
は
じ
め
に

　

城
郭
に
対
す
る
現
代
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
時
代
劇
で
馴
染
ん
だ
近
世
城
郭

の
ス
タ
イ
ル
が
、
も
は
や
定
番
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
外
部
か
ら
の
侵
入

を
防
ぐ
べ
く
石
垣
の
護
岸
で
堀
や
城
塁
を
堅
固
に
構
え
、
さ
ら
に
要
所
を
門
や
塀
・
櫓
で

折
り
重
な
る
よ
う
配
置
し
な
が
ら
、
結
界
の
守
備
力
を
著
し
く
高
め
た
中
心
部
に
は
、
周

囲
の
視
線
を
一
手
に
集
め
る
天
守
の
威
容
が
聳
え
立
つ
。
確
か
に
、
新
し
い
時
の
支
配
者

の
登
場
に
相
応
し
い
、
見
た
目
で
も
華
や
か
で
判
り
や
す
い
構
図
で
は
あ
っ
た
。

　

「
戦
う
」
城
か
ら
「
見
せ
る
」
城
へ
。
近
世
城
郭
と
そ
れ
以
前
の
城
郭
の
違
い
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
機
能
差
に
着
目
し
た
象
徴
的
な
言
葉
で
評
価
を
行
う
論
調
が
、
今
日
で
は
数
多

く
認
め
ら
れ
る
。
戦
国
の
世
の
終
焉
と
と
も
に
創
出
さ
れ
た
近
世
城
郭
に
は
、
狭
義
の
軍

事
性
の
枠
内
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
空
間
構
成
の
作
為
に
つ
い
て
の
確
信
的
な

痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
築
城
以
来
、
人
々
を
魅
了
し
な
が
ら
そ
の

存
在
を
地
域
社
会
の
個
性
に
ま
で
熟
成
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
現
代
に
至
る
近
世
城
郭
と
し

て
の
松
江
城
の
意
義
を
、
も
う
一
度
再
検
証
し
て
み
る
機
会
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
空
間
論
の
立
場
か
ら
城
郭
史
の
中
で
の
松
江
城
の
位
置
付
け
を
試
み
る
。

た
だ
し
視
界
を
広
げ
て
、
同
時
代
の
他
の
城
郭
事
例
と
の
比
較
を
通
し
て
松
江
城
の
個
性

を
際
立
た
せ
る
作
業
を
行
う
。
近
世
城
郭
は
単
な
る
軍
事
施
設
で
は
な
い
。
城
郭
と
そ
の

空
間
を
介
し
て
発
信
さ
れ
た
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
表
現
で
あ
り
、
理
想
と
す
る
城
郭

の
価
値
の
体
系
を
志
向
し
た
結
果
の
形
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
提
言
す
る
考
察
の
方
向
性

は
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
城
郭
概
説
と
は
多
分
に
趣
を
異
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
松

江
城
研
究
の
更
な
る
進
展
の
可
能
性
を
導
く
意
味
で
も
、
論
点
整
理
を
兼
ね
た
幾
つ
か
の

問
題
提
起
と
そ
の
方
法
論
を
始
動
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一　

近
世
城
郭
と
し
て
の
松
江
城
の
条
件

　

松
江
に
新
城
を
定
め
る
際
に
、
城
山
の
候
補
地
と
な
る
荒
隈
山
と
亀
田
山
を
め
ぐ
っ

て
、
堀
尾
吉
晴
・
忠
氏
親
子
の
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
逸
話
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
（
注
１
）
。
物
流
や
情
報
の
拠
点
を
中
国
山
地
の
内
陸
側
か
ら
、
河
川
交
通
を
介
し
た
下
流

域
の
入
海
部
に
移
行
し
よ
う
と
し
た
意
図
に
、
新
時
代
の
近
世
城
郭
に
相
応
し
い
立
地
条

件
を
見
出
せ
る
の
で
は
あ
る
が
（
注
２
）
、
床
机
山
か
ら
の
展
望
に
お
い
て
親
の
吉
晴
は
山
城

の
効
用
を
殊
さ
ら
主
張
す
る
。
「
山
台
広
く
し
て
頂
き
に
平
地
を
得
る
事
裕
か
に
、
前
は

湖
波
に
浸
り
、
（
中
略
） 

敵
は
船
な
ら
で
は
近
よ
り
難
く
、
後
は
高
嶺
に
遠
く
し
て
、
敵

の
偵
望
と
し
噉
射
の
距
離
に
入
ら
ず
、
正
に
是
れ
鎮
城
と
し
て
大
い
に
築
く
に
適
せ
ず

や
」
と
説
く
吉
晴
の
城
郭
観
に
、
乱
世
を
生
き
抜
い
た
武
将
と
し
て
の
、
実
戦
経
験
豊
か

な
軍
事
面
で
の
自
信
と
配
慮
が
窺
え
る
。

　

一
方
、
若
い
世
代
の
忠
氏
は
、
「
此
山
台
広
く
は
あ
れ
ど
、
広
き
に
す
ぎ
て
、
天
主
も

五
重
と
せ
ざ
れ
ば
、
櫓
と
見
ら
れ
な
ん
、
然
し
て
吾
等
の
財
力
に
て
は
、
経
営
覚
束
無

堀　

田　

浩　

之

松
江
城
の
空
間
構
成
を
め
ぐ
る
研
究
視
点
の
提
言
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く
、
恐
く
は
五
十
万
石
以
上
の
力
な
ら
で
は
、
築
き
難
く
も
候
は
ん
」
と
、
施
設
の
維
持

管
理
の
観
点
か
ら
の
懸
念
を
表
し
、
戦
時
対
応
優
先
の
父
親
の
立
場
と
は
対
照
的
な
新
規

の
評
価
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
亀
田
山
の
周
囲
の
地
理
環
境
（
深
田
・
湖

水
・
古
城
な
ど
）
を
う
ま
く
利
用
し
、
軍
事
施
設
に
準
じ
る
有
事
の
見
立
て
を
施
す
こ
と

で
、
平
時
に
あ
っ
て
も
一
定
の
機
能
が
期
待
で
き
る
城
郭
空
間
の
確
保
を
忠
氏
は
指
摘
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
吉
晴
の
不
安
は
払
拭
で
き
ず
、
「
其
山
小
に
し
て
低
く
、
恰
も

平
城
の
如
く
見
ゆ
る
を
如
何
に
せ
ん
。
予
は
平
山
城
を
好
む
も
の
な
り
、
兎
角
は
更
に
考

要
す
る
処
あ
る
べ
し
」
と
言
い
放
っ
た
。

　

吉
晴
は
山
城
の
存
在
感
に
随
分
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
今
で
は
近
世
城
郭

の
典
型
と
さ
え
思
え
る
亀
田
山
で
の
松
江
城
の
立
地
を
、
「
平
城
」
と
酷
評
し
て
再
考
を

促
す
吉
晴
の
視
線
に
は
、
実
戦
に
耐
え
う
る
好
ま
し
い
城
地
に
は
当
ら
な
い
と
す
る
、
ど

こ
か
自
分
と
相
容
れ
な
い
異
質
な
城
郭
観
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
逸

話
が
、
親
子
の
世
代
間
で
の
理
想
の
城
郭
に
向
け
た
イ
メ
ー
ジ
の
断
絶
を
物
語
っ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
一
般
化
す
る
近
世
城
郭
の
ス

タ
イ
ル
は
、
や
は
り
中
世
の
要
害
か
ら
続
く
城
郭
史
の
流
れ
と
は
、
別
系
統
の
価
値
指
標

に
基
づ
く
対
象
な
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
戦
時
で
あ
れ
ば
、
吉
晴
の
推
奨
す
る
山
城
で
の

備
え
は
最
も
望
ま
れ
る
選
択
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
軍
事
施
設
と
し
て
自
立
・
完
結
し

う
る
空
間
の
展
開
こ
そ
が
「
山
城
」
の
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
、
城
内
を
構
成
す
る
た
め
の
出

来
る
だ
け
広
い
山
台
の
獲
得
は
、
そ
の
城
の
防
御
力
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
高
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
は
、
旧
城
の
富
田
城
の
方
が
余
程
吉
晴
好
み
の
城
郭
で

あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
亀
田
山
で
の
新
城
で
は
内
堀
で
山
麓
部
分
ま
で
も
大
き
く
囲
い
込
ん
だ
空
間
が

用
意
さ
れ
て
お
り
、
先
に
吉
晴
の
主
張
し
た
城
郭
観
と
近
い
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
全
方
向
を
水
濠
で
結
界
さ
れ
た
彼
岸
の
山
台
が
視
覚
的
に
も
自
他
の
位
相
を
際
立

た
せ
る
城
地
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
お
よ
そ
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
近
世
城
郭
の
曲
輪

の
み
で
は
、
空
間
的
に
完
結
し
得
な
い
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す

な
わ
ち
城
地
の
一
部
分
に
、
石
垣
で
区
画
さ
れ
た
主
郭
（
本
丸
・
二
之
丸
）
が
設
定
さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
ゆ
っ
た
り
と
広
が
る
山
麓
の
平
坦
地
や
、
谷
間
を
も
含
ん
だ
山
塊
の

複
数
の
ピ
ー
ク
（
現
在
の
城
山
稲
荷
神
社
や
護
国
神
社
の
所
在
地
）
ま
で
が
、
有
事
対
応

の
可
能
な
予
備
地
と
し
て
城
内
空
間
を
補
完
し
て
い
た
状
況
が
、
そ
こ
に
指
摘
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
（
注
３
）
。

　

強
い
て
言
え
ば
、
近
世
城
郭
は
〝
建
造
物
を
以
て
恒
常
的
な
専
有
の
意
思
が
明
示
さ
れ

た
空
間
部
分
を
、
対
外
的
に
表
象
化
し
た
も
の
〟
と
で
も
性
格
付
け
が
出
来
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
戦
時
下
の
軍
事
行
動
を
伴
わ
な
い
平
時
の
居
所
と
し
て
の
城
郭
運
用
に
お
い
て

は
、
城
地
の
全
て
を
継
続
的
に
機
能
さ
せ
て
お
く
必
要
は
あ
る
ま
い
。
軍
事
施
設
と
し
て

〝
城
〟
と
銘
打
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
戦
を
想
定
し
た
空
間
運
用
の
次
元
と
は
大
き
く
異

な
り
、
幕
府
の
一
定
の
統
制
の
も
と
、
周
囲
に
「
見
せ
る
」
装
置
に
特
化
し
た
の
が
近
世

城
郭
の
実
相
で
あ
っ
た
（
注
４
）
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
父
の
吉
晴
の
城
郭
観
に
反
論
す
る
堀
尾
忠

氏
の
言
説
に
納
得
が
い
く
の
で
あ
り
、
広
大
な
荒
隈
山
に
立
地
を
置
い
た
近
世
城
郭
へ
の

造
作
は
、
見
栄
え
の
効
果
や
そ
の
後
の
維
持
管
理
の
配
慮
に
お
い
て
も
無
理
な
相
談
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

城
地
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
て
も
、
軍
事
施
設
と
し
て
の
人
工
の
造
作
が
何
も
な
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
、
他
者
か
ら
の
〝
城
〟
に
対
す
る
公
式
の
認
識
に
は
及
ば
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
施
設
計
画
や
現
状
の
保
守
お
よ
び
変
更
に
つ
い
て
管
理
さ
れ
る
対
象
で
も
あ
る
近
世

城
郭
に
は
、
軍
事
施
設
で
表
現
さ
れ
た
顕
在
化
さ
れ
た
城
郭
部
分
と
、
そ
う
で
は
な
い
そ

の
他
の
潜
在
的
な
（
有
事
に
軍
事
施
設
へ
の
運
用
が
可
能
な
）
城
郭
空
間
に
二
分
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
後
者
の
場
合
、
現
状
で
は
維
持
管
理
す
べ
き
施
設
が
な
い
の
で
、
正
規
の

城
郭
構
成
要
素
と
の
認
識
に
至
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
空
間
は
幕
府
に
提
出
さ
れ
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る
城
図
へ
の
記
載
を
以
て
、
平
時
に
お
い
て
機
能
す
る
近
世
城
郭
の
概
念
的
存
在
を
狭
義

に
限
定
し
て
体
現
す
る
、
極
め
て
判
り
や
す
く
操
作
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
対
象
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
（
注
５
）
。

　

な
お
、
潜
在
的
な
城
郭
と
い
う
研
究
視
点
に
つ
い
て
は
、
中
世
城
郭
の
特
性
か
ら
概
念

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
６
）
。
す
な
わ
ち
、
中
世
段
階
で
の
城
郭
と
は
防
禦
装

置
を
以
て
武
装
化
を
遂
げ
、
敵
対
の
意
思
表
示
が
臨
時
に
な
さ
れ
た
空
間
対
象
を
〝
城

郭
〟
と
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
平
時
に
あ
っ
て
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
許

さ
れ
な
い
異
常
物
件
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
の
城
郭
の
概
念
は
潜
在
的
な
（
時
に
応
じ
て

顕
在
化
す
る
）
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
戦
国
時
代
の
到
来
と
と
も
に
武
装
空
間
の
恒
常
化

に
及
び
、
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
城
主
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
表
現
す
る
視
覚
対
象

へ
と
、
城
郭
の
機
能
と
性
格
を
著
し
く
変
貌
さ
せ
た
先
に
、
今
日
広
く
一
般
に
定
着
し
た

近
世
城
郭
の
ス
タ
イ
ル
が
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
７
）
。

　

ま
た
、
本
丸
・
二
の
丸
・
三
の
丸
と
い
っ
た
近
世
城
郭
に
定
型
の
空
間
表
示
も
、
あ
ら

た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
興
味
深
い
検
証
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
松
江
城
の
場
合
、
城
山
の

中
央
ピ
ー
ク
に
「
本
丸
」
の
高
台
を
定
め
、
内
部
に
南
向
き
の
天
守
を
や
や
東
側
に
寄
せ

て
建
て
て
い
る
。
「
二
之
丸
」
は
本
丸
の
南
隣
に
併
設
さ
れ
て
お
り
、
本
丸
内
で
は
敷
地

の
確
保
に
至
ら
な
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
、
城
主
の
御
殿
は
こ
ち
ら
の
方
に
建
造
さ
れ
て

い
た
。
城
山
の
山
上
部
に
「
本
丸
」
「
二
之
丸
」
の
主
郭
が
配
置
さ
れ
た
の
に
対
し
、
数

字
の
並
び
で
続
く
「
三
之
丸
」
は
内
堀
を
隔
て
た
南
外
側
の
平
坦
地
に
区
画
さ
れ
、
約
１

町
余
四
方
の
規
模
の
居
館
を
収
め
る
正
方
形
の
特
殊
な
空
間
が
造
成
さ
れ
た
。
南
北
方
向

に
高
低
差
を
以
て
序
列
さ
れ
た
三
つ
の
曲
輪
で
あ
る
が
、
「
三
之
丸
」
に
居
館
が
整
備
さ

れ
る
の
は
堀
尾
氏
の
時
代
で
は
な
く
、
曲
輪
構
成
の
築
城
当
初
の
プ
ラ
ン
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
８
）
。

　

さ
ら
に
、
城
山
高
台
の
「
本
丸
」
「
二
之
丸
」
と
対
岸
低
地
の
「
三
之
丸
」
と
の
位
相

が
余
り
に
大
き
く
、
数
字
を
付
し
た
曲
輪
呼
称
に
基
づ
く
一
連
の
縄
張
展
開
と
捉
え
る
に

は
違
和
感
が
残
る
。
仮
に
、
堀
尾
氏
の
計
画
し
た
城
郭
運
用
と
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
や

は
り
、
今
日
に
至
る
松
江
城
の
空
間
構
成
と
の
間
に
一
定
の
断
絶
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
城
郭
と
し
て
の
戦
時
の
完
結
を
企
図
す
る
城
山
（
「
本
丸
」
「
二
之
丸
」
）
と
付
加
的

な
平
時
で
の
生
活
・
儀
礼
空
間
と
し
て
の
居
城
（
「
三
之
丸
」
）
の
対
峙
と
併
設
、
そ
し
て

時
宜
に
応
じ
た
計
画
の
変
更
。
城
郭
の
空
間
構
成
の
本
質
を
そ
の
よ
う
な
〝
動
態
〟
の
視

点
で
見
直
す
時
、
顕
在
化
し
た
不
変
の
〝
静
態
〟
に
見
慣
れ
た
私
た
ち
の
固
定
概
念
や
、

城
郭
史
研
究
の
方
法
論
も
ま
た
刷
新
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
（
注
９
）
。

二　

松
江
城
の
縄
張
表
現
に
関
す
る
視
点

　

こ
こ
で
は
松
江
城
の
縄
張
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
検
証
作
業
を
試

み
る
。
ま
ず
平
面
プ
ラ
ン
上
で
の
個
人
的
な
印
象
と
し
て
は
、
本
丸
内
で
設
定
さ
れ
た
天

守
の
所
在
場
所
に
興
味
深
い
も
の
を
感
じ
た
。
近
世
城
郭
で
は
、
天
守
を
介
し
て
周
囲
に

向
か
っ
て
発
信
・
表
現
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
解
明
が
、
城
郭
プ
ラ
ン
の
主
要
な
構
成

要
素
を
探
っ
て
行
く
際
の
鍵
と
な
る
の
だ
が
、
松
江
城
の
天
守
は
本
丸
の
南
北
中
心
軸
よ

り
や
や
東
寄
り
で
、
曲
輪
内
で
の
中
途
半
端
な
（
本
丸
の
東
縁
で
も
中
央
で
も
な
い
）
立

ち
位
置
で
あ
る
こ
と
に
、
殊
更
の
違
和
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
天
守
の
す
ぐ
東
隣
に
は
、

祈
祷
櫓
と
石
垣
に
よ
る
塁
線
の
張
り
出
し
が
認
め
ら
れ
る
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
本

来
は
崖
窪
地
に
あ
た
る
城
山
の
原
地
形
の
関
係
か
ら
地
盤
の
弱
さ
を
露
呈
し
て
い
た
が
、

プ
ラ
ン
上
で
既
定
さ
れ
た
天
守
の
座
標
を
動
か
さ
な
い
ま
ま
、
そ
の
立
地
す
る
足
元
の
東

崖
側
を
補
強
す
る
方
法
で
現
地
対
応
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
注
10
）
。

　

因
み
に
、
平
面
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
際
に
重
要
な
条
件
と
な
る
天
守
の
座
標
に
関
し
て

は
、
縄
張
図
面
を
眺
め
て
い
る
内
に
幾
つ
か
の
想
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
丸
の
西

側
塁
線
上
に
置
か
れ
た
鉄
砲
櫓
は
、
城
内
の
櫓
の
中
で
も
唐
破
風
の
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
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る
こ
と
で
特
異
な
存
在
で
あ
る
が
（
注
11
）
、
そ
の
建
地
平
面
図
形
の
対
角
線
上
（
北
東
方
向

に
延
長
し
た
先
）
に
は
天
守
が
同
座
標
で
位
置
し
て
お
り
、
し
か
も
双
方
の
建
地
平
面
の

対
角
線
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
二
之
丸
東
下
の
馬
溜
で
は
、
枡
形
の
対

角
線
の
北
西
先
に
天
守
の
正
面
を
見
通
す
視
線
上
の
位
置
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
天
守
・

鉄
砲
櫓
・
本
丸
南
の
枡
形
・
馬
溜
な
ど
は
同
一
の
座
標
に
基
づ
い
て
場
所
を
設
定
さ
れ
て

お
り
、
ま
さ
し
く
築
城
の
た
め
の
中
核
と
な
る
座
標
計
画
を
体
現
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
共
有
す
る
意
図
的
な
空
間
構
成
の
結
果
、
対
角
線
に
よ
る
位
置
指

定
等
の
人
為
的
な
操
作
も
ま
た
そ
こ
に
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
丸
の
北
方
下
の
水
手
御
門
と
そ
の
一
帯
の
城
塁
、
お
よ
び
本
丸
北
西
部
（
乾

ノ
角
箭
倉
・
ひ
ず
み
多
聞
・
西
多
聞
の
あ
た
り
）
は
、
天
守
や
本
丸
南
部
を
規
定
す
る
座

標
と
異
な
り
、
そ
れ
よ
り
少
し
西
向
き
に
軸
線
を
傾
け
て
い
る
。
城
山
の
自
然
地
形
に
依

拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
実
の
と
こ
ろ
水
手
御
門
か
ら
南
下
す
る
城
塁
の
基
本
ラ
イ
ン

は
、
こ
の
座
標
に
則
り
天
守
の
北
東
隅
を
か
す
め
た
上
で
東
多
聞
・
武
具
櫓
へ
と
達
し
て

い
る
（
注
12
）
。
か
く
し
て
松
江
城
の
主
郭
（
本
丸
・
二
之
丸
）
の
縄
張
は
、
自
然
と
人
為
の

二
つ
の
大
き
な
座
標
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
状
況
が
確
認
で
き
た
が
、
天
守
を
規

定
す
る
後
者
の
座
標
が
い
か
な
る
経
緯
で
出
現
し
た
の
か
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

更
に
三
之
丸
の
座
標
も
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
丸
・
二
之
丸
・
三
之
丸
の
顕
在
化
さ

れ
た
管
理
対
象
と
し
て
の
城
郭
部
位
は
、
同
じ
次
元
の
空
間
ベ
ー
ス
で
構
成
さ
れ
た
こ
と

が
判
り
、
南
面
す
る
天
守
の
向
き
も
そ
の
方
向
軸
に
一
致
す
る
。

　

城
郭
内
に
お
け
る
曲
輪
編
成
と
天
守
の
向
き
に
つ
い
て
は
、
そ
の
城
郭
が
有
す
る
空
間

秩
序
の
方
向
性
に
関
わ
る
留
意
す
べ
き
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
軍
事
的
な
動

線
展
開
の
想
定
の
も
と
、
そ
の
城
郭
の
防
御
正
面
（
大
手
側
）
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
、
城
下
町
と
近
郊
を
含
む
広
域
空
間
の
構
想
が
な
さ
れ
た
の
か
を
端
的
に
示
唆
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
丸
亀
城
（
香
川
県
）
の
場
合
は
、
本
丸
に
所
在
す
る
三
重
天
守
と

本
丸
内
の
他
の
櫓
の
平
面
座
標
が
異
な
っ
て
お
り
、
天
守
と
そ
の
一
帯
以
外
の
本
丸
内
の

構
築
物
や
二
の
丸
は
、
城
山
麓
の
大
手
門
や
内
堀
を
隔
て
た
北
面
の
城
下
町
と
共
通
の
座

標
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
城
と
城
下
に
亘
る
近
世
城
郭
特
有
の
総
合
仕
様
の
設
計
手
法
が
観

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
少
し
斜
に
構
え
た
天
守
の
視
線
は
ひ
と
り
港
の
方
を
向
い
て
い

た
。
外
来
の
船
は
真
正
面
に
仰
ぐ
天
守
を
意
識
し
な
が
ら
海
の
玄
関
口
へ
と
入
港
し
、
視

覚
操
作
に
伴
う
作
為
的
な
風
景
と
の
遭
遇
を
体
感
し
た
こ
と
だ
ろ
う
（
注
13
）
。

　

さ
て
、
松
江
城
の
主
郭
（
本
丸
・
二
之
丸
）
と
三
之
丸
は
、
南
北
に
連
な
る
曲
輪
編
成

を
と
っ
て
い
る
が
、
高
低
差
を
踏
ま
え
た
空
間
上
で
の
序
列
表
現
が
そ
こ
に
施
さ
れ
て
い

た
と
も
言
え
る
。
天
守
の
あ
る
本
丸
は
当
然
、
最
高
所
と
し
て
の
城
郭
の
中
核
を
担
う
絶

対
の
上
位
に
あ
り
、
手
前
に
位
置
す
る
二
之
丸
が
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
の
付
属
空
間
の

よ
う
な
役
目
を
担
う
こ
と
に
な
る
（
注
14
）
。
二
之
丸
に
御
殿
が
置
か
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、

本
丸
に
確
保
さ
れ
た
敷
地
の
広
さ
に
も
影
響
す
る
の
だ
が
、
城
郭
で
あ
る
こ
と
（
城
郭
を

成
立
さ
せ
る
究
極
の
原
像
）
を
自
身
の
空
間
の
み
で
表
わ
す
本
丸
の
象
徴
性
が
、
あ
ま
り

に
厳
格
で
あ
っ
た
際
（
例
え
ば
、
名
古
屋
城
の
よ
う
な
「
本
丸
―
将
軍
」
「
二
ノ
丸
―
城

主
」
の
位
相
関
係
）
に
、
管
理
者
と
し
て
の
城
主
の
城
内
生
活
（
平
時
の
城
郭
運
用
）
の

部
署
と
は
、
別
格
の
不
可
侵
の
聖
域
を
そ
の
空
間
外
へ
切
り
離
そ
う
と
す
る
、
ユ
ニ
ー
ク

な
認
識
の
形
が
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
ま
さ
し
く
本
丸
の
象
徴
性
が
城
郭
の
軍
事
イ
メ
ー
ジ
を
純
粋
な
概
念
に
ま
で

高
め
る
と
、
空
間
内
の
構
成
要
素
が
精
選
さ
れ
、
城
郭
に
付
帯
す
る
天
守
等
の
一
部
の
構

築
物
以
外
の
存
在
が
許
さ
れ
な
い
、
「
無
用
」
の
非
日
常
の
空
間
と
し
て
の
性
格
を
増
し

て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
事
に
は
具
体
的
な
施
設
造
成
と
空
間
利
用
が
案
出
さ
れ
る

筈
で
あ
る
が
、
平
時
は
恣
意
的
な
手
出
し
の
一
切
が
憚
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
、
城
郭
空
間
の

深
奥
性
を
体
現
す
る
特
殊
な
環
境
ば
か
り
が
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
見
せ
る
」
城

と
し
て
の
本
質
を
特
化
さ
せ
た
近
世
城
郭
の
理
解
は
、
出
現
し
た
建
造
物
の
状
況
に
よ
っ
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て
の
み
完
了
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
城
郭
の
有
す
る
存
在
感
と
期
待
値
が
、
示
唆
に
富

ん
だ
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
認
識
の
問
題
に
掛
か
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
物

件
の
有
無
の
概
念
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た
城
郭
観
の
進
展
に
、
当
時
の
関
係

者
の
複
雑
な
心
性
が
窺
え
る
よ
う
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
（
注
15
）
。

　

次
に
、
本
丸
の
動
線
が
南
→
北
の
展
開
を
見
せ
る
の
に
対
し
、
城
山
麓
か
ら
二
之
丸
へ

は
東
→
西
の
動
線
で
直
交
す
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
馬
溜
の
大
手
枡
形
を
過
ぎ
て
、
城
山

の
主
郭
へ
は
ク
ラ
ン
ク
を
一
箇
所
は
さ
ん
で
広
幅
の
石
段
を
真
直
ぐ
西
上
す
る
の
で
あ
っ

た
（
注
16
）
。
実
は
松
江
城
の
縄
張
で
は
二
つ
の
方
向
軸
で
導
か
れ
た
城
郭
空
間
が
融
合
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
各
々
の
曲
輪
名
称
に
も
反
映
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
本

丸
・
二
之
丸
・
三
之
丸
は
南
→
北
方
向
へ
の
並
び
で
あ
る
が
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

の
松
江
城
図
（
石
垣
修
理
伺
い
）
を
見
る
と
、
現
在
は
「
二
之
丸
」
下
ノ
段
と
も
称
さ
れ

る
米
蔵
の
所
在
し
た
城
山
東
麓
を
「
外
曲
輪
」
、
天
守
と
そ
の
間
の
中
段
を
「
中
曲
輪
」

と
表
記
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
こ
で
は
地
形
の
高
低
差
に
応
じ
た
方
向
軸
（
外
曲
輪

→
中
曲
輪
→
本
丸
）
が
認
め
ら
れ
る
が
、
更
に
本
丸
背
後
の
城
山
西
麓
は
「
後
曲
輪
」
と

あ
り
、
松
江
城
の
表
→
奥
の
空
間
秩
序
の
構
成
を
明
確
に
規
定
す
る
。

　

ど
う
や
ら
、
城
地
全
体
か
ら
見
た
松
江
城
の
正
面
は
、
松
江
城
図
の
表
現
（
下
辺
の
東

側
を
前
・
表
の
方
向
、
上
辺
の
西
側
を
後
・
奥
の
方
向
と
し
て
描
い
て
い
る
）
か
ら
す
れ

ば
、
城
山
の
東
側
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
二
之
丸
（
東
西
の
二

段
構
造
）
や
三
之
丸
（
御
殿
配
置
）
の
状
況
か
ら
し
て
も
、
東
を
前
面
に
、
西
を
上
位
に

奥
行
き
を
と
る
動
線
計
画
と
な
っ
て
お
り
、
縄
張
の
空
間
表
現
を
律
す
る
方
向
軸
の
基
本

姿
勢
は
揺
る
が
な
い
。
確
か
に
主
郭
の
並
び
や
本
丸
内
の
動
線
は
、
松
江
城
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
天
守
（
南
面
）
に
対
し
て
北
望
す
る
と
い
う
、
古
来
よ
り
用
い
ら
れ
た
上
下
関
係

の
正
統
な
表
現
形
式
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
城
内
の
主
要
動
線
が
「
東
→
西
」
か
ら
、

城
郭
の
最
深
部
ば
か
り
は
「
南
→
北
」
へ
と
鮮
や
か
な
シ
フ
ト
の
変
化
を
付
け
る
あ
た

り
、
御
殿
内
で
雁
行
す
る
動
線
に
も
似
た
儀
礼
的
な
距
離
感
を
演
出
す
る
効
果
が
促
さ
れ

る
な
ど
、
か
な
り
の
確
信
的
な
設
計
手
法
と
さ
え
言
え
る
（
注
17
）
。

　

最
後
に
着
目
し
た
い
の
は
、
配
置
さ
れ
た
軍
事
施
設
の
仕
様
に
関
す
る
完
成
度
の
問
題

で
あ
る
。
先
に
、
松
江
城
図
の
曲
輪
表
記
に
「
東
→
西
（
表
→
奥
）
」
の
方
向
軸
を
確
認

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
面
性
の
意
識
を
高
め
る
「
見
せ
る
」
施
設
へ
の
グ
レ
ー

ド
ア
ッ
プ
と
、
逆
に
「
隠
れ
た
」
向
背
部
分
で
の
施
設
装
備
の
省
略
化
の
対
比
を
も
た
ら

す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
勿
論
、
工
事
に
あ
た
る
松
江
藩
の
財
力
や
、
外
様
大
名
堀
尾
氏
の

築
城
観
も
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
従
来
の
研
究
視
点
に
は
な
か
っ

た
「
見
せ
る
」
城
郭
な
ら
で
は
の
表
現
手
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
の
所
在
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
例
え
ば
、
松
江
城
の
内
堀
際
の
施
設
仕
様
で
は
、
東
側
の
石
垣
・
塀
に
対
し

て
西
側
は
土
手
に
樹
木
の
植
栽
に
留
め
て
い
る
。
ま
た
、
城
山
東
麓
の
一
方
向
へ
の
「
外

曲
輪
」
の
張
り
出
し
は
、
本
丸
南
部
・
二
之
丸
・
馬
溜
等
と
同
一
座
標
で
の
造
成
計
画
が

顕
著
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
作
為
的
な
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

軍
事
施
設
と
し
て
の
完
全
無
欠
の
装
備
を
図
る
の
な
ら
、
城
地
の
全
方
向
の
空
間
に
対

し
て
等
し
く
防
禦
機
能
の
水
準
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
城
郭
空
間
が
表
裏
に

二
分
さ
れ
て
装
備
の
差
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
有
事
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
正
面
側
の
一
方
向
の
み
に
特
化
し
て
想
定
し
た
の
か
、
は
た
ま
た
潜
在
性
を
有
す
る
城

郭
の
性
質
に
よ
り
、
縄
張
を
施
し
た
当
初
か
ら
軍
備
強
化
へ
の
転
換
の
余
地
を
残
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
そ
の
時
代
特
有
の
政
治
的
な
配
慮
の
先

行
が
感
じ
ら
れ
、〝
松
江
城
の
リ
ア
ル
な
軍
事
性
の
評
価
と
は
何
か
？
〟
と
い
っ
た
近
世

城
郭
の
存
在
感
と
意
義
に
迫
る
根
幹
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
後
も
真
摯
に
検
証
を
進
め
て

い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
よ
う
（
注
18
）
。
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注（
１
）
岡
田
射
雁
「
千
鳥
城
の
築
造
と
そ
の
城
下
」
（
『
郷
土
資
料
島
根
叢
書
第
一
篇
』
所
収
）
よ

り

（
２
）
尼
子
氏
の
領
国
経
営
で
は
、
数
カ
国
に
亘
る
覇
権
の
源
泉
と
し
て
、
中
国
山
地
全
体
の
物

流
等
を
見
据
え
た
内
陸
部
の
掌
握
が
居
城
（
富
田
城
）
に
求
め
ら
れ
る
第
一
義
の
役
割
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
新
展
開
の
海
運
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
拠
し
つ
つ
、
出

雲
国
内
で
の
政
治
・
経
済
力
の
管
理
運
営
を
企
図
す
る
堀
尾
氏
の
場
合
と
は
、
城
地
の
狭

隘
や
鉄
砲
戦
の
不
適
と
い
っ
た
軍
事
設
備
面
で
の
都
合
以
上
に
、
城
郭
の
選
択
肢
の
前
提

と
な
る
基
本
的
な
使
命
の
違
い
が
読
み
取
れ
る
。

（
３
）
や
は
り
城
郭
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
施
設
・
空
間
面
で
何
が
求
め
ら
れ
る
か
の
原
点

を
問
い
直
し
て
お
き
た
い
。
主
郭
（
本
丸
・
二
之
丸
）
だ
け
で
有
事
対
応
の
完
結
を
図
る

こ
と
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
、
戦
闘
に
特
化
し
た
防
禦
施
設
の
ほ
か
、
動
線
に
配
慮
し
な
が

ら
物
資
を
運
搬
・
貯
蔵
す
る
空
間
や
、
城
内
で
生
活
す
る
人
々
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備

も
、
予
備
地
の
存
在
と
と
も
に
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。
な

お
同
様
の
城
地
の
形
態
と
城
郭
観
は
、
島
根
県
内
の
浜
田
城
で
も
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

（
４
）『
武
功
雑
記
』
所
収
の
逸
話
に
、
江
戸
時
代
初
頭
の
姫
路
城
改
修
の
際
に
、
北
西
部
の
小
山

の
影
響
で
城
の
要
害
性
に
問
題
が
あ
る
と
家
臣
か
ら
指
摘
さ
れ
た
池
田
輝
政
が
、
あ
ら
た

め
て
自
身
の
城
郭
観
を
述
べ
る
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
始
め
か
ら
輝
政
は
姫

路
城
に
籠
城
す
る
気
は
な
く
、
城
の
軍
事
機
能
に
頼
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
播
磨
一
国
（
五
二
万
石
）
を
領
す
る
国
主
大
名
が
一
城
に
籠
城
し
た
と

し
て
も
、
一
時
的
な
小
競
り
合
い
の
抵
抗
戦
な
ら
と
も
か
く
、
そ
こ
か
ら
勝
機
を
得
て
大

き
く
戦
局
を
転
回
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
今
日
に
残
る
姫
路
城
の
建
造
物
に
つ
い
て

は
、
戦
時
を
想
定
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
基
に
軍
事
施
設
と
し
て
の
一
応
の
解
説
が

施
さ
れ
て
は
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
社
会
体
制
や
軍
事
観
念
に
裏
付
け
ら
れ
た
近
世
城
郭

の
正
当
な
評
価
と
な
っ
て
い
る
か
は
、
や
は
り
疑
問
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
５
）
近
世
城
郭
を
現
有
の
施
設
面
の
軍
事
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
の
み
評
価
を
行
う
危
険
性
が

そ
こ
に
あ
る
。
施
設
（
建
造
物
）
の
軍
事
機
能
の
抽
出
と
、
実
際
の
城
郭
運
用
で
の
あ
り

方
の
検
証
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
意
義
と
立
場
を
理
解
し
た
上
で
、
概
念
の
混
同
を

来
た
さ
な
い
よ
う
に
進
め
て
い
き
た
い
。
近
世
城
郭
の
軍
事
性
の
本
質
に
迫
る
解
明
に

は
、
ま
だ
ま
だ
多
方
面
か
ら
の
研
究
視
点
を
総
合
し
た
考
察
の
広
が
り
が
求
め
ら
れ
る
。

（
６
）
中
澤
克
昭
『
中
世
の
武
力
と
城
郭
』
一
九
九
九
年　

吉
川
弘
文
館　

な
ど

（
７
）
こ
う
し
て
城
郭
史
を
介
し
て
見
る
と
、
城
郭
を
構
成
す
る
空
間
要
素
の
必
然
の
特
性
と
し

て
、
潜
在
的
な
城
地
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
の
系
譜
を
判
り
や
す
く
捉
え
ら
れ
る

と
思
う
。
何
れ
に
せ
よ
城
地
が
大
き
け
れ
ば
、
城
内
で
物
資
の
調
達
が
で
き
る
様
々
な
メ

リ
ッ
ト
を
生
じ
、
潜
在
的
で
曖
昧
な
予
備
の
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
用
途
の
明
瞭
な
具

体
物
へ
の
顕
在
化
と
い
う
動
態
対
応
の
可
能
性
が
広
が
り
、
強
力
な
城
郭
空
間
の
創
出
・

展
開
へ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
も
高
く
な
る
。
し
か
る
に
、
城
山
や
城
地
の
一
定
規
模
で
の
取

り
込
み
を
求
め
る
軍
事
構
想
の
前
提
と
し
て
は
、
顕
在
化
（
建
造
物
の
軍
事
機
能
の
表
象

と
そ
の
維
持
管
理
に
特
化
）
し
た
狭
義
の
城
郭
の
範
囲
内
で
は
、
実
際
の
城
郭
の
運
用
が

完
結
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
８
）
越
前
松
平
氏
の
時
代
に
三
之
丸
（
現
在
の
島
根
県
庁
）
に
藩
主
の
居
所
が
移
っ
た
と
さ
れ

る
。
松
江
城
で
の
城
地
運
用
の
変
更
を
把
握
す
る
為
に
も
、
そ
れ
以
前
の
状
況
確
認
と
比

較
検
討
が
望
ま
れ
る
。

（
９
）
と
も
あ
れ
、
内
堀
で
囲
郭
さ
れ
た
城
山
と
山
麓
一
帯
に
は
多
様
な
城
地
が
展
開
し
て
お

り
、「
本
丸
・
二
之
丸
・
三
之
丸
」
の
数
詞
を
施
さ
れ
た
代
表
的
な
曲
輪
を
、
実
際
に
所
在

す
る
個
々
の
小
空
間
へ
と
巧
く
割
り
当
て
る
の
は
、
明
瞭
な
意
図
の
も
と
に
自
他
を
分
別

す
る
三
つ
の
区
画
の
前
提
が
な
い
限
り
、
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
城
内
の
曲
輪

群
を
三
段
論
法
で
無
理
に
規
定
・
性
格
付
け
る
発
想
自
体
が
、
顕
在
化
し
た
城
郭
部
位
の

維
持
管
理
に
か
か
る
、
実
相
と
乖
離
し
た
特
殊
な
感
覚
（
空
間
概
念
上
の
「
四
の
丸
」
以

降
が
成
立
し
な
い
）
に
よ
る
も
の
と
言
え
、
実
際
、
城
地
へ
の
曲
輪
呼
称
の
付
け
方
は
各

城
で
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
著
し
い
。

（
10
）
本
丸
の
正
面
入
口
は
曲
輪
の
南
西
に
開
口
す
る
。
し
た
が
っ
て
空
間
構
成
の
セ
オ
リ
ー
と

し
て
は
、
そ
の
対
角
線
の
方
向
（
北
東
）
の
先
に
、
雁
行
動
線
に
伴
う
観
念
上
の
奥
行
き

が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
に
天
守
の
置
か
れ
る
べ
き
座
標
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
天
守

の
内
部
に
は
井
戸
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
選
地
に
は
水
筋
の
確
保
を
強
く

意
識
し
た
崖
窪
地
へ
の
立
地
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
が
本
丸
当
該
地
に
見
ら
れ
る
東
側
へ
の

不
自
然
な
張
り
出
し
に
及
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
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（
11
）
鉄
砲
櫓
が
有
す
る
唐
破
風
の
風
雅
な
意
匠
の
意
味
に
つ
い
て
は
よ
く
判
っ
て
い
な
い
が
、

天
守
に
準
ず
る
建
造
物
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
座
標
設
定
の
分
析
か
ら
容
易
に

想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
唐
破
風
の
施
さ
れ
た
櫓
西
面
は
、
月
照
寺
等
の
仏
閣

が
佇
む
松
江
城
背
後
の
神
聖
な
場
と
向
い
合
う
側
で
あ
り
、
意
識
の
上
で
の
対
座
の
形
象

を
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
12
）
天
守
の
南
東
部
に
向
か
っ
て
切
れ
込
ん
で
く
る
本
丸
東
辺
の
城
塁
の
折
れ
は
、
注
10
で
も

述
べ
た
崖
窪
地
の
自
然
地
形
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
築
城
以
前
の
原
風
景
の
痕

跡
を
留
め
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
三
段
に
折
れ
た
塁
線
の
重
な
り
が
見
ら
れ
る

が
、
旧
地
形
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
築
城
時
の
新
規
設
定
の
座
標
で
崖
面
を
固
め
る
際
の
、

石
垣
の
補
強
を
兼
ね
て
施
さ
れ
た
ジ
グ
ザ
グ
状
の
縁
辺
処
理
の
状
況
が
窺
え
る
。

（
13
）
赤
穂
城
（
兵
庫
県
）
の
場
合
は
、
本
丸
内
に
築
か
れ
た
天
守
台
（
建
物
と
し
て
の
天
守
は

無
い
）
の
向
き
が
城
主
の
本
丸
御
殿
の
座
標
と
異
な
っ
て
お
り
、
不
思
議
に
思
っ
て
配
置

計
画
の
意
図
を
探
ろ
う
と
地
図
上
で
の
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
浅
野
氏
の
菩
提
寺
で
あ

る
花
岳
寺
と
の
視
線
対
峙
の
関
係
が
そ
こ
に
指
摘
で
き
る
と
、
今
は
考
え
る
に
至
っ
て
い

る
。
平
城
の
赤
穂
城
で
は
、
本
丸
内
の
天
守
台
を
城
外
か
ら
の
視
界
に
捉
え
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
が
、
座
標
設
定
の
根
拠
と
な
る
然
る
べ
き
空
間
構
成
の
作
為
が
、
事
前
の
縄

張
段
階
で
検
討
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
14
）
広
島
城
の
場
合
は
、
本
丸
の
南
方
虎
口
に
設
置
さ
れ
た
馬
出
が
そ
の
ま
ま
二
の
丸
と
さ

れ
、
主
役
の
本
丸
に
対
す
る
副
次
的
な
存
在
感
（
門
前
で
の
下
馬
等
、
本
丸
に
入
る
仕
度

を
整
え
る
「
控
え
」
の
儀
礼
空
間
と
し
て
の
機
能
）
を
、
極
端
な
ま
で
に
そ
の
空
間
構
成

の
形
態
に
投
影
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
他
、
元
和
期
の
新
規
築
城
の
事
例
で
あ
る
が
、
尼
崎

城
・
明
石
城
（
と
も
に
譜
代
藩
／
兵
庫
県
）
等
に
、
主
役
と
な
る
約
一
町
余
四
方
の
「
本

丸
」
に
従
属
す
る
、
曲
輪
内
の
区
画
と
し
て
分
出
さ
れ
た
二
分
の
一
規
模
の
「
二
の
丸
」

の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

（
15
）
本
丸
の
虚
構
性
を
そ
こ
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
封
で
他
所
か
ら
新
城
主
と
な
っ

た
大
名
家
で
は
、
管
理
者
に
過
ぎ
な
い
自
身
の
立
場
を
、
居
所
を
一
歩
引
い
た
二
の
丸
に

置
く
こ
と
で
表
現
し
、
公
儀
と
し
て
の
徳
川
将
軍
家
が
、
城
郭
の
根
本
を
象
徴
す
る
「
本

丸
」
空
間
を
専
有
す
る
に
相
応
し
い
対
象
と
捉
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
城
郭
は
自
家
の
所
有

に
か
か
る
自
由
な
作
為
の
及
ぶ
物
件
で
は
な
く
、
公
儀
に
託
さ
れ
た
大
切
な
「
預
か
り
も

の
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
手
を
付
け
る
こ
と
の
な
い
「
無
」
の
状
態
こ
そ
が
、
む
し
ろ

高
位
の
曲
輪
の
望
ま
し
い
環
境
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
守
台
の
事

例
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
あ
え
て
「
有
」
の
状
態
に
し
な
い
「
無
」
の
ま
ま
に
保
留
し
て

お
く
こ
と
の
積
極
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
今
後
は
考
え
て
み
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

（
16
）
城
山
を
広
幅
の
石
段
で
登
ら
せ
る
通
路
の
仕
様
と
し
て
は
、
織
田
信
長
の
安
土
城
（
滋
賀

県
）
を
は
じ
め
、
近
世
城
郭
で
は
明
石
城
（
兵
庫
県
）
や
津
山
城
（
岡
山
県
）
等
で
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
城
郭
の
要
害
性
と
し
て
の
防
禦
機
能
に
は
不
利
な
一
面
も
あ
り
そ

う
だ
が
、
威
儀
を
正
し
て
城
内
で
の
移
動
を
行
う
場
面
を
、
外
部
の
視
界
に
さ
ら
す
儀
礼

空
間
と
し
て
の
演
出
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
松
江
城
の
「
三
之
丸
」
に
出

入
す
る
動
線
と
し
て
は
、
東
正
面
は
対
岸
か
ら
張
り
出
す
小
空
間
（
表
門
の
前
に
用
意
さ

れ
た
「
控
え
」
の
空
間
と
し
て
の
意
味
合
い
／
注
14
参
照
）
を
経
て
、
視
界
を
遮
ら
な
い

土
橋
で
結
ば
れ
て
い
た
。
他
の
三
辺
（
北
・
西
・
南
）
は
橋
上
の
移
動
を
遮
蔽
し
つ
つ
、

堀
に
沿
っ
た
城
内
の
見
通
し
を
避
け
る
廊
下
橋
が
渡
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
機
能
差
の
使
い

分
け
が
歴
然
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
、
「
見
せ
る
」
（
か
つ
、
そ
の
対
置
概
念
と
し
て
の

「
隠
す
」
）
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
空
間
構
成
の
具
体
事
例
が
看
取
さ
れ
る
。

（
17
）
こ
こ
で
指
摘
し
た
城
内
の
動
線
の
二
つ
の
方
向
軸
に
つ
い
て
は
、
城
下
・
郊
外
域
を
含
む

大
き
な
視
点
で
の
検
証
も
今
後
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
「
東
→
西
」
は
大
橋
川
の
流
れ

を
遡
る
方
向
に
沿
っ
て
、
上
位
の
城
地
へ
進
む
イ
メ
ー
ジ
を
伴
い
、
そ
の
先
に
天
倫
寺
や

月
照
寺
と
い
っ
た
城
主
ゆ
か
り
の
寺
院
お
よ
び
、
出
雲
大
社
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た

「
南
→
北
」
は
大
橋
川
で
仕
切
ら
れ
た
白
潟
方
面
の
城
下
町
か
ら
の
位
相
関
係
を
意
識
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
竪
町
と
名
付
け
ら
れ
た
街
区
の
存
在
自
体
が
、
そ
こ
か
ら
天
守
に
導
か

れ
て
城
地
に
至
る
方
向
軸
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
城
下
・
郊

外
域
を
踏
ま
え
た
城
郭
空
間
全
体
の
構
成
原
理
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
私
の
試
案
を

発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
18
）
城
郭
の
全
て
に
亘
っ
て
堅
固
に
築
き
た
い
と
す
る
最
強
へ
の
城
主
の
願
望
と
、
近
世
城
郭

に
表
現
さ
れ
る
実
際
の
完
成
度
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
完
成
度
が
高
ま
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
維
持
管
理
に
手
間
が
か
か
り
、
公
儀
と
し
て
の
幕
府
の
感
情
に
も
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
事
に
軍
事
強
化
の
改
変
が
可
能
で
あ
る
の
な
ら
、

平
時
は
正
面
の
意
匠
の
み
を
整
備
す
る
だ
け
で
事
足
り
る
と
す
る
、
近
世
城
郭
な
ら
で
は

の
「
見
切
り
」
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

7〔 〕



「松江城図（石垣修理伺い）」元文三年／兵庫県立歴史博物館 所蔵

8〔 〕


	SMC002-12a_Part8
	SMC002-12a_Part7
	SMC002-12a_Part6
	SMC002-12a_Part5
	SMC002-12a_Part4
	SMC002-12a_Part3
	SMC002-12a_Part2
	SMC002-12a_Part1



