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結
城
城
跡
、
里
野
中
山
城
跡
の
発
掘
調
査
成
果

特 

集

里野中山城跡と枯木灘をのぞむ（西から）



は
じ
め
に

結
城
城
跡
、
里
野
中
山
城
跡
の
発
掘
調
査
は
、
国

土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
紀
南
河
川
国
道
事
務
所

に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
一
般
国
道
42
号
す
さ
み
串
本

道
路
建
設
事
業
に
伴
っ
て
実
施
し
ま
し
た
。
す
さ
み

串
本
道
路
建
設
の
計
画
延
長
は
19
．２
㎞
に
も
及
び
、

そ
の
事
業
予
定
地
に
は
複
数
の
周
知
の
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
が
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
道
路
の
建
設
予
定
地
で
あ
る
、

東
牟
婁
郡
串
本
町
有
田
上
所
在
の
結
城
城
跡
、
西
牟

婁
郡
す
さ
み
町
里
野
所
在
の
里
野
中
山
城
跡
に
お
い

て
、
令
和
元
年
度
に
当
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
発
掘
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。

結
城
城
跡
の
調
査
成
果

結
城
城
跡
は
海
に
向
か
っ
て
開
け
た
谷
の
奥
に

あ
る
、
標
高
84
ｍ
の
山
頂
に
あ
り
ま
す
。
堀
・
土ど

塁る
い・

曲く
る
わ輪

で
構
成
さ
れ
る
、
比ひ

高こ
う

（
麓ふ
も
と

と
の
高
低
差
）

75
ｍ
の
山や
ま

城じ
ろ

跡あ
と

で
、
古
座
川
へ
の
道
沿
い
に
位
置
す

る
陸
海
の
交
通
の
要
所
に
あ
り
ま
す
。
築
城
年
代
や

築
城
者
は
不
明
で
す
が
、
地
元
で
は
鎌
倉
公く

方ぼ
う

・
足あ
し

利か
が

持も
ち

氏う
じ

の
遺
児
と
と
も
に
関
東
管か
ん

領れ
い

上
杉
氏
や
幕
府

特
集

結ゆ
う
き城
城じ

ょ
う

跡あ
と

、
里さ

と

野の

中な
か

山や
ま

城じ
ょ
う

跡あ
と

の
発
掘
調
査
成
果

に
反
抗
し
て
常ひ
た
ち陸
結
城
城
合
戦
で
敗
れ
、
討う

ち
死じ

に

し
た
と
さ
れ
る
、
結
城
少
将
氏
朝
が
逃
れ
住
ん
だ
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
８
月
か
ら
９
月
に
結
城
城
跡
の
西
麓

の
一
部
（
調
査
面
積
：
約
１
０
０
㎡
）
を
調
査
し
ま

し
た
。
多
く
の
柱ち

ゅ
う

穴け
つ

や
小し
ょ
う

穴け
つ

を
検
出
し
ま
し
た
が
、

明
確
な
建
物
跡
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
穴

か
ら
瓦が

質し
つ

擂す
り

鉢ば
ち

な
ど
室
町
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代

の
遺い

物ぶ
つ

が
出
土
し
ま
し
た
。
直
径
約
２
ｍ
、
深
さ
１

ｍ
以
上
の
石い
し

積づ
み

井
戸
と
そ
の
井
戸
に
続
く
石
列
も
確

認
さ
れ
、
井
戸
内
か
ら
美み

濃の

焼や
き

皿
、
唐か
ら

津つ

焼や
き

鉢は
ち

な
ど

の
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
め
頃
の
陶
器
片

が
出
土
し
ま
し
た
。

今
回
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
井
戸
や
柱
穴
を
含

む
遺い

構こ
う

、出
土
遺
物
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

山
城
の
存
在
し
た
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、

結
城
城
の
南
麓
周
辺
で
城
下
の
集
落
の
様
子
の
一
端

が
伺う
か
が

え
ま
し
た
。

結城城跡 石積井戸

結城城跡・里野中山城跡 位置図

里野中山城跡

結城城跡
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里
野
中
山
城
跡
の
調
査
成
果

里
野
中
山
城
跡
は
、
枯
木
灘な
だ

を
望
む
標
高
35
ｍ

の
丘
陵
上
に
あ
る
、
比
高
25
ｍ
の
山
城
で
す
。
周
辺

の
城じ
ょ
う

館か
ん

跡
は
多
く
な
く
貴
重
な
遺
跡
の
ひ
と
つ
で
す

が
、
過
去
に
踏
査
以
外
の
調
査
例
が
な
く
、
山
城
の

築
城
年
代
や
築
城
者
も
不
明
で
す
。
地
元
で
は
、「
中

山
城
」
で
は
な
く
「
城し
ろ

屋や

敷し
き

」
と
し
て
伝
え
ら
れ
、

伊
豆
の
伊い

東と
う

祐す
け

親ち
か

の
末ま
つ

裔え
い

が
日ひ
ゅ
う
が
の
く
に

向
国
よ
り
逃
が
れ
住

ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

近
世
末
か
ら
近
代
以
降
に
開か
い

墾こ
ん

さ
れ
、
山
の
西
斜

面
に
カ
キ
や
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
を
植
え
た
段
々
畑

と
し
て
築
か
れ
た
石
積
と
西
麓
ま
で
続
く
石
段
が
現

在
も
残
っ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
９
月
か
ら
実
施
し
た
発
掘
調
査
（
調
査

面
積
：
１
７
０
０
㎡
余
り
）
に
よ
っ
て
里
野
中
山
城

跡
は
東
西
南
北
の
四
方
に
土
塁
（
防
御
の
た
め
の
土

手
）
を
巡
ら
せ
た
山
城
跡
と
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
山

頂
の
地
面
を
削
っ
て
平
坦
地
（
曲
輪
）
を
つ
く
り
、

そ
の
際
に
出
た
土
を
外
側
に
盛
っ
て
土
塁
と
し
て
い里野中山城跡 調査地遠景（西上空から撮影）

結城城跡 遺構平面図
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ま
す
。
曲
輪
は
東
西
29
ｍ
、
南
北
23
～
38
ｍ
の
台
形

を
し
て
い
ま
す
。
後
世
の
耕
作
や
自
然
崩
落
な
ど
に

よ
っ
て
曲
輪
や
土
塁
、
東
西
の
斜
面
も
削
ら
れ
て
元

の
状
態
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
北
土
塁

で
は
曲
輪
の
床
面
か
ら
高
さ
３
ｍ
以
上
が
残
っ
て
お

り
、
北
・
東
土
塁
の
内
側
に
は
犬い

ぬ

走ば
し
り

状
の
段
が
あ
り

ま
す
。
土
塁
は
一
部
が
繋つ
な

が
っ
て
い
な
い
部
分
が
あ

り
、
虎こ

口ぐ
ち

（
出
入
口
）
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
曲

輪
東
南
側
に
は
南
北
方
向
に
延
び
る
長
さ
14
ｍ
ほ

ど
の
踏
み
固
め
た
よ
う
な
通
路
状
の
遺
構
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
東
隣
に
は
下
層
の
岩が
ん

盤ば
ん

を
削
っ
て
つ
く
ら

れ
た
円
形
の
大
き
な
土
坑
が
あ
り
、
雨
水
な
ど
を
貯

め
た
水み
ず

溜た

め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
曲
輪

や
東
斜
面
の
堆
積
土
か
ら
、
唐
津
焼
の
茶
碗
や
備
前

焼
の
擂
鉢
な
ど
の
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代

初
め
頃
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た
。
山
城
の
存
続
時

期
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

天
文
二
十
二
（
一
五
五
三
）
年
の
「
周
参
見
慶
春

判
物
（
久ひ

さ

木ぎ

小
山
家
文
書
）」（
和
歌
山
県
立
博
物
館

蔵
）
か
ら
、
周
参
見
氏
と
久
木
小
山
氏
で
見み

老ろ
う

津づ

・

吉
見
（
現
す
さ
み
町
）
の
領
地
に
つ
い
て
相
談
し
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
見
老
津
は
熊
野
古
道
大

辺
路
沿
い
で
あ
り
、
吉
見
は
江
住
に
あ
た
り
ま
す
。

久
木
小
山
氏
も
す
さ
み
町
の
沿
岸
部
で
何
ら
か
の
権

利
を
も
っ
て
お
り
、
両
氏
の
領
地
境
界
が
、
当
時
の

見
老
津
・
江
住
辺
り
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、「
里
野
浦
」
は
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
よ

る
と
、「
江
住
の
東
24
町
に
あ
っ
て
荒
磯
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
里
野
中
山
城
跡

は
久
木
小
山
氏
の
影
響
下
に
あ
っ
た
山
城
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

周
辺
で
周
参
見
氏
と
久
木
小
山
氏
の
勢
力
の
せ
め

ぎ
あ
い
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
す
る
と
歴

史
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
す
。

（
田
之
上　

裕
子
）

参
考
文
献

和
歌
山
県
立
博
物
館
『
戦
乱
の
な
か
の
熊
野
―
紀

南
の
武
士
と
城
館
―
』
２
０
２
０
年

里野中山城跡 曲輪と土塁（南西から撮影）

里野中山城跡 調査全景（南上空から撮影）
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里野中山城跡 遺構平面図
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藤
崎
弁
天
は
、
紀
の
川
や
龍
門
山
を
臨
む
景
勝

地
と
し
て
県
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。『
紀

伊
国
名
所
図
会
』（
一
八
三
八
）
に
お
い
て
紀
の

川
随
一
の
景
観
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
幕
末

に
は
琵び

琶わ

の
名
手
・
古こ

岳が
く

幽ゆ
う

眞し
ん

が
古
岳
庵
を
構
え
、

明
治
期
に
外
務
大
臣
を
務
め
た
陸む

奥つ

宗む
ね

光み
つ

が
別
荘

と
し
て
所
有
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

弁
天
堂
は
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
４
ｍ
四
方

ほ
ど
の
小
さ
な
仏
堂
で
す
。
来
歴
に
つ
い
て
詳
し

い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
彫
刻
部
材
な

ど
に
は
、
江
戸
前
期
と
幕
末
頃
の
異
な
っ
た
特
徴

の
意い

匠し
ょ
う

が
混
在
し
て
い
ま
す
。
修
理
に
伴
い
調
査

を
進
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
二
枚

の
木
札
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
一
枚
に
は
『
萬
延

元
年
』（
一
八
六
〇
）『
奉
修
理
辨
天
堂
』『
翠
山

古
岳
庵
』
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
古
岳
幽
眞
が
既

存
の
建
物
を
幕
末
期
に
改
修
し
た
際
の
修
理
棟
札

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
屋
根
裏

の
部
材
に
釘
止
め
さ
れ
た
祈き

祷と
う

札ふ
だ

に
は
『
元
禄
拾

四
年
』（
一
七
〇
一
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

建
物
の
建
立
に
関
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
の
、
弁
天
堂
が
元
禄
期
に
は
既
に
建
て
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
、建
物
の
特
徴
と
も
合
致
し
ま
す
。

弁
天
堂
に
祀
ら
れ
る
弁
財
天
は
音
楽
の
神
様
で

あ
り
、
古
岳
幽
眞
と
の
縁ゆ
か
り

が
覗
わ
れ
ま
す
。
ま
た

水
の
神
様
で
も
あ
り
、
藤
崎
に
は
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
井い

堰せ
き

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
紀

の
川
の
治
水
の
要
所
の
鎮
守
と
し
て
建
立
さ
れ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
保
管
さ
れ
て
い
た
鬼
瓦
に

は
波
の
模
様
が
施
さ
れ
、
古
写
真
に
写
る
棟
の
瓦

は
青せ
い

海か
い

波は

の
文
様
に
積
ま
れ
る
な
ど
、
水
と
の
縁

を
感
じ
ま
す
。

白
蟻
に

よ
る
破
損

が
顕
著
と

な
っ
て
き

た
た
め
、

令
和
二
年

度
か
ら
２

年
間
の
事

業
と
し
て

修
理
を
実

施
す
る
こ

と
と
な
り
、

現
在
分
解

工
事
を
終

え
、
部
材

の
修
理
を

進
め
て
い

ま
す
。

分
解
に

伴
う
調
査

や
、
古
写

真
等
の
資

料
調
査
を

進
め
た
と
こ
ろ
、
建
物
の
大
部
分
に
建
立
当
初
の

状
態
が
残
り
、
壁
や
床
に
は
幅
60
㎝
ほ
ど
も
あ
る

楠く
す

材
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
室
町
時
代
か
ら
近
世

初
頭
に
か
け
て
の
和
歌
山
に
固
有
の
特
徴
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
正
面
の
向ご

拝は
い

は
幕
末
に
増
築

さ
れ
、
本
瓦
葺
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
正
時
代
に

は
正
面
の
建
具
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
こ
と
も
分
か

り
ま
し
た
。
今
回
は
古
岳
幽
眞
が
整
え
た
幕
末
期

の
姿
に
復
す
る
方
針
で
、
修
理
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

（
多
井　

忠
嗣
）

県
指
定
名
勝
藤
崎
弁
天

弁
天
堂
の
修
理
工
事

 昭和 38 年の古写真（地元市民提供）

柱上の実肘木の渦型の彫刻に近世前期の特徴、
楠材の横羽目板壁に地域性が確認できる。
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埋
蔵
文
化
財
課
　
キ
に
な
る
話

建
具
の
は
な
し
②  

濱
口
家
住
宅 

御
風
楼
　
―
眺
望
を
活
か
す
戸
袋
―

気
に
な
る
話
が
あ
る
ん
で
す
。
聞
い
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

む
か
ー
し
、
む
か
し
、
和
歌
山
県
の
あ
る
、
こ
の
地
域
に
は
立
派
な
木
が
た

く
さ
ん
生
え
て
い
た
の
で
、
木
の
ク
ニ
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

昔
の
中
国
の
歴
史
書
「
魏
志
倭
人
伝
（
魏
書
東
夷
伝
倭
国
条
）」
に
は
、
あ
の
邪

馬
台
国
と
と
も
に
「
鬼
国
」
が
登
場
し
ま
す
。
キ
コ
ク
、
キ
の
ク
ニ
…
…
。
表
記

上
の
問
題
で
す
が
、
そ
の
ク
ニ
は
木
の
ク
ニ
と
同
じ
ク
ニ
な
の
か
、
鬼
み
た
い
な

奴
ら
が
い
た
別
の
ク
ニ
な
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

ク
ニ
の
名
で
あ
る
「
紀
」
が
「
紀
伊
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
和

銅
六（
七
一
三
）年
の「
好
字
二
字
令（
諸
国
郡
郷
名
著
好
字
令
）」に
よ
る
も
の
で
、

そ
れ
ま
で
こ
の
地
域
は
「
鬼
・
木
・
紀
」
な
ど
一
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

従
来
、「
紀
の
川
」は
現
在
の
和
歌
山
市「
木
ノ
本
」の
手
前
で
南
に
湾
曲
し
、「
紀

水
門
」
と
呼
ば
れ
る
港
湊
群
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
古
墳
時
代
に
は
、
そ
の

北
岸
に
勢
力
を
も
ち
中
央
へ
進
出
し
た
と
み
ら
れ
る
紀
臣
と
、
南
岸
に
勢
力
を
も

ち
、
の
ち
に
紀
伊
国
造
に
な
っ
た
紀
直
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
紀
氏
の
集
団
が
い

た
よ
う
で
す
。

古
墳
時
代
中
期
に
は
、
紀
氏
は
海
沿
い
に
南
へ
と
勢
力
を
ひ
ろ
げ
、
有
田
郡
、

日
高
郡
と
い
っ
た
範
囲
が
「
紀
」
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
両
郡
よ
り
さ
ら
に
南
、

紀
国
造
の
南
に
は
熊
野
国
造
が
い
ま
し
た
が
、
勢
力
が
弱
く
、
律
令
国
家
に
な
る

段
階
で
熊
野
の
地
も
「
紀
」
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
長
い
年
月
を
か
け
て
、「
キ
」
は
次
第
に
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
い
け
ば
、
千
年
後
に
は
、「
キ
」
の
範
囲
は
地
球
を
越
え
、

他
の
星
ま
で
到
達
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
え
ば
、
火
星
の
向
こ
う
に
は
、
そ
の
候
補
と
な
る
星
「
木
星
」
が
あ

り
ま
し
た
ね
。
そ
う
、「
き
の
せ
い
」
と
呼
ば
れ
る
、
あ
の
星
で
す
。

　
　
（
丹
野　

拓
）

広
川
町
に
濱
口
家
住
宅
御ぎ

ょ

風ふ
う

楼ろ
う

と
い
う
建
物
が
あ
り
ま
す
。
木
造
三
階
建
て

の
壮
大
な
迎げ

い

賓ひ
ん

施
設
で
、
上
階
は
三
方
に
縁
を
設
け
て
ガ
ラ
ス
戸
を
建
て
込
ん

だ
開
放
的
な
近
代
和
風
建
築
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ガ
ラ
ス
戸
を
通
し
て
、
視
界
に
入
り
込
む
西
面
北
寄
り
に
設
け
ら
れ
た
戸
袋

は
、海
側
の
眺ち

ょ
う

望ぼ
う

を
遮
ら
な
い
よ
う
に
面
白
い
仕
掛
け
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
戸
袋
の
下
部
に
は
岩
の
重
り
が
鉄
鎖
に
よ
っ
て
吊
る
さ
れ
て
お
り
、
雨
戸

を
戸
袋
に
収
納
し
た
後
は
、
重
り
を
利
用
し
て
戸
袋
自
体
が
二
階
部
分
に
格
納

さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
北
、
南
、
西
の

三
面
が
完
全
に
開
放
さ
れ
、
広
川
町
に
拡
が
る
海
湾
の
大
パ
ノ
ラ
マ
を
堪
能
す

る
こ
と
が
可
能
な
設
計
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
残
念
な
が
ら
、
こ
の
画
期
的
な
仕
掛
け
は
動
か
す
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
が
、
明
治
時
代
後
期
の
建
築
に
関
わ
っ
た
人
々
の
発
想
力
や
技
術
力
に
尊
敬

の
念
を
抱
く
と
と
も
に
、
当
時
、
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
客
人
は
、
さ
ぞ

か
し
驚
い
た
だ
ろ
う
と
想
像
し
ま
し
た
。

（
大
給　

友
樹
）

鉄棒をつたって降りていく

戸袋の仕組み
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