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【写真1】国史跡赤木城跡の主郭。

【写真2】炎天下における学術調査。

一　

は
じ
め
に

私
が
は
じ
め
て
服
部
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
紀
和
町
教
育
委
員
会
に
勤
め
て
い
た
頃
の

平
成
七
年

（
一
九
九
五
）
八
月
で
し
た
。
赤
木
城
跡
の
復
元
に
向
け
て
発
掘
調
査
委
員
会
が
結

成
さ
れ
、
そ
の
委
員
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
熊
野
市
紀
和
町

（
当
時
は
紀
和
町
）
に
お
見
え
に
な

っ
た
時
で
す

＊
服
部
注
１。

赤
木
城
跡
は
、
天
正
期
城
郭
の
特
色
を
良
好
に
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
十
月
に
国
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
石
垣
も
一
部

崩
落
し
、
樹
木
に
覆
わ
れ
、
城
郭
の
構

造
も
十
分
に
つ
か
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
学
術
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
歴
史
的

・
文
化
的
価
値
を
高
め
る
た
め

に
、
紀
和
町
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な

り
、
三
重
県
教
育
委
員
会
及
び
三
重
県
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
協
力
に
よ
り
、
平

成
七
年

（
一
九
九
五
）
か
ら
平
成
十
九
年

（
二
〇
〇
四
）
ま
で
の
九
年
間
に
亘
る
整
備

事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

服
部
先
生
は
文
化
庁
の
調
査
官
で
あ
っ

た
と
き
に
赤
木
城
跡
の
指
定
作
業
に
従
事
さ
れ
、
そ
の
関
係
で
、
継
続
し
て
委
員
を
お
願
い
し
ま

し
た
。
委
員
長
は
文
化
庁
の
審
議
委
員
で
、
服
部
先
生
の
恩
師
で
も
あ
る
石
井
進
先
生
に
お
願

い
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
両
先
生
に
は
公
務
多
忙
の
中
、
僻
地
の
紀
和
町
ま
で
何
度
も
足
を
運
ん

で
頂
き
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
指
導
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。

長
い
年
月
を
重
ね
ま
し
た
が
、
遂
に
目
的
を
達
成
し
、
今
や

「
天
空
の
城
」
と
も
呼
ば
れ
、

多
く
の
城
愛
好
家
達
や
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二　

炎
天
下
の
調
査

城
跡
の
整
備
事
業
に
於
け
る
学
術
調
査
は
、
主
に

真
夏
に
実
施
さ
れ
た
の
で
、
先
生
に
と
っ
て
は
正
に

暑
さ
と
の
勝
負
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
木
陰
の

無
い
炎
天
下
で
、
崩
落
し
た
石
垣
の
現
状
を
調
べ
た

り
、
あ
る
時
は
雨
の
中
、
傘
を
片
手
に
急
斜
面
を
下

っ
て
の
堀
切
調
査
。
そ
の
他
、
城
の
構
造

・
建
造
物

の
確
認
、
出
土
遺
物
の
検
証
等
、
い
ろ
い
ろ
携
わ
っ
て

頂
き
ま
し
た
。
更
に
現
地
調
査
の
後
は
、
会
議
室
に

戻
り
復
元
に
向
け
て
の
協
議
が
な
さ
れ
、
詳
細
な
指

導
助
言
を
頂
き
な
が
ら
、
今
後
の
方
針
を
決
め
る
に

至
り
ま
し
た
。
休
憩
時
間
も
惜
し
む
こ
と
な
く
、
日

史
跡
赤
木
城
と
の
関
わ
り

久
保
　
幸
一

294



暮
ま
で
熱
心
に
取
り
組
ん
で
頂
い
た
先
生
の
お
姿
は
、
今
な
お
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

三　

先
生
と
の
想
い
出

私
が
感
じ
た
は
じ
め
の
先
生
の
印
象
は

「
古
武
士
」
的
で
、
豪
傑
肌
の
方
で
、
何
と
な
く
近

寄
り
難
い
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
が
、
会
話
を
重
ね
る
度
に

「
気
さ
く
」
で
、
と
て
も
学
者
と
は

思
え
な
い
程
の
、
柔
和
な
人
柄
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

荒
廃
し
た
城
跡
に
は
、
不
明
な
箇
所
が
多
く
あ
り
、
私
共
の
愚
問
に
対
し
て
も
、
穏
や
か
な

優
し
い
口
調
で
快
く
答
え
て
く
だ
さ
り
、
極
め
て
楽
し
く
有
意
義
な
時
間
で
あ
り
ま
し
た
。

熊
野
の
地
を
訪
れ
た
先
生
は
、
近
郊
農
村
に
於
け
る
民
俗
的
な
事
象
に
も
関
心
を
持
た
れ
た

よ
う
で
、
移
動
中
の
車
窓
か
ら
見
え
る
光
景
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
質
問
さ
れ
、
現
地
へ
ご
案
内
し
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
集
落
の
地
名
や
そ
の
地
に
住
む
人
々
の
生
活
実
態
や
古
民
家
の

屋
根
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
石
、
強
風
か
ら
家
屋
を
守
る
た
め
の
石
垣
壁
、
廃
棄
物
を
燃
や
す
「
灰

ガ
マ
」
等
に
強
い
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
す
。
歴
史
に
造
詣
の
深
か
っ

た
委
員
の
ひ
と
り
、
前
千
雄
氏

（
故
人
）
と
も
懇
意
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

紀
和
町
は
古
く
か
ら
鉱
山
が
あ
っ
た
地
で
、
熊
野
地
方
と
し
て
は
珍
し
く
独
特
の
文
化
が
生
じ

た
町
で
も
あ
っ
た
だ
け
に
、
先
生
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

私
は
、
先
生
の
幅
広
い
学
識
と
温
か
く
、
飾
り
気
の
な
い
人
柄
に
接
し
な
が
ら
様
々
な
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
、
退
任
な
さ
る
報
に
接
し
、
大
変
驚
き
ま
し
た
。
ど
う
か
ご
健
康
に
留
意
さ
れ
学
研

活
動
に
専
念
さ
れ
ま
す
よ
う
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
過
ぎ
し
日
の
先
生
と
共
有
し
た
ひ
と

時
を
懐
か
し
く
想
い
出
し
な
が
ら
、
拙
文
を
も
っ
て
ペ
ン
を
置
き
ま
す
。

（
元
紀
和
町
教
育
長
）

＊
服
部
注
１　

三
重
県
紀
和
町
は
そ
の
後
熊
野
市
と
な
っ
た
。
丸
山
千
枚
田
が
あ
っ
て
、
黒
鍬
と
よ
ば
れ
る
専
門
集
団
が
石
を
つ
い
た
。

石
井
進
先
生
も
強
く
関
心
を
持
た
れ
、
棚
田
学
会
の
創
設
と
、
石
井
先
生
が
会
長
就
任
に
到
る
導
線
に
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
灰
へ
の
関
心
は

『
政
基
公
旅
引
付
』
に
み
え
る
紺
灰
座
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
か
。

第Ⅱ部　時代を歩く《文化庁時代から文化財保護と社会の現場へ　1978 ─現在》
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