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鬼
ノ
城
は
平
成
１３
年
度
か
ら

１０
年
間
、
鬼
城
山
環
境
整
備
基

本
計
画
に
基
づ
き
、
主
に
西
門

周
辺
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
整
備
が
完
了
し
た
の
を

記
念
し
て
５
月
２９
日
、
市
民
会

館
で
鬼
ノ
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

開
か
れ
、
約
９
０
０
人
の
参
加

者
は
整
備
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
築
城
時
期
を
は
じ
め
、
門

や
城
壁
な
ど
の
つ
く
り
・
機
能

に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
研
究
が
必
要

発
掘
を
担
当
し
た
村
上
幸
雄

さ
ん
（
市
埋
蔵
文
化
財
学
習
の

館
館
長
）
が
、「
鬼
ノ
城
発
見
！

あ
れ
か
ら
４０
年
」
と
題
し
て
、

概
要
を
報
告
。
発
見
か
ら
の
あ

ゆ
み
を
は
じ
め
、
発
掘
成
果
か

ら
西
門
や
角
楼
な
ど
の
特
徴

を
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
い

て
い
ね
い
に
説
明
し
ま
し
た
。

鬼
ノ
城
は
遺
構
の
残
り
が
よ
い

と
し
、
西
門
と
南
門
は
同
規
模

の
大
き
さ
で
ど
ち
ら
が
正
門

か
、
角
楼
の
柱
の
上
部
構
造
や

石
垣
の
高
さ
な
ど
は
今
後
の
研

究
が
必
要
だ
と
し
ま
し
た
。

築
城
時
期
は
い
つ

基
調
講
演
は
、
鬼
城
山
整
備

委
員
会
の
坪
井
清
足
委
員
長

（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
所
長
）

が
「
鬼
ノ
城
　
調
査
と
整
備
を

振
り
返
っ
て
」
と
題
し
て
講
演
。

神
籠
石
遺
跡
は
、
築
城
場
所
や

形
状
か
ら
九
州
型
と
瀬
戸
内
型

に
分
け
ら
れ
、
鬼
ノ
城
は
後
者

の
一
つ
で
あ
る
と
前
提
を
話
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、「
九
州
型
の

多
く
は
天
智
天
皇
時
代
ご
ろ
に

作
ら
れ
た
。
瀬
戸
内
型
の
鬼
ノ

城
に
は
、
そ
の
時
代
以
前
の
百

済
の
築
城
技
術
も
み
ら
れ
、
６

６
３
年
の
白
村
江
の
戦
い
後

（
天
智
天
皇
時
代
以
後
）
に
作
ら

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
」
と
、

鬼
ノ
城
の
築
城
時
期
は
簡
単
に

鬼ノ城シンポジウムには多くの歴史ファンらが詰め掛け、議論を熱心に聴講していた

決
め
ら
れ
な
い
と
し
ま
し
た
。

続
い
て
行
わ
れ
た
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、「
甦
っ

た
天
空
の
城
鬼
ノ
城
」
を
テ
ー

マ
に
展
開
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
は
元
岡
山
大
学
教
授
の
狩
野

久
さ
ん
。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
元

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学

教
授
の
高
橋
護
さ
ん
、
元
く
ら

し
き
作
陽
大
学
教
授
の
河
本
清

さ
ん
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

名
誉
教
授
の

島
正
士
さ
ん
、

岡
山
大
学
名
誉
教
授
の
稲
田
孝

司
さ
ん
の
４
人
。
全
員
、
鬼
城

山
整
備
委
員
会
委
員
で
す
。

計
算
さ
れ
た
城
壁

何
層
に
も
土
を
突
き
固
め
て

作
る
版
築
に
よ
る
城
壁
に
つ
い

て
、
稲
田
さ
ん
は
、
城
壁
が
直

線
的
で
一
定
の
角
度
で
折
れ
て

い
る
こ
と
や
、
城
壁
に
沿
っ
た

内
外
の
敷
石
が
平
行
な
ど
か
ら

「
適
当
に
作
っ
た
の
で
は
な
く
、

計
算
さ
れ
た
設
計
に
基
づ
い
て

計
画
的
に
築
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
」
と
し
、
あ
わ
て
て
築
城

し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
ま
し

た
。
高
橋
さ
ん
は
「
敷
石
は
、

城
塁
を
長
期
に
わ
た
り
保
持
す

る
た
め
の
も
の
」
と
、
城
壁
の

内
と
外
に
沿
っ
て
て
い
ね
い
に

施
さ
れ
た
と
話
し
ま
し
た
。

総
合
的
に
デ
ザ
イ
ン

今
回
整
備
の
象
徴
と
も
言
え

る
西
門
の
形
状
に
つ
い
て
、

島
さ
ん
は
「
柱
の
根
入
り
が
約

２
ｍ
あ
り
、
そ
こ
か
ら
割
り
出

さ
れ
る
掘
立
柱
の
高
さ
を
は
じ

め
、
周
囲
の
城
壁
の
高
さ
、
防

御
施
設
と
い
う
こ
と
を
総
合
的

に
考
え
あ
の
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ

た
」
と
説
明
。
ま
た
、「
城
の
正

門
と
も
考
え
ら
れ
、
立
派
さ
や

威
圧
感
も
必
要
だ
と
考
え
た
」

と
し
ま
し
た
。

重
要
な
防
御
施
設
と
さ
れ
る

角
楼
を
、
高
橋
さ
ん
は
「
守
備

隊
を
配
置
す
る
場
所
」
と
し
、

建
物
は
な
か
っ
た
の
で
は
と
し

ま
し
た
。
一
方
、
稲
田
さ
ん
は

「
６
本
の
柱
は
突
出
部
分
の
壁

を
補
強
す
る
も
の
で
は
」
と
の

考
え
を
話
し
ま
し
た
。

西
門
の
デ
ッ
キ
で
の

見
学
を

河
本
さ
ん
は
、
見
学
者
や
研

究
の
た
め
、
出
土
し
た
石
と
追

加
し
た
石
を
識
別
で
き
る
よ
う

敷
石
に
印
を
つ
け
た
こ
と
を
報

告
。
ま
た
、
西
門
の
３
階
デ
ッ

キ
を
見
学
の
た
め
に
年
に
何
回

か
は
開
放
し
て
も
よ
い
の
で
は

と
提
案
。
市
教
育
委
員
会
の
担

当
者
が
「
工
作
物
で
あ
り
、
む

ず
か
し
い
が
検
討
し
た
い
」
と
、

参
加
者
に
答
え
ま
し
た
。

狩
野
さ
ん
は
、「
ま
だ
ま
だ

謎
は
多
い
鬼
ノ
城
、
ま
た
こ
う

し
た
機
会
を
も
ち
た
い
」
と
締

め
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

文
化
課
文
化

財
係
（
1
(2
８
３
６
３
）

適
当
に
作
っ
た
の
で
は
な
く
、

計
算
さ
れ
た
設
計
に
基
づ
い
て
築
か
れ
た

鬼
ノ
城
の
築
城
時
期
は
、

簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い

坪
井
清
足

狩
野
久
さ
ん

高
橋
護
さ
ん

河
本
清
さ
ん

島
正
士
さ
ん

稲
田
孝
司
さ
ん

基調講演を行う鬼城山整備委員会の
坪井清足委員長


