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宇陀三城を巡る

　

芳
野
城
跡
は
旧
下
芳
野
小
学
校
の
校
歌
に

登
場
す
る
よ
う
に
地
元
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在

で
し
た
。

　

し
か
し
、
城
跡
も
登
山
道
も
全
く
整
備
さ

れ
て
お
ら
ず
、
地
元
で
も
登
っ
た
こ
と
が
な

い
方
が
大
半
で
し
た
。
そ
こ
で
、
高
齢
化
の

進
む
地
域
の
活
性
化
の
た
め
観
光
資
源
と
し

て
活
用
し
よ
う
と
、
20
年
程
前
か
ら
整
備
の

話
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
が
、
人
力
で
の
作

業
は
困
難
で
し
た
。

　
検
討
を
進
め
る
中
、
平
成
31
年
、
市
と
国
か

ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
整
備

を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
地

元
の
方
で
も
城
跡
の
正
確
な
場
所
を
把
握
し
て

い
る
方
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
案
内
板
を
設
置

し
、
場
所
の
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

　

続
く
登
山
道
の
整
備
が
大
変
で
し
た
。
幅

3
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
当
時
の
道
が
一
部

残
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
の
道
が

な
い
た
め
、
地
権
者
の
方
に
協
力
い
た
だ
き
、

ほ
た
る
公
園
か
ら
途
中
ま
で
重
機
に
よ
り
新

た
な
道
を
作
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
会
員

と
自
治
会
の
有
志
の
方
に
よ
り
、
登
山
道
と

城
跡
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
年
3
月
に
は
整
備
事
業
が
完
成
し
た
こ

と
か
ら
城
跡
で
完
成
式
典
が
開
催
さ
れ
、
多

く
の
方
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

以
降
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
見
学
の
方

が
訪
れ
て
く
れ
ま
す
。

　
現
在
は
、
引
き
続
き
堀
切
や
主
郭
跡
の
整

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
側
か
ら
の

登
山
道
で
あ
る
東
郷
の
桜
葉
神
社
か
ら
の
整

備
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
完
成
す
れ
ば
、

東
西
か
ら
周
遊
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
よ
り
多
く
の
方
が
訪
れ
て
く
れ
る
と

期
待
し
て
い
ま
す
。
芳
野
城
跡
だ
け
で
な
い

芳
野
地
区
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
こ
れ
か
ら
も
整
備
を
続
け
て
い
き
た
い
で

す
。

　

芳
野
氏
の
時
代

か
ら
伝
わ
る
も
の

に
惣そ

う
し
ゃ
み
く
ま
り

社
水
分
神
社

か
ら
宇
太
水
分
神

社
ま
で
の
神
輿
の

渡と
ぎ
ょ御
が
あ
り
ま
す
。

渡
御
に
用
い
ら
れ

る
神
輿
は
芳
野
氏

が
後
醍
醐
天
皇
か

ら
拝
領
し
た
も
の

と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

城
の
守
り
人

至 檜牧

▲

至 荷阪

南松の滝

166
369

芳野城跡

桜葉神社

至 東吉野

菟田野ほたる公園

下城跡

至 古市場

妙香寺

芳
野
城
を
守
る
会

　
代
表
　
岸
岡 

淳
二
さ
ん

　
中
世
の
宇
陀
に
多
く
の
城
が
あ
っ
た
の
は
ご
存
知
で
す

か
。
宇
陀
で
活
躍
し
た
武
士
の
中
で
も
芳
野
氏
、
澤
氏
、

秋
山
氏
は
宇
陀
三
将
と
呼
ば
れ
大
き
な
力
を
持
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
城
を
築
い
て
い
ま
し
た
。

　
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
た
三
氏
と
同
じ
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
城
も
翻
弄
さ
れ
、
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
去
ろ

う
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
、
城
の
記
憶
を
後

世
に
伝
え
る
た
め
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
が
い
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
は
、
宇
陀
三
将
が
築
い
た
宇
陀
三
城
と
、

そ
れ
を
守
り
、
伝
え
て
お
ら
れ
る
方
々
を
紹
介
し
ま
す
。

城跡からは吉野方面の山々が眼前に広がります。
ここからのろしを上げていたと考えられます。

な
り
ま
す
が
、
翌
年
、
秀
吉
の
弟
の
秀
長
が

大
和
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
宇
陀
三
将
は

大
和
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
芳

野
氏
の
消
息
は
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。

芳
野
城

　

芳
野
城
は
芳
野
谷
の
入
口
に
あ
り
、
芳
野

川
、
キ
サ
谷
川
、
宇
賀
志
川
が
自
然
の
堀
と

し
て
四
方
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　

西
に
宇う

だ
み
く
ま
り

太
水
分
神
社
の
あ
る
古
市
場
、
南

は
吉
野
方
面
が
見
渡
せ
る
尾
根
筋
に
北
西
か

ら
南
東
に
か
け
て
約
３
４
０
メ
ー
ト
ル
に
か

け
て
展
開
し
、
3
か
所
の
曲く
る
わ輪
（
※
）
と
そ

の
間
に
敵
を
足
止
め
す
る
た
め
の
堀
切
が
3

か
所
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
堀
切
と

土
を
積
ん
だ
土
塁
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
芳
野
城
か
ら
尾
根
続
き
に
南
東
約

９
０
０
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
に
、
芳
野
氏

の
居
館
で
あ
っ
た
下し

も
ん
じ
ょ城
の
跡
が
あ
り
、
地
元

の
方
は
そ
の
場
所
を
「
オ
ヤ
シ
キ
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

芳ほ
う
の野
氏

　
芳
野
氏
は
、
そ
の
出し
ゅ
つ
じ自
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
正
和
４

（
１
３
１
５
）
年
の
春
日
若
宮
祭
礼
（
お
ん
祭

り
）
の
流や

ぶ

さ

め

鏑
馬
で
、
10
騎
の
う
ち
2
騎
を
分

担
す
る
な
ど
、
力
の
あ
る
武
士
で
し
た
。
南

北
朝
の
騒
乱
で
は
北
朝
方
と
し
て
戦
い
ま
す

が
、
応
仁
の
乱
後
は
伊
勢
の
国
司
、
北
畠
氏

に
仕
え
ま
す
。

　

天
正
12
（
１
５
８
４
）
年
、
羽
柴
秀
吉
が

近
江
日
野
の
領
主
だ
っ
た
蒲が

も
う生
氏う

じ
さ
と郷
に
宇
陀

郡
を
与
え
、
宇
陀
三
将
は
蒲
生
氏
の
与
力
と

　

平
安
時
代
よ
り
大
和
国
は
興
福
寺
が

支
配
し
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
幕
府
に
よ

る
守
護
の
設
置
で
も
大
和
国
は
そ
の
例

外
と
さ
れ
、
興
福
寺
が
守
護
職
を
担
い

ま
す
。

　

宇
陀
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
興
福

寺
領
の
荘
園
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の

現
地
管
理
を
担
う
荘
管
と
し
て
成
長
を

遂
げ
、
後
に
伊
勢
国
司
・
北
畠
氏
か
ら

「
和
州
宇
陀
三
人
衆
」
と
称
さ
れ
、
宇
陀

を
代
表
す
る
国
人
領
主
と
な
っ
た
の
が
、

芳
野
・
澤
・
秋
山
の
各
氏
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
芳
野
城
・
澤
城
・
秋
山
城
を
築
き

ま
し
た
。
南
北
朝
時
代
、
澤
・
秋
山
氏

は
南
朝
方
、
芳
野
氏
は
北
朝
方
に
味
方

し
て
戦
い
ま
し
た
。

桜葉神社からの登山道の整備

芳
野
城
・
澤
城
・
秋
山
城
の
位
置

菟
田
野
東
郷
・
下
芳
野
・
宇
賀
志

宇
陀
三
将
と
は

黒
漆
金
銅
装
神
輿

　
　
　（
国
指
定
重
要
文
化
財
）

問�

文
化
財
課　
（
☎
82
・
３
９
７
６
／
IP
☎
88
・
９
３
６
５
）

東側の堀切。敵の進入を防ぐた
めに掘られたもので 3か所あり
ます。

堀切から東の曲輪を見上げ
る。端には土を積み上げた
土塁があります。

東の堀切の東側は整備され、命名
碑と展望台が設置されました。

①

②③

①

③

②

芳野城跡

※�

曲
輪
：
城
の
内
外
を
土
塁
、
石
垣
、
堀

　
な
ど
で
区
画
し
た
区
域

芳野城跡　俯瞰図

宇
陀
三
城
を
巡
る

芳
野
城
・
澤
城
・
秋
山
城
（
宇
陀
松
山
城
）
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榛
原
澤
・
大
貝

中
世
の
城
か
ら

　
　
　
近
世
の
城
へ

至 檜牧

▲
伊那佐山

至 荷阪

南松の滝

166

369

澤城跡

至 菟田野

文弥麻呂の墓

高山右近の碑

高山右近の碑下城・馬場遺跡

至 内牧

歴
史
の
伝
承
人

大
和
宇
陀
高
山
右
近
の
会

　
事
務
局
長
　
桑
谷 

宗
久
さ
ん

澤
城

　
澤
城
は
伊
那
佐
山
か
ら
南
東
に
の
び
る

尾
根
上
の
城
山
（
澤
山
）
の
頂
上
に
、
南

北
約
７
０
０
メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
３
０
０

メ
ー
ト
ル
に
渡
り
建
て
ら
れ
た
山
城
で
す
。

　

東
端
の
堀
切
は
三
重
に
防
御
を
固
め
、

主
郭
部
の
中
ほ
ど
に
も
堀
切
が
あ
り
、
東

西
に
曲
輪
群
が
分
け
ら
れ
、
西
に
本
丸
・

二
の
丸
な
ど
、
東
に
出
の
丸
・
ク
ラ
カ
ケ

バ
と
呼
ば
れ
る
曲
輪
が
置
か
れ
ま
し
た
。

　
ふ
も
と
の
澤
地
区
内
に
は
、
下し
も
ん
じ
ょ城と
呼

ば
れ
る
館
跡
も
あ
り
ま
す
。

澤
氏

　
澤
氏
は
出し
ゅ
つ
じ自
が
藤
原
氏
と
言
わ
れ
て
お

り
、
南
北
朝
時
代
に
南
朝
方
と
し
て
活
躍

し
、
芳
野
氏
と
同
じ
く
応
仁
の
乱
後
、
北

畠
氏
と
関
係
を
築
き
ま
す
。

高
山
右
近
の
洗
礼

　
永
禄
2
（
１
５
５
９
）
年
、
松
永
久
秀

が
大
和
を
攻
め
、
翌
年
、
澤
城
に
も
攻
め

入
り
ま
す
。
話
し
合
い
に
よ
っ
て
城
は
占

拠
さ
れ
、
澤
氏
は
伊
賀
へ
逃
れ
、
久
秀
の

武
将
、
高
山
友
照
（
飛ひ

だ
の
か
み

騨
守
図ず

し
ょ書
）
が
城

主
と
な
り
、城
を
整
備
、守
備
体
制
を
固
め
、

家
族
を
呼
び
寄
せ
ま
す
。
こ
の
友
照
の
息

子
が
後
に
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
な
る
高
山

右
近
で
す
。

　

永
禄
6
（
１
５
６
３
）
年
、
友
照
は
、

キ
リ
ス
ト
教
修
道
士
ロ
レ
ン
ソ
と
の
宗
教

論
争
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
洗

礼
を
受
け
ま
す
。
そ
の
翌
年
、
友
照
は
ロ

レ
ン
ソ
を
城
に
招
き
、
当
時
12
歳
の
右
近

を
は
じ
め
、
１
５
０
人
の
家
臣
も
洗
礼
を

受
け
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
、
ル

イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
「
日
本
史
」
に
、
澤

城
の
記
述
が
あ
り
、
妻
子
や
約
３
０
０
人

の
兵
士
が
お
り
、
教
会
、
礼
拝
堂
な
ど
の

施
設
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
永
禄
8
（
１
５
６
５
）
年
に
は

政
情
不
安
に
よ
り
城
を
追
わ
れ
、
右
近
ら
が

澤
城
に
い
た
の
は
わ
ず
か
な
期
間
で
し
た
。

◀城跡に建てられた「出の丸跡」の看板。
　看板の上が出の丸跡。

◀出の丸と本丸の間の深い堀切。
　左側が本丸跡。

▲平成 29年に建てられた少年右近像

本丸

出の丸

二の丸

三の丸

クラカケバ

　
澤
城
は
歴
史
あ
る
山
城
で
、
キ
リ
シ
タ

ン
大
名
と
し
て
名
高
い
高
山
右
近
は
、
12

歳
の
時
に
、
こ
こ
で
盲
目
の
日
本
人
宣
教

師
で
あ
る
ロ
レ
ン
ソ
か
ら
洗
礼
を
受
け
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
こ

と
は
地
元
で
も
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
36
年
、
愛

知
県
の
郷
土
史
家
の
森
徳
一
郎
さ
ん
が
高

山
右
近
の
こ
と
を
調
べ
に
や
っ
て
来
ま

す
。右
近
と
同
じ
く
澤
城
で
洗
礼
を
受
け
、

故
郷
の
尾
張
で
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
専

念
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
の
足
跡
を
調
べ

る
た
め
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
物
知
り
だ
か

ら
と
紹
介
さ
れ
た
郵
便
局
長
の
大
門
貞
夫

さ
ん
を
訪
ね
ま
す
が
、
大
門
さ
ん
も
よ
く

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

地
元
の
歴
史
に
驚
い
た
大
門
さ
ん
は
、

も
っ
と
知
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
、
と
高
山

右
近
顕
彰
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
多
く
の

方
々
の
協
力
を
得
て
、
昭
和
45
年
、
澤
の

地
に
「
高
山
右
近　
受
洗
の
地
」
の
顕
彰

碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

　
翌
年
か
ら
右
近
が
少
年
期
を
こ
の
地
で

過
ご
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
、「
右
近
子

ど
も
ま
つ
り
」を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、

顕
彰
碑
横
の
田
ん
ぼ
で
開
催
し
た
運
動
会

に
は
６
０
０
人
以
上
の
方
が
参
加
し
ま
し

た
。
そ
の
後
も
場
所
を
伊
那
佐
体
育
館
に

変
え
て
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、
子
ど
も

の
人
数
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
う
え
に
、

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
こ
こ
数
年
は
開
催
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

　

平
成
29
年
、
右
近
は
バ
チ
カ
ン
よ
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
福
者
」
に
認
定
さ

れ
ま
し
た
。「
聖
人
」
に
次
ぐ
崇
敬
の
称

号
で
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
大
阪
城

ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
列
福
式
に
間
に
合

わ
せ
る
よ
う
に
、
当
会
で
ブ
ロ
ン
ズ
製

の
「
少
年
右
近
像
」（
前
ペ
ー
ジ
）
を
顕

彰
碑
の
脇
に
建
立
し
、
右
近
こ
ど
も
ま
つ

り
で
像
の
除
幕
式
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
右
近
出
身
の
地
で
あ
る
大
阪
府

豊
能
町
が
、
同
じ
く
右
近
の
福
者
認
定
を

記
念
し
て
、
同
町
の
特
産
品
で
あ
る
酒
米

を
使
用
し
た
日
本
酒
「
右
近
」
を
開
発

し
た
の
で
す
が
、
地
元
に
酒
蔵
が
な
か
っ

た
た
め
、
右
近
の
洗
礼
の
地
で
あ
る
当
市

の
酒
蔵
に
製
造
を
依
頼
さ
れ
、
現
在
も
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
こ
と
を
通
じ

て
、
高
山
右
近
に
関
し
て
多
く
の
方
に
興

味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

高山右近顕彰碑右近こどもまつりの様子

少年右近像の除幕式

澤城跡

　

城
と
い
う
と
大
阪
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
作
ら
れ
れ
た
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
武

士
の
時
代
が
始
ま
っ
た
鎌
倉
時
代
や
室

町
時
代
に
も
同
じ
よ
う
な
石
垣
や
天
守

の
あ
る
城
が
建
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

鎌
倉
時
代
は
、
城
と
呼
べ
る
よ
う
な

建
物
は
な
く
、
武
士
は
館
を
拠
点
と
し

て
い
ま
し
た
。
館
に
は
防
御
施
設
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
幕
府
の
弱
体
化
に
よ
り
、

各
地
で
戦
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

館
で
は
防
御
し
き
れ
な
く
な
り
、
近
く

の
山
を
利
用
し
て
山
城
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
初
期
の

山
城
は
有
事
の
際
に
籠
城
す
る
の
が
目

的
で
し
た
の
で
、
山
、
川
、
丘
な
ど
自

然
の
地
形
を
利
用
し
ま
し
た
。
初
期
の

山
城
は
簡
素
な
防
御
を
設
け
た
だ
け
で
、

平
時
は
そ
こ
で
生
活
す
る
こ
と
な
く
、

山
麓
に
構
え
た
居
館
で
生
活
し
て
い
ま

し
た
。

　

そ
し
て
、
居
館
の
周
囲
に
堀
を
巡
ら

せ
武
装
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
平
地
の
居
館

か
ら
、
防
御
力
の
高
い
山
に
城
を
築
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。
山
の
地
形
を
巧
み

に
利
用
し
て
、
堀
や
土
塁
を
設
け
た
複

雑
で
大
規
模
な
山
城
が
出
現
し
ま
す
。

　

戦
国
時
代
の
後
半
、
織
田
信
長
に
よ

り
高
石
垣
・
瓦
葺
建
物
・
御
殿
・
天
守

な
ど
を
備
え
た
城
郭
が
築
か
れ
ま
す
。

（
岐
阜
城
・
安
土
城
な
ど
）

　

城
は
単
な
る
防
御
施
設
で
は
な
く
、

権
威
の
象
徴
と
な
り
ま
す
。
私
た
ち
の

イ
メ
ー
ジ
す
る
高
石
垣
の
上
に
天
守
が

そ
び
え
立
つ
よ
う
な
城
郭
は
、
こ
の
時

期
に
登
場
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
や
そ
の
家
臣
の

大
名
の
手
に
よ
り
、
こ
う
し
た
石
垣
造

り
の
城
郭
が
、
江
戸
時
代
初
め
に
か
け

て
全
国
で
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

澤城跡　俯瞰図

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
：

　
　
奈
良
芸
術
短
期
大
学
デ
ザ
イ
ン
広
報
サ
ー
ク
ル
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宇陀三城を巡る

大
宇
陀
春
日
・
拾
生
・
岩
清
水

大
和
秋
山
氏

　
秋
山
氏
は
、宇
陀
神か
ん
べ戸
社
（
阿
紀
神
社
）

の
神
主
家
と
し
て
、
ま
た
興
福
寺
一
乗

院
方
の
秋
山
庄
の
庄
官
と
し
て
成
長
を

遂
げ
ま
す
。
南
北
朝
期
、
秋
山
、
澤
両

氏
は
南
朝
方
で
活
躍
し
、
伊
勢
国
司
北

畠
氏
と
被
官
関
係
を
結
び
ま
す
。

　
永
禄
２
（
１
５
５
９
）
年
、
松
永
久
秀

が
大
和
国
に
侵
攻
し
、
翌
年
宇
陀
郡
へ
進

出
し
て
き
ま
す
。
松
永
氏
と
筒
井
氏
の

大
和
支
配
を
巡
る
争
い
の
中
で
、
秋
山

氏
は
国
中
へ
の
進
出
を
図
り
、
永
禄
８

（
１
５
６
５
）
年
に
十と

い

ち市
郷
を
押
領
、
永

禄
11
（
１
５
６
８
）
年
に
は
十
市
氏
の
龍

王
山
城
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

筒
井
氏
の
配
下
か
ら
蒲
生
氏
郷
の
与
力

と
な
り
ま
す
。
天
正
13（
１
５
８
５
）年
、

豊
臣
秀
吉
の
家
臣
で
あ
る
伊
藤
義
之
が

宇
陀
郡
へ
入
封
し
、
秋
山
氏
は
伊
賀
へ

移
り
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
に
は
、
徳
川
家
康
の

旗
本
と
し
て
参
戦
し
ま
す
が
、
大
坂
の

陣
に
際
し
て
大
坂
城
に
入
り
、
豊
臣
方

と
し
て
活
躍
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

秋
山
城
か
ら
松
山
城
へ

　

秋
山
城
は
、
大
宇
陀
の
市
街
地
東
部

の
「
古
城
山
」
の
山
塊
一
帯
に
、
南
北

朝
時
代
に
は
本
拠
を
構
え
て
い
た
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
標
高
４
７
３
メ
ー

ト
ル
に
築
か
れ
た
城
か
ら
は
、
四
方
を

望
め
、
城
下
町
も
一
望
で
き
ま
す
。

　
豊
臣
秀
長
の
大
和
郡
山
城
入
部
後
は
、

伊
藤
義
之
、
加
藤
光
泰
、
羽
田
正
親
、
多

賀
秀
種
と
城
主
が
変
わ
り
、
大
規
模
な
改

修
に
よ
り
近
世
城
郭
へ
と
移
行
し
ま
す
。

こ
う
し
た
改
修
か
ら
、
宇
陀
松
山
城
が
大

和
郡
山
城
や
高
取
城
と
と
も
に
大
和
国

支
配
の
重
要
拠
点
と
し
て
豊
臣
氏
に
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

慶
長
5
（
１
６
０
０
）
年
、
関
ヶ
原

の
戦
い
で
多
賀
秀
種
が
西
軍
に
属
し
た

た
め
改
易
と
な
り
、
徳
川
方
の
福
島
高

晴
が
入
城
し
、
さ
ら
に
城
の
改
修
を
行

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
改
修
を
機
に
城
下

町
の
名
を
「
松
山
町
」
と
改
め
、
松
山

城
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

元
和
元
（
１
６
１
５
）
年
、
一
説
に

よ
れ
ば
、
大
坂
夏
の
陣
で
豊
臣
方
へ
の

内
通
が
疑
わ
れ
、
高
晴
は
改
易
と
な
り
、

松
山
城
も
小
堀
政
一(

遠
州
）
に
よ
っ

て
破
却（
※
）さ
れ
廃
城
と
な
り
ま
し
た
。

史
跡
宇
陀
松
山
城
復
元
図

至 檜牧

至 吉野

至 荷阪

南松の滝

宇陀松山城跡
秋山城跡369

まちかどラボ

至 菟田野

166

西口関門

春日神社

城
の
案
内
人

宇
陀
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

　
　
会
長
　
藤
本 

勝
也
さ
ん

い
ざ
！
宇
陀
松
山
城
へ
！

　

ス
タ
ー
ト
は

西
口
関
門
、
通

称
、
黒
門
か
ら

で
す
。
こ
こ
が

松
山
城
へ
向
か

う
第
一
番
目
の

門
で
す
。
高こ

う
ら
い麗

門
と
呼
ば
れ
る

造
り
で
外
側
か

ら
の
攻
撃
に
強

く
で
き
て
い
ま
す
。

　
ま
ち
の
中
の
道
は
全
て
直
角
に
曲
が
っ

て
い
ま
す
。
攻
め
て
き
た
敵
の
ス
ピ
ー
ド

を
抑
え
る
た
め
で
す
。
城
下
町
で
は
通
り

の
角
に
神
社
や
寺
院
が
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
も
恵
比
寿
神
社
が
あ
り
ま
す
が
、

境
内
で
多
く
の
兵
が
隠
れ
て
敵
を
待
ち
伏

せ
る
よ
う
に
こ
の
場
所
に
置
か
れ
ま
し
た
。

　
城
下
町
は
商
人
が
多
く
住
み
、「
松
山

千
軒
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
薬

の
ま
ち
で
も
あ
り
、
50
軒
も
の
薬
問
屋
が

あ
り
ま
し
た
。

　

春
日
神
社
入
口

に
春
日
門
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
先
は
武

士
だ
け
が
入
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

登
城
路
は
破
壊
さ

れ
ま
し
た
が
当
時

は
立
派
な
道
が
あ

り
ま
し
た
。

　

豊
臣
方
は
こ
の

城
を
紀
伊
半
島
の
南
の
守
り
と
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
で
「
五ご

し
ち
き
り
も
ん

七
桐
文
鬼
瓦
」
が
出
土

し
ま
し
た
が
、こ
の
瓦
で
豊
臣
の
城
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
関
ヶ
原
の
合
戦
後
、
城
主

と
な
っ
た
福
島
高
晴
は
、
大
坂
夏
の
陣
で

敵
方
に
米
を
送
っ
た
と
さ
れ
、
伊
勢
へ
送

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、城
は
作
事
奉
行（
※
）

で
も
あ
っ
た
小
堀
政
一
に
よ
り
破
却
さ
れ

ま
す
。
こ
の
場
所
が
交
通
の
要
所
で
あ
っ

た
た
め
、
城
が
敵
方
に

利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に

廃
城
と
な
っ
た
よ
う
で

す
。
城
を
取
り
壊
し
た

後
、
瓦
以
外
の
柱
な
ど

の
木
材
は
全
て
再
利
用

さ
れ
ま
し
た
。
政
一
は

宇
陀
松
山
城
を
破
却
し

た
後
、
備
中
松
山
城
を

築
城
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
城
が
な
く
な
っ
た
後
に
、
宇
陀
松
山
藩

主
と
な
っ
た
の
が
、
織
田
信
長
の
次
男
、

織
田
信の

ぶ
か
つ雄
で
す
。
織
田
家
は
4
代
80
年
間

に
渡
り
宇
陀
松
山
藩
を
治
め
ま
す
が
、
元

禄
８
（
１
６
９
５
）
年
、
お
家
騒
動
か
ら
、

丹
波
国
柏
原（
兵
庫
県
）へ
国
替
え
と
な
り
、

以
降
は
幕
府
の
直
轄
領
と
な
り
、
宇
陀
松

山
は
商
人
の
ま
ち
と
し
て
発
展
し
ま
す
。

宇
陀
松
山
城
へ
到
着
！

　

坂
を
登
っ
て

よ
う
や
く
城
に

到
着
で
す
。
一

番
外
に
は
空
堀

が
あ
り
、
橋
が

架
か
っ
て
い
ま

し
た
。

　
橋
を
渡
る
と
、

雀
門
と
呼
ば
れ

る
門
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
城
内

で
す
。
今
は
一
部
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
当
時
と
し
て
は
か
な
り
高
さ
の
あ
る
石

垣
で
し
た
。
向
か
い
側
の
本
郷
の
山
に
石

切
り
場
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
石
に
は
恵
ま

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
雀
門
か
ら
急
な
石
段
を
上
る
と
本
丸
御

殿
が
建
つ
広
場
へ
出
ま
す
。
瓦
の
出
土
状

況
か
ら
本
丸
御
殿
は
瓦
葺
き
よ
り
も
高
価

な
檜ひ
わ
だ
ぶ
皮
葺
き
か
杮こ
け
ら
ぶ葺
き
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
丸
の
奥
に

は
さ
ら
に
石
垣

が
あ
り
、
天
守

と
奥
向
御
殿
が

そ
び
え
て
い
ま

し
た
。
天
守
の

構
造
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、

二
重
三
階
建
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
四
方
を
見
渡
せ
る
山
頂

よ
り
も
さ
ら
に
高
く
な
り
ま
す
か
ら
、
眼

下
に
は
ど
ん
な
景
色
が
見
え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、
幕
府
の
直
轄
と
な
っ
た
宇
陀

松
山
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
城
持
ち
大
名

が
治
め
て
い
ま
し
た
。
城
持
ち
大
名
と
い

え
ば
幕
府
で
の
処
遇
も
特
別
だ
っ
た
と
言

わ
れ
ま
す
か
ら
、宇
陀
の
方
は
誇
り
を
も
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
３
６
０
度
見
渡
せ
る
城
跡
の
山
頂
は
奈

良
県
景
観
資
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
当
時
に
想
い
を
馳
せ
る
た
め
、

宇
陀
松
山
城
に
登
城
さ
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
私
達
が
楽
し
く
案
内
し
ま
す
。

▲頂上部、右側が本丸跡、左側が天守郭跡

▲本丸跡の発掘の様子

▶本丸跡から出土した
　五七桐文鬼瓦

宇陀松山城跡は平成 29 年、公益財団法人日本城
郭協会から「続�日本百名城」に選定されています。

▲史跡西口関門

▼一部石垣が残ります

◀
春
日
門
跡(

発
掘
調
査
時
）

▲雀門から石段を上る

◀
本
丸
跡
、
奥
が
天
守
郭
跡

▶
動
画
で
ご
覧
に
な
る

こ
と
が
で
き
ま
す

※
破
却
：
城
を
取
り
壊
す
こ
と

宇陀三城の

　御城印を

　　　集めてみませんか

今回、紹介した「宇陀三城」の御城印を
販売しています。
それぞれの城名と家紋を配した「スタン
ダード御城印」と、奈良芸術短期大学デ
ザイン広報サークルの学生がデザインし
た「オリジナル御城印」があります。

【オリジナル御城印】

芳
野
城

芳
野
城
か
ら
上
が
る
の
ろ
し
と

芳
野
川
に
舞
う
螢
を
デ
ザ
イ
ン

澤
城

澤
の
地
名
が
あ
る
１
５
９
６
年

に
描
か
れ
た
「
東
ア
ジ
ア
図
」

と
高
山
右
近
を
イ
メ
ー
ジ

宇
陀
松
山
城

天
守
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
鬼

面
鬼
瓦
」
を
デ
ザ
イ
ン

【販売場所】
芳野城：奈良カエデの郷ひらら
　　　　菟田野アグリマート
澤城：歴史文化館旧旅籠あぶらや
宇陀松山城（秋山城）：まちかどラボ
宇陀松山城の鬼瓦をデザインした「御城
印帳」も上記 4か所で販売しています。

※
作
事
奉
行
：
幕
府
で
建
物
の
建
築
な
ど
を
司
る
役
職

【販売価格】1枚 300 円
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