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城郭探訪
ま ち づ く り と 城 の 址

東
美
濃
の
要
衝
・
可
児

　

可
児
市
は
岐
阜
県
南
部
、
旧
国
名
で
い
う
美
濃

と
尾
張
の
国
境
に
位
置
す
る
、
人
口
約
10
万
人
の

自
治
体
で
す
。
市
域
の
北
部
に
は
木
曽
川
が
貫
流

し
、
列
島
陸
上
交
通
の
脊
柱
で
あ
っ
た
中
山
道

（
東
山
道
）が
通
っ
て
い
ま
す
。
水
上
・
陸
上
と
も

に
人
・
物
の
往
来
が
多
い
土
地
柄
で
あ
り
、
可
児

は
古
来
よ
り
東
美
濃
で
も
指
折
り
の
交
通
の
要
衝

と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。

　

可
児
市
域
に
は
、
戦
国
時
代
に
10
カ
所
を
超
え

る
山
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。
周
辺
の
自
治
体
と
比

べ
て
造
ら
れ
た
城
の
数
が
多
い
の
は
、
可
児
が
要

地
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

名
城
・
美
濃
金
山
城

　

美
濃
金
山
城
は
東
美
濃
屈
指
の
山
城
で
あ
り
、

岐
阜
県
を
代
表
す
る
城
郭
の
一
つ
で
も
あ
り
ま

す
。
主
郭
は
標
高
約
２
７
６
ｍ
に
位
置

し
て
お
り
、
麓
の
城
下
町
と
の
比
高
差

は
１
７
０
ｍ
ほ
ど
に
も
な
る
た
め
、
険
け
ん
し
ゅ
ん峻

な
立
地
で
あ
り
、
難
攻
不
落
の
要よ
う

塞さ
い

と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

美
濃
金
山
城
の
歴
史
は
、
天
文
６

（
１
５
３
７
）
年
の
斎
藤
大だ
い
な
ご
ん

納
言
に
よ
る

「
烏う
ほ
う峰

城
」の
築
城
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、

永
禄
８
（
１
５
６
５
）
年
に
織
田
信
長
の

中
濃
攻
略
に
際
し
て
、
重
臣
の
森も
り

可よ
し
な
り成

が
入
城
し
、

城
の
名
を「
金か
ね
や
ま山

城
」と
改
め
ま
し
た
。

　

以
降
、
信
長
の
天
下
布
武
と
と
も
に
歩
ん
だ
森

家
と
美
濃
金
山
城
は
、
戦
国
史
に
そ
の
名
を
刻
み
、

可
成
の
子
の
忠た
だ
ま
さ政

が
信
濃
国
川
中
島
（
現
在
の
長

野
市
）
に
転て
ん
ぽ
う封

と
な
る
ま
で
、
東
美
濃
の
戦
略
拠

点
と
な
り
、
城
下
町
と
と
も
に
拡
張
整
備
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

破
城
と
金
山
越
の
謎

　

美
濃
金
山
城
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
「
織

し
ょ
く
ほ
う
け
い

豊
系

城
郭
」
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
上
、
そ
れ
が
刻と
き

が
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次
世
代
に
つ
な
ぐ「
誇
り
」の
山
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岐
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止
ま
っ
た
よ
う
な
姿
で
観
察
で
き
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
城
の
終し
ゅ
う
え
ん焉に
あ
た
っ
て
行
わ
れ
た

「
破は
じ
ょ
う城
（
※
意
図
的
に
城
の
石
垣
な
ど
を
崩
す
行

為
）」
の
痕
跡
が
今
も
各
所
に
残
る
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
点
で
す
。

　

美
濃
金
山
城
の
破
城
に
際
し
て
、
そ
の
建
材
が

木
曽
川
下
流
の
犬
山
に
運
ば
れ
、
犬
山
城
の
建
設

に
も
使
わ
れ
た
と
い
う
一
連
の
出
来
事
は
「
金か
ね
や
ま山

越ご
し

」
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
金
山
越
」

に
よ
っ
て
犬
山
城
下
に
移
築
さ
れ
た
と
伝
わ
る
城

門
の
一
つ
が
、
先
ご
ろ
４
２
０
年
以
上
の
刻
を
越

え
て
故
郷
に「
還げ
ん
き
ょ
う郷」し

た
こ
と
も
喜
ば
し
い
出
来

事
で
し
た
。

地
域
の
誇
り
を
次
世
代
に

　

美
濃
金
山
城
は
平
成
25（
２
０
１
３
）年
に
国
の

重
要
文
化
財（
史
跡
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
に
は
「
続
日
本
１
０
０
名

城
」
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
域
に
と
っ

て
大
き
な「
誇
り
」と
な
る
出
来
事
で
し
た
。
美
濃

金
山
城
を
含
む
歴
史
資
産
の
整
備
に
は
、
多
く
の

市
民
が
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
山
城
を

主
軸
に
定
め
た「
山
城
に
行
こ
う
！
」と
い
っ
た
交

流
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
開
催
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず

れ
も
歴
史
資
産
の
価
値
を
理
解
し
、
高
め
て
い
こ

う
と
い
う
意
識
を
持
っ
た
市
民
の
力
な
く
し
て
は

成
し
え
な
い
も
の
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

美
濃
金
山
城
が
織
豊
期
に
重
要
な
拠
点
と
し
て

機
能
し
た
こ
と
は
、
可
児
が
利
便
性
の
あ
る
、
住

み
や
す
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
役
割
は
、
そ
の
歴
史
と
現
在
を
次
世
代

に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

山
城
を
誇
り
の
一
つ
と
し
て
、
人
が
活
き
活
き

と
暮
ら
せ
る
ま
ち
・
可
児
。
過
去
の
遺
産
が
子
ど

も
た
ち
の
誇
り
と
な
り
、
自
然
と
可よ

い
児こ

に
育
つ

ま
ち
・
可
児
。
こ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
今
後

も
推
進
し
、
可
児
の
レ
ガ
シ
ー
の
魅
力
を
守
り
、

伝
え
、
発
信
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

「還郷」した城門

伝米蔵跡石垣

主郭跡礎石

ほ
う
ろ
く
渕
の
龍

　

木
曽
川
に
飛
騨
川
が
合
流
す
る
川
合
の
あ
た
り

に
今
渡
ダ
ム
が
あ
る
。
こ
の
ダ
ム
は
昭
和
14
年
に

竣
工
し
、
堤
高
34
・
３
ｍ
は
当
時
日
本
一
低
い
落

差
の
ダ
ム
だ
っ
た
。
建
設
工
事
の
際
、
何
度
も
洪

水
に
あ
っ
た
の
で
、
人
々
は「
ほ
う
ろ
く
渕
」の
龍

の
し
わ
ざ
と
噂
し
た
。
龍
の
す
み
か
が
工
事
の
せ

い
で
つ
ぶ
れ
た
と
い
う
の
だ
。

　

霊
験
あ
ら
た
か
な
白
龍
と
い
う
老
婆
の
占
い
で

も
同
じ
神
託
を
得
た
の
で
、
恐
れ
入
っ
た
工
事
の

担
当
者
は
龍
神
に
他
所
へ
移
っ
て
も
ら
う
た
め
の

遷
座
式
を
行
い
、
工
事
は
無
事
完
成
し
た
。

　

こ
れ
は
昭
和
55
年
の『
可
児
町
史　

通
史
編
』に

採
録
さ
れ
た
今
渡
地
区
の
住
民
の
話
だ
が
、
こ
の

工
事
に
主
任
と
し
て
携
わ
っ
た
小
川
蔵
夫
氏
の
自

伝『
回
顧
録
』に
も
、
こ
の
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
確
か
に
た
び
た
び
洪
水
に

あ
っ
た
ら
し
く
、
古
老
の
す
す
め
で
日
比
野
白
竜

と
い
う
老
爺
に
占
っ
て
も
ら
っ
た
（
前
記
の
住
民

の
話
で
は
婆
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
爺
だ
っ
た
ら

し
い
）。
す
る
と
、
や
は
り
龍
神
の
祟
り
だ
と
い

う
の
で
、
み
ん
な
恐
れ
て
働
か
な
く
な
っ
た
か

ら
、
星
野
大
源
と
い
う
偉
い
坊
さ
ん
に
一
週
間

ぶ
っ
続
け
で
お
経
を
唱
え
て
も
ら
っ
た
。

　

し
か
し
、
科
学
を
信
じ
る
小
川
氏
は
、
読
経
式

な
ぞ
や
り
た
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
知
事
や
市
町

村
長
も
集
ま
っ
た
祈
祷
満
願
式
の
挨
拶
で
、「
こ

ん
な
糞
坊
主
の
お
経
で
ダ
ム
が
出
来
る
な
ら
苦
労

は
な
い
。
工
事
と
は
人
の
和
、
力
、
誠
意
で
や
り

と
げ
る
も
の
だ
。
こ
の
バ
カ
祭
り
を
行
っ
た
の
は

み
な
さ
ん
に
工
事
を
知
っ
て
も
ら
い
、
団
結
し
て

も
ら
う
た
め
な
の
だ
」と
啖
呵
を
切
っ
た
。

　

糞
坊
主
と
呼
ば
れ
た
星
野
大
源
氏
は
、
な
ぜ
か

小
川
氏
を
気
に
入
り
、
印
可
を
渡
し
て
や
る
と
ほ

め
ら
れ
た
と
い
う
。
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