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籠
城
並
守
具 

籠
城
は
先
ず
、
大
将
た
る
者
が
覚
悟
を
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
籠
城
の
趣
意
は
、
大
敵
が

我
が
国
に
押
寄
せ
て
き
て
も
、
味
方
が
小
勢
で
あ
り
対
応
で
き
な
い
の
で
、
地
形
を
人
数
(
兵
力
)

の
代
わ
り
に
用
い
、
引
き
籠

て
居
な
が
ら
敵
を
謀
る
こ
と
で
あ
る
。
又
、
大
敵
で
は
な
く
て
も
、

度
々
の
戦
を
仕
損
じ
て
籠
城
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
さ
て
籠
城
は
よ
く
守

て
、
城
を
破
ら
れ
な
い

の
を
主
と
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
守
り
だ
け
に
拘
泥
す
れ
ば
、
い
つ
も
受
動
に
陥

て
あ
え
な
く

攻
め
落
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
兵
法
を
知
る
者
の
籠
城
は
、
あ
る
い
は
城
中

か
ら
夜
討
を
仕
掛
け
、
又
は
敵
の
油
断
を
見
抜
い
て
不
意
に
突

掛
か
り
、
あ
る
い
は
流
言
飛
語
に

よ
り
寄
手
(

城
を
攻
め
る
側
)
に
猜
疑
心
を
起
こ
さ
せ
な
ど
し
て
、
城
中
が
主
動
と
な
り
、
敵
を

受
動
に
陥
ら
せ
る
よ
う
な
術
で
あ
る
。
こ
れ
が
良
将
の
籠
城
で
あ
る
。 

○
籠
城
に
お
け
る
大
将
の
覚
悟
と
云
う
の
は
、
必
死
の
覚
悟
を
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
始
め
に
云

た
よ
う
に
、
大
敵
に
囲
ま
れ
る
か
、
又
は
度
々
戦
を
仕
損
じ
、
精
力
尽
き
て
籠
城
に
及
ぶ
の
で
あ
る

か
ら
、
運
を
開
く
こ
と
は
覚
束
な
い
こ
と
で
は
あ
れ
ど
も
、
よ
く
必
死
の
覚
悟
を
極
め
、
よ
く
守
攻

の
術
を
熟
知
し
て
守
り
だ
け
に
陥
る
こ
と
な
く
、
よ
く
臨
機
応
変
し
て
敵
を
謀
る
な
ら
ば
、
寄
手
を

追
い
崩
し
て
、
運
を
開
く
こ
と
も
あ
り
得
る
。
も

と
も
大
将
に
必
死
の
覚
悟
が
極
ま

て
い
な
け

れ
ば
、
籠
城
も
無
益
な
こ
と
に
な
る
。
面
を
掻
き
撫
で
て
降
伏
を
乞
え
。 

○
籠
城
の
時
、
番
頭
以
上
の
高
位
に
あ
る
諸
士
で
、
必
死
の
覚
悟
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
実
議
評
定
と
云

て
、
上
級
者
が
寄
合

て
思
う
と
こ
ろ
を
包
み
隠
さ
ず
評
議
し
て
、

い
よ
い
よ
必
死
の
覚
悟
を
極
め
ら
れ
な
い
者
に
は
、
誠
心
に
よ
り
落
ち
延
び
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。

よ
せ
て 

お
ぼ
つ
か 

か 

な 



し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
の
徳
も
無
い
の
に
妄
り
に
仁
愛
が
あ
る
か
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

そ
の
虚
に
乗
じ
て
勇
敢
の
士
も
臆
病
心
を
生
じ
、
皆
が
落
ち
延
び
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
必
死
の
覚
悟
が
で
き
な
い
者
を
斬
捨
て
に
し
て
、
上
級
者
た
ち
の
心
気
を
引
き

締
め
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
大
将
が
徳
か
不
徳
か
、
賢
明
か
暗
愚
か

に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
普
通
の
軍
士
、
ま
た
は
陪
卒
等
で
必
死
を
決
心
で
き
な
い
者
に
つ
い
て

は
、
五
人
組
か
ら
そ
の
理
由
を
報
告
さ
せ
て
落
ち
延
び
さ
せ
よ
。
た
だ
し
、
罵
り 

辱 

め
て
恨
み
を

抱
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
働
き
へ
の
感
謝
の
言
葉
を
与
え
、
あ
る
い
は
運
が
開
け
た
な

ら
ば
帰
参
せ
よ
な
ど
と
云
い
含
め
て
お
け
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
城
を
出
て
も
恥
の
心

が
あ
る
の
で
、
城
中
に
対
し
て
裏
切
る
こ
と
は
な
い
も
の
だ
と
云
わ
れ
る
。 

○
籠
城
は
人
の
和
が
第
一
で
あ
る
。
地
の
利
も
人
の
和
に
如
か
ず
と
云

て
、
ど
れ
ほ
ど
要
害
に
あ

る
優
れ
た
城
に
籠
ろ
う
と
も
、
上
下
が
不
和
で
あ
れ
ば
内
か
ら
破
れ
を
生
じ
る
の
で
、
持
ち
堪
え
る

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
不
和
と
は
、
疑

て
は
な
ら
な
い
人
を
疑
い
、
罰
し
て

は
な
ら
な
い
者
を
罰
し
、
与
え
て
は
な
ら
な
い
の
に
与
え
、
与
え
る
べ
き
な
の
に
与
え
ず
、
賞
す
べ

き
な
の
に
賞
せ
ず
、
賞
し
て
は
な
ら
な
い
の
に
賞
す
る
と
い

た
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
あ

れ
ば
、
下
級
者
は
上
級
者
を
怨
む
こ
と
に
な
る
。
下
級
者
が
上
級
者
を
怨
め
ば
、
諸
士
に
ふ
て
心
が

根
付
い
て
、
何
事
に
も
精
魂
込
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
精
魂
込
め
る
こ
と
が
な
い
の
で
、

守
備
の
戦
闘
も
お
ろ
そ
か
に
な

て
、
敵
に
も
破
ら
れ
、
又
内
乱
を
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ

え
に
鉄
箱
の
よ
う
な
堅
城
に
籠

て
も
、
人
の
和
を
失

た
大
将
は
た
ち
ま
ち
踏
み
落
と
さ
れ
る

も
の
と
知
れ
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
籠
城
で
第
一
に
準
備
す
べ
き
も
の
は
人
の
和
で
あ
る
と
、
古
の

名
将
た
ち
も
言

て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
人
の
和
と
云
う
も
の
に
世
人
の
心
得
違
い
が
あ
る
。

ま
ず
和
と
云
え
ば
上
級
者
の
人
柄
が
わ
け
も
な
く
柔
和
に
し
て
罵
り
叱
る
声
も
無
く
、
こ
の
部
下

の
の
し 

は
ず
か
し 



に
小
さ
な
恩
恵
を
与
え
、
あ
の
部
下
に
小
さ
な
憐
れ
み
を
加
え
、
又
下
級
者
も
何
の
い
わ
れ
も
無
く

上
級
者
を
親
し
み
悦
び
、
そ
の
上
に
朋
輩
・
同
僚
ま
で
も
異
口
同
音
に
睦
ま
じ
さ
だ
け
を
和
と
心
得

る
の
で
あ
る
。
和
で
あ
る
と
云
え
ば
和
で
あ
る
が
、
爺
、
婆
の
和
で
あ

て
、
城
主
の
和
と
は
別
種

で
あ
る
。
そ
こ
で
城
主
の
和
と
云
う
の
は
、
軍
士
が
こ
と
ご
と
く
智
仁
勇
の
意
味
す
る
も
の
を
十
分

に
理
解
し
、法
を
守
り
果
敢
を
旨
と
し
、人
々
皆
勇
に
し
て
和
す
。こ
れ
こ
そ
が
武
将
の
和
で
あ
る
。

爺
婆
の
和
と
は
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
。 

○
籠
城
す
る
に
は
蟄
際
の
一
戦
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
趣
意
は
攻
城
の
巻
で
云

た
よ

う
に
、
当
面
の
戦
が
不
利
に
な
り
、
徐
々
に
押
し
詰
め
ら
れ
て
、
籠
城
に
及
ぶ
こ
と
が
避
け
ら
れ
な

く
な
り
、
無
念
こ
の
上
な
い
が
対
応
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
又
面
を
搔
き
撫
で
て
降
参
す
る
の
も
難

し
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
と
に
か
く
引
籠
る
こ
と
に
な
る
が
、
未
だ
城
を
敵
に
囲
ま
れ
て
い
な
い
時
点

で
反
撃
に
よ
り
蹴
散
ら
し
て
、
敵
を
追
払
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
た
と
い
追
払
え
な
く
て
も
武
運
が
傾

い
て
引
籠
る
の
で
あ
る
か
ら
、
是
非
と
も
名
残
の
一
戦
と
思
い
詰
め
て
、
激
し
い
一
撃
を
与
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
蟄
際
で
戦
う
要
領
と
し
て
は
、
敵
が
到
着
す
べ
き
場
所
を
発
見
し
て
、
未

だ
後
勢
が
到
着
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
討
て
。
次
に
は
城
近
く
に
押
寄
せ
て
も
、
未
だ
陣
の
隊
列
を

成
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
討
て
。
次
に
夜
討
を
せ
よ
。
夜
討
に
は
四
つ
の
要
領
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

夜
討
の
条
に
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
一
戦
に
参
加
さ
せ
る
人
数
は
、
城
中
で
も
特
に
勇
敢
な
者
を
選

ん
で
、
短
兵
急
に
攻
め
か
か
れ
。
騎
兵
か
歩
兵
か
は
、
時
に
臨
ん
で
の
状
況
次
第
で
あ
る
。 

○
主
将
の
留
守
に
は
人
数
も
不
足
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
測
の
事
変
が
起
き
た
な
ら
ば
、
十
中

八
九
は
防
戦
に
な
る
と
心
掛
け
よ
。
そ
う
は
云
え
ど
も
状
況
に
よ
り
、
早
々
と
人
数
を
出
撃
さ
せ
て

撃
ち
払
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
留
守
城
代
の
戦
略
い
か
ん
に
よ
る
。 

○
日
本
諸
流
の
籠
城
で
は
多
く
の
場
合
、
城
下
の
商
家
、
又
は
近
村
の
住
民
か
ら
穀
物
、
絹
、
塩
、

じ
じ 

ば
ば 

じ
じ
ば
ば 

つ
ぼ
み
ぎ
わ 

い
く
さ 

な 

ご
り 

つ
ぼ
み
ぎ
わ 



味
噌
並
び
に
薪
の
材
料
、
あ
る
い
は
鋤
・
鍬
の
類
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
城
中
に
取
り
入
れ
て
、
や
が

て
運
が
開
け
て
城
を
守
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
倍
に
し
て
返
す
と
の
約
束
を
定
め
る
と
云
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
ら
民
心
を
離
反
さ
せ
る
や
り
方
で
あ
り
、
不
出
来
な
こ
と
で
は
あ
れ
ど
も

褒
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
は
云
え
ど
も
現
在
も
日
本
式
に
よ
り
蓄
積
の
政
策
に
疎
い
の

で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
兵
糧
や
布
・
絹
、
塩
、
味
噌
等
を
用
意
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
他
に

穀
物
、
絹
、
塩
、
味
噌
等
を
蓄
え
る
す
べ
も
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
に
政
道
の
沙
汰
は
し
ば
ら
く
差
置
い

て
、
日
本
式
の
籠
城
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
手
際
よ
く
す
る
こ
と
が
、
籠
城
で
最
も
優
先
す
べ

き
準
備
で
あ
る
。
楠
木
正
成
が
近
江
国
の
穀
物
を
取
り
立
て
、
比
叡
山
に
預
け
て
置
い
た
こ
と
も
こ

の
心
持
で
あ
る
。
さ
て
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
急
に
臨
ん
で
七
転
八
倒
し
て
運
び
入
れ
る
よ
り
、

積
年
の
心
掛
け
に
よ
り
継
続
的
に
貯
え
て
置
く
こ
と
で
、
籠
城
に
臨
ん
で
騒
動
す
る
こ
と
も
な
く
、

蟄
際
の
一
戦
も
堂
々
と
し
た
も
の
に
な
る
。
こ
れ
又
、
城
主
に
と

て
肝
要
な
心
掛
け
で
あ
る
。 

○
上
述
し
た
よ
う
に
、
城
下
や
近
郷
か
ら
穀
物
や
絹
を
調
達
す
る
こ
と
に
な

て
い
る
が
、
火
急
の

籠
城
や
飢
饉
が
あ

た
年
の
籠
城
に
は
運
び
入
れ
る
だ
け
の
米
や
穀
物
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
非
常
時
の
備
え
と
し
て
事
前
に
蓄
積
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
な
お
米
穀
を
貯
え
る
に

は
、
籾
の
ま
ま
俵
に
入
れ
ず
に
直
に
箱
倉
に
入
れ
て
貯
え
よ
。
数
十
年
を
経
て
も
虫
に
喰
わ
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

勿
論
、
禄
に
応
じ
て
籠
る
こ
と
が
で
き
る
人
数
を
前

も

て
計
算
し
て
お
い
て
、
兵
糧
米
を
貯
え
て
お
け
。
例
え
ば
千
人
が
籠
れ
る
見
込
み
が
あ
れ
ば
、

千
人
が
一
年
間
で
食
べ
る
量
は
玄
米
五
千
俵
、
籾
に
し
て
一
万
俵
で
あ
る
。
右
の
見
積
り
に
よ

て

最
も
望
ま
し
く
は
三
年
分
、
標
準
で
二
年
分
、
少
な
く
と
も
一
年
分
は
貯
え
よ
。
斉
の
田
単
は
二
年

間
城
を
持
ち
堪
え
、
出
雲
の
尼
子
は
六
年
間
籠
城
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
の
和
と
糧
食
と
の

二
つ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
上
な
く
貴
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

六
尺
(
一
八
一
・
八
㎝
)
四
方
の
箱
倉
に

三
十
石
(
約
五
・
四
㎘
)
を
入
れ
る
。 

く
わ 

す
き 

つ
ぼ
み
ぎ
わ も

み 



○
兵
糧
に
つ
い
て
は
日
本
で
も
シ
ナ
で
も
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
新
た
に
説
く
ま
で
も

な
い
が
、
初
学
者
の
た
め
に
大
略
を
述
べ
る
。
先
ず
籾
の
こ
と
は
始
め
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
他
に
粟
、
稗
、
麦
及
び
黍
、 

稷
、
大
豆
、
小
豆
を
全
て
貯
え
よ
。
又
、
糒 

は
良
好
な
兵
糧
で

あ
り
、百
年
を
経
て
も
朽
ち
損
じ
る
こ
と
が
な
い
。私
は
安
永
年
間(
西
暦
一
七
七
二

一
七
八
一
)

に
万
治
(
一
六
五
八

一
六
六
一
)
年
製
の
糒
を
食
べ
て
試
し
た
こ
と
が
あ
る
。
単
に
そ
の
重
量
が

軽
く
な
る
だ
け
で
あ
り
、
味
は
全
く
変
わ

て
い
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
乾
肉
、
乾
魚
、
乾
菜
、

木
の
実
等
ま
で
貯
え
て
お
け
。 

○
塩
は
大
き
な
瓶
に
入
れ
て
貯
え
れ
ば
、
一 
塊
に
な

て
百
年
で
も
保
存
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
又
、
万
治
年
製
の
塩
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。 

○
味
噌
は
塩
を
強
く
し
て
三
年
味
噌
に
仕
込
み
、
四
年
目
ご
と
に
順
繰
り
に
取
替
え
よ
。 

○
城
中
に
栗
と
渋
柿
を
多
く
植
え
よ
。
栗
で
勝
栗
を
造
り
、
渋
柿
で
釣
乾
を
造
れ
。
こ
れ
ら
も
又
、

飢
え
を
救
う
こ
と
に
な
る
。 

○
籾
と
糒 

と
は
収
穫
の
二
百
分
の
一
を
年
々
貯
え
よ
。
二
百
分
の
一
は
一
万
石
か
ら
五
十
石
を
貯

え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
実
に
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
程
度
の
貯
蓄
さ
え
ま
ま
な
ら
ぬ

程
に
経
済
が
悪
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
所
詮
、
戦
な
ど
や

て
も
意
味
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

城
な
ど
敵
人
に
贈
呈
し
て
、
早
々
と
匹
夫
に
身
を
転
じ
る
の
も
よ
か
ろ
う
。 

○
籠
城
中
に
外
の
味
方
か
ら
兵
糧
が
送
ら
れ
て
来
た
か
ら
と
い

て
、
む
や
み
に
人
夫
と
も
に
城

中
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。
味
方
の
割
符
、
合
印
等
を
照
合
し
、
俵
の
中
を
点
検
し
た
後
、
城
中
に

入
ら
せ
よ
。
油
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
楠
木
正
成
は
甲
冑
、
兵
器
等
を
俵
に
し
て
、
敵
方
の
者
の
真

似
を
し
て
、
湯
浅
定
仏
の
城
中
(
下
赤
坂
城
)
に
運
び
入
れ
、
そ
れ
を
済
ま
し
て
後
に
俵
の
中
か
ら

兵
具
を
取
出
し
て
物
の
具
を
固
め
、
城
中
を
斬
り
ま
わ

て
、
そ
の
城
を
落
と
し
た
と
い
う
事
例
も

ひ
え 

き
び 

も
ろ
こ
し 

ほ
し
い
い 

ほ
し
し
し 

ほ
し
う
お 

び
ん 

ひ
と
か
た
ま
り 

か
ち
ぐ
り 
つ
り
ほ
し 

ほ
し
い
い 

も
み 

あ
ず
き 



あ
る
の
で
、
十
分
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
又
、
兵
糧
を
搬
入
す
る
と
き
、
付
入
ろ

う
と
心
掛
け
る
敵
が
あ
る
。
そ
の
兆
候
が
あ
れ
ば
、
素
早
く
門
外
に
人
を
出
し
て
、
俵
の
中
を
よ
く

点
検
し
、
真
の
兵
糧
で
あ
れ
ば
速
や
か
に
引
き
入
れ
よ
。
そ
う
で
あ

て
も
、
そ
の
人
に
油
断
す
る

こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
短
刀
に
よ
り
刺
し
て
来
た
な
ら
ば
、
そ
の
短
刀
を
奪
い
取
れ
。
そ
の

他
に
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
。
怠

て
は
な
ら
な
い
。 

○
上
述
し
た
よ
う
に
兵
糧
米
も
多
く
、
人
も
和
し
、
守
り
の
戦
術
・
戦
法
も
巧
み
で
あ

て
数
年
間

も
城
を
落
と
さ
れ
な
い
の
は
、
善
で
あ
る
と
云
え
ば
善
で
あ
る
が
、
た
だ
持
ち
堪
え
る
だ
け
で
は
、

善
の
善
と
は
云
い
難
い
。
持
ち
堪
え
る
上
に
、
よ
く
謀

て
寄
手
を
追
払

て
こ
そ
善
の
善
と
云
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
至
極
の
妙
所
で
あ
る
。
た
と
い
敵
を
追
払
わ
ず
と
も
、
二
三
年
も
城
を
持
ち

堪
え
る
こ
と
は
、中
々
凡
将
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。籠
城
す
る
将
帥
は
、よ
く
よ
く
考
察
せ
よ
。 

○
城
門
を
開
い
て
討

て
出
よ
う
と
思
う
と
き
は
、
先
ず
弓
矢
や
鉄
砲
を
発
射
し
、
又
は
石
な
ど
を

落
と
し
掛
け
て
、
敵
が
狼
狽
す
る
の
を
見
届
け
て
か
ら
、
脱
兎
の
ご
と
く
突
い
て
出
よ
。
た
だ
し
、

騎
兵
を
出
す
か
、
歩
兵
を
出
す
か
は
地
形
と
時
宜
に
よ
り
定
め
よ
。 

○
籠
城
は
一
曲
輪
単
位
で
討
死
す
る
も
の
と
思
い
定
め
よ
。
三
の
丸
か
ら
二
の
丸
へ
、
二
の
丸
か
ら

本
丸
へ
と
次
第
に
引
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
籠
城
で
最
も
重
要
な
覚
悟
で
あ
る
。 

○
境
目
(

隣
国
や
敵
国
と
の
境
界
線
)
に
あ
る
城
を
敵
に
よ
り
囲
ま
れ
た
時
は
、
本
城
か
ら
時
日

を
移
さ
ず
後
詰
を
遣
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
必
ず
持
ち
堪
え
る
こ
と
が
、
境
目
に
あ
る

城
番
の
覚
悟
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

○
籠
城
し
て
敵
を
悩
ま
す
に
は
、
度
々
夜
討
を
す
る
の
が
最
も
良
い
。
た
だ
し
引
返
し
て
入
る
べ
き

小
口
に
は
、
迎 

備
を
出
し
て
お
く
こ
と
。 

○
塀
裏
の
人
数
配
分
は
、
先
ず
塀
裏
に
役
所
を
並
べ
て
設
け
、
頭
々
の
旗
、
馬
印
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の

ひ
と
く
る
わ 

む
か
え
そ
な
え 



役
所
の
前
に
立
て
て
お
く
。
人
数
組
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
で
き
る
限
り
厳
密
に
定
め
て
お
き
、
笠

冑
等
の
合
印
も
省
い
て
は
な
ら
な
い
。さ
て
人
数
は
塀
一
間(
約
一
・
八
ｍ
)に
三
人
ず
つ
配
分
せ
よ
。

陪
卒
が
い
な
い
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
五
伍
二
十
五
人
に
塀
裏
八
間
(
約
十
四
・
五
ｍ
)、
百
人
組
一
組

に
三
十
二
間
(
約
五
八
・
二
ｍ
)
を
守
ら
せ
よ
。
又
、
陪
卒
の
い
る
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
一
伍
五
人

を
一
組
と
し
て
、
陪
卒
の
数
か
ら
計
算
し
て
塀
一
間
(
約
一
・
八
ｍ
)
に
三
人
の
割
り
で
、
塀
裏
を
渡

せ
。
も
ち
ろ
ん
人
数
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
一
間
に
四
人
か
五
人
を
配
分
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
塀

裏
に
板
を
立
て
掛
け
て
、
誰
々
組
某
々
の
守
り
場
と
書
き
つ
け
て
お
く
こ
と
。
陪
卒
が
あ
れ
ば
、
陪

卒
の
数
も
面
々
の
名
前
の
下
に
書
き
付
け
て
お
け
。 

右
の
よ
う
に
塀
裏
の
人
数
配
分
を
定
め
て
お
い
て
、
い
か
な
る
騒
ぎ
が
あ
ろ
う
と
も
、
自
己
の

持
場
を
立
ち
去

て
は
な
ら
な
い
。
下
知
な
く
し
て
立
ち
去
る
者
は
処
罰
す
る
。 

○
士
卒
十
人
に
一
人
の
頭
を
加
え
て
合
計
十
一
人
、
こ
れ
を
一
組
の
遊
軍
と
し
て
、
一
隊
に
二

三

組
乃
至
十
組
を
設
け
て
お
き
、
不
断
に
塀
裏
を
見
回
り
、
寄
手
が
激
し
く
攻
め
つ
つ
あ
る
所
に
、
元

か
ら
の
人
数
に
加
わ

て
防
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
甚
だ
便
利
な
人
数
定
め
で
あ
る
。 

○
平
時
で
敵
が
攻
め
寄
せ
て
来
な
い
時
に
は
、
陪
卒
が
い
な
い
組
で
は
二
十
五
人
か
ら
三
人
ず
つ

立
番
(

立
哨
)
し
、
陪
卒
が
い
る
組
は
一
伍
の
総
人
数
か
ら
三
人
ず
つ
立
番
す
る
。
た
だ
し
陪
卒

だ
け
を
立
番
に
用
い
る
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
五
人
の
主
人
の
う
ち
一
人
ず
つ
加
わ

て

勤
務
せ
よ
。
夜
間
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
夜
中
は
遊
軍
の
中
か
ら
補
助
の
夜
番
を
出
せ
。

総
じ
て
こ
の
物
見
立
番
は
甚
だ
大
切
な
役
で
あ
る
。
怠

て
は
な
ら
な
い
。 

○
敵
が
攻
め
か
か

て
来
な
い
時
で
も
、
塀
裏
の
人
数
で
申
合
わ
せ
て
半
分
は
甲
冑
を
装
着
せ
よ
。

こ
れ
を
怠

て
は
な
ら
な
い
。
怠
る
者
は
処
罰
す
る
。 

○
遊
軍
も
四
組
あ
れ
ば
、
二
組
ず
つ
替
り
番
で
甲
冑
を
装
着
せ
よ
。
こ
れ
も
怠

て
は
な
ら
な
い
。 

そ
れ
が
し 



○
昼
夜
と
も
に
立
番
・
夜
回
り
(

巡
察
)
の
者
が
敵
の
攻
撃
が
あ
る
と
知

て
、
合
図
の
鳴
物
を

鳴
ら
し
た
な
ら
ば
、
本
隊
の
人
数
、
遊
軍
と
も
に
甲
冑
を
脱
い
で
休
ん
で
い
る
者
た
ち
も
、
急
い
で

物
の
具
で
身
を
固
め
て
、
各
人
の
持
場
に
そ
れ
ぞ
れ
詰
め
る
よ
う
に
せ
よ
。
怠
る
者
は
処
罰
す
る
。 

○
夜
回
り
に
は
足
軽
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
全
て
の
人
数
(

総
員
)
が
疲
れ
て
お
り
、
又
は

軍
士
が
不
足
し
て
い
る
と
き
は
、
百
姓
や
町
人
等
か
ら
物
に
動
じ
な
い
老
年
の
者
を
用
い
よ
。
こ
れ

に
は
三
人
を
一
組
と
し
て
、
十
組
も
二
十
組
も
設
け
て
、
東
五
組
、
西
五
組
な
ど
と
定
め
て
お
き
、

昼
夜
連
続
不
断
に
塀
裏
を
巡
回
さ
せ
よ
。
こ
れ
ら
は
一
曲
輪
を
単
位
と
し
て
設
け
よ
。
ま
た
、
こ
の

巡
察
隊
は
、
塀
裏
に
立
つ
本
隊
の
軍
士
と
相
互
に
監
視
し
あ

て
、
怠
け
な
い
よ
う
に
さ
せ
よ
。 

○
百
姓
・
町
人
の
中
か
ら
壮
健
な
者
を
選
ん
で
、
二
十
人
を
一
組
と
し
、
頭
一
人
を
加
え
て
こ
れ
を

火
消
役
に
用
い
て
、(
一
の
丸
、
二
の
丸
等
)
一
つ
の
丸
に
二

三
組
も
設
け
よ
。
そ
う
し
て
城
中

に
失
火
が
あ
り
、
又
は
敵
か
ら
火
矢
等
を
射
ち
込
ま
れ
て
も
、
塀
裏
の
本
軍
士
は
云
う
に
及
ば
ず
、

遊
軍
で
あ

て
も
少
し
も
火
の
方
に
拘
る
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
自
分
の
持
場
を
さ
ら
に

念
を
入
れ
て
守
れ
。
さ
て
城
中
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
城
外
で
あ

て
も
火
災
が
発
生
し
た
な
ら

ば
、
そ
れ
が
夜
中
で
も
、
全
て
の
人
数
(

総
員
)
が
起
き
て
甲
冑
を
着
け
よ
。 

籠
城
の
趣
意
、又
人
数
配
り
の
要
領
等
は
、右
に
記
し
た
こ
と
で
大
概
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
以
下
、
守
法
守
具
(

守
り
の
戦
法
・
守
り
の
道
具
)
を
記
す
。
い
ず
れ
も
さ
ら

に
工
夫
を
加
え
よ
。 

〇
塀
裏
の
扣 

柱
の
上
の
貫
に
板
を
渡
し
て
、
弓
矢
・
鉄
砲
を
発
射
し
、
石
を
落
と
す
た
め
の
足
代

に
せ
よ
。
石
討
ち
の
役
は
百
姓
、
町
人
又
は
陪
卒
で
こ
う
し
た
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
者
を
用
い
よ
。 

〇
城
中
の
小
路
と
い
う
小
路
に
虎
落
を
結
ん
で
お
き
、
許
可
印
を
持
た
な
い
者
は
通
行
す
る
こ
と

を
禁
じ
る
。
こ
れ
は
忍
び
を
防
ぐ
用
心
で
あ
る
。 

な
ま 

 

こ
だ
わ 

 

ひ
か
え
ば
し
ら 

 

ぬ
き 

 

あ
し
し
ろ 

 

も
か
り 

 



〇
塀
裏
は
一
間
(
約
一
・
八
ｍ
)
に
三
人
で
見
積
れ
ば
、
飛
道
具
も
不
足
し
て
思
う
ま
ま
に
発
射
す
る

の
が
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
、
激
し
く
寄
手
を
射
す
く
め
て
や
ろ
う
と
思
う
と
き
は
、
塀
裏
一
間
に

鉄
砲
三
挺
、
弓
二
張
、
矢
五
十
本
、
玉
三
十
ず
つ
配

て
お
き
、
大
敵
が
攻
め
寄
せ
る
時
、
塀
裏
の

足
代
又
は
狭
間
か
ら
、
隙
間
な
く
発
射
し
て
か
か
れ
。
敵
は
甚
だ
ひ
る
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

〇
塀
裏
に
は
武
者
の
守
る
所
も
あ
り
、
足
軽
の
守
る
所
も
あ
り
、
又
百
姓
や
町
人
等
の
守
る
所
も
あ

る
。
人
数
の
多
寡
は
、
城
の
大
小
と
大
将
の
方
略
と
に
あ
る
の
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 

籠
城
に
用
意
す
べ
き
品
々 

〇
塀
裏
に
六

七
百
目
(
匁
)(
約
二
・
三

二
・
六
㎏
)
か
ら
、
四

五
貫
目
(
十
五

約
十
八
・
八
㎏
)

ま
で
の
石
を
お
び
た
だ
し
く
積
ん
で
置
け
。
大
石
は
落
と
し
掛
け
て
近
寄
る
者
を
ひ
し
ぎ
、
小
石
は

石 

弾
に
よ
り
投
擲
し
て
敵
を
悩
ま
せ
ろ
。 

〇
砂
石
を
多
く
積
ん
で
置
い
て
、
近
寄
る
者
に
炒

て
熱
く
し
た
も
の
を
投
げ
つ
け
ろ
。 

〇
汚
水
や
糞
尿
を
溜
め
て
お
き
、
沸
か
し
て
敵
に
注
ぎ
か
け
ろ
。 

〇
乾
土
と
灰
と
を
か
き
混
ぜ
て
貯
え
て
お
け
。
近
寄
る
者
に
振
る
い
か
け
れ
ば
、
目
鼻
に
入

て
難

儀
す
る
こ
と
に
な
る
。 

〇
塀
裏
に
五
十
目
(
一
八
七
・
五
㎏
)、
百
目
(
三
七
五kg

)
の
大
き
な
大
砲
を
設
置
し
て
、
敵
の
大
将

を
狙
い
撃
ち
に
せ
よ
。
そ
の
砲
の
⾧
さ
は
八

九
尺
(
約
二
・
四

二
・
七
ｍ
)
に
な
る
だ
ろ
う
。 

〇
門
、
櫓
、
そ
の
他
の
諸
役
所
及
び
倉
庫
の
近
辺
に
は
水
槽
、
水
桶
等
、
又
は
溜
池
等
を
設
け
て
、

水
を
貯
え
て
お
け
。
火
矢
、
失
火
等
へ
の
用
心
で
あ
る
。 

〇
藁
を
竿
の
先
に
結
び
付
け
て
、
火
を
消
す
道
具
に
用
い
よ
。 

〇
龍
吐
水
(

火
消
し
の
道
具
)、
水
弾
の
類
を
用
意
し
て
お
け
。
又
古
い
椀
を
で
き
る
だ
け
多
く
貯

え
て
お
け
。
水
を
す
く

て
物
に
投
掛
け
る
の
に
、
他
の
器
物
よ
り
一
段
と
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。 

い
し
は
じ
き 

い 

わ
ら 

さ
お 

り

う
ど
す
い 

み
ず
は
じ
き 

わ
ん 



〇
塀
裏
に
は
、
折
目
々
々
毎
に
大
材
木
三
十
本
、
小
材
木
百
本
、
大
板
三

四
十
枚
、
小
板
二

三

百
枚
、
竹
千
本
、
土
俵
二
百
俵
、
縄
千
尋
(
一
尋

五
尺
又
は
六
尺
、
千
尋

一
五
一
五
ｍ
又
は
一
八
一
六

ｍ
)、
大
釘
一
万
本
、
錐
五
十
本
、
鉄
鎚
五
十
、
鋤
鍬
五
十
挺
ず
つ
、
鑿
、 

鋸
、 

斧
、
大
槌
等
、

こ
と
ご
と
く
用
意
し
て
お
く
こ
と
。
塀
や
石
垣
等
を
打
破
ら
れ
た
時
、
応
急
の
普
請
(
補
修
工
事
)

に
用
い
る
た
め
で
あ
る
。 

〇
厚
綿
の
蒲
団
の
よ
う
な
物
、
又
は
藁
筵
の
類
、
横
六

七
尺
(
約
一
・
八

二
・
一
ｍ
)、
⾧
さ
五
尺

(
約
一
・
五
ｍ
)
余
に
こ
し
ら
え
、
塀
の
上
か
ら
四

五
尺
(
約
一
・
二

一
・
五
ｍ
)
向
こ
う
に
桔
槹

木
に
吊
る
し
て
指
し
出
し
て
矢
や
鉄
砲
弾
か
ら
防
ぎ
、
そ
の
身
は
塀
の
上
か
ら
乗
出
し
て
、
塀
、
石

垣
等
の
際
に
寄
付
く
敵
を
討
て
。
桔
槹
木
の
図
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

 
 

〇
石
を
弾
く
道
具
が
あ
る
。
第
一
巻
水
戦
の
条
に
そ
の
図
を
出
し
て
い
る
。
又
、
山
城
で
は
大
石
を

転
が
す
こ
と
が
あ
る
。
又
オ
ラ
ン
ダ
式
に
手
自
石
を
擲
つ
こ
と
が
あ
る
。
又
ク
ル
リ
を
用
い
て
塀
や

石
垣
に
張
り
付
い
た
人
を
打
ち
殴
る
こ
と
が
あ
る
。
両
方
の
図
を
左
に
紹
介
す
る
。 

 
 

 
 

 

ひ
ろ 

の
み 

の
こ
ぎ
り 

つ
ち 

ね
こ
た 

ふ
と
ん 

は 

ね 

き
わ 

き 

は 

ね 

き て
づ
か
ら
い
し 

な
げ
う 



 

 
 

右
は
守
具
の
概
略
で
あ
る
。
な
お
『
武
備
志
』『
兵
衡
』『
鈐
録
』『
ゲ
レ
イ
キ
ス
ブ

ク
』
等

を
読
み
合
わ
せ
て
、
新
た
な
物
を
製
作
せ
よ
。 

〇
籠
城
の
時
、
城
下
近
郷
の
民
屋
を
こ
と
ご
と
く
焼
払
い
、
ま
た
攻
具
と
し
て
使
え
る
材
木
や
鋤
・

鍬
の
類
で
あ
れ
ば
、
こ
と
ご
と
く
城
中
に
取
入
れ
、
さ
ら
に
井
戸
の
中
に
汚
物
・
毒
物
等
を
投
入
れ

て
、
寄
手
に
事
欠
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
異
国
で
は
、
こ
れ
を
清
野
と
云
う
。 

〇
異
国
に
堡
と
云

て
、
城
外
六

七
里
(
約
二
三
・
六

二
七
・
五
㎞
)) 

 
 

 
 

の
所
に
陣
屋

溝
を
設
け
て
お
き
、
籠
城
の
時
、
城
外
の
人
民
の
隠
れ
場
所
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
面
白
い
方
法
で

あ
る
が
、
日
本
の
気
象
で
は
実
行
困
難
と
思
わ
れ
る
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
記
さ
な
い
。
そ
う
は
云

え
ど
も
志
が
あ
る
な
ら
ば
、
漸
次
に
築
く
の
も
失
政
と
云
う
わ
け
で
は
な
い
。
考
察
す
べ
し
。 

〇
国
中
に
国
主
の
倉
庫
、
又
は
大
社
、
大
寺
等
が
あ
る
も
の
だ
。
平
素
か
ら
意
識
し
て
普
請
(
築
城

た
だ
し
日
本

の
道
で
あ
る 

こ
め
ぐ
ら 



工
事
)
を
加
え
て
お
く
こ
と
で
、
戦
が
起
き
た
な
ら
ば
出
張
り
の
要
害
と
せ
よ
。 

右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
で
籠
城
の
準
備
は
概
ね
事
足
り
る
だ
ろ
う
。
な
お
和
漢
名
将
の
籠
城 

の
方
略
に
つ
い
て
見
聞
を
広
め
、
創
意
工
夫
せ
よ
。
さ
て
又
、
こ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
心
得

が
あ
る
。
全
て
籠
城
に
及
ぶ
か
、
又
は
度
々
戦
を
仕
損
じ
れ
ば
、
将
士
と
も
に
心
気
が
鬱
屈
し

て
晴
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。心
気
が
晴
れ
晴
れ
と
し
な
け
れ
ば
、戦
は
云
う
に
及
ば
ず
、普
請
、

防
術
等
ま
で
果
々
し
く
な
り
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
将
た
る
者
は
こ
の
所
を
十
分
に
理
解
し

て
、
自
身
は
言
う
に
及
ば
ず
、
士
卒
諸
軍
に
至
る
ま
で
、
力
を
落
と
さ
ぬ
よ
う
配
慮
し
て
扱
う

こ
と
が
、
兵
士
を
率
い
る
人
の
機
転
・
器
量
な
の
で
あ
る
。
漢
の
高
祖
は
、
項
羽
と
七
十
三
回

も
戦
を
し
、
そ
の
内
七
十
二
回
負
け
て
、
七
十
三
度
目
に
項
羽
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
七
十
二
回
の
負
け
に
対
し
て
、
八

年
の
間
、
少
し
も
落
胆
し
た
こ
と
が
無

く
、
終
に
は
飛
龍
の
業
を
成
就
し
た
の
で
あ

た
。
又
、
義
経
が
没
落
し
て
奥
州
に
下
る
道
す

が
ら
、
主
従
と
も
に
鬱
々
と
し
て
気
力
も
脱
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
弁
慶
だ
け
が

時
々
狂
言
を
発
し
て
人
を
笑
わ
せ
、
又
は
若
輩
者
の
よ
う
に
口
論
を
仕
出
し
て
人
気
を
引
立
て

る
等
し
て
、
危
う
き
道
中
を
難
な
く
奥
州
ま
で
到
着
し
た
の
で
あ

た
。
こ
れ
こ
そ
が
弁
慶
の

智
慧
な
の
で
あ
り
、
大
切
な
と
こ
ろ
を
十
分
理
解
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
狂
言
狂
行
を

為
し
た
の
で
あ
る
。
通
り
一
遍
の
勇
僧
に
過
ぎ
な
い
な
ど
と
思

て
は
な
ら
な
い
。
貴
ぶ
べ
し
。 

    

第
十
二
巻
終 

は
か
ば
か 

ち 

え 


