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「
ど

う
す
る
家
康
」は
、私
も
三
河

生
ま
れ
の
一
人
と
し
て
、
毎

週
真
面
目
に
み
て
い
ま
す
。

最
初
の
う
ち
は
、
や
や
奇
抜

な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
や
、一
部

の
役
者
の
大
げ
さ
な
演
技
に

い
さ
さ
か
へ
き
え
き
し
ま
し

た
が
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に

落
ち
着
い
て
き
た
よ
う
で
、

今
後
の
展
開
が
楽
し
み
で
す
。

主
人
公
の
家
康
に
つ
い
て

は
、
本
欄
で
も
第
２５
回
（
２

月
６
日
付
）
の
「
家
康
と
三

河
」
で
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し

た
が
、
紙
幅
の
都
合
で
中
途

半
端
に
終
わ
っ
た
の
で
、
今

回
そ
の
続
き
を
書
く
こ
と
に

し
ま
す
。
た
だ
し
毎
度
お
断

り
す
る
よ
う
に
、
私
は
日
本

の
中
世
史
の
専
門
家
で
は
な

く
、
ま
し
て
家
康
や
徳
川
時

代
の
研
究
者
で
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
世
間
一
般
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
史
実

と
評
価
に
基
づ
い
て
お
話
を

進
め
て
行
く
こ
と
に
し
ま

す
。
従
っ
て
、
地
元
三
河
在

住
の
読
者
諸
賢
に
は
、
あ
ま

り
新
味
は
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
こ
は
ご
勘
弁
い

た
だ
き
、
も
し
私
の
記
述
に

誤
解
や
間
違
い
が
見
つ
か
れ

ば
、
率
直
に
叱
正
し
て
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

さ
て
、
日
本
史
に
登
場
す

る
偉
人
の
中
で
、
家
康
ほ
ど

好
き
嫌
い
の
評
価
が
分
か
れ

る
人
物
も
珍
し
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
と
く
に

戦
国
時
代
に
限
っ
て
み
れ

ば
、
織
田
信
長
と
豊
臣
秀
吉

は
そ
れ
ぞ
れ
天
才
的
な
人
物

で
、
突
出
し
た
個
性
の
持
ち

主
で
し
た
。
豪
快
、
闊
達（
か

っ
た
つ
）
、
派
手
好
み
と
い

う
点
で
、
こ
の
二
人
は
現
代

人
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
要
素
を
多
く
備
え
て
い
ま
す
。
対
す

る
家
康
は
、
い
か
に
も
三
河

的
と
い
う
か
、
地
味
で
泥
臭

く
、
没
個
性
的
な
印
象
が
あ

り
ま
す
。

そ
う
し
た
性
格
の
違
い

は
、
三
人
が
造
っ
た
城
に
も

端
的
に
表
れ
て
い
ま
す
。
信

長
の
絢
爛
（
け
ん
ら
ん
）
豪

華
な
安
土
城
、
秀
吉
の
伏
見

城
、
大
坂
城
な
ど
に
比
べ
、

家
康
が
関
係
す
る
城
は
、
岡

崎
城
、
吉
田
城
、
駿
府
城
な

ど
い
ず
れ
も
地
味
で
、
あ
ま

り
見
栄
え
が
し
ま
せ
ん
（
江

戸
城
は
立
派
で
す
が
、
家
康

の
死
後
大
幅
に
改
修
拡
充
さ

れ
た
も
の
）
。

さ
ら
に
、
戦
い
の
仕
方
や

戦
法
に
つ
い
て
も
、
信
長
、

秀
吉
に
比
べ
、
家
康
は
あ
ま

り
独
創
的
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

天
下
分
け
目
の
関
ケ
原
の
戦

い
に
し
て
も
、
結
果
的
に
勝

ち
は
し
た
も
の
の
、彼
の
戦
法

に
は
天
才
的
な
ひ
ら
め
き
や

奇
想
天
外
な
と
こ
ろ
は
全
く

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
小
早
川
秀

秋
を
調
略
し
て
裏
切
ら
せ
た

や
り
方
に
も
、
汚
い
手
を
使

っ
た
と
い
う
感
じ
が
あ
り
、

堂
々
と
横
綱
相
撲
を
取
っ
た

と
い
う
ふ
う
に
は
見
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
天
下
を
取
っ
て
か

ら
の
大
阪
冬
・
夏
の
陣
に
つ

い
て
も
、狡
猾（
こ
う
か
つ
）、

陰
険
な
策
を
弄
し
て
豊
臣
家

を
追
い
詰
め
滅
亡
さ
せ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
印
象
が
拭
え

ま
せ
ん
。
（
２
面
に
続
く
）

家康はなぜ嫌われるのか
「徳川時代」の歴史的意義再考

三
大
英
雄
の

微
妙
な
関
係

歌
川
芳
虎
画
「
道
化
武
者

御
代
の
若
餅
」
。
信
長

が
餅
を
つ
き
、
明
智
光
秀

が
こ
ね
、秀
吉
が
の
ば
し
、

家
康
が
食
べ
て
い
る
（
ウ

ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
）

�

家康が身につけた金陀美（きんだみ）具足のレプリカ
�岡崎大河ドラマ館で



そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
家

康
に
は
何
と
な
く
腹
黒
い
策

略
家
、
「
狸
親
父
（
た
ぬ
き

お
や
じ
）
」
と
い
う
マ
イ
ナ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
信

長
と
秀
吉
が
切
り
開
い
て
く

れ
た
道
を
労
せ
ず
し
て
歩

み
、
ち
ゃ
っ
か
り
天
下
人
に

収
ま
っ
た
ず
る
い
男
だ
と
い

う
ふ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で

す
。
「
織
田
が
つ
き
、
羽
柴

が
こ
ね
し
天
下
餅
、
座
し
て

喰
ら
ふ
は
徳
の
川
」
と
い
う

ざ
れ
歌
が
は
や
っ
た
の
も
そ

の
た
め
で
し
ょ
う
。

し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
家
康
が
信
長
や
秀
吉
に

比
べ
て
一
段
低
い
人
物
で
、

隠
忍
自
重
、
辛
抱
に
辛
抱
を

重
ね
、
棚
ぼ
た
式
に
天
下
を

手
に
入
れ
た
だ
け
の
武
将
と

見
る
の
が
間
違
っ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
が
不
遇
な
少
年
時
代

を
経
験
し
た
せ
い
で
忍
耐
強

い
性
格
に
な
っ
た
こ
と
は
確

か
で
、
有
名
な
遺
訓
「
人
の

一
生
は
重
荷
を
負
う
て
遠
き

道
を
行
く
が
ご
と
し
。
急
ぐ

べ
か
ら
ず
。
堪
忍
は
無
事
長

久
の
基
…
」
に
よ
く
表
れ
て

い
ま
す
。

参
考
ま
で
に
、
３
人
の
寿

命
と
年
齢
差
を
比
べ
て
み
る

と
、
信
長
４８
歳
、
秀
吉
６１
歳
、

家
康
７３
歳
（
い
ず
れ
も
満
年

齢
）
。
信
長
と
秀
吉
の
年
齢

差
は
３
歳
、
秀
吉
と
家
康
は

６
歳
。信
長
と
家
康
は
９
歳
。

家
康
が
最
も
若
く
、
し
か
も

最
も
長
生
き
し
た
わ
け
で
、

こ
れ
が
家
康
に
決
定
的
に
有

利
に
働
い
た
こ
と
は
明
白
で

す
。
家
康
が
長
命
だ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
孫
の
家
光
が
第
三

代
将
軍
に
な
る
の
を
見
届
け

る
こ
と
が
で
き
、
徳
川
幕
府

を
盤
石
な
も
の
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

他
方
、
も
し
信
長
が
本
能

寺
で
討
た
れ
ず
、
後
２０
年
長

生
き
し
た
ら
、
あ
る
い
は
、

秀
吉
が
後
１０
年
長
生
き
し
て

秀
頼
の
成
長
を
十
分
見
届
け

る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
家
康

の
目
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
権
力

者
に
と
っ
て
、
長
寿
と
健
康

は
最
大
の
武
器
で
あ
り
、
家

康
が
晩
年
に
至
る
ま
で
鷹
狩

り
で
足
腰
を
鍛
え
、
自
ら
薬

を
調
合
す
る
な
ど
健
康
保
持

に
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
こ

と
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。
長
寿
は
天
の
定
め
で
す

が
、
そ
れ
自
体
、
実
力
の
重

要
な
要
素
と
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
１
６
０

３
年
の
江
戸
開
府
に
始
ま

り
、
１
８
６
７
年
の
大
政
奉

還
に
至
る
２
６
５
年
に
及
ぶ

徳
川
幕
府
の
政
権
は
、
多
少

の
混
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、

世
界
史
的
に
見
て
も
類
を
見

な
い
「
長
く
平
和
な
治
世
」

だ
っ
た
と
内
外
か
ら
高
い
評

価
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
江
戸
時
代
の
基
礎
を
築
く

こ
と
に
成
功
し
た
家
康
で
す

が
、
そ
の
偉
大
な
実
績
と
は

裏
腹
に
、日
本
人
の
間
で
は
、

今
も
昔
も
意
外
と
人
気
は
乏

し
く
、
「
嫌
わ
れ
者
」
に
な

る
こ
と
も
多
い
の
は
な
ぜ
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
謎
を
解
く

こ
と
は
、
現
代
の
政
治
家
や

企
業
の
経
営
者
だ
け
で
な

く
、
私
た
ち
一
般
市
民
に
と

っ
て
も
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。こ

の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
、

案
外
簡
単
な
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
一
口
で
言
え
ば
、

日
本
人
は
成
功
者
よ
り
も
、

悲
劇
の
主
人
公
に
魅
力
を
感

じ
る
心
理
的
傾
向
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

鎌
倉
幕
府
を
創
っ
た
源
頼
朝

よ
り
弟
の
義
経
に
同
情
が
集

ま
り
（
判
官
び
い
き
）
、
大

坂
夏
の
陣
で
豊
臣
家
に
殉
じ

た
真
田
幸
村
（
信
繁
）
が
勇

名
を
は
せ
、
後
の「
忠
臣
蔵
」

で
は
、
被
害
者
で
あ
る
は
ず

の
吉
良
上
野
介
が
憎
ま
れ
、

赤
穂
浪
士
が
「
義
士
」
と
し

て
美
談
と
な
っ
た
の
も
、
そ

の
一
例
で
し
ょ
う
。
武
士
ら

し
く
潔
く
散
ら
ず
に
、
家
康

の
よ
う
に
、
し
ぶ
と
く
長
生

き
し
成
功
者
と
し
て
大
往
生

し
た
人
は
一
般
庶
民
の
感
動

を
呼
ば
ず
、む
し
ろ
怨
嗟（
え

ん
さ
）
、
嫉
妬
の
対
象
と
な

り
、
敬
愛
さ
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
維
新
以
後
、

薩
摩
・
長
州
出
身
者
が
牛
耳

る
明
治
政
府
は
、
「
徳
川
」

の
に
お
い
の
す
る
も
の
は
す

べ
て
否
定
し
、
徳
川
幕
府
の

業
績
も
、
開
祖
・
家
康
の
功

績
も
す
べ
て
歴
史
か
ら
抹
殺

し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
信
長
と
秀
吉
の
場
合
は

そ
の
死
に
よ
っ
て
織
田
家
と

豊
臣
家
は
滅
び
た
の
に
、
徳

川
家
は
１５
代
、
２
世
紀
半
も

永
続
し
、
多
く
の
実
績
を
残

し
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
明
治

新
政
府
は
、
警
戒
し
忌
避
し

た
の
で
す
。
時
の
権
力
者
が

前
任
者
の
業
績
を
全
否
定
し

歴
史
か
ら
削
除
し
よ
う
と
す

る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

余
談
な
が
ら
、
幕
末
に
尊

王
攘
夷
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る

中
で
、
初
代
外
国
奉
行
と
し

て
、
米
国
の
初
代
総
領
事
ハ

リ
ス
と
交
渉
し
て
日
米
修
好

通
商
条
約
を
調
印
し
開
国
へ

の
道
を
開
い
た
、
三
河
縁
故

の
岩
瀬
忠
震
（
た
だ
な
り
）

の
功
績
が
葬
り
去
ら
れ
た
の

も
同
じ
理
由
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
（
本
欄
第
２
回

「
愛
知
県
が
生
ん
だ
歴
史
上

の
大
人
物
」
�
２
０
２
０
年

９
月
２９
日
付
�
参
照
）

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
家

康
と
徳
川
幕
府
の
歴
史
的
意

義
は
今
後
さ
ら
に
再
吟
味
さ

れ
る
べ
き
で
、
近
年
の
歴
史

学
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
史
実
が
明
ら
か
と

な
り
、
歴
史
上
の
人
物
や
業

績
の
再
評
価
が
進
ん
で
い
る

の
は
、
健
全
な
流
れ
だ
と
思

い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
も
余
談
で
す

が
、
織
田
・
徳
川
連
合
軍
と

武
田
騎
馬
軍
団
が
激
突
し
た

長
篠
・
設
楽
原
合
戦
（
１
５

７
５
年
）
で
は
、
信
長
の
ア

イ
デ
ア
で
鉄
砲
３
０
０
０
丁

（
一
説
に
よ
れ
ば
１
０
０
０

丁
）
を
三
段
構
え
で
撃
っ
た

と
い
う
の
は
ど
う
や
ら
間
違

い
で
、実
際
に
そ
ん
な
こ
と
は

不
可
能
だ
と
い
う
説
が
有
力

に
な
っ
て
い
る
と
か（
注
）。

と
か
く
、
戦
記
物
に
は
語
り

手
の
偏
見
や
後
世
の
歴
史
家

や
講
談
師
の
勝
手
な
脚
色
が

多
い
よ
う
な
の
で
、
眉
に
唾

を
付
け
て
読
ん
だ
方
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。

（
注
）
「
長
篠
・
設
楽
原
の

戦
い

鉄
砲
玉
の
謎
を
解

く
」
（
小
林
芳
春
著
、
黎
明

書
房
、
２
０
１
７
年
）
第
３

章
な
ど
。

さ
て
最
後
に
私
は
、
国
際

政
治
の
研
究
者
と
し
て
、
家

康
が
築
い
た
徳
川
幕
府
の
外

交
政
策
に
大
い
に
関
心
が
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
の
観
点
か

ら
、
幕
府
に
よ
る
鎖
国
政
策

に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

家
康
が
生
前
、
西
欧
列
強

に
よ
る
日
本
の
植
民
地
化
を

警
戒
し
て
、
外
国
と
の
交
流

・
交
易
に
否
定
的
で
、
キ
リ

シ
タ
ン
弾
圧
を
行
っ
た
こ
と

は
確
か
で
す
が
、
一
方
で
、

英
国
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ

ム
ズ（
日
本
名
�
三
浦
按
針
）

を
外
交
顧
問
と
し
て
重
用

し
、
世
界
の
動
静
に
関
心
を

持
ち
続
け
た
こ
と
も
事
実
で

す
。
し
か
し
、
彼
の
死
後
、

三
代
将
軍
家
光
の
時
代
に

「
鎖
国
令
」
（
１
６
３
９
年
）

が
し
か
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
と
だ

け
長
崎
の
出
島
を
通
ず
る
交

流
を
認
め
た
以
外
に
は
一
切

の
交
流
を
禁
止
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の

日
本
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
歴

史
学
者
の
間
で
も
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
あ
り
、
私
も
一
家

言
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
紙
面
の
都
合
で
深
入

り
し
ま
せ
ん
。

た
だ
、
は
っ
き
り
し
て
い

る
こ
と
は
、
徳
川
幕
府
の
鎖

国
政
策
の
結
果
、
日
本
は
西

欧
列
強
の
餌
食
に
な
ら
ず
、

独
立
国
と
し
て
平
和
裡
に
暮

ら
し
、独
自
の
文
化
を
育
み
、

経
済
的
な
実
力
を
蓄
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ

明
治
維
新
以
後
、
驚
く
ほ
ど

の
短
期
間
に
文
明
開
化
と
工

業
化
に
成
功
し
、
一
流
国
の

仲
間
入
り
を
果
た
し
た
。
こ

の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
プ
ラ

ス
の
評
価
に
値
し
ま
す
。「
眠

れ
る
獅
子
」
の
中
国
（
清
）

の
醜
態
を
見

れ
ば
、
疑
う

余
地
は
あ
り

ま
せ
ん
。

他
方
、
も

し
鎖
国
を
せ

ず
、
諸
外
国

と
の
自
由
な

交
流
を
し
て

い
た
な
ら

ば
、そ
し
て
、

も
し
幕
府
が

自
力
本
願
の

外
交
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
な

ら
ば
、
経
済
は
も
っ
と
繁
栄

し
、
日
本
人
は
も
っ
と
開
明

的
に
な
り
、外
国
語（
英
語
か

フ
ラ
ン
ス
語
か
ス
ペ
イ
ン
語
）

を
自
由
に
話
す
よ
う
に
な
っ

て
い
た
で
し
ょ
う
。
英
国
の

植
民
地
だ
っ
た
イ
ン
ド
や
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
米
国
の
植
民

地
だ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
す
。
し
か
し

そ
の
代
り
、
日
本
が
現
在
の

よ
う
な
日
本
で
あ
り
得
た
か

ど
う
か
は
疑
問
で
し
ょ
う
。

現
在
の
日
本
人
が
外
国
語

苦
手
、
外
交
下
手
だ
な
ど
と

言
わ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
徳

川
幕
府
の
鎖
国
令
の
せ
い
で

す
が
、
も
し
鎖
国
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
も
っ
と
ひ
ど
い

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
江

戸
時
代
の
評
価
に
は
当
然
な

が
ら
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス

面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

簡
単
に
結
論
が
出
る
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
歴

史
を
学
ぶ
こ
と
の
醍
醐
味
が

あ
り
ま
す
。

隠
忍
自
重
と

辛
抱
の
一
生

長
寿
健
康
も

実
力
の
う
ち

成
功
者
が
嫌
わ

れ
る
国
民
性

家
康
は
な
ぜ
嫌
わ
れ
る
の
か

「
徳
川
時
代
」の
歴
史
的
意
義
再
考

明
治
政
府
が

「
徳
川
」を
抹
殺

長
篠
・
設
楽
原
の

ミ
ス
テ
リ
ー

鎖
国
政
策
の

利
害
得
失

元
外
交
官
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
卒
。
元

国
連
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

代
表
、
元
東
海
大
学
教
授
、
現
在
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦

略
研
究
会
会
長
の
ほ
か
、
外
交
評
論
家
と
し
て
活
躍

中
。
新
城
市
出
身
、
８６
歳
。

狩
野
探
幽
画
「
徳
川
家
康
肖
像
画
」

（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り
）

金子熊夫

�

長崎・出島の図（同）


