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一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡

い
ち
じ
ょ
う
だ
に
あ
さ
く
ら
し
い
せ
き

は
、
福
井
県
福
井
市
城
戸
ノ
内
町
に
あ
る
戦
国
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
。
戦
国
時 

代
に
一
乗
谷
城
を
中
心
に
越
前
国
を
支
配
し
た
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の
遺
跡
。
一
乗
谷
城
と
山
麓
の
城
下
町

（
朝
倉
氏
お
よ
び
家
臣
の
居
館
）
か
ら
な
る
。
遺
跡
全
体
（
面
積

2

7

8
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
が

国
の
特
別
史
跡
で
、
そ
の
う
ち

4
つ
の
日
本
庭
園
は
一
乗
谷
朝
倉
氏
庭
園
の
名
称
で
国
の
特
別
名
勝

の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
ー
ー 

４
０
人
の
若
者
に
一
乗
谷
の
こ
と
が
知
っ

て
い
る
か
ど
う
か
と
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

か
を
聞
い
て
、
そ
の
結
果
。 
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一
乗
谷 

 

と
い
う
文
化
財 

一
乗
谷
を
縦
横
に
走
る
道
路
に

沿
っ
て
、
武
家
屋
敷
、
寺
院
、
商

人
や
職
人
達
の
住
む
町
屋
な
ど

が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る（
グ
オ 

チ
ン
シ
ン
撮
影
） 

行ったことがある 

13% 

行ったことがない 

87% 

知っている 

40% 

知っていない 

60% 

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
の
副

館
長
の
月
輪
泰
さ
ん
（
中
央
）
と

グ
ル
ー
プ
の
四
人
（
ハ
二
撮
影
） 


 

朝
倉
館
跡
庭
園 


 

湯
殿
跡
庭
園 


 

諏
訪
館
跡
庭
園 


 

南
陽
寺
跡
庭
園 

 

毎
年
の
五
月
、
八
月
、
九

月
観
光
客
が
多
く
て
、
自
動

車
の
駐
車
場
が
満
車
に
な
る

ほ
ど
お
客
さ
ん
は
大
勢
に
来

る
。 日

本
の
有
名
な
古
い
町
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
し
か
し
、

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
東
京
や

京
都
な
ど
の
遺
跡
と
ぜ
ん
ぜ

ん
違
う
。
お
城
だ
け
、
お
寺

だ
け
、
お
庭
だ
け
、
昔
の
お

屋
敷
だ
け
な
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
歴
史
的
場
所
が
あ

る
ん
で
す
け
ど
、
全
部
が
一

つ
の
と
こ
ろ
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
は
ほ
か
で

は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
ユ 

ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
だ
と
思

う
。
そ
し
て
、
大
土
さ
ん
の

道
具
、
数
珠
、
金
の
か
ざ
り

を
つ
く
っ
て
い
た
職
人
の
家

な
ど
も
あ
る
。
ど
ん
な
人
が

住
ん
で
い
た
の
か
ど
ん
な
人

が
い
た
の
か
が
分
か
る
。
そ

れ
は
魅
力
的
な
と
こ
ろ
だ
と

思
う
。 

こ
こ
は
戦
国
時
代
の
町
と

は
い
え
、
他
の
戦
国
時
代
の

所
と
比
べ
る
と
、
す
ご
く
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
う

ま
く
再
現
さ
れ
る
の
が
頑
張

る
。
あ
と
だ
け
あ
っ
て
建
物

と
か
何
も
再
現
さ
れ
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
け
ど
、
こ
こ
は

結
構
再
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
は
す
ご
く
見
る
価
値
が
あ

る
。 

一
乗
谷
朝
倉
遺
跡
は
毎

年
様
々
な
公
開
展
と
イ
ベ

ン
ト
が
あ
る
。 

そ
の
中
に
は
、
毎
年
８

月
に
同
時
開
催
さ
れ
る

「
越
前
朝
倉
万
灯
夜
」
と

「
越
前
朝
倉
戦
国
ま
つ

り
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が

最
も
大
き
だ
。 

２
０
日
が
朝
倉
氏
の
最

後
の
当
主
の
命
日
な
の

で
、
毎
年
８
月
の
２
５
日 

残
念
！ 

若
者
は
文
化
財
離
れ 

復
原
町
並
に
お
い
て
、
武
士

と
そ
の
家
来
、
商
人
、
町
人

等
、
様
々
な
身
分
の
人
々
が

当
時
の
ま
ま
暮
ら
し
て
い

る
様
子
を
、
朝
倉
氏
遺
跡
の

出
土
遺
物
や
『
洛
中
洛
外
図

屏
風
』
等
の
歴
史
資
料
に
よ

る
時
代
考
証
を
踏
ま
え
て

演
出
す
る
。
ま
た
、
当
時
の

城
下
町
で
売
買
さ
れ
て
い

た
商
品
も
実
際
に
販
売
す

る
。（
ガ
オ 

ワ
ン
ユ
撮
影
） 

ユ
ニ
ー
ク
な 

一
乗
谷
朝
倉
遺
跡 

 

一
乗
谷
で 

歴
史
を
楽
し
む 

の
前
後
の
土
日
、
三
日
間
ほ

ど
、
祈
り
の
た
め
に
祭
り
を

す
る
。
越
前
朝
倉
戦
国
時
代

行
列
、
朝
倉
氏
五
代
追
悼
法

要
、
吟
舞
、
剣
詩
舞
、
百
戸

田
吾
作
爆
笑
ス
テ
ー
ジ
、
日

本
の
武
道
披
露
、
火
縄
銃
砲

演
、
一
乗
谷
歌
の
祭
典
の
ほ

か
、
復
元
し
た
町
並
が
ろ
う

そ
く
の
光
で
浮
か
び
上
が

る
「
越
前
朝
倉
万
灯
夜
」
が

見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

「
こ
こ
に
着
い
た
ば
か
り
時
、「
本
当
に

天
然
だ
な
あ
」
と
思
っ
た
。
当
時
の
武
家
屋

敷
や
庶
民
の
住
む
町
屋
な
ど
が
映
画
の
セ

ッ
ト
の
よ
う
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
家
々
の

中
も
見
学
が
で
き
、
台
所
や
井
戸
、
中
庭
、

厠
な
ど
、
当
時
の
暮
ら
し
の
様
子
を
リ
ア
ル 

国
に
し
っ
か
り
守
ら
れ
て
い

る
文
化
財
な
の
に
、
現
代
の
若

者
が
興
味
を
抱
く
と
は
思
え
な

い
。 歳

を
と
れ
ば
趣
味
趣
向
が
変

わ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
娯

楽
と
情
報
が
豊
富
に
あ
る
時
代

に
育
っ
た
世
代
に
、
そ
も
そ
も

文
化
財
と
は
何
か
？ 

そ
こ
で
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー

プ
は
身
近
な
日
本
人
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
。 

残
念
な
こ
と
に
、
４
０
人
の

日 

こ
の
世
界
に
い
る
と
、
よ
く
「
文

化
財
を
守
る
」
と
い
う
言
葉
を
お

聞
く
。 

日
々
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
変
化

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
な
か
っ
た
時
代
と
現
在

で
は
求
め
ら
れ
る
も
の
が
全
く
異

な
る
。
そ
ん
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

変
化
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
に
そ
の

文
化
財
が
素
晴
ら
し
く
と
も
、
若

者
に
と
っ
て
は
、
必
要
が
な
け
れ

ば
縮
小
に
向
か
っ
て
し
ま
う
。 

つ
ま
り
、
世
界
の
変
化
に
合
わ 

日
本
人
に
聞
い
て
み
た
が
、
そ
の

う
ち
１
６
人
が
一
乗
谷
朝
倉
氏

遺
迹
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
が
、
５
人
だ
け
行
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。 

福
井
県
出
身
の
日
本
人
で
も
、

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
の
こ
と
を

知
ら
な
い
人
が
多
い
よ
う
だ
。
行

っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。 

行
か
な
か
っ
た
理
由
の
中
で
、
社

会
的
気
風
の
変
化
と
い
う
こ
が

あ
る
。 

 

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、

戦
国
時
代
の
武
士
の
衣
装

が
朝
倉
氏
と
ア
ザ
イ
族
の

連
合
軍
を
再
制
定
し
、
戦

国
時
代
に
つ
い
て
の
現
代

人
の
理
解
を
深
め
て
い

る
。
こ
の
歴
史
的
な
再
現

イ
ベ
ン
ト
は
、
現
代
人
の

た
め
に
特
に
歴
史
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
い
人
に
と

っ
て
重
要
だ
と
思
う
。
祭

り
で
は
様
々
な
イ
ベ
ン
ト

を
楽
し
く
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
同
時
に
、

過
去
の
歴
史
に
つ
い
て
少

し
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
国
家
遺
産
へ
の
意

識
を
高
め
、
感
謝
を
促
す

方
法
の
一
つ
で
あ
る
。 

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
副
館
長 

月
輪
泰
さ
ん
に 

聞
き
ま
し
た 

イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
受

け
た
人
達

の
中
に
は
、

歴
史
が
好

き
の
太
一

さ
ん
（
左
）

と
和
田
さ

ん
（
右
）（
ツ

ェ
ー 

フ
ォ

ン
ジ
ェ
ン 

撮
影
） 

印
象
に
最
も
残
っ
て
い
る
の

は
そ
の
大
き
い
規
模
だ
っ
た
。
現

代
と
違
う
様
々
な
部
屋
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
私
達
が

知
ら
な
い
家
具
も
何
か
を
し
て

い
る
昔
の
人
の
肖
像
も
色
々
あ

る
。
井
戸
も
便
所
も
ち
ゃ
ん
と
保

存
さ
れ
て
、
現
代
の
人
も
そ
の
時

の
暮
ら
し
を
想
像
で
き
る
。
そ
こ

に
行
っ
た
ら
ま
る
で
そ
の
時
代

に
持
ち
込
ん
で
行
っ
た
。 

―
―
（
３
０
代
）
和
田
さ
ん 

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
侍
の
甲
冑
や
お
姫
様
の
小
袖 

の
着
付
け
体
験
が
で
き
る
コ
ー

ナ
ー
が
あ
る
。
当
時
の
衣
装
に
着

替
え
れ
ば
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
感

を
味
わ
え
る
み
た
い
。
本
当
に
ユ

ニ
ー
ク
だ
」 

ー
ー
（
３
０
代
）
太
一
さ
ん 

観
光
客
の
声
を
聞
こ
う
！ 

戦
国
時
代
の
歴
史
に
熱
い
思
い
入
れ
の
あ
る
人
は
も

ち
ろ
ん
、
歴
史
に
あ
ま
り
興
味
が
な
い
人
で
も
十
分
楽

し
め
る
ス
ポ
ッ
ト
だ
。
周
り
の
場
所
は
と
て
も
静
か
で

自
然
も
き
れ
い
だ
。
古
い
建
物
が
残
っ
て
い
る
、「
復
原
」

し
た
も
の
で
、
一
乗
谷
朝
倉
氏
は
そ
の
ま
ま
遺
さ
れ
て

い
る
奇
跡
の
遺
構
だ
。
今
ま
で
行
っ
た
日
本
の
観
光
地

と
比
べ
る
と
、
違
う
意
味
で
見
る
価
値
あ
り
だ
と
思
う
。

 

ー
ー
（
４
０
代
）
草
野
さ
ん 

一
乗
谷
朝
倉
遺
跡
は
人
が
少
な
い
し
、
戦

国
時
代
の
人
の
生
活
ウ
を
再
現
す
る
イ
ベ
ン

ト
も
あ
る
し
、
重
々
し
い
歴
史
を
感
じ
や
す

い
。
こ
の
ま
ま
で
そ
の
歴
史
に
興
味
が
あ
る

人
は
多
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

ー
ー
（
５
０
代
）
田
中
さ
ん 

せ
対
応
し
、
常
に
需
要
を
生
み

出
せ
る
文
化
だ
け
が
存
続
し
て

い
る
と
言
う
。 

文
化
の
中
心
的
存
在
が
高
齢
化

し
、
担
い
手
が
不
足
す
る
こ
と
で

衰
退
す
る
こ
と
も
多
い
。
特
に
、

高
い
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
工

芸
や
芸
能
な
ど
で
多
く
み
ら
れ

る
。
高
齢
に
な
っ
て
い
く
の
は
、

文
化
の
発
信
側
だ
け
で
な
く
、
ユ

ー
ザ
ー
側
も
同
時
に
高
齢
に
な

っ
て
い
く
こ
と
も
課
題
だ
。 

つ
ま
り
、
文
化
の
衰
退
を
食
い

止
め
る
に
は
若
者
の
育
成
は
必

須
だ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
以
前
に
、

そ
の
市
場
自
体
に
若
者
が
魅
力

を
感
じ
て
い
る
か
が
重
要
な
ポ 

イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
る
。 

そ
し
て
、
最
も
重
要
な
の
が
こ

れ
る
。
調
べ
て
一
番
多
く
見
ら
れ

た
の
は
、
こ
の
「
お
金
を
生
み
出

せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

伝
統
文
化
に
は
必
ず
何
か
し
ら
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
普
及
し
て
き

た
歴
史
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
感

動
や
魅
力
と
い
う
精
神
面
以
外
に

も
、
商
業
的
な
成
り
立
ち
も
深
く

関
係
し
て
い
る
。
ど
ん
な
に
価
値

の
あ
る
素
晴
ら
し
い
文
化
も
、
価

値
に
リ
タ
ー
ン
が
な
け
れ
ば
存
続

し
て
い
け
な
い
の
だ
。「
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ベ
ー
ス
で
」
と
考
え
る
こ
と

は
素
晴
ら
し
い
が
、10

年20

年

は
続
い
て
も
、100

年200

年
と 

い
う
ス
パ
ン
で
未
来
を
考
え
る
と

厳
し
い
。
つ
ま
り
、
文
化
は
「
生
み

出
す
こ
と/

表
現
す
る
こ
と
」
と
同

時
に
「
そ
れ
を
提
供
し
対
価
を
得
る

こ
と
」
と
い
う
努
力
が
、
必
ず
必
要

な
の
だ
。 

不
遇
な
場
合
の
衰
退
は
、
数
年
後

に
復
活
す
る
例
が
多
か
っ
た
。
人
々

が
高
い
意
識
で
い
る
と
き
は
、
人
為

的
で
あ
れ
天
災
で
あ
れ
、
力
で
潰
さ

れ
て
も
這
い
上
が
る
力
を
持
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
文
化
財
の
魅
力
の

衰
退
を
食
い
止
め
る
に
は
若
者
の

支
持
を
受
け
る
の
は
必
須
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
以
前
に
、
そ
の
自
体
に
若

者
が
魅
力
を
感
じ
て
い
る
か
が
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。 


