
109　『日本研究』 No. 67（2023）

研
究
論
文渡

辺
幽
香
《
幼
児
図
》
に
み
る
太
閤
記
物
の
画
題
流
布
と
展
開

伊
藤
美
幸

に
登
場
す
る
猛
将
福
島
正
則
の
幼
少
期
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（

（
（

︒
ま
た
︑
山
梨
絵
美
子
氏
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
幼
児
が
捕
ま
え
て
い

る
蜻
蛉
（D

ragonfly

（
をD

ragon

=
龍
=
中
国
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と

で
︑
日
清
戦
争
前
年
の
時
局
を
想
起
さ
せ
る
寓
意
画
と
な
っ
て
い
る（

（
（

︒

　
山
梨
氏
や
柏
木
氏
は
日
本
近
代
洋
画
の
流
れ
の
な
か
で
︽
幼
児
図
︾
の
作
品

解
釈
を
行
い
︑
博
覧
会
に
陳
列
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

同
画
題
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
︑︽
幼
児
図
︾
が
近
世
の
太
閤
記
物
か
ら
連
な

る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
画
題
の
教
訓
的
な
意
味

が
︽
幼
児
図
︾
の
作
品
解
釈
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
︑
と
い
う
点

は
深
く
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
太
閤
記
物
の
系
譜
の

な
か
で
︽
幼
児
図
︾
を
取
り
上
げ
︑
幼
時
の
福
島
正
則
を
描
い
た
画
題
の
展
開

は
じ
め
に

　
洋
画
家
の
渡
辺
幽
香
（
一
八
五
六
︱
一
九
四
二
（
が
描
い
た
︽
幼
児
図
︾︻
図

（
︼（
一
一
一
頁
（
は
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄（
寛
政
九
︱
享
和
二
年
︿
一
七
九
七
︱
一

八
〇
二
﹀
刊
（
以
降
の
太
閤
記
物
の
展
開
や
近
代
へ
の
連
続
性
を
考
え
る
上
で

象
徴
的
な
作
品
で
あ
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
（
に
︽A C

hild G
rasping a 

D
ragonfly

（
蜻
蛉
を
捕
る
子
ど
も
（︾
と
い
う
題
名
で
︑
シ
カ
ゴ
市
で
開
催
さ
れ

た
世
界
コ
ロ
ン
ブ
ス
博
覧
会
（
以
下
︑
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
（
の
婦
人
館
に
展
示

さ
れ
た
油
彩
画
で
あ
る
︒
本
作
の
画
題
は
︑
柏
木
智
雄
氏
に
よ
っ
て
太
閤
記
物
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を
検
討
し
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
い
た
る
太
閤
記
物
の
文
化
史
的
な
受
容
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
︒

一
、《
幼
児
図
》
の
画
題
典
拠

　
本
節
で
は
︑︽
幼
児
図
︾
が
ど
の
よ
う
な
逸
話
に
基
づ
い
た
画
題
な
の
か
を
再

確
認
し
た
い
︒
本
作
の
画
題
は
︑
福
島
正
則
説
と
加
藤
清
正
説
と
の
二
説
が
あ

る
︒

　
ま
ず
︑
福
島
正
則
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑

本
作
の
画
題
に
つ
い
て
は
︑
柏
木
氏
に
よ
っ
て
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
味
岡
氏
は
︑
柏
木
氏
が

挙
げ
た
論
拠
に
加
え
て
婦
人
会
書
記
武
村
に
よ
る
日
記
や
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を

根
拠
に
福
島
正
則
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
二
編
巻
之

一
の
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る（

（
（

︒

木
下
藤
吉
郎
い
ま
だ
足あ
し
が
る軽
に
て
あ
り
し
時
︑
或あ
る

村
里
を
往ゆ
き

け
る
に
︑
貧ま
づ

し

げ
な
る
桶を
け

屋
の
内う
ち

に
二
歳
計ば
か
りの
小
児に

の
腰こ
し

に
ふ
と
き
索な
は

を
付つ
け

石い
し
う
す臼
の
大
な

る
を
く
ゝ
り
付
た
り
け
る
が
︑
彼か
の

小
児
此
石
臼う
す

を
物も
の

の
数か
ず

と
せ
ず
ひ
き
ず

り
て
這は
い

ま
わ
り
け
る
を
見
て
其
怪
く
は
い

力り
よ
くを
愛あ
い

し
︑
常つ
ね

に
此
家
に
訪
と
む
ら
ひ
来き
た

り

て
此
小
児
を
い
た
は
り
︑
折を
り

節ふ
し

の
贈を
く

り
物
な
ど
も
心
を
こ
め
て
送を
く

り
け
れ

ば
︑
彼か
の

桶を
け

屋
新
左
衛
門
夫ふ
う
ふ婦

藤
吉
郎
を
厚あ
つ

く
う
や
ま
ひ
主し
ゆ

人
の
ご
と
く
も

て
な
し
け
る
︒

　
木
下
藤
吉
郎
（
秀
吉
（
が
足
軽
で
あ
っ
た
頃
︑
貧
し
い
桶
屋
の
中
で
二
歳
程

の
子
ど
も
が
腰
に
結
び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
︒

そ
の
怪
力
ぶ
り
に
感
心
し
た
藤
吉
郎
は
た
び
た
び
桶
屋
に
訪
れ
︑
気
に
か
け
て

面
倒
を
み
た
と
い
う
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
の
挿
絵
︻
図

（
︼
で
は
︑
桶
作
り
に
励
む
父
親
の
前
に
石
臼
を
結
び
付
け
ら
れ
た
子
ど
も
が

お
り
︑
秀
吉
を
は
じ
め
と
す
る
通
行
人
た
ち
が
石
臼
を
引
き
ず
る
子
ど
も
の
様

子
を
珍
し
そ
う
に
眺
め
て
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を
踏
ま
え
て
︽
幼
児
図
︾
を

読
み
解
く
と
︑
い
く
つ
か
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
確
認
で
き
る
︒
幼
児
の
腰
に

結
ば
れ
た
紐
の
先
に
は
挽
き
臼
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
幼
児
は
容
易
に
体

を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
力
強
く
地
面
を
這
い
進
ん
で
い

る
︒
ま
た
︑
画
面
右
下
に
は
筵
の
上
に
散
乱
す
る
材
木
や
木
く
ず
が
見
え
︑
桶

職
人
の
家
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
︒
こ
の
他
に
も
︑
市
松
模
様
の
着
物

は
福
島
市
松
つ
ま
り
正
則
を
暗
示
し
て
お
り
︑
福
島
正
則
の
幼
少
期
を
題
材
に

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
幼
児
が
片
手
で
蜻
蛉
を
捕
ま
え
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
の
本
文
及
び
挿
絵
に
言
及
が
み
ら
れ
な
い
︒︽
幼
児
図
︾
の
画
面
左
上

に
は
驚
い
て
逃
げ
る
蜻
蛉
が
お
り
︑
幼
児
が
生
き
た
蜻
蛉
を
捕
ま
え
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
︒
幼
児
が
手
で
押
さ
え
付
け
て
い
る
蜻
蛉
の
寓
意
に
つ
い
て
︑

先
行
研
究
で
は
二
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
山
梨
氏
は
蜻
蛉
（D

ragonfly

（
を
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【図1】渡辺幽香画《幼児図》、横浜美術館蔵
（画像元：『日本美術全集16』小学館、2013年、23頁）

【図2】岡田玉山画『絵本太閤記』二編巻之一、
国文学研究資料館蔵（ナ4－762－13）
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D
ragon

=
龍
=
中
国
と
結
び
付
け
て
﹁
蜻
蛉
=
中
国
﹂
と
い
う
見
方
を
示
し
︑

シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
開
催
の
翌
年
に
は
じ
ま
る
日
清
戦
争
の
時
局
を
反
映
し
た

意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る（

（
（

︒
一
方
︑
柏
木
氏
は
山
梨
氏
の
解
釈
を
継
承
し
つ
つ
︑

蜻
蛉
の
古
名
が
秋
津
で
あ
る
た
め
︑
古
来
よ
り
日
本
を
秋
津
島
と
呼
ん
で
い
た

こ
と
と
か
け
て
︑﹁
蜻
蛉
=
日
本
﹂
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
唱
え
ら
れ

て
い
る（

（
（

︒
蜻
蛉
は
尚
武
的
な
意
味
を
持
つ
縁
起
の
よ
い
虫
と
し
て
古
よ
り
好
ま

れ
て
き
た（

（
（

︒
先
行
研
究
の
見
解
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑﹁
蜻
蛉
を
手
で
捕
ま

え
る
=
戦
勝
を
掴
み
取
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒

　
次
に
︑
加
藤
清
正
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
記
者
は

︽
幼
児
図
︾
に
関
す
る
所
見
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

︒
す
で
に
先
行
研
究

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
記
事
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
に
再
録
す
る
︒

渡
辺
勇
子
（
東
京
（
の
加か
と
う藤
清き
よ

正ま
さ

の
幼お
さ

な
立だ
ち

︑
流さ
す
が石
に
五
性
(
マ
マ
)田
一
流り
う

の

描べ
う
は
ふ法
と
て
謂い

ふ
に
言い

へ
ざ
る
気き
ゐ
ん韵
あ
り
︑
殊
に
幼え
う
じ児
の
石い
し
う
す臼
を
腰こ
し

に
結ゆ

ひ

つ
け
ら
れ
て
泥つ
ち

焼や
き

の
偶で

く人
を
引ひ
き
こ
は毀
し
な
が
ら
蜻と
ん
ば
う蛉
を
攫つ
か

み
潰つ
ぶ

し
た
る
息い
き
ご込

み
︑
こ
の
傍か
た
へ辺
に
材
木
と
鉋
か
ん
な
く
ず屑
を
見
せ
て
大だ
い
く工
の
家う
ち

を
知
ら
せ
た
る
意い
し
や
う匠
︑

別べ
つ

し
て
は
婦
人
た
る
も
の
ゝ
最
も
つ
と
も
愛あ
い

す
る
嬰み
ど
り
ご児
︑
其
の
嬰み
ど
り
ご児
の
有
る
が
中

に
も
最
も
強つ
よ

く
健
す
く
よ
か
に
て
成ひ
と
り
な
り長
て
は
海
外
へ
鬼き

上じ
や
う
く
わ
ん
官
の
勇
名
を
馳は

す
る

と
い
ふ
古こ
ゝ
ん今
独ど
つ
ぽ歩
の
英え
い
ゆ
う雄
の
雛ひ
よ
こ児
を
生い
け
ど捕
り
て
其
の
昔む
か

し
は
唐か
ら

の
唐と
う
じ
ん人
今

度
は
赤あ
か

髯ひ
げ

の
亜
米
利
加
人
を
魂た
ま
げ消

さ
せ
ん
と
の
雄ゆ
う
だ
い大

の
御ご
し
ゆ
か
う

趣
向
︑
記
者

天あ
ツ
ぱ晴

れ
受う
け
と取

つ
た
る
が
︑
唯た

だ
憾う
ら

む
い
か
に
暴あ
ば

れ
つ
児こ

の
虎と
ら
ば
う坊

で
も
其
の

色い
ろ

沢つ
や

を
直ひ
た

向む
き

に
ド
ス
黒ぐ
ろ

く
憎に
く

て
い
一い
ツ

方ぱ
う

に
画か

か
れ
た
る
は
惜を

し
や
︒
黒
璧へ
き

の
微び

瑕か

︑
こ
れ
は
猶な

ほ
何ど

こ処
に
か
愛あ
い
け
う嬌

あ
る
逞た
く

ま
し
き
中
に
も
可か

愛あ

い
気げ

の
罪つ
み

の
無な

き
顔か
ほ

に
せ
ら
れ
て
は
如い
か

何ゞ
に
や
︑
額が
く
ぶ
ち縁

の
模も
や
う様

︑
ぶ
り
〳
〵
毬ぎ
ツ

張て
う

鳩は
と

車
ぐ
る
ま

犬い
ぬ

張は
り

子こ

に
起お
き

上あ
が

り
小こ

法ぼ

師し

の
翫お
も
ち
や

弄
物
の
行げ
う

列れ
つ

は
ふ
る
へ
附つ

く
程

面お
も

白し
ろ

し
︑
至し

妙め
う

々
々
敬け
い

服ふ
く

々
々

　﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
の
記
者
は
本
作
を
﹁
加か
と
う藤
清き
よ

正ま
さ

の
幼お
さ

な
立だ
ち

﹂
と
見
て
︑﹁
海

外
へ
鬼き

上じ
や
う
く
わ
ん
官
の
勇
名
を
馳は

す
る
と
い
ふ
古こ
ゝ
ん今
独ど
つ
ぽ歩
の
英え
い
ゆ
う雄
の
雛ひ
よ
こ児
を
生い
け
ど捕
り

て
其
の
昔む
か

し
は
唐か
ら

の
唐と
う
じ
ん人
今
度
は
赤あ
か

髯ひ
げ

の
亜
米
利
加
人
を
魂た
ま
げ消
さ
せ
ん
と
の

雄ゆ
う
だ
い大
の
御ご
し
ゆ
か
う

趣
向
︑
記
者
天あ
ツ
ぱ晴
れ
受う
け
と取
つ
た
る
﹂
と
絶
賛
す
る
︒
鬼
上
官
と
は
︑

朝
鮮
出
兵
の
際
に
圧
倒
的
な
強
さ
で
恐
れ
ら
れ
た
加
藤
清
正
の
こ
と
を
指
す
︒

加
藤
清
正
は
智
仁
勇
を
兼
ね
備
え
た
武
将
と
し
て
人
気
が
高
く
︑
朝
鮮
出
兵
の

際
は
日
本
の
武
威
を
と
ど
ろ
か
し
た
存
在
と
し
て
近
世
の
民
衆
に
認
識
さ
れ
て

い
た
︒
ま
た
︑
清
正
は
単
な
る
武
功
者
で
な
く
︑
秀
吉
の
外
征
が
正
義
の
聖
戦

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う（

（
（

︒

　
山
梨
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹃
清
正
記
﹄
や
﹃
清
正
行
状
記
﹄
の
よ
う
な
近

世
の
主
要
文
献
及
び
︑
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
清
正
関
連
の
文
献
類
に
は
︑
清

正
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
話
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い（

（1
（

︒
と
こ
ろ
が
︑
加
藤

清
正
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
異
伝
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
︒

松
山
伝
十
郎
編
﹃
小
児
百
人
伝
﹄（
東
京
教
育
社
︑
明
治
二
十
三
年
︿
一
八
九
〇
﹀
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刊
（
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
加
藤
清
正
﹂
で
は
次
の
よ
う
な
逸
話
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
︒

加か
と
う藤
清き
よ

正ま
さ

は
襁む
つ
き褓
の
時
よ
り
膂ち
か
ら力
極き
わ

め
て
強つ
よ

く
殆
ほ
と
ん
ど

十じ
う

歳さ
い

余よ

の
児じ

童ど
う

の
如ご
と

く
な
り
し
と
云い

ふ
︒
さ
れ
ば
清き
よ

正ま
さ

の
父ふ

母ぼ

は
常つ
ね

に
其そ

の
子こ

の
過
あ
や
ま
ち
あ
ら
ん

こ
と
を
恐お
そ

れ
︑
帯お
び

に
麻あ
さ

紐ひ
も

を
結む
す

び
つ
け
他た

の
一い
つ

端た
ん

を
石い
し

臼う
す

に
繋つ
な

ぎ
以も
つ

て
彼か

れ
を
し
て
自じ
ゆ
う由
に
這は

ひ
廻ま
わ

る
こ
と
能あ
た

は
ざ
ら
し
む
︒
さ
れ
ど
も
清き
よ

正ま
さ

は
毫ご
う

も
こ
れ
を
意い

と
せ
ざ
る
も
の
ゝ
如ご
と

く
軽か
る

々
し
く
牽ひ

き
な
が
ら
自じ
ざ
い在

に
四し
ほ
う方

を
這は

ひ
回ま
わ

り
居お

れ
り
︒
適た
ま
た
ま々

豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

此こ
の
と
こ
ろ

処
を
過す

ぎ
︑
清き
よ

正ま
さ

が
力り
き
り
よ
う量

の

非ひ
ぼ
ん凡

な
る
を
見み

し知
り
︑
強し

ひ
て
こ
れ
を
両
り
ょ
う

親し
ん

に
請こ

ひ
連つ

れ
帰か
へ

り
て
養よ
う
い
く育

せ

し
に
︑
年と
し

を
重か
さ

ぬ
る
に
従
し
た
が

ひ
果は
た

し
て
抜ば
つ
ぐ
ん群

の
勇ゆ
う
し士

と
な
り
︑
戦
せ
ん
じ
よ
う場

到い
た

る
処
と
こ
ろ

に
功
こ
う
み
ょ
う名

を
表あ
ら

は
し
︑
遂つ
ゐ

に
蛇じ
や

の
目め

の
紋も
ん

と
七し
ち
じ字

の
幟は
た

と
を
唐も
ろ
こ
し土

四し
ひ
や
く
よ
し
ゆ
う

百
余
州

に
輝
か
が
や

か
し
︑
泣な

く
児こ

の
音お
と

を
止と

む
る
ま
で
に
至い
た

り
し
は
︑
即
す
な
は
ちこ

の
石い
し
う
す臼

を

牽ひ

き
た
る
赤あ
か
ご児

に
て
あ
り
し
な
り
︒

　
子
ど
も
の
動
作
を
束
縛
す
る
手
段
と
し
て
一
般
的
に
石
臼
が
使
わ
れ
て
い
た

の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が（

（（
（

︑
幼
児
清
正
が
怪
力
で
あ
っ
た
た
め
︑
清

正
の
父
母
は
﹁
常つ
ね

に
其そ

の
子こ

の
過
あ
や
ま

ち
あ
ら
ん
こ
と
を
恐お
そ

れ
﹂
て
石
臼
と
幼
児
を

紐
で
結
び
付
け
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
幼
児
清
正
が
自
在
に
石
臼
を
引
い
て
い
た

と
こ
ろ
︑
偶
然
通
り
過
ぎ
た
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
そ
の
才
能
を
見
出
さ
れ
︑
の

ち
に
優
れ
た
勇
士
へ
と
成
長
し
た
と
い
う
︒
同
様
の
逸
話
は
︑
京
都
教
育
会
中

竹
野
熊
野
三
郡
部
会
編
纂
﹃
尋
常
小
学
修
身
書
教
師
用
参
考
書
﹄
二
巻
（
明
治

二
十
五
年
︿
一
八
九
二
﹀
刊
（
の
﹁
加
藤
清
正
ノ
幼
時
﹂
に
確
認
さ
れ
︑
一
般
に

知
ら
れ
る
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
清
正
が
石
臼
を
引
い

た
と
す
る
話
の
筋
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
二
編
巻
之
一
の
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
と

共
通
す
る
部
分
が
多
い
︒
こ
ま
か
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
名
前
が
入
れ
替

わ
っ
た
だ
け
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
で
は
︑
加
藤
清
正
・
福
島
正
則
・
片
桐
且
元
の

三
者
は
幼
少
期
に
秀
吉
に
よ
っ
て
才
能
を
見
出
さ
れ
た
武
将
と
さ
れ
︑
共
通
点

が
多
い
︒
特
に
︑
幼
少
期
の
清
正
に
と
っ
て
正
則
は
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
︑﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
以
降
の
太
閤
記
物
の
出
版
物
に
も
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る（

（（
（

︒
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
︑
対
外
戦
争
を
想
起
さ
せ
る
武
将
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
共
通
点

が
見
出
せ
る
︒
武
将
説
話
の
集
大
成
で
あ
る
﹃
名
将
言
行
録
﹄
巻
三
十
四
で
は
︑

朝
鮮
出
兵
の
際
に
三
度
に
わ
た
る
明
韓
両
軍
の
攻
撃
を
打
ち
破
っ
た
と
い
う
福

島
正
則
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
福
島
正
則
や
加
藤
清
正
ら
の
逸
話
は
︑

明
治
二
十
八
︱
二
十
九
年
（
一
八
九
五
︱
一
八
九
六
（
刊
行
の
七
十
巻
増
補
版
に

な
っ
て
収
録
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑﹃
名
将
言
行
録
﹄
は
歴
史
小
説
を
描
く
際
に
よ

く
用
い
ら
れ
て
い
た（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
福
島
正
則
と
加
藤
清
正
は
共
通
点
の
多

い
武
将
で
あ
り
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
以
降
の
太
閤
記
物
で
は
︑
両
者
の
比
較
を
通

し
て
個
々
の
特
徴
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
し
か
し
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
幼
児
が
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
逸
話
は
︑
一

般
的
に
福
島
正
則
の
伝
記
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑︽
幼
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児
図
︾
を
見
た
人
々
の
多
く
は
幼
時
の
福
島
正
則
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
認

識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
︽
幼
児
図
︾
の
画

題
を
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
に
基
づ
く
も
の
と
し
た
い
︒

二
、
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て

　
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
を
描
い
た
作
品
は
﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
や
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
節
で
は
切
附

本
や
錦
絵
等
の
出
版
物
を
含
め
て
着
目
す
る
こ
と
で
︑
本
画
題
の
特
徴
を
検
討

し
た
い
︒

　
先
述
し
た
よ
う
に
︑
腰
に
石
臼
を
結
び
付
け
ら
れ
た
幼
児
の
姿
は
﹃
絵
本
太

閤
記
﹄
二
編
巻
之
一
の
挿
絵
﹁
福
島
市
松
の
伝
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
︻
図
（
︼

（
一
一
一
頁
（︒
俯
瞰
的
に
描
か
れ
た
桶
屋
の
室
内
で
桶
職
人
が
黙
々
と
仕
事
を

し
て
お
り
︑
そ
の
前
で
石
臼
に
結
び
付
け
ら
れ
た
幼
児
が
床
に
這
い
つ
く
ば
っ

て
い
る
︒︽
幼
児
図
︾
と
比
べ
て
︑
石
臼
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
と
い

う
点
で
は
共
通
す
る
が
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
の
方
が
や
や
年
長
に
描
か
れ
て
い
る
︒

　
他
方
︑
読
本
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
三
編
巻
之
六
に
も
︑
福
島
正
則
の
幼
時

の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
安
政
四
年
（
一
八
五
七
（
に
初
編
が
刊
行
さ
れ

た
﹃
絵
本
豊
臣
勲
功
記
﹄
は
︑﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
と
内
容
的
に
重
複
す
る
箇
所
が

多
く
み
ら
れ
る
︒
挿
絵
で
は
桶
屋
の
室
内
が
俯
瞰
的
に
描
か
れ
︑
桶
作
り
を
す

る
父
親
と
針
仕
事
を
す
る
母
親
の
前
で
︑
市
松
が
眠
る
猫
の
方
に
向
か
っ
て
石

臼
を
引
き
ず
っ
て
い
る
︻
図
（
︼︒

　
と
こ
ろ
で
︑
実
録
が
刊
本
と
し
て
本
格
的
に
流
布
す
る
の
は
明
治
以
降
か
ら

で
あ
る
が
︑
活
字
本
の
実
録
が
出
版
さ
れ
る
前
に
︑
実
録
や
絵
本
読
本
の
内
容

を
抄
録
し
た
切
附
本
と
呼
ば
れ
る
整
版
の
絵
入
り
読
み
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

切
附
本
﹃
真
柴
軍
功
記
﹄
二
編
挿
絵
（
文
久
堂
版
︑
元
治
元
︱
慶
応
元
年
︿
一
八

六
四
︱
一
八
六
五
﹀
刊
（︻
図
（
︼
で
は
︑
石
臼
を
軽
々
と
引
き
ず
り
な
が
ら
秀

吉
に
近
づ
く
市
松
の
姿
が
確
認
で
き
る
︒
本
文
に
は
︑
石
臼
で
は
な
く
﹁
大
ひ

な
る
石
﹂
と
す
る
が
︑
挿
絵
で
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
と
同
様
に
幼
児
は
石
臼
に

結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
図
像
の
参
照
関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
︑
福
島
正
則
に
み
ら
れ
る
怪
力
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑﹃
絵
本
太

閤
記
﹄
に
お
け
る
子
ど
も
の
対
比
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
で
は
福
島
正
則
の
他
に
も
う
一
人
︑
身
体
を
拘
束
さ
れ
る
子
ど

も
が
い
る
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
初
編
巻
之
一
︻
図
（
︼
で
は
︑
奉
公
先
の
瀬
戸
物

屋
の
主
人
に
子
ど
も
の
子
守
を
頼
ま
れ
た
日
吉
丸
（
秀
吉
（
が
︑﹁
か
ゝ
る
賤い
や

し

き
業わ
ざ

を
な
し
何い

つ日
ま
で
人ひ
と

に
恥は
づ

か
し
め
ら
れ
ん
や
﹂
と
思
い
︑
子
ど
も
を
井
戸

に
括
り
付
け
て
出
奔
す
る
︒
挿
絵
で
は
︑
泣
く
子
ど
も
を
縄
で
井
桁
に
縛
り
付

け
る
様
子
が
描
か
れ
︑
こ
の
図
様
は
歌
川
国
芳
の
錦
絵
﹁
名
誉
三
十
六
合
戦 

鬼

若
丸
﹂（
嘉
永
元
︱
五
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
五
二
﹀
刊
（︻
図
（
︼（
一
一
六
頁
（

に
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
切
附
本
で
は
︑﹃
絵
本
日
吉
丸
﹄
初
編
挿
絵
（
菊

屋
幸
三
郎
版
︑
嘉
永
五
年
︿
一
八
五
二
﹀
刊
（
や
﹃
日
吉
丸
誕
生
記
（
絵
本
日
吉
丸

軍
記
（﹄
下
巻
見
返
絵
（
山
口
屋
藤
兵
衛
版
︑
慶
応
三
年
︿
一
八
六
七
﹀
刊
（︻
図 
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【図4】歌川貞秀画『真柴軍功記』二編、横浜
開港資料館蔵（P.V.69）

【図3】歌川国芳画『絵本豊臣勲功記』三編巻
之六、国文学研究資料館蔵（ナ4－738－26）

【図5】『絵本太閤記』初編巻之一「日吉丸児
守」国文学研究資料館蔵（ナ4－762－1）
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（
︼︑﹃
絵
本
太
功
記
﹄
初
編
見
返
絵
（
吉
田
屋
文
三
郎
版
︑
明
治
十
九
年
︿
一
八

八
六
﹀
再
版
本
（
に
み
ら
れ
︑
紐
で
つ
な
が
れ
た
子
ど
も
と
柳
と
を
組
み
合
わ
せ

た
図
像
で
定
着
し
て
い
る
︒
こ
の
図
像
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
刊
行
以
前
の
書
物

に
も
み
ら
れ
︑﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
巻
四
（
元
禄
三
年
︿
一
六
九
〇
﹀
刊
（﹁
瀬
戸

【図7】歌川芳春画『日吉丸誕生記（絵本
日吉丸軍記）』下巻、髙木元氏蔵（立命
館ARC古典籍ポータルDB：Tkg-271）

【図6】歌川国芳画「名誉三十六合戦 鬼
若丸」、早稲田大学演劇博物館蔵（201－
3955）

【図8】『人倫訓蒙図彙』巻四、瀬戸
物屋の項、国立国会図書館蔵（寄別
13－58）

物
屋
﹂︻
図
（
︼
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
陶
器
が
置
か
れ
た
部
屋
の
中
に
紐
で

繋
が
れ
た
子
ど
も
が
描
か
れ
て
い
る
︒
詞
書
き
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
日

吉
丸
が
瀬
戸
物
屋
の
子
ど
も
を
紐
で
縛
り
付
け
た
こ
と
に
因
ん
で
描
か
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
瀬
戸
物
屋
の
子
ど
も
が
泣
き
悲
し
む
様
子
に
対
し
︑
幼
時
の
正
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則
は
石
臼
に
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
を
意
に
介
し
て
い
な
い
︒﹃
絵
本
太
閤
記
﹄

に
登
場
す
る
子
ど
も
の
比
較
に
よ
っ
て
︑
福
島
正
則
が
怪
力
幼
児
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
︑
そ
の
大
胆
さ
や
荒
々
し
い
性
格
を
伝
え
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
福
島
正
則
を
描
い
た
錦
絵
で
は
歌
川
国
芳
の
作
が
注
目
さ
れ
る
︒

﹁
名
誉
三
十
六
合
戦 

源
二
綱
﹂（
嘉
永
元
︱
五
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
五
二
﹀
刊
（

︻
図
（
︼
を
み
る
と
︑
屋
外
で
桶
作
り
を
す
る
職
人
の
そ
ば
に
石
臼
を
結
び
付
け

ら
れ
た
幼
児
︑
そ
の
幼
児
を
怪
し
み
な
が
ら
見
る
武
士
が
お
り
︑
後
に
福
島
正

則
の
主
君
と
な
る
豊
臣
秀
吉
と
の
出
会
い
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
当

時
の
出
版
統
制
下
で
は
戦
国
時
代
の
武
者
の
名
前
や
そ
の
紋
所
を
記
す
こ
と
は

許
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
こ
で
は
︑
渡
辺
綱
と
碓
井
貞
光
と
の
出
会
い
に
置
き
換

え
て
い
る
︒
国
芳
の
描
く
幼
児
の
表
情
は
明
る
く
︑
丸
々
と
太
っ
た
愛
ら
し
い

幼
児
が
片
手
で
猫
の
頭
を
押
さ
え
付
け
︑
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
顔
で

渡
辺
綱
（
=
秀
吉
（
を
見
上
げ
て
い
る
︒
ま
た
︑
歌
川
国
芳
画
﹁
江
都
錦
今
様

国
尽 

児
童
怪
力 

矢
矧
牛
若
丸
﹂（
嘉
永
五
年
︿
一
八
五
二
﹀
刊
（︻
図
（1
︼（
一
一

九
頁
（
は
︑
上
下
二
段
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
に
由
来
す
る
逸
話
と
役
者
似
顔
と

が
描
か
れ
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
作
で
あ
り
︑
上
段
の
﹁
尾
張
﹂
に
該
当
す
る
絵
と

し
て
尾
張
国
出
身
で
あ
る
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が
描
か
れ
て
い
る
︒
大
き
な
桶

の
円
弧
か
ら
は
円
錐
状
の
山
が
覗
き
︑
葛
飾
北
斎
﹁
富
嶽
三
十
六
景 

尾
州
不
二

見
原
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
こ
れ
ら
の
錦
絵
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
︑
幼
児
を

見
定
め
る
秀
吉
の
姿
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
絵
本
太
閤

記
﹄
の
挿
絵
に
も
秀
吉
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
通
行
人
と
一
緒
に
幼
児
の
姿
に

驚
い
て
い
る
風
体
に
み
え
る
︒
錦
絵
で
は
︑
秀
吉
と
幼
児
と
の
二
者
間
の
結
び

付
き
が
強
く
表
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
早
期
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ

が
教
訓
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
福
島
正
則
の
青
年
像
を
描
い
た
錦
絵
で
は
︑
詞
書
き
に
幼
時
の
逸
話
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
歌
川
国
芳
画
・
柳
下
亭
種
員
記
﹁
太
平
記
英
勇
伝 

十
五 

吹
島

政
守
﹂（
嘉
永
元
︱
二
年
頃
︿
一
八
四
八
︱
一
八
四
九
﹀
刊
（
で
は
︑
武
者
の
実
名

使
用
を
さ
け
て
﹁
吹
島
政
守
﹂
と
す
る
が
︑
詞
書
き
の
内
容
か
ら
福
島
正
則
の

伝
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
詞
書
き
に
注
目
す
る
と
︑﹁
此こ
の
た
い
づ
ち

他
何
地

の
軍
に
も
政ま
さ
も
り守

先せ
ん
ほ
う鋒

す
る
時
は
必
か
な
ら
ず
か
た

勝
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
﹂︑﹁
実げ

に
武
勇
は

万ば
ん
せ
い世

に
輝
き
犬
い
ぬ
う
つ
わ
ら
べ

撃
童
樵き
こ
り夫

と
い
へ
ど
も
政ま
さ
も
り守

を
し
ら
ざ
る
は
な
し
﹂
と
あ
り（

（（
（

︑

負
け
知
ら
ず
の
武
将
と
し
て
正
則
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
他
に
︑
歌

【図9】歌川国芳画「名誉三十六合戦 源二
綱」、早稲田大学演劇博物館蔵（201－2999）
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川
芳
幾
画
・
山
々
亭
有
人
記
﹁
太
平
記
英
勇
伝 

三
十
三 

福
島
左
衛
門
太
夫
正

則
﹂（
慶
応
三
年
︿
一
八
六
七
﹀
刊
（︻
図
（（
︼
の
詞
書
に
は
﹁
未い
ま

だ
三
才
の
頃こ
ろ

︑
腰こ
し

な
る
紐ひ
も

に
石
臼う
す

を
結ゆ
ひ

お
き
し
が
這は
い

出い
づ

る
毎ご
と

に
臼
相あ
ひ

倶と
も

に
う
ご
く
︒
秀ひ
で

吉
是こ
れ

を
視み

て
奇き

な
り
と
し
則
す
な
は

ち
養
や
し
な
ひて

臣し
ん

と
す
﹂
と
あ
り
︑
福
島
正
則
の
略
歴
を
紹
介
す
る

上
で
幼
少
期
の
逸
話
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
幕
末
を
通
し
て
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が
臼
を
引
く
幼
児
の

イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
普
及
し
︑
幼
児
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ
を
説

く
教
訓
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
福
島
正
則
の

イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す
る
と
︑
正
則
は
幼
い
頃
に
秀
吉
に
よ
っ
て
将
来
性
が
見
込

ま
れ
︑
乱
暴
者
だ
が
剛
勇
無
双
の
武
将
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
幽
香
の
幼
少
期
は
︑
日
本
に
お
け
る
洋
画
技
術
の
本
格
的
な
受
容
開
始
の

時
期
で
あ
り
︑
さ
ら
に
錦
絵
や
絵
本
類
に
よ
る
太
閤
記
物
が
流
行
す
る
時
期
で

も
あ
っ
た
︒
絵
草
紙
屋
に
並
べ
ら
れ
た
太
閤
記
物
の
錦
絵
や
草
紙
類
は
︑
絵
画

修
業
に
励
ん
で
い
た
幼
少
期
の
幽
香
の
目
に
も
止
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　
明
治
期
の
作
に
つ
い
て
は
︑
山
梨
氏
に
よ
っ
て
右
田
年
英
画
﹁
木
下
藤
吉
郎

市
松
の
怪
力
に
驚
く
図
﹂（
明
治
二
十
七
年
︿
一
八
九
四
﹀
刊
（︻
図
（（
︼
が
指
摘

さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の
錦
絵
に
お
い
て
も
︑
幼
児
に
視
線
を
向
け
る
秀
吉
の
姿
が

描
か
れ
︑
幼
児
と
秀
吉
と
の
二
者
間
の
繋
が
り
が
見
て
取
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
朝
鮮

新
報
﹄
一
九
〇
八
年
八
月
十
三
日
第
一
面
の
講
談
連
載
小
説
﹁
元
和
三
勇
士
﹂

（
第
一
回
︑
柴
田
馨
講
演
（
で
は
︑
臼
を
引
く
幼
児
の
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
冒

頭
で
は
﹁
処
と
こ
ろ

で
こ
の
福ふ
く
し
ま島

左さ

衛ゑ
も
ん
の門

太た
い
ふ夫

正ま
さ
の
り則

と
い
へ
ば
既す
で

に
三
歳さ
い

の
お
子こ

供ど
も

衆し
う

で
も
御ご

承
し
よ
う

知ち

の
通と
ほ

り
︑
大お
ほ

阪さ
か

陣ぢ
ん

に
去
さ(
マ
マ
)る

も
の
あ
り
と
音お
と

に
響ひ
ゞ

い
た
剛
が
ゆ(
マ
マ
)勇

無む
さ
う双

の
大だ
い

豪が
う

傑け
つ

﹂
と
紹
介
し
︑
福
島
正
則
が
知
名
度
の
高
い
武
将
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
定
本
講
談
名
作
全
集
﹄
別
巻
収
録
の
講
談
事
典
で
は
︑

最
近
ま
で
行
わ
れ
た
有
名
な
武
勇
物
の
な
か
に
加
藤
清
正
や
福
島
正
則
を
挙
げ

て
い
る
︒
視
覚
的
な
メ
デ
ィ
ア
を
介
さ
ず
と
も
︑
福
島
正
則
の
幼
少
期
の
逸
話

が
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
、
制
作
背
景
の
考
察
―
―
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
に
着
目
し
て

　︽
幼
児
図
︾
が
制
作
さ
れ
た
頃
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
︑
柏
木
氏
は
明
治
前
期

の
美
術
界
で
起
こ
っ
た
歴
史
画
推
奨
の
動
き
を
取
り
上
げ
て
い
る（

（（
（

︒
明
治
二
十

︱
三
十
年
代
は
日
清
戦
争
に
と
も
な
う
民
族
意
識
の
昂
揚
を
背
景
に
︑
歴
史
人

物
を
主
題
と
す
る
作
品
が
大
い
に
流
行
し
て
お
り（

（（
（

︑
国
史
の
視
覚
化
が
進
め
ら

れ
た
︒
ま
た
︑
山
梨
氏
は
︑
展
覧
会
出
品
作
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
画
題
は
花
鳥

画
・
山
水
画
よ
り
も
︑
人
物
画
や
歴
史
画
で
あ
る
と
意
見
し
た
岡
倉
天
心
の
言

葉
を
引
用
し
︑︽
幼
児
図
︾
が
歴
史
人
物
の
幼
少
期
を
描
い
た
歴
史
画
と
し
て
理

解
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒︽
幼
児
図
︾
の
他
に
幽
香
が
描
い
た
歴
史

画
主
題
の
作
品
は
少
な
い
が
︑
石
版
画
集
﹃
寸
陰
漫
稿
﹄（
明
治
十
九
年
︿
一
八

八
六
﹀（
に
は
外
国
人
向
け
の
日
本
風
俗
画
集
と
し
て
歴
史
人
物
を
描
い
た
も
の

が
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
こ
う
し
た
歴
史
画
流
行
の
時
代
背
景
に
加
え
て
︑
本
節
で
は
︑
福
島
正
則
の
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【図12】右田年英画「木下藤吉郎市松の怪力に驚く図」、慶應義塾図書館蔵・ボン浮世絵コレクション（201X@345）

【図10】歌川国芳画「江都錦今様国尽 児
童怪力 矢矧牛若丸」、国立国会図書館蔵

（寄別8－4－2－2）

【図11】歌川芳幾画・山々亭有人記「太平
記英勇伝 三十三 福島左衛門太夫正則」、
立命館大学アート・リサーチセンター蔵

（arcUP4839）
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幼
時
の
逸
話
を
題
材
と
す
る
画
題
と
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
と
の
結
び
付
き

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑︽
幼
児
図
︾
に
関
す
る
﹃
東
京
日
日

新
聞
﹄
の
記
者
の
所
見
で
は
︑
そ
の
作
品
意
図
を
立
身
出
世
と
関
連
付
け
て
捉

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
周
知
の
よ
う
に
︑
明
治
前
期
は
﹃
西
国
立
志
編
﹄
や
﹃
学
問
の
す
ゝ
め
﹄
と

い
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
通
し
て
︑
貴
賤
や
貧
富
に
か
か
わ
ら
ず
忍
耐
と
努
力

で
身
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
︑
新
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
の
野
心
が
加

熱
し
た
︒
竹
内
洋
氏
に
よ
れ
ば
︑
明
治
前
期
に
お
け
る
立
身
出
世
へ
の
情
熱
は

人
々
の
精
神
的
な
拠
り
所
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
立
身
出
世
主
義
が
日
本

の
対
外
進
出
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

︒

　
立
身
出
世
へ
の
憧
れ
や
野
心
は
︑
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
潜
在
す
る
意
識
で

あ
り
︑
農
民
か
ら
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
青
少
年
の
理
想
像
と
い
え
る
︒

幕
末
維
新
期
の
太
閤
記
物
に
お
け
る
秀
吉
像
は
﹁
立
身
出
世
の
英
雄
﹂
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
金
時
徳
氏
に
よ
る
と
︑
太
閤
記
物
の
切
附

本
・
絵
本
類
は
対
外
戦
争
に
対
す
る
言
及
が
少
な
く
︑
秀
吉
の
出
世
話
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
い
︑
太
閤
記
物
の
切
附
本
・
絵
本
類
の
な
か
に
﹁
無
邪

気
さ
﹂
を
見
出
せ
る
と
い
う（

（（
（

︒
内
田
匠
氏
は
︑
明
治
元
年
か
ら
昭
和
二
十
年
に

か
け
て
の
秀
吉
観
を
検
討
し
︑
日
清
戦
争
以
前
ま
で
は
大
き
な
時
局
の
変
化
が

無
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
江
戸
時
代
か
ら
継
続
す
る
﹁
立
身
出
世
の
英
雄
﹂
と
し

て
の
秀
吉
観
が
優
位
に
働
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る（

（（
（

︒
先
行
研
究
の
指
摘
に

も
あ
る
よ
う
に
︑
太
閤
記
物
の
錦
絵
や
切
附
本
・
絵
本
類
に
み
ら
れ
る
秀
吉
の

イ
メ
ー
ジ
は
﹁
立
身
出
世
の
鑑
﹂
と
し
て
の
認
識
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

　
青
山
貴
子
氏
は
明
治
期
の
出
世
双
六
に
つ
い
て
︑﹁
上
が
り
﹂
の
も
つ
上
昇
移

動
が
明
治
初
期
の
立
身
出
世
熱
と
高
い
親
和
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑

遊
び
に
組
み
込
ま
れ
た
教
育
価
値
観
の
伝
達
作
用
に
着
目
し
て
い
る（

（（
（

︒
出
世
双

六
は
当
時
の
出
世
観
や
成
功
観
が
視
覚
的
に
示
さ
れ
︑
遊
び
を
通
し
て
価
値
観

の
形
成
・
共
有
に
影
響
を
与
え
た
︒
藤
岡
屋
慶
治
郎
版
﹁
大
功
記
出
世
双
六
﹂

（
慶
応
二
年
︿
一
八
六
六
﹀
刊（

（（
（

（
の
上
が
り
は
観
音
開
き
に
展
開
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
お
り
︑
そ
の
扉
絵
に
賤
ヶ
岳
七
本
槍
と
し
て
数
え
ら
れ
る
加
藤
清
正
や

福
島
正
則
ら
が
描
か
れ
て
い
る
︒
秀
吉
の
出
世
を
描
く
と
同
時
に
︑
秀
吉
の
元

で
功
績
を
挙
げ
た
家
臣
た
ち
の
出
世
も
﹁
上
が
り
﹂
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人

物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
の
制
作
後
に
出
版
さ
れ
た
少
年
向
け
の
読
み
物
で
は
︑
立
身
出
世

を
成
し
遂
げ
た
人
物
と
し
て
た
び
た
び
福
島
正
則
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
教
訓
童
話 

偉
人
の
幼
時
﹄（
明
治
四
十
三
年
︿
一
九
一
〇
﹀
刊
（﹁
福
島
正
則
幼

時
の
剛
腹
﹂
で
は
︑
通
常
の
子
ど
も
よ
り
も
力
が
強
く
て
気
が
荒
く
︑
腰
に
結

び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
き
ず
っ
て
暴
れ
回
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

こ
こ
で
い
う
﹁
偉
人
﹂
は
立
身
出
世
（
成
功
（
の
手
本
と
な
る
人
を
指
し
て
い

る
︒﹃
教
育
史
談 

武
勇
少
年
﹄（
大
正
三
年
︿
一
九
一
四
﹀
刊
（
で
は
︑
正
則
の
幼

時
の
逸
話
を
通
し
て
︑
た
と
え
能
力
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
認
識
す
る
人
が
い
な

け
れ
ば
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
教
訓
を
示
し
︑﹁
天て
ん
か下

の
少せ
う
ね
ん年
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諸し
よ
く
ん君
！
汝な
ん
ぢの
霊
れ
い
り
よ
く力
を
認に
ん
し
き識
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
力つ
と

め
よ
﹂
と
訴
え
て
い
る（

（（
（

︒
本
書

は
古
今
の
優
秀
な
人
格
に
接
す
る
こ
と
で
現
代
少
年
の
人
格
を
修
養
す
る
た
め

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
福
島
正
則
が
英
雄
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
雑
誌
﹃
ヱ
ガ
オ（

（（
（

﹄
で
は
毎
号
の
巻
頭
末
に
﹁
偉
人
ノ

幼
時
﹂﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂
が
カ
ラ
ー
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
（
九
月
号
に
石
臼
を
引
き
ず
る
幼
児
正
則
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

︻
図
（（
︼︒﹁
豊ト
ヨ

臣ト
ミ

秀ヒ
デ

吉ヨ
シ

ノ
家ケ

来ラ
イ

ニ
シ
︑
ソ
レ
ヨ
リ
出
シ
ユ
ツ

世セ

シ
テ
名ナ

高ダ
カ

ク
ナ
ッ
タ
ノ

デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
﹂
と
紹
介
し
︑
後
表
紙
の
﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂
で
は
︑
賤
ヶ
岳
七

本
槍
に
因
ん
で
︑
成
人
し
た
正
則
が
槍
を
構
え
て
活
躍
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
明
治
期
に
な
る
と
︑
石
臼
を
引
く
怪
力
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ

と
そ
れ
に
付
随
す
る
幼
児
の
才
能
発
掘
を
促
す
教
訓
と
が
︑
立
身
出
世
の
文
脈

の
中
で
受
容
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
明
治
期
以
来

共
有
さ
れ
た
功
名
=
出
世
=
成
功
の
意
識
が
福
島
正
則
の
逸
話
と
結
び
付
き
︑

出
世
の
手
本
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
︑
石
臼
を
引
く
怪
力
幼
児
の
逸
話
は
︑
出
世
を
遂
げ
た
人
物
に

ま
つ
わ
る
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
︒
明
治
時
代
に
活
躍
し
た
力
士
の
梅
ケ
谷
藤
太
郎
（
一
八
四
五
︱
一
九
二
八
（

は
︑
福
島
正
則
と
同
様
に
︑
腰
に
結
び
付
け
ら
れ
た
石
臼
を
引
い
た
と
す
る
逸

話
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
酒
井
弁
（
徒
然
坊
（
著
﹃
新
編
相
撲
叢
話
﹄
で
は
︑
明

治
の
相
撲
を
代
表
す
る
力
士
と
し
て
梅
ケ
谷
藤
太
郎
を
評
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

梅
ケ
谷
の
幼
少
期
に
つ
い
て
︑﹁
二
才
の
頃
か
ら
体
格
肥
満
し
て
︑
ど
う
し
て
も

二
才
の
小
児
と
は
受
取
れ
ぬ
程
で
あ
つ
た
︑
挽
臼
に
繋
が
れ
た
の
を
︑
曳
摺
つ

た
と
少
し
福
島
正
則
的
の
お
話
も
あ
る
が
︑
何
し
ろ
幼
少
の
頃
か
ら
特
別
に
出

来
上
が
つ
て
い
た
﹂
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒
幼
時
の
梅
ケ
谷
が
石
臼
を
引
い
た
と
い

う
話
に
対
し
て
﹁
福
島
正
則
的
﹂
と
表
現
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
︒
管
見
の

限
り
︑
幼
時
の
梅
ケ
谷
を
描
い
た
絵
は
み
ら
れ
な
い
が
︑
怪
力
幼
児
の
逸
話
と

【図13】『ヱガオ』第五巻第三号、国立国会図書館蔵（Z32－684）
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出
世
と
が
結
び
付
け
ら
れ
た
一
例
と
捉
え
ら
れ
る
︒

　
こ
こ
ま
で
︑
明
治
期
の
立
身
出
世
主
義
と
の
関
係
性
に
注
目
し
て
き
た
が
︑

︽
幼
児
図
︾
が
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
の
婦
人
館
に
展
示
す
る
た
め
の
画
題
と
し

て
選
ば
れ
た
背
景
に
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
意
識
も

関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
欧
米
の
女
子
教
育
観
か
ら
影
響
を
受
け
︑

女
性
に
お
け
る
母
親
と
し
て
の
教
育
役
割
が
強
調
さ
れ
︑
女
性
に
対
し
て
次
世

代
を
担
う
国
民
の
養
成
が
期
待
さ
れ
た
︒
明
治
期
の
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
に

即
し
て
︽
幼
児
図
︾
を
読
み
と
い
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
に
隠
さ
れ
た
国
家
の
立

身
出
世
と
い
う
思
想
と
︑
国
家
の
礎
と
な
る
子
ど
も
を
育
て
る
良
妻
賢
母
へ
の

期
待
と
が
呼
応
す
る
︒
女
性
は
家
政
の
担
当
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の

役
割
は
国
家
の
礎
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
い
た（

（（
（

︒
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
の
婦

人
館
で
は
女
性
と
し
て
の
利
点
を
証
明
す
る
方
法
と
し
て
家
庭
的
な
も
の
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
良
妻
賢
母
の
創
出
と
い
う
女
性
を
囲
う

規
範
と
立
身
出
世
と
が
相
補
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
画
題
選
択
で

あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
︒

　
幽
香
は
自
身
の
修
業
時
代
を
振
り
返
る
回
想
の
中
で
︑
絵
を
描
く
上
で
一
番

重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（（
（

︒

私
は
折
々
写
真
を
も
つ
て
き
て
︑
絵
に
し
て
呉
れ
と
頼
ま
れ
ま
す
が
︑
そ

ん
な
も
の
は
︑
先
づ
そ
の
目
が
何
を
語
つ
て
ゐ
る
か
︑
ど
ん
な
精
神
を
現

は
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
見
定
め
て
︑
頬
の
筋
肉
と
か
額
の
形
と
か

い
ふ
や
う
な
も
の
は
末
葉
と
し
て
取
り
扱
ひ
ま
す
︒
そ
の
う
つ
し
絵
の
人

物
が
︑
ど
ん
な
こ
と
を
思
つ
て
ゐ
る
か
︑
悲
し
い
思
ひ
を
し
て
ゐ
る
か
︑

う
れ
し
い
思
ひ
を
懐
い
て
ゐ
る
か
を
観
察
し
︑
ま
た
は
そ
の
影
か
ら
人
格

や
性
情
を
想
像
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
と
思
ひ
ま
す
︒

　
描
く
対
象
の
表
面
的
な
事
象
で
は
な
く
︑
精
神
性
を
映
し
出
す
こ
と
に
注
目

し
て
い
る
点
は
︑
幽
香
の
作
品
を
考
え
る
際
に
た
い
へ
ん
示
唆
的
で
あ
る
︒
幽

香
は
︽
幼
児
図
︾
の
他
に
子
ど
も
を
描
い
た
絵
を
残
し
て
い
る
︒
明
治
二
十
年

代
後
半
（
一
八
九
二
︱
一
八
九
六
（
に
描
か
れ
た
幽
香
の
水
彩
画
︽
水
遊
び
を
す

る
子
供
︾
は
︑
自
身
の
娘
で
あ
る
四
女
ふ
じ
と
五
女
ち
と
せ
が
水
遊
び
を
す
る

様
子
を
描
い
て
い
る
︒
描
線
は
柔
ら
か
く
︑
夏
の
日
差
し
の
下
で
遊
ぶ
子
ど
も

達
の
日
常
を
優
し
い
ま
な
ざ
し
で
捉
え
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︽
幼
児
図
︾

の
幼
児
は
︑
愛
ら
し
い
表
情
が
封
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
幼
児
と
い
う
入

れ
物
を
借
り
て
︑
正
則
の
性
格
や
生
き
ざ
ま
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

　
明
治
期
に
お
い
て
立
身
出
世
は
本
人
が
望
ん
で
い
た
だ
け
で
は
な
く
︑
社
会

か
ら
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒︽
幼
児
図
︾
に
は
怪
力
の
幼
児
に
驚
く
秀

吉
や
大
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
鑑
賞
者
自
身
が
幼
児
の
将
来
性
を
見

極
め
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
︑
秀
吉
の
目
線
と
な
り
え
る
︒︽
幼
児
図
︾
は
美

術
館
と
い
う
近
代
的
な
施
設
に
展
示
さ
れ
︑
公
共
の
場
で
鑑
賞
さ
れ
た
と
い
う

点
で
近
世
の
出
版
物
と
は
大
き
く
異
な
る
︒
作
品
展
示
そ
の
も
の
が
パ
フ
ォ
ー
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マ
ン
ス
的
な
行
為（

（（
（

で
あ
る
と
捉
え
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
に
は
立
身
出
世
の
目
撃

者
を
創
出
す
る
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

　
渡
辺
幽
香
︽
幼
児
図
︾
は
太
閤
記
に
登
場
す
る
猛
将
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸

話
を
描
い
た
油
彩
画
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
近
世
か
ら
連
続
す
る
太
閤
記
物
の
系

譜
の
な
か
で
︽
幼
児
図
︾
を
捉
え
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
と
い
た
る
太
閤
記
物
の

画
題
展
開
や
変
容
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

　
ま
ず
︑
幕
末
・
明
治
初
期
の
作
品
を
通
し
て
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
が

石
臼
を
引
く
幼
児
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
︑
本

画
題
の
教
訓
的
な
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
明
治
期
に
な
る
と

本
画
題
が
立
身
出
世
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
を
指
摘

し
た
︒

　
幕
末
維
新
期
に
出
版
さ
れ
た
太
閤
記
物
に
お
い
て
︑
豊
臣
秀
吉
は
立
身
出
世

の
鑑
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
︑
秀
吉
の
家
臣
も
出
世
の
模
範

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
福
島
正
則
は
加
藤
清
正
ほ
ど
の
知
名
度
や
人
気
は

無
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
秀
吉
の
元
で
立
身
出
世
を
成
し
遂
げ
た
武
将
と
し
て
説

得
力
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
並
外
れ
た
才
能
は
誰
か
に

見
出
さ
れ
て
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話
は
︑

幼
児
の
才
能
発
掘
や
人
材
育
成
の
大
切
さ
を
説
く
教
訓
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い

る
︒
立
身
出
世
主
義
が
加
熱
す
る
明
治
期
に
お
い
て
福
島
正
則
の
幼
時
の
逸
話

は
︑
明
治
の
人
々
が
内
在
的
に
抱
え
込
ん
で
い
た
立
身
出
世
へ
の
期
待
や
欲
求

と
呼
応
す
る
︒

　︽
幼
児
図
︾
で
は
︑
モ
チ
ー
フ
の
表
面
的
な
事
象
よ
り
も
精
神
性
を
描
き
出
そ

う
と
す
る
幽
香
の
高
い
画
力
に
よ
っ
て
︑
石
臼
を
引
く
強
健
な
幼
児
と
い
う
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
正
則
の
性
格
や
そ
の
将
来
性
が
実
現
し
て
お
り
︑

立
身
出
世
を
志
す
日
本
男
児
の
強
さ
を
連
想
さ
せ
る
︒
太
閤
記
物
の
系
譜
か
ら

考
え
た
場
合
︑︽
幼
児
図
︾
は
﹁
立
身
出
世
画
﹂
で
あ
り
︑
近
世
か
ら
連
続
す
る

太
閤
記
物
の
認
識
と
明
治
の
社
会
背
景
と
が
複
合
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

　
明
治
期
に
制
作
さ
れ
た
太
閤
記
物
の
作
品
は
他
に
も
確
認
さ
れ
︑
近
世
で
は

描
か
れ
な
か
っ
た
徳
川
家
康
が
登
場
す
る
な
ど
の
変
化
が
み
ら
れ
る
︒
作
品
の

分
析
を
通
し
て
明
治
の
人
々
が
太
閤
記
物
と
ど
の
よ
う
に
出
会
い
受
容
し
て
い

た
か
︑
そ
し
て
近
世
の
太
閤
記
物
と
の
連
続
や
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
︒

注（
（
（ 
柏
木
智
雄
﹁
渡
辺
幽
香
作
︽
幼
児
図
︾
と
世
界
コ
ロ
ン
ブ
ス
博
覧
会
婦
人
館
に
つ
い

て
﹂﹃
横
浜
美
術
館
研
究
紀
要
﹄
二
号
︑
横
浜
美
術
館
学
芸
部
編
︑
一
九
九
九
年
三
月
︑
七

︱
十
九
頁
︒

（
（
（ 

山
梨
絵
美
子
﹁
渡
辺
幽
香
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
婦
人
館
出
品
作
に
つ
い
て
﹂﹃
近
代
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画
説
﹄
二
号
︑
一
九
九
三
年
十
二
月
︑
二
十
六
︱
二
十
九
頁
︒

（
（
（ 
味
岡
京
子
﹁
一
八
九
三
年
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
「
女
性
館
」
へ
の
日
本
の
出
品
︱
︱

「
女
性
の
芸
術
」
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
人
間
文
化
論
叢
﹄
第
九
巻
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学
大

学
院
人
間
文
化
研
究
科
︑
二
〇
〇
六
年
︑
八
︱
九
頁
︒

（
（
（ 

翻
刻
の
際
は
旧
字
を
新
字
に
改
め
︑
原
本
に
ル
ビ
が
あ
る
場
合
は
ル
ビ
を
付
し
︑
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
を
施
し
た
︒
ま
た
︑
翻
刻
の
原
本
は
図
版
の
所
蔵
先
に

準
じ
る
︒

（
（
（ 

前
掲
注
（
︑
二
十
八
頁
︒

（
（
（ 

前
掲
注
（
︑
十
四
︱
十
六
頁
︒

（
（
（ 

沼
田
頼
輔
﹃
日
本
紋
章
学
﹄︑
明
治
書
院
︑
一
九
二
六
年
︑
八
五
二
︱
八
五
三
頁
︒

（
（
（ 

﹁
大
日
本
婦
人
会
の
閣
龍
博
覧
会
出
品
物
（
承
前
（﹂﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
明
治
二
十

六
年
二
月
二
十
三
日
（
第
六
三
九
九
号
（︑
三
面
︒

（
（
（ 

井
上
泰
至
﹁
蔚
山
城
の
清
正
︱
︱
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を
中
心
に
﹂﹃
読
本
研
究
新
集
﹄

十
二
集
︑
読
本
研
究
の
会
︑
二
〇
二
一
年
二
月
︑
一
︱
十
五
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
注
（
︑
二
十
八
頁
︒

（
（（
（ 

子
ど
も
を
臼
に
結
び
付
け
る
話
と
し
て
︑
三
輪
茂
雄
氏
が
佐
々
木
喜
善
著
﹃
聴
耳
草

紙
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
昔
話
﹁
鬼
婆
と
小
僧
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
（
三
輪
茂
雄
﹃
も

の
と
人
間
の
文
化
史
（（ 

臼
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
八
年
︑
三
〇
一
頁
（︒﹁
鬼
婆

と
小
僧
﹂
は
﹁
三
枚
の
御
札
﹂
に
相
当
す
る
昔
話
で
あ
り
︑
捕
ま
え
た
小
僧
が
便
所
へ

行
っ
た
隙
に
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
︑
鬼
婆
が
小
僧
を
縄
で
縛
り
︑
挽
臼
に
結
び
付
け
た

と
さ
れ
る
︒

（
（（
（ 

切
附
本
﹃
清
正
一
代
記
﹄（
山
口
屋
藤
兵
衛
版
︑
元
治
元
年
︿
一
八
六
四
﹀
刊
（
で
は
︑

戦
場
で
指
物
役
を
許
さ
れ
た
福
島
正
則
に
対
抗
心
を
燃
や
し
た
清
正
が
︑
秀
吉
の
許
し

を
得
ず
に
家
臣
ら
に
作
ら
せ
た
ふ
ろ
の
指
物
を
つ
け
て
勝
手
に
出
陣
し
︑
功
績
を
挙
げ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
︒
清
正
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
正
則
を
登
場
さ

せ
る
こ
と
で
︑
清
正
の
負
け
ず
嫌
い
な
性
格
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑

切
附
本
﹃
真
柴
軍
功
記
﹄
二
編
口
絵
（
文
久
堂
版
︑
元
治
元
︱
慶
応
元
年
︿
一
八
六
四

︱
一
八
六
五
﹀
刊
（
で
は
︑
少
年
期
の
加
藤
清
正
・
福
島
正
則
・
片
桐
且
元
の
肖
像
が

描
か
れ
て
お
り
︑
特
に
︑
清
正
と
正
則
は
互
い
に
睨
み
を
き
か
せ
︑
対
立
関
係
が
明
ら

か
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

井
上
泰
至
﹁
武
家
の
文
芸
︱
︱
江
戸
の
武
家
説
話
か
ら
司
馬
遼
太
郎
へ
﹂﹃
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
﹄
七
十
四
巻
三
号
︑
至
文
堂
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
︑
一
三
四
︱
一
四
一
頁
︒

（
（（
（ 

山
梨
絵
美
子
﹁
渡
邊
幽
香
幼
兒
圖
﹂﹃
國
華
﹄
一
三
八
二
号
︑
國
華
社
︑
二
〇
一
〇

年
十
二
月
︑
四
十
五
︱
四
十
七
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

詞
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
平
木
浮
世
絵
文
庫
（
歌
川
国
芳
太
平
記
英
雄
傳
﹄︑
平
木
浮

世
絵
財
団
︑
二
〇
一
一
年
︑
六
十
三
頁
に
依
拠
す
る
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
︑
四
十
五
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（
︑
十
三
︱
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

塩
谷
純
﹁
歴
史
を
学
ぶ
・
楽
し
む
︱
︱
幕
末
明
治
期
の
視
覚
表
現
か
ら
﹂﹃
日
本
美
術

全
集
十
六
激
動
期
の
美
術
幕
末
か
ら
明
治
時
代
前
期
﹄
小
学
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
一

八
五
︱
一
九
三
頁
︒

（
（（
（ 

前
掲
注
（（
︑
四
十
六
頁
︒

（
（1
（ 

竹
内
洋
﹁
出
世
主
義
文
化
の
転
換
﹂︑
中
農
晶
三
・
竹
内
洋
﹃
転
換
期
の
文
化 

日
本

近
代
化
の
ひ
ず
み
﹄
創
元
社
︑
一
九
七
九
年
︑
四
十
九
︱
七
十
四
頁
︒

（
（（
（ 

金
時
徳
﹁
太
閤
記
物
・
朝
鮮
軍
記
物
の
近
代
︱
︱
活
字
化
・
近
代
太
閤
記
・
再
興
記
﹂

青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
﹃
日
本
と
︿
異
国
﹀
の
合
戦
と
文
学
﹄
笠
間
書

院
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
七
二
頁
︒

（
（（
（ 

内
田
匠
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
観
の
変
遷
﹂（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治

学
科
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
委
員
会
編
﹃
政
治
学
研
究
﹄
第
五
九
号
︑
二
〇
一
八
年
五
月
︑
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
︑
七
頁
（︒

（
（（
（ 
青
山
貴
子
﹁
双
六
玩
具
の
教
育
利
用
と
立
身
出
世
主
義
︱
︱
教
育
双
六
に
お
け
る

「
上
が
り
」
の
意
味
論
的
考
察
﹂﹃
遊
び
と
学
び
の
メ
デ
ィ
ア
史
錦
絵
・
幻
燈
・
活
動
写

真
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
九
年
︑
一
七
一
︱
一
八
九
頁
︒

（
（（
（ 

歌
川
芳
虎
画
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（YR（ –（（

（︒
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（
（（
（ 
江
口
天
峰
編
﹃
教
訓
童
話 

偉
人
の
幼
時
﹄
文
盛
堂
︑
一
九
一
〇
年
︑
一
五
二
︱
一
五

五
頁
︒

（
（（
（ 

高
瀬
敏
徳
﹃
教
育
史
談
武
勇
少
年
﹄
実
業
之
日
本
社
︑
一
九
一
四
年
︑
一
七
一
頁
︒

（
（（
（ 

﹁
偉
人
ノ
幼
時
　
福
島
正
則
﹂﹁
偉
人
ノ
成
功
﹂﹃
ヱ
ガ
オ
﹄
第
五
巻
第
三
号
︑
一
九
〇

九
年
九
月
︑
建
文
館
︑
三
頁
・
後
表
紙
︒

（
（（
（ 

酒
井
弁
（
徒
然
坊
（
著
﹃
新
編
相
撲
叢
話
﹄︑
開
拓
社
︑
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
（︑

五
十
︱
五
十
一
頁
︒

（
（（
（ 

小
山
静
子
﹃
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
﹄
勁
草
書
房
︑
一
九
九
二
年
︑
三
十
頁
︒

（
（1
（ 

前
掲
注
（
︑
二
頁
︒

（
（（
（ 

渡
辺
幽
香
﹁
修
業
時
代
（
（
（
少
女
時
代
か
ら
苦
労
し
た
洋
画
﹂﹃
中
央
美
術
﹄
第
五

十
三
号
（
第
六
巻
第
二
号
（︑
日
本
美
術
学
院
︑
一
九
二
〇
年
二
月
︑
七
十
八
頁
︒

（
（（
（ 

五
十
殿
利
治
﹁
美
術
の
「
近
代
」
と
美
術
家
の
「
行
為
」﹂︑
木
下
直
之
編
﹃
講
座
日

本
美
術
史
第
六
巻 

美
術
を
支
え
る
も
の
﹄︑
二
〇
〇
五
年
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
四
十

五
︱
七
十
七
頁
︒

付
記

　
本
稿
は
東
ア
ジ
ア
日
本
研
究
者
協
議
会
第
五
回
国
際
学
術
大
会
（
二
〇
二
一
年
（
に
お
け

る
次
世
代
パ
ネ
ル
発
表
﹁
日
本
文
化
に
お
け
る
舶
来
表
象
と
権
威
﹂
の
個
別
発
表
に
基
づ
く

内
容
で
あ
る
︒




