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長篠城址入口の看板

　
全
国
的
に
有
名
な
長
篠
の
戦
。
そ
の
起

点
と
な
っ
た
長
篠
城
址
の
入
口
に
、
磔
に
さ

れ
た
褌
姿
の
人
物
が
描
か
れ
た
大
き
な
看
板

が
私
た
ち
の
目
に
留
ま
る
。
こ
の
人
物
こ
そ
、

烈
士
と
言
わ
れ
る
鳥
居
強
右
衛
門
勝
商
で
あ

る
。
現
在
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
で
は
6
月
放
送
の
「
長

篠
を
救
え
！
」
に
登
場
し
、
そ
の
人
物
像
や

行
動
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
と
も
重
な
り
、

大
変
注
目
さ
れ
た
。

　
長
篠
城
を
め
ぐ
る
戦
い
と
強
右
衛
門

　
1
5
7
5
年
5
月
、
奥
平
貞
昌
が
守
る
長

篠
城
は
、
勝
頼
率
い
る
武
田
軍
の
攻
撃
を
受

け
て
落
城
寸
前
で
あ
っ
た
。
軍
議
が
開
か
れ

岡
崎
城
の
家
康
へ
援
軍
を
要
請
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
時
、
貞
昌
の
家
臣
で
あ
っ
た

強
右
衛
門
は
自
ら
進
ん
で
こ
の
役
目
を
引
き

受
け
た
。
14
日
の
夜
、
強
右
衛
門
は
密
か
に

城
内
か
ら
忍
び
出
て
寒
狭
川
に
出
た
。
敵
の

監
視
や
川
中
の
鳴
子
の
網
を
か
い
く
ぐ
り
、

豊
川
を
約
1
里
ほ
ど
泳
ぎ
下
り
、
広
瀬
で
上

陸
し
た
。
そ
の
後
、
雁
峰
山
で
の
ろ
し
を
上

げ
、
作
手
を
通
り
、
岡
崎
に
向
か
っ
た
。
15

日
、
岡
崎
に
つ
い
た
強
右
衛
門
は
、
岡
崎
に

到
着
し
た
信
長
と
家
康
に
奥
平
貞
能
（
貞
昌

の
父
）
を
介
し
て
長
篠
城
の
情
勢
を
伝
え
た
。

信
長
は
強
右
衛
門
に
対
し
て
そ
の
働
き
を
称

賛
し
、
ゆ
っ
く
り
休
ん
だ
後
、
本
隊
の
道
案

内
を
し
て
長
篠
に
戻
る
よ
う
に
勧
め
た
。
し

か
し
、
強
右
衛
門
は
信
長
と
家
康
が
出
陣
す

る
こ
と
を
一
刻
も
早
く
伝
え
よ
う
と
急
ぎ
帰

路
に
向
か
っ
た
。
長
篠
城
の
近
く
ま
で
来
て
、

何
と
か
城
内
に
戻
ろ
う
と
し
た
強
右
衛
門

だ
っ
た
が
、
武
田
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
武
田
方
は
「
援
軍
が
来
な
い
と
城

兵
に
伝
え
れ
ば
命
を
助
け
る
。」
と
強
右
衛

門
に
伝
え
、
城
の
近
く
に
向
か
わ
せ
た
。
し

か
し
、
強
右
衛
門
は
「
織
田
・
徳
川
の
援
軍

は
す
で
に
牛
久
保
ま
で
来
て
る
ぞ
。」
と
武

田
方
の
意
に
反
し
て
援
軍
来
る
の
報
を
大
声

で
伝
え
た
。
武
田
方
は
強
右
衛
門
を
篠
場
野

に
連
行
し
て
磔
刑
に
処
し
た
。
後
に
そ
の
勇

姿
に
感
銘
を
受
け
た
徳
川
方
の
落
合
左
平
次

道
久
が
、
自
分
の
旗
指
物
に
す
る
べ
く
そ
の

姿
を
絵
師
に
描
か
せ
た
。
そ
の
旗
指
物
が
、

現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
残
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
旗
指
物
の
存
在
が
そ
の

後
、
強
右
衛
門
が
世
に
知
れ
渡
る
大
き
な
要

因
と
も
な
っ
た
。

　
強
右
衛
門
の
生
い
立
ち
と
合
戦
後

　
強
右
衛
門
は
、
1
5
4
0
年
、
三
河
国
市

田
村
（
現
豊
川
市
市
田
町
）
の
農
家
に
生
ま

れ
た
。
生
誕
地
で
は
「
八
幡
様
の
お
祭
り
で

草
相
撲
が
あ
り
、
こ
れ
を
見
て
い
た
一
人
の

武
士
が
強
右
衛
門
に
眼
を
つ
け
、
見
込
み
が

あ
る
と
い
う
の
で
、
作
手
の
奥
平
氏
の
家
来

に
取
り
立
て
た
。」
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　
成
人
し
た
強
右
衛
門
は
、
奥
平
貞
能
に
仕

え
て
い
た
が
、
貞
昌
が
長
篠
城
の
城
主
と

な
っ
た
折
、
長
篠
城
に
移
っ
た
。
そ
し
て
、

武
田
と
の
戦
い
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
長
篠
の
戦
の
後
、
強
右
衛
門
の
遺
骸
は
有

海
新
昌
寺
に
葬
ら
れ
た
。
6
月
16
日
に
本
葬

が
営
ま
れ
五
輪
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後

1
6
0
3
年
、
墓
は
作
手
の
甘
泉
寺
に
移
転

さ
れ
、
新
昌
寺
の
墓
は
荒
廃
し
て
い
た
が
、

長
篠
村
の
有
志
ら
に
よ
り
、
1
7
6
3
年
に

石
碑
を
立
て
一
大
供
養
を
行
っ
た
。

　
鳥
居
家
の
子
孫
に
つ
い
て
は
左
上
の
略
系

図
の
よ
う
に
本
家
の
家
系
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
本
家
の
子
孫
は
奥
平
信
昌
（
貞

昌
）
に
続
き
、
そ
の
四
男
松
平
忠
明
に
仕
え

る
な
ど
し
、
幕
末
ま
で
藩
の
重
職
を
歴
任
し

た
と
い
う
。
ま
た
、
強
右
衛
門
の
二
男
か
ら

続
く
、
市
田
の
家
系
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
現

在
も
そ
の
末
裔
が
在
住
し
て
い
る
。

広
が
る
烈
士
の
姿
と
地
元
の
顕
彰

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
幾
多
の
戦
記
に
強

右
衛
門
の
活
躍
ぶ
り
が
記
さ
れ
て
き
た
。
明

治
期
に
は
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
、
錦
絵
に
も

そ
の
雄
姿
が
描
か
れ
た
。
さ
ら
に
1
9
1
0

年
に
は
国
定
教
科
書
「
尋
常
小
学
読
本
」
に

掲
載
さ
れ
、
全
国
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
名

を
知
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
も
、
小
説
や

映
画
で
表
さ
れ
て
き
た
の
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。

前
述
の
墓
が
あ
る
新
昌
寺
で
は
墓
の
再
建

後
、
鳥
居
祭
り
と
し
て
供
養
が
続
け
ら
れ
、

近
年
は
地
元
小
学
生
が
強
右
衛
門
の
歌
や
古

戦
場
の
歌
を
披
露
し
て
い
る
。
長
篠
城
址
で

は
1
9
2
5
年
に
鳥
居
強
右
衛
門
勝
商
長
篠

戦
役
陣
歿
将
士
3
5
0
年
祭
が
盛
大
に
行
わ

れ
た
。
そ
の
後
、
1
9
6
6
年
よ
り
「
長
篠

合
戦
の
ぼ
り
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
強
右

衛
門
に
扮
し
た
武
者
が
他
の
武
将
と
と
も
に

地
域
を
巡
り
入
場
し
た
り
、
強
右
衛
門
が

走
っ
た
道
を
参
加
者
が
走
り
抜
け
た
り
、
強

右
衛
門
の
絶
叫
に
ち
な
ん
だ
「
大
声
コ
ン
テ

ス
ト
」
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
流
れ
は
近
年
の
地
域
の
催
し
で
も
採
用

さ
れ
て
い
る
。

強
右
衛
門
の
生
ま
れ
た
豊
川
の
市
田
に
お

い
て
は
大
正
時
代
に
強
右
衛
門
の
顕
彰
組
織

と
し
て
「
鳥
居
会
」
が
発
足
し
、
1
9
1
4

年
に
強
右
衛
門
の
顕
彰
碑
が
赤
塚
山
に
建
て

ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
露
戦
争
で
市
田

地
区
か
ら
出
征
し
た
兵
士
に
戦
死
者
が
出
な

か
っ
た
こ
と
を
強
右
衛
門
の
御
加
護
の
お
陰

と
言
わ
れ
た
か
ら
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
石
碑
や
顕
彰
碑
が
建
立
さ

れ
た
。
鳥
居
家
の
菩
提
寺
松
永
寺
に
は
石
碑

に
加
え
、
強
右
衛
門
の
木
造
も
制
作
さ
れ
、

安
置
さ
れ
た
。
現
在
も
伊
知
多
神
社
で
5
月

に
強
右
衛
門
を
偲
ぶ
鳥
居
祭
が
営
ま
れ
て
い

る
。
市
田
町
内
会
が
主
催
し
、
鳥
居
家
の
末

裔
や
町
民
が
参
加
し
、
子
ど
も
た
ち
が
強
右

衛
門
に
か
か
わ
る
歌
を
歌
っ
た
り
剣
道
の
型

を
奉
納
し
た
り
し
て
い
る
。

強
右
衛
門
を
通
し
て
つ
な
が
る

学
校
教
育

新
城
市
内
で
は
学
習
発
表
会
な
ど
で
戦
国

時
代
の
学
習
劇
を
演
じ
る
小
学
校
が
多
く
み

ら
れ
、
強
右
衛
門
が
登
場
す
る
場
面
も
よ
く

披
露
さ
れ
て
き
た
。

地
元
鳳
来
中
部
小
学
校
で
は
こ
の
10
年
ほ

ど
、
長
篠
合
戦
に
つ
い
て
歴
史
ガ
イ
ド
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
内
容
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
が
、
強
右
衛

門
は
人
気
の
グ
ル
ー
プ
だ
。
の
ぼ
り
ま
つ
り

の
来
場
者
や
社
会
科
見
学
で
訪
れ
る
他
校
の

子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
た
ち
が
調
べ
た
こ
と

を
自
信
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
今
年
度

は
、
決
戦
場
の
あ
る
新
城
市
内
の
東
郷
地
区

の
小
学
校
と
の
ガ
イ
ド
交
流
が
行
わ
れ
、
さ

ら
に
、
強
右
衛
門
の
つ
な
が
り
で
、
生
誕
地

市
田
の
豊
川
市
八
南
小
学
校
と
の
授
業
交
流

も
行
わ
れ
た
。

お
わ
り
に

強
右
衛
門
が
引
き
付
け
る
も
の
は
何
か
。

地
元
郷
土
史
家
で
長
篠
城
址
史
跡
保
存
館
初

代
館
長
の
丸
山
彭
の
著
書
「
烈
士
鳥
居
強
右

衛
門
と
そ
の
子
孫
」（
1
9
7
3
年
発
刊
）

の
ま
え
が
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

「（
略
）
援
軍
は
来
る
ぞ
と
、
真
実
の
こ

と
を
叫
ん
で
5
月
16
日
遂
に
磔
に
な
っ
た
。

強
右
衛
門
が
表
面
に
立
っ
て
活
動
し
た
の
は
、

実
に
こ
の
3
日
間
で
あ
っ
た
。
雑
兵
と
い
う

低
い
身
分
の
彼
が
36
歳
ま
で
に
練
り
鍛
え
た

精
神
力
と
体
力
と
は
こ
の
3
日
間
に
燃
焼
し

尽
く
し
、
そ
し
て
日
本
の
歴
史
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
た
。
強
右
衛
門
が
有
海
原
頭
の
露

と
消
え
て
か
ら
既
に
4
0
0
年
、
そ
の
烈
々

た
る
魂
、
今
も
尚
、
訪
れ
る
人
々
に
深
い
感

動
を
与
え
て
い
る
。」

主
な
参
考
文
献
と
関
係
施
設
案
内

「
烈
士
鳥
居
強
右
衛
門
と
そ
の
子
孫
」
丸
山
彭
著

「
鳥
居
強
右
衛
門
　
語
り
継
が
れ
る
武
士
の
魂
」

金
子
拓
著

※
長
篠
城
址
史
跡
保
存
館

す
ね
え
　
も
　
ん
か
つ
あ
き

は
り
つ
け

ふ
ん
ど
し
す
が
た

か
ん
さ
が
わ

あ
る

み

か
ん
ぼ
う
や
ま

し
の
ば
　
の

さ
だ
よ
し
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烈
士
　鳥
居
強
右
衛
門

今
な
お
引
き
継
が
れ
る
郷
土
の
英
雄

新
城
市
立
鳳
来
中
部
小
学
校
長

白
井
　
秀
明

長篠城址での歴史ガイド

全
国
的
に
有
名
な
長
篠
の
戦
。
そ
の
起

点
と
な
っ
た
長
篠
城
址
の
入
口
に
、
磔
に
さ

れ
た
褌
姿
の
人
物
が
描
か
れ
た
大
き
な
看
板

が
私
た
ち
の
目
に
留
ま
る
。
こ
の
人
物
こ
そ
、

烈
士
と
言
わ
れ
る
鳥
居
強
右
衛
門
勝
商
で
あ

る
。
現
在
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
で
は
6
月
放
送
の
「
長

篠
を
救
え
！
」
に
登
場
し
、
そ
の
人
物
像
や

行
動
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
と
も
重
な
り
、

大
変
注
目
さ
れ
た
。

長
篠
城
を
め
ぐ
る
戦
い
と
強
右
衛
門

1
5
7
5
年
5
月
、
奥
平
貞
昌
が
守
る
長

篠
城
は
、
勝
頼
率
い
る
武
田
軍
の
攻
撃
を
受

け
て
落
城
寸
前
で
あ
っ
た
。
軍
議
が
開
か
れ

岡
崎
城
の
家
康
へ
援
軍
を
要
請
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
時
、
貞
昌
の
家
臣
で
あ
っ
た

強
右
衛
門
は
自
ら
進
ん
で
こ
の
役
目
を
引
き

受
け
た
。
14
日
の
夜
、
強
右
衛
門
は
密
か
に

城
内
か
ら
忍
び
出
て
寒
狭
川
に
出
た
。
敵
の

監
視
や
川
中
の
鳴
子
の
網
を
か
い
く
ぐ
り
、

豊
川
を
約
1
里
ほ
ど
泳
ぎ
下
り
、
広
瀬
で
上

陸
し
た
。
そ
の
後
、
雁
峰
山
で
の
ろ
し
を
上

げ
、
作
手
を
通
り
、
岡
崎
に
向
か
っ
た
。
15

日
、
岡
崎
に
つ
い
た
強
右
衛
門
は
、
岡
崎
に

到
着
し
た
信
長
と
家
康
に
奥
平
貞
能
（
貞
昌

の
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を
介
し
て
長
篠
城
の
情
勢
を
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え
た
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長
は
強
右
衛
門
に
対
し
て
そ
の
働
き
を
称

賛
し
、
ゆ
っ
く
り
休
ん
だ
後
、
本
隊
の
道
案

内
を
し
て
長
篠
に
戻
る
よ
う
に
勧
め
た
。
し

か
し
、
強
右
衛
門
は
信
長
と
家
康
が
出
陣
す

る
こ
と
を
一
刻
も
早
く
伝
え
よ
う
と
急
ぎ
帰

路
に
向
か
っ
た
。
長
篠
城
の
近
く
ま
で
来
て
、

何
と
か
城
内
に
戻
ろ
う
と
し
た
強
右
衛
門

だ
っ
た
が
、
武
田
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
武
田
方
は
「
援
軍
が
来
な
い
と
城

兵
に
伝
え
れ
ば
命
を
助
け
る
。」
と
強
右
衛

門
に
伝
え
、
城
の
近
く
に
向
か
わ
せ
た
。
し

か
し
、
強
右
衛
門
は
「
織
田
・
徳
川
の
援
軍

は
す
で
に
牛
久
保
ま
で
来
て
る
ぞ
。」
と
武

田
方
の
意
に
反
し
て
援
軍
来
る
の
報
を
大
声

で
伝
え
た
。
武
田
方
は
強
右
衛
門
を
篠
場
野

に
連
行
し
て
磔
刑
に
処
し
た
。
後
に
そ
の
勇

姿
に
感
銘
を
受
け
た
徳
川
方
の
落
合
左
平
次

道
久
が
、
自
分
の
旗
指
物
に
す
る
べ
く
そ
の

姿
を
絵
師
に
描
か
せ
た
。
そ
の
旗
指
物
が
、

現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
残
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
旗
指
物
の
存
在
が
そ
の

後
、
強
右
衛
門
が
世
に
知
れ
渡
る
大
き
な
要

因
と
も
な
っ
た
。

強
右
衛
門
の
生
い
立
ち
と
合
戦
後

強
右
衛
門
は
、
1
5
4
0
年
、
三
河
国
市

田
村
（
現
豊
川
市
市
田
町
）
の
農
家
に
生
ま

れ
た
。
生
誕
地
で
は
「
八
幡
様
の
お
祭
り
で

草
相
撲
が
あ
り
、
こ
れ
を
見
て
い
た
一
人
の

武
士
が
強
右
衛
門
に
眼
を
つ
け
、
見
込
み
が

あ
る
と
い
う
の
で
、
作
手
の
奥
平
氏
の
家
来

に
取
り
立
て
た
。」
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

成
人
し
た
強
右
衛
門
は
、
奥
平
貞
能
に
仕

え
て
い
た
が
、
貞
昌
が
長
篠
城
の
城
主
と

な
っ
た
折
、
長
篠
城
に
移
っ
た
。
そ
し
て
、

武
田
と
の
戦
い
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
。

長
篠
の
戦
の
後
、
強
右
衛
門
の
遺
骸
は
有

海
新
昌
寺
に
葬
ら
れ
た
。
6
月
16
日
に
本
葬

が
営
ま
れ
五
輪
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
後

1
6
0
3
年
、
墓
は
作
手
の
甘
泉
寺
に
移
転

さ
れ
、
新
昌
寺
の
墓
は
荒
廃
し
て
い
た
が
、

長
篠
村
の
有
志
ら
に
よ
り
、
1
7
6
3
年
に

石
碑
を
立
て
一
大
供
養
を
行
っ
た
。

鳥
居
家
の
子
孫
に
つ
い
て
は
左
上
の
略
系

図
の
よ
う
に
本
家
の
家
系
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
本
家
の
子
孫
は
奥
平
信
昌
（
貞

昌
）
に
続
き
、
そ
の
四
男
松
平
忠
明
に
仕
え

る
な
ど
し
、
幕
末
ま
で
藩
の
重
職
を
歴
任
し

た
と
い
う
。
ま
た
、
強
右
衛
門
の
二
男
か
ら

続
く
、
市
田
の
家
系
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
現

在
も
そ
の
末
裔
が
在
住
し
て
い
る
。

　
広
が
る
烈
士
の
姿
と
地
元
の
顕
彰

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
幾
多
の
戦
記
に
強

右
衛
門
の
活
躍
ぶ
り
が
記
さ
れ
て
き
た
。
明

治
期
に
は
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
、
錦
絵
に
も

そ
の
雄
姿
が
描
か
れ
た
。
さ
ら
に
1
9
1
0

年
に
は
国
定
教
科
書
「
尋
常
小
学
読
本
」
に

掲
載
さ
れ
、
全
国
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
名

を
知
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
も
、
小
説
や

映
画
で
表
さ
れ
て
き
た
の
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。

　
前
述
の
墓
が
あ
る
新
昌
寺
で
は
墓
の
再
建

後
、
鳥
居
祭
り
と
し
て
供
養
が
続
け
ら
れ
、

近
年
は
地
元
小
学
生
が
強
右
衛
門
の
歌
や
古

戦
場
の
歌
を
披
露
し
て
い
る
。
長
篠
城
址
で

は
1
9
2
5
年
に
鳥
居
強
右
衛
門
勝
商
長
篠

戦
役
陣
歿
将
士
3
5
0
年
祭
が
盛
大
に
行
わ

れ
た
。
そ
の
後
、
1
9
6
6
年
よ
り
「
長
篠

合
戦
の
ぼ
り
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
強
右

衛
門
に
扮
し
た
武
者
が
他
の
武
将
と
と
も
に

地
域
を
巡
り
入
場
し
た
り
、
強
右
衛
門
が

走
っ
た
道
を
参
加
者
が
走
り
抜
け
た
り
、
強

右
衛
門
の
絶
叫
に
ち
な
ん
だ
「
大
声
コ
ン
テ

ス
ト
」
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
流
れ
は
近
年
の
地
域
の
催
し
で
も
採
用

さ
れ
て
い
る
。

　
強
右
衛
門
の
生
ま
れ
た
豊
川
の
市
田
に
お

い
て
は
大
正
時
代
に
強
右
衛
門
の
顕
彰
組
織

と
し
て
「
鳥
居
会
」
が
発
足
し
、
1
9
1
4

年
に
強
右
衛
門
の
顕
彰
碑
が
赤
塚
山
に
建
て

ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
露
戦
争
で
市
田

地
区
か
ら
出
征
し
た
兵
士
に
戦
死
者
が
出
な

か
っ
た
こ
と
を
強
右
衛
門
の
御
加
護
の
お
陰

と
言
わ
れ
た
か
ら
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
石
碑
や
顕
彰
碑
が
建
立
さ

れ
た
。
鳥
居
家
の
菩
提
寺
松
永
寺
に
は
石
碑

に
加
え
、
強
右
衛
門
の
木
造
も
制
作
さ
れ
、

安
置
さ
れ
た
。
現
在
も
伊
知
多
神
社
で
5
月

に
強
右
衛
門
を
偲
ぶ
鳥
居
祭
が
営
ま
れ
て
い

る
。
市
田
町
内
会
が
主
催
し
、
鳥
居
家
の
末

裔
や
町
民
が
参
加
し
、
子
ど
も
た
ち
が
強
右

衛
門
に
か
か
わ
る
歌
を
歌
っ
た
り
剣
道
の
型

を
奉
納
し
た
り
し
て
い
る
。

　
強
右
衛
門
を
通
し
て
つ
な
が
る

　
学
校
教
育

　
新
城
市
内
で
は
学
習
発
表
会
な
ど
で
戦
国

時
代
の
学
習
劇
を
演
じ
る
小
学
校
が
多
く
み

ら
れ
、
強
右
衛
門
が
登
場
す
る
場
面
も
よ
く

披
露
さ
れ
て
き
た
。

　
地
元
鳳
来
中
部
小
学
校
で
は
こ
の
10
年
ほ

ど
、
長
篠
合
戦
に
つ
い
て
歴
史
ガ
イ
ド
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
内
容
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
が
、
強
右
衛

門
は
人
気
の
グ
ル
ー
プ
だ
。
の
ぼ
り
ま
つ
り

の
来
場
者
や
社
会
科
見
学
で
訪
れ
る
他
校
の

子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
た
ち
が
調
べ
た
こ
と

を
自
信
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
今
年
度

は
、
決
戦
場
の
あ
る
新
城
市
内
の
東
郷
地
区

の
小
学
校
と
の
ガ
イ
ド
交
流
が
行
わ
れ
、
さ

ら
に
、
強
右
衛
門
の
つ
な
が
り
で
、
生
誕
地

市
田
の
豊
川
市
八
南
小
学
校
と
の
授
業
交
流

も
行
わ
れ
た
。

　
お
わ
り
に

　
強
右
衛
門
が
引
き
付
け
る
も
の
は
何
か
。

地
元
郷
土
史
家
で
長
篠
城
址
史
跡
保
存
館
初

代
館
長
の
丸
山
彭
の
著
書
「
烈
士
鳥
居
強
右

衛
門
と
そ
の
子
孫
」（
1
9
7
3
年
発
刊
）

の
ま
え
が
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　「（
略
）
援
軍
は
来
る
ぞ
と
、
真
実
の
こ

と
を
叫
ん
で
5
月
16
日
遂
に
磔
に
な
っ
た
。

強
右
衛
門
が
表
面
に
立
っ
て
活
動
し
た
の
は
、

実
に
こ
の
3
日
間
で
あ
っ
た
。
雑
兵
と
い
う

低
い
身
分
の
彼
が
36
歳
ま
で
に
練
り
鍛
え
た

精
神
力
と
体
力
と
は
こ
の
3
日
間
に
燃
焼
し

尽
く
し
、
そ
し
て
日
本
の
歴
史
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
た
。
強
右
衛
門
が
有
海
原
頭
の
露

と
消
え
て
か
ら
既
に
4
0
0
年
、
そ
の
烈
々

た
る
魂
、
今
も
尚
、
訪
れ
る
人
々
に
深
い
感

動
を
与
え
て
い
る
。」

主
な
参
考
文
献
と
関
係
施
設
案
内

「
烈
士
鳥
居
強
右
衛
門
と
そ
の
子
孫
」
丸
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著

「
鳥
居
強
右
衛
門
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る
武
士
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著

※
長
篠
城
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史
跡
保
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館
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