
（9）

　

北
斗
に
の
こ
る
「
日
本
最
初
の
星
の
城
」
、

松
前
藩
戸
切
地
陣
屋
跡
。
近
年
、
北
斗
市
郷
土

資
料
館
で
は
そ
の
再
評
価
に
向
け
て
調
査
研
究

を
進
め
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
毎
年
春
の
特
別

展
、
あ
る
い
は
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
や
当
コ
ラ

ム
に
て
発
信
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
現
在
の
最
新
成
果
で
あ
る
、

戸
切
地
陣
屋
の
設
計
理
念
と
そ
の
源
流
の
解
明

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
戸
切
地
陣
屋
の

防
衛
構
造
は
丘
全
体
を
城
と
捉
え
、
当
時
の
兵

器
性
能
と
そ
れ
を
前
提
と
し
て
築
か
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
設
計
の
元
と
な
っ
た
テ
キ
ス

ト
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
の
こ
る
幕
末
当
時
の
戸
切
地
陣
屋
の
平

面
図
は
い
ず
れ
も
内
部
の
建
物
配
置
に
重
き
を

置
い
た
概
略
図
で
あ
り
、
そ
の
設
計
時
点
で
の

構
造
や
理
念
に
つ
い
て
は
不
明
な
ま
ま
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
こ
さ
れ
て
い
る
土ど

塁る
い

・
壕ご

う

な
ど
の
遺
構
の
各
部
寸
法
を
計
測
し
考
古
学
的

に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
構
造

に
の
こ
る
法
則
性
・
規
則
性
を
探
り
、
当
時
の

設
計
理
念
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
試
み
ま
し

た
。

　

そ
の
結
果
、
戸
切
地
陣
屋
の
星
形
稜

り
ょ
う

堡ほ

は
、

各
尖せ

ん

端た
ん

を
頂
点
と
す
る
一
辺
２
０
０
ｍ
の
正
方

形
と
そ
の
中
央
等
分
線
・
対
角
線
を
基
準
上
に

細
か
く
設
定
さ
れ
た
座
標
に
基
づ
く
、
極
め
て

対
称
的
か
つ
幾き

何か

学が
く

的
な
星
形
に
設
計
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
推
定
で
き
た
の
で
す
。

　

次
に
、
こ
の
「
正
方
形
の
四
頂
に
四
つ
の
稜

角
尖
端
を
置
き
正
方
形
の
四
辺
・
対
角
線
・
中

央
等
分
線
を
基
準
と
し
て
幾
何
学
的
に
堡
塁
を

設
計
す
る
」
と
い
う
手
法
の
源
流
を
探
る
べ
く
、

国
内
お
よ
び
国
外
（
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・

オ
ラ
ン
ダ
）
に
お
け
る
17
～
19
世
紀
の
稜
堡
式

築
城
術
に
係
る
文
献
を
可
能
な
限
り
く
ま
な
く

精
査
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
の
結
果
、
こ
う
し

た
幾
何
学
的
設
計
の
手
法
が
、
戸
切
地
陣
屋
竣
し
ゅ
ん

工
時
の
19
世
紀
に
稜
堡
式
築
堡
の
基
本
理
念
と

し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

「
ヴ
ォ
ー
バ
ン
第
一
方
式
」
に
の
っ
と
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

　

稜
堡
式
築
城
術
は
、
15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で

生
ま
れ
、
そ
の
後
の
銃
や
大
砲
の
進
化
と
共
に

よ
り
効
果
的
な
防
衛
構
造
を
求
め
て
多
様
化
し

て
い
き
ま
し
た
。
17
世
紀
に
入
り
、
築
城
術
は

オ
ラ
ン
ダ
の
ル
ル
ロ
ワ
ら
の
手
に
よ
っ
て
当
時

発
達
し
て
い
た
解
析
幾
何
学
（
物
体
や
空
間
に

「
座
標
」
の
概
念
を
取
り
入
れ
立
体
的
・
数
学

的
に
分
析
す
る
学
問
）
の
概
念
と
結
び
つ
け
ら

れ
、
そ
の
設
計
や
構
造
は
よ
り
科
学
的
に
深
化

し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
城
を
科
学
す
る
」
時

代
に
現
れ
た
の
が
ヴ
ォ
ー
バ
ン
で
し
た
。

　

セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ル
・
プ
レ
ス
ト
ル
・

ド
・
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
王
朝
の
全
盛
期

を
築
い
た
「
太
陽
王
」
ル
イ
14
世
に
仕
え
た
技

術
将
校
で
、
城
造
り
や
市
街
設
計
に
そ
の
す
ぐ

れ
た
手
腕
を
発
揮
し
た
ほ
か
城
攻
め
の
名
手
で

も
あ
り
、
元
帥
も
務
め
た
、
近
世
を
代
表
す
る

軍
隊
技
術
者
の
一
人
で
す
。

　

彼
の
業
績
を
支
え
た
知
識
と
経
験
、
そ
し
て

科
学
的
理
論
と
の
融
合
に
よ
り
複
雑
・
難
解
化

し
て
い
た
当
時
の
築
城
術
理
論
に
つ
い
て
、
そ

の
基
礎
と
な
る
幾
何
学
と
併あ
わ

せ
体
系
化
し
、
平

易
化
し
、
汎
用
化
し
た
教
本
が
、
17
世
紀
末
に

ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
弟
子
ら
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

『N
o
u
v
e
a
u
 tra

ite
 d

e
 g

e
o
m

e
trie

 e
t 

fo
rtifi

c
a
tio

n

（
幾
何
学
・
築
城
術
新
論
）
』

で
す
。
そ
の
中
で
の
星
形
築
堡
に
関
す
る
基
本

方
式
が
「
ヴ
ォ
ー
バ
ン
第
一
方
式
」
で
あ
り
、

根
本
と
な
っ
た
の
が
真
円
を
利
用
し
て
描
い
た

正
多
角
形
を
基
準
と
し
防
御
性
能
を
偏
り
な
く

発
揮
す
る
設
計
理
念
で
す
。
こ
れ
が
、
後
世
の

各
時
代
各
地
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
稜
堡
式

城
郭
の
築
城
に
お
け
る
「
定
理
」
の
ひ
と
つ
と

し
て
受
け
継
が
れ
続
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ヴ
ォ
ー
バ
ン
教
本
に
お
け
る
模
式
図
に

つ
い
て
、
一
稜
の
み
稜
堡
を
か
た
ち
づ
く
る
よ

う
に
残
し
縮
尺
を
変
え
て
重
ね
る
と
、
果
た
し

て
戸
切
地
陣
屋
と
同
じ
構
造
が
浮
か
び
上
が
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
戸
切
地
陣
屋
は
17
世
紀
に
体

系
化
し
た
通
称
「
ヴ
ォ
ー
バ
ン
式
」
と
呼
ば
れ

る
稜
堡
式
築
城
術
の
設
計
理
念
に
忠
実
に
造
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
設
計
者
で
あ
る
藤ふ
じ

原わ
ら

主し
ゅ

馬め

（
重
じ
ゅ
う

太た

）
が
、
い
か
に
し
て
そ
の
理
論
を
知

り
得
た
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

第10回

　

は
る
か
む
か
し
、
旧
石
器
時
代
・
縄
文
時
代

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
一
万
有
余
年
の
間
こ

こ
北
斗
の
地
で
営
ま
れ
続
け
た
人
類
の
歩
み
─

当
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
北
斗
の
歴
史
に

つ
い
て
、
「
遺
跡
」
に
焦
点
を
あ
て
て
紹
介
し

ま
す
。
今
回
は
、
郷
土
資
料
館
で
調
査
を
進
め

て
い
る
国
史
跡
・
松
前
藩
戸へ

切き
り

地ち

陣
屋
跡
に
つ

い
て
の
新
た
な
研
究
成
果
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

図１.現存する遺構の分析から導き出した
戸切地陣屋の設計理念推定図。
一辺 200 ｍの正方形を基準に各部が収まる。

図２.ヴォーバン晩年の肖像。
彼が築いた要塞群のうち代表例
は世界遺産に指定されている。
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重
太
が
佐さ

久く

間ま

象
し
ょ
う

山ざ
ん

の
も
と
で
洋
学
を
学
ん

で
い
た
当
時
の
日
本
は
鎖
国
状
態
に
あ
り
、
オ

ラ
ン
ダ
以
外
の
外
国
語
文
献
の
入
手
は
ほ
ぼ
不

可
能
な
状
態
で
し
た
。
つ
ま
り
は
、
戸
切
地
陣

屋
の
構
造
が
ヴ
ォ
ー
バ
ン
教
本
の
設
計
理
念
に

基
づ
い
て
い
る
確
証
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に

は
、
そ
の
理
念
に
つ
い
て
解
説
し
た
オ
ラ
ン
ダ

語
文
献
が
当
時
日
本
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
を

確
か
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
確
認
の

た
め
、
以
下
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

（
１
）
17
～
19
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
刊

行
さ
れ
た
築
城
術
教
本
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

（
２
）
象
山
が
入
手
可
能
だ
っ
た
文
献
の
析
出

（
３
）
象
山
関
連
以
外
も
含
む
、
幕
末
日
本
に

お
け
る
洋
学
関
係
蔵
書
の
確
認

（
４
）
以
上
の
デ
ー
タ
群
を
用
い
た
当
時
国
内

に
お
い
て
参
照
で
き
た
洋
式
築
城
教
本
の
特
定

（
５
）
（
４
）
に
よ
っ
て
特
定
し
た
教
本
の
精

査
に
よ
る
ヴ
ォ
ー
バ
ン
式
に
係
る
記
述
の
確
認

　

こ
れ
ら
一
連
の
調
査
に
よ
り
、
「
藤
原
重
太

の
入
門
時
点
で
佐
久
間
象
山
が
入
手
可
能
で
あ

り
、
か
つ
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
築
城
基
礎
理
念
に
つ

い
て
記
述
の
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
文
献
」
と
い
う

条
件
を
満
た
す
＝
戸
切
地
陣
屋
設
計
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
洋
式
築
城

術
教
本
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
っ

て
著
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ナ
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て

訳
さ
れ
た
『B

e
g

in
s
e
le

n
 d

e
r v

e
rs

te
rk

in

g
s
k
u
n
s
t

（
題
意
訳
：
『
要
塞
築
城
術
原
論
』
、

以
下
「
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
」
）
』
で
す
。

　

そ
の
内
容
は
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
理
論
を
継
承
し

つ
つ
発
展
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
当
時

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
稜
堡
式
を
含
む
築
城
術

を
知
る
上
で
興
味
深
い
資
料
で
す
。
こ
れ
に
補

注
を
加
え
た
上
で
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
し
た
も
の

が
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

佐
久
間
象
山
ゆ
か
り
の
品
を
所
蔵
す
る
真
田

宝
物
館
に
は
『
サ
ハ
ル
ト
著
ナ
ニ
ン
グ
訳
要
塞

初
問
』
と
し
て
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
が
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
幕
末
の
洋
学
伝
習
研
究
に
お

け
る
第
一
人
者
で
あ
る
坂さ

か

本も
と

保や
す

富と
み

氏
の
研
究
に

よ
る
と
、
象
山
塾
で
の
教
育
は
実
地
訓
練
・
講

義
に
加
え
て
「
西
洋
書
輪
読
（
ゼ
ミ
形
式
で

原
書
を
解
読
和
訳
し
解
釈
検
討
す
る
教
育
方

法
）
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
重
太
が
原
著
で

あ
る
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
に
直
接
触
れ
、
自
ら
訳

し
学
ん
で
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

さ
ら
に
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
の
内
容
を
精
査
し

た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、
稜
堡
式
築
城
定
理
に
つ
い

て
解
説
す
る
項
の
模
式
図
が
、
先
に
分
析
・
推

定
し
た
戸
切
地
陣
屋
の
幾
何
学
的
設
計
構
造
と

合
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

同
図
と
対
応
し
て
文
中
に
例
示
さ
れ
た
「
標
準

的
な
稜
堡
式
要
塞
を
実
際
に
造
っ
た
場
合
の
各

部
の
寸
法
・
角
度
」
に
つ
い
て
の
理
論
値
ま
で

も
が
、
戸
切
地
陣
屋
の
現
存
遺
構
の
分
析
に

よ
っ
て
導
き
出
し
た
も
の
と
一
致
を
み
せ
た
の

で
す
（
ち
な
み
に
同
時
期
に
稜
堡
式
築
城
の
教

本
と
し
て
象
山
ま
た
は
重
太
が
手
に
で
き
る
可

能
性
の
あ
る
他
の
文
献
で
は
、
こ
の
よ
う
な
具

体
的
な
数
値
の
提
示
お
よ
び
戸
切
地
陣
屋
と
の

一
致
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
）
。

　

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
戸
切
地
陣
屋
の
築
造

は
サ
ヴ
ァ
ー
ル
教
本
を
手
本
と
し
か
つ
極
め
て

忠
実
に
設
計
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
す
。

つ
ま
り
、
戸
切
地
陣
屋
は
ヴ
ォ
ー
バ
ン
教
本
以

降
体
系
化
さ
れ
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、

稜
堡
式
築
城
＝
星
形
要
塞
の
系
譜
に
間
違
い
な

く
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
開
国
前
の
日

本
に
お
け
る
洋
学
伝
習
─
特
に
象
山
に
よ
る
洋

学
教
育
の
実
態
と
実
践
の
物
的
証
拠
と
し
て
希

少
な
（
お
そ
ら
く
は
現
在
唯
一
の
）
土
木
建
築

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

─
「
先
生
御お
ん

手て

に
て
筒
台
と
も
に
西
洋
法
則

通
り
の
物
出で
き
そ
う
ろ
う
よ
う

来
候
様
、
第
一
国
の
為
左
様
致
し

度た
く

。
」
主
馬
が
か
つ
て
師
・
象
山
に
語
っ
た
理

想
で
す
。
今
回
の
成
果
に
よ
り
、
主
馬
は
文
字

通
り
「
西
洋
法
則
通
り
」
に
こ
の
「
日
本
初
の

星
形
城
郭
」
を
造
り
上
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
二
人
の
間
に
い
か
な
る
思
い
が
交

わ
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
史
料
に
乏
し
い
今
は

知
る
術す

べ

を
も
ち
ま
せ
ん
が
、
今
も
の
こ
る
戸
切

地
陣
屋
の
姿
は
、
象
山
・
主
馬
師
弟
の
絆

き
ず
な

の
結

実
で
も
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

戸
切
地
陣
屋
跡
に
つ
い
て
の
研
究
は
現
在
も

続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
現
時
点
で
の
ま
と
め
と

な
る
ふ
る
さ
と
講
座
の
動
画
が
、
現
在
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
公
開
中
で
す
。
ま
た
昨
年
は
戸
切

地
陣
屋
の
設
計
者
・
藤
原
主
馬
の
人
物
像
に
迫

る
大
き
な
成
果
が
あ
り
ま
し
た
。
今
春
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図３．ヴォーバン教本（1695）に見られる
稜堡式四稜堡塁の模式図。正方形とその辺
などを基準線とする理念が、戸切地陣屋の
分析によって得られた推定理念と一致する。

図４．サヴァール教本（1825）に見える
稜堡式四稜堡の模式図（右）および同書
中理論値と戸切地陣屋の比較（左、単位
el は当時オランダではｍと同値）。分析
によって得られた推定設計理念と形だけ
ではなく寸法・角度まで一致をみせる。


