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三
代
将
軍
徳
川
家
光

三
代
将
軍
徳
川
家
光

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
二
○
年
あ
ま
り
、
第
三
代
将
軍
は

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
二
○
年
あ
ま
り
、
第
三
代
将
軍
は

家
光
が
継
ぎ
、
全
国
を
統
治
す
る
幕
藩
体
制
の
形
が
固
ま

家
光
が
継
ぎ
、
全
国
を
統
治
す
る
幕
藩
体
制
の
形
が
固
ま

っ
て
き
ま
し
た
。
家
光
の
将
軍
襲
職
を
受
け
て
、
対
馬
藩

っ
て
き
ま
し
た
。
家
光
の
将
軍
襲
職
を
受
け
て
、
対
馬
藩

は
す
か
さ
ず
玄
方
を
は
じ
め
、
通
信
使
来
聘
を
要
請
す
る

は
す
か
さ
ず
玄
方
を
は
じ
め
、
通
信
使
来
聘
を
要
請
す
る

使
者
を
釜
山
に
送
り
ま
し
た
。
対
馬
藩
は
通
信
使
派
遣
を

使
者
を
釜
山
に
送
り
ま
し
た
。
対
馬
藩
は
通
信
使
派
遣
を

要
請
す
る
一
方
、
新
し
い
朝
鮮
国
王
の
即
位
を
祝
賀
す
る

要
請
す
る
一
方
、
新
し
い
朝
鮮
国
王
の
即
位
を
祝
賀
す
る

使
者
も
送
り
、
朝
鮮
国
と
の
信
を
深
め
る
こ
と
も
忘
れ
て

使
者
も
送
り
、
朝
鮮
国
と
の
信
を
深
め
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
い
ま
せ
ん

は
い
ま
せ
ん
。

　
寛
永
元
年
秋
十
一
月
（
新
暦
）
、
朝
鮮
通
信
使
は
来
日

　
寛
永
元
年
秋
十
一
月
（
新
暦
）
、
朝
鮮
通
信
使
は
来
日

し
ま
し
た
。
表
向
き
は
新
将
軍
の
祝
賀
と
ま
だ
日
本
に
残

し
ま
し
た
。
表
向
き
は
新
将
軍
の
祝
賀
と
ま
だ
日
本
に
残

る
被
虜
人
の
刷
還
で
し
た
が
、
実
は
、
他
の
目
的
も
あ
り

る
被
虜
人
の
刷
還
で
し
た
が
、
実
は
、
他
の
目
的
も
あ
り

ま
し
た
。
通
信
使
派
遣
要
請
の
た
め
に
釜
山
に
赴
い
た
対

ま
し
た
。
通
信
使
派
遣
要
請
の
た
め
に
釜
山
に
赴
い
た
対

馬
藩
使
者
平
智
正
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
そ
れ
を
も
っ

馬
藩
使
者
平
智
正
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
そ
れ
を
も
っ

て
人
心
を
鎮
定
せ
ん
が
た
め
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。
つ
ま

て
人
心
を
鎮
定
せ
ん
が
た
め
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
徳
川
幕
府
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
来
聘
を
も
っ
て
、
将
軍

り
徳
川
幕
府
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
来
聘
を
も
っ
て
、
将
軍

の
権
力
や
威
光
を
諸
藩
や
国
民
に
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の

の
権
力
や
威
光
を
諸
藩
や
国
民
に
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の

で
す
。
朝
鮮
国
も
、
使
節
団
を
派
遣
し
さ
ら
に
日
本
を
観

で
す
。
朝
鮮
国
も
、
使
節
団
を
派
遣
し
さ
ら
に
日
本
を
観

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
を
得
、
解
決
し
た
い
内
憂
外

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
を
得
、
解
決
し
た
い
内
憂
外

患
を
抱
え
て
い
ま
し
た

患
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

　
対
馬
藩
国
書
偽
造
は
続
く

対
馬
藩
国
書
偽
造
は
続
く

　
通
信
使
一
行
は
十
二
月
十
九
日
（
旧
暦
）
、
江
戸
城
の

　
通
信
使
一
行
は
十
二
月
十
九
日
（
旧
暦
）
、
江
戸
城
の

大
広
間
で
国
書
を
将
軍
家
光
に
奉
呈
し
ま
し
た
。
使
行
記

大
広
間
で
国
書
を
将
軍
家
光
に
奉
呈
し
ま
し
た
。
使
行
記

「
東
槎
録
」
（
副
使
姜
弘
重
著
、
「
槎
」
と
は
筏
の
意
）

「
東
槎
録
」
（
副
使
姜
弘
重
著
、
「
槎
」
と
は
筏
の
意
）

に
は
家
光
の
印
象
を
、
「
頗
る
鋭
気
あ
っ
て
年
齢
は
二
十

に
は
家
光
の
印
象
を
、
「
頗
る
鋭
気
あ
っ
て
年
齢
は
二
十

一
歳
」
と
述
べ
て
い
ま
す

一
歳
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
二
十
二
日
に
な
っ
て
将
軍
回
答
書
が
一
行
に
届
け
ら
れ

　
二
十
二
日
に
な
っ
て
将
軍
回
答
書
が
一
行
に
届
け
ら
れ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
見
た
使
臣
た
ち
は
顔
色
を

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
見
た
使
臣
た
ち
は
顔
色
を

な
く
し
ま
し
た
。
日
本
と
は
対
等
外
交
を
建
前
と
す
る
朝

な
く
し
ま
し
た
。
日
本
と
は
対
等
外
交
を
建
前
と
す
る
朝

鮮
と
し
て
は
、
ま
た
し
て
も
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い

鮮
と
し
て
は
、
ま
た
し
て
も
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い

書
き
方
だ
っ
た
の
で
す

書
き
方
だ
っ
た
の
で
す
。

　
使
臣
た
ち
は
た
だ
ち
に
玄
方
に
改
正
を
要
求
し
ま
し
た

　
使
臣
た
ち
は
た
だ
ち
に
玄
方
に
改
正
を
要
求
し
ま
し
た
。

当
然
、
対
馬
藩
は
頭
を
抱
え
込
む
と
思
い
き
や
、
何
の
こ

当
然
、
対
馬
藩
は
頭
を
抱
え
込
む
と
思
い
き
や
、
何
の
こ

と
は
な
い
、
使
臣
た
ち
が
期
待
す
る
通
り
に
書
き
替
え
ら

と
は
な
い
、
使
臣
た
ち
が
期
待
す
る
通
り
に
書
き
替
え
ら

れ
た
将
軍
回
答
書
が
、
二
十
四
日
に
調
興
か
ら
届
け
ら
れ

れ
た
将
軍
回
答
書
が
、
二
十
四
日
に
調
興
か
ら
届
け
ら
れ
、

信
使
一
行
は
安
心
し
て
そ
の
日
に
江
戸
を
発
ち
ま
し
た

信
使
一
行
は
安
心
し
て
そ
の
日
に
江
戸
を
発
ち
ま
し
た
。

こ
と
も
な
げ
に
ま
た
し
て
も
、
懲
り
な
い
対
馬
藩
の
偽
造

こ
と
も
な
げ
に
ま
た
し
て
も
、
懲
り
な
い
対
馬
藩
の
偽
造

国
書
だ
っ
た
の
で
す

国
書
だ
っ
た
の
で
す
。

　
旅
情
温
ま
る
対
馬

旅
情
温
ま
る
対
馬

　「
東
槎
録

東
槎
録
」に
は
、
対
馬
の
自
然
や
人
情
、
習
慣
な
ど
信

に
は
、
対
馬
の
自
然
や
人
情
、
習
慣
な
ど
信

使
一
行
が
新
奇
な
目
で
見
た
光
景
が
好
意
的
に
描
か
れ
て

使
一
行
が
新
奇
な
目
で
見
た
光
景
が
好
意
的
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
対
馬
で
初
め
て
接
す
る
異
国
の
光
景
は
、
信
使

い
ま
す
。
対
馬
で
初
め
て
接
す
る
異
国
の
光
景
は
、
信
使

た
ち
の
心
を
和
ま
せ
た
よ
う
で
す

た
ち
の
心
を
和
ま
せ
た
よ
う
で
す
。

　
帰
路
、
府
中
か
ら
船
越
浦
に
向
か
う
途
中
、
「
花
奔
が

　
帰
路
、
府
中
か
ら
船
越
浦
に
向
か
う
途
中
、
「
花
奔
が

山
に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
景
色
も
新
鮮
で
旅
路
の
心
を
慰

山
に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
景
色
も
新
鮮
で
旅
路
の
心
を
慰

め
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
」
、
と
記
録
し
て
い
ま
す
。
折

め
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
」
、
と
記
録
し
て
い
ま
す
。
折

り
し
も
旧
暦
二
月
下
旬
、
こ
の
時
季
の
花
奔
と
は
椿
で
し

り
し
も
旧
暦
二
月
下
旬
、
こ
の
時
季
の
花
奔
と
は
椿
で
し

ょ
う
か
、
つ
つ
じ
で
し
ょ
う
か
。
鰐
浦
で
は
旧
暦
の
三
月

ょ
う
か
、
つ
つ
じ
で
し
ょ
う
か
。
鰐
浦
で
は
旧
暦
の
三
月

三
日
、
「
前
の
小
島
に
登
っ
た
。
船
の
上
の
鮑
作
干
た
ち

三
日
、
「
前
の
小
島
に
登
っ
た
。
船
の
上
の
鮑
作
干
た
ち

を
し
て
鮑
を
採
ら
せ
た
が
、
わ
が
国
の
水
夫
と
日
本
人
た

を
し
て
鮑
を
採
ら
せ
た
が
、
わ
が
国
の
水
夫
と
日
本
人
た

ち
が
争
っ
て
水
に
入
っ
て
鮑
を
採
っ
た
が
、
ま
こ
と
に
奇

ち
が
争
っ
て
水
に
入
っ
て
鮑
を
採
っ
た
が
、
ま
こ
と
に
奇

観
で
あ
っ
た
」
と
、
一
年
で
最
も
干
潮
の
大
き
い
こ
の
時

観
で
あ
っ
た
」
と
、
一
年
で
最
も
干
潮
の
大
き
い
こ
の
時

季
、
海
栗
島
辺
り
で
に
ぎ
や
か
に
交
歓
す
る
両
国
の
人
々

季
、
海
栗
島
辺
り
で
に
ぎ
や
か
に
交
歓
す
る
両
国
の
人
々

の
情
景
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
夕
方
に
砲
の
音
が

の
情
景
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
夕
方
に
砲
の
音
が

に
わ
か
に
大
き
く
聞
こ
え
、
山
が
崩
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た

に
わ
か
に
大
き
く
聞
こ
え
、
山
が
崩
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

暫
く
し
て
勘
左
衛
門
（
役
職
は
不
明
）
が
猪
一
頭
を
猟
し

暫
く
し
て
勘
左
衛
門
（
役
職
は
不
明
）
が
猪
一
頭
を
猟
し

て
送
っ
て
き
て
、
肩
に
担
い
で
庭
の
中
に
入
っ
て
来
た
が

て
送
っ
て
き
て
、
肩
に
担
い
で
庭
の
中
に
入
っ
て
来
た
が

ま
た
一
つ
の
壮
観
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
訥
庵
の
「
猪
退

ま
た
一
つ
の
壮
観
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
訥
庵
の
「
猪
退

治
」
（
猪
鹿
追
詰
）
前
の
対
馬
に
は
、
ま
だ
猪
が
多
か
っ

治
」
（
猪
鹿
追
詰
）
前
の
対
馬
に
は
、
ま
だ
猪
が
多
か
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
寒
食
」
と
い
っ
て

た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
寒
食
」
と
い
っ
て
、

「
冬
至
か
ら
百
五
日
目
に
当
た
る
日
で
、

「
冬
至
か
ら
百
五
日
目
に
当
た
る
日
で
、各
家
庭
で
は
先
祖

家
庭
で
は
先
祖

の
墓
に
詣
で
、
お
供
え
物
を
し
て
祭
祀
を
営
む
」
風
習
も

の
墓
に
詣
で
、
お
供
え
物
を
し
て
祭
祀
を
営
む
」
風
習
も

記
録
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
お
彼
岸
の
こ
と
で
し
ょ
う
か

記
録
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
お
彼
岸
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
親
切
な
琴
の
村
人
た
ち

親
切
な
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の
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人
た
ち

　
一
行
の
船
は
十
月
三
日
鰐
浦
の
港
を
出
て
府
中
に
向
か

　
一
行
の
船
は
十
月
三
日
鰐
浦
の
港
を
出
て
府
中
に
向
か

い
ま
し
た
。
「
東
槎
録
」
は
、
「
唐
浦
（
唐
舟
志
か
）
を

い
ま
し
た
。
「
東
槎
録
」
は
、
「
唐
浦
（
唐
舟
志
か
）
を

過
ぎ
一
つ
の
浦
に
入
っ
た
が
、
地
名
は
金
（
琴
）
浦
と
い

過
ぎ
一
つ
の
浦
に
入
っ
た
が
、
地
名
は
金
（
琴
）
浦
と
い

う
。
浦
の
中
に
は
人
家
が
十
余
軒
あ
っ
て
、
林
の
中
に
小

う
。
浦
の
中
に
は
人
家
が
十
余
軒
あ
っ
て
、
林
の
中
に
小

さ
な
寺
院
が
一
つ
あ
っ
て
名
称
は
善
光
寺
と
い
う
。
上
使

さ
な
寺
院
が
一
つ
あ
っ
て
名
称
は
善
光
寺
と
い
う
。
上
使

以
下
と
召
使
い
数
名
が
寺
院
を
居
所
と
定
め
た
が
、
男
女

以
下
と
召
使
い
数
名
が
寺
院
を
居
所
と
定
め
た
が
、
男
女

た
ち
が
道
を
挟
ん
で
見
物
し
て
、
あ
る
い
は
合
掌
す
る
者

た
ち
が
道
を
挟
ん
で
見
物
し
て
、
あ
る
い
は
合
掌
す
る
者

も
あ
り
、
船
上
で
使
用
す
る
薪
と
水
を
真
心
こ
め
て
供
給

も
あ
り
、
船
上
で
使
用
す
る
薪
と
水
を
真
心
こ
め
て
供
給

し
て
く
れ
た
」
と
、
記
録
し
て
い
ま
す
。
初
め
て
接
す
る

し
て
く
れ
た
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記
録
し
て
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ま
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初
め
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す
る
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の
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に
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こ
こ
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し
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村
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異
国
の
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々
に
も
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こ
こ
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い
村
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た
ち
で
す
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り

ま
し
た
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使
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遣
要
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釜
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藩
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、
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外
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え
て
い
ま
し
た
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馬
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書
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造
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く

　
通
信
使
一
行
は
十
二
月
十
九
日
（
旧
暦
）
、
江
戸
城
の

大
広
間
で
国
書
を
将
軍
家
光
に
奉
呈
し
ま
し
た
。
使
行
記

「
東
槎
録
」
（
副
使
姜
弘
重
著
、
「
槎
」
と
は
筏
の
意
）

に
は
家
光
の
印
象
を
、
「
頗
る
鋭
気
あ
っ
て
年
齢
は
二
十

一
歳
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
二
十
二
日
に
な
っ
て
将
軍
回
答
書
が
一
行
に
届
け
ら
れ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
見
た
使
臣
た
ち
は
顔
色
を

な
く
し
ま
し
た
。
日
本
と
は
対
等
外
交
を
建
前
と
す
る
朝

鮮
と
し
て
は
、
ま
た
し
て
も
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い

書
き
方
だ
っ
た
の
で
す
。

　
使
臣
た
ち
は
た
だ
ち
に
玄
方
に
改
正
を
要
求
し
ま
し
た
。

当
然
、
対
馬
藩
は
頭
を
抱
え
込
む
と
思
い
き
や
、
何
の
こ

と
は
な
い
、
使
臣
た
ち
が
期
待
す
る
通
り
に
書
き
替
え
ら

れ
た
将
軍
回
答
書
が
、
二
十
四
日
に
調
興
か
ら
届
け
ら
れ
、

信
使
一
行
は
安
心
し
て
そ
の
日
に
江
戸
を
発
ち
ま
し
た
。

こ
と
も
な
げ
に
ま
た
し
て
も
、
懲
り
な
い
対
馬
藩
の
偽
造

国
書
だ
っ
た
の
で
す
。

　
旅
情
温
ま
る
対
馬

　「
東
槎
録
」に
は
、
対
馬
の
自
然
や
人
情
、
習
慣
な
ど
信

使
一
行
が
新
奇
な
目
で
見
た
光
景
が
好
意
的
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
対
馬
で
初
め
て
接
す
る
異
国
の
光
景
は
、
信
使

た
ち
の
心
を
和
ま
せ
た
よ
う
で
す
。

　
帰
路
、
府
中
か
ら
船
越
浦
に
向
か
う
途
中
、
「
花
奔
が

山
に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
景
色
も
新
鮮
で
旅
路
の
心
を
慰

め
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
」
、
と
記
録
し
て
い
ま
す
。
折

り
し
も
旧
暦
二
月
下
旬
、
こ
の
時
季
の
花
奔
と
は
椿
で
し

ょ
う
か
、
つ
つ
じ
で
し
ょ
う
か
。
鰐
浦
で
は
旧
暦
の
三
月

三
日
、
「
前
の
小
島
に
登
っ
た
。
船
の
上
の
鮑
作
干
た
ち

を
し
て
鮑
を
採
ら
せ
た
が
、
わ
が
国
の
水
夫
と
日
本
人
た

ち
が
争
っ
て
水
に
入
っ
て
鮑
を
採
っ
た
が
、
ま
こ
と
に
奇

観
で
あ
っ
た
」
と
、
一
年
で
最
も
干
潮
の
大
き
い
こ
の
時

季
、
海
栗
島
辺
り
で
に
ぎ
や
か
に
交
歓
す
る
両
国
の
人
々

の
情
景
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
夕
方
に
砲
の
音
が

に
わ
か
に
大
き
く
聞
こ
え
、
山
が
崩
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

暫
く
し
て
勘
左
衛
門
（
役
職
は
不
明
）
が
猪
一
頭
を
猟
し

て
送
っ
て
き
て
、
肩
に
担
い
で
庭
の
中
に
入
っ
て
来
た
が

ま
た
一
つ
の
壮
観
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
訥
庵
の
「
猪
退

治
」
（
猪
鹿
追
詰
）
前
の
対
馬
に
は
、
ま
だ
猪
が
多
か
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
寒
食
」
と
い
っ
て
、

「
冬
至
か
ら
百
五
日
目
に
当
た
る
日
で
、各
家
庭
で
は
先
祖

の
墓
に
詣
で
、
お
供
え
物
を
し
て
祭
祀
を
営
む
」
風
習
も

記
録
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
お
彼
岸
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
親
切
な
琴
の
村
人
た
ち

　
一
行
の
船
は
十
月
三
日
鰐
浦
の
港
を
出
て
府
中
に
向
か

い
ま
し
た
。
「
東
槎
録
」
は
、
「
唐
浦
（
唐
舟
志
か
）
を

過
ぎ
一
つ
の
浦
に
入
っ
た
が
、
地
名
は
金
（
琴
）
浦
と
い

う
。
浦
の
中
に
は
人
家
が
十
余
軒
あ
っ
て
、
林
の
中
に
小

さ
な
寺
院
が
一
つ
あ
っ
て
名
称
は
善
光
寺
と
い
う
。
上
使

以
下
と
召
使
い
数
名
が
寺
院
を
居
所
と
定
め
た
が
、
男
女

た
ち
が
道
を
挟
ん
で
見
物
し
て
、
あ
る
い
は
合
掌
す
る
者

も
あ
り
、
船
上
で
使
用
す
る
薪
と
水
を
真
心
こ
め
て
供
給

し
て
く
れ
た
」
と
、
記
録
し
て
い
ま
す
。
初
め
て
接
す
る

異
国
の
人
々
に
も
、
こ
こ
ろ
優
し
い
村
人
た
ち
で
す
。

　（
さ
い
と
う
ひ
ろ
ゆ
き
・
対
馬
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

『
第
三
回
・
寛
永
元
年（
一
六
二
四
）通
信
使
』�

斎
藤
弘
征�

朝
鮮
通
信
使
の
来
日
（
3
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