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五
代
将
軍
綱
吉

五
代
将
軍
綱
吉�

　
将
軍
家
綱
が
亡
く
な
り
そ
の
跡
を
継
ぎ
第
五
代
将
軍
と

　
将
軍
家
綱
が
亡
く
な
り
そ
の
跡
を
継
ぎ
第
五
代
将
軍
と

な
っ
た
の
は
弟
綱
吉
で
し
た
。
そ
の
治
世
は

な
っ
た
の
は
弟
綱
吉
で
し
た
。
そ
の
治
世
は「
天
和
の
治

天
和
の
治
」

と
称
さ
れ
、
将
軍
権
力
の
強
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
綱
吉

と
称
さ
れ
、
将
軍
権
力
の
強
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
綱
吉

は
学
問
好
き
だ
が
毀
誉
褒
貶
の
甚
だ
し
い
人
物
で

は
学
問
好
き
だ
が
毀
誉
褒
貶
の
甚
だ
し
い
人
物
で
し
た
し
た
。

「
生
類
憐
み
の
令
」
を
出
し
、
戌
年
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ

「
生
類
憐
み
の
令
」
を
出
し
、
戌
年
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
極
端
に
犬
を
愛
護
し
て
、
「
犬
公
方
」
と
呼
ば
れ

と
か
ら
極
端
に
犬
を
愛
護
し
て
、
「
犬
公
方
」
と
呼
ば
れ

た
の
は
有
名
で
す
（
対
馬
藩
の
猪
退
治
は
、
こ
の
「
生
類

た
の
は
有
名
で
す
（
対
馬
藩
の
猪
退
治
は
、
こ
の
「
生
類

憐
れ
み
の
令
」
の
最
中
に
行
わ
れ
ま
し
た
）

憐
れ
み
の
令
」
の
最
中
に
行
わ
れ
ま
し
た
）
。

　
来
日
の
目
的
と
背
景

来
日
の
目
的
と
背
景

　
綱
吉
が
将
軍
に
就
い
た
こ
ろ

　
綱
吉
が
将
軍
に
就
い
た
こ
ろ
、
国
内
的
に
は
各
地
の
大

国
内
的
に
は
各
地
の
大

名
も
定
着
し

名
も
定
着
し
、
幕
藩
体
制
の
確
立
期
で
し

幕
藩
体
制
の
確
立
期
で
し
た
。
た
。
制
約
は
あ

制
約
は
あ

り
な
が
ら
も
、

り
な
が
ら
も
、オ
ラ
ン
ダ

オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
貿
易
は
盛
ん

中
国
貿
易
は
盛
ん
で
、
で
、
幕
府
は

幕
府
は

長
崎
入
港
の
オ
ラ
ン
ダ
船

長
崎
入
港
の
オ
ラ
ン
ダ
船
・
中
国
船
の
船
長
に
対
し
て

中
国
船
の
船
長
に
対
し
て「
風
「
風

説
書
」

説
書
」の
提
出
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
提
出
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、海
外
の
情
報
も
入

海
外
の
情
報
も
入

手
し
、

手
し
、鎖
国
体
制
の
整
備
に
努
め
ま
し
た

鎖
国
体
制
の
整
備
に
努
め
ま
し
た
。

　
朝
鮮
は
こ
の
時
期

　
朝
鮮
は
こ
の
時
期「
援
明
抗
清
」

「
援
明
抗
清
」は
絶
望
的
と
な
り

は
絶
望
的
と
な
り
、
新

し
く
興
っ
た
清
国
へ
の
朝
貢
体
制

し
く
興
っ
た
清
国
へ
の
朝
貢
体
制（
外
国
に
貢
物
を
す
る
）

（
外
国
に
貢
物
を
す
る
）

に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、

に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、「
人
心
淘
懼
」

「
人
心
淘
懼
」（
恐
れ
る
）

恐
れ
る
）の
状
態
に

の
状
態
に

あ
り
ま
し
た

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
南
方
日
本
と
の
平
和
提
携
は

そ
の
た
め
南
方
日
本
と
の
平
和
提
携
は
、

国
家
存
立
の
た
め
必
要
で
し
た

国
家
存
立
の
た
め
必
要
で
し
た
。

　
家
綱
の
逝
去
か
ら
三
ヶ
月
余
り

　
家
綱
の
逝
去
か
ら
三
ヶ
月
余
り
、
綱
吉
が
将
軍
に
就
く

綱
吉
が
将
軍
に
就
く

と
翌
年

と
翌
年
（
天
和
元

天
和
元
・
一
六
八
一
）

一
六
八
一
）七
月
七
月
、
幕
府
の
指
示
を
受

幕
府
の
指
示
を
受

け
た
対
馬
藩
に
よ
り

け
た
対
馬
藩
に
よ
り
「
将
軍
襲
職
祝
賀

将
軍
襲
職
祝
賀
」
の
通
信
使
来
聘

の
通
信
使
来
聘

の
要
請
が
朝
鮮
府
に
出
さ
れ
ま
し
た

の
要
請
が
朝
鮮
府
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮

こ
れ
に
対
し
朝
鮮

府
で
は

府
で
は
、
日
本
に
お
け
る
将
軍
襲
職
に
際
し
通
信
使
を
派

日
本
に
お
け
る
将
軍
襲
職
に
際
し
通
信
使
を
派

遣
す
る
こ
と
は

遣
す
る
こ
と
は
、「
対
等
抗
礼
」

「
対
等
抗
礼
」と
い
う
善
隣
外
交
の
基
本

と
い
う
善
隣
外
交
の
基
本

原
則
に
よ
り
恒
例
で
と
り
わ
け
論
争
も
無
く

原
則
に
よ
り
恒
例
で
と
り
わ
け
論
争
も
無
く
、
九
月
に
は

九
月
に
は

派
遣
決
定
の
承
諾
が
な
さ
れ
ま
し
た

派
遣
決
定
の
承
諾
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
府
と
し
て
は

朝
鮮
府
と
し
て
は

将
軍
襲
職
祝
賀

将
軍
襲
職
祝
賀
・
日
本
国
情
観
察
と
は
別
に
、

日
本
国
情
観
察
と
は
別
に
、日
本
に
赴
か

日
本
に
赴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
交
渉
課
題
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
交
渉
課
題
が
、
他
に
生
じ
て

他
に
生
じ
て

い
た
の
で
し
た

い
た
の
で
し
た
。

　
文
化
の
交
流

文
化
の
交
流

　
朝
鮮
通
信
使
は

　
朝
鮮
通
信
使
は
、
そ
の
華
や
か
で
異
国
情
緒
に
満
ち
た

そ
の
華
や
か
で
異
国
情
緒
に
満
ち
た

行
列
で
有
名
で
す
が

行
列
で
有
名
で
す
が
、
通
過
す
る
各
地
で
文
化
の
交
流
に

通
過
す
る
各
地
で
文
化
の
交
流
に

も
追
わ
れ
ま
し
た

も
追
わ
れ
ま
し
た
。
異
文
化
を
求
め
る
現
地
の
儒
者
や
文

異
文
化
を
求
め
る
現
地
の
儒
者
や
文

人
、
人
、医
者
等
の
来
訪
は
引
き
も
切
ら
ず
、

医
者
等
の
来
訪
は
引
き
も
切
ら
ず
、盛
ん
な
漢
詩
文

盛
ん
な
漢
詩
文
、

学
術
学
術
・
芸
術
の
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た

芸
術
の
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
使
行
記

使
行
記
「
東
槎
東
槎

日
録
日
録
」（
金
指
南
著

（
金
指
南
著
）
に
は
そ
の
様
子
が

に
は
そ
の
様
子
が
、「
路
次
で
も
求

「
路
次
で
も
求

詩
・
求
墨
の
請
が
多
く
て
堪
え
ら
れ
ず

求
墨
の
請
が
多
く
て
堪
え
ら
れ
ず
、
禁
じ
ら
れ
て
も

禁
じ
ら
れ
て
も

そ
の
国
の
執
政

そ
の
国
の
執
政（
重
臣
た
ち
）

（
重
臣
た
ち
）が
、
藩
の
儒
者
や
好
学
の
輩

藩
の
儒
者
や
好
学
の
輩

を
連
れ
て
来
て

を
連
れ
て
来
て
、
紙
を
張
り
硯
を
す
っ
て
求
め
る

紙
を
張
り
硯
を
す
っ
て
求
め
る
」
と
」
と
、

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

そ
れ
は
、
朝
鮮
文
化
へ
の
関
心
の

朝
鮮
文
化
へ
の
関
心
の

高
さ
を
示
す
も
の
で
し
た

高
さ
を
示
す
も
の
で
し
た
。

　
出
現
し
た
聘
礼
の
問
題

出
現
し
た
聘
礼
の
問
題

　
朝
鮮
国
書
の
伝
達
は

　
朝
鮮
国
書
の
伝
達
は
、
八
月
二
十
七
日
に
江
戸
城
で
行

八
月
二
十
七
日
に
江
戸
城
で
行

わ
れ
ま
し
た
が
、

わ
れ
ま
し
た
が
、問
題
を
残
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

問
題
を
残
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。そ
れ
そ
れ

は
徳
川
政
権
の
政
治
的
安
定
性
か
ら
く
る
尊
大
感
と
自
信

は
徳
川
政
権
の
政
治
的
安
定
性
か
ら
く
る
尊
大
感
と
自
信

が
、
使
臣
一
行
に
不
遜
な
対
応
と
し
て
現
れ
ま
し
た

、
使
臣
一
行
に
不
遜
な
対
応
と
し
て
現
れ
ま
し
た
。

　
ま
　
ま
た
、
朝
鮮
側
か
ら
は
書
契

朝
鮮
側
か
ら
は
書
契（
外
交
文
書
）

（
外
交
文
書
）が
対
等
で
な

が
対
等
で
な

い
こ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し

い
こ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
た
。
つ
ま
り

つ
ま
り
、
将
軍
は
天

将
軍
は
天

皇
の
臣
下

皇
の
臣
下（
従
一
位
の
人
臣
）

（
従
一
位
の
人
臣
）で
あ
り

で
あ
り
、
こ
れ
と
朝
鮮
国
王

こ
れ
と
朝
鮮
国
王

が
対
等
礼
を
交
換
す
る
の
は
不
義
、

が
対
等
礼
を
交
換
す
る
の
は
不
義
、と
い
う
の
で
す
。

と
い
う
の
で
す
。こ
れ
こ
れ

ら
が
将
来
へ
の
課
題
と
し
て
残
る
聘
礼
で
し
た

ら
が
将
来
へ
の
課
題
と
し
て
残
る
聘
礼
で
し
た
。

　
今
回
は
綱
吉
の

　
今
回
は
綱
吉
の
「
隣
国
使
臣
の
祖
廟
へ
の
参
詣
は
事
理

隣
国
使
臣
の
祖
廟
へ
の
参
詣
は
事
理

に
お
い
て
不
当
」

に
お
い
て
不
当
」と
す
る
意
向
も
あ
り
、

と
す
る
意
向
も
あ
り
、日
光
参
詣
は
行
わ

日
光
参
詣
は
行
わ

れ
ま
せ
ん
で
し
た

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
使
員
に
よ
る
密
輸
事
件

使
員
に
よ
る
密
輸
事
件

　
来
日
す
る
使
節
一
行
で
正
使
た
ち
を
悩
ま
せ
た
の
は

　
来
日
す
る
使
節
一
行
で
正
使
た
ち
を
悩
ま
せ
た
の
は
、

使
員
に
よ
る
密
輸
で
し
た

使
員
に
よ
る
密
輸
で
し
た
。
佐
須
奈
に
停
泊
中
の
こ
と

佐
須
奈
に
停
泊
中
の
こ
と
、

「
十
余
斤

「
十
余
斤
（
一
斤
は
六
百
グ
ラ
ム
）

一
斤
は
六
百
グ
ラ
ム
）人
参
を
薬
箱
に
混
ぜ
て

人
参
を
薬
箱
に
混
ぜ
て

隠
し
て
お
り
」

隠
し
て
お
り
」「
合
わ
せ
て
三
十
余
斤
の
人
参
を

「
合
わ
せ
て
三
十
余
斤
の
人
参
を
、
使
行
の

使
行
の

衣
装
籠
の
中
に
隠
し
て
」

衣
装
籠
の
中
に
隠
し
て
」「
そ
の
罪
の
軽
重
に
従
っ
て
厳
に

「
そ
の
罪
の
軽
重
に
従
っ
て
厳
に

罰
を
与
え

罰
を
与
え
、
品
物
を
全
て
没
収
」

品
物
を
全
て
没
収
」「
海
中
に
投
げ
捨
て
た
物

「
海
中
に
投
げ
捨
て
た
物

も
ま
た
多
い
」

も
ま
た
多
い
」「
水
夫
が
持
っ
て
い
た
磁
器
を
皆
粉
砕
し
た

「
水
夫
が
持
っ
て
い
た
磁
器
を
皆
粉
砕
し
た
。

朱
紗
数
十
匹

朱
紗
数
十
匹（
一
匹
は
二
反
）

（
一
匹
は
二
反
）も
没
収
し
た
」

も
没
収
し
た
」、
等
と
、

等
と
、使
行
使
行

記「
東
槎
日
録
」

「
東
槎
日
録
」「
東
槎
録
」

「
東
槎
録
」は
記
録
し
て
い
ま
す
。

は
記
録
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　
使
員
に
は
出
発
前
に
王
府
か
ら
厳
し
く
注
意
さ
れ
て
い

　
使
員
に
は
出
発
前
に
王
府
か
ら
厳
し
く
注
意
さ
れ
て
い

た
の
で
す
が
、

た
の
で
す
が
、密
輸
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

密
輸
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。彼
等
は
行
程

彼
等
は
行
程

の
途
次
、

の
途
次
、日
本
で
密
売
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す

日
本
で
密
売
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　
通
信
使
も
う
一
つ
の
使
命

通
信
使
も
う
一
つ
の
使
命�

　
今
次
の
来
日
で
三
使
臣
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
任
務
が
あ

　
今
次
の
来
日
で
三
使
臣
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
任
務
が
あ

と
一
つ
あ
り
ま
し
た
。

と
一
つ
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
対
馬
藩
と
の
交
渉
で
し
た

そ
れ
は
対
馬
藩
と
の
交
渉
で
し
た
。

か
ね
て
対
馬
藩
の
念
願
で
あ
っ
た
新
倭
館
は

か
ね
て
対
馬
藩
の
念
願
で
あ
っ
た
新
倭
館
は
、
釜
、
釜
山
草
梁

山
草
梁

に
延
宝
六

に
延
宝
六（
一
六
七
八
）

（
一
六
七
八
）年
に
完
成
し
ま
し
た
が

年
に
完
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

そ
の
後

朝
鮮
側
に
対
し
て
対
馬
藩
の
強
圧
的
な
姿
勢
が
増
大
し
て

朝
鮮
側
に
対
し
て
対
馬
藩
の
強
圧
的
な
姿
勢
が
増
大
し
て

行
き
ま
し
た
。

行
き
ま
し
た
。そ
れ
と
、

そ
れ
と
、か
ね
て
朝
鮮
と
交
わ
し
た
約
条
の

か
ね
て
朝
鮮
と
交
わ
し
た
約
条
の

内
容
を
越
え
た
貿
易
の
取
引
量
や
回
数
を

内
容
を
越
え
た
貿
易
の
取
引
量
や
回
数
を
、
対
馬
藩
が
一

対
馬
藩
が
一

方
的
に
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す

方
的
に
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、帰
路
府
中
で
討
議
が
な
さ
れ
、

帰
路
府
中
で
討
議
が
な
さ
れ
、館

中
の
対
馬
人
の
規
律

中
の
対
馬
人
の
規
律（
館
中
七
ケ
条
）

（
館
中
七
ケ
条
）の
厳
守
、

の
厳
守
、貿
易
量

貿
易
量
・
回

数
の
違
反
を
し
な
い
こ
と
等
が
申
し
合
わ
さ
れ
ま
し
た

数
の
違
反
を
し
な
い
こ
と
等
が
申
し
合
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
浦
湾
の
眺
望

大
浦
湾
の
眺
望�

　
佐
須
奈
に
着
い
た
一
行
は

　
佐
須
奈
に
着
い
た
一
行
は
、
六
月
二
十
一
日
鰐
浦
に
向

六
月
二
十
一
日
鰐
浦
に
向

か
い
ま
し
た
が
、

か
い
ま
し
た
が
、逆
風
で
進
め
ず
、

逆
風
で
進
め
ず
、大
浦
湾
に
入
り
ま
し
た

大
浦
湾
に
入
り
ま
し
た
。

大
浦
湾
で
の
様
子
を

大
浦
湾
で
の
様
子
を「
東
槎
日
録
」

「
東
槎
日
録
」は
、
は
、「
浦
口
の
広
さ
は
数

「
浦
口
の
広
さ
は
数

十
丈
に
も
な
り
、

十
丈
に
も
な
り
、左
右
に
山
の
峰
が
取
り
巻
い
て
お
り
、

左
右
に
山
の
峰
が
取
り
巻
い
て
お
り
、島

や
洲
が
取
り
囲
ま
れ
て
風
が
微
か
で
、

や
洲
が
取
り
囲
ま
れ
て
風
が
微
か
で
、波
も
静
か
で
あ
る

波
も
静
か
で
あ
る
。

船
を
停
泊
さ
せ
て
置
く
の
に
適
し
た
と
こ
ろ
」

船
を
停
泊
さ
せ
て
置
く
の
に
適
し
た
と
こ
ろ
」と
延
べ
、

と
延
べ
、さ

ら
に
二
十
二
日

ら
に
二
十
二
日
、「
午
後
に
一
行
中
の
某
々
が
、

「
午
後
に
一
行
中
の
某
々
が
、音
楽
を
奏

音
楽
を
奏

す
る
人
た
ち
と
一
緒
に
其
れ
其
れ
小
さ
な
倭
船
に
乗
っ
て

す
る
人
た
ち
と
一
緒
に
其
れ
其
れ
小
さ
な
倭
船
に
乗
っ
て
、

海
の
口
に
出
て
行
き
倭
人
た
ち
が
鰒
を
採
る
の
を
見
学
し

海
の
口
に
出
て
行
き
倭
人
た
ち
が
鰒
を
採
る
の
を
見
学
し

た
。
た
。海
岸
の
巨
石
は
削
ら
れ
た
よ
う
に
立
っ
て
い
て
、

海
岸
の
巨
石
は
削
ら
れ
た
よ
う
に
立
っ
て
い
て
、そ
の
そ
の

高
さ
は
数
十
丈
に
も
な
る

高
さ
は
数
十
丈
に
も
な
る
。
波
濤
が
そ
の
根
底
を
打
っ
て

波
濤
が
そ
の
根
底
を
打
っ
て

た
く
さ
ん
の
穴
を
開
け
て
い
た

た
く
さ
ん
の
穴
を
開
け
て
い
た
。
そ
の
穴
か
ら
水
を
飲
ん

そ
の
穴
か
ら
水
を
飲
ん

だ
り
吐
い
た
り
し
て

だ
り
吐
い
た
り
し
て
、
そ
の
音
は
恰
も
鐘
の
音
の
よ
う
に

そ
の
音
は
恰
も
鐘
の
音
の
よ
う
に

朗
々
と
し
て
愛
す
べ
き
で
あ
る

朗
々
と
し
て
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
船
を
止
め
て
着
物
を
絡

船
を
止
め
て
着
物
を
絡

げ
て
上
が
り

げ
て
上
が
り
、
左
右
を
眺
め
る
と
海
も
天
も
果
て
し
な
く

左
右
を
眺
め
る
と
海
も
天
も
果
て
し
な
く
、

瓢
瓢
然
と
し
て
恰
も
神
山
が
風
に
乗
っ
た
よ
う
な
気
が
し

瓢
瓢
然
と
し
て
恰
も
神
山
が
風
に
乗
っ
た
よ
う
な
気
が
し

た
」
た
」と
、
と
、雄
渾
な
上
対
馬
の
自
然
の
中
で

雄
渾
な
上
対
馬
の
自
然
の
中
で
、
気
宇
壮
大
な
気

気
宇
壮
大
な
気

分
に
な
っ
た
こ
と
を
描
い
て
い
ま
す

分
に
な
っ
た
こ
と
を
描
い
て
い
ま
す
。

（
さ
い
と
う
ひ
ろ
ゆ
き

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

対
馬
市
文
化
財
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審
議
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委
員
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天
和
二
年（
一
六
八
二
）通
信
使
』�

斎
藤
弘
征�

朝
鮮
通
信
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五
代
将
軍
綱
吉�

　
将
軍
家
綱
が
亡
く
な
り
そ
の
跡
を
継
ぎ
第
五
代
将
軍
と

な
っ
た
の
は
弟
綱
吉
で
し
た
。
そ
の
治
世
は「
天
和
の
治
」

と
称
さ
れ
、
将
軍
権
力
の
強
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
綱
吉

は
学
問
好
き
だ
が
毀
誉
褒
貶
の
甚
だ
し
い
人
物
で
し
た
。

「
生
類
憐
み
の
令
」
を
出
し
、
戌
年
生
ま
れ
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
極
端
に
犬
を
愛
護
し
て
、
「
犬
公
方
」
と
呼
ば
れ

た
の
は
有
名
で
す
（
対
馬
藩
の
猪
退
治
は
、
こ
の
「
生
類

憐
れ
み
の
令
」
の
最
中
に
行
わ
れ
ま
し
た
）
。

　
来
日
の
目
的
と
背
景

　
綱
吉
が
将
軍
に
就
い
た
こ
ろ
、
国
内
的
に
は
各
地
の
大

名
も
定
着
し
、
幕
藩
体
制
の
確
立
期
で
し
た
。
制
約
は
あ

り
な
が
ら
も
、オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
貿
易
は
盛
ん
で
、
幕
府
は

長
崎
入
港
の
オ
ラ
ン
ダ
船
・
中
国
船
の
船
長
に
対
し
て「
風

説
書
」の
提
出
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、海
外
の
情
報
も
入

手
し
、鎖
国
体
制
の
整
備
に
努
め
ま
し
た
。

　
朝
鮮
は
こ
の
時
期「
援
明
抗
清
」は
絶
望
的
と
な
り
、
新

し
く
興
っ
た
清
国
へ
の
朝
貢
体
制（
外
国
に
貢
物
を
す
る
）

に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、「
人
心
淘
懼
」（
恐
れ
る
）の
状
態
に

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
南
方
日
本
と
の
平
和
提
携
は
、

国
家
存
立
の
た
め
必
要
で
し
た
。

　
家
綱
の
逝
去
か
ら
三
ヶ
月
余
り
、
綱
吉
が
将
軍
に
就
く

と
翌
年
（
天
和
元
・
一
六
八
一
）七
月
、
幕
府
の
指
示
を
受

け
た
対
馬
藩
に
よ
り
「
将
軍
襲
職
祝
賀
」
の
通
信
使
来
聘

の
要
請
が
朝
鮮
府
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮

府
で
は
、
日
本
に
お
け
る
将
軍
襲
職
に
際
し
通
信
使
を
派

遣
す
る
こ
と
は
、「
対
等
抗
礼
」と
い
う
善
隣
外
交
の
基
本

原
則
に
よ
り
恒
例
で
と
り
わ
け
論
争
も
無
く
、
九
月
に
は

派
遣
決
定
の
承
諾
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
朝
鮮
府
と
し
て
は

将
軍
襲
職
祝
賀
・
日
本
国
情
観
察
と
は
別
に
、日
本
に
赴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
交
渉
課
題
が
、
他
に
生
じ
て

い
た
の
で
し
た
。

　
文
化
の
交
流

　
朝
鮮
通
信
使
は
、
そ
の
華
や
か
で
異
国
情
緒
に
満
ち
た

行
列
で
有
名
で
す
が
、
通
過
す
る
各
地
で
文
化
の
交
流
に

も
追
わ
れ
ま
し
た
。
異
文
化
を
求
め
る
現
地
の
儒
者
や
文

人
、医
者
等
の
来
訪
は
引
き
も
切
ら
ず
、盛
ん
な
漢
詩
文
、

学
術
・
芸
術
の
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
使
行
記
「
東
槎

日
録
」（
金
指
南
著
）
に
は
そ
の
様
子
が
、「
路
次
で
も
求

詩
・
求
墨
の
請
が
多
く
て
堪
え
ら
れ
ず
、
禁
じ
ら
れ
て
も

そ
の
国
の
執
政（
重
臣
た
ち
）が
、
藩
の
儒
者
や
好
学
の
輩

を
連
れ
て
来
て
、
紙
を
張
り
硯
を
す
っ
て
求
め
る
」
と
、

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
文
化
へ
の
関
心
の

高
さ
を
示
す
も
の
で
し
た
。

　
出
現
し
た
聘
礼
の
問
題

　
朝
鮮
国
書
の
伝
達
は
、
八
月
二
十
七
日
に
江
戸
城
で
行

わ
れ
ま
し
た
が
、問
題
を
残
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。そ
れ

は
徳
川
政
権
の
政
治
的
安
定
性
か
ら
く
る
尊
大
感
と
自
信

が
、
使
臣
一
行
に
不
遜
な
対
応
と
し
て
現
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
朝
鮮
側
か
ら
は
書
契（
外
交
文
書
）が
対
等
で
な

い
こ
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
将
軍
は
天

皇
の
臣
下（
従
一
位
の
人
臣
）で
あ
り
、
こ
れ
と
朝
鮮
国
王

が
対
等
礼
を
交
換
す
る
の
は
不
義
、と
い
う
の
で
す
。こ
れ

ら
が
将
来
へ
の
課
題
と
し
て
残
る
聘
礼
で
し
た
。

　
今
回
は
綱
吉
の
「
隣
国
使
臣
の
祖
廟
へ
の
参
詣
は
事
理

に
お
い
て
不
当
」と
す
る
意
向
も
あ
り
、日
光
参
詣
は
行
わ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
使
員
に
よ
る
密
輸
事
件

　
来
日
す
る
使
節
一
行
で
正
使
た
ち
を
悩
ま
せ
た
の
は
、

使
員
に
よ
る
密
輸
で
し
た
。
佐
須
奈
に
停
泊
中
の
こ
と
、

「
十
余
斤
（
一
斤
は
六
百
グ
ラ
ム
）人
参
を
薬
箱
に
混
ぜ
て

隠
し
て
お
り
」「
合
わ
せ
て
三
十
余
斤
の
人
参
を
、
使
行
の

衣
装
籠
の
中
に
隠
し
て
」「
そ
の
罪
の
軽
重
に
従
っ
て
厳
に

罰
を
与
え
、
品
物
を
全
て
没
収
」「
海
中
に
投
げ
捨
て
た
物

も
ま
た
多
い
」「
水
夫
が
持
っ
て
い
た
磁
器
を
皆
粉
砕
し
た
。

朱
紗
数
十
匹（
一
匹
は
二
反
）も
没
収
し
た
」、
等
と
、使
行

記「
東
槎
日
録
」「
東
槎
録
」は
記
録
し
て
い
ま
す
。　
　

　
使
員
に
は
出
発
前
に
王
府
か
ら
厳
し
く
注
意
さ
れ
て
い

た
の
で
す
が
、密
輸
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。彼
等
は
行
程

の
途
次
、日
本
で
密
売
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　
通
信
使
も
う
一
つ
の
使
命�

　
今
次
の
来
日
で
三
使
臣
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
任
務
が
あ

と
一
つ
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
対
馬
藩
と
の
交
渉
で
し
た
。

か
ね
て
対
馬
藩
の
念
願
で
あ
っ
た
新
倭
館
は
、
釜
山
草
梁

に
延
宝
六（
一
六
七
八
）年
に
完
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

朝
鮮
側
に
対
し
て
対
馬
藩
の
強
圧
的
な
姿
勢
が
増
大
し
て

行
き
ま
し
た
。そ
れ
と
、か
ね
て
朝
鮮
と
交
わ
し
た
約
条
の

内
容
を
越
え
た
貿
易
の
取
引
量
や
回
数
を
、
対
馬
藩
が
一

方
的
に
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、帰
路
府
中
で
討
議
が
な
さ
れ
、館

中
の
対
馬
人
の
規
律（
館
中
七
ケ
条
）の
厳
守
、貿
易
量
・
回

数
の
違
反
を
し
な
い
こ
と
等
が
申
し
合
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
浦
湾
の
眺
望�

　
佐
須
奈
に
着
い
た
一
行
は
、
六
月
二
十
一
日
鰐
浦
に
向

か
い
ま
し
た
が
、逆
風
で
進
め
ず
、大
浦
湾
に
入
り
ま
し
た
。

大
浦
湾
で
の
様
子
を「
東
槎
日
録
」は
、「
浦
口
の
広
さ
は
数

十
丈
に
も
な
り
、左
右
に
山
の
峰
が
取
り
巻
い
て
お
り
、島

や
洲
が
取
り
囲
ま
れ
て
風
が
微
か
で
、波
も
静
か
で
あ
る
。

船
を
停
泊
さ
せ
て
置
く
の
に
適
し
た
と
こ
ろ
」と
延
べ
、さ

ら
に
二
十
二
日
、「
午
後
に
一
行
中
の
某
々
が
、音
楽
を
奏

す
る
人
た
ち
と
一
緒
に
其
れ
其
れ
小
さ
な
倭
船
に
乗
っ
て
、

海
の
口
に
出
て
行
き
倭
人
た
ち
が
鰒
を
採
る
の
を
見
学
し

た
。海
岸
の
巨
石
は
削
ら
れ
た
よ
う
に
立
っ
て
い
て
、そ
の

高
さ
は
数
十
丈
に
も
な
る
。
波
濤
が
そ
の
根
底
を
打
っ
て

た
く
さ
ん
の
穴
を
開
け
て
い
た
。
そ
の
穴
か
ら
水
を
飲
ん

だ
り
吐
い
た
り
し
て
、
そ
の
音
は
恰
も
鐘
の
音
の
よ
う
に

朗
々
と
し
て
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
船
を
止
め
て
着
物
を
絡

げ
て
上
が
り
、
左
右
を
眺
め
る
と
海
も
天
も
果
て
し
な
く
、

瓢
瓢
然
と
し
て
恰
も
神
山
が
風
に
乗
っ
た
よ
う
な
気
が
し

た
」と
、雄
渾
な
上
対
馬
の
自
然
の
中
で
、
気
宇
壮
大
な
気

分
に
な
っ
た
こ
と
を
描
い
て
い
ま
す
。

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