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①
谷や

と戸
城じ
ょ
う
あ
と跡

甲
斐
源
氏
の
祖
先
、
源
み
な
も
と
の

清き
よ
み
つ光
の

居
城
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

土ど

塁る
い

と
空か
ら
ぼ
り堀
が
よ
く
残
り
、見
学

し
や
す
い
。国
史
跡
。

【
所
】【
展
】北
杜
考
古
館

②
天て
ん
じ
ん神
遺
跡

縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
を
中
心

と
す
る
集
落
遺
跡
。縄
文
時
代
前

期
の
日
本
最
古
級
の
ヒ
ス
イ
製
大た
い

珠し
ゅ
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。

【
所
】【
展
】考
古
博

③
金き
ん
せ
い生
遺
跡

縄
文
時
代
後
期
か
ら
晩
期
の
集
落

遺
跡
。石
が
並
べ
ら
れ
た
配は
い
せ
き石
遺い

構こ
う
や
出
土
し
た
イ
ノ
シ
シ
の
骨
は

縄
文
時
代
の
マ
ツ
リ
の
様
子
を
教

え
て
く
れ
る
。国
史
跡
。遺
跡
や
出

土
品
は
日
本
遺
産
構
成
文
化
財

【
所
】【
展
】北
杜
考
古
館

④
津つ

金が
ね
御ご

所し
ょ
ま
え前
遺
跡

縄
文
時
代
中
期
の
集
落
遺
跡
。県

有
形
文
化
財
の
深ふ
か
ば
ち
が
た

鉢
形
土ど

き器
は
、

出
産
を
す
る
お
母
さ
ん
を
表
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。出
土

品
は
日
本
遺
産
構
成
文
化
財
。

【
所
】【
展
】北
杜
考
古
館

⑤
酒さ
け
の
み呑
場ば

遺
跡

縄
文
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
大
集

落
跡
。住
居
が
約
2
4
0
軒
も
あ

っ
た
。
出
土
し
た
土
器
や
石
器

6
8
3
点
は
国
の
重
要
文
化
財
、

日
本
遺
跡
構
成
文
化
財
。

【
所
】【
展
】考
古
博

⑥
屋や

代し
ろ
氏し

館や
か
た
跡あ
と

江
戸
時
代
の
陣じ
ん

屋や

の
跡
。徳
川
家

の
家
臣
の
屋や

代し
ろ
秀ひ
で
ま
さ正
や
屋や

代し
ろ
忠た
だ
ま
さ正

が
領
有
し
た
。現
在
は
土ど

塁る
い

の
一

部
が
残
る
。北
杜
市
史
跡
。

⑦
三み

つ
墓は
か
古
墳

北
杜
市
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
セ
ン
タ
ー

近
く
に
あ
る
小
さ
な
円
墳
。名
前

の
と
お
り
、昔
は
三
つ
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
が
今
は
一
つ
が
残

る
。古
墳
の
上
に
は
石
碑
が
立
っ

て
い
る
。

⑧
湯ゆ

沢ざ
わ
古
墳

１
号
墳
は
墳ふ
ん

丘き
ゅ
うが
残
っ
て
い
る
。

２
号
墳
と
３
号
墳
は
現
在
フ
ァ
ミ

リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
駐
車
場
の
場
所
に

あ
っ
た
。【
所
】【
展
】北
杜
考
古
館

⑨
長ち
ょ
う
泉せ
ん
寺じ

亡
く
な
っ
た
人
の
供
養
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
板い
た
碑び

は
県
有
形
文
化

財
。文ぶ
ん
あ
ん安
３
年
の
銘
が
刻
ま
れ
て

い
る
。台
座
と
礎そ

石せ
き

を
含
め
て
な

ん
と
約
３
ｍ
で
県
内
最
大
。

⑩
梅う
め
之の

き木
遺
跡

縄
文
時
代
中
期
の
集
落
遺
跡
。復

元
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
竪た
て
あ
な穴
住じ
ゅ
う
き
ょ居

や
珍
し
い
道
の
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。国
史
跡
。遺
跡
や
出
土
品

は
日
本
遺
産
構
成
文
化
財
。

【
所
】北
杜
市【
展
】史
跡
梅
之
木

遺
跡
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設

⑪
宇う

わ

と
波
刀
神
社

⑫
八や
つ
し
ろ代
家け

住
宅

⑬
長ち
ょ
う
清せ
い
寺じ

古こ

じ寺
跡あ
と

　
（
深み

山や
ま
田だ

遺
跡
）

⑭
穴あ
な
づ
か塚
古
墳

⑮
石い
し
之の

坪つ
ぼ
遺
跡

縄
文
時
代
や
平
安
時
代
の
住
居
跡
。

美
人
な
土
偶
や
動
物
の
文
様
が
あ

る
縄
文
土
器
な
ど
は
日
本
遺
産
構

成
文
化
財
。【
所
】【
展
】韮
民

⑯
新し
ん
府ぷ

城じ
ょ
う
跡あ
と

武た
け
田だ

勝か
つ
よ
り頼
が
築
い
た
戦
国
時
代
末

期
の
城
跡
。交
通
の
要よ
う
衝し
ょ
うに
あ
り
、

北
方
に
は
外が
い
か
く郭
と
も
い
わ
れ
る

能の
う
け
ん見
城じ
ょ
うも
あ
る
。虎こ

口ぐ
ち

や
出で

構が
ま
えな

ど
の
遺
構
を
探
し
な
が
ら
探
検
し

よ
う
。国
史
跡
。【
所
】韮
崎
市

⑰
後う
し
ろ
田だ

遺
跡

縄
文
時
代
を
は
じ
め
と
す
る
集
落

遺
跡
。仮
面
を
つ
け
て
い
る
よ
う

な
土
偶
は
ユ
ニ
ー
ク
。

【
所
】【
展
】韮
民

⑱
火ひ
の
あ
め
づ
か

雨
塚
古
墳

古
墳
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
円
墳
。

韮
崎
文
化
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
に
あ

り
、僧
が
造
る
よ
う
に
す
す
め
た

と
い
う
伝
説
が
あ
る
。富
士
山
と

石
室
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写
真
が
撮

れ
る
。

⑲
坂さ
か
井い

遺
跡

縄
文
時
代
中
期
の
集
落
遺
跡
。こ

の
遺
跡
か
ら
山
梨
の
考
古
学
が
始

ま
っ
た
と
い
え
る
。出
土
品
を
収

蔵
す
る
坂
井
考
古
館
は
県
内
初
期

の
博
物
館
。見
学
前
に
連
絡
が
必

要
。【
所
】【
展
】坂
井
考
古
館

⑳
武た
け
田だ

信の
ぶ
よ
し義
館や
か
た
跡あ
と

 

源
み
な
も
と
の
義よ
し
み
つ光
の
息
子
で
あ
る
武
田
信

義
の
館
跡
。陶と
う

磁じ

き器
や
水
晶
な
ど

が
出
土
し
た
。ま
わ
り
に
は
御お

や屋

敷し
き
な
ど
、館
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
地
名
が
残
る
。韮
崎
市
史
跡
。

【
所
】韮
崎
市

㉑
わ
に
塚づ
か

㉒
徳と
く
し
ま
せ
ぎ

島
堰

㉓
武た
け
田だ

八は
ち
ま
ん幡
宮ぐ
う

㉔
白は
く
さ
ん山
城じ
ょ
う
跡あ
と

㉕
願が
ん

成じ
ょ
う
寺じ

㉖
勝か
っ
て手
神
社

県
有
形
文
化
財
の
石
鳥
居
は
小
さ

い
が
ず
っ
し
り
と
し
て
迫
力
が
あ

る
。境
内
の
大
き
な
ケ
ヤ
キ
の
木

は
韮
崎
市
天
然
記
念
物
。

㉗
苗な
え
し
き
さ
ん

敷
山
穂ほ

み見
神
社

山
岳
信
仰
に
関
わ
る
神
社
。周
囲

の
テ
ラ
ス
状
の
場
所
に
は
か
つ
て

の
宝ほ
う

生し
ょ
う
寺じ

の
礎そ

石せ
き
が
残
る
。奥お
く
み
や宮

と
里さ
と
み
や宮
が
あ
り
、奥
宮
は
韮
崎
市

指
定
文
化
財
。

㉘
御み

さ

だ
座
田
遺
跡

古
墳
時
代
後
期
や
平
安
時
代
に
使

わ
れ
た
須す

え

き
恵
器
を
焼
く
窯
や
村
の

跡
。須
恵
器
や
そ
の
破
片
を
捨
て

た
灰は
い
ば
ら原
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

【
所
】韮
崎
市

㉙
将し
ょ
う
ぎ
が
し
ら

棋
頭

武
田
信
玄
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と

い
う
伝
承
の
あ
る
将
棋
の
駒こ
ま
形
の

堤
防
。韮
崎
市
龍
岡
と
南
ア
ル
プ

ス
市
白
根
に
残
る
。御み

だ

い
勅
使
川
の

流
れ
か
ら
水
田
や
下
流
の
集
落
を

守
っ
た
。国
史
跡
。

㉚
枡ま
す
が
た形
堤て
い
ぼ
う防

徳と
く
し
ま
せ
ぎ

島
堰
か
ら
将
棋
頭
へ
の
分
水
門

を
守
る
。小
さ
な
将
棋
頭
の
よ
う

な
形
。国
史
跡
。

㉛
石い
し
つ
み
だ
し

積
出

武
田
信
玄
が
築
い
た
と
の
伝
承
が

残
る
石
を
積
ん
で
造
っ
た
堤
防
。

一
番
堤
か
ら
五
番
堤
ま
で
が
残
る
。

国
史
跡
。

㉜
芦あ
し
や
す
え
ん
て
い

安
堰
堤

大
正
15
年
に
完
成
し
た
日
本
初
の

本
格
的
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
。土

砂
を
せ
き
止
め
、水
の
勢
い
を
弱

め
る
役
割
を
果
た
す
。現
在
も
活

躍
中
。登
録
有
形
文
化
財
。

㉝
ロ
タ
コ

太
平
洋
戦
争
末
期
に
造
ら
れ
た
日

本
陸
軍
の
秘
密
飛
行
場
。南
ア
ル

プ
ス
市
史
跡
の
戦
闘
機
を
隠
す
た

め
の
掩え
ん
た
い
ご
う

体
壕
で
は
基
礎
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。そ
の
ほ
か
に
も
、戦

闘
機
の
誘ゆ
う
ど
う導
路ろ

や
滑か
っ
そ
う走
路ろ

な
ど
の

遺
構
が
残
る
。

㉞
百ど
う
ど
う々
遺
跡

平
安
時
代
の
集
落
遺
跡
。ウ
マ
や

ウ
シ
の
骨
が
た
く
さ
ん
出
土
し
、

そ
れ
を
飼
育
し
た
八は
っ
た
の田
牧ま
き
と
の
関

連
が
考
え
ら
れ
る
。

【
所
】【
展
】考
古
博

㉟
お
つ
き
穴あ
な
古
墳

古
墳
時
代
後
期
の
円
墳
。ア
ル
プ

ス
通
り
沿
い
の
公
園
に
あ
る
。全

長
約
７
ｍ
の
横
穴
式
石
室
が
よ
く

残
っ
て
い
る
。少
し
覗
き
に
く
い
。

㊱
北き
た
は
ら原
Ｃし
ー
遺
跡

縄
文
時
代
中
期
の
住
居
が
円
形
に

並
ん
だ
環
か
ん
じ
ょ
う状
集し
ゅ
う
ら
く
落
の
跡
。水す
い
え
ん煙
文も
ん

土
器
な
ど
多
く
の
縄
文
土
器
や
土

偶
が
出
土
し
た
。

【
所
】【
展
】伝
承
館

㊲
高た
か
尾お

ほ

み
穂
見
神
社

山
の
奥
に
あ
る
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な

神
社
。11
月
22
日
・
23
日
の
夜
祭
り

は
大
勢
の
人
で
賑
わ
う
。県
有
形

文
化
財
の
本
殿
、鎌
倉
時
代
の
御み

正し
ょ
う
体た
い
や
南
ア
ル
プ
ス
市
指
定
文
化

財
の
神
楽
殿
が
あ
る
。

㊳
御み

崎さ
き
古
墳

㊴
伝で
ん
嗣し

院い
ん

㊵
伝で
ん
嗣し

院い
ん
大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来
坐ざ

像ぞ
う

㊶
中な
か

畑ば
た
け
遺
跡

縄
文
時
代
中
期
か
ら
古
墳
時
代
の

集
落
遺
跡
。
古
墳
時
代
中
期
の

低て
い
ふ
ん墳
丘き
ゅ
う
墓ぼ

も
見
つ
か
っ
て
い
る
。

【
所
】【
展
】伝
承
館

㊷
長お
さ
田だ

口ぐ
ち
遺
跡

㊸
妙み
ょ
う
り
ょ
う了
寺じ

㊹
椿つ
ば
き
じ
ょ
う城
跡あ
と（
上う
え
野の

城じ
ょ
う
跡あ
と
）

㊺
上う
え
ノの

東ひ
が
し
古
墳

㊻
物も
の
見み

塚づ
か
古
墳

㊼
塚つ
か
は
ら
わ
で
む
ら

原
上
村
古
墳

㊽
鋳い

も

じ

や

物
師
屋
遺
跡

㊾
鋳い

も

じ

や

物
師
屋
古
墳

㊿
六む

科じ
な
丘お
か
古
墳

�
お
舟ふ
な
い
し石
古
墳

７
世
紀
の
円
墳
。シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
の
駐
車
場
に
あ
り
、石
室

が
残
る
。周し
ゅ
う
こ
う溝か
ら
は
ウ
マ
の
歯

と
骨
が
見
つ
か
っ
た
。

【
所
】甲
斐
市

�
船ふ
な
が
た形
神
社

応お
う
え
い永
４
年
の
銘
が
あ
る
石
鳥
居
は

県
有
形
文
化
財
。ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

ー
マ
の
建
築
を
思
わ
せ
る
ど
っ
し

り
と
し
た
造
り
。

�
信し
ん
げ
ん玄
堤
づ
つ
み

武
田
信
玄
が
造
っ
た
と
さ
れ
る
釜か
ま

無な
し
が
わ川
の
堤
防
。拡
張
や
改
修
が
続

け
ら
れ
て
今
の
形
に
な
っ
た
。近

く
に
は
水
害
避
け
を
祈
願
す
る
三さ
ん

社し
ゃ
神
社
も
あ
る
。

�
中な
か
ま
き
づ
か

秣
塚
古
墳

�
狐き
つ
ね
塚づ
か
１
号
墳

古
墳
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
円
墳
。

須す

え

き
恵
器
が
見
つ
か
っ
た
。今
は
藪や
ぶ

の
中
な
の
で
見
学
は
難
し
い
。甲

斐
市
史
跡
。

�
狐き
つ
ね
塚づ
か
２
号
墳

�
竜り
ゅ
う
王お
う
２
号
墳

７
世
紀
後
半
に
造
ら
れ
た
山
梨
県

で
最
後
の
円
墳
。出
土
し
た
馬ば

ぐ具

は
金
メ
ッ
キ
に
彫
ら
れ
た
模
様
が

見
事
。古
墳
が
あ
っ
た
場
所
は
中

央
自
動
車
道
に
な
っ
て
い
る
。

【
所
】考
古
博

�
竜り
ゅ
う
王お
う
３
号
墳

古
墳
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
横
穴

式
石
室
の
円
墳
。４
人
分
の
骨
や

鉄
の
刀
、馬ば

ぐ具
な
ど
が
見
つ
か
っ

た
。今
は
古
墳
は
な
く
な
り
中
央

自
動
車
道
に
な
っ
て
い
る
。

【
所
】考
古
博

�
双ふ
た
葉ば

二ふ
た
ツつ

塚づ
か
１
号
墳

�
御ご

ざ座
石い
し

�
往お
う

生じ
ょ
う
塚づ
か
古
墳

　
（
滝た
き
ざ
か坂
の
往お
う

生じ
ょ
う
塚づ
か
）

�
双ふ
た
葉ば

１
号
墳

�
天て
ん
狗ぐ

沢さ
わ

瓦か
わ
ら
窯か
ま
あ
と跡

７
世
紀
後
半
の
須す

え恵
器き

と
瓦
を
焼

く
山
梨
県
最
古
の
登
り
窯
の
跡
。

蓮れ
ん
華げ

文も
ん
が
き
れ
い
な
瓦
が
出
土
し

た
。県
史
跡
。【
所
】甲
斐
市
・
考

古
博【
展
】考
古
博

�
敷し
き
し
ま島
大お
お
つ
か塚
古
墳

６
世
紀
に
造
ら
れ
た
円
墳
。敷
島

北
小
学
校
の
目
の
前
に
あ
る
。須す

恵え

き器
が
見
つ
か
っ
た
。今
は
古
墳

に
盛
っ
て
い
た
土
が
な
く
、石せ
き
し
つ室

が
あ
ら
わ
な
の
で
甲か

い斐
の
石い
し
舞ぶ

台た
い

古
墳
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。甲
斐
市

史
跡
。【
所
】甲
斐
市

�
金か
ね
ノの

尾お

遺
跡

弥
生
時
代
の
集
落
や
周
し
ゅ
う
溝こ
う
墓ぼ

群ぐ
ん
が

見
つ
か
っ
た
。出
土
し
た
壺つ
ぼ
か
ん棺
は

甲
斐
市
指
定
文
化
財
。

【
所
】考
古
博・甲
斐
市【
展
】考
古
博

�
松ま
つ
ノの

お尾
遺
跡

縄
文
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
集
落

遺
跡
。平
安
時
代
の
銅
製
の
仏
像

は
県
有
形
文
化
財
。遺
跡
の
前
を

走
る
道
路「
甲
斐
松
ノ
尾
通
り
」の

由
来
に
も
な
り
、歩
道
に
は
案
内

看
板
が
立
つ
。【
所
】甲
斐
市

�
大お
お
に
わ庭
古
墳

敷
島
小
学
校
の
そ
ば
に
あ
る
円
墳
。

古
墳
の
上
に
は
祠ほ
こ
らが
あ
る
。小
さ

く
て
か
わ
い
ら
し
い
。

�
大お
お
に
わ庭
無む

名め
い
ふ
ん墳

発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
古
墳
時
代
後

期
の
円
墳
。水
晶
の
切き
り
子こ

玉だ
ま
や
馬ば

ぐ具
な

ど
が
た
く
さ
ん
発
掘
さ
れ
た
。古
墳
は

も
う
な
く
今
は
宅
地
。【
所
】甲
斐
市

�
穴あ
な
づ
か塚
古
墳

７
世
紀
頃
の
円
墳
。荒
川
団
地
の
中
に

あ
る
。鉄
の
刀
や
矢
じ
り
が
見
つ
か
っ

た
。河
原
の
丸
い
石
を
使
っ
た
横
穴
式

石
室
に
注
目
。【
所
】甲
府
市

�
証し
ょ
う
文も
ん
づ
か塚
古
墳

称し
ょ
う
念ね
ん
寺じ

の
境け
い
だ
い内
に
あ
る
円
墳
。墳ふ
ん
丘き
ゅ
うに

は
お
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
正
確

な
大
き
さ
や
形
が
わ
か
ら
な
い
。

�
塩え
ん
た
く澤
寺じ

�
大お
お
ひ
ら平
１
号
墳
・
２
号
墳

�
湯ゆ

村む
ら
山や
ま

城
じ
ょ
う

�
湯ゆ

村む
ら
山や
ま
１
号
墳
～
６
号
墳

�
万ま
ん
じ
ゅ
も
り

寿
森
古
墳

�
加か

む

な
牟
那
塚づ
か
古
墳

�
羽は

黒ぐ
ろ
さ
ん山
頂ち
ょ
う
古
墳

　
（
お
て
ん
ぐ
さ
ん
古
墳
）

５
世
紀
ご
ろ
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
県
内
最
大
の
積つ
み
い
し
づ
か

石
塚
。急
で
滑
り
や

す
い
山
道
を
歩
く
の
で
気
合
が
必
要
。

�
疣い
ぼ
い
し石
古
墳

古
墳
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
円
墳
。草
を
か
き
分
け
た
先
に
横

穴
式
石
室
が
残
る
。

�
武た
け
だ
し
や
か
た
あ
と

田
氏
館
跡（
躑つ
つ
じ
が
さ
き
や
か
た
あ
と

躅
が
崎
館
跡
）

現
在
は
武
田
神
社
と
し
て
も
知
ら
れ
る

武
田
氏
三
代
の
居
館
跡
。当
時
の
土
塁

や
堀
な
ど
が
残
り
、武
田
氏
滅
亡
後
に

織
田
氏
や
豊
臣
氏
の
家
臣
に
よ
っ
て

天て
ん
し
ゅ守
台だ
い
や
石せ
き
る
い塁
な
ど
が
築
か
れ
た
。国

史
跡
。

【
所
】甲
府
市【
展
】信
玄
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

�
武た
け
田だ

城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
遺
跡

武
田
氏
館
跡
か
ら
南
に
広
が
る
城
下
町
。

家
臣
の
屋
敷
が
あ
っ
た
場
所
か
ら
磁じ

き器

や
銭
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。今
で
も
直

線
的
な
道
や
見
通
し
を
遮
る
ク
ラ
ン
ク

状
の
道
な
ど
が
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
。

【
所
】甲
府
市【
展
】信
玄
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

�
甲こ
う
府ふ

城じ
ょ
う
跡あ
と

浅あ
さ
野の

長な
が
ま
さ政
・
幸よ
し
な
が長
ら
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
た
と
さ
れ
る
城
。天て
ん
し
ゅ
だ
い

守
台
な
ど
に
残

る
築ち
く

城じ
ょ
う
期き

の
野の

面づ
ら
積づ
み
の
石
垣
に
注
目
。

石
を
割
る
た
め
の
矢や

穴あ
な
を
発
見
し
よ
う
。

山
梨
県
防
災
新
館
の
地
下
１
階
駐
車
場

に
は
石
垣
が
移
築
さ
れ
、真
上
か
ら
見

る
こ
と
も
で
き
る
。国
史
跡
。

【
所
】【
展
】考
古
博
・
稲
荷
櫓

�
甲こ
う
府ふ

城じ
ょ
う
か
ま
ち

下
町
遺
跡

甲
府
城
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
江
戸
時

代
の
城
下
町
。大
老
格
の
柳
や
な
ぎ
沢さ
わ
吉よ
し
や
す保
が

城
主
の
こ
ろ
に
再
整
備
さ
れ
て
最
も
栄

え
た
。今
も
二
の
堀
、三
の
堀
な
ど
が
残

る
場
所
が
あ
る
。

【
所
】甲
府
市
・
考
古
博

�
二ふ
た
ッつ

塚づ
か
古
墳
群

横
穴
式
石
室
の
古
墳
で
構
成
さ
れ
る
。

１
号
墳
は
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
の
変
形

自
転
車
広
場
の
中
に
あ
る
。２
号
墳
は

そ
の
向
か
い
側
。

�
北き
た
は
ら原
古
墳
群

ブ
ド
ウ
畑
の
中
に
あ
る
稲い
な
り荷
塚づ
か
古
墳
や

大
き
な
地
蔵
が
上
に
の
っ
た
地じ

蔵ぞ
う
塚づ
か
古

墳
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
。

所蔵・展示施設 
（詳細な情報は HP 等をご確認下さい）

■山梨県内

【山梨県立考古博物館】
甲府市下曽根町 923　　　　　☎ 055-266-3881
【山梨県立博物館】
笛吹市御坂町成田 1501-1　　  ☎ 055-261-2631
【史跡甲府城跡　稲荷櫓】
甲府市丸の内 1-5-4　　　　　 ☎ 055-227-6179
【甲府市歴史公園　山手御門】
甲府市北口２-170-7
【甲府市武田氏館跡歴史館（信玄ミュージアム）】
甲府市大手 3-1-14　　　　　  ☎ 055-269-5030
【韮崎市民俗資料館】
韮崎市藤井町南下條 786-3　　☎ 0551-22-1696
【南アルプス市ふるさと文化伝承館】
南アルプス市野牛島 2727　　  ☎ 055-282-7408
【北杜市考古資料館】
北杜市大泉町八戸 2414　　　  ☎ 0551-20-5505
【史跡梅之木遺跡ガイダンス施設】
北杜市明野町浅尾 6315
【赤坂台総合公園展望塔】　
甲斐市竜王 338-2
【坂井考古館】
韮崎市藤井町坂井 780　　　　☎ 0551-22-4270
【善光寺】　甲府市善光寺 3-36-1
【塩澤寺】　甲府市湯村 3-17-2
【妙了寺】　南アルプス市上市之瀬 724
【伝嗣院】　南アルプス市上宮地 1424
【願成寺】　韮崎市神山町鍋山 1111

凡　例
■記号色

●古墳時代中期の古墳・遺跡
●古墳時代後期～終末期の古墳・遺跡
●造られた時期がわからない古墳・遺跡
●古墳時代以外の遺跡
□古墳群の範囲　　　　　　　□遺跡の範囲
□詳細ルート掲載遺跡　　　　◯神社・寺院

■略　称

出土品の展示施設＝【展】
出土品の所蔵施設・機関＝【所】
山梨県立考古博物館＝考古博
山梨県立博物館＝県博
韮崎市民俗資料館＝韮民
南アルプス市ふるさと文化伝承館＝伝承館
北杜市考古資料館＝北杜考古館
甲府市教育委員会＝甲府市
韮崎市教育委員会＝韮崎市
南アルプス市教育委員会＝南アルプス市
北杜市教育委員会＝北杜市
甲斐市教育委員会＝甲斐市
日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」＝日本遺産

�
甲か

い斐
善ぜ
ん
こ
う光
寺じ

川か
わ
な
か
じ
ま

中
島
の
合か
っ
せ
ん戦
で
信し
な
濃の

善
光

寺
が
焼
失
す
る
こ
と
を
恐
れ

た
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
。
本
堂
、
山
門
や
木も
く
ぞ
う造

阿あ

み

だ
弥
陀
如に
ょ
ら
い来
及
び
両
り
ょ
う
脇わ
き
侍じ

像ぞ
う

は
国
の
重
要
文
化
財
。

�
要よ
う
が
い
さ
ん

害
山
・
熊く
ま

城
じ
ょ
う

武た
け
田だ

し氏
の
館や
か
たが
攻
め
ら
れ
た

と
き
に
た
て
こ
も
る
た
め
の

城
。庭
園
で
使
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
大
き
な
石
や

武
田
氏
の
滅
亡
後
に
築
か
れ

た
と
思
わ
れ
る
野の

面づ
ら
積づ
み
の
石

垣
な
ど
が
残
る
。国
史
跡
。

�
旧き
ゅ
う
甲こ
う

州し
ゅ
う
街か
い
ど
う道

　
（
甲こ
う

州し
ゅ
う
道ど
う
中ち
ゅ
う）

江え

ど

ご
戸
五
街か
い
ど
う道
の
一
つ
。
日
本

橋
か
ら
続
く
道
。
街
道
沿
い

に
は
多
く
の
宿
し
ゅ
く
場ば

町ま
ち
が
栄
え

た
。
今
で
も
そ
の
面
影
を
残

す
町
並
み
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

㊶発掘された低墳丘墓

①谷戸城跡遠景

⑨長泉寺の板碑

⑯新府城跡遠景

⑳武田信義館跡㉖勝手神社の石鳥居

㉛石積出二番堤㉜芦安堰堤
㉝三号掩体壕

⑩梅之木遺跡

②天神遺跡の
深鉢形土器

⑮石之坪遺跡の
深鉢形土器

③金生遺跡
④津金御所前遺跡
の深鉢形土器

⑤酒呑場遺跡の
「のんさん」

⑰後田遺跡の
「ウーラ」

㊱北原C遺跡の
水煙文土器

�軒丸瓦と平瓦
�竜王２号墳の馬具

⑥屋代氏館跡
⑦三つ墓古墳

⑧湯沢古墳

㉙龍岡将棋頭 ㉗苗敷山穂見神社奥宮

㉟おつき穴古墳

�お舟石古墳

�敷島大塚古墳

�松ノ尾遺跡の
銅製仏像

�証文塚古墳

�空から見た武田氏館跡

�二ッ塚１号墳�稲荷塚古墳

�甲斐善光寺

�要害山遠景

�羽黒山頂古墳

�甲府城跡�出土した陶磁器

�武田城下町遺跡の
陶磁器

�疣石古墳

�大庭古墳

�発掘された大庭無名墳�穴塚古墳

�船形神社�信玄堤から見た釜無川

㊲高尾穂見神社

㉚桝形堤防

⑱火雨塚古墳
⑲坂井遺跡の
住居跡

㉞発掘されたウマの骨

�狐塚１号墳

�金ノ尾遺跡の
壺棺

�金手のクランク


