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調
査
の
結
果
、
北
側
の
堀
は
室
町
時
代
に
改
修
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
堀
の
底
は
平
ら
な
形
状
を
な
す

箱
堀
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
現
状
の
堀
か
ら
1.3
ｍ
下
で
堀

底
が
確
認
さ
れ
、
幅
は
約
3.2
ｍ
あ
り
ま
す
。
堀
は
急
傾
斜
に

掘
ら
れ
て
お
り
、
土
塁
の
上
ま
で
は
約
４
ｍ
あ
る
こ
と
か
ら
、

防
御
性
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
堀
の
内
部
か
ら
は
陶

磁
器
や
木
製
品
な
ど
と
共
に
、
焼
け
た
瓦
が
出
土
し
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
ま
す
。
瓦
は
破
片
と
な
っ
て
お
り
、
割
れ
た
断

面
部
分
も
熱
に
よ
っ
て
赤
く
変
色
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
失

火
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
瓦
が
割
ら
れ
た
後
に
火
を
受
け

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
並
城

跡
に
は
か
つ
て
瓦

か
わ
ら

葺ぶ

き
の
施
設
が
あ
り
、
戦
争
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
の
施
設
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

藤
並
城
跡
は
、
下
津
野
に
所
在
す
る
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代

に
か
け
て
の
城
館
跡
で
、
そ
の
範
囲
は
東
西
75
ｍ
、
南
北
90
ｍ
を

有
し
て
い
ま
す
。
築
城
主
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
鎌
倉
時
代
に
は
藤
並
荘
の
地
頭
を
務
め
た
藤
並
氏
が
館
を
構

え
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
「
堅

田
次
郎
八
屋
敷
跡
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
に
は
堅
田
氏

が
城
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

藤
並
城
跡
の
現
状
は
、
多
く
が
畑
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
城
館

の
周
囲
に
は
土
塁
が
巡
り
、
北
・
東
・
西
側
に
は
堀
が
今
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
藤
並
城
跡
の
よ
う
に
平
地
に
築
か
れ
た
城
館
跡
の

大
半
は
、
後
世
に
土
塁
が
削
ら
れ
、
堀
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、
藤
並
城
跡
の
よ
う
に
土
塁
と
堀
の
双
方
が
遺
存
し
て
い

る
の
は
大
変
珍
し
い
こ
と
で
す
。
藤
並
城
跡
は
、
和
歌
山
県
内
で

は
最
も
残
り
の
良
い
平
地
の
城
館
跡
と
し
て
貴
重
な
史
跡
で
す
。

教
育
委
員
会
で
は
、
７
月
か
ら
藤
並
城
跡
の
内
容
を
確
認
す
る

た
め
の
、
初
め
て
と
な
る
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
調

査
は
北
側
の
堀
と
南
側
の
堀
・
土
塁
を
対
象
に
実
施
し
て
い
ま
す

が
、今
回
は
北
側
の
堀
に
つ
い
て
調
査
成
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

そ
の
63

藤
並
城
跡
の
発
掘
調
査
速
報

北側の堀（上：調査前　下調査後）


