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七
尾
城
跡
は
、
昭
和
9
（
1
9
3
4
）

年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
日
本
屈
指

の
戦
国
時
代
の
山
城
。
日
本
五
大
山
城
の

一
つ
と
さ
れ
、
日
本
1
0
0
名
城
に
も
選

ば
れ
る
本
市
が
誇
る
歴
史
遺
産
で
す
。

市
は
3
月
に
史
跡
七
尾
城
跡
保
存
活

用
計
画
を
策
定
し
て
今
後
の
七
尾
城
跡
の

保
存
や
活
用
、
整
備
の
方
針
を
示
し
、
市

民
と
行
政
が
連
携
し
て
山
城
と
城
下
の
価

値
を
守
り
、
学
び
、楽
し
み
な
が
ら
次
世

代
に
確
実
に
伝
え
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

12
月
10
日
、
七
尾
中
学
校
で
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
行
わ
れ
、
平
成
27
年
度
か
ら
実

施
し
た
レ
ー
ザ
測
量
図
を
初
公
開
し
ま

し
た
。
計
画
策
定
に
携
わ
り
、
城
や
能

登
畠
山
氏
を
研
究
す
る
専
門
家
が
、
来

場
し
た
約
1
6
0
人
を
前
に
明
ら
か
に

な
っ
た
七
尾

城
の
全
体
像

や
歴
史
を
解

説
し
、
今
後

の
七
尾
城
跡

の
保
存
と
活

用
に
つ
い
て

熱
く
語
り
ま

し
た
。

七
尾
城
跡
は
戦
前
に
国
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
は
早
く
か
ら
認

識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
指
定
当
初
は

6
・
8
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
し
た
が
、
公
共

工
事
に
伴
う
遺
跡
調
査
に
よ
っ
て
想
定

を
超
え
る
遺
跡
の
広
が
り
と
、
大
規
模

な
曲
輪
な
ど
の
遺
構
が
良
好
に
残
っ
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
将
来
に

わ
た
っ
て
保
存
で
き
る
よ
う
に
追
加
指

定
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
能

越
自
動
車
道
建
設
の
際
、
追
加
指
定
を

目
指
す
エ
リ
ア
の
真
上
を
通
る
ル
ー
ト

が
発
表
さ
れ
た
時
は
、
遺
構
を
守
る
た

め
に
国
と
協
議
を
重
ね
、
重
要
遺
構
を

避
け
る
よ
う
な
ル
ー
ト
や
工
事
方
法
に

見
直
さ
れ
ま
し
た
。
市
は
平
成
27
年
度

ま
で
に
本
丸
や
二
の
丸
周
辺
な
ど
城
郭

中
心
部
を
公
有
地
化
し
、
史
跡
整
備
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
七
尾
城
史
資
料
館
や
七
尾
城

ま
つ
り
、
七
尾
城
山
を
愛
す
る
会
の
活

動
、
日
本
1
0
0
名
城
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
な
ど
、
七
尾
城
跡
の
素
晴
ら
し
さ

を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
活
用
の
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
七
尾
城
跡
の

登
山
者
は
年
間
2
万
人
を
超
え
、
県
外

か
ら
の
来
訪
者
が
多
く
な
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
は
ろ
う
な
な
お
の
説
明

は
評
判
が
よ
く
、
観
光
地
と
し
て
定
着

し
て
い
ま
す
。

現
在
の
七
尾
城
跡
は
木
々
が
生
い
茂
り
、

緑
が
美
し
い
一
方
で
、
4
0
0
年
前
の
七

尾
城
の
様
子
は
分
か
り
に
く
い
状
況
で

す
。
今
回
が
初
公
開
の
七
尾
城
跡
の

レ
ー
ザ
測
量
図
は
、
樹
木
が
無
い
当
時

の
城
の
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

従
来
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
堀
や
土
塁
な
ど
の
遺
構
を
正
確

に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
初
め
て
七

尾
城
の
全
貌
が
解
明
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
七
尾
城
跡
の
価
値
が
急
激
に
高
ま

る
画
期
的
な
調
査
結
果
で
す
。
城
下
町

か
ら
山
城
ま
で
す
べ
て
が
残
る
戦
国
時

代
の
拠
点
城
郭
は
、
全
国
で
も
七
尾
城

跡
だ
け
で
、
遺
跡
の
国
宝
で
あ
る
特
別

史
跡
に
匹
敵
す
る
歴
史
的
価
値
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
は
市
民
の
皆
さ
ん
に
こ
の

こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
日
本
中

の
お
城
好
き
に
広
め
て
ほ
し
い
で
す
。

　
「
七
尾
」
の
名
称
は
、
永
正
11

（
1
5
1
4
）
年
に
初
め
て
確
認
さ
れ
ま

す
。
そ
の
11
年
後
に
は
七
尾
城
内
の
第

7
代
畠
山
義
総
の
館
で
歌
会
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
七
尾

城
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
史
料
に
よ

る
と
戦
乱
時
の
七
尾
城
で
は
籠
城
策
が

取
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
の

レ
ー
ザ
測
量
図
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
大

型
の
屋
敷
地
は
こ
う
し
た
記
録
を
裏
付

け
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
杉
謙

信
の
書
状
か
ら
、
今
回
明
ら
か
に
さ
れ

た
七
尾
城
の
全
容
は
畠
山
氏
の
段
階
に

整
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。

　　
七
尾
城
山
を
愛
す
る
会
の
会
長
を
務

め
る
国
分
秀
二
さ
ん
が
加
わ
り
、
七
尾

城
跡
の
今
後
の
取
り
組
み
が
議
論
さ
れ

ま
し
た
。

　
毎
日
の
よ
う
に
七
尾
城
跡
に
登
る
国

分
さ
ん
は
「
城
跡
だ
け
で
な
く
、
豊
か

な
自
然
も
残
し
て
ほ
し
い
」
と
話
し
、

熊
出
没
の
可
能
性
や
イ
ノ
シ
シ
が
石
垣

や
遊
歩
道
を
荒
ら
し
て
い
る
状
況
に
危

機
感
を
募
ら
せ
ま
し
た
。

　
東
四
柳
さ
ん
は
「
能
登
畠
山
家
は
戦

国
大
名
と
し
て
地
味
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
が
、
文
化
活
動
を
盛
ん
に
行
う
だ
け

の
経
済
力
が
あ
り
、
戦
国
大
名
の
中
で

も
長
く
生
き
延
び
て
し
っ
か
り
と
国
を

守
っ
た
立
派
な
大
名
で
す
。
地
元
の

我
々
が
も
っ
と
評
価
を
す
る
べ
き
で
す
。

金
沢
城
よ
り
先
に
特
別
史
跡
に
な
る
よ

う
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
」
と
参
加
者
に

向
か
っ
て
語
り
掛
け
ま
し
た
。

　
千
田
さ
ん
は
「
市
民
が
、
七
尾
城
跡

は
ま
ち
の
宝
で
あ
り
、
素
晴
ら
し
い
史

跡
だ
か
ら
調
査
を
応
援
し
よ
う
、
整
備

し
て
ま
ち
づ
く
り
を
や
っ
て
い
こ
う
と

す
る
思
い
を
寄
せ
て
ほ
し
い
」
と
期
待

し
ま
し
た
。
谷
内
尾
さ
ん
は
「
昭
和
9

年
以
前
に
史
跡
に
な
っ
た
城
跡
の
ほ
と

ん
ど
が
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
七
尾
城
跡
も
特
別
史
跡
を
目
指
し

て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
七
尾
城

跡
は
大
変
広
く
、
整
備
や
活
用
は
行
政

の
力
だ
け
で
は
な
か
な
か
難
し
く
、
市

民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
が
不
可

欠
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
七
尾
城
跡
の

情
報
を
発
信
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

市
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
反
映

さ
せ
な
が
ら
、

今
後
も
取
り
組

ん
で
い
き
ま

す
」
と
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
締
め
く

く
り
ま
し
た
。

フォーラム参加者の声
近くにこんなに素晴らしい城跡があるのに、ほ
とんど知りませんでした。城跡を見に行った時
は、看板などが少なくて迷いました。全国に広
めても十分価値のある城だと思います。あとは
宣伝の仕方かと。とても良いフォーラムでした。
（30代女性）

城好きな人だけでなく、小さな子どもたちが山に
親しめるような施設なども整備されれば、たくさ
んの人が訪れてくれると思います。（50代男性）

優先順位を決めて、スピード感を持って発掘調査
や景観・遺構の整備を実施してほしいです。史跡
七尾城跡保存活用計画には、市民の多くの声や専
門家の意見を取り入れてほしいです。（60代男性）

七尾城山を愛する会
会長
国分　秀二

金沢学院大学
名誉教授
東四柳　史明

奈良大学
教授
千田　嘉博

石川考古学研究会
顧問
谷内尾　晋司

七尾城跡中心部復元CG画像

七尾城跡中心部3D画像七尾城跡中心部3D画像

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

七
尾
城
の
実
像
と

　
　
　今
後
の
取
り
組
み

レ
ー
ザ
測
量
図
か
ら
見
た

　
　
　七
尾
城
跡
の
新
評
価

文
献
史
料
か
ら
見
た

　
　
　レ
ー
ザ
測
量
図
の
成
果
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七
尾
城
山
を
愛
す
る
会
の
会
長
を
務

め
る
国
分
秀
二
さ
ん
が
加
わ
り
、
七
尾

城
跡
の
今
後
の
取
り
組
み
が
議
論
さ
れ

ま
し
た
。

　
毎
日
の
よ
う
に
七
尾
城
跡
に
登
る
国

分
さ
ん
は
「
城
跡
だ
け
で
な
く
、
豊
か

な
自
然
も
残
し
て
ほ
し
い
」
と
話
し
、

熊
出
没
の
可
能
性
や
イ
ノ
シ
シ
が
石
垣

や
遊
歩
道
を
荒
ら
し
て
い
る
状
況
に
危

機
感
を
募
ら
せ
ま
し
た
。

　
東
四
柳
さ
ん
は
「
能
登
畠
山
家
は
戦

国
大
名
と
し
て
地
味
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
が
、
文
化
活
動
を
盛
ん
に
行
う
だ
け

の
経
済
力
が
あ
り
、
戦
国
大
名
の
中
で

も
長
く
生
き
延
び
て
し
っ
か
り
と
国
を

守
っ
た
立
派
な
大
名
で
す
。
地
元
の

我
々
が
も
っ
と
評
価
を
す
る
べ
き
で
す
。

金
沢
城
よ
り
先
に
特
別
史
跡
に
な
る
よ

う
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
」
と
参
加
者
に

向
か
っ
て
語
り
掛
け
ま
し
た
。

　
千
田
さ
ん
は
「
市
民
が
、
七
尾
城
跡

は
ま
ち
の
宝
で
あ
り
、
素
晴
ら
し
い
史

跡
だ
か
ら
調
査
を
応
援
し
よ
う
、
整
備

し
て
ま
ち
づ
く
り
を
や
っ
て
い
こ
う
と

す
る
思
い
を
寄
せ
て
ほ
し
い
」
と
期
待

し
ま
し
た
。
谷
内
尾
さ
ん
は
「
昭
和
9

年
以
前
に
史
跡
に
な
っ
た
城
跡
の
ほ
と

ん
ど
が
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
七
尾
城
跡
も
特
別
史
跡
を
目
指
し

て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
七
尾
城

跡
は
大
変
広
く
、
整
備
や
活
用
は
行
政

の
力
だ
け
で
は
な
か
な
か
難
し
く
、
市

民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
が
不
可

欠
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
七
尾
城
跡
の

情
報
を
発
信
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

市
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
反
映

さ
せ
な
が
ら
、

今
後
も
取
り
組

ん
で
い
き
ま

す
」
と
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
締
め
く

く
り
ま
し
た
。

フォーラム参加者の声
近くにこんなに素晴らしい城跡があるのに、ほ
とんど知りませんでした。城跡を見に行った時
は、看板などが少なくて迷いました。全国に広
めても十分価値のある城だと思います。あとは
宣伝の仕方かと。とても良いフォーラムでした。
（30代女性）

城好きな人だけでなく、小さな子どもたちが山に
親しめるような施設なども整備されれば、たくさ
んの人が訪れてくれると思います。（50代男性）

優先順位を決めて、スピード感を持って発掘調査
や景観・遺構の整備を実施してほしいです。史跡
七尾城跡保存活用計画には、市民の多くの声や専
門家の意見を取り入れてほしいです。（60代男性）

七尾城山を愛する会
会長
国分　秀二

金沢学院大学
名誉教授
東四柳　史明

奈良大学
教授
千田　嘉博

石川考古学研究会
顧問
谷内尾　晋司

七尾城跡中心部復元CG画像

七尾城跡中心部3D画像七尾城跡中心部3D画像

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

七
尾
城
の
実
像
と

　
　
　今
後
の
取
り
組
み

レ
ー
ザ
測
量
図
か
ら
見
た

　
　
　七
尾
城
跡
の
新
評
価

文
献
史
料
か
ら
見
た

　
　
　レ
ー
ザ
測
量
図
の
成
果
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