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基
肄
城
の
城
壁
の
一
部
で
あ
る
水

門
跡
が
、
お
潮
井
取
り
の
場
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

お
潮
井
と
は
、
海
・
川
の
砂
や
水
の

こ
と
で
、
そ
れ
を
掛
け
る
こ
と
で
身

を
清
め
、
災
い
を
除
く
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

水
門
跡
が
お
潮
井
場
と
分
か
る
も

の
の
一
つ
に
、
追
分
石
︵
道
し
る
べ
︶

が
あ
り
ま
す
。
丸
林
集
落
か
ら
水
門

跡
方
面
、
キ
ャ
ン
プ
場
方
面
へ
の
別

れ
道
で
あ
る
三
差
路
に
建
っ
て
い
る

石
碑
面
に
は
、
﹁
右
は
る
だ

左
筒

の
志
を
ひ

む
さ
し
﹂
と
彫
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
﹁
右
に
行
く
と

原
田
、
左
に
行
く
と
筒
の
潮
井
、
そ

の
先
は
武
蔵
︵
今
の
筑
紫
野
市
の
武

蔵
寺
辺
り
︶
に
通
じ
て
い
る
﹂
と
い

う
意
味
で
す
。
城
内
か
ら
水
門
へ
流

れ
て
い
る
川
が
筒
川
な
の
で
、
﹁
筒

の
志
を
ひ
﹂
は
、
水
門
跡
を
指
す
と

思
わ
れ
、
古
く
か
ら
お
潮
井
取
り
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

お
潮
井
取
り
と
聞
く
と
、
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
で
よ
く
目
に
す
る
、
博
多
山

笠
の
お
潮
井
取
り
の
風
景
が
思
い
浮

か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
締

込
み
姿
の
男
衆
が
、
箱
崎
浜
で
お
潮

井
︵
真
砂
︶
を
升
や
て
ぼ
に
入
れ
て

持
ち
帰
り
、
家
を
出
入
り
す
る
と
き

に
身
に
振
り
か
け
て
心
身
を
清
め
ま

す
。町

に
も
、
祭
り
の
と
き
や
１
年
の

節
目
節
目
に
お
潮
井
を
取
る
行
事
が

あ
り
ま
す
。
園
部
く
ん
ち
で
は
、
行

列
の
先
頭
で
神
水
桶
を
持
っ
た
２
人

が
お
潮
井
を
撒
き
、
道
を
清
め
ま
す

︵
写
真
１
︶
。
そ
の
神
水
は
、
現
在
、

宝
満
宮
境
内
の
井
戸
水
で
す
が
、
以

前
は
ど
こ
か
の
お
潮
井
場
か
ら
汲
ん

で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
荒
穂
神
社
の
横
を
流
れ
る

川
は
潮
井
川
と
呼
ば
れ
、
お
潮
井
取

り
の
場
が
あ
り
、
本
殿
横
の
お
潮
井

台
に
は
砂
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す

︵
写
真
２
︶
。

町
内
に
は
、
１
年
中
お
潮
井
を
取

る
組
合
も
あ
り
ま
す
。
丸
林
で
は
、

﹁
お
し
お
い
参
り
﹂
が
続
け
ら
れ
て

お
り
、
水
を
入
れ
る
お
潮
井
た
ご
︵
小

さ
な
桶
・
写
真
３
︶
が
、
家
か
ら
家

へ
順
に
送
り
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
手
元
に
届
く
と
、
朝
早
く
水
門

跡
で
お
潮
井
を
汲
み
、
１
・
５
㎞
下
っ

た
所
に
あ
る
城
戸
の
老
松
宮
へ
参
り

ま
す
。
家
に
戻
っ
て
玄
関
や
家
の
周

り
に
撒
き
、
敷
地
を
清
め
て
家
内
安

全
を
願
い
ま
す
。
そ
し
て
、
た
ご
は

次
の
家
へ
回
し
て
い
き
ま
す
。

小
原
の
隼
鷹
天
神
で
も
、
水
門
に

お
潮
井
を
取
り
に
行
く
神
事
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
７
月
の
願
成
就
の
際
、

４
か
所
の
地
名
を
書
い
た
小
さ
な
紙

を
お
盆
に
載
せ
、
そ
の
上
で
数
珠
の

房
を
動
か
し
、
房
に
付
い
て
き
た
紙

の
場
所
が
お
潮
井
取
り
の
場
と
な
る

神
事
で
す
。
そ
の
場
所
は
、
﹁
久
留

米
の
高
良
大
社
﹂
、﹁
太
宰
府
天
満
宮
﹂
、

﹁
丸
林
の
住
吉
神
社
︵
水
門
︶
﹂
、
﹁
隼

鷹
天
神
︵
隼
鷹
天
神
の
場
合
は
、
お

百
度
を
踏
む
︶
﹂
で
す
。
昔
は
組
内

で
揃
っ
て
お
潮
井
取
り
に
行
っ
て
い

た
そ
う
で
す
が
、
現
在
は
決
め
ら
れ

た
日
に
そ
れ
ぞ
れ
で
向
か
い
、
お
潮

井
を
持
っ
て
隼
鷹
天
神
に
集
ま
り
ま

す
。
境
内
に
お
潮
井
を
撒
い
た
後
に

は
、
社
殿
に
上
が
り
談
話
を
し
ま
す
。

子
ど
も
か
ら
年
配
の
方
ま
で
幅
広
い

世
代
が
集
ま
り
、
持
ち
寄
っ
た
菓
子

や
漬
け
物
を
食
べ
な
が
ら
お
茶
を
楽

し
む
光
景
は
良
い
も
の
で
す
。

１
３
５
０
年
前
、
水
門
跡
は
城
内

の
水
を
排
水
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た

も
の
で
し
た
が
、
時
代
を
経
て
い
く

う
ち
に
、
暑
い
夏
に
は
涼
を
取
る
憩

い
の
場
や
、
古
代
の
歴
史
を
感
じ
る

名
所
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
住
吉

宮
と
い
う
水
に
関
係
す
る
神
様
が
祀

ら
れ
、
信
仰
の
場
や
お
潮
井
を
取
る

神
聖
な
場
所
へ
と
変
化
し
、
お
潮
井

を
通
じ
て
人
々
を
つ
な
ぐ
役
割
も
果

た
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

※
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

ふ
る
さ
と
歴
史
係

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑰

︱
き
や
ま
の
お
潮し

お

井い

取
り
︱

写真１ 園部くんちの神水撒き

写真２ 荒穂神社のお潮井台

写真３ 丸林のお潮井たごと杉の枝


