
籠
城
戦
は
、
悲
惨
で
耐
え
難
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
次
の
女
性
た
ち
の
記
録
か
ら
伺
え
ま
す
。

山
川
操
子
『
十
七
歳
に
て
会
津
籠
城
中
に
実
験
せ

し
苦
心
』
（
山
川
健
次
郎
の
姉
）
「
明
治
天
皇
フ
ラ

ン
ス
語
通
訳
」
か
ら

銃
も
環
の
つ
い
た
旧
式
の
も
の
で
、
環
の
つ
い
た

銃
さ
え
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
く
昔
風
の
火
縄

銃
を
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。

米
俵
か
ら
お
湯
の
中
へ
ざ
あ
と
あ
け
て
、
そ
れ
を

た
だ
掻
き
ま
わ
す
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
そ
の

後
）
道
明
寺
粉
（
粥
）
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

何
年
間
貯
え
て
あ
っ
た
か
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
ふ
る
い
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
裸
虫
の
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ

ん
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
一
つ
一
つ
つ
ま

み
出
し
て
捨
て
て
は
食
べ
ま
し
た
。

母
は
、
お
姫
様
が
自
害
を
あ
そ
ば
し
た
ら
、
す
ぐ

に
二
人
の
妹
を
刺
殺
し
て
自
分
も
死
ぬ
覚
悟
で
お
り

ま
し
た
そ
う
で
す
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
城
に
火
を
か

け
る
つ
も
り
で
、
薪
を
た
く
さ
ん
籠
に
入
れ
て
用
意

し
て
お
き
ま
し
た
。

開
城
に
な
っ
て
、
城
の
外
へ
出
て
み
ま
す
と
、
河

に
は
死
骸
が
流
れ
て
い
る
。
首
が
落
ち
て
い
る
。
血

が
流
れ
て
い
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
有
様
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
（
開
城
後
）
私
ど
も
は
皆
、
在
方
へ
お
預
け

に
な
り
ま
し
た
。

主
君
の
た
め
に
は
水
火
を
も
辞
さ
ぬ
と
い
う
忠
義

の
心
か
ら
出
た
戦
で
ご
ざ
い
ま
す
。

酒
井
た
か
こ
『
籠
城
中
の
思
ひ
出
』
よ
り

九
月
十
四
日
、
御
時
計
の
間(

本
丸
の
中
央
部)

で

あ
っ
た
か
、
そ
こ
へ
砲
弾
片
が
飛
ん
で
来
て
、
ま
づ

私
の
母
の
後
頭
部
に
入
り
、
髪
ま
じ
り
の
脳
味
噌
が
、

そ
の
間
一
杯
に
散
り
、
次
に
高
木
様
の
奥
様
の
後
頭

部
を
も
ぎ
取
り
、
大
河
原
源
八
の
女
の
胸
に
も
入
り

ま
し
た
。

負
傷
者
の
加
わ
る
に
、
繃
帯
の
不
足
を
生
じ
た
の

で
、
大
書
院
の
縁
の
下
に
捨
て
た
血
や
膿
の
つ
い
た

繃
帯
を
御
馬
場
で
大
桶
に
水
を
汲
ん
で
、
足
で
踏
ん

で
洗
う
こ
と
は
、
大
変
難
渋
の
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。

山
本
八
重
子
『
男
装
し
て
会
津
城
に
入
り
た
る
当

時
の
苦
心
』
よ
り

私
は
着
物
も
す
べ
て
男
装
し
て
、
麻
の
草
履
を
履

き
、
両
刀
を
た
ば
さ
ん
で
、
元
籠
七
連
発
銃(

ス
ペ
ン

サ
ー
銃
、
重
さ
三.

八
五
キ
ロ)

を
肩
に
担
い
で
ま
い

り
ま
し
た
。
両
刀
と
鉄
砲
と
草
履
と
は
当
時
の
形
見

で
ご
ざ
い
ま
す
。

御
婦
人
な
ど
は
、
白
無
垢
に
生
々
し
い
血
潮
の

滴
っ
て
い
る
の
を
着
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

女
の
役
目
は
、
兵
糧
を
炊
く
こ
と
、
弾
丸
を
作
る

(

一
日
一
万
発
を
作
り
ま
し
た)

こ
と
、
負
傷
者
の
看

護
す
る
こ
と
の
三
つ
。

一
番
心
配
で
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
は
、
厠
に

入
っ
て
い
る
時
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
し
厠
に
入
っ

て
お
り
ま
す
時
、
最
後
を
遂
げ
ま
し
た
時
は
、
婦
人

と
し
て
最
も
恥
ず
べ
き
醜
態
を
曝
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

水
の
中
に
落
ち
た
御
飯
も
捨
て
る
ど
こ
ろ
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
後
で
お
粥
に
し
て
負
傷
者
に

た
べ
さ
せ
ま
し
た
。
黒
く
焦
げ
た
と
こ
ろ
や
、
土
に

落
ち
て
兵
糧
に
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
、
私
ど
も
女
た
ち

が
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

九
月
十
四
日
、
一
日
に
一
二
〇
八
発
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
音
が
聞
こ
え
る
と
黒
い
点
を
打
っ

て
、
数
え
た
の
だ
そ
う
で
す
。
昼
夜
を
と
お
し
て
は

二
五
〇
〇
有
余
発(

本
乗
丸
月
見
櫓
で
数
え
る)

を
算

し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

（
晩
、
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
）
寝
て
い
る
と

思
っ
た
の
は
、
死
ん
で
い
る
の
で
、
戦
死
者
の
死
骸

の
置
場
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
仮
に
廊
下
に
並
べ

て
お
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

御時計の間
大広間・大書院

道明寺粉を入れていた「干飯（ほしい）櫓」

女
性
た
ち
の
籠
城
戦

籠
城
戦
の
最
中
、
城
内
か
ら
「唐
人
凧

が
揚
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
来

凧
は
、
喧
嘩
凧
で
、
春
に
挙
げ
た
も
の

で
す
。
こ
の
凧
を
見
た
会
津
藩
士
は
、

勇
気
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
」
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