
特
別
寄
稿

相
方
城
跡
研
究
ノ
ー
ト

Ｔ
上

昨
春
、
備
陽
史
探
訪
の
会
の
方
々
と
相
方
城
跡
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
筆
者
に

と

っ
て
高
校
生
の
時
に
見
学
し
て
以
来
、
実
に
二
〇
数
年
ぶ
り
の
相
方
城
跡
と
の
再

会
で
あ

っ
た
。
今
回
の
見
学
で
は
城
跡
を
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
長
い
問

疑
間
に
思

っ
て
い
た
、
天
正
年
間
有
地
氏
築
城
説
に
対
し
、
筆
者
な
り
の
解
答
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
織
豊
期
の
石
垣
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
方
城
跡

の
石
垣
構
築
年
代
を
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
合
戦
の
直
前
と
考
え
、
築
城

者
に
つ
い
て
は
毛
利
氏
が
直
接
普
請
し
た
も
の
と
結
論
し
て
お
い
た
。
そ
の
理
由
に

つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い

（註
１
）
。

拙
稿
刊
行
後
、
楠
見
久
、
片
山
貞
昭
氏
の
論
考
お
よ
び
小
都
隆
氏
の
論
考
を
読
む
機

会
が
あ

っ
た
。
楠
見
、
片
山
論
文
に
お
け
る
石
垣
構
築
の
見
解
は
筆
者
の
考
え
と
ほ

ぼ
同
様
の
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
築
城
年
代
に
つ
い
て
も
明
確
な
年
代
は
避
け
て
は

い
る
も
の
の
、
「
こ
の
石
垣
は
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
年
代
観
も
近
い
も
の
で
あ
っ
た

（註
２
）
。

ま
た
、
小
都
氏
は

『萩
藩
閥
閲
録
』
の
記
載
に
注
目
し
、
有
地
氏
は

「備
後
有
地
之

城
主
也
」
で
あ
り
、
有
地
之
城
＝
相
方
城
と
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
出
土
瓦
の
年
代
と
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、　
一
応

織中

曇井
郭

研

究

「毛
利
氏
が
文
禄
か
ら
慶
長
期

（
一
五
九
二
～

一
六
〇
〇
）
に
か
け
て
直
轄
城
と
し

て
整
備
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。」
と
し
て
お
り
、
や
は
り
同
様
の

年
代
観
を
示
し
て
お
ら
れ
る

（註
３
）
。

こ
の
よ
う
に
石
垣
の
構
築
技
術
面
か
ら
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
結
論
が
出

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ

と
こ
ろ
で
、
」ヽ
れ
ま
で
の
相
方
城
跡
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
そ
の
石
垣
で
あ

っ
た
。

拙
稿
で
は
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
平
面
構
造
、
つ
ま
り
縄
張
り

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

こ
の
縄
張
り
に
つ
い
て
も
、
当
然
石
垣
構
造
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
北
面
に
は
い
っ
さ
い
石
垣
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
が
相
方
城
跡
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
三
つ
の
考
え
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

第

一
の
可
能
性
は
、
城
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と

（註
４
）
。
第
二
の
可
能
性
は
、
破

城
（城
割
り
）も
し
く
は
何
ら
か
の
理
由
で
北
側
の
石
垣
だ
け
が
取
り
は
ず
さ
れ
た
。

第
三
の
可
能
性
は
、
築
城
当
初
か
ら
北
面
は
石
垣
と
し
な
か
っ
た
と
い
つ
こ
と
で
あ
る
。

3均
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第

一
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
年
代
観
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
存
在
す
る
も
の
の
、
城
に
葺

か
れ
て
い
た
瓦
の
出
土
す
る
こ
と
よ
り
、
作
事
も
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
普
請
面
だ
け
が
未
完
成
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
第
二
の
可
能
性

に
つ
い
て
は
破
城
な
ら
ば
南
面
石
垣
も
何
ら
か
の
形
で
破
壊
す
る
必
要
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
石
垣
天
端
ま
で
完
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
北
面
の
み
を
破
壊
し
た
と

し
て
も
二
～
三
の
石
材
が
残
存
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
栗
石
す
ら
認
め
ら
れ

な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
破
城
の
結
果
、
北
面
に
石
垣
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
可

能
性
は
き
わ
め
て
低
く
、
む
し
ろ
築
城
当
初
か
ら
北
面
に
は
石
垣
を
用
い
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
な
ぜ
北
面
に
石
垣
を
構
築
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
事
例
は

小
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。

黒
井
城
跡

盆
（庫
県
春
日
町
）
は
戦
国
期
赤
井
氏
の
手
に
よ
っ
て
巨
大
な
城
郭
と
な

る
。
天
正
七
年

（
一
五
七
九
）
赤
井
氏
滅
亡
後
、
明
智
光
秀
の
部
下
斉
藤
利
三
が
入

城
し
、
さ
ら
に
同
十
年
に
は
羽
柴
秀
吉
の
臣
堀
尾
吉
晴
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な

る
。
中
心
部
は
南
面
に
の
み
高
石
垣
を
用
い
、
北
面
は
切
岸
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し

た
構
造
を
片
面
石
垣
と
呼
称
し
て
お
り
、
南
側
を
強
く
意
識
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
事
実
南
山
麓
に
城
下
が
形
成
さ
れ
、
主
要
街
道
も
南
山
麓
に
添

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
戦
国
期
の
土
づ
く
り
の
城
を
天
正
七
～
十
年
の
間
に
改
修
し
た
も
の
が
片

面
石
垣
の
主
郭
部
で
あ
り
、
そ
の
年
代
は
残
存
す
る
虎
口
形
態
と
も
整
合
し
て
い
る

（註
５
）
。

山
崎
山
城
跡

（滋
賀
県
彦
根
市
）
は
従
来
在
地
の
国
人
山
崎
氏
の
城
で
、
土
づ
く
り

の
城
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
九
三
～
四
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
発

掘
調
査
の
結
果
、
見
事
な
打
ち
込
み
ハ
ギ
の
石
垣
が
検
出
さ
れ
た
。
石
垣
は
南
面
に

の
み
構
築
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
南
方
を
強
く
意
識
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
お
そ
ら
く
国
人
山
崎
氏
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
「信
長
公
記
』
巻
十

五
に
買
天
正
十
年
）
四
月
十

一
日
、
濃
州
岐
阜
よ
り
安
土
へ
御
帰
陣
の
処
に
（中
略
）

山
崎
に
御
茶
屋
立
置
き
、
山
崎
源
太
左
衛
門

一
献
進
上
候
な
り
。
」
と
あ
る
、岐
阜
～
安

土
間
に
設
置
さ
れ
た
信
長
の
休
息
施
設
と
し
て
築
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
南
山
麓

に
は
信
長
が
築
い
た
下
街
道

（後
の
朝
鮮
人
街
道
）
が
通
り
、
そ
の
街
道
を
強
く
意

識
し
て
石
垣
が
築
か
れ
て
い
る
。

佐
生
城
跡

（滋
賀
県
能
登
川
町
）
は
戦
国
時
代
、
近
江
守
護
職
佐
々
木
六
角
氏
の

臣
、
後
藤
但
馬
守
が
築
い
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
石
垣
は
織
豊
系
城
郭

の
石
垣
よ
り
も
古
い
タ
イ
プ
で
、
観
音
寺
城
跡
の
石
垣
に
類
似
し
て
お
り
、
伝
承
と

は

一
応
年
代
は
整
合
す
る
。
観
音
寺
城
の
北
方
防
御
を
担
う
城
で
、
防
御
正
面
は
当

然
北
面
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
石
垣
は
南
方
に
の
み
築
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

南
山
麓
を
走
る
東
山
道

（後
の
中
山
道
）
を
強
く
意
識
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
築
城
年
代
は
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
信
長
の
近
江
進
攻
の
直
前
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
片
面
石
垣
の
諸
城
が
戦
国
末
期
か
ら
織
豊
期
に
か
け
て
築
城
さ
れ
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。
石
垣
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
麓
か
ら
見
上
げ
た
と
き
、
視
覚

的
に
威
圧
感
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
特
に
事
例
に
取
り
上
げ
た
三
城

跡
は
片
面
石
垣
が
す
べ
て
主
要
街
道
側
に
築
か
れ
て
お
り
、
″見
せ
る
城
″と
し
て
の

石
垣
構
築
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
相
方
城
跡
の
場
合
、
主
要
街
道
は
北
側
に
走

っ
て
お
り
、
街
道
か
ら
石

―-13-
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垣
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
も
相
方
城
跡
の
石
垣
は
視
覚
的
効
果
を
ね
ら

っ

た
片
面
石
垣
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
疑
間
に
答
え
て
く
れ
る
の
は
城
山
南
北
方
向

の
地
形
断
面
図
で
あ
る
。
城
跡
北
側
は
芦
田
川
が
眼
下
に
流
れ
、
さ
ら
に
山
頂

へ
は

急
崚
な
崖
地
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
南
側
は
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
地
と
な

っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
地
形
の
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
、
南
方
に
の
み
石
垣
を
構

築
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ

平
面
構
造
は

い
た

っ
て
簡
単
な
連
郭
式
の
縄
張
り
で
、
織
豊
期
の
石
垣
造
り
の
城

の
よ
う
な
複
雑
な
構
造
は
認
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
石
垣
は
伴
う
も
の

の
城
自
体
は
古

い
、
と

い
う
説
は
成
り
立
た
な
い
。

そ
れ
を
示
す
も
の
が
Ｉ
郭
西
端
の
虎
口
で
あ
る
。
従
来
こ
の
Ｉ
郭
西
端
の
虎
回
は

枡
形
虎
口
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
通
常
の
枡
形
虎
口

と
は
形
状
を
異
に
し
て
い
る
。

相
方
城
跡
の
虎
回
は
Ｉ
郭
の
西
端
に

一
段
低
く
、
五
×
五

ｍ
規
模
の
小
さ
な
曲
輪

を
配
し
、
そ
こ
を
枡
形
空
間
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
本
来
内
枡
形
虎
回
の

有
す
る
防
御
性
、
つ
ま
り
枡
形
内
に
進
入
し
た
敵
を
三
方
向
か
ら
攻
撃
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
こ
の
空
間
に
進
入
し
た
敵
に
対
し
て
は
東
側
Ｉ
郭
か
ら

一
方

向
の
み
し
か
攻
撃
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
普
請
面
か
ら
の
み
考
え
た
評
価
で

あ
る
。

片
面
石
垣
同
様
類
似
す
る
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
日
出
城
跡

（大
分
県
日
出

町
）
本
丸
の
望
海
櫓
と
ほ
ぼ
同
様
の
平
面
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
出
城
は

慶
長
六
年

（
一
六
〇

一
）
木
下
延
俊
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
、
望
海
櫓
は
本
丸
の
南
側

に
突
出
し
て
築
か
れ

て
お
り
、
櫓
内
部
を

通
路
と
す
る
城
門
の

役

目

も

兼

ね

て

い

た
。
こ
の
よ
う
に
隅

櫓
と
城
門
を
兼
用
す

る
も
の
と
し
て
現
存

す
る
も
の
に
姫
路
城

跡

盆
ハ
庫

県

姫

路

市
）
の
「
に
」
の
門
が

あ
る
。

相
方
城
跡

の
虎

口

も
、
小
規
模
な
曲
輪

空
間
全
体
に
櫓
が
建

て
ら
れ
、
そ
の
内
部

を
通

っ
て
Ｉ
郭

へ
至

る
施
設
だ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
Ｉ
郭
の
虎
回
は

単
純
な
内
枡
形
虎
口

で
は
な
く
、
櫓
と
対

に
な

っ
て
機
能
す
る

500

オ3図 相方城跡 (城山)南北方向地形断面図
(註2文献より)
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虎
口
と
し
て
改
め
て
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
単
純
な
古
い
タ
イ
プ
の
枡
形
虎

口
で
は
な
く
、
慶
長
年
間
の
極
め
て
新
し
い
タ
イ
プ
の
枡
形
虎
口
と
し
て
認
識
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ

『山
城
探
訪
―
福
山
周
辺
の
山
城
三
〇
選
―
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
相
方
城
跡
の
規

模
が
石
垣
周
辺
部
だ
け
で
な
く
、
広
範
囲
に
展
開
す
る
大
規
模
な
中
世
山
城
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
（註
６
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
石
垣
の
認
め
ら
れ
る
の
は
主
郭

Ｉ
、
Ⅱ
郭
、
Ⅷ
郭
お
よ
び
Ⅳ
郭
の

一
部
の
み
で
あ
る
。
他
は
削
平
地

（曲
輪
）
と
堀

切
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
典
型
的
な
中
世
山
城
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
同
時
期
に
築

城
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
時
期
差
の
あ
る
二
つ
の
城
跡
が
存
在
す
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
時
期
の
城
跡
に
、
天
正
年
間
の
有
地
氏
段
階
の
土

づ
く
り
の
城
と
、
慶
長
五
年
頃
の
毛
利
氏
段
階
の
石
づ
く
り
の
城
を
想
定
す
る
こ
と

が
最
も
妥
当
で
あ
る
。

Ｖ

さ
て
拙
稿
で
は
、
相
方
城
跡
に
つ
い
て
石
垣
の
技
術
面
か
ら
で
は
な
く
、
従
来
は
ほ

と
ん
ど
目
を
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
片
面
石
垣
、
枡
形
虎
口
、
新
旧
二
つ
の
城
と
い

う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
だ
け
で
相
方
城
跡
の
築
城
年

代
、
築
城
主
体
者
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
相
方
城
跡
を
研
究
す
る

に
あ
た
っ
て
、
新
た
な
視
点
に
な
れ
ば
と
、
問
題
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
自
身
は
前
拙
稿
で
詳
細
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
相
方
城
跡
の
石
垣
は
天
正
年

間
に
国
人
有
地
氏
に
よ
っ
て
築
け
る
技
術
で
は
な
く
、
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
合
戦
に

備
え
て
毛
利
氏
が
直
接
築
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
今
回
検
討
を
加
え
た
片
面
石

垣
や
枡
形
虎
口
に
つ
い
て
も
全
国
的
な
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
慶

長
五
年
と
い
う
年
代
観
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
何
度
も
繰
り
返
す
が
、
出
土
す
る
瓦
は
天
正
年
間
の
様
相
を
示
し
て
お
り
、
そ

こ
に
は
二
〇
年
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
今
後
の
相
方
城
跡
研

究
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
出
土
し
た
瓦
は
確
か
に
コ
ビ
キ
技
法
か
ら
天
正
期
に
生

産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
軒
平
瓦
の
瓦
当
文
様
に
注
目
す
る
と
、
中
心
飾
り
が

宝
珠
文
で
あ
り
、
こ
れ
は
城
郭
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に

伝
統
的
な
寺
院
の
瓦
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
慶
長
五
年
段
階
の
毛
利
氏
領
の
備

後
で
は
城
郭
瓦
を
生
産
す
る
体
制
が
な
く
、
寺
院
の
瓦
を
生
産
し
て
い
た
工
人
を
動

員
し
た
結
果
、
古
い
様
相
の
瓦
が
葺
か
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
瓦
に
つ
い
て
は
寺
院

か
ら
転
用
し
た
結
果
な
ど
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
軒
平
瓦
や
軒
丸
瓦
の
文
様
構

成
と
近
郊
の
社
寺
の
瓦
と
の
関
係
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
石
垣
と
の
年

代
差
も
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅵ

こ
こ
数
年
、
織
豊
期
の
城
郭
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
筆
者
に
と

っ
て
、
石
垣
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
城
の
築
城
主
体
者
や
年
代
は
あ
る
程
度
推
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
と
自
負
も
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
相
方
城
跡
に
つ
い
て
は
な
か
な

か
明
確
な
答
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。　
一
応
の
結
論
と
し
て
毛
利
氏
が
関
ヶ

原
合
戦
に
備
え
て
慶
長
五
年
頃
、
有
地
氏
の
城
跡
に
新
た
に
石
垣
に
よ
る
相
方
城
を

築
城
し
た
と
し
て
お
く
が
、
ま
だ
そ
れ
と
て
も
自
分
自
身
で
納
得
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
に
難
解
な
城
跡
で
あ
る
。
織
豊
期
城
郭
に
つ
い
て
卒
業
試
験
に
出
さ
れ

た
よ
う
な
城
跡
で
あ
る
。
そ
の
無
言
の
間
に
答
え
る
べ
く
多
く
を
勉
強
さ
せ
て
く
れ
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る
城
跡
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
ま
だ
卒
業
で
き
そ
う
に
な
い
。

註
１
　
中
井
均

「相
方
城
跡
の
石
垣
に
つ
い
て
の

一
考
察
」
含
中
世
城
郭
研
究
』

第
９
号
　
一
九
九
五

東
京

・
中
世
城
郭
研
究
会
）

註
２
　
楠
見
久
、
片
山
貞
昭
「相
方
城
跡
の
石
垣
」
「
芸
備
』
第
２４
集
　
一
九
九
五

広
島

・
芸
備
友
の
会
）

註
３
　
小
都
隆

「相
方
城
跡
の
研
究
そ
の
後
」
∩
芸
備
』
第
２４
集
　
一
九
九
五

広
島

・
芸
備
友
の
会
）

註
４
　
尾
多
賀
晴
悟
氏
は
『山
城
探
訪
―
福
山
周
辺
の
山
城
三
〇
選
―
』
２

九
九

五

広
島

・
備
陽
史
探
訪
の
会
）
の
中
で
、
「慶
長
五
年
ご
ろ
に
築
造
中
止

と
な
り
廃
城
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（Ｐ

一
〇
二
）
と
、
未
完
成
説

を
述
べ
て
い
る
。

註
５
　
黒
井
城
跡
の
概
要
は

「史
跡
黒
井
城
跡
保
存
管
理
計
画
策
定
報
告
書
』

（
一
九
九
三

兵
庫
県

・
春
日
町
）
に
よ
っ
た
。

註
６
　
一
九
九
五

広
島

・
備
陽
史
探
訪
の
会
刊

《
挿
図
出
典
文
献
》

１
．
清
水
千
恵

「山
崎
山
城
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
」
亀
滋
賀
県
立
大
学
人
間

文
化
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

″城
と
町
を
掘
る
″
～
中
世
か
ら
近
世

へ
～
』

一
九
九

五
）

藤
崎
定
久

『
日
本
の
古
城
』
５
補
遺

（西
日
本
編
）
　

一
九
七
七

東
京

・
新

人
物
往
来
社

文
化
財
保
護
委
員
会

『国
宝
重
要
文
化
財
姫
路
城
保
存
修
理
工
事
報
告
書
Ｉ

（附
図
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