
　
文
化
庁
の
文
化
審
議
会
は
、こ
の
ほ
ど
国
の
史
跡
指
定
に
つ
い
て
の
答
申
を
出
し
、

水
口
町
に
あ
る
「
水み

な

口く
ち

岡お
か

山や
ま

城じ
ょ
う

跡あ
と

」
が
新
規
で
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。
城
跡
の
調
査
で
は
当
時
の
石
垣
が
見
つ
か
り
、
多
く
の
瓦
も

出
土
し
、
豊
臣
政
権
の
拠
点
と
し
て
の
姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

豊
臣
政
権
の
拠
点
城
郭

�

「
水
口
岡
山
城
」

　

水
口
岡
山
城
は
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
年
）、
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

の
命
に
よ
っ

て
築
城
さ
れ
、
東
海
道
を
眼
下
に
見
据
え

る
立
地
か
ら
、
秀
吉
の
天
下
統
一
に
お
け

る
東
国
制
覇
の
足
掛
か
り
の
城
と
位
置
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
五
奉
行
」
に

名
を
連
ね
る
増ま

し

田た

長な
が

盛も
り

・
長な

束つ
か

正ま
さ

家い
え

が
城

主
と
な
り
、
豊
臣
政
権
の
拠
点
城
郭
と
し

て
機
能
し
ま
す
。
し
か
し
、
関
ヶ
原
の
戦

い
の
後
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
廃
城
と
さ

れ
、
江
戸
時
代
に
は
水
口
藩
の
御
用
林
と

な
り
ま
し
た
。

　
現
在
は
通
称
「
城
山
」
と
呼
ば
れ
、
市

民
に
親
し
ま
れ
て
お
り
、
山
中
に
残
る
石

垣
な
ど
の
遺
構
か
ら
当
時
の
面
影
が
偲
ば

れ
ま
す
。

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
城
の
姿

　
史
跡
指
定
に
向
け
た
調
査
に
よ
っ
て
城

の
中
枢
部
の
姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。

　
主し

ゅ

郭か
く

部ぶ

（
通
称
「
本
丸
」）
の
両
端
に
は

構
造
が
異
な
る
櫓

や
ぐ
ら

台だ
い

が
あ
り
、そ
こ
に
あ
っ

た
瓦
葺
建
物
に
使
わ
れ
た
瓦
も
異
な
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
東ひ

が
し

櫓や
ぐ
ら

台だ
い

の

周
辺
で
は
大お

お

溝み
ぞ

城じ
ょ
う（

高
島
市
）
か
ら
転
用

さ
れ
た
瓦
も
多
数
出
土
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
主
郭
部
の
周
囲
に
は
石
垣
が
め

ぐ
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

市
内
で
４
つ
目
の
国
史
跡
へ

　
現
在
の
水
口
地
域
の
基
盤
は
、
水
口
岡

山
城
の
築
城
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
そ
の

後
、
江
戸
時
代
の
水
口
宿
と
し
て
栄
え
、

現
在
に
至
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
水
口
岡
山

城
跡
は
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
城
跡
が
紫し

が
ら
き
の
み
や

香
楽
宮
跡あ

と

・
垂た

る

水み

斎さ
い

王お
う

頓と
ん

宮ぐ
う

・
甲こ

う

賀か

郡ぐ
ん

中ち
ゅ
う

惣そ
う

遺い

跡せ
き

群ぐ
ん

に
次

い
で
、
４
つ
目
の
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま

す
。
豊
臣
政
権
を
支
え
た
拠
点
と
し
て
の

歴
史
的
背
景
に
加
え
、
石
垣
や
堀ほ

り

切き
り

な
ど

の
城
の
遺
構
が
良
好
に
残
る
こ
と
が
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
城
跡

は
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

市
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
活
用

　
水
口
岡
山
城
跡
に
つ
い
て
は
、
史
跡
に

指
定
さ
れ
た
後
、「
保
存
活
用
計
画
」
を

策
定
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
に
重
要

な
遺
跡
を
将
来
に
わ
た
っ
て
適
切
に
保
護

し
、
未
来
へ
継
承
す
る
た
め
に
史
跡
の
保

存
に
関
わ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
、
今

後
の
水
口
岡
山
城
跡
の
活
用
の
指
針
と
な

る
も
の
で
す
。
計
画
を
策
定
し
た
後
、
石

垣
の
修
復
な
ど
文
化
財
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
城
跡
の
整
備
を
行
い
、
市
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
で
き
る
よ

う
事
業
を
進
め
る
予
定
で
す
。

よ
み
が
え
れ
水
口
岡
山
城

　
市
の
歴
史
資
産
で
あ
る
水
口
岡
山
城
を

活
用
し
た
取
り
組
み
が
、
一
般
社
団
法
人

水
口
岡
山
城
の
会
を
は
じ
め
と
し
た
各
種

団
体
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
城
山

山
頂
で
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
模
擬
天
守
閣
の

設
置
、
城
跡
や
城
下
町
の
街
並
み
を
感
じ

る
旧
東
海
道
の
散
策
、
市
が
開
催
す
る
歴

史
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
共
催
な
ど
市
民
の
皆
さ

ん
が
水
口
岡
山
城
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会

を
設
け
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
国
史
跡
指
定
を
受
け
、
水
口
岡

山
城
の
魅
力
を
市
内
外
へ
発
信
し
、
観
光

の
活
性
化
や
郷
土
愛
の
醸
成
を
め
ざ
す
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
活
用
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

■
国
史
跡
と
は

　
史
跡
と
は
、
歴
史
上
ま
た
は
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の
を
指
し
ま
す
。
文
化
財
に
は
、「
有

形
文
化
財
」、「
無
形
文
化
財
」
等
の
区
分
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
史
跡
は
名
勝
や
天

然
記
念
物
と
同
じ
分
類
の
「
記
念
物
」
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
跡
の
中
で
も
、
特
に
重

要
で
保
護
の
必
要
な
も
の
が
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
す
。

豊
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
拠
点

水
口
岡
山
城
跡
が

�

国
指
定
史
跡
に

▲主郭部の北面に残る石垣▲上空から見る水口岡山城跡と城下町

▲大溝城から転用された瓦

▲東櫓台から出土した揚羽蝶文鬼瓦▲城山にそびえるバルーン水口岡山城
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