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１ 

南
海
道

な
ん
か
い
ど
う

跡 あ
と

・
讃
岐

さ

ぬ

き

国
の
く
に

往
還

お
う
か
ん

跡 あ
と 

南
海
道
は
古
代
の
行
政
区
画
の
五
畿

ご

き

七
道

し
ち
ど
う

の
一
つ
で
、
紀
伊
・
淡
路
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土

佐
が
該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
諸
国
の
国
府
と
都
を
結
ぶ
官
道
を
指
し
ま
す
。
道
の
行
程
は
、

紀
伊
か
ら
海
路
で
淡
路
を
経
て
鳴
門
市
撫
養

む

や

で
四
国
に
上
陸
し
、
大
坂
峠
を
経
て
讃
岐
に
入
り
ま
す
。

讃
岐
国
で
は
引
田
（
東
か
が
わ
市
馬
宿
）
、
松
本
（
さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
）
、
三
谿

み

た

に

（
高
松
市
三
谷

町
）
、
河
内
（
坂
出
市
府
中
町
）
、
甕
井

み

か

い

（
多
度
津
町
三
井
も
し
く
は
善
通
寺
市
弘
田
町
永
井
）
、
柞
田

く

に

た

（
観
音
寺
市
柞
田
町
）
に
、
駅
馬
等
を
配
置
す
る
駅
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

古
代
に
作
ら
れ
た
南
海
道
は
、
そ
の
後
も
位
置
が
少
し
ず
つ
変
化
し
な
が
ら
も
地
域
の
主
要
ル
ー

ト
の
一
つ
で
あ
り
続
け
、
江
戸
時
代
に
は
讃
岐
国
往
還
と
し
て
、
讃
岐
の
東
西
を
行
き
来
す
る
主
要

道
路
と
し
て
そ
の
役
目
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
高
松
市
内
で
は
十
河
か
ら
川
島
に
か
け
て
古
代
の
南

海
道
と
同
じ
位
置
に
現
在
も
道
路
が
見
ら
れ
ま
す
。 

 

２ 

西
下

に
し
し
た

遺
跡

い

せ

き 

十
河
小
学
校
増
築
に
伴
い
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
、
古
墳
時
代
後
期
か
ら
飛
鳥
時
代
（
概
ね
七
世
紀
）

の
遺
構
が
中
心
で
す
。
調
査
地
南
部
で
検
出
さ
れ
た
溝
が
最
も
古
く
、
七
世
紀
初
め
頃
の
も
の
で
す
。

三 ノ

丸  

北 ノ

丸  
二 ノ

丸  

西

ノ

丸  

本丸  
東 ノ

丸  

桜ノ馬

場  

外 曲

輪  

内堀  

中堀  

外堀  

史 跡 指 定 地

範囲  
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西下遺跡平面図  

出土した鳥形木製品  

こ
の
溝
か
ら
は
鳥
形
木
製
品
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
鳥
形
木
製
品
と
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
鳥
の

形
を
模
し
た
木
製
品
で
、
ム
ラ
の
境
界
や
入
口
に
立
て
ら
れ
た
標
柱
な
ど
の
上
に
付
け
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ム
ラ
に
侵
入
者
が
来
な
い
よ
う
に
見
張
っ
た
り
、
追
い
払
っ
た
り
す
る
力
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
鳥
居
の
原
形
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
松
市
内

で
は
伏
石
町
の
井
出
東Ⅰ

遺
跡
と
こ
の
西
下
遺
跡
の
二
例
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
七
世
紀
初
め
の
溝
が

埋
ま
っ
た
後
の
七
世
紀
代
に

は
、
条
里
地
割
と
ほ
ぼ
合
致
す

る
掘
立
柱
建
物
跡
や
溝
が
見

ら
れ
ま
す
。
高
松
平
野
の
条
里

鳥形木製品出土地  

掘立柱建物跡  



 

地
割
は
南
海
道
を
基
準
に
施
工
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
遺
跡
の
南
に
所
在
す
る
南
海
道
の
成

立
時
期
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
遺
跡
と
言
え
ま
す
。
掘
立
柱
建
物
跡
は
東
西
三
間
以
上
、
南
北
四

間
以
上
で
、
柱
穴
の
一
辺
は
六
〇
セ
ン
チ
で
、
柱
間
が
一
・
八
メ
ー
ト
ル
で
、
当
該
期
の
掘
立
柱
建

物
跡
で
は
高
松
平
野
の
中
で
も
大
型
の
も
の
で
す
。 

 

３ 

権
現
堂

ご
ん
げ
ん
ど
う

（
吉
田

よ

し

だ

神
社

じ
ん
じ
ゃ

・
熊
野

く

ま

の

神
社

じ
ん
じ
ゃ

） 

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
『
大
政
所
書
上
』
に
お
い
て
前
田
西
町
に
所
在
す
る
瀧
本

た
き
も
と

神
社
に
関

す
る
記
述
に
「
御
旅
所
は
十
河
村
権
現
堂
の
由
申
伝
候
」
と
の
記
述
が
見
え
、
瀧
本
神
社
の
御
旅
所

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
吉
田
神
社
・
熊
野
神
社
の
二
社
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
鰹
宇

か

つ

う

神
社
の
境
外
末
社
で
、
吉
田
神
社
の
祭
神
は

国
常
立
命

く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

、
熊
野
神
社
の
祭
神
は

伊
弉
諾
命

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

で
す
。 

 

４ 

光 こ
う

清
寺

せ

い

じ 

文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
一
四
八
七
）
に
高
木
坊
（
善
良
）
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
延
宝
年
間
（
一

六
七
三
～
一
六
八
一
）
に
寺
号
を
許
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
幕
末
に
は
高
松
藩
が
朝
敵
と
な
っ
た



 

光清寺鐘楼  

際
に
、
京
都
の
興
正
寺
の
末
寺
と
し
て
地

方
の
寺
々
を
廻
っ
て
、
松
平
家
の
救
済
に

尽
力
し
ま
し
た
。 

境
内
南
東
端
に
は
大
正
一
〇
年
（
一
九

二
一
）
に
建
立
さ
れ
た
鐘
楼

し
ょ
う
ろ
う

が
あ
り
、
一

切
経
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
庄

し
ょ
う

松ま

（
注
１
）

に
ま
つ
わ
る
逸
話

が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
庄
松
が

光
清
寺
の
本
堂
に
て
子
ど
も
を
遊
ば
せ
て

い
た
と
き
、
自
ら
逆
立
ち
を
し
て
見
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
村
人
か
ら
軽
業
と
評
さ
れ
た
の
で
、

庄
松
は
「
お
ま
え
達
が
地
獄
へ
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
て
い
く
真
似
じ
ゃ
」
と
応
酬
し
た
と
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
加
賀
国
金
沢
か
ら
後
生
（
来
世
）
に
つ
い
て
不
審
が
あ
る
た
め
、
庄
松
に
教
え
を
乞
い
に

来
た
者
が
い
ま
し
た
が
、
庄
松
は
そ
の
者
が
三
日
間
逗
留
し
て
い
る
間
「
知
ら
な
い
」
の
一
点
張
り

で
し
た
。
諦
め
て
帰
る
と
き
に
「
後
生
は
阿
弥
陀
様
が
助
け
る
ぞ
」
と
大
声
で
言
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。 

 



 

 

（
注
１
）

庄
松
（
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
～
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
） 

庄
松
は
、
東
か
が
わ
市
丹
生
の
土
居
に
生
ま
れ
て
主
に
縄
な
い
や
草
履
造
り
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

子
守
や
寺
男
と
し
て
諸
所
で
重
宝
が
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
東
は
引
田
か
ら
西
は
丸
亀
の
間
を
放
浪
し

て
、
信
仰
の
道
に
つ
い
て
身
を
も
っ
て
話
し
ま
し
た
。
三
本
松
の
勝
覚
寺
（
真
宗
興
正
派
）
の
門
徒

で
、
信
心
の
深
さ
で
は
だ
れ
に
も
劣
ら
な
か
っ
た
の
で
、
讃
岐
の
庄
松
と
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

５ 

西
尾
天
神
社
古
墳

に

し

お

て

ん

じ

ん

し

ゃ

こ

ふ

ん 

直
径
三
十
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
す
。
埋
葬
施
設
は
不
明
で
す
が
、
墳
丘
中

央
部
に
規
則
的
に
並
ん
だ
石
材
が
露
出
し
て
お
り
、
長
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
五
十
セ
ン
チ
の
竪

穴
式
石
郭
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
埴
輪
や
鉄
製
品
が

採
集
さ
れ
て
お
り
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
（
五
世
紀
後
半
）
頃
の
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
墳
丘
周
辺
で
は
弥
生
土
器
や
石
器
が
採
取
で
き
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
に
弥
生
時
代
の
遺
跡

が
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
現
在
、
墳
頂
に
は
天
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。 

 



 
松宇神社  

６ 

松
宇

ま

つ

う

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

和
銅
年
間
（
七
〇
八
～
七
一
五
）
の
創
建
と
云

わ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
境
内
地
は
昔
、
林
で
あ
り
、

林
の
中
に
一
本
の
松
の
大
樹
が
あ
り
、
夜
ご
と
光

を
発
し
て
い
ま
し
た
。
神
様
が
人
に
憑
り
つ
い
て

「
朕
は
石
清
水
の
宮
に
鎮
座
す
る
八
幡
大
神
の
奇

霊
な
り
、
此
の
地
に
宮
敷
な
し
て
此
の
一
郷
の
人

民
共
を
守
ら
な
ん
。
近
程
此
の
松
枯
れ
ぬ
べ
し
。

其
の
時
此
の
木
を
以
て
神
像
作
り
奉
れ
」
と
の
お

告
げ
を
し
ま
し
た
。
数
日
後
に
松
が
枯
れ
た
の
で
、

郷
民
が
相
談
し
て
そ
の
松
か
ら
神
像
を
作
っ
て
、

余
っ
た
木
で
社
殿
を
造
営
し
、
氏
神
と
し
て
祀
っ

た

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

祭

神

は

誉
田
別
尊

ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

、

足

仲

彦

尊

た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

、
息
気
長
足
姫
尊

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

で
す
。 

境
内
の
東
側
の
木
陰
に
は
菅
原
神
社
、
桜
神
社
、



 
松宇八幡馬場古墳  

梅
神
社
、
大
土

お
お
つ
ち

神
社
の
四
社
が
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
菅
原
道
真
、
木
花
咲
夜
姫
命

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の
み
こ
と

と
猿
田
彦
命

さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と

、

刺
国
若
比
売
命

さ
し
く
に
わ
か
ひ
め
の
み
こ
と

、
大
土
神

お
お
つ
ち
の
か
み

を
祀
っ
て
い
ま
す
。
雷
、
水
、
山
、
大
地
を
象
徴
す
る
神
様
で
す
。 

松
宇
神
社
の
宮
司
は
代
々
東
原
家
が
務
め
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
幕
末
か
ら
明
治
の
人
で
あ
る
東

原
水
平
が
特
筆
で
き
ま
す
。
水
平
は
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
一
七
歳
で
元
服
し
ま
し
た
。
漢
学

を
藤
沢
南
岳
と
山
田
勝
次
に
、
皇
学
を
吉
成
譲
と
友
安
良
助
に
学
び
ま
し
た
。
剣
と
槍
は
宮
脇
新
太

郎
、
柔
術
は
清
水
繁
之
丞
を
師
と
し
て
奥
義
を
極
め
、
免
許

皆
伝
と
な
り
ま
し
た
。
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
一
八
五
四
）

頃
か
ら
昼
は
学
問
、
夜
は
武
術
を
教
え
、
門
人
は
一
時
四
〇

〇
人
を
超
え
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
門
人
の
中

に
は
、
後
に
二
度
も
剣
道
の
展
覧
試
合
に
出
場
し
た
植
田
平

太
郎
範
士
九
段
な
ど
が
い
ま
し
た
。 

 

７ 

松
宇

ま

つ

う

八
幡

は
ち
ま
ん

馬
場

ば

ば

古
墳

こ

ふ

ん 

松
宇
神
社
の
馬
場
の
中
ほ
ど
西
側
に
出
雲
神
社
を
祀
っ
て

あ
る
場
所
に
あ
り
ま
す
。
墳
頂
は
削
平
さ
れ
、
直
径
約
八
メ



 

ー
ト
ル
の
平
坦
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
墳
丘
の
原
形
は
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
直
径

一
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
円
墳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
出
土
品
も
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
時
期
は
不
明
で
す
。 

 

８ 

源
勝
寺

げ
ん
し
ょ
う
じ 

近
江
源
氏
を
祖
と
す
る
佐
々
木
四
郎
祐す

け

盛も
り

は
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
一
四
八
七
）
に
出
家
し
て

名
を
玄
空
と
改
め
、
山
田
郡
十
河
村
大
字
東
檀
原
に
小
庵
を
創
建
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
天
正
年
間

（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
に
兵
火
に
あ
っ
て
焼
失
し
、
三
木
郡
田
中
村
大
字
朝
倉
に
移
り
住
み
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
に
現
在
地
に
一
宇
を
建
立
し
、
寛
永
二
〇

年
（
一
六
四
三
）
本
願
寺
第
一
三
世
良
如
上
人
よ
り
寺
号
を
免
許
さ
れ
、
好
谷
山
勝
光
院
源
勝
寺
と

号
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
西
本
願
寺
派
に
属
し
て
い
ま
す
。 

 

９ 

宮
尾

み

や

お

薬
師
堂

や

く

し

ど

う 

本
尊
の
木
造
薬
師
如
来
坐
像
は
寄
木
造
、
漆
箔
で
あ
り
、
胎
内
の
銘
文
に
は
「
南
無
薬
師
如
来
延

宝
二
年
（
一
六
七
四
）
五
月
吉
日
洛
陽
大
佛
師
清
水
弘
安
造
之 
願
主
山
田
郡
坂
本
□
□
一
遂
敬
白



 

鰹宇神社  

五
拾
七
歳
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
胎
内
仏
が
納
め
ら
れ
て
お
り
行
基
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

ほ
か
に
石
仏
の
如
来
坐
像
も
祀
ら
れ
て
お
り
、
昔
、
当
敷
地
に
あ
っ
た
松
の
大
木
の
根
元
か
ら
掘

り
出
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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鰹
宇

か

つ

う

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

摂
津
国
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
化
年
間

（
六
四
五
～
六
五
〇
）
に
森
口
帯
刀

た
て
わ
き

が
霊
夢
に
感

じ
て
十
河
郷
に
来
て
一
社
を
建
て
ま
し
た
。
そ
の

後
、
一
町
南
に
霊
地
が
あ
る
と
い
う
神
託
に
よ
っ

て
、
今
の
地
に
移
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
弘
治

年
間
（
一
五
五
五
～
一
五
五
八
）
に
は
十
河
一
存

か
ず
ま
さ

が

崇
敬
し
て
祭
田
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。
天
正
年
間

（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
に
兵
火
に
か
か
り
社

殿
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
森
口
左
近
が
再
建
し



 

経塚  

ま
し
た
。
祭
神
は
品
陀
和
気
命

ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

、
帯
中
日
子
命

お
き
な
か
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

、

息
長
帯
姫
命

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

で
す
。 

鰹
宇
神
社
の
名
称
は
、
最
初
に
神
を
奉
じ
て

十
河
へ
来
る
と
き
に
、
土
佐
か
ら
朝
廷
に
鰹
を

奉
っ
て
帰
還
す
る
船
に
便
乗
し
た
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。 

拝
殿
西
側
に
は
経
塚
も
見
ら
れ
ま
す
。 
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十
河

そ

ご

う

城

跡

じ
ょ
う
あ
と 

①
城
跡
の
概
要 

十
河
城
跡
は
東
は
川
、
西
は
谷
（
現
在
は
鷺
池
）
に
挟
ま
れ
た
舌
状
の
台
地
上
に
所
在
し
ま
す
。

南
に
大
手
を
設
け
、
他
の
三
方
は
湿
田
に
囲
ま
れ
、
土
塁
を
五
重
に
築
き
、
堀
を
深
く
切
り
立
て
て

い
た
の
で
、
攻
め
入
る
す
き
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
称
念
寺
が
建
っ
て
い
る
六

〇
メ
ー
ト
ル
四
方
が
本
丸
で
、
西
と
北
側
に
腰
郭
の
平
坦
地
が
付
属
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
接
し
て

北
側
に
空
堀
を
造
り
、
土
橋
で
北
の
郭
と
つ
な
い
で
い
ま
す
。 



 十河城縄張図  
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千
松
丸 

②
十
河
氏
の
出
自 

城
主
の
十
河
氏
は
景
行
天
皇
の
皇
子
で
讃
岐
の
国
造
の
祖
と
さ
れ
る
神
櫛
王

か
ん
ぐ
し
お
う

の
末
裔
の
植
田
氏
の

一
族
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
に
地
頭
十
河
千
光
が
蓮
華
王
院
領
山
田
郡
十
河

郷
の
年
貢
を
請
負
っ
て
い
る
古
文
書
が
残
り
、
室
町
時
代
初
期
に
は
十
河
氏
が
在
地
武
士
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

ま
た
、
『
南
海
通
記
』
に
よ
る
と
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
正
月
、
将
軍
足
利
義
詮
の
執
事
だ
っ
た

細
川
清
氏
は
佐
々
木
道
誉
の
讒
言
に
よ
っ
て
疑
い
を
も
た
れ
ま
し
た
。
清
氏
は
南
朝
方
に
馳
せ
参
じ
、

四
国
平
定
を
め
ざ
し
、
讃
岐
に
渡
っ
て
三
木
町
の
白
山
の
ふ
も
と
に
陣
を
構
え
、
南
朝
方
に
味
方
す

十河・三好家略系図  



 

る
も
の
を
招
き
集
め
ま
し
た
。
十
河
氏
が
最
初
に
清
氏
の
下
を
訪
れ
、
味
方
す
る
旨
を
伝
え
ま
し
た
。

清
氏
は
会
っ
て
祝
い
の
酒
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
「
私
は
三
人
兄
弟
の
一
番
下
で
、
兄
は
神
内
、
三
谷
と

申
し
ま
す
。
兄
た
ち
も
訪
れ
て
と
も
に
盃
を
頂
き
た
い
」
と
言
い
、
そ
の
日
は
帰
り
ま
し
た
。
後
日
、

兄
弟
三
人
で
清
氏
に
拝
謁
し
ま
し
た
。
清
氏
は
十
河
の
才
を
褒
め
、
二
人
の
兄
を
差
し
置
い
て
総
領

に
な
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。 

 
 ③

津
柳
合
戦 

 

そ
の
後
、
室
町
時
代
の
讃
岐
は
管
領
細
川
氏
の
領
国
と
し
て
細
川
氏
に
従
っ
て
い
ま
し
た
。
戦

国
期
に
至
り
、
十
河
氏
が
大
き
な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
同
じ
く
細
川
氏
に
仕
え
て
い
た
阿

波
の
三
好
氏
と
の
結
び
付
き
を
も
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
三
好
氏
が
十
河
氏
を
は
じ

め
と
す
る
植
田
一
族
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
讃
岐
の
東
部
を
う
か
が
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

十
河
景
滋

か
げ
し
げ

と
寒
川
元
政
の
数
年
に
わ
た
る
争
い
は
続
き
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
阿
波
の
三

好
氏
は
十
河
氏
を
助
け
る
た
め
に
援
軍
を
派
遣
し
ま
し
た
。
三
木
町
の
津
柳
か
ら
、
寒
川
に
入
ろ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
寒
川
氏
の
兵
が
急
襲
し
、
三
好
氏
は
敗
走
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
津
柳
合
戦
と
言
い

ま
す
。
そ
の
後
、
三
好
氏
は
十
河
氏
と
軍
議
し
、
長
尾
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
一
方
、
香
川
氏
と
香



 

西
氏
は
一
宮
へ
五
千
人
の
兵
を
出
し
、
十
河
氏
や
三
好
氏
の
動
き
を
牽
制
し
ま
し
た
。
十
河
氏
を
は

じ
め
と
す
る
植
田
一
族
は
、
讃
岐
の
諸
勢
力
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
④
鬼
十
河
（
十
河
一
存

か
ず
ま
さ

） 

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
十
河
景
滋
の
嫡
子
金
光
が
早
世
し
て
し
ま
い
、
三
好
長
慶

な
が
よ
し

の
弟
が
十
河
氏

を
継
ぎ
一
存
と
名
乗
り
ま
し
た
。 

一
存
の
武
勇
を
語
る
逸
話
に
寒
川
氏
と
の
戦
い
が
あ
り
ま
す
。
寒
川
氏
の
家
臣
に
鴨
部
と
い
う
も

の
が
お
り
、
そ
の
子
供
に
神
内
と
源
次
と
い
う
兄
弟
が
い
ま
し
た
。
源
次
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
十
河

氏
に
つ
か
え
て
い
ま
し
た
。
一
存
は
源
次
を
召
し
て
、
も
と
も
と
寒
川
氏
の
家
臣
で
あ
る
の
で
寒
川

へ
戻
り
、
兄
弟
一
緒
に
戦
場
へ
赴
く
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
存
は
わ
ず
か
の
兵
で
寒
川

領
に
攻
め
入
り
、
長
尾
の
あ
た
り
で
合
戦
と
な
り
ま
し
た
。
先
陣
が
攻
防
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
鴨
部
神
内
と
弟
の
源
次
が
一
存
の
本
陣
に
突
然
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
神
内
は
槍
で
一
存

の
左
腕
を
刺
し
貫
き
ま
し
た
が
、
一
存
は
太
刀
で
槍
を
切
り
、
神
内
を
倒
し
ま
し
た
。
一
存
は
戦
い

に
勝
っ
て
引
き
返
し
、
槍
で
受
け
た
傷
に
は
塩
を
押
し
込
み
、
蔓
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
出
血
を

止
め
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
世
間
の
人
は
一
存
の
こ
と
を
鬼
十
河
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま



 

た
、
一
存
の
髪
型
は
特
徴
的
で
、
十
河
額
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
一
存
は
そ
の
勇
猛
果
敢
な
武
力
で
畿

内
の
戦
い
で
も
活
躍
し
、
三
好
家
を
支
え
ま
し
た
。 

三
好
長
慶
は
、
主
家
で
あ
る
管
領
細
川
晴
元
と
対
立
し
、
晴
元
を
し
の
ぐ
勢
力
を
も
ち
、
将
軍
義

輝
を
擁
立
す
る
な
ど
、
幕
府
の
実
権
を
握
り
ま
し
た
。
一
存
は
、
子
の
義
継

よ
し
つ
ぐ

を
兄
・
長
慶
の
養
子
と

し
て
三
好
氏
を
継
が
せ
、
次
兄
の
三
好
義
賢

よ
し
か
た

の
子
存
保

ま
さ
や
す

を
自
身
の
養
子
と
し
、
三
好
氏
と
の
関
係
を

深
め
、
そ
の
後
楯
を
も
っ
て
讃
岐
の
中
で
力
を
持
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
存
は
有
馬
温
泉
に
湯
治

の
際
に
落
馬
し
た
こ
と
に
よ
り
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

  

⑤
十
河
存
保
の
長
宗
我
部
元
親

ち

ょ

う

そ

が

べ

も

と

ち

か

と
の
戦
い 

一
存
の
後
、
三
好
義
賢
の
子
で
あ
る
存
保
が
十
河
氏
を
継
い
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
正
五
年

（
一
五
七
七
）
、
存
保
の
兄
で
あ
る
三
好
長
治

な
が
は
る

が
細
川
真
之

ま
さ
ゆ
き

と
の
抗
争
に
よ
り
自
刃
す
る
と
、
翌
六
年

（
一
五
七
八
）
、
家
中
の
動
揺
を
回
避
す
る
た
め
勝
瑞

し
ょ
う
ず
い

城
（
徳
島
県
板
野
郡
藍
住
町
）
に
入
り
、
阿
波

一
国
を
も
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

や
が
て
、
長
宗
我
部
元
親
が
四
国
統
一
の
軍
を
起
こ
し
、
存
保
は
次
第
に
劣
勢
を
強
い
ら
れ
ま
し

た
。
存
保
は
織
田
信
長
に
援
軍
を
請
い
、
中
国
出
兵
中
の
羽
柴
秀
吉
と
結
ん
で
長
宗
我
部
元
親
に
対



 

抗
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
六
月
、
本
能
寺
の
変
に
よ
り
信
長
が
亡
く
な

る
と
事
態
は
急
変
し
ま
し
た
。
同
年
八
月
、
長
宗
我
部
元
親
は
、
西
讃
の
香
川
之
景

ゆ
き
か
げ

の
養
子
と
し
た

自
身
の
次
男
香
川
親
和

ち
か
か
ず

を
総
大
将
と
し
て
、
土
佐
・
阿
波
・
西
讃
の
兵
一
万
余
を
要
し
て
東
讃
に
押

し
寄
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
阿
波
の
勝
瑞
城
に
は
元
親
の
本
軍
二
万
三
千
が
迫
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
存
保
は
、
兵
五
千
を
率
い
て
自
ら
勝
瑞
城
を
出
て
、
先
陣
二
千
余
を
前
面
の
中
富
川
の
川
原
に

配
し
、
長
宗
我
部
軍
を
迎
え
撃
ち
ま
し
た
。
存
保
の
先
陣
は
二
万
余
の
大
軍
を
一
手
に
引
き
受
け
「
先

陣
二
千
余
人
今
日
を
限
り
に
」
と
最
後
の
死
力
を
尽
く
し
ま
し
た
が
、
大
敗
北
を
喫
し
ま
し
た
。
存

保
は
勝
瑞
城
を
出
て
虎
丸
城
（
東
か
が
わ
市
）
へ
と
退
去
し
ま
し
た
。 

香
川
親
和
は
、
香
西
佳
清

よ
し
き
よ

が
籠
城
す
る
藤
尾
城
（
香
西
本
町
）
に
攻
め
入
り
、
激
戦
の
末
、
香
川

之
景
の
仲
介
で
降
伏
さ
せ
ま
し
た
。
香
西
佳
清
の
兵
一
千
を
味
方
に
加
え
た
香
川
親
和
の
兵
一
万
一

千
は
十
河
城
を
取
り
囲
み
ま
し
た
。
十
河
城
で
は
一
存
の
庶
子
で
あ
る
三
好
存
之

ま
さ
ゆ
き

が
城
代
と
し
て
城

を
守
っ
て
い
ま
し
た
が
、
長
期
戦
を
覚
悟
し
城
兵
を
一
千
に
絞
り
込
み
、
兵
糧
三
ヶ
月
分
を
運
び
込

ん
で
、
籠
城
戦
の
準
備
を
整
え
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
香
川
親
和
は
十
河
城
の
四
方
を
囲
み
、
攻
城
の
た
め
に
道
を
造
り
ま
し
た
が
、
城
中
に

は
多
数
の
鉄
砲
が
あ
り
、
四
方
の
櫓
か
ら
鉄
砲
を
撃
っ
た
た
め
、
道
造
り
も
中
止
と
な
っ
た
と
言
わ

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%97%A4%E5%B0%BE%E5%9F%8E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E7%B3%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%A0%E5%9F%8E%E6%88%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A0%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AB%93


 

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
城
内
に
は
大
砲
が
二
門
あ
っ
て
、
そ
れ
を
櫓
に
運
ん
で
次
々
と
砲
撃
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
前
田
城
（
前
田
東
町
）
の
城
主
前
田
甚
之
丞
宗
清

じ
ん
の
じ
ょ
う
む
ね
き
よ

が
夜
討
ち
を
仕
掛
け

る
な
ど
の
活
躍
を
し
ま
し
た
。 

一
方
、
長
宗
我
部
元
親
は
阿
波
岩
倉
か
ら
山
越
え
し
、
香
川
親
和
と
合
流
し
、
総
勢
三
万
六
千
ま

で
膨
れ
上
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
十
河
城
を
落
城
さ
せ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
冬

と
な
り
、
平
木
城
（
木
田
郡
三
木
町
）
に
監
視
の
部
隊
を
置
い
て
長
宗
我
部
元
親
は
一
旦
土
佐
国
に

撤
兵
し
ま
し
た
。 

存
保
も
秀
吉
に
援
軍
を
乞
い
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
四
月
、
秀
吉
の
命
を
う
け
た
仙
石
秀

久
軍
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
淡
路
島
か
ら
小
豆
島
に
渡
り
、
喜
岡
城
（
高
松
町
）
や
引
田
を
攻
城
し

ま
し
た
が
、
攻
め
き
れ
ず
撤
退
し
ま
し
た
。
ま
た
小
西
行
長
も
香
西
浦
に
押
し
寄
せ
ま
し
た
が
、
上

陸
で
き
な
い
ま
ま
撤
退
し
ま
し
た
。 

一
方
、
秀
吉
は
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
織
田
信
雄
・
徳
川
家
康
連
合
軍
と
戦
い
を
続
け
て
い

ま
す
。
こ
の
時
、
家
康
は
長
宗
我
部
元
親
に
味
方
し
、
淡
路
国
に
進
軍
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
ま
し

た
。
し
か
し
、
十
河
城
が
落
城
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
元
親
は
家
康
の
要
望
に
は
応
え
ら
れ

ず
に
い
ま
し
た
。
四
国
平
定
を
急
い
だ
元
親
は
、
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
に
平
木
城
に
入
り
ま

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%9C%E5%B2%A1%E5%9F%8E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%A5%BF%E8%A1%8C%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%9B%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7


 

し
た
。
つ
い
に
城
代
三
好
存
之
は
十
河
城
を
開
城
し
、
十
河
城
に
は
長
宗
我
部
親
吉

ち
か
よ
し

が
入
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

  

⑥
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
四
国
出
兵 

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
終
わ
る
と
、
秀
吉
は
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
に
四
国
に
出
兵
し
ま

し
た
。
総
勢
一
二
万
三
千
余
の
兵
力
で
、
讃
岐
に
は
宇
喜
多
秀
家
・
蜂
須
賀
正
勝
・
黒
田
孝
高
ら
二

万
三
千
の
兵
が
送
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
秀
吉
の
四
国
出
兵
に
よ
り
、
長
宗
我
部
元
親
は
土
佐
一

国
の
領
有
と
な
り
、
讃
岐
は
仙
石
秀
久
に
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
う
ち
二
万
石
が
存
保
に
与
え
ら
れ
、

存
保
が
十
河
城
主
に
返
り
咲
き
ま
し
た
。 

  

⑦
戸
次

へ

つ

ぎ

川
の
戦
い 

天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
は
秀
吉
に
よ
る
九
州
出
兵
に
伴
い
、
仙
石
秀
久
は
存
保
の
手
勢
五

百
余
の
ほ
か
、
長
宗
我
部
元
親
、
そ
の
嫡
子
信
親
な
ど
四
国
勢
を
引
き
連
れ
出
陣
し
ま
し
た
。
豊
後

戸
次

へ

つ

ぎ

川
の
合
戦
に
お
い
て
存
保
と
長
宗
我
部
元
親
は
、
仙
石
秀
久
の
作
戦
に
反
対
し
ま
し
た
が
、
聞

き
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
出
陣
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
存
保
は
家
人
を
呼
び
、
「
跡
継 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84


 

ぎ
の
千
松
丸
を
連
れ
て
上
京
し
、
戸
次
川
の
戦
い
の
際
に
存
保
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
と
申
し

上
げ
、
秀
吉
公
に
お
目
通
り
さ
せ
よ
」
と
言
っ
て
十
河
に
返
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
合

戦
の
最
中
、
存
保
は
長
宗
我
部
信
親
に
対
し
、「
今
日
の
合
戦
は
仙
石
氏
の
謀
略
の
ま
ず
さ
に
よ
る
と

い
え
ど
も
、
恥
辱
は
先
手
に
あ
っ
た
将
帥
に
あ
り
、
長
宗
我
部
信
親
引
き
返
っ
て
勝
負
を
決
し
た
ま

え
。
存
保
加
勢
申
さ
ん
」
と
言
い
、
二
人
と
も
敵
に
突
っ
込
み
、
壮
烈
な
戦
死
を
遂
げ
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
千
松
丸
も
早
世
し
、
十
河
城
は
廃
城
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
城
の
本
丸
跡
に
は
称
念

寺
が
所
在
し
て
い
ま
す
。 
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十
河

そ

ご

う

一
存

か
ず
ま
さ

・
存
保

ま
さ
や
す

・
千
松
丸

せ
ん
ま
つ
ま
る

の
墓 は

か 

城
の
北
の
郭
に
は
十
河
一
存
・
存
保
、
さ
ら
に
、
存
保
の
遺
児
で
あ
る
千
松
丸
の
墓
が
所
在
し
ま

す
。
向
か
っ
て
左
側
が
一
存
、
右
側
が
存
保
、
中
央
が
千
松
丸
の
墓
で
す
。 

戸
次
川
の
戦
い
で
存
保
が
討
死
し
た
時
に
、
千
松
丸
は
わ
ず
か
八
歳
で
し
た
。
讃
岐
の
領
主
仙
石

秀
久
は
戸
次
川
の
作
戦
の
失
敗
に
よ
り
改
易
と
な
り
、
仙
石
氏
の
後
に
讃
岐
の
領
主
と
な
っ
た
尾
藤

知
宣
も
同
じ
く
九
州
出
兵
で
の
失
敗
か
ら
改
易
と
な
り
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
生
駒
親
正

が
讃
岐
の
領
主
と
な
り
ま
し
た
。
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
に
生
駒
親
正
は
、
自
分
の
孫
で
あ
る



 
十河一存・存保・千松丸の墓  

大
塚
采
女

う

ね

め

と
千
松
丸
を
連
れ
て
秀
吉
に
拝
謁
し
ま
し
た
。

秀
吉
は
千
松
丸
に
ど
の
く
ら
い
の
領
地
を
与
え
て
い
る
の

か
と
問
う
と
、
親
正
は
「
ま
だ
子
供
な
の
で
花
紙
代
と
し

て
三
千
石
を
与
え
て
い
る
」
と
回
答
し
ま
し
た
。
秀
吉
は

そ
れ
を
聞
き
、
「
存
保
ほ
ど
の
子
に
三
千
石
渡
し
て
い
る

の
は
、
ま
さ
に
花
紙
代
に
す
ぎ
な
い
」
と
不
満
足
な
様
子

に
見
え
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
大
塚
采
女
の
こ
と
に
は
何

も
触
れ
ず
に
、
千
松
丸
に
は
「
親
に
も
劣
ら
な
い
優
れ
た

子
、
立
派
に
成
長
せ
よ
」
と
の
言
葉
を
か
け
ま
し
た
。
十

河
氏
の
家
臣
た
ち
は
家
の
再
興
も
間
近
と
期
待
し
て
い
ま

し
た
が
、
千
松
丸
は
早
世
し
て
し
ま
い
、
十
河
城
も
廃
城

と
な
り
ま
し
た
。
一
説
に
は
生
駒
親
正
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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孝
女

こ
う
じ
ょ

以
呂

い

ろ

の
墓 は

か 

百
姓
の
宗
三
郎
の
娘
以
呂
は
年
老
い
た
両
親
と
暮
ら
し
て
お
り
、
日
雇
い
を
し
て
両
親
を
養
い
、



 

夜
は
家
で
両
親
の
面
倒
を
み
て
、
わ
ず
か
な
賃
金
の
う
ち
か
ら
両
親
の
好
き
な
も
の
を
買
い
与
え
て

孝
養
を
つ
く
し
ま
し
た
。
近
所
の
者
か
ら
縁
談
が
あ
っ
て
も
、
他
人
が
家
に
い
る
と
遠
慮
が
ち
に
な

り
孝
養
も
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
る
と
言
っ
て
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
に
母
が
病
気
に
な
る
と

以
呂
が
家
を
離
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
生
活
も
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。
母
の
死
後
は
、
父

に
仕
え
孝
養
を
尽
く
し
ま
し
た
。 

そ
の
こ
と
が
藩
主
に
聞
こ
え
て
、
褒
美
と
し
て
米
三
表
、
銭
五
貫
匁
も
く
だ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

の
ち
以
呂
は
毎
月
一
回
必
ず
城
下
に
行
き
、
城
を
拝
ん
で
帰
る
こ
と
を
常
と
し
ま
し
た
。
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
五
五
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
以
呂
の
家
は
田
六
畝
を
所
有
し
て
お
り
、
ど
ん
な
に

貧
乏
に
な
っ
て
も
こ
れ
を
売
ら
ず
、
秋
に
収
穫
が
あ
る
と
真
っ
先
に
公
課
に
あ
て
、
残
り
は
こ
と
ご

と
く
村
中
の
神
社
や
仏
事
に
分
献
し
ま
し
た
。 

死
後
、
以
呂
の
家
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
褒
美
の
米
や
銭
は
す
べ
て
残
っ
て
お
り
、
近
隣
の
人
々
は

驚
き
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

以
呂
の
一
三
回
忌
に
あ
た
り
、
政
所
の
池
内
武
存
が
石
碑
を
建
て
、
以
呂
の
事
績
を
刻
ん
で
後
の

世
ま
で
伝
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 



 

鰐口  
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椙 す
ぎ

尾 お

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

む
か
し
、
大
き
な
杉
の
木
が
あ
り
、
夜
に
な
る
と
あ
か
あ
か
と
光
り
輝
き
ま
し
た
。
里
の
童
が
神

が
か
り
し
、
「
わ
れ
は
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
、
杉
の
木
で
社
殿
を
作
り
、

お
祭
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
河
存
保
は
城
の
鬼
門
（
北
東
）
に
あ
る
こ
の
神

社
を
尊
崇
し
た
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
兵
火
に
か
か
り
焼
失
し

ま
し
た
が
、
後
に
再
興
さ
れ
ま
し
た
。 

神
社
の
宝
物
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

鰐
口
が
あ
り
ま
す
。
鰐わ

に

口く
ち

は
、
金
鼓
と
も
い
い
、

仏
教
の
法
要
儀
式
や
僧
侶
た
ち
の
集
団
生
活
の
合

図
に
使
う
梵
音
具

ぼ

ん

お

ん

ぐ

の
一
つ
で
、
清
浄
な
音
を
出
す

仏
具
で
す
。
古
代
に
は
多
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
代
で
は
、
神
社
仏
閣
の
軒
先
に
つ
る
し
、
礼
拝

の
時
、
布
で
編
ん
だ
綱
で
打
ち
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

椙
尾
神
社
の
鰐
口
は
直
径
二
〇
セ
ン
チ
の
小
振
り

の
も
の
で
す
。
神
社
の
北
東
百
メ
ー
ト
ル
余
の
「
ご



 

ま
ん
ど
う
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
か
ら
、
元
文
年
間
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）
に
掘
り
出
さ
れ
た

も
の
で
す
。「
讃
州
山
田
郡
十
河
郷
椙
尾
大
明
神
大
師
堂
元
心
文
和
三
年
甲
午
三
月
十
一
日
」
の
銘
が

あ
り
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
の
作
で
、
県
内
最
古
の
鰐
口
で
す
。 

ま
た
、
神
社
に
は
豆
太
鼓
が
あ
り
ま
す
。
む
か
し
、
境
内
で
赤
牛
が
死
に
、
牛
の
腹
の
中
に
あ
っ

た
豆
が
芽
を
出
し
、
ど
ん
ど
ん
成
長
し
て
大
木
と
な
り
ま
し
た
。
里
人
た
ち
は
相
談
し
、
豆
の
大
木

で
豆
太
鼓
を
作
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
十
河
城
が
長
宗
我
部
軍
に
攻
め
ら
れ
た
際
に
、
城
内
の
兵
士
は

こ
の
「
豆
太
鼓
」
の
合
図
で
力
を
合
わ
せ
よ
く
防
戦
し
た
こ
と
か
ら
、
な
か
な
か
城
は
落
ち
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
つ
い
に
開
城
、
長
宗
我
部
軍
は
豆
太
鼓
を
奪
っ
て
川
之
江
あ
た
り
に
放
置
し
ま
し

た
。
太
鼓
は
「
椙
尾
に
い
ぬ
、
い
ぬ
」
と
言
っ
て
泣
い
た
そ
う
で
す
が
、
行
方
不
明
の
ま
ま
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
太
鼓
な
し
の
祭
事
が
続
き
ま
し
た
が
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
ウ
バ
メ
ガ

シ
で
太
鼓
を
作
り
、
今
に
豆
太
鼓
の
由
来
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

    



 

参
考
文
献 

十
河
歴
史
研
究
会
一
九
九
一
『
十
河
郷
土
史
』
十
河
村
制
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会 

高
松
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
八
『
西
下
遺
跡
』 

川
島
郷
土
史
編
集
委
員
会
一
九
九
四
『
川
島
郷
土
誌
』
川
島
校
区
地
域
お
こ
し
事
業
推
進
委
員
会 

香
川
考
古
刊
行
会
一
九
九
四
『
香
川
考
古 

第
三
号 

香
川
の
中
期
古
墳
』 

秋
山
忠
一
九
八
二
『
高
松
市
の
文
化
財
・
第
七
編 

古
城
跡
を
訪
ね
て
』
高
松
市
歴
史
民
俗
協
会
・
高

松
市
文
化
財
保
護
審
議
会 

北
条
玲
子
ほ
か
一
九
九
六
『
市
民
文
庫
シ
リ
ー
ズ
⑳ 

た
か
ま
つ
無
印
文
化
財
』
高
松
市
図
書
館 

香
西
茂
資
原
著
・
井
伊
春
樹
訳
一
九
八
一
『
南
海
治
乱
記
』
（
上
）
（
中
）
（
下
）
教
育
社 



 

４  光 清

寺  

５ 西尾天神社古

墳  

10  鰹宇神

社  

14  椙 尾 神

社  

12 十河一存・存
保・千松丸の
墓  

11  十河城

１ 南海道・讃岐国往還

跡  ３  権 現

堂  

８  源 勝

寺  

９  宮尾薬師

堂  

13 孝女以呂の

墓  

２  西下遺

跡  

フジグラン十川バス

停  

４ 光清寺  

５ 西尾天神社古墳  

６ 松宇神社  

７ 

松
宇
八
幡
馬
場
古
墳 

10 鰹宇神社  

14 椙尾神社  

12 十河一存・存
保・千松丸の墓  

11 十河城跡  

１ 南海道・讃岐国往還跡  

３ 権現堂  

８ 源勝寺  

９ 宮尾薬師堂  

13 孝女以呂の墓  

２ 西下遺跡  

フジグラン十川バス停  
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次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ － マ 丸亀市の金毘羅街道と社寺を訪ねる 

 と  き 平成２６年６月２２日（日） 

      ９：３０～１２：００頃 

 集合場所 ＪＲ丸亀駅南口 

 講  師 宮武 譲さん（郷土歴史研究家） 

☆広報「たかまつ」６月１５日号に開催案内を掲載しますので、

ご覧ください。 

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、文化財課（TEL 

839－2660「午前７時 30分～開始時間まで」）でお知らせします。

（電話が通じない場合は、「実施」です。） 

 

★次回の交通案内★--------------------------------------- 

◆ＪＲ予讃線 

（高松駅）   （丸亀駅）  

8：16発 → 8：56着 

8：45発 → 9：15着（特急） 

 



 

 

 

１ 交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。 

（必ず歩道を歩き、歩道が無いところでは、道路の端

を一列で歩きましょう。） 

 

２ 無理をせず、体調には十分気をつけましょう。 

 

３ 引率者の指示に従い、整然と行動しましょう。 

 

４ マナーを守り、他人に迷惑がかからないよう気をつ

けましょう。 

 

５ 文化財や自然を大切にしましょう。 

「ふるさと探訪」に 

参加される皆様へ 

 

※ 参加中は、次のことに充分留意し、 

 安全で意義のある探訪としましょう。 

 


