
51

　
『
徳
川
家
康
』
を
代
表
作
と
す
る
、
山
岡
荘
八
が
廣
池
千
九
郎
を
主
人

公
と
す
る
伝
記
小
説
『
燃
え
る
軌
道
』（
一
九
七
四
│
一
九
七
八
）
を
書

い
た
の
は
何
故
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
疑
問
を
当
初
は
抱
い
て
い
た

け
れ
ど
も
、
そ
の
理
由
を
第
五
巻
八
八
頁
以
下
の
叙
述
を
目
に
し
て
は
じ

め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

終
戦
後
、
海
音
寺
潮
五
郎
た
ち
と
行
っ
た
『
日
本
史
を
語
る
』
と
い
う

座
談
会
に
お
い
て
、
夕
刊
紙
に
掲
載
中
の
『
徳
川
家
康
』
の
愛
読
者
で
あ

っ
た
廣
池
千
九
郎
の
長
男
千
英
が
、
父
の
伝
記
を
書
く
よ
う
依
頼
し
た
結

果
、
こ
の
作
品
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
り
、
作
者
が
こ
こ
で
告
白
し
て
い

る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
奇
縁
」
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
山
岡
は
読
者
を

作
品
の
世
界
に
ぐ
い
ぐ
い
引
き
込
み
な
が
ら
、
最
後
に
こ
う
い
う
種
明
か

し
を
す
る
と
い
う
、
筋
展
開
の
な
か
に
こ
の
物
語
の
名
人
の
老
獪
巧
妙
な

「
遊
び
心
」
が
見
出
せ
よ
う
。
本
書
の
読
書
中
同
時
に
想
い
浮
か
べ
た
の

は
、
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
伝
記　

廣
池
千
九
郎
』
で
あ
っ
た
。

本
長
篇
は
こ
の
『
伝
記
』
の
小
説
化
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
双
方
の
大
著
は
共
に
考
証
と
実
証
ぬ
き
に
は
書
け
な
い
。
考
証

も
実
証
も
対
象
に
対
す
る
そ
の
内
面
か
ら
の
具
体
的
な
理
解
に
裏
付
け
ら

れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
如
何
に
緻
密
な
資
料
で
あ

っ
て
も
、
不
明
瞭
で
立
証
不
可
能
な
部
分
を
残
し
て
い
る
と
い
う
、
事
実

は
避
け
難
い
。
当
時
の
実
際
の
事
実
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
完
全
に
埋
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
特
定
の
過
去
を
掘
り
起
こ
し
て
記
述
す
る
た

め
に
は
、
資
料
を
適
宜
取
捨
選
択
し
、
そ
の
な
か
か
ら
現
代
に
通
じ
る
普

遍
的
な
る
も
の
を
摘
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
死
命
を
制

す
る
の
は
、
資
料
の
「
選
別
の
呼
吸
」（
谷
沢
永
一
『
司
馬
遼
太
郎
エ
ッ
セ
ン

ス
』
三
〇
頁
、
文
春
文
庫
、
一
九
九
六
年
）
で
あ
る
。
す
る
と
、
著
者
の
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
こ
の
場
で
ど
う
し
て
も
入
っ
て
く
る
。
必
要
な
の
は
、

研
究
ノ
ー
ト

『
燃
え
る
軌
道
』
を
読
む

下　
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ん
だ
人
生
観
で
あ
っ
た
。
精
神
の
熟
成
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
。

2　

こ
の
廣
池
千
九
郎
は
、「
も
う
一
段
高
い
位
置
か
ら
新
し
い
世
界
を

見
や
り
、
自
分
を
見
下
ろ
（
す
）
…
…
」（
2
│
42
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。

3　
「
バ
カ
即
怠
け
者
」（
2
│
156
）。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
生
涯
は
、
努

力
に
よ
っ
て
決
定
す
る
（
2
│
214
）。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、「
誰
で
も
、
断
え

ず
努
力
し
て
い
る
も
の
は
、
／
わ
れ
等
が
救
う
こ
と
が
で
き
る
」（
森
鷗
外

訳
）
と
い
う
、
ゲ
ー
テ
畢
生
の
作
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
結
び
の
天
使
た
ち

の
合
唱
と
共
振
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？

4　
「
彼
（
廣
池
千
九
郎
）
は
歴
史
を
以
て
何
処
ま
で
も
人
生
を
旅
す
る
人

間
の
道
標
た
ら
し
め
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
」（
2
│
265
）。
こ
れ
は
作
者

山
岡
荘
八
の
創
作
作
法
と
な
っ
て
い
る
が
、
作
風
や
思
想
は
違
う
け
れ
ど

も
、
こ
の
こ
と
は
司
馬
遼
太
郎
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
？

5　
「
人
間
が
こ
の
世
に
生
き
て
あ
る
限
り
、
眼
に
見
え
な
い
何
者
か
が
、

何
処
か
で
自
分
を
庇
護
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
ら
し
い
」（
2
│
270
）。
ゲ

ー
テ
の
諸
作
品
は
、
作
者
の
主
人
公
に
対
す
る
こ
の
註
解
と
同
じ
内
容
を

人
生
の
奥
義
と
し
て
主
題
化
し
て
い
た
。
ま
た
、
教
育
哲
学
者
故
O
・

F
・
ボ
ル
ノ
ー
教
授
は
、
廣
池
学
園
に
出
講
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
テ
ー

ゼ
を
人
生
の
究
極
の
真
実
と
し
て
披
露
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
？　

ち
な
み
に
以
上
の
問
題
提
起
が
行
わ
れ
た
の
は
日
清
、
日
露
両
戦
争
中
の

歴
史
の
な
か
に
生
き
て
い
た
、
人
間
の
言
動
や
足
跡
を
人
生
の
リ
ア
リ
テ

ィ
そ
の
も
の
と
し
て
把
握
し
得
る
想
像
力
と
筆
力
で
あ
る
。
双
方
の
大
著

は
共
に
こ
の
条
件
を
十
分
に
満
た
し
て
い
る
。『
燃
え
る
軌
道
』
は
文
学

作
品
、
す
な
わ
ち
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
イ
マ
ジ
ネ

ー
シ
ョ
ン
は
、『
伝
記　

廣
池
千
九
郎
』
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
広
く

自
由
な
「
遊
戯
空
間
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
作
に
お
い
て
作

者
は
、
瀕
死
の
病
い
か
ら
奇
跡
的
に
再
生
し
、
度
重
な
る
挫
折
の
体
験
を

糧
と
し
て
人
間
教
育
の
智
識
と
方
法
を
究
明
し
、
教
育
の
霊
場
「
廣
池
学

園
」
を
建
設
し
た
、
廣
池
千
九
郎
の
壮
絶
さ
と
誠
実
さ
を
極
め
た
生
涯
を

「
燃
え
る
軌
道
」
と
し
て
活
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
折
々
の
淡
彩
な
挿

絵
が
錦
上
に
花
を
添
え
て
い
る
。
小
生
が
そ
の
な
か
か
ら
汲
み
取
る
こ
と

が
出
来
た
の
は
、
歴
史
、
人
生
、
人
間
に
か
ん
す
る
豊
富
な
知
見
と
叡
智

で
あ
っ
た
。
人
間
学
に
つ
い
て
得
が
た
い
勉
強
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
望
外
の
収
穫
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
と
り
わ
け
小
生
の
心

の
琴
線
に
触
れ
た
当
該
諸
問
題
を
こ
こ
で
以
下
項
目
的
に
記
し
、
コ
メ
ン

ト
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
本
長
篇
か
ら
の
引
用
に
か
ん
し

て
は
、
そ
の
出
所
を
巻
数
と
頁
数
を
算
用
数
字
で
括
弧
内
に
記
入
す
る
。

　
　
　
　
　

＊

1　
「
…
…
逆
境
を
光
に
変
え
る
…
…
」（
1
│
89
）
よ
う
尽
力
し
よ
う
と

思
う
な
ら
ば
、「
…
…
四
面
楚
歌
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
現
実
と
し
て
は

人
間
の
弱
音
に
過
ぎ
な
い
」（
1
│
342
）。
こ
れ
が
若
い
廣
池
千
九
郎
が
掴
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自
由
や
、
交
際
の
自
由
ま
で
奪
お
う
と
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ

て
、
今
度
の
こ
と
も
私
に
と
っ
て
は
、
神
の
試
練
で
あ
っ
た
と
素
直
に
受

け
取
り
、
さ
ら
ば
、
汝
は
何
を
以
て
神
の
恩
に
報
ず
べ
き
や
？　

そ
の
道

を
真
剣
に
求
め
て
ゆ
こ
う
と
努
力
す
る
ば
か
り
で
す
」（
3
│
262
）。

7　

廣
池
千
九
郎
は
東
京
へ
戻
る
。
天
理
教
会
で
の
締
め
出
し
は
、
こ
の

廣
池
に
と
っ
て
は
、
逆
に
よ
り
広
い
世
界
へ
の
道
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の

学
問
的
業
績
に
よ
っ
て
講
演
の
依
頼
は
殺
到
す
る
し
、
健
康
を
取
り
戻

す
。
あ
ま
り
に
も
直
情
径
行
で
あ
っ
て
こ
だ
わ
り
過
ぎ
の
性
格
も
温
和
に

な
り
、
心
の
余
裕
を
身
に
つ
け
は
じ
め
た
。「
…
…
報
恩
の
マ
コ
ト
を
尽

し
な
が
ら
賢
明
に
衝
突
を
回
避
し
、
有
終
の
美
を
飾
る
道
を
歩
み
出
そ
う

と
す
る
覚
悟
…
…
」（
4
│
24
）
を
固
め
る
。
こ
の
「
…
…
成
人
へ
の
開

眼
」（
4
│
32
）
は
「
神
の
恩
寵
」（
3
│
263
）
と
し
か
言
い
表
し
よ
う
の
な

い
人
生
の
奇
跡
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
廣
池
千
九
郎
は
、
天
理
教
団
と
縁
を

切
り
、
別
種
の
団
体
と
し
て
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
を
発
足
さ
せ
る
（
4
│

286
）。
伊
勢
神
宮
で
再
出
発
を
誓
い
（
4
│
306
）、
学
問
体
系
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
道
徳
の
体
系
、
す
な
わ
ち
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
の
体
系
の
確
立
に
全

身
全
霊
を
も
っ
て
専
一
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を

完
成
す
る
と
共
に
、
そ
の
教
育
と
実
践
の
場
を
柏
市
に
建
立
し
た
。
現
在

の
廣
池
学
園
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

8　

一
九
三
二
年
五
・
一
五
事
件
、
一
九
三
六
年
二
・
二
六
事
件
が
起
こ

る
。
日
本
は
国
際
連
盟
を
脱
退
、
世
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
に
向
か
う
。
廣
池

千
九
郎
は
、
暴
動
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
普
通
選
挙
、
権
力
の
交
替
等
、
当
時

こ
と
で
あ
っ
た
。
以
後
、
日
本
は
日
露
戦
争
で
奇
跡
の
勝
利
を
博
し
、
ロ

シ
ア
の
南
進
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
欧
米
列
強
の
支
援
を
得
、
日
英
同
盟

が
締
結
さ
れ
、
日
本
の
国
際
上
の
地
位
は
向
上
の
一
路
を
辿
っ
て
い
た
。

6　

廣
池
千
九
郎
は
こ
の
間
、
今
ま
で
世
界
の
法
律
で
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
中
国
の
法
律
に
か
ん
す
る
論
文
を
書
き
、
斯
界
の
泰
斗

穂
積
陳
重
東
大
教
授
の
下
で
法
学
博
士
の
称
号
を
得
る
。
こ
れ
は
そ
れ
こ

そ
異
例
中
の
異
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
神
宮
皇
學
館
の
教
授
と
な
り
、

天
理
教
の
指
導
理
念
で
あ
る
「
マ
コ
ト
」（
3
│
86
）
と
い
う
教
理
に
信
服

し
、
天
理
教
に
入
信
し
、
そ
の
考
究
と
実
践
に
没
頭
す
る
。
そ
の
結
果
、

天
理
中
学
の
校
長
に
抜
擢
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
極
度
の
過
労
の
た
め
に
、

「
病
院
の
医
師
は
、
す
で
に
絶
望
を
宣
言
し
て
い
た
」（
3
│
170
）。
け
れ
ど

も
、「
当
時
は
ま
だ
卑
俗
な
迷
信
的
宗
教
と
し
か
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

天
理
教
」（
3
│
180
）
の
信
仰
に
よ
っ
て
起
死
回
生
し
、
そ
の
布
教
に
没
我

の
献
身
を
続
け
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
無
私
無
欲
な
る
が
故
に
一
途

一
徹
な
情
熱
が
災
い
し
、
周
囲
の
当
事
者
と
の
間
の
軋
轢
が
生
じ
、
辞
職

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
著
者
山
岡
は
語
り
手
と
し
て
一
段
高
い
視
座
に
立

ち
、
何
処
に
も
見
ら
れ
る
人
間
関
係
の
こ
の
生
臭
い
現
実
を
こ
う
解
読
し

て
い
る
。「
人
間
に
あ
る
感
情
の
確
執
や
、
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
も
人

間
的
な
陥
穽
や
画
策
は
、
つ
ね
に
却
っ
て
よ
り
正
し
い
も
の
、
よ
り
偉
大

な
も
の
を
全
面
的
に
押
し
だ
し
て
い
く
原
因
に
な
る
も
の
だ
」（
3
│
260
）。

だ
か
ら
こ
そ
廣
池
千
九
郎
は
こ
う
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ

る
。「
…
…
し
か
し
、
私
か
ら
信
者
同
士
と
し
て
の
諸
君
に
語
り
か
け
る
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は
「
大
悟
の
境
地
」（
4
│
220
）
へ
の
道
と
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
『
伝
記　

廣
池
千
九
郎
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

筆
者
は
こ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
こ
う
問
い
た
い
。
セ
ッ
ク
ス
や
エ
ロ
ス

の
問
題
を
廣
池
千
九
郎
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
　
　
　
　

＊

　

山
岡
荘
八
の
こ
の
作
品
、
読
ん
で
い
て
面
白
い
。
筋
展
開
の
テ
ン
ポ
は

快
適
で
歯
切
れ
よ
い
。
歴
史
、
人
生
、
人
間
性
の
勘
所
を
適
確
に
押
さ
え

て
い
る
。
そ
の
叙
述
は
簡
潔
明
快
で
分
か
り
や
す
い
。
全
体
は
、
こ
の
作

家
の
他
の
作
品
群
と
同
じ
よ
う
に
、
小
説
ら
し
い
小
説
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
「
語
り
」
の
巧
さ
は
そ
れ
こ
そ
堂
に
い
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
廣

池
千
九
郎
と
徳
川
家
康
を
並
列
し
て
、
モ
ラ
ル
の
観
点
か
ら
双
方
の
等
質

性
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
当
該
個
所
を
引

用
す
る
な
ら
ば
、

博
士
（
廣
池
千
九
郎　

筆
者
注
）
は
両
者
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い

る
。

豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
六
│
一
五
九
八
）

〈
特
色
・
プ
ラ
ス
の
点
〉

一
、
不
世
出
の
英
資
。

二
、
知
勇
な
ど
諸
力
に
優
れ
る
。

三
、
国
家
伝
統
の
上
に
立
っ
て
戦
争
し
た
。

の
日
本
の
政
情
不
安
定
化
に
反
対
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
生
じ
る
の
は
、

混
乱
と
修
羅
場
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
事
態
は
何
一
つ
変
わ
ら
な
い
。

廣
池
千
九
郎
は
以
下
の
よ
う
に
憂
慮
し
て
い
た
。

と
に
か
く
日
本
は
こ
の
ま
ま
捨
て
て
お
く
と
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い

戦
争
の
深
み
に
の
め
り
こ
ん
で
行
き
そ
う
な
気
が
頻
り
に
す
る
。
そ

れ
を
腕
を
拱
い
て
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
そ
れ
こ
そ
日
本
自
体

が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。（
4
│
128
）

　

廣
池
は
、「
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
良
心
と
歴
史
に
照
合
し
な
が
ら
、
闘
病

と
思
索
を
重
ね
…
…
」（
4
│
230
│
231
）
な
が
ら
、
時
代
の
雲
行
き
を
観
察

し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
こ
の
よ
う
な
窮
境
は
、
利
己
心
、
利
害

打
算
、
権
勢
欲
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
必
要

と
な
っ
て
く
る
の
は
、
世
間
並
み
の
「
普
通
道
徳
」
の
次
元
を
超
え
た

「
最
高
道
徳
」
で
あ
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
天
理
教
本
部

か
ら
離
れ
、「
こ
の
世
上
の
理
を
科
学
的
に
現
し
て
、
神
の
実
在
を
証
明

し
て
い
く
…
…
」（
4
│
162
）
学
問
「
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
、
す
な

わ
ち
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
の
体
系
を
樹
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
モ
ラ

ロ
ジ
ー
」
が
至
上
令
と
し
て
い
た
の
は
、「
慈
悲
寛
大
、
自
己
反
省
」（
4

│
173
）、「
自
我
没
却
の
原
理
」（
5
│
42
）、「
す
べ
て
の
伝
統
に
感
謝

…
…
」（
5
│
138
）、「
品
性
の
練
磨
」（
5
│
169
）、「
人
に
尽
す
こ
と
に
徹

し
、
運
命
を
拓
く
軌
道
…
…
」（
5
│
169
）
を
歩
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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は
、
側
近
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
博
士
の
学
者
・
教
育
者
と

し
て
の
家
康
論
だ
が
、
筆
者
も
ま
た
、
小
説
家
と
し
て
家
康
に
近
づ

き
家
康
の
人
柄
や
経
世
の
実
際
を
知
る
に
つ
け
、
家
康
が
如
何
に
神

仏
を
崇
め
、
人
の
誠
忠
を
大
切
に
し
た
か
、
そ
こ
に
実
は
世
界
最
長

政
権
が
樹
立
さ
れ
た
要
因
が
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
る
。（
5
│
50
│

52
）

　

私
見
を
申
す
な
ら
ば
、
廣
池
千
九
郎
の
当
座
の
言
辞
に
依
拠
し
た
、
こ

う
い
う
家
康
賛
美
は
楽
観
主
義
的
か
つ
単
純
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？　

と
い
う
の
も
、
前
者
は
教
育
者
で
あ
り
、
後
者
は
政
治
家
で
あ
る
と
い

う
、
厳
然
た
る
事
実
を
押
さ
え
ず
に
両
者
を
俎
上
に
乗
せ
る
の
は
、
想
い

が
先
に
立
っ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
作
家
特
有
の
性
癖
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

後
者
の
政
治
家
と
し
て
の
所
業
の
手
練
手
管
に
つ

い
て
は
こ
の
作
品
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
そ
の
代
表
作

『
徳
川
家
康
』
に
よ
れ
ば
、
冷
徹
慎
重
な
現
実
主
義
に
即
し
て
そ
の
場
そ

の
場
で
駆
使
し
て
き
た
、
そ
の
数
々
の
権
謀
術
数
も
当
時
の
わ
が
国
に
秩

序
と
平
和
を
確
立
す
る
た
め
の
必
須
必
然
の
方
策
で
あ
っ
て
、
そ
の
政
治

力
を
大
乗
的
な
道
徳
の
立
場
か
ら
容
認
し
讃
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
作
家
の
場
合
、
異
な
っ
た
諸
契
機
が
客
観
的
に
区
分
け
さ
れ

ず
に
そ
の
連
想
作
用
の
中
に
融
解
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
場
合
は
、
創
作

上
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
だ
か
ら
作
家
の
問
題
把
握
が
主
観

的
、
そ
れ
と
も
一
面
的
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
別
に
珍
し
い
こ
と
で

四
、
若
年
時
は
道
徳
的
。

〈
マ
イ
ナ
ス
の
点
〉

晩
年
の
驕
怠
。

自
身
も
家
臣
も
知
勇
の
み
。

守
成
期
に
入
っ
て
道
徳
に
よ
ら
ず
。

良
い
家
臣
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

徳
川
家
康
（
一
五
四
三
│
一
六
一
一
）

〈
特
色
・
プ
ラ
ス
点
〉

一
、
父
祖
の
余
徳
。

二
、
天
性
温
厚
か
つ
篤
実
。

三
、
競
争
心
が
な
か
っ
た
。

四
、
道
徳
の
基
礎
に
立
っ
て
い
る
。

五
、
学
問
を
学
び
、
武
士
道
の
い
い
点
を
体
得
。

六
、
行
為
の
標
準
が
大
義
名
分
の
上
に
あ
っ
た
。

七
、
守
成
期
に
道
徳
を
奨
励
し
た
。

八
、
家
臣
に
恵
ま
れ
た
。

九
、
道
徳
の
師
を
用
い
た
。

〈
マ
イ
ナ
ス
面
〉

特
に
記
述
な
し
。

　

つ
ま
り
、
博
士
は
、
徳
川
家
康
を
天
道
の
原
理
を
わ
き
ま
え
、
道

徳
を
重
ん
じ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
…
…
。
博
士
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は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
徳
川
家
康
と
廣
池
千
九
郎
が
二
重
写
し
に
な

っ
て
き
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

最
後
に
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
に
か
ん
す
る
記
述
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、

全
体
は
要
約
、
そ
れ
と
も
紹
介
の
域
を
出
て
い
な
い
。
こ
こ
に
本
作
の
限

界
が
あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
長
篇
の
問
題
点
は
こ

こ
に
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
父
下
程
勇
吉
の
行
っ
た
類
の
「
モ
ラ
ロ
ジ

ー
」
に
か
ん
す
る
人
間
学
的
省
察
（
＊
）
が
叙
述
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
な

ら
ば
、
本
作
は
よ
り
底
深
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

と
は
い
う
も
の
の
、
作
家
に
こ
う
い
う
学
問
性
を
要
求
す
る
の
は
望
蜀
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
対
錘
と
し
て
、「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
を
学
問
研
究

の
立
場
か
ら
根
底
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
に
解
読
し
評
価
す
る
仕
事

が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
が
筆
者
の
偽
ら
ざ
る
読
後
感
で
あ
る
。

＊ 

下
程
勇
吉
著
『
廣
池
千
九
郎
の
人
間
学
的
研
究
』（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
出
版

部
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。


