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－ 1 －

　
宮
武

　
正
登

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
肥
前
名
護
屋
城
の
総
合
的
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
文
禄
・
慶
長
の
役
に
お
い
て
大
陸
派
兵
の
港
湾
基
地
と
な
り
、
豊
臣
秀
吉
の
御
座
所
と
な
っ

た
肥
前
名
護
屋
に
は
、
豊
臣
政
権
直
営
の
城
郭
と
豊
臣
家
臣
団
の
武
家
屋
敷
地
区
が
建
設
さ

れ
る
と
と
も
に
、
周
辺
に
は
全
国
各
地
か
ら
参
集
し
た
百
を
超
え
る
大
名
の
陣
所
が
営
ま
れ

た
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
に
加
え
、
港
湾
や
街
道
に
立
ち
並
ぶ
町
屋
の
賑
わ
い
は
、
同
時
代
の

製
作
と
推
定
さ
れ
る
『
名
護
屋
城
図
屏
風
』
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
都
市
」

的
繁
栄
も
、
秀
吉
の
死
と
慶
長
の
役
の
日
本
軍
撤
退
に
よ
り
終
結
を
迎
え
、
城
郭
は
破
城
と

な
り
、
名
護
屋
は
も
と
の
農
漁
村
に
戻
っ
た
が
、
後
世
の
改
変
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
か
っ

た
た
め
、
往
時
の
遺
構
が
よ
く
残
存
し
て
お
り
、
昭
和
六
十
一
年
以
来
、
佐
賀
県
に
よ
る
発

掘
調
査
が
重
ね
ら
れ
、
多
く
の
興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
。
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－ 3 － － 2 －

　
名
護
屋
城
は
、
数
あ
る
豊
臣
政
権
直
営
城
郭
の
中
で
も
唯
一
ほ
ぼ
完
形
を
保
っ
た
稀
有
の

事
例
と
し
て
、
織
豊
系
城
郭
の
変
遷
を
語
る
う
え
で
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
先
行

研
究
は
十
分
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
っ
た
。
長
く
こ
の
地
の
調
査
に
深
く
か
か
わ
っ
て
き

た
宮
武
正
登
氏
に
よ
る
こ
の
学
位
申
請
論
文
は
、
名
護
屋
城
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
に
構
築
さ

れ
た
陣
所
や
町
場
な
ど
を
含
め
、
文
禄
・
慶
長
期
に
お
け
る
名
護
屋
の
地
の
全
容
に
関
す
る

初
め
て
の
本
格
的
研
究
で
あ
り
、
広
く
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
な
ど
関
連
諸
分
野
の
研
究

資
料
の
丹
念
な
分
析
と
総
合
に
よ
り
、
城
郭
や
陣
所
の
具
体
相
の
解
明
を
通
じ
て
、
都
市
史

に
お
け
る
名
護
屋
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
四
章
か
ら
な
り
、
序
章
と
結
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
序
章
「
研
究
の
視

点
と
目
的
」
で
は
近
年
に
お
け
る
織
豊
系
城
郭
研
究
の
成
果
を
概
観
し
、
肥
前
名
護
屋
城
の

事
例
研
究
の
意
義
を
強
調
す
る
。

　
第
一
章
「
名
護
屋
城
の
成
立
と
そ
の
構
造
」
で
は
、
ま
ず
文
献
史
料
を
用
い
て
、
名
護
屋

城
の
築
城
経
過
が
整
理
さ
れ
る
。
突
貫
工
事
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
完
成
を
見
た
名
護
屋
城
で

あ
っ
た
が
、
天
正
二
十
年
四
月
末
の
豊
臣
秀
吉
入
城
以
後
も
、
継
続
し
て
い
く
つ
か
の
追
加
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－ 3 － － 2 －

工
事
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
次
い
で
、
名
護
屋
城
の
構
造
の
特
質
を
、
構
成
す

る
個
々
の
曲
輪
の
形
態
や
機
能
、
相
互
の
連
接
状
況
な
ど
か
ら
考
察
し
、
石
垣
山
城
と
共
通

す
る
当
該
時
期
の
豊
臣
系
城
郭
の
縄
張
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
大
坂
城
と
同

様
、
遊
興
空
間
と
し
て
山
里
丸
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
名
護
屋
城
の
大
本
営

的
役
割
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
虎
口
の
配
置
の
分
析
か
ら
、
城
郭
へ
の
進
入
路
と
し
て
大
手

口
で
は
な
く
搦
手
口
が
正
面
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
導
線
上
に
示
威
的
性
格
の
強
い
意
匠
が

集
中
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
大
手
口
・
搦
手
口
と
も
に
城
郭
の
南
に
開
か
れ
、

北
側
の
町
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
点
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
第
二
章
「
名
護
屋
城
下
町
の
特
徴
と
都
市
史
上
の
意
義
」
で
は
、
ま
ず
名
護
屋
「
城
下
町
」

の
賑
わ
い
の
実
態
を
史
料
に
依
拠
し
て
叙
述
し
た
の
ち
、
著
名
な
『
名
護
屋
城
図
屏
風
』
や

各
大
名
「
配
陣
図
」
な
ど
、
往
時
の
名
護
屋
の
景
観
を
伝
え
る
絵
画
・
絵
図
史
料
や
明
治
期

地
籍
図
な
ど
の
地
図
資
料
を
駆
使
し
て
、「
城
下
町
」
の
構
成
要
素
や
配
置
を
確
認
し
、
そ
の

特
徴
や
空
間
構
造
上
の
特
異
性
の
摘
出
を
試
み
て
い
る
。
町
は
、
城
郭
か
ら
鯱
鉾
池
を
挟
ん

で
南
側
の
中
心
街
路
沿
道
に
位
置
す
る
武
家
屋
敷
地
区
と
、
そ
こ
か
ら
港
へ
続
く
三
筋
の
街
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－ 5 － － 4 －

道
に
沿
う
中
心
的
町
場
地
区
、
さ
ら
に
そ
の
周
辺
の
大
名
陣
所
近
在
に
分
布
す
る
散
在
的
町

場
地
区
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
の
町
場
に
は
惣
構
の
囲
郭
も
な
く
、
武
家
屋
敷
地
区
の
一
部
を

除
き
、
町
割
が
施
さ
れ
た
痕
跡
も
な
い
が
、
町
名
伝
承
か
ら
同
業
者
町
の
形
成
が
推
定
で
き
、

こ
れ
ら
の
商
人
職
人
町
が
政
権
側
の
要
請
に
応
じ
て
創
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
戦
場
景

気
に
つ
ら
れ
て
自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
一
見
、
城
郭
・
武

家
屋
敷
・
町
場
が
階
層
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
各
要
素
は
相
互
に
独
立

し
て
成
立
し
、
全
体
を
統
括
す
る
計
画
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
の
ち
の
後
追
い
工
事

に
よ
っ
て
、
町
場
か
ら
城
郭
へ
通
じ
る
経
路
が
建
設
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
そ
の
契
機

と
し
て
文
禄
二
年
五
月
の
明
国
講
和
団
の
来
日
・
初
折
衝
を
挙
げ
る
。
こ
う
し
た
二
次
的
整

備
も
続
行
す
る
な
か
で
、
名
護
屋
は
突
然
そ
の
役
割
を
終
え
た
。
著
者
は
都
市
名
護
屋
の
本

質
を
「
擬
似
城
下
町
」
と
評
し
、
軍
事
拠
点
と
し
て
の
機
能
が
都
市
機
能
の
一
元
化(

城
下

町
と
し
て
の
成
熟)

を
阻
ん
で
い
た
と
結
論
づ
け
る
。

　
次
い
で
第
三
章
「
大
名
陣
所
の
実
態
と
系
譜
」
で
は
、臨
時
設
営
を
前
提
と
す
る
「
城
」
と
「
陣
」

と
が
未
分
化
で
あ
っ
た
中
世
前
期
か
ら
、
両
者
が
機
能
分
化
を
と
げ
る
南
北
朝
時
代
を
経
て
、
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－ 5 － － 4 －

戦
闘
の
長
期
化
に
伴
い
普
請
作
事
が
充
実
す
る
戦
国
時
代
の
陣
へ
の
変
遷
を
た
ど
り
、
織
豊

期
の
攻
囲
戦
に
お
け
る
陣
所
の
居
住
性
の
高
さ
を
指
摘
す
る
。
次
い
で
発
掘
調
査
な
ど
に
よ

り
解
明
が
進
ん
だ
名
護
屋
の
大
名
陣
所
の
実
態
を
分
析
し
、
中
世
的
な
山
城
曲
輪
群
に
よ
る

構
造
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
多
数
の
遺
構
図
を
掲
げ
て
確
認
す
る
。
た
だ
し
そ
の
設
営

は
陣
の
規
模
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
最
高
峰
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
豊
臣
秀
保
陣
の
城
郭
に
準

じ
る
周
到
な
設
営
は
目
を
ひ
く
が
、
そ
の
他
の
少
な
か
ら
ぬ
陣
に
お
い
て
も
遊
興
施
設
、
と

り
わ
け
茶
室
設
営
は
標
準
仕
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
著
者
は
強
調
す
る
。

　
続
く
第
四
章
は
「
豊
臣
系
城
郭
の
普
請
技
術
と
名
護
屋
城
」
と
題
し
、
石
垣
構
築
技
術
の

観
点
か
ら
名
護
屋
城
を
位
置
付
け
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
世
に
お
け
る
石
垣
構
築
の
諸

事
例
を
概
観
し
、
石
垣
構
築
の
技
術
革
新
の
画
期
が
安
土
城
に
あ
り
、「
勾
配
角
度
の
設
定
と

調
整
」
こ
そ
が
そ
の
新
技
術
の
根
幹
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
の
城
郭
で
は
、
隅

角
部
に
加
工
石
材
を
転
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ャ
ー
プ
な
エ
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
を
実
現
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
安
土
、
大
坂
、
聚
楽
第
、
石
垣
山
、
名
護
屋
と
続
く
織
豊

系
城
郭
の
系
譜
の
中
で
、
名
護
屋
で
最
初
に
出
現
し
た
石
垣
の
三
要
素
を
抽
出
し
、
段
階
的
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－ 7 － － 6 －

発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
再
構
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
三
要
素
の
い
ず
れ
も
が
石
の
割
面
を
表

面
に
並
べ
て
積
み
上
げ
る
、
名
護
屋
城
特
有
の
石
垣
技
法
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
構
造
的
に
有
利
と
は
い
え
な
い
こ
の
技
法
は
、主
と
し
て
『
名
護
屋
城
図
屏
風
』

の
ア
ン
グ
ル
で
見
え
る
石
垣
列
に
導
入
さ
れ
て
お
り
、
著
者
は
石
垣
の
美
観
を
通
じ
て
誇
示

さ
れ
る
権
力
の
表
象
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
、
名
護
屋
城
の
「
築
城
理
念
」
が
「
視
覚
効

果
に
対
す
る
強
い
価
値
観
を
投
影
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
名
護
屋
や
倭
城

で
豊
臣
系
城
郭
の
築
城
技
術
を
学
ん
だ
諸
大
名
は
、
帰
国
後
自
ら
の
拠
点
城
郭
に
ス
テ
イ
タ

ス
・
シ
ン
ボ
ル
の
ご
と
く
、そ
れ
ら
の
新
技
術
を
取
り
入
れ
て
ゆ
く
。
他
方
、中
央
政
権
側
で
は
、

武
装
解
除
に
伴
い
、
地
方
拠
点
城
郭
に
豊
臣
系
城
郭
の
技
術
を
導
入
し
て
修
復
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ら
を
「
公
儀
の
城
」
に
代
え
て
ゆ
く
効
果
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
以
上
の
本
論
を
踏
ま
え
、
結
章
で
は
、
名
護
屋
城
を
含
め
て
織
豊
系
城
郭
が
近
世
城
郭
の

雛
形
と
な
っ
た
と
み
な
し
う
る
八
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
提
示
し
、
併
せ
て
今
後
の
課
題
に

言
及
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
中
近
世
移
行
期
の
城
郭
に
関
す
る
研
究
は
近
年
大
き
く
進
展
し
、「
織
豊
系
城
郭
論
」
と
し

て
体
系
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
な
か
で
、
重
要
不
可
欠
の
事
例
と

な
る
べ
き
肥
前
名
護
屋
城
で
あ
る
が
、
長
期
に
わ
た
る
調
査
の
成
果
を
総
括
す
る
試
み
は
い

ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
の
渇
を
癒
す
べ
く
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
深
く
か

か
わ
っ
て
き
た
宮
武
正
登
氏
に
よ
っ
て
こ
の
学
位
請
求
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
誠
に
時
宜

を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
多
様
な
史
資
料
群
を
用
い
た
学
際
研
究
は
、
歴
史
分
野
に
お
い
て
も
稀
で
は
な
い
。
し
か

し
こ
の
論
文
に
お
い
て
宮
武
氏
は
、
文
字
史
料
で
は
原
文
書
を
読
み
解
き
、
考
古
学
調
査
で

は
自
ら
発
掘
を
行
っ
て
遺
構
や
遺
物
を
図
化
し
、
発
掘
が
及
ん
で
い
な
い
城
や
陣
に
つ
い
て
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は
、
地
表
面
か
ら
城
郭
遺
構
を
観
察
す
る
縄
張
調
査
を
実
施
し
、「
城
下
町
」
空
間
の
復
元
で

は
近
世
絵
図
や
明
治
期
の
地
籍
図
を
資
料
化
す
る
な
ど
、
す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
一
次

史
資
料
に
あ
た
っ
て
研
究
を
進
め
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
論
文
の
研
究
方
法
の
特
質
で
あ
り
、

宮
武
氏
の
独
創
性
と
、
卓
越
し
た
学
識
と
を
証
明
す
る
も
の
と
い
え
る
。 

　
研
究
の
達
成
点
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
戦
国
期
か
ら
の
城
郭
変
遷
史
を
列
島
規
模
の
視

点
で
体
系
的
か
つ
実
証
的
に
解
明
し
、
そ
の
上
で
安
土
城
、
大
坂
城
と
並
び
名
護
屋
城
が
、

わ
が
国
の
近
世
城
郭
成
立
の
画
期
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
従
来
、
名

護
屋
城
は
文
禄
・
慶
長
の
役
の
た
め
の
特
異
な
城
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
宮
武
氏
に
よ
る

詳
細
な
内
部
構
造
の
分
析
と
象
徴
性
の
把
握
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
天
守
や
御
殿
、
苑
池
や
草

庵
茶
室
を
備
え
た
天
下
人
の
居
城
と
し
て
の
機
能
を
も
ち
、
近
世
城
郭
の
指
標
と
な
る
べ
き

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
実
証
的
に
解
明
さ
れ
た
。 

　
ま
た
名
護
屋
城
下
に
つ
い
て
、
大
坂
な
ど
と
比
較
し
つ
つ
、
都
市
史
的
な
特
質
と
位
置
付

け
を
明
快
に
論
じ
た
点
も
高
く
評
価
さ
れ
る
。
地
形
な
ど
の
影
響
に
よ
り
明
確
な
構
造
を
把

握
し
難
か
っ
た
名
護
屋
城
下
だ
が
、
城
郭
・
武
家
屋
敷
地
区
・
中
心
的
町
場
地
区
か
ら
成
る
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中
核
部
に
加
え
て
、
周
辺
の
丘
陵
頂
部
に
分
立
す
る
陣
と
小
規
模
町
場
に
よ
る
副
次
的
な
都

市
核
を
多
数
内
包
し
た
構
造
と
捉
え
た
研
究
は
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
に
基

づ
き
、
宮
武
氏
は
名
護
屋
の
一
時
的
陣
所
が
恒
久
的
な
武
家
屋
敷
に
変
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、

近
世
城
下
町
の
構
造
が
完
成
す
る
と
い
う
、「
陣
か
ら
近
世
城
下
町
へ
の
変
容
コ
ー
ス
」
を
示

し
た
。
き
わ
め
て
独
創
的
な
指
摘
と
評
価
で
き
る
。 

　
大
名
の
陣
に
つ
い
て
も
、
発
掘
調
査
や
地
表
面
調
査
の
成
果
を
集
約
し
た
多
数
の
縄
張
図

を
用
い
て
実
証
的
な
分
析
・
評
価
を
行
っ
た
。
臨
時
施
設
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
実
態
は
詳
ら

か
で
な
か
っ
た
陣
の
空
間
構
成
、
身
分
に
よ
る
区
画
や
施
設
の
差
異
、
軍
事
機
能
の
実
像
な

ど
が
、
こ
の
論
文
を
通
じ
て
明
確
と
な
り
、
今
後
の
陣
研
究
の
基
準
を
提
示
し
た
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
文
字
史
料
に
み
え
る
「
屋
形
作
」、「
町
屋
作
」
と
い
う
表
現
に

当
時
の
陣
に
お
け
る
居
住
施
設
の
差
異
を
読
み
取
っ
た
の
は
興
味
深
い
。 

　
城
郭
石
垣
の
変
遷
と
そ
れ
を
実
現
し
た
技
術
体
系
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
第
四
章
は
、

こ
の
論
文
の
白
眉
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
城
郭
石
垣
の
編
年
研
究
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
い

る
が
、
城
郭
の
空
間
構
成
研
究
と
石
垣
技
術
の
研
究
が
大
き
く
分
離
し
て
、
両
者
を
総
合
的
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に
理
解
す
る
視
点
に
欠
け
る
問
題
が
あ
っ
た
。
宮
武
氏
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
研
究
上
の
課

題
を
克
服
す
る
も
の
で
、
名
護
屋
城
を
は
じ
め
と
し
て
詳
細
な
城
郭
の
空
間
構
成
を
検
討
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
城
郭
石
垣
の
技
術
変
遷
の
検
討
を
進
め
た
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
中
近
世

移
行
期
に
お
け
る
全
国
的
な
城
郭
石
垣
の
変
遷
は
、
各
地
の
最
新
の
石
垣
調
査
の
成
果
を
網

羅
し
、
石
割
り
方
法
と
矢
穴
、
石
垣
の
隅
角
部
の
積
み
方
、
石
垣
勾
配
な
ど
を
総
合
的
に
把

握
し
た
、
新
た
な
理
解
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
も
の
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

名
護
屋
城
の
石
垣
に
つ
い
て
、
単
純
に
野
面
積
み
、
布
積
み
と
い
っ
た
指
標
を
問
題
に
す
る

の
で
は
な
く
、
割
石
積
み
石
垣
の
出
現
に
着
目
し
た
。
石
垣
の
耐
久
性
に
は
不
利
だ
が
、
鏡

の
よ
う
な
美
し
い
表
面
を
演
出
す
る
割
石
積
み
の
出
現
に
、
石
垣
を
権
力
表
象
の
装
置
と
し

て
用
い
た
意
図
を
読
も
う
と
す
る
こ
の
論
文
の
視
角
は
、
石
垣
か
ら
政
治
と
社
会
を
論
じ
る

こ
れ
か
ら
の
城
郭
研
究
の
可
能
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。 

　
以
上
、
特
筆
す
べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
論
文
に
も
今
後
の
再

考
を
促
し
た
い
点
が
認
め
ら
れ
る

　
ま
ず 

、
「
城
下
町
」
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
重
要
な
先
行
研
究
（
松
本
豊
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寿
氏
な
ど
）
に
お
い
て
も
、
名
護
屋
の
城
下
が
の
ち
の
近
世
「
城
下
町
」
の
先
駆
形
態
と
評

価
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、
宮
武
氏
自
身
こ
の
論
文
に
お
い
て
名
護
屋
を
「
疑
似

城
下
町
」
、
「
模
擬
的
城
下
町
」
と
評
す
る
か
ら
に
は
、「
城
下
町
」
な
い
し
「
近
世
城
下
町
」

の
明
確
な
概
念
規
定
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
で
は
「
城
下
町
」
の
語

を
無
批
判
に
用
い
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
先
行
研
究
と
の
事
実
認
識
や
評
価
の
違
い
が
今
一

つ
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
一
般
に
、
研
究
対
象
へ
の
関
わ
り
や
「
愛
着
」
が
強
く
な
る
ほ
ど
、
過
大
評
価
に
陥
る
リ

ス
ク
が
高
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
宮
武
氏
は
城
郭
建
設
や
城
下

の
追
加
工
事
や
二
次
的
整
備
に
あ
た
り
、
当
初
方
針
か
ら
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、

そ
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
名
護
屋
に
一
時
的
な
「
首
都
」
機
能
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
「
首
都
性
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
広
い
観
点
か
ら
の

再
考
が
必
要
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
地
に
豊
臣
秀
保
が
大
規
模
な
陣
を
張
っ
た
こ
と
を
い

か
に
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
秀
吉
の
「
三
国
国
割
」
構
想
と
の
関
わ
り

を
考
慮
に
い
れ
て
考
察
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

【本文】B5_縦組_宮武正登先生.indd   11 2019/03/01   18:38:28



－ 13 － － 12 －

　
城
郭
石
垣
の
技
術
的
変
遷
の
理
解
の
な
か
で
は
、
石
垣
隅
角
部
の
算
木
積
み
に
対
す
る
「
重

ね
積
み
」
（
「
重
箱
積
み
」
）
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
算
木
積
み
へ
の
過
渡
的
な
技
術

と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
よ
い
か
、
再
考
を
求
め
た
い
。
加
藤
清
正
に
よ
る
熊
本
城
大
天
守

台
石
垣
の
よ
う
に
、
慶
長
期
に
隅
角
部
を
重
ね
積
み
に
し
て
高
石
垣
を
実
現
し
た
事
例
が
認

め
ら
れ
る
以
上
、
隅
角
部
の
重
ね
積
み
と
算
木
積
み
が
並
立
し
た
状
況
を
想
定
し
て
位
置
づ

け
る
の
が
、
評
価
と
し
て
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
宮
武
氏
は
、
こ
れ
ま
で
大
韓
民
国
に
遺
存
す
る
倭
城
を
訪
ね
て
綿
密
な
調
査
を
行
う
と
と

も
に
、
大
韓
民
国
の
研
究
者
と
と
も
に
発
掘
調
査
や
測
量
調
査
に
も
と
づ
い
た
国
際
的
な
研

究
を
深
め
て
き
た
。
あ
え
て
こ
の
論
文
で
は
言
及
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り

東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
名
護
屋
城
の
歴
史
的
意
味
を
問
う
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
す
で
に

文
献
史
学
の
分
野
で
は
文
禄
・
慶
長
の
役
に
つ
い
て
、
両
国
の
史
料
を
用
い
て
論
じ
た
す
ぐ

れ
た
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
城
郭
研
究
の
分
野
で
は
個
々
の
調
査
成
果
は
多
く
と
も
、
歴
史

研
究
と
し
て
体
系
的
に
論
じ
た
も
の
は
、
い
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。
倭
城
や
朝
鮮
半
島
の
城

と
の
比
較
研
究
か
ら
、
名
護
屋
城
を
捉
え
る
研
究
は
、
宮
武
氏
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ
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の
成
果
に
期
待
し
よ
う
。

　
以
上
、
問
題
点
や
課
題
を
列
挙
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
宮
武
氏
の
研
究
の
価
値
を
聊
か
も
損

ね
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
論
文
は
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
城
郭
の
変
遷

の
な
か
に
名
護
屋
城
を
位
置
づ
け
、
そ
の
後
の
日
本
列
島
の
近
世
城
郭
の
成
立
に
与
え
た
影

響
を
実
証
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
名
護
屋
城
に
限
ら
ず
現
在
の
城
郭
研
究
を
俯

瞰
し
、
そ
の
成
果
を
集
大
成
し
た
こ
の
論
文
が
学
界
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
論
文
の
著
者
、
宮
武
正
登
氏
は
博
士
（
歴
史
学
）
を
授
与

さ
れ
る
に
十
分
な
資
格
を
も
つ
も
の
と
認
め
る
。 
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平
成
三
十
一
年
二
月
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日
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敏
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學
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大

學

教

授
　
　
矢

　
部

　
健
太
郎
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副

　
査

　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

　
　
千
々
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到
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副
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奈

良

大
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教
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千
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嘉

　
博

　
㊞
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宮
武

　
正
登

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
本
大
学
院
の

博
士
課
程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

　
　
平
成
三
十
一
年
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
吉
　
田
　
敏
　
弘
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
矢
　
部
　
健
太
郎
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授
　
　
千
々
和
　
　
　
到
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
　
査
　
　
奈

良

大

学

教

授
　
　
千
　
田
　
嘉
　
博
　
㊞
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