
奈
良

県
高
山
城

の
構
造

千

田

嘉

博

、
大
和
国

の
中
世
城
郭

奈
良
県
内
に
は
お
よ
そ
四
〇
〇
カ
所

に
も
お
よ
ぶ
城
郭
跡
が
知
ら

れ
て
い
る
。
奈
良
県

の

南
半
分
は
和
歌
山
県

へ
と

つ
づ
く
深

い
山
岳
森
林
地
帯
だ
か
ら
、
国
中

を
中
心
と
す
る
城
郭

の
分
布
は
き
わ
め
て
濃
密
だ
と

い
え
る
。
奈
良
県
の
中
世
城
郭
跡

の
具

体
的
な
位
置
と
現
状

は
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
村
田
修
三
氏
が
精
力
的

な
踏
査
に
よ

っ
て
明

ら
か
に
し
た

(村
田
ほ
か
編

一
九
八
〇
)
。

所
在

の
有
無

や
立
地

の
確
実
な
情
報
が
な

い
な
か
で
、
村
田
氏
は

そ
の
ほ
ぼ
す

べ
て
の
城

跡
を
ひ
と

つ
ひ
と

つ
歩
き
、
縄
張
り
図
に
ま
と
め
て
い

っ
た
。
そ

の
作

業
は
膨
大

で
あ
り
、

足
跡
を
た
ど
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な

い
。
文
化
庁

の
補
助
事
業
と

し
て
各
県
教
育
委
員
会

が
実
施
し
て
い
る
中
世
城
郭

の
分
布
調
査

で
は
、
通
常
二
〇
名
以
上

の
研
究
者
が
調
査

に
参

画
し
て
よ
う
や
く
各
県
内

の
城
郭

の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
れ
を
考
え
る
と
、
独

力

で
奈
良
県
内

の
城
郭

の
全
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
強

い
意
志
と

情
熱

に
は
、
驚
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
草
深
く
埋
も
れ
た
中
世
城
郭
を
踏
査
し

て
、
ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
姿
を
明
ら
か
に

し
て
い

っ
た
城
郭
研
究
者

は
す
で
に

一
九
七
〇
年
代
に
は
各
地
で
活
動

し
て
い
た
。
そ
う
し

た
活
動
は
民
間
学
と
し
て
独
自

の
成
果
を
上
げ
た
。
そ
し
て
民
間
学
と
し
て
の
城
郭
研
究
は
、

歴
史
研
究
や
考
古
学

研
究

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
研
究

の
あ
り
方
そ
の
も

の
を
広
げ

て
い

く

こ
と
に
な

っ
た
。

中
世
史

の
研
究
者

と
し
て
諸
史
料
に
精
通
し
た
村
田
氏
が
現
地
に
遺
跡
と
し
て
残
さ
れ
た

城
郭
跡
を

「史
料
」

と
し
て
研
究
を
進
め
た
こ
と
は
、
城
郭
研
究
の
展
開
に
大
き
な
意
味
を

も

っ
た
。
奈
良
県
の
城
郭
踏
査

に
も
と
つ
く
研
究
成
果
は
、
ま
ず

一
九
七
九
年
の
日
本
史
研

究
会

の
大
会
報
告

「城
跡
調
査
と
戦
国
史
研
究
」

(
『日
本
史
研
究
』
第

二

一
一
号
、

一
九
八

〇
年
に
掲
載
)
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
、
城
跡
か
ら

「地
域
史
と
在
地
構
造
分
析
」
を
読
み
解

く
、
理
論
的
支
柱
が
示
さ
れ
た
。
奈
良
県

の
村

々
に
密
着
し
た
小
さ
な
中
世
城
郭
は
、
学
史

的

に
重
要
な
位
置
を

占
め
る
の
で
あ
る
。

そ

の
後

の
城
郭
研

究
は
、
地
表
面
観
察

の
量
的

・
質
的
拡
大
、
発
掘
調
査

に
も
と
つ
く
考

古
学
研
究

の
展
開
と

深
化
、
研
究
方
法

の
学
際
か
ら
学
融
合

へ
の
展
開
、
研
究
成
果

の
共
有

化

・
市
民
と

の
連
携

に
よ
る
整
備
と
活
用
、
地
球
規
模
で
の
比
較
な
ど

へ
と
広
が

っ
て
き
た
。

城
郭
研
究
は
ミ
ク

ロ
な
領
域
に
も
グ

ロ
ー
バ
ル
な
領
域
に
も
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

今
日

の
城
郭
研
究

の
課
題
は
、

(1
)
地
域

の
遺
跡
と
し
て
の
城
郭
群
を
的
確
に
把
握
す

る
こ
と

で
、
そ

の
変

遷
史
と
し
て
地
域
史
を
解
明
し
、
歴
史
研
究

に
資
す

る
こ
と
、

(2
)

個
別

の
城
郭
構
造
を

考
古
学

・
文
献
史
学

・
建
築
史
学

・
歴
史
地
理
学

・
城
郭
研
究
等

の
学

融
合
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
持
続
可
能
な
か
た
ち
で
整
備
す
る
こ
と

で
、
よ
り
文
化
的
で
優

れ
た
住
環
境
を
提
供

し
て
地
域
社
会

の
活
性
化
を
実
現
す
る
こ
と
、

(
3
)
日
本
列
島

の
城
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郭
特
性
を
東

ア
ジ
ア
お
よ
び
世
界
の
城
郭
と
比
較

・
検
討
し
地
球
規
模

の
視
野
か
ら
評
価
す

る
こ
と
で
、
相
互
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
各
国

の
研
究

者
と
連
携
す

る
こ
と

で
城
郭
構
造

の
分
析
方
法
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
に
集
約
さ
れ
る
。

雑
木
に
覆
わ
れ
た
城
跡
を
探
査
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

っ
た
城
郭
研
究
も
二
〇
年
間

で
大

き
な
変
貌
を
遂
げ
た
わ
け
だ
が
、
改
め
て
歴
史
研
究
と
し
て
の
日
本
城
郭
研
究

の
出
発
点
と

な

っ
た
奈
良
県

の
中
世
城
郭
を
た
ど
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
村
田
氏

の
奈

良
県
内

の
踏
査

の
多
く
は
村
田
氏
に
よ
る
城
郭
研
究

の
初
期

に
位
置
し

て
お
り
、
個

々
の
城

跡
把
握
と
評
価
は
今
日
の
問
題
意
識
か
ら
再
評
価

で
き

る
だ
ろ
う
。

奈
良
県
内

の
城
郭
に

つ
い
て
は
村
田
氏

の
成
果
を
引
き
継

い
で
、
多

田
暢
久
氏
や
藤
岡
英

礼
氏
に
よ

っ
て
研
究

が
重
ね
ら
れ

て
い
る

(多

田

一
九
九

〇
、
藤
岡

二
〇
〇

二
)。
大
和
中

世
考
古
学
研
究
会
研
究
会

・
織
豊
期
城
郭
研
究
会
は
二
〇
〇
五
年
に

「織
豊
系
城
郭

の
成
立

と
大
和
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
成
果
を
ま
と

め
て
い
る

(大
和
中

世
考
古
学
研
究
会

・
織
豊
期
城
郭
研
究
会
編

二
〇
〇
六
)
。
ま
た
宇
陀
市

の
松
山
城

・
沢
城
、

郡
山
市

の
筒
井
城
、
天
理
市

の
龍
王
山
城
を
は
じ
め
と
し

て
考
古
学
的
あ
る

い
は
総
合
的
な

調
査
が
行
わ
れ
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
葛
城
市
歴
史
博
物
館
は
二
〇
〇

五
年
に
県
内

の
中
世
城
郭

の
研
究
成
果
を
総
覧
す

る
展
覧
会
を
開
催
し

た
。

二
〇
〇
六
年
に
は
調
査

・
研
究

の
進
展
と
歴
史
的
価
値

の
地
域
共
有

の
成
果
と
し
て
宇
陀

松
山
城
が
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
奈
良
大
学
で
は
公
開
講
座

で
あ

る
二
〇
〇
六
年
度

の
奈
良
文
化
論

の
テ
ー

マ
と
し
て

[大
和

の
城
」
を
取
り
上
げ
る
な
ど

、
個

々
の
研
究
だ
け

で
な
く
具
体
的
な
保
護
と
活
用
の
動
き
も
進
展
し
て
い
る
。
本
稿
は
改

め
て
奈
良
県
の
中
世

城
郭
を
た
ど
る
こ
と
で
、
城
郭
か
ら
考
え
る
歴
史

の
原
点
を
再
確
認
し

て
い
き
た

い
。

な
お
今
回
の
踏
査
は
、
二
〇
〇
五
年

一
一
月
二
九
日
に
生
駒
市
教
育
委
員
会

・
生
涯
学
習

課
の
錦

好
見
氏

・
矢
田
直
樹
氏

の
ご
教
示
を
得

て
、
文
化
財
学
科

の
千

田
ゼ
ミ

(文
化
財

学
科
三
回
生
、
小
泉
和
也
氏

・
小
島
靖
彦
氏

・
小
林
裕
季
氏
)
と
し

て
縄
張
り
図
を
作
成
し

た
。
そ
の
補
足
調
査
と
し
て
筆
者
と
千
田
高
虎
が
二
〇
〇
六
年
五
月
四

日
に
再
踏
査
を
実
施

し
た
。
縄
張
り
図
は
最
終
的
に
生
駒
市
教
育
委
員
会
製
作

の
高
山
城
跡
測
量
図
を
ベ
ー
ス
マ
ッ

プ
と
し
て
仕
上
げ
た

。
し
か
し

こ
の
測
量
図
が
大
縮
尺
で
そ

の
ま
ま
で
は
現
地
作
業
が
困
難

で
あ

っ
た
た
め
、
踏
査
時
は
国
土
地
理
院
発
行

の

一
"
二
五
〇
〇
〇
地
形
図
を

一
"
一
〇
〇

〇
ま
で
拡
大
し
た
も

の
を

ベ
ー
ス
マ
ッ
プ
と
し
て
図
面
を
作
成
し
た
。
遺
構
の
各
部
分
の
計

測
に
は
O
b
包
o
oq
ド

社
製
レ
ー
ザ
ー
距
離
計

四
〇
〇
L
H
を
用

い
た
。

ま
た
図
面

の
浄
書

と
仕
上
げ
は
、
今
回
す
べ
て
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
行

っ
た
。
も
は
や
目
新

し

い
こ
と
で
は
な
い
が
、
縄
張
り
図

の
高
度
化

・
効
率
化
を
図
る
手
段
の
ひ
と

つ
と
し
て
試

み
た
。
今
後
計
画
し

て

い
る
デ
ジ
タ
ル
測
量
に
よ
る
縄
張
り
図
作
成
を
念
頭
に
置
く
と
、
図

面

の
デ
ジ
タ
ル
化
が

不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ー

ス
に
し
た
測
量
図
、

マ
イ
ラ
ー

ベ
ー
ス
に
描

い
た
縄
張
り
図
を
そ
れ
ぞ
れ
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
レ
イ
ヤ
ー
と
し

て
読
み
取
り
、
図

面
と
し
て
合
成
し
た

。
従
来
の
ア
ナ
ロ
グ
的
な
作
業
で
は
、
現
地
で
作
成
し
た
縄
張
り
図
も

し
く
は
べ
ー
ス
の
測
量
図
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
両
者
を
ト
レ
ー
ス
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。

し
か
し
今
回
は
現

地
で
作
成
し
た
図
面
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
仕
上
げ

の
図
面
と
し
て
用

い
た
。
そ
れ
に
は
現

地
で
て
い
ね

い
に
図
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
が
、
筆
者
の
場
合
、

こ
れ
ま
で
も
現
地

で
図
面
を
で
き
る
限
り
仕
上
げ
て

い
た
の
で
特
に
問
題
は
な
か

っ
た
。
こ

こ
ま
で
の
作
業
は
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ

っ
て
簡
便

に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
今
回
の
浄
書

で
支
障
に
な

っ
た

の
は
、
ベ
ー
ス
に
し
た
測
量
図
に
あ
る
さ
ま
ざ

ま
な
不
要
な

デ
ー
タ
を
消
し
て
い
く

こ
と
と
、
大
縮
尺

の
測
量
図
を

コ
ピ
ー
で
縮
小
し
た
こ

と
に
よ
る
ベ
ー

ス
図

面
の
等
高
線
の
ト
ビ

へ
の
対
処
で
あ

っ
た
。

ベ
ー
ス
の
測
量
図

に
は
生
駒
市
教
育
委
員
会

に
よ

っ
て
曲
輪

ラ
イ
ン
と
切
岸

の
ケ
バ
が
入

れ
ら
れ
て
い
た
。
曲
輪

ラ
イ
ン
の
評
価
は

い
く

つ
か
の
部
分
で
筆
者

の
評
価
と
異
な
り
、
さ

ら
に
そ
の
曲
輪

ラ
イ

ン
と
セ

ッ
ト
に
な

っ
た
ケ
バ
を
そ

の
ま
ま

に
す
る
と
、
筆
者
の
入
れ
た

ケ
バ
と

二
重

に
な

っ
て
図
面
が
か
な
り
混
乱
し
た
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
そ
れ
ら

を

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
丹
念
に
消
去
し
た
。
等
高
線
を
補
う
作
業
と
と
も
に
も

つ
と
も

多
く
の
時
間
を
費

や
す
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業

に
は
ペ
ン
タ
ブ
レ

ッ
ト
を
使
用
し
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た
。通

常
ベ
ー

ス
に
す
る
図
面

に
は
曲
輪

ラ
イ
ン
や
ケ
バ
は
入

っ
て
い
な

い
の
で
、
そ
れ
に

つ

い
て
の
対
処
を
求
め
ら
れ
た
の
は
特
異
な

こ
と

で

一
般
的
な
問
題

で
は
な

い
。
図
面

の
か
す

れ

へ
の
対
処
は
、

ベ
ー
ス
に
す
る
図
而
の
線
の
ト
ビ
を
あ
ら
か
じ
め
厳

密
に
チ

ェ
ッ
ク
す
る

こ
と

で
、
ほ
と

ん
ど
防
げ
る
は
ず

で
あ
る
。

二
、
城
跡

の
立
地
と
現
状

高
山
城
は
標
高
二

一
七

m
、
比
高
四
〇

m
の
丘
陵
上
に
占
地
し
た
山

城
で
あ

っ
た
。
南
北

に
伸
び
た
尾
根
筋
に
約
二
〇
〇

m
に
わ
た

っ
て
主
要
な
曲
輪
が
連
な

っ
た
。
高
山
城

の
東
側

の
狭

い
谷
筋

に
は
富
雄
川
の
上
流

・
美

の
原
川

の
分
流
が
流
れ
、
や
や
開
け
た
西
側

の
谷
と

と
も
に
現
在

で
は
北
の
黒
添
池

(く
ろ
ん
ど
い
け
)

へ
と
続

い
て
い
る
。
高
山
城

の
す
ぐ
西

方
は
大
阪
府
交
野
市

に
、
北
方

は
枚
方
市
と
な

っ
て
い
る
よ
う

に
、
こ

の
城
は
大
和
国
と
河

内
国
と
の
国
境
に
位
置
し
、
両
者
を
結
ぶ
街
道
を
押
さ
え
た
城

で
あ

っ
た
。

ま
た
高
山
城

の
南
方
は
富
雄
川
に
沿

っ
て
次
第

に
開
け
た
谷
筋
と
な

り
、
平
群
を
超
え
て

信
貴
山

へ
と
続

い
た
。
そ
う
し
た
立
地
は
戦
国
期

に
城
主

の
鷹
山

(高

山
)
氏
が
信
貴
山
城

に
拠

っ
た
松
永
氏
に
帰
属
し
た
要
因
と
な

っ
た
だ
ろ
う
。

高
山
城

の
山
麓
に
は
宅
地
が
広
が

っ
て
い
る
が
、
丘
陵
上
に
あ
る
主

な
遺
構
群
は
城
内
に

建
設
さ
れ
た
給
水
施
設
周
辺
を
除

い
て
良
好
に
残
る
。
給
水
施
設

の
周

辺
は
広
く
削
平
を
受

け
て
お
り
、
遺
構
面
が
失
わ
れ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。
建
設
当
時
は
事
前

の
調
査
等
も
行

っ

て
い
な

い
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
点
は
遺
憾

で
あ
る
。
今
後
施
設

の
改
修
等
が
実
施
さ
れ
る
と

き
は
、
文
化
財
保
護

の
見
地
か
ら
適
切
な
対
応
を
望
み
た

い
。

二
〇
〇
五
年
度

に
生
駒
市
は
高
山
城

の
丘
陵
に

ハ
イ
キ

ン
グ
道

の
整
備
計
画
を
進
め
た
。

道
筋
を
整
備
す
る
こ
と
で
高
山
城
を
多
く
の
市
民
が
気
軽
に
訪
ね
ら
れ

る
よ
う

に
な
る
こ
と

は
、
た
い

へ
ん
よ
ろ
こ
ば
し

い
。
し
か
し
往

々
に
し
て
園
路

の
設
置
が
城
郭
遺
構
を
破
壊
し

て
し
ま
う

こ
と
は
残

念
な
こ
と
で
あ
る
。
生
駒
市
教
育
委
員
会
は
こ
の
工
事
計
画
に
先
立

っ

て
詳
細
な
測
量
図
を

制
作
す
る
と
と
も

に
遺
構

の
観
察
を
行

い
、

ハ
イ
キ

ン
グ
道
計
画
と
文

化
財
保
護
と
の
調
整

に
努

め
た
。

そ

の
結
果
、

ハ
イ
キ

ン
グ
道
は
高
山
城

の
遺
構
を
避
け
る
よ
う
計
画
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
そ
の
後
、

ハ
イ
キ

ン
グ
道

は
二
〇
〇
六
年
五
月
に
正
式

に
供
用
を
開
始
し
た
。
工
事
後

に
再
度
実
施
し
た
踏

査
で

ハ
イ
キ
ン
グ
道
は
主
要
遺
構
を
破
壊
し
て
い
な

い
こ
と
と
、
教
育

委
員
会
が
高
山
城
の
簡
便
な
解
説
板
を
設
置
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
生
駒
市
教
育
委
員
会

の
適
切
な
対
応
は
高

く
評
価
さ
れ
る
。

た
だ
し

ハ
イ
キ
ン
グ
道
が
高
山
城
の
主
要
部
を
避
け
た
こ
と
は
、

ハ
イ
キ

ン
グ
道
を
歩

い

た
だ
け
で
は
高
山
城

の
実
像
を
体
感

で
き
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。

]
部
の
曲
輪
を
経
由
す

る
も
の
の
、
正
確
な

イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
ら
な

い
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
城
郭
内

の
園
路
は
整
備

し
て
い
な

い
の
で
、

雑
木
林
を
か
き
分
け
て
歩
く
し
か
な

い
が
、
多
く

の
人
が
切
岸
を
直
登

す
る
な
ど
し
て
は
遺
構
を
痛
め
る
こ
と
に
な
る
。
整
備
を
行

っ
た

ハ
イ
キ
ン
グ
道
に
加
え
て
、

今
後
、
城
跡
を
見
学

す
る
動
線

(園
路
)
を
ど
の
よ
う
に
整
備
し
て

い
く
か
は
、
高
山
市
教

育
委
員
会
に
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
る
。

三
、
高
山
城

の
城
郭
構
造

高
山
城
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
標
高
二

一
七

m
の

最
高
所
を
占
め
た
曲
輪

1
を
中
心
と
し
た
中
心
曲
輪
群
、

つ
ぎ

に
九
頭
龍
王
を
祀
り
十
三
重

塔
が
あ
る
曲
輪

2
、
最
後
に
曲
輪

2
の
南
に
位
置
し
た
曲
輪

3
の
各
部
分
で
あ
る

(図
1
)。

個

々
の
特
徴
を
見

て

い
こ
う
。

中
心
曲
輪
群
1

城
内

の
最
高
所
を
含
む
曲
輪
群
で
、
多
数

の
曲
輪
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
と

り
わ
け

ー
と
し
た
曲
輪
は
高
山
城
全
体
の
主
郭
と
評
価
さ
れ
る
。
曲
輪

1
の
北
側
に
は
低

い

土
塁
が
見
ら
れ
、
尾
根
筋

の
鞍
部
と
曲
輪
と
を
区
分
し
て
い
た
。
鞍
部
に
下

っ
て
い
く
尾
根
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筋

は
狭

い
や
せ
尾
根
で
尾
根
筋

の
両
脇

に
は
複
雑
な
凹
凸
が
認
め
ら
れ
る
が
、
人
工
的
な
遺

構
で
は
な
く
自
然
地
形
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
曲
輪

1
北
側
の
鞍
部

は
、
三
〇

m
北
側
で

ゆ
る
や
か
な
登
り

に
転
じ
る
が
、
そ

の
最
も
低
く
な

っ
た
と

こ
ろ
を
堀

切
り
と
評
価
す
る
か

否
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

村
田
修
三
氏
は

「堀
切
り
は
な

い
」
と
判
断
さ
れ
た

(村
田

一
九
八

〇

"
三
二

一
-
三
二

二
)
。
し
か
し
子
細
に
検
討
す
る
と
、
や
は
り
鞍
部

が
わ
ず

か
に
人
工
的
に
堀
窪
め
ら
れ
た

と
評
価
す

べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
た

(図

1
i

a
)
。
し
か
し
中
世
城
郭

の
堀
切
り
と
し
て
は

ひ
じ

ょ
う

に
軽
微
な
も

の
で
、
全
国
的

に
見

て
も
、
ま
た
県
内

の
事

例
と
比
較
し

て
も
、

も

つ
と
明
確
な
堀
切
り
で
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な

い
。
地
形
的

に
絶
壁

や
崖
に
な

っ
て

い
た

わ
け
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
こ
の
点
は
高
山
城

の
大
き
な
特
色

で
あ
る
。

し
か
し
高
山
城
は
城
域
北
側
の
尾
根
筋
に
対
し
て
の
守
り
を
意
識
し

な
か

っ
た
わ
け
で
は

な
か

っ
た
。
曲
輪

1
の
東
側

に
位
置
し
た
曲
輪

i
の
北
端

に
は
、
鞍
部

側
か
ら

の
侵
入
に
備

え
た
土
塁
が
明
確
に
残
る
。
こ
の
曲
輪

i
北
側

の
土
塁
位
置
は
、
曲
輪

1
北
端

の
土
塁
と
同

じ
ラ
イ

ン
上
に
な
る
よ
う
に
く
ふ
う
し
て
お
り
、
個
々
の
曲
輪
を
越
え

た
計
画
的
な
普
請
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
確
な
堀
切
り
を
施

さ
な
か

っ
た
こ
と
は
、
中
心
曲
輪
群
南
側
の
鞍
部
b
、
曲
輪

3
ま
わ

り

の
尾
根
と
も
共
通
し
た
。
中
心
曲
輪
群
と
曲
輪

2
と

の
問
の
鞍
部
で
あ
る
b
も
堀
切
り
を

入
れ
て
し
か
る

べ
き
場
所

で
あ

っ
た
。
し
か
し
自
然
地
形
と
し

て
緩
や

か
に
下
り
ま
た
登
る

と

い

っ
た
状
況

で
、
特
段

の
工
事
を
し
た
痕
跡
が
な

い
。
西
側
斜
面
は
竪
堀
状
の
窪
地
と
な

り
、
そ
れ
は
山
麓
ま

で
つ
づ
く
。

こ
れ
を
単
体
と
し
て
見
れ
ば
遺
構
と

判
断
す
る
こ
と
も
可

能

で
あ
る
。
た
だ
し
尾
根
筋
を
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
斜
面
だ
け
竪
堀

で
守

っ
た
と

い
う

の

は
合
理
的

で
な

い
。

こ
う

し
た
状
況
と
曲
輪
2
の
南
側
が
断
崖
状

の
切
岸
に
な

っ
て
い
た

こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
中
心
曲
輪
群
と
曲
輪

2
と
の
間
は
そ
れ
ほ
ど
遮
断
を
意
識
せ
ず

に
使
用
し
て
い
た
と

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
曲
輪
2
は
中
心
曲
輪
群

に
向

け
て
防

御

の
切
岸
を
施
し
て

い
た

の
で
相
対
的
な
自
立
度
は
高
く
、
曲
輪
と
し
て
の
完
結
性
も
認
め
ら
れ
る
が
、
中
心
曲

輪
群

の
南
側

へ
の
守
り
を
固
め
た
要
害
機
能
を
担

っ
た
分
析
さ
れ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
周

囲
を
曲
輪

に
囲
ま
れ
た
谷
部

の
曲
輪
ー
な
ど
は
曲
輪

2
に
よ

っ
て
守
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め

て
曲
輪
と
し
て
成
立

し
て
お
り
、
整
合
的
に
全
体
を
解
釈

で
き
る
。

曲
輪

1
は
よ
く
削
平
さ
れ
て
お
り
、
西
側
は
曲
輪

f
、
東
側
は
曲
輪

e
と
切
岸
を
施
し
た

段
差

で
つ
づ

い
て
い
た
。
東
西
四
〇

m
、
南
北
二
〇

m
ほ
ど

の
広
さ
で
、

一
定

の
建
物
を
建

て
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
出
入
り

口
は
明
確

で
は
な

い
。
曲
輪

1
の
南
西
端

に
は
大
き
な

窪
み
が
あ
り
、
あ
る
時
期

の
水
溜
か
と
思
わ
れ
る
。
直
接
、
城
に
関
わ
る
遺
構
か
は
地
表
面

観
察
だ
け
で
は
判
断

で
き
な

い
。
も
し
城
郭
に
関
わ
る
遺
構
と
す
れ
ば
井
戸
跡
で
あ
ろ
う
か
。

曲
輪

e
は
周
囲
の
切
岸
は
よ
く
整

っ
て

い
た
が
、
曲
輪
面
に
自
然
地
形
の
傾
斜
を
残
し
て

い
た
。

ゆ
る
や
か
な

傾
斜

で
あ
る
の
で
実
用
上
は
大
き
な
支
障
で
は
な
い
と
は

い
え
、
城
郭

と
し
て
の
主
要
部
に
自
然
地
形
の
傾
斜
を
残
す

の
は
奇
異

で
あ
る
。
曲
輪

e
先
端

の

9
は
、

先
に
も
記
し
た
よ
う

に
給
水
施
設

で
曲
輪
面
が
削
平
さ
れ
破
壊
さ
れ
て
い
る
。

9
の
南
側
に

は
出
入
り

口
の
跡
が
あ
る
が
、
工
事
と

の
関
係

で
本
来

の
形
態
を
保

っ
た
も
の
か
判
断
が
難

し

い
。
位
置
的
に
は
あ
る
べ
き
場
所
で
あ
り
、
改
変
を
受
け
て

い
る
に
せ
よ
も
と
も
と
の
高

山
城

の
出
入
り
口
も
基
本
的
に
は
現
状
の
よ
う
な
単
純
な
坂
虎
口
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

曲
輪
f
は
東
西

に
長
く
伸
び
た
曲
輪
で
途
中

に
わ
ず
か
な
段
差
を
も

つ
。
東
側

の
斜
面
に

一
段
下

の
帯
曲
輪
か

ら
出
入
り
し
た
斜
路

の
痕
跡
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
来

の
も

の
で
あ
る

か
は
確
か
で
は
な

い
。
曲
輪
f
の
北
西
に
は
曲
輪

1
か
ら

つ
づ
く
低

い
土
塁
が
あ

っ
た
。
全

体
に
曲
輪
面

の
削
平

は
た

い
へ
ん
て

い
ね

い
で
あ

っ
た
。
曲
輪
h
は
曲
輪
1

・
曲
輪

e
.
曲

輪

f
な
ど
に
囲
ま
れ
た
立
地
で
、
広

い
帯
曲
輪
で
あ

っ
た
。
h
の
部
分
は
周
囲
に
畑

の
溝
が

め
ぐ

っ
て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
、
現
在
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
が
比
較
的
近
年
ま
で
畑
と
し
て

使
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

曲
輪
2

曲
輪

2
に

は
現
在
、
九
頭
龍
王
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
五
月
段
階
で
は

高
山
市
に
よ
る

ハ
イ

キ
ン
グ
道

の
終
点

で
あ
る
。
九
頭
龍
王
を
祀
る
石
組

み
の
基
壇

に
よ

つ
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て
曲
輪
面
の
大
半
は
覆
わ
れ
て
お
り
、
本
来

の
形
状
は
よ
く
分
か
ら
な

い
。
た
だ
し
曲
輪

の

南
西
部
を
は
じ
め
と
し
た
南
側
斜
面
は
断
崖
状
の
急
傾
斜
に
な

っ
て
お
り
、
ひ
じ

ょ
う
に
要

害
性
が
高

か

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
北
側
と
南
側
に
山
道

の
取
り

つ
き
が
あ
る
が
、

も
と
も
と
の
出
入
り
口
で
あ
る
か
は
確
実

で
は
な

い
。
し
か
し
ほ
か

の
部
分
に
出
入
り
口
を

想
定
し
に
く
く
、
城
郭
と
し
て
の
出
入
り

口
も
現
況
道

の
取
り

つ
き
部

分
に
あ

っ
た
蓋
然
性

が
高

い
。
そ
う
し
た
想
定
が
正
し
け
れ
ば
、
曲
輪

2
の
出
入
り
口
も
基

本
は
単
純
な
坂
虎
口

で
あ

っ
た
。

曲
輪
3

曲
輪

2
の
南
側
は
急
な
斜
面
を
経
た
細
長

い
鞍
部
と
な
り
、

そ
の
尾
根
筋
を
ゆ
る

や
か
に
登

っ
た
と
こ
ろ
が
曲
輪

3
と
な
る
。
こ
の
曲
輪

3
は
村
田
氏
は

城
郭
に
含
め
て
よ

い

か
怪
し

い
と
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が

(村
田
ほ
か
編

一
九
八
〇

"
三
二
二
)
、
遺
構

の
観

察
か
ら
曲
輪
と
判
断
し
た
。

曲
輪

3
の
北
側
、
東
側

に
は
土
塁
が
め
ぐ
る
。
曲
輪
面
は
南
西
に
向

か

っ
て
ゆ
る
や
か
に

傾
斜
し
て
お
り
、
削
平
は
完
全

で
は
な

い
。
曲
輪

3
の
西
側
は
突
出
し

て
櫓
台
状

の
k
と
な

る
が
、
そ

の
間
を
わ
ず
か
に
掘
り
窪
め
た
痕
跡
が
う

か
が
え
る
。
k
の
さ
ら
に
先
は
複
雑
な

尾
根
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
人
工
的
な
防
御
施
設
の
痕
跡

で
は
な
く
自
然
地
形
で
あ

る
。こ

の
曲
輪

3
に

つ
い
て
も
周
囲
の
堀
切
り
が
明
瞭

で
な

い
点
は

一
貫

し
て
お
り
、
奇
異
な

感
じ
を
受
け
る
。

一
見
、
主
た
る
尾
根
筋
に
は

c
の
と

こ
ろ
で
鮮
や
か

な
堀
切
り
が
あ
る
よ

う

に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
世
の
切
り
通
し
道
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま

堀
切
り
と
評
価

で
き

な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と
も
と
堀
切
り
が
あ
り
、
そ
の
窪
み
を
利
用
し

て
切
り
通
し
道
が

つ

く
ら
れ
た
と
考
え
る
余
地
は
残

っ
て
い
る
。

も
う

ひ
と

つ
の
可
能
性
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
南

へ
離
れ
た
d
の
部
分

を
堀
切
り
と
捉
え
る

こ
と
で
あ
る
。

d
の
北
側

に
は
切
岸
と
評
価

で
き
る
段
差
が
あ
り
堀
切

り
だ

っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
d
の
南
側
は
鞍
部
か
ら

つ
ぎ

の
頂
部

へ
と
尾
根
が
高
ま

っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
、

城
外
側
か
ら
北
に
伸
び
た
尾
根
筋
は
容
易
に
見
下
ろ
さ
れ
て
し
ま

っ
た

。
こ
う
し
た
状
況
は

堀
切
り

の
位
置
と
し

て
は
不
自
然
で
あ
り
、
d
を
堀
切
り
と
評
価
す

る
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を

得
な

い
。
こ
の
よ
う

に
曲
輪

3
は
明
ら
か
に
城
郭
化
さ
れ
て
は
い
た
も

の
の
、
完
全
な
形
態

と
は

い
い
難

い
の
で
あ
る
。

四
、
高
山
城
の
構
造
と
歴
史

高
山
城

の
城
郭
構

造
を
見
て

い
く
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
常
設

の
城
郭
と
し
て
は
特
異
な

構
造
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
城
郭
構
造
は
ど

の
よ
う
な
契
機
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
『大
乗
院

寺
社
雑
事
記
』

は

一
四
九

八
年

(明
応
七
)
八
月
、
国
中
の
有
力
国
人

で
あ

っ
た
古
市
氏
が
鷹
山
氏
を
頼

っ
て
高
山
城
に
入
城
し
、
こ
こ
で
体
制
を
整
え
て
出
陣
、

秋
篠
氏
や
宝
来
衆
と

戦

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
盟
的
な
関
係

で
結
ば
れ
た
軍
勢
が
高

山
城
に
入
城
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

城
郭
プ
ラ
ン
の
全
国
的
な
検
討
か
ら
同
盟
的
な
軍
勢
に
よ
る
築
城
は
、
主
郭
を
中
心
と
し

た
求
心
性

の
高

い
構
造

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
輪
が
分
立
的
に
集
合
し
た
横
並
び
の
構

造
を
と

っ
た
こ
と
が

明
ら
か

で
あ
る

(千

田
二
〇
〇
〇
)
。
明
応
七
年

の
古
市
氏
入
城
は
、

分
立
的
な
高
山
城

の
構
造
を

つ
く
る
大
き
な
契
機
に
な

っ
た
可
能
性
が
高

い
。
こ
の
と
き
の

入
城
は
臨
時

の
陣
的

な
駐
屯
で
あ
り
、
守
り

の
掘
り
を
厳
重
に
め
ぐ
ら
す
必
然
性
は
乏
し
か
っ

た
と
判
断

で
き

る
か
ら
、
高
山
城
が
明
瞭
な
堀
切
り
を
欠
く

こ
と
と
も
符
合
す
る
。

ま
た
鷹
山
氏
は
戦

国
期

に
河
内
衆
を
率

い
て
大
和

の
戦

い
に
参
陣
し
た
と

い
う
が
、
こ
う

し
た
軍
勢

の
編
成
も

多
分

に
同
盟
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
、
明
応
七
年

の
契
機
だ
け
で
な
く

根
源
的
に
鷹
山
氏
の
権
力
構
造
が
同
盟
的
構
造
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

つ

ま
り
遺
跡
と
し

て
残

る
高
山
城

の
城
郭
構
造
は
、
鷹
山
氏
の
権
力
構
造
を
色
濃
く
反
映
し
た

も

の
と
読
み
取
れ
る

の
で
あ
る
。

鷹
山
氏
は
戦
国
末
期

に
は
松
永
久
秀
に
属
し
、

の
ち
筒
井
氏

に
仕
え
た
と

い
う
。
松
永
久

秀
は
信
貴
山
城
を
本
拠

に
し
て
お
り
、
平
群
谷
を
北
上
し
た
先
に
高
山
城
が
位
潰
し
た
こ
と
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を
考
え
る
と
、
戦
国
末
期
に
高
山
城
の
さ
ら
な
る
軍
事
施
設
化
が
進
ん

で
も
お
か
し
く
な
か

っ

た
。
し
か
し
遺
構
か
ら
見
る
限
り
出
入
り
口
な
ど
に
戦
国
末
期
の
改
修

の
痕
跡
は
見
ら
れ
ず
、

城
郭
施
設
と
し
て
の
進
化
は
停
止
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
や
は
り
生
駒
市
に
所
在
す

る
坂
上
氏

の
北
田
原
城
で
も
同
じ

で
あ
り
、

一
六
世
紀
後
半
の
城
郭

強
化
は
抑
制
さ
れ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
、
古
市
氏

・
筒
井
氏

・
十
市
氏

・
越
智
氏
な
ど

の
有
力

国
人
の

「山

の
城
」
に

よ
る
戦
国
期
拠
点
城
郭

の
成
立
、
織
田
信
長
に
よ
る
大
和

の
城
破
り
な
ど
、
よ
り
大
き
な
視

点
か
ら
評
価
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
ま

で
大
和
国
に
お
け
る
戦
国

・
織
豊
期

の
城
郭

の
選
択
と
集
住
に

つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
さ
れ
て

い
な

い
。
高
山

城
の
最
終
段
階

の
評
価

は
、
そ
う

し
た
諸
問
題
を
解
く
鍵
の
ひ
と

つ
と

い
え

る
の
で
あ
る
。

文
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千
田
嘉
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多
田
暢
久

藤
岡
英
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村
田
修
三

村
田
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編
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会

・
織
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郭
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会
編

二
〇
〇
〇

『織
豊
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城
郭

の
形
成
』
東
京
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学
出
版
会

。

一
九

九
〇

「
城
郭
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と
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造
」

『中
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城
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研
究
論

集
』
新
人
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往
来
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。

二
〇
〇
二

「
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後
期
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お
け
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環
濠
集
落
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構
造
」
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中
世
城
郭

研
究
論
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』
新
人
物

往
来
社
。

一
九
八
〇

「
城
跡
調
査
と
戦
国
史

研
究
」
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史
研
究
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二
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。

一
九
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〇
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