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め　

に

数
多
あ
る
戦
国
武
将
の
肖
像
画
の
中
で
も
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
徳
川
家
康
三

方
ケ
原
戦
役
画
像
」（
以
下
、「
本
図
」
と
略
称
す
る
）（
挿
図
1
）は
、
極
め
て
特
異
な
作
品
で

あ
る
。
画
像
は
個
人
、
あ
る
い
は
故
人
を
顕
彰
・
追
悼
・
礼
拝
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
製
作
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
図
像
は
自
ず
と
そ
の
目
的
に
相
応
し
い
威
儀
を
正
し
た
姿

態
に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
本
図
の
家
康
は
、
顔
を
顰
め
憔
悴
し
た
よ
う
な
面
持
ち
の

様
に
描
か
れ
て
お
り
、い
つ
誰
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
「
顰
み
像
」

と
い
う
別
名
ま
で
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
異
様
な
容
貌
・
姿
態
と
な
っ
て
い
る
。
本
図
は

三
方
ケ
原
合
戦
敗
戦
直
後
に
描
か
れ
た
と
す
る
由
来
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
異
様
な

容
貌
・
姿
態
も
ま
た
由
来
に
基
づ
く
必
然
の
図
様
と
し
て
理
解
さ
れ
、
か
つ
家
康
の
人

挿図1　徳川家康三方ケ原戦役画像

香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図9　選外佳作　原田恒三郎　透視図

図10　選外佳作　宮崎光二郎　透視図

図11　選外佳作　長砂松三郎　透視図
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間
性
を
表
す
格
好
の
素
材
と
し
て
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
家
康
の
人
間
性
と
は
、
本
図
を
描
か
せ
た
動
機
が
賞
賛
す
べ
き
教
訓

性
を
含
み
、
天
下
人
と
な
る
に
相
応
し
い
資
質
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
す
な

わ
ち
、
本
図
は
元
亀
三
年（
一
五
七
二
）十
二
月
二
十
二
日
に
、
現
在
の
静
岡
県
浜
松
市

北
区
に
あ
る
三
方
ケ
原
台
地
で
行
わ
れ
た
武
田
信
玄
と
の
戦
い
で
大
敗
を
喫
し
た
家
康

が
、
居
城
の
浜
松
城
へ
逃
げ
帰
っ
た
直
後
に
、
家
臣
の
忠
告
を
聞
か
ず
に
出
陣
し
多
く

の
部
下
を
失
っ
た
己
の
慢
心
を
戒
め
る
た
め
、
そ
の
惨
め
な
姿
を
絵
師
に
描
か
せ
、
座

右
に
お
い
て
そ
の
後
の
訓
戒
と
し
た
、
と
い
う
人
間
味
あ
ふ
れ
る
逸
話
で
あ
る
。

「
慢
心
を
戒
め
る
」
と
い
う
自
律
性
と
、
わ
ざ
わ
ざ
惨
め
な
姿
を
形
に
残
す
と
い
う
自

虐
性
は
、
現
代
人
の
共
感
を
呼
び
、
本
図
は
歴
史
書
の
み
な
ら
ず
事
業
家
の
要
諦
に
も

通
じ
る
と
し
て
、
経
済
誌
な
ど
様
々
な
分
野
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
広
く
周
知
さ
れ
た
画

像
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
日
本
で
最
も
著
名
な
画
像
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
在
徳
川
美
術
館
に
お
い
て
は
、
そ
の
描
法
な
ど
か
ら
元

亀
三
年
当
時
に
描
か
れ
た
作
品
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
・
十
七
世
紀
頃
の
作
品
と
み
な

し
て
い
る
た
め
、
由
来
と
製
作
年
代
と
の
間
に
隔
た
り
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
隔
た
り

を
好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
本
図
は
元
亀
三
年
製
作
の
原
図
を
基
に
し
た
後
世
の

写
本
と
い
う
解
釈
と
な
る
。
家
康
座
右
の
作
品
は
本
来
徳
川
将
軍
家
周
辺
に
伝
来
す
べ

き
で
あ
り
、
家
康
の
遺
品
と
し
て
譲
ら
れ
た
と
い
う
記
録
も
無
い
中
、
分
家
で
あ
る
尾

張
徳
川
家
に
伝
来
し
て
い
る
明
白
な
理
由
を
見
い
だ
せ
な
い
。
も
し
本
図
が
写
本
で
あ

る
な
ら
ば
、
史
料
的
根
拠
が
無
く
と
も
、
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
す
る
理
由
付
け
と
し
て

は
一
応
の
つ
じ
つ
ま
は
合
う
。
ゆ
え
に
、
原
本
は
失
わ
れ
た
が
写
本
が
分
家
に
伝
存
し

て
い
る
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
解
釈
の
ま
ま
今
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
由
来
と
製
作
年
代
の
隔
た
り
に
留
ま
ら
ず
、
由
来
そ
の
も

の
の
真
偽
、
す
な
わ
ち
史
料
的
根
拠
も
ま
た
不
明
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
従
来
、
こ
の

問
題
は
尾
張
徳
川
家
の
口
伝
に
よ
る
、
と
い
う
理
解
で
処
理
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代

以
来
の
什
宝
を
諸
記
録
と
共
に
散
逸
さ
せ
る
こ
と
な
く
継
承
し
て
き
た
尾
張
徳
川
家
ゆ

え
に
、
口
伝
も
ま
た
充
分
な
史
料
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
自
体
は
決
し
て
間
違
っ
て
は

い
な
い
。
実
際
に
具
体
的
記
録
は
無
い
が
、
家
風
・
年
中
行
事
・
道
具
の
取
り
扱
い
な

ど
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
が
口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
客
観
性
・
記
録
性
を

担
保
で
き
な
い
も
の
の
、
口
伝
は
大
名
文
化
の
資
質
を
伝
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
史

料
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
図
の
由
来
も
そ
の
一
つ
と
す
る
な

ら
ば
、
検
証
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
家
の
口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
た
由
緒
と
位
置
づ
け

る
こ
と
で
、
歴
史
の
継
承
形
態
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
の
口
伝
の
発
祥
が
い
つ
の
時
点
ま
で
遡
れ
る

か
、
口
伝
よ
り
派
生
し
た
二
次
史
料
が
存
在
す
る
の
か
否
か
を
、
ど
の
程
度
ま
で
検
証

で
き
る
か
で
あ
る
。
本
稿
は
ま
ず
こ
の
口
伝
成
立
の
背
景
と
継
承
経
緯
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
上
で
本
図
の
史
料
性
を
改
め
て
検
証
し
た
い
と
考
え
る

が
、
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
と
関
連
づ
け
る
根
拠
は
存
在

し
て
い
な
い
。
口
伝
も
ま
た
そ
れ
ほ
ど
古
い
来
歴
が
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
つ
ま
り
、
本
図
は
「
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
史
料
的
根
拠
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
し
た
検
証
経
過
を
報
告
す
る
と
も
に
、
従
前
の
見

解
を
見
直
し
た
上
で
本
図
の
図
様
に
関
す
る
見
解
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿

は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
に
徳
川
美
術
館
で
行
っ
た
夏
期
講
座
「
徳
川
家
康
」

に
お
い
て
、「
徳
川
家
康
の
肖
像
─
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎
─
」
と
題
し
て
発

表
し
た
内
容
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
は
充
分
に
説
明
し
き
れ
な
か
っ
た
図
様

解
釈
に
つ
い
て
、
先
学
の
見
解
を
踏
ま
え
て
提
示
し
た
い
と
考
え
る
。
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一　

本
図
の
形
態
と
由
緒

本
図
の
現
状
は
絹
本
著
色
の
掛
軸
装
と
な
っ
て
お
り
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
台
帳
で

は
本
紙
縦
一
尺
二
寸
四
分
五
厘（
三
七
・
八
糎
）、
本
紙
横
七
寸
一
分
八
厘（
二
一
・
八
糎
）、

表
装
縦
三
尺
五
寸
一
分（
一
〇
六
・
五
糎
）、
表
装
横
一
尺
五
分
五
厘（
三
二
・
〇
糎
）と
記

録
さ
れ
て
い
る
。
表
装
の
上
下
は
茶
地
絓
、
中
廻
は
紺
地
唐
草
文
金
襴
、
風
袋
及
び
一

文
字
は
白
茶
地
宝
尽
文
金
襴
で
、
軸
は
黒
塗
撥
型
で
あ
る
。
平
成
五
年（
一
九
九
三
）に

岡
墨
光
堂
で
修
理
を
行
い
、
旧
裏
打
紙
の
除
去
・
美
栖
紙
に
よ
る
増
裏
打
ち
、
宇
陀
紙

に
よ
る
総
裏
打
ち
、
本
紙
欠
失
部
分
の
補
絹
と
補
彩
、
軸
木
・
発
装
・
啄
木
糸
の
新
調

等
を
行
っ
た
。
こ
の
際
、
桐
太
巻
と
し
た
こ
と
で
、
現
在
は
新
調
の
桐
箱
に
収
納
さ
れ

て
い
る
が
、
元
は
「
神
君
御
影
」
と
金
泥
書
き
さ
れ
た
黒
塗
印
籠
蓋
造
の
内
箱
と
、
溜

塗（
台
帳
記
録
で
は「
掻
合
塗
」）葵
紋
付
印
籠
蓋
造
の
外
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た（
挿
図
2
）。

描
か
れ
た
像
主
は
、
通
常
の
武
将
画
像

と
は
趣
を
異
に
す
る
。
像
主
は
正
面
を
向

き
、
脚
部
の
高
い
香
炉
台
の
様
な
形
状
の

椅
子
に
腰
掛
け
、
頬
に
左
手
を
あ
て
、
左

足
を
右
足
の
上
に
置
く
半
跏
の
如
き
姿
で

あ
る
。
茶
地
の
鎧
直
垂
を
着
し
、
両
足
に

は
脛
当
を
付
け
て
藁
草
履
を
履
き
、
左
手

の
み
に
籠
手
を
着
用
し
両
手
に
弓
懸
を
は

め
て
い
る
。
ま
た
、
烏
帽
子
を
被
り
、
黒

塗
金
覆
輪
の
太
刀
拵
と
朱
塗
で
鮫
皮
柄
巻

の
合
口
拵
を
帯
び
る
な
ど
、
戦
場
往
来
の

姿
に
見
え
る
。
特
に
異
様
と
す
る
の
は
像
主
の
容
貌
で
、
白
い
上
前
歯
で
下
唇
を
噛
む

口
元
の
描
写
や
、
眼
窩
上
部
と
頬
骨
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
眼
が
窪
み
頬
が
こ
け

た
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
像
主
の
特
徴
を
表
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
特
殊
な
状
況

下
に
あ
る
姿
を
写
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
描
写
を
、
敗
戦
直
後
の
や
つ
れ
た

容
貌
と
解
釈
す
る
の
に
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
図
に
は
賛
な
ど
の
一
切
の
文
字
情
報
は
無
く
、
作
者
の
落
款
も
無
い
。

元
亀
三
年
当
時
、
三
十
一
歳
だ
っ
た
家
康
の
年
齢
よ
り
か
な
り
老
け
た
容
貌
に
見
え
、

東
照
大
権
現
像
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
家
康
の
膨
よ
か
な
容
貌
と
も
相
違
す

る
。
他
の
画
像
に
描
か
れ
た
容
貌
と
の
相
似
性
か
ら
言
え
ば
、
家
康
よ
り
は
豊
臣
秀
吉

に
近
い
た
め
、
本
当
に
家
康
の
画
像
な
の
か
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
疑
義
が
持
た
れ
て

い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

本
図
の
由
緒
に
対
し
て
初
め
に
異
論
を
提
示
し
た
の
は
、
藤
本
正
行
氏
で
あ
る
。
藤

本
氏
は
風
俗
面
か
ら
の
検
証
を
行
い
、
烏
帽
子
を
被
り
直
垂
を
着
し
、
籠
手
を
左
手
だ

け
に
は
め
る
の
は
「
超
古
典
的
な
武
装
で
、
元
亀
・
天
正
頃
に
は
絶
対
に
み
ら
れ
ぬ
」

と
断
じ
、
十
二
月
末
の
寒
風
を
つ
い
て
行
わ
れ
た
合
戦
な
の
に
素
足
に
草
鞋
は
不
自
然

で
、
本
来
な
ら
ば
革
足
袋
を
履
い
て
い
た
と
す
る
。
仮
に
三
方
ケ
原
合
戦
直
後
に
描
か

せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
風
俗
の
考
証
に
は
特
に
念
を
入
れ
、
そ
の
日
の
悲
惨
な
姿
を

再
現
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
は
ず
」
で
あ
る
の
に
、
描
か
れ
た
姿
は
「
三
方
原
合
戦
に

お
け
る
武
装
と
は
、
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、
合
戦
直
後

に
描
い
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
現
在
徳
川
美
術
館
に
伝
わ
る
本
図
は
、

仮
に
原
本
を
忠
実
に
模
し
た
写
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
本
自
体
が
厳
密
な
風
俗
考

証
の
上
で
描
か
れ
た
画
像
で
は
無
い
と
し
、
家
康
が
合
戦
直
後
に
命
じ
て
描
か
せ
た
と

い
う
由
緒
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
上
で
藤
本
氏
は
本
図
を
「
は
る
か
後
に
、
子
孫
へ
の
訓
戒
の
た
め
に
描
か
せ
た

（
1
）

挿図2　元内箱（左）と元外箱（右）
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と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、（
中
略
）家
康
没
後
、
彼
を
追
慕
す
る
誰
か
が
描
か
せ
た
方
が

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。」
と
し
、「
こ
れ
が
仏
像
に
よ
く
見
ら
れ
る
半
跏
思
惟
の
姿
で
描
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
礼
拝
の
た
め
に
描
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。」
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
本
図
が
あ
く
ま
で
も
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
と

い
う
前
提
に
あ
る
中
で
の
見
解
で
あ
る
た
め
、
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
で
は
無
い
と
ま
で

断
言
し
て
い
な
い
も
の
の
、
伝
承
さ
れ
る
由
緒
を
半
ば
否
定
し
、
何
ら
か
の
礼
拝
像
と

す
る
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
傾
聴
に
値
す
る
。

つ
ま
り
、
本
図
は
、
由
緒
の
根
拠
ば
か
り
で
な
く
、
風
俗
考
証
の
面
か
ら
推
定
さ
れ

る
描
か
れ
た
時
期
に
対
し
て
も
疑
義
が
も
た
れ
る
画
像
で
あ
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
関

わ
り
あ
る
画
像
で
あ
る
か
否
か
を
含
め
て
、
根
本
的
に
本
図
を
検
証
し
直
す
必
要
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

二　

三
方
ケ
原
合
戦
の
記
録

由
緒
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
三
方
ケ
原
合
戦
自
体
の
記
録
を
再
検
証
す
る
必
要

が
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
三
方
ケ
原
合
戦
の
史
的
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い

た
め
、
合
戦
の
経
過
や
歴
史
的
意
義
に
関
す
る
検
証
は
割
愛
す
る
こ
と
を
予
め
ご
了
解

願
い
た
い
。
一
般
的
に
説
明
さ
れ
る
三
方
ケ
原
合
戦
と
は
、
武
田
信
玄
の
遠
江
国
侵
攻

に
よ
り
、
浜
松
北
方
の
三
方
ケ
原
台
地
付
近
に
お
い
て
、
家
康
勢
及
び
織
田
信
長
の
援

軍
が
武
田
勢
と
衝
突
し
、
家
康
側
が
大
敗
を
喫
し
た
合
戦
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
代

の
史
料
が
乏
し
い
た
め
、
合
戦
が
行
わ
れ
た
場
所
や
、
信
玄
に
よ
る
徳
川
領
侵
犯
の
意

図
な
ど
諸
説
あ
っ
て
合
戦
の
実
像
は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
中
で
一
人
歩
き
し
て
い

る
の
が
、
合
戦
直
前
に
家
康
が
「
慢
心
」
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。

推
定
さ
れ
る
武
田
勢
の
兵
力
は
二
万
五
千
人
、
こ
れ
に
対
し
て
家
康
勢
は
、
織
田
方

の
援
軍
を
入
れ
て
も
一
万
一
千
人
程
度（
家
康
勢
は
八
千
人
程
度
）で
あ
る
た
め
、
兵
力
の

上
で
は
圧
倒
的
に
不
利
な
状
況
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
通
常
考
え
ら
れ
る
戦
略
と

し
て
、
居
城
の
浜
松
城
に
籠
城
し
て
武
田
勢
を
迎
え
討
つ
と
こ
ろ
、
予
想
に
反
し
て
武

田
勢
は
浜
松
を
素
通
り
す
る
行
軍
を
始
め
た
た
め
、
領
地
を
蹂
躙
さ
れ
て
ま
で
城
に
籠

も
る
こ
と
を
武
門
の
恥
と
し
た
家
康
は
、
家
臣
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
出
陣
し
、
逆
に

武
田
勢
の
待
ち
伏
せ
に
遭
っ
て
自
ら
も
戦
死
し
か
ね
な
い
程
の
大
敗
を
喫
し
た
と
い
う

あ
ら
す
じ
に
付
随
し
て
、
こ
の
「
慢
心
」
の
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
若
輩
の

家
康
が
、
老
練
な
信
玄
の
術
中
に
は
ま
り
、
累
代
の
家
臣
を
数
多
く
討
死
さ
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
康
は
こ
の
敗
戦
を
以
後
の
教
訓
と
し
、
逆
に
信
玄
の
戦
略
を
学

ん
で
、
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
筋
立
て
と
な
る
。
こ
の
成
功
譚
は
、「
慢
心
」

の
戒
め
の
上
に
成
り
立
つ
話
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
真
実
味
を
も
っ
て
広
く
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
限
ら
ず
、
現
在
我
々
が
認
識
す
る
戦
国
合
戦
に
関
わ
る

逸
話
は
、
何
か
一
つ
の
史
書
で
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
以
降
の
様
々
な
出
版
物
や
、
芸
能
分
野
な
ど
に
お
い
て
語
り
継
が
れ
た
話
が
、
総
合

さ
れ
て
一
つ
の
筋
立
て
に
な
り
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
の
軍
記
物
や
、
講
談
・
講
釈
の
類
に
お
い
て
も
付
加
さ
れ
る
話

が
多
分
に
あ
る
た
め
、
史
実
か
否
か
以
前
に
、
逸
話
の
原
初
形
態
を
ま
ず
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
。

家
康
の
「
慢
心
」
に
類
す
る
話
と
し
て
は
、『
三
河
物
語
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
に

収
載
さ
れ
た
古
記
録
の
内
、「
落
穂
集
」・「
戸
田
本
三
河
記
」・「
武
徳
大
成
記
」・「
四

戦
紀
聞
」・「
大
三
川
志
」・「
松
平
記
」・「
官
本
三
河
記
」
な
ど
に
似
た
話
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
例
え
ば
『
三
河
物
語
』
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
2
）

（
3
）
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元
亀キ

三
年
壬〔
ミ
づ
の
え
さ
る
〕

申
十
二
月
廿
二
日
、
家
康
、
浜
松
よ
り
三
理［
里
］に
及
で
打
出
さ

せ
給
ひ
て
、「
御
合
戦
を
可
レ
被
レ
成
」
と
仰
け
れ
バ
、
各
々
年
寄
共
の
申
上
け
る

ハ
、「
今
日
之
御
合
戦
、
如
何
に
御
座
可
レ
有
候
う
哉
。
敵
之
人
数
を
見
奉
る
に
、

三
万
余
と
見
申
候
。
其
故［
上
］、
信
玄
ハ
老
武〔

む
し
や
〕者と
申
、
度
々
の
合
戦
に
な
れ
た

る
人
な
り
。
御
味
方
は
わ
づ
か
八
千
之
内
外
御
座
可
レ
有
哉
」
と
申
上
け
れ
バ
、

「
其
儀
ハ
何
共
あ
れ
、
多
勢

〔
ぜ
い
〕に
て
我
屋
敷
之
背〔
せ
ど
〕戸
を
ふ
ミ
き
り
て
通
〔
と
ほ
〕ら
ん
に
、
内

に
有
な
が
ら
、
出
て
と
が
め
ざ
る
者
哉や

あ
ら
ん
。
負〔
ま
〕く
れ
バ
と
て
、
出
て
と
が
む

べ
し
。
そ
の
ご
と
く
、
我
国
を
ふ
ミ
き
り
て
通

〔
と
お
〕る
に
、
多
勢
〔
ぜ
い
〕な
り
と
い
う
て
、
な

ど
か
出
て
と
が
め
ざ
ら
ん
哉
。
菟
角
、
合
戦
を
せ
ず
し
て
ハ
お
く
ま
じ
き
。
陣い

く
さハ

多
勢

〔
ぜ
い
〕・
無〔
ぶ
ぜ
い
〕勢に
ハ
よ
る
べ
か
ら
ず
。
天て
ん

道と
う

次
第
」
と
仰
け
れ
バ
、
各
〻
「
是
非
に

不
レ
及
」
と
て
、押ヲ
シ

寄ヨ
セ

け
り
。
敵
を
祝〔
ほ
う
だ
〕田ゑ
半
分
過
も
引
お
ろ
さ
せ
て
切〔
き
〕つ
て
か
ゝ

ら
せ
給
ふ
な
ら
バ
、
や
す
〳
〵
と
切〔

き
り
か
〕勝た
せ
給
ハ
ん
物
を
、
は
や
り
す
ぎ
て
、
早
〔
は
や
〕

く
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
し
ゆ
へ
に
、
信
玄
、
度
々
の
陣
に
あ
ひ
付
給
へ
バ
、
魚
〔
ぎ
よ
り
ん
〕
鱗
に
備
〔
そ
な
へ
〕

を
立
て
引
う
け
さ
せ
給
ふ
。

つ
ま
り
、
家
康
が
出
陣
す
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
敵
は
「
三
万
余
」、
味
方
は
「
八
千

之
内
」
と
圧
倒
的
に
不
利
な
上
、
信
玄
は
「
老
武
者
」
で
戦
上
手
で
あ
る
、
そ
れ
な
の

に
な
ぜ
出
陣
す
る
の
か
と
「
年
寄
共
」
が
疑
義
を
呈
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
敵
が
「
多

勢
〔
ぜ
い
〕に
て
我
屋
敷
之
背〔
せ
ど
〕戸
を
ふ
ミ
き
り
て
通
〔
と
ほ
〕ら
ん
」
と
す
る
の
に
、「
内
」（
城
）に
い
て
そ

れ
を
咎
め
な
い
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
負
け
よ
う
が
出
撃
し
て
咎
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
戦
は
人
数
の
多
寡
で
は
な
く
「
天て

ん

道と
う

次
第
」、
つ
ま
り
運
次
第
と
言
っ
て
出
撃

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
時
、
他
の
家
臣
も
「
是
非
に
不
レ
及
」

と
言
っ
て
賛
同
し
て
い
る
た
め
、
制
止
を
振
り
切
っ
て
ま
で
出
撃
し
た
こ
と
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
な
お
、
家
康
出
撃
に
関
す
る
記
録
は
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
記
載
の
諸
記
録

に
お
い
て
差
異
が
あ
る
た
め
、
以
下
、
同
書
に
記
載
さ
れ
る
主
な
記
録
を
列
記
す
る
。

　

落
穂
集
曰 

十
二
月
廿
一
日
の
夜 

濱
松
御
城
に
於
て
軍
御
評
定
の
節 

先
達
而
尾

州
よ
り
参
た
る
加
勢
の
三
人
申
上
候
ハ 

武
田
方
三
万
に
餘
る
人
数
の
由
に
相
聞

候 

然
る
に
御
味
方
の
小
勢
を
以 

平
場
の
御
一
戦
と
有
ハ
如
何
と
存
候 

先
御
籠
城

被
遊
候
に
於
て
は
武
田
勢
押
寄
取
圍
可
申
候 

其
内
に
ハ
追
而
罷
立
候 

尾
州
よ
り

の
加
勢
の
者
共
儀
も
参
陣
可
仕
候 

其
勢
を
以 

敵
の
後
へ
取
詰
候
模
様
を
御
覧
合

ら
れ
候
て
城
内
の
諸
勢
一
度
に
突
て
出 

敵
を
切
崩
し
申
に
於
て
ハ
御
利
運
に
任

せ
ら
れ
す
し
て
は
叶
候
ま
し
き
旨
申
上
候
へ
ハ 

家
康
公
被
聞
召
被
仰
候
者 

各
被

申
趣
一
理
な
き
に
あ
ら
す 

然
れ
と
も
信
玄
か
人
数
ハ
如
何
な
と
に
て
も
あ
れ
敵

を
足
長
に
城
下
ま
て
も
踏
込
せ
て
防
戦
を
も
不
遂
し
て
籠
城
致
す
と
有
は
城
持
た

る
も
の
ゝ
本
意
に
あ
ら
す
と
存
る
間 

我
等
儀
城
外
へ
押
出
し
一
戦
を
遂
へ
き
に

て
候 

然
ハ
侍
足
軽
の
一
人
も
多
く
召
連
度
候
間 

尾
州
よ
り
各
被
罷
越
当
城
に
被

居
こ
そ
幸
の
儀
な
れ
ハ 

城
の
儀
ハ
何
れ
も
へ
頼
入
と
被
仰
候
ヘ
ハ 

加
勢
の
三
人

承
り 

仰
の
趣
御
尤
の
御
事
に
候 

然
る
に
於
て
ハ
我
等
と
も
儀
も
御
勢
に
加
り
罷

出
可
申
と
の
儀
に
て
尾
州
勢
を
合
セ
漸
々
八
千
餘
の
御
人
数
を
以 

大
野
と
申
所

へ
御
陣
被
成

　

武
徳
大
成
記
曰 

神
君
曰 

信
玄
吾
城
下
ヲ
推
通
ル
ハ
吾
ヲ
蔑
如
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ 

出
テ
一
戰
シ
テ
勝
負
ヲ
決
セ
ン
ト
怒
ラ
シ
メ
給
フ 

尾
州
ノ
援
将
佐
久
間 

瀧
川 

平

手
袖
ヲ
ヒ
カ
ヘ
テ
諫
ム 

信
長
吾
等
ニ
命
セ
ラ
ル
丶
ハ 

信
玄
ハ
老
将
也　
大
軍
也　

公
縦
戦
ハ
ン
ト
シ
タ
マ
フ
ト
モ
必
ス
漫
ニ
兵
ヲ
出
サ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス 

其
言
太
嚴

重
ナ
リ 
今
日
ノ
事
枉
テ
信
長
ノ
為
ニ
止
リ
タ
マ
フ
ヘ
シ
ト
云 

神
君
曰 

前
年
信
玄

兵
ヲ
耀
シ
テ
小
田
原
ノ
城
門
ニ
薄
ル
シ
カ
ル
ニ 

氏
政
固
ク
守
リ
テ
出
ス 

擧
世
此
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ヲ
怯
弱
ナ
リ
ト
ス 

今
敵
吾
宇
下
ヲ
蹴
散
ヲ
ミ
ス
丶
丶
過
シ
テ
一
矢
ヲ
モ
加
ヘ
ス

ハ
大
軍
ヲ
恐
ル
丶
ニ
似
タ
リ 

此
丈
夫
ノ
志
ニ
ア
ラ
ス 

卿
等
强
テ
戰
ヲ
止
メ
ハ
我

軍
門
ヲ
信
康
ニ
譲
テ
斗
藪
ノ
身
ト
ナ
ラ
ン
ト
怒
ラ
セ
ラ
ル 

然
ト
モ
三
子
ノ
者
止

テ
ヤ
マ
ス 
神
君
是
非
ナ
ク
鬱
々
ト
シ
テ
止
タ
マ
フ

　

官
本
三
河
記
曰 
廿
二
日
家
康
公
被
遣
鳥
井
四
郎
左
衛
門
回
候 

鳥
居
曰
諸
卒
雖

勇
進 

今
日
之
軍
不
可
然
云
々
故 

甲
兵
段
々
設
備
依
之
堅
陣
也 

味
方
山
際
一
重
危

先
手
以
軍
使
可
被
引
取
云
々 
此
上
是
非
合
戦
思
召 

敵
ホ
ツ
タ
ノ
郷
押
行
時
分
在

合
戦
尤
也
ト
云 

家
康
公
曰 

汝
日
来
頼
母
敷
思
処
臆
シ
タ
ル
ヤ
ト
怒
給
フ 

鳥
井
曰 

軍
之
不
知
勝
負
大
将
ト
テ
立
腹

ま
ず
「
落
穂
集
」
で
は
、
家
康
の
出
撃
を
止
め
た
の
は
、
織
田
信
長
か
ら
援
軍
と
し

て
遣
わ
さ
れ
た
諸
将
と
す
る
。
兵
力
で
劣
る
こ
と
か
ら
城
に
籠
城
し
て
、
信
長
か
ら
の

さ
ら
な
る
援
軍
を
待
ち
、
援
軍
が
到
着
す
れ
ば
一
気
に
突
撃
し
て
、
援
軍
と
で
武
田
勢

を
挟
み
撃
ち
に
す
る
方
策
を
援
軍
諸
将
が
献
言
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
そ
れ
で
は
「
城

持
た
る
も
の
ゝ
本
意
に
あ
ら
す
」
と
言
っ
て
出
撃
し
、
援
軍
諸
将
も
納
得
し
て
追
随
し

た
と
し
て
い
る
。

「
武
徳
大
成
記
」
で
も
同
様
に
、
家
康
の
出
撃
を
止
め
た
の
は
信
長
か
ら
の
援
軍
諸

将
で
あ
る
が
、
こ
の
記
録
で
は
家
康
が
強
引
に
出
撃
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
援
軍
諸
将

が
信
長
の
命
で
あ
る
と
し
て
家
康
の
袖
を
取
っ
て
諫
め
た
と
し
て
い
る
。
信
玄
が
小
田

原
城
を
攻
め
た
際
、
北
条
氏
政
が
討
っ
て
出
な
か
っ
た
こ
と
を
「
怯
弱
」
と
嘲
笑
さ
れ

た
例
を
家
康
は
挙
げ
て
、
も
し
出
撃
が
叶
わ
な
け
れ
ば
「
斗
藪
ノ
身
」、
す
な
わ
ち
出

家
・
隠
棲
す
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
援
軍
諸
将
は
耳
を
傾
け
な
か
っ

た
と
す
る
。

「
官
本
三
河
記
」
に
お
い
て
は
、
物
見
に
出
し
た
鳥
居
四
郎
左
衛
門
が
信
玄
と
戦
を

す
べ
き
で
は
無
い
と
報
告
し
た
事
に
対
し
て
家
康
は
激
怒
し
、
鳥
井（
居
）を
「
臆
シ
タ

ル
ヤ
」
と
罵
っ
た
と
こ
ろ
、
鳥
井（
居
）か
ら
「
軍
之
不
知
勝
負
大
将
」
と
罵
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
記
録
に
よ
っ
て
出
撃
直
前
の
記
載
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
定
見

と
す
る
見
解
は
無
い
。
た
だ
し
、
出
撃
に
対
し
て
家
臣
の
合
意
の
有
無
は
と
も
か
く
何

ら
か
の
反
対
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
家
康
が
押
し
切
っ
た
、
も
し
く
は
押
し
切
ろ
う
と
し

た
と
い
う
構
図
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
大
敗
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
出
撃

す
る
と
い
う
家
康
の
決
断
を
「
慢
心
」
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
い
ず
れ
の
諸
記

録
に
お
い
て
も
、
こ
の
決
断
を
家
康
が
後
悔
・
反
省
し
た
と
い
う
記
述
は
無
い
。
む
し

ろ
籠
城
と
い
う
消
極
策
に
傾
き
そ
う
な
流
れ
を
、
勝
ち
負
け
を
度
外
視
し
て
、
武
門
の

意
地
と
し
て
押
し
通
し
た
こ
と
を
誉
れ
と
す
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
諸
記
録
は
、
合
戦
に
お
け
る
家
康
の
動
向
や
諸
士
の
武
功
を
記
す
が
、
家

康
の
人
徳
と
し
て
記
さ
れ
る
内
容
は
、
討
死
し
た
諸
士
の
家
族
を
労
る
話（「
武
功
雑
記
」

所
収
）、
浜
松
に
帰
城
し
た
後
、
城
門
を
開
け
放
し
て
篝
火
を
焚
き
、
秘
策
の
存
在
を

ほ
の
め
か
し
た
こ
と
で
武
田
勢
の
追
撃
を
か
わ
し
た
話（「
四
戦
紀
聞
」
所
収
）、
浜
松
帰

城
後
に
豪
胆
に
も
湯
漬
け
を
三
杯
食
べ
て
熟
睡
し
た
話（「
大
三
川
志
」
所
収
）と
い
っ
た

内
容
の
み
で
、
慢
心
の
戒
め
の
た
め
、
合
戦
直
後
の
姿
を
絵
師
に
描
か
せ
た
、
と
い
う

逸
話
は
い
ず
れ
の
記
録
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
家
康
の
人
徳
に
関
す
る
記
述
は
、
天
保
七
〜
八
年（
一
八
三
六
〜
三
七
）頃
に
大

学
頭
・
林
述
斎
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
家
康
の
言
行
録
『
披
沙
揀
金
』
に
収
載
さ
れ

て
い
る
。
本
書
は
、
家
康
の
神
格
化
が
進
む
中
で
、
賞
賛
す
べ
き
家
康
の
言
動
を
諸
記

録
よ
り
抜
粋
・
収
載
し
た
記
録
で
あ
る
。
も
と
よ
り
虚
実
取
り
混
ぜ
の
記
録
で
は
あ
る

が
、
江
戸
後
期
に
お
い
て
周
知
さ
れ
て
い
た
家
康
の
人
間
像
を
知
る
指
標
と
な
る
。
そ

（
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の
本
書
に
お
い
て
も
本
図
製
作
に
か
か
わ
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
慢
心
を
戒
め
る
た

め
惨
め
な
姿
を
あ
え
て
画
か
せ
て
座
右
に
置
く
と
い
う
行
為
は
、
何
よ
り
も
賞
賛
す
べ

き
家
康
の
人
徳
で
あ
り
、
積
極
的
に
喧
伝
さ
れ
て
良
い
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
記

載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
江
戸
後
期
の
時
点
で
、
徳
川
将

軍
家
周
辺
で
は
本
図
の
逸
話
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
図
の
由
緒
は
尾
張
徳
川
家
と
い
う
限
定
さ
れ
た

範
囲
の
み
で
の
逸
話
で
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
逸
話
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
前
者
と
す
る
な
ら
ば
、
逸
話
の
出
所
を
尾
張
徳

川
家
の
諸
記
録
か
ら
探
る
必
要
が
あ
る
。

ち
な
み
に
比
較
的
信
憑
性
の
高
い
記
録
と
さ
れ
る
『
当
代
記
』
巻
一
に
、
旧
来
よ
り

紹
介
さ
れ
て
い
る
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
す
る
異
聞
と
し
て
下
記
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

十
二
月
。
二
俣
城
落
居
之
間
、
令
二
普
請
一
入
二
番
手
一、
同
廿
二
日
、
信
玄
都
田
打

越
味
方
か
原
江
打
上
、
濱
松
衆
為
二
物
見
一
十
騎
廿
騎
つ
ゝ
懸
來
取
合
之
間
、
是

を
可
二
引
取
一
之
由
曰
、
家
康
公
出
馬
之
處
、
不
慮
に
及
二
合
戰
一、
濱
松
衆
敗
北
、

千
餘
討
死
、
信
玄
人
數
二
萬
、
濱

松
衆
八
千
計
な
り
、

つ
ま
り
、
家
康
は
信
玄
が
三
方
ケ
原
へ
「
打
上
」
っ
た
の
を
「
物
見
」、
す
な
わ
ち

偵
察
に
向
か
わ
せ
た
が
、
小
競
り
合
い
と
な
っ
た
た
め
、
家
康
は
こ
の
物
見
部
隊
を
引

き
上
げ
さ
せ
よ
う
と
し
て
出
馬
し
た
と
こ
ろ
、「
不
慮
に
」
合
戦
と
な
っ
た
と
い
う
記

録
で
あ
る
。
こ
の
記
録
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
十
二
月
二
十
二
日
の
時
点

で
家
康
に
は
信
玄
と
合
戦
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
物
見
部
隊
の
小
競
り
合
い
か
ら
偶
発

的
に
合
戦
と
な
り
、
結
果
と
し
て
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
の
話
と
し
て
、
事
前
に
浜
松
城
内
に
お
い
て
出

馬
す
る
か
否
か
の
激
論
が
闘
わ
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
諸
書

に
記
さ
れ
る
合
戦
直
前
の
家
康
と
家
臣
ら
と
の
や
り
と
り
は
全
て
創
作
と
な
っ
て
し
ま

う
。
本
稿
は
先
述
の
通
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
自
体
の
検
証
を
目
的
と
し
な
い
た
め
、『
当

代
記
』
記
載
内
容
の
信
憑
性
は
問
わ
な
い
が
、
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
合
戦
は
記

録
の
上
で
不
確
か
な
部
分
が
多
く
、
伝
承
的
内
容
で
も
定
見
と
す
る
筋
立
て
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
図
製
作
に
関
わ
る
逸
話
が
記
録
の
上
で
存
在
し
て
い

た
と
し
て
も
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
り
、
到
底
広
く
敷
衍
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
わ

け
で
あ
る
。

な
お
余
談
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
諸
記
録
に
見
え
な
い
著
名
な
逸
話
は
他
に
も

存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
家
康
が
三
方
ケ
原
か
ら
の
逃
走
途
次
、
恐
怖
の
あ
ま
り
脱

糞
し
た
と
す
る
逸
話
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
本
稿
執
筆
時
に
お
い
て
も
こ
の
出
典
を

明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
近
代
以
降
の
講
談
な
ど
で
語
ら
れ
た
こ
と
が
、

流
布
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

家
康
が
三
方
ケ
原
か
ら
の
逃
走
途
次
、
茶
店
で
小
豆
餅
を
食
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
武

田
勢
に
追
い
つ
か
れ
、
餅
の
代
金
を
払
わ
ず
に
逃
げ
た
た
め
、
茶
店
の
老
婆
が
家
康
を

追
い
か
け
て
家
康
に
追
い
つ
き
銭
を
払
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
逸
話
は
、
現
在
、
浜
松

に
残
る
「
小
豆
餅
」・「
銭
取
」
の
地
名
由
来
と
し
て
地
元
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

こ
れ
も
同
様
に
出
典
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
逸
話
は
地
元
伝
承
と
し
て

継
承
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
現
在
の
よ
う
な
筋
立
て
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
筋
立
て
の

成
立
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
時
代
で
は
な
い
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
類
の
逸
話
は
創
作
で
あ

る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
今
後
も
口
伝
・
民
話
の
一
つ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
ろ
う
。

家
康
の
重
臣
・
酒
井
忠
次
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
味
方
が
戦
意
喪
失
と
な
っ
て
い
る

中
、
浜
松
城
の
櫓
に
登
っ
て
太
鼓
を
叩
き
、
味
方
の
士
気
を
高
め
、
武
田
方
に
は
伏
兵

（
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）
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の
存
在
を
疑
わ
せ
て
窮
地
を
救
っ
た
と
い
う
「
酒
井
の
太
鼓
」
の
逸
話
も
ま
た
史
料
的

根
拠
は
明
ら
か
で
は
く
、
河
竹
黙
阿
弥
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。『
三
河
後
風
土
記
』

が
出
典
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
同
書
に
太
鼓
打
ち
に
関
す
る
記
述
は

無
い
。
同
書
を
は
じ
め
諸
書
に
記
さ
れ
る
城
門
を
開
け
放
し
に
し
た
逸
話
を
脚
色
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
逸
話
は
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）三
月
に
河
竹

黙
阿
弥
作
「
太た

い
こ
の
お
と

鼓
音
知ち
ゆ
う
の勇
三さ
ん
り
ゃ
く
略
」
と
し
て
東
京
村
山
座
で
初
演
さ
れ
た
結
果
、
人
気
を

博
し
錦
絵
に
も
描
か
れ
る
な
ど
、
広
く
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
酒
井
を
河

原
崎
権
之
助（
後
の
九
代
目
市
川
団
十
郎
）、
酒
井
と
対
立
・
和
解
す
る
鳴
瀬
東
蔵
を
五
代

目
尾
上
菊
五
郎
と
い
っ
た
名
優
が
演
じ
た
こ
と
も
人
気
を
後
押
し
し
、
後
に
新
歌
舞
伎

十
八
番
に
も
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
以
降
に
著
名
と
な
る
逸
話
も
存
在

し
て
い
る
。

　
　
　

三　

江
戸
時
代
に
お
け
る
本
図
の
由
来

本
図
の
伝
来
は
、
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
よ
り
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
図
は
「
御
清

御
長
持
」
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、「
御
清
御
長
持
」
の
収
蔵
品
を
列
記
し
た
「
御

清
御
長
持
入
記
」（
挿
図
3
）が
最
古
の
記
録
で
あ
る
。「
御
清
御
長
持
」
と
は
、
尾
張
徳

川
家
伝
来
の
什
宝
の
中
で
、
家
康
の
遺
品
及
び
家
康
関
係
品
を
収
納
し
た
三
棹
の
長
持

か
ら
な
る
。
尾
張
徳
川
家
の
中
で
最
も
大
切
な
道
具
の
一
つ
と
し
て
、
江
戸
時
代
は
名

古
屋
城
二
之
丸
北
辺
に
あ
っ
た
不
入
火
御
土
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
第
一
の
長
持
に

は
家
康
の
画
像
や
書
状
類
な
ど
二
十
一
件
三
十
三
点
を
収
納
し
、
第
二
の
長
持
に
は
家

康
着
用
の
衣
類
十
件
百
十
一
点
、
第
三
の
長
持
に
も
家
康
着
用
の
衣
類
七
件
二
十
八
点

の
計
三
十
八
件
百
七
十
二
点
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。

現
在
、
徳
川
美
術
館
に
継
承
さ
れ
て
い
る
家
康
遺
品
の
中
で
、
御
側
御
道
具
と
し
て

（
6
）
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継
承
さ
れ
た
茶
道
具
類
や
武
具
類
、
近
代
以
降
の
寄
贈
・
購
入
品
以
外
の
品
は
、
全
て

こ
の
長
持
に
保
管
さ
れ
た
品
々
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）創
出
の
尾
張
徳

川
家
の
分
家（
男
爵
家
）に
分
与
さ
れ
た
掛
軸
二
点
、
明
治
十
二
年
に
岐
阜
町
愛
宕
山
内

東
照
宮（
現
・
伊
奈
波
神
社
摂
社
）に
奉
納
さ
れ
た
裃
一
具
、
損
壊
し
て
後
に
廃
棄
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
「
御
綿
帽
子
」
を
除
き
、
現
在
で
も
大
半
の
納
入
品
が
現
存
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
第
三
の
長
持
に
収
納
さ
れ
て
い
た
小
袖
・
羽
織
・
合
羽
な
ど
の
衣
類
二
十
五

領
の
内
、
十
三
領
は
原
型
を
保
っ
て
い
る
が
、
十
二
領
分
は
宝
暦
十
二
年（
一
七
六
二
）

時
点
で
損
壊
し
て
い
た
た
め
、
昭
和
十
二
年（
一
九
三
七
）に
文
様
の
あ
る
衣
装
の
表
地

を
「
残
缺
帖
」
に
貼
り
込
み
、
中
入
綿
十
二
領
分
と
裏
地
四
枚
を
別
置
し
て
い
る
。

「
御
清
御
長
持
入
記
」
は
、
江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
初
期
頃
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
蔵
帳
で
あ
る
が
、
同
書
の
奥
付
に
「
右
三
棹
之
品
（々
朱
書
追
記　

安
永
四
未
年
九
月

十
七
日
二
棹
ニ
相
成
候
）東
照
宮
御
召
物
之
儀
候
間 

御
大
切
御
清
御
筆
之
も
の
ニ
添 

一

所
ニ
御
虫
干
仕
候
様
ニ
与
寛
保
三
年
亥
九
月
被　

仰
付
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
保
三

年（
一
七
四
三
）時
点
で
、
第
一
の
長
持
に
加
え
衣
類
を
収
納
し
た
長
持
三
棹（
安
永
四
年

挿図3　御清御長持入記
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［
一
七
七
五
］に
二
棹
に
ま
と
め
ら
れ
る
）を
御
清
道
具
と
し
て
い
た
。
以
後
、
名
古
屋
城
二

之
丸
御
殿
内
に
お
い
て
定
期
的
に
虫
干
し
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
時
点
で
「
御
清
御
長

持
」
の
原
型
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
に
は
御
殿
内
の
虫
干
し
配
置
図
で
あ
る

「
中
御
座
之
間
御
影
御
風
入
之
図
」
と
「
於
御
書
院
御
影
御
風
入
節
図
面
」
が
附
属
し
て

い
る
。

本
図
は
、
そ
の
後
の
台
帳
記
録
と
の
照
合
に
よ
り
、「
御
清
御
長
持
入
記
」
に
記
さ

れ
た
第
一
の
長
持
の
第
四
項
目
に
あ
る
「
一 

東
照
宮
尊
影
」
に
該
当
す
る
。
同
書
の

記
載
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る（
挿
図
3
）。

「
天
三
」（
貼
紙
）

四（
朱
書
）一　

東
照
宮
尊
影　
　
　

箱
入　

壹
幅

　
　
　
　
　
　

右
者

　
　
　
　
　
　

聖
聰
院
様
御
道
具
之
内
ニ
有
之
伺
之
上
相
納

　
　
　
　
　
　
　

文
化
二
年
丑
九
月

つ
ま
り
、
本
図
は
東
照
宮
、
す
な
わ
ち
家
康
の
画
像
と
認
識
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
も
「
尊
影
」
で
あ
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
す
る
書
き
込
み
は
な
い
。
し

か
も
「
聖
聰
院
様
」
の
所
持
道
具
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
聖
聰
院
様
」
と
は
、

尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦（
一
七
三
三
〜
九
九
）の
三
番
目
の
嫡
男
と
な
っ
た
治
行（
一
七
六
〇

〜
九
三
）の
正
室
・
従
姫（
一
七
五
七
〜
一
八
〇
四
）で
あ
る
。
九
代
宗
睦
は
跡
継
ぎ
に
恵
ま

れ
ず
、
第
一
子
治
休（
一
七
五
三
〜
七
三
）・
第
二
子
治
興（
一
七
五
六
〜
七
六
）を
相
次
い

で
失
っ
た
後
、
安
永
五
年（
一
七
七
六
）に
分
家
の
高
須
松
平
家
五
代
を
継
い
で
い
た
甥

の
義
柄（
治
行
）を
養
子
と
し
て
迎
え
、
同
九
年
に
紀
伊
徳
川
家
七
代
宗
将（
一
七
二
〇
〜

六
五
）の
娘
・
従
姫
と
の
婚
礼
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
治
行
も
養
父
・
宗
睦
に
先
立
っ
て

（
8
）

（
9
）

寛
政
五
年（
一
七
九
三
）に
歿
し
た
こ
と
で
従
姫
は
尾
張
徳
川
家
当
主
夫
人
と
な
る
こ
と

は
な
く
、
文
化
元
年（
一
八
〇
四
）に
尾
張
で
四
十
八
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

「
御
清
御
長
持
入
記
」
で
は
、
従
姫
が
歿
し
た
翌
年
の
文
化
二
年
九
月
に
御
清
道
具

に
納
入
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
初
よ
り
「
御
清
御
長
持
」
に
収
納
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
後
入
れ
の
道
具
は
他
に
も
あ
り
、
現
在
「
徳
川
家
康
長
久

手
陣
中
画
像
」
と
す
る
「
東
照
宮
尊
影
」
が
、
文
化
十
年
八
月
に
尾
張
藩
重
臣
・
鈴
木

丹
後
守
よ
り
献
上
さ
れ
、「
徳
川
家
康
朱
印
状 

小
池
筑
前
守
宛
」
な
ど
一
連
の
小
池
家

史
料
六
点
は
明
治
初
年
以
降
の
納
入
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
家
康
に
関
す
る
品
が
増
え

る
際
に
は
「
御
清
御
長
持
」
に
組
み
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
図
も
、
そ
れ
ま
で
従
姫
の
手
持
ち
道
具
だ
っ
た
の
を
、
従
姫
歿
後
に
納
入
し
た
わ

け
で
、
代
々
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
た
画
像
で
は
な
く
、「
聖
聰
院
様
御
道
具
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
従
姫
が
紀
伊
徳
川
家
か
ら
持
ち
込
ん
だ
婚
礼
道
具
の
一
つ
と
見
な
せ

る
。
本
来
、
尾
張
徳
川
家
に
あ
っ
た
画
像
を
、
あ
る
時
点
で
紀
伊
徳
川
家
に
譲
り
、
再

び
従
姫
が
尾
張
徳
川
家
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
考
え
も
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ

を
証
す
る
記
録
は
無
く
、
本
図
は
も
と
も
と
紀
伊
徳
川
家
に
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
尾
張
徳
川
家
に
お
い
て
も
十
八
世
紀
末
ま
で
、
本
図
の
存
在

を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

四　

近
代
以
降
の
本
図
の
由
来

「
御
清
御
長
持
」
は
、
明
治
五
年（
一
八
七
二
）に
名
古
屋
東
照
宮
に
移
さ
れ
て
保
管
さ

れ
た
後
、
尾
張
徳
川
家
に
戻
さ
れ
、
廃
藩
置
県
時
な
ど
に
お
け
る
什
宝
整
理
・
分
配
・

処
分
を
経
た
上
で
、
尾
張
徳
川
家
で
継
承
す
る
道
具
と
さ
れ
、
同
十
三
年
七
月
に
は
新

た
に
財
産
目
録
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が「
御
器
物
目
録
」全
九
冊
で
あ
る（
挿
図
4
）。

（
10
）

（
11
）



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
〇

道
具
を
天
・
地
・
仁
に
分
類
し
、
第
一
冊
か
ら
第
七
冊
に
「
天
」
の
道
具
、
第
八
冊
に

「
地
」
の
道
具
、
第
九
冊
に
「
仁
」
の
道
具
を
一
覧
す
る
中
、「
御
清
御
長
持
」
収
納
の

道
具
は
、
第
一
冊
の
筆
頭
に
「
御
太
切
御
清
メ
御
影
始
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
そ
の

記
述
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

蔵
第　

同
（
四
）號　

位
置　

同（
階
上
東
部
御
唐
櫃
位
置
）號　
第
（
印
）一

部
記
入
済

什
器
番
號　

三

　

品
目　

同
（
東
照
宮
尊
影
）

　
　
　
　
　

一
幅

　
　
　
　

長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
之
像　

画
工
不
詳（
朱
書
「
狩
野
」）密
画

　
　
　
　

上
下
茶
地
絓　

軸
黒
塗

　
　
　
　

中
紺
地
唐
草
模
様
金
襴

　
　
　
　

風
袋
一
文
字
白
地
宝
尽
模
様
金
ラ
ン

　

由
緒
及
記
事

　
　
　
　

聖
聰
院
様
御
道
具
之
内
ニ
有
之

　
　
　
　

伺
之
上
相
納　
　

黒
塗
御
箱
入

　
　
　
　

文
化
二
年
丑
九
月

　
　
　
　

總　

長
三
尺
五
寸
一
ト　
　

絹
地　

竪
一
尺
二
寸
四
ト
五
厘

　
　
　
　
　
　

巾
一
尺
五
ト
五
厘　
　
　
　
　

横
七
寸
一
ト
八
厘

こ
の
記
録
に
法
量
や
表
装
仕
様
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
「
徳

川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
本
図
が
、「
御
清
御
長
持
入
記
」
に
記
さ
れ
る

「
東
照
宮
尊
影
」
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
図
の
名
称

を
「
同（
東
照
宮
尊
影
）」
と
し
つ
つ
も
、「
長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
之
像
」
と
い
う

副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
本
図
の
元
外
箱
の
上
面
に

も
「
家
康
公
長
篠
戦
役
小
具
足
着
用
之
像
」
と
の
貼
紙
が
あ
り（
挿
図
5
）、
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）に
鈴
木
丹
後
守
よ
り
献
上
さ
れ
た
「
東
照
宮
尊
影
」
に
も
「
長
久
手
戦
役
陣

中
小
具
足
陣
羽
織
着
用
ノ
御
像
」
と
の
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

点
で
五
点
存
在
し
た
「
東
照
宮
尊
影
」
を
識
別
す
る
た
め
の
名
称
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

元
外
箱
上
の
貼
紙
は
、
葵
紋
を
隠
す
よ
う
に
貼
ら
れ
て
い
る
た
め
、
江
戸
時
代
に
添

付
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
明
治
十
三
年
ま
で
の
什
宝
整
理
の
過
程
で
命
名
・
添
付
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
両
図
が
長
篠
・
長
久
手
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
他
の
「
東
照
宮
尊
影
」
が
束
帯
像
と
徳
川
十
六
将
を
共
に
描
い
て
い

挿図4　御器物目録

挿図5　元内箱蓋表の貼紙



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
一

る
こ
と
で
区
別
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
武
装
姿
で
あ
る
二
画
像
を
区
別

す
る
た
め
、
現
存
す
る
「
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
」
の
類
型
作
品
と
見
な
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
両
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
、
と
い
う
程
度
の
単
純
な
命
名
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
も
と
よ
り
史
料
的
根
拠
の
無
い
命
名
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）に
「
御
世
襲
財
産
付
属
物
」
と
な
る
が
、
こ

の
時
に
作
製
さ
れ
た
「
御
世
襲
財
産
付
属
物
目
録　

甲
の
部
」
で
は
さ
ら
に
記
述
が
細

か
く
な
り
、「
徳
川
家
康
長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
床
机
ニ
倚
ル
密
画
彩
色
ノ
像
」

と
表
記
さ
れ
る
。「
御
器
物
目
録
」
作
製
時
で
の
命
名
が
、
そ
の
後
微
妙
に
表
現
を
変

え
つ
つ
も
、
本
図
は
長
篠
合
戦
の
戦
役
画
像
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
本
図
が
初
め

て
世
の
中
に
紹
介
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
明
治
四
十
三
年
四
月
開
催
の
名
古
屋
開
府
三
百

年
祭
に
お
け
る
什
宝
陳
列
に
お
い
て
も
、
こ
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
陳
列
は
、

同
年
四
月
九
日
か
ら
三
日
間
、
尾
張
徳
川
家
大
曽
根
邸
で
実
施
さ
れ
、
そ
の
時
の
様
子

が
『
國
華
』
第
二
百
四
十
号
の
「
雜
錄
」
で
下
記
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

雜
錄

　

去
月
名
古
屋
開
府
の
三
百
年
祭
に
當
つ
て
開
か
れ
た
德
川
家
の
什
器
陳
列
は
、

主
と
し
て
敬
公
前
後
の
品
物
を
選
譯
し
た
る
も
の
に
て
、
固
よ
り
德
川
家
の
什
宝

を
悉
く
出
し
た
譯
で
は
な
い
。
倂
な
が
ら
其
陳
列
は
頗
る
見
る
べ
き
も
の
が
多
か

つ
た
。
先
づ
敬
公
以
前
の
も
の
と
し
て
最
も
珍
ら
し
く
感
じ
た
の
は
、
德
川
義
季

の
冑
、
秀
吉
所
持
の
銅
印
二
十
八
顆
、
秀
吉
所
持
の
蒔
繪
の
簞
笥
、
も
と
東
山
の

傳
來
品
で
秀
吉
よ
り
家
康
へ
傳
へ
た
茶
入
銘
横
田
等
で
あ
つ
た
が
、
就
中
秀
吉
所

持
の
簞
笥
は
頗
る
豪
壯
な
る
も
の
で
其
の
蒔
繪
と
云
ひ
金
具
と
云
ひ
優
に
當
代
の

工
藝
を
代
表
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
家
康
公
の
肖
像
が
三
幅
程
あ
る
、
其
の

中
に
長
篠
敗
戰
の
像
を
敬
公
が
特
に
當
時
苦
窮
の
狀
を
忘
れ
ざ
る
爲
に
畫
か
し
め

（
12
）

（
13
）

（
14
）

た
も
の
は
普
通
の
肖
像
と
異
つ
て
甚
だ
面
白
い
。（
後
略
）

こ
こ
に
お
い
て
も
見
解
が
発
展
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
し

て
い
た
が
、「
長
篠
敗
戰
の
像
」
と
な
り
、「
敬
公
が
特
に
當
時
苦
窮
の
狀
を
忘
れ
ざ
る

爲
に
畫
か
し
め
た
も
の
」
と
し
て
、
敬
公
す
な
わ
ち
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直（
一
六
〇
〇

〜
五
〇
）が
、
父
・
家
康
の
「
苦
窮
」
を
忘
れ
な
い
た
め
に
描
か
せ
た
、
と
い
う
新
た

な
由
緒
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
長
篠
合
戦
は
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
に
あ
る
長
篠
城

を
廻
る
武
田
勝
頼
勢
と
、
織
田
信
長
・
徳
川
家
康
連
合
勢
と
の
戦
い
で
、
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）五
月
二
十
一
日
に
、
長
篠
城
西
方
の
設
楽
ケ
原
に
お
い
て
織
田
・
徳
川
連

合
勢
が
武
田
勢
を
破
っ
て
お
り
、
家
康
側
か
ら
す
れ
ば
敗
戦
で
は
な
い
。
ま
だ
歴
史
認

識
が
広
く
一
般
化
し
て
い
な
い
時
代
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
命
名
・
由
緒
も
ま
た
、

こ
の
時
点
で
新
た
に
付
与
さ
れ
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、
尾
張
徳
川
家
十
九
代
義
親（
一
八
八
六
〜
一
九
七
六
）が
、
財
団
法
人
尾
張
徳

川
黎
明
会（
現
・
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
）を
設
立
し
、
徳
川
美
術
館
を
開
設
す
る
に

伴
う
美
術
館
所
蔵
作
品
の
評
価
を
、
昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）ま
で
に
行
っ
た
記
録
「
第
一

挿図6　美術館所属什寶評價調



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
二

部　

美
術
館
所
属
什
寶
評
價
調　

三
冊
ノ
内
」（
挿
図
6
）で
も
「
家
康
公
長
篠
戦
役
小
具

足
着
用
ノ
像
」
と
し
た
上
で
、
評
価
額
が
千
五
百
円
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同

年
に
設
立
さ
れ
た
財
団
の
「
美
術
館
所
属
什
寶
」
の
目
録
に
お
い
て
も
、
本
図
は
長
篠

合
戦
の
画
像
と
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
昭
和
十
年
の
徳
川
美
術
館
開
館
直
前
ま
で
、

本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
連
さ
せ
る
認
識
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

五　

三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
誕
生

で
は
、
ど
の
時
点
で
本
図
が
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管

見
の
限
り
、
そ
の
初
出
は
徳
川
美
術
館
の
開
館
に
因
む
昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月

六
日
付
の
「
新
愛
知
新
聞
」
と
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
記
事
で
あ
る
。
前
年
十
一
月
十

日
に
開
館
し
た
徳
川
美
術
館
は
、
第
一
回
展
覧
会
を
同
月
二
十
四
日
ま
で
、
第
二
回
展

覧
会
を
同
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
開
催
し
た
後
、
新
年
の
一
月

（
15
）

七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
第
三
回
展
覧
会
を
開
催
し
た
。
本
図
は
、
こ
の
第
三
回

展
覧
会
に
お
い
て
開
催
初
日
か
ら
半
期
間
展
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
が

無
い
珍
し
い
画
像
と
し
て
、「
新
愛
知
新
聞
」（
挿
図
7
）と
「
大
阪
毎
日
新
聞
」（
挿
図
8
）

に
お
い
て
、
画
像
写
真
、
あ
る
い
は
展
示
風
景
の
写
真
を
添
え
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し

て
い
る
。

「
新
愛
知
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
六
日

　

家
康
公
の
遺
品
や
遺
墨
等　

七
日
か
ら
德
川
美
術
館
黎
明
會
で　

祕
寶
の
展
覽
會
開
催

德と
く

川
美
術
じ
ゆ
つ
く
わ
ん
館
黎
明
會
で
は
七
日
よ
り
二
十
日
間
家
康
を
中
心
と
す
る
遺い

墨
遺い

品
の

展て
ん

覽ら
ん

會
を
催も
よ
ほす
こ
と
ゝ
な
つ
た
が
出
品
は
家
康
公
の
遺い

品
や
書
簡か
ん

を
中
心
と
し
て

秀ひ
で

忠
、
家
光
ら
の
歴れ
き

代
將せ
う

軍ぐ
ん

、
尾を

張は
り

家
前
田
家
、
松
平
家
等
か
ら
の
協け
う

賛さ
ん

出
品
が

あ
り
歴れ

き

史し

的て
き

に
觀み

て
も
非
常
な
價か

値ち

深ふ
か

き
も
の
で
從じ
う

來
門も
ん

外
不ふ

出
と
さ
れ
て
ゐ
た

家
康
公
が
三
方
ケ
原
で
戰せ

ん

死し

を
免ま
ぬ
かれ
た
難な
ん

苦く

の
狀
を
狩
野の

探た
ん

幽
が
畫
い
た
も
の

（
16
）

挿図7　新愛知新聞　昭和11年（1936）1月6日

挿図8　大阪毎日新聞　昭和11年（1936）1月6日



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
三

な
ど
そ
の
他た

家
康
公
の
軍ぐ
ん

令れ
い

狀
、
書
簡か
ん

な
ど
が
展て
ん

覽ら
ん

さ
れ
て
ゐ
る（
寫
眞
は
準
備

と
ゝ
の
つ
た
黎
明
會
館
）

「
大
阪
毎
日
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
六
日

　

德
川
家
康
公
齒
ぎ
し
り
の
圖

〝
將せ
う

軍
文
化く
わ

〟
の
殿
堂ど
う

―
名
古
屋
德と
く

川
美
術
館
で
は
七
日
か
ら
三
週し
う

間
〝
家
康や
す

公

を
中
心
と
す
る
遺い

墨ぼ
く

遺い

品
展て
ん

覽ら
ん

會
〟
を
ひ
ら
く
。
出
品
者
は
東
京
德と
く

川
宗そ
う

家
を
は

じ
め
德と

く

川
御
三
家
、
松
平
諸し
よ

家け

前
田
家
お
よ
び
地
元
寺
院い
ん

諸し
よ

家
で
い
づ
れ
も
偉い

傑け
つ

家
康や
す

公
を
中
心
に
德と
く

川
三
百
年
の
史し

實じ
つ

を
い
き
〳
〵
と
物
語
る
處
女
出
品
だ
が
、

そ
の
中
の
逸い

つ

品
は
こ
ゝ
に
揭か
ゝ

げ
た
「
家
康や
す

公
齒は

ぎ
し
り
を
す
る
の
圖
」
…
…
三
方

ケ
原
の
敗は

い

戰せ
ん

で
失し
つ

意い

の
ど
ん
底そ
こ

に
あ
る
家
康や
す

公
を
描ゑ
が

い
た
も
の
で
、
尾び

州し
う

藩は
ん

祖そ

義よ
し

直な
ほ

公
が
父
の
艱か
ん

苦く

を
忘わ
す

れ
ぬ
た
め
狩か

野
探た
ん

幽ゆ
う

に
描ゑ
が

か
せ
た
も
の
だ
さ
う
だ

こ
れ
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
さ
れ
て
き
た
本
図
が
、
新
聞
掲
載
を
機
に
「
家

康
公
が
三
方
ケ
原
で
戰
死
を
免
れ
た
難
苦
の
狀
」
と
か
、「
家
康
公
歯
ぎ
し
り
を
す
る

の
圖
」・「
三
方
ケ
原
の
敗
戰
で
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
る
家
康
公
を
描
い
た
も
の
」
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
新
聞
と
も
に
狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜
七
四
）の
筆

と
し
、「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
お
い
て
は
、「
尾
州
藩
祖
義
直
公
が
父
の
艱
苦
を
忘
れ
ぬ

た
め
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
も
の
」
と
い
う
情
報
ま
で
付
記
し
て
い
る
。
両
新
聞
の
記

事
が
似
た
表
現
を
と
る
こ
と
か
ら
、
記
事
を
執
筆
し
た
記
者
に
よ
る
恣
意
的
な
表
現
で

は
な
く
、
徳
川
美
術
館
側
か
ら
出
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
と
み
て
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
「
新
愛
知
新
聞
」（
挿
図
9
）の
一
月
十
四
日
の
特
集
記
事
で
は
、

美
術
館
関
係
者
に
よ
る
座
談
会
の
や
り
と
り
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
明
確
に
本

図
の
画
題
が
徳
川
美
術
館
側
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
。

「
新
愛
知
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
十
四
日

　

祖
先
を
語
る
座
談
會（
12
）

出
席
者　

侯　
　
　

爵　

德
川　

義
親　
　
前
名
古
屋
市
史

編　
纂　
長　
　

堀
田
璋
左
右

　
　
　
　

侯
爵
令
孫　

淺
野　

長
武

　
　
　
　

子　
　
　

爵　

織
田　

信
恒　
　
　
　

本
社
側

　
　
　
　

樞
密
顧
問
官　

阪
本
釤
之
助　
　

主　
　
　
　

幹　

田
中　
　

齊

　
　
　
　

前
田
侯
𣝣
家　

永
山　

近
彰　
　

總　
　
　
　

務　

大
島　

一
衛

　
　
　
　

同　
　
　
　
　

馬
杉　

太
郎　
　

國
民
統
制
部
長　

村
上
猶
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記　
　
　
　

者　

塚
野　

淸
三

　

三
方
ケ
原
の
戰
に
儂
し
や
痩
せ
た　

家
康
公
の
苦
戰
ぶ
り

（
前
略
）

田
中　

話は
な
しが
歴れ
き

史し

に
戾も
ど

り
ま
す
が
、
長
久く

手
、
小
牧ま
き

山
の
合
戰せ
ん

の
時
の
面
白
い
話は
な
し

は
あ
り
ま
せ
ぬ
で
せ
う
か
。

德
川　

小
牧ま

き

山
、
長
久く

手
の
合
戰せ
ん

も
こ
れ
も
あ
ま
り
あ
り
す
ぎ
て
…
…

阪
本　

歴れ
き

史し

を
讀
上
げ
る
や
う
に
な
り
ま
す
ね
。

德
川　

家
康
公
が
戰た

ゝ
かつ
た
う
ち
で
一
番
痛ひ
ど

い
目
に
遇
つ
た
の
は
三
方
ケ
原
の
合
戰せ
ん

で
あ
り
ま
し
た
。
元げ
ん

龜
三
年
三
月
甲
斐ひ

の
武た
け

田
信し
ん

玄げ
ん

と
の
戰た
ゝ
かひ
で
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
の
時
家
康
公
は
戰た

ゝ
かひ
に
破や
ぶ

れ
て
散さ
ん

々
な
目
に
遇
つ
て
今
に
も

戰せ
ん

死し

し
さ
う
に
な
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
敗は
い

戰せ
ん

の
記き

念ね
ん

だ
と

い
ふ
の
で
、
ま
る
で
痩や

せ

衰
へ
て
、
と
て
も
ひ
ど
い
顏か
ほ

を
し
て
ゐ
る
御
畫ぐ
わ

像

が
遺
つ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
敗は

い

戰せ
ん

記き

念ね
ん

と
し
て
子
孫
へ
の
戒
め
の
た
め

に
殘の

こ

し
た
も
の
だ
と
思お
も

ひ
ま
す
が
、
よ
ほ
ど
面
白
い
物も
の

で
あ
り
ま
す
。

堀
田　

一
寸つ

と

類る
い

例れ
い

が
あ
り
ま
せ
ぬ
ね



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
四

村
上　

そ
れ
は
最さ
い

近
世
に
出
て
を
り
ま
す
か
。

堀
田　

ま
だ
出
て
を
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は
後
で
家
康
が
探た

ん

幽
に
命め
い

じ
て
畫
か
せ
た

の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
…
…
家
康
公
は
御
承せ

う

知
の
通と
ほ

り
横
肥
り

の
方
だ
つ
た
で
せ
う
ね
。
德と

く

川
侯こ
う

爵し
や
く

御
畫ぐ
わ

像
で
外
に
變か
は

つ
た
の
は
あ
り

ま
せ
ぬ
か
。

德
川　

外
に
は
あ
り
ま
せ
ぬ
ね
。
あ
の
御
畫ぐ

わ

像
が
一
番
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
が

…
…

　

家
康
三
方
ケ
原
敗
戰
記
念
の
肖
像
に
就
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
尾
張
德
川
黎
明
會
調
）

元
龜
三
年
三
月
武
田
信
玄
と
の
和
破
れ
、
信
玄
は
山
縣
昌
景
を
先
鋒
と
す

る
四
万
五
千
余
の
大
軍
を
率
ゐ
て
遠
州
に
攻
入
り
、
同
年
十
二
月
二
十
二

日
兩
軍
三
方
原
に
於
て
衝
突
す
。
家
康
軍
は
甲
州
軍
の
前
衛
二
、
三
を
撃

破
し
得
た
る
も
、
衆
寡
敵
せ
ず
戰
遂
に
破
れ
將
卒
夥
く
戰
死
す
。
此
時
甲

州
軍
の
部
將
秋
山
伯
耆
守
、
家
康
が
黑
鹿
毛
の
馬
に
跨
り
采
配
を
腰
に
し

て
と
つ
て
﨤
す
武
者
振
り
を
望
見
し
て
、
彼
は
敵
の
大
將
な
り
逃
が
す
な

追
詰
て
討
取
れ
と
怒
號
し
つ
ゝ
廹
り
來
る
。
家
康
窮
地
に
陷
り
遂
に
戰
死

の
覺
悟
を
爲
し
將
に
敵
中
に
引
返
さ
ん
と
す
る
や
、
側
近
の
夏
目
長
左
衛

門
な
る
も
の
大
音
に
て
、
此
處
討
死
の
場
所
に
あ
ら
ず
早
く
退
か
れ
よ
と

疾
呼
し
、
馬
上
の
家
康
を
無
理
に
濱
松
城
方
面
に
向
け
し
め
槍
を
揮
つ
て

馬
尻
を
打
ち
け
れ
ば
、
馬
駈
出
し
遂
に
敵
と
遠
ざ
か
る
を
得
た
り
。
長
左

衛
門
は
元
氣
に
も
此
處
に
踏
止
ま
り
敵
の
重
圍
に
陷
り
壯
烈
な
戰
死
を
遂

げ
た
り
。
家
康
辛
じ
て
城
内
に
入
る
こ
と
を
得
た
る
も
、
敵
軍
漸
く
城
に

近
づ
き
け
れ
ば
、
城
兵
城
門
を
閉
て
防
戰
せ
ん
と
せ
し
が
、
家
康
之
を
許

さ
ず
門
の
内
外
に
大
篝
火
を
設
け
し
め
、
悠
々
奥
殿
に
入
り
湯
漬
三
碗
を

喫
し
て
寢
に
就
き
、
鼾
聲
忽
ち
閫
外
に
聞
ゆ
。
侍
臣
一
同
其
沈
勇
に
驚
歎

挿図9　新愛知新聞　昭和11年（1936）1月14日



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
五

し
た
り
。
間
も
な
く
城
下
に
攻
寄
せ
た
る
甲
州
軍
は
、
城
門
開
放
せ
ら
れ

篝
火
耀
き
て
人
影
を
見
ざ
る
異
樣
の
狀
態
に
疑
懼
の
念
を
懐
き
遂
に
其
軍

を
引
揚
げ
た
り
。
家
康
は
此
戰
に
於
て
忠
節
の
家
臣
夏
目
長
左
衛
門
の
爲

め
に
戰
死
を
免
れ
、
遂
に
覇
業
を
完
成
し
た
る
も
の
な
り
。
藩
祖
義
直
は

父
家
康
の
九
死
に
一
生
を
得
た
る
三
方
ケ
原
難
戰
を
銘
記
す
る
爲
め
、
狩

野
探
幽
に
命
じ
て
其
敗
戰
當
時
の
肖
貌
を
畫
か
し
め
た
る
も
の
な
り
。

堀
田　

上
野の

の
護ご

國
院
に
も
あ
り
ま
す
が

德
川　

上
野の

に
も
日
光
の
東
照せ
う

宮
に
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
敗は
い

軍
の
時
の
記き

念ね
ん

の
御
畫ぐ
わ

像
が
一
番
面
白
い
と
思お
も

ひ
ま
す
。
齒は

を
食く

ひ
締
め
て
と
て
も
ひ
ど

い
顏か

ほ

を
し
て
居
り
ま
す
。

田
中　

そ
れ
は
又
面
白
い
物も

の

が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

鈴
木　

一
月
に
は
名
古
屋
に
て
出
ま
す
が

田
中　

あ
ゝ
さ
う
で
す
か
。

阪
本　

こ
れ
は
よ
い
こ
と
を
聽き

き
ま
し
た

こ
の
座
談
会
に
お
い
て
、
徳
川
美
術
館
創
設
者
で
あ
る
徳
川
義
親
よ
り
、「
こ
の
時

家
康
公
は
戰た

ゝ
かひ
に
破や
ぶ

れ
て
散さ
ん

々
な
目
に
遇
つ
て
今
に
も
戰せ
ん

死し

し
さ
う
に
な
つ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
敗は

い

戰せ
ん

の
記き

念ね
ん

だ
と
い
ふ
の
で
、
ま
る
で
痩や
せ

衰
へ
て
、
と
て
も
ひ

ど
い
顏か

ほ

を
し
て
ゐ
る
御
畫ぐ
わ

像
が
遺
つ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
敗は
い

戰せ
ん

記き

念ね
ん

と
し
て
子
孫
へ

の
戒
め
の
た
め
に
殘の

こ

し
た
も
の
だ
と
思お
も

ひ
ま
す
が
、
よ
ほ
ど
面
白
い
物も
の

で
あ
り
ま
す
。」

と
し
て
本
図
は
紹
介
さ
れ
、
出
席
者
の
一
人
で
あ
る
前
名
古
屋
市
史
編
集
長
・
堀
田
璋

左
右
は
「
そ
れ
は
後
で
家
康
が
探た

ん

幽
に
命め
い

じ
て
畫
か
せ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
」
と
補
足
し
て
、
合
戦
直
後
で
は
な
く
、
後
に
家
康
が
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
と

い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
後
の
「
尾
張
德
川
黎
明
會
調
」
と
す
る
記
事

で
は
、「
藩
祖
義
直
は
父
家
康
の
九
死
に
一
生
を
得
た
る
三
方
ケ
原
難
戰
を
銘
記
す
る

爲
め
、
狩
野
探
幽
に
命
じ
て
其
敗
戰
當
時
の
肖
貌
を
畫
か
し
め
た
る
も
の
な
り
。」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
家
康
で
は
な
く
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
が
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
と

修
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
解
釈
に
立
つ
な
ら
、
藤
本
正
行
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
合
戦
直
後

で
は
な
く
後
世
に
子
孫
へ
の
戒
め
と
し
て
描
か
れ
た
肖
像
と
す
る
説
と
も
、
現
在
、
徳

川
美
術
館
が
本
図
の
製
作
年
代
と
し
て
い
る
江
戸
時
代
・
十
七
世
紀
と
も
矛
盾
せ
ず
、

発
注
主
は
誰
で
あ
れ
製
作
時
期
に
無
理
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
な
ぜ
こ
の
画

像
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
図

は
財
団
設
立
直
前
の
昭
和
五
年
頃
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
し
て
き
た
の
が
、
そ

の
五
年
後
に
は
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
な
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
解
で

あ
る
。
仮
に
こ
の
間
に
、
美
術
館
職
員
に
よ
る
再
調
査
が
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
財
団

設
立
当
初
か
ら
の
事
務
書
類
等
を
含
め
台
帳
・
蔵
帳
記
録
等
が
ほ
ぼ
現
存
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
結
び
つ
け
る
史
料
情
報
は
、
徳
川
美
術
館
に

伝
わ
っ
て
い
な
い
。

推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
徳
川
義
親
、
も
し
く
は
当
時
の
徳
川
美
術
館
職
員
に
よ
る
勇

み
足
発
言
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
明
治
末
の
時
点
で
そ

の
特
異
な
容
貌
か
ら
本
図
に
「
敗
戰
」
の
画
像
と
い
う
情
報
が
付
記
さ
れ
た
た
め
、
従

来
の
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
す
る
に
は
歴
史
的
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
り
、
家
康
唯

一
の
大
敗
で
あ
っ
た
三
方
ケ
原
合
戦
と
す
る
こ
と
で
、「
齒
ぎ
し
り
を
す
る
の
圖
」
と

い
う
作
品
名
称
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
徳
川
美
術
館
の
開
館
に
あ

た
り
、
あ
る
程
度
の
話
題
性
を
提
供
す
る
た
め
、
厳
密
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま

ま
、
印
象
を
先
行
し
た
作
品
名
称
を
公
に
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
蔵
帳
の
検
討
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
、
本
図
を
「
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
史
料
的
根
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拠
は
無
く
、
徳
川
美
術
館
開
館
時
に
発
生
し
た
極
め
て
新
し
い
創
作
的
な
口
伝
で
あ
る

と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
後
、こ
の
口
伝
は
徳
川
美
術
館
内
で
踏
襲
さ
れ
、最
初
に
発
行
し
た
蔵
品
図
録『
徳

川
美
術
館
』
別
巻
の
あ
と
が
き
解
説
で
は
「
徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
小
具
足
着
用

像
」
と
し
、昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）発
行
の
『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』
で
は
「
徳

川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
し
て
完
全
に
定
着
し
た
作
品
名
称
と
な
る
。
ま
た

『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』
の
解
説
で
は
、「
浜
松
城
に
逃
げ
帰
っ
た
家
康
が
、
こ
の
敗

戦
を
肝
に
銘
ず
る
た
め
そ
の
姿
を
描
か
せ
、
慢
心
の
自
戒
と
し
て
生
涯
座
右
を
離
さ
な

か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
こ
の
画
像
で
あ
る
。」
と
し
て
、
家
康
自
身
が
描
か
せ
た

と
す
る
解
説
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
一
度
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
敗
戦

を
肝
に
銘
ず
る
た
め
」
と
か
「
慢
心
の
自
戒
と
し
て
生
涯
座
右
を
離
さ
な
か
っ
た
」
と

い
う
情
報
が
付
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
世
間
に
流
布
し
て
い
る
本
図
の
説

明
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
時
期
ま
で
に
形
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
方
ケ
原
合
戦
に

つ
い
て
、
初
め
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
高
柳
光
壽
氏
の
『
戦
国
戦
記　

三
方
原
之

戦
』
の
発
行
が
昭
和
三
十
三
年
で
あ
り
、
現
在
周
知
と
な
っ
て
い
る
本
図
の
逸
話
が
本

書
に
は
一
切
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
本
書
発
行
当
時
に
は
ま
だ
口
伝
自
体

が
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

六　

本
図
の
図
像
解
釈

本
図
が
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
わ
ら
な
い
画
像
と
す
る
な
ら
ば
、
本
図
の
図
様
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
良
い
の
か
が
次
の
課
題
と
な
る
。
た
だ
筆
者
は
調
査
史
料
の
限
界

か
ら
、
こ
の
命
題
に
対
し
て
有
効
な
回
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
検
討
の
前
提
と

な
る
の
は
、
本
図
の
像
主
が
家
康
で
あ
る
か
否
だ
が
、
本
図
の
元
内
箱
に
「
東
照
宮
御

影
」
と
金
泥
書
が
あ
り
、
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
で
も
こ
の
名
称
が
踏
襲
さ
れ
、
御
清
御

長
持
に
お
い
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
従
姫
が
尾
張

徳
川
家
へ
持
参
し
た
当
時
か
ら
尾
張
徳
川
家
で
は
本
図
を
家
康
画
像
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
本
図
の
元
内
箱
は
江
戸
時
代
・
十
八
世
紀
の
作
と
見
ら

れ
、
こ
の
内
箱
は
従
姫
が
尾
張
徳
川
家
に
持
参
し
た
当
時
の
箱
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、

従
姫
自
身
も
ま
た
本
図
を
家
康
画
像
と
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
以
前
か
ら
紀
伊
徳
川
家
に
お
い
て
も
同
様
の
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
図
の
像
主
を
家
康
と
す
る
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
先
学
の
指
摘
が
一
つ
の
可
能
性

を
持
っ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
藤
本
正
行
氏
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
家
康
を
半
跏
思

惟
像
に
見
立
て
た
礼
拝
像
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
具
体

的
な
論
拠
を
提
示
し
、
本
像
を
礼
拝
像
と
位
置
づ
け
た
松
島
仁
氏
の
研
究
は
、
本
図
の

図
像
解
釈
を
進
展
さ
せ
る
重
要
な
指
標
を
提
示
し
て
い
る
。

松
島
氏
は
、
徳
川
将
軍
家
が
天
下
人
の
系
譜
を
継
承
す
る
に
あ
た
り
、
血
統
の
貴
種

化
と
と
も
に
文
化
の
貴
種
化
を
図
り
、
伝
統
的
権
威
の
一
つ
で
あ
る
文
化
を
統
べ
る

者
、
す
な
わ
ち
「
王
」
と
し
て
の
資
質
獲
得
を
、
江
戸
狩
野
派
を
通
じ
て
企
図
し
た
と

い
う
文
脈
の
上
で
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
の
製
作
を
例
に
と
り
、
徳
川
家
康
に
王
法

と
仏
法
を
統
合
し
た
超
越
者
と
し
て
の
性
格
を
付
与
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
松
島

氏
は
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
が
各
場
面
の
性
格
に
合
致
す
る
古
絵
巻
の
図
様
が
引
用

さ
れ
て
い
る
と
論
証
し
た
畑
麗
氏
の
研
究
や
、
聖
徳
太
子
を
神
仏
の
化
身
と
し
て
神
格

化
し
、
政
治
的
手
腕
や
仏
法
興
隆
に
献
身
し
た
教
養
人
の
よ
う
に
描
い
た
「
聖
徳
太
子

絵
伝
」
が
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
に
描
か
れ
る
家
康
を
造
形
す
る
上
で
の
出
典
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
カ
レ
ン
・
ガ
ー
ハ
ル
ト
氏
の
研
究
を
紹
介
の
上
、
こ
れ
ら
の

研
究
を
発
展
・
継
承
し
、
王
法
、
す
な
わ
ち
政
治
権
力
と
、
仏
法
、
す
な
わ
ち
宗
教
権

力
を
統
合
し
た
至
高
の
存
在
で
あ
り
象
徴
と
し
て
の
聖
徳
太
子
と
、
中
世
に
は
武
神
と

（
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し
て
の
信
仰
も
付
与
さ
れ
た
太
子
の
説
話
を
、
徳
川
将
軍
家
は
積
極
的
に
採
り
入
れ
た

と
検
証
し
た
。
松
島
氏
は
、「
家
康
を
聖
徳
太
子
に
な
ぞ
ら
え
て
え
が
く
こ
と
で
、
付

帯
す
る
〈
話
型
〉
に
よ
り
徳
川
将
軍
家
の
起
源
が
語
ら
れ
、
正
当
性
が
付
与
さ
れ
る
の

で
あ
る
。」
と
論
説
す
る
。

さ
ら
に
松
島
氏
は
、
神
格
化
さ
れ
た
藤
原
摂
関
家
の
始
祖
・
鎌
足
の
生
涯
と
、
そ
の

祭
祀
の
由
緒
を
語
る
「
多
武
峰
縁
起
絵
巻
」
に
も
着
目
し
、
こ
の
絵
巻
が
王
法
仏
法
相

似
論
に
枠
づ
け
ら
れ
た
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
と
の
類
縁
性
を
持
つ
こ
と
、「
多
武
峰
縁

起
絵
巻
」
も
ま
た
「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
の
筋
立
て
に
近
侍
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
同
様
に
「
多
武
峰
縁
起
絵
巻
」
が
持
つ
王
権
お
よ
び
王
権
補

佐
と
し
て
の
物
語
軸
を
吸
収
し
た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
図
様
は
単
な
る
引
用
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
持
つ
政
治
思
想
を
も
包
摂
し
、
東
照
大
権
現
に
よ
る
徳
川

日
本
の
創
建
神
話
に
再
編
・
更
新
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
推
論
し
た
。

図
像
解
釈
に
よ
る
王
権
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
浅
学
に
よ
り
総
体
的
に
松

島
氏
の
着
眼
点
に
対
し
て
建
設
的
な
批
判
・
批
評
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
松
島
氏
が

着
目
し
た
大
織
冠
像
、
す
な
わ
ち
藤
原
鎌
足
像
が
右
足
を
上
げ
た
半
跏
像
で
あ
る
こ

と
、
半
跏
の
礼
拝
像
の
一
つ
如
意
輪
観
音
は
、
中
世
に
お
い
て
聖
徳
太
子
の
生
ま
れ
変

わ
り
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
松
島
氏
は
本
図
を
取
り

上
げ
、「
忿
怒
の
表
情
を
浮
か
べ
な
が
ら
半
跏
思
惟
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
礼
拝
像
に
ふ

さ
わ
し
く
正
面
観
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
同
像
は
、
如
意
輪
観
音
像
や
鎌
足
画
像
の
系
譜
に

家
康
を
位
置
づ
け
た
う
え
、
東
照
大
権
現
の
軍
神
的
性
格
も
付
加
し
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
。」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

本
図
を
礼
拝
像
と
見
な
す
な
ら
ば
、
顰
め
た
よ
う
に
見
え
る
顔
は
、
悔
し
さ
で
は
無

く
忿
怒
で
あ
り
、
片
足
を
上
げ
て
顎
に
手
を
当
て
る
姿
は
如
意
輪
観
音
に
代
表
さ
れ
る

半
跏
思
惟
の
像
と
な
る
。
本
来
床
机
に
腰
掛
け
る
は
ず
が
、
脚
長
の
香
炉
台
の
よ
う
に

（
24
）（
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）

見
え
る
飾
り
椅
子
に
腰
掛
け
て
い
る
こ
と
も
、
戦
陣
図
で
は
な
い
こ
と
の
傍
証
に
な
ろ

う
。
藤
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
片
籠
手
姿
と
い
う
「
超
古
典
的
な
武
装
」
で
描
か

れ
る
こ
と
も
、
武
神
と
し
て
の
礼
拝
姿
と
す
る
な
ら
ば
、
風
俗
考
証
上
そ
ぐ
わ
な
い
と

し
て
も
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
理
想
像
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
よ
り
神
性
が
高

ま
る
手
法
と
解
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

挿図11　楠公図（旧二本松藩
　　　　丹羽家旧蔵）

挿図10　徳川家康長久手陣中画像

王
権
継
承
の
意
味
合
い
を
本
図
に
込

め
た
の
か
否
か
は
検
証
で
き
な
い
も
の

の
、
徳
川
日
本
の
創
建
神
話
創
出
の
一

翼
を
担
っ
た
江
戸
狩
野
派
の
影
響
下
に

あ
る
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
武
神
と
し

て
家
康
を
描
く
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
徳
川
美

術
館
が
所
蔵
す
る
尾
張
徳
川
家
伝
来
の

家
康
画
像
の
内
、
本
図
と
同
様
に
作
品

名
に
疑
義
が
あ
る
作
品
に
、
先
に
紹
介

し
た
「
徳
川
家
康
長
久
手
陣
中
画
像
」

（
挿
図
10
）が
あ
る
。
松
樹
の
下
に
床
机
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に
腰
掛
け
、
兜
は
被
ら
ず
陣
羽
織
を
羽
織
っ
た
甲
冑
姿
の
家
康
と
、
家
康
の
右
手
に

控
え
る
二
人
の
武
将
を
描
く
狩
野
安
信（
一
六
一
三
〜
八
五
）の
印
が
捺
さ
れ
る
陣
中
図
だ

が
、
本
図
同
様
、
長
久
手
合
戦
の
陣
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
ま
た
は
そ
れ
を
暗
示
す

る
図
柄
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
図
も
ま
た
、
本
図
を
「
徳
川
家
康
長
篠
戦
役
陣
中

小
具
足
着
用
床
机
ニ
倚
ル
密
画
彩
色
ノ
像
」
と
記
し
た
明
治
十
三
年
の
「
御
器
物
目
録
」

に
、
初
め
て
「
長
久
手
戦
役
陣
中
小
具
足
陣
羽
織
着
用
ノ
御
像
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
た
め
、
本
図
同
様
、
こ
の
時
点
よ
り
長
久
手
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
と
見
な
せ
る
。

こ
の
図
は
、
寛
文
期（
一
六
六
一
〜
七
三
）に
確
立
す
る
兵
学
思
想
や
歴
史
観
を
表
す

絵
画
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
楠
公（
楠
正
成
）像
に
、
似
通
う
構
図
を
持
っ
て
い

る
。
松
島
氏
は
、
楠
公
図
製
作
の
背
景
と
し
て
、
仏
教
に
変
わ
る
新
し
い
政
治
思
想
と

し
て
の
兵
学
思
想
の
確
立
を
挙
げ
、
そ
の
体
系
化
の
主
導
者
と
し
て
林
鵞
峰（
一
六
一
八

〜
八
〇
）や
、
絵
画
と
し
て
図
像
化
す
る
こ
と
に
江
戸
狩
野
派
の
関
与
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
図
は
、
松
島
氏
が
紹
介
し
た
松
樹
下
で
床
机
に
腰
掛
け
る
「
楠
公
図
」（
旧
二

本
松
藩
丹
羽
家
旧
蔵
品
）（
挿
図
11
）に
類
似
し
て
い
る
。
似
る
と
い
う
だ
け
で
、「
徳
川
家

康
長
久
手
陣
中
画
像
」
を
「
楠
公
図
」
の
模
倣
と
断
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

江
戸
時
代
に
は
、
優
れ
た
軍
略
家
と
し
て
の
従
来
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、「
私
」
に
対

し
て
「
公
」
を
絶
対
化
し
兵
営
国
家
的
な
政
治
思
想
を
体
現
す
る
武
将
と
し
て
新
た
な

価
値
を
付
与
さ
れ
た
楠
公
が
礼
賛
さ
れ
て
い
く
と
指
摘
す
る
松
島
氏
の
研
究
成
果
を
首

肯
す
る
な
ら
ば
、
家
康
と
楠
公
を
相
似
さ
せ
る
思
想
が
生
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。「
徳
川
家
康
長
久
手
陣
中
画
像
」
と
旧
二
本
松
藩
旧
蔵
品
の
「
楠
公
図
」
が
、

と
も
に
楠
公
再
評
価
の
一
翼
を
担
っ
た
狩
野
安
信
筆
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を

含
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
戸
時
代
に
製
作
さ
れ
る
家
康
画
像
は
、
束
帯
像
に
せ
よ
陣
中
像

に
せ
よ
、
家
康
の
神
格
化
を
意
図
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
特
に
陣
中

図
は
、
特
定
の
合
戦
時
に
お
け
る
逸
話
を
示
し
た
歴
史
画
と
し
て
で
は
な
く
、
武
神
と

し
て
崇
敬
す
る
上
で
礼
拝
像
と
し
て
描
か
れ
た
と
見
な
す
方
が
、
松
島
氏
の
研
究
を
通

じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
徳
川
政
権
に
お
け
る
新
た
な
王
朝
絵
画
創
生
の
時
代
背
景
と
も

合
致
し
て
い
る
。
本
図
は
、
十
八
世
紀
の
時
点
で
紀
伊
徳
川
家
に
所
在
し
た
こ
と
ま
で

は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
来
歴
と
作
者
は
不
明
で
あ
り
、
紀
伊
徳
川
家
周
辺
で
製

作
さ
れ
た
作
品
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
十
七
世
紀
初
頭
の
江
戸
狩
野
派
が
果
た
し
た

役
割
を
鑑
み
れ
ば
、
徳
川
将
軍
家
周
辺
で
の
製
作
も
可
能
性
の
一
つ
に
は
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
図
は
家
康
画
像
と
し
て
は
他
に
類
例
の
な
い
像
容
で
あ
り
、
現
存
す
る

家
康
画
像
の
い
ず
れ
と
も
相
似
し
な
い
容
貌
で
あ
る
た
め
、
十
八
世
紀
時
点
で
は
家
康

像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
製
作
時
に
は
家
康
と
は
別
人
で
あ
っ
た
可
能

性
も
ま
た
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

お　

わ　

り　

に

以
上
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
お
け
る
敗
残
の

姿
と
し
て
描
い
た
と
の
従
来
見
解
は
、
古
く
と
も
昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
以
前

に
遡
る
史
料
的
根
拠
が
な
い
た
め
、
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
図
は
、
江
戸
時
代
・

十
七
世
紀
初
頭
の
作
品
と
み
な
せ
る
も
の
の
、
尾
張
徳
川
家
に
当
初
よ
り
伝
来
し
た
作

品
で
は
な
く
、
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）に
紀
伊
徳
川
家
よ
り
尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦
の

嫡
子
・
治
行
に
嫁
い
だ
聖
聰
院
従
姫
が
、
紀
伊
徳
川
家
よ
り
持
参
し
た
「
東
照
宮
御

影
」
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
単
に
家
康
の
画
像
と
し
か
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
尾
張

徳
川
家
蔵
帳
の
検
討
か
ら
、
明
治
十
三
年（
一
八
七
八
）前
後
よ
り
昭
和
五
年
に
尾
張
徳

川
黎
明
会
が
設
立
さ
れ
る
直
前
ま
で
、
本
図
は
長
篠
合
戦
時
の
画
像
と
認
識
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
昭
和
十
一
年
一
月
に
前
年
に
開
館
し
た
徳
川
美
術
館
紹
介
の
新
聞
記
事

（
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徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
九

に
よ
っ
て
初
め
て
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
本
図
に
関

し
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
八
世
紀
に
は
家
康
画
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
尾
張
徳
川
家
よ
り
前
に
紀
伊
徳
川
家
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
先
学
の
研
究

成
果
に
よ
れ
ば
、
本
図
は
戦
陣
図
で
は
な
く
礼
拝
像
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ

る
。本

図
の
名
称
遍
歴
か
ら
み
て
、
本
図
を
「
徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
し
た

の
は
、
尾
張
徳
川
家
十
九
代
義
親
、
も
し
く
は
当
時
の
徳
川
美
術
館
職
員
と
見
な
さ
ざ

る
を
得
な
い
。
ま
だ
史
料
検
証
法
が
確
立
さ
れ
る
以
前
で
あ
り
、
厳
密
に
史
料
調
査
を

行
っ
た
上
で
の
判
断
と
思
わ
れ
ず
、
印
象
先
行
に
よ
る
主
観
的
判
断
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
当
時
の
世
相
と
し
て
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
創
作
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
八
十
年
も
の
間
、
根
拠
の
無
い
口
伝
が
継
承
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

同
様
に
徳
川
美
術
館
所
蔵
品
の
中
に
は
、
蔵
帳
で
の
史
料
的
裏
付
け
が
取
れ
な
い
伝

承
を
持
つ
作
品
が
他
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
が
、
石
川
五
右
衛
門
が
伏

見
城
の
豊
臣
秀
吉
寝
所
に
忍
び
込
ん
だ
際
、
摘
み
の
千
鳥
が
啼
い
た
為
、
秀
吉
は
難
を

逃
れ
五
右
衛
門
は
捕
ま
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
を
も
つ
「
青
磁
香
炉 
銘 
千
鳥
」

で
あ
る
。
こ
の
伝
承
・
伝
説
を
直
に
作
品
に
結
び
つ
け
る
江
戸
時
代
以
前
の
記
録
は
存

在
せ
ず
、
多
分
に
創
作
性
を
含
ん
だ
『
絵
本
太
閤
記　

七
編
巻
三
』
の
中
に
は
こ
の
逸

話
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
現
存
す
る
作
品
と
同
一
と
す
る
根
拠
は
何
も
無
い
。
も
と

よ
り
摘
み
か
ら
音
が
発
せ
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
想
像
上
の
産
物
と

み
な
す
方
が
自
然
で
あ
る
。

な
お
、「
千
鳥
」
と
い
う
銘
を
持
つ
香
炉
に
関
す
る
記
録
は
数
点
確
認
さ
れ
て
お
り
、

天
正
十
四
年（
一
五
八
六
）末
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
山
上
宗
二
記
』
記
載
の
「
千
鳥

ノ
香
爐
」
を
、
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
香
炉
と
し
た
場
合
、
本
書
が
最
古
の
所
在
記
録
と

（
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）（
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な
る
。
し
か
し
、
誰
の
所
有
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
書
記
載
の
香

炉
が
徳
川
美
術
館
に
伝
来
す
る
香
炉
で
あ
る
確
証
は
な
い
。『
松
屋
名
物
集
』
に
は
「
平

信
長
公
」
の
項
に
「
千
鳥
「
香
炉
」」
と
あ
る
た
め
、
秀
吉
以
前
に
織
田
信
長
が
所
持

し
て
い
た
と
す
る
『
絵
本
太
閤
記　

七
編
巻
三
』
記
載
通
り
の
由
緒
を
持
つ
香
炉
の
存

在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
作
品
と
同
一
で
あ
る
か
は

判
ら
な
い
。
ま
た
、「
古
今
名
物
類
聚
」
に
は
「
聞
香
炉　

紹
鷗
所
持 

一 

千
鳥
青
磁　

尾
張
殿
」
と
あ
り
、
現
在
所
蔵
さ
れ
る
香
炉
と
同
一
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

紹
鷗
所
持
の
由
緒
は
蔵
帳
に
は
な
く
、
本
書
に
お
い
て
も
秀
吉
所
持
の
確
証
は
得
ら
れ

な
い
。

尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
で
最
古
の
記
載
は
、
家
康
の
遺
産
目
録
『
駿
府
御
分
物
御
道
具

帳
』
四
「
色
々
御
道
具
帳
」
に
あ
る
「
一 

せ
い
し
の
香
炉 

壱
」
の
記
述
で
あ
る
。
簡

略
な
記
載
で
あ
る
た
め
、
果
た
し
て
こ
の
記
述
が
現
存
品
を
指
す
の
か
疑
問
が
残
る

が
、
こ
の
香
炉
は
「
上
御
数
寄
御
道
具
」、
す
な
わ
ち
尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
第
一
級

の
道
具
と
し
て
継
承
さ
れ
、
享
保
年
間
以
降
に
「
御
譲
」「
権
現
様
御
譲
」
と
蔵
帳
に

附
さ
れ
る
た
め
、
十
八
世
紀
頃
よ
り
こ
の
香
炉
が
家
康
遺
産
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
記
録
に
お
い
て
も
豊
臣
秀
吉
所
有
の
記
載

は
な
い
。

つ
ま
り
、「
千
鳥
」
と
い
う
銘
を
持
つ
香
炉
は
茶
会
記
な
ど
の
諸
史
料
に
散
見
さ
れ

る
も
の
の
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
と
結
び
つ
け
る
根
拠
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
、
厳
密

な
考
証
が
な
い
ま
ま
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
と
記
録
の
上
で
著
名
な
同
名
の
香
炉
と

を
、
比
較
的
近
年
に
同
一
視
し
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
由
緒
で
は
無
い
も
の
の
、
徳
川
家
康
所
用
の
甲
冑
「
熊
毛
植
黒
糸
威
具
足
」

に
関
し
て
も
、
昭
和
五
十
五
年（
一
九
八
〇
）に
行
わ
れ
た
高
島
屋
創
業
一
五
〇
年
記
念

の
「
御
三
家
筆
頭
尾
張
徳
川
家
伝
来 

大
名
道
具
名
宝
展
」
の
ポ
ス
タ
ー
に
お
い
て
、「
こ

（
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徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

二
〇

の
鎧
を
着
け
て
出
陣
し
た
家
康
を
、
秀
吉
は
〝
関
東
の
牛
〟
と
恐
れ
た
」
と
形
容
し
て

い
る
。
何
ら
か
の
史
書
を
典
拠
に
し
た
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
家
康

を
「
関
東
の
牛
」
と
評
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
甲
冑
の
印
象
か
ら
想
像
し
た
だ
け

の
標
語
で
あ
り
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
か
り
間
違
え
ば
史
実

と
し
て
定
着
さ
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
時
代
相
と
し
て
厳

密
な
論
文
で
は
な
い
限
り
、
こ
の
程
度
の
創
作
ま
で
は
許
さ
れ
る
と
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
考
え
が
連
綿
と
し
て
同
じ
土
壌
に
あ
る
な
ら
ば
、
三
方
ケ
原
合

戦
の
逸
話
創
作
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
な
話
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
悪
意
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

現
在
既
知
と
し
て
敷
衍
し
て
い
る
物
語
・
由
緒
で
も
、
改
め
て
厳
密
な
史
料
的
検
証

を
行
う
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
は
採
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
世
に
知
ら
れ
た
作

品
伝
承
に
、
そ
の
史
料
的
根
拠
と
い
う
面
で
か
な
り
疑
義
が
あ
る
作
品
も
あ
る
。
そ
の

全
て
を
論
証
で
き
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
に
関
し
て
は
蔵
帳

を
基
に
、
あ
る
程
度
の
伝
来
経
緯
と
、
伝
承
の
真
偽
性
ま
で
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

本
図
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
八
十
年
に
わ
た
っ
て
継
承
さ

れ
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
口
伝
を
、
本
稿
の
み
で
変
更
・
修
正
す
る
こ
と
は
中
々
難

し
い
問
題
で
あ
る
。
口
伝
が
敷
衍
し
た
要
因
は
、
慢
心
を
戒
め
己
の
所
業
を
真
摯
に
反

省
す
る
こ
と
で
、
次
な
る
成
功
を
収
め
る
と
い
う
人
生
譚
が
、
日
本
人
の
心
に
響
い
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
八
十
年
前
の
創
作
だ
っ
た
と
し
て
も
、
一
つ
の
画
像
解
釈
と
し

て
広
く
支
持
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
確
か
で
、
こ
れ
も
ま
た
本
図
継
承
の
歴
史
の
一
部
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
浪
漫
性
や
作
品
に
対
す
る
想
い
ま

で
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
本
図
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に

す
る
こ
と
と
、
今
後
徳
川
美
術
館
に
お
い
て
本
図
を
ど
の
よ
う
に
紹
介
す
る
か
で
あ
る

註（
1
）　

藤
本
正
行
「
三
方
原
敗
戦
の
徳
川
家
康
像
は
家
康
が
描
か
せ
た
も
の
で
は
な
い
」（
別
冊
歴

史
読
本
16
号
『
間
違
い
だ
ら
け
の
歴
史
常
識
』　

新
人
物
往
来
社　

二
〇
〇
八
年
八
月
十
四

日
）。

（
2
）　

青
木
一
馬
・
岡
山
泰
四
・
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
体
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』　

岩

波
書
店　

一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
。

（
3
）　

史
籍
研
究
會
『
内
閣
文
庫
所
藏
史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
三
巻　

汲

古
書
院　

昭
和
五
十
七
年
九
月
。

（
4
）　

全
国
東
照
宮
連
合
会
編
『
披
沙
揀
金
＝
徳
川
家
康
公
逸
話
衆
＝
』　

続
群
書
類
従
完
成
会

　

平
成
九
年
十
月
十
七
日
。

（
5
）　
『
當
代
記　

駿
府
記
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
七
年
十
月
十
日
。

（
6
）　

服
部
幸
雄
・
富
田
鉄
之
助
・
廣
末
保
編
『
新
訂
増
補 

歌
舞
伎
事
典
』　

平
凡
社　

一
九
八
三
年
十
一
月
八
日
初
版
第
一
刷　

二
〇
〇
〇
年
一
月
二
十
四
日
新
訂
増
補
版
第
一

刷
。

（
7
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
一　

縦
三
一
・
四
糎　

横
二
一
・
三
糎
。

（
8
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
五　

縦
九
五
・
〇
糎　

横
四
五
・
五
糎
。

（
9
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
六　

縦
三
一
・
五
糎　

横
四
三
・
五
糎
。

（
10
）　

絹
本
著
色
。
本
紙
竪
一
尺
四
寸
七
分（
四
四
・
六
糎
）・
本
紙
横
二
尺
一
寸
六
分
五
厘

（
六
五
・
七
糎
）・
表
装
竪
四
尺
四
寸
五
分（
一
四
〇
・
〇
糎
）・
表
装
横
二
尺
六
寸
三
分

（
七
九
・
八
糎
）。
表
具
上
下　

茶
地
楽
器
文
緞
子
・
中
廻　

萌
黄
地
二
重
蔓
小
牡
丹
文
銀

襴
・
風
帯
及
び
一
文
字　

紫
地
宝
珠
文
金
襴
・
紫
檀
軸
。

（
11
）　

什
器
原
簿
一　

各
縦
二
六
・
五
糎　

横
一
九
・
三
糎
。

（
12
）　

什
器
原
簿
五
―
一　

各
縦
二
六
・
四
糎　

横
一
九
・
二
糎
。

（
13
）　

香
山
里
絵
「
徳
川
義
親
の
美
術
館
設
立
想
起
」（『
金
鯱
叢
書
―
史
学
美
術
史
論
文
集
―
』

第
四
十
一
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
）。

（
14
）　
『
國
華
』
第
二
百
四
十
号　

國
華
社　

明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）五
月
一
日
。

　
　

な
お
本
史
料
は
、
香
山
氏
に
よ
る
前
掲
論
文
に
お
い
て
も
着
目
さ
れ
、
考
証
さ
れ
て
い
る
。

が
、
こ
れ
は
本
稿
の
批
判
・
批
評
を
経
た
上
で
、
後
日
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

二
一

（
15
）　

美
術
館
附
属
記
録
。
縦
二
七
・
五
糎　

横
二
〇
・
〇
糎
。

（
16
）　

徳
川
美
術
館
備
品（
一
般
図
書
）七
「
陳
列
品
配
置
図
綴
」。
同
史
料
に
は
第
一
回
展
覧

会
か
ら
、
昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）一
月
五
日
よ
り
同
月
三
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た

「
日
本
書
道
史
展
」
ま
で
の
会
場
図
面
百
六
十
二
枚
が
収
載
さ
れ
る
。
縦
三
一
・
五
糎　

横

四
一
・
〇
糎　

厚
六
・
〇
糎
。

（
17
）　

田
中
一
松
・
野
間
清
六
・
蔵
田
蔵
・
岡
田
謙
・
堀
江
知
彦
・
佐
藤
貫
一
・
飯
島
勇
・
小
山

富
士
夫
・
熊
沢
五
六
監
修
『
徳
川
美
術
館
』
別
巻（
昭
和
三
十
七
年［
一
九
六
二
］あ
と
が
き
）。

（
18
）　

徳
川
美
術
館
編
集
発
行
『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』　

昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）四
月

二
十
九
日
。

（
19
）　

高
柳
光
壽
『
戦
国
戦
記　

三
方
原
之
戦
』　

春
秋
社　

昭
和
三
十
三
年
五
月
十
日
。

（
20
）　

藤
本
氏
註（
1
）前
掲
論
文
。

（
21
）　

松
島
仁
「
徳
川
将
軍
家
の
始
祖
・
家
康
の
神
格
化
と
徳
川
日
本
の
創
建
神
話
の
創
出
─

《
東
照
宮
縁
起
絵
巻
》を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
徳
川
将
軍
権
力
と
狩
野
派
絵
画
』
第
二
部　

ブ

リ
ュ
ッ
ケ
発
行
・
星
雲
社
発
売　

二
〇
一
一
年
二
月
一
〇
日
）。

（
22
）　

畑
麗
「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
の
成
立
─
狩
野
探
幽
の
大
和
絵
制
作
─
」（『
國
華
』
第

一
〇
七
二
号　

國
華
社　

一
九
八
四
年
三
月
）。

（
23
）　K

aren M
. Gerhart, T

he E
yes of Pow

er: A
rt and E

arly T
okugaw

a A
uthority, 

H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai’i Press, 1999, pp. 107-140.

（
24
）　

松
島
氏
註（
21
）前
掲
論
文
、
七
十
四
頁
。

（
25
）　

松
島
氏
註（
21
）前
掲
論
文
、
八
十
一
頁
。

（
26
）　

松
島
仁
「
徳
川
将
軍
権
力
の
権
威
化
と
新
し
い〈
王
朝
絵
画
〉の
創
生
」（『
徳
川
将
軍
権
力

と
狩
野
派
絵
画
』
第
三
部　

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
発
行
・
星
雲
社
発
売　

二
〇
一
一
年
二
月
一
〇
日
）。

（
27
）　
『
目
録
』（「
𦾔
二
本
松
藩
主
子
爵
丹
羽
家
幷
ニ
某
家
御
藏
品
入
札
」　

東
京
美
術
倶
楽
部　

大
正
八
年
十
月
二
十
日
入
札
）掲
載
。

（
28
）　

徳
川
美
術
館
蔵
本
。
享
和
二
年（
一
八
〇
二
）六
月
刊
。

本
書
の
記
載
で
は
、「（
前
略
）太
閤
に
も
名
護
屋
の
御
陣
を
摩
恵
多
宰
相
に
任
せ
置
給
ひ 

伏
見
の
城
に
移
り
給
へ
バ 

五
右
衛
門
も
便
り
よ
し
と
心
に
よ
ろ
こ
び
宵
の
間
よ
り
伏
見

の
城
中
に
忍
び
入 

奥
殿
の
廊
下
の
妻
に
身
を
か
く
し
太
閤
の
形
勢
を
伺
ひ
け
る
に（
中

略
）五
右
衛
門
今
ハ
心
安
し
と
抜
足
し
て
寝
殿
を
窺
へ
バ 

太
閤
も
よ
く
寝
給
ひ
鼾
の
聲
高

く
聞
ゆ 

仕
す
ま
し
た
り
と
刀
の
柄
に
手
を
か
け
飛
か
ゝ
ら
ん
と
せ
し
所
に 

御
秘
蔵
の
千

鳥
の
香
爐
卓
に
居
へ
て
御
枕
元
に
置
せ
ら
れ
し
が 

不
思
議
な
る
か
な
此
香
爐
聲
を
發
し

て
鳴
事
数
聲 

さ
し
も
の
五
右
衛
門
思
ひ
が
け
な
き
事
な
れ
バ
勇
気
た
る
ミ
て
佇
ミ
し
に 

太
閤
む
く
と
起
立
給
ひ
宿
直
の
者
誰
か
あ
る
と
召
さ
る
ゝ
に（
後
略
・
傍
線
筆
者
加
筆
）」

と
し
、
こ
の
香
爐
は
元
は
今
川
義
元
所
蔵
で
、
そ
の
子
の
「
氏
郷
」
が
降
参
し
た
際
、
織

田
信
長
の
手
に
渡
り
、
本
能
寺
の
変
時
に
、
明
智
左
馬
之
介
が
安
土
城
よ
り
奪
っ
て
明
智

光
秀
の
居
城
・
坂
本
城
へ
移
し
た
後
、
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
た
時
に
、
他
の
信
長
所
蔵
の
「
重

器
」
と
共
に
左
馬
之
介
か
ら
秀
吉
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　
「
山
上
宗
二
記
」（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻　

淡
交
社　

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日

初
版　

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
三
版
）。

（
30
）　
「
松
屋
名
物
集
」（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
十
二
巻　

淡
交
社　

昭
和
三
十
七
年
一
月
十
七
日

初
版　

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
三
版
）。

（
31
）　
「
古
今
名
物
類
聚　

拾
遺
之
部　

四
」　

金
花
堂
版（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）。

（
美
術
館　

學
藝
部
部
長
代
理
）



金　

鯱　

叢　

書　
第
四
十
三
輯
　〔
年
一
回
刊
行
〕

─
史
学
美
術
史
論
文
集
─

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
　
編
集

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
　
印
刷
・
発
行

竹
　
　
内
　
　
　
　
　
誠

徳
　
　
川
　
　
義
　
　
崇

編
集
者

発
行
者

〒
171
─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

公
益
財
団
法
人
　

徳
川
黎
明
会

電
話
（
3950
）
〇
一
一
一
番
（
代
）

〒
171
─

0031
　
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
ノ
八
ノ
十
一

徳
川
林
政
史
研
究
所

電
話
（
3950
）
〇
一
一
七
番
（
代
）

〒
461
─

0023
　
名
古
屋
市
東
区
徳
川
町
一
〇
一
七

徳

川

美

術

館

電
話
（
935
）
六
二
六
二
番
（
代
）

制
作
所

〒
605
─

0089
　
京
都
市
東
山
区
元
町
三
五
五

株
式

会
社�

思
文
閣
出
版

電
話
（
533
）
六
八
六
〇
番
（
代
）

印
刷
所

〒
600
─

8805
　
京
都
市
下
京
区
中
堂
寺
鍵
田
町
二

株
式
会
社
　
図
書

印
刷　

同
朋
舎

電
話
（
361
）
九
一
二
一
番
（
代
）
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