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7 Ichinomiya

の
大
砲
が
据
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
（
据
え

ら
れ
た
大
砲
は
七
門
と
の
伝
承
も
あ
る
）。

こ
の
う
ち
二
門
は
茂
原
市
立
美
術
館
・
郷

土
資
料
館
が
所
蔵
し
て
お
り
、
千
葉
県
の
指

定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

古
文
書
に
よ
れ
ば
砲
台
は
そ
れ
ぞ
れ
「
鱗

芝
口
」「
蓮
谷
口
」「
新
道
口
」「
古
道
口
」「
神

道
口
」と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、

こ
の
台
場
跡
は
町
の
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い

ま
す
。

現
在
跡
地
に
は
小
高
い
丘
に
昭
和
44
年

（
１
９
６
９
）
に
建
立
さ
れ
た
石
碑
が
建
つ

の
み
で
、
当
時
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯

一
、
小
字
に
「
台
場
」「
南
陣
所
」
な
ど
が

残
る
の
み
で
す
。

江
戸
時
代
末
期
、
通
称
「
鎖
国
」
体
制
下

の
日
本
の
沿
岸
部
に
は
外
国
船
が
頻
繁
に
来

航
し
て
お
り
、
房
総
半
島
沖
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

幕
府
内
部
で
も
要
職
を
つ
と
め
て
い
た
時

の
上
総
一
宮
藩
主
・
加
納
久ひ

さ

徴あ
き
ら（
詳
細
は
前

号
文
化
財
コ
ラ
ム
）
は
海
防
の
た
め
、
一
宮

海
岸
に
砲
台
を
建
設
し
ま
し
た
。

砲
台
は
５
ヶ
所
、天
保
15
年
（
１
８
４
４
）

に
完
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
１
門
ず
つ
口
径
６
・

５
セ
ン
チ
、
砲
身
１
５
４
セ
ン
チ
の
火
縄
式

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

小
さ
い
時
か
ら
勉
強
し
ま
し
た
が
、
音
読
し

て
暗
誦
す
る
の
が
基
本
で
し
た
。
暗
誦
と
い

う
と
、
創
造
性
が
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
実
は
作
文
能
力
を
高
め
る
た
め
に

大
変
有
効
な
方
法
で
あ
り
、
外
国
語
の
習
得

に
も
こ
の
上
な
く
有
効
な
の
で
す
。

長
く
外
国
語
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
経
験

か
ら
、外
国
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、

短
い
文
を
文
法
事
項
に
沿
っ
て
た
く
さ
ん
音

読
・
暗
誦
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
事
だ
と
実
感

し
ま
し
た
。そ
の
上
で
短
い
論
説
文
に
進
み
、

音
読
・
暗
誦
し
続
け
、
次
に
は
、
暗
誦
し
た

も
の
を
使
っ
て
、
現
実
に
会
話
を
す
る
練
習

が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
音
読
か
ら
暗
誦
ま

で
い
け
れ
ば
、
会
話
の
機
会
さ
え
得
ら
れ
れ

ば
容
易
に
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

近
代
の
集
団
教
育
の
中
で
、
音
読
は
黙
読

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
し
た
。
黙
読
よ
り
読

書
速
度
が
遅
い
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
現
代
の
社
会
で
は
、
電
車
の
中

な
ど
で
大
き
な
声
で
音
読
す
る
の
は
は
ば
か

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
皆
様
の
お
宅
で
は
い

く
ら
声
を
出
し
て
読
ん
で
も
問
題
な
し
で

す
。
皆
様
も
本
を
音
読
し
て
、
そ
の
味
わ
い

を
確
か
め
て
ご
覧
に
な
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

私
は
読
書
の
際
に
は
、
音
読
す
る
こ
と
を

習
慣
に
し
て
い
ま
す
。今
は
読
書
と
い
う
と
、

黙
読
し
か
な
い
よ
う
で
す
が
、
私
は
黙
読
よ

り
音
読
の
方
が
す
ぐ
れ
た
読
書
法
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ま
ず
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
音

読
は
、
漢
字
や
英
語
の
単
語
で
も
、
発
音
を

わ
き
ま
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
か
ら
な

い
言
葉
が
多
く
あ
る
と
、
調
べ
る
の
が
大
変

で
す
が
、
古
い
本
に
は
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る

こ
と
も
多
く
、
助
け
ら
れ
ま
す
。
こ
と
ば
は

自
分
の
口
に
出
し
て
何
度
も
発
音
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
も
の
と
な
り
ま
す
の
で
、
音
読

す
る
こ
と
は
そ
の
こ
と
ば
を
自
分
の
も
の
に

す
る
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
音
読
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
集
中
力

も
増
し
、
眠
く
な
ら
な
い
と
い
う
効
果
も
あ

り
ま
す
。
若
い
頃
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
書
等
に
挑
も
う
と
し
ま
し
た
が
、
黙
読

だ
と
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
す

ぐ
に
眠
く
な
っ
て
読
み
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
音
読
し
て
み
る
と
、
最
後
ま

で
読
破
で
き
て
、
内
容
も
大
体
見
当
が
つ
き

ま
し
た
。
歯
ご
た
え
あ
る
本
を
読
む
と
き
、

音
読
は
最
適
で
す
。

実
は
、
音
読
は
、
近
代
以
前
の
学
習
方
法

と
し
て
は
標
準
的
な
も
の
で
し
た
。
中
国
で

は
、
科
挙
を
受
け
る
た
め
に
、
四
書
五
経
を No.21

一宮町長
馬淵 昌也

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「一
宮
町
の
文
化
財
⑫
」

加
納
藩
台
場
跡

▲ 加納藩台場跡石碑（昭和 44年建立）

▲ 現在の台場付近


