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近
年
の
城
館
研
究
は
大
き
く
発
展
し
て
い
る
。
考
古
学
の
研
究
論
文
に
も
城
館
の
論
文
の
発
表
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
発

掘
調
査
で
も
毎
年
の
よ
う
に
新
た
な
発
見
が
あ
る
。
こ
う
し
た
城
館
研
究
の
盛
隆
は
そ
う
古
く
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
考
古
学
が
人
類
の
用
い
た
「
モ
ノ
」
か
ら
歴
史
を
分
析
す
る
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
代
を
限
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ

と
な
の
で
あ
る
が
、
有
史
以
後
の
歴
史
は
文
献
史
学
、
原
始
時
代
は
考
古
学
と
い
う
認
識
が
古
く
よ
り
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
有
史
以
後

も
考
古
学
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た
の
は
都
城
と
寺
院
跡
で
あ
り
、
時
代
的
に
は
平
安
時
代
ま
で
を
扱
っ
て
い
た
。

　
古
代
の
国
府
に
は
地
域
支
配
の
拠
点
と
し
て
官
衙
施
設
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
都
か
ら
下
向
し
て
き
た
国
司（
あ
る
い
は
目
代
）が
住

ま
う
「
国
司
館
」「
宿
館
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
律
令
体
制
が
緩
み
始
め
る
十
世
紀

以
降
に
な
る
と
、
国
府
の
機
能
は
縮
小
に
向
か
い
、
官
衙
施
設
の
一
つ
で
あ
っ
た
国
司
館
が
政
治
拠
点
と
し
て
機
能
し
始
め
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
考
古
学
的
に
国
司
館
と
認
定
さ
れ
て
い
る
遺
跡
を
み
る
と
、
建
物
の
梁
桁
の
大
き
さ
や
軸
方
位
、
周
辺
の
建
物
配
置
な
ど
も

勘
案
し
て
、
遺
跡
の
な
か
で
も
相
対
的
に
規
模
の
大
き
な
「
四
面
庇
建
物
」
が
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
国
司
館
は

「
タ
チ
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
奥
州
の
「
平
泉
館
」
な
ど
は
有
名
だ
が
、
館
の
主
人
は
一
国
を
治
め
る
身
分
高
き
も
の
と
し
て
、「
御
館
」

な
ど
の
尊
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
戦
国
期
に
至
っ
て
も
近
江
守
護
の
佐
々
木
六
角
氏
の
当
主
は
中
世
史
料
で
「
御
屋
形
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様
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
近
江
一
国
の
守
護
た
る
身
分
を
表
象
し
て
お
り
、
誰
で
も
が
館
に
住
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
館
」
と
は
、
考
古
学
的
に
み
れ
ば
、
中
心
建
物
の
四
面
庇
建
物
の
ほ
か
に
、
政
治
拠
点
と
し
て
必
須
の
雑
舎
・
馬
小
屋
・
倉
庫
・

広
庭
な
ど
の
複
数
の
建
物
群
・
施
設
か
ら
構
成
さ
れ
、
居
住
機
能
も
あ
わ
せ
も
つ
遺
跡
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
城
郭
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
史
料
に
も
「
構
城
郭
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
合
戦
や
紛
争
時
に
あ
た
っ
て
、
臨
時
に

構
え
ら
れ
る
「
軍
事
的
防
御
施
設
」
で
あ
る
。
城
の
語
義
は
多
岐
に
わ
た
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
城
郭
は
「
軍
事
的
防
御
施

設
」
で
あ
る
こ
と
に
本
質
が
あ
り
、
館
と
は
異
な
る
原
理
で
築
か
れ
る
も
の
と
い
う
の
が
、
現
時
点
で
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
と
思

う
。
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
城
郭
に
は
矢
倉
・
逆
茂
木
・
垣
楯
な
ど
の
施
設
が
あ
っ
て
も
、
合
戦
が
終
わ
れ
ば
撤
去
さ
れ
る
臨
時
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
文
献
史
料
で
も
確
認
で
き
る
。
発
掘
調
査
で
は
当
時
の
城
郭
を
遺
跡
と
し
て
認
定
し
て
い
る
事
例
が
極
め
て
少
な
い
の

も
、
遺
跡
と
し
て
痕
跡
を
残
し
に
く
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
城
郭
を
構
え
る
の
は
在
地
領
主
層（
地
頭
・
荘
官
等
）を
は
じ
め
、
寺
僧

は
も
ち
ろ
ん
地
侍
や
名
主
・
百
姓
層
な
ど
も
含
む
幅
広
さ
が
あ
り
、
明
ら
か
に
館
と
は
異
な
る
。

　
こ
の
軍
事
的
防
御
施
設
で
あ
る
「
城
郭
」
と
政
治
的
拠
点
施
設
と
し
て
の
「
館
」
の
機
能
が
融
合
し
始
め
る
現
象
が
自
力
救
済
と
当
事

者
主
義
に
貫
か
れ
た
日
本
の
中
世
社
会
の
特
徴
で
あ
る
。
本
書
で
も
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
異
な
る
原
理
を
も
つ
二
つ
の
遺
跡
を
包
括
し

た
学
術
概
念
と
し
て
「
城
館
」
の
学
術
用
語
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
複
合
施
設
と
し
て
の
遺
跡
を
歴
史
学
的
に
評
価
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
密
さ
を
期
す
な
ら
ば
、
館
と
城
郭
は
区
分
す
べ
き
だ
が
、
実
態
と
し
て
融
合
し
て
い
る
事
例
が
確
認
で
き
る
以
上
、

概
念
と
し
て
の
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
で
は
「
城
館
」「
城
郭
」
の
ほ
か
「
居
館
」「
方
形
館
」
な
ど
の
文
言
が
混
在
し
て
い
る
。
用
語
の
不
統
一
さ
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
要
因
は
論
文
発
表
時
の
学
史
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
大
き
く
補
正
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
在
地
領
主

や
村
落
領
主
の
「
居
館
」
と
表
現
し
て
い
て
も
、
彼
ら
は
館
に
住
め
る
身
分
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
本
来
は
「
屋
敷
」「
居
宅
」
と
す
べ

き
と
こ
ろ
も
多
々
あ
ろ
う
。
読
者
に
は
不
便
を
お
か
け
す
る
が
、
概
念
規
定
や
歴
史
的
な
展
開
な
ど
は
小
野
正
敏
氏
の
「
城
館
」（『
日
本
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考
古
学
辞
典
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
）が
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
願
い
た
い
。

　
さ
て
、「
軍
事
的
防
御
施
設
」
と
い
う
本
質
を
も
つ
城
郭
の
研
究
を
見
る
と
、
敗
戦
前
に
は
陸
軍
な
ど
も
盛
ん
に
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
た
め
敗
戦
後
は
歴
史
学
会
よ
り
忌
諱
さ
れ
沈
黙
さ
れ
た
時
代
が
長
く
続
い
た
。

　
そ
う
し
た
敗
戦
後
の
歴
史
学
の
な
か
で
唯
一
郷
土
史
家
な
ど
が
郷
土
に
残
る
城
跡
の
調
査
や
研
究
を
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

は
城
跡
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
城
の
歴
史
や
城
主
の
歴
史
、
さ
ら
に
は
城
に
関
わ
る
合
戦
の
歴
史
な
ど
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
そ
う
し

た
研
究
者
に
は
城
跡
の
構
造
を
図
化
し
て
分
析
す
る
方
法
論
は
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
。

　
一
方
で
城
跡
の
構
造
を
図
化
し
て
分
析
す
る
研
究
と
し
て
小
室
栄
一
氏
に
よ
る
『
中
世
城
郭
の
研
究
』
が
あ
る
。
氏
は
武
蔵
地
域
に
残

る
方
形
館
跡
を
実
測
さ
れ
分
析
を
加
え
ら
れ
た
。
た
だ
方
形
館
に
付
け
ら
れ
た
平
安
時
代
後
期
の
城
主
で
あ
る
平
良
文
館
跡
や
源
経
基
館

跡
な
ど
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
現
存
す
る
遺
構
の
年
代
に
比
定
す
る
こ
と
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
遺
構
の
図
化

と
い
う
方
法
論
を
得
た
も
の
の
、
そ
の
年
代
比
定
は
遺
構
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
文
献
や
伝
承
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
一
九
七
〇
年
代
に
城
郭
研
究
に
は
縄
張
り
研
究
が
重
視
さ
れ
る
時
代
を
迎
え
る
。
ケ
バ
表
記
に
よ
る
遺
構
の
図
化
で
あ
り
、
城
郭
研
究

独
自
の
研
究
法
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
敗
戦
前
に
も
こ
う
し
た
縄
張
り
図
は
、
沼
館
愛
三
氏
が
お
こ
な
っ
て
お
り
、
ま
た
本
邦
築

城
史
編
纂
委
員
会
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
敗
戦
後
は
山
崎
一
氏
に
よ
る
『
群
馬
県
古
城
塁
史
の
研
究
』
で
は
群
馬
県
内
の
城
館
の
す

べ
て
を
縄
張
り
図
化
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
に
通
じ
る
の
は
陸
軍
の
軍
人
で
あ
り
、
ケ
バ
表
記
図
法
を
習
得
し
て
い
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
い
わ
ば
軍
人
の
視
点
に
よ
っ
て
縄
張
り
図
が
作
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
七
〇
年
代
の
縄
張
り
図
は
城
郭
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
城
郭
構
造
を
把
握
す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
確
立

さ
れ
た
。
こ
の
縄
張
り
図
の
蓄
積
か
ら
築
城
主
体
や
築
城
年
代
を
想
定
す
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
著
名
な
城
主

に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
が
現
存
す
る
遺
構
と
疑
わ
な
か
っ
た
評
価
を
大
き
く
変
え
た
。
現
存
す
る
遺
構
は
最
終
段
階
の
構
造
を
示
す
に
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過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
地
表
面
に
残
る
遺
構
か
ら
の
分
析
に
縄
張
り
研
究
は
極
め
て
有
効
な
研
究
法
で
あ
る
こ
と

が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
七
〇
年
代
は
日
本
全
土
で
大
規
模
な
開
発
が
激
増
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
山
城
が
「
周
知
の
遺
跡
」
と
し
て
発
掘
さ
れ
、

中
世
城
館
が
考
古
学
の
対
象
と
な
っ
た
。
地
表
面
の
遺
構
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
建
物
跡
や
堀
本
来
の
深
さ
、
土
塁
の

構
築
技
法
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
出
土
す
る
遺
物
が
豊
富
で
あ
り
、
貿
易
陶
磁
や
国
産
陶
器
の
資
料
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。

　
縄
張
り
研
究
や
考
古
学
か
ら
の
注
目
に
よ
り
、
敗
戦
後
長
ら
く
沈
黙
し
て
き
た
文
献
史
学
か
ら
も
城
館
の
持
つ
情
報
量
に
着
目
す
る
よ

う
に
な
り
、
村
の
城
論
や
山
小
屋
論
争
が
展
開
さ
れ
、
よ
う
や
く
城
館
が
歴
史
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
発
表
し
て
き
た
の
が
本
論
集
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
部
に
関
し
て
現
状
の
研
究
を
踏
ま
え
て
概
説
を
加
え
た
い
。

　
第
1
部
　
城
館
と
村
落

　
考
古
学
で
城
館
が
分
析
さ
れ
始
め
た
当
初
、
方
形
館
が
鎌
倉
武
士
の
居
館
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
が
橋
口
定
志

氏
か
ら
な
さ
れ
た
。
氏
は
東
国
で
の
方
形
館
の
発
掘
事
例
で
十
二
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
事
例
の
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
一
方
、

方
形
に
区
画
さ
れ
た
堀
や
土
塁
で
は
な
く
、
柵
列
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
屋
敷
構
造
が
鎌
倉
武
士
の
館
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
さ
に

発
掘
調
査
と
い
う
考
古
学
的
手
法
に
よ
る
分
析
法
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
西
国
で
は
十
二
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
方
形
館
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
も
武
士
の
館
の
発
生
に
は
東
国
と
西
国
で

相
違
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
相
違
は
武
士
身
分
の
成
り
立
ち
自
体
が
東
国
と
西
国
で
は
単
一
で
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
可
能
性
に
ま
で
迫
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。

　
ま
た
、
方
形
に
堀
や
土
塁
が
め
ぐ
る
中
世
遺
跡
は
、
遺
跡
そ
の
も
の
の
検
証
を
す
る
こ
と
な
く
、
武
士
の
館
と
し
て
認
識
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
多
い
が
、
方
形
区
画
内
の
建
物
配
置
や
出
土
遺
物
か
ら
寺
院
な
ど
の
宗
教
施
設
で
あ
る
も
の
も
多
い
。
堀
や
土
塁
は
城
館
で
は


