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発
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歴
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散
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●
市
財
政
収
入
の
一
部
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
表
紙
に
広
告
を
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。
掲
載
し
て
い
る
広
告
内
容
に
つ
い
て
は
、
津
市
が
保
証
し
て

　
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文・写真

▲

教委生涯学習課

三行城跡遠景（中勢バイパスから）

三行城跡実測図（河芸町史より）

現在の県道651号線

三行城の範囲
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河
芸
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山
城
　
三
行
城
跡

み
　
ゆ
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河
芸
地
域
を
流
れ
る
田
中
川
の
中
流
域
、
国
道
３

０
６
号
三
行
交
差
点
か
ら
東
の
標
高
40
ｍ
ほ
ど
の
丘

に
あ
る
、
三
行
城
跡
。
こ
の
城
跡
は
道
路
建
設
や
水

田
整
備
な
ど
に
よ
っ
て
、
当
時
の
姿
か
ら
は
随
分
形

を
変
え
て
い
ま
す

が
、
航
空
写
真
や

過
去
の
発
掘
調
査

の
成
果
等
か
ら
あ

る
程
度
想
像
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

か
つ
て
三
行
城

に
は
、
西
に
開
い

た
谷
を
囲
む
よ
う

に
、
郭
と
呼
ば
れ

る
１
辺
が
約
10
〜

40
ｍ
前
後
の
平
ら

な
区
画
が
複
数
あ

り
ま
し
た
。
郭
は
主
に
５
つ(

三
行
城
実
測
図
中
Ⅰ

〜
Ⅴ)

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
敵
か
ら
の
防
御
の

た
め
、
尾
根
筋
に
は
堀
切
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
郭
Ⅱ
が
残
る
の
み
で
す
。

　

昭
和
59
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
郭
Ⅲ
と

Ⅳ
で
わ
ず
か
に
14
世
紀
代
の
愛
知
県
渥
美
半
島
産
の

甕
や
土
師
器
が
出
土
し
ま
し
た
が
、
土
塁
や
土
壇
が

見
つ
か
っ
た
他
に
建
物
の
跡
は
な
く
、
生
活
の
場
と

い
う
よ
り
緊
急
時
の
備
え
の
た
め
に
造
ら
れ
た
城
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
城
の
構
造
は
比
較
的
簡
素
で
、

出
土
遺
物
の
時
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
造
ら
れ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
築
城
し
た
人
物
が
誰
か
は
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
美
里
町
北
長
野
に
あ
る
同
時

代
の
長
野
氏
城
跡
と
は
、
規
模
は
異
な
る
も
の
の
よ

く
似
た
構
造
を
し
て
い
ま
す
。

　

時
が
流
れ
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
分
部
氏
が
こ
の

一
帯
を
治
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
分
部
氏

と
の
関
わ
り
も
含
め
、
永
禄
11（
１
５
６
８
）年
か
ら

の
織
田
軍
に
よ
る
伊
勢
侵
攻
以
降
も
、
直
接
こ
の
城

に
関
わ
る
資
料
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
南
北
朝
時
代

か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
こ
の
城
が
果
た
し
た
役
割

も
、
詳
し
く
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

田
園
を
抜
け
る
風
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
往
年
の
城

の
姿
を
想
像
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

か
め

は　
　

じ　
　

き

く
る
わ
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