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垂
水
史
談
会
復
活
３
０
年 

史
跡
研
究
踏
査
（
旧
垂
水
城
～
有
馬
邸
） 

 
 

２
月
２
日
、
か
ね
て
史
跡
や
文
化
財
は
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
改
め
て

所
在
地
や
実
物
を
確
認
す
る
た
め
に
、
計
６
名
で
研
究
踏
査
を
実
施
し
ま
し

た
。 当

日
は
「
麓
祭
り
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
有

馬
邸
を
ゴ
ー
ル
地
点
に
、
９
時
に
荒
崎
パ
ー
キ

ン
グ
を
出
発
し
て
踏
査
を
開
始
。
ま
ず
国
道
沿

い
か
ら
殿
様
水
へ
下
り
て
、
き
れ
い
な
水
の
流

れ
を
見
ま
し
た
が
、
入
口
付
近
は
年
末
に
市
の

商
工
会
青
年
部
が
草
刈
り
を
行
い
整
備
さ
れ

て
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
場
所
的
に
風
が
吹

き
よ
せ
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
ご
み
も
散
見
さ

れ
、
定
期
的
な
清
掃
が
必
要
で
す
。 

続
い
て
旧
垂
水
城
に
登
っ
て
、
現
在
畑
に
利

用
さ
れ
て
い
る
曲
輪
（
く
る
わ
）
か
ら
元
垂
水
の
ま

ち
を
望
見
。
垂
水
の
山
城
の
中
で
も
古
い
も
の
の

一
つ
で
、
山
城
と
し
て
の
特
徴
を
よ
く
残
し
て
お

り
、
少
な
く
と
も
入

口
付
近
に
標
柱
を
建

て
た
い
も
の
で
す
。 

さ

ら

に

新

田

神

社
、
耕
地
整
理
記
念

碑
、
見
樹
院
（
げ
ん
じ

ゅ
い
ん
）
跡
の
赤
メ
ン
ド
ン
、
田
の
神
さ
あ
第

５
号
を
経
て
三
森
さ
ん
の
水
源
地
ま
で
一
気

に
踏
査
。
赤
メ
ン
ド
ン
は
地
元
で
は
「
イ
ボ
ン

神
さ
あ
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
イ
ボ
が
治
癒
す
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
そ
の
他
の
病
気
快
癒
、
さ
ら
に
は
疱
瘡
（
天
然
痘
）
快
癒
の
信
仰
ま
で
広

げ
た
研
究
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

そ
の
ま
ま
川
崎
川
沿
い
に
下
り
、
国
鉄
大
隅
線
の
垂
水
駅
跡
の
向
か
い
側

に
空
地
が
あ
っ
て
、
庚
申
信
仰
の
青
面
金
剛
像

が
立
っ
て
い
ま
す
。
６
０
㎝
～
７
０
㎝
の
石
像

で
す
が
、
彫
り
も
比
較
的
は
っ
き
り
と
残
っ
て

い
ま
す
。
庚
申
信
仰
は
中
国
道
教
の
影
響
を
受

け
て
い
ま

す
。 庚

申
信

仰
は
庚
申

（
か
の
え

さ
る
）
の
日
の
晩
に
う
っ
か
り
寝
て
し

ま
う
と
そ
の
人
の
体
の
中
の
三
尸
（
さ

ん
し
）
と
い
う
虫
が
体
か
ら
這
い
出
て

天
上
に
登
り
、
天
帝
（
神
様
）
に
そ
の
人

の
か
ね
て
の
悪
い
行
い
を
告
げ
る
の
で

す
。
そ
う
な
っ
た
ら
寿
命
が
縮
ん
で
し

ま
う
の
で
、
人
々
は
夜
っ
ぴ
て
起
き
て
、

三
尸
に
悪
行
を
告
げ
ら
れ
な
い
よ
う

に
集
ま
っ
て
過
ご
す
の
が
庚
申
講
で

す
。 と

こ
ろ
が
、
青
面
金
剛
像
が
踏
み
つ

け
て
い
る
天
邪
鬼
は
雑
草
の
種
子
を

畑
に
振
り
ま
く
の
で
懲
ら
し
め
る
考

え
方
が
濃
く
な
っ
て
、
時
代
と
と
も
に

農
業
の
神
様
と
し
て
の
意
味
合
い
が

強
く
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
庚
申
像

が
立
つ
こ
の
辺
り
は
現
在
、
警
察
の
幹

部
派
出
署
や
住
宅
地
が
出
来
て
い
ま

す
が
、
川
崎
川
下
流
に
当
た
る
こ
と
か

ら
、
以
前
は

豊
か
な
田
園
地
帯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

る
の
で
す
。 

奥
家
の
武
家
門
と
蔵
は
手
入
れ
が
不
十
分
な
た

め
、
傷
み
が
激
し
い
状
況
で
す
。
蔵
は
垂
水
の
中

で
も
立
派
な
造
り
な
の
で
手
を
入
れ
て
、
喫
茶
店

や
お
店
な
ど
に
改
造
し
た
ら
面
白
い
の
だ
が
、
と

の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
近
く
の
石
敢
當
は

３
０
㎝
く
ら
い
の
大
き
さ
で
道
路
曲
が
り
角
に
あ

り
ま
す
が
、
都
合
で
Ｔ
字
路
か
ら
移
動
さ
せ
ら
れ

た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
垂
水
高
校
の

旧
正
門
、
お
長
屋
を
経
て
有
馬
邸
に
到
着
し
ま
し

た
。「
か
ご
し
ま
探
検
の
会
」
の
東
川
隆
太
郎
氏
の

「
垂
水
麓
の
士
族
の
家
の
多
く
は
切
り
石
を
も
っ

て
石
垣
が
積
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
に
な

っ
て
積
ま
れ

た
も
の
で
あ

り
、
有
馬
邸
の

石
積
み
は
自

然
石
（
本
城
川
が
山
か
ら
運
ん
で
き
た

花
崗
岩
や
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
）
で
積
ん

で
あ
っ
て
、
古
い
形
を
残
し
て
い
る
」

と
い
う
話
を
思
い
出
し
ま
す
。 

 

有
馬
邸
に
は
お
昼
前
に
到
着
。
麓
祭

り
の
真
っ
最
中
で
、
座
敷
で
は
お
茶
席
、

戸
外
で
は
垂
水
島
津
家
墓
所
の
出
土
物

の
展
示
説
明
や
草
鞋
づ
く
り
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
し
た 

今
回
、
史
談
会
と
し
て
研
究
踏
査
を

行
い
ま
し
た
が
、
今
後
も
機
会
を
見
て
、

他
の
地
区
、
地
域
で
も
市
民
に
参
加
を

呼
び
掛
け
な
が
ら
開
催
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

（
瀬
角
龍
平
） 
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宮
之
城
視
察
研
修 

③ 
 

 
 

 
 

 

 

最
後
に
、「
時
吉
萬
次
郎
」
の
故
地
を
２
ヵ
所
訪
れ
た
。 

時
吉
萬
次
郎
は
、
前
述
の
玉
利
源
之
助
の
よ
う
に
、
か
く
れ
念
仏
の
指
導

者
で
、
天
保
７
年(

１
８
３
６)

年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
玉
利
源
之
助
よ
り
少
し

後
の
頃
で
あ
る
。
生
家
は
代
々
「
伯
楽(

牛
馬
医)

」
で
あ
り
、
念
仏
講
の
リ

ー
ダ
ー
で
あ
る
「
番
役
」
で
あ
っ
た
。
真
宗
の
取
り
締
ま
り
下
に
あ
っ
て
、

妻
や
弟
の
松
五
郎
は
残
虐
な
拷
問
の
末
に
命
を
落
と
し
て
い
る
。 

さ
て
、
真
宗
の
「
阿
弥
陀
仏
の
前
で
は
人
間
誰
し
も
が
平
等
で
あ
る
」
と

い
う
思
想
は
、
封
建
社
会
の
世
に
あ
っ
て
、
特
に
被
差
別
階
級
の
人
々
の
救

い
や
慰
め
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
鹿
児
島
も
同
様
で
あ
る
。 

垂



そ
も
そ
も
士

身
分
内
で
さ
え
、

城
内
と
外
城
に

厳
然
た
る
差
別

が
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
鹿
児
島
に

お
け
る
被
差
別

部
落
お
よ
び
そ

の
特
質
は
全
国

的
に
見
て
も
独

特
で
、
お
お
ま
か

に
「
慶
賀(

村)

」

と
よ
ば
れ
る
人

た
ち
と
「
死
苦(

村)

」
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
と
に
分
か
れ
る
。 

「
慶
賀
」
は
「
け
い
が
」「
け
が
」「
け
ん
ご
」
等
と
よ
ば
れ
、
郷
と
村
々

の
警
備
、
牢
番
人
や
罪
人
の
逮
捕
と
護
送
、
刑
の
執
行
な
ど
に
あ
た
ら
せ
つ

つ
、
島
津
家
は
じ
め
一
族
の
慶
祝
の
行
事
に
か
か
わ
っ
て
い
た
た
め
「
慶
賀
」

と
言
う
。『
新
田
神
社
文
書
』
に
は
、
島
津
家
の
学
問
所
と
い
う
役
割
を
担

当
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が

あ
り
、『
庄
内
地
理
誌
』
を
見

る
と
、
も
と
も
と
差
別
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
い
つ
の

こ
ろ
か
ら
か
差
別
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。 「

死
苦
」
は
、「
四
苦
」「
四

衢
」
と
も
書
か
れ
、
解
放
運

動
の
側
か
ら
は
「
志
苦
」
の

文
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
は
当
て
字

で
は
あ
る
が
、「
死
苦
」「
四

苦
」
な
ど
の
字
に
は
象
徴
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
仕
事
は
、
死
牛
馬
の
処

理
や
、
皮
革
、
骨
な
ど
の
細
工
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
下
駄
、
草
履
な

ど
の
製
造
に
も
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。 

ち
な
み
に
、
こ
の
「
死
苦
村
」 

は
、
天
明
４(

１
７
８
４)

年
に
「
穢
多

村
」
と
名
が
変
え
ら
れ
て
い
る
。
慶
賀
村
・
四
苦
村
は
、
１
０
０
余
の
郷
の

ほ
と
ん
ど
に
１
つ
乃
至
２
つ
お
か
れ
て
い
た
。 

萬
次
郎
は
伯
楽
の
職
で
活
躍
の
場
は
宮
之
城
に
留
ま
ら
ず
、
広
域
に
及
ん

だ
。
そ
の
確
か
な
腕
と
人
柄
、
ま
た
宗
教
的
人
徳
が
、
身
分
制
度
の
壁
を
越

え
て
多
く
の
人
々
か
ら
尊
敬
を
集
め
た
。
現
に
妻
は
武
士
身
分
か
ら
嫁
い
で

き
て
い
る
。 

所
と
顕
彰
碑
が
、

宮
之
城
屋
地
の
東

谷
墓
園
に
あ
る
。 

さ
っ
き
の
仏
飯
講

に
つ
い
て
の
或
る

看
板
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
、
「
あ
ら
ゆ

る
差
別
を
な
く
す

鹿
児
島
県
民
会
議
」

が
こ
の
石
碑
の
建

立
や
記
念
事
業
を

さ
れ
て
き
た
と
の

こ
と
。 

さ
て
、
そ
の
墓
地

か
ら
望
む
山
が
、
萬

次
郎
が
役
人
か
ら

逃
れ
て
潜
ん
だ
と

い
う
山
な
の
だ
が
、

墓
地
か
ら
の
道
は

も
は
や
草
木
に
覆
わ
れ

荒
廃
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
別
ル
ー
ト
か
ら
、

故
地
「
萬
次
郎
岩
」
へ
向

か
っ
た
。 

萬
次
郎
岩
は
萬
次
郎

が
詮
索
の
追
っ
手
を
逃

れ
、
潜
伏
し
た
岩
ぐ
ら
な

の
だ
が
、
道
中
が
思
っ
た
よ
り
も
険
し
い
も
の
だ
っ
た
。
山
の
尾
根
を
伝
う

よ
う
に
５
分
ほ
ど
歩
き
、
最
後
に
は
木
に
ロ
ー
プ
を
結
ん
で
、
滑
落
に
気
を

付
け
な
が
ら
恐
る
恐
る
岩
肌
を
下
っ
た
。 

宮
之
城
の
視
察
は
、
史
学
的
観
点
は
も
ち
ろ
ん
、
人
権
学
習
と
し
て
大
い

に
実
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
豊
か
で
風
光
明
媚
な
情
景
に
心
も
癒

さ
れ
た
。
山
田
さ
ん
は
お
土
産
に
山
太
郎
ガ
ニ
を
購
入
さ
れ
て
い
た
。
無
事

に
お
い
し
く
頂
か
れ
た
だ
ろ
う
か
。
次
回
は
ぜ
ひ
ほ
か
の
史
談
会
メ
ン
バ
ー

も
と
も
に
訪
れ
た
い
。 

な
お
、
萬
次
郎
所
持
の
「
地
獄
極
楽
図
」
が
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
に

常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
写
真
も
載
せ
て
お
く
。 

―

終
わ
り―

 

（
中
谷
潤
心
） 
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《
垂
水
の
方
言
と
言
い
回
し
》  

 

そ
の
② 

 
 

（
境
地
区
） 

と
え
と
け 

お
さ
い
じ
ゃ
し
た 

ゆ
っ
く
い
と 

し
や
っ
た
も
ん
せ
・
・
・
遠 

い
所
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
休
ん
で
い
て
下
さ
い
。 

よ
か
と
け
き
や
し
た 

か
せ
を
し
っ
く
い
や
ん
せ
・
・
良
い
と
こ
ろ
へ
き
て 

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

あ
い
が
と
さ
げ
も
し
た 

お
か
げ
さ
ぁ
で
た
っ
か
い
も
し
た
・
・
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
助
か
り
ま
し
た
。 

こ
あ 

う
ん
め
こ
ろ
っ 

か
い
も
じ
ゃ
ね
・
・
こ
れ
は
と
て
も
美
味
し
い
サ
ツ 

マ
イ
モ
で
す
ね
。— 

そ
げ
な 

わ
い
こ
つ
す
え
や 

じ
ゅ
ん
さ
さ
ぁ
が
ご
わ
っ
ど
・
・
そ
の
よ
う
な 

悪
い
こ
と
を
す
る
と 

警
察
官
が
来
る
よ
。 

し
っ
き
ゃ
ん
が 

も
ど
っ
く
っ
で 

は
よ 

ぶ
え
ん
を
も
ろ
っ
け
・
・
巻
き
網 

漁
船
が 

帰
っ
て
く
る
か
ら 

早
く
行
っ
て
生
魚
を
も
ら
っ
て
き
て
。 

き
ゅ
や 

ひ
ょ
い
が
え
で 

そ
ん
へ
ん
ぬ 

さ
ろ
っ
み
ろ
か
い
・
・
今
日
は 

 

天
気
が
い
い
か
ら
近
辺
を 

歩
い
て
見
よ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

（
隈
元
信
） 

（
垂
水
麓
・
大
野
原
）
地
区 

「
そ
げ
な
こ
つ 

お
し
や
し
た
と
な 

て
ん
が
ね
か
し
た
な
ー
」 

（
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
？
か
ん
ば
っ
た
ね
え
）」
麓
で
使
わ
れ
て
い
た
。 

「
お
っ
こ
い
よ
ー
オ
」、「
あ
い
や
、
あ
い
や
」、「
ま
こ
て
ー
え
」、「
う
ん
に

ゃ
、
う
ん
に
ゃ
」 

「
あ
ら
ま
あ
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
感
嘆
詞
で
、
会
話
の
最
初
に

は
く
言
葉
。 

「
ま
こ
て 

所
帯
だ
ま
し
が
い
っ
て
な
あ
ー
、
す
っ
ぱ
い 

さ
ぜ
や
っ
め

っ 

終
い
に
ゃ 

柱
ず
い
も
っ
ち
こ
そ
な 

あ
ん
べ
じ
ゃ
が
」 

結
婚
し
た
と
た
ん
に
節
約
す
る
娘
が
、
実
家
に
帰
っ
て
、
何
で
も
持
っ
て 

帰
る
。 

「
ま
こ
て
ー
え 

む
ひ
な
げ
も
ん
じ
ゃ
ね
ー
え
」 

「
む
ひ
ね
子
じ
ゃ
っ
、

ど
し
た
こ
っ
か
よ
」 

心
の
奥
底
か
ら
出
た
同
情
の
「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
意
味 

「
ま
こ
て 

て
ん
が
ね
も
ん
じ
ゃ
」 

子
ど
も
の
こ
ろ
、
家
の
手
伝
い
を
す
る
と
ほ
め
て
く
れ
た
。「
本
当
に
感 

心
だ
」
の
意
。 

（
川
﨑
あ
さ
子
） 


