
一夜堤は幅２ｍ、長さ５０ｍの規模です。
台地に挟まれた谷幅が一番狭い場所に
造られています。一夜堤越しに石戸城跡を望む

谷は水が流れる沼となっており、城を防御す
る役割がありました。

上空から見る
石戸城跡（北から）
三方を谷に囲まれた城郭の姿がよ
く分かります。南側は細長い地割
の家並みが並んでいます。

一夜堤
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特集 ●石戸城

知
る
人
ぞ
知
る
北
本
市
の
文
化
財

城の存在と、構造・立地を語る物語

石戸城の戦い
関東で勢力を伸ばす北条氏

拒む上杉氏との激戦

　

石
戸
城
跡
は
石
戸
宿
６
丁
目
に
所
在

し
ま
す
。
城
跡
の
す
ぐ
北
側
に
は
こ
の

春
に
多
く
の
花
見
客
で
に
ぎ
わ
っ
た

城
ヶ
谷
堤（
桜
土
手
）が
接
し
て
い
ま

す
。
東
側
に
は
埼
玉
県
の
自
然
観
察
公

園
が
あ
り
、
多
様
な
自
然
を
身
近
に
楽

し
め
る
エ
リ
ア
が
広
が
り
ま
す
。
こ
の

あ
た
り
は
起
伏
の
富
ん
だ
地
形
と
あ
い

　

北
条
氏
は
現
在
の
小
田
原
市
を
拠
点

に
栄
え
た
戦
国
大
名
で
す
。
後
に
関
東

全
域
を
制
覇
し
、
豊
臣
秀
吉
に
敗
れ
る

ま
で
東
国
の
雄
で
し
た
。

　

北
条
氏
が
石
戸
城
に
狙
い
を
定
め
て

い
る
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、

小
田
原
か
ら
石
戸
へ
行
く
に
は
許
可
書

を
携
え
よ
、
と
の
北
条
氏う

じ

綱つ
な

の
命
令
で

す
。
こ
れ
は
大
永
四
年（
１
５
２
４
）

に
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き

ま
だ
、
石
戸
城
は
北
条
氏
の
勢
力
下
に

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。松
山
、

岩
付
、
河
越
、
忍
へ
通
じ
る
交
通
の
拠

点
で
あ
る
石
戸
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
魂

胆
が
伺
え
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

北
条
氏
綱
は
翌
大
永
五
年（
１
５
２

５
）太
田
資す

け

頼よ
り

が
守
る
岩
付
城
を
奪
い

ま
す
。
太
田
氏
は
上
杉
氏
に
与く

み

す
る
南

武
蔵
の
地
侍
で
あ
り
ま
し
た
。
上
杉
氏

は
公
に
は
関
東
を
守
る
役
目
を
室
町
幕

府
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
関
東

で
勢
力
を
伸
ば
す
北
条
氏
と
は
敵
対
関

係
に
あ
り
ま
し
た
。
当
然
な
が
ら
、
太

田
氏
と
も
対
立
が
起
こ
り
、
こ
の
と
き

は
岩
付
城
が
内
通
者
の
た
め
落
ち
て
し

ま
い
、
城
主
で
あ
る
資
頼
は
城
を
抜
け

出
し
、
石
戸
城
に
避
難
し
て
再
起
を

図
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
40
年
ほ
ど
後
の
永

禄
六
年（
１
５
６
３
）、
吉
見
町
に
所
在

す
る
太
田
資す

け

正ま
さ

配
下
が
守
る
松
山
城
が

武
田
信
玄
、
北
条
氏う

じ

康や
す

の
連
合
軍
に
攻

め
ら
れ
ま
し
た
。
松
山
側
は
篭ろ

う
じ
ょ
う城を
決

め
、
当
時
越
後
に
い
た
上
杉
輝て

る

虎と
ら（
後

の
謙
信
）に
救
援
を
求
め
ま
す
。
輝
虎

は
直
ち
に
兵
を
整
え
、
雪
の
上
越
国
境

を
突
破
し
二
月
上
旬
に
石
戸
城
へ
着
陣

し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
す
で
に

松
山
城
は
開
城
し
、
輝
虎
は
目
的
を
達
せ

ず
短
期
間
の
逗
留
の
後
帰
国
し
ま
し
た
。

　

輝
虎
の
松
山
城
救
援
失
敗
は
、
石
戸

城
の
運
命
も
大
き
く
変
え
た
よ
う
で
、

翌
永
禄
七
年（
１
５
６
４
）に
は
、
長
く

敵
方
で
あ
っ
た
北
条
氏
の
勢
力
下
に
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
石
戸
城
に
関
係
す
る
資
料

は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く

は
徳
川
家
康
が
関
東
へ
入
っ
た
天
正
一

八
年（
１
５
９
０
）以
降
に
廃
城
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
軍
記
物
に

は
、
永
禄
五
年（
１
５
６
２
）、
寄
居
町

の
鉢は

ち

形が
た

城
主
で
あ
る
北
条
氏う
じ

邦く
に

が
石
戸

城
攻
略
を
狙
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
城
を
守
る
毛も

う

利り

丹た
ん

後ご
の

守か
み

は
奮

戦
し
て
、
氏
邦
側
を
何
度
も
撃
退
し
、

城
は
容
易
に
落
ち
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、攻
め
あ
ぐ
ね
た
北
条
方
が
、

城
の
東
側
へ
夜
陰
に
乗
じ
て
土
堤
を
造

り
、
こ
れ
を
足
場
に
し
て
沼
地
を
渡
っ

て
、
石
戸
城
を
攻
め
落
と
し
た
と
の
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
の
堤
は
「
一
夜
堤
」
と
い

わ
れ
現
在
で
も
自
然
遊
歩
道
の
一
部
と

し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
っ
た
里
山
の
景
観
が
人
気
で
、
四
季

を
問
わ
ず
た
く
さ
ん
の
ハ
イ
カ
ー
が
訪

れ
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

　

城
と
し
て
の
役
目
を
終
え
て
か
ら

４
０
０
年
あ
ま
り
、
関
東
地
方
で
覇
権

を
争
っ
た
戦
国
大
名
た
ち
の
舞
台
と
も

な
っ
た
石
戸
城
は
、
現
在
こ
う
し
た
雑

木
林
や
農
地
の
広
が
る
風
景
の
中
に

ひ
っ
そ
り
と
埋
も
れ
て
い
ま
す
。

　

果
た
し
て
城
と
し
て
実
際
の
構
造
や

役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
残
さ
れ
た
文
献
や
絵
図
、

発
掘
調
査
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
そ
の
姿

は
、
実
は
意
外
に
も
防
御
に
堅
牢
さ
を

持
ち
、
地
理
的
に
も
重
要
拠
点
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
姿
が
浮
か
び
あ

が
り
ま
す
。

　

今
回
、
近
年
の
調
査
成
果
か
ら
垣
間

見
え
た
石
戸
城
を
紹
介
し
ま
す
。

石
戸
城
を
め
ぐ
る

戦
い
の
伝
説

石
戸
城
を
め
ぐ
る

戦
国
武
将
た
ち

「一夜堤」位置図
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城の入り口のことを言います。食違いの堀と
門をつくり、敵の侵入に備えていたと考えら
れます。

「オオタニ」が埋没する過程で道路として使
用したため、堀の形状が見える形で残されて
います。

南部の堀跡の現状です。写真は東部分で
すが、急激に落ちこむ堀の形状を見ることが
できます。

台地の斜面地を水平にカットすることで通路
としての機能を持たせ、各郭をつなげていま
した。

高さ₂ｍ長さ１５ｍで楕円形をしています。一
の郭の南東隅にあり台地中央の最高所に造
られています。

地元で「オオタニ」と呼称する一の郭を区
画する大堀でした。幅は2０ｍを大きく越える
規模です。

石
戸
城
跡
の
郭
く
る
わ

想
定
図

石
戸
城
は
お
お
む
ね
台
地
を
東

西
方
向
の
堀
で
区
画
し
、
五
つ
の

郭
を
形
成
し
て
い
る
連れ

ん

郭か
く

式
の
城

郭
で
す
。
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天
然
の
地
形
を
巧
み
に
利
用

石
戸
城
跡 

徹
底
解
剖

　

石
戸
城
は
市
域
の
西
部
を
流
れ
る
荒

川
沿
い
に
築
城
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
城

は
今
か
ら
約
５
５
０
年
前
に
造
ら
れ
は

じ
め
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
は
近
く
に
渡
舟
場
が
あ
り
、
そ
れ
に

伴
う
宿
場
が
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
宿
場
は
地
元
で
「
鎌
倉

街
道
」
と
呼
ば
れ
る
古
道
の
両
脇
に
家

並
み
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

鎌
倉
街
道
は
石
戸
宿
か
ら
南
へ
は
桶

川
、
上
尾
を
通
過
し
、
鎌
倉
府（
室
町

幕
府
が
関
東
を
統
治
す
る
た
め
に
設
置

し
た
機
関
）に
到
達
し
ま
す
。
ま
た
北

上
す
れ
ば
群
馬
、
新
潟
方
面
へ
至
り
ま

す
。
さ
ら
に
宿
場
の
中
央
部
を
東
西
に

横
切
る
街
道
は
、
俗
に
松
山
街
道
と
呼

ば
れ
た
幹
道
か
ら
分
か
れ
た
枝
道
で
、

荒
川
の
流
れ
を
船
で
対
岸
に
渡
り
松
山

城
や
河
越
城
へ
至
る
も
の
で
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
陸
上
と
水
上
の
交
通
が
交
わ
る

地
点
に
城
は
築
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

城
自
体
は
台
地
上
の
高
所
に
造
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
上
空
か
ら
見
る
と
台
形

を
し
た
土
地
が
、
北
、
東
西
は
自
然
の

大
き
な
谷
に
囲
ま
れ
、
天
然
の
地
形
を

上
手
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

南
は
宿
場
が
縦
長
に
形
成
さ
れ
城
の
防

御
の
一
端
を
担
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
城

域
の
区
切
り
に
幅
が
広
く
深
い
堀
が
造

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

城
跡
を
示
す
建
物
等
は
現
存
し
ま
せ

ん
が
、
城
を
防
御
す
る
土
塁
や
堀
跡
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

城
跡
は
基
本
的
に
堀
と
土
塁
で
区
画

さ
れ
ま
す
。
こ
の
区
画
を
「
郭く

る
わ」
と
い

い
、
石
戸
城
は
五
つ
の
郭
で
構
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
郭
の

名
前
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
現
在
は
仮
に
一
か
ら
五
の
郭
と
呼

称
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
一
の
郭
は
い
わ
ゆ
る
本
丸

と
考
え
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
す
。
城
の

北
西
に
位
置
し
、郭
の
南
に
は
幅
２０
ｍ
、

深
さ
は
５
ｍ
を
超
え
る
大
規
模
な
堀
に

画
さ
れ
て
い
ま
す
。
堀
は
台
地
の
中
央

で
折
れ
曲
が
り
、
北
へ
抜
け
て
い
き
ま

す
。
防
御
が
厚
か
っ
た
一
の
郭
は
城
の

最
重
点
区
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

二
の
郭
は
一
の
郭
の
東
側
に
位
置

し
、
三
の
郭
は
東
西
方
向
で
中
央
部
に

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
居
住
建

物
が
集
中
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
四
の
郭
は
城
の
南
西
隅
の
小
さ
な

区
画
で
、
五
の
郭
は
南
側
中
央
部
に
あ
り

ま
し
た
。こ
の
二
つ
の
郭
は
城
の
虎こ

口ぐ
ち（
入

口
）と
南
側
へ
の
防
御
に
関
係
あ
る
施
設

が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
台
地
の
縁
を
道
路
状
の
平
ら

な
施
設
が
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
腰こ

し

郭ぐ
る
わと
よ
ば
れ
、
各
郭
を
つ
な
ぐ
役
目
が

あ
り
ま
し
た
。

石
戸
城
の
立
地

石
戸
城
の
構
造

交
通
の
要
衝
と
し
て
の
立
地

堀
や
土
塁
に
よ
り
防
御
に
長
け
た
構
造郭

堀
跡

調
査
で
検
出

さ
れ
た
堀
跡

郭（
推
定
）

堀
跡（
推
定
）

其の二

①腰郭 ［こしぐるわ］ ④堀底道 ［ほりぞこみち］②オオタニ ⑤虎口（入口） ［こぐち］③やぐら台跡 ⑥南部堀跡

①
④

②
③

⑥

⑤
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ま
し
た
。
ま
た
、
仏
像
が
１
体

出
土
し
、
仏
堂
な
ど
が
あ
っ
た

こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

四
の
郭
の
調
査
で
は
、
従
来

想
定
さ
れ
て
い
た
南
側
の
堀
跡

の
位
置
が
や
や
北
に
掘
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
、
さ
ら
に

幅
１４
ｍ
、
深
さ
５
ｍ
を
越
え
る

石戸城跡の整備を行います。
　石戸城跡は埼玉県の選定重要遺跡に位
置づけられています。そのため平成25年
度には遺跡を将来まで良好な状態で伝え
ることを目的に、保存管理に係る整備実
施計画を策定しました。
　荒川方面の自然と、堀跡などの復元に
より再現する歴史的景観を、同時に望め
るように整備する計画です。地域学習の
場として、また、外から訪れた人が中世
城郭の特徴を体験できるような観光資源
としての位置づけを目指します。

　

宮
岡
氷
川
神
社
が
あ
る
高
尾
８
丁
目
の
そ
ば
畑
の
中
に「
逆

さ
椿
」の
碑
と
よ
ば
れ
る
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
上
杉
輝

虎（
謙
信
）が
石
戸
進
出
の
お
り
、
炊
事
で
使
っ
た
棒
杭
が
根
付

い
て
大
き
な
椿
の
木
に
な
っ
た
と
の
伝
説
を
記
念
す
る
も
の
で

す
。
椿
は
枝
が
下
方
を
向
い
て
伸
び
た
た
め
、
逆
さ
椿
と
よ
ば

れ
ま
し
た
。

　

平
成
１9
年
に
逆
さ
椿
の
碑
か
ら
東
へ
9０
ｍ
の
地
点
で
大
き

な
堀
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
と
き
地
形
な
ど
の
観
察

に
よ
り
一
町（
１
０
８
ｍ
）四
方

の
館
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

時
代
は
輝
虎
が
石
戸
へ
出
陣

し
た
時
期
に
符
合
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
館
に
も
上
杉
軍
が
入
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
石
戸
着
陣

と
い
う
史
実
と
伝
説
が
結
び
つ

い
た
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

　
第
一
次
調
査

　

一
の
郭
南
側
を
対
象
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
調
査
で
は
地
元
で

「
オ
オ
タ
ニ
」
と
呼
ば
れ
る
一

の
郭
を
区
画
す
る
堀
跡
の
一
部

を
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き

約
５
ｍ
ま
で
掘
り
下
げ
ま
し
た

が
、
底
に
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
第
二
次
調
査

　

二
の
郭
の
西
部
を
調
査
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
西
か
ら
伸
び

る
堀
が
北
へ
向
き
を
変
え
る

コ
ー
ナ
ー
が
確
認
さ
れ
、
堀
と

郭
の
境
界
部
分
を
は
じ
め
て
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。

　
第
三
次
調
査

　

三
の
郭
北
辺
の
一
部
に
つ
い

大
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
土

塁
の
痕
跡
が
明
瞭
に
残
っ
て
い

て
、
南
か
ら
の
敵
を
防
ぐ
重
要

な
防
御
区
域
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
宿
場
の
調
査

　

石
戸
城
の
南
に
連
な
る
家
並

み
は
建
物
こ
そ
現
代
の
も
の
で

す
が
、
地
割
り
の
間
口
や
奥
行

き
が
戦
国
時
代
か
ら
変
え
ら
れ

る
こ
と
な
く
残
さ
れ
て
い
る
、

県
内
で
も
稀
有
な
例
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
こ
に
あ
っ
た
家
々
は
石
戸

城
を
支
え
て
い
た
人
た
ち
の
住

ま
い
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
戦
国
時
代
で
は
集
落
と
城

は
近
接
し
て
い
ま
し
た
。
外
敵

の
襲
来
に
あ
っ
て
、
城
は
集
落

て
調
査
を
行
い
、
城
に
伴
う
建

物
跡
を
は
じ
め
て
確
認
し
ま
し

た
。
ま
た
、
建
物
を
建
て
る
土

台
を
造
る
際
に
、
性
質
の
違
う

土
を
交
互
に
つ
き
固
め
た
土
地

造
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
内
容
確
認
調
査

　

一
と
四
の
郭
で
は
城
跡
の
保

存
状
態
を
確
認
す
る
た
め
の
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

　

一
の
郭
に
あ
る
南
東
隅
の
基き

壇だ
ん

状
の
高
ま
り
は
、
現
在
櫓
や
ぐ
ら

台
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
遺

構
で
す
。
櫓
台
は
頂
を
平
坦
に

し
、
人
為
的
に
盛
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。
ま
た
郭
全
体
に
版
築
技
法

が
施
さ
れ
、
こ
れ
を
土
台
と
し

た
四
棟
の
建
物
跡
が
見
つ
か
り

の
人
た
ち
が
逃
げ
こ
む
た
め
の

施
設
で
し
た
。
ま
た
、
遠
征
し

て
き
た
味
方
軍
の
逗
留
先
と
し

て
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

家
並
み
の
南
部
を
発
掘
調
査

し
た
際
に
は
、
お
よ
そ
４
５
０

年
前
の
石
戸
城
下
の
集
落
遺
構

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
隣
地
の

境
に
は
柵
を
設
け
た
小
穴
が
並

ん
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

地
割
り
に
平
行
し
て
建
て
ら
れ

た
建
物
や
倉
庫
や
地
下
室
も
見

つ
か
り
ま
し
た
。

　

遺
物
で
は
古
銭
や
矢
じ
り
、

刀
の
鍔つ

ば

、
死
者
の
供
養
の
た
め

に
造
ら
れ
た
板
石
塔
婆
、
焼
か

れ
た
米
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
城

下
集
落
の
生
活
の
一
端
が
明
ら

か
に
さ
れ
ま
し
た
。

城の昔と今をつなぐ歴史の足跡

発掘調査で明らか
になる石戸城

石戸城跡における考古学的な発掘調査は断続的に行われ
ています。いずれの調査も重要な所見を得ています。

上
杉
輝
虎（
謙
信
）軍
の

石
戸
着
陣
を
裏
付
け
る
！？
伝
説
の
碑

逆
さ
椿
［
さ
か
さ
つ
ば
き
］

堀（オオタニ）が屈曲するコーナー部です。こ
の部分で推定で幅2０ｍ、深さ５ｍの規模と考
えられます。

素掘りの穴に柱をすえて建てる掘建柱建物
跡です。柱の太さは１０ｃｍ程度で平屋建と思
われます。

古銭は中国からの輸入銭でこの時期広く流通し
た｢ 永

えい

楽
らく

通
つう

宝
ほう

｣です。矢じりは鏑
かぶらや

矢のようです。

一の郭の内容確認調査中に発見されまし
た。壁につるす懸

か
け仏で、阿弥陀如来だと

思われます。

掘建柱建物の柱穴が等間隔で並んでいることが分か
ります。建物の地下に倉庫を設けていました。

異なる性質の土を交互につき固めて、建物
を支える土台としていました。

堀跡（二次調査）

版築（三次調査） ［はんちく］

建物跡
集落の遺物（矢じり・古銭出土状態）

仏像の出土状態

集落の調査

其
の
三

宮岡氷川神社前遺跡調査 逆さ椿の碑

コラム

予想図

一の郭
二の郭

三の郭

四の郭
五の郭

堀

腰郭石
戸
城
跡

郭
配
置
模
式
図

其
の
三


