.4 4.5 4.7 6010 有 100.0 
不動 南第一板倉 8.4 7.8 2.3 1.5 3.9 4.0 3293 66.0 
不動 高第二板倉 9.6 8.3 2.2 0.8 6.0 5.9 6023 有 79.2 
不動 笛第二板倉 9.0 7.8 2.3 1.1 5.0 5.1 有 70.7 
不動 西第五板倉 11.9 7.8 2.5 1.5 5.5 4462 93.1 
不動 北第二板倉 8.4 7.9 2.0 1.1 4.2 4.2 3666 66.3 
不動 北第二板倉前第二板倉 7.3 7.3 2.0 1.5 4.8 4.4 2950 有 53.1 
不動 ~t外第二板倉 5.0 4.1 1.3 0.7 3.2 3.5 879 20.5 
不動 西第三板倉 8.3 7.7 2.2 1.4 4.3 4.0 3578 64.3 
不動 西第六板倉 8.8 7.9 2.2 1.0 4.7 4.5 4080 有 69.9 
不動 北外後第一板倉 9.4 5.6 2.6 1.4 3.0 3.2 2114 有 51. 9 
不動 北外第一板倉 5.3 5.2 3.4 3.4 1442 27.6 

東後六震 192 
東後四震 2000 
借東後三倉 3000 
借東後外ー屋 3000 
~t外後第二板倉 6.6 5.4 3.5 7000 35.3 
東第五板倉 4.4 3.6 3.0 16.0 
東第六板倉 4.6 4.2 2.7 19.0 
1ヒ外第三板倉 7.8 5.7 3.1 44.6 
東第七屋 12.0 6.9 3.0 11000 82.8 

表6 越中富官倉納穀交替帳に記述された建物
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• Iftl倉」は総柱の高床の上lこ多角形断面のあぜ木を組み合わせて壁を作る構造で、東大寺正倉院に

代表される校倉構造の倉である。校倉では、使用するあぜ木の長さによって桁行・梁行が制限される

ために、桁行・桁行ともに 2丈(約 6m)を越えるものは少なく、『和泉監正税1懐JJ~こ記載された 2 棟

の甲倉の平均桁行は 5.15m、平均梁行 4.2mで平均床面積は 21.6 m'、平均収納量は 765削である。

・「丸木倉」は、高床のとに丸太を組み合わせて壌を作る構造の倉である。申倉より初源的な構造で、

丸太で作るため内部が凸凹で、隙間も多いため穀倉として使用はできず。全て頴倉である。『和泉監

正税帳』に記載された丸太倉 10棟のうち 6棟が空で、 8i世紀初めには、 ftl倉や板倉の普及とともに

使用されなくなったとも考えられる。甲倉と同様に桁行・桁行ともに 2丈(約 6m)を越えるものは

少なく、『和泉監正税帳』に記載された丸木倉の平均床面積は 16.8nfで平均収納量は 152.3餅 (1523

束)である。

・「板倉Jは、大型の穀倉用に開発された構法で、高床の上に縦溝の入った柱を立て、横長のj草板を

柱の縦溝に落としこんで壁を作る横羽目板方式の高床倉で、ある。「板倉j は「丸木倉j や「甲倉」の

ような桁行の制限はなく、桁行き材を継ぎ足すことが可能で、収納量の大きい倉が可能で、ある。何日

泉監正税l懐』では、全 31棟中 11棟が板倉であったが、延喜一十(910)年『越中国官倉納穀交替1I長Jに

記載された高床倉は殆どが板倉で丸木倉や甲倉(校倉)は記載されていなし、。すなわち、当初「丸木

倉jや「叩倉Jで建てられた倉は、容量の制限がなく、大容量の収納を可能にした「板倉Jにとって

替わられたと考えられる。『和泉監正税帳Jに記載された板倉の平均床面積は 30.9m'で、平均収納量は

1207餅である。

. I法倉」は板倉で桁行が長く収納量の多きい長倉を指す。『和泉監正税帳』では平均床面積が 122

1d、平均収納量 3642桝である。法倉は動用倉で、飢鰻や非常時に使われる穀を収納したと考えられ

る。非常に大きく、律令時代の倉の中でも象徴的な穀倉と思われる。

・「崖」は平屋の動用倉で、頴稲を収納した。『和泉監正税帳』では梁行は 5m前後であるが桁行は高

床の制限がないため約 6m"'"'14mのさまざまな長さの「屋」がある。動用倉で、必ずしも満杯状態の収

納量の記述でないため、収納量のばらつきは多いが平均約 500桝 (5013東)である。桁行長が梁行

長の 2倍を超えるものが多い。床は土問か低床の建物を想定できる。

表 6に 10世紀初期の『越中国宮倉納穀交替帳Jに記載された建物を示した。高床倉は全て抜倉で、板

倉の規模も『和泉監正税1懐』の平均床面積は 30.9nfに対し『越中国官倉納穀交替機』では 60.5nfと

ほぼ倍の大きさになった。時代が下がるにつれて、板倉の規模が拡大したことがわかる。
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主税ij長には正税を保管する建物の不動倉・動用の別、建物の名称・構造、建物のi幅と奥行、穀倉にお

ける塞の幅・奥行、建物の軒高・収納高、実質容量、収納量(穀倉は剤、頴倉は束で、表示)が記録さ

れている。

① 建物の用途・・不動倉と苦手J用倉

稲穀を11又納した正倉が満載となった後に、国司・郡司による検封作業を経て封印された倉庫を不動倉

と呼ぶ。対して通常あるいは非常時の正税の稲穀の出納が行われる倉を動用倉(動倉)と呼ぶ。鞠智

城においても天安二 (858)年の条に il司城主盈盆十 4 字火jの記述が見られ、不動倉があった。『和

泉監正税帳Jの建物の不動倉(板倉)

不動倉の平均床面積が 34rrfに対し

動倉の床面積は 22.7111と2/3穂度となる。

収納量でも不動倉が平均 1349桝に対し動倉は 851剤と 62%程度である。両者を比較すると不動倉は

規模が大きく、動倉は小ぶりな建物と考えられる。

② 塞の有無・・穀倉と頴倉

図 7 に『和泉監正税帳~ (表4) の 2番目に記載された「東第二板倉Jの高床部分を示したG

板倉の長(桁行)は 174寸、広(梁行)は 145寸で左正面中央の四角い凹みが饗である。

古代の米の収納は、椿刈した稲頴をそのまま東で収納する頴倉が中心であったが、対外関係、の緊迫化

等に伴う大量の備蓄の必要から、頴より容量が小さく貯蔵性もよい穀による貯蔵法として、倉の入口

部分に柱の縦溝に横板を落としこむ塞と呼ばれ

る積込み空間を設け、穀を倉全体で、パラ積みで

きる穀倉が開発され、普及した。

しかしながら、日常的な食糧庫や、春に農民

に官穏を貸し付け、秋に三割から五割の手Ij稲と

ともに回収する出挙を行う倉庫には、稲種が容

易に半Ij別可能で、倉からの出し入れが容易な頴

倉も利用されたo~和泉監正税帳』においても記

載された建物のうち 20棟が頴倉で、 11棟が穀倉

である。

② 建物の名称・・「板倉J、「法倉」、「丸木倉J、

「甲倉J、「屋」

図7 寒の概念図

『和泉監正税11握』に記述された建物の名称は、「東第一J等に見られる倉の位置を示す名称と倉の種

類を表す「板倉j、「法倉j、「丸木倉」、「申倉j、「屋」から成っている。
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第2章古代の倉

鞠智城は 7世紀後半から 9世紀にかけて存在したと伝えられるが、鞠智城が文献に最初に顕れる『続

日本紀J文武天皇二(698)年五月の条では「城j として記載されている。その後 160年の空白期間を

経ると、『文徳実録』天安二 (858)年の条に「菊池城i涜Jとしての記載があり、『三代実録』貞観十七

(875)年の条には「郡倉舎Jと記載され、『三代実録J元慶 3年 (879年)の条では「郡城境の兵庫j と

記載されている。鞠智城の古代社会における役割は、 7世紀末は城であったものが、時代が下がるに

つれて郡衛・郡倉の役割に変化したと考えられる。また、鞠智城の長者原で発掘された建物は、その

ほとんどが倉庫で、あったと考えられる。古代の倉庫の用途や構造について、『和泉監正税It'長Jに 81it

紀前期の倉庫の用途・形状が記述されている。

I dd車撞正税帳』 に見られる古代の建物の形状闘構造・用途

8世紀の倉の用途や形、構造を示した文献として『制点駐日死11剥がある。

今の大阪府の泉南と呼ばれる和泉監(後の和泉国)の天平九 (737)年の会計報告である『和泉監正

税11長』のヰ1に建物の用途・形式が記述されている。

表4 和泉監正税帳に記載された建物

no 国名年代郡 用途 倉名称 倉長 倉広 寒長 喜善広 倉品 委局 収納景 収納蚤 底数 面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (角ヰ) (東 E事稲 (n1') 

1和泉 737 大鳥 不動 東第壱板倉 5.1 4.8 1.5 1.2 3.2 3.1 810 有 22.3 
2 動用 東第弐板倉 5.2 4.4 1.6 1.3 3.2 2.9 728 無 20.7 
3 動期 東第参板倉 5.7 4.5 1.7 1.0 3.6 3.1 974 無 24.0 
4 東第E章板倉 5.1 3.6 2.8 ヲニ~ 18.5 
5 和泉 勤用 衛|現~t第壱j去倉 21. 6 6.3 2.1 1.6 4.4 2.7 4422 無 132.8 
6 不動 密第壱板倉 7.9 5.8 2.0 1.4 3.9 3.2 1670 手専 43.4 
7 西第弐板倉 5.7 5.1 2.7 2700 29.1 
8 不動 南第を板倉 8.1 5.9 2.0 1.7 4.1 3.5 2000 有 44.0 
9 不動 南第参板倉 6.8 5.3 1.9 1.2 3.7 3.2 1450 有 34.0 
10 東第壱丸木倉 4.0 4.3 1.8 ~ 17.2 
11 東第弐丸木倉 4.4 3.4 1.8 空 14.9 
12 東第参丸木倉 4.2 3.6 1.9 空 15.1 
13 東第E章丸木食 3.4 3.8 1.8 空 12.8 
14 西奇き震 14.1 5.0 3.2 6482 70.6 
15 筒第弐屋 13.8 5.1 3.0 1259 70.4 
16 南続~t屋 12.6 4.9 3.3 6873 61.2 
17 日根 不動 南第壱申倉 4.9 3.7 1.2 1.0 3.0 2.9 550 有 16.8 
18 南第弐丸木倉 4.1 3.6 2.1 764 14.6 
19 南第参丸木倉 5.7 4.8 2.7 2304 27.4 
20 南第E章板倉 3.9 3.8 2.3 空 14.6 
21 iffi第管丸木倉 3.9 3.8 2.3 空 14.6 
22 iffi第弐Ej3倉 5.4 4.8 3.3 1738 25.9 
23 北第壱丸木倉 4.2 3.6 2.1 空 15.2 
24 ~t第弐丸木倉 5.4 4.7 2.8 2201 25.6 
25 ゴヒ第参板倉 5.6 4.8 3.0 1706 26.8 
26 不動 ~t第E章板倉 5.5 4.8 2.0 1.2 2.8 2.7 816 有 24.0 
27 不動 北第伍甲倉 5.4 4.6 1.2 1.2 3.6 3.3 980 無 23.3 
28 動用 北第陵j去倉 18.0 6.0 2.2 0.7 4.1 2.1 2861 無 106.4 
29 東院北第壱丸木倉 3.3 3.0 2.4 空 9.9 
30 東院北第弐丸木倉 3.8 3.1 2.4 822 11.7 
31 東第壱屋 8.4 5.1 3.3 5439 42.8 
32 東第弐屋 ゲ;;:tロュ
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建
主

桁行/
床面

物 桁 ff! 礎石 総柱
桁行 梁間 軸

梁間
積

番 イ'寸ー fllj 掘立 側柱 (長/
Nこと (111) 

号 広)

2 3 掘立 側柱 4.2 2.4 70 1.8 10.1 

3 3 2 掘立 側柱 9.0 6.0 -20 1.5 54 

6 6 3 掘立 側柱 16.4 6.0 72 2.7 98.4 

7 (4) 3 掘立 側柱 (8.4) 6.3 55 (1.3) (52.9) 

8 6 3 掘立 側柱 10.2 6.0 67 1.7 61.2 

9 (3) 2 掘立 側柱 (7.5) 6.0 67 (1.3) (45) 

10 3 2 掘立 側柱 7.5 6.0 67 1.3 45 

14 5 3 掘立 側柱 14.5 7.2 90 2.0 104.4 

15 (4) 3 掘立 側柱 (11.6) 7.2 -84 (1.6) (83.5) 

16 10 3 掘立 側柱 26.6 7.8 53 3.4 207.5 

17 (6) 3 
掘掘立立

側柱 (13.25) 7.2 53 (1.8) (95.4) 

18 (7) 3 側柱 (20.8) 8醐1 60 (2.6) (168.5) 

19 5 掘立 側柱 15.0 6.3 O 2.4 94.5 

24 (4) 擁立 領IJ柱 (10.2) 5.7 49 (1.8) (58.1) 

26 (2) 3 掘立 側柱 (6.0) 7.2 -12 (0.8) (43.2) 

27 (4) 掘立 側柱 (10.0) 5.7 一48 (1.8) (57) 

28 5 2 掘立 側柱 9.0 4.2 47 2.1 37.8 

41 (3) 2 掘立 強IJ柱 (9.0) 7.0 一8 (1.3) (63) 

55 4 2 掘立 倒IJ*主 9.6 6.0 45 1.6 57.6 

57 6 2 掘立 側柱 10.2 5.7 -50 1.8 58.1 

58 5 (1) 掘立 側柱 13.5 (4.2) 一46 (3.2) (56.7) 

60 8 3 掘立 i~IJ柱 21.6 7.2 O 3.0 155.5 

61 7 3 掘立 根IJ*主 16.8 6.3 O 2.7 105.8 

62 (6) (1) 掘立 領IJ柱 (14.4) (2.4) 79 6.0 34.6 

63 7 3 掘立 側柱 21.0 7.2 一11 2.9 151.2 
」

表2 鞠智城跡の領IJ柱建物

建物号数 柱列 礎石掘立 総柱i~IJ柱 外径(m) 外径(寸)

30 2重 礎石 総柱 9.6 316.8 

31 2重 掘立 総柱 9.6 316.8 

32 3重 掘立 総柱 9.2 303.6 

33 3重 掘立 総柱 9.8 323.4 

表3 鞠智城跡、の八角建物
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表 1・2・3に鞠智城跡で発掘された 72棟の建物跡の総柱建物と側柱建物のうち、構造形式、規模、

主軸方向等が確認できる建物を総覧した。総柱建物が 21棟、側柱建物 13棟、八角形建物4棟、合計

38棟である O このうち総柱建物は米を貯蔵する高床倉庫と考えられる。また f倉産令j 倉於高燥処

置条によると倉庫は乾燥した処に設置し。周閉に池渠を開き、倉の周囲半径 50丈以内に館舎を置い

てはならないと規定されており、長者原に建つ側柱建物の多くも倉庫として利用されていたことも考

えられる。

6.0 

開設
-12 
-8 

-8 

総柱 7.5 5.0 -121 1.5 

総柱 6.6 -10 

総柱 7.5 6.9 -82 1.1 51.8 

総柱 21.6 7.2 一30 3.0 155.5 

総投 8.25 3.9 -15 2.1 32.2 

総ヰ主 (4.5) (6.0) -80 (0.8) (27.0) 

総柱 (3.3) 4.6 3 (0.7) (15.2) 

総柱 (3.0) 4.4 -10 (0.7) (13.2) 

総柱 14.2 8.0 -12 1.8 113.6 

表 1 鞠智城跡の総柱建物
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32・33号建物はし、ずれも掘立柱・八角形建物で外径は 9.8mを測る。

前身建物の 32号の跡に、中心を動かさずに反時計四りに 23.5度回転させた位置に新たに掘立柱・八

角形建物の 33号が建てられている。柱穴の埋土の差異が 32号と 33号に殆ど見られないことから、

30・31号八角形建物と同様に、 32号と 33号建物の建造時期は近いと考えられる。

、.、、、、
'il 

O~ι.<f;~--! :: 
c'-千十や三

ー 。々 ぷ翌三
、 φ戸_G---.J--~二

47号建物跡

¥ ¥ ¥い¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Iい11三三つ乙コ〆二ご
一-炉叩-一一-----岬--♂F ♂w♂F一 占占.-一卸一♂戸-一d一F 円，ず--一-

伊

。 「望 dmm r p J Arp 

図6 長者山の 45号-48号建物

国 6 は長者山に建つ 45 号~48 号の総柱・礎石建物群跡である。いずれも桁行方位が一致することか

ら高床倉庫群が想定される。
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|翠 5tこ長者原の東側の微高地形で発掘された 20 号~23 号、 25 号、 30 号~35 号を示した。

20 号~23 号建物は総柱・礎石建物である。 20 号と 21 号、 22 号と 23 号は桁行の方位が一致しており

それぞれがセットの建物群と考えられる。また、 22号と 23号は 21号の下層にあり、 22・23号の後

に20・21号が建てられたことが明らかになった。また 21号の西側から布目瓦の堆積が見られた。更

に20号・ 21号・ 23号の礎石から火災の痕跡が見られたO したがってお号の火災の後に建てられた

21号が再び火災にあったことがわかる。

iL33号建物跡

図 5 20号-23号、 25号、 30号-35号発掘建物

30・31号建物は外径がi直径 9.6mの八角形建物である。最初に立てられた掘立・八角形の 31号建物

の堀形を利用して礎石・八角形の 30号が建てられた。 中心部の心柱の堀形は浅く、建物の荷重が掛

からないような構造が想定できる。また 31号建物の柱の引き抜き跡が無いことから、 31号建物の柱

根を埋めたまま上部の柱を除去して礎石地業を行っていることから、 31号建物が建ってから期間を

おかずに 31号建物の上部が焼失し、建て直しが行われたことが想定される。近く Iこあった 20・21・

23が火災によって焼失した痕跡を持つことからも、火災等による 30号建物の焼失が 31号→30号建

替えの原因で、あったとも考えられる。
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図 4に 11号から 15号の建物跡を示した。 11号は、 6間X5聞の側柱部分は掘立で、内部の 4間X3

聞は礎石があり、掘立と礎石の 2つの構法が同一建物に使われている礎石・掘立併用建物である。柱

穴の堀形大きく1.7mX 1. 7mを測る。

建物の周囲が土問か低床(縁状のもの)で、内部の 4問X3間が高床である建物が想定される。

12号は 11号と並列しており、 11号と同様に側柱は掘立柱で、内部の柱は礎一石建ちで、ある。掘立柱の堀

形が方形で大きく方形で、細かな版築で囲められており、礎石のj也業穴も細かな版築で固められてい

た。

13号は 12号と南北に並列してし、る総柱の掘立柱建物で、堀形は大きく方形で、 10層の版築で閤めら

れていた。柱の抜き取り跡は無い。

14 号・ 15 号は側柱の撫立柱建物であるc 柱の堀形は丸く大きさも 1m 程度で 11 号~13 号と比較する

と小さい。 14号・ 15号とも柱の抜き取り跡がある。

11号、 12号、 13号の建物はいずれも総柱で、大きな方形の堀形や、版築による丁寧な地業が共通し

て行われており、鞠智城で重要な意味を持つ建物群と考えられる。

11号と 12号、 14号と 15号は東西方向の主軸がずれており、建て替えに伴う建築時期の前後関係が

考えられる。また 14号と 13号は遺構の切合い関係があり、 14号が 13号に先行する。

図 4 11号-15号建物
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また 1号と 5号、 6号と 3号、 7号と 8号、 9号と 10号の掘立建物は近接しており、類似する形状

をしている。掘立建物は柱の根腐のため耐用年数は 15~25 年と考えられる。

したがって鞠智城のなかで同様の機能を継続させるには建物の建て替えが必要で、あり、上記のセット

の建物にはし吋とれかの建物が|耐用を過ぎた後に取り壊し、改めて建て替えた関係があると考えられる。

図 3 1 号~10 号、 49 号建物

東京会場資本1- 11 



2発掘された鞠智城の建物

図 2 鞠智城跡発掘建物配置関

関 2に昭和 42fj三の第 l次調査から現在まで発掘された 72棟の建物跡の配置を示した。

Iz13では全体配置図のほぼlこ11央、 l号建物から 10号建物及び 49号建物の平面を示したc

I号から 10号Rはi也聞に穴を摺って柱を立てる掘立建物で、柱の部分を見ると柱のあった位置を示す

柱穴と柱を埋める際に掘った堀形の二重の線が見える。

49号は基壇の上に礎石を据え、その上に柱を立てる総柱礎石建物であるc

また、 1号、 5号、 49号は建物の内部にも柱が列をなしている総柱建物なのに対し、その他の建物は

建物の周辺のみに柱を立て、内部には柱を立てない側柱建物である。

古代では一般的に、側柱建物の床は土問か低床の建物で、総柱は高床式建物と考えられる。
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はじめに

鞠智城跡は大宰府から約 70加南に位置し、有明海に注ぐ菊池}IIの支流である狭間川と木野}IIに挟ま

れた標高 100mへ〆168mの台地に築城された古代山城である。

昭和 42fj三の第 1次調査から現在まで長者原を中心lこ72棟の建物跡が発掘されており、周辺の土塁線

に沿って、 3箇所に石造の門礎跡が発見されている。今回は主に 72棟の建物群について鞠智城と同

じ古代において建てられた建物の文献資料や発掘資料との比較を行い、

その構造、用途、及び建物問の関係について考察を行う。同じ時代に存続した大野城の建物跡と比較

し、建物の編年を試みることで、築城から文武二 (698)年の繕治の時期、天安二 (858)年の不動倉

十一宇の火災をへて 9世紀末を最後に文献に記録されなくなるまで、の鞠智城の建物跡について考察

を行った。

第1章鞠智城跡の建物跡、

l文献に見える鞠智城の建物

鞠智城は『続日本紀』文武天皇二(698)年五月の条に大野城・基躍城とともに大宰府によって繕治さ

れたことが記載され、その後 160年の空白期間があって、『丈徳、実録』天安二(858)年の条に菊池城慌

の「兵庫」や「不動倉Jとしての記載があり、『三代実録』貞観十七 (875)年の条には「郡倉舎の葺草」

の記載があるが、『三代実録』元慶 3年(879年)の条の「兵庫j の記載をもって鞠智城は歴史の舞台

から姿を消している。

これらの文献に記載された鞠智城の建物の名称としては「兵庫j、「不動倉」、「倉舎」が挙げられる。

698 文武二年 大宰府をして大野・基嘩・鞠智の三城を繕い治めし 続日本紀

む

858 天安二年 菊池城院の兵庫の鼓自ら鳴る。(二月一十四日)又 文1)忠実録

l鳴る。(二十五日)

菊池城院の兵庫の鼓自ら鳴る。間城主盈金十一字

火。(六月廿日)

875 貞観十七年 群烏数百、菊池主主食金の茸草をかみ抜く。(六月廿 三代実録

日)

879 元慶三年 肥後間菊池郡城境基庄の戸自ら鳴る。(三月十六日) 三代実録
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鞠智城の建物跡について

小西龍三郎(元九州造形短期大学教授)

関 1 鞠智城跡全体配置関
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2.矯路城山城跡

3. Ji湾紡石城山神縞石
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第 8儲未完成の古代山城

(1/15α潟、おっl王山祢縫石のみ 1/1∞∞)

8.筑後高良山幸申範幸三
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第 7~ i貸岐城山城跡(1/15000)

へとー

lOcm 

……一一一
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3.出土ごt著書(1/5)

第5関備中鬼ノj城跡の遺構と適量物
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3出土土器(1/5)

手持土塁控訴箇(g](1I100)

ーと7竺i
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3.出土土著書(1/5)

第 21A1sE!前基綾城跡の遺構と遺物

にv

C:J;J 

2臨 9地点礎石建物(1/200)

授 、思ぎ52
4 

20cm 

4.出土瓦(1/6)
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Q: 

第 1却貫機

@ 
。

o cTJ 

lパ托

太線が修理こt墾との筏界

工

法IlJ!Jl，輩機

2.太宰府口域内(1/250)

4 主城源地区の瓦(116) 鞠犠輸
第 1図筑前大野城跡の遺織と遺物 10cm 
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1業日n主主言・芳沢嬰 1979W特日IJ~史跡大野城跡隠Jl t，\'i~時県教育委員会
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第 1悶 1: ，lj代lli城サミット実行委員会 2010、2・横liJ1991 、3・入佐・小糠編 2010、4 横倒・芳沢 1979

第 21z11 古代|幻滅サミット実行委員会 2010 、 2~4 ・小田 2011

第 31盟 1 小問 1997 、2・3 問中・古門編 2000

第 4 図 1~5 凶{主・矢野・木村縦 2012

第 5関 1 古代山城サミット実行委員会 2010、2・村上・松尾 2005 、3:金 III・|縄本編 2013

第 6関全体図ノjサ112010、出土滋小)112006

第 7[議松本 1976
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完成と未完成、未完成の諸段階、遺構の有無・多寡、遺物の多寡、これらのもつ意味をさらに検討し

ていくとなにか新しい古代山城研究の方向性が見えるのではないかと期待している。

そして、「大野城・基捧城・鞠智城j の698年の繕治記事は城が維持管理されている、この時期に繕

治しなければならないなどの国家の意識を反映していると推測され、ほかの城との重要性や性格の違い

などを示していると考えられ、「繕治」は意味を持っていると思われる。そのような意味で、鬼ノ城城

躍の修理の可能性はこの城の重要性を示しているということができるのではないであろうか。

以上のように考えてくると、諸先学がすでに述べてこられた「未完成Jという考えも改めて整理検討

することで、新たな視点が見えてきそうである。「完成Jr未完成J、そして吋善治j が古代山城研究の

キーワードの一つになるのではなし、かと恩われる。

(主主)

(]l古「代山城の文献史料については、鈴木 2011など合参照した。
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に理解するべきか難しいが、この改修を記録はないが、 698年のほかの城における繕治記事と関連させ

ることもできるかもしれない。しかし礎石建物や瓦がないことなどを積極的に評価するならば、やはり

記録に記された 6981:j三の 3城繕治と金問城の考古学的に確認されている土塁の改修は別のものと理解す

べきなのかもしれない。たとえば 698年以前にこの城だけが改修されたのか、それとも 667年の築城以

前にすでに一部城壁が築かれていたのかなどである。

し、すとれlこせよ、城の繕治はその城の重要性、少なくとも改修して維持・使用しなければならない、と

いう可能性を示しており、城が完成している、と同じくらいの意味を持っているものと推測される。つ

まり文献史料・考古学的成果、いずれにおいても繕治・改修の痕跡が確認できる城は重要な城であった

v とを推測させるのではないであろうか。つまり、繕治・修理・改修などの痕跡も山城研究に役立つも

のと推測されるのである。

また、『岡本書紀』などの記録に記されていないいわゆる神龍石系山城においても、発掘調査がそれ

なりに進んでいる城であれば、やはりそれなりに遺構や遺物は確認されている。備中鬼ノ城はその代表

的な例であり、遺構と遺物の総合的な検討によって;賊の使用期間や使用状況が明らかにされつつある

(金田・岡本 2013、p.174)。特に鬼ノ城西門南東側の石垣部分では修繕の可能性が推測され(第 5図 2)、

域内遺物の量的な変化 (7世紀第 3四半期の遺物は少なく、第 4四半期'""'-'8世紀第 1四半期頃の遺物が

多い)は鞠智城跡における土器の量的な変化と対応しているようにも思え、鬼ノ城における築造とその

後の修理を含めた維持管理が推測できるのではないであろうか。このようにある程度の遺物・遺構が確

認できている城であるならば、それらを総合的に検討することによってより正確な城の変遷が明らかに

なるのではなし、かと推測される。

逆に言うとやはり神龍石系山城では遺物はあまり出土しておらず、遺構もよくわかっていなし、。この

ように、以前から神鑑石系山城の特徴としてあげられていた「遺構がわからなしリということは、「城

が未完成であった、工事途中で止まってしまった、また長期間使用されなかったJなどのことがらを示

しているのかもしれない。

5. おわりに

以上、古代山城は完成していたのか、未完成で、あったのか、という視点からいくつかの古代山城をみ

てきた。その結果として完成、またはほぼ完成したと考えられるものは、『臼本書紀Jなどの記録に記

されたいわゆる朝鮮式山城では 6遺跡中 4遺跡の大野城・基捧城・金田城・鞠智城、そして記録の見ら

れないいわゆる神龍石系山城では 16遺跡l札鬼ノ城と御所ヶ谷神寵石の 2遺跡のみであり、逆に米完

成と推測されるものは朝鮮式山城では現時点ではよくわからず、神龍石系山城では 16遺跡中、唐原山

城跡・阿志岐城跡・鹿毛馬神籍石・女山神鏡石・おっぼ山神鑑石・播磨城山城跡など 6遺跡以上ある。

このような記録に記された山城と記されなかった山城の完成・米完成を合わせ検討してみると、完成

した山城群の意味、また未完成の山城群の意味が多少見えそうである。

まず、完成した山城の場所はそれぞれの地域の中で重要な場所であることが改めてわかる。そしてや

はり記録にもあるように古い段階ら築城され始めたのではなし、かと推測される。

米完成の山城は、意図的な米完成なのか、それとも否応なしの未完成なのか。「見せる城」という意

識は当然存在したと思われるO ただ、それによって当初から、たとえば一部しか作ることを考えなかっ

たのか、工程の関係で停止し、そのままになったのか。そしてこれらの「未完成J、f途中での停止j は

単なる偶然ではなく、当時の政治・社会情勢を反映したものではなし、かと考えられる。
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が当然のことながら重視されていたといえるのではないで、あろうか。

またこのように見てくると、ただ、文献に記録がないということでひとまずひとまとめにしている神

龍石系山城も完成した可能性が高い鬼ノ城や御所ヶ谷神龍石と明らかに未完成と考えられる城とで、そ

のほかの特徴もあわせ検討すると区分することができるかもしれない。少なくとも鬼ノ城に関しては、

以前から述べているように懸門構造・内床面の石敷き・堆城の存在などの特徴は 667年の対馬金田城や

讃岐屋14鳥城と類似しており、その造営時期が近いのではなし、かと考えられる(亀田 2009)。

繕治(修理・修築・改修) 最後に、完成したと考えられている大野城・基緯城・鞠智城には文武天皇

2 (698)年の繕治(修繕)記事がある。この「繕治Jについては、ひとまず城が完成し、その後建物や

城壁などが時間とともに傷み、建て替え、または修繕しなければならないなどの理由から繕治したと考

えられるが、一方で未だ工事途中で土砂崩れや地震などによって城壁などが壊れ、それを修築したのか

もしれない。また、それらとともに、これまで多くの諸先学が述べてこられたように、掘立柱建物から

礎石建物に建て替えたことを示しているのかもしれない。それは単に立て替えだけではなく、機能の変

化を含んで、の繕治かもしれない。

し、ずれにせよ、これらの 3つの城はこの記録とともに出土遺物、土器や瓦によっても 7世紀末'"'-'8世

紀初め頃になんらかの行為が行われた(繕治された)と考えられている(第 1、2，4図)。土器の場合

は使用年代の幅の問題があり、細かく区切ることはできないが、量的な検討を行えば、ある程度の変遷

を押さえることができる。大野城跡や基鼎城跡では残念ながら、そのような量的な処理は未だされてい

ないようであるが、鞠智城跡、では木村龍生によってその検討がなされている(第 4悶 5、木村2012)。

木村の成果によれば、まず築城以前の 6世紀後半代からの土器がみられ、このころからのちの域内に

人々が住んで、いたことがわかり、鞠智城築城期の 7世紀第 3間半期に土器が少し増加し、文武天息 2(698)

年の繕治記事に対応する可能性がある 7世紀第4四半期'"'-'8世紀第 1四半期の土器が急増していること、

そして興味深いことに 8世紀代 2四半期と第 3四半期の土器がなく、次に 8世紀第 4四半期の土器が比

較的出土し、その後再び 9世紀第 1四半期・第 2四半期の土器がほとんどなくなり、 9世紀代 3四半期

に急増し、第 4四半期まで続くことが明らかにされている。この土器の量的変遷は 7世紀後半'"'-'8世紀

初め頃と推測される平行文や格子目文瓦の量、そして 8世紀末頃と推測される縄目文瓦の存在などとう

まく合致しており、『続日本紀』などの記録とも対比できるのではないかと思われる。

そこでこのような繕治記事がある 3つの城とそうではない城を比較してみると明らかになるものがあ

りそうである。{yIJえば、対馬金問城跡では大野城跡や鞠智城跡ほどではないが、調査も進められ、城内

施設も明らかになっている。そこで興味深い点は土器などの遺物が現時点での成果であるが、基本的に

8世紀初まで下がりそうなものがほとんどなさそうであることと、礎石建物が確認されていなし、点であ

る(第 3図)0 r未確認で、ある」ということはし、ずれ発見される可能性が当然あり、そう簡単に「なしリ

とは当然いえないのであるが、これまでの調査ではないようである。いずれ域内の全域を調査する中で

礎石建物や 8世紀以降の土器や瓦などが発見される可能性は当然あるのであるが、『日本書紀』の天智

天皇在{立中に築城された九州の城(確認されているもの)で繕治記事がないのはこの金田城だけである。

記録は当然なんらかの理由で記されないこともあるので、「なしリということを強調することは問題で

あるが、現時点での遺構と遺物に関する成果を積極的に評価すると、この繕治記事が見られないことに

意味を認めて良いのかもしれない。

ただ、一方で、域内のビングシ地区の土塁に関しては、上下 2層が確認されており、その上層土塁に

伴う門礎石の形が外郭線石患の門礎石と同じグノレーフ。のものである(第 3図 2)。このあり方をどのよう
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ある。

このような未完成のあり方は、それぞれの山城のもつ意味、たとえば築かれた場所・立地、つまり、

もし同時期にいくつかの城を並行して造っていたのであるならば、その中での優先度が低かった可能性

や、単にその地域でのなんらかの理由で築城工事が遅れ、そのまま中止となった可能性などが考えられ

ることになる。完成した山城と米完成の|勾城のもつ意味、未完成の山械の中で、の工事進捗状況の違いの

意味などいろいろと考える材料になりそうである。

完成した山城と未完成の山城 現時点で城壁が完全にめぐらされている完成した山城、完全に城壁はめ

くやっていないが、自然地形の利用を含めてほぼ完成していると考えられるiJJ城は、筑前大野城跡、肥前

基鰭城跡、対馬金田城跡、肥後鞠智城跡などのいわゆる朝鮮式山城と、備中鬼ノ城、豊前御所ヶ谷神龍

石などの神龍石系山城、計 6ヵ所である。

一方、確実に未完成、またはおそらく未完成と推測されるものが、豊前!宮原山城跡、筑前阿志11皮城跡・

鹿毛馬神寵石・杷木神鑑石、筑後女111神緩石、 Jl巴前おっぼIJ1神龍石、周防石城IJ1神鏡石、讃Ul支城山域跡、

播磨城山城跡など 9ヵ所ある。

このように、おおよその概要がわかる古代山城 22ヵ所のうち、 6ヵ所が完成している可能性が推測さ

れ、 9ヵ所が未完成の可能性が高いことがわかった。

『日本書紀』などに記されたいわゆる朝鮮式山城ではその所在地が確認されている 6ヵ所のうち 4カ

所が完成しており、城躍線がわからない高安城は何とも言い難いが、讃i岐屋11¥高城はひとまず厳しい崖や

急傾斜の部分は自然地形を利用していた可能性は考えられる。ただ、屋嶋城跡に関しては、頂上部の城

壁線とはl:l1Jに、西側t:jJ腹にJ甫生の石塁と呼ばれている石塁がある。最近の調査で古代のものである可能

性が高まり、その実態把握調査が進められているが、その北側に位置する維域と推測される部分の北側

減壁線がよくわからない。もしこの石翠が屋u鳴り占跡に伴うものであるならば、この部分は未完成で、ある

可能性がある。そうすると、堆城の北側に城壁線が延びないこれ自体を完成品とみるのか、頂上部は完

成しているが、この石翠部分は未完成であるのか、さらに、頂上部も工事途中であるのかなど、いろい

ろと興味深い疑問が生まれてくる。し、すとれにせよ朝鮮式IJJ城に関しては、実態のよくわからない高安城

を除くと基本的に完成していると考えて良いのかもしれない。

一方、神龍石系山城に関しては、ほぼ確実に完成しているのではないかと推測されるものは鬼ノ城と

御所ヶ谷神龍石のみである。山城の場合、すべての城壁、城内の施設を担保することは極めて難しい。

現時点で、は神龍石系山城に関しては、完成したものは比較的少なそうで、米完成または途中で工事が止

まったものの方が多そうであると言えそうで、ある。

このように神龍石系山城に未完成のものが多いという窓識で、古代山城全体を見てみると、以前から検

討されてきた築城時期の問題に関しては、朝鮮式山城より古い城で、未熟であったため工事が比まったと

いう考えも成立するように思われるし、逆lこ7世紀末頃に築城が始まり、すくやに城が不必要になったた

め、工事:を停止したとも考えられ、やはり答えは簡単には出そうにない。

そして、朝鮮式山;城と神龍石系山城を併せて、完成した城の分布を見ると、 667年の対馬金田城、 665

年の大野城・基隷城、そしてほぼその頃に築城されたと推測される肥後鞠智城が大宰府地域を中心に北

と南を意識して築かれていることがまずわかり、そして豊前御所ヶ谷神寵石と備中鬼ノ城、さらに 667

年の毘嶋城、場所は未確認で、あるが 665年の長門城の位置を考えると、これらが一連の唐・新羅からの

攻撃を意識して築城したものではないかと推測されるのである。これに備前大廻小廻山城を加えれば、

当時の防衛線として対馬から北部九州・ Iヤ九州、そして瀬戸内海沿岸地域のこれら山城が築かれた場所
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IJJ城跡・阿忘岐城跡・!琵毛馬神鏡石・女山神寵石・おっぼ山神鑑石・播!膳城山城跡などのように城援の

一部、またはかなりの部分が築かれていない、未完成と考えざるを得ない山減が存在することを再確認

した。

ただ、前者に関しでも、すべて土塁などの城壁を築造していたのか、それとも急11唆な自然地形の利用

も含めて完成していると考えるのか、気になる点はあるが、基本的に城としての機能を維持できる城壁

線の存在が推測できるものをひとまず完成したものと考えている。この明確な城壁線(土塁・石塁など)

が確認できない部分に関しては、まったく何もせず、自然i由形を利用しているのか、本来は士翠状のも

の、または柵などの施設があるのかなどは今後検討が必要であろう。

また、未完成の山城においても、その城壁が確認できない部分が、まったくなんらの工事もしていな

いのか、城壁を築く途中で、あったのか、たとえば、山の斜面を加工し、石をi)ftベる準備をし、土塁を作

ろうとしていたのか、さらに、斜面加工の後、石をいくつか並べたが、土塁を作る前に止まってしまっ

たのかなど、いろいろな様相が確認されている。このように、どのような状況で止まっているのかを確

認することも、 11.1城築造のあり方を考える上で大事な点であろう O

域内施設 古代111城研究においてよく取りとげられた城内施設の存在もこの完成・未完成と関わる可能

性がある。つまり、城壁が完成し、兵士たちがその中で見張りや城の管理などな行っていたと考えるな

らば、当然それに関連する施設や建物群が必要となる。ただ、未完成の山城でも工事を進めるために作

業小屋や石材切り出し場、石材加工のための道具である撃などの加工場(鍛治場)などは当然必要で、あ

ったと推測される。しかしこれまで古代山城において内部施設が確認されている例はやはり少ない。

一方、城壁が全周しない未完成と考えられている山城においては、城壁が築かれている部分には門が

築かれたもの(おっぼ山神龍石など)はあるが、城内施設に関してはほとんど確認されていなし、。いず

れ築城工事に関わる掘立柱建物などが検出される可能性はあると思うが、完成後の管理棟や兵舎、そし

て倉障などは全域を調査しでも検出できないのかもしれない。

ただ、この「完成Jも当初から、または築城途中の段階で急逮、これくらいの範閥に城壁さえ築けば

よいとして、ひとまずの f完成」として、域内施設の造営に関わっているならば、そのような管理棟、

倉庫などが今後発見される可能性は当然ある。

いろいろな未完成 しγずれにせよ、「未完成Jにもいろいろな段階があることがわかるO

まず、城壁がほとんど築かれていないと考えられる豊前唐原山城跡や播磨城山城跡などはやはり、築

城の意志はあったが、なんらかの理由で工事が「初期段階j で止まらざるを得なかったと推測される。

筑前例志岐城跡、筑前鹿毛馬*Ijヨ龍石、筑後女11J神鏡石、肥前おっぼIU神籍石などは官道などに面する

部分だけが作られ、見えない部分については城壁が築かれていなし、。 向井一雄のいう「見せる城Jで、あ

る(向井 2010b)。確かに見られることを意識して築いていると思われるが、おっぼ111神龍石のように

見えない部分にも点的に列石用の石材が寵かれているものがあるのも事実のようである。つまりこのよ

うな途14:]で工事が止まった城に関しでも当初の目的を達したのでここで止めるという場合と、やはり工

事は進めていたが、なんらかの理由で、途中で止めざるを得なかったと考えざるを得ないものもありそ

うで、ある。

さらに石城山神経石の庶居敷は未完成で、あり、 1311の建物工事段階で中止した、といえるのかもしれな

い。豊前御所ヶ谷神縫石の第 2東門に関しでも、もしかすると工事途lやで、あったのかもしれない。

このように、「米完成Jについても、「工事初期段階の米完成Jr工事のある段階での意図的中 Ll:二J、そ

して「工事は続けていたが、なんらかの理府で工事が中止になった米完成」など、いろいろありそうで
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城周約 3kmと推定されている(石松 1976、磯村 1978、)11述 1982、猿渡 2013)。この山城に関する記録

は確認されていない。

東傾JJの最高所から商側斜面に沿って扇状に広がる尾根部と間側探高 40"-'45mの山腹に列石や土塁が

確認され、水門が 4ヵ所確認されている。ただ、正確にはこの東側山]買部のすぐ東側から北側と西面土

塁線の最も北側に位置する粥餅谷水門の間は、地形によって城壁線が推測されているが、その場所には

土塁・列石は未確認で、、昭和 46年の福岡県教育委員会による発掘調査でも 10ヵ所ほどのトレンチを入

れ、確認したが、土塁・列石は確認できていなし、。つまり商面土塁線の最も北側に位置する粥餅谷水門

から南側は土塁・列石が確認されているが、その北側は未確認なのである。

(5)肥前おっぼ111神龍石

おっぼ山神龍石は佐賀県武雄市橘町大日のおっぼ山に位置する(鏡山ほか 1965、武雄市教育委員会

2011)。城内のほぼ中央部に位置する標高 66.1m地点を最高所として、土塁・石塁が確認され、城j司は

1870mある。この山城に関する古代の記録は確認されていない。

おっぼ山神鑑石の土翠・列石は想定されるすべての場所では確認されていなし、。昭和 38年に発掘調

査がなされているが、第 2土塁とよばれる北東部の土塁から東側の東円、南東部の第 1水門、 j有門を経

て城壁南端付近までは基本的に土患・ダIJ石は残っている。しかし、推定城壁線の西側に関しては、第 2

水問、そのやや西北側の一部で土患.37IJ石が確認できるが、それ以外の場所では点的に列石などを確認

できる程度(第 8図 5のOで、閉った点)であり、少なくとも城壁線が全周していることはない。また、

東門の外側に加工された石材がまとまって点在している。

(6)播磨城山城跡

播磨城111城跡は兵庫県たつの市新宮町馬立などに所在する標高 458mの城山を中心に築かれている

(加藤ほか 1988、加藤 1995)。土塁などの城躍は確認されていないが、約 1600mの城周が想定されてい

る。この城に関する古代の記録はない。

遺構・遺物としては方形繰り込みの農居敷、塊石を使用した谷部の石塁、そして礎石建物 (4X7間)

などが確認されている(加藤ほか 1988)。ただ、唐居敷(第 91現2) には軸摺穴が開けられておらず、

米完成と考えられる。

(4)その他

以上述べてきたもののほか、筑前杷木神龍石は土塁・列石が明確でない部分があり(宮小路ほか 1970)、

筑後高良山神龍石も北側の城壁線はよくわかっていない(第 8図的。ただ、これに関しては天武天皇 7

(678)年の地震によって壊れた可能性が提示されている(松村 1990・1994)。

このほかに、周防石城山神龍石は想定される城壁線において土塁.371J石などが確認できていない部分

があり(第 8図 7)、少なくとも方形割込みを持つ唐居敷は軸間穴が影られておらず(第 9図 3)、未完

成の可能性が考えられる(小野 1983、光市教育委員会 2011)。同様に讃岐城山城跡も方形制込みを持つ

!寄居敷が確認されているが、 jJ立用の穴と軸慣用の穴がともに彫られていないものがあり、さらに方形

の柱を支えるための方形割込みが途中までしかあけられていないものがある(第 9図4)。やはり完成し

ていない内があると考えざるを得ない(古代山城研究会 1996)。

4. 完成した古代山城と米完成の古代山城

城壁はできあがっていたか 以上、古代山城のいくつかの例を見てきたが、大野城跡・基捧城跡・金田

城跡・鞠智城跡・鬼ノ城などのように城壁線が基本的に全局する、完成したと考えられる山城と、唐原
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岡本 2013)。南に下がる斜面部に基本的に土塁で築かれ、城周は 2790mで、ある。この山城に関する古代

の記録はない。

城壁は基本的に版築の土塁で築かれているが、一部石塁で築かれており、一般的な印象としては石城

のイメージが強いようである。城壁は全周しており、城門が 4ヵ所、通水口をもっ水門が 5ヵ所、城内

に礎石建物が 7棟、土手を持つ貯水施設が 2ヵ所確認されている。

(6)最前御所ヶ谷神龍石

豊前御所ヶ谷神龍石は、福岡県行橋市とみやこ町にまたがり、標高 246.9mの御所ヶ岳(ホトギ ~lJ) 

から西に延びる尾根線と北に延びる斜面を取り閤んで築かれている(小)112006・2010など)。城周は約

3030mである。文献に関連記事は確認されていない。基本的に基部に列石を配した土塁で閉まれているc

(7)その他

以上、述べてきたもののほかに完成していたのではなし、かと考えられているものとして、備前大廻小

廻山城がある。少なくとも城壁線(士塁・列石)は全周していると考えられている(出宮・乗伺 1989)。

ただ、西側の門が想定される一木戸北側は発掘調査を行ったが、現在の山道で荷Ijられているようで、内

の痕跡は確認できていない。また伊予永納山城も完成した城と考えられているが、残りの悪い部分では

本来どのような状況であったのかは確認できない(渡謹・半沢 2005、渡j長編 2009、渡漣 2012)。

3. 未完成の可能性がある古代山城

(1)豊前唐原山城跡

唐原山城跡は福岡県築上郡上毛町下麿原・土佐井こに位置し、標高 83.5mを最高所とする低丘陵に築か

れている(末永 2003・2005)。城周約 1700mと推測されている。この山城に関する古代の記録はないc

土塁.)'IJ石に関しては、基本的に土塁はなく、北東側は土塁・夢Ij石を配するための加工がなされるの

みで、南西部はそれすら明確でない。南側などで点的に並ぶ夢IJ石が城壁想定線の各所で確認されている。

このように城壁は明らかに未完成である。

(2)筑前阿志岐城跡

阿志岐城跡は福向県筑紫野市阿志岐に位置する楳ー高 338.9mの宮地岳北西側山腹に築かれている(草

場編 2008・2011)。域周は約 3.68kmと推定されている。『日本書紀』などにその記録は確認されていな

し、

城跡はダIJ石を持つ土塁、石塁、 3ヵ所の水門などが確認され、北東面側は第 3水門までは土塁は確認

できるが、その南側では確認できず、北西側では最も西側に突出した標高約 200m地点近くまでは確認

できるが、そこから南側に関しては確認できていない。このように城壁は全周していないと考えられて

し、る O

(3)筑前鹿毛馬神寵石

鹿毛馬神龍石は福間県飯塚市鹿毛馬、標高約 75mの低丘陵部に築かれている(井上・宮小路 1984、

須原 1998)0 城周約 2kmである。この山城に関する古代の記録はない。

城跡は最高所の丘陵東側を起点として西側に三角形状に下がりながら広がる、土塁で、閉まれたもので

ある。城壁線は基本的に切石列石を伴う土塁で築かれてし、るが、東側山頂付近では約 300m)'IJ石が確認

できない。

(4)筑後女山神鑑石

女山神鏡石は福岡県みやま市瀬高町大草女山の標高 203.6mを最高所とする西向き丘陵部に位置し、
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基捧城とともに築かれたことが記されている。そして『続日本紀』文武天皇 2(698)年 5月甲取条に「大

宰府に命じて、大野・基鼎・鞠智の三域を繕治(修理)させた」とあり、築城から 33年で修理させて

し、ることがわかる。

(2)肥前基鼎城跡

肥前基捧城跡は佐賀献基山町と福岡県筑紫野市にまたがる古代山城で、標高 404mの基山から東に傾

斜する地形を利用して土塁がぐるりとめぐらされており、城周は約 3.9kmである(鏡山 1968、田平 1983、

小田 2009・2011など)。城内最高所は標高 414mで、ある。

基鱒城に関しでも大野城と同じように、『日本書紀』天智天皇 4(665)年 8月条に百済の達率憶槽福

留と達率四比福夫が大野城とともに築いたことが記されている。そしてこれも同じく『続日本紀』文武

天皇 2(698)年 5月甲南条に「大宰府に命じ亡、大野・基捧・鞠智の三城を繕治(修理)させた」とあり、

築城から 33年で修理させていることがわかるO

誼接的に築城などに関わるものではないが、『万葉集Jにもその名前が見える。巻 8-1472は式部大

輔石上製魚朝臣の歌であるが、その左注に、神亀 5(728)年石上堅魚が大宰師大伴卿の妻大伴郎女の死

に際して大宰府に行き、役目が終わった後に駅使や府の諸卿大夫たちと「記夷城Jに登って望遊して訪〈

んだ、と記されている。

そして、大宰府政庁跡南側の不丁地区官街遺跡において天平年間 (729~748 年)ころと推測される木

簡が出土している。木簡には「為班給筑前筑後肥等間違基鼎城稲穀随大監正六位上田中朝口口Jとあり、

基捧城に貯蔵されていた稲穀が筑前・筑後.m~の国に運ばれたことがわかる(九州歴史資料館 1987) 。

また『日本紀略』弘仁 4(813)年条に「基鼎団J(基捧主主団)の記録が見られる。

(3)対馬金田城跡

対馬金田城跡は長崎県対馬市美津島町黒瀬および箕形に位置する(問中・古門編 2000・2003、田中編

2008・2011、亀田 2012など)。標高 276.2mの城山を最高所として東に下がる斜面部に石塁がめぐらさ

れている。城壁は石塁で全潤しており、城周約 2.8kmである。

『日本書紀』天智天皇 6(667)年 11月条に、倭国高安城、讃吉悶山田郡崖嶋城とともに築かれたこ

とが記されている。金田城に関わる記録はこれだけで、築城後の城の様子など、はわかっていない。

(4)肥後鞠智城跡

肥後鞠智城跡は熊本県北部の山鹿市と菊池市またがって位置している(西住ほか編 2012など)。海岸

線からはやや離れており、菊池平野を南に望む標高 145mの米原台地を中心に築かれている。城壁は土

患と急な崖を利用したもので、城周約 3.5kmの土城である。

築城に関しては記事が見られないので正確な年代はわかっていなし、。鞠智城、が文献に初めてみられる

のは、前述の大野城・基捧城とともに繕治させるという『続日本紀』文武天皇 2(698)年の記事である。

その後奈良時代の記録はなく、『日本文徳天皇実録』天安 2(858)年間 2月丙辰 (24日)条に、菊池城

|誌の兵庫の鼓が自ら鳴り、同丁巳 (2513)条に、また鳴ったとあり、問 6月己間条に菊池城院の兵庫の

鼓が自ら鳴り、その不動倉 11字が火事になったと記されている。そして『日本三代実録J元慶 3(879) 

年 3月 16日条にも肥後国菊池郡城院の兵庫の戸が自らなったと記されている。これ以後の記録は見ら

れない。

(5)備中鬼ノ城

備中鬼ノ城は岡山!刷会社市奥坂に所在する鬼城山(標高 396.6m) に位置する(高橋 1976、鬼ノ城学

術調査団 1980、総社市教育委員会 2005、村上・松尾 2005、松尾・谷山 2006、岡田・亀山 2006、金田・
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古代山城は完成していたのか

亀田修一(関山理科大学教授)

1.はじめに

岡本列島で確認されている古代山城には朝鮮式山城と呼ばれているもの、神龍石系山城と呼ばれてい

るものがある。前者は『日本書紀』や『続日本紀』などの記録にみられるもので、後者はその本来の名

前は分からないが、列石を伴う城壁や水門の遺構などから古代の山城と考えられているものである。特

に後者に関しては、土翠前面下部の列石が大きな特徴として認識されている。ただ、近年の発掘調査の

進展によって、両者が基本的に同じ構造物であることが認識され、古代山城として同じように扱うべき

であるという考えが増え、新規に発見される「神鑑石」も「・・山城JI・・城Jと名付ーけられるよう

になっている。

朝鮮式山城に関しては、前述のように『日本書紀』などにその築城・修築記事がある。天智天皇 2(663) 

年の自村江の戦いにおける敗戦、百済からの多くの人々の日本列島への亡命、唐・新羅が日本列島へ攻

めてくるのではなし、かとし寸危機感などから、天智天皇 3(664)年福岡県太宰府市などに水域が築かれ

る。そして翌天智天皇 4 (665)年、長門田の城、筑紫閣の大野城・株城が百済からの亡命貴族(将軍)

達率答・春初、達率1意糟福留・達率四比福夫らによって築かれる。さらに天智天皇 6(667)年、倭国の

高安城、讃吉国山田郡の屋嶋城、対馬国の金田城が築かれる O そして文武天皇 2(698)年、大宰府に大

野・基緯・鞠智の 3つの城を繕治させている(1)。

このように記録にみられ、かっその所在地がおおよそ確認されている朝鮮式山城は 6ヵ所、記録にみ

られない神鏡石系山城は 16ヵ所、合計 22ヵ所の古代山城が確認されている。これらの古代山城の調査・

研究はそれぞれ進展状況に違いはあるものの、それなりに進んでおり、その内容についても徐々に明ら

かになりつつある。

そのようななかで、城躍が推測される場所で確認できず、もともと築かれていなかった、未完成で、あ

ったのではなし、かと推測される山城の存在が改めて知られるようになってきた。このような指摘はすで

に筑後女山神龍石や讃岐城山城跡などに関して指摘されていたが(石松 1976・松本 1976・佐田 1982な

ど)、近年単に未完成なのではなく、「見せる城j という考えで、見える部分だけ築こうとしたという考

えも提示されるようになっている(向井 2010a . b) 0 

小稿で、はこのような広義の「米完成の城Jについて検討するとともに、「完成した城j と「未完成の

城」の意味について改めて検討してみたい。

2. 完成していたと思われる古代山城

これまでの発掘調査などによって城壁がほぼめぐらされていたと思われる山城は筑前大野城跡、肥前

基鼎城跡、対馬金田城跡、肥後鞠智城跡、備中鬼ノ城、豊前御所ヶ谷神鑑石などである。

(1)筑前大野城跡

筑前大野城跡、は福岡県大野城市・太宰府ー市・宇美町に位置する(鏡山 1968、入佐・小津編 2010など)。

最高所標高410mの四王寺山の峰々に士塁をめぐらせており、南北で部分的に二重になり、城周は約6.8km

である。

大野城に関しては、『日本書紀』天智天皇 4(665) 年 8月条に百済の逮率憶糟福留と達率凹比福夫が

20 資料篇



鞠智城(菊池城)の兵庫、鳴動

『文徳貫録』巻十天安二年(八五八)間二月丙民《廿四》・丙辰。肥後間

言。菊池城続兵庫鼓自鳴。 A了巴《廿五》丁巳.。又鳴。

『文徳賞録』巻十天安二年(八五八)六月己酉《廿))~砂己顔。従五位下安倍

朝臣良行矯参河守。』大宰府言。去五月一日。大風暴雨。官舎完号、破。青苗朽

失。九国二島謹被損傷。又肥後間菊池城院兵庫鼓自鳴。同城不動倉十一宇

火。』

参考

『三代実録』巻二七貞観十七年(八七五)六月サ日半来4砂半未廿 iヨO 大宰府言。大鳥二集肥

後間玉名郡倉上。向商鳴。群鳥数百 O 臨抜菊池郡倉合葺草。

笹本正治『鳴動する中世』朝日新聞社、 20 0 0年

西山克「中世王権と鳴動J今谷明編『王権と神祇』思文間出版、 20 0 2年

黒田智『中世肖像の文化史Jペリカン社、 2007年
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むすびに代えて一鞠智城が象徴するもの一

予兆と王権・国家

「兵庫Jの鳴動

予兆:物事のきざし。前知らせ。俗信知識の上で、出来事の原因となったとされる過去の現

象。

『日本書紀』天智十年(六七一)是歳、讃i妓i沼山田郡人家、有鶏子四足者。又大炊有八鼎 U，I.$o

或一鼎~鳥。或二或三倶鳴。或八倶鳴。

『続日本紀』宝亀元年(七七0)二月丙辰。《廿三》破却西大寺東塔心礎。其石大方一一:丈余。

犀九尺。東大寺以東。飯盛 IJ~ 之石也。初以数千人引之。日去数歩。時復或鳴。於是。益人夫。

九日乃至。剖]力IJ商IJ刻築基巳果。時A瑚之徒。動以石崇為言。於是。積柴焼之。潅以jll-余剤酒。

片片破珂i。棄於道路。後月余日。天息不瞳。 卜之破石為崇。 gll復拾霞浄 iis。不令人馬践之。

今其寺内東南隅数十片破石是也。

『続日本紀』宝亀…|一一年(七八 0)六月辛顔。<<-1:1-八》授従五位 k紀朝臣佐婆麻呂正五位下。

元位名継女王従五位下。伊勢国言。今月十六羽己商巳時。鈴鹿関西内城大鼓一一 i鳴。勅陸i支持

節高IJ将箪大伴宿祢益立等。将箪等去五月八釘奏書:云。乱備兵1議。日j司賊機。方以今月下旬進

入国)向。然後候機乗響。恭行天抹者。既経二月。計日准程。作待献伴。;'じ出軍討賊。国之大

事。進退動静。統合奏問。何経数旬絶無消息。宜申委曲。如書不 J~意者。差軍監包下 i甚弁者

4 人。馳駅申上。

『続日本紀』宝亀卜一年(七八 0) 冬十月奨巳。《辛911朔三》左右兵庫鼓11鳥。後間箭動声。

其響達内兵庫。

『続 13 本紀』天応元年(七八一)三月乙商。美作図言。今月十二日未三里I~ 0 苫田郡兵庫鳴動。

又四知1]鳥動如先。其響如雷謹之漸動 oJ伊勢閣言。今月十六日午l待。鈴鹿翻問中城門大鼓。

自鳴三啓。

『続日本紀』天応元年(七八一)夏四月己丑朔 O 左右兵庫兵器自鳴。其声如以大石投地也 u

i宣散位従五位下多治比真人三上於伊勢。他者守従五位下大伴宿祢継人於美濃。兵部少輔従五

{立下藤原朝臣菅継於越前。以臨|調駕。以天皇不予也。

『続日本紀』天応元年(七八一)十二月庚ー成。《仕ノス》兵庫南院東庫11鳥。
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史料 < 2 - r防衛体制Jの整備>

592年(崇峻五年十ー月)了米、遣駅{吏於筑紫将軍所日、依於内乱、莫怠外事。

672年(天武元年 6月)丙成、<中略>0 佐伯連)男杢筑紫、時栗i寝王、承符対臼、

筑紫閤者、元成辺賊之難也 O 其峻城深陸、臨海守者、貴為内賊耶 O 今畏命而発室長、員IJ国空失 O

若不意之外、有倉卒之率、頓社稜傾之。然後、雄百殺臣、何益;薦。査敢背穂耶。轍不動兵者、

其是縁也。<後略>。

国内の動乱処理と切り離された外交上の対応

11 

筑紫への派遣の兵の性格一一「救家J (スクイノイクサ)

「救翠」

『日本書紀』巻十九欽明天皇八年(五四七)四月

八年夏四月。百清遣前部徳率員慕宣文。奈率寄麻等。乞救軍。例貢下部東城子言代徳率・休

麻那 O

『日本書紀』巻十九欽明天皇九年(五回八)九年正月乙米三

春正月奨巳朔乙未。百滑使人前部徳、率異慕宣文等請罷。因詔日。所乞救箪必蓄遣救。宜速

報王。

『日本書紀』巻二六斉明天皇六年(六六0)十二月庚寅廿四

十二月下卯朔庚寅。天皇幸子難波宮。天皇方随福信所乞之意。思幸筑紫将遺救輩。而初幸

斯備諸家器。

『続日本紀』巻サ七天平神護二年(七六六)六月壬子廿八

壬子。刑部卿従三位百溝王敬福嘉。其先者出自百構図義慈王。高市岡本宮駅宇天皇御世。

義慈王遺其子豊嘩王及縄慶王入侍。信子後岡本朝廷。義慈王兵敗降窟。其庄佐平福{言魁復社

稜。遠迎豊環。紹興絶統。豊嘩纂基之後。以諮横殺福イ言。}膏兵関之復攻州柔。豊嘩与我救兵

拒之。救主寝不利。聾嘩駕船遁子高麗。縄贋閣不騎闘。藤原朝廷賜号臼百清王。卒贈正慶参。

子百滑王昌成。幼年随父蹄朝。先父而卒。飛鳥浄御原御世贈小紫。子郎虞。奈良朝廷従四位

下揃津亮。敬福者即其第三子也。放縦不拘。頗好調色。感神聖武皇帝殊加龍遇。賞賜優厚。

時有土庶来告清貧。毎{霞他物。望外与之。由是。頻歴外任。家元鈴財。然性了排。有政事之

量。天平年中。仕杢従五位上陸奥守。時聖武皇帝造慮合那銅像。 J台鋳云畢。塗金不足。而陸

奥関馳騨。貢小田郡所出黄金九百柄。我閤家黄金従此始出駕。聖武皇帝甚以嘉尚。授従三位。

遷宮内卿。俄加河内守。勝賓四年奔常陸守。遷左大弁 o 頻歴出雲。讃岐。伊7象等園守。神護

初。任刑部卿。嘉時年六十九。
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690年(持統 4) 持統女子者即位

694年(持続 8) 藤原遷都

697年(文武元) 本車盟主

698年(文武 2) 5月 大野城・基鼎城・鞠智城の三城を繕治する

(=鞠智城の初見史料)

8月 高安城を修理する O

令大宰府繕治大野・基鼎・鞠智三域。

699年(文武 3) 高安城・三野城・稲積城を修理する

九月丙寅。修理高安城。十二月限申。令大宰府修三野・稲積二域。

701年(大宝元) 大宝律令の制定
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等。八等謂右戎衛郎将上柱i盟百済祢軍・朝散大夫柱国郭務係。凡二百五十四人。七月廿八

日、王子対馬 C 九月廿日、王子筑紫。廿二日、進表函駕。〉

(天智四年)十一月日巳朔辛巳、饗賜劉徳高等。

(天智四年)十二月戊戊朔辛亥、賜物於劉徳高等。

(天智四年十二月)是月、劉i徳高等罷帰。

(天智四年)是歳、遺小錦守君大石等於大唐、云々。〈等調小山坂合部連石積・大乙吉土岐

弥・古土針問。蓋送唐使人乎。〉

百済人綱箪(祢主主)、祖先は中国人、戦乱が続いた西普永嘉年間 (307-313) 末に百済移住。

曾抱祢福、複父祢誉、父祢一善、いずれも一品の位、「佐平J官。百済が 660年に唐に滅ぼさ

れ、 i繭軍が唐に渡ると、皇帝は栄達させ、右武衛漉川府折沖都尉に任じた O

参考史料

問中健夫編『善隣国宝記』所引の「海外国記j

海外i調記臼、天智天皇三年四月、大!吾容来朝、大使朝散大夫上柱園郭務保等)1i-人・百糟佐

平禰箪等百鈴人、至Ij酎馬島、遺大山中采女通信侶・{曽智排等来、喚客於別館、於是智砕問

臼、有表書井献物、以不、使人答日、存将軍牒書一関井献物、乃授牒書一函於智排等而奉上、

但献物検看而不)1引也、

九月、大山中津守連吉祥・大乙中伊岐史博徳・僧智緋等、橋筑紫大~詰卒、賞是勅旨、告客等、

今見客等来状者、非是天子使人、百i資鎖将私使、亦復所膏文牒、送上執事私語卒、是以使人不

得入閥、書亦不上朝廷、故客等自司王者、 IU各以言i辞奏上耳、

十二月、博徳、授客等牒:書一函、函上著鎮西将軍、日本鎮西筑紫大将軍、!喋在百済関大府行

軍抱管、使人朝散大夫郭務綜等至、披覚来)操、尋省意趣、既:JF天子使、又1!禁天子書、 i准是

J想管使、乃矯執事「牒、牒是私窓、 11佐演 l二i奏、人非公使、不令入京、云々

667年(天智 6) 1 1月 大和に高安城・讃岐に屋嶋城・対馬に金田城を築く

是月、築倭閤高安城・讃吉園山田郡麗嶋城・聖母馬囲金田域。

668年(天智 7) 本笠ap{I[ (→ この年、 9月 高句麗、滅亡。近江遷都。

669年(天智 8) 是冬、高安城を修理する

672年(天武元) 壬 11ヨの乱

673年(天武 2) 手直旦辺L

675年(天武 4) 高安城へ御幸

689年(持統 :3) 飛鳥浄御原令の制定
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『豊後国風土記J

郡は八所ム郷は四十、里は一百一十、ム!持は九所ム故に小路、ム燥は五所ム立立に下関、ム寺

はニ所なりム{曽の寺と尼の寺となり

大野の郡ム郷は田所ム里は一十一、ム騨は二所、峰は一所なり O

海部の郡ム郷は問所ム虫は日十二、ム騨は一所、峰はこ所なり。

大分の郡ム郷は九所ム患はナ十五、ム騨は一所、燥は一所、寺はこ所なりム一つは備の王寺、一

つは)琶の寺なり。

速見の郡ム郷は五所ム里はー十三、ム騨はこ所、峰は一所なり O

665年(天智 4) 1 2月 筑紫に大野城・橡城を築く

秋八月、遺達率答火本春初、築城於長内閣。遣達率憶礼福留・達率四比福夫於筑紫菌、

築大野及橡ニ域。

「祢軍基誌j

IF f3本書K:己Jl天智 1)]年 (66 5 )九月庚午朔壬氏、)吉田遺朝散大夫司馬上柱国劉徳高
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「水域j

「蜂j

『肥前悶風土記J r~争責t拾所」

養父の郡ム郷は閉所ム里はー十二、ム爆は一所なり。

神埼の郡ム郷は九所ム恩はナ十六、ム騨は一所、爆は一所、寺は一所ム僧の寺ムなり。

小城の郡ム郷は七所ム患は汁、ム騨は一所、俸は一所なり。

松浦の郡ム郷はー十一所ム里は汁六、ム騨は五所、俸は八所なり。

値嘉の郷ム郡の西南のかたの海の中にあり。峰の~三所あり。

藤津の郡ム郷は問所ム患は九、ム騨は一所、燦は一所なり O

高来の郡ム郷は九所ム里は汁一、ム騨は四所、熔は五所なり。

東京会場資料 13



以後、王の代理(分身)を派遣(ヤマトタケル伝承)

ないし、王の軍事指揮権を直下に一時付託

カこれらの点からみれば、大王斉明は 5世紀以来の伝統に良りした大王である。

白村江の敗戦以後、古代においては海外派兵がなくなる。

11 

4 ・5世紀以来の外交手段の喪失一「救箪j ニ「スクイノイクサj

軍事派兵に依存しない外交の模索

2 白村江敗戦J後の倭国一中大兄「称制j 下の非常時の王権一

唐・新羅との交渉

遣唐使の派遣

665年(天智 4)、 667年(天智 6)、 669年(天智 8) 

紡衛体制の整備

筑紫大宰 → 大宰府

兵卒の配備- r救箪J{本市Ij → 防人制

朝鮮式山城の築造と整備

********************************** 
660年(斉明 6) 百済滅亡

661年(斉明 7) 斉明親征(筑紫の朝倉へ)

7月 斉明死去一→中大兄(葛城)皇子の「称制 j

8月 白村江の戦→大敗

(天智即位前紀)七年七月了巳崩。皇太子素服称、制 o <中略>0皇太子選居子長津官。精

聴、7.k表之軍政。

663年(天智 2) 8月 白村江の海戦一大敗を喫す

(天智二年秋八月) <中略 >0戊成、賊将至於州柔、繰其玉城。大唐'ij[将、率戦船一百七十

般、陣烈於白村江。戊申、日本船師初歪者、輿大唐船師合戦。 R本不利市退。大唐堅陣而守。

己酉、日本諸将、輿百済王、不観気象、而相謂之日、我等争先、彼応自退。更率日本乱{五、

中箪之卒、進打大唐堅陣之筆。大蔵便自左右うた船繰戦。須奥之際、官軍敗続。赴水溺死者

衆。艦紬不得廻旋。朴市田来津、仰天而替、切歯市日員、殺数十人。於駕戦死。是時、百済

王豊輩、輿数人乗船、逃去高麗。

664年(天智 3) 1 2月 対局・壱岐に防人と蜂を置き、大宰府に水域を築く

是歳、於対馬島・壱岐島・筑紫圏等、置防輿婚。又於筑紫、築大堤貯水。名目水域。

12 資料篇



1 七世紀(後半)の古代 B本と鞠智城の築造

「白村江の戦役Jの性格

斉明女子若の戦争から中大兄(葛城)皇子の戦争へ

斉明女常の親征一究極の「玉事Jの実現一

中大兄「称制 j

(天智即位前紀)七年七月丁目崩 G 皇太子素繊称制 o <中略>。皇太子遷居子長津宮。柑

聴7.k表之軍政。

斉明女帝 筑紫への行幸一筑紫での死

この事実の歴史的意義=斉明女子持ーや大兄の歴史的評価に関わる

中大兄主 事実上の戦闘指揮官一斉明の死後、大王代行

↓ 

f称制 J(マツリゴトこキコシメス)

その後の指揮一中大兄皇子であったことの意味

大王の長期不在の中での内外の舷案を処理しうる政治形態が始めてうまれる

百済派遣軍の失敗の政治的責任をおうことになる

死去後も戦闘を続行することを可能としたもの

女帝斉明の名目性?→大ヨミの j也{立が名目的なものとはならない=通説

中央豪族)留の深し、利害に関わる?

百済復興に関与の段階から庶の帝国主義との対決への段階に移行

唐と倭悶の全面的対決にはいたらなかった:二重の「幸運J

新維の対清戦争の影響

唐 の内部問題一高宗の統治から員IJ天 武 后 の 時 代 への変化に伴う対外政策の修

正の可能性

大王が自ら前線に赴く r親1ifJ 形態 積極的評価を与えるべきもの

多くは王の代理を派遣する代理主J

代理が王族の場合 一一王族将軍

代理が伍下の場合 一一一 00将軍

=軍事玉としての側面一古代最後の「親征j 王

大王として果たさねばならない重要な側面

5世紀一一倭王武(雄略)の上表文

東京会場資~Sj. 11 



古代山城

朝鮮式山城 A~J 

神龍石(系 IJI城 1~ 1 6 

兵庫県新宮町馬立・龍野市揖中垣内

岡山市草ヶ部

岡山県総社市奥坂・黒尾

香川県坂出市西庄町・府 iや町.)11津町、飯山町

愛媛県東予市楠

山口県熊毛郡大和町石城

福岡県行橋市津積・勝山町大久保・!翠)11町木山

福岡県筑紫野市

福岡県久留米市御井町高良山

福岡県前原市雷山

福岡県山門郡瀬高町大草字女山

福岡県嘉穂郡頴田町鹿毛馬

佐賀県佐賀市久保泉町川久保町・神埼町商郷

佐賀県武雄市橘町小野原

福岡県朝倉郡杷木町林田・穂、坂

福岡県築上郡大平村下唐原・土佐井二

播磨城山城

大週小週山城

鬼城山城(鬼ノ城)

讃岐城山城

永納山城

石城山神鑑石

御所ヶ谷神龍石

阿志11皮城

高良山神龍石

雷山神髄石

女山神寵石

鹿毛馬神鑑石

帯限山神龍石

おっぼ山神龍石

杷木神龍石

唐原神寵石

1

2

3

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1
1
4
1
i

句

i

1

i

τ

i

吋

i

句

i

4

5

6

7

8

9

 

福岡県太宰府市太宰府、大野城市瓦回、宇美町

佐賀県基山町小倉・福岡県筑紫野市山口

長崎県下県郡美津島町黒潮

高松市鹿島

奈良県生駒郡平群町久安寺

熊本県菊鹿町米原字長者原・菊池市木野字深追

備後間葦田郡 (山陽道)

備後国安那郡 (山陽道)

福岡県糸島郡前原市高来寺・大内・高祖

大野城

基醸(橡)域

金田城

屋14鳥城

高安城

鞠智城

長門閣の城

常城(所在不明)

茨城(所在不明)

恰土城

A

B

C

D
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〆4

A 大野城 G幾何慰の総

8基襲撃滅 日常減

C ~lfl械 1 }j定域
DJJt錦繍 J 恰:J-域
E向後繊

F 偽電車，'1J誕

朝鮮式山城{ちょうせんしきやまじろ]

663(天智 2)の白村江の戦に敗れた後，外敵防備のために築いた城の形式。大野城や基鼎城な

ど百済の亡命貴族の技術指導により築城されたという日本書紀の記事と，現存する土塁・石

是・城門・倉庫等の形態や構造が朝鮮の三臨時代に発達した山城に類似していることによる

呼称。ほかに鞠智城・金田城・鹿島城・高安城が知られる (W日本史辞典』岩波書j吉)。

神鏡石[こうごいし}

7世紀に外敵防備のため北九州から瀬戸内海沿岸に築造された山城の 1型式。 7世紀の山城

には構造上，朝鮮式山城と神鑑石の 2形式がある O 神龍石式山城の最大の特徴は，山}貰ないし

山腹に方形の切り石を並べ巡らした列石と，その上に版築された土塁からなる城壁である。

土患の基礎の列石は密接させ，外国を合せて外観を整えている。御所ヶ谷(福岡県)や岩城山

(山口県)のように列石を土患の中に埋没させる工法もあった。おっぼ山神寵石など，福岡県

6，佐賀県 2，山口県 1，岡山県 2，兵庫県 1，愛媛県 1，香川県 1の計 14か所が知られている。神

鑑石の称は，高良山(こうらさん 福岡県久留米市)の列石が高良大社の霊域区画施設と考え

られたことから生じたもの (W日本史辞典』岩波書府)。

東京会場資料 9 



律令国家と古代山城

荒木敏夫(専修大学教授)

はじめに

自村江の戦{はくそんこうのたたかい・はくすきのえのたたかい]

663(天智 2)8月に，朝鮮半島西南部の錦江河口(臼村江)で行われた，倭・百済軍と唐・新羅策

との海戦。 660年に滅亡した百済の復興を願う鬼室福信らの要請により，倭は人質であった

王子豊暗(余豊埠)を擁立し軍を派遣して百済を救援した O しかし豊環と福{言の不和が生じて

福信が殺されると，唐と新羅の連合軍は百済箪の根拠地で錦江下流にある周留城(州柔城つ

ぬさし)の攻略をめざした O 倭箪は唐の劉仁軌の水軍と白村江で 2日間にわたって戦い大敗

を喫した O その結果，J寄留城は陥落，豊障は高句麗へ逃げ，百済は完全に滅亡し，倭国へ百済の

王族・貴族が多数亡命した。倭悶は，北九十H・瀬戸内海沿岸に城を築き，都を近江の大津宮へ

遷して防衛体制を闘め，政治体制の改革に努めた (W日本史辞典』岩波書倍)。

1 七世紀(後半)の古代日本と鞠智城の築造

「白村江の戦役Jの性格

斉明女帝の戦争からヰJ大兄(寝城)皇子の戦争へ

斉明女帝の親征一究援の「玉事Jの実現

中大兄「称制 j

2 自村江敗戦J後の倭国一中大兄「称制J下の非常時の王権一

唐・新羅との交渉

防衛体制の整備

朝鮮式 111城の築造と整備

むすびに代えて一鞠智城が象徴するもの一

予兆と王権・国家

f兵隊Jの鳴動

8 資料篇
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鞠智城跡出土の遺物4

単弁八葉蓮華表文軒丸瓦

鞠智城の変遷

鞠智城 1期 (7世紀第3四半期~第4屈半期)

6 資料篇

-鞠智城の観建期。
.掘立柱建物が築造。
・域内、貯水池、土塁を構築0

.古代山城としての最低限の

機能が備わった時期。

鞠智城跡出土の遺物5

百済系鍋造菩薩立像

鞠智滅 n期 (7殺事~*-8世紀第1 凶半期前半)

'J¥角形態物、 rコjの字形配置
の建物群の出現。

-698年の繕治の時期



土師器

鞠智城跡出土の遺物2 鞠智城跡出土の遺物3

木製品(平鍬・横槌) r袋入忍口五斗j銘木簡

東京会場資料 5 
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-域内の面積・約55ha
閣囲長:約3.5km

-昭和42(1967)年

から32次にわたる

発掘讃査を実施o

-72棟の建物跡、

3ヶ所の域内跡、

貯水池跡、土塁跡

などの遺構を確認。
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鞠智城跡の踊査と成果

能登原孝道(歴史公開鞠智城・温故創生館)

鞠智城とは

.7世紀後半(今から約1300年前)に大和

朝廷によって築城された古代山城。

.a村江の戦いにおける敗戦を契機として、

西B本各地に作られた古代山城の一つ。
(古代日本の防衛体制の一翼を担う。)

.10世紀中頃までの約300年間存続し、

その変遷は5期に分けられる。

東京会場資料 3 



鞠智城東京シンポジウム

「古代山城鞠智城築城の謎を探る

古代山城の成立と鵜管城一律令臨家への道と東アジアーJ

日時:平成25年 7月28臼(月 13:00-17:00

場所:東京国立博物館平成館 大講堂(東京都台東区上野公園 13-9)

主催:熊本県・熊本県教育委員会

共催:熊本県文化財保護協会

12:00 開場

13:00 開会

あいさつ

13: 10 報告

シンポジウム日程

蒲島郁夫(熊本県知事)

「鞠智城跡の調査と成果J13: 10-13: 30 

能登原孝道(熊本県教育委員会歴史公園鞠智城温故意IJ生館主任学芸員)

13:30 講演

「律令国家と古代UJ城J13:30-14:10 

荒木敏夫(専修大学教授)

f古代山城は完成していたのかJ14: 1 0 -14 : 50 

亀田修一(陪山理科大学教授)

14:50 休憩

15:15 講演

f鞠智城の建物跡についてJ15:15-15:55 

小西龍三郎(元九州造形短期大学教慢)

16:00 パネルヂイスカッシヨン 16:00-17:00 

コーディネーター 佐藤信(東京大学大学院教授)

パネラー 荒木敏夫(専修大学教授)

亀田修一(関山理科大学教授)

小西龍三部(元九州造形短期大学教授)

17:00 閉会
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鞠智城シンポジウム 2013

成果報告書
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