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特集―片倉城とその周辺

―
大
河
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
が
八
王
子
に
も
?!

片
倉
城
跡
公
園
は
、
中
世
の
城
跡
と
豊
か
な
自
然
環
境
が
残
る
公
園
で
す
。
園
内
で
は
四
季
折
々
の

花
々
な
ど
が
私
た
ち
を
和
ま
せ
て
く
れ
ま
す
が
、
何
と
い
っ
て
も
か
つ
て
「
片
倉
城
」
と
い
う
山
城

の
あ
っ
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
放
送
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
『
鎌
倉
殿
の
13

人
』
の
登
場
人
物
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
る
片
倉
城
の
歴
史
と
は
？
　
ま
ず
は
片
倉
城
築
城
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
「
片
倉
」
の
変
遷
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
る

片
倉
城

片
倉
の
地
に
城
を
築
く

　

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か

け
て
、
八
王
子
市
域
を
支
配
し
て
い
た
武
士

団
の
１
つ
に
横
山
党
が
あ
り
、
片
倉
地
域
は

横
山
氏
が
所
領
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
源
頼
朝
の
死
後
に
起
こ
っ
た
幕
府
の
内

紛
で
和
田
義
盛
に
加
担
し
た
横
山
氏
は
、
執

権
で
あ
っ
た
北
条
義
時
打
倒
の
ク
ー
デ
タ
ー

を
起
こ
し
た
も
の
の
敗
北
し
、
滅
亡
し
て
し

ま
い
ま
す
。
幕
府
に
没
収
さ
れ
た
横
山
氏
の

領
地
は
、
戦
い
に
功
績
の
あ
っ
た
鎌
倉
幕
府

初
期
の
重
臣
、
大
江
広
元
（
１
１
４
８
～
１

２
２
５
）
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
大

江
氏
は
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
代
官
を
置
い
て
年
貢
の
収
集
に
あ
た
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
か

ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
現
在
の
八
王
子
市

域
で
は
大
江
広
元
の
子
孫
で
あ
る
長
井
氏
の

ほ
か
、
由
井
氏
、
河
口
氏
な
ど
が
荘
園
を
基

盤
と
し
た
勢
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

片
倉
城
の
あ
っ
た
場
所
は
、
か
つ
て
「
片

倉
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
倉
」
は

傾
斜
地
や
崖
を
表
し
て
い
て
、
片
方
の
倉
を

意
味
す
る
「
片
倉
」
は
、
こ
の
周
辺
の
地
形

に
由
来
し
て
い
ま
す
。
片
倉
城
は
湯
殿
川
と

兵
衛
川
に
挟
ま
れ
た
小
高
い
丘
を
利
用
し
て
、

長
井
氏
が
築
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

長
井
氏
と
片
倉
城

　

長
井
氏
は
、
羽
州
（
山
形
県
）
置お

き

賜た
ま

郡
の

米
沢
を
拠
点
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
１
３
８

０
（
康
暦
２
）
年
に
伊
達
氏
の

侵
攻
を
受
け
ま
す
。
そ
の
と

き
、
大
江
広
元
が
譲
り
受
け
て

い
た
横
山
庄
に
逃
亡
し
た
の
が

長
井
道
広
で
は
な
い
か
と
、
山

田
町
の
広
園
寺
や
初
沢
町
の
高

乗
寺
の
法
名
か
ら
推
測
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
人
物
が
最
初
に

片
倉
の
地
に
居
を
構
え
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
法
名
な
の

で
、
長
井
道
広
な
の
か
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

築
城
主
体
や
年
代
を
正
確
に
特
定
す
る

の
は
困
難
で
す
が
、
片
倉
城
は
他
の
中
世

城
郭
と
の
比
較
か
ら
15
世
紀
後
半
以
降
に
築

城
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
北
条
氏
照
が
浄
福
寺

城
か
ら
滝
山
城
へ
移
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

る
１
５
６
３
（
永
禄
６
）
～
67
年
の
間
に
は

片
倉
城
の
大
改
修
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
氏
照
の
所
領
に
お
け
る
出
城
の

１
つ
と
な
り
ま
し
た
が
、
八
王
子
城
が
落
城

し
た
こ
ろ
、
16
世
紀
代
に
廃
城
と
な
っ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

住
吉
神
社
の
算
額

　

片
倉
城
跡
公
園
の
も
う
１
つ
の
歴
史
的
見

所
に
、
住
吉
神
社
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と

摂
津
国
（
大
阪
市
）
の
住
吉
大
社
を
勧
請
し

た
も
の
で
、
長
井
氏
、
ま
た
は
長
井
氏
の
一

族
の
毛
利
師も

ろ

親ち
か

が
、
城
の
鬼
門
除
け
に
建
て

た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
建
物
の
そ
こ
か
し
こ

に
見
ら
れ
る
一
文
字
三
つ
星
は
、
大
江
氏

（
長
井
氏
）、
そ
し
て
毛
利
氏
の
家
紋
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
江
氏
の
祖
先

が
平へ

い

城ぜ
い

天
皇
の
第
一
皇
子
で
一い

っ

品ぽ
ん

の
位
に

あ
り
、
一
品
親
王
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、

「
一
品
」
の
文
字
を
図
案
化
し
た
も
の
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
住
吉
神
社
に
は
、「
算
額
」
と
い

う
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
算
額
と
は
、
和

算
（
江
戸
時
代
の
日
本
で
独
自
に
発
達
し
た

数
学
）
の
問
題
を
解
い
た
答
え
を
木
の
額
に

▶�住吉神社の手水舎
に刻まれた一文字
三つ星の紋

▼�住吉神社の算額
（レプリカ）
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し
て
、
神
社
や
寺
に
掲
げ
た
も
の
で
、
市
内

で
は
住
吉
神
社
し
か
現
存
し
ま
せ
ん
。
１
８

５
１
（
嘉
永
４
）
年
に
片
倉
村
の
川
幡
元
右

衛
門
と
そ
の
門
人
た
ち
が
、
和
算
の
実
力
が

つ
く
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
奉
納
し
ま
し

た
。
住
吉
神
社
の
算
額
は
、
横
１
３
８
セ
ン

チ
、
縦
43
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
、
２
０
１
１

年
に
市
指
定
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

戦
争
の
時
代
に

　

時
は
下
っ
て
、
太
平
洋
戦
争
の
時
代
に
も

片
倉
城
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
敗

戦
間
際
の
片
倉
城
跡
に
は
、
戦
争
に
か
か
わ

る
設
備
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
周
辺

住
民
は
自
由
に
行
き
来
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
城
跡
の
入
口
に
は
歩ほ

哨し
ょ
うが
立

ち
、
中
の
畑
に
も
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
い
ま
す
。
１
９
４
５
（
昭
和
20
）
年

４
月
に
は
敵
の
航
空
機
を
照
ら
し
出
す
照
空

灯
と
い
う
機
械
が
設
置
さ
れ
、
物
々
し
い
戦

時
体
制
が
敷
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
斟し

ん
し
ゅ
う
じ

珠
寺
の
裏
山
に
壕
を
掘
っ
て
本

部
と
し
て
い
た
軍
の
部
隊
は
、
住
吉
神
社
社

殿
の
裏
手
に
防
空
壕
を
掘
っ
て
住
吉
神
社
に

駐
屯
し
、
敵
を
迎
え
撃
つ
た
め
の
陣
地
づ
く

り
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
防
空
壕

の
跡
は
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も

城
跡
の
空
堀
に
は
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
施
設

を
つ
く
っ
て
、
本
土
決
戦
に
備
え
て
い
た
と

い
い
ま
す
。

市
立
公
園
と
し
て
整
備

　

戦
後
、
園
内
が
整
備
さ
れ
、
１
９
７
２
年

３
月
に
片
倉
城
跡
公
園
が
開
園
し
ま
し
た
。

１
９
８
７
年
の
調
査
で
は
、
樹
木
１
０
７

種
、
草
花
95
種
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
自
然
豊

か
な
雰
囲
気
を
残
し
て
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

園
内
に
、
新
た
な
彩
り
を
加
え
た
の
が

「
彫
刻
」
で
す
。
長
崎
市
の
平
和
祈
念
像
の

制
作
で
有
名
な
彫
刻
家
の
北
村
西
望
（
１
８

８
４
～
１
９
８
７
）
が
、
八
王
子
市
の
「
彫

刻
の
ま
ち
づ
く
り
」
事
業
に
共
鳴
し
、
自
身

の
作
品
や
西
望
賞
（
日
本
彫
刻
会
主
催
の
日

彫
展
特
別
賞
）
を
獲
得
し
た
彫
刻
家
の
作
品

を
展
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
も

19
基
の
彫
刻
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

１
９
９
９
（
平
成
11
）
年
、
片
倉
城
跡
は

東
京
都
指
定
文
化
財
（
史
跡
）
に
選
定
さ

れ
、
２
０
０
１
年
に
八
王
子
八
十
八
景
、
２

０
１
７
年
に
は
八
王
子
景
観
１
０
０
選
に
選

ば
れ
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
度
に
は
公
園
区

域
が
拡
張
さ
れ
、
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
る
と

と
も
に
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
た

施
設
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

周
囲
の
宅
地
開
発
が
進
む
中
で
、
片
倉
地

域
の
象
徴
で
あ
り
続
け
た
「
片
倉
城
」。
関

連
す
る
文
化
財
に
加
え
て
、
豊
か
な
自
然
や

芸
術
作
品
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
詰
め

込
ん
だ
公
園
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
す
。

▲航空写真（右側の木々が茂る部分が片倉城跡公園、左側の広場は片倉つどいの森公園）
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特集―片倉城とその周辺

片
倉
城
跡
公
園
の
総
面
積
は
約
６
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
か
つ
て
の
山
城
と
し
て
の
史
跡
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
雑
木

林
が
茂
り
、
湧
水
も
流
れ
る
豊
か
な
自
然
環
境
か
ら
、
早
春
に
は
カ
タ
ク
リ
、
春
に
は
サ
ク
ラ
、
初
夏
に
は
ハ

ナ
シ
ョ
ウ
ブ
な
ど
、
季
節
ご
と
の
見
ど
こ
ろ
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。
そ
ん
な
園
内
の
風
景
を
写
真
に
収
め
て

み
ま
し
た
。
あ
な
た
も
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト
を
探
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

マ
ン
ホ
ー
ル
を�

見
つ
け
よ
う
�

　

Ｊ
Ｒ
片
倉
駅
か
ら
片
倉
城
跡
公

園
ま
で
は
徒
歩
約
６
分
。
そ
の
間

に
は
、
６
パ
タ
ー
ン
、
計
12
枚
の

片
倉
城
跡
公
園
の
特
徴
を
表
し
た

マ
ン
ホ
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
公
園

に
辿
り
着
く
ま
で
、
左
の
絵
柄
を

見
つ
け
た
ら
、
□
に
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
全
部
見
つ
け
ら

れ
る
か
な
？Ｊ

Ｒ
片
倉
駅

スタート

片
倉
城
跡
公
園
の

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト

□カタクリ

□カワセミ
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片
倉
城
跡
公
園

ゴール
□片倉城跡絵図

□水車小屋

□ハナショウブ

□アジサイ


