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は
じ
め
に

　

名
古
屋
城
調
査
研
究
報
告
会
「
史
料
が
語
る　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
」
に

お
い
て
、
服
部
英
雄
氏
の
基
調
講
演
、
そ
れ
に
及
川
亘
氏
、
堀
内
亮
介
氏
、
後
藤
典

子
氏
に
よ
る
研
究
報
告
三
本
を
拝
聴
し
た
。
い
ず
れ
の
講
演
・
研
究
報
告
も
力
の
込

も
っ
た
発
表
で
、
名
古
屋
城
公
儀
普
請
の
研
究
が
大
き
な
進
展
を
遂
げ
て
い
る
こ
と

を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し

て
、
講
演
・
各
報
告
全
体
に
通
じ
る
論
点
を
い
く
つ
か
に
整
理
し
て
示
し
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
。

　

今
回
の
講
演
・
研
究
報
告
は
、
名
古
屋
城
普
請
関
係
史
料
論
の
大
き
な
進
展
と
そ

の
成
果
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
市
民
の
み
な
さ
ん

は
、
一
点
一
点
の
史
料
（
古
文
書
）
が
何
年
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し

て
今
更
議
論
に
な
る
の
か
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
じ
つ
は
、
特
定

の
様
式
の
公
的
文
書
以
外
は
年
を
書
か
ず
、
月
日
し
か
書
か
な
い
の
が
当
時
の
作
法

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
史
料
の
作
成
年
は
、
そ
の
内
容
を
他
の
史
料
の
内

容
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
特
定
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
る
史
料
を
何
年

の
も
の
と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
他
の
多
く
の
史
料
の
年
代
特
定
に
影
響
を
与

え
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
整
合
性
の
検
討
に
要
す
る
労
力
は
厖
大
な
も
の
と
な

る
。
今
回
の
い
ず
れ
の
講
演
・
報
告
に
も
、
そ
う
し
た
地
道
な
基
礎
研
究
の
確
実
な

成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
名
古
屋
城
普
請
の
史
料
論
に
と
っ
て
、「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
の

原
本
が
確
認
さ
れ
、
分
析
研
究
が
進
展
し
た
こ
と
は
大
き
な
進
展
で
あ
っ
た
。
そ
の

コ
メ
ン
ト

稲
葉　

継
陽

意
義
は
及
川
報
告
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
名
古
屋
城
普
請
は
公
儀
普
請
で
あ
る
た
め
、
関
係
史
料
が
全
国
の
大
名
家

の
も
と
に
分
散
し
て
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
肥
後
細
川
家
関
係
の
未
調
査
の
史

料
、
具
体
的
に
は
第
一
家
老
の
松
井
家
に
伝
来
し
た
文
書
群
な
ど
が
、
一
定
度
活
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」（
名
古
屋
城
西
の
丸

御
蔵
城
宝
館
開
館
記
念
特
別
展
「
名
古
屋
城
誕
生
！
」
に
出
品
）
と
い
っ
た
史
料
が

新
た
に
見
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
熊
本
の
成
果
は
後
藤
報
告
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
名
古
屋
に
遺
さ
れ
た
普
請
関
係
史
料
の
検
討
の
進
展
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
の
取
組
み
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

成
果
は
堀
内
報
告
そ
し
て
服
部
講
演
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　

歴
史
は
、
な
に
よ
り
史
料
的
根
拠
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
し
た
意
味
で
名
古
屋
城
普
請
関
係
史
料
の
研
究
が
、
総
合
的
検
討
の
段
階
へ
と
到

達
し
た
こ
と
を
示
す
画
期
的
報
告
会
と
な
っ
た
。
以
下
、
討
論
の
た
め
に
論
点
を
四

つ
に
整
理
し
て
み
た
い
。

一
　
名
古
屋
城
普
請
の
過
程
を
慶
長
十
四
年
段
階
か
ら
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か

　

今
回
の
大
き
な
論
点
は
、「
松
井
家
文
書
」
の
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高

ノ
覚
」（
卯
月
十
八
日
付
）
の
作
成
年
を
、
慶
長
十
五
年
と
み
る
か
十
四
年
と
み
る

か
に
あ
る
。

　

服
部
氏
は
、
こ
れ
を
慶
長
十
四
年
四
月
の
作
成
と
み
て
、
す
で
に
十
四
年
か
ら

「
五
百
万
石
オ
ー
ル
ス
タ
ー
」
で
普
請
が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
端
緒
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
史
料
だ
と
主
張
す
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
史
料
に
よ
っ

て
名
古
屋
城
普
請
の
過
程
は
慶
長
十
四
年
段
階
か
ら
通
し
て
検
討
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
従
来
と
は
か
な
り
変
わ
っ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
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こ
れ
に
対
し
て
及
川
氏
は
、
本
史
料
は
、
丹
波
篠
山
の
公
儀
普
請
か
ら
名
古
屋
城

普
請
に
加
わ
る
衆
と
、
そ
れ
以
外
の
助
役
大
名
と
の
役
高
の
基
準
を
確
定
し
た
段
階

で
、
慶
長
十
五
年
四
月
十
八
日
に
細
川
家
普
請
奉
行
が
そ
の
基
準
値
を
国
元
に
知
ら

せ
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
慶
長
十
五
年
の
名
古

屋
城
普
請
過
程
の
諸
段
階
を
理
解
す
る
上
で
の
重
要
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

二 

　
公
儀
普
請
の
現
場
の
状
況

　

す
べ
て
の
講
演
・
研
究
報
告
に
共
通
す
る
の
が
、
名
古
屋
城
普
請
の
現
場
の
状
況

に
深
く
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
及
川
報
告
で
は
、
昵
懇
大
名
ど
う
し
の
協
力
関

係
を
い
か
す
た
め
の
丁
場
割
（
石
垣
普
請
の
持
場
の
割
り
振
り
）
が
な
さ
れ
、
大
名

ど
う
し
の
指
南
関
係
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
名
ど

う
し
の
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
儀
普
請
が
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
実
態

が
、「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」の
分
析
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
図
が
大
名
衆
と
幕
府
普
請
奉
行
と
の
幾
度
も
の
交
渉
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い

う
指
摘
も
、
公
儀
普
請
の
実
態
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。

　

ま
た
後
藤
報
告
で
は
、
石
垣
普
請
の
経
験
を
大
名
た
ち
が
共
有
し
て
い
く
こ
と
、

大
名
家
ど
う
し
の
盟
友
関
係
が
普
請
の
過
程
を
通
じ
て
ま
た
新
た
に
広
が
っ
て
い
く

こ
と
、
さ
ら
に
、
大
名
自
身
が
次
世
代
へ
公
儀
普
請
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
継
承
し
て
い
く

様
子
や
、
同
時
に
世
代
間
の
葛
藤
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
。
公
儀
普
請
は
こ

の
後
、
元
和
・
寛
永
期
ま
で
主
に
江
戸
や
上
方
で
進
め
ら
れ
、
大
名
た
ち
は
幕
府
の

居
城
の
普
請
も
常
に
必
要
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
城
普
請
事
業
の
展
開
の
起
点
に
名

古
屋
城
普
請
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
論
点
が
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

三
　
城
（
普
請
場
）
だ
け
で
は
な
い
、
石
切
場
の
様
相

　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
に
は
厖
大
な
石
材
が
必
要
と
さ
れ
た
。
石
切
場
で
大
名
た
ち

が
何
を
し
た
の
か
が
重
要
だ
と
い
う
論
点
が
、
後
藤
報
告
で
提
示
さ
れ
た
。
石
切
場

の
確
保
、
石
切
場
ご
と
の
石
の
質
の
相
違
、
石
の
切
り
方
へ
の
幕
府
の
奉
行
そ
し
て

大
名
本
人
の
強
い
関
心
と
こ
だ
わ
り
、
大
名
本
人
と
大
名
家
の
普
請
奉
行
と
の
対
立

軋
轢
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
人
の
顔
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
史
料
の
存
在
と
事
実

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
史
料
研
究
は
、
石
切
場
遺
跡
の
史
跡
と
し
て

の
価
値
づ
け
と
保
全
活
用
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
報
告
会
が

そ
う
し
た
議
論
の
呼
び
水
と
な
れ
ば
喜
ば
し
い
。

四
　
普
請
費
用
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

名
古
屋
城
普
請
の
た
め
に
諸
大
名
家
が
必
要
と
し
た
費
用
は
厖
大
で
あ
っ
た
。
し

か
し
服
部
講
演
で
は
、
じ
つ
は
幕
府
か
ら
普
請
に
動
員
さ
れ
た
大
名
家
に
拝
領
金
が

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
普
請
に
動
員
さ
れ
た
夫
役
に
も
一
定
の
扶
持
米
（
給
与
米
）

が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
役
高
が
オ
ー
バ
ー
し
た
大
名
に
は
、
幕
府
か
ら

こ
う
し
た
手
当
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
各
大
名

家
の
事
情
に
応
じ
て
幕
府
の
側
か
ら
一
定
の
給
付
が
あ
る
の
が
、
公
儀
普
請
一
般
に

通
じ
る
仕
法
な
の
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
堀
内
報
告
で
は
、
名
古
屋
城
普
請
で
は
家
康
の
普
請
奉
行
か
ら
大
名
に
、
役

高
に
準
じ
て
均
等
に
、
家
康
の
直
轄
領
か
ら
捻
出
さ
れ
た
扶
持
米
が
給
付
さ
れ
た
事

実
を
、
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
扶
持
米
を
手
に
す
る
夫
役
人
ら
の
う
ち
に
は
、
後

藤
報
告
に
よ
れ
ば
各
大
名
が
国
許
か
ら
連
れ
て
き
た
百
姓
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

百
姓
夫
役
へ
の
扶
持
米
等
は
、
中
世
か
ら
一
貫
し
て
動
員
主
体
が
給
与
せ
ね
ば
な
ら

な
い
労
働
編
成
上
の
必
要
経
費
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
大
名
側
か
ら
の
申
請
に
基
づ
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い
て
家
康
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
名
古

屋
城
の
築
城
主
体
が
家
康
で
あ
っ
た
こ
と
を
飯
米
給
付
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
つ
う
じ

て
明
確
に
し
た
こ
と
が
、
堀
内
報
告
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　

一
方
で
後
藤
報
告
に
よ
れ
ば
、
普
請
の
現
場
で
は
様
々
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
発
生

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
予
定
よ
り
う
ん
と
長
期
化
し
た
り
、や
り
直
し
た
り
し
て
、

普
請
量
や
石
数
が
増
大
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
実
際
に
細
川
家
は
上
方
で
厖
大
な
借

銀
を
次
々
と
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
公
儀
普
請
の
負
担
に
耐
え
か
ね

て
財
政
破
綻
す
る
重
臣
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

夫
役
百
姓
へ
の
扶
持
米
給
与
の
問
題
と
大
名
家
全
体
と
し
て
の
公
儀
普
請
の
財
政

負
担
の
問
題
と
を
、
ど
の
よ
う
に
関
連
さ
せ
て
、
普
請
財
政
の
全
体
を
追
究
す
る
べ

き
か
が
、
改
め
て
課
題
に
の
ぼ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
四
点
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
服
部
講
演
の
冒
頭
で
「
実
像
と
虚
像
」
と
い

う
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
や
は
り
名
古
屋

城
や
熊
本
城
の
よ
う
な
多
く
の
市
民
に
愛
さ
れ
て
い
る
史
跡
・
文
化
財
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
を
も
と
に
し
た
伝
説
・
伝
承
的
な
後
づ
け
の
話
が
張
り
付
い
て
し
ま
う

こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
そ
れ
を
客
観
的
に
評
価
す
る
学
問
的
な
方
法
と
い
う
も
の
が
、

こ
の
報
告
会
の
四
人
の
発
表
で
な
さ
れ
た
よ
う
な
歴
史
学
の
史
料
論
、
そ
れ
に
基
づ

く
基
礎
研
究
の
地
道
な
積
み
重
ね
以
外
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て

実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

※
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
令
和
三
年
十
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
基
調
講
演

及
び
研
究
報
告
を
受
け
た
も
の
で
す
。


