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「
大
手
」
と
は
、
城
の
正
面
玄
関

の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
「
追お
う
て手
」

と
表
記
さ
れ
、
島
原
城
は
、
東
向
き

に
大
手
門
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
通
常
、
大
手
の
内
側
は
「
大
手
枡ま
す

形が
た

」
ま
た
は
「
枡
形
」
と
呼
ば
れ
る

空
間
が
存
在
し
ま
す
。

　
現
在
、
島
原
城
の
大
手
枡
形
は
、

島
原
裁
判
所
の
敷
地
と
な
り
、
周
囲

の
石
垣
が
当
時
の
名
残
を
伝
え
て
い

ま
す
。

　
絵
図
を
見
る
と
、
島
原
城
の
大
手

枡
形
は
、
外
郭
線
の
南
側
に
飛
び
出

し
た
「
外
枡
形
」
の
縄
張
で
、
こ
の

よ
う
な
形
状
は
一
見
す
る
と
三
方
向

か
ら
集
中
攻
撃
を
受
け
て
し
ま
い
そ

う
で
す
が
、
城
外
ま
で
含
め
て
考
え

る
と
大
手
の
東
は
海
、
南
は
大
手
川

が
流
れ
、
敵
が
自
由
に
動
け
る
空
間

は
そ
れ
ほ
ど
広
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
手
の
西
側
と
東
側
は
外
郭
か
ら

敵
の
側
面
を
攻
撃
（
横
矢
掛が
か

り
）
で

き
、
東
側
は
さ
ら
に
門
の
外
に
柵
を

築
い
て
敵
の
動
き
を
制
限
し
て
い
ま

す
。

　
南
側
は
横
矢
が
掛
け
ら
れ
ず
苦
戦

し
そ
う
で
す
が
、
櫓
を
築
き
、
大
手

川
を
堀
と
す
る
こ
と
で
、
弱
点
を

補
っ
て
い
ま
す
。

　
松
倉
重
政
公
は
、
自
然
の
地
形
も

巧
み
に
利
用
し
た
縄
張
で
島
原
城
を

築
城
し
た
の
で
す
。

ー
　
島
原
城
の
大
手
　
ー

　
今
回
、
紹
介
す
る
の
は
美
し
い
二に

こ胡
の

音
色
を
奏
で
る
「
二
胡
の
会
」
の
皆
さ
ん

で
す
。

　
二
胡
は
中
国
を
代
表
す
る
民
族
楽
器
で
、

二
本
の
弦
の
間
に
弓
を
挟
み
、
左
右
に
動

か
し
な
が
ら
音
が
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
こ
の
会
は
、
平
成
14
年
か
ら
活
動
を
開

始
し
、
現
在
18
人
が
毎
週
１
回
、
田
中
麗

子
さ
ん
の
指
導
の
も
と
練
習
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
主
な
活
動
と
し
て
、
文
化
祭
や
老
人
施

設
で
の
演
奏
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
二
胡

が
奏
で
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
多
く
の
人
の
心

を
引
き
つ
け
、
好
評
を
得
て
い
る
そ
う
で

す
。

　
会
の
代
表
の
坂
本
て
い
子
さ
ん
は
「
き

れ
い
な
音
色
が
出
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
指
を
動
か
し
、
頭
の
体
操
に
も
な
り

ま
す
よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
会
員
に
話
を
伺
う
と
「
仲
間
が

増
え
、
一
緒
に
演
奏
が
で
き
、
と
て
も
楽

し
い
で
す
よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
会
で
は
、
年
齢
・
男
女
問
わ
ず
会
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
見
学
だ
け
で

も
気
軽
に
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
い
と
の
こ

と
で
し
た
。

　
新
生
活
が
始
ま
る
こ
の
季
節
、
新
し
い

趣
味
を
始
め
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　
詳
し
く
は
、
坂
本
て
い
子
さ
ん
（
☎
�

０
１
１
７
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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二胡の会

二胡（２本の弦の間に弓を挟みます）


