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14

高
め
る
こ
と
や
江
戸
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
に
つ
い
て
庶
民
に
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け

る
こ
と
を
恐
れ
て
太
閤
記
物
が
禁
止
さ
れ
た
。

　こ
の
頃
の
秀
吉
は
庶
民
の
英
雄
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
た
。
江
戸
時
代
は
兵
農

分
離
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
戦
国
時
代
の
秀
吉
の
よ
う
に
庶
民
か
ら

天
下
人
と
な
る
よ
う
な
能
力
に
よ
る
出
世
と
い
う
の
は
不
可
能
な
時
代
で
あ
っ
た

23 

。『
甫
庵
太
閤
記
』
等
の
書
物
や
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
の
普
及
に
よ
り
庶
民
に

秀
吉
の
出
世
譚
が
広
ま
っ
て
い
た
が
、
庶
民
に
と
っ
て
秀
吉
は
憧
れ
で
あ
り
英
雄
で

あ
っ
た
。
故
に
、『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
の
清
州
会
議
の
記
述
で
、

勝
家
の
秀
吉
を
殺
す
策
略
を
描
く
の
は
勝
家
の
悪
役
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

秀
吉
の
英
雄
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　明
治
時
代
に
は
『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
が
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に

記
さ
れ
た
豆
本
が
流
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
は
弾
圧
さ
れ
て
い
た
豊
国

社
で
あ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
は
新
時
代
到
来
の
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
豊
国
社
再
興
の
沙

汰
書
を
下
し
て
お
り
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
再
興
し
て
い
る
。
当
時
ア
ジ

ア
侵
略
な
ど
戦
争
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
た
た
め
、
信
長

に
代
わ
っ
て
天
下
統
一
を
遂
げ
た
ば
か
り
か
、
朝
鮮
侵
略
を
行
っ
た
秀
吉
を
軍
神
と

し
て
人
気
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
24 

。
ま
た
、
能
力
に
よ
る
出
世
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
秀
吉
は
理
想
像
と
し
て
庶
民
か
ら
人
気
を
集
め
て
い
っ

た
。　大

正
時
代
に
は
『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
を
元
に
描
か
れ
た
『
太
閤

記
物
語
』が
出
版
さ
れ
る
が
、昭
和
に
入
る
と
、『
川
角
太
閤
記
』を
元
に
描
か
れ
た『
太

閤
記
』
と
『
新
書
太
閤
記
』
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
は
勝
家
と
佐
久
間
が
共
謀

し
秀
吉
を
討
た
ん
と
す
る
記
述
が
清
洲
会
議
の
中
で
は
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
。
歴
史

小
説
で
あ
る
た
め
、
史
実
に
沿
い
な
が
ら
も
脚
色
し
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　特
に
『
新
書
太
閤
記
』
は
映
像
化
に
よ
っ
て
大
衆
に
流
行
し
た
。
昭
和
二
十
八

年
（
一
九
五
三
）
に
「
新
書
太
閤
記 

流
転
日
吉
丸
」「
新
書
太
閤
記 

急
襲
桶
狭
間
」、

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
「
太
閤
記
」
が
映
画
で
上
映
さ
れ
た
。
一
九
五
九

年
に
は
毎
日
放
送
に
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大

河
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
高
視
聴
率
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
映
像
で
秀
吉
の
情
報
が
得
ら
れ
る
時
代
と
な
り
、
大
衆
に
娯
楽
と
し
て
秀
吉
像
が

広
ま
っ
て
い
っ
た
。『
新
書
太
閤
記
』
の
映
像
化
の
後
に
も
、「
黄
金
の
日
々
」、「
お

ん
な
太
閤
記
」
等
と
太
閤
記
物
は
ヒ
ッ
ト
し
て
い
っ
た
。

　近
年
話
題
に
な
っ
た
太
閤
記
物
と
し
て
は
清
洲
会
議
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
『
清

須
会
議
』（
作
・
三
谷
幸
喜
）
と
い
う
小
説
が
あ
り
、
二
〇
一
三
年
に
映
画
化
さ
れ

て
い
る
。
信
雄
と
信
孝
が
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
勝
負
を
し
て
跡
継
ぎ
を
決
め
よ

う
と
す
る
が
、
三
法
師
の
存
在
に
気
付
い
た
秀
吉
が
大
老
た
ち
を
言
い
負
か
し
三
法

師
が
跡
継
ぎ
と
な
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
勝
負
を
す
る
と
い
う
時
点
で
か
な
り

の
脚
色
が
あ
る
が
、
流
れ
は
『
川
角
太
閤
記
』
に
な
ぞ
っ
た
内
容
で
あ
り
、『
新
書

太
閤
記
』
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
で
の
清
洲
会
議
の
通
俗
は
『
川
角
太

閤
記
』
が
大
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

終
章

　
お
わ
り
に

　本
論
文
で
は
清
洲
会
議
を
題
材
に
伝
記
物
を
時
代
ご
と
に
読
み
取
り
、
描
か
れ
方

の
違
い
を
探
り
秀
吉
像
の
変
遷
を
考
察
し
た
。
清
洲
会
議
の
伝
記
の
記
述
は
、
会
議

の
結
論
に
つ
い
て
は
史
実
通
り
で
あ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
会
議
の
詳
細

は
脚
色
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
会
議
の
詳
細
の
記
述
は
『
川

角
太
閤
記
』
に
始
ま
り
、
秀
吉
が
上
手
く
三
法
師
に
家
督
を
継
が
せ
よ
う
と
促
す
と

い
う
秀
吉
像
が
創
造
さ
れ
、
途
中
『
絵
本
太
閤
記
』
や
『
真
書
太
閤
記
』
に
よ
っ
て

勝
家
の
悪
役
性
が
加
わ
り
秀
吉
を
殺
そ
う
と
企
て
て
お
り
、
そ
れ
を
上
手
く
避
け
勝

家
を
制
す
る
と
い
う
秀
吉
像
に
変
化
し
た
。
現
代
に
は
『
川
角
太
閤
記
』
で
の
秀
吉

像
が
他
の
伝
記
物
も
参
考
に
し
な
が
ら
描
か
れ
た
、
言
葉
巧
み
に
勝
家
を
制
し
余
裕

が
あ
る
秀
吉
像
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

　清
洲
会
議
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
始
め
た
の
は
江
戸
後
期
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
時
代
の
伝
記
は
秀
吉
の
勝
家
の
怒
号
に
も
屈
し
ず
、
柔
軟
な
対
応
を
す
る
姿
が
後

世
に
語
り
継
が
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
会
議
が
な
さ
れ
た
と
い
う
史
実
は
無
い

が
、
秀
吉
像
創
造
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
秀
吉

像
は
伝
記
物
に
よ
り
創
造
さ
れ
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
そ
の
像
が
変
化
し
て
い
っ
た

こ
と
を
本
論
文
で
考
察
で
き
た
。
清
州
会
議
の
史
実
に
つ
い
て
は
史
料
が
極
め
て
少

な
か
っ
た
。
史
実
の
研
究
は
こ
れ
以
上
深
堀
り
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
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　『
川
角
太
閤
記
』
の
成
立
年
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
代

で
の
秀
吉
像
は
こ
の
『
川
角
太
閤
記
』
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
江
戸
時
代
初
期
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
他
の
伝
記

の
参
考
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
だ
秀
吉
の
伝
記
物
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
よ
う

だ
。
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14

高
め
る
こ
と
や
江
戸
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
に
つ
い
て
庶
民
に
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け

る
こ
と
を
恐
れ
て
太
閤
記
物
が
禁
止
さ
れ
た
。

　こ
の
頃
の
秀
吉
は
庶
民
の
英
雄
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
た
。
江
戸
時
代
は
兵
農

分
離
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
戦
国
時
代
の
秀
吉
の
よ
う
に
庶
民
か
ら

天
下
人
と
な
る
よ
う
な
能
力
に
よ
る
出
世
と
い
う
の
は
不
可
能
な
時
代
で
あ
っ
た
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。『
甫
庵
太
閤
記
』
等
の
書
物
や
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
の
普
及
に
よ
り
庶
民
に

秀
吉
の
出
世
譚
が
広
ま
っ
て
い
た
が
、
庶
民
に
と
っ
て
秀
吉
は
憧
れ
で
あ
り
英
雄
で

あ
っ
た
。
故
に
、『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
の
清
州
会
議
の
記
述
で
、

勝
家
の
秀
吉
を
殺
す
策
略
を
描
く
の
は
勝
家
の
悪
役
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

秀
吉
の
英
雄
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　明
治
時
代
に
は
『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
が
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に

記
さ
れ
た
豆
本
が
流
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
は
弾
圧
さ
れ
て
い
た
豊
国

社
で
あ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
は
新
時
代
到
来
の
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
豊
国
社
再
興
の
沙

汰
書
を
下
し
て
お
り
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
再
興
し
て
い
る
。
当
時
ア
ジ

ア
侵
略
な
ど
戦
争
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
た
た
め
、
信
長

に
代
わ
っ
て
天
下
統
一
を
遂
げ
た
ば
か
り
か
、
朝
鮮
侵
略
を
行
っ
た
秀
吉
を
軍
神
と

し
て
人
気
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
24 

。
ま
た
、
能
力
に
よ
る
出
世
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
秀
吉
は
理
想
像
と
し
て
庶
民
か
ら
人
気
を
集
め
て
い
っ

た
。　大

正
時
代
に
は
『
真
書
太
閤
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
を
元
に
描
か
れ
た
『
太
閤

記
物
語
』が
出
版
さ
れ
る
が
、昭
和
に
入
る
と
、『
川
角
太
閤
記
』を
元
に
描
か
れ
た『
太

閤
記
』
と
『
新
書
太
閤
記
』
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
は
勝
家
と
佐
久
間
が
共
謀

し
秀
吉
を
討
た
ん
と
す
る
記
述
が
清
洲
会
議
の
中
で
は
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
。
歴
史

小
説
で
あ
る
た
め
、
史
実
に
沿
い
な
が
ら
も
脚
色
し
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　特
に
『
新
書
太
閤
記
』
は
映
像
化
に
よ
っ
て
大
衆
に
流
行
し
た
。
昭
和
二
十
八

年
（
一
九
五
三
）
に
「
新
書
太
閤
記 

流
転
日
吉
丸
」「
新
書
太
閤
記 

急
襲
桶
狭
間
」、

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
「
太
閤
記
」
が
映
画
で
上
映
さ
れ
た
。
一
九
五
九

年
に
は
毎
日
放
送
に
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大

河
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
高
視
聴
率
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
映
像
で
秀
吉
の
情
報
が
得
ら
れ
る
時
代
と
な
り
、
大
衆
に
娯
楽
と
し
て
秀
吉
像
が

広
ま
っ
て
い
っ
た
。『
新
書
太
閤
記
』
の
映
像
化
の
後
に
も
、「
黄
金
の
日
々
」、「
お

ん
な
太
閤
記
」
等
と
太
閤
記
物
は
ヒ
ッ
ト
し
て
い
っ
た
。

　近
年
話
題
に
な
っ
た
太
閤
記
物
と
し
て
は
清
洲
会
議
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
『
清

須
会
議
』（
作
・
三
谷
幸
喜
）
と
い
う
小
説
が
あ
り
、
二
〇
一
三
年
に
映
画
化
さ
れ

て
い
る
。
信
雄
と
信
孝
が
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
勝
負
を
し
て
跡
継
ぎ
を
決
め
よ

う
と
す
る
が
、
三
法
師
の
存
在
に
気
付
い
た
秀
吉
が
大
老
た
ち
を
言
い
負
か
し
三
法

師
が
跡
継
ぎ
と
な
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
勝
負
を
す
る
と
い
う
時
点
で
か
な
り

の
脚
色
が
あ
る
が
、
流
れ
は
『
川
角
太
閤
記
』
に
な
ぞ
っ
た
内
容
で
あ
り
、『
新
書

太
閤
記
』
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
で
の
清
洲
会
議
の
通
俗
は
『
川
角
太

閤
記
』
が
大
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

終
章

　
お
わ
り
に

　本
論
文
で
は
清
洲
会
議
を
題
材
に
伝
記
物
を
時
代
ご
と
に
読
み
取
り
、
描
か
れ
方

の
違
い
を
探
り
秀
吉
像
の
変
遷
を
考
察
し
た
。
清
洲
会
議
の
伝
記
の
記
述
は
、
会
議

の
結
論
に
つ
い
て
は
史
実
通
り
で
あ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
会
議
の
詳
細

は
脚
色
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
会
議
の
詳
細
の
記
述
は
『
川

角
太
閤
記
』
に
始
ま
り
、
秀
吉
が
上
手
く
三
法
師
に
家
督
を
継
が
せ
よ
う
と
促
す
と

い
う
秀
吉
像
が
創
造
さ
れ
、
途
中
『
絵
本
太
閤
記
』
や
『
真
書
太
閤
記
』
に
よ
っ
て

勝
家
の
悪
役
性
が
加
わ
り
秀
吉
を
殺
そ
う
と
企
て
て
お
り
、
そ
れ
を
上
手
く
避
け
勝

家
を
制
す
る
と
い
う
秀
吉
像
に
変
化
し
た
。
現
代
に
は
『
川
角
太
閤
記
』
で
の
秀
吉

像
が
他
の
伝
記
物
も
参
考
に
し
な
が
ら
描
か
れ
た
、
言
葉
巧
み
に
勝
家
を
制
し
余
裕

が
あ
る
秀
吉
像
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

　清
洲
会
議
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
始
め
た
の
は
江
戸
後
期
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
時
代
の
伝
記
は
秀
吉
の
勝
家
の
怒
号
に
も
屈
し
ず
、
柔
軟
な
対
応
を
す
る
姿
が
後

世
に
語
り
継
が
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
会
議
が
な
さ
れ
た
と
い
う
史
実
は
無
い

が
、
秀
吉
像
創
造
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
秀
吉

像
は
伝
記
物
に
よ
り
創
造
さ
れ
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
そ
の
像
が
変
化
し
て
い
っ
た

こ
と
を
本
論
文
で
考
察
で
き
た
。
清
州
会
議
の
史
実
に
つ
い
て
は
史
料
が
極
め
て
少

な
か
っ
た
。
史
実
の
研
究
は
こ
れ
以
上
深
堀
り
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
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　『
川
角
太
閤
記
』
の
成
立
年
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
代

で
の
秀
吉
像
は
こ
の
『
川
角
太
閤
記
』
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
江
戸
時
代
初
期
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
他
の
伝
記

の
参
考
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
だ
秀
吉
の
伝
記
物
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
よ
う

だ
。
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12

蓋
し
、
此
時
信
雄
、
信
孝
の
両
將
各
々
自
ら
嗣し

た
ら
む
と
の
こ
こ
ろ
あ
り
、
信

雄
は
第
二
子
な
れ
ば
當
然
の
順
序
也
。
信
孝
、
第
三
子
と
雖
も
山
崎
の
軍
に
働

き
あ
り
、
互
に
我
こ
そ
の
色
表
に
露
は
に
、
諸
將
、
又
、
皆
各
々
両
將
の
何
れ

か
に
心
を
寄
す
。
而
し
て
、
勝
家
は
信
孝
を
擁
せ
む
と
す
る
の
意
あ
る
也
。
秀

吉
、
早
く
も
勝
家
の
意
を
察
知
す
。（
二
五
二
頁
）

　秀
吉
が
た
だ
一
人
三
法
師
の
案
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
勝

家
の
考
え
も
先
読
み
し
て
三
法
師
を
推
し
て
い
る
の
だ
。
勝
家
に
ま
だ
三
法
師
は
幼

す
ぎ
る
の
で
成
長
す
る
ま
で
信
孝
と
信
雄
を
後
見
人
と
し
て
仕
え
る
の
は
ど
う
か
と

指
摘
さ
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
養
子
に
入
っ
た
別
の
家
の
者
な
の
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
正
論
を
ぶ
つ
け
ら
れ
反
論
す
る
も
の
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
特
に
後
見
人
が
誰
に

な
っ
た
か
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　酒
の
席
の
件
や
領
地
配
分
の
評
議
に
関
し
て
も
、『
真
書
太
閤
記
』
と
同
様
で
あ
っ

た
。

⑨
矢
田
插
雲
『
太
閤
記
』

　矢
田
の
『
太
閤
記
』
は
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
六
）
十
月
十
四
日
か
ら
報
知
新

聞
夕
刊
に
連
載
さ
れ
て
い
た
歴
史
小
説
で
あ
る
。
引
用
は
矢
田
插
雲
『
太
閤
記
』
巻

十
二
（
宝
文
館
、
一
九
三
三
年
）
を
参
照
す
る
。

　清
洲
会
議
は
「
諸
将
清
洲
に
参
会
」「
信
孝
か
三
法
師
か
」「
丹
羽
長
秀
の
緩
和
説
」

「
勝
家
自
説
を
抛な

げ
うつ

」「
三
法
師
丸
懐
柔
」
の
五
つ
の
章
立
て
で
記
載
し
て
あ
る
。

　会
議
は
清
洲
で
行
わ
れ
る
。
理
由
と
し
て
『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
じ
よ
う
に
前
田

玄
以
が
信
忠
の
「
岐
阜
な
る
妻
子
を
清
洲
に
伴
い
、
長
谷
川
丹
後
守
と
を
併
せ
て
末

永
く
守
り
立
て
よ
」
と
い
う
命
に
て
三
法
師
達
を
清
洲
に
移
動
さ
せ
て
お
り
、
清
洲

に
三
法
師
が
居
る
こ
と
か
ら
秀
吉
等
の
武
将
が
清
洲
に
参
会
し
て
い
る
。

　会
議
の
様
子
は
『
川
角
太
閤
記
』
に
な
ぞ
ら
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
秀
吉

と
勝
家
の
立
場
を
会
議
前
に
両
人
の
考
え
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
勝
家
は
何
時
し

か
信
孝
と
人
目
を
忍
ぶ
仲
に
な
つ
て
ゐ
る
、
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
。
勝
家
が
信
孝
を

擁
立
せ
ん
と
す
る
の
は
公
私
と
も
に
當
然
で
あ
っ
た
」
と
い
う
勝
家
の
立
場
と
、「
羽

柴
秀
吉
は
こ
れ
ま
た
、
何
時
の
間
に
か
信
雄
と
人
目
を
忍
ぶ
仲
に
な
つ
て
ゐ
た
、
と

の
噂
が
あ
る
。
併
し
い
く
ら
私
情
上
、
信
雄
を
ひ
い
き
し
て
も
、
父
親
の
弔
合
戦
に

尻
込
み
す
る
ほ
ど
臆
病
も
の
ゝ
信
雄
を
、
信
長
の
跡
目
に
と
主
張
す
る
勇
気
は
秀
吉

に
な
い
。（
中
略
）
秀
吉
は
、
純
嫡
流
説
に
據
り
て
、
信
忠
の
遺
児
の
三
法
師
丸
を

跡
目
に
据
え
る
の
が
、
一
番
穏
當
で
あ
る
と
信
じ
た
」
と
い
う
秀
吉
の
考
え
が
は
っ

き
り
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
秀
吉
が
三
法
師
の
所
に
通
い
他
の
武
将
達
と
な
じ
ま
な

い
間
に
三
法
師
を
手
名
付
け
て
い
た
こ
と
で
早
々
に
秀
吉
の
頭
の
中
で
は
三
法
師
が

信
長
の
跡
目
に
な
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　そ
の
後
秀
吉
が
虫
気
を
装
い
広
間
か
ら
出
て
い
き
勝
家
が
長
秀
に
言
い
く
る
め
ら

れ
三
法
師
を
跡
目
に
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
と
い
う
様
子
は
『
川
角
太
閤
記
』
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。

⑩
吉
川
英
治
『
新
書
太
閤
記
』

　吉
川
英
治
の
『
新
書
太
閤
記
』
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
一
日
か
ら

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
二
十
三
日
ま
で
連
載
さ
れ
た
歴
史
小
説
で
あ

る
。
引
用
は
吉
川
英
治
『
新
書
太
閤
記
（
四
）』
吉
川
英
治
全
集
二
十
二
（
講
談
社
、

一
九
八
〇
年
）
を
参
照
す
る
。「
柴
田
勝
家
」「
折
り
鶴
」「
薫
香
散
」「
虎
口
」
の
四

章
に
て
描
か
れ
て
い
る
。

　「
柴
田
勝
家
」の
章
に
は
事
細
か
に
勝
家
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。終
盤
部
分
に
て
、

勝
家
が
諸
将
に
書
状
を
送
っ
て
い
る
。
内
容
は
「
七
月
一
日
を
期
し
、清
洲
に
会
合
、

主
家
の
継
嗣
の
こ
と
、
明
智
の
旧
領
処
分
の
問
題
な
ど
、
当
面
の
重
大
懸
案
を
議
せ

ん
」
と
い
う
も
の
で
、
武
将
た
ち
が
清
洲
に
赴
く
理
由
と
な
る
。
ま
た
、
勝
家
の
書

状
が
届
く
前
に
清
洲
に
向
か
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「
信
長
の

嫡
子
信
忠
の
遺
子
三
法
師
丸
が
い
る
関
係
上
」
と
あ
る
。
勝
家
が
出
し
た
書
状
と
三

法
師
が
清
洲
に
避
難
し
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
理
由
が
重
な
っ
た
た
め
、
清
洲
で
会

議
が
行
わ
れ
た
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　「
折
り
鶴
」の
章
に
は
会
議
の
序
盤
が
記
さ
れ
て
い
る
。会
議
の
日
程
は
七
月
二
日
。

「
明
日
、
辰
之
下
刻
、
総
登
城
候
へ
、
御
城
ニ
於
テ
、
各
々
申
シ
談
ジ
、
天
下
人
ヲ

相
定
ム
ベ
ク
候
也
」
と
勝
家
が
七
月
一
日
の
夕
方
に
触
状
を
出
し
て
い
た
。
歴
史
小

説
が
故
に
、
日
時
を
定
め
て
読
者
に
想
像
し
や
す
く
す
る
為
で
あ
ろ
う
。

　勝
家
が
評
議
に
て
信
孝
を
推
す
こ
と
は
公
然
に
知
ら
れ
て
い
た
。
信
孝
と
勝
家
は

結
託
し
て
い
た
。
会
議
の
参
加
者
は
「
柴
田
、
羽
柴
、
丹
羽
、
滝
川
、
左
右
両
座
に

わ
か
れ
て
向
い
あ
い
、
以
下
、
池
田
勝
入
、
細
川
藤
孝
、
筒
井
順
慶
、
蒲
生
氏
郷
、
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蜂
屋
頼
隆
な
ど
居
流
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
門
の
神
戸
三
七
信
孝
と
、
北
畠
信

雄
の
二
人
が
、
席
を
わ
か
っ
て
い
た
が
、
な
お
一
方
の
上
襖
へ
寄
っ
て
、
も
う
ひ
と

り
の
幼
い
君
が
、
傅
人
の
長
谷
川
丹
波
守
に
抱
か
れ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
滝

川
も
含
む
主
要
の
大
老
と
信
孝
、
信
雄
の
同
席
、
三
法
師
ま
で
も
が
同
席
し
て
い
た
。

　「
薫く

ん

香こ
う

散さ
ん

」
に
は
会
議
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勝
家
が
主
体
と
な
り
会
議
が

進
む
。
会
議
の
題
目
と
し
て
第
一
に
織
田
家
の
世
継
ぎ
、
第
二
に
領
地
配
分
で
あ
っ

た
。
秀
吉
が
虫
気
を
装
い
広
間
を
出
て
横
に
な
る
様
子
や
い
な
く
な
っ
た
間
長
秀
が

勝
家
を
説
得
す
る
様
子
は
、『
川
角
太
閤
記
』
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
。
領
地
配

分
に
関
し
て
は
、
他
に
な
い
記
述
で
あ
っ
た
。
勝
家
の
領
地
割
の
原
案
に
、
筆
で
秀

吉
が
手
を
加
え
て
い
る
。
秀
吉
が
望
む
の
は
丹
波
の
国
一
国
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の

件
は
一
時
保
留
と
な
り
会
議
一
日
目
は
こ
こ
で
終
了
す
る
。

　会
議
二
日
目
に
は
、
勝
家
が
妥
協
案
を
考
え
提
示
。
そ
の
妥
協
案
は
秀
吉
を
除
い

た
武
将
で
談
合
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
秀
吉
に
加
担
し
て
い
た
た
め
ほ
と
ん
ど
秀
吉

の
意
の
ま
ま
の
案
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
山
崎
で
功
績
を
残
し
て
い
る
の
に
も
関

わ
ら
ず
、
秀
吉
は
自
分
の
領
地
で
あ
っ
た
長
濱
、
安
土
坂
本
も
譲
る
行
為
は
「（
自

分
に
は
、天
下
を
う
か
が
う
意
な
ど
な
い
）
そ
れ
を
秀
吉
は
敢
え
て
衆
に
示
す
べ
く
、

わ
ざ
と
取
ら
な
か
っ
た
も
の
か
。（
中
略
）
な
お
未
だ
、
彼
の
大
腹
中
を
真
に
知
る

も
の
は
な
か
っ
た
」
と
秀
吉
の
策
略
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
悟
す
描
き
方
で
あ

る
。　「

虎
口
」
の
章
に
は
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
織
田
家
家
督
は
三
法
師
で
、
傅
人

役
は
長
谷
川
丹
波
守
、
前
田
玄
以
、
加
え
て
秀
吉
に
決
定
。
信
雄
、
信
孝
は
後
見
人

と
な
り
、
京
都
に
柴
田
、
羽
柴
、
丹
羽
、
池
田
の
四
家
の
家
中
か
ら
役
人
を
出
し
、

庶
政
を
合
議
裁
決
す
る
こ
と
が
決
定
と
な
っ
た
。

　吉
川
英
治
の
『
新
書
太
閤
記
』
は
、
そ
の
後
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
な
ど
で
映
像
化

が
な
さ
れ
た
。
現
代
に
お
け
る
秀
吉
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
と
い

え
る
。

　以
上
、
伝
記
物
の
清
洲
会
議
の
記
述
の
詳
細
を
見
当
し
た
。
伝
記
物
に
お
け
る
秀

吉
像
の
特
徴
や
関
連
、
秀
吉
像
の
変
遷
を
第
二
節
に
て
検
討
す
る
。

第
二
節

　
移
り
変
わ
る
秀
吉
の
虚
像

　第
一
節
で
各
時
代
に
秀
吉
の
こ
と
を
記
し
た
伝
記
の
詳
細
を
み
た
。
秀
吉
の
伝

記
は
記
録
か
ら
読
本
、
実
録
本
、
歴
史
小
説
と
形
を
変
え
て
い
る
。『
天
正
記
』
は

戦
国
時
代
、『
甫
庵
太
閤
記
』『
豊
鑑
』『
豊
臣
秀
吉
譜
』
は
江
戸
時
代
初
期
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
で
、
歴
史
の
記
録
と
し
て
多
少
脚
色
が
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
史
実

通
り
で
あ
る
。
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
三
法
師
が
織
田
家
家
督
を
継
ぐ
こ

と
は
忠
実
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
会
議
の
結
果
と
詳
細
が
簡
潔
に
描
か
れ
て
い

た
だ
け
で
会
議
の
流
れ
や
、
出
席
者
の
発
言
な
ど
全
貌
が
見
え
て
く
る
記
述
で
は
な

か
っ
た
。

　ま
た
、『
甫
庵
太
閤
記
』
が
『
太
閤
記
』
の
基
盤
と
な
っ
た
と
通
俗
で
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
記
し
た
。『
甫
庵
太
閤
記
』
は
今
ま
で
の
伝
記
よ
り
ま
と
ま
っ
た
伝
記

で
あ
っ
た
た
め
に
、
寛
永
三
年
に
開
版
さ
れ
た
あ
と
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）、
万

治
四
年
（
一
六
六
一
）、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
～

一
七
一
六
）、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
と
い
う
よ
う
に
版
を
重
ね
、
ひ
ろ
く
庶
民

に
ま
で
愛
読
さ
れ
て
い
き
、
こ
れ
が
『
絵
本
太
閤
記
』
や
『
真
書
太
閤
記
』
に
反
映

さ
れ
て
い
っ
た
と
小
和
田
哲
夫
氏
は
い
う
20 

。

　一
方
、
そ
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
の
は
『
川
角
太
閤
記
』
で
あ
る
。『
川
角

太
閤
記
』
は
文
学
じ
み
た
描
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
学
の
よ
う
な
描
き
方
は
江
戸

後
期
の
作
品
か
ら
し
か
見
ら
れ
な
い
。
通
説
で
は
作
為
や
潤
飾
の
な
い
素
朴
な
古
記

録
21 

で
あ
る
と
い
う
が
、
清
洲
会
議
の
場
面
に
お
け
る
文
学
的
な
記
述
の
さ
れ
方

は
潤
飾
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。江
戸
時
代
初
期
に
記
さ
れ
た
伝
記
で
あ
る
の
に
、

後
に
同
様
な
描
き
方
を
さ
れ
て
い
た
の
は
大
正
時
代
に
記
さ
れ
た
矢
田
插
雲
の
『
太

閤
記
』
か
ら
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
太
閤
記
物
の
中
に
引
用
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、成
立
年
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　江
戸
時
代
後
期
に
記
さ
れ
た
『
絵
本
太
閤
記
』
は
読
本
と
し
て
、『
真
書
太
閤
記
』

は
実
録
本
と
し
て
流
布
し
た
。
ど
ち
ら
も
読
み
や
す
く
記
さ
れ
、『
絵
本
太
閤
記
』

は
挿
絵
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
や
す
い
。
大
衆
向
け
に
記
さ
れ
た
伝

記
で
あ
り
庶
民
か
ら
人
気
を
集
め
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
理
由
と
し
て
挙
げ
た
い
の

が
、
太
閤
記
物
の
発
禁
処
分
で
あ
る
。
幕
府
が
法
律
を
も
っ
て
明
確
に
「
家
康
お
よ

び
徳
川
氏
の
こ
と
を
描
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
止
規
定
を
設
け
た
の
は
八
代

将
軍
吉
宗
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
享
保
の
改
革
か
ら
で
あ
る
22 

。
秀
吉
の
人
気
を

288

（12）（13）
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蓋
し
、
此
時
信
雄
、
信
孝
の
両
將
各
々
自
ら
嗣し

た
ら
む
と
の
こ
こ
ろ
あ
り
、
信

雄
は
第
二
子
な
れ
ば
當
然
の
順
序
也
。
信
孝
、
第
三
子
と
雖
も
山
崎
の
軍
に
働

き
あ
り
、
互
に
我
こ
そ
の
色
表
に
露
は
に
、
諸
將
、
又
、
皆
各
々
両
將
の
何
れ

か
に
心
を
寄
す
。
而
し
て
、
勝
家
は
信
孝
を
擁
せ
む
と
す
る
の
意
あ
る
也
。
秀

吉
、
早
く
も
勝
家
の
意
を
察
知
す
。（
二
五
二
頁
）

　秀
吉
が
た
だ
一
人
三
法
師
の
案
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
勝

家
の
考
え
も
先
読
み
し
て
三
法
師
を
推
し
て
い
る
の
だ
。
勝
家
に
ま
だ
三
法
師
は
幼

す
ぎ
る
の
で
成
長
す
る
ま
で
信
孝
と
信
雄
を
後
見
人
と
し
て
仕
え
る
の
は
ど
う
か
と

指
摘
さ
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
養
子
に
入
っ
た
別
の
家
の
者
な
の
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
正
論
を
ぶ
つ
け
ら
れ
反
論
す
る
も
の
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
特
に
後
見
人
が
誰
に

な
っ
た
か
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　酒
の
席
の
件
や
領
地
配
分
の
評
議
に
関
し
て
も
、『
真
書
太
閤
記
』
と
同
様
で
あ
っ

た
。

⑨
矢
田
插
雲
『
太
閤
記
』

　矢
田
の
『
太
閤
記
』
は
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
六
）
十
月
十
四
日
か
ら
報
知
新

聞
夕
刊
に
連
載
さ
れ
て
い
た
歴
史
小
説
で
あ
る
。
引
用
は
矢
田
插
雲
『
太
閤
記
』
巻

十
二
（
宝
文
館
、
一
九
三
三
年
）
を
参
照
す
る
。

　清
洲
会
議
は
「
諸
将
清
洲
に
参
会
」「
信
孝
か
三
法
師
か
」「
丹
羽
長
秀
の
緩
和
説
」

「
勝
家
自
説
を
抛な

げ
うつ

」「
三
法
師
丸
懐
柔
」
の
五
つ
の
章
立
て
で
記
載
し
て
あ
る
。

　会
議
は
清
洲
で
行
わ
れ
る
。
理
由
と
し
て
『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
じ
よ
う
に
前
田

玄
以
が
信
忠
の
「
岐
阜
な
る
妻
子
を
清
洲
に
伴
い
、
長
谷
川
丹
後
守
と
を
併
せ
て
末

永
く
守
り
立
て
よ
」
と
い
う
命
に
て
三
法
師
達
を
清
洲
に
移
動
さ
せ
て
お
り
、
清
洲

に
三
法
師
が
居
る
こ
と
か
ら
秀
吉
等
の
武
将
が
清
洲
に
参
会
し
て
い
る
。

　会
議
の
様
子
は
『
川
角
太
閤
記
』
に
な
ぞ
ら
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
秀
吉

と
勝
家
の
立
場
を
会
議
前
に
両
人
の
考
え
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
勝
家
は
何
時
し

か
信
孝
と
人
目
を
忍
ぶ
仲
に
な
つ
て
ゐ
る
、
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
。
勝
家
が
信
孝
を

擁
立
せ
ん
と
す
る
の
は
公
私
と
も
に
當
然
で
あ
っ
た
」
と
い
う
勝
家
の
立
場
と
、「
羽

柴
秀
吉
は
こ
れ
ま
た
、
何
時
の
間
に
か
信
雄
と
人
目
を
忍
ぶ
仲
に
な
つ
て
ゐ
た
、
と

の
噂
が
あ
る
。
併
し
い
く
ら
私
情
上
、
信
雄
を
ひ
い
き
し
て
も
、
父
親
の
弔
合
戦
に

尻
込
み
す
る
ほ
ど
臆
病
も
の
ゝ
信
雄
を
、
信
長
の
跡
目
に
と
主
張
す
る
勇
気
は
秀
吉

に
な
い
。（
中
略
）
秀
吉
は
、
純
嫡
流
説
に
據
り
て
、
信
忠
の
遺
児
の
三
法
師
丸
を

跡
目
に
据
え
る
の
が
、
一
番
穏
當
で
あ
る
と
信
じ
た
」
と
い
う
秀
吉
の
考
え
が
は
っ

き
り
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
秀
吉
が
三
法
師
の
所
に
通
い
他
の
武
将
達
と
な
じ
ま
な

い
間
に
三
法
師
を
手
名
付
け
て
い
た
こ
と
で
早
々
に
秀
吉
の
頭
の
中
で
は
三
法
師
が

信
長
の
跡
目
に
な
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　そ
の
後
秀
吉
が
虫
気
を
装
い
広
間
か
ら
出
て
い
き
勝
家
が
長
秀
に
言
い
く
る
め
ら

れ
三
法
師
を
跡
目
に
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
と
い
う
様
子
は
『
川
角
太
閤
記
』
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。

⑩
吉
川
英
治
『
新
書
太
閤
記
』

　吉
川
英
治
の
『
新
書
太
閤
記
』
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
一
日
か
ら

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
二
十
三
日
ま
で
連
載
さ
れ
た
歴
史
小
説
で
あ

る
。
引
用
は
吉
川
英
治
『
新
書
太
閤
記
（
四
）』
吉
川
英
治
全
集
二
十
二
（
講
談
社
、

一
九
八
〇
年
）
を
参
照
す
る
。「
柴
田
勝
家
」「
折
り
鶴
」「
薫
香
散
」「
虎
口
」
の
四

章
に
て
描
か
れ
て
い
る
。

　「
柴
田
勝
家
」の
章
に
は
事
細
か
に
勝
家
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。終
盤
部
分
に
て
、

勝
家
が
諸
将
に
書
状
を
送
っ
て
い
る
。
内
容
は
「
七
月
一
日
を
期
し
、清
洲
に
会
合
、

主
家
の
継
嗣
の
こ
と
、
明
智
の
旧
領
処
分
の
問
題
な
ど
、
当
面
の
重
大
懸
案
を
議
せ

ん
」
と
い
う
も
の
で
、
武
将
た
ち
が
清
洲
に
赴
く
理
由
と
な
る
。
ま
た
、
勝
家
の
書

状
が
届
く
前
に
清
洲
に
向
か
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「
信
長
の

嫡
子
信
忠
の
遺
子
三
法
師
丸
が
い
る
関
係
上
」
と
あ
る
。
勝
家
が
出
し
た
書
状
と
三

法
師
が
清
洲
に
避
難
し
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
理
由
が
重
な
っ
た
た
め
、
清
洲
で
会

議
が
行
わ
れ
た
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　「
折
り
鶴
」の
章
に
は
会
議
の
序
盤
が
記
さ
れ
て
い
る
。会
議
の
日
程
は
七
月
二
日
。

「
明
日
、
辰
之
下
刻
、
総
登
城
候
へ
、
御
城
ニ
於
テ
、
各
々
申
シ
談
ジ
、
天
下
人
ヲ

相
定
ム
ベ
ク
候
也
」
と
勝
家
が
七
月
一
日
の
夕
方
に
触
状
を
出
し
て
い
た
。
歴
史
小

説
が
故
に
、
日
時
を
定
め
て
読
者
に
想
像
し
や
す
く
す
る
為
で
あ
ろ
う
。

　勝
家
が
評
議
に
て
信
孝
を
推
す
こ
と
は
公
然
に
知
ら
れ
て
い
た
。
信
孝
と
勝
家
は

結
託
し
て
い
た
。
会
議
の
参
加
者
は
「
柴
田
、
羽
柴
、
丹
羽
、
滝
川
、
左
右
両
座
に

わ
か
れ
て
向
い
あ
い
、
以
下
、
池
田
勝
入
、
細
川
藤
孝
、
筒
井
順
慶
、
蒲
生
氏
郷
、
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蜂
屋
頼
隆
な
ど
居
流
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
門
の
神
戸
三
七
信
孝
と
、
北
畠
信

雄
の
二
人
が
、
席
を
わ
か
っ
て
い
た
が
、
な
お
一
方
の
上
襖
へ
寄
っ
て
、
も
う
ひ
と

り
の
幼
い
君
が
、
傅
人
の
長
谷
川
丹
波
守
に
抱
か
れ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
滝

川
も
含
む
主
要
の
大
老
と
信
孝
、
信
雄
の
同
席
、
三
法
師
ま
で
も
が
同
席
し
て
い
た
。

　「
薫く

ん

香こ
う

散さ
ん

」
に
は
会
議
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勝
家
が
主
体
と
な
り
会
議
が

進
む
。
会
議
の
題
目
と
し
て
第
一
に
織
田
家
の
世
継
ぎ
、
第
二
に
領
地
配
分
で
あ
っ

た
。
秀
吉
が
虫
気
を
装
い
広
間
を
出
て
横
に
な
る
様
子
や
い
な
く
な
っ
た
間
長
秀
が

勝
家
を
説
得
す
る
様
子
は
、『
川
角
太
閤
記
』
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
。
領
地
配

分
に
関
し
て
は
、
他
に
な
い
記
述
で
あ
っ
た
。
勝
家
の
領
地
割
の
原
案
に
、
筆
で
秀

吉
が
手
を
加
え
て
い
る
。
秀
吉
が
望
む
の
は
丹
波
の
国
一
国
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の

件
は
一
時
保
留
と
な
り
会
議
一
日
目
は
こ
こ
で
終
了
す
る
。

　会
議
二
日
目
に
は
、
勝
家
が
妥
協
案
を
考
え
提
示
。
そ
の
妥
協
案
は
秀
吉
を
除
い

た
武
将
で
談
合
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
秀
吉
に
加
担
し
て
い
た
た
め
ほ
と
ん
ど
秀
吉

の
意
の
ま
ま
の
案
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
山
崎
で
功
績
を
残
し
て
い
る
の
に
も
関

わ
ら
ず
、
秀
吉
は
自
分
の
領
地
で
あ
っ
た
長
濱
、
安
土
坂
本
も
譲
る
行
為
は
「（
自

分
に
は
、天
下
を
う
か
が
う
意
な
ど
な
い
）
そ
れ
を
秀
吉
は
敢
え
て
衆
に
示
す
べ
く
、

わ
ざ
と
取
ら
な
か
っ
た
も
の
か
。（
中
略
）
な
お
未
だ
、
彼
の
大
腹
中
を
真
に
知
る

も
の
は
な
か
っ
た
」
と
秀
吉
の
策
略
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
悟
す
描
き
方
で
あ

る
。　「

虎
口
」
の
章
に
は
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
織
田
家
家
督
は
三
法
師
で
、
傅
人

役
は
長
谷
川
丹
波
守
、
前
田
玄
以
、
加
え
て
秀
吉
に
決
定
。
信
雄
、
信
孝
は
後
見
人

と
な
り
、
京
都
に
柴
田
、
羽
柴
、
丹
羽
、
池
田
の
四
家
の
家
中
か
ら
役
人
を
出
し
、

庶
政
を
合
議
裁
決
す
る
こ
と
が
決
定
と
な
っ
た
。

　吉
川
英
治
の
『
新
書
太
閤
記
』
は
、
そ
の
後
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
な
ど
で
映
像
化

が
な
さ
れ
た
。
現
代
に
お
け
る
秀
吉
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
と
い

え
る
。

　以
上
、
伝
記
物
の
清
洲
会
議
の
記
述
の
詳
細
を
見
当
し
た
。
伝
記
物
に
お
け
る
秀

吉
像
の
特
徴
や
関
連
、
秀
吉
像
の
変
遷
を
第
二
節
に
て
検
討
す
る
。

第
二
節

　
移
り
変
わ
る
秀
吉
の
虚
像

　第
一
節
で
各
時
代
に
秀
吉
の
こ
と
を
記
し
た
伝
記
の
詳
細
を
み
た
。
秀
吉
の
伝

記
は
記
録
か
ら
読
本
、
実
録
本
、
歴
史
小
説
と
形
を
変
え
て
い
る
。『
天
正
記
』
は

戦
国
時
代
、『
甫
庵
太
閤
記
』『
豊
鑑
』『
豊
臣
秀
吉
譜
』
は
江
戸
時
代
初
期
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
で
、
歴
史
の
記
録
と
し
て
多
少
脚
色
が
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
史
実

通
り
で
あ
る
。
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
三
法
師
が
織
田
家
家
督
を
継
ぐ
こ

と
は
忠
実
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
会
議
の
結
果
と
詳
細
が
簡
潔
に
描
か
れ
て
い

た
だ
け
で
会
議
の
流
れ
や
、
出
席
者
の
発
言
な
ど
全
貌
が
見
え
て
く
る
記
述
で
は
な

か
っ
た
。

　ま
た
、『
甫
庵
太
閤
記
』
が
『
太
閤
記
』
の
基
盤
と
な
っ
た
と
通
俗
で
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
記
し
た
。『
甫
庵
太
閤
記
』
は
今
ま
で
の
伝
記
よ
り
ま
と
ま
っ
た
伝
記

で
あ
っ
た
た
め
に
、
寛
永
三
年
に
開
版
さ
れ
た
あ
と
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）、
万

治
四
年
（
一
六
六
一
）、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
～

一
七
一
六
）、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
と
い
う
よ
う
に
版
を
重
ね
、
ひ
ろ
く
庶
民

に
ま
で
愛
読
さ
れ
て
い
き
、
こ
れ
が
『
絵
本
太
閤
記
』
や
『
真
書
太
閤
記
』
に
反
映

さ
れ
て
い
っ
た
と
小
和
田
哲
夫
氏
は
い
う
20 

。

　一
方
、
そ
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
の
は
『
川
角
太
閤
記
』
で
あ
る
。『
川
角

太
閤
記
』
は
文
学
じ
み
た
描
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
学
の
よ
う
な
描
き
方
は
江
戸

後
期
の
作
品
か
ら
し
か
見
ら
れ
な
い
。
通
説
で
は
作
為
や
潤
飾
の
な
い
素
朴
な
古
記

録
21 

で
あ
る
と
い
う
が
、
清
洲
会
議
の
場
面
に
お
け
る
文
学
的
な
記
述
の
さ
れ
方

は
潤
飾
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。江
戸
時
代
初
期
に
記
さ
れ
た
伝
記
で
あ
る
の
に
、

後
に
同
様
な
描
き
方
を
さ
れ
て
い
た
の
は
大
正
時
代
に
記
さ
れ
た
矢
田
插
雲
の
『
太

閤
記
』
か
ら
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
太
閤
記
物
の
中
に
引
用
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、成
立
年
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
は
異
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　江
戸
時
代
後
期
に
記
さ
れ
た
『
絵
本
太
閤
記
』
は
読
本
と
し
て
、『
真
書
太
閤
記
』

は
実
録
本
と
し
て
流
布
し
た
。
ど
ち
ら
も
読
み
や
す
く
記
さ
れ
、『
絵
本
太
閤
記
』

は
挿
絵
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
や
す
い
。
大
衆
向
け
に
記
さ
れ
た
伝

記
で
あ
り
庶
民
か
ら
人
気
を
集
め
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
理
由
と
し
て
挙
げ
た
い
の

が
、
太
閤
記
物
の
発
禁
処
分
で
あ
る
。
幕
府
が
法
律
を
も
っ
て
明
確
に
「
家
康
お
よ

び
徳
川
氏
の
こ
と
を
描
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
止
規
定
を
設
け
た
の
は
八
代

将
軍
吉
宗
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
享
保
の
改
革
か
ら
で
あ
る
22 

。
秀
吉
の
人
気
を
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る
。
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
の
陣
で
豊
臣
家
が
滅
亡
す
る
と
、
家
康
の

命
に
よ
り
豊
国
社
は
破
却
さ
れ
、
神
格
を
否
定
さ
れ
、
神
官
も
追
放
さ
れ
る
等
と
徹

底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
。
そ
れ
は
明
治
に
入
る
ま
で
弾
圧
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
18 

。

こ
の
よ
う
に
徳
川
方
は
豊
臣
の
影
響
を
後
世
に
残
さ
ん
と
し
て
い
る
。
秀
吉
を
称
え

る
よ
う
な
読
本
は
排
除
し
な
け
れ
ば
分
が
悪
か
っ
た
の
か
、文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

に
絶
版
を
命
じ
ら
れ
た
19 

。
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑦
栗
原
柳
庵
『
真
書
太
閤
記
』

　『
真
書
太
閤
記
』は
江
戸
中
期
に
実
録
体
小
説『
太
閤
真
顕
記
』や
こ
れ
ま
で
の『
太

閤
記
』
を
参
考
に
、
秀
吉
の
通
俗
的
な
伝
記
を
ま
と
め
た
実
録
風
読
物
で
あ
る
。
清

洲
会
議
の
詳
細
は
八
編
七
之
巻
、「
諸
将
清
洲
の
城
に
会
合
の
事 

并 

柴
田
佐
久
間

内
談
の
事
」「
秀
吉
理
り
を
述
べ
て
諸
将
を
服
せ
し
む
る
事 

并 

勝
家
長
濱
所
望
の

事
」
の
二
つ
の
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
扱
う
の
は
栗
原
柳
庵
『
真
書
太

閤
記
』
三
之
巻
（
博
文
館
、
一
八
九
八
年
）
で
あ
る
。

　本
能
寺
の
変
後
、
信
雄
の
居
城
で
あ
っ
た
清
洲
に
も
明
智
軍
が
押
し
寄
せ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
と
出
陣
の
準
備
を
し
て
い
る
様
子
か
ら
始
ま
る
。

御
臺
所
を
は
じ
め
幼
稚
の
君
達
い
づ
れ
も
日
野
の
蒲
生
右
兵
衛
太
夫
が
許
に

忍
ば
せ
給
ひ
し
な
ん
と
取
り
ゞ
に
沙
汰
し
た
り
け
れ
ば
爰
へ
も
必
定
寄
せ
来

る
べ
し
然
ば
何
と
し
て
防
ぐ
べ
き
や
と
心
ゝ
に
其
用
意
を
ぞ
な
し
た
り
け
る

（
二
五
六
頁
）

　「
幼
稚
の
君
達
」
と
い
う
の
は
、
三
法
師
の
こ
と
で
る
。
三
法
師
は
蒲
生
と
共
に

近
江
日
野
（
現
在
の
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
）
に
身
を
寄
せ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

流
布
本
に
前
田
徳
善
院
法
印
三
法
師
君
を
供ぐ

奉ぶ

し
て
清
洲
へ
落
ち
来
た
り
し
處

へ
安
土
よ
り
蒲
生
右
兵
衛
太
夫
中
将
殿
の
北
の
御
方
を
は
じ
め
幼
稚
の
方
々
を

御
供
し
奉
り
し
由
を
記
す
と
い
へ
ど
も
誤
り
な
り
三
法
師
君
も
日
野
へ
御
入
り

あ
り
し
と
明
証
あ
り
御
臺
所
な
ら
び
に
中
将
ど
の
ゝ
北
の
御
方
は
蒲
生
が
元
よ

り
預
り
奉
り
し
と
こ
ろ
な
り
（
二
五
六
頁
）

　こ
の
よ
う
に
、『
豊
鑑
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
で
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
前
田
玄

以
が
三
法
師
を
清
洲
に
移
動
さ
せ
清
洲
に
三
法
師
が
居
た
と
い
う
話
は
間
違
い
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
た
。
史
実
で
も
三
法
師
が
日
野
に
居
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
こ
は
史
実
に
忠
実
で
あ
る
。

猿
面
が
さ
ぞ
か
し
人
を
な
げ
に
擧ふ

る

動ま
い

申
す
べ
き
を
黙お

め

ゝお
め

と
見
居
候
べ
き
併し

か

し
な

か
ら
道
理
の
外
に
勝
つ
べ
き
筋
な
く
候
但
し
今
は
故
殿
の
御
仇
き
を
打
ち
果
た

し
候
へ
ば
御
遺
跡
の
評
定
こ
そ
尤
と
も
大
切
に
候
な
れ
然
る
を
今
日
ま
で
筑
前

よ
り
此
方
へ
何
と
も
申
し
入
れ
ず
候
と
頗す

こ
ぶる

越お
ち

度ど

た
る
べ
く
存
じ
候
因
り
て
御

遺
跡
の
評
定
の
為
を
仰
せ
ら
れ
候
て
諸
将
を
め
さ
る
べ
く
候
左
候
て
筑
前
も
必

定
参
向
仕
ま
つ
る
べ
く
候
其
節
の
次
第
に
よ
り
筑
前
に
喧
嘩
し
か
け
て
是
を
殺

す
べ
し
と
申
し
け
れ
ば
信
雄
を
始
め
何
れ
も
こ
の
義
尤
と
も
し
か
る
べ
し
と
て

諸
将
を
清
洲
へ
呼
び
集
め
ら
る
（
二
五
八
頁
）

　『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
様
、
勝
家
は
秀
吉
が
天
下
人
に
躍
り
出
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
気
に
食
わ
ず
、
織
田
家
の
跡
継
ぎ
の
評
議
の
席
で
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
清
洲

に
向
か
っ
て
い
た
勝
家
は
評
議
の
席
を
清
洲
城
に
設
け
た
。
勝
家
が
諸
将
を
清
洲
に

集
め
た
と
い
う
こ
と
が
右
の
文
章
か
ら
わ
か
る
。
清
洲
に
集
合
し
た
武
将
達
は
、
羽

柴
秀
吉
・
池
田
恒
興
・
丹
羽
長
秀
・
蜂
谷
出
羽
守
・
高
山
右
近
・
筒
井
順
慶
・
中
川

瀬
兵
衛
・
佐
久
間
玄
蕃
・
前
田
又
左
衛
門
・
佐
々
内
蔵
助
・
森
勝
蔵
・
毛
利
河
内
守

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
信
孝
と
信
雄
の
記
載
は
な
か
っ
た
た
め
、『
真
書
太
閤
記
』

で
の
清
洲
会
議
に
は
参
加
は
無
か
っ
た
様
で
あ
る
。
参
加
者
の
中
に
い
る
佐
久
間
玄

蕃
と
い
う
の
は
、
勝
家
の
妹
の
子
で
甥
で
あ
る
。
勝
家
は
こ
っ
そ
り
そ
の
佐
久
間
に

評
議
の
席
で
勝
家
が
秀
吉
に
喧
嘩
を
売
っ
た
時
に
、
怒
ら
せ
て
か
ら
殺
す
よ
う
に
と

命
じ
た
。
そ
し
て
会
議
が
始
ま
る
。

　会
議
の
内
容
は
、
台
詞
や
心
情
が
記
さ
れ
詳
し
く
描
か
れ
て
い
た
。「
座
上
に
柴

田
修
理
進
勝
家
故
殿
（
信
長
）
の
妹
の
夫
と
い
ひ
當
家
の
老
臣
な
り

　涙
な
が
ら
に

発
言
し
け
る
様
」（
二
五
九
頁
）
と
あ
り
、
織
田
家
大
老
の
中
で
一
番
偉
い
勝
家
が

会
議
の
主
導
者
で
あ
っ
た
。
他
の
武
将
た
ち
が
発
言
し
に
く
い
中
、
秀
吉
が
「
御
遺

跡
の
御
事
は
既
に
正
嫡
正
統
の
ま
し
ま
す
も
の
を
今
改
め
て
御
評
定
と
の
義
不
審
に

候
」（
二
五
九
頁
）
と
血
筋
の
も
と
決
ま
っ
て
い
る
の
を
話
し
合
う
こ
と
が
不
審
に
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思
う
と
発
言
す
る
。

勝
家
膝
立
て
な
を
し
や
あ
筑
前
守
正
嫡
正
統
の
お
は
し
ま
す
と
は
何
を
さ
し
て

申
さ
れ
候
ぞ
三
七
殿
と
と
も
に
山
崎
へ
御
出
馬
候
ひ
し
を
以
つ
て
い
は
る
ゝ
に

や
修
理
進
は
心
得
ず
候
と
怒
り
聲
に
申
し
け
れ
ば
筑
前
守
お
し
静
め
て
申
す
様

柴
田
殿
の
仰
せ
に
て
腹ふ

く

藏ぞ
う

な
く
申
せ
と
候
に
よ
り
秀
吉
が
腹
に
お
も
ふ
處
を
も

せ
し
に
て
候
三
七
殿
は
某
と
共
に
御
出
馬
候
て
御
合
戦
も
遊
ば
し
候
三
七
殿
を

主
君
と
仰
ぎ
奉
る
べ
く
は
何
と
て
今
日
御
評
定
の
御
座
へ
出
仕
候
べ
き
や
と
申

し
誠
に
道
理
な
れ
ば
柴
田
も
返
す
詞
な
く
然
ば
正
嫡
正
統
と
筑
前
守
の
い
は

る
ゝ
は
誰
殿
に
ま
し
ま
す
ぞ
や
と
申
す
に
よ
り
秀
吉
然
れ
ば
候
故
殿
の
御
嫡
子

は
中
将
殿
に
ま
し
ま
す
中
将
殿
の
御
嫡
子
は
三
法
師
君
に
お
は
し
ま
す
是
れ
こ

そ
正
嫡
正
統
と
申
す
べ
け
れ
（
二
五
九
頁
）

　こ
の
よ
う
に
勝
家
は
秀
吉
に
喧
嘩
を
し
か
け
、
怒
っ
て
秀
吉
を
批
難
し
た
。
し
か

し
秀
吉
は
冷
静
に
勝
家
が
墓
穴
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、
血
筋
を
考
え
れ
ば
三

法
師
が
織
田
家
の
跡
継
ぎ
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
三
法
師
が

幼
稚
す
ぎ
る
と
勝
家
が
言
え
ば
秀
吉
は
信
孝
を
後
見
人
と
す
れ
ば
い
い
と
あ
っ
さ
り

返
答
す
る
。

事
を
起
こ
し
て
喧
嘩
を
仕し

出い

だ
し
そ
の
上
に
て
玄
蕃
に
事
を
な
せ
さ
せ
ん
と
計

り
し
と
の
す
べ
て
徒

い
た
づ

事
と
な
り
し
か
ば
二
人
と
も
内
心
に
末
始
終
い
か
ゞ
あ
ら

ん
と
思
へ
ど
も
秀
吉
の
詞
正
し
く
理
り
す
こ
し
も
す
き
ま
な
き
が
故
に
い
出
だ

さ
ゞ
り
し
な
り
（
二
六
〇
頁
）

　秀
吉
の
言
う
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
て
勝
家
は
喧
嘩
を
売
っ
て
争
お
う
と
し
て

も
反
論
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
佐
久
間
も
殺
す
こ
と
が
で
き
ず
、
終
盤
で
三

法
師
を
跡
継
ぎ
に
す
る
こ
と
で
勝
家
が
老
衰
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
こ
と
に
秀
吉
三

法
師
を
補
助
し
て
天
下
を
奪
う
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
喧
嘩
を
仕
掛
け
る
が
、「
柴

田
殿
御
年
高
し
と
申
せ
ど
も
い
ま
た
御
壮
健
に
て
勿
ゝ
御
老
衰
と
申
す
べ
か
ら
ず
筑

前
事
は
御
存
じ
の
通
り
柴
田
殿
の
御
影
を
以
て
御
家
臣
の
列
に
も
加
は
り
候
も
の
な

り
何
と
て
柴
田
殿
を
さ
し
置
き
左
様
に
さ
し
出
で
申
す
べ
き
や
」（
二
六
一
頁
）
と

怒
る
こ
と
な
く
言
っ
た
た
め
、佐
久
間
も
う
ま
く
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、

織
田
家
家
督
は
三
法
師
に
、
後
見
人
は
勝
家
に
決
定
し
た
。

　明
智
の
領
地
配
分
に
つ
い
て
は
「
秀
吉
理
り
を
述
べ
て
諸
将
を
服
せ
し
む
る
事 

并 

勝
家
長
濱
所
望
の
事
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
滝
川
一
益
が
清
洲
に
到
着
し
て

か
ら
会
議
が
行
わ
れ
て
い
た
。
評
議
後
、
ま
た
勝
家
は
秀
吉
を
貶
め
よ
う
と
権
威
を

振
り
、
秀
吉
を
怒
ら
せ
よ
う
と
腰
を
揉
め
と
い
う
が
秀
吉
も
拒
ま
ず
揉
み
ほ
ぐ
す
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
こ
れ
も
失
敗
に
終
わ
る
。
勝
家
は
秀
吉
が
山
崎
で
の
功
績
に
よ

り
威
厳
を
振
る
い
上
か
ら
物
を
言
う
と
踏
ん
で
い
た
が
そ
の
逆
で
、
秀
吉
は
下
手
下

手
に
と
話
を
進
め
正
論
を
述
べ
て
く
る
の
で
勝
家
が
手
も
足
も
出
な
く
な
っ
て
し
ま

い
秀
吉
の
言
う
が
ま
ま
の
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　『
真
書
太
閤
記
』
は
、『
絵
本
太
閤
記
』
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
過
去

の
伝
記
の
誤
り
を
指
摘
し
史
実
に
沿
っ
て
新
た
に
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
。
会
議
の
内
容
は
『
絵
本
太
閤
記
』
に
類
似
し
て
い
た
。

⑧
大
町
桂
月
『
太
閤
記
物
語
』

　大
町
桂
月
は
高
知
県
出
身
の
詩
人
・
随
筆
家
・
評
論
家
で
あ
る
。『
太
閤
記
物
語
』

は
大
正
七
年
（
一
九
一
二
）
年
に
記
さ
れ
た
。『
太
閤
記
物
語
』
で
は
「
勝
家
と
秀
吉
」

の
章
に
記
載
が
あ
る
。
引
用
は
大
町
桂
月
『
太
閤
記
物
語
』（
新
潮
社
、一
九
一
八
年
）

を
参
照
す
る
。

　会
議
は
清
洲
城
で
行
わ
れ
て
い
て
、
理
由
と
し
て
「
信
孝
が
嫡
子
三
法
師
、
信
忠

が
簾
中
と
共
に
難
を
免
れ
て
清
洲
の
城
に
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
洲
に
三
法

師
が
い
た
こ
と
か
ら
秀
吉
た
ち
が
集
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　勝
家
は
『
真
書
太
閤
記
』、『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
じ
よ
う
に
佐
久
間
玄
蕃
に
会
議

の
中
で
勝
家
と
秀
吉
が
言
い
争
っ
た
ら
秀
吉
を
殺
す
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
筆
者
の

大
町
桂
月
が
『
太
閤
記
物
語
』
の
ま
え
が
き
に
「
主
と
し
て
『
真
書
太
閤
記
』
に
據

る
も
、
時
に
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
内
容
を
も
攝と

り
来
た
り
て
」
と
記
述
し
て
い
る

よ
う
に
、『
真
書
太
閤
記
』
と
『
絵
本
太
閤
記
』
を
参
考
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
類

似
し
て
い
る
。
家
督
の
評
議
に
て
、
切
り
出
し
方
は
『
真
書
太
閤
記
』
と
同
じ
で
は

あ
っ
た
が
、
秀
吉
の
心
中
の
考
え
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
後
見
人
に
つ
い
て
違

い
が
あ
っ
た
。
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10

る
。
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
の
陣
で
豊
臣
家
が
滅
亡
す
る
と
、
家
康
の

命
に
よ
り
豊
国
社
は
破
却
さ
れ
、
神
格
を
否
定
さ
れ
、
神
官
も
追
放
さ
れ
る
等
と
徹

底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
。
そ
れ
は
明
治
に
入
る
ま
で
弾
圧
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
18 

。

こ
の
よ
う
に
徳
川
方
は
豊
臣
の
影
響
を
後
世
に
残
さ
ん
と
し
て
い
る
。
秀
吉
を
称
え

る
よ
う
な
読
本
は
排
除
し
な
け
れ
ば
分
が
悪
か
っ
た
の
か
、文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

に
絶
版
を
命
じ
ら
れ
た
19 

。
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑦
栗
原
柳
庵
『
真
書
太
閤
記
』

　『
真
書
太
閤
記
』は
江
戸
中
期
に
実
録
体
小
説『
太
閤
真
顕
記
』や
こ
れ
ま
で
の『
太

閤
記
』
を
参
考
に
、
秀
吉
の
通
俗
的
な
伝
記
を
ま
と
め
た
実
録
風
読
物
で
あ
る
。
清

洲
会
議
の
詳
細
は
八
編
七
之
巻
、「
諸
将
清
洲
の
城
に
会
合
の
事 

并 

柴
田
佐
久
間

内
談
の
事
」「
秀
吉
理
り
を
述
べ
て
諸
将
を
服
せ
し
む
る
事 

并 

勝
家
長
濱
所
望
の

事
」
の
二
つ
の
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
扱
う
の
は
栗
原
柳
庵
『
真
書
太

閤
記
』
三
之
巻
（
博
文
館
、
一
八
九
八
年
）
で
あ
る
。

　本
能
寺
の
変
後
、
信
雄
の
居
城
で
あ
っ
た
清
洲
に
も
明
智
軍
が
押
し
寄
せ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
と
出
陣
の
準
備
を
し
て
い
る
様
子
か
ら
始
ま
る
。

御
臺
所
を
は
じ
め
幼
稚
の
君
達
い
づ
れ
も
日
野
の
蒲
生
右
兵
衛
太
夫
が
許
に

忍
ば
せ
給
ひ
し
な
ん
と
取
り
ゞ
に
沙
汰
し
た
り
け
れ
ば
爰
へ
も
必
定
寄
せ
来

る
べ
し
然
ば
何
と
し
て
防
ぐ
べ
き
や
と
心
ゝ
に
其
用
意
を
ぞ
な
し
た
り
け
る

（
二
五
六
頁
）

　「
幼
稚
の
君
達
」
と
い
う
の
は
、
三
法
師
の
こ
と
で
る
。
三
法
師
は
蒲
生
と
共
に

近
江
日
野
（
現
在
の
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
）
に
身
を
寄
せ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

流
布
本
に
前
田
徳
善
院
法
印
三
法
師
君
を
供ぐ

奉ぶ

し
て
清
洲
へ
落
ち
来
た
り
し
處

へ
安
土
よ
り
蒲
生
右
兵
衛
太
夫
中
将
殿
の
北
の
御
方
を
は
じ
め
幼
稚
の
方
々
を

御
供
し
奉
り
し
由
を
記
す
と
い
へ
ど
も
誤
り
な
り
三
法
師
君
も
日
野
へ
御
入
り

あ
り
し
と
明
証
あ
り
御
臺
所
な
ら
び
に
中
将
ど
の
ゝ
北
の
御
方
は
蒲
生
が
元
よ

り
預
り
奉
り
し
と
こ
ろ
な
り
（
二
五
六
頁
）

　こ
の
よ
う
に
、『
豊
鑑
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
で
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
前
田
玄

以
が
三
法
師
を
清
洲
に
移
動
さ
せ
清
洲
に
三
法
師
が
居
た
と
い
う
話
は
間
違
い
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
た
。
史
実
で
も
三
法
師
が
日
野
に
居
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
こ
は
史
実
に
忠
実
で
あ
る
。

猿
面
が
さ
ぞ
か
し
人
を
な
げ
に
擧ふ

る

動ま
い

申
す
べ
き
を
黙お

め

ゝお
め

と
見
居
候
べ
き
併し

か

し
な

か
ら
道
理
の
外
に
勝
つ
べ
き
筋
な
く
候
但
し
今
は
故
殿
の
御
仇
き
を
打
ち
果
た

し
候
へ
ば
御
遺
跡
の
評
定
こ
そ
尤
と
も
大
切
に
候
な
れ
然
る
を
今
日
ま
で
筑
前

よ
り
此
方
へ
何
と
も
申
し
入
れ
ず
候
と
頗す

こ
ぶる

越お
ち

度ど

た
る
べ
く
存
じ
候
因
り
て
御

遺
跡
の
評
定
の
為
を
仰
せ
ら
れ
候
て
諸
将
を
め
さ
る
べ
く
候
左
候
て
筑
前
も
必

定
参
向
仕
ま
つ
る
べ
く
候
其
節
の
次
第
に
よ
り
筑
前
に
喧
嘩
し
か
け
て
是
を
殺

す
べ
し
と
申
し
け
れ
ば
信
雄
を
始
め
何
れ
も
こ
の
義
尤
と
も
し
か
る
べ
し
と
て

諸
将
を
清
洲
へ
呼
び
集
め
ら
る
（
二
五
八
頁
）

　『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
様
、
勝
家
は
秀
吉
が
天
下
人
に
躍
り
出
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
気
に
食
わ
ず
、
織
田
家
の
跡
継
ぎ
の
評
議
の
席
で
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
清
洲

に
向
か
っ
て
い
た
勝
家
は
評
議
の
席
を
清
洲
城
に
設
け
た
。
勝
家
が
諸
将
を
清
洲
に

集
め
た
と
い
う
こ
と
が
右
の
文
章
か
ら
わ
か
る
。
清
洲
に
集
合
し
た
武
将
達
は
、
羽

柴
秀
吉
・
池
田
恒
興
・
丹
羽
長
秀
・
蜂
谷
出
羽
守
・
高
山
右
近
・
筒
井
順
慶
・
中
川

瀬
兵
衛
・
佐
久
間
玄
蕃
・
前
田
又
左
衛
門
・
佐
々
内
蔵
助
・
森
勝
蔵
・
毛
利
河
内
守

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
信
孝
と
信
雄
の
記
載
は
な
か
っ
た
た
め
、『
真
書
太
閤
記
』

で
の
清
洲
会
議
に
は
参
加
は
無
か
っ
た
様
で
あ
る
。
参
加
者
の
中
に
い
る
佐
久
間
玄

蕃
と
い
う
の
は
、
勝
家
の
妹
の
子
で
甥
で
あ
る
。
勝
家
は
こ
っ
そ
り
そ
の
佐
久
間
に

評
議
の
席
で
勝
家
が
秀
吉
に
喧
嘩
を
売
っ
た
時
に
、
怒
ら
せ
て
か
ら
殺
す
よ
う
に
と

命
じ
た
。
そ
し
て
会
議
が
始
ま
る
。

　会
議
の
内
容
は
、
台
詞
や
心
情
が
記
さ
れ
詳
し
く
描
か
れ
て
い
た
。「
座
上
に
柴

田
修
理
進
勝
家
故
殿
（
信
長
）
の
妹
の
夫
と
い
ひ
當
家
の
老
臣
な
り

　涙
な
が
ら
に

発
言
し
け
る
様
」（
二
五
九
頁
）
と
あ
り
、
織
田
家
大
老
の
中
で
一
番
偉
い
勝
家
が

会
議
の
主
導
者
で
あ
っ
た
。
他
の
武
将
た
ち
が
発
言
し
に
く
い
中
、
秀
吉
が
「
御
遺

跡
の
御
事
は
既
に
正
嫡
正
統
の
ま
し
ま
す
も
の
を
今
改
め
て
御
評
定
と
の
義
不
審
に

候
」（
二
五
九
頁
）
と
血
筋
の
も
と
決
ま
っ
て
い
る
の
を
話
し
合
う
こ
と
が
不
審
に
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思
う
と
発
言
す
る
。

勝
家
膝
立
て
な
を
し
や
あ
筑
前
守
正
嫡
正
統
の
お
は
し
ま
す
と
は
何
を
さ
し
て

申
さ
れ
候
ぞ
三
七
殿
と
と
も
に
山
崎
へ
御
出
馬
候
ひ
し
を
以
つ
て
い
は
る
ゝ
に

や
修
理
進
は
心
得
ず
候
と
怒
り
聲
に
申
し
け
れ
ば
筑
前
守
お
し
静
め
て
申
す
様

柴
田
殿
の
仰
せ
に
て
腹ふ

く

藏ぞ
う

な
く
申
せ
と
候
に
よ
り
秀
吉
が
腹
に
お
も
ふ
處
を
も

せ
し
に
て
候
三
七
殿
は
某
と
共
に
御
出
馬
候
て
御
合
戦
も
遊
ば
し
候
三
七
殿
を

主
君
と
仰
ぎ
奉
る
べ
く
は
何
と
て
今
日
御
評
定
の
御
座
へ
出
仕
候
べ
き
や
と
申

し
誠
に
道
理
な
れ
ば
柴
田
も
返
す
詞
な
く
然
ば
正
嫡
正
統
と
筑
前
守
の
い
は

る
ゝ
は
誰
殿
に
ま
し
ま
す
ぞ
や
と
申
す
に
よ
り
秀
吉
然
れ
ば
候
故
殿
の
御
嫡
子

は
中
将
殿
に
ま
し
ま
す
中
将
殿
の
御
嫡
子
は
三
法
師
君
に
お
は
し
ま
す
是
れ
こ

そ
正
嫡
正
統
と
申
す
べ
け
れ
（
二
五
九
頁
）

　こ
の
よ
う
に
勝
家
は
秀
吉
に
喧
嘩
を
し
か
け
、
怒
っ
て
秀
吉
を
批
難
し
た
。
し
か

し
秀
吉
は
冷
静
に
勝
家
が
墓
穴
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、
血
筋
を
考
え
れ
ば
三

法
師
が
織
田
家
の
跡
継
ぎ
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
三
法
師
が

幼
稚
す
ぎ
る
と
勝
家
が
言
え
ば
秀
吉
は
信
孝
を
後
見
人
と
す
れ
ば
い
い
と
あ
っ
さ
り

返
答
す
る
。

事
を
起
こ
し
て
喧
嘩
を
仕し

出い

だ
し
そ
の
上
に
て
玄
蕃
に
事
を
な
せ
さ
せ
ん
と
計

り
し
と
の
す
べ
て
徒

い
た
づ

事
と
な
り
し
か
ば
二
人
と
も
内
心
に
末
始
終
い
か
ゞ
あ
ら

ん
と
思
へ
ど
も
秀
吉
の
詞
正
し
く
理
り
す
こ
し
も
す
き
ま
な
き
が
故
に
い
出
だ

さ
ゞ
り
し
な
り
（
二
六
〇
頁
）

　秀
吉
の
言
う
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
て
勝
家
は
喧
嘩
を
売
っ
て
争
お
う
と
し
て

も
反
論
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
佐
久
間
も
殺
す
こ
と
が
で
き
ず
、
終
盤
で
三

法
師
を
跡
継
ぎ
に
す
る
こ
と
で
勝
家
が
老
衰
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
こ
と
に
秀
吉
三

法
師
を
補
助
し
て
天
下
を
奪
う
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
喧
嘩
を
仕
掛
け
る
が
、「
柴

田
殿
御
年
高
し
と
申
せ
ど
も
い
ま
た
御
壮
健
に
て
勿
ゝ
御
老
衰
と
申
す
べ
か
ら
ず
筑

前
事
は
御
存
じ
の
通
り
柴
田
殿
の
御
影
を
以
て
御
家
臣
の
列
に
も
加
は
り
候
も
の
な

り
何
と
て
柴
田
殿
を
さ
し
置
き
左
様
に
さ
し
出
で
申
す
べ
き
や
」（
二
六
一
頁
）
と

怒
る
こ
と
な
く
言
っ
た
た
め
、佐
久
間
も
う
ま
く
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、

織
田
家
家
督
は
三
法
師
に
、
後
見
人
は
勝
家
に
決
定
し
た
。

　明
智
の
領
地
配
分
に
つ
い
て
は
「
秀
吉
理
り
を
述
べ
て
諸
将
を
服
せ
し
む
る
事 

并 

勝
家
長
濱
所
望
の
事
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
滝
川
一
益
が
清
洲
に
到
着
し
て

か
ら
会
議
が
行
わ
れ
て
い
た
。
評
議
後
、
ま
た
勝
家
は
秀
吉
を
貶
め
よ
う
と
権
威
を

振
り
、
秀
吉
を
怒
ら
せ
よ
う
と
腰
を
揉
め
と
い
う
が
秀
吉
も
拒
ま
ず
揉
み
ほ
ぐ
す
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
こ
れ
も
失
敗
に
終
わ
る
。
勝
家
は
秀
吉
が
山
崎
で
の
功
績
に
よ

り
威
厳
を
振
る
い
上
か
ら
物
を
言
う
と
踏
ん
で
い
た
が
そ
の
逆
で
、
秀
吉
は
下
手
下

手
に
と
話
を
進
め
正
論
を
述
べ
て
く
る
の
で
勝
家
が
手
も
足
も
出
な
く
な
っ
て
し
ま

い
秀
吉
の
言
う
が
ま
ま
の
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　『
真
書
太
閤
記
』
は
、『
絵
本
太
閤
記
』
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
過
去

の
伝
記
の
誤
り
を
指
摘
し
史
実
に
沿
っ
て
新
た
に
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
。
会
議
の
内
容
は
『
絵
本
太
閤
記
』
に
類
似
し
て
い
た
。

⑧
大
町
桂
月
『
太
閤
記
物
語
』

　大
町
桂
月
は
高
知
県
出
身
の
詩
人
・
随
筆
家
・
評
論
家
で
あ
る
。『
太
閤
記
物
語
』

は
大
正
七
年
（
一
九
一
二
）
年
に
記
さ
れ
た
。『
太
閤
記
物
語
』
で
は
「
勝
家
と
秀
吉
」

の
章
に
記
載
が
あ
る
。
引
用
は
大
町
桂
月
『
太
閤
記
物
語
』（
新
潮
社
、一
九
一
八
年
）

を
参
照
す
る
。

　会
議
は
清
洲
城
で
行
わ
れ
て
い
て
、
理
由
と
し
て
「
信
孝
が
嫡
子
三
法
師
、
信
忠

が
簾
中
と
共
に
難
を
免
れ
て
清
洲
の
城
に
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
洲
に
三
法

師
が
い
た
こ
と
か
ら
秀
吉
た
ち
が
集
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　勝
家
は
『
真
書
太
閤
記
』、『
絵
本
太
閤
記
』
と
同
じ
よ
う
に
佐
久
間
玄
蕃
に
会
議

の
中
で
勝
家
と
秀
吉
が
言
い
争
っ
た
ら
秀
吉
を
殺
す
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
筆
者
の

大
町
桂
月
が
『
太
閤
記
物
語
』
の
ま
え
が
き
に
「
主
と
し
て
『
真
書
太
閤
記
』
に
據

る
も
、
時
に
、『
絵
本
太
閤
記
』
の
内
容
を
も
攝と

り
来
た
り
て
」
と
記
述
し
て
い
る

よ
う
に
、『
真
書
太
閤
記
』
と
『
絵
本
太
閤
記
』
を
参
考
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
類

似
し
て
い
る
。
家
督
の
評
議
に
て
、
切
り
出
し
方
は
『
真
書
太
閤
記
』
と
同
じ
で
は

あ
っ
た
が
、
秀
吉
の
心
中
の
考
え
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
後
見
人
に
つ
い
て
違

い
が
あ
っ
た
。
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一
番
さ
っ
ぱ
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
林
羅
山
は
、
家
康
に
仕
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り

特
に
脚
色
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
簡
潔
に
記
し
た
の
だ
ろ
う
。

⑥
武
内
確
齋
、
岡
田
玉
山
『
絵
本
太
閤
記
』

　『
絵
本
太
閤
記
』は
寛
政
九
年
か
ら
享
和
二
年（
一
七
九
七
～
一
八
〇
二
）に
作
者
・

武
内
確
斎
、
絵
・
岡
田
玉
山
の
二
名
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
読
本
で
あ
る
。
読
本
は
現

代
で
い
う
小
説
の
一
種
で
、
挿
絵
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
ま
で
の
伝
記
よ
り

大
変
読
み
や
す
い
作
品
で
あ
る
。

　『
絵
本
太
閤
記
』
の
清
洲
会
議
は
四
編
巻
八
に
あ
る
「
柴
田
勝
家
北
国
乱
入
」
の

記
事
に
清
洲
に
織
田
家
の
大
名
小
名
が
集
ま
っ
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

扱
う
の
は
早
稲
田
大
学
編
輯
部 

編
『
通
俗
日
本
全
史 

第
八
巻

　太
閤
記
上
（
法
橋

玉
山
）』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
三
年
）
で
あ
る
。

天
正
十
年
六
月
十
五
日
羽
柴
筑
前
守
秀
吉
本
能
寺
に
到
つ
て
先
君
御
落
命
の
跡

を
尋
ね
御
遺
骨
と
お
ぼ
し
き
物
を
悉
く
拾
ひ
収
め
直
に
尾
州
清
洲
へ
下げ

向こ
う

成
し

給
ひ
三
法
師
殿
に
拝は

い

謁え
つ

し
光
秀
を
誅

ち
ゅ
う

伐ば
つ

せ
し
旨
委い

細さ
い

言ご
ん

上
に
及
び
暫
く
滞
留
し

て
ぞ
お
ハ
し
け
る
抑

そ
も
そ
も

此
三
法
師
殿
と
申
は
故
中
将
信
忠
卿
の
御
長
子
に
し
て

濃
州
岐
阜
に
御
座
け
る
が
去
る
六
月
二
日
前
田
玄
以
斎
法
印
信
忠
卿
の
遺
命
を

承
り
て
岐
阜
の
城
に
帰
り
御
簾
中
并
に
三
法
師
殿
を
御
供
成
し
奉
り
尾
州
清
洲

に
移
し
参
ら
せ
堅
固
に
守
護
し
奉
る
（
三
六
七
頁
）

　

　三
法
師
は
も
と
も
と
岐
阜
城
に
い
た
が
、
信
忠
の
遺
言
を
受
け
た
前
田
玄
以
が
六

月
二
日
に
女
性
た
ち
と
共
に
清
洲
に
移
動
さ
せ
明
智
軍
か
ら
守
護
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
秀
吉
は
光
秀
を
討
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
に
清
洲
に
赴
き
滞
在
し
て
い
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　清
洲
会
議
の
内
容
は
『
絵
本
太
閤
記
』
四
編
九
巻
の
「
織
田
家
舊も

と

臣し
ん

等
評
定
御ご

遺ゆ
う

跡せ
き

」
に
記
載
し
て
あ
る
。
清
洲
城
が
元
は
信
長
の
居
城
で
あ
り
信
長
が
移
っ
た
時
に

息
子
信
忠
に
清
洲
城
を
譲
り
、
信
長
が
安
土
城
に
移
っ
た
時
も
信
忠
に
岐
阜
城
を
譲

り
、
清
洲
城
は
信
長
の
弟
信
包
が
守
護
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
ち
ら
の
記
事
に
も
六

月
二
日
に
信
忠
の
命
に
よ
り
前
田
玄
以
が
京
都
か
ら
岐
阜
に
逃
れ
、
岐
阜
城
に
い
た

三
法
師
や
女
性
た
ち
を
守
護
す
る
た
め
清
洲
城
に
移
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

理
由
と
し
て
岐
阜
城
は
信
忠
の
居
城
で
あ
っ
た
た
め
明
智
軍
か
ら
襲
わ
れ
る
恐
れ
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
へ
秀
吉
が
山
崎
の
合
戦
で
光
秀
を
討
ち
滅
ぼ
し
、
信
長

の
跡
継
ぎ
を
決
め
る
た
め
に
三
法
師
の
い
る
清
洲
へ
向
か
う
。

北
畠
中
将
信
雄
卿
も
、右
大
臣
の
御み

臺だ
い

所ど
こ
ろ、蒲

生
右
兵
衛
大
夫
秀
賢
と
俱（
と
も
）

に
来
り
給
ひ
、
父
兄
の
御
跡
目
、
天
下
の
武
将
に
備
る
べ
き
は
我
な
ら
ん
と
思

け
る
に
、
又
三
男
神
戸
侍
従
信
孝
卿
は
、
山
崎
表
に
て
弔
合
戦
を
營い

と
なみ

、
右
大

臣
御
父
子
の
追
福
に
備
た
れ
ば
、信
長
公
の
遺
跡
相
続
せ
ん
は
我
な
る
べ
し
と
、

是
も
急
い
で
清
洲
に
参
じ
給
ふ
（
三
八
一
～
三
八
二
頁
）

　信
雄
、
信
孝
は
お
互
い
ラ
イ
バ
ル
視
を
し
て
い
る
。
右
の
抜
粋
の
通
り
信
長
の
跡

継
ぎ
は
自
分
で
あ
る
と
お
互
い
が
思
っ
て
お
り
、
清
洲
城
に
向
か
う
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
続
き
、『
絵
本
太
閤
記
』
で
は
柴
田
匠
作
勝
家
、池
田
勝
入
齋
信
輝
、

是
洞
五
郎
左
衛
門
長
秀
と
そ
の
他
外
様
の
武
将
の
筒
井
順
慶
、
細
川
刑
部
大
輔
、
中

河
瀬
兵
衛
、
高
山
右
近
、
鹽
川
伯
蓍
守
等
や
信
長
家
臣
の
前
田
、
佐
々
、
金
森
、
不

破
、
堀
な
ど
の
面
々
が
清
洲
に
赴
い
た
と
い
う
。
信
雄
と
信
孝
ど
ち
ら
が
後
を
継
ぐ

べ
き
か
話
し
合
う
が
そ
の
両
人
の
仲
が
悪
い
こ
と
が
負
い
目
と
な
り
決
着
が
付
か
な

か
っ
た
。
信
雄
は
次
男
と
い
う
立
場
上
継
ぎ
目
に
相
応
し
い
の
は
自
分
だ
と
思
い
、

信
孝
は
山
崎
の
合
戦
で
実
績
を
残
し
て
い
る
た
め
自
分
が
跡
継
ぎ
だ
と
思
い
込
ん
で

い
る
。

　「
其
中
に
も
銘
々
所
存
あ
つ
て
、
柴
田
、
滝
川
等
、
信
孝
卿
を
立
て
ゝ
武
將
と
せ

ん
と
計
り
、
蒲
生
、
池
田
等
は
信
雄
卿
を
遺
跡
に
即つ

け

ん
と
い
ふ
」（
三
八
二
頁
）
と

い
う
文
章
か
ら
み
る
と
、
信
雄
派
と
信
孝
派
に
分
か
れ
て
い
て
、
誰
も
三
法
師
を
家

督
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
天
正
記
』や『
川
角
太
閤
記
』で
も
あ
っ

た
よ
う
に
、
柴
田
勝
家
は
信
孝
側
に
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
伝
記
に
は
無
か
っ

た
信
雄
を
推
し
て
い
る
信
雄
派
の
武
将
の
存
在
も
記
さ
れ
て
い
た
。

　勝
家
は
秀
吉
が
今
後
織
田
家
を
滅
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
、
佐
久
間
玄
蕃
を

密
か
に
清
洲
に
招
い
た
。
そ
の
理
由
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

織
田
家
の
幕
下
諸
士
数
多
也
と
雖い

え
ども

、
我
に
詞こ

と
ばを

返
す
者
は
独
り
羽
柴
筑
前
守

の
み
、
山
崎
の
功
を
以
て
威
勢
を
諸
士
の
上
に
振
ひ
、
其
行ふ

る

状ま
い

尊
大
也
、
羽
柴

9

伝記物に見る秀吉像の変遷 ―清洲会議を中心に―

が
心
腹
元
来
我
よ
く
是
を
知
れ
り
、
表
に
忠
信
仁
義
を
飾
り
、
裡う

ち

に
大
望
を
企

て
天
下
を
掌
握
せ
ん
と
す
る
謀
略
、
光
秀
に
増
る
事
十
倍
な
り
（
中
略
）
今
故

な
く
し
て
彼
を
殺
し
な
ば
、
山
崎
の
功
を
偏
執
し
て
、
罪
な
き
秀
吉
を
亡
し
た

り
と
諸
士
の
思
は
ん
も
口
惜
し
（
中
略
）
席
上
に
て
秀
吉
を
殺
さ
ん
と
こ
そ
覚

悟
を
究
め
て
候
へ
、
然
る
上
は
先
君
御
家
督
評
議
の
席
に
於
て
秀
吉
を
恥
ず
か

し
め
ん
、
渠か

れ

が
怒
る
を
待
っ
て
汝
忽た

ち
まち

に
掴
み
殺
し
、
我
心
を
安
く
す
べ
し

（
三
八
三
頁
）

　勝
家
は
織
田
家
に
忠
義
を
持
っ
た
ふ
り
を
し
天
下
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
秀
吉
は

光
秀
よ
り
質
が
悪
い
と
思
い
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
秀
吉
を
殺
す
と

周
り
に
山
崎
で
の
功
を
秀
吉
に
取
ら
れ
た
だ
け
で
殺
し
た
の
で
は
と
思
わ
れ
兼
ね
な

い
の
で
、
清
洲
で
の
評
議
の
際
に
秀
吉
を
恥
ず
か
し
め
て
怒
ら
せ
そ
こ
を
喰
っ
て
掛

か
か
れ
ば
そ
う
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
企
て
、
そ
の
役
を
佐
久
間
に
任
せ
て
い
る
。

佐
久
間
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
勝
家
に
協
力
す
る
。

　そ
の
翌
日
、
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
る
。
勝
家
が
主
体
と
な
り
会
議
が
進
ん
で
ゆ

く
。

先
某
が
所
存
は
、
神
戸
信
孝
殿
を
御
世
継
に
定
む
べ
し
（
中
略
）
先
君
の
公
達

信
孝
卿
主
将
と
成
り
給
ふ
を
以
て
、
織
田
家
恩
顧
の
大
小
名
、
命
を
捨
て
ゝ
戦

い
、
光
秀
を
亡
し
た
る
は
、
全
く
其
功
、
信
孝
卿
一
人
に
あ
り
、
然
る
に
筑
州

総
大
将
の
職
を
奪
ひ
、
主
人
の
公
達
を
さ
し
置
き
自
ら
采
を
取
つ
て
自
分
の
功

に
備
へ
、
心
底
甚
だ
不
審
し
、
此
事
は
御
世
継
定
ま
り
し
上
、
諸
士
一
統
の
議

論
も
有
る
べ
し
、
御
家
督
に
於
て
は
信
孝
卿
た
る
べ
し
と
云
ふ
（
三
八
三
頁
）

　こ
の
よ
う
に
秀
吉
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
い
な
が
ら
跡
継
ぎ
は

信
孝
だ
と
勝
家
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
に
秀
吉
が
反
論
を
す
る
。

大
老
判
断
理
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
天
下
の
御
遺
跡
は
私
の
事
に
あ
ら
ず
、

公
道
も
以
て
論
ず
べ
き
事
な
り
（
中
略
）
今
信
長
公
の
嫡
々
信
忠
卿
の
長
男
三

法
師
君
、
幼
稚
と
雖
も
爰
に
ま
し
ま
す
間
、
御
跡
目
の
事
に
付
て
は
論
ず
る
に

及
ば
ざ
る
所
な
り
、
其
嫡
孫
を
捨
て
ゝ
他
家
相
続
の
信
孝
卿
を
御
跡
目
に
立
て

ん
こ
と
、
理
に
的
ら
ざ
る
に
て
候
は
ん
か
（
三
八
四
頁
）

　勝
家
の
発
言
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
こ
に
佐
久
間
が
進
み
出

て
、
大
老
の
中
で
も
新
参
者
が
勝
家
に
反
論
し
て
い
る
こ
と
、
三
法
師
を
跡
継
ぎ
に

し
自
身
で
天
下
を
簒
奪
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
秀
吉
に
物
申
す
。
秀
吉
は
騒
ぐ

様
子
も
な
く
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
は
迷
惑
だ
、
跡
継
ぎ
が
三
法
師
に
決
ま
っ
た
ら
大

老
の
古
株
で
あ
る
勝
家
が
主
体
と
な
り
そ
の
他
大
老
で
支
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
は

と
言
う
。
山
崎
の
合
戦
に
関
し
て
も
他
の
将
達
が
自
分
を
主
将
に
勧
め
、
仇
を
取
る

弔
い
合
戦
で
あ
り
速
や
か
に
敵
を
討
ち
信
長
の
憤
り
を
発
散
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
り
、
天
下
を
取
る
な
ん
て
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
い
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
佐

久
間
は
主
人
で
あ
る
勝
家
へ
の
返
答
と
同
じ
で
あ
る
、
失
言
許
せ
ぬ
と
言
い
刀
を
抜

こ
う
と
す
る
が
、
筒
井
順
慶
を
始
め
と
す
る
者
た
ち
に
止
め
ら
れ
る
。

幼
君
三
法
師
殿
を
御
跡
目
と
定
め
、
信
雄
、
信
孝
両
卿
を
以
て
後
見
と
成
し
、

柴
田
匠
作
、
池
田
勝
入
、
惟
任
長
秀
、
羽
柴
秀
吉
の
四
人
、
大
老
卿
を
司
り
、

天
下
の
政
務
大
小
事
に
よ
ら
ず
相
談
し
、
宜
き
に
付
て
執と

り

行お
こ
なひ

給
は
ゞ
、
将
に

天
下
平
定
し
、
織
田
の
家
金
石
よ
り
も
固
か
る
べ
し
（
三
八
四
頁
）

　織
田
家
の
跡
継
ぎ
は
三
法
師
、
信
雄
と
信
孝
は
後
見
と
し
政
治
に
つ
い
て
は
大
老

の
四
人
で
取
り
決
め
る
こ
と
が
決
ま
り
決
着
が
付
く
。
こ
の
評
議
は
一
日
で
終
わ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　明
智
の
領
地
配
分
に
つ
い
て
は
「
織
田
家
功
臣
闕け

っ

国こ
く

配
分
」
の
記
事
に
記
さ
れ
て

い
る
。
信
長
の
死
よ
り
一
か
月
後
の
七
月
二
日
に
清
洲
に
再
び
集
ま
り
、
追
悼
の
後

に
勝
家
が
池
田
、
秀
吉
、
長
秀
を
集
め
酒
を
酌
み
交
わ
し
領
地
配
分
の
評
議
を
行
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
洲
会
議
は
二
回
に
分
か
れ
行
わ
れ
て
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。　こ

こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
各
書
で
は
、
会
議
中
に
秀
吉
に
対
し
て
抗
う
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
の
は
勝
家
の
み
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
佐
久
間
に
協
力
し
て
も
ら
い

し
か
も
わ
ざ
と
怒
ら
せ
よ
う
と
抗
っ
て
い
る
。
秀
吉
の
賢
さ
や
巧
妙
さ
を
引
き
立
た

せ
る
た
め
勝
家
の
悪
役
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　こ
の
伝
記
は
読
本
で
あ
る
と
冒
頭
で
い
っ
た
よ
う
に
、
大
衆
向
け
に
描
か
れ
て
い

292

（8）（9）
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一
番
さ
っ
ぱ
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
林
羅
山
は
、
家
康
に
仕
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り

特
に
脚
色
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
簡
潔
に
記
し
た
の
だ
ろ
う
。

⑥
武
内
確
齋
、
岡
田
玉
山
『
絵
本
太
閤
記
』

　『
絵
本
太
閤
記
』は
寛
政
九
年
か
ら
享
和
二
年（
一
七
九
七
～
一
八
〇
二
）に
作
者
・

武
内
確
斎
、
絵
・
岡
田
玉
山
の
二
名
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
読
本
で
あ
る
。
読
本
は
現

代
で
い
う
小
説
の
一
種
で
、
挿
絵
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
ま
で
の
伝
記
よ
り

大
変
読
み
や
す
い
作
品
で
あ
る
。

　『
絵
本
太
閤
記
』
の
清
洲
会
議
は
四
編
巻
八
に
あ
る
「
柴
田
勝
家
北
国
乱
入
」
の

記
事
に
清
洲
に
織
田
家
の
大
名
小
名
が
集
ま
っ
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

扱
う
の
は
早
稲
田
大
学
編
輯
部 
編
『
通
俗
日
本
全
史 

第
八
巻

　太
閤
記
上
（
法
橋

玉
山
）』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
三
年
）
で
あ
る
。

天
正
十
年
六
月
十
五
日
羽
柴
筑
前
守
秀
吉
本
能
寺
に
到
つ
て
先
君
御
落
命
の
跡

を
尋
ね
御
遺
骨
と
お
ぼ
し
き
物
を
悉
く
拾
ひ
収
め
直
に
尾
州
清
洲
へ
下げ

向こ
う

成
し

給
ひ
三
法
師
殿
に
拝は

い

謁え
つ

し
光
秀
を
誅

ち
ゅ
う

伐ば
つ

せ
し
旨
委い

細さ
い

言ご
ん

上
に
及
び
暫
く
滞
留
し

て
ぞ
お
ハ
し
け
る
抑

そ
も
そ
も

此
三
法
師
殿
と
申
は
故
中
将
信
忠
卿
の
御
長
子
に
し
て

濃
州
岐
阜
に
御
座
け
る
が
去
る
六
月
二
日
前
田
玄
以
斎
法
印
信
忠
卿
の
遺
命
を

承
り
て
岐
阜
の
城
に
帰
り
御
簾
中
并
に
三
法
師
殿
を
御
供
成
し
奉
り
尾
州
清
洲

に
移
し
参
ら
せ
堅
固
に
守
護
し
奉
る
（
三
六
七
頁
）

　

　三
法
師
は
も
と
も
と
岐
阜
城
に
い
た
が
、
信
忠
の
遺
言
を
受
け
た
前
田
玄
以
が
六

月
二
日
に
女
性
た
ち
と
共
に
清
洲
に
移
動
さ
せ
明
智
軍
か
ら
守
護
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
秀
吉
は
光
秀
を
討
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
に
清
洲
に
赴
き
滞
在
し
て
い
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　清
洲
会
議
の
内
容
は
『
絵
本
太
閤
記
』
四
編
九
巻
の
「
織
田
家
舊も

と

臣し
ん

等
評
定
御ご

遺ゆ
う

跡せ
き

」
に
記
載
し
て
あ
る
。
清
洲
城
が
元
は
信
長
の
居
城
で
あ
り
信
長
が
移
っ
た
時
に

息
子
信
忠
に
清
洲
城
を
譲
り
、
信
長
が
安
土
城
に
移
っ
た
時
も
信
忠
に
岐
阜
城
を
譲

り
、
清
洲
城
は
信
長
の
弟
信
包
が
守
護
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
ち
ら
の
記
事
に
も
六

月
二
日
に
信
忠
の
命
に
よ
り
前
田
玄
以
が
京
都
か
ら
岐
阜
に
逃
れ
、
岐
阜
城
に
い
た

三
法
師
や
女
性
た
ち
を
守
護
す
る
た
め
清
洲
城
に
移
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

理
由
と
し
て
岐
阜
城
は
信
忠
の
居
城
で
あ
っ
た
た
め
明
智
軍
か
ら
襲
わ
れ
る
恐
れ
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
へ
秀
吉
が
山
崎
の
合
戦
で
光
秀
を
討
ち
滅
ぼ
し
、
信
長

の
跡
継
ぎ
を
決
め
る
た
め
に
三
法
師
の
い
る
清
洲
へ
向
か
う
。

北
畠
中
将
信
雄
卿
も
、右
大
臣
の
御み

臺だ
い

所ど
こ
ろ、蒲

生
右
兵
衛
大
夫
秀
賢
と
俱（
と
も
）

に
来
り
給
ひ
、
父
兄
の
御
跡
目
、
天
下
の
武
将
に
備
る
べ
き
は
我
な
ら
ん
と
思

け
る
に
、
又
三
男
神
戸
侍
従
信
孝
卿
は
、
山
崎
表
に
て
弔
合
戦
を
營い

と
なみ

、
右
大

臣
御
父
子
の
追
福
に
備
た
れ
ば
、信
長
公
の
遺
跡
相
続
せ
ん
は
我
な
る
べ
し
と
、

是
も
急
い
で
清
洲
に
参
じ
給
ふ
（
三
八
一
～
三
八
二
頁
）

　信
雄
、
信
孝
は
お
互
い
ラ
イ
バ
ル
視
を
し
て
い
る
。
右
の
抜
粋
の
通
り
信
長
の
跡

継
ぎ
は
自
分
で
あ
る
と
お
互
い
が
思
っ
て
お
り
、
清
洲
城
に
向
か
う
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
続
き
、『
絵
本
太
閤
記
』
で
は
柴
田
匠
作
勝
家
、池
田
勝
入
齋
信
輝
、

是
洞
五
郎
左
衛
門
長
秀
と
そ
の
他
外
様
の
武
将
の
筒
井
順
慶
、
細
川
刑
部
大
輔
、
中

河
瀬
兵
衛
、
高
山
右
近
、
鹽
川
伯
蓍
守
等
や
信
長
家
臣
の
前
田
、
佐
々
、
金
森
、
不

破
、
堀
な
ど
の
面
々
が
清
洲
に
赴
い
た
と
い
う
。
信
雄
と
信
孝
ど
ち
ら
が
後
を
継
ぐ

べ
き
か
話
し
合
う
が
そ
の
両
人
の
仲
が
悪
い
こ
と
が
負
い
目
と
な
り
決
着
が
付
か
な

か
っ
た
。
信
雄
は
次
男
と
い
う
立
場
上
継
ぎ
目
に
相
応
し
い
の
は
自
分
だ
と
思
い
、

信
孝
は
山
崎
の
合
戦
で
実
績
を
残
し
て
い
る
た
め
自
分
が
跡
継
ぎ
だ
と
思
い
込
ん
で

い
る
。

　「
其
中
に
も
銘
々
所
存
あ
つ
て
、
柴
田
、
滝
川
等
、
信
孝
卿
を
立
て
ゝ
武
將
と
せ

ん
と
計
り
、
蒲
生
、
池
田
等
は
信
雄
卿
を
遺
跡
に
即つ

け

ん
と
い
ふ
」（
三
八
二
頁
）
と

い
う
文
章
か
ら
み
る
と
、
信
雄
派
と
信
孝
派
に
分
か
れ
て
い
て
、
誰
も
三
法
師
を
家

督
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
天
正
記
』や『
川
角
太
閤
記
』で
も
あ
っ

た
よ
う
に
、
柴
田
勝
家
は
信
孝
側
に
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
伝
記
に
は
無
か
っ

た
信
雄
を
推
し
て
い
る
信
雄
派
の
武
将
の
存
在
も
記
さ
れ
て
い
た
。

　勝
家
は
秀
吉
が
今
後
織
田
家
を
滅
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
、
佐
久
間
玄
蕃
を

密
か
に
清
洲
に
招
い
た
。
そ
の
理
由
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

織
田
家
の
幕
下
諸
士
数
多
也
と
雖い

え
ども

、
我
に
詞こ

と
ばを

返
す
者
は
独
り
羽
柴
筑
前
守

の
み
、
山
崎
の
功
を
以
て
威
勢
を
諸
士
の
上
に
振
ひ
、
其
行ふ

る

状ま
い

尊
大
也
、
羽
柴

9
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が
心
腹
元
来
我
よ
く
是
を
知
れ
り
、
表
に
忠
信
仁
義
を
飾
り
、
裡う

ち

に
大
望
を
企

て
天
下
を
掌
握
せ
ん
と
す
る
謀
略
、
光
秀
に
増
る
事
十
倍
な
り
（
中
略
）
今
故

な
く
し
て
彼
を
殺
し
な
ば
、
山
崎
の
功
を
偏
執
し
て
、
罪
な
き
秀
吉
を
亡
し
た

り
と
諸
士
の
思
は
ん
も
口
惜
し
（
中
略
）
席
上
に
て
秀
吉
を
殺
さ
ん
と
こ
そ
覚

悟
を
究
め
て
候
へ
、
然
る
上
は
先
君
御
家
督
評
議
の
席
に
於
て
秀
吉
を
恥
ず
か

し
め
ん
、
渠か

れ

が
怒
る
を
待
っ
て
汝
忽た

ち
まち

に
掴
み
殺
し
、
我
心
を
安
く
す
べ
し

（
三
八
三
頁
）

　勝
家
は
織
田
家
に
忠
義
を
持
っ
た
ふ
り
を
し
天
下
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
秀
吉
は

光
秀
よ
り
質
が
悪
い
と
思
い
殺
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
秀
吉
を
殺
す
と

周
り
に
山
崎
で
の
功
を
秀
吉
に
取
ら
れ
た
だ
け
で
殺
し
た
の
で
は
と
思
わ
れ
兼
ね
な

い
の
で
、
清
洲
で
の
評
議
の
際
に
秀
吉
を
恥
ず
か
し
め
て
怒
ら
せ
そ
こ
を
喰
っ
て
掛

か
か
れ
ば
そ
う
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
企
て
、
そ
の
役
を
佐
久
間
に
任
せ
て
い
る
。

佐
久
間
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
勝
家
に
協
力
す
る
。

　そ
の
翌
日
、
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
る
。
勝
家
が
主
体
と
な
り
会
議
が
進
ん
で
ゆ

く
。

先
某
が
所
存
は
、
神
戸
信
孝
殿
を
御
世
継
に
定
む
べ
し
（
中
略
）
先
君
の
公
達

信
孝
卿
主
将
と
成
り
給
ふ
を
以
て
、
織
田
家
恩
顧
の
大
小
名
、
命
を
捨
て
ゝ
戦

い
、
光
秀
を
亡
し
た
る
は
、
全
く
其
功
、
信
孝
卿
一
人
に
あ
り
、
然
る
に
筑
州

総
大
将
の
職
を
奪
ひ
、
主
人
の
公
達
を
さ
し
置
き
自
ら
采
を
取
つ
て
自
分
の
功

に
備
へ
、
心
底
甚
だ
不
審
し
、
此
事
は
御
世
継
定
ま
り
し
上
、
諸
士
一
統
の
議

論
も
有
る
べ
し
、
御
家
督
に
於
て
は
信
孝
卿
た
る
べ
し
と
云
ふ
（
三
八
三
頁
）

　こ
の
よ
う
に
秀
吉
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
い
な
が
ら
跡
継
ぎ
は

信
孝
だ
と
勝
家
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
に
秀
吉
が
反
論
を
す
る
。

大
老
判
断
理
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
天
下
の
御
遺
跡
は
私
の
事
に
あ
ら
ず
、

公
道
も
以
て
論
ず
べ
き
事
な
り
（
中
略
）
今
信
長
公
の
嫡
々
信
忠
卿
の
長
男
三

法
師
君
、
幼
稚
と
雖
も
爰
に
ま
し
ま
す
間
、
御
跡
目
の
事
に
付
て
は
論
ず
る
に

及
ば
ざ
る
所
な
り
、
其
嫡
孫
を
捨
て
ゝ
他
家
相
続
の
信
孝
卿
を
御
跡
目
に
立
て

ん
こ
と
、
理
に
的
ら
ざ
る
に
て
候
は
ん
か
（
三
八
四
頁
）

　勝
家
の
発
言
に
対
し
、
ス
マ
ー
ト
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
こ
に
佐
久
間
が
進
み
出

て
、
大
老
の
中
で
も
新
参
者
が
勝
家
に
反
論
し
て
い
る
こ
と
、
三
法
師
を
跡
継
ぎ
に

し
自
身
で
天
下
を
簒
奪
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
か
と
秀
吉
に
物
申
す
。
秀
吉
は
騒
ぐ

様
子
も
な
く
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
は
迷
惑
だ
、
跡
継
ぎ
が
三
法
師
に
決
ま
っ
た
ら
大

老
の
古
株
で
あ
る
勝
家
が
主
体
と
な
り
そ
の
他
大
老
で
支
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
は

と
言
う
。
山
崎
の
合
戦
に
関
し
て
も
他
の
将
達
が
自
分
を
主
将
に
勧
め
、
仇
を
取
る

弔
い
合
戦
で
あ
り
速
や
か
に
敵
を
討
ち
信
長
の
憤
り
を
発
散
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
り
、
天
下
を
取
る
な
ん
て
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
い
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
佐

久
間
は
主
人
で
あ
る
勝
家
へ
の
返
答
と
同
じ
で
あ
る
、
失
言
許
せ
ぬ
と
言
い
刀
を
抜

こ
う
と
す
る
が
、
筒
井
順
慶
を
始
め
と
す
る
者
た
ち
に
止
め
ら
れ
る
。

幼
君
三
法
師
殿
を
御
跡
目
と
定
め
、
信
雄
、
信
孝
両
卿
を
以
て
後
見
と
成
し
、

柴
田
匠
作
、
池
田
勝
入
、
惟
任
長
秀
、
羽
柴
秀
吉
の
四
人
、
大
老
卿
を
司
り
、

天
下
の
政
務
大
小
事
に
よ
ら
ず
相
談
し
、
宜
き
に
付
て
執と

り

行お
こ
なひ

給
は
ゞ
、
将
に

天
下
平
定
し
、
織
田
の
家
金
石
よ
り
も
固
か
る
べ
し
（
三
八
四
頁
）

　織
田
家
の
跡
継
ぎ
は
三
法
師
、
信
雄
と
信
孝
は
後
見
と
し
政
治
に
つ
い
て
は
大
老

の
四
人
で
取
り
決
め
る
こ
と
が
決
ま
り
決
着
が
付
く
。
こ
の
評
議
は
一
日
で
終
わ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　明
智
の
領
地
配
分
に
つ
い
て
は
「
織
田
家
功
臣
闕け

っ

国こ
く

配
分
」
の
記
事
に
記
さ
れ
て

い
る
。
信
長
の
死
よ
り
一
か
月
後
の
七
月
二
日
に
清
洲
に
再
び
集
ま
り
、
追
悼
の
後

に
勝
家
が
池
田
、
秀
吉
、
長
秀
を
集
め
酒
を
酌
み
交
わ
し
領
地
配
分
の
評
議
を
行
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
洲
会
議
は
二
回
に
分
か
れ
行
わ
れ
て
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。　こ

こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
各
書
で
は
、
会
議
中
に
秀
吉
に
対
し
て
抗
う
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
の
は
勝
家
の
み
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
佐
久
間
に
協
力
し
て
も
ら
い

し
か
も
わ
ざ
と
怒
ら
せ
よ
う
と
抗
っ
て
い
る
。
秀
吉
の
賢
さ
や
巧
妙
さ
を
引
き
立
た

せ
る
た
め
勝
家
の
悪
役
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　こ
の
伝
記
は
読
本
で
あ
る
と
冒
頭
で
い
っ
た
よ
う
に
、
大
衆
向
け
に
描
か
れ
て
い

293
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打
ち
に
中
国
備
中
に
て
毛
利
と
の
戦
い
を
止
め
播
州
に
戻
り
、
三
日
も
休
ま
ず
に
京

都
に
戻
り
明
智
を
討
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
勝
家
は
、
信
長
様
が
切
腹
し
た
報
を
聞
い

て
か
ら
謀
反
者
を
二
、三
人
は
倒
せ
た
の
で
あ
ろ
う
に
油
断
し
て
迅
速
な
行
動
が
で

き
て
い
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。」と
指
摘
さ
れ
た
。勝
家
は
そ
れ
で
折
れ
て
し
ま
い
、

秀
吉
が
言
う
信
忠
の
息
子
三
法
師
が
次
の
天
下
人
で
あ
る
と
賛
同
し
、
そ
ろ
そ
ろ
秀

吉
の
腹
痛
も
治
っ
た
だ
ろ
う
し
戻
っ
て
き
た
ら
会
議
は
終
了
だ
と
勝
家
は
言
っ
た
。

五
郎
左
衛
門
殿
是
を
聞
座
敷
遙
に
相
隔
申
處
の
た
い
す
の
間
へ
御
出
候
而
筑
前

守
被
起
候
へ
鶴
亂み

だ
しも

よ
く
候
哉
貴
所
御
存
分
之
通
に
勝
家
合が

っ

點て
ん

候
は
や
ゝ
と
て

五
郎
左
衛
門
殿
と
打
連
本
の
座
敷
へ
御
歸
候

　勝
家
被
申
出
候
ハ
虫
氣
も
よ
く

候
哉
先
程
貴
所
被
仰
出
筋
目
可
然
と
各
も
同
心
候
間
目
出
度
吉
法
師
様
を
天

下
人
に
各
我
等
を
は
し
め
と
し
て
可
奉
仰
覺
悟
也
目
出
度
ゝ
と
被
申
出
候
事

（
三
十
九
頁
）

　丹
羽
が
屋
敷
を
出
て
、「
秀
吉
の
思
惑
通
り
に
勝
家
が
同
意
し
た
」
と
秀
吉
を
連

れ
て
屋
敷
に
戻
っ
た
。
勝
家
が
「
腹
痛
は
治
っ
た
よ
う
だ
な
。
秀
吉
が
言
う
と
お
り

だ
、
三
法
師
様
が
一
番
血
筋
と
し
て
家
督
を
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
我
々
で
天
下
人
で

あ
る
三
法
師
様
を
お
守
り
し
て
い
こ
う
。
目
出
度
い
目
出
度
い
。」
と
秀
吉
の
前
で

賛
同
し
た
。
清
洲
会
議
の
内
容
は
以
上
で
あ
る
。

　『
川
角
太
閤
記
』
に
は
会
議
の
内
容
が
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

会
議
後
に
つ
い
て
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
た
。
秀
吉
は
会
議
が
終
わ
っ
た
後
三
法
師

の
と
こ
ろ
へ
通
い
懐
か
せ
、
織
田
家
家
督
の
お
披
露
目
の
際
に
三
法
師
は
秀
吉
の
膝

の
上
に
座
る
形
で
の
お
披
露
目
で
、
そ
の
様
は
秀
吉
が
大
名
た
ち
に
頭
を
下
げ
て
い

る
様
子
だ
っ
た
と
い
う
場
面
ま
で
で
あ
る
。『
天
正
記
』に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
会
議
の
様
子
や
お
披
露
目
の
詳
細
や
大
名
た
ち
の
心
情
ま
で
細
か
く
記
さ
れ
て
い

た
。　桑

田
氏
に
よ
る
と
川
角
太
閤
記
は
覚
書
と
聞
書
が
交
錯
し
混
淆
し
た
も
の
で
、
特

に
秀
吉
の
生
涯
の
伝
記
を
書
こ
う
と
意
識
し
た
記
述
で
は
な
く
、
文
体
か
ら
見
る
と

上
司
の
命
令
で
書
き
上
げ
た
か
、
誰
か
ら
か
の
依
頼
で
記
述
し
た
も
の
ら
し
く
、
史

実
を
描
写
し
再
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
苦
心
の
あ
と
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
15 

。
そ
れ

が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
詳
細
に
検
討
し
た
よ
う
に
史
実
と
は
異
な
る

会
議
の
流
れ
や
秀
吉
や
勝
家
、丹
羽
等
の
セ
リ
フ
や
心
情
の
詳
細
な
再
現
に
は
、フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
要
素
も
強
く
う
か
が
え
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
て
詳
述

す
る
。

③
小
瀬
甫
庵
『
甫
庵
太
閤
記
』

　小
瀬
甫
庵
は
か
つ
て
池
田
恒
興
に
仕
え
、
池
田
の
死
後
は
秀
次
に
医
師
と
し
て
仕

え
て
い
た
。
秀
次
の
死
後
に
は
医
書
を
出
版
し
、
関
ケ
原
の
戦
い
後
は
堀
尾
吉
晴
に

仕
え
、慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
堀
尾
が
亡
き
後
は
流
浪
し
上
京
し
た
後
に
、『
年

代
記
略
』『
信
長
記
』を
記
し
、寛
永
元
年（
一
六
二
四
）加
賀
の
前
田
利
常
に
招
か
れ
、

翌
年
『
太
閤
記
』
二
十
二
巻
を
完
成
し
た
と
い
う
。
こ
の
章
の
引
用
文
書
は
檜
谷
照

彦
『
太
閤
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
六
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
を

扱
う
。『
甫
庵
太
閤
記
』
で
は
「
信
長
公
御
跡
知
行
割
之
事
」
の
記
事
に
記
載
し
て

あ
る
。秀

吉
は
京
都
に
て
惟
任
家
来
之
者
共
悉
く
尋
捜
て
伐き

り

捨す
て

其
後
本
能
寺
に
お
ひ
て

御
切
腹
な
さ
れ
つ
る
骸
骨
を
よ
き
に
納
め
奉
り
て
よ
り
尾
州
へ
令
下
向
若
君
へ

御
礼
申
上
ん
と
急
ぎ
に
け
り

　柴
田
修
理
進
勝
家
も
越
中
表
之
隙
を
明
け
吊
ひ

合
戦
の
た
め
京
都
さ
し
て
打
て
上
ら
ん
と
せ
し
か
共
は
や
惟
任
を
打
亡
し
た
る

由
三
七
殿
羽
柴
筑
前
守
よ
り
注
進
有
し
か
ば
同
十
六
日
柳
瀬
よ
り
直
に
信
忠
卿

御
若
君
へ
御
吊
ひ
申
上
ん
と
て
是
も
清
洲
へ
趣
に
け
り

　池
田
父
子
丹
羽
五
郎

左
衛
門
尉
長
秀
蜂
屋
出
羽
守
筒
井
順
慶
其
外
旧
臣
之
面
々
不
残
御
若
君
へ
継
目

之
御
礼
申
上
ん
た
め
尾
州
へ
下
着
有
し
な
り

　各
さ
し
会つ

ど

ひ
三
歳
之
主
君
へ
御

礼
申
落
涙
之
躰て

い

あ
さ
か
ら
ざ
り
し
形あ

り

勢さ
ま

甚
は
な
は
だ

以も
っ
てし

ゆ
せ
う
な
り

　か
く
て
も
は

て
ぬ
事
な
れ
ば
若
君
十
五
歳
に
な
ら
せ
ら
れ
候
ま
で

　（
中
略
）

　或
人
曰
く
此
他
明
地
多
か
り
し
は
悉
く
秀
吉
へ
何
と
な
く
自
由
に
せ
ら
れ
し

や
う
に
成
行
し
な
り

　秀
吉
と
勝
家
が
対
立
は
せ
ず
、
も
と
か
ら
三
法
師
が
家
督
を
継
ぐ
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
た
。
会
議
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
知
行
宛
行
が
詳

し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
川
角
太
閤
記
』
と
は
描
か
れ
方
が
違
い
、
淡
々
と
経
緯

と
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
言
い
争
っ
た
こ
と
も
無
く
、
三
法
師
が
十
五
歳
に

7
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な
る
ま
で
は
大
老
達
が
守
護
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

史
実
に
忠
実
で
あ
る
。

　私
た
ち
が
俗
に
い
う
『
太
閤
記
』
は
『
甫
庵
太
閤
記
』
で
あ
る
16 

と
い
う
。
確

か
に
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
「
秀
吉
に
何
と
な
く
自
由
に
せ
ら
れ
し
」
と
書
い
て
あ

る
よ
う
に
知
行
宛
行
に
関
し
て
は
秀
吉
が
天
下
を
見
据
え
て
欲
し
い
領
地
を
自
分
の

も
の
に
し
て
い
る
様
子
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
清
洲
会
議
の
内
容
の
記
述
に
関

し
て
は
現
代
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
秀
吉
を
想
像
で
き
る
記
さ
れ
方
で
は
な
か
っ

た
。　甫

庵
の
記
述
の
仕
方
に
は
伝
説
世
界
を
交
え
て
記
事
を
記
し
て
い
る
と
い
う
特
徴

が
あ
る
。
安
倍
晴
明
や
浦
島
太
郎
等
の
伝
説
世
界
を
織
り
交
ぜ
て
『
年
代
記
略
』
を

記
し
て
い
た
甫
庵
は
伝
説
世
界
と
混
然
一
体
と
な
っ
た
「
歴
史
」
を
生
み
出
し
肯
定

し
て
い
る
17 

と
柳
原
昌
紀
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
甫
庵
の
歴
史
認
識
は
伝

説
世
界
を
も
巻
き
込
み
そ
れ
を
書
物
に
残
し
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、『
甫
庵
太
閤
記
』
の
清
洲
会
議
の
記
述
に
関
し
て
は
、
特
に
秀
吉
を
鼓
舞
し

て
い
る
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
清
洲
会
議
に
つ
い
て
は
特
に
伝
説

的
要
素
は
織
り
交
ぜ
ず
に
比
較
的
史
実
に
忠
実
に
記
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

④
竹
中
重
門
『
豊
鑑
』
第
一
巻

　『
豊
鑑
』
は
、
か
つ
て
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
軍
師
竹
中
半
兵
衛
の
息
子
の
竹
中
重

門
に
よ
っ
て
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
ま
で
に
記
さ
れ
た
。
竹
中
は
父
の
死
後
、
七

歳
の
時
か
ら
秀
吉
に
仕
え
て
お
り
小
瀬
甫
庵
の
『
太
閤
記
』
や
大
村
由
己
の
『
天
正

記
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
史
実
に
忠
実
な
記
述
を
し
て
い
る
の
で
貴
重
な
記
録
と
い

え
る
。
こ
こ
の
引
用
文
章
は
竹
中
重
角
『
豊
鑑
』（『
群
書
類
従 

新
校 

第
十
六
巻
』、

内
外
書
籍
、
一
九
二
八
年
）
か
ら
で
あ
る
。

長
濱
に
二
日
逗
留
有
て
尾
張
國
に
趣
給
へ
り
。
彼
國
は
信
長
生
ま
れ
の
國
な
れ

ば

　清
洲
の
城
を
堅
し
、
長
谷
川
が
父
に
守
ら
せ
給
へ
り
。
お
さ
な
き
子
達
も

爰こ
こ

に
集
り
居
給
へ
ば
也
。
丹
羽
五
郎
左
衛
門
、
池
田
勝
入
な
ど
も
同
尾
張
國
に

至
り
ぬ
。
柴
田
修
理
勝
家
は
佐
々
陸
奥
守
越
中
の
國
に
あ
り
し
を
す
く
は
ん
と

て
彼
國
に
打
越
、
越
後
の
境
小
津
と
い
ふ
城
に
國
の
兵
た
て
こ
も
り
、
越
後
國

よ
り
勢
を
加
へ
て
あ
り
し
を
か
こ
み
て
戰
い
し
に
、
城
中
苦
し
て
和
を
請
け
ぬ

れ
ば
、
命
を
助
城
を
う
け
取
、
猶
越
後
ま
で
も
趣
く
べ
し
や
と
云
程
に
、
信
長

生
害
し
給
ふ
と
告
げ
れ
ば
い
そ
ぎ
越
前
に
打
帰
、
頓や

が
て而

京
へ
と
趣
し
に
、
秀
吉

明
智
を
討
て
尾
張
に
至
ぬ
と
聞
て
、
同
尾
張
國
に
趣
き
ぬ
。
清
洲
に
至
各
對た

い

面め
ん

し
け
り
。
此
所
に
て
國
の
様
を
も
定
給
ふ
べ
し
と
て
、
城
の
介
信
忠
の
息
三
法

師
の
主
を
信
長
の
跡
と
し
、
柴
田
丹
羽
池
田
秀
吉
四
人
と
し
て
萬
お
き
て
を
定

む
べ
し
。
尾
張
國
を
ば
三
介
信
雄
、
美
濃
國
を
三
七
信
孝
、
か
く
定
て
各
國
に

帰
ら
ん
と
す
。（
三
七
六
～
三
七
七
頁
）

　　本
能
寺
の
変
で
信
長
が
死
ん
だ
と
い
う
情
報
が
流
れ
て
か
ら
清
洲
に
赴
く
ま
で
の

勝
家
の
様
子
は
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
秀
吉
と
勝
家
が
会
議
で
対
決
す

る
様
子
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
大
変
簡
潔
に
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
清
洲

で
の
会
議
の
後
勝
家
が
秀
吉
に
対
し
て
良
く
思
っ
て
な
い
記
述
が
あ
っ
た
。「
柴
田

勝
家
道
に
兵
を
か
く
し
て
、
秀
吉
を
討
つ
べ
き
と
ひ
そ
か
に
つ
げ
け
れ
ば
」
と
い
う

よ
う
に
、
勝
家
は
自
分
よ
り
も
優
勢
で
あ
る
秀
吉
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
文
章
か
ら
は
秀
吉
と
勝
家
が
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
会
議
の
中
で
対
立
し
あ
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
会
議
で
秀
吉
へ
の
対
抗

心
や
天
下
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
焦
り
が
あ
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。

　史
実
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
『
甫
庵
太
閤
記
』
と
は
描
か
れ
方
が
違
う
が
淡
々
と

流
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
似
て
い
る
。

⑤
林
羅
山
『
豊
臣
秀
吉
譜
』

　林
羅
山
は
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
あ
り
、
そ
の
才
を
認
め
ら
れ
徳
川
家
康
に

仕
え
て
い
た
。
幕
府
の
命
令
に
よ
り
編
集
し
た
『
将
軍
家
譜
』
の
一
編
が
『
豊
臣
秀

吉
譜
』
で
あ
る
。
引
用
は
林
羅
山
『
豊
臣
秀
吉
譜
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
館
蔵
和

古
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
蔵
）
か
ら
で
あ
る
。

　清
洲
会
議
の
記
載
は
秀
吉
が
明
智
を
討
ち
、
長
浜
か
ら
清
洲
に
赴
い
た
こ
と
か
ら

始
ま
る
。「
勝
家
モ
亦ま

た

清
洲
ニ
到
リ
秀
吉
長
秀
勝
入
等
與と

も

ニ
信
忠
ノ
息
三
法
師
ヲ
評

議
ヲ
以
テ
信
長
ノ
嗣つ

キ
ト
為な

す

」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
法
師
が
信
長
の
後
を
継
ぐ
こ
と

が
史
実
通
り
記
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
着
が
付
い
た
か
は
描
か
れ
て

い
な
か
っ
た
。
ま
た
清
洲
に
三
法
師
が
い
た
か
も
、
日
時
も
は
っ
き
り
と
は
記
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
。そ
の
あ
と
に
は
領
地
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。

294
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打
ち
に
中
国
備
中
に
て
毛
利
と
の
戦
い
を
止
め
播
州
に
戻
り
、
三
日
も
休
ま
ず
に
京

都
に
戻
り
明
智
を
討
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
勝
家
は
、
信
長
様
が
切
腹
し
た
報
を
聞
い

て
か
ら
謀
反
者
を
二
、三
人
は
倒
せ
た
の
で
あ
ろ
う
に
油
断
し
て
迅
速
な
行
動
が
で

き
て
い
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。」と
指
摘
さ
れ
た
。勝
家
は
そ
れ
で
折
れ
て
し
ま
い
、

秀
吉
が
言
う
信
忠
の
息
子
三
法
師
が
次
の
天
下
人
で
あ
る
と
賛
同
し
、
そ
ろ
そ
ろ
秀

吉
の
腹
痛
も
治
っ
た
だ
ろ
う
し
戻
っ
て
き
た
ら
会
議
は
終
了
だ
と
勝
家
は
言
っ
た
。

五
郎
左
衛
門
殿
是
を
聞
座
敷
遙
に
相
隔
申
處
の
た
い
す
の
間
へ
御
出
候
而
筑
前

守
被
起
候
へ
鶴
亂み

だ
しも

よ
く
候
哉
貴
所
御
存
分
之
通
に
勝
家
合が

っ

點て
ん

候
は
や
ゝ
と
て

五
郎
左
衛
門
殿
と
打
連
本
の
座
敷
へ
御
歸
候

　勝
家
被
申
出
候
ハ
虫
氣
も
よ
く

候
哉
先
程
貴
所
被
仰
出
筋
目
可
然
と
各
も
同
心
候
間
目
出
度
吉
法
師
様
を
天

下
人
に
各
我
等
を
は
し
め
と
し
て
可
奉
仰
覺
悟
也
目
出
度
ゝ
と
被
申
出
候
事

（
三
十
九
頁
）

　丹
羽
が
屋
敷
を
出
て
、「
秀
吉
の
思
惑
通
り
に
勝
家
が
同
意
し
た
」
と
秀
吉
を
連

れ
て
屋
敷
に
戻
っ
た
。
勝
家
が
「
腹
痛
は
治
っ
た
よ
う
だ
な
。
秀
吉
が
言
う
と
お
り

だ
、
三
法
師
様
が
一
番
血
筋
と
し
て
家
督
を
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
我
々
で
天
下
人
で

あ
る
三
法
師
様
を
お
守
り
し
て
い
こ
う
。
目
出
度
い
目
出
度
い
。」
と
秀
吉
の
前
で

賛
同
し
た
。
清
洲
会
議
の
内
容
は
以
上
で
あ
る
。

　『
川
角
太
閤
記
』
に
は
会
議
の
内
容
が
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

会
議
後
に
つ
い
て
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
た
。
秀
吉
は
会
議
が
終
わ
っ
た
後
三
法
師

の
と
こ
ろ
へ
通
い
懐
か
せ
、
織
田
家
家
督
の
お
披
露
目
の
際
に
三
法
師
は
秀
吉
の
膝

の
上
に
座
る
形
で
の
お
披
露
目
で
、
そ
の
様
は
秀
吉
が
大
名
た
ち
に
頭
を
下
げ
て
い

る
様
子
だ
っ
た
と
い
う
場
面
ま
で
で
あ
る
。『
天
正
記
』に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
会
議
の
様
子
や
お
披
露
目
の
詳
細
や
大
名
た
ち
の
心
情
ま
で
細
か
く
記
さ
れ
て
い

た
。　桑

田
氏
に
よ
る
と
川
角
太
閤
記
は
覚
書
と
聞
書
が
交
錯
し
混
淆
し
た
も
の
で
、
特

に
秀
吉
の
生
涯
の
伝
記
を
書
こ
う
と
意
識
し
た
記
述
で
は
な
く
、
文
体
か
ら
見
る
と

上
司
の
命
令
で
書
き
上
げ
た
か
、
誰
か
ら
か
の
依
頼
で
記
述
し
た
も
の
ら
し
く
、
史

実
を
描
写
し
再
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
苦
心
の
あ
と
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
15 

。
そ
れ

が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
詳
細
に
検
討
し
た
よ
う
に
史
実
と
は
異
な
る

会
議
の
流
れ
や
秀
吉
や
勝
家
、丹
羽
等
の
セ
リ
フ
や
心
情
の
詳
細
な
再
現
に
は
、フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
要
素
も
強
く
う
か
が
え
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
て
詳
述

す
る
。

③
小
瀬
甫
庵
『
甫
庵
太
閤
記
』

　小
瀬
甫
庵
は
か
つ
て
池
田
恒
興
に
仕
え
、
池
田
の
死
後
は
秀
次
に
医
師
と
し
て
仕

え
て
い
た
。
秀
次
の
死
後
に
は
医
書
を
出
版
し
、
関
ケ
原
の
戦
い
後
は
堀
尾
吉
晴
に

仕
え
、慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
堀
尾
が
亡
き
後
は
流
浪
し
上
京
し
た
後
に
、『
年

代
記
略
』『
信
長
記
』を
記
し
、寛
永
元
年（
一
六
二
四
）加
賀
の
前
田
利
常
に
招
か
れ
、

翌
年
『
太
閤
記
』
二
十
二
巻
を
完
成
し
た
と
い
う
。
こ
の
章
の
引
用
文
書
は
檜
谷
照

彦
『
太
閤
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
六
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
を

扱
う
。『
甫
庵
太
閤
記
』
で
は
「
信
長
公
御
跡
知
行
割
之
事
」
の
記
事
に
記
載
し
て

あ
る
。秀

吉
は
京
都
に
て
惟
任
家
来
之
者
共
悉
く
尋
捜
て
伐き

り

捨す
て

其
後
本
能
寺
に
お
ひ
て

御
切
腹
な
さ
れ
つ
る
骸
骨
を
よ
き
に
納
め
奉
り
て
よ
り
尾
州
へ
令
下
向
若
君
へ

御
礼
申
上
ん
と
急
ぎ
に
け
り

　柴
田
修
理
進
勝
家
も
越
中
表
之
隙
を
明
け
吊
ひ

合
戦
の
た
め
京
都
さ
し
て
打
て
上
ら
ん
と
せ
し
か
共
は
や
惟
任
を
打
亡
し
た
る

由
三
七
殿
羽
柴
筑
前
守
よ
り
注
進
有
し
か
ば
同
十
六
日
柳
瀬
よ
り
直
に
信
忠
卿

御
若
君
へ
御
吊
ひ
申
上
ん
と
て
是
も
清
洲
へ
趣
に
け
り

　池
田
父
子
丹
羽
五
郎

左
衛
門
尉
長
秀
蜂
屋
出
羽
守
筒
井
順
慶
其
外
旧
臣
之
面
々
不
残
御
若
君
へ
継
目

之
御
礼
申
上
ん
た
め
尾
州
へ
下
着
有
し
な
り

　各
さ
し
会つ

ど

ひ
三
歳
之
主
君
へ
御

礼
申
落
涙
之
躰て

い

あ
さ
か
ら
ざ
り
し
形あ

り

勢さ
ま

甚
は
な
は
だ

以も
っ
てし

ゆ
せ
う
な
り

　か
く
て
も
は

て
ぬ
事
な
れ
ば
若
君
十
五
歳
に
な
ら
せ
ら
れ
候
ま
で

　（
中
略
）

　或
人
曰
く
此
他
明
地
多
か
り
し
は
悉
く
秀
吉
へ
何
と
な
く
自
由
に
せ
ら
れ
し

や
う
に
成
行
し
な
り

　秀
吉
と
勝
家
が
対
立
は
せ
ず
、
も
と
か
ら
三
法
師
が
家
督
を
継
ぐ
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
た
。
会
議
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
知
行
宛
行
が
詳

し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
川
角
太
閤
記
』
と
は
描
か
れ
方
が
違
い
、
淡
々
と
経
緯

と
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
言
い
争
っ
た
こ
と
も
無
く
、
三
法
師
が
十
五
歳
に

7
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な
る
ま
で
は
大
老
達
が
守
護
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

史
実
に
忠
実
で
あ
る
。

　私
た
ち
が
俗
に
い
う
『
太
閤
記
』
は
『
甫
庵
太
閤
記
』
で
あ
る
16 

と
い
う
。
確

か
に
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
「
秀
吉
に
何
と
な
く
自
由
に
せ
ら
れ
し
」
と
書
い
て
あ

る
よ
う
に
知
行
宛
行
に
関
し
て
は
秀
吉
が
天
下
を
見
据
え
て
欲
し
い
領
地
を
自
分
の

も
の
に
し
て
い
る
様
子
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
清
洲
会
議
の
内
容
の
記
述
に
関

し
て
は
現
代
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
秀
吉
を
想
像
で
き
る
記
さ
れ
方
で
は
な
か
っ

た
。　甫

庵
の
記
述
の
仕
方
に
は
伝
説
世
界
を
交
え
て
記
事
を
記
し
て
い
る
と
い
う
特
徴

が
あ
る
。
安
倍
晴
明
や
浦
島
太
郎
等
の
伝
説
世
界
を
織
り
交
ぜ
て
『
年
代
記
略
』
を

記
し
て
い
た
甫
庵
は
伝
説
世
界
と
混
然
一
体
と
な
っ
た
「
歴
史
」
を
生
み
出
し
肯
定

し
て
い
る
17 

と
柳
原
昌
紀
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
甫
庵
の
歴
史
認
識
は
伝

説
世
界
を
も
巻
き
込
み
そ
れ
を
書
物
に
残
し
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、『
甫
庵
太
閤
記
』
の
清
洲
会
議
の
記
述
に
関
し
て
は
、
特
に
秀
吉
を
鼓
舞
し

て
い
る
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
清
洲
会
議
に
つ
い
て
は
特
に
伝
説

的
要
素
は
織
り
交
ぜ
ず
に
比
較
的
史
実
に
忠
実
に
記
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

④
竹
中
重
門
『
豊
鑑
』
第
一
巻

　『
豊
鑑
』
は
、
か
つ
て
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
軍
師
竹
中
半
兵
衛
の
息
子
の
竹
中
重

門
に
よ
っ
て
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
ま
で
に
記
さ
れ
た
。
竹
中
は
父
の
死
後
、
七

歳
の
時
か
ら
秀
吉
に
仕
え
て
お
り
小
瀬
甫
庵
の
『
太
閤
記
』
や
大
村
由
己
の
『
天
正

記
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
史
実
に
忠
実
な
記
述
を
し
て
い
る
の
で
貴
重
な
記
録
と
い

え
る
。
こ
こ
の
引
用
文
章
は
竹
中
重
角
『
豊
鑑
』（『
群
書
類
従 

新
校 

第
十
六
巻
』、

内
外
書
籍
、
一
九
二
八
年
）
か
ら
で
あ
る
。

長
濱
に
二
日
逗
留
有
て
尾
張
國
に
趣
給
へ
り
。
彼
國
は
信
長
生
ま
れ
の
國
な
れ

ば

　清
洲
の
城
を
堅
し
、
長
谷
川
が
父
に
守
ら
せ
給
へ
り
。
お
さ
な
き
子
達
も

爰こ
こ

に
集
り
居
給
へ
ば
也
。
丹
羽
五
郎
左
衛
門
、
池
田
勝
入
な
ど
も
同
尾
張
國
に

至
り
ぬ
。
柴
田
修
理
勝
家
は
佐
々
陸
奥
守
越
中
の
國
に
あ
り
し
を
す
く
は
ん
と

て
彼
國
に
打
越
、
越
後
の
境
小
津
と
い
ふ
城
に
國
の
兵
た
て
こ
も
り
、
越
後
國

よ
り
勢
を
加
へ
て
あ
り
し
を
か
こ
み
て
戰
い
し
に
、
城
中
苦
し
て
和
を
請
け
ぬ

れ
ば
、
命
を
助
城
を
う
け
取
、
猶
越
後
ま
で
も
趣
く
べ
し
や
と
云
程
に
、
信
長

生
害
し
給
ふ
と
告
げ
れ
ば
い
そ
ぎ
越
前
に
打
帰
、
頓や

が
て而

京
へ
と
趣
し
に
、
秀
吉

明
智
を
討
て
尾
張
に
至
ぬ
と
聞
て
、
同
尾
張
國
に
趣
き
ぬ
。
清
洲
に
至
各
對た

い

面め
ん

し
け
り
。
此
所
に
て
國
の
様
を
も
定
給
ふ
べ
し
と
て
、
城
の
介
信
忠
の
息
三
法

師
の
主
を
信
長
の
跡
と
し
、
柴
田
丹
羽
池
田
秀
吉
四
人
と
し
て
萬
お
き
て
を
定

む
べ
し
。
尾
張
國
を
ば
三
介
信
雄
、
美
濃
國
を
三
七
信
孝
、
か
く
定
て
各
國
に

帰
ら
ん
と
す
。（
三
七
六
～
三
七
七
頁
）

　　本
能
寺
の
変
で
信
長
が
死
ん
だ
と
い
う
情
報
が
流
れ
て
か
ら
清
洲
に
赴
く
ま
で
の

勝
家
の
様
子
は
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
秀
吉
と
勝
家
が
会
議
で
対
決
す

る
様
子
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
大
変
簡
潔
に
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
清
洲

で
の
会
議
の
後
勝
家
が
秀
吉
に
対
し
て
良
く
思
っ
て
な
い
記
述
が
あ
っ
た
。「
柴
田

勝
家
道
に
兵
を
か
く
し
て
、
秀
吉
を
討
つ
べ
き
と
ひ
そ
か
に
つ
げ
け
れ
ば
」
と
い
う

よ
う
に
、
勝
家
は
自
分
よ
り
も
優
勢
で
あ
る
秀
吉
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
文
章
か
ら
は
秀
吉
と
勝
家
が
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
会
議
の
中
で
対
立
し
あ
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
会
議
で
秀
吉
へ
の
対
抗

心
や
天
下
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
焦
り
が
あ
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。

　史
実
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
『
甫
庵
太
閤
記
』
と
は
描
か
れ
方
が
違
う
が
淡
々
と

流
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
似
て
い
る
。

⑤
林
羅
山
『
豊
臣
秀
吉
譜
』

　林
羅
山
は
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
あ
り
、
そ
の
才
を
認
め
ら
れ
徳
川
家
康
に

仕
え
て
い
た
。
幕
府
の
命
令
に
よ
り
編
集
し
た
『
将
軍
家
譜
』
の
一
編
が
『
豊
臣
秀

吉
譜
』
で
あ
る
。
引
用
は
林
羅
山
『
豊
臣
秀
吉
譜
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
館
蔵
和

古
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
蔵
）
か
ら
で
あ
る
。

　清
洲
会
議
の
記
載
は
秀
吉
が
明
智
を
討
ち
、
長
浜
か
ら
清
洲
に
赴
い
た
こ
と
か
ら

始
ま
る
。「
勝
家
モ
亦ま

た

清
洲
ニ
到
リ
秀
吉
長
秀
勝
入
等
與と

も

ニ
信
忠
ノ
息
三
法
師
ヲ
評

議
ヲ
以
テ
信
長
ノ
嗣つ

キ
ト
為な

す

」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
法
師
が
信
長
の
後
を
継
ぐ
こ
と

が
史
実
通
り
記
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
着
が
付
い
た
か
は
描
か
れ
て

い
な
か
っ
た
。
ま
た
清
洲
に
三
法
師
が
い
た
か
も
、
日
時
も
は
っ
き
り
と
は
記
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
。そ
の
あ
と
に
は
領
地
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
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4

向
記
』、『
関
白
任
官
記
』、『
四
国
御
発
向
并
北
国
御
動
座
記
』、『
聚
楽
行
幸
記
』、『
小

田
原
御
陣
』、『
金
賦
之
記
』、『
大
政
所
御
鵜
煩
御
平
癒
記
』、『
若
君
御
誕
生
記
』、『
西

国
征
伐
記
』
の
総
称
を
『
天
正
記
』
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
秀
吉
が
生
き
て
い
る
う

ち
に
記
さ
れ
た
12 

。

　清
洲
会
議
の
情
報
は
『
柴
田
退
治
記
』
に
題
し
て
あ
る
「
柴
田
合
戦
記
」
の
「
秀

吉
と
信
孝
の
不
和
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
文
章
は
桑
田
忠
親
『
太
閤
史

料
集

　天
正
記
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）
と
す
る
。

前さ
き
の

秋
田
城
介
平
朝
臣
信
忠
の
御
若
君
（
三
法
師
）
を
迎
へ
取
り
て
、
安
土
に

安
置
し
奉
り
、
守
護
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
、
織
田
三
七
信
孝
、
柴
田
・

滝
川
に
相
談
し
て
云
は
く
。
若
君
を
秀
吉
に
相
渡
す
に
お
い
て
は
、
彼
一
人
天

下
を
相
計
り
、
恣

ほ
し
い
ま
まに

権
威
を
振
ふ
べ
き
こ
と
眼
前
な
り
。
む
し
ろ
、
秦
の
趙

高
が
怨
み
、
唐
の
国
忠
が
殃わ

ざ
わひ

を
招
く
に
非
ず
や
、
と
言
い
て
、
一
味
同
心
に

こ
れ
を
介
抱
す
。
是
に
お
い
て
、
秀
吉
、
一
端
、
将
軍
御
子
弟
の
礼
を
重
く
し
、

且
又
、
誓
紙
の
恐
れ
を
思
ひ
、
条
々
の
懇
礼
を
呈し

め

す
と
雖い

え
ども

、
信
孝
、
心
に
許

容
せ
ず
。
剰

あ
ま
つ
さえ

、内
々
、敵
対
の
計
策
を
企く

わ
だつ

る
も
の
な
り
。（
四
四
―
四
五
頁
）

　会
議
が
な
さ
れ
た
場
所
や
日
時
の
記
述
、
会
議
が
さ
れ
た
こ
と
も
特
に
記
述
は
無

い
。
信
忠
の
息
子
、
三
法
師
を
安
土
に
置
き
守
護
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
る
。
秀
吉
は
三
法
師
の
守
護
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
そ
こ
に
、
信
孝

が
「
秀
吉
に
三
法
師
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
ら
秀
吉
が
天
下
を
取
り
、
権
威
を
振
り
始

め
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
る
。」
と
勝
家
と
滝
川
一
益
に
相
談
す
る
。
そ
の
三
人

で
三
法
師
を
守
護
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
信
長
の
弟
で
あ
っ
た
信
孝
の
意
見
に
し

か
た
な
く
従
っ
た
秀
吉
で
あ
っ
た
が
信
孝
は
ま
だ
気
持
ち
が
収
ま
ら
ず
、
勝
家
・
一

益
と
協
力
し
、
秀
吉
を
倒
そ
う
と
企
て
た
。
こ
こ
で
勝
家
と
秀
吉
の
敵
対
関
係
が
描

か
れ
て
い
る
が
、勝
家
が
秀
吉
に
対
し
て
強
い
敵
対
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

信
孝
が
秀
吉
に
敵
対
心
を
抱
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
賤
ヶ
岳
の
戦
い
へ
と
話
が
流
れ

て
い
く
。

　『
天
正
記
』
を
記
し
た
大
村
由
己
は
秀
吉
に
御
伽
衆
と
し
て
仕
え
て
い
た
。
御
伽

衆
と
は
、
主
君
の
側
近
と
し
て
仕
え
政
治
や
軍
事
の
相
談
役
、
ま
た
武
辺
話
や
諸
国

の
動
静
を
伝
え
た
り
、
世
間
話
の
相
手
役
と
な
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
藤
田
氏

に
よ
る
と
、
大
村
由
己
は
相
国
寺
学
僧
の
仁に

ん

如じ
ょ

集し
ゅ
う

尭ぎ
ょ
うに

禅
や
漢
詩
を
学
び
、
和
歌
・

連
歌
に
も
通
じ
て
い
た
当
代
一
流
の
文
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
村
を
御
伽
衆
と
し
て

採
用
し
た
と
こ
ろ
に
、
秀
吉
の
そ
れ
ま
で
の
権
力
者
に
は
な
か
っ
た
「
宣
伝
」
を
重

視
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
、
と
い
う
13 

。

　三
法
師
を
秀
吉
に
任
せ
て
し
ま
う
と
天
下
は
秀
吉
に
渡
る
の
で
な
い
か
と
焦
り
秀

吉
を
嫌
う
信
孝
、
と
い
う
描
写
は
信
長
の
次
に
天
下
統
一
を
継
ぐ
人
材
と
し
て
秀
吉

が
一
番
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
『
天
正
記
』
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

秀
吉
は
庶
民
出
身
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
「
宣
伝
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
特
別

な
存
在
、
天
下
人
と
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
他
の
武
将
達
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
『
天
正
記
』
を
記
さ
せ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
②
川
角
三
郎
右
衛
門
『
川
角
太
閤
記
』
巻
二

　か
つ
て
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
田
中
吉
政
の
家
臣
川
角
三
郎
右
衛
門
に
よ
る
『
川
角

太
閤
記
』
は
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
か
ら
元
和
九
年
に
か
け
て
記
さ
れ
た
伝
記

で
あ
る
。
川
角
三
郎
右
衛
門
は
太
田
牛
一
の
『
信
長
公
記
』
の
あ
と
を
う
け
、
秀
吉

の
伝
記
を
執
筆
し
た
14 

。

　こ
こ
で
引
用
す
る
文
章
は
川
角
三
郎
右
衛
門
『
川
角
太
閤
記
』
第
二
（『
改
定
史

籍
集
覧
』
第
十
九
冊
目
、
近
藤
出
版
部
、
一
九
二
一
年
）
の
も
の
で
あ
る
。

　本
能
寺
の
変
後
、
明
智
を
討
ち
明
智
の
残
党
も
討
っ
た
旧
織
田
勢
力
は
皆
岐
阜
の

城
へ
集
ま
っ
て
い
た
。
特
に
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。「
御
分
國
之
大
名
小
名
に
至
る
ま
て
岐
阜
へ
被
詰
候
へ
談
合
可
申
子
細
有
と

て
被
觸
け
れ
は
各
無
殘
直
参
候
と
相
聞
え
申
候
筑
前
守
殿
も
姫
地
を
打
立
岐
阜
へ
参

着
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
川
角
太
閤
記
』
で
は
清
洲
城
で
は
な
く
岐
阜
の
ど
こ
か

の
城
で
会
議
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
城
の
詳
細
は
無
い
。
情
報
を
曖

昧
に
す
る
こ
と
に
よ
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　『
川
角
太
閤
記
』
は
こ
の
会
議
ま
で
の
経
緯
と
様
子
を
詳
し
く
描
い
て
い
る
。

惣
大
名
衆
も
御
尤
に
存
候
と
計
に
て
誰
を
可
然
と
被
申
出
衆
中
一
人
も
無
御
座

候
そ
れ
よ
り
互
に
目
を
被
見
合
た
る
と
聞
え
申
候
稍

よ
う
や
く

有
て
勝
家
被
申
出
け
る

ハ
三
七
様
可
然
か
ら
ん
と
存
候
御
年
の
比
と
申
御
覺お

ぼ
え

御
利
は
つ
の
有
様
殘
所

無
御
座
候
と
被
申
出
候
處
に
筑
前
守
殿
勝
家
御
見
合
ハ
無
殘
所
候
乍さ

な

去が
ら

御
筋
目

5
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を
被
立
候
者
御
嫡
男
御
尤
か
と
存
候
其
子
細
ハ
城
之
助
（
信
忠
）
様
の
若
君
御

座
候
上
者
吉
法
（
三
法
師
）
様
を
御
取
立
可
被
成
事
御
尤
か
と
存
候
只
今
者
御

幼
少
た
り
と
ハ
申
な
か
ら
御
一
門
中
勝
家
扨さ

て

其
外
於
同
心
仕
者
御
幼
少
な
る
ハ

く
る
し
か
ら
ず
な
し
か
は
不
奉
仰
者
下
萬
人
と
し
て
ハ
御
座
有
ま
し
く
候
只
御

筋
目
を
被
立
候
者
以
下
に
至
ま
て
不
足
御
座
有
ま
し
と
於
拙
者
ハ
か
様
に
奉
存

候
事

　（
三
十
七
頁
）

　こ
の
よ
う
に
、
会
議
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
織
田
家
家
督
は
誰
が
継
ぐ
べ
き

か
と
い
う
議
題
に
関
し
て
最
初
は
皆
が
様
子
を
窺
う
よ
う
に
言
い
出
さ
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
勝
家
が
信
孝
様
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
提
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
秀
吉
が

い
や
、
信
忠
様
の
御
子
息
の
三
法
師
様
が
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
批
判
し
て
い
る
。
こ

こ
で
勝
家
と
秀
吉
の
意
見
が
食
い
違
い
、
二
人
が
争
う
形
と
な
る
。

勝
家
ハ
内な

い

證し
ょ
う

氣
に
不
合
と
見
え
申
候
へ
と
色
に
は
不
被
出
候  

惣
大
名
衆
そ

れ
よ
り
猶な

お

以
無
言
の
仕
合
な
り
稍
暫
あ
り
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
出
様
子
者

勝
家
又
ハ
各
も
被
成
御
聞
候
へ
筑
前
守
申
蓧じ

ょ
うも

筋
目
凉す

ず

敷し
く

相
聞
之
申
候 

そ
の

子
細
ハ
城
之
助
様
に
若
君
無
御
座
候
へ
ハ
不
及
是
非
候 
た
と
へ
御
息
女
も
て

御
座
候
と
も
御
一
門
に
御
縁
邊あ

た
り

可
被
仰
合
に
ま
し
て
や
御
二
ツ
の
若
君
様
也

と
被
申
出
候
ハ
筑
前
守
殿
追
而
被
申
け
る
ハ
城
之
助
様
御
前
方
な
と
に
御
懐
妊

の
方
も
御
座
候
ハ
ヽ
御
産
の
ひ
ほ
を
御
と
き
被
成
候
を
御
待
被
成
男
女
の
次
第

御
見
分
可
被
成
事
こ
そ
五
常
筋
目
も
可
然
か
と
存
候
處
ま
し
て
や
若
君
御
座
候

上
は
御
取
立
可
被
成
事
御
尤
か
と
存
候
事

　（
三
十
七
～
三
十
八
頁
）

　勝
家
は
三
法
師
に
家
督
を
継
が
せ
る
と
い
う
秀
吉
の
提
案
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た

が
態
度
に
は
出
さ
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
丹
羽
長
秀
が
、
信
忠
に
娘
が
い

た
と
し
た
ら
一
門
に
嫁
が
せ
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
二
歳
に
な
る
三
法
師

が
い
る
の
だ
か
ら
三
法
師
が
家
督
を
継
ぐ
こ
と
が
織
田
家
の
血
筋
と
し
て
通
っ
て
い

る
の
で
は
、
と
秀
吉
に
賛
同
し
て
い
る
。
そ
こ
に
秀
吉
も
口
を
開
き
、
も
し
信
忠
の

側
室
な
ど
に
妊
娠
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
生
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
、
赤
子

が
男
か
女
か
見
分
け
て
か
ら
判
断
す
べ
き
だ
が
今
は
無
く
、
家
督
を
継
ぐ
の
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
の
は
三
法
師
で
あ
る
と
意
見
を
主
張
し
た
。

柴
田
殿
を
は
し
め
と
し
其
外
の
大
名
衆
筑
前
守
申
通
筋
目
立
申
候
と
は
各
被
存

候
へ
と
も
又
被
申
出
衆
も
な
く
相
見
え
候
處
の
爲
躰
秀
吉
御
覧
被
付
い
や
ゝ
此

屋
敷
に
秀
吉
於
有
之
ハ
惣
談
し
に
く
か
る
へ
き
也
と
思
召
い
つ
も
の
虫
氣
少
し

指
出
申
候
と
被
申
出
候
而
御
座
敷
を
被
立
候
て
そ
れ
よ
り
た
い
す
の
間
へ
御
座

候
而
茶
坊
主
共
に
枕
を
取
よ
せ
被
成
御
や
す
み
候
て
せ
ん
き
ま
ち
ゝ
た
る
へ
き

と
被
思
召
候
處
に
如
案
評
定
ハ
と
り
ゝ
也
其
中
に
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
出

様
子
ハ
勝
家
か
様
に
申
候
と
て
御
腹
立
被
成
間
敷
候
筑
前
守
申
條
筋
目
た
ヽ
し

き
か
と
存
候
事

　（
三
十
八
頁
）

　秀
吉
は
意
見
を
出
し
た
自
分
が
い
た
ら
相
談
し
に
く
い
だ
ろ
う
と
察
し
、「
腹
が

痛
い
」
と
言
っ
て
そ
の
場
を
退
出
し
、
他
の
場
所
で
茶
坊
主
に
枕
を
持
っ
て
こ
さ
せ

横
に
な
っ
て
休
ん
で
い
た
と
い
う
。
大
変
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　秀
吉
が
い
な
く
な
っ
た
所
に
、
丹
羽
が
勝
家
に
「
腹
を
立
て
て
は
い
か
ん
。
秀
吉

の
言
う
こ
と
が
正
し
い
だ
ろ
う
。」
と
言
う
。
勝
家
は
ま
だ
納
得
が
い
っ
て
い
な
い

様
子
で
あ
る
。

五
郎
左
衛
門
殿
又
被
申
次
第
右
に
如
申
候
勝
家
御
腹
立
被
成
ま
し
く
候
上
様
於

京
都
御
切
腹
被
成
候
折
節
筑
前
守
ハ
中
國
備
中
に
大
敵
の
輝
元
と
指
向
其
身
に

指
當あ

た

る
大
事
を
の
か
れ
播
州
江
歸き

城じ
ょ
うし

三
日
と
も
休
足
不
遂
し
て
即
時
に
打
て

の
ほ
り
我
人
の
主
の
か
た
き
無
道
人
と
討
果
事
天
命
に
も
か
な
ひ
申
筑
前
守
か

と
存
候

　勝
家
と
筑
前
守
を
た
く
ら
へ
候
得
は
半
分
に
も
不
及
身
上
也

　上
様

御
切
腹
勝
家
御
聞
付
被
成
候
と
ひ
と
し
く
御
か
る
羽
を
も
つ
か
は
れ
早
速
御
登

被
成
候
ハ
ヽ
惟
任
程
な
る
も
の
二
三
人
ハ
御
ふ
み
つ
ふ
し
可
被
成
も
の
を
御
油

断
故
と
存
候
と
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
候
得
ハ
勝
家
も
理
に
つ
ま
り
あ
や
ま
り
て

候
五
郎
左
被
申
通
も
候
と
こ
そ
あ
ひ
さ
つ
と
聞
之
申
候
勝
家
暫
工
夫
し
て
い

や
ゝ
善
は
急
け
と
申
た
と
へ
を
お
も
ひ
被
出
け
る
か
筑
前
守
被
申
出
通
筋
目
立

候
間
吉
法
師
様
を
天
下
人
に
可
奉
仰
者
也
筑
前
守
虫
氣
も
能
候
ハ
ヽ
是
へ
被
出

よ
談
合
相
澄
と
儀
定
候
事

　（
三
十
八
～
三
十
九
頁
）

　勝
家
は
丹
羽
に
、「
秀
吉
と
勝
家
の
功
績
を
比
べ
た
ら
、
勝
家
は
秀
吉
に
半
分
も

及
ん
で
い
な
い
。
信
長
様
が
京
都
で
切
腹
を
な
さ
っ
た
時
、
秀
吉
は
迅
速
に
明
智
を

296
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向
記
』、『
関
白
任
官
記
』、『
四
国
御
発
向
并
北
国
御
動
座
記
』、『
聚
楽
行
幸
記
』、『
小

田
原
御
陣
』、『
金
賦
之
記
』、『
大
政
所
御
鵜
煩
御
平
癒
記
』、『
若
君
御
誕
生
記
』、『
西

国
征
伐
記
』
の
総
称
を
『
天
正
記
』
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
秀
吉
が
生
き
て
い
る
う

ち
に
記
さ
れ
た
12 

。

　清
洲
会
議
の
情
報
は
『
柴
田
退
治
記
』
に
題
し
て
あ
る
「
柴
田
合
戦
記
」
の
「
秀

吉
と
信
孝
の
不
和
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
文
章
は
桑
田
忠
親
『
太
閤
史

料
集

　天
正
記
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）
と
す
る
。

前さ
き
の

秋
田
城
介
平
朝
臣
信
忠
の
御
若
君
（
三
法
師
）
を
迎
へ
取
り
て
、
安
土
に

安
置
し
奉
り
、
守
護
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
、
織
田
三
七
信
孝
、
柴
田
・

滝
川
に
相
談
し
て
云
は
く
。
若
君
を
秀
吉
に
相
渡
す
に
お
い
て
は
、
彼
一
人
天

下
を
相
計
り
、
恣

ほ
し
い
ま
まに

権
威
を
振
ふ
べ
き
こ
と
眼
前
な
り
。
む
し
ろ
、
秦
の
趙

高
が
怨
み
、
唐
の
国
忠
が
殃わ

ざ
わひ

を
招
く
に
非
ず
や
、
と
言
い
て
、
一
味
同
心
に

こ
れ
を
介
抱
す
。
是
に
お
い
て
、
秀
吉
、
一
端
、
将
軍
御
子
弟
の
礼
を
重
く
し
、

且
又
、
誓
紙
の
恐
れ
を
思
ひ
、
条
々
の
懇
礼
を
呈し

め

す
と
雖い

え
ども

、
信
孝
、
心
に
許

容
せ
ず
。
剰

あ
ま
つ
さえ

、内
々
、敵
対
の
計
策
を
企く

わ
だつ

る
も
の
な
り
。（
四
四
―
四
五
頁
）

　会
議
が
な
さ
れ
た
場
所
や
日
時
の
記
述
、
会
議
が
さ
れ
た
こ
と
も
特
に
記
述
は
無

い
。
信
忠
の
息
子
、
三
法
師
を
安
土
に
置
き
守
護
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
る
。
秀
吉
は
三
法
師
の
守
護
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
そ
こ
に
、
信
孝

が
「
秀
吉
に
三
法
師
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
ら
秀
吉
が
天
下
を
取
り
、
権
威
を
振
り
始

め
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
る
。」
と
勝
家
と
滝
川
一
益
に
相
談
す
る
。
そ
の
三
人

で
三
法
師
を
守
護
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
信
長
の
弟
で
あ
っ
た
信
孝
の
意
見
に
し

か
た
な
く
従
っ
た
秀
吉
で
あ
っ
た
が
信
孝
は
ま
だ
気
持
ち
が
収
ま
ら
ず
、
勝
家
・
一

益
と
協
力
し
、
秀
吉
を
倒
そ
う
と
企
て
た
。
こ
こ
で
勝
家
と
秀
吉
の
敵
対
関
係
が
描

か
れ
て
い
る
が
、勝
家
が
秀
吉
に
対
し
て
強
い
敵
対
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

信
孝
が
秀
吉
に
敵
対
心
を
抱
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
賤
ヶ
岳
の
戦
い
へ
と
話
が
流
れ

て
い
く
。

　『
天
正
記
』
を
記
し
た
大
村
由
己
は
秀
吉
に
御
伽
衆
と
し
て
仕
え
て
い
た
。
御
伽

衆
と
は
、
主
君
の
側
近
と
し
て
仕
え
政
治
や
軍
事
の
相
談
役
、
ま
た
武
辺
話
や
諸
国

の
動
静
を
伝
え
た
り
、
世
間
話
の
相
手
役
と
な
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
藤
田
氏

に
よ
る
と
、
大
村
由
己
は
相
国
寺
学
僧
の
仁に

ん

如じ
ょ

集し
ゅ
う

尭ぎ
ょ
うに

禅
や
漢
詩
を
学
び
、
和
歌
・

連
歌
に
も
通
じ
て
い
た
当
代
一
流
の
文
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
村
を
御
伽
衆
と
し
て

採
用
し
た
と
こ
ろ
に
、
秀
吉
の
そ
れ
ま
で
の
権
力
者
に
は
な
か
っ
た
「
宣
伝
」
を
重

視
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
、
と
い
う
13 

。

　三
法
師
を
秀
吉
に
任
せ
て
し
ま
う
と
天
下
は
秀
吉
に
渡
る
の
で
な
い
か
と
焦
り
秀

吉
を
嫌
う
信
孝
、
と
い
う
描
写
は
信
長
の
次
に
天
下
統
一
を
継
ぐ
人
材
と
し
て
秀
吉

が
一
番
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
『
天
正
記
』
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

秀
吉
は
庶
民
出
身
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
「
宣
伝
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
特
別

な
存
在
、
天
下
人
と
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
他
の
武
将
達
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
『
天
正
記
』
を
記
さ
せ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
②
川
角
三
郎
右
衛
門
『
川
角
太
閤
記
』
巻
二

　か
つ
て
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
田
中
吉
政
の
家
臣
川
角
三
郎
右
衛
門
に
よ
る
『
川
角

太
閤
記
』
は
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
か
ら
元
和
九
年
に
か
け
て
記
さ
れ
た
伝
記

で
あ
る
。
川
角
三
郎
右
衛
門
は
太
田
牛
一
の
『
信
長
公
記
』
の
あ
と
を
う
け
、
秀
吉

の
伝
記
を
執
筆
し
た
14 

。

　こ
こ
で
引
用
す
る
文
章
は
川
角
三
郎
右
衛
門
『
川
角
太
閤
記
』
第
二
（『
改
定
史

籍
集
覧
』
第
十
九
冊
目
、
近
藤
出
版
部
、
一
九
二
一
年
）
の
も
の
で
あ
る
。

　本
能
寺
の
変
後
、
明
智
を
討
ち
明
智
の
残
党
も
討
っ
た
旧
織
田
勢
力
は
皆
岐
阜
の

城
へ
集
ま
っ
て
い
た
。
特
に
清
洲
で
会
議
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。「
御
分
國
之
大
名
小
名
に
至
る
ま
て
岐
阜
へ
被
詰
候
へ
談
合
可
申
子
細
有
と

て
被
觸
け
れ
は
各
無
殘
直
参
候
と
相
聞
え
申
候
筑
前
守
殿
も
姫
地
を
打
立
岐
阜
へ
参

着
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
川
角
太
閤
記
』
で
は
清
洲
城
で
は
な
く
岐
阜
の
ど
こ
か

の
城
で
会
議
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
城
の
詳
細
は
無
い
。
情
報
を
曖

昧
に
す
る
こ
と
に
よ
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　『
川
角
太
閤
記
』
は
こ
の
会
議
ま
で
の
経
緯
と
様
子
を
詳
し
く
描
い
て
い
る
。

惣
大
名
衆
も
御
尤
に
存
候
と
計
に
て
誰
を
可
然
と
被
申
出
衆
中
一
人
も
無
御
座

候
そ
れ
よ
り
互
に
目
を
被
見
合
た
る
と
聞
え
申
候
稍

よ
う
や
く

有
て
勝
家
被
申
出
け
る

ハ
三
七
様
可
然
か
ら
ん
と
存
候
御
年
の
比
と
申
御
覺お

ぼ
え

御
利
は
つ
の
有
様
殘
所

無
御
座
候
と
被
申
出
候
處
に
筑
前
守
殿
勝
家
御
見
合
ハ
無
殘
所
候
乍さ

な

去が
ら

御
筋
目

5
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を
被
立
候
者
御
嫡
男
御
尤
か
と
存
候
其
子
細
ハ
城
之
助
（
信
忠
）
様
の
若
君
御

座
候
上
者
吉
法
（
三
法
師
）
様
を
御
取
立
可
被
成
事
御
尤
か
と
存
候
只
今
者
御

幼
少
た
り
と
ハ
申
な
か
ら
御
一
門
中
勝
家
扨さ

て

其
外
於
同
心
仕
者
御
幼
少
な
る
ハ

く
る
し
か
ら
ず
な
し
か
は
不
奉
仰
者
下
萬
人
と
し
て
ハ
御
座
有
ま
し
く
候
只
御

筋
目
を
被
立
候
者
以
下
に
至
ま
て
不
足
御
座
有
ま
し
と
於
拙
者
ハ
か
様
に
奉
存

候
事

　（
三
十
七
頁
）

　こ
の
よ
う
に
、
会
議
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
織
田
家
家
督
は
誰
が
継
ぐ
べ
き

か
と
い
う
議
題
に
関
し
て
最
初
は
皆
が
様
子
を
窺
う
よ
う
に
言
い
出
さ
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
勝
家
が
信
孝
様
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
提
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
秀
吉
が

い
や
、
信
忠
様
の
御
子
息
の
三
法
師
様
が
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
批
判
し
て
い
る
。
こ

こ
で
勝
家
と
秀
吉
の
意
見
が
食
い
違
い
、
二
人
が
争
う
形
と
な
る
。

勝
家
ハ
内な

い

證し
ょ
う

氣
に
不
合
と
見
え
申
候
へ
と
色
に
は
不
被
出
候  

惣
大
名
衆
そ

れ
よ
り
猶な

お

以
無
言
の
仕
合
な
り
稍
暫
あ
り
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
出
様
子
者

勝
家
又
ハ
各
も
被
成
御
聞
候
へ
筑
前
守
申
蓧じ

ょ
うも

筋
目
凉す

ず

敷し
く

相
聞
之
申
候 

そ
の

子
細
ハ
城
之
助
様
に
若
君
無
御
座
候
へ
ハ
不
及
是
非
候 

た
と
へ
御
息
女
も
て

御
座
候
と
も
御
一
門
に
御
縁
邊あ

た
り

可
被
仰
合
に
ま
し
て
や
御
二
ツ
の
若
君
様
也

と
被
申
出
候
ハ
筑
前
守
殿
追
而
被
申
け
る
ハ
城
之
助
様
御
前
方
な
と
に
御
懐
妊

の
方
も
御
座
候
ハ
ヽ
御
産
の
ひ
ほ
を
御
と
き
被
成
候
を
御
待
被
成
男
女
の
次
第

御
見
分
可
被
成
事
こ
そ
五
常
筋
目
も
可
然
か
と
存
候
處
ま
し
て
や
若
君
御
座
候

上
は
御
取
立
可
被
成
事
御
尤
か
と
存
候
事

　（
三
十
七
～
三
十
八
頁
）

　勝
家
は
三
法
師
に
家
督
を
継
が
せ
る
と
い
う
秀
吉
の
提
案
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た

が
態
度
に
は
出
さ
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
丹
羽
長
秀
が
、
信
忠
に
娘
が
い

た
と
し
た
ら
一
門
に
嫁
が
せ
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
二
歳
に
な
る
三
法
師

が
い
る
の
だ
か
ら
三
法
師
が
家
督
を
継
ぐ
こ
と
が
織
田
家
の
血
筋
と
し
て
通
っ
て
い

る
の
で
は
、
と
秀
吉
に
賛
同
し
て
い
る
。
そ
こ
に
秀
吉
も
口
を
開
き
、
も
し
信
忠
の

側
室
な
ど
に
妊
娠
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
生
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
、
赤
子

が
男
か
女
か
見
分
け
て
か
ら
判
断
す
べ
き
だ
が
今
は
無
く
、
家
督
を
継
ぐ
の
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
の
は
三
法
師
で
あ
る
と
意
見
を
主
張
し
た
。

柴
田
殿
を
は
し
め
と
し
其
外
の
大
名
衆
筑
前
守
申
通
筋
目
立
申
候
と
は
各
被
存

候
へ
と
も
又
被
申
出
衆
も
な
く
相
見
え
候
處
の
爲
躰
秀
吉
御
覧
被
付
い
や
ゝ
此

屋
敷
に
秀
吉
於
有
之
ハ
惣
談
し
に
く
か
る
へ
き
也
と
思
召
い
つ
も
の
虫
氣
少
し

指
出
申
候
と
被
申
出
候
而
御
座
敷
を
被
立
候
て
そ
れ
よ
り
た
い
す
の
間
へ
御
座

候
而
茶
坊
主
共
に
枕
を
取
よ
せ
被
成
御
や
す
み
候
て
せ
ん
き
ま
ち
ゝ
た
る
へ
き

と
被
思
召
候
處
に
如
案
評
定
ハ
と
り
ゝ
也
其
中
に
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
出

様
子
ハ
勝
家
か
様
に
申
候
と
て
御
腹
立
被
成
間
敷
候
筑
前
守
申
條
筋
目
た
ヽ
し

き
か
と
存
候
事

　（
三
十
八
頁
）

　秀
吉
は
意
見
を
出
し
た
自
分
が
い
た
ら
相
談
し
に
く
い
だ
ろ
う
と
察
し
、「
腹
が

痛
い
」
と
言
っ
て
そ
の
場
を
退
出
し
、
他
の
場
所
で
茶
坊
主
に
枕
を
持
っ
て
こ
さ
せ

横
に
な
っ
て
休
ん
で
い
た
と
い
う
。
大
変
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　秀
吉
が
い
な
く
な
っ
た
所
に
、
丹
羽
が
勝
家
に
「
腹
を
立
て
て
は
い
か
ん
。
秀
吉

の
言
う
こ
と
が
正
し
い
だ
ろ
う
。」
と
言
う
。
勝
家
は
ま
だ
納
得
が
い
っ
て
い
な
い

様
子
で
あ
る
。

五
郎
左
衛
門
殿
又
被
申
次
第
右
に
如
申
候
勝
家
御
腹
立
被
成
ま
し
く
候
上
様
於

京
都
御
切
腹
被
成
候
折
節
筑
前
守
ハ
中
國
備
中
に
大
敵
の
輝
元
と
指
向
其
身
に

指
當あ

た

る
大
事
を
の
か
れ
播
州
江
歸き

城じ
ょ
うし

三
日
と
も
休
足
不
遂
し
て
即
時
に
打
て

の
ほ
り
我
人
の
主
の
か
た
き
無
道
人
と
討
果
事
天
命
に
も
か
な
ひ
申
筑
前
守
か

と
存
候

　勝
家
と
筑
前
守
を
た
く
ら
へ
候
得
は
半
分
に
も
不
及
身
上
也

　上
様

御
切
腹
勝
家
御
聞
付
被
成
候
と
ひ
と
し
く
御
か
る
羽
を
も
つ
か
は
れ
早
速
御
登

被
成
候
ハ
ヽ
惟
任
程
な
る
も
の
二
三
人
ハ
御
ふ
み
つ
ふ
し
可
被
成
も
の
を
御
油

断
故
と
存
候
と
五
郎
左
衛
門
殿
被
申
候
得
ハ
勝
家
も
理
に
つ
ま
り
あ
や
ま
り
て

候
五
郎
左
被
申
通
も
候
と
こ
そ
あ
ひ
さ
つ
と
聞
之
申
候
勝
家
暫
工
夫
し
て
い

や
ゝ
善
は
急
け
と
申
た
と
へ
を
お
も
ひ
被
出
け
る
か
筑
前
守
被
申
出
通
筋
目
立

候
間
吉
法
師
様
を
天
下
人
に
可
奉
仰
者
也
筑
前
守
虫
氣
も
能
候
ハ
ヽ
是
へ
被
出

よ
談
合
相
澄
と
儀
定
候
事

　（
三
十
八
～
三
十
九
頁
）

　勝
家
は
丹
羽
に
、「
秀
吉
と
勝
家
の
功
績
を
比
べ
た
ら
、
勝
家
は
秀
吉
に
半
分
も

及
ん
で
い
な
い
。
信
長
様
が
京
都
で
切
腹
を
な
さ
っ
た
時
、
秀
吉
は
迅
速
に
明
智
を
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2

　秀
吉
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
か
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
の
二
月
六
日
に

尾
張
愛
智
郡
中
村
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
武
将
と
は
違
い
庶
民
の
生
ま

れ
で
あ
っ
た
秀
吉
の
出
自
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
、
出
年
は
二
説
あ
る
。
こ
れ
を
示

す
史
料
と
し
て
桑
田
忠
親
氏
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
十
二
月
吉
日

付
で
秀
吉
の
家
臣
で
あ
っ
た
伊
藤
秀
盛
が
記
し
た
石
通
白
杉
本
坊
宛
の
願
文
に
「
関

白
様

　酉
之
御
年

　御
年
五
十
四
歳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
天
文
六
年
の
生
ま
れ
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
1 

。
し
か
し
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
二
）
三
月
一
日
に
奉
納

さ
れ
た
北
野
天
満
宮
釣
灯
篭
銘
で
は
「
御
歳
丙
甲
、
御
祈
祷
の
た
め
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
た
め
天
文
五
年
の
可
能
性
も
あ
る
。
還
暦
に
あ
た
る
慶
長
二
年
丙
申
の
年

に
、
秀
吉
の
無
病
息
災
を
祈
祷
し
た
も
の
で
、
こ
の
釣
灯
篭
銘
の
日
付
は
秀
吉
死
去

の
前
年
で
あ
り
、
秀
吉
が
自
ら
寄
進
し
た
釣
灯
籠
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
2 

。
以
上
が
秀
吉
の
出
生
の
史
実
で
あ
る
。

　こ
こ
か
ら
は
伝
記
を
見
て
い
く
。『
太
閤
素
生
記
』
に
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）

正
月
一
日
尾
州
愛
知
郡
中
中
村
に
て
出
生
と
あ
る
3 

と
湯
浅
恵
子
氏
は
述
べ
て
い

る
。『
真
書
太
閤
記
』も
同
様
で
あ
っ
た
。何
故
こ
の
よ
う
な
通
説
が
記
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
か
。

　秀
吉
は
当
時
の
御
伽
衆
で
あ
る
大
村
由ゆ

う

己こ

に
命
じ
て
自
ら
の
出
生
を
ね
つ
造
さ
せ

世
間
に
流
布
さ
せ
て
い
る
。
藤
田
達
生
氏
に
よ
れ
ば
秀
吉
は
大
村
に
「
後
胤
説
」
と

「
日
輪
受
胎
説
」の
二
つ
の
説
を
流
布
さ
せ
た
と
言
う
4 

。
天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）

七
月
、
関
白
に
任
官
さ
れ
、
翌
年
に
「
豊
臣
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
秀
吉

は
生
母
な
か
（
の
ち
の
大
政
所
、
天
瑞
院
）
が
宮
中
に
両
三
年
仕
え
て
身
ご
も
り
、

故
郷
の
尾
張
に
帰
っ
て
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
後
胤
説
」
を
世
間
に
吹
聴
さ

せ
る
。
こ
れ
は
秀
吉
が
天
下
人
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
皇
統
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

こ
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　そ
の
五
年
後
の
天
正
十
八
年
に
は
、
生
母
な
か
が
懐
に
太
陽
が
入
っ
て
受
胎
す
る

夢
を
見
て
、
日
吉
山
王
権
現
の
申
し
子
と
し
て
秀
吉
を
生
ん
だ
と
す
る
「
日
輪
受
胎

説
」
を
流
布
さ
せ
る
。
秀
吉
が
「
猿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
訳
と
し
て
日
吉
山
王
権
現

の
御
神
獣
が
猿
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
村
由
己
は
秀
吉
の

生
き
て
い
る
う
ち
に
『
天
正
記
』
と
い
う
伝
記
を
記
し
、後
に
記
さ
れ
る
『
太
閤
記
』

の
代
表
格
で
あ
る
小
瀬
甫
庵
の
『
甫
庵
太
閤
記
』
は
、大
村
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
出
生
の
記
載
が
あ
る
「
秀
吉
公
素
生
」
の
項
目
に
は
「
或
時
、
母
懐
中

に
日
輪
入
給
ふ
と
夢
み
、
已
に
し
て
懐
妊
し
け
る
に
よ
り
、
童
名
を
日
吉
と
云
し
な

り
。」5 

と
あ
り
「
日
輪
受
胎
説
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
自
分
は

特
別
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
生
ん
だ
嘘
が
後
の
伝
記
に

影
響
し
て
い
る
の
だ
。

　こ
の
よ
う
に
秀
吉
の
実
像
は
、
伝
記
物
に
よ
っ
て
虚
像
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
秀

吉
の
伝
記
は
生
前
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
死
後
に
は
『
太
閤
記
』
を

は
じ
め
と
す
る
文
学
や
、「
太
閤
記
物
」
と
呼
ば
れ
る
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
の
普

及
に
よ
り
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
た
。
各
時
代
で
描
か
れ
た
伝
記
物
の
記
事
を
比
較

す
れ
ば
秀
吉
像
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
研
究
で
き
る
と
考
え
、
清
洲
会

議
を
題
材
と
し
、
史
料
に
よ
る
実
像
と
伝
記
物
に
よ
る
虚
像
を
比
べ
、
秀
吉
像
の
変

遷
を
考
察
す
る
。

第
二
章

　
清
洲
会
議
の
史
実

　本
章
で
は
歴
史
的
史
料
か
ら
分
か
る
清
洲
会
議
前
後
の
歴
史
に
つ
い
て
、
最
新
の

研
究
成
果
に
基
づ
き
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
。

　天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
未
明
、
京
都
本
能
寺
に
て
織
田
信
長
は
丹
波

亀
山
か
ら
急
襲
し
て
き
た
明
智
光
秀
軍
の
謀
反
に
あ
い
死
去
。
ま
た
、
信
長
の
嫡
男

信
忠
も
奮
戦
虚
し
く
洛
中
二
条
御
所
に
て
自
害
す
る
。
こ
の
急
報
を
耳
に
し
た
豊
臣

秀
吉
（
当
時
羽
柴
秀
吉
）
は
、
対
峙
し
て
い
た
毛
利
氏
と
和
睦
し
備
中
高
松
か
ら
驚

異
的
な
速
さ
で
山
陽
道
か
ら
上
が
っ
て
き
た
。
途
中
、
四
国
攻
め
の
た
め
大
阪
に
待

機
し
て
い
た
丹
羽
長
秀
・
信
長
三
男
信
孝
と
合
流
し
、
六
月
十
三
日
山
城
山
崎
に
て

光
秀
を
破
る
。
山
崎
の
戦
い
で
は
秀
吉
が
指
揮
を
と
っ
た
。
光
秀
は
敗
走
の
途
中
の

山
科
の
小
栗
栖
で
百
姓
の
槍
で
傷
を
負
い
、
家
臣
の
介
錯
で
自
刃
す
る
。

　光
秀
の
居
城
丹
波
亀
山
は
、
秀
吉
に
味
方
し
た
中
川
清
秀
ら
が
落
と
し
、
近
江
坂

本
城
は
秀
吉
が
落
と
す
。
美
濃
に
も
光
秀
の
残
党
が
残
っ
て
い
た
た
め
信
孝
・
秀
吉

が
軍
勢
を
率
い
て
掃
討
。
美
濃
制
圧
が
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　堺
滞
在
中
に
本
能
寺
の
変
に
あ
っ
た
徳
川
家
康
は
、
命
か
ら
が
ら
三
河
岡
崎
ま
で

辿
り
着
く
。
家
康
は
こ
の
機
会
に
甲
斐
・
信
濃
を
奪
う
た
め
の
策
動
を
開
始
し
、
か

た
わ
ら
で
光
秀
を
討
つ
た
め
の
準
備
を
進
め
、
十
四
日
に
尾
張
鳴
海
へ
着
陣
。
十
九

3
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日
に
秀
吉
か
ら
上
方
平
定
の
報
が
届
い
た
た
め
、
家
康
は
二
十
二
日
に
帰
陣
し
て
い

る
。　信

長
の
妻
室
や
子
ど
も
た
ち
は
安
土
城
の
留
守
を
預
け
ら
れ
て
い
た
蒲
生
賢
秀
に

連
れ
ら
れ
近
江
日
野
に
避
難
し
て
い
た
。
い
つ
清
洲
に
移
動
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
『
豊
鑑
』
の
清
洲
会
議
に
関
す
る
記
述
に
「
お
さ
な
き
子
も
こ
こ
に
集
ま
り
居

給
え
ば
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
洲
に
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
金
子
拓
氏
に
よ

る
と
秀
吉
が
清
洲
に
赴
い
た
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。
清
洲
に
主
を
失
っ
た
織
田

家
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
美
濃
の
混
乱
状
態
が
収
束
し
た
直
後
だ
っ
た
こ

と
、
家
康
の
軍
勢
が
一
時
的
に
せ
よ
尾
張
ま
で
進
駐
し
て
い
た
こ
と
へ
の
警
戒
心
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
秀
吉
は
清
洲
に
向
か
っ
た
6 

と
さ
れ
て
い
る
。

　天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
十
七
日
に
清
洲
に
て
会
議
が
行
わ
れ
た
。
同
年

六
月
二
十
七
日
に
記
さ
れ
た
秀
吉
の
書
状
に
「
今
度

　御
両
殿
様
（
織
田
信
長
・
信

忠
）
不
慮
之
義
付
而
、
城
介
殿
（
織
田
信
忠
）
若
子
殿
（
三
法
師
）、
為
御
宿
老
中

奉
守
、
天
下
之
義
被
仰
付
候
」7 

と
丹
羽
長
秀
、
羽
柴
秀
吉
、
池
田
恒
興
、
柴
田
勝

家
と
連
署
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
月
二
十
七
日
に
会
議
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
書
状
か
ら
み
る
と
会
議
で
は
三
法
師
が
跡
継
ぎ
と
な
る
こ
と
が

決
ま
り
、
三
法
師
を
宿
老
が
守
り
た
て
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　谷
口
央
氏
は
奈
良
興
福
寺
の
塔
頭
で
あ
る
多
門
院
の
僧
英
俊
が
記
し
た
「
多
門
院

日
記
」
同
十
年
七
月
六
日
条
を
見
る
と
、
柴
田
勝
家
、
羽
柴
秀
吉
、
丹
羽
長
秀
、
池

田
恒
興
、
堀
秀
政
の
五
人
が
会
合
し
、
信
長
の
子
で
あ
る
織
田
信
雄
、
同
信
孝
は
出

席
し
て
お
ら
ず
、
意
外
な
こ
と
で
嘆
か
わ
し
い
と
す
る
8 

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
信
雄
と
信
孝
は
会
議
の
出
席
が
無
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
多
門

院
日
記
」
七
月
七
日
条
に
は
、
信
雄
、
信
孝
の
兄
弟
は
幼
少
で
あ
る
三
法
師
が
成
長

す
る
ま
で
の
代
理
と
な
る
「
名
代
」
に
な
る
こ
と
を
争
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
9 

。

　こ
の
よ
う
に
後
継
者
を
三
法
師
に
す
る
こ
と
は
既
定
路
線
で
あ
り
、
御
名
代
を
信

雄
と
信
孝
ど
ち
ら
に
す
る
か
が
話
し
合
わ
れ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
不
仲
と
信
雄
の

出
来
の
悪
さ
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
三
法
師
は
宿
老
が
支
え
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
金
子

氏
は
述
べ
て
い
る
10 

。
ま
た
、
尾
下
成
敏
氏
は
三
法
師
の
安
土
入
城
と
安
土
城
の

修
復
が
終
わ
る
ま
で
信
孝
が
美
濃
で
三
法
師
を
預
か
る
こ
と
も
決
定
し
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
11 

。

　明
智
軍
の
領
地
配
分
に
関
し
て
は
美
濃
を
信
孝
、
尾
張
を
信
雄
、
山
城
・
丹
波
を

秀
吉
、
摂
津
を
恒
興
、
近
江
を
勝
家
・
長
秀
・
堀
秀
政
の
三
人
で
分
割
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
。

　以
上
が
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
く
清
洲
会
議
の
歴
史
的
経
緯
で
あ
る
。
信
長
の

家
督
を
有
力
家
臣
や
遺
子
と
争
う
と
い
う
一
般
的
な
清
洲
会
議
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き

く
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

第
三
章

　
伝
記
物
か
ら
み
る
秀
吉
の
虚
像

　こ
の
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
史
実
と
し
て
の
清
洲
会
議
と
は
異
な
る

イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
伝
記
物
を
比
較
し
て
見
て
い
く
。

ま
ず
、
本
論
で
扱
う
秀
吉
の
伝
記
の
作
者
と
作
者
名
と
成
立
さ
れ
た
年
代
の
一
覧
を

挙
げ
る
。

①
大
村
由
己 

　
　
　
　
　『

天
正
記
』 

秀
吉
と
同
時
期

②
川
角
三
郎
右
衛
門 

　『
川
角
太
閤
記
』 

一
六
二
一
～
一
六
二
三
年

③
小
瀬
甫
庵 

　
　
　
　
　『

甫
庵
太
閤
記
』 

一
六
二
五
年

④
竹
中
重
門 

　
　
　
　
　『

豊
鑑
』 

一
六
三
一
年

⑤
林
羅
山 

　
　
　
　
　『

豊
臣
秀
吉
譜
』 

一
六
五
八
年

⑥
武
内
確
斎
・
岡
田
玉
山

　
　
　『

絵
本
太
閤
記
』 

一
七
九
七
～
一
八
〇
二
年

⑦
栗
原
柳
庵 

　
　
　
　
　『

真
書
太
閤
記
』 

一
八
四
九
～
一
八
六
八
年

⑧
大
町
桂
月 

　
　
　
　
　『

太
閤
記
物
語
』 

一
九
一
八
年

⑨
矢
田
插
雲 

　
　
　
　
　『

太
閤
記
』 

一
九
二
六
～
一
九
三
三
年

⑩
吉
川
英
治 

　
　
　
　
　『

新
書
太
閤
記
』 

一
九
四
一
年

 
 

　こ
れ
ら
を
年
代
順
に
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
比
較
し
て
い
く
。

第
一
節	
伝
記
物
の
清
洲
会
議

①
大
村
由
己
『
天
正
記
』

　『
天
正
記
』
は
秀
吉
に
御
伽
衆
と
し
て
仕
え
て
い
た
大
村
由
己
が
記
し
た
秀
吉
の

伝
記
で
あ
る
。『
播
磨
別
所
記
』、『
惟
任
謀
反
記
』、『
柴
田
退
治
記
』、『
紀
州
御
発
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　秀
吉
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
か
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
の
二
月
六
日
に

尾
張
愛
智
郡
中
村
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
武
将
と
は
違
い
庶
民
の
生
ま

れ
で
あ
っ
た
秀
吉
の
出
自
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
、
出
年
は
二
説
あ
る
。
こ
れ
を
示

す
史
料
と
し
て
桑
田
忠
親
氏
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
十
二
月
吉
日

付
で
秀
吉
の
家
臣
で
あ
っ
た
伊
藤
秀
盛
が
記
し
た
石
通
白
杉
本
坊
宛
の
願
文
に
「
関

白
様

　酉
之
御
年

　御
年
五
十
四
歳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
天
文
六
年
の
生
ま
れ
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
1 

。
し
か
し
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
二
）
三
月
一
日
に
奉
納

さ
れ
た
北
野
天
満
宮
釣
灯
篭
銘
で
は
「
御
歳
丙
甲
、
御
祈
祷
の
た
め
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
た
め
天
文
五
年
の
可
能
性
も
あ
る
。
還
暦
に
あ
た
る
慶
長
二
年
丙
申
の
年

に
、
秀
吉
の
無
病
息
災
を
祈
祷
し
た
も
の
で
、
こ
の
釣
灯
篭
銘
の
日
付
は
秀
吉
死
去

の
前
年
で
あ
り
、
秀
吉
が
自
ら
寄
進
し
た
釣
灯
籠
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
2 

。
以
上
が
秀
吉
の
出
生
の
史
実
で
あ
る
。

　こ
こ
か
ら
は
伝
記
を
見
て
い
く
。『
太
閤
素
生
記
』
に
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）

正
月
一
日
尾
州
愛
知
郡
中
中
村
に
て
出
生
と
あ
る
3 

と
湯
浅
恵
子
氏
は
述
べ
て
い

る
。『
真
書
太
閤
記
』も
同
様
で
あ
っ
た
。何
故
こ
の
よ
う
な
通
説
が
記
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
か
。

　秀
吉
は
当
時
の
御
伽
衆
で
あ
る
大
村
由ゆ

う

己こ

に
命
じ
て
自
ら
の
出
生
を
ね
つ
造
さ
せ

世
間
に
流
布
さ
せ
て
い
る
。
藤
田
達
生
氏
に
よ
れ
ば
秀
吉
は
大
村
に
「
後
胤
説
」
と

「
日
輪
受
胎
説
」の
二
つ
の
説
を
流
布
さ
せ
た
と
言
う
4 

。
天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）

七
月
、
関
白
に
任
官
さ
れ
、
翌
年
に
「
豊
臣
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
秀
吉

は
生
母
な
か
（
の
ち
の
大
政
所
、
天
瑞
院
）
が
宮
中
に
両
三
年
仕
え
て
身
ご
も
り
、

故
郷
の
尾
張
に
帰
っ
て
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
後
胤
説
」
を
世
間
に
吹
聴
さ

せ
る
。
こ
れ
は
秀
吉
が
天
下
人
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
皇
統
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

こ
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　そ
の
五
年
後
の
天
正
十
八
年
に
は
、
生
母
な
か
が
懐
に
太
陽
が
入
っ
て
受
胎
す
る

夢
を
見
て
、
日
吉
山
王
権
現
の
申
し
子
と
し
て
秀
吉
を
生
ん
だ
と
す
る
「
日
輪
受
胎

説
」
を
流
布
さ
せ
る
。
秀
吉
が
「
猿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
訳
と
し
て
日
吉
山
王
権
現

の
御
神
獣
が
猿
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
村
由
己
は
秀
吉
の

生
き
て
い
る
う
ち
に
『
天
正
記
』
と
い
う
伝
記
を
記
し
、後
に
記
さ
れ
る
『
太
閤
記
』

の
代
表
格
で
あ
る
小
瀬
甫
庵
の
『
甫
庵
太
閤
記
』
は
、大
村
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
出
生
の
記
載
が
あ
る
「
秀
吉
公
素
生
」
の
項
目
に
は
「
或
時
、
母
懐
中

に
日
輪
入
給
ふ
と
夢
み
、
已
に
し
て
懐
妊
し
け
る
に
よ
り
、
童
名
を
日
吉
と
云
し
な

り
。」5 

と
あ
り
「
日
輪
受
胎
説
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
自
分
は

特
別
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
生
ん
だ
嘘
が
後
の
伝
記
に

影
響
し
て
い
る
の
だ
。

　こ
の
よ
う
に
秀
吉
の
実
像
は
、
伝
記
物
に
よ
っ
て
虚
像
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
秀

吉
の
伝
記
は
生
前
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
死
後
に
は
『
太
閤
記
』
を

は
じ
め
と
す
る
文
学
や
、「
太
閤
記
物
」
と
呼
ば
れ
る
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
な
ど
の
普

及
に
よ
り
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
た
。
各
時
代
で
描
か
れ
た
伝
記
物
の
記
事
を
比
較

す
れ
ば
秀
吉
像
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
研
究
で
き
る
と
考
え
、
清
洲
会

議
を
題
材
と
し
、
史
料
に
よ
る
実
像
と
伝
記
物
に
よ
る
虚
像
を
比
べ
、
秀
吉
像
の
変

遷
を
考
察
す
る
。

第
二
章

　
清
洲
会
議
の
史
実

　本
章
で
は
歴
史
的
史
料
か
ら
分
か
る
清
洲
会
議
前
後
の
歴
史
に
つ
い
て
、
最
新
の

研
究
成
果
に
基
づ
き
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
。

　天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
未
明
、
京
都
本
能
寺
に
て
織
田
信
長
は
丹
波

亀
山
か
ら
急
襲
し
て
き
た
明
智
光
秀
軍
の
謀
反
に
あ
い
死
去
。
ま
た
、
信
長
の
嫡
男

信
忠
も
奮
戦
虚
し
く
洛
中
二
条
御
所
に
て
自
害
す
る
。
こ
の
急
報
を
耳
に
し
た
豊
臣

秀
吉
（
当
時
羽
柴
秀
吉
）
は
、
対
峙
し
て
い
た
毛
利
氏
と
和
睦
し
備
中
高
松
か
ら
驚

異
的
な
速
さ
で
山
陽
道
か
ら
上
が
っ
て
き
た
。
途
中
、
四
国
攻
め
の
た
め
大
阪
に
待

機
し
て
い
た
丹
羽
長
秀
・
信
長
三
男
信
孝
と
合
流
し
、
六
月
十
三
日
山
城
山
崎
に
て

光
秀
を
破
る
。
山
崎
の
戦
い
で
は
秀
吉
が
指
揮
を
と
っ
た
。
光
秀
は
敗
走
の
途
中
の

山
科
の
小
栗
栖
で
百
姓
の
槍
で
傷
を
負
い
、
家
臣
の
介
錯
で
自
刃
す
る
。

　光
秀
の
居
城
丹
波
亀
山
は
、
秀
吉
に
味
方
し
た
中
川
清
秀
ら
が
落
と
し
、
近
江
坂

本
城
は
秀
吉
が
落
と
す
。
美
濃
に
も
光
秀
の
残
党
が
残
っ
て
い
た
た
め
信
孝
・
秀
吉

が
軍
勢
を
率
い
て
掃
討
。
美
濃
制
圧
が
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　堺
滞
在
中
に
本
能
寺
の
変
に
あ
っ
た
徳
川
家
康
は
、
命
か
ら
が
ら
三
河
岡
崎
ま
で

辿
り
着
く
。
家
康
は
こ
の
機
会
に
甲
斐
・
信
濃
を
奪
う
た
め
の
策
動
を
開
始
し
、
か

た
わ
ら
で
光
秀
を
討
つ
た
め
の
準
備
を
進
め
、
十
四
日
に
尾
張
鳴
海
へ
着
陣
。
十
九

3
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日
に
秀
吉
か
ら
上
方
平
定
の
報
が
届
い
た
た
め
、
家
康
は
二
十
二
日
に
帰
陣
し
て
い

る
。　信

長
の
妻
室
や
子
ど
も
た
ち
は
安
土
城
の
留
守
を
預
け
ら
れ
て
い
た
蒲
生
賢
秀
に

連
れ
ら
れ
近
江
日
野
に
避
難
し
て
い
た
。
い
つ
清
洲
に
移
動
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
『
豊
鑑
』
の
清
洲
会
議
に
関
す
る
記
述
に
「
お
さ
な
き
子
も
こ
こ
に
集
ま
り
居

給
え
ば
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
洲
に
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
金
子
拓
氏
に
よ

る
と
秀
吉
が
清
洲
に
赴
い
た
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。
清
洲
に
主
を
失
っ
た
織
田

家
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
美
濃
の
混
乱
状
態
が
収
束
し
た
直
後
だ
っ
た
こ

と
、
家
康
の
軍
勢
が
一
時
的
に
せ
よ
尾
張
ま
で
進
駐
し
て
い
た
こ
と
へ
の
警
戒
心
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
秀
吉
は
清
洲
に
向
か
っ
た
6 

と
さ
れ
て
い
る
。

　天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
十
七
日
に
清
洲
に
て
会
議
が
行
わ
れ
た
。
同
年

六
月
二
十
七
日
に
記
さ
れ
た
秀
吉
の
書
状
に
「
今
度

　御
両
殿
様
（
織
田
信
長
・
信

忠
）
不
慮
之
義
付
而
、
城
介
殿
（
織
田
信
忠
）
若
子
殿
（
三
法
師
）、
為
御
宿
老
中

奉
守
、
天
下
之
義
被
仰
付
候
」7 

と
丹
羽
長
秀
、
羽
柴
秀
吉
、
池
田
恒
興
、
柴
田
勝

家
と
連
署
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
月
二
十
七
日
に
会
議
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
書
状
か
ら
み
る
と
会
議
で
は
三
法
師
が
跡
継
ぎ
と
な
る
こ
と
が

決
ま
り
、
三
法
師
を
宿
老
が
守
り
た
て
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　谷
口
央
氏
は
奈
良
興
福
寺
の
塔
頭
で
あ
る
多
門
院
の
僧
英
俊
が
記
し
た
「
多
門
院

日
記
」
同
十
年
七
月
六
日
条
を
見
る
と
、
柴
田
勝
家
、
羽
柴
秀
吉
、
丹
羽
長
秀
、
池

田
恒
興
、
堀
秀
政
の
五
人
が
会
合
し
、
信
長
の
子
で
あ
る
織
田
信
雄
、
同
信
孝
は
出

席
し
て
お
ら
ず
、
意
外
な
こ
と
で
嘆
か
わ
し
い
と
す
る
8 

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
信
雄
と
信
孝
は
会
議
の
出
席
が
無
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
多
門

院
日
記
」
七
月
七
日
条
に
は
、
信
雄
、
信
孝
の
兄
弟
は
幼
少
で
あ
る
三
法
師
が
成
長

す
る
ま
で
の
代
理
と
な
る
「
名
代
」
に
な
る
こ
と
を
争
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
9 

。

　こ
の
よ
う
に
後
継
者
を
三
法
師
に
す
る
こ
と
は
既
定
路
線
で
あ
り
、
御
名
代
を
信

雄
と
信
孝
ど
ち
ら
に
す
る
か
が
話
し
合
わ
れ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
不
仲
と
信
雄
の

出
来
の
悪
さ
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
三
法
師
は
宿
老
が
支
え
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
金
子

氏
は
述
べ
て
い
る
10 

。
ま
た
、
尾
下
成
敏
氏
は
三
法
師
の
安
土
入
城
と
安
土
城
の

修
復
が
終
わ
る
ま
で
信
孝
が
美
濃
で
三
法
師
を
預
か
る
こ
と
も
決
定
し
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
11 

。

　明
智
軍
の
領
地
配
分
に
関
し
て
は
美
濃
を
信
孝
、
尾
張
を
信
雄
、
山
城
・
丹
波
を

秀
吉
、
摂
津
を
恒
興
、
近
江
を
勝
家
・
長
秀
・
堀
秀
政
の
三
人
で
分
割
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
。

　以
上
が
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
く
清
洲
会
議
の
歴
史
的
経
緯
で
あ
る
。
信
長
の

家
督
を
有
力
家
臣
や
遺
子
と
争
う
と
い
う
一
般
的
な
清
洲
会
議
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き

く
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

第
三
章

　
伝
記
物
か
ら
み
る
秀
吉
の
虚
像

　こ
の
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
史
実
と
し
て
の
清
洲
会
議
と
は
異
な
る

イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
伝
記
物
を
比
較
し
て
見
て
い
く
。

ま
ず
、
本
論
で
扱
う
秀
吉
の
伝
記
の
作
者
と
作
者
名
と
成
立
さ
れ
た
年
代
の
一
覧
を

挙
げ
る
。

①
大
村
由
己 

　
　
　
　
　『

天
正
記
』 

秀
吉
と
同
時
期

②
川
角
三
郎
右
衛
門 

　『
川
角
太
閤
記
』 

一
六
二
一
～
一
六
二
三
年

③
小
瀬
甫
庵 

　
　
　
　
　『

甫
庵
太
閤
記
』 

一
六
二
五
年

④
竹
中
重
門 

　
　
　
　
　『

豊
鑑
』 

一
六
三
一
年

⑤
林
羅
山 

　
　
　
　
　『

豊
臣
秀
吉
譜
』 

一
六
五
八
年

⑥
武
内
確
斎
・
岡
田
玉
山

　
　
　『

絵
本
太
閤
記
』 

一
七
九
七
～
一
八
〇
二
年

⑦
栗
原
柳
庵 

　
　
　
　
　『

真
書
太
閤
記
』 

一
八
四
九
～
一
八
六
八
年

⑧
大
町
桂
月 

　
　
　
　
　『

太
閤
記
物
語
』 

一
九
一
八
年

⑨
矢
田
插
雲 

　
　
　
　
　『

太
閤
記
』 

一
九
二
六
～
一
九
三
三
年

⑩
吉
川
英
治 

　
　
　
　
　『

新
書
太
閤
記
』 

一
九
四
一
年

 
 

　こ
れ
ら
を
年
代
順
に
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
比
較
し
て
い
く
。

第
一
節	

伝
記
物
の
清
洲
会
議

①
大
村
由
己
『
天
正
記
』

　『
天
正
記
』
は
秀
吉
に
御
伽
衆
と
し
て
仕
え
て
い
た
大
村
由
己
が
記
し
た
秀
吉
の

伝
記
で
あ
る
。『
播
磨
別
所
記
』、『
惟
任
謀
反
記
』、『
柴
田
退
治
記
』、『
紀
州
御
発
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伝
記
物
に
見
る
秀
吉
像
の
変
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―
清
洲
会
議
を
中
心
に
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奥
田

　
亜
里
奈

　

（
鍛
治

　
宏
介
ゼ
ミ
）
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終
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　お
わ
り
に

参
考
文
献

序
章

　
は
じ
め
に

　豊
臣
秀
吉
。
戦
国
時
代
、
庶
民
出
身
な
が
ら
も
天
下
統
一
、
天
下
人
と
な
っ
た
歴

史
上
か
つ
て
な
い
能
力
で
出
世
を
成
し
と
げ
た
人
物
で
あ
る
。
秀
吉
の
人
間
性
と
そ

の
出
世
譚
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
現
代
で
も
な
お
人
気
を
博

し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
描
か
れ
て
い
る
秀
吉
は
天
下
人
ら
し
く
な
い
気
さ
く
さ
と

明
る
い
人
間
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
他
の
戦
国
武
将
に
は
無
い
魅
力
が
あ
る
。

ま
た
庶
民
な
が
ら
も
武
将
、
そ
し
て
天
下
人
と
な
る
出
世
譚
は
い
つ
の
時
代
で
も

人
々
の
胸
を
躍
ら
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
秀
吉
に
人
々
は
魅
了
さ
れ
、
現
代
で
も
秀
吉

の
フ
ァ
ン
は
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
筆
者
自
身
も
小
学
生
の
頃
に
秀
吉
に
魅
了
さ

れ
た
一
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め
卒
業
論
文
は
秀
吉
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
決
め
て

い
た
。

　秀
吉
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
私
が
最
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
が
清

洲
会
議
で
あ
る
。
清
洲
会
議
は
日
本
史
上
か
つ
て
な
い
会
議
に
よ
る
戦
で
あ
っ
た
。

信
長
の
後
継
者
と
し
て
誰
が
相
応
し
い
か
会
議
に
よ
っ
て
取
り
決
め
ら
れ
た
と
一
般

的
に
は
言
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
に
公
開
さ
れ
た
三
谷
幸
喜
氏
の
映
画
『
清
須

会
議
』
に
感
化
さ
れ
、
清
洲
会
議
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
史
実
と
の
違
い
に
驚
か

さ
れ
た
。
伝
記
で
伝
わ
る
秀
吉
像
は
史
実
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ

の
変
遷
に
興
味
を
持
っ
た
。
そ
れ
が
今
回
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
決
め
た
き
っ
か

け
と
な
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
清
洲
会
議
を
題
材
と
し
て
、
秀
吉
像
の
変
遷
を
考
察

し
て
い
き
た
い
。

第
一
章

　
秀
吉
の
実
像
と
伝
記
物
の
関
係

　秀
吉
の
一
代
記
は
秀
吉
が
生
き
て
い
る
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な
形
で
語

ら
れ
て
き
た
。
貧
し
い
百
姓
の
生
ま
れ
か
ら
、
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
出
世

譚
は
現
在
に
至
っ
て
も
人
気
を
博
し
て
い
る
。
秀
吉
の
そ
の
人
気
は
、
出
世
譚
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
今
ま
で
の
支
配
者
に
は
無
い
庶
民
性
と
明
る
い
性
格
が
語
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
息
づ
い
て
き
た
。
し
か
し
、そ
の
秀
吉
は
創
作
さ
れ
た
秀
吉
像
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
伝
記
物
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
物
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
史
実
で
は
な
い
の
か
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
全
て
が
史
実
と
は
言
え
な
い
。
史

料
と
比
較
し
た
上
で
や
は
り
誤
り
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
で
は
、
史
実
の
秀
吉
は
ど

ん
な
人
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、ど
の
よ
う
に
伝
記
物
に
記
さ
れ
る
の
か
。

第
一
章
で
は
秀
吉
の
出
生
を
挙
げ
、
実
像
を
述
べ
た
上
で
伝
記
物
と
の
関
係
を
考
察

す
る
。
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