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市
内
に
１
０
０
以
上
の
城
跡
が
あ
る
こ

と
を
ご
存
じ
で
す
か
？
新
城
に
は
な
ぜ
こ

の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
城
が
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、「
新
城
」
と
い
う
市

の
名
前
の
由
来
に
も
関
係
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
設
楽
原
歴
史
資
料
館
の
湯
浅
学
芸

員
に
聞
き
ま
し
た
。

　

城
と
い
う
と
天
守
閣
を
想
像
す
る
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
天
守
閣
が
な
い
城

も
多
く
あ
り
ま
す
。
市
内
に
は
天
守
閣
が

あ
る
城
は
１
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
も
そ
も
城
の
も
つ
役
割
は
、
外
敵
か
ら

の
防
衛
、
権
力
や
富
の
象
徴
な
ど
さ
ま
ざ

ま
あ
り
ま
す
。
古
く
は
古
墳
時
代
か
ら

あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
自
分
た
ち
を
守
る
た

め
に
柵
や
堀
で
周
り
を
囲
む
こ
と
が
始
ま

り
で
し
た
。
市
内
で
は
石
座
神
社
（
大

宮
）
周
辺
に
集
落
の
跡
が
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
も
城
の
よ
う
な
機
能
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

で
は
、
な
ぜ
１
０
０
以
上
も
の
城
が
新

城
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
新

城
が
昔
か
ら
豊
か
で
住
み
や
す
い
地
域

だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
城
は
気
候
が
安
定
し
て
お
り
、
作
物
も

よ
く
実
り
、
と
て
も
過
ご
し
や
す
い
地
域

で
す
。

　

ま
た
、
奥
三
河
は
三
河
、
遠
江
、
信
濃

の
３
つ
の
国
の
境
に
あ
り
ま
す
。
西
三
河

に
は
松
平
氏
、
遠
江
の
今
川
氏
、
信
濃
の

武
田
氏
と
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
勢
力
に
囲
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
豊
か
な
新
城
を
支
配
し

よ
う
と
こ
れ
ら
の
勢
力
が
争
っ
て
い
た
た

め
、
自
ら
を
守
ろ
う
と
多
く
の
城
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

長
篠
城
（
長
篠
）
は
今
川
家
の
家
臣
が

築
き
、
そ
の
後
徳
川
方
の
城
に
な
り
、
今

度
は
武
田
方
に
奪
わ
れ
、
最
後
は
徳
川
方

の
城
と
な
り
、
長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
を

迎
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か

の
勢
力
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
１
０
０
以
上
の
城
は
同
時
に

存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
新
し
い
城
が
で

き
て
は
な
く
な
り
、
を
繰
り
返
し
こ
れ
ほ

ど
ま
で
の
数
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
特
集
は

市
民
編
集
委
員
が

企
画
・
取
材
し
ま
し
た
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長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い
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江
戸
時
代
、
旧
新
城
市
内
で
は
百
姓
一

揆
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

は
土
地
の
利
も
あ
り
ま
す
が
、
新
城
城
の

殿
さ
ま
は
有
能
で
優
し
く
教
養
の
あ
る
文

化
人
だ
っ
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

城
主
は
農
民
に
無
理
な
年
貢
は
強
要
せ

ず
、
不
作
の
時
は
商
人
か
ら
御
用
金
を
徴

収
し
て
い
ま
し
た
。
城
主
と
町
衆
は
距
離

感
も
近
く
信
頼
関
係
も
強
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
の
頃
に
始
ま
っ
た
町
衆
に
よ
る

「
能
」
は
現
在
も
引
き
継
が
れ
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
富
永
神
社
に
あ
る
能
舞
台
は
江

戸
城
の
能
舞
台
を
模
倣
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
幕
府
の
お
咎
め
を
恐
れ
、
橋

掛
か
り
を
少
し
短
く
し
て
、
幕
府
に
遠
慮

し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
新
城
の
能

舞
台
は
近
国
無
比
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
だ
け
の
江
戸
城
と
同
程
度
の
能

舞
台
を
造
る
だ
け
の
経
済
力
が
新
城
に

あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

も
、
新
城
は
と
て
も
裕
福
な
街
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

継
は
天
文
元
年
に
居
城
を
今
の
新
城
橋
の

た
も
と
に
移
動
し
ま
し
た
。
大
谷
城
に
対

し
て
新
た
に
築
い
た
城
は
「
新
城
（
し
ん

じ
ょ
う
）」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
天
正
４
年
に
奥
平
信
昌
が
新

し
く
城
を
築
き
「
新
城
（
し
ん
じ
ょ

う
）」と
区
別
す
る
た
め
に
「
新
城
（
し

ん
し
ろ
）
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
今
で
は
「
新
城
（
し
ん
じ
ょ

う
）」は
「
新
城
（
し
ん
し
ろ
）」と
区
別

す
る
た
め
に
「
新
城
古
城
（
し
ん
し
ろ
こ

じ
ょ
う
）」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

新
城
の
名
前
の
由
来
は
江
戸
時
代
よ
り

も
前
に
な
り
ま
す
。

　

大
谷
城
（
土
平
井
）
の
城
主
、
菅
沼
定
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湯
浅
さ
ん
の
話
を
聞
い

て
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ

た
新
城
市
が
発
展
し
て
き

た
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
人
口
減
少
に

歯
止
め
の
か
か
ら
な
い

今
、
新
城
市
の
発
展
の
歴

史
を
も
う
一
度
見
直
し
、

今
必
要
な
も
の
は
何
か
、

今
後
ど
の
よ
う
な
も
の
・

こ
と
が
必
要
な
の
か
な

ど
、
未
来
に
向
か
っ
て
ビ

ジ
ョ
ン
を
創
る
た
め
に
大

勢
の
人
の
知
恵
を
取
り
入

れ
な
が
ら
進
め
て
い
く
必

要
を
感
じ
ま
し
た
。

増
や
し
て
、
三
河
一
の
大
金
持
ち
と
い
わ

れ
る
よ
う
な
商
家
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
さ
に
山
の
湊
と
し
て
発
展
を
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
の
話
で
す
が
、
そ

れ
以
前
も
交
通
の
要
衝
で
し
た
。
こ
れ
も

武
将
た
ち
が
新
城
を
魅
力
的
に
思
っ
た
理

由
の
１
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

16
世
紀
初
め
に
は
、
長
篠
城
、
宇
利
城

（
中
宇
利
）、野
田
城
（
野
田
）
な
ど
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
激
し
い
戦
い
が

こ
の
地
域
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
砦
と
な
る
よ
う
な
城
が
た
く
さ
ん

築
か
れ
ま
し
た
。
規
模
の
大
き
な
古
宮
城

や
砦
の
よ
う
な
文
珠
山
城
（
作
手
清

岳
）、塞
之
神
城
（
作
手
清
岳
）
な
ど
は

戦
い
が
終
わ
る
と
数
年
で
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

や
が
て
戦
い
が
な
く
な
る
と
城
の
役
割

山湊馬浪とうたわれた
新城のまちの様子

　

昔
の
交
通
手
段
は
、
歩

く
、
馬
、
舟
。
こ
れ
ら
の
手

段
で
交
通
す
る
場
合
、
新
城

市
は
名
古
屋
方
面
、
飯
田
方

面
、
浜
松
方
面
、
豊
橋
方
面

と
あ
ち
こ
ち
へ
比
較
的
容
易

に
行
け
る
場
所
で
し
た
。

　

ま
た
、
当
時
か
ら
人
は
病

気
や
火
事
に
な
ら
な
い
よ
う

に
お
参
り
を
す
る
習
慣
が
あ

り
ま
し
た
。
無
病
の
お
参
り

は
鳳
来
寺
へ
、
防
火
の
お
参

り
は
遠
江
国
の
秋
葉
神
社
へ

行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ

の
た
め
、
秋
葉
神
社
で
お
参

り
し
た
人
が
秋
葉
巣
山
や
大

野
で
宿
泊
し
、
鳳
来
寺
に
行

く
秋
葉
街
道
は
多
く
の
人
が

往
来
し
ま
し
た
。

　

人
の
流
れ
が
多
く
な
る

と
、
全
国
各
地
の
情
報
も
新

城
に
伝
わ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
特
に
新
城
は
豊
川
か

ら
舟
で
運
ば
れ
て
き
た
荷
物

を
馬
に
乗
せ
て
運
ぶ
、
中
継

貿
易
の
重
要
な
町
と
な
り
ま

し
た
。
商
業
な
ど
で
資
産
を

も
変
わ
り
ま
す
。
長
篠
・
設
楽
原
の
戦
い

の
後
、
奥
平
信
昌
が
、
新
し
く
城
を
築

き
、
徳
川
家
康
の
娘
、
亀
姫
を
迎
え
ま
し

た
。
こ
の
と
き
築
い
た
の
が
新
城
城
（
入

船
）
で
す
。
新
城
城
は
今
の
新
城
小
学
校

（
市
役
所
本
庁
舎
の
南
側
）
に
あ
り
ま
し

た
。
当
時
こ
こ
は
、
長
篠
城
と
野
田
城
の

中
間
に
あ
た
り
、
大
き
な
集
落
も
な
い

原
っ
ぱ
「
郷
ヶ
原
」
で
し
た
。

　

こ
の
郷
ヶ
原
に
新
た
な
城
を
築
く
こ
と

を
決
め
た
の
は
徳
川
家
康
で
す
。
そ
れ
ま

で
の
城
は
軍
事
力
の
拠
点
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
い
ま
し
た
が
、
家
康
は
政
治
や

経
済
の
拠
点
と
し
て
新
城
城
を
築
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
に
道
を
作
る
か
（
交
通
）
、

食
料
生
産
の
た
め
の
地
域
を
ど
う
置
く
か

（
農
業
地
）、物
の
売
り
買
い
を
盛
ん
に

す
る
町
の
配
置
は
ど
う
す
る
か
（
商
業

地
）、武
家
屋
敷
を
ど
こ
に
置
く
か
な

ど
、
か
な
り
実
践
的
な
試
み
が
な
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

　

徳
川
家
康
は
こ
の
15
年
後
、
豊
臣
秀
吉

の
小
田
原
城
攻
め
の
後
に
、
海
が
入
り
組

ん
だ
江
戸
を
選
ん
で
江
戸
城
、
江
戸
の
町

を
つ
く
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
新
城
で
の

ま
ち
づ
く
り
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
豊
臣
秀
吉
に
勧
め
ら
れ
た
小
田
原
で

は
な
く
、
江
戸
で
全
く
新
し
い
街
づ
く
り

に
挑
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

と
り
で

と
が

き
ん 

ご
く  

む     

ひ

お
お  

や


