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【
要
約
】
　
考
古
学
か
ら
の
戦
争
研
究
は
、
国
家
形
成
や
社
会
進
化
の
究
明
に
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
し
か
し
一
般
理
論
化
を
進
め
る
た
め
に
は
物
質
資
料

と
し
て
の
防
御
施
設
の
軍
事
性
を
理
解
・
評
価
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
稿
は
ま
ず
軍
事
性
理
解
の
重
要
性
を
確
認
し
、
史
跡
整
備
に
よ
っ
て
具

体
的
に
軍
事
性
の
理
解
が
示
さ
れ
た
遺
跡
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
復
元
さ
れ
た
施
設
が
防
御
機
能
を
充
分
に
発
揮
で
き
ず
、
軍
事
性
の
理
解
と
評
価

に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
日
本
の
戦
国
期
山
城
を
事
例
に
戦
い
の
有
無
の
認
知
が
、
物
質
資
料
か
ら
と
文
字
史
料
か
ら
で
は
大
き
な
差

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
基
本
的
に
遺
跡
化
し
た
戦
場
で
は
関
連
資
料
が
「
持
ち
出
し
扁
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
し
た
。
つ
い
で
戦
争
の
考
古
学
的
状
況
が
保
存
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
発
掘
例
か
ら
戦
い
を
復
元
し
た
。
こ
の
う
ち
一
六
三
八
年

（
寛
永
一
五
）
の
島
原
の
乱
の
原
城
攻
防
戦
で
は
、
戦
い
が
投
射
武
器
か
ら
衝
撃
武
器
へ
と
移
行
し
、
落
城
時
に
多
く
の
人
び
と
が
衝
撃
武
器
で
殺
害
さ

れ
た
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
軍
事
性
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
戦
争
に
関
わ
っ
た
遺
跡
の
再
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
考
古
学
か
ら
の
戦
争
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
三
巻
［
号
　
二
〇
一
〇
年
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
考
古
学
に
よ
る
戦
争
の
研
究
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
武
器
・
武
具
、
防
御
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

落
・
軍
事
組
織
な
ど
の
復
元
が
進
み
、
戦
争
が
初
期
国
家
の
形
成
や
社
会
進
化
に
果
た
し
た
役
割
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
考
古
学
に
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お
け
る
戦
争
研
究
は
、
戦
争
の
起
源
や
発
達
を
人
類
史
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
未
来
に
寄
与
す
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
静
岡

県
の
登
呂
遺
跡
に
代
表
さ
れ
た
平
和
な
弥
生
時
代
像
を
、
環
壕
を
め
ぐ
ら
し
て
戦
い
に
備
え
た
拠
点
集
落
が
分
立
し
た
弥
生
時
代
像
へ
と
変
化

さ
せ
た
よ
う
に
、
時
代
観
や
歴
史
像
を
変
換
し
得
る
視
座
も
提
供
し
て
く
れ
る
。

　
考
古
学
に
よ
る
戦
争
研
究
は
、
戦
争
に
関
わ
る
物
質
資
料
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
、
よ
り
精
緻
な
軍
事
組
織
論
や
国
家
形
成
論
、
武
器
・

武
具
、
戦
争
関
係
遺
構
の
象
徴
論
的
解
釈
の
実
現
を
目
指
す
。
し
か
し
そ
れ
に
は
、
ま
ず
考
察
の
基
礎
と
な
る
物
質
資
料
と
し
て
の
武
器
・
武

具
、
個
別
の
防
御
施
設
や
総
体
と
し
て
の
城
の
構
造
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
の
戦
い
の
場
で
武
器
・
武
具
・

防
御
施
設
が
ど
う
機
能
し
た
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
基
礎
作
業
の
正
確
さ
が
、
考
古
学
か
ら
過
去
の
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
評
価
し
得
る
か
を
規
定
す
る
。
だ
か
ら
考
古
学
か

ら
の
戦
争
研
究
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
は
理
論
化
や
法
則
性
の
追
求
と
と
も
に
、
考
察
の
基
礎
と
な
る
物
質
資
料
そ
の
も
の
の
理
解
を
深
め
、

遺
構
や
遺
物
の
組
み
合
わ
せ
の
実
態
や
機
能
の
検
証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

　
た
だ
し
具
体
的
な
戦
い
の
検
討
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
学
術
的
な
研
究
対
象
と
し
て
見
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
戦
い
と
密
接
に

関
わ
っ
た
中
世
城
郭
研
究
に
お
い
て
も
、
堀
や
土
塁
・
出
入
り
口
を
直
接
、
防
御
施
設
と
し
て
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
分
類
や
編
年
に
よ
っ

て
政
治
史
的
な
画
期
の
指
標
と
し
て
用
い
、
ま
た
象
徴
性
を
論
じ
る
資
料
と
し
て
変
換
し
て
用
い
て
き
た
。
そ
れ
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
ま

で
の
城
郭
研
究
が
、
著
し
く
軍
事
史
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
批
判
が
根
底
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
八
○
年
代
以
降
の
城
郭
研
究
が
、
歴
史

研
究
と
し
て
の
有
効
性
を
示
す
た
め
に
、
意
図
的
に
政
治
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
し
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
石
垣
の
使
用
や

外
枡
形
の
出
現
な
ど
の
城
郭
の
軍
事
性
を
担
保
し
た
防
御
施
設
は
、
記
号
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
防
御
施
設
そ
の
も
の
の
軍
事
性
を

歴
史
研
究
と
し
て
究
明
す
る
作
業
が
進
展
し
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
藤
木
久
志
氏
や
河
合
康
氏
、
近
藤
好
和
氏
ら
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
史
研
究
で
は
戦
争
そ
の
も
の
を
研
究
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
こ
と
で
薪
た
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
城
郭
研
究
で
も
防
御
施
設
の
軍
事
性
そ
の
も
の
を
評
価
し
た
研
究
が
注
目
さ
れ
、
模
索
さ
れ
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③

て
い
る
。
改
め
て
物
質
資
料
に
即
し
た
軍
事
性
の
資
料
化
を
、
考
古
学
に
よ
る
戦
争
研
究
の
重
要
な
視
点
と
し
て
位
置
づ
け
直
す
べ
き
で
は
な

　
　
　
　
④

い
だ
ろ
う
か
。

　
考
古
学
に
お
い
て
は
武
器
・
武
具
の
研
究
が
精
緻
に
進
め
ら
れ
た
一
方
で
、
堀
・
壕
や
土
塁
、
塀
・
柵
、
母
線
の
屈
曲
、
出
入
り
口
と
い
っ

た
戦
い
に
関
係
し
た
遺
構
の
検
討
は
、
充
分
深
め
ら
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
防
御
施
設
と
し
て
の
堀
・
壕
や
土
塁
、
塀
・
柵
の
解
釈
の
正

し
さ
は
、
防
御
施
設
や
城
を
理
解
す
る
根
幹
に
関
わ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
構
解
釈
を
誤
っ
て
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
戦
い
、
も
し
く
は
想
定
さ
れ

た
戦
い
を
、
あ
る
い
は
実
際
に
戦
い
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
防
御
施
設
が
発
揮
し
た
象
徴
性
を
、
考
古
学
的
に
正
し
く
捉
え
た
と
は
い
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
誤
っ
た
物
質
資
料
の
理
解
に
よ
る
戦
争
研
究
か
ら
導
き
出
し
た
国
家
形
成
論
や
社
会
進
化
論
も
適
切
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
武
器
・
武
具
・
防
御
施
設
が
果
た
し
た
…
機
能
を
捉
え
る
意
義
は
、
こ
の
よ
う
に
考
古
学
か
ら
の
戦
争
研
究
の
基
礎
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
市

民
の
歴
史
観
形
成
に
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
日
本
各
地
の
教
育
委
員
会
は
文
化
庁
の
補
助
を
受
け
て
、
市
民
が
理
解
し

や
す
い
遺
跡
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
世
界
遺
産
に
代
表
さ
れ
る
国
際
的
な
文
化
観
光
が
高
ま
り
、
ま
た
日
本

国
内
の
歴
史
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
、
戦
国
武
将
・
城
の
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
多
く
の
市
民
が
実
際
に
遺
跡
を
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
の
遺

跡
の
整
備
は
ま
ち
づ
く
り
の
核
と
し
て
、
市
民
が
歴
史
を
体
感
し
、
地
域
住
民
に
す
ぐ
れ
た
住
環
境
を
提
供
す
る
た
め
に
、
～
層
重
要
性
を
高

め
て
い
る
。

　
弥
生
時
代
で
は
佐
賀
県
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡
、
奈
良
時
代
で
は
岡
山
県
の
鬼
ノ
城
な
ど
で
、
中
・
近
世
の
城
跡
で
は
青
森
県
の
根
城
、
熊
本
県

の
熊
本
城
な
ど
で
、
原
位
置
原
寸
大
の
復
元
建
物
を
含
む
大
規
模
整
備
が
な
さ
れ
、
象
徴
的
な
機
能
も
含
め
て
戦
争
に
備
え
た
歴
史
的
空
間
が

再
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
跡
整
備
は
発
掘
調
査
を
も
と
に
専
門
委
員
会
で
の
厳
格
な
議
論
を
経
て
実
施
さ
れ
、
学
術
的
な
信
頼
性
が
握

保
さ
れ
て
い
る
。
専
門
委
員
会
等
の
議
論
は
整
備
・
復
元
の
た
め
に
不
可
欠
な
仕
組
み
で
あ
り
、
今
後
も
学
術
成
果
を
基
礎
に
整
備
は
進
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
て
整
備
さ
れ
た
遺
跡
の
復
元
内
容
に
つ
い
て
も
再
検
証
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
中
世
城
郭
に

8　（8）
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関
わ
る
史
跡
整
備
で
、
具
体
的
な
防
御
関
係
遺
構
の
復
元
を
再
検
証
す
る
と
、
整
備
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
解
釈
と
は
異
な
る
解
釈
や
評
価
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
る
例
が
少
な
く
な
い
。
多
く
の
市
民
が
整
備
さ
れ
た
遺
跡
を
通
じ
て
歴
史
を
体
感
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
遺
跡
の
整
備
を
通
じ
て
研

究
者
が
ど
の
よ
う
に
空
間
や
防
御
施
設
を
捉
え
復
元
し
た
か
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
市
民
の
歴
史
観
の
形
成
に
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
も
つ
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
次
の
諸
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
第
一
に
防
御
施
設
が
い
か
に
理
解
さ
れ
た
の
か
を
島
根
県
田
和
山
遺
跡
と
、
立
体
的

な
復
元
整
備
を
行
っ
た
佐
賀
県
吉
野
ヶ
里
遺
跡
を
事
例
に
検
証
す
る
。
つ
い
で
戦
い
の
場
で
あ
っ
た
戦
場
を
い
か
に
遺
跡
と
し
て
捉
え
う
る
か

を
問
題
と
し
、
考
古
学
的
資
料
と
し
て
の
戦
場
の
特
性
を
検
討
す
る
。
最
後
に
発
掘
調
査
で
遺
跡
と
し
て
の
戦
場
が
検
出
さ
れ
た
長
崎
県
原
城

を
も
と
に
一
六
三
八
年
（
寛
永
一
五
）
年
二
月
二
七
・
二
八
日
の
戦
い
の
実
像
を
考
え
た
い
。

　
な
お
本
稿
で
は
弥
生
時
代
の
防
御
施
設
の
検
討
に
際
し
て
、
中
世
の
城
郭
研
究
の
成
果
と
の
比
較
を
行
う
。
出
入
り
口
や
堀
の
配
置
と
い
っ

た
防
御
施
設
の
発
達
に
は
時
代
や
地
域
を
越
え
た
人
類
史
的
な
共
通
性
と
法
則
性
が
あ
り
、
物
質
資
料
と
し
て
の
武
器
・
武
具
、
戦
争
関
連
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

設
の
分
析
に
は
比
較
研
究
が
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
比
較
の
視
点
は
、
日
本
の
城
1
1
武
士
の
象
徴
と
い
っ
た
一
国
史
観
的
な
評
価
を
越
え
る
た
め
に
、
ま
た
一
般
理
論
と
し
て
の
社
会

進
化
の
過
程
に
、
戦
争
に
関
わ
っ
た
物
質
資
料
群
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
文
字
史
料
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的

事
実
が
判
明
し
て
い
る
中
世
城
郭
跡
に
つ
い
て
考
古
資
料
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
文
字
史
料
か
ら
わ
か
る
戦
い
が
物
質
資
料
か
ら
は
ど
の
よ

う
に
把
握
さ
れ
る
の
か
を
検
証
で
き
る
点
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。

　
①
代
表
的
な
研
究
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
原
　

②
藤
木
久
志
『
雑
兵
た
ち
の
戦
場
臨
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
。
藤
木
久
志

真
「
日
本
・
世
界
の
戦
争
の
起
源
」
門
戦
い
の
進
化
と
国
家
の
生
成
㎏
人
類
に
と

っ
て
戦
い
と
は
・
第
…
巻
、
東
洋
書
林
、
一
九
九
九
年
。
佐
原
真
（
金
関
恕
・

春
成
秀
爾
編
）
『
戦
争
の
考
古
学
撫
佐
原
真
の
仕
事
、
全
熟
巻
、
岩
波
轡
店
、
二

〇
〇
五
年
。
松
木
武
彦
『
入
は
な
ぜ
戦
う
の
か
』
講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
｝
年
。

松
木
武
彦
明
日
本
列
島
の
戦
争
と
初
期
国
家
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

七
年
。
橋
口
達
也
『
弥
生
時
代
の
戦
い
隔
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
。

　
『
飢
餓
と
戦
争
の
戦
国
を
行
く
輪
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
　
年
。
河
合
康
『
源

　
平
合
戦
の
虚
像
を
剥
ぐ
㎏
講
談
社
メ
チ
エ
、
一
九
九
六
年
。
近
藤
好
和
『
弓
矢
と

　
刀
剣
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。
近
藤
好
和
魍
騎
兵
と
歩
兵
の
中
世
史
臨
吉

　
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

③
西
暗
黒
生
「
縄
張
り
研
究
に
お
け
る
遺
構
認
識
と
年
代
観
」
『
戦
国
時
代
の

　
城
』
高
志
書
院
、
二
九
－
五
八
頁
、
二
〇
〇
九
年
。
松
岡
進
「
軍
事
施
設
と
し

9　（9）



　
て
の
中
世
城
郭
」
『
戦
国
の
城
撫
高
志
書
院
、
五
九
t
九
〇
頁
、
二
〇
〇
九
年
。

④
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
軍
事
性
だ
け
を
切
り
離
し
て
検
討
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
軍

　
事
史
に
偏
重
し
た
研
究
を
意
図
す
る
の
で
は
な
い
。
現
状
は
軍
事
史
へ
の
偏
重
を

　
避
け
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
城
跡
や
防
御
施
設
を
備
え
た
遺
跡
が
も
っ
た
軍
事
牲

　
を
分
析
す
る
視
点
そ
の
も
の
が
、
か
え
っ
て
立
ち
後
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ

　
れ
る
。
こ
う
し
た
遺
跡
が
発
揮
し
た
政
治
性
や
居
住
性
、
象
徴
性
と
い
っ
た
諸
機

　
能
の
中
で
軍
事
性
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
個
々
の
遺
跡
の
評
価
を
深
め
る
だ

　
け
で
な
く
社
会
全
体
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
千
田
孫
博
「
中
世
城
郭
の
立
地
と
か
た
ち
扁
『
遺
跡
学
研
究
袖
第
四
号
、
日
本

　
臓
退
二
二
ナ
ム
誠
、
　
四
⊥
パ
ー
五
一
二
頁
、
　
二
〇
〇
七
年
目

⑥
千
田
嘉
博
『
織
豊
系
城
郭
の
形
成
㎏
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
千
田

　
嘉
博
「
日
欧
城
郭
防
御
施
設
比
較
論
」
小
島
道
裕
編
『
武
士
と
騎
士
l
B
欧
中

　
近
世
史
の
研
究
1
』
置
文
閣
出
版
、
二
〇
～
○
年
刊
行
予
定
。

10　（10）

一
、
軍
事
性
を
ど
う
理
解
し
て
き
た
か

（
1
）
壕
の
軍
事
性

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
考
古
学
か
ら
戦
争
を
研
究
す
る
意
義
は
、
第
一
に
戦
争
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
（
機
能
的
・
物
質
的
な
体
系
性
の
解
明
）
、

そ
れ
を
も
と
に
国
家
や
社
会
（
戦
争
と
社
会
変
化
、
戦
争
と
国
家
形
成
・
社
会
進
化
と
し
て
の
一
般
理
論
化
）
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
達

成
す
る
に
は
、
ま
ず
は
武
器
・
武
具
、
防
御
施
設
（
堀
・
壕
、
土
塁
、
塀
・
柵
、
出
入
り
ロ
、
櫓
）
な
ど
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

研
究
の
基
礎
に
な
る
遺
物
・
遺
構
の
評
価
が
誤
っ
て
い
た
の
で
は
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
歴
史
解
釈
も
問
い
直
さ
れ
る
。
大
規
模
な
史
跡
整

備
に
よ
っ
て
可
視
的
に
防
御
施
設
の
機
能
が
提
示
さ
れ
て
い
る
弥
生
時
代
の
島
根
県
田
和
山
遺
跡
と
佐
賀
県
吉
野
ヶ
里
遺
跡
を
取
り
上
げ
、
中

世
の
北
海
道
勝
山
館
と
秋
田
県
岩
倉
館
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
、
考
古
学
に
よ
る
軍
事
性
理
解
の
基
本
的
な
問
題
を
考
え
た
い
。

　
近
年
の
遺
跡
整
備
で
は
立
体
復
元
な
ど
の
大
規
模
な
整
備
を
行
っ
た
遺
跡
で
は
、
堀
・
壕
、
土
塁
と
い
っ
た
土
木
工
事
に
よ
っ
て
で
き
た
部

分
だ
け
で
な
く
、
門
、
塀
・
柵
、
櫓
と
い
っ
た
建
築
物
ま
で
立
体
復
元
さ
れ
る
事
例
も
増
え
て
い
る
。
遺
跡
が
も
っ
た
本
質
的
価
値
を
市
民
に

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
遺
跡
整
備
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
整
備
の
た
め
に
細
部
ま
で
歴
史
的
な
空
間
を
再
構
築
し
た

こ
と
で
、
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
軍
事
性
を
捉
え
た
か
は
如
実
に
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
整
備
さ
れ
た
遺
跡
に
注
目
し
た
い
。
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た
と
え
ば
、
東
京
都
の
八
王
子
城
で
は
、
山
麓
の
居
館
で
あ
っ
た
「
御
主
殿
」
に
至
っ
た
大
手
道
を
整
備
し
、
谷
を
渡
っ
た
大
規
模
な
木
橋

を
立
体
復
元
し
て
い
る
。
し
か
し
現
状
の
復
元
は
、
大
手
の
出
入
り
口
で
は
な
く
、
出
入
り
口
の
脇
に
あ
っ
た
島
台
の
階
段
に
誤
っ
て
橋
を
連

結
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
静
岡
県
の
山
中
城
で
は
、
馬
出
し
と
呼
ぶ
戦
国
期
の
く
ふ
う
し
た
出
入
り
口
を
検
出
し
な
が
ら
、
後
方
の
曲
輪

か
ら
馬
出
し
へ
と
つ
づ
い
た
橋
を
復
元
せ
ず
、
さ
ら
に
は
本
来
の
出
入
り
口
の
開
市
部
を
後
世
の
破
壊
口
と
し
て
塞
い
で
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ

る
。　

城
の
出
入
り
ロ
と
五
道
の
軍
事
性
を
現
状
の
整
備
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
、
ふ
た
つ
の
城
の
評

価
は
大
き
く
変
わ
る
。
整
備
に
向
け
た
検
討
で
は
、
議
論
を
重
ね
て
な
お
複
数
の
復
元
案
が
残
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
選
ん
で
最
終
的
な

整
備
を
行
っ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
と
聞
く
。
だ
か
ら
遺
跡
整
備
で
は
最
終
整
備
案
の
ほ
か
に
、
別
の
解
釈
や
評
価
が
あ
る
こ
と
を
来
訪
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

積
極
的
に
提
示
す
べ
き
だ
と
思
う
。

　
さ
て
島
根
県
の
田
和
山
遺
跡
は
丘
陵
上
に
つ
く
ら
れ
、
三
重
の
環
壕
を
め
ぐ
ら
し
た
弥
生
時
代
の
環
壕
集
落
で
あ
っ
た
（
図
－
）
。
壕
の
切

岸
（
防
御
の
た
め
に
築
い
た
人
工
的
な
急
斜
面
）
は
急
峻
で
、
防
御
の
た
め
の
堀
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
田
和
山
遺
跡
は
単
純
に
多
重
の
環
壕
を

備
え
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
囲
郭
外
へ
派
生
し
て
い
く
尾
根
の
鞍
部
を
壕
で
切
断
し
、
あ
ら
か
じ
め
尾
根
筋
か
ら
の
攻
撃
に
備
え
た
点
は

（
図
－
l
a
）
、
一
六
世
紀
の
戦
国
期
山
城
と
も
共
通
し
た
防
御
施
設
の
配
置
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
壕
内
か
ら
は
大
量
の
礫
（
つ
ぶ
て
）
を
検
出

し
、
石
鐵
や
象
徴
的
な
軍
事
指
揮
権
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
環
状
石
斧
も
出
土
し
て
い
た
。

　
防
御
に
適
し
た
高
所
へ
の
集
落
立
地
、
三
重
の
環
壕
の
存
在
、
武
器
の
共
伴
、
と
い
う
考
古
学
的
な
証
拠
は
、
佐
原
真
直
に
よ
る
考
古
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
事
実
に
よ
る
戦
争
の
認
識
指
標
か
ら
見
て
も
、
戦
争
が
あ
っ
た
社
会
も
し
く
は
戦
争
を
認
知
し
た
社
会
と
考
え
ら
れ
、
田
和
山
遺
跡
の
環
壕

は
戦
い
に
備
え
て
堀
を
め
ぐ
ら
し
、
武
器
を
備
え
た
と
評
価
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
こ
ろ
が
調
査
で
は
、
田
和
山
遺
跡
の
三
重
の
環
壕
を
防
御
の
た
め
で
は
な
く
聖
域
を
区
画
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、

三
重
目
の
楽
典
が
囲
郭
内
よ
り
も
高
く
な
っ
た
外
側
の
尾
根
筋
を
切
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
た
（
図
－
I
b
）
。
こ
う
し
た
壕
の
布
設
は
防
御
施

11 （11）
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図ユ　島根県田和山遺跡（松江市教育委員会編2001）所収図に加筆

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
囲
郭
内
よ
り
も
高
い
尾
根
筋
に
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
壕
を
設
け
た
の
か
、

か
ら
説
明
不
可
能
な
壕
の
配
置
と
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
六
世
紀
の
戦
国
期
山
城
が
し
ば
し
ば
尾
根
筋
に
多
重
の
堀
を
設
け
た
こ
と
は
先

に
述
べ
た
が
、
尾
根
筋
を
遮
断
し
た
堀
は
必
ず
し
も
城
内
よ
り
低
い
位
置
に
築
い
た
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
派
生
し
た
尾
根
筋
の
先
端
に
立
地

し
た
城
で
は
、
城
の
背
後
の
尾
根
筋
は
必
然
的
に
城
域
内
よ
り
高
所
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
城
域
背
後
の
高
所
は
も
っ
と
も
警
戒

設
と
し
て
は
説
明
で
き
な
い
の
で
、
神
聖
な
山
頂
部
を
囲
っ
た
精

神
的
な
区
画
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
問
題
と
さ
れ
た
壕
は
田
和
山
遺
跡
の
壕
の
う
ち
一
番
外
側
の
も

の
で
、
囲
郭
範
囲
か
ら
隣
接
し
た
ピ
ー
ク
へ
つ
づ
く
主
た
る
尾
根

筋
の
鞍
部
に
布
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
図
2
）
。
お
よ
そ
尾
根

筋
は
も
っ
と
も
登
り
や
す
い
の
で
攻
め
口
に
さ
れ
る
可
能
性
が
高

く
、
時
代
と
地
域
を
問
わ
ず
城
の
防
御
の
要
所
に
な
っ
た
。
そ
の

た
め
戦
国
期
の
山
城
で
は
、
尾
根
筋
へ
の
守
り
の
配
慮
を
重
点
的

に
行
っ
た
。
尾
根
筋
に
堀
切
り
を
設
け
て
遮
断
し
た
の
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
堀
を
多
重
に
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
も
ご
く
一
般
的
に
見
ら

れ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
田
和
山
遺
跡
で
も
尾
根
筋
へ
念

入
り
に
壕
を
配
置
し
て
守
り
に
腐
心
し
た
よ
う
す
が
分
か
る
。
尾

根
筋
が
弱
点
に
な
る
こ
と
を
田
和
山
の
人
び
と
は
知
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
も
そ
も
問
題
と
さ
れ
た
尾
根
筋
に
も
壕
が
回

り
込
ん
で
多
重
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
合
理
的
に
説
明
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
本
当
に
防
御
性
の
観
点
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城郭と戦争の考古学（千田）

す
べ
き
防
御
上
の
弱
点
と
な
っ
た
の
で
厳
重
に
堀
を
設
け
た
。
だ
か
ら
囲
郭
内
よ
り
標
高
が
高
い
位
置
に
壕
や
堀
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
世
の

城
の
知
見
か
ら
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、
防
御
の
く
ふ
う
と
し
て
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。

　
さ
ら
に
戦
国
期
の
山
城
で
は
、
放
置
し
て
は
不
利
に
な
る
囲
郭
外
の
尾
根
筋
や
鞍
部
を
、
あ
ら
か
じ
め
堀
で
つ
ぶ
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
た
。
秋
田
県
の
岩
倉
館
は
発
掘
で
そ
う
し
た
堀
を
検
出
し
た
典
型
例
で
あ
る
。
囲
郭
外
に
伸
び
た
放
置
す
る
と
敵
に
陣
取
ら
れ
て
脅
威
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
尾
根
筋
を
、
四
重
の

購
難

灘

鍵零騒騒，．、：蕪灘翼i懸＿，覇難議灘

図2　田和山遺跡の尾根と環壕（松江市教育委員会2007）より

藩議

鮮
擁
、
。
、
講

図3　秋田県 岩倉館の四重堀（秋田県埋蔵文化財センター2007）より

堀
切
り
に
よ
っ
て
寸
断
し

た
。
こ
の
尾
根
筋
は
堀
に

接
し
た
曲
輪
よ
り
高
く
な

る
よ
う
に
伸
び
て
お
り
、

攻
め
手
に
陣
取
ら
れ
れ
ば
、

防
御
上
の
脅
威
と
な
る
場

所
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

堀
を
多
重
に
配
置
し
て
敵

の
進
軍
と
陣
取
り
と
を
防

い
だ
の
で
あ
る
（
図
3
）
。

　
こ
の
よ
う
に
中
世
の
城

郭
と
比
較
し
て
田
和
山
遺

跡
の
環
壕
を
再
評
価
す
る

と
、
充
分
、
軍
事
性
の
観

13 （13）



点
か
ら
壕
の
配
置
を
説
明
で
き
る
。
田
和
山
遺
跡
の
壕
を
軍
事
的
な
も
の
と
捉
え
直
す
こ
と
は
遺
跡
評
価
の
根
幹
を
変
え
る
に
等
し
く
、
田
和

山
遺
跡
か
ら
ど
の
よ
う
な
弥
生
時
代
社
会
を
描
く
か
に
も
大
き
な
違
い
を
も
た
ら
す
。
考
古
学
か
ら
軍
事
性
を
把
握
す
る
意
義
は
き
わ
め
て
高

い
。

14 （14）

（
2
）
　
塀
の
軍
事
性

　
吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
国
指
定
特
別
史
跡
と
し
て
保
護
と
活
用
が
進
み
、
環
濠
で
囲
ま
れ
た
広
大
な
範
囲
が
歴
史
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
国
内

で
最
も
大
規
模
な
立
体
復
元
を
推
進
し
て
い
る
遺
跡
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
北
内
郭
は
多
重
の
環
壕
の
な
か
に
楼
閣
や
櫓
が
建
ち
並
び
、

邪
馬
台
国
時
代
の
ク
ニ
中
枢
部
を
明
ら
か
に
し
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
教
科
書
に
も
取
り
上
げ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
弥
生
時

代
の
拠
点
集
落
の
代
表
で
あ
る
。

　
整
備
し
た
北
内
郭
で
は
、
ま
つ
り
ご
と
を
司
っ
た
「
主
祭
殿
」
や
物
見
櫓
、
北
内
郭
を
囲
ん
だ
環
壕
と
土
塁
、
板
壁
な
ど
を
復
元
し
て
い
る
。

出
入
り
口
（
虎
口
）
も
導
線
を
屈
曲
さ
せ
た
形
状
で
、
一
六
世
紀
末
の
戦
国
期
城
郭
で
現
れ
た
連
続
枡
形
に
相
当
し
た
形
状
で
あ
っ
た
。
全
体

と
し
て
き
わ
め
て
厳
重
な
囲
郭
を
想
わ
せ
る
復
元
で
、
現
地
の
説
明
に
お
い
て
も
北
内
郭
が
戦
い
に
備
え
て
守
り
を
固
め
て
い
た
と
し
て
い
る

（
図
4
）
。

　
し
か
し
軍
事
性
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
い
く
つ
も
の
疑
問
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
特
に
北
内
郭
の
内
環
濠
・
外
環
壕
に
伴
っ
た
土
塁

と
板
塀
、
出
入
り
口
と
板
塀
の
解
釈
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
北
内
郭
は
二
重
の
環
壕
で
守
っ
た
が
、
環
礁
は
い
ず
れ
も
V
形
の
断
面
を
も

ち
、
壕
内
土
層
の
分
析
か
ら
外
側
に
土
塁
を
備
え
た
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
し
て
環
壕
外
縁
の
土
塁
上
に
板
塀
を
復
元
し
て
い
る
（
図
5
）
。
内

環
壕
の
土
塁
に
伴
っ
た
板
塀
は
、
わ
ず
か
な
隙
間
を
も
つ
塀
と
し
て
意
匠
を
復
元
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
外
環
壕
に
伴
っ
た
板
塀
は
、
ま
っ

た
く
隙
間
の
な
い
塀
と
し
て
意
匠
を
復
元
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
匠
を
選
ん
だ
理
由
は
、
北
内
郭
内
を
外
か
ら
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い

た
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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図4　佐賀県　吉野ヶ里遺跡北内郭（七田ほか編1997）所収図に加筆

　
二
重
の
環
濠
で
囲
い
、
外
側
へ
張
り
出
し
た

物
見
櫓
を
備
え
、
屈
曲
し
た
防
御
的
な
出
入
り

口
を
も
っ
た
北
内
郭
が
防
御
的
な
意
図
を
も
っ

て
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
実
際
の
戦
い
に
備
え
て
弥
生
時
代
の
吉

野
ヶ
里
の
人
び
と
が
、
こ
う
し
た
施
設
を
建
設

し
た
と
す
る
と
、
わ
ず
か
な
隙
間
し
か
な
い
板

塀
で
は
、
北
内
郭
内
か
ら
隙
間
を
ね
ら
っ
て
外

部
に
矢
を
放
つ
こ
と
は
至
難
の
業
だ
か
ら
、
防

御
に
著
し
い
支
障
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
北
内
郭
の
攻
め
手
が
内
灘
壕
外
側
の

土
塁
を
登
り
、
板
塀
を
乗
り
越
え
、
内
灘
壕
に

侵
入
し
て
、
北
内
郭
の
人
び
と
は
よ
う
や
く
組

織
的
防
衛
を
行
え
た
、
と
い
う
復
元
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
主
祭
殿
」
の
最
上
階
に
登

れ
ば
展
望
が
開
け
、
外
環
壕
の
土
塁
ま
で
見
通

せ
た
。
し
か
し
内
環
壕
の
板
塀
が
障
害
に
な
っ

て
、
や
は
り
内
環
壕
と
外
環
壕
と
の
間
に
広
が

っ
た
帯
曲
輪
状
の
空
地
に
対
し
て
の
防
射
は
、

15 （15）



饗

羅
図5　北内郭の「主祭殿」から見た二重：醒際と板塀

図6　北内郭の物見櫓と内環壕の板塀
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⑤

お
よ
そ
ど
の
方
角
に
対
し
て
も
阻
害
さ
れ
て
い
た
。

　
マ
王
祭
殿
」
は
防
御
の
た
め
の
施
設
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
意
図
は
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
北
内
郭
の
内
環
壕
に
沿
っ
て
張
り
出
し
た
物
見
櫓
か
ら
も
内
環
壕
に
伴
っ
た
板
塀
で
内
・
外
環
壕
間
の
帯
曲
輪
状
空
地
へ
の
防
射
が
阻
害

さ
れ
た
復
元
に
な
っ
て
お
り
（
櫓
の
上
か
ら
帯
曲
輪
内
を
見
通
せ
な
い
）
、
内
冠
壕
内
は
見
通
せ
て
も
内
期
年
対
岸
の
空
地
（
帯
曲
輪
）
へ
、
防
御
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機
能
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
た
い
へ
ん
奇
異
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
図
6
）
。

　
北
内
郭
を
囲
ん
だ
外
環
壕
で
は
、
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
外
環
象
の
外
側
土
塁
上
の
板
塀
は
、
密
集
し
て
隙
間

の
な
い
意
匠
と
し
て
復
元
し
て
い
る
（
図
7
）
。
こ
の
た
め
北
内
郭
の
内
・
外
環
壕
に
挟
ま
れ
た
帯
曲
輪
状
の
空
地
か
ら
外
弁
濠
の
外
部
へ
、

防
御
の
た
め
の
矢
を
射
る
こ
と
は
一
切
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
復
元
で
あ
る
。
見
通
し
の
利
か
な
い
板
塀
で
は
攻
め
手
が
ど
こ
ま
で
近
づ
い
て

き
た
か
を
察
知
す
る
の
も
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
復
元
さ
れ
た
北
内
郭
の
軍
事
的
状
況
は
外
環
壕
に
つ
い
て
も
、
攻
め
手
が
土

塁
を
登
り
、
板
塀
を
乗
り
越
え
、
外
環
壕
に
侵
入
し
て
は
じ
め
て
、
吉
野
ヶ
里
の
人
び
と
は
防
戦
し
た
と
こ
と
に
な
る
。

　
北
内
郭
の
内
・
外
環
壕
は
塁
線
の
郭
内
側
に
壕
が
あ
り
、
郭
外
側
に
土
塁
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
接
近
し
た
敵
に
有
効
な
衝
撃
武
器
（
剣
な

ど
）
は
、
攻
め
手
が
環
壕
の
内
側
壁
面
を
登
り
郭
内
に
達
し
て
は
じ
め
て
効
果
を
発
揮
し
た
。
こ
こ
ま
で
攻
め
手
に
侵
入
さ
れ
て
は
北
内
郭
の

落
城
は
必
至
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
壕
や
板
塀
越
し
に
投
射
武
器
（
つ
ぶ
て
、
弓
矢
な
ど
）
で
防
戦
す
る
こ
と
は
、
北
内
郭
の
防
御
機
能
に
と
っ

て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
意
匠
の
土
塀
を
吉
野
ヶ
里
の
人
び
と
は
採
用
し
た
だ
ろ
う
か
。

　
出
入
り
口
を
め
ぐ
る
板
塀
の
意
匠
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
北
内
郭
へ
の
出
入
り
口
は
内
・
外
環
壕
を
越
え
る
部
分
で
道
筋
を
屈
曲
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

板
塀
で
囲
ん
だ
特
別
な
広
場
（
虎
口
空
間
）
を
経
由
さ
せ
た
プ
ラ
ン
で
、
平
面
構
造
か
ら
き
わ
め
て
防
御
性
の
高
い
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
道
筋
を
屈
脇
さ
せ
、
特
別
な
広
場
を
形
成
し
た
板
塀
の
柱
痕
を
発
掘
で
検
出
し
て
お
り
、
平
面
の
復
元
に
疑
問
は
な
い
。
し
か
し
枡
形

を
構
成
し
た
板
塀
は
隙
間
の
な
い
意
匠
と
し
て
復
元
し
て
い
る
。
透
問
の
な
い
板
塀
に
よ
る
区
画
で
は
、
出
入
り
口
に
締
る
攻
め
手
を
安
全
な

板
塀
の
内
側
か
ら
防
射
す
る
こ
と
も
、
槍
や
矛
・
剣
で
防
戦
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
（
図
8
）
。

　
枡
形
の
よ
う
な
通
路
の
屈
曲
と
特
別
な
広
場
を
組
み
合
わ
せ
て
く
ふ
う
し
た
出
入
り
口
は
、
日
本
に
お
い
て
は
弥
生
時
代
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
、
古
墳
時
代
の
豪
族
居
館
で
あ
っ
た
群
馬
県
の
三
ツ
寺
－
遺
跡
や
、
中
・
近
世
の
城
郭
な
ど
に
確
認
で
き
る
。
そ
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
鉄
器
時
代
の
城
塞
都
市
（
ヒ
ル
フ
ォ
ー
ト
）
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
の
砦
や
防
御
都
市
、
中
世
城
郭
や
城
郭
都
市
に
使
用

さ
れ
た
。
つ
ま
り
鍵
の
手
形
の
城
壁
に
よ
っ
て
で
き
た
広
場
と
華
道
の
屈
曲
を
組
み
合
わ
せ
た
枡
形
や
、
城
外
側
に
突
出
し
た
広
場
と
楽
聖
の

17　（17）
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図8　北内郭の出入り口と板塀
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屈
曲
を
組
み
合
わ
せ
た
馬
出
し
は
、
人
類
に
共
通
し
た
出
入
り
口
の
く
ふ
う
で
あ
り
、
外
枡
形
・
内
枡
形
、
馬
出
し
と
い
う
高
度
な
出
入
り
口

の
三
大
類
型
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
と
地
域
の
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
到
達
し
た
、
防
御
と
出
撃
に
効
率
的
な
最
適
解
の
出
入
り
ロ
プ
ラ
ン
で

　
　
⑦

あ
っ
た
。

　
吉
野
ヶ
里
遺
跡
北
内
郭
の
出
入
り
口
は
、
弥
生
時
代
の
複
雑
な
出
入
り
口
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
て
人
類
史
的
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
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る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
よ
そ
枡
形
や
馬
出
し
を
用
い
な
が
ら
、
防
御
の
要
で
あ
っ
た
虎
口
空
間
内
へ
の
防
射
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た

と
は
考
え
難
い
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
弥
生
時
代
の
吉
野
ヶ
里
の
人
び
と
は
、
形
式
的
に
は
先
端
の
防
御
施
設
を
採
用
し
て
も
、
本
質

的
な
防
御
機
能
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
弥
生
時
代
の
人
び
と
が
戦
争
の
思
想
や
技
術
を
ど
う
受
容
し
た
か
の
評
価
に

関
わ
る
。

　
北
内
郭
の
出
入
り
口
で
枡
形
を
構
成
し
た
柱
穴
は
間
隔
を
開
け
て
配
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
隙
間
を
も
っ
た
板
塀
と
解
釈
す
る
の
に
支
障
は

な
か
っ
た
。
仮
に
復
元
し
た
よ
う
な
隙
間
の
な
い
板
塀
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
礫
（
つ
ぶ
て
）
や
矢
を
射
出
し
た
狭
間
を
備
え
た
と
考
え
る
べ

き
だ
と
思
う
。
実
は
北
内
郭
の
内
・
外
環
壕
に
伴
う
土
塁
は
、
検
出
時
に
は
大
き
く
削
平
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
高
さ
や
土
塁
上
の
塀
（
柵
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

有
無
、
形
状
に
つ
い
て
考
古
学
的
情
報
は
き
わ
め
て
乏
し
か
っ
た
。
だ
か
ら
板
壁
の
意
匠
は
研
究
者
が
も
っ
た
軍
事
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
な

位
置
を
占
め
た
。
現
状
の
復
元
は
軍
事
性
を
充
分
発
揮
し
た
防
御
施
設
に
な
っ
て
い
な
い
。
復
元
整
備
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
軍

事
性
の
機
能
分
析
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
板
塀
の
意
匠
だ
け
で
な
く
、
環
壕
外
側
の
土
塁
の
形
状
に
つ
い
て
も
再
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
弥
生
時
代
の
拠
点
的
な
環
濠
集

落
で
は
環
濠
の
外
側
に
土
塁
を
備
え
た
も
の
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
吉
野
ヶ
里
遺
跡
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
内
・
外
環
壕

の
外
側
に
土
塁
が
あ
っ
た
。
復
元
し
た
土
塁
は
環
濠
を
挟
ん
で
郭
内
を
見
下
ろ
す
程
の
高
い
土
塁
と
し
て
整
備
し
て
い
る
。
～
六
世
紀
の
戦
国

期
山
城
で
も
ご
く
一
般
的
に
堀
の
外
側
に
土
塁
を
備
え
た
。
こ
れ
を
対
岸
土
塁
と
呼
ぶ
。
対
岸
土
塁
は
城
外
か
ら
堀
底
ま
で
の
比
高
差
を
大
き

く
し
て
堀
を
深
く
す
る
と
と
も
に
、
攻
め
手
が
堀
へ
突
入
す
る
の
を
阻
止
し
た
。

　
戦
国
期
山
城
で
は
対
岸
土
塁
を
ど
れ
ほ
ど
高
く
積
ん
で
も
、
城
内
の
曲
輪
面
よ
り
高
く
な
っ
て
曲
輪
内
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
は
し
な
か
っ
た
。

城
外
か
ら
城
内
が
攻
め
手
に
見
下
ろ
さ
れ
る
の
は
不
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
曲
輪
面
の
レ
ベ
ル
を
考
慮
し
つ
つ
堀
の
対
岸
土
塁
を
積
ん
だ

こ
と
が
わ
か
る
。
弥
生
時
代
の
環
壕
に
対
岸
土
塁
が
あ
っ
た
こ
と
は
環
壕
埋
土
の
堆
積
状
況
か
ら
確
実
で
あ
る
。
た
だ
し
中
世
城
郭
の
対
岸
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

塁
と
比
較
し
て
考
え
れ
ば
、
吉
野
ヶ
里
遺
跡
の
対
岸
土
塁
の
高
さ
は
過
剰
な
復
元
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

19　（19）



密議・灘購羅蕪…

図9　北海道上ノ国勝山館の土塁と丸太塀

な
成
人
男
性
の
背
丈
を
遙
か
に
超
え
た
高
さ
で
あ
っ
た
か
ら
、

る
攻
め
手
に
対
し
て
鉄
砲
や
矢
を
射
出
し
て
防
戦
す
る
こ
と
も
、

四
五
七
年
の
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
な
ど
、
い
く
つ
も
の
戦
い
が
知
ら
れ
て
い
る
。
勝
山
館
も
大
規
模
な
堀
や
土
塁
を
め
ぐ
ら
し
て
戦
い
に
備

え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
問
題
に
し
て
い
る
本
丸
背
後
の
堀
と
土
塁
に
よ
る
防
御
線
は
、
城
内
よ
り
高
所
と
な
る
城
外
の
尾
根
つ
づ
き
が
ら

　
こ
の
よ
う
に
弥
生
時
代
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡
を
事
例
に
軍
事
性
の
視
点
か
ら
検
討
す

る
と
、
板
塀
な
ど
の
復
元
に
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
軍
事
性

を
物
質
資
料
に
即
し
て
ど
う
理
解
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
妥
当
性
を
問
う
て
い
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
は
当
然
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
だ
け
で
な
く
、
中
・
近
世
の
城

跡
で
も
あ
り
得
た
。

　
た
と
え
ば
戦
国
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
北
海
道
の
上
ノ
国
勝
山
館
で
は
、
尾
根
筋
に

展
開
し
た
謙
譲
の
背
後
を
守
っ
た
堀
と
土
塁
を
立
体
的
に
整
備
し
、
土
塁
上
に
丸
太

塀
を
復
元
し
て
い
る
（
図
9
）
。
こ
の
丸
太
塀
も
隙
間
が
ま
っ
た
く
な
い
意
匠
と
し

て
い
る
。
発
掘
時
に
検
出
し
た
丸
太
塀
の
柱
穴
を
再
確
認
す
る
と
、
懸
盤
は
布
堀
の

な
か
に
間
隔
を
置
い
て
並
ん
で
お
り
、
隙
間
を
も
っ
た
丸
太
塀
か
柵
で
あ
っ
た
と
考

　
　
　
⑩

え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
現
在
の
丸
太
塀
の
意
匠
は
、
考
古
学
的
な
発
掘
成
果
と
も
矛
盾

す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
結
果
、
勝
山
館
で
も
攻
め
手
が
堀
を
渡
り
、
土

塁
を
駆
け
上
り
、
丸
太
塀
を
登
っ
て
城
内
に
踏
み
込
ん
で
、
よ
う
や
く
城
兵
は
防
戦

で
き
た
と
軍
事
的
状
況
を
解
釈
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
丸
太
塀
は
高
い
土
塁
の
上
に
あ
り
、
復
元
し
た
塀
は
隙
間
が
な
く
、
か
つ
一
般
的

　
　
勝
山
館
の
人
び
と
は
城
外
の
よ
う
す
を
う
か
が
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
接
近
す

　
　
　
現
状
の
復
元
で
は
叶
わ
な
い
。
和
人
と
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
と
の
戦
い
に
は
一
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⑪

の
攻
撃
に
備
え
た
も
の
で
あ
り
、
守
り
の
要
の
位
置
を
占
め
た
。
だ
か
ら
復
元
さ
れ
た
丸
太
塀
の
軍
事
性
理
解
に
は
疑
念
が
残
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
吉
野
ヶ
里
遺
跡
北
内
郭
も
上
ノ
国
勝
山
館
も
い
ず
れ
の
例
も
投
射
武
器
の
使
用
が
可
能
で
、
接
近
し
た
敵
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
は
衝
撃
武
器
で
防
戦
で
き
た
隙
間
が
あ
る
塀
や
柵
で
あ
っ
た
と
想
定
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
考
古
学
が
物
質
資
料
の
研
究
で
あ
る
以
上
、

塀
や
柵
の
細
部
ま
で
機
能
面
か
ら
究
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
作
業
が
あ
っ
て
こ
そ
実
証
的
に
考
古
学
の
立
場
か
ら
戦
争

を
捉
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

①
　
前
掲
、
は
じ
め
に
⑤
文
献
参
照
。

②
前
掲
は
じ
め
に
註
①
文
献
、
佐
原
三
門
日
本
・
世
界
の
戦
争
の
起
源
」
『
戦
い

　
の
進
化
と
国
家
の
生
成
撫
人
類
に
と
っ
て
戦
い
と
は
・
第
一
巻
、
東
洋
書
林
、
一

　
九
九
九
年
（
の
ち
、
佐
原
真
（
金
関
恕
・
春
成
秀
爾
編
）
『
戦
争
の
考
古
学
隔

　
佐
原
真
の
仕
事
、
第
四
巻
、
岩
波
書
画
、
二
〇
〇
五
年
、
…
〇
二
一
一
四
八
頁
に

　
所
収
）
。

③
松
江
市
教
育
委
員
会
編
『
田
和
由
遺
跡
臨
二
〇
〇
一
年
。

④
　
秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
豊
明
岩
倉
館
盛
二
〇
〇
七
年
。

⑤
　
　
「
主
祭
殿
」
と
さ
れ
た
楼
閣
が
実
際
は
ど
の
程
度
の
高
さ
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ

　
て
板
塀
と
の
関
係
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
復
元
さ
れ
た
「
主
祭
殿
」
と
板
塀
と
の

　
関
係
で
検
討
し
て
い
る
。

⑥
　
城
郭
や
防
御
施
設
の
出
入
り
口
が
発
達
す
る
と
、
出
入
り
口
の
周
顕
に
防
御
と

　
出
撃
の
拠
点
に
な
っ
た
意
想
的
な
空
地
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
に
雛
形

　
と
さ
れ
る
も
の
で
、
城
郭
の
空
間
分
析
に
も
と
つ
く
評
価
で
は
虎
口
空
間
と
呼
ぶ
。

　
虎
口
空
間
と
城
道
の
屈
曲
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
高
い
軍
事
性
を
備
え
た
出

　
入
り
口
が
生
み
出
さ
れ
た
。

⑦
千
田
嘉
博
「
織
豊
系
城
郭
の
出
入
り
口
」
『
織
豊
城
郭
繍
第
6
号
、
織
豊
期
城

　
郭
研
究
会
、
｝
九
九
九
年
、
一
－
一
四
頁
。

⑧
七
田
忠
沼
ほ
か
編
『
吉
野
ヶ
里
遺
跡
幅
佐
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
、

　
一
九
九
〇
年
、
…
九
九
七
年
、
二
〇
〇
七
年
。

⑨
本
来
の
曲
輪
面
が
後
世
に
劇
平
さ
れ
て
当
時
の
生
活
面
と
し
て
復
元
さ
れ
た
弼

　
の
標
高
が
実
際
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
土
塁
そ
の
も
の
の
復
元
高
と

　
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
下
舵
測
の
土
塁
が
圧
倒
的
に
郭
（
曲
輪
）
内
よ
り
商
い
と

　
い
う
問
題
は
解
決
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
弥
生
時
代
の
環
壕
に
伴
っ
た
土
塁

　
復
元
の
問
題
に
つ
い
て
は
久
世
辰
男
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
久
世
辰
男
門
弥
生
環
壕

　
集
落
の
環
濠
外
土
塁
に
つ
い
て
の
疑
問
」
『
利
根
川
撫
第
…
四
号
、
…
九
九
三
年
、

　
七
三
－
七
七
頁
。

⑩
　
松
崎
瑞
穂
編
『
史
跡
上
ノ
国
勝
孤
館
跡
3
撫
上
ノ
国
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八

　
二
年
。

⑪
　
近
年
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
曲
輪
の
丸
太
塀
は
、
隙
聞
を
も
っ
た
意
匠
に
修

　
正
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
疑
念
を
指
摘
し
た
城
域
背
後
の
土
塁
に
復
元
し

　
た
丸
太
柵
も
、
老
朽
化
を
理
由
と
し
た
再
整
備
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
～
○

　
年
度
に
発
掘
成
果
に
も
と
づ
い
た
意
匠
に
改
め
る
予
定
と
聞
く
。
い
ず
れ
も
適
切

　
な
判
断
と
思
わ
れ
る
。
…
般
論
と
し
て
史
跡
整
備
の
学
術
的
な
間
違
い
が
の
ち
に

　
判
明
し
て
も
す
み
や
か
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
史

　
跡
整
備
に
は
多
く
の
補
助
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
の
だ

　
ろ
う
。
し
か
し
疑
念
の
あ
る
評
価
が
そ
の
ま
ま
現
地
で
展
示
さ
れ
つ
づ
け
ら
れ
、

　
市
民
の
歴
史
認
識
を
形
成
し
て
い
く
弊
害
は
大
き
い
。

⑫
塀
や
柵
の
軍
事
性
を
把
握
す
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
こ
で
ふ
れ
た
以
外
に
も
疑

　
問
の
あ
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
熊
本
県
に
あ
る
人
吉
城
で
は
、
近
世

（21）21



段
階
に
球
磨
川
か
ら
出
入
り
し
た
水
の
手
門
周
辺
の
土
塀
を
立
体
復
元
じ
て
い
る
。

し
か
し
人
吉
城
歴
史
館
の
復
元
模
型
で
は
弓
矢
や
鉄
砲
を
撃
つ
た
め
の
狭
間
を
備

え
た
塀
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
現
地
に
原
寸
大
で
復
元
し
た
土
塀
で
は
狭
間
を

省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
復
元
さ
れ
た
土
塀
は
城
郭
の
果
た
し
た
軍
事
性
に
と

っ
て
決
定
的
な
要
素
を
欠
い
て
お
り
、
史
跡
の
整
備
と
し
て
の
妥
幽
性
が
問
わ
れ

る
。
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二
、
遺
跡
と
し
て
の
戦
場
の
特
質

（
1
）
　
文
字
史
料
と
物
質
資
料
の
不
整
合

　
こ
こ
で
は
遺
跡
と
し
て
の
戦
場
の
特
質
を
戦
国
期
を
事
例
に
考
え
る
。
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
文
字
史
料
か
ら
数
多
く
の
城
の
攻
防

戦
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
城
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
戦
争
そ
の
も
の
の
存
在
を
証
明
す
る
武
器
・
武
具
・
殺
傷
人
骨
の
出
土
数
は

き
わ
め
て
少
な
い
。
文
字
史
料
か
ら
分
か
る
こ
と
と
、
遺
跡
調
査
か
ら
わ
か
る
こ
と
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
を

も
た
ら
し
た
原
因
は
、
片
付
け
や
「
持
ち
出
し
」
に
よ
っ
て
戦
場
が
そ
の
ま
ま
遺
跡
と
し
て
残
る
こ
と
が
希
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ち
物

質
資
料
を
通
じ
て
戦
争
を
考
え
る
に
は
戦
い
の
痕
跡
は
そ
の
ま
ま
残
り
に
く
い
こ
と
に
留
意
し
て
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
静
岡
県
の
高
天
神
城
は
徳
川
氏
の
遠
江
防
衛
の
要
で
あ
り
、
ま
た
武
田
氏
に
と
っ
て
は
遠
江
進
出
の
拠
点
と
な
っ
た
重
要
な
境
目

の
城
で
あ
っ
た
。
武
田
氏
と
徳
川
氏
と
の
問
に
こ
の
城
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
攻
防
戦
が
く
り
返
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
五
七

一
年
（
元
亀
二
）
に
は
武
田
信
玄
が
高
天
神
城
を
攻
め
た
が
落
と
せ
ず
、
～
五
七
四
年
（
天
正
二
）
に
武
田
勝
頼
が
再
び
攻
め
て
落
城
さ
せ
た
。

こ
の
後
、
高
天
神
城
は
武
田
氏
の
境
呂
の
城
と
な
っ
た
が
、
徳
川
家
康
は
周
囲
に
付
城
を
築
い
て
対
抗
し
、
一
五
八
一
年
（
天
正
九
）
の
攻
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

戦
で
家
康
が
奪
還
し
た
。
こ
の
戦
い
で
武
田
方
の
城
兵
は
ほ
ぼ
全
滅
し
た
と
さ
れ
る
。

　
崖
に
囲
ま
れ
た
高
天
神
城
で
唯
一
ゆ
る
や
か
な
斜
面
に
面
し
た
二
の
豊
北
西
部
は
、
常
に
攻
防
戦
の
帰
す
う
を
決
し
た
激
戦
の
場
で
あ
り
、

ま
た
城
と
し
て
も
っ
と
も
防
御
を
固
め
た
地
区
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
の
丸
北
西
部
周
辺
は
ほ
ぼ
完
全
に
発
掘
さ
れ
、
曲
輪
に
沿
っ
て
伸
び
た
横

堀
や
複
雑
な
出
入
り
口
、
籠
城
で
使
用
し
た
竪
穴
建
物
な
ど
が
判
明
し
た
。
し
か
し
武
器
は
検
出
さ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
武
具
と
し
て
小
札
と
陣
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②

笠
片
の
各
1
点
が
出
土
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
戦
死
者
の
遺
骨
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
考
古
学
的
な
証
拠
だ
け
か
ら
、
こ
こ
が
戦
い

に
備
え
た
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
し
て
も
、
実
際
に
戦
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
一
五
八
四
年
（
天
正
ご
一
）
の
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
、
羽
柴
秀
吉
に
対
し
織
田
信
雄
・
徳
川
家
康
連
合
軍
が
尾
張
・
伊
勢
・
伊
賀
を
戦

場
と
し
て
戦
っ
た
。
両
軍
の
主
力
が
激
突
し
た
の
は
尾
張
北
部
の
戦
場
で
、
双
方
が
多
数
の
陣
城
を
築
い
て
対
峙
し
た
。
膠
着
状
態
を
打
開
す

る
た
め
秀
吉
は
三
好
秀
次
を
大
将
に
主
力
の
一
部
で
あ
っ
た
池
田
平
入
・
森
長
可
・
堀
秀
政
を
割
い
て
三
河
へ
中
入
り
す
る
作
戦
を
実
行
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
れ
で
家
康
を
陣
地
か
ら
お
び
き
出
し
、
野
戦
で
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
徳
川
軍
を
本
陣
の
小
牧
城
か
ら
出
撃
さ
せ
る
た
め
に
羽
柴
軍
の
三
河
中
入
り
部
隊
は
、
道
中
の
城
を
常
習
し
な
が
ら
進
軍
し
た
。
池
田
・
森

軍
の
急
襲
を
受
け
て
落
城
し
た
愛
知
県
日
進
市
の
岩
崎
城
は
、
文
字
史
料
に
よ
れ
ば
籠
城
し
て
い
た
武
士
と
、
と
も
に
戦
っ
た
商
工
人
二
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

名
も
し
く
は
三
〇
〇
名
が
戦
死
し
、
攻
め
た
池
田
・
提
言
に
も
四
〇
〇
名
の
戦
死
者
が
出
た
と
い
う
。
し
か
し
本
丸
・
二
の
丸
の
発
掘
調
査
で

は
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
頃
と
推
測
さ
れ
る
建
物
跡
や
小
鍛
冶
遺
構
、
堀
、
土
塁
を
検
出
し
た
が
、
武
器
・
武
具
、
戦
死
者
の
遺
骨
は
発

　
　
　
　
　
　
⑤

見
さ
れ
な
か
っ
た
。
や
は
り
岩
崎
城
で
も
考
古
学
的
な
証
拠
だ
け
で
は
実
際
に
こ
の
城
が
戦
場
と
な
り
、
多
く
の
人
び
と
が
戦
死
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
の
は
難
し
い
。

　
ま
た
～
五
九
〇
年
（
天
正
一
八
）
に
豊
臣
秀
吉
が
小
田
原
北
条
氏
を
攻
め
、
北
条
氏
を
滅
亡
さ
せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
豊
臣
軍

と
北
条
軍
が
最
初
に
戦
端
を
開
い
た
の
が
静
岡
県
三
島
市
の
山
中
城
で
あ
っ
た
。
山
中
城
は
北
条
氏
の
境
目
の
城
と
し
て
豊
臣
軍
の
攻
撃
に
備

え
て
工
事
を
重
ね
て
お
り
、
北
条
氏
の
最
先
端
の
軍
事
拠
点
に
な
っ
て
い
た
。
北
条
軍
の
籠
城
墨
壷
四
〇
〇
〇
名
に
対
し
、
豊
臣
軍
七
万
余
人

が
攻
め
寄
せ
、
豊
臣
軍
は
自
軍
の
被
害
を
顧
み
ず
に
山
中
城
を
攻
め
た
。
お
よ
そ
半
日
の
攻
防
戦
で
城
は
落
城
し
、
籠
城
兵
の
多
く
が
戦
死
し

た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
山
中
城
の
主
要
部
は
史
跡
整
備
に
伴
っ
て
計
画
的
に
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
戦
国
期
の
山
城
を
発
掘
に
も
と
づ
い
て
整
備
す
る
先
駆
け
と
な
っ

た
山
中
城
は
、
城
跡
の
史
跡
整
備
の
上
で
学
史
的
な
位
置
を
占
め
る
。
主
要
な
城
域
を
す
べ
て
発
掘
し
た
成
果
で
は
、
武
器
片
が
一
〇
点
程
度
、
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礫
が
三
七
八
点
、
鉄
砲
玉
が
一
九
六
点
、
武
者
国
難
が
二
一
点
程
で
あ
っ
た
。
～
定
の
武
器
・
武
具
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
古
学
的
に
確
実
と
し
て

も
、
七
万
数
千
人
も
の
人
び
と
が
戦
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
『
渡
辺
幡
羅
覚
書
』
な
ど
の
文
字
史
料
か
ら
わ
か
る
激
戦
の
よ

う
す
と
、
現
地
に
残
さ
れ
た
戦
場
の
物
質
資
料
と
は
大
き
く
乖
離
し
た
。
こ
こ
で
も
考
古
学
的
証
拠
だ
け
で
戦
い
の
有
無
を
証
明
す
る
こ
と
は

難
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
文
字
史
料
で
激
し
い
戦
い
が
あ
り
落
城
し
た
こ
と
が
確
か
な
城
跡
を
発
掘
し
て
も
、
そ
れ
に
対
応
し
た
考
古
学
的
な
戦
い
の
痕

跡
は
ほ
と
ん
ど
検
出
さ
れ
ず
、
物
質
資
料
か
ら
激
戦
が
交
わ
さ
れ
た
証
拠
を
示
せ
な
い
と
い
う
状
況
は
多
く
の
中
世
城
館
跡
に
共
通
し
た
。
文

字
史
料
と
物
質
資
料
と
の
不
整
合
の
原
因
は
資
料
の
腐
食
や
滅
失
だ
け
で
な
く
、
戦
い
の
の
ち
に
戦
死
者
を
供
養
し
武
器
・
武
具
を
再
利
用
し

た
こ
と
に
よ
り
、
戦
死
者
の
遺
体
や
戦
い
を
物
語
る
物
質
遺
物
が
戦
場
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
「
持
ち
出
し
」
に
よ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
遺
跡
と
し
て
の
戦
場
の
特
質
は
、
時
代
や
地
域
を
越
え
て
共
通
し
た
。

　
多
く
の
城
跡
や
防
御
施
設
の
発
掘
成
果
は
、
　
般
に
生
々
し
い
戦
争
の
姿
を
物
語
る
、
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
「
持
ち
出
し
」

に
よ
っ
て
リ
ア
ル
な
戦
争
の
痕
跡
は
通
常
で
は
残
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
戦
争
に
関
わ
っ
た
遺
跡
の
分
析
で
は
、

戦
い
の
存
在
を
証
明
し
た
資
料
の
多
く
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
弥
生
時
代
の
研
究
で
は
、
環
壕
集
落
の
壕

や
土
塁
の
機
能
に
つ
い
て
多
様
な
評
価
が
あ
る
。
壕
や
土
塁
が
も
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
の
な
か
で
、
直
接
の
戦
い
の
痕
跡
が
な
い
こ
と
で
戦

い
に
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い
か
は
、
改
め
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
2
）
　
物
質
資
料
に
見
る
戦
場

　
つ
ぎ
に
戦
い
の
実
像
を
物
質
資
料
か
ら
捉
え
た
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ッ
ク
リ
ー
・
ヒ
ル
（
O
灘
南
3
田
巳
と
、
岩
手
県
二
戸
市

の
九
戸
城
の
発
掘
成
果
を
あ
げ
た
い
。
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
前
の
環
壕
集
落
遺
跡
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ッ
ク
リ
i
・
ヒ
ル
は
、
防
御
遺
跡

と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
環
壕
と
土
塁
周
辺
の
発
掘
で
、
囲
郭
の
出
入
り
口
と
そ
こ
か
ら
つ
づ
く
通
路
か
ら
集
中
的
に
石
鎌
を
発
見
し
、
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弓
矢
に
よ
る
戦
い
の
の
ち
、
家
や
門
が
焼
か
れ
て
集
落
が
廃
絶
し
た
と
分
析
さ
れ
た
（
図
－
o
）
。
そ
し
て
四
〇
〇
点
に
も
お
よ
ん
だ
石
鍛
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

徴
的
な
分
布
は
、
こ
の
集
落
を
め
ぐ
る
戦
い
の
経
過
を
示
す
と
評
価
さ
れ
た
。

　
戦
い
が
環
壕
と
土
塁
を
挟
ん
で
行
わ
れ
、
特
に
出
入
り
口
の
攻
防
が
激
し
く
、
攻
撃
側
と
籠
城
側
が
多
く
の
弓
矢
を
射
て
戦
っ
た
と
い
う
戦

闘
復
元
は
、
攻
城
戦
の
一
般
的
な
法
則
に
合
致
し
て
首
肯
さ
れ
る
。
さ
ら
に
囲
郭
内
の
通
路
に
沿
っ
て
石
窟
が
多
く
分
布
し
た
の
は
、
出
入
り

口
を
攻
撃
者
が
突
破
し
た
の
ち
に
、
通
路
上
で
戦
い
が
つ
づ
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
リ
ッ
ク
リ
i
・
ヒ
ル
で
は
戦
闘
で
使
用
し
た

田
虫
が
再
利
用
や
取
り
か
た
づ
け
を
さ
れ
ず
、
集
落
が
戦
い
の
直
後
に
火
を
掛
け
ら
れ
て
廃
絶
し
た
こ
と
で
、
戦
い
を
復
元
可
能
な
考
古
学
的

状
況
が
保
存
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
戦
い
に
関
わ
る
物
質
資
料
が
良
好
に
残
さ
れ
れ
ば
、
考
古
学
か
ら
詳
細
な
戦
争
の
実
像
を
描

き
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
ク
リ
ッ
ク
リ
ー
・
ヒ
ル
は
証
明
し
て
い
る
。

　
日
本
の
九
戸
城
を
つ
づ
い
て
検
討
す
る
。
一
五
九
〇
年
（
天
正
｝
八
）
か
ら
進
め
ら
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
奥
羽
仕
置
は
、
大
名
た
ち
を
惣
無
事

令
に
従
わ
せ
、
検
地
を
踏
ま
え
て
大
名
の
領
域
を
確
定
し
て
豊
臣
政
権
の
本
州
北
端
ま
で
敷
街
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
年
に
秀
吉
は
南
部
七

郡
の
領
主
と
し
て
南
部
信
直
を
認
め
る
朱
印
状
を
発
給
し
た
が
、
こ
の
裁
定
を
不
服
と
し
た
九
戸
政
実
ら
が
一
揆
を
起
こ
し
た
。

　
一
五
九
一
年
（
天
正
一
九
）
六
月
に
南
部
信
直
は
秀
吉
に
面
会
し
て
援
軍
を
要
請
し
、
豊
臣
秀
次
を
大
将
に
、
浅
野
長
吉
・
蒲
生
氏
郷
・
南

部
直
信
・
津
軽
為
信
ら
に
よ
る
豊
臣
軍
数
万
人
が
九
月
二
日
か
ら
九
一
戸
城
を
攻
め
た
。
九
月
四
日
に
は
籠
城
を
指
揮
し
た
九
戸
政
実
が
投
降
し
、

九
戸
城
に
籠
城
し
た
数
千
人
の
人
び
と
は
助
命
さ
れ
る
約
束
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
『
信
直
記
』
や
『
蒲
生
氏
郷
記
』
な
ど
の
近
世
の
軍

記
物
で
は
、
城
内
に
突
入
し
た
豊
臣
軍
に
よ
っ
て
籠
城
し
た
老
若
男
女
は
皆
殺
し
に
さ
れ
た
と
い
う
。
浅
野
長
吉
の
書
状
に
は
籠
城
し
た
「
悪

徒
人
心
の
事
は
悉
く
首
を
刎
ね
、
首
数
百
五
十
余
」
と
記
し
た
（
天
正
一
九
年
九
月
一
四
日
付
長
束
正
家
宛
浅
野
長
吉
書
状
『
浅
野
家
文
書
』
）
。

　
九
戸
城
二
の
丸
大
手
門
周
辺
で
行
わ
れ
た
一
九
九
五
年
の
発
掘
調
査
で
は
、
直
径
一
・
八
m
の
土
坑
を
検
出
し
、
内
部
か
ら
十
数
体
の
頭
骨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
伴
わ
な
い
人
骨
群
を
発
見
し
た
。
百
々
幸
雄
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
人
骨
は
頭
部
が
な
く
壮
年
男
性
（
～
δ
1
四
〇
歳
）
、
熟
年
男
性
（
四
九

歳
と
推
測
さ
れ
た
者
が
最
高
齢
）
、
壮
年
女
性
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
歳
以
下
の
若
者
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
壮
年
男
性
が
大
多
数
で
あ
り
、

20r　（25）
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女
性
は
少
な
く
と
も
二
振
い
た
。
四

肢
骨
（
上
腕
骨
・
大
腿
骨
な
ど
）
は
一

〇
〇
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
一
％

に
傷
が
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
刀

創
痕
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
複
数
の

刀
創
痕
が
あ
っ
た
人
骨
は
一
七
％
あ

っ
た
。
ま
た
寛
骨
に
火
縄
銃
の
弾
丸

に
よ
る
貫
通
銃
創
が
認
め
ら
れ
る
も

の
が
一
点
あ
っ
た
。
弾
丸
が
貫
通
し

た
射
入
孔
と
射
出
孔
が
明
確
に
識
別

で
き
た
こ
と
か
ら
、
正
面
上
方
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

火
縄
銃
に
撃
た
れ
た
と
推
測
さ
れ
た
。

　
九
戸
城
二
の
丸
土
坑
か
ら
出
土
し

た
人
骨
は
、
検
出
状
況
と
多
数
の
人

骨
に
認
め
ら
れ
た
刀
創
痕
や
銃
創
痕

か
ら
明
ら
か
に
九
戸
城
の
籠
城
戦
に

関
わ
っ
て
戦
死
し
た
人
び
と
の
遺
骨

と
判
断
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
人
骨
が

頭
部
を
失
っ
て
お
り
、
首
を
討
ち
取
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ら
れ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
多
く
が
刀
傷
で
あ
っ
た
こ
と
、
骨
髄
に
達
し
、
あ
る
い
は
骨
の
切
断
に
至
る
刀
に
よ
る
強
力
な
打
撃
を
受
け
て

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
衝
撃
武
器
に
よ
る
接
近
戦
で
死
傷
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
百
々
氏
は
四
肢
骨
に
多
く
の
刀
創
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
単
に
敵
を
落
命
さ
せ
、
首
級
を
挙
げ
る
所
作
以
上
の
行
為
が
実
施
さ
れ
た
と
し
、
無
抵
抗
な
籠
城
者
を
撫
切
り
で
殺
り
く

し
た
証
拠
と
判
断
し
た
。

　
文
字
史
料
も
籠
城
者
の
首
を
は
ね
た
と
記
し
て
お
り
、
発
掘
さ
れ
た
人
骨
も
戦
場
で
の
殺
傷
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
発
見
さ
れ
た
の
は
遺
体
を
処
理
さ
れ
た
十
数
人
分
の
み
で
あ
り
、
ま
た
戦
場
で
は
な
く
、
す
で
に
土
坑
へ
と
片
付
け
ら
れ
た
状
態
で
あ
っ
た

か
ら
、
戦
場
そ
の
も
の
を
検
証
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
長
崎
県
の
原
城
で
も
四
肢
骨
へ
の
刀
創
痕
は
顕
著
で
あ
っ

た
。
九
戸
城
の
戦
死
者
に
見
ら
れ
た
刀
創
痕
が
撫
切
り
、
殺
繊
に
よ
る
も
の
と
し
て
よ
い
か
は
、
次
章
で
原
城
の
事
例
と
合
わ
せ
て
検
討
し
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
て
r
卜
。

①
小
和
田
哲
男
『
高
天
糠
城
の
総
合
的
研
究
』
大
東
町
教
育
委
員
会
、
］
九
九
三

　
年
。

②
鬼
沢
勝
入
・
夏
自
不
比
等
編
『
史
跡
高
天
神
城
跡
一
二
の
丸
ゾ
ー
ン
発
掘
調

　
査
報
告
書
一
蹴
大
東
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年
。

③
千
田
嘉
博
「
古
戦
場
扁
小
島
道
裕
編
『
史
跡
で
読
む
日
本
歴
史
国
策
七
巻
・
戦

　
国
時
代
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
八
二
一
九
九
頁
。

④
｝
七
二
二
年
（
享
保
七
）
に
成
立
し
た
『
岩
崎
籠
城
戦
死
之
記
』
で
は
二
西
○

　
名
が
、
一
七
九
〇
年
（
寛
政
二
）
に
成
立
し
た
『
丹
羽
軍
功
録
』
で
は
三
〇
〇
名

　
が
戦
死
し
た
と
す
る
（
三
鬼
清
｝
郎
監
修
讐
長
久
手
町
史
資
料
編
大
旨
巾
鮭
長

　
久
手
合
戦
史
料
集
、
長
久
手
町
、
一
九
九
二
年
、
二
二
〇
一
二
ニ
ニ
頁
お
よ
び
、

　
九
…
二
〇
一
九
…
二
∴
ハ
脚
貝
）
。

⑤
前
号
要
『
岩
崎
城
跡
発
掘
調
査
報
告
害
臨
日
進
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
。

⑥
山
中
城
跡
発
掘
調
査
団
・
三
島
市
教
育
委
員
会
編
『
史
跡
山
中
城
跡
熱
、
一
九

　
ノ
」
／
イ

⑦
該
霞
。
2
い
寄
σ
q
。
炉
9
§
鑓
ミ
ミ
時
ミ
擾
ミ
彦
惣
き
等
ら
詠
§
叢
二
8
9

　
署
’
し
。
㌣
も
。
c
。
．
ク
リ
ッ
ク
リ
ー
．
ヒ
ル
の
戦
闘
復
元
に
つ
い
て
は
、
都
出
比
呂
志

　
「
都
箭
の
形
成
と
戦
争
」
『
考
古
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
二
母
、
一
九
九
七
年
、

　
四
…
一
五
七
頁
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
し
か
し
都
出
氏
が
遺
跡
を
ハ
ン
ブ
ル
ド

　
ン
・
ヒ
ル
と
し
て
お
ら
れ
る
点
は
修
正
し
て
お
き
た
い
。
な
お
ク
リ
ッ
ク
リ
i
・

　
ヒ
ル
防
m
蕊
に
つ
い
て
は
、
U
冥
o
P
℃
観
世
麟
O
ミ
ミ
畠
ミ
N
卜
§
ト
ト
§
Q
ミ
さ
甚

　
§
、
ミ
3
ρ
陣
。
乙
3
簗
囲
一
↓
毎
G
。
一
戸
巳
チ
Φ
O
①
℃
窪
ヨ
⑦
三
〇
｛
≧
。
ぎ
8
ぴ
σ
Q
》
♂

　
¢
発
く
①
諺
騨
σ
・
o
｛
螺
2
口
⇒
α
q
プ
騨
ヨ
．
搭
O
縣
．
を
参
照
。

⑧
百
々
幸
雄
ほ
か
　
，
骨
が
語
る
奥
州
戦
国
九
戸
落
城
隔
東
北
大
学
出
版
、
二
〇
〇

　
八
年
。

⑨
前
掲
註
⑧
文
献
所
収
、
百
々
幸
雄
「
九
戸
城
ニ
ノ
丸
跡
出
土
人
骨
」
置
目
が
語

　
る
奥
州
語
漏
九
戸
落
城
』
東
北
大
学
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
六
七
一
二
九
頁
。
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三
、
発
掘
さ
れ
た
寛
永
一
五
年
二
月
二
八
日
の
戦
場

28　（28）

　
島
原
の
乱
で
は
、
原
城
に
籠
城
し
た
一
揆
軍
と
幕
府
軍
と
の
間
で
壮
絶
な
戦
い
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
。
南
有
馬
町
教
育
委
員
会
か
ら
南
島
原

市
教
育
委
員
会
に
受
け
継
が
れ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
原
城
本
丸
お
よ
び
原
城
大
手
枡
形
の
発
掘
で
は
、
膨
大
な
数
の
殺
傷
人
骨
が
検
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
原
城
の
攻
防
戦
を
検
討
し
て
、
物
質
資
料
か
ら
原
城
で
行
わ
れ
た
戦
い
の
実
像
に
迫
り
た
い
。
ま
ず
幕
府
や
参
陣
し
た
大
名
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

録
か
ら
島
原
の
乱
の
経
緯
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。

　
一
六
三
七
年
（
寛
永
一
四
）
一
〇
月
に
島
原
・
天
草
の
一
揆
か
ら
は
じ
ま
っ
た
戦
い
は
、
一
二
月
に
な
る
と
原
城
に
～
善
導
三
万
七
千
人
が

集
結
し
て
籠
城
戦
と
な
っ
た
。
幕
府
軍
は
上
使
・
板
倉
重
昌
の
指
揮
の
も
と
一
二
月
一
〇
日
、
二
〇
日
、
一
六
三
八
年
一
月
一
日
の
三
度
に
わ

た
っ
て
総
攻
繋
を
行
っ
た
。
特
に
一
月
一
日
の
総
攻
撃
は
熾
烈
を
極
め
、
幕
府
軍
は
原
城
の
三
の
丸
堀
際
ま
で
迫
っ
た
。
し
か
し
一
揆
軍
の
防

戦
に
よ
っ
て
上
使
・
板
倉
重
昌
が
戦
死
し
、
幕
府
軍
は
多
数
の
戦
傷
者
・
戦
死
者
を
出
し
て
撤
退
し
た
。
こ
の
攻
撃
の
三
日
後
に
島
原
に
着
陣

し
た
第
二
の
上
使
・
松
平
信
綱
は
無
理
な
攻
撃
を
中
止
し
、
厳
重
な
包
囲
陣
を
引
い
て
一
揆
軍
が
疲
弊
す
る
の
を
待
つ
戦
略
に
切
り
替
え
た
。

　
途
中
一
揆
軍
の
夜
襲
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
の
、
幕
府
軍
の
包
囲
陣
は
厳
重
で
、
し
だ
い
に
一
揆
軍
は
追
い
詰
め
ら
れ
た
。
幕
府
軍
は
遠
寄

（
前
進
陣
地
）
を
し
だ
い
に
城
内
に
近
づ
け
、
鉄
砲
や
大
砲
で
城
内
を
制
圧
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
月
二
七
日
に
鍋
島
軍
が
、
一
揆
軍
の
撤

収
に
よ
っ
て
無
人
に
な
っ
て
い
た
原
城
二
の
丸
出
丸
へ
、
仕
寄
を
伸
ば
し
た
こ
と
か
ら
予
期
し
な
か
っ
た
戦
端
が
開
か
れ
た
。
鍋
島
軍
が
そ
の

ま
ま
二
の
丸
へ
の
乗
り
入
り
を
果
た
す
と
、
松
平
信
綱
は
全
軍
に
攻
撃
を
命
じ
、
幕
府
軍
の
城
内
へ
の
乱
入
が
は
じ
ま
っ
た
。

　
幕
府
軍
は
そ
の
日
の
夕
刻
ま
で
に
一
揆
軍
の
抵
抗
を
排
除
し
て
二
の
丸
、
三
の
丸
を
落
城
さ
せ
た
。
こ
の
戦
闘
に
細
川
軍
を
指
揮
し
て
加
わ

っ
た
細
川
患
利
は
、
夕
刻
に
原
城
の
本
丸
石
垣
下
ま
で
進
軍
し
、
細
川
軍
は
本
丸
東
側
の
蓮
池
門
周
辺
か
ら
本
丸
へ
の
乗
り
入
り
を
果
た
し
た
。

し
か
し
夕
暮
れ
と
な
り
、
ま
た
本
丸
へ
放
火
し
た
た
め
炎
と
煙
で
そ
れ
以
上
は
進
め
ず
、
本
丸
東
部
の
一
角
に
柵
を
打
っ
て
境
界
を
設
け
、
一

夜
を
明
か
し
た
。



城郭と戦争の考古学（千ffi）

　
翌
二
月
二
八
日
の
日
の
出
前
か
ら
幕
府
軍
は
総
攻
撃
を
開
始
し
た
。
天
草
四
郎
は
本
丸
の
陣
小
屋
で
討
た
れ
た
。
す
で
に
前
日
に
本
丸
に
火

が
放
た
れ
て
い
た
の
で
、
生
き
残
っ
た
　
揆
軍
の
人
び
と
は
本
丸
の
巨
大
な
外
枡
形
で
あ
っ
た
大
手
虎
口
へ
と
避
難
し
て
い
た
（
図
1
1
）
。
そ

こ
に
幕
府
軍
は
四
方
か
ら
攻
め
寄
せ
た
。
戦
闘
は
昼
ご
ろ
ま
で
に
終
了
し
た
。
細
川
忠
利
は
書
状
で
、
「
廿
八
日
之
き
り
し
た
ん
こ
ろ
し
落
髪
」
、

「
諸
手
寄
相
き
り
し
た
ん
こ
ろ
し
候
丸
、
廿
八
日
也
」
と
絵
に
注
記
し
て
、
最
後
の
激
戦
が
本
丸
の
連
続
し
た
外
枡
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し

た
（
「
細
川
忠
利
自
筆
絵
入
書
状
」
）
。
幕
府
軍
側
の
記
録
で
は
首
を
二
万
余
取
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
原
城
最
後
の
戦
闘
と
な
っ
た
二
月
二
七
・
二

八
両
日
の
戦
闘
の
㎝
揆
軍
の
戦
死
者
は
膨
大
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
ま
さ
に
細
川
忠
利
が
「
き
り
し
た
ん
こ
ろ
し
候
丸
」
と
し
た
と
こ
ろ
の
発
掘
調
査
が
、
南
有
馬
町
教
育
委
員
会
か
ら
南
島
原
市
教
育

委
員
会
に
受
け
継
が
れ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
六
三
八
年
（
寛
永
一
五
）
二
月
二
七
・
二
八
日
に
実
行
さ
れ
た
幕
府
軍
の
総
攻
撃
に
よ

る
一
揆
軍
の
お
び
た
だ
し
い
戦
死
者
の
遺
骨
が
発
掘
さ
れ
た
。
遺
体
に
は
刀
に
よ
り
え
ぐ
ら
れ
た
大
腿
骨
、
刀
で
脛
あ
る
い
は
腹
部
を
切
断
さ

れ
た
人
骨
、
頭
部
を
切
断
さ
れ
た
人
骨
、
首
よ
り
下
の
部
位
と
切
断
さ
れ
た
頭
骨
が
折
り
重
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
（
図
1
2
）
。
～
九
九
七
年
ま

で
の
調
査
で
お
よ
そ
三
〇
〇
点
の
人
骨
が
検
出
さ
れ
、
分
賦
哲
秋
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
老
人
男
女
、
壮
年
・
青
年
男
女
、
子
供
の
人
骨
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
、
籠
城
し
た
一
揆
の
人
び
と
が
無
差
別
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
骨
は
腐
敗
が
進
む
と
最
初
に
分
離
す
る
関
節
の
部
位
が
接
合
し
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
長
く
放
置
さ
れ
そ
れ
ら
が

分
離
し
た
末
に
埋
没
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
お
び
た
だ
し
い
殺
傷
人
骨
は
崩
さ
れ
た
本
丸
石
垣
石
材
層
の
直
下
で
、
当
時
の
生
活
面
の

直
上
か
ら
発
兇
さ
れ
た
。
石
垣
に
近
い
部
分
で
は
、
原
城
の
廃
城
時
に
破
却
さ
れ
た
土
塀
や
櫓
の
瓦
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
生
活
面
に
堆

積
し
て
い
た
瓦
片
の
直
上
か
ら
人
骨
を
検
出
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
特
別
な
埋
葬
が
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
死
傷
し
た
状
況
に
近
い

形
状
を
保
っ
た
ま
ま
、
石
垣
の
破
却
に
よ
っ
て
埋
没
し
た
と
考
古
学
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

　
鍋
島
家
の
記
録
に
よ
る
と
原
城
が
落
城
し
た
二
月
二
八
日
の
午
後
二
時
頃
か
ら
幕
府
軍
は
黒
田
・
寺
沢
両
大
名
に
城
の
掃
除
と
死
体
の
片
付

け
を
命
じ
た
（
『
一
記
号
公
事
年
譜
㎏
）
。
本
丸
内
の
発
掘
で
は
連
続
し
た
外
枡
形
の
よ
う
な
殺
傷
人
骨
を
検
出
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
片
付
け
に
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図11　長崎県　原城本丸（本丸右下の道路に沿った矩形の区画が連続した外枡形）

諺齢

灘漉

．饗

託

蒼づ，

醸勲・

触
、

鍮、

図12　原城本丸外枡形で検出された人骨
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城郭と戦争の考古学（千田）

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
七
日
の
放
火
に
よ
っ
て
遺
体
も
焼
か
れ
て
い
た
。
発
掘
で
は
本
丸
の
埋
土
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
被
熱
し
た
骨

片
が
混
ざ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
発
掘
成
果
と
も
符
合
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
そ
し
て
松
平
信
綱
は
翌
々
日
の
三
月
一
日
に
石
垣
を
取
り
崩
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
落
城
の
二
日
後
に
原
城
の
石
垣
を
破
却
し
た
こ
と
が
文

字
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
、
崩
さ
れ
た
石
垣
石
材
の
直
下
か
ら
間
層
を
挟
ま
ず
に
発
見
さ
れ
た
殺
傷
人
骨
は
、
出
土
層
位
と
人
骨
の
検
出

状
態
か
ら
二
次
的
な
死
体
の
遺
棄
で
は
な
く
、
＝
ハ
三
八
年
二
月
二
七
・
二
八
日
に
か
け
た
原
城
の
最
終
的
な
戦
場
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
そ

れ
に
き
わ
め
て
近
い
状
況
を
示
し
た
と
評
価
で
き
る
。

　
人
骨
は
頭
部
の
み
、
上
半
身
（
多
く
は
頭
部
を
伴
わ
な
い
）
、
下
半
身
、
上
肢
部
の
み
、
下
肢
部
の
み
、
な
ど
の
状
態
で
検
出
さ
れ
、
上
向
き
、

う
つ
ぶ
せ
な
ど
体
の
向
き
は
＝
疋
し
て
い
な
か
っ
た
。
人
骨
が
集
中
し
た
と
こ
ろ
で
は
何
人
も
の
人
骨
が
重
複
し
て
お
り
、
遺
体
が
折
り
重
な

っ
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
た
。
た
だ
し
殺
傷
さ
れ
た
人
骨
の
近
辺
に
は
刀
や
槍
と
い
っ
た
武
器
や
武
具
が
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
か
っ
た
。
女
性

や
子
供
を
含
ん
だ
に
し
て
も
こ
の
状
況
は
不
自
然
で
あ
り
、
幕
府
軍
に
よ
っ
て
再
利
用
可
能
な
武
器
・
武
具
は
持
ち
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
ま
た
多
く
の
殺
傷
人
骨
が
頭
部
を
失
い
、
あ
る
い
は
頭
部
の
み
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
一
揆
軍
の
人
び
と
が
戦
い
で
首
を
取
ら
れ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
二
万
余
の
首
を
取
っ
た
と
す
る
文
字
史
料
に
見
え
る
首
切
り
と
も
一
致
し
た
。

　
そ
し
て
原
城
本
丸
の
連
続
し
た
外
枡
形
で
検
出
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
人
骨
も
、
先
述
の
よ
う
に
多
数
の
受
傷
痕
を
も
っ
た
。
学
部
哲
秋
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
分
析
に
よ
っ
て
大
腿
骨
の
受
傷
痕
が
特
に
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
様
相
は
、
岩
手
県
の
九
戸
城
二
の
丸
出
土
人
骨
と
共

通
し
た
。
ま
た
『
吉
川
家
文
書
』
に
採
録
さ
れ
た
「
合
戦
手
負
注
文
」
や
「
軍
環
状
」
で
怪
我
の
部
位
が
わ
か
る
四
五
例
を
統
計
的
に
見
て
み

る
と
、
首
・
胸
の
傷
が
～
八
％
、
腕
の
傷
が
二
九
％
、
腰
の
傷
が
一
三
％
、
足
の
傷
が
四
〇
％
で
あ
っ
た
。
文
字
史
料
か
ら
見
て
も
足
と
腕
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

傷
の
比
率
が
高
か
っ
た
。

　
こ
れ
は
戦
闘
行
為
の
中
で
刀
や
槍
を
も
つ
腕
は
自
然
に
傷
つ
き
や
す
く
、
接
近
戦
で
は
相
手
の
足
を
傷
つ
け
て
動
き
を
封
じ
る
こ
と
が
一
般

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
解
釈
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
先
に
見
た
九
戸
城
例
も
原
城
例
も
、
特
別
な
虐
殺
行
為
で
は
な
く
、
当
時
の
接
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近
戦
の
実
像
を
物
語
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
原
城
例
で
は
調
査
を
担
当
し
た
松
本
慎
二
氏
が
、
殺
傷
人
骨
の
検
出
状
況
に
お
い
て

胴
部
で
切
断
さ
れ
た
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
通
常
の
戦
闘
で
は
胴
部
を
切
断
す
る
ほ
ど
の
傷
を
負
わ
せ
る
必
要
は
な
く
、
武
器
や

武
具
の
持
ち
出
し
に
よ
っ
て
遺
体
を
あ
る
程
度
移
動
さ
せ
た
と
し
て
も
、
胴
部
で
遺
体
が
分
離
し
た
可
能
性
は
低
か
っ
た
。
つ
ま
り
人
骨
の
出

土
状
況
は
、
戦
闘
の
中
で
幕
府
軍
が
意
図
的
に
胴
部
を
切
断
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
く
、
筆
者
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
た
特
異
な
行
為
と
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
原
城
例
で
は
刀
創
痕
の
あ
る
人
骨
は
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
火
縄
銃
の
弾
丸
に
よ
る
銃
創
痕
を
示
す
者
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
点
は
二
月
二
八
日
の
戦
闘
が
、
諸
手
が
四
方
か
ら
突
入
す
る
激
し
い
接
近
戦
で
、
刀
な
ど
面
繋
武
器
の
使
用
比
率
が
と
り
わ
け
高
か
っ
た

か
ら
だ
と
分
析
さ
れ
る
。

　
お
び
た
だ
し
く
折
り
重
な
っ
た
殺
傷
人
骨
は
、
城
郭
を
め
ぐ
る
戦
い
の
容
赦
の
な
い
残
忍
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
語
り
か
け
る
。
落
城
の
形
態
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
す
べ
て
の
落
城
が
こ
の
よ
う
な
文
字
通
り
の
皆
殺
し
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
最
終
的
な
決
戦
段
階
の
戦
場

で
は
、
衝
撃
武
器
が
圧
倒
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
松
木
武
彦
は
K
・
オ
ッ
タ
ー
バ
イ
ン
氏
の
攻
撃
具
の
分
類
を
援
用
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

弥
生
時
代
の
衝
撃
武
器
（
刀
・
槍
な
ど
）
と
投
射
武
器
（
弓
矢
・
つ
ぶ
て
な
ど
）
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
原
城
例
は
戦
闘
の
推
移
と
武
器
の

使
い
分
け
を
実
証
的
に
把
握
で
き
る
希
有
な
例
で
あ
る
。

　
原
城
か
ら
は
膨
大
な
火
縄
銃
の
弾
丸
、
大
砲
の
砲
弾
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
衝
撃
武
器
に
よ
る
戦
闘
の
前
に
投
射
武
器
を
主
体
と
し

た
戦
闘
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
事
実
、
文
字
史
料
か
ら
は
お
よ
そ
三
ヵ
月
に
お
よ
ん
だ
籠
城
戦
の
大
部
分
で
大
砲
と
火
縄
銃
に
よ
る
両
軍
の

射
撃
戦
が
戦
い
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
原
城
の
攻
防
戦
で
は
投
射
武
器
を
主
体
と
し
た
戦
闘
か
ら
、
城
内
乗
り
入
り
を
経

た
決
戦
段
階
に
な
っ
て
衝
撃
武
器
を
主
体
と
し
た
戦
闘
へ
と
移
行
し
、
最
終
的
な
勝
敗
が
決
し
た
こ
と
を
物
質
資
料
か
ら
具
体
的
に
読
み
取
れ

た
の
で
あ
る
。

　
①
服
部
英
雄
・
千
田
嘉
博
・
宮
武
正
登
編
『
原
城
と
島
原
の
蹴
臨
薪
人
物
往
来
社
、
　
　
二
〇
〇
八
年
。
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②
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冒
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③
寛
永
一
五
年
二
月
は
二
九
日
が
宋
日
と
な
っ
た
（
内
田
正
男
『
日
本
暦
日
原

　
典
』
雄
山
田
畠
版
、
～
九
九
二
年
）
。

④
分
部
哲
秋
・
佐
伯
和
儒
・
岡
本
圭
史
「
長
崎
県
原
城
跡
本
丸
出
土
の
人
骨
－

　
二
〇
〇
三
一
二
〇
〇
七
年
発
掘
調
査
分
i
」
『
第
六
二
面
・
日
本
入
類
学
会
大

　
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
抄
録
集
臨
日
本
人
類
学
会
、
二
〇
〇
八
年
、
九
七
－
九
八
頁
。

　
善
部
氏
に
よ
れ
ば
、
受
傷
痕
が
あ
る
人
骨
の
部
位
は
、
頭
蓋
二
個
体
、
左
側
上
腕

　
骨
一
例
、
左
側
寛
骨
～
例
、
右
側
大
腿
骨
十
㎝
例
、
左
側
大
腿
骨
二
例
で
、
大
腿

　
骨
の
受
傷
痕
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
。
な
お
人
骨
の
出
土
状
況
に
関
し
た
詳
細
な

　
発
掘
報
告
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
人
骨
の
姿
勢
か
ら
の
戦
闘
状
況
の
復
一
7
5

　
検
討
な
ど
は
、
報
告
書
の
刊
行
を
待
っ
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。

⑤
千
田
嘉
博
門
目
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
と
戦
い
し
『
考
古
学
研
究
』
第
四
三
巻

　
第
二
号
（
の
ち
千
田
嘉
博
魍
織
豊
系
城
郭
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
〇
年
、
二
五
五
－
二
七
二
頁
）
。

⑥
前
掲
①
文
献
所
収
、
千
田
嘉
博
「
島
原
の
乱
」
服
部
・
千
田
・
宮
武
編
『
原
城

　
と
島
原
の
乱
』
新
人
物
蔭
来
社
、
二
〇
〇
八
年
、
九
八
1
＝
二
〇
頁
。

⑦
前
掲
は
じ
め
に
註
①
文
献
、
松
木
武
彦
『
日
本
列
島
の
戦
争
と
初
期
国
家
形

　
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
頃

お
　
わ
　
り
　
に

城郭と戦争の考古学（千園）

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
考
古
学
に
よ
る
戦
争
研
究
に
と
っ
て
、
個
々
の
物
質
資
料
を
適
切
に
把
握
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
い
で
整
備
さ
れ
た
遺
跡
を
事
例
に
軍
事
性
が
ど
う
理
解
さ
れ
た
か
を
点
検
し
、
遺
跡
の
評
価
に
矛

盾
が
あ
る
こ
と
、
軍
事
性
の
視
点
か
ら
土
木
施
設
や
建
築
施
設
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
を
分
析
す
る
必
要
性
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
遺
跡
化

し
た
戦
場
で
は
関
連
資
料
の
「
持
ち
出
し
」
が
～
般
的
に
行
わ
れ
た
の
で
、
戦
い
の
考
古
学
的
状
況
が
保
存
さ
れ
た
希
な
遺
跡
で
は
詳
細
な
戦

闘
経
過
と
防
御
施
設
の
機
能
を
実
証
的
に
解
明
で
き
る
が
、
多
く
の
場
合
は
戦
い
の
存
否
を
直
接
示
す
資
料
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。
そ
し
て
原
城
の
発
掘
成
果
を
通
じ
て
実
際
に
行
わ
れ
た
戦
闘
プ
ロ
セ
ス
を
物
質
資
料
か
ら
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
得
る

か
を
試
み
た
。

　
幕
府
軍
が
石
垣
を
崩
し
て
遺
体
を
埋
め
て
処
置
し
た
こ
と
で
原
城
攻
防
戦
の
戦
場
遺
跡
は
残
さ
れ
た
。
原
城
の
よ
う
な
特
殊
な
遺
跡
化
の
過
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程
を
経
な
か
っ
た
城
跡
や
防
御
集
落
で
は
、
記
録
か
ら
攻
防
戦
の
存
在
が
分
か
る
も
の
で
も
、
物
質
資
料
か
ら
は
実
際
の
戦
争
の
有
無
を
直
接

読
み
解
く
手
が
か
り
が
失
わ
れ
て
お
り
、
物
質
資
料
だ
け
の
分
析
で
は
堀
や
土
塁
、
石
垣
や
櫓
が
そ
も
そ
も
戦
い
に
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
そ
れ
が
実
戦
で
使
わ
れ
た
の
か
否
か
の
証
明
は
た
い
へ
ん
難
し
い
。

　
だ
か
ら
本
稿
で
検
討
し
た
原
城
な
ど
の
事
例
を
特
殊
な
も
の
と
し
、
非
人
道
的
な
特
異
な
戦
争
で
あ
っ
た
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
原
城
は
戦
場
を
そ
の
ま
ま
埋
め
た
遺
跡
化
の
過
程
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
戦
場
の
考
古
学
的
状
況
が
残
さ
れ
た
と

す
べ
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
実
像
の
戦
場
が
発
掘
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
原
城
で
明
ら
か
に
な
っ
た
戦
場
の
悲
惨
さ
は
特
殊
な
も
の
で
は

な
く
、
～
般
化
し
得
る
戦
場
の
実
態
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
場
の
考
古
学
的
状
況
を
そ
の
ま
ま
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く

の
遺
跡
で
も
、
原
城
な
ど
で
明
ら
か
に
な
っ
た
戦
い
の
実
態
や
、
軍
事
施
設
の
機
能
を
踏
ま
え
た
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
軍
事
性
の
視
点
か
ら

研
究
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
吉
野
ヶ
里
遺
跡
の
北
内
郭
で
見
た
よ
う
に
、
た
と
え
そ
の
ま
ま
の
戦
場
は
発
掘
で
き
な
く
て
も
、
戦
争
の
な
か
で
諸
施
設
が
ど
う
機
能
し
、

ど
う
軍
事
性
を
発
揮
し
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
遺
跡
の
評
価
は
大
き
く
変
わ
る
。
実
際
の
戦
争
を
行
っ
た
痕
跡
が
把
握
で
き
な
か
っ
た

た
め
に
、
戦
争
の
た
め
の
施
設
で
は
な
い
と
評
価
し
て
き
た
壕
や
堀
を
備
え
た
遺
跡
も
、
改
め
て
軍
事
性
の
視
点
か
ら
分
析
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
の
時
代
に
お
け
る
戦
い
の
実
像
を
考
古
学
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
し
ば
し
ば
城
郭
遺
構
の
評
価
で
、
「
こ
の
程
度
の
堀
で
は
機
能
し
な
か
っ
た
」
と
断
じ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
準
は
詳
ら
か
で

な
い
。
城
や
防
御
施
設
は
小
集
団
間
の
争
い
か
ら
大
名
間
の
争
い
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
戦
い
に
備
え
て
築
か
れ
た
の
だ
か
ら
、
た
と
え
小
規
模
な

も
の
で
も
そ
れ
が
機
能
し
得
た
戦
い
を
想
定
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
、
遺
跡
や
社
会
の
評
価
そ
の
も
の
の
根
幹
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。

　
も
と
よ
り
堀
や
土
塁
・
石
垣
、
天
守
や
櫓
、
城
門
な
ど
の
施
設
は
、
直
接
的
な
軍
事
…
機
能
の
発
揮
だ
け
で
な
く
、
築
城
主
体
の
権
力
の
象
徴

性
や
権
威
の
表
象
性
を
備
え
た
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
軍
事
的
な
機
能
だ
け
で
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
象
徴
性
や
表
象
性
も
基
底
と
し
て
の
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城郭と戦争の考古学（千田）

軍
事
機
能
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
効
能
を
発
揮
し
得
た
。
象
徴
性
や
表
象
性
を
評
価
す
る
に
も
前
提
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
前
提
と
し
て
想
定
さ

れ
、
仮
託
さ
れ
た
）
軍
事
性
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
城
跡
や
戦
国
武
将
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、
戦
い
を
テ
ー
マ
に
し
た
ゲ
ー
ム
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
も
広
く
普
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
若
者
が
歴
史
に
関
心
を
開
く
入
り
口
と
し
て
、
ま
た
新
し
い
歴
史
の
楽
し
み
方
と
し
て
歓
迎
す
べ
き
点
も
あ
る
。
た
だ
し
史
実
や
実
態
を
無

視
し
た
武
将
や
戦
争
の
美
化
に
は
大
き
な
弊
害
が
あ
る
。
考
古
学
研
究
は
過
去
の
戦
争
の
実
態
に
迫
り
、
そ
こ
か
ら
歴
史
を
問
い
直
し
て
戦
い

の
実
像
を
市
民
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
物
質
資
料
研
究
か
ら
解
明
さ
れ
る
軍
事
性
が
機
能
し
た
戦
場
は
、
非
人
道
的
で
厳

し
い
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
態
か
ら
目
を
背
け
て
戦
争
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
①
た
と
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
の
本
土
決
戦
に
関
わ
る
遺
跡
の
実
証
的
な
調
査
の
　
　
立
場
か
ら
戦
争
の
考
察
を
進
め
て
い
る
。
伊
藤
厚
史
『
戦
史
考
古
学
研
究
猛
第
一

　
　
取
り
組
み
と
し
て
、
伊
藤
厚
史
氏
の
業
績
が
あ
る
。
伊
藤
氏
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
戦
　
　
　
　
　
号
、
二
〇
〇
三
年
、
『
戦
史
考
古
学
隔
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
噸
載
史
考
古
学
』

　
　
争
遺
跡
を
踏
査
し
、
詳
細
な
図
面
を
作
成
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
考
古
学
の
　
　
　
　
　
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
。

【
謝
辞
】
　
原
城
の
発
掘
成
果
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
担
当
さ
れ
た
松
本
慎
二
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ッ
ク
リ
ー
・
ヒ
ル
に
関
し
て
は
、
春

成
秀
爾
氏
の
ご
尽
力
で
佐
原
真
氏
の
旧
蔵
書
で
原
著
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
報
告
後
の
討
議
で
有
益
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
内

容
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
多
く
の
方
々
の
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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Castles　and　Warfare　in　Archaeology

by

SENDA　Yoshihiro

　　The　study　of　watfare　from　the　standpoint　of　archaeology　has　clearly　contributed

to　c｝arifying　the　processes　of　state　formation　and　social　evolution．　However，　it　is

necessary　to　understand　and　evaluate　the　rnilitary　character　of　defensive　works　as

physical　objects　in　order　to　propose　a　more　general　theory．　This　article　first　points

out　the　importance　of　understanding　this　military　character．　lt　then　examines　how

archaeologists　have　interpreted　the　mititary　character　of　the　past　through　the　in－

vestigation　of　the　reconstructed　defensive　settlements．

　　As　a　result　of　this　examination，　one　sees　that　at　the　Tawayama　site　in　Shimane

prefecture，　from　the　mid　ftrst　century　BC，　a　completely　deve｝oped　triple－enclosed

moat　system　served　as　defensive　works　and　symbolically　divided　the　area　into

thi’ee　sectors．　At　the　same　time　around　the　middle　of　the　second　century　AD，

within　the　northern　walls　of　the　moated　Yoshinogari　site　in　Saga　prefecture，　the

design　of　the　reconstmcted　palisade　that　accompanies　the　double　moats　is　prob－

lematic　because　its　structure　is　unnatural，　preventing　defense　of　the　site．　ln　both

cases　it　must　be　admitted　that　the　military　character　of　the　sites　has　not　been

suthciently　appreciated．

　　Furthermore，　the　mountain　castles　of　the　Warring　States　period　（16th　Century）

in　Japan　serve　as　usefu1　examples　for　a　comparison　of　how　warfare　has　been

understood．　Even　at　castles　where　it　is　certain　that　large－scale　fighting　took　place

on　the　basis　of　written　sources，　it　is　diracult　to　determi’ne　on　the　basis　of

archaeological　investigations　whether　there　had　been　watfare　since　physical　arti－

facts　generaJly　associated　with　warfare　have　been　carried　off．

　　Additionally，　as　at　Crickley　HiR　in　England，　where　archaeological　evidence　of

warfare　is　well　preserved，　at　Kunohe　castle　in　lwate　prefecture　and　Hara　castle　in

Nagasald　prefecture，　1　have　been　able　to　reconstruct　the　manner　in　which　warfare

was　conducted　from　these　Japanese　sites．　Among　these，　in　the　1638　（Kan’ei　15）

defensive　wa血re　of　Hara　castle　during　the　Shimabara　Revolt，　the　character　of窃e

warfare　shifted　from　that　using　projectile　weapons　to　that　employing　hand－held

weapons，　and　1　have　made　clear　that　when　the　castle　fell，　many　people　had　been

ldlled　by　hand－held　weapons．

（2t18）



　　Facthties　such　as　moats　and　embanl〈ments，　keeps　and　towers，　castle　gates，　did

not　function　solely　in　a　directly　military　fashion　but　were　symbols　of　the　power　of

the　castle　and　its　lord　and　a　representation　of　their　authority．　Therefore，　these　ob－

jects　cannot　be　appreciated　simply　in　terms　of　their　miitary　function，　but　because

symbolization　and　representation　are　at　base　also　military　functions，　their　effec－

tiveness　is　manifest．　ln　order　to　appreciate　this　symbolization　and　representation，

aproper　understandi皿g　of　their㎡litary　character　is　an　important　prerequisite．

　　Even　if　vivid　remnaRts　from　battlefields　cannot　be　discovered　archaeologically，

by　conducting　an　analysis　of　a　site　in　terms　of　its　militar－y　character，　as　in　the　case

of　Yoshinogari，　it　becomes　possible　to　re－evaluate　sites　in　terms　of　their　relation

to　warfare．　In　rea（加st血g　our　understand血g　of　the　reality　of　warfare　in　each　age，

there　arises　the　necessity　of　deepe血g　our　study　of　warfare　from　the　archaeolo－

gical　perspective．

The　Poiitical　Process　behind　the　Order　for　the　Kyushu　Ceasefire：

　　　　　　　　　A　Reexarnination　of　the　Toyotomi　Soubu7’irei，

　　　　　　　　　　　　Hideyoshi’s　Order　for　A　General　Peace

by

OSHITA　Shigetoshi

　　Hashiba　（Toyotorni）　Hideyoshi　ordered　a　ceasefure　with　Shimazu　Yoshiltisa　to

end　the　fighting　in　Kyushu　in　Tensho　13　（1585），　but　this　event　has　been　a　point　of

contention　in　historical　studies　of　the　process　of　Hideyoshi’s　unification　of　the　na－

tion，　i．e．　the　cessation　of　the　conflicts　of　the　Warring　States　period，　and　whether

the　aim　of　the　policy　was　to　bring　about　an　end　to　warfare　and　institute　a　period　of

general　peace　is　still　a　critica｝　issue．

　　This　article　recensiders　the　above－mentioned　order　for　a　ceasefire　in　Kyushu　by

again　revisiting　the　political　process　prior　to　the　opening　of　hostilities　against　the

Shimazu　in　the　seventh　month　of　Tensho　14．　The　ceasefu　e　order　was　a　policy

taken　during　a　period　when　the　dispatch　of　troops　to　Kyushu　was　not　proceeding

smoothiy　and　the　possibility　of　both　war　and　peace　were　stili　being　considered．

Then，　in　determining　the　situation　in　the　capital　provinces　as　well　as　those　in　both

the　eastern　and　western　provinces，　the　choice　of　peace　at　times　weighed　heavier

while　at　others　the　choice　for　war　weighed　heavier　in　the　balance，　and　fuially　this

precess　led　to　the　decision　to　open　war　against　the　Shimazu．　The　theory　that

（247）


