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徳徳
川川
吉吉
宗宗
をを
支支
ええ
たた
松松
平平
乗乗
邑邑

れ
ぞ
れ
の
父
母
が
自
分
の
命
と
引
き
換
え

に
２
人
を
逃
が
し
ま
す
。
一
方
茶
入
は
、

盗
ん
だ
く
せ
者
（
実
は
伊
太
八
を
ね
た
む

家
中
の
者
が
雇
っ
た
盗
人
）
の
手
か
ら
、

横
取
り
を
図
っ
た
大
盗
賊
の
日
本
左
衛
門

の
手
へ
と
渡
り
ま
す
。
さ
て
伊
太
八
と
斧

柄
は
、
命
を
狙
わ
れ
た
り
悪
党
に
さ
ら
わ

れ
た
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
遭
い
な

が
ら
も
、
つ
い
に
日
本
左
衛
門
を
討
伐
し
、

み
ご
と
茶
入
を
取
り
戻
し
ま
す
。
茶
入
は

無
事
に
院
の
上
覧
に
入
れ
ら
れ
、
伊
太
八

は
帰
参
が
か
な
い
斧
柄
と
も
結
婚
し
、
め

で
た
し
め
で
た
し
と
相
成
っ
た
の
で
し
た
。

　
本
書
は
江
戸
時
代
後
期
に
人
気
を
博
し

た
大
衆
文
芸
、
 合
  巻
 の
一
作
品
で
、
安
政

ご
う
 か
ん

３
（
１
８
５
６
）
年
の
出
版
で
す
。
筆
者

は
人
情
本
で
名
高
い
 戯
  作
  者
 の

げ
 
さ
く
 し
ゃ

 為
  永
 

た
め
 な
が

 春
 

し
ゅ
ん

 水
 。

す
い

質
蔵
の
道
具
が
身
の
上
を
語
る
と
い
う
趣

向
が
面
白
い
で
す
ね
。

　
雨
の
そ
ぼ
降
る
静
か
な
夜
、
あ
る
質
屋
の
蔵
か
ら
話
し
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
蔵
に
収

め
ら
れ
た
質
物
の
品
々
が
、
雨
の
夜
の
退
屈
し
の
ぎ
に
お
の
お
の
の
来
歴
を
語
り
合
お

う
と
い
う
の
で
す
。
互
い
に
遠
慮
し
て
先
を
譲
り
あ
う
中
、
進
み
出
た
の
は
「
 初
  音
 」

は
つ
 
ね

と
い
う
銘
の
小
さ
な
 茶
  入
 。
諸
道
具
た
ち
は
茶
入
の
昔
語
り
に
耳
を
傾
け
ま
す
。

ち
ゃ
 い
れ

　
茶
入
は
京
都
北
山
の
佐
々
木
家
の
家
宝
で
し
た
。
あ
る
時
、
院
が
こ
の
茶
入
を
ご
上

覧
に
な
る
こ
と
に
な
り
、
近
臣
の
守
山
 伊
  太
  八
 と
侍
女
の

い
 
だ
 
は
ち

 斧
  柄
 が
管
理
を
命
じ
ら
れ
ま

お
の
 
え

し
た
。
と
こ
ろ
が
愛
し
合
う
二
人
が
 逢
  瀬
 に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
間
に
、
茶
入
は
く
せ

お
う
 
せ

者
に
盗
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
伊
太
八
と
斧
柄
は
手
討
ち
と
な
る
は
ず
で
し
た
が
、
そ

 雑
  談
  雨
  夜
  質
  蔵
 

ぞ
う
 
だ
ん
 
あ
ま
 
よ
の
 し
ち
 ぐ
ら

（
１
０
４
 ―
４
９
 ）
２
冊
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 大
 
お

 給
 

ぎ
ゅ
う

松
平
十
代
の
松
平
 乗
  邑
 は
、

の
り
 さ
と

５
歳
に
し
て
家
督
を
継
ぎ
肥
前
唐

津
藩
主
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

志
摩
鳥
羽
藩
、
伊
勢
亀
山
藩
、
山

城
淀
藩
を
転
封
。
　
歳
の
時
に
大

３７

坂
城
代
代
理
に
付
き
、
翌
享
保
８

（
１
７
２
３
）
年
に
は
、
乗
邑
の

才
能
を
見
込
ん
だ
将
軍
吉
宗
に
よ

る
異
例
の
大
抜
て
き
で
、
　
歳
の

３８

若
さ
に
て
老
中
と
な
り
ま
し
た
。

大
岡
 忠
  相
 は
乗
邑
を
評
し
て
「
才

た
だ
 す
け

知
 敏
 

び
ん

 捷
 

し
ょ
う

に
し
て
、
 拙
  者
 ご
と
き
は

せ
っ
 し
ゃ

 梯
  子
 を
か
け
て
も
追
い
つ
か
ぬ
」

は
し
 
ご

と
言
っ
て
お
り
、
『
徳
川
 実
  紀
 』

じ
っ
 
き

に
も
「
才
賢
く
、
何
ご
と
も
滞
り

な
く
老
中
ま
で
の
ぼ
り
、
国
事
に

 奔
  走
 し
て
、
少
し
も
私
心
が
な
い
」

ほ
ん
 そ
う

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
元
文
２
（
１
７
３
７
）
年
、
幕

府
財
政
を
預
か
る
 勝
  手
 

か
っ
 
て

 掛
 老
中
を

が
か
り

命
じ
ら
れ
、
吉
宗
の
進
め
る
財
政

改
革
や
米
価
対
策
な
ど
幕
政
全
般

を
切
り
盛
り
し
ま
し
た
。
幕
府
財

政
の
再
建
に
乗
り
出
し
た
乗
邑
は
、

腹
心
の
勘
定
奉
行
 神
  尾
  春
  央
 と
と

か
ん
 
お
 
は
る
 ひ
で

も
に
年
貢
増
徴
を
目
指
し
、
収
税

法
を
 定
 

じ
ょ
う

 免
  法
 か
ら
 有
  毛
  検
  見
  法
 に

め
ん
 ほ
う
 

あ
り
 
げ
 
け
 
み
 
ほ
う

改
め
、
年
貢
高
を
飛
躍
的
に
増
加

さ
せ
ま
し
た
。

　
一
方
、
乗
邑
は
『
 御
 
お

 定
 

さ
だ
め

 書
 

が
き

 百
 

ひ
ゃ
っ

 箇
 
か

 条
 』
の
判
例
が
公
正
で
あ
る
よ
う

じ
ょ
う吉

宗
と
 公
  事
  方
  御
 

く
 
じ
 
が
た
 
お

 定
 

さ
だ
め

 書
 の
編
さ
ん

が
き

実
務
機
関
の
間
に
入
っ
て
編
さ
ん

に
尽
力
し
、
寛
保
２
（
１
７
４
２
）

年
に
は
『
公
事
方
御
定
書
』
上
下

巻
が
完
成
し
、
乗
邑
に
よ
っ
て
幕

府
に
献
上
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

も
、
幕
府
成
立
後
の
１
２
９
年
の

間
に
出
さ
れ
た
法
令
の
編
さ
ん
に

携
わ
り
『
 御
  触
  書
  寛
  保
 

お
 
ふ
れ
 が
き
 か
ん
 ぽ
う

 集
 

し
ゅ
う

 成
 』
を

せ
い

ま
と
め
ま
し
た
。
彼
は
法
を
順
守

す
る
気
持
ち
が
強
く
、
公
正
さ
を

重
ん
じ
る
堅
気
な
人
物
で
し
た
。

あ
る
時
、
無
宿
者
が
放
火
の
罪
で

死
罪
と
判
決
を
受
け
、
さ
ら
し
者

に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ア
リ
バ

イ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
再
審

を
命
じ
て
刑
の
執
行
を
停
止
さ
せ

た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

▼

蔵
の
中
の
質
物
が
寄
り
集
ま
り
、
身
の
上
を
語
ら
う

様
子
。
中
央
が
「
初
音
の
茶
入
」
。


