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長
府
城
西
側
は
現
在
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
来
は
岬

の
地
形
を
利
用
し
た
海
城
で
し
た
。
ま
た
、
櫛
崎
の
名
は
元
寇
の
際
、
モ
ン

ゴ
ル
軍
の
首
を
海
岸
に
埋
め
た
こ
と
か
ら
「
首
崎
」
と
呼
ば
れ
た
の
が
始
ま

り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
城
と
陣
屋
と
御
殿
の
関
係
を
系
統
立
て
て
紹
介
す

れ
ば
、
更
に
観
光
客
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
な
、
と
少
し

も
っ
た
い
な
い
気
が
し
て
い
ま
す
。 

例
に
よ
っ
て
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
全
て
支
部
長
に
あ
り
、
特
に
規
則

等
に
定
め
て
あ
る
も
の
以
外
は
私
の
個
人
的
見
解
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

 
下
関
戦
跡
シ
リ
ー
ズ
も
４
回
目
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
も
相
変
わ
ら
ず

の
脱
線
ぶ
り
で
、
い
よ
い
よ
太
平
洋
戦
争
す
ら
離
れ
て
、
長
府
城
に
つ
い
て

取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。 

自
分
は
い
わ
ゆ
る
外
来
種
で
す
が
、
地
元
の
方
に
聞
い
て
も
不
明
な
点
が

多
く
、
か
つ
城
の
存
在
が
短
期
間
で
あ
っ
た
た
め
資
料
も
少
な
い
よ
う
で

す
。
ま
た
、
全
体
像
を
わ
か
り
難
く
し
て
い
る
の
が
お
城
本
体
、
長
府
陣

屋
、
そ
し
て
勝
山
御
殿
の
３
つ
の
関
係
で
し
ょ
う
。 

た

い

し

も

通

信

 
長
府
に
あ
る
か
ら
長
府
城
、
で
す
が
実
際
に
は
櫛
崎
城
の
方
が
一
般
的
な

よ
う
で
す
。
雄
山
城
、
長
府
陣
屋
と
呼
称
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

場
所
は
下
関
市
長
府
宮
崎
町
、
関
門
海
峡
を
望
む
要
衝
と
し
て
周
防
灘
に

突
き
出
し
た
半
島
の
高
台
に
あ
り
ま
す
。
現
在
は
関
見
台
公
園
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
際
の
城
域
は
公
園
よ
り
も
さ
ら
に
北
側
の
豊
功
神
社
付
近
ま
で

あ
り
、
松
崎
口
・
浜
之
坂
口
・
三
軒
屋
口
に
櫓
が
あ
り
、
石
碑
が
あ
る
付
近

が
松
崎
口
（
大
手
門
二
重
櫓
）
の
跡
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
周
辺
に

「
お
城
山
」
や
「
詰
の
丸
」
な
ど
の
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
関
見
台
は
城
の

本
丸
で
「
お
城
山
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
櫛
崎
城 

◆
城
の
歴
史 

毛
利
氏
以
降
の
資
料
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
は
も
う
少
し
遡
り
、

長
府
観
光
協
会
案
内
板
に
よ
る
と
、
『
櫛
崎
城
（
串
崎
城
と
も
書
く
）
は
遠
く

天
慶
三
年
（９
４
０
）西
海
に
勢
力
を
振
る
っ
た
藤
原
純
友
の
配
下
稲
村
平
六

景
家
が
こ
の
地
に
拠
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
確
か
な
記
録
は
な
く
、

一
応
大
内
氏
の
重
臣
、
内
藤
左
衛
門
大
夫
景
春
が
築
城
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
後
、
慶
長
五
年
（
１
６
０
０
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
に
お
い
て
、
豊
臣
方
に

荷
担
し
た
毛
利
氏
は
、
防
長
二
州
に
減
封
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
山
口 

◆
長
府
陣
屋 

城
が
取
り
壊
さ
れ
た
後
の
館
が
長
府
陣
屋
（
藩
庁
が
置
か
れ
た
屋
敷
）
で

す
。
そ
の
後
約
２
５
０
年
、
長
府
藩
の
政
庁
兼
藩
主
の
居
宅
で
し
た
。
幕
末
に

は
城
跡
は
砲
台
と
さ
れ
、
奇
兵
隊
等
が
外
国
船
の
見
張
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

文
久
３
年
（
１
８
６
３
）
に
は
長
州
藩
の
外
国
船
砲
撃
に
対
し
て
報
復
攻
撃
さ

れ
て
い
ま
す
。
陣
屋
跡
は
豊
浦
高
校
と
な
り
、
遺
構
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

◆
勝
山
御
殿 

場
所
的
に
外
国
船
か
ら
の
攻
撃
目
標
に
な
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、

少
し
内
部
に
入
っ
た
所
へ
勝
山
御
殿
を
築
き
避
難
し
ま
し
た
。
こ
こ
は
三
の

丸
、
二
の
丸
、
本
丸
の
３
段
構
造
で
最
上
段
に
は
城
主
の
居
館
が
あ
り
、
周
囲

に
高
石
垣
を
巡
ら
せ
、
手
前
に
は
現
在
は
埋
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
水
堀
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
本
丸
玄
関
を
移
築
し
て
、
現
在
は
覚
苑
寺
の
庫
裏
（
仏
教
寺

院
に
お
け
る
伽
藍
（
僧
侶
が
集
ま
り
修
行
す
る
清
浄
な
場
所
））
に
再
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。 

く
し
ざ
き
じ
ょ
う 

か
つ
や
ま
じ
ょ
う 

や
ぐ
ら 

に
居
を
構
え
て
い
た
毛
利
秀
元
公
が
長
府
藩
五
万
石
の
支
藩
と
し
て
こ
れ
を

再
築
し
入
場
、
爾
来
、
雄
山
城
と
称
し
た
。
元
和
元
年
（
１
６
１
５
）
に
徳
川
幕

府
の
定
め
た
一
国
一
城
令
に
よ
っ
て
と
り
こ
わ
さ
れ
、
隣
接
す
る
県
立
豊
浦

高
等
学
校
の
敷
地
に
居
館
を
置
い
た
。
（以
下
略
）』
と
あ
り
ま
す
。 

く 

り 

が
ら
ん 


