
大
桑
城
と
は

　

大
桑
城
は
戦
国
時
代
に
築
か
れ
た
山
城

で
、
美
濃
国
守
護
土
岐
氏
の
居
城
で
す
。

標
高
4
0
7·
5
ｍ
の
古
城
山
に
位
置
し
、

城
域
は
大
桑
・
青
波
・
富
永
に
広
が
り
ま

す
。
天
文
４
年（
1
5
3
5
）に
起
き
た
長

良
川
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
当
時
守
護
の

拠
点
が
あ
っ
た「
枝
広
」（
現
在
の
岐
阜
市

長
良
公
園
）が
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し

た
。
こ
れ
を
機
に「
大
桑
」に
守
護
の
拠
点

を
移
し
、
山
麓
に
城
下
町
、
山
上
に
大
桑

城
を
整
備
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

天
文
12
年（
1
5
4
3
）、
土
岐
氏
は
家

臣
で
あ
っ
た
斎
藤
道
三
に
攻
め
ら
れ
、
大

桑
城
は
落
城
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す（
天

文
11
年
と
い
う
説
も
あ
り
）。

発
掘
調
査
の
成
果

○
伝「
岩
門
」の
発
掘
調
査

　

江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
絵
図
に「
岩
門
」

と
記
さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
城
の
出
入
り

口
部
分
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
麓
の
古
城
山

登
山
口
か
ら
登
城
す
る
と
、
一
番
初
め
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
遺
構
で
す
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
巨
石
を
使
用
し
た

石
列
と
石
を
３
石
並
べ
た
石
列
、
石
垣
に

よ
っ
て
、
城
門
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
城
の
出
入
り
口

部
分
に
配
置
さ
れ
た
巨
石
は
権
威
の
象
徴

と
し
て
、
来
訪
者
に「
見
せ
る
」目
的
で
使

用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
伝「
台
所
」の
発
掘
調
査

　

江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
絵
図
に「
台
所
」

と
記
さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
山
頂
付
近
で

最
も
面
積
が
広
い
曲く
る

輪わ

※1
で
す
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
池
を
も
つ
庭
園
を

確
認
し
ま
し
た
。
池
の
縁
に
は
黒
色
の
円え
ん

礫れ
き

が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
池
の
側
面
に
は

白
っ
ぽ
い
色
の
粘
質
土
が
貼
り
付
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
池
の
東
側
で
は
、

長
方
形
や
方
形
の
石
材
を
使
用
し
、
横
目

地
が
通
る
※2
な
ど
、
丁
寧
に
積
ま
れ
た
石

垣
も
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

遺
物
は
、
戦
国
時
代
の
か
わ
ら
け
※3
が

多
く
出
土
し
て
お
り
、
伝「
台
所
」に
は
、

庭
園
を
眺
め
な
が
ら
酒
を
酌
み
交
わ
し
、

客
人
を
も
て
な
す
と
い
っ
た
迎
賓
施
設
の

よ
う
な
空
間
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　▲伝「岩門」調査時の様子（巨石）

　▲三二模擬天守と朝日（撮影：山菅敦史）

▲伝「台所」調査時の様子

　市では、大桑城跡の国史跡指定を目指し、令和２年度から総合調査を実施してきました。このたび、
その成果をまとめた「大桑城跡総合調査報告書」を、令和７年３月末に刊行しました。大桑城跡の最新
の調査成果が詰まった一冊となっています。
　この報告書は、5月12日（月）から市役所３階生涯学習課窓口で一般販売を開始します。
　受付時間：9時～16時30分　価格：5,000円　販売冊数：75冊（なくなり次第販売終了）
　郵送による販売も可能ですので、電話で問い合わせてください。なお、市図書館で閲覧することも
できます。

問生涯学習課文化財調査室　℡32-9008
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○
曲
輪
群
の
発
掘
調
査

　

主
尾
根
よ
り
北
側
に
位
置
し
て
お
り
、

三
方
を
尾
根
に
囲
ま
れ
、
曲
輪
が
ひ
な
壇

状
に
構
築
さ
れ
て
い
る
場
所
で
す
。
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
50
の
曲
輪
が
密
集
し
て
い
る

た
め
、
曲
輪
群
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

発
掘
調
査
の
結
果
、
両
側
面
に
石
垣
を

構
え
た
通
路
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
通

路
は
曲
輪
群
の
中
央
通
路
と
も
い
え
、
通

路
の
左
右
に
曲
輪
が
展
開
し
て
い
ま
す
。

他
の
調
査
箇
所
と
比
較
し
て
、
戦
国
時
代

の
遺
物
が
多
量
に
出
土
し
、
皿
や
茶
わ
ん

な
ど
の
日
常
雑
器
を
は
じ
め
、
唐
物
茶
入

や
花
器
と
い
っ
た
優
品
も
確
認
し
ま
し
た
。

多
量
に
出
土
し
た
遺
物
か
ら
、
曲
輪
群
が

極
め
て
居
住
性
の
高
い
空
間
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
出
土
し
た
遺
物
の
う

ち
、
最
も
多
く
確
認
し
た
の
は
か
わ
ら
け

で
す
。
曲
輪
群
に
は
、
家
臣
た
ち
と
酒
を

酌
み
交
わ
し
な
が
ら
、
政
治
の
話
を
す
る

と
い
っ
た
土
岐
氏
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空

間
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
垣

　

分
布
調
査
に
よ
っ
て
、
確
認
し
た
石
垣

は
95
箇
所
あ
り
ま
す
。
曲
輪
の
斜
面
に
築

か
れ
、
土
留
め
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
石

垣
や
、
複
数
の
石
垣
を
段
築
状
に
築
い
た

り
石
垣
の
石
材
に
巨
石
を
使
用
し
た
り
す

る
こ
と
で
、
視
覚
的
な
効
果
を
狙
っ
た
石

垣
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。
城
域
の
中
で

石
垣
が
密
集
す
る
場
所
と
そ
う
で
な
い
場

所
が
あ
り
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
石
垣
が

多
く
分
布
す
る
た
め
、
城
を
恒
久
的
に
使

用
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

四
国
堀
跡

　

大
桑
城
の
南
麓
に
は
城
下
町
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
城
下
町
の
内

外
を
区
画
す
る
目
的
で
造
ら
れ
た
の
が
四

国
堀
、
越
前
堀
、
外
堀
と
い
う「
堀
」で
す
。

そ
の
中
で
も
四
国
堀
は
、
越
前
他
４
カ
国

の
勢
が
掘
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
現
在
も
延
長
約
1
0
0
ｍ

に
わ
た
っ
て
空
堀
と
土
塁
の
痕
跡
が
残
っ

て
い
ま
す
。

大
桑
城
跡
の
魅
力

　

調
査
で
は
、
大
桑
城
が
機
能
し
た
時
期

が
大
方
明
ら
か
に
な
り
、
曲
輪
や
石
垣
と

い
っ
た
遺
構
が
良
好
な
状
態
で
遺
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
多
量

に
出
土
し
た
戦
国
時
代
の
遺
物
や
、
庭
園

の
存
在
、
巨
石
の
使
用
な
ど
か
ら
は
、
土

岐
氏
が
新
た
な
支
配
拠
点
と
し
て
、
守
護

に
ふ
さ
わ
し
い
城
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

大
桑
城
跡
は
美
濃
国
の
守
護
で
あ
っ
た

土
岐
氏
が
居
城
と
し
た
山
城
の
跡
で
す
。

戦
国
時
代
に
美
濃
国
を
治
め
た
リ
ー
ダ
ー

の
居
城
が
、
山
県
市
に
存
在
し
た
の
で

す
。
大
桑
城
跡
は
、
戦
国
時
代
に
タ
イ
ム

ス
リ
ッ
プ
で
き
る
空
間
で
あ
り
、
美
濃
国

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た「
土
岐
さ
ま
」に
思

い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
す
。

▲確認した石垣

▲曲輪群調査時の様子（通路と石垣）

▲出土した遺物

▲四国堀跡

●
用
語
●

※1�

曲
輪
…
土
を
削
る
、
盛
る
な
ど
し
て

造
ら
れ
た
人
工
的
な
平
た
ん
地

※2�

横
目
地
が
通
る
…
石
材
の
継
ぎ
目

が
横
方
向
に
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と

※3�

か
わ
ら
け
…
清
浄
の
象
徴
と
し
て

政
治
的
な
儀
礼
な
ど
で
使
用
さ
れ

た
素
焼
き
の
皿

◀
灯
明
皿
◀
か
わ
ら
け

　
瀬
戸
美
濃
産

◀
陶
器
の
皿
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