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怒
田
城
は
、
京
浜
急
行
の
京
急
久

里
浜
駅
か
ら
北
久
里
浜
方
面
へ
向
か

う
線
路
が
、
山
際
の
削
り
取
っ
た
土

手
に
さ
し
か
か
る
台
地
の
上
に
あ
り

ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
近
く
に
変
電

所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
変
電
所
を
建

て
る
と
き
の
工
事
や
線
路
を
敷
い
た

こ
と
か
ら
、
も
と
の
地
形
と
は
異
な

っ
た
姿
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
場
所
は
吉
井
の
城
山
と
呼
ば

れ
た
り
、
山
の
上
部
が
台
の
よ
う
に

平
ら
に
な
っ
て
い
る
た
め
台
崎
と
呼

ば
れ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
近
く

に
は
「
沼
田
」
と
か
「
舟
倉
」
と
い

う
地
名
も
残
っ
て
お
り
、
『
源
平
盛

衰
記
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
自
然
の
地
形
を
利
用
し

た
城
は
中
世
以
前
の
山
城

や
ま
じ
ろ

と
し
て
知

ら
れ
て
お
り
、
怒
田
城
は
、
近
く
の

佐
原
城
、
衣
笠
城
な
ど
と
と
も
に
、

平
安
時
代
末
期
に
三
浦
半
島
一
帯

を
治
め
て
い
た
三
浦
一
族
の
拠
点
と

な
る
代
表
的
な
城
の
ひ
と
つ
で
す
。 

 

こ
の
城
は
海
を
隔
て
て
安
房
に
近

い
こ
と
や
、
舟
の
倉
庫
を
意
味
す
る

「
舟
倉
」
な
ど
の
地
名
か
ら
三
浦
一

族
が
抱
え
て
い
た
「
水
軍
」
の
本
拠

地
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
怒
田
城
の
城
主

に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
は
じ
め
三
浦
大
介

お
お
す
け

義
明
の

弟
・
岡
崎
義
実

よ
し
ざ
ね

が
お
り
、
の
ち
に
義

実
が
平
塚
と
厚
木
の
中
間
に
位
置
す

る
岡
崎
城
に
移
っ
た
あ
と
、
杉
本
太

郎
義
宗
（
義
明
の
長
男
）
が
い
た
の

で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。  

 
 

 
 

＊ 

＊ 

＊ 
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
、
現

在
の
小
田
原
市
内
に
位
置
す
る
石
橋

山
の
合
戦
か
ら
三
日
後
の
八
月
二
十

六
日
、
衣
笠
城
は
畠
山
重
忠
や
河
越

か
わ
ご
え

重
頼

し
げ
よ
り

ら
平
家
の
軍
勢
に
攻
め
込
ま
れ

ま
す
。
し
か
し
三
浦
大
介
義
明
は
一

人
で
城
を
守
り
、
次
男
の
三
浦
義
澄

（
義
明
の
後
継
者
）
ら
を
怒
田
城
へ

逃
れ
さ
せ
ま
し
た
。 

 

こ
の
と
き
に
、
最
後
ま
で
名
誉
を

大
切
に
し
よ
う
と
す
る
義
明
と
、
現

実
を
重
く
見
た
孫
の
和
田
義
盛
の
好

対
照
な
意
見
が
『
源
平
盛
衰
記
』
に

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

義
明 

敵
は
必
ず
明
日
攻
め
て
来
る

だ
ろ
う
。
衣
笠
城
に
引
き
こ

も
っ
て
軍

い
く
さ

せ
よ
。 

義
盛 

衣
笠
は
馬
の
足
立
ち
よ
き
所

だ
か
ら
、
寄
り
手
の
た
め
に

都
合
が
い
い
。
す
ぐ
に
追
い

落
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
引
き

換
え
、怒
田
の
城
は
、三
方
、

石
山
が
高
く
、
馬
が
と
お
り

に
く
い
所
で
あ
る
。 

義
明 

怒
田
と
い
え
ば
わ
ず
か
の
土

地
に
す
ぎ
な
い
、
衣
笠
こ
そ

名
の
聞
こ
え
た
る
名
城
だ
。

三
浦
の
も
の
ど
も
は
、
衣
笠

に
引
き
こ
も
っ
て
散
々
に
戦

っ
て
討
ち
死
に
し
た
と
い
え

ば
、あ
あ
、天
下
の
名
城
だ
、

と
人
も
言
う
だ
ろ
う
。
怒
田

で
討
ち
死
に
と
い
え
ば
、
怒

田
と
は
ど
こ
だ
、
聞
い
た
こ

と
も
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の

は
面
目
な
い
。
恥
だ
。 

こ
う
し
た
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
も

つ
か
の
間
、
義
明
は
衣
笠
城
に
残
り

四
五
○
騎
で
防
戦
し
た
も
の
の
、
三

千
騎
と
も
い
わ
れ
る
平
家
の
大
軍
に

討
ち
と
ら
れ
、
城
は
陥
落
し
て
し
ま

い
ま
す
。 

 

義
明
の
命
令
で
怒
田
城
へ
逃
れ
た

義
澄
ら
三
浦
一
族
の
軍
勢
は
、
真
鶴

の
海
岸
か
ら
安
房
国
へ
脱
出
し
た
頼

朝
の
一
行
と
合
流
し
ま
す
。 

 

そ
の
後
、頼
朝
一
行
は
三
浦
義
澄

ら
の
先
導
に
よ
り
、房
総
半
島
を
北

上
し
て
い
き
ま
す
。
下
総
国

し
も
う
さ
の
く
に

（
千

葉
県
北
部
）
と
武
蔵
国

む
さ
し
の
く
に

の
境
に
あ
る

隅
田
川
を
渡
り
、南
下
し
て
相
模
国

さ
が
み
の
く
に

鎌
倉
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
途
中
、

衣
笠
城
を
攻
撃
し
た
畠
山
氏
や
江

戸
氏
、河
越
氏
ら
の
平
家
軍
を
従
え
、

最
終
的
に
は
三
万
も
の
大
軍
に
な

っ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

石
橋
山
の
合
戦
後
に
房
総
へ
敗

走
す
る
ま
で
に
残
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
ひ
と
つ
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

和
田
義
盛
は
、頼
朝
に
よ
る
全
国

支
配
が
成
功
し
た
ら
、自
分
に
武
士

の
最
高
の
地
位
を
与
え
て
欲
し
い

と
願
い
出
ま
し
た
。こ
れ
に
対
し
て
、

頼
朝
は
義
盛
の
願
い
を
約
束
し
た

と
い
い
ま
す
。
事
実
、
義
盛
は
鎌
倉

幕
府
で
将
軍
に
次
ぐ
重
職
で
あ
る

侍
所
の
筆
頭
（
別
当
）
に
な
り
ま
し
た
。 

（
芳
賀
久
雄
）
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平
安
時
代
の
末
期
、
二
十
年
に
わ
た
り
伊
豆
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
源
頼
朝
が
、

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
平
氏
討
伐
に
失
敗
し
て
安
房
国

あ
わ
の
く
に

へ
敗
走
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
こ
れ
に
従
っ
た
三
浦
一
族
の
居
城
「
怒
田
城
」
と
は
…
。 

 

★
参
考
文
献 

・
『
横
須
賀
こ
ど
も
風
土
記
』 

 
 
 
 

 
 

 

三浦半島城郭史より 

怒
田
城

城
」
靜
」 

 



 

 

 

●
『
近
世
浦
賀
畸
人
伝
』Ⅶ

● 
 

―
僧 
素
運

そ

う

ん

― 

素
運
は
東
浦
賀
に
あ
る
日
蓮
宗
・
東
耀

と
う
よ
う

山
顕
正
寺

け
ん
し
ょ
う
じ

の
十
五
代
目
の
住
職
で
法
号
を

日
輝
と
い
っ
た
。 

生
ま
れ
た
所
は
総
州
中
村
郷
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
中
村
郷
が
あ
っ
た
の
は
奈
良

時
代
の
話
で
あ
り
、
江
戸
時
代
は
匝
瑳

そ

う

さ

郡

中
村
で
、
現
在
は
成
田
空
港
に
近
い
千
葉

県
香
取
郡
多
古

た

こ

町
中
村
で
あ
ろ
う
。 

人
格
は
も
ち
ろ
ん
、
学
識
も
豊
か
で
日

蓮
宗
の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で

あ
っ
た
。 

幼
い
時
か
ら
法
華
経
を
学
ぼ
う
と
い
う

志
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
日
蓮
宗
の
六
大

本
山
の
一
つ
で
あ
る
中
山
（
現
千
葉
県
市

川
市
）
の
法
華
経
寺
で
戒
律
を
学
び
、
さ

ら
に
法
華
経
を
会
得
す
る
た
め
の
激
烈
を

極
め
る
苦
行
の
修
行
を
行
っ
た
。
そ
れ
で

い
て
、
周
囲
の
人
々
や
同
じ
宗
門
の
人
、

宗
旨
は
違
う
が
同
じ
よ
う
に
仏
門
に
身
を

置
く
人
た
ち
と
も
気
心
を
通
じ
合
う
、
豊

か
な
感
性
を
持
っ
て
い
た
。 

一
方
、
義
侠

ぎ
き
ょ
う

心
も
強
く
、
争
い
ご
と
が

あ
る
と
危
険
を
顧
み
ず
、
飛
び
込
ん
で
い

き
仲
裁
を
す
る
。
こ
う
し
た
行
動
に
皆
、

従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
肝
の
据
わ
っ

た
人
で
あ
る
と
賞
賛
し
た
。 

あ
る
年
、
一
念
発
起
す
る
こ
と
が
あ
っ

て
江
戸
へ
出
て
、
宗
門
の
弊
風

へ
い
ふ
う

を
た
だ
し
、

僧
侶
の
眼
を
開
か
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
病
気
に
な
り
、
浦
賀
へ

戻
り
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
享
年
四
十
九

才
で
あ
っ
た
。 

素
運
が
一
年
発
起
し
た
出
来
事
と
は
何

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
蜀
山
人

し
ょ
く
さ
ん
じ
ん

太
田

南
畝

な

ん

ぽ

が
著
し
た
『
一
話
一
言

い
ち
わ
い
ち
げ
ん

』に
江
戸
谷
中

や

な

か

の
日
蓮
宗
延
命
院
の
住
職
日
道
が
数
人
の

女
性
と
の
関
係
が
発
覚
し
て
、
死
刑
に
な

る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
日

道
の
単
独
で
は
な
く
、か
な
り
多
く
の
人
々

が
関
わ
っ
て
お
り
、
多
く
の
人
が
処
罰
さ

れ
た
。
こ
の
事
件
が
起
き
た
の
は
享
和
三

年
（
一
八
〇
三
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
う
し
た
宗
門
の
タ
ガ
の
緩
ん
だ
状
況
に

し
び
れ
を
切
ら
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。 

素
運
は
顕
正
寺
の
本
堂
を
再
建
し
た
こ

と
な
ど
の
功
績
か
ら
「
中
興
開
基
」
と
顕

正
寺
に
あ
る
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 

―
僧 

深
本

し
ん
ぽ
ん

― 

深
本
は
俗
名
を
半
五
郎
と
い
い
、
若
い

こ
ろ
袁
耽

え
ん
た
ん

［
中
国
の
東
晋
（
三
一
七
～
四

二
〇
）の
こ
ろ
に
活
躍
し
た
賭
博
の
名
人
］

に
あ
こ
が
れ
、
任
侠
豪
雄
の
世
界
で
は
知

ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
江
戸

屋
と
い
う
遊
廓
を
開
く
が
、
こ
こ
は
何
も

か
も
贅
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

あ
る
年
、
江
戸
で
遊
ん
で
い
る
と
何
か

前
世
か
ら
の
因
縁
で
あ
ろ
う
か
、
高
貴
な

僧
侶
の
教
え
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、「
歳
月

は
人
を
待
た
ず
、
人
の
死
は
思
っ
て
い
る

よ
り
早
く
来
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

江
戸
屋
半
五
郎
の
口
伝
に
、
『
浦
賀
奉

行
の
初
鹿
野

は

じ

か

の

伝
右
衛
門
が
市
中
を
視
察
し

て
い
る
と
き
、
極
め
て
華
美
で
大
き
な
建

物
を
眼
に
し
た
。
お
供
の
役
人
に
こ
の
建

物
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、「
洗
濯
屋
」
と
の

答
え
、「
洗
濯
屋
が
か
よ
う
な
華
美
で
あ
る

必
要
が
な
い
」
と
取
り
壊
し
が
命
ぜ
ら
れ

た
。』
と
あ
る
。
こ
の
事
件
か
ら
自
分
自
身

の
こ
と
や
仕
事
の
こ
と
な
ど
を
見
直
す
意

味
で
、
江
戸
へ
出
掛
け
、
そ
こ
で
高
僧
（
目

黒
・
祐
天
寺
の
六
世
祐
全
上
人
と
い
わ
れ

る
）
の
教
え
を
う
け
た
。
浦
賀
へ
戻
っ
て

来
る
と
勤
め
て
い
た
芸
妓
や
遊
女
た
ち
を

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
へ
帰
し
、
遊
廓
の
建
物

な
ど
は
売
却
し
て
お
金
に
換
え
、
所
縁
あ

る
人
に
世
俗
の
名
残
の
品
と
し
て
整
え
、

配
り
分
け
た
。
そ
し
て
、
自
分
は
僧
侶
に

な
る
た
め
の
準
備
を
し
て
、
京
都
の
黒
谷

の
金
戒
光
明
寺
で
剃
髪
し
、
墨
染
め
の
衣

を
ま
と
い
、
名
も
深
心

し
ん
し
ん

と
改
め
た
。 

（
次
号
に
続
く
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 ＊
義
侠
…
強
き
を
く
じ
き
弱
き
を
助
け
る
こ
と 

＊
弊
風
…
悪
い
風
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歴
史 

語
ら
い
座 

・ 

浦
賀 

四
十
三 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

 

河
口
湖
を
去
年
の
十
月
に
ス
タ
ー
ト
。
富
士
五
湖

や
忍
野
八
海
・
三
島
大
社
・
時
の

栖
す
み
か

・
駿
河
湾
・

白
糸
の
滝
・
樹
海
・
富
岳
風
穴
等
々
を
巡
り
、
今
年

の
九
月
に
河
口
湖
に
ゴ
ー
ル
。 

 

大
好
き
な
富
士
山
の
麓
を
月
に
一
回
14
～
20
キ

ロ
歩
き
、
12
か
月
か
け
て
一
周
し
ま
し
た
。
快
晴

に
恵
ま
れ
た
日
に
は
間
近
に
富
士
山
を
見
な
が
ら
、

雨
の
日
に
は
雨
具
を
着
た
集
団
の
長
い
列
で
す
。 

 

歩
き
始
め
た
頃
は
、
月
に
一
日
く
ら
い
は
と
気
楽

に
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
一
年
を
通
し
て
そ
の
一

日
に
合
わ
せ
る
の
は
予
想
以
上
に
大
変
で
、
河
口
湖

に
ゴ
ー
ル
し
た
時
は
爽
快
な
気
分
で
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
は
、
良
か
っ
た
と
こ
ろ
、
雲
が
多
く
て

富
士
山
が
見
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
快
晴
の
日
に
自

分
の
ペ
ー
ス
で
歩
い
て
み
よ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
。 

ま
だ
富
士
山
に
登
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、

こ
れ
を
ど
う
し
よ
う
か
と
思
案
中
。

考
え
て
い
る
う
ち
に
、
益
々
年
を
重
ね

て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
・
・
・ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
パ
イ
ン
の
恵
み
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