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昨
秋
、
埼
玉
県
行
田
市
に
あ
る

忍お
し

城
じ
ょ
う

を
見
に
行
っ
た
。
佐
倉
か
ら

関
越
自
動
車
道
で
、
片
道
３
時
間

位
か
か
っ
た
ろ
う
か
。 

 

堀
を
渡
り
、
大
手
門
を
く
ぐ
る

と
、
郷
土
博
物
館
が
あ
り
、
復
元

さ

れ

た

三

階

櫓
や
ぐ
ら

と

繋

が

っ

て

い

た
。
地
元
の
人
達
は
、
秀
吉
と
戦

っ
て
破
れ
な
か
っ
た
城
と
し
て
、

今
も
誇
り
に
し
て
い
る
。
あ
ち
こ

ち
に
の
ぼ
り
が
立
て
ら
れ
、
長
身

の
若
者
が
甲
冑
を
身
に
つ
け
て
出

迎
え
て
く
れ
た
。 

 

１
５
９
０
年
、
豊
臣
秀
吉
の
小

田
原
征
伐
の
時
、
関
東
に
は
北
条

方
の
武
将
の
城
が
数
多
く
あ
っ
た

が
、
そ
の
中
で
成
田
氏
長
の
居
城

忍
城
は
激
し
く
戦
っ
て
、
な
か
な

か
陥
ち
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
秀

吉
の
命
に
よ
り
石
田
三
成
は
、
面

積
に
し
て
備
中
高
松
城
の

10
倍
と

も
い
わ
れ
る
、
広
大
な
水
攻
め
を

行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

城
は
利
根
川
と
荒
川
に
挟
ま
れ

た
平
地
に
あ
る
た
め
、
城
の
周
囲

に
堤
防
を
築
き
、
そ
の
上
流
の
堰

を
切
っ
て
水
を
流
す
と
い
う
も
の

で
、
工
事
に
は
多
く
の
人
夫
を
要

し
た
と
い
う
。
破
格
の
賃
金
を
提

示
し
た
た
め
、
中
に
は
敵
兵
も
金

銭
欲
し
さ
に
加
わ
っ
た
と
い
う
か

ら

面

白

い

。

そ

の

数

約

10

万

人

で
、
工
事
は
一
週
間
足
ら
ず
で
完

成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
「
石
田
堤
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

堤
防
は
、
高
さ
３
㍍
、
幅
員

19
長

さ

28
㌔
に
及
ん
だ
と
い
う
。
し
か

し
地
形
上
完
全
に
水
没
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
一
か
月
は

持
ち
こ
た
え
た
が
、
小
田
原
城
が

陥
ち
る
と
、
そ
こ
に
詰
め
て
い
た

城
主
の
命
に
よ
り
、
つ
い
に
開
城

さ
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
か
ら
３
㌔
程
離
れ
た
所
に

さ
き
た
ま
古
墳
群
が
あ
る
。
「
さ
き

た
ま
」
と
は
埼
玉
の
こ
と
で
、
そ

の
な
か
に
有
名
な
稲
荷
山
古
墳
が

あ
っ
た
。
今
か
ら
45
年
前
、
「
ワ
カ

タ
ケ
ル
大
王

お
お
き
み

」
（
雄
略
天
皇
）
と
読

め
る
金
象
嵌
銘
鉄
剣
が
出
土
し
た

の
で
、
こ
ん
な
関
東
か
ら
出
る
と

は
と
、
興
味
を
持
っ
た
も
の
だ
っ

た
。 

 

そ
の
す
ぐ
隣
に
は
、
高
さ
約

19

㍍
の
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な
丸
墓

山
古
墳
が
あ
っ
た
。
三
成
は
そ
こ

に
登
っ
て
忍
城
を
眺
め
、
作
戦
を

立
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、

同
じ
所
に
立
っ
て
み
る
と
、
な
る

ほ
ど
城
が
ビ
ル
の
間
に
、
手
の
平

に

乗

る

ほ

ど

の

大

き

さ

に

見

え

た
。 

 

そ
の
戦
い
の
様
子
が
、
佐
藤
浩

市
や
野
村
萬
斎
の
映
画
「
の
ぼ
う

の
城
」
に
な
っ
た
の
で
、
早
速
見

に
行
っ
た
。
城
と
そ
の
地
形
を
知

っ
て
い
た
の
で
、
と
て
も
面
白
か

っ
た
。 

 

行
田
市
駅
の
周
辺
は
、
一
面
緑

の
草
に
覆
わ
れ
た
大
小
の
古
墳
群

と
再
建
さ
れ
た
戦
国
時
代
の
忍
城

が
あ
り
、
と
て
も
見
ご
た
え
が
あ

っ
た
。
近
場
で
あ
の
よ
う
に
、
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
よ
う
な
感
覚

を
味
わ
え
る
と
は
思
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
い
い
思
い
出
に
な
っ

た
。 

  
 

 
 

 
 

（
編
集
委
員
） 
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あ
る
日
、
カ
レ
ッ
ジ
の
仲
間
と

会
食
し
た
時
、
鍋
料
理
が
出
て
来

ま
し
た
。
固
形
燃
料
に
火
が
つ
け

ら
れ
料
理
が
始
ま
り
ま
し
た
。
仲

間
の
１
人
が
金
属
で
出
来
た
平
ら

な
シ
ャ
モ
ジ
の
様
な
物
を
手
に
取

り
「
な
ん
だ
こ
れ
は
？
」
と
言
い

ま
し
た
。
私
は
「
固
形
燃
料
の
火

消
し
だ
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
ふ

と
、
若
い
頃
の
尾
瀬
の
あ
る
情
景

が
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

弟
と
２
人
が
山
小
屋
に
到
着
し

た
時
は
、
ド
シ
ャ
降
り
の
雨
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
炊
事
場
は
炊
飯

す
る
人
で
混
み
合
っ
て
い
ま
し
た

が
、
私
た
ち
は
持
参
の
石
油
コ
ン

ロ
で
料
理
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の

時
、
横
に
い
た
人
が
「
そ
ん
な
事

す
る
と
あ
ぶ
な
い
ぞ
！
」
と
怒
鳴

り
ま
し
た
。
ふ
と
隣
の
２
人
連
れ

を
見
る
と
、
メ
タ
（
缶
詰
の
固
形

燃
料
の
こ
と
）
に
蓋
を
し
て
靴
で

踏
ん
づ
け
て
い
ま
し
た
。
山
慣
れ

て
い
る
人
達
は
「
離
れ
ろ
！
」
と

怒
鳴
り
ま
し
た
が
、
当
の
２
人
は

キ
ョ
ト
ン
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
時
「
バ
ン
！
」
と
大
き
な
破
裂

音
が
し
て
火
が
噴
き
出
し
ま
し
た
。

そ
の
火
は
１
人
の
目
を
直
撃
し
た

よ
う
で
す
。
転
げ
回
っ
て
い
ま
し

た
。 

 

山
小
屋
の
人
が
そ
の
人
を
背
中

に
背
負
い
込
み
、
小
屋
の
人
３
人

と
け
が
人
の
仲
間
１
人
が
ロ
ー
プ

で
繋
が
り
出
発
し
ま
し
た
。
外
は

ド
シ
ャ
降
り
の
雨
で
木
道
が
流
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
問

題
の
メ
タ
は
黒
こ
げ
で
蓋
は
曲
が

っ
て
い
ま
し
た
。 

 

翌
日
は
よ
く
晴
れ
た
尾
瀬
日
和

で
流
さ
れ
た
木
道
に
注
意
し
な
が

ら
下
山
し
ま
し
た
。 

メ
タ
が
燃
え
る
青
い
炎
を
見
な

が
ら
あ
の
時
の
情
景
を
思
い
出
し

ま
し
た
。 

 

（
山
崎 

中
村 

庄
治
） 

    

 

  

   

我
が
家
の
家
計
担
当
は
、
サ
ン

デ
ー
毎
日
の
日
々
を
過
し
て
い
る

世
帯
主
の
私
で
あ
る
。
現
役
時
代

家
計
の
事
は
、
す
べ
て
妻
任
せ
だ

っ
た
。
時
間
も
無
か
っ
た
し
、
興

味
も
無
か
っ
た
か
ら
だ
。
妻
は
、

夕
食
後
毎
晩
机
に
向
か
っ
て
家
計

簿
に
記
入
し
て
い
た
。
年
明
け
に

は
、
１
年
分
の
収
支
を
纏
め
て
私

に
報
告
し
て
い
た
。
そ
れ
は
手
書

き
で
作
製
し
た
我
が
家
の
決
算
書

だ
っ
た
。 

現
役
を
引
退
す
る
少
し
前
に
、

エ
ク
セ
ル
で
日
々
の
家
計
収
支
を

入
力
す
る
表
を
作
製
し
、
妻
に
こ

れ
を
利
用
す
れ
ば
、
日
々
、
月
次
、

年
次
の
合
計
が
自
動
計
算
可
能
だ

と
提
案
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
妻
は

パ
ソ
コ
ン
の
苦
手
意
識
が
強
く
触

ろ
う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
で
遂
に

「
入
力
し
て
や
る
よ
」
と
言
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
運
の
尽
き
で

そ
れ
以
来
、
家
計
担
当
と
な
り
８

年
が
過
ぎ
た
。 

然
し
、
こ
れ
が
意
外
と
面
白
く

様
々
な
発
見
が
あ
っ
た
。
結
構
２

人
で
気
儘
に
外
食
を
し
て
い
た
が
、

思
っ
た
よ
り
食
費
は
安
い
事
、
逆

に
車
の
維
持
費
と
冠
婚
葬
祭
費
、

そ
し
て
税
金
は
高
額
で
あ
る
事
だ
。

特
に
車
は
、
２
台
所
有
し
て
い
る

故
も
あ
る
が
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し

た
方
が
安
上
が
り
だ
と
確
信
し
た
。

税
金
は
、
上
手
に
徴
収
さ
れ
て
い

る
。
「
お
上
は
賢
い
」
と
言
い
た

い
気
持
だ
。
家
計
簿
に
は
、
心
覚

え
も
記
入
し
て
お
り
、
パ
ソ
コ
ン

さ
え
開
け
ば
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
等

も
、
即
解
る
様
に
な
っ
て
い
る
。 

 

妻
は
「
貴
方
に
任
せ
て
お
け
ば

安
心
。
長
生
き
し
て
ね
」
と
趣
味

の
世
界
に
励
ん
で
い
る
。
私
が
料

理
を
作
れ
ば
「
良
く
出
来
て
い

る
」
と
世
辞
を
言
う
。
旨
く
、
煽お

だ

て
ら
れ
て
食
後
の
片
付
け
、
ゴ
ミ
、

庭
の
手
入
れ
、
自
治
会
、
確
定
申

告

等

が

私

の

担

当

と

な

っ

た

。

「
あ
り
が
と
う
、
助
か
る
わ
」
と

相
変
わ
ら
ず
、
上
手
に
使
わ
れ
て

い
る
次
第
。
日
日
是
好
日
と
は
、

こ
う
い
う
状
態
を
言
う
の
だ
ろ
う

か
？ 

 

（
藤
治
台 

福
島 

健
司
） 
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日
日
是
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梅
雨
特
有
の
蒸
し
暑
さ
が
続
く

６
月
の
と
あ
る
１
日
、
６
年
振
り

に
歌
舞
伎
座
を
訪
れ
た
。 

 

歌
舞
伎
座
は
３
月
に
新
し
い
建

物
が
完
成
し
、
早
く
も
東
京
の
新

名
所
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
連

日
大
盛
況
で
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
は

困
難
を
極
め
た
。
幸
い
に
も
午
前

の
部
が
手
に
入
り
、
よ
う
や
く
出

掛
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。 

 

新
し
い
歌
舞
伎
座
は
、
建
築
技

術
の
粋
を
集
め
た
堂
々
た
る
建
物

で
、
華
麗
で
重
厚
な
造
り
の
外
観

を
経
て
場
内
に
入
る
と
、
巨
大
な

空
間
が
舞
台
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、

正
に
「
歌
舞
伎
の
殿
堂
」
に
相
応

し
い
構
造
と
な
っ
て
い
た
。 

 

最
初
の
演
目
は
「
鞘
当
」
で
、

橋
之
助
・
勘
九
郎
の
渡
り
台
詞
が

響
く
な
か
、
歌
舞
伎
独
特
の
様
式

美
が
次
々
と
展
開
さ
れ
た
。
続
く

「
喜
撰
」
で
は
、
三
津
五
郎
に
よ

る
洒
脱
な
踊
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ

観
客
席
も
華
や
か
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
た
。
昼
食
休
憩
を
挟
み
最
後

の
演
目
は
「
俊
寛
」
で
、
近
松
門

左
衛
門
作
の
人
形
浄
瑠
璃
「
平
家

女
護
島
」
を
本
外
題
と
し
、
歌
舞

伎
で
の
上
演
頻
度
も
高
い
。
私
は

吉
右
衛
門
の
熱
演
に
魅
入
ら
れ
な

が
ら
、
６
年
前
に
観
た
兄
幸
四
郎

扮
す
る
「
俊
寛
」
を
思
い
起
こ
し
、

高
麗
屋
（
幸
四
郎
）
と
播
磨
屋

（
吉
右
衛
門
）
と
の
芸
風
の
違
い

を
心
か
ら
楽
し
ん
だ
。 

 

場
内
の
興
奮
と
感
動
が
醒
め
ぬ

ま
ま
午
前
の
部
は
終
了
し
た
。
登

場
す
る
役
者
の
真
摯
な
演
技
と
最

新
の
舞
台
機
構
と
が
相
俟
っ
て
素

晴
ら
し
い
歌
舞
伎
の
世
界
を
造
り

出
し
、
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し

た
幸
福
感
が
い
つ
ま
で
も
観
客
席

に
漂
っ
て
い
た
。 

 

歌
舞
伎
座
は
、
こ
れ
か
ら
も
日

本
人
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
ま
す

ま
す
存
在
感
を
高
め
て
い
く
こ
と

で
あ
ろ
う
。 

 

近
い
時
期
に
是
非
再
訪
し
た
い
。 

  
 

 

（
千
成 

堤 

源
太
郎
） 

   

   

里
山
や
遺
跡
散
策
の
昼
食
後
小

さ
な
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
で
風
景
を

我
流
で
た
ま
に
描
い
て
い
ま
し
た
。 

３
年
前
に
『
こ
う
ほ
う
佐
倉
』
に

水
彩
・
デ
ッ
サ
ン
初
心
者
と
い
う

文
を
み
つ
け
入
会
し
ま
し
た
。 

小
学
生
の
時
、
絵
具
、
筆
を
使

っ
た
様
な
記
憶
が
あ
る
程
度
で
す

べ
て
が
初
め
て
の
様
な
感
じ
で
し

た
。
里
山
の
緑
を
表
現
す
る
の
に

も
単
純
に
一
色
で
な
く
い
ろ
ん
な

ミ
ド
リ
の
色
が
多
々
あ
る
の
だ
な

と
認
識
し
ま
す
。
そ
の
色
彩
を
表

現
す
る
の
に
苦
労
し
ま
す
。
作
品

作
り
で
は
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
、

白
は
初
め
か
ら
残
す
、
濃
淡
を
強

く
意
識
し
描
い
て
い
く
。
光
と
影

の
場
合
、
影
を
濃
く
描
く
、
遠
近

法
で
は
奥
に
行
く
程
、
物
が
小
さ

く
、
距
離
は
短
く
、
近
く
は
大
き

く
、
濃
く
、
遠
く
は
小
さ
く
、
う

す
く
描
く
。 

絵
は
鑑
賞
す
る
物
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
自
分
が
絵
を
描
き
、
作

品
を
他
人
に
鑑
賞
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
事
は
私
に
と
り
、
ま
っ
た

く
別
世
界
の
話
で
あ
り
ま
し
た
。

目
に
映
っ
た
様
を
、
感
動
し
た
心

の
ま
ま
を
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
写

せ
た
ら
ど
ん
な
に
素
晴
し
い
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
が
、
か
な
り
む

ず
か
し
い
事
か
と
思
い
ま
す
。
先

生
か
ら
は
絵
は
本
人
が
描
い
た
枚

数
に
比
例
す
る
と
指
導
さ
れ
て
い

ま
す
。
何
枚
も
描
い
て
い
る
内
に

自
分
の
カ
ラ
ー
が
出
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。 

70
歳
、

80
歳
に
な
っ
て
も
健

康
で
絵
を
描
く
事
を
友
と
し
て
続

け
ら
れ
る
と
い
う
事
は
、
生
活
の

安
ら
ぎ
と
憩
い
の
源
と
な
る
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
マ
イ
ペ
ー

ス
で
続
け
て
行
く
の
み
で
す
。
な

か
な
か
思
う
様
に
描
け
な
い
と
思

い
ま
す
が
自
分
の
作
品
は
オ
ン
リ

ー
ワ
ン
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今

後
と
し
て
果
物
、
花
、
ビ
ン
等
の

静
物
は
も
ち
ろ
ん
、
国
内
外
を
旅

し
景
色
や
自
然
を
目
に
焼
け
つ
け

描
い
て
み
た
い
な
ぁ
と
思
っ
て
い

る
昨
今
で
す
。 

  
 

（
井
野 

安
保 

昌
浩
） 

歌
舞
伎
観
劇 

水
彩
に
つ
い
て 



－４－ 

 

２
０
２
０
年
、
東
京
五
輪
開
催

が
決
ま
っ
た
。
招
致
演
説
で
の
日

本
の
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
の
素
晴
ら
し

い
ス
ピ
ー
チ
が
特
に
印
象
に
残
っ

て
い
る
。
皇
室
を
は
じ
め
と
し
、

被
災
地
代
表
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー

ト
な
ど
多
彩
な
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
を

擁
し
、
少
し
大
げ
さ
な
ジ
ェ
ス
チ

ャ
ー
だ
が
表
現
力
豊
か
な
心
の
こ

も
っ
た
演
説
に
心
を
動
か
さ
れ
た

Ｉ
Ｏ
Ｃ
委
員
も
少
な
く
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
思
い
が

確
実
に
伝
わ
っ
た
結
果
だ
っ
た
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

 

テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
時
、
急
に

上
杉
鷹
山
と
い
う
名
が
浮
か
ん
だ
。 

 

ケ
ネ
デ
イ
大
統
領
が
日
本
人
記

者
団
と
の
会
見
中
「
あ
な
た
が
最

も
尊
敬
す
る
日
本
人
は
誰
で
す
か
」

と
質
問
さ
れ
た
時
、
即
座
に
「
そ

れ
は
ウ
エ
ス
ギ
ヨ
ウ
ザ
ン
で
す
」

と
答
え
た
。
逆
に
日
本
人
記
者
団

の
方
が
そ
の
人
物
を
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。 

 

ケ
ネ
デ
イ
は
、
日
本
の
政
治
家

と
し
て
、
国
民
の
幸
福
を
考
え
、 

 

民
主
的
な
政
治
を
行
い
日
常
生
活

も
文
字
通
り
一
汁
一
菜
、
木
綿
の

着
物
で
通
し
た
鷹
山
の
姿
に
自
分

の
理
想
の
姿
を
み
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

上
杉
藩
の
財
政
が
逼
迫
し
、
破

産
を
幕
府
に
申
告
す
る
過
程
で
、

鷹
山
は
踏
み
止
ま
り
財
政
の
立
て

直
し
を
図
っ
た
。 

 

藩
の
中
の
上
層
部
だ
け
で
な
く

全
藩
士
に
対
し
そ
の
力
を
結
集
し

て
欲
し
い
旨
問
い
か
け
、
協
力
を

要
請
し
再
建
に
取
組
み
成
功
し

た
。 

（
太
田 

誠
一
） 

 

７
年
後
の
東
京
五
輪
は
、
成
熟

都
市
と
し
て
、
派
手
さ
や
華
美
さ

で
な
く
垢
抜
け
た「
お
も
て
な
し
」

の
心
を
基
本
に
開
催
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
今
後
イ
ン
フ
ラ
整

備
も
進
み
、
経
済
波
及
効
果
の
倍

増
等
明
る
い
未
来
も
垣
間
見
ら

れ
る
。
こ
の
事
が
新
時
代
の
幕
開

け
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

今
後
と
も
、
生
き
方
や
体
験
談
、

未
来
へ
の
思
い
や
考
え
方
な
ど
多

く
の
投
稿
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

（
鵜
澤 

和
良
） 

11 月の黒板 
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