
一

浮
世
絵
と
し
て
の
「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
を
考
え
る

寺
　
西
　
貞
　
弘

は
じ
め
に

　

小
稿
が
、
論
じ
よ
う
と
す
る
作
品
は
、「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
と
い
う
浮
世

絵
で
あ
る
。
三
枚
一
組
の
未
表
装
で
、
法
量
は
縦
三
八
・
〇
㎝
、
横
七
四
・
八
㎝
で

あ
る
。
和
歌
山
市
立
博
物
館
所
蔵
の
作
品
で
あ
る
。
作
期
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
同
博
物
館
で
展
示
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際

展
示
解
説
も
付
さ
れ
て
い
た①
。

　

同
博
物
館
は
、
歴
史
博
物
館
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
本
作
品
も
和
歌
山
の
幕
末
維

新
期
の
歴
史
を
語
る
資
料
と
し
て
、
展
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
近
世
史

を
専
攻
す
る
優
秀
な
学
芸
員
に
よ
っ
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
、
き
わ
め
て
適
切
に
扱

わ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
私
は
あ
る
大
学
の
博
物
館
実
習

を
担
当
し
て
お
り
、
本
作
品
を
通
し
て
、
浮
世
絵
の
特
徴
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
作
品
を
通
し
て
浮
世
絵
の
特
徴
を
何
点
か
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
本
作
品
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。
次
い
で
、「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」

と
い
う
作
品
が
、
和
歌
山
の
近
現
代
史
の
何
を
語
っ
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。
そ
し

て
、
最
後
に
本
作
品
の
浮
世
絵
と
し
て
具
備
し
て
い
る
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

一
　「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
の
概
要

　

本
作
品
の
現
状
及
び
法
量
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
本
作
品
は
、

か
つ
て
和
歌
山
市
立
博
物
館
が
開
催
し
た
特
別
展
「
幕
末
の
紀
州
藩
」（
会
期
：
二
〇

一
七
年
一
〇
月
二
一
日
～
一
一
月
二
六
日
）
に
お
い
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
展
示
さ

れ
た
。
そ
の
際
、
展
示
解
説
が
付
さ
れ
た
が
、
そ
の
解
説
が
、
同
特
別
展
の
図
録
に
、

次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

源
頼
朝
に
仮
託
し
て
徳
川
家
茂
の
再
上
洛
を
描
い
た
浮
世
絵
。
文
久
三
年
（
一

八
六
三
）
一
二
月
二
七
日
江
戸
を
出
発
し
た
家
茂
は
、
軍
艦
・
翔
鶴
丸
で
海
路

京
都
を
め
ざ
し
た
。
正
月
五
日
に
紀
州
大
島
へ
着
き
串
本
浦
に
上
陸
、
六
日
に

由
良
浦
へ
到
着
、
西
北
風
が
激
し
か
っ
た
た
め
上
陸
し
、
翌
日
も
強
風
の
た
め

滞
在
し
た
。
八
日
に
由
良
浦
を
出
立
し
大
坂
城
に
入
城
、
一
五
日
に
二
条
城
へ

入
り
、
二
一
日
に
参
内
し
た
。

　

こ
の
解
説
で
は
、
ま
ず
「
源
頼
朝
に
仮
託
し
て
徳
川
家
茂
の
再
上
洛
を
描
い
た
浮

世
絵
」
と
言
い
切
り
、
そ
の
後
、
一
四
代
将
軍
家
茂
の
再
上
洛
の
日
程
を
詳
細
に
記

し
て
い
る
。
本
作
品
が
家
茂
再
上
洛
を
、
頼
朝
の
上
洛
に
仮
託
し
て
い
る
こ
と
は
事



二

実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
茂
再
上
洛
の
日
程
も
、
事
実
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
歴
史
展
示
の
解
説
と
し
て
は
全
く
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
な
に
ゆ
え
家
茂
再
上
洛
を
、
頼
朝
の
上
洛
に
仮
託
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
家
茂
の
再
上
洛
が
、
幕
末
の
紀
州
藩
に
と
っ
て
、
喫
緊

の
課
題
と
な
る
事
件
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
明
に
字
数
を
割
く
こ
と
を
憚
っ
た
の
で

あ
ろ
う②
。
し
か
し
、
本
作
品
が
頼
朝
上
洛
に
仮
託
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
背
景

に
こ
そ
が
、
本
作
品
が
浮
世
絵
で
あ
る
こ
と
の
大
き
な
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
に
言
及
す
る
前
に
、
本
作
品
の
構
図
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

本
作
品
は
、
三
枚
一
組
で
あ
る
。
そ
の
三
枚
を
、
向
か
っ
て
右
か
ら
第
一
～
三
紙

と
、
以
下
呼
称
す
る
。
第
一
紙
右
上
に
、
四
角
に
囲
ん
だ
黄
色
地
に
、
墨
字
で
「
源

頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
と
い
う
一
一
文
字
が
四
行
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

本
作
品
の
画
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
品
は
、
こ
の
画
題
に
よ
っ
て
、
間
違
い

な
く
源
頼
朝
が
上
洛
し
た
事
実
を
主
題
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

第
一
紙
右
下
に
、
四
角
囲
み
で
赤
地
に
墨
字
で
「
五
雲
亭
貞
秀
画
」
と
あ
り
、
第

二
紙
左
下
と
第
三
紙
左
下
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る③
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
五
雲
亭
貞

秀
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
の
版
下
を
描
い
た
浮
世
絵
師
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三

紙
左
下
の
「
五
雲
亭
貞
秀
画
」
の
左
側
に
、
四
角
囲
み
の
黄
色
地
に
「
山
本
平
吉
梓
」

と
あ
る
。
梓
は
、
木
版
の
素
材
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
出
版
そ
の

も
の
を
「
上
梓
」
と
言
い
慣
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
本
平
吉
が
本
作
品
の
出

版
者
、
す
な
わ
ち
版
元
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
版
元
の
左
側
に
、
四
角

囲
み
が
な
く
、「
片
岡
彫
長
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
彫
長
が
名
前
と
は
思
わ
れ
な
い
。

片
岡
某
が
彫
師
た
ち
の
長
を
務
め
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

源頼朝公上洛官位之図
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存
在
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

紫
宸
殿
を
警
護
す
る
左
近
衛
府
が
、
天
皇
か
ら
見
て
左
手
の
桜
の
木
の
あ
た
り
に

陣
取
り
、
右
近
衛
府
が
天
皇
か
ら
見
て
右
手
の
橘
の
木
の
あ
た
り
に
陣
取
っ
た
こ
と

か
ら
、「
左
近
の
桜
、
右
近
の
橘
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
宮
殿
は
、
内
裏
紫
宸
殿
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
霞
の
下
で
は
、
船
で
上
洛
す
る
頼
朝
を
描
い
て
お
り
、
霞

の
上
で
は
、
そ
の
頼
朝
が
た
ど
り
着
い
た
内
裏
紫
宸
殿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

頼
朝
の
こ
と
な
っ
た
時
間
に
お
け
る
行
為
を
、
一
面
の
図
画
に
仕
上
げ
た
、
ま
さ
し

く
異
時
同
図
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
頼
朝
は
上
洛
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
頼
朝
の
上
洛
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か⑤
。『
吾
妻
鑑
』
に
基
づ
い
て
、
彼
の
上
洛
の
様

子
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
て
、
反
武
装
勢
力
を
一
掃
し
た
頼

朝
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
一
〇
月
三
日
に
、
精
兵
一
千
余
を
引
き
連
れ
て
鎌

倉
を
出
発
す
る
。
先
陣
を
畠
山
重
忠
が
、
後
陣
を
千
葉
常
胤
が
つ
と
め
、
頼
朝
自
身

は
黒
毛
の
名
馬
に
ま
た
が
っ
た
と
い
う
。
途
中
父
義
朝
の
最
期
の
地
で
あ
る
尾
張
国

の
野
間
な
ど
を
巡
り
な
が
ら
、
一
一
月
七
日
に
上
洛
し
、
一
一
日
に
後
白
河
法
皇
に

拝
謁
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
正
二
位
権
大
納
言
・
右
近
衛
大
将
の
任
官
叙
位
を
受
け

て
い
る
。

　

し
か
し
、
一
二
月
四
日
に
は
こ
の
位
階
・
官
職
を
辞
退
し
、
一
四
日
に
は
鎌
倉
に

帰
っ
て
い
る
。
頼
朝
は
、
朝
廷
と
の
い
さ
か
い
を
避
け
る
た
め
、
従
順
に
上
洛
し
、

官
位
と
官
職
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
頼
朝
自
身
が
朝
廷
の
序
列
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
頼
朝
が
開
い
た
鎌
倉
幕
府
を
、
朝

廷
か
ら
隔
絶
し
た
存
在
に
位
置
づ
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
上
洛
は
、
生
涯

　

第
一
紙
の
右
上
か
ら
第
三
紙
の
左
下
に
か
け
て
、
画
面
を
二
分
す
る
よ
う
に
斜
め

に
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
。
そ
の
霞
の
下
に
は
、
波
を
切
っ
て
進
む
船
舶
が
描
か
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
源
頼
朝
が
上
洛
の
た
め
に
乗
船
し
て
い
る
船
舶
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
、
海
岸
線
と
山
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
一
紙
に
は
、
上
部
に
右
か
ら
「
カ
ツ
ラ
キ
山
」「
ニ
上
岳
」「
イ
コ
マ
山
」
と
あ
り
、

そ
の
下
に
右
か
ら
「
堺
」「
住
吉
」「
大
坂
」
と
沿
岸
の
地
名
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、

第
二
紙
に
は
上
部
に
右
か
ら
「
イ
バ
ラ
キ
山
」「
ミ
ノ
ヲ
山
」
と
あ
り
、
そ
の
下
に
は

や
は
り
右
か
ら
「
尼
ケ
サ
キ
」「
西
ノ
宮
」「
ナ
ダ
」
と
沿
岸
地
名
が
見
え
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ら
の
地
名
の
配
置
か
ら
見
て
、
描
か
れ
て
い
る
船
舶
は
大
阪
湾
を
北
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

霞
の
上
に
は
、
衣
冠
束
帯
姿
の
貴
族
た
ち
が
居
並
ぶ
宮
殿
が
描
か
れ
て
い
る
。
衣

冠
束
帯
の
貴
族
た
ち
が
平
伏
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
宮
殿
の
中
に

天
子
が
南
面
北
坐
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
紙
左
上
部
に
、
桜
と
思
わ
れ
る
樹

木
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
紙
中
ほ
ど
や
や
下
部
に
緑
葉
を
茂
ら
せ
た
樹

木
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
か
ら
見
て
左
手
に
桜
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
左

近
の
桜
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
青
葉
を
茂
ら
せ
て
い
る
樹
木
は
、

そ
れ
に
対
応
す
る
右
近
の
橘
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
事
談
』
に
よ
る
と
、
平
安
遷
都
の
際
に
桓
武
天
皇
が
、
紫
宸
殿
の
前
庭
に
梅
の

木
を
植
え
ら
れ
た
が
、
承
和
年
中
に
枯
れ
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
仁
明
天
皇

が
改
め
て
梅
を
植
え
ら
れ
た
が
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
の
内
裏
焼
亡
の
際
に
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
内
裏
造
営
の
際
に
、
式
部
卿
重
明
王
が
自
ら
の
家
か
ら

桜
を
移
し
て
植
え
た
と
い
う④
。
以
来
、
紫
宸
殿
の
前
庭
の
こ
の
位
置
に
は
、
梅
で
は

な
く
桜
が
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
橘
は
内
裏
造
営
以
前
か
ら
こ
の
地
に
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第
三
代
将
軍
家
光
は
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
上
洛
し
て
い
る
が
、
将
軍
と

し
て
で
は
な
く
、
世
子
と
し
て
秀
忠
に
付
き
従
っ
て
の
上
洛
で
あ
っ
た
。
家
光
が
将

軍
と
し
て
上
洛
し
た
の
は
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行

幸
を
迎
え
る
た
め
の
上
洛
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
寛
永
一
一
年
に
も
、
紫
衣
事
件
に

よ
っ
て
冷
え
込
ん
だ
幕
朝
関
係
を
修
正
す
る
た
め
に
上
洛
し
て
い
る⑥
。
そ
し
て
、
そ

れ
以
後
の
江
戸
幕
府
将
軍
は
、
永
ら
く
上
洛
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）、
勅
使
供
応
役
を
命
じ
ら
れ
た
浅
野
内
匠
頭
長
矩
が
、

高
家
吉
良
上
野
介
義
央
を
、
江
戸
城
内
松
の
廊
下
で
切
り
つ
け
た
赤
穂
事
件
は
有
名

で
あ
る
。
こ
の
時
の
勅
使
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
生
母
で
あ
る
桂
昌
院
（
玉
の
方
）

に
、
女
性
と
し
て
は
前
代
未
聞
の
従
一
位
を
授
け
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
。
幕
府
の
権
威
が
上
が
る
と
、
上
洛
し
て
天
皇
の
前
に
ひ
れ
伏
す
こ
と
も
せ
ず
、

勅
使
を
江
戸
ま
で
下
向
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
紀
州
藩
出
身
で
八
代
将
軍
を
襲
職

し
た
吉
宗
も
、
将
軍
宣
下
は
下
向
し
て
き
た
勅
使
に
よ
っ
て
、
江
戸
城
内
で
享
保
元

年
（
一
七
一
六
）
八
月
一
三
日
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
幕
末
に
な
っ
て
、
幕
府
の
権
威
が
下
降
す
る
と
、
江
戸
幕
府
将
軍
と
云

え
ど
も
、
上
洛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
皇

女
和
宮
の
降
嫁
を
受
け
た
一
四
代
将
軍
家
茂
は
、
朝
廷
の
攘
夷
実
行
を
求
め
る
要
求

に
こ
た
え
て
、
文
久
三
年
三
月
四
日
に
江
戸
幕
府
将
軍
と
し
て
は
二
二
九
年
ぶ
り
に

上
洛
し
て
い
る⑦
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
幕
府
将
軍
が
朝
廷
に
呼
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
家
茂
は
、
三
千
の
精
兵
を
引
き
連
れ
て
、
金
扇
の
馬
印
を

先
頭
に
掲
げ
て
、
陸
路
で
上
洛
し
て
い
る
。

　

朝
廷
の
求
め
る
攘
夷
の
過
激
さ
に
恐
れ
を
な
し
て
、
家
茂
は
大
坂
か
ら
海
路
江
戸

に
帰
っ
て
い
る
。
本
作
品
は
、
先
に
見
た
通
り
、
北
に
向
か
っ
て
船
舶
が
進
ん
で
い

こ
の
一
度
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
洛
は
そ
の
後
に
辞
退
し
た
と
は
い
え
、

ま
さ
し
く
官
と
位
を
受
け
る
た
め
の
上
洛
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
と
い
う
画
題
は
、
ま
さ
し
く
的
を
射

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
一
千
の
精
兵
を
引
き
連
れ
、
黒
毛
の

名
馬
に
ま
た
が
っ
て
鎌
倉
を
出
発
し
た
こ
と
や
、
尾
張
国
野
間
な
ど
を
巡
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
海
路
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
陸
路
を
取
っ
て
上
洛
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
船
で
の
上
洛
を
描
い
て
い
る
本
作
品
は
、
頼
朝
の
上

洛
を
描
く
と
い
い
な
が
ら
も
、
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
　「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
か

　

頼
朝
は
陸
路
を
採
っ
て
上
洛
し
た
。
し
か
し
、
本
作
品
は
、
頼
朝
が
海
路
で
上
洛

し
た
と
強
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
的
外
れ
な
強
弁
を
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
代
将
軍
と
呼
ば
れ
た
存
在
は
、
日
本
史
上
多
く
数
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
く
に
、
洛
中
室
町
に
幕
府
を
置
い
た
室
町
幕
府
の
歴
代
将
軍
は
、
京

都
で
生
活
し
て
い
た
が
、
京
洛
を
遠
く
離
れ
た
鎌
倉
幕
府
・
江
戸
幕
府
の
将
軍
は
、

天
皇
に
拝
謁
し
よ
う
と
思
え
ば
、
き
わ
め
て
遠
い
上
洛
の
旅
に
出
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
幕
府
将
軍
も
江
戸
幕
府
将
軍
も
、
上
洛
を
し
た
将
軍
は
、
い
た

っ
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
将
軍
の
場
合
、
初
代
将
軍
家
康
は
、
豊
臣
氏
が

健
在
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
表
面
上
臣
従
の
行
動
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

上
洛
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
二
代
将
軍
秀
忠
は
、
慶
長
一
六
年
（
一
六
〇
五
）
に
将

軍
襲
職
後
の
二
月
に
一
六
万
の
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
て
い
る
。
新
将
軍
と
し
て
の

武
威
を
朝
廷
に
見
せ
つ
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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三
　
浮
世
絵
で
あ
る
こ
と
の
意
味

　

本
作
品
を
一
見
し
て
、
大
き
な
違
和
感
を
懐
く
の
は
、
画
題
を
「
源
頼
朝
公
上
洛

官
位
之
図
」
と
し
な
が
ら
も
、
霞
の
下
に
描
か
れ
て
い
る
船
舶
が
外
輪
蒸
気
船
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
船
舶
が
、
頼
朝
が
活
躍
し
た
平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
に
存
在

す
る
は
ず
の
な
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
家
茂
が
再
上
洛
を
果
た

し
た
際
に
、
乗
船
し
て
い
た
翔
鶴
丸
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
ア
メ
リ
カ
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
建
造
さ
れ
た
商
船
で
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
デ
ン
ト
組
合
を
通
し
て
、
一
四
五
、〇
〇
〇
ド
ル
で
江
戸
幕
府
が
購
入
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
翔
鶴
丸
は
木
造
船
で
は
あ
っ
た
が
、
間
違
い
な
く
外
輪
蒸
気
船
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
頼
朝
が
乗
船
し
て
い
た
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
船
舶
は
、
家
茂
が
再

上
洛
の
際
に
乗
船
し
て
い
た
翔
鶴
丸
を
正
確
に
描
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
本
作
品
の
編
者
は
、
家
茂
の
再
上
洛
を
正
確
に
把
握
し
な
が
ら
も
、
本
作

品
を
あ
え
て
、
頼
朝
の
上
洛
で
あ
る
と
強
弁
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

学
芸
員
が
、
絵
画
を
展
示
す
る
際
に
も
っ
と
も
困
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
絵
画
の

本
紙
に
、
画
題
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
箱
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
画
題
を
決
め
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
箱
書
き
さ

え
も
な
い
場
合
は
、
学
芸
員
の
知
識
に
よ
っ
て
画
題
を
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、
井
戸
の
そ
ば
に
、
幼
い
男
女
を
描
か
れ
て
い
る
構
図
の
絵
が
あ
っ
た
と

し
よ
う
。
そ
れ
を
一
目
見
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
物
語
を
、
学
芸
員
は
即
座

に
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
幼
い
男
女
が
井
戸
の
そ
ば
で
と
も
に
遊
び
、
や
が
て
成

長
し
て
結
ば
れ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ
の
際
、
成
長
し
た
男
は
、「
筒
井
つ
ゝ
の　

井
筒
に
か
け
し　

ま
ろ
が
た
け　

過
ぎ
に
け
ら
し
な　

妹
見
ざ
る
ま
に
」
と
詠
じ
て

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

文
久
四
年
（
元
治
元
年
）
正
月
一
五
日
に
は
、
再
び
上
洛
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
は

翔
鶴
丸
に
乗
船
し
て
海
路
を
用
い
て
い
る
。
海
路
の
上
洛
で
あ
れ
ば
、
そ
の
供
揃
え

は
乗
船
で
き
る
人
数
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
幕
府
財
政
は
そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
逼
迫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
家
茂
は
、
五
月
一
六
日
に
大
坂
か
ら
江
戸

に
向
か
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
源
頼
朝
は
確
か
に
上
洛
を
し
た
が
、
船
で
上
洛
し
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
頼
朝
の
上
洛
は
、
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
り
、
本
作
品
に
描
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
左
近
の
桜
に
花
が
咲
い
て
い
る
こ
と
は
絶
対
に
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
史
上
、
船
で
上
洛
し
た
将
軍
は
、
幕
末
の
徳
川
家
茂
以

外
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
家
茂
の
上
洛
は
、
文
久
三
年
が
三

月
か
ら
で
あ
り
、
文
久
四
年
の
そ
れ
は
、
正
月
か
ら
五
月
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に

し
て
も
上
洛
中
に
左
近
の
桜
は
花
を
咲
か
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
作
品
は
、
画
題
を
「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
と
強
弁
し
て

い
る
が
、
実
は
徳
川
家
茂
の
再
上
洛
を
描
い
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
を
展
示
し
、
そ
の
解
説
を
施
し
た
学
芸
員
の
見
識
は
正
鵠
を

得
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
事
実
が
あ
り
な
が
ら
も
、
本

作
品
が
「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
で
あ
る
と
強
弁
す
る
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う

な
事
情
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
本
作
品
が
浮
世
絵
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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あ
ろ
う⑧
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
作
品
は
江
戸
幕
府
と
は
関
係
の
な
い
、
は
る
か
昔
の
鎌
倉

幕
府
初
代
将
軍
頼
朝
の
上
洛
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
強
弁
し
、
家
茂
の
再
上
洛
を

描
い
た
も
の
で
は
な
い
と
、
あ
え
て
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
作
品
だ
け
で

な
く
、
浮
世
絵
に
は
、
画
題
が
本
紙
上
に
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
明
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
画
題
は
、
作
品
が
描
く
意
図
を
、
故
意
に
正
確
に
表
現
し
て
い

な
い
こ
と
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う⑨
。
浮
世
絵
を
読
む
楽
し
さ
は
、
明
示
さ

れ
た
画
題
の
裏
に
、
制
作
者
（
絵
師
・
版
元
）
が
、
本
当
は
何
を
語
り
た
か
っ
た
の

か
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

大
和
絵
に
し
て
も
、
文
人
画
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
注
文
に
よ
る
制
作

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
完
成
後
に
必
ず
現
金
収
入
が
見
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
浮
世
絵
は
大
和
絵
や
文
人
画
に
比
し
て
安
価
で
は
あ
る
が
、
不
特
定
多
数

の
庶
民
の
購
入
に
よ
っ
て
、
初
め
て
現
金
収
入
が
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

庶
民
の
浮
世
絵
購
入
を
促
す
た
め
に
は
、
現
代
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
庶
民
が
最
も
喜
ぶ
強
者
（
幕
府
）
を
批
判
す
る
内
容
を
描
く
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
論
の
自
由
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
現
代
と
は
異
な
り
、

前
近
代
に
お
い
て
は
、
必
ず
や
幕
府
批
判
を
行
え
ば
、
罰
則
を
伴
う
こ
と
が
見
込
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
強
者
批
判
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
、
過
去

の
出
来
事
に
な
ぞ
ら
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
作
品
の
場
合
、
幕
府
の
権
威
失
墜
を
揶
揄
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
描
き
な
が

ら
、
そ
れ
が
頼
朝
の
上
洛
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
、
強
弁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

幕
府
か
ら
の
罰
則
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う

な
意
図
が
あ
る
な
ら
ば
、
文
久
四
年
の
再
上
洛
よ
り
も
、
文
久
三
年
の
二
二
九
年
ぶ

り
の
最
初
の
上
洛
を
描
い
た
方
が
、
よ
り
衝
撃
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

い
る
。
井
戸
（
井
筒
）
の
そ
ば
で
幼
く
遊
ん
で
い
た
が
、
私
の
身
長
は
あ
な
た
を
少

し
見
な
い
う
ち
に
、
成
長
し
て
井
戸
枠
よ
り
も
背
が
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
詠

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
画
題
を
本
紙
に
記
し
て
い
る
場
合
は
滅
多

に
な
い
。
せ
い
ぜ
い
上
記
の
和
歌
を
讃
と
し
て
記
し
て
い
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
も
、
構
図
や
賛
の
和
歌
を
一
目
見
れ
ば
、
学
芸
員
は
そ
の
作
品
を
「
筒
井
筒
図
」

と
名
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
作
品
は
画
題
を
「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
と
し
て
明
示
し
て

く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
限
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
上
述

し
た
よ
う
に
、
本
来
家
茂
の
再
上
洛
を
描
い
て
い
る
は
ず
の
本
作
品
を
、
頼
朝
の
上

洛
で
あ
る
と
強
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
絵
師
や
版
元
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
作
品
が
家
茂
の
上
洛
を
正
確
に
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
誤
っ
て
頼
朝
の
上
洛
で
あ
る
と
記
し
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
幕
府
将
軍
家
は
、
そ
の
権
威
の
高
さ
か
ら
、
将
軍
宣
下
さ
え
も
、
上
洛
す
る

こ
と
な
く
、
勅
使
を
下
向
さ
せ
て
済
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
代
将

軍
家
光
以
後
の
江
戸
幕
府
将
軍
家
は
、
き
わ
め
て
高
い
権
威
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
四
代
将
軍
家
茂
の
時
代
に
至
っ
て
、
二
二
九
年
ぶ
り
に
朝
廷
の
命

令
に
従
っ
て
、
上
洛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
幕
府
将

軍
家
の
権
威
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
失
墜
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
作
品

の
制
作
者
（
版
元
・
浮
世
絵
師
）
た
ち
は
、
そ
の
失
墜
し
た
将
軍
家
の
権
威
を
揶
揄

し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
直
接
的
に
描
け
ば
、
本
作
品
の
絵
師
や
版
元
は
、
権
威
が

失
墜
し
て
い
た
と
い
え
ど
も
、
な
お
健
在
な
幕
府
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
必
定
で
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で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

①		

『
幕
末
の
紀
州
藩
』（
和
歌
山
市
立
博
物
館
特
別
展
図
録
、
二
〇
一
七
）。

②		

第
一
四
代
将
軍
家
茂
は
、
御
三
家
紀
州
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
が
、
第
一
三
代
将
軍
家

定
の
急
逝
に
よ
っ
て
将
軍
職
を
一
三
歳
で
襲
職
し
た
。
そ
の
た
め
、
出
身
母
体
で
あ
る

紀
州
藩
は
、
将
軍
家
茂
の
動
向
に
極
め
て
過
敏
で
あ
っ
た
。

③		

五
雲
亭
貞
秀
は
、
浮
世
絵
師
歌
川
貞
秀
（
文
化
四
年
＝
一
八
〇
七
～
明
治
一
二
年
＝

一
八
七
九
）
で
あ
る
。
五
雲
亭
は
、
彼
の
初
期
の
雅
号
。

④		

倉
本
一
宏
編
『
古
事
談
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二
一
）
に
よ
る
。

⑤		

源
頼
朝
の
生
涯
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
石
井
進
『
鎌
倉
幕
府
』（
中
公
文
庫
、
日
本
の

歴
史
七
、
一
九
七
四
）
を
参
照
し
た
。

⑥		

寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
後
水
尾
天
皇
が
、
慣
例
に
従
っ
て
幕
府
に
無
断
で
妙
心

寺
・
大
徳
寺
な
ど
の
高
僧
に
紫
衣
の
着
用
を
許
可
し
た
こ
と
か
ら
、
幕
府
と
朝
廷
の
関

係
は
悪
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
後
水
尾
天
皇
は
幕
府
の
態
度
に
怒
っ
て
寛
永
六
年
に
退

位
し
た
。

⑦		

徳
川
家
茂
の
生
涯
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
篠
田
達
明
『
徳
川
将
軍
家
十
五
代
の
カ
ル

テ
』（
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
し
た
。

⑧		

喜
多
川
歌
麿
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
豊
臣
秀
吉
の
醍
醐
の
花
見
を
題
材
に
、

浮
世
絵
「
太
閤
五
妻
洛
東
遊
覧
之
図
」
を
描
い
た
が
、
政
策
担
当
者
を
揶
揄
す
る
こ
と

に
対
し
て
、
幕
府
の
怒
り
に
触
れ
、
五
〇
日
の
手
鎖
に
処
せ
ら
れ
、
版
元
も
財
産
の
半

分
を
没
収
さ
れ
て
い
る
。

⑨		

浮
世
絵
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
藤
懸
静
也
『
浮
世
絵
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
三
）
を
参

照
し
た
。

し
か
し
、
船
舶
で
の
上
洛
と
い
う
前
代
未
聞
の
上
洛
こ
そ
が
、
庶
民
の
記
憶
に
強
く

印
象
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
外
輪
蒸
気
船
を
描
け
ば
、
画

題
で
頼
朝
の
上
洛
と
明
示
し
な
が
ら
も
、
庶
民
は
そ
れ
を
即
座
に
家
茂
の
再
上
洛
だ

と
納
得
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

小
稿
は
、
浮
世
絵
「
源
頼
朝
公
上
洛
官
位
之
図
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
ま

ず
最
初
に
、
本
作
品
の
構
図
を
観
察
し
た
。
次
い
で
、
頼
朝
の
上
洛
に
関
す
る
事
実

関
係
を
整
理
し
、
頼
朝
が
海
路
上
洛
し
た
事
実
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

海
路
上
洛
し
た
将
軍
は
、
江
戸
幕
府
一
四
代
将
軍
家
茂
以
外
に
存
在
し
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
。

　

最
後
に
、
明
ら
か
に
家
茂
の
再
上
洛
を
描
き
な
が
ら
も
、
頼
朝
の
上
洛
で
あ
る
と

強
弁
す
る
背
景
を
考
え
た
。
家
茂
の
再
上
洛
は
幕
府
の
威
武
が
低
落
し
た
こ
と
を
如

実
に
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
揶
揄
す
る
た
め
に
本
作
品
は
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
直
接
的
に
表
現
す
れ
ば
、
幕
府
か
ら
の
叱
責
を
受
け
る
こ
と

は
目
に
見
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
画
題
を
頼
朝
の
上

洛
と
し
た
も
の
と
考
察
し
た
。

　

浮
世
絵
は
、
大
和
絵
や
文
人
画
と
は
異
な
り
、
注
文
制
作
で
は
な
く
、
不
特
定
多

数
の
庶
民
の
購
買
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
庶
民
が
最
も
興

味
を
懐
く
政
策
批
判
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
江
戸
幕
府
将
軍
の
権
威
の
失

墜
を
示
す
家
茂
の
上
洛
は
、
庶
民
を
喜
ば
せ
る
格
好
の
話
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
本
作
品
は
、
浮
世
絵
の
基
本
的
な
性
格
を
具
備
し
た
作
品




