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「
関
西
か
ら
の
報
告
」

二
七
回
生

林

裕

一
.
小
川
東
吾
先
生
を
訪
ね
て

昨
年
の
秋
本
会
会
員
の
某
君
か
ら
の
託
が
あ
っ
て
千
二

小
学
校
、
一
中
の
先
生
を
し
て
お
ら
れ
、
現
在
伊
勢
に
お
ら
れ

る
小
川
東
五
口
先
生
の
お
宅
を
訪
ね
た
。
奥
さ
ん
を
二
十
年
前
に

亡
く
さ
れ
そ
の
間
お
独
り
で
あ
る
。
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が
週
1
回

来
ら
れ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
お
食
事
も
毎
日
三
食
き

ち
っ
と
食
べ
て
お
ら
れ
る
。
業
者
に
任
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、

お
庭
も
き
れ
い
に
努
定
し
て
お
ら
れ
る
。
8
7
歳
に
も
拘
ら
ず

し
っ
か
り
し
て
お
ら
れ
る
。
煎
茶
の
心
得
が
あ
る
の
か
お
尋
ね

し
た
こ
と
は
な
い
が
い
つ
行
っ
て
も
美
味
し
い
お
茶
を
入
れ

て
く
だ
さ
る
。
私
は
8
0
歳
を
超
え
て
も
き
ち
ん
と
し
て
い
る

自
信
が
な
い
。
い
つ
起
き
て
も
自
由
、
ど
ん
な
服
装
、
例
え
ば

パ
ジ
ャ
マ
で
家
の
中
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
て
も
、
勝
手
な
の
で

神
路
山
に
続
く
鼓
ケ
岳
が
借
景
と
し
て
も
美
し
く
見
ら
れ
る
。

先
生
は
ス
カ
イ
プ
を
使

っ
て
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
、
台
湾
、
香

港
の
生
徒
さ
ん
に
英
語
や
日
本
語
を
教
え
て
お
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
先
生
に
お
尋
ね
し
た
。
教
師
と
一
言
う

職
業
を
し
て
い
た
以
上
、
そ
れ
は
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
生
徒
の
目
が
あ
る
か
ら
だ
と
言
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
先
生
白
く
生
徒
や
そ
の
ご
家
族
が
支
え
て
く
れ
て
い
る
、

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
そ
う
で
し
ょ
う
。

現
役
の

時
、
生
徒
に
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
話
し
て
い
た
の
に
、
同
引
退
し

た
ら
、
『
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
た
?
』
と
言
う
訳
に
は
い
か
な

い
の
だ
。
」
と
仰
る
。
先
の
庭
木
の
努
定
も
端
正
で
あ

っ
て
欲

し
い
し
、
雑
草
が
茂
る
庭
で
は
感
心
し
ま
せ
ん
ね
。
キ
チ

ッ
と

し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
る
。

リ
ビ
ン
グ
や
玄
関
に
は
写
真
や
絵

画
が
飾
っ
て
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
場
所
を
得
た
よ
う
に
生
き

生
き
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
生
徒
さ
ん
が
よ
く
訪
ね
て
来
て

く
れ
、
話
に
花
の
咲
く
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
れ
る
そ
う
だ
。
そ

う
、
教
え
子
の
お
子
さ
ん
が
ガ
ラ
ス
屋
さ
ん
に
な
り
、
東
吾
先

生
に
二
重
サ
ッ
シ
を
勧
め
た
。
東
五
口
先
生
は
省
エ
ネ
の
た
め
購

入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
庭
が
見
え
る
窓
だ
け
は
そ
れ
に
し
な

い
で
ほ
し
い
と
注
文
さ
れ
た
。
と
一言
う
の
は
二
重
ガ
ラ
ス
で
あ

る
と
若
干
自
然
の
色
で
な
く
な
る
と
言
う
こ
と
ら
し
い
。
先
生

は
そ
こ
ま
で
生
活
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
の
ガ
ラ
ス
屋
さ

ん
も
「
東
吾
先
生
の
生
活
を
楽
し
む
余
裕
が
羨
ま
し
い
」
と
言

っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。

確
か
に
先
生
の
お
庭
か
ら
神
宮
の

も
ち
ろ
ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
現
在
は
お
二
人
ら
し
い
が
、

一
人
の
方
近
く
の
松
阪
の
中
国
人
に
も
教
え
て
お
ら
れ
る
。
こ

の
方
は
お
礼
の
気
持
ち
も
あ
っ
て
か
お
子
さ
ん
同
伴
で
来
ら
れ
、

庭
の
草
取
り
を
さ
れ
た
り
、
菜
園
を
耕
し
た
り
、
何
か
と
手
助

け
を
し
て
く
だ
さ
る
そ
う
だ
。
パ
ソ
コ
ン
を
駆
使
さ
れ
、
ス
カ

イ
プ
を
さ
れ
、
ま
た
写
真
な
ど
を
ト
リ
ミ
ン
グ
な
ど
編
集
さ
れ

た
り
も
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

今
何
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
か
と
お
尋
ね
す
る
と
奥
さ

ん
を
亡
く
さ
れ
、
落
ち
込
ん
で
い
た
頃
は
「
永
井
荷
風
の
『
断

腸
亭
日
常
(
荷
風
が
住
ん
で
い
た
新
宿
区
余
丁
町
の
家
を
彼
が

腸
を
患
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
そ
う
名
づ
け
、
日
乗
は
日
記

の
こ
と
、

E
コ
(
大
正

6
)
年

9
月
1

7
日

1
死
の
前
日

戸
申
詔
(
昭
和
ω
品
)
年
串
月
包
日
ま
で
続
い
た
)
』
を
読
ん
で
お
ら

れ
、
「
難
解
な
漢
字
が
多
く
、
辞
書
な
し
で
は
読
め
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
格
調
高
い
硬
派
を
思
わ
せ
る
鋭
い
評
論
に
心
を
奪
わ
れ
、

独
居
し
な
が
ら
あ
れ
程
の
作
品
を
書
か
れ
た
荷
風
に
心
を
う
た

れ
ま
し
た
。
最
近
は
外
山
滋
比
古
の
随
筆
を
読
ん
で
い
る
時
、

「
浜
ま
で
は
海
女
も
蓑
着
る
時
雨
か
な
」
と
言
う
句
に
出
会

い
、
余
生
を
生
き
る
指
針
を
示
唆
さ
れ
た
。
」
と
話
さ
れ
た
。

こ
の
句
は
江
戸
時
代
の
俳
人
の
滝
瓢
水
の
句
で
禅
僧
が

瓢
水
を
訪
ね
て
来
た
と
き
に
風
邪
気
味
だ
っ
た
の
で
薬
を
貰
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い
に
行
っ
た
こ
と
を
禅
僧
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
に
ど
う
せ
海

女
だ
か
ら
濡
れ
る
の
だ
け
れ
ど
頂
い
た
命
を
大
切
に
す
る
、

せ
め
て
浜
ま
で
体
を
労
わ
ろ
う
と
言
う
句
「
浜
ま
で
は
海
女
も

蓑
着
る
時
雨
か
な
」
を
禅
僧
に
託
け
、
禅
僧
も
反
省
し
た
と

言
う
こ
と
ら
し
い
。
し
か
し
先
生
は
「
ど
う
せ

O
Oだ
か
ら
で

は
」
な
く
て
「
せ
め
て
命
の
あ
る
限
り
」
挑
戦
し
て
い
こ
う
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

先
生
の
お
話
の
中
に
「
何
回
も
千
二
小
で
本
当
に
随
分
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
今
あ
る
の
は
千
二
小
・
一
中
で
教
織
に
就

い
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
校
区
の
子
供
た
ち
ゃ
親
御
さ

ん
周
り
の
先
生
に
感
謝
し
き
れ
な
い
。
」
と

仰
る
。
そ
れ
に

時
々
「
私
は

1
5
歳
の
時
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
兄
と
二

人
で
小
舟
で
港
に
む
か
っ
て
い
た
時
、
突
風
に
煽
ら
れ
波
切

(
現
志
摩
市
大
王
町
波
切
)
の
沖
に
流
さ
れ
た
の
で
す
。
偶
然
に

異
変
を
感
じ
た
漁
師
さ
ん
に
助
け
て
頂
い
た
の
で
す
。
」
助
け
て

頂
い
た
人
々
に
対
し
て
も
精

一
杯
生
き
な
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
仰
る
。
先
の
「
浜
ま
で
は
海
女
も
蓑
着
る
時
雨
か

な
」
の
滝
瓢
水
の
句
に
通
ず
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

先
生
宅
を
辞
去
す
る
時
は
「
き
ち
っ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
反
省
す
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
先
生
何
時
ま
で
も
お

元
気
で
。

が
決
壊
し
、
こ
こ
か
ら
海
水
が
浸
入
し
汽
水
湖
に
な
っ
た
。
「
今

切
れ
た
」
か
ら
こ
こ
に
今
切
渡
し
が
出
来
、
今
切
関
所
が
出
来

た
。
渡
し
は
危
険
だ
っ
た
の
で
お
姫
様
な
ど
女
性
は
東
海
道
で

は
な
く
脇
街
道
つ
ま
り
奥
浜
名
の
姫
街
道
を
通
る
よ
う
に
な
り
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
宿
場
町
と
し
て
も
気
賀
が
栄
え
た
。
井
伊

家
が
気
賀
を
支
配
し
浜
名
湖
が
海
に
も
通
じ
る
こ
と
も
あ
っ

て
大
坂
や
江
戸
と
も
交
易
が
出
来
漁
業
も
盛
ん
に
な
り
ま

す
ま
す
栄
え
た
の
で
あ
る
。

ド
ラ
マ
館
は
相
変
わ
ら
ず
人
が

多
く
余
り
楽
し
む
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
の
で
簡
単
に
済
ま
せ
、

井
伊
谷
の
井
伊
家
の
菩
提
寺
飽
源

寺
に
行
く
。
写
真
の
よ
う
に
お
庭

は
素
晴
ら
し
い
。
お
庭
を
楽
し
ん

だ
後
、
本
堂
の
裏
に
井
伊
家
の
直

虎
、
直
政
が
記
ら
れ
て
い
る
墓
所

を
見
る
。
正
面
右
側
に
初
代
共
保

左
側
に
直
虎
の
実
父
直
盛
の
墓
が

新
し
い
。
そ
の
左
側
に
5
つ
の
古

い
少
し
小
さ
な
墓
が
並
ん
で
い
る
。

右
か
ら
直
盛
夫
人
直
虎
の
実
母
祐

ニ
.
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
『
直
虎
」
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
て
!

元
会
社
の
同
期
の
連
中
と
蒲
郡
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
た
の

で
直
虎
の
ふ
る
さ
と
井
伊
谷
と
気
賀
を
訪
問
し
た
。
私
は
こ

こ
数
年
大
河
ド
ラ
マ
の
ふ
る
さ
と
を
訪
ね
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
八
重
桜
」
で
は
会
津
へ
。
「
花
も
ゆ
」
で
は
松
陰
の
ふ
る
さ

と
萩
へ
、
「
長
田
丸
」
で
は
真
田
昌
幸
・
信
繁
(
幸
村
)
親
子
が
幽

閉
さ
れ
た
高
野
山
の
宿
坊
で
宿
泊
し
た
。
や
は
り
訪
問
す
る
と

ド
ラ
マ
の
理
解
が
早
く
な
る
し
、
楽
し
さ
も
増
え
る
。

温
泉
旅
館
を
後
に
し
て
大
河
ド
ラ
マ
を
全
体
的
に
理
解
す

る
た
め
に
ド
ラ
マ
館
を
訪
ね
る
が
、
人
が
多
く
そ
の
前
に
近

く
に
あ
る
気
賀
関
所
を
訪
ね
た
。
こ
れ
は
ふ
る
さ
と
創
生
事
業

(
平
成
元
年
)
に
よ
り
再
現
し
た
建
物
で
あ
る
。
当
時
の
関
所

の
雰
間
気
が
楽
し
め
る
。
本
当
の
関
所
跡
は
姫
街
道
の
入
り
口

近
く
の
気
賀
四
ツ
角
に
切
妻
破
風
の
屋
根
が
現
在
は
民
家
の
屋

般
と
し
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

少
し
気
賀
と
言
う
か
奥
浜
名
湖
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
そ

も
そ
も
浜
名
湖
は
淡
水
湖
で
あ
っ
た
。
琵
琶
湖
は
近
津
淡
海

(
ち
か
つ
あ
わ
う
み
て
浜
名
湖
は
遼
津
淡
海
(
と
お
つ
あ
わ
う

み
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
が
国
名
の
遠
江
(
と
お
と

う
み
)
の
語
源
に
な
っ
た
。

E
S
年
の
明
応
地
震
に
よ
り
砂
州

椿
尼
の
墓
、
直
虎
の
墓
、
直
親
の
墓
、
直
親
夫
人
の
墓
、
直
親

の
実
子
虎
松
後
の
直
政
の
墓
で
あ
る
。
直
親
の
墓
が
元
許
嫁
の

直
虎
の
墓
と
実
夫
人
の
墓
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
が
面
白
か
っ
た
。

先
人
た
ち
の
計
ら
い
か
ら
か
。
こ
の
墓
所
の
北
側
に
宮
内
庁
が

管
理
し
て
い
る
墓
が
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の

1

4幽
・
・
・
皇
子
宗
良
(
む
ね
よ
し
)
親
王
の
墓
で
あ
り
、

醤
-
-
・

東
側
の
表
へ
行
く
と
明
治
5
年
の
造
営
さ
れ

』

Z
・
・
・
・
た
弁
伊
谷
宮
に
な
っ
て
い
る
。
ど
っ
ち
か
ら

圃
圃
・
・
・

で
も
参
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

=喧
.. こ

の
宗
良
親
王
が
井
伊
谷
に
来
た
こ
と
は
後

昌
一
圃
圃
・
で
触
れ
る
。

闘
国
圃
同
行
し
た
仲
間
一
人
早
く
帰
り
た
い
と
言

剛
躍
苗
圃
う
の
で
高
台
に
あ
る
「
国
民
宿
舎
奥
浜
名

・
開
園
圃
・
湖
」
で
早
い
目
の
昼
食
を
と
っ
た
。
そ
こ
か

・
圃
司
国
国
ら
の
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、
眼
下
に
浜
名
湖

圃
・
E
・

に
通
ず
る
都
回
川
が
あ
り
、
気
賀
の
辺
り
で

・
園
田
圃
井
伊
谷
川
が
合
流
し
て
い
る
の
が
良
く
わ
か

・・・圃・る。

・
・
圃
遠
江
国
井
伊
谷
は
遠
い
北
田

「
井
の
国
」
と

l
l園
田
園
呼
ば
れ
、
清
ら
か
な
水
が
湧
き
出
る
美
し
山

間
の
地
で
あ
っ
た
。
龍
源
寺
に
近
い
団
地
の
中
に
そ
の
湧
き
出
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る
井
戸
が
あ
り
後
の
初
代
共
保
に
な
る
赤
子
が
宮
司
に
よ
り

井
戸
に
て
発
見
さ
れ
育
て
ら
れ
地
元
で
聡
明
な
評
判
に
な
っ

て
い
た
の
を
藤
原
北
家
の
流
れ
を
く
む
遠
江
田
司
藤
原
共
資

が
跡
取
り
が
居
な
か
っ
た
故
共
保
と
名
付
け
娘
婿
と
し
て
家

替
を
相
続
さ
せ
た
。
寛
仁
1
年
(
呂
コ
)
頃
の
話
で
あ
る
。
や

が
て
共
保
は
生
誕
の
地
で
あ
る
井
伊
谷
に
井
伊
谷
城
(
三
岳
城
)

を
築
い
て
移
り
込
み
家
名
も
藤
原
か
ら
井
伊
と
改
め
た
。
井
伊

家
の
始
祖
に
な
る
。
「
井
よ
り
出
生
す
る
故
、
井
桁
を
持
っ
て
旗

幕
の
紋
と
し
、
井
の
傍
ら
に
橘
の

一
頼
あ
り
、
橘
を
衣
類
の
紋

と
す
」
と
定
め
た
。
定
紋
を
橘
紋
で
替
紋
が
井
桁
紋
に
な
っ
た
。

足
利
尊
氏
が
光
明
天
皇
を
即
位
さ
せ
北
朝
を
、
後
醍
醐
天
皇

は
南
朝
を
打
ち
立
て
、
こ
こ
に
南
北
朝
時
代
が
始
ま
る
。
後
醍

醐
天
皇
は
多
く
の
皇
子
達
を
全
国
に
派
遣
し
、
勢
力
の
拡
大
を

図
っ
た
。
そ
の

一
人
が
先
に
ご
紹
介
し
た
宗
良
(
む
ね
よ
し
)
親

王
で
、
南
朝
方
の
の
荘
歯
「
気
賀
庄
」
に
あ
る
井
伊
谷
に
入
り

井
伊
家
の
助
け
を
借
り
て
南
朝
方
の
勢
力
拡
大
を
目
論
ん
だ
。

こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
足
利
尊
氏
は
足
利

一
族
の
今
川
範
囲

(
の
り
く
に
)
を
遠
江
国
守
護
職
と
し
て
送
り
込
ん
だ
。

建
武
4
年(戸
ωω
叶
)
今
川
範
国
は
井
伊
谷
を
攻
込
み
、

1
2
代

井
伊
道
政
は
三
方
ケ
原
で
迎
え
打
っ
た
が
、

三
岳
城
に
鐙
城
し

持
ち
こ
た
え
、
今
川
軍
は
箪
を
引
い
た
。
こ
れ
が
そ
の
後
幾

も
心
を
砕
い
た
。

浜
名
湖
の
周
辺
に
は
今
川
家
の
重
臣
達
が
城
を
持
っ
て
い
た
。

例
え
ば
戦
い
に
優
れ
て
い
た
大
沢
家
は
今
の
舘
山
寺
温
泉
で
あ

る
堀
江
城
を
持
っ
て
い
た
。
気
質
に
も
峠
械
を
造
れ
と
今
川
家
か

ら
指
示
が
あ
る
が
、
能
雲
丸
と
言
う
ド
ラ
マ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
に
「
城
は
要
ら
な
い
。
城
が
あ
れ
ば
攻
め
こ
ま
れ
る
」

と
言
い
な
が
ら
満
潮
時
に
は
船
が
な
け
れ
ば
攻
込
ま
れ
な
い

城
を
海
抜
1
m
の
城
を
造
り
始
め
る
。
直
虎
も
賛
成
す
る
が
・
:
。

碑
が
あ
る
だ
け
な
の
で
先
の
「
国
民
宿
舎
奥
浜
名
湖
」
の
高

台
か
ら
見
え
な
か
っ
た
。

永
禄
=
年

(
5
2
)
。
武
田
信
玄
は
駿
河
攻
略
を
目
指
し
、
信

玄
は
い
と
も
簡
単
に
駿
府
を
手
中
に
収
め
た
。
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
徳
川
家
康
も
遠
江
に
攻
込
み
、
形
勢
を
不
利
と
見
た

井
伊
谷
三
人
衆
が
家
康
の
陣
を
訪
ね
井
伊
谷
城
の
無
血
開
城

を
進
言
し
直
虎
も
許
順
の
意
を
表
し
た
。
し
か
し
今
川
側
に

つ
い
た
堀
川
城
の
周
辺
の
住
民
は
堀
川
城
に
館
城
し
抵
抗
を

続
け
た
。
翌
年
や
む
な
く
家
康
は
城
を
攻
込
み
、
気
賀
の
住
民

も
含
め
て
1
7
0
0
名
を
皆
殺
し
に
し
た
と
言
う
。
龍
雲
丸
の

心
配
し
て
い
た
通
り
に
な
っ
た
が
家
康
が
時
聞
が
か
か
っ
た

と
言
う
こ
と
は
確
か
に
龍
雲
丸
が
言
っ
た
通
り
攻
め
難
い
城

だ
っ
た
。
こ
の
戦
い
に
参
加
し
た
大
久
保
彦
左
衛
門
は
「
三
河

度
と
な
く
続
く
井
伊
家
と
今
川
家
の
戦
い
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

わ
ず
か
3
年
後
、

三
岳
城
の
上
に
大
平
城
ま
で
今
川
家
に
攻

略
さ
れ
、
親
王
は
信
濃
に
遂
げ
、
井
伊
家
は
北
朝
方
に
屈
服
す

る
。
応
安
3
年
(
H
2
0
)
九
州
探
題
今
川
了
俊
の
命
に
よ
り
。
南

朝
掃
討
の
た
め
井
伊
一
族
九
州
へ
出
兵
、
以
降
口
年
に
及
ぶ
長

期
戦
に
よ
り
多
く
の
家
臣
を
失
い
、
経
済
的
損
失
拡
大
し
た
。

永
正
7
年

(
5
5
)
N
O
代
城
主
井
伊
直
平
(
直
虎
の
曾
祖
父
)

今
川
氏
か
ら
の
従
属
を
脱
却
す
る
た
め
何
回
も
戦
い
(
永
正
の

乱
)
を
挑
む
が
結
局
留
年
後
天
文
5
年
(
H
E
U
)

の
9
代
当
主

今
川
義
元
の
懐
柔
策
に
よ
り
井
伊
谷
城
井
伊
家
に
変
換
さ
れ

る
も
直
平
の
娘
人
質
と
し
て
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
今
川
の
指

示
に
よ
り
戦
い
に
駆
り
出
さ
れ
特
に
桶
狭
間
の
戦
い
で
ま
た
、

今
川
か
ら
派
遣
さ
れ
た
家
老
職
小
野

一
派
に
よ
り
当
主
初
め
家

臣
も
多
く
失
っ
た
。
小
野

一
派
影
響
を
避
け
る
隠
棲
先
か
ら
戻

っ
て
来
た
次
期
井
伊
家
当
主
直
親
さ
え
も
徳
川
方
に
近
づ
い

た
疑
い
で
討
た
れ
、
し
か
も
そ
の
1
年
後
直
平
も
今
川
家
の
指

示
に
よ
り
毒
殺
さ
れ
た
。
こ
こ
に
井
伊
家

一
門
の
男
子
は
直
親

の
遺
児
虎
松
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
永
禄
8
年
(
H
g
g
出
家
し

て
い
た
次
郎
法
師
は
還
俗
し
井
伊
家
を
相
続
し
女
城
主
直
虎
と

な
っ
た
。
今
ま
で
便
宜
上
直
虎
と
称
し
て
い
た
が
こ
こ
で
初
め

て
直
虎
と
名
乗
り
、
遺
児
虎
松
を
次
期
城
主
と
育
て
る
こ
と
に

物
語
」
の
中
で
「
徳
川
勢
に
よ
る
撫
で
斬
り
」
と
残
し
て
い
る
。

飽
諌
寺
の
南
渓
和
尚
と
直
虎
の
母
で
あ
る
祐
椿
尼
が
供
養
し
た

と
一言
う
。
永
禄
お
年
(
H
m
g
)
今
川
氏
真
が
徳
川
家
康
に
降
伏
し
、

Nω
。
年
問
、
駿
河
・
遠
江
を
支
配
し
た
今
川
氏
が
滅
亡
し
た
。

元
亀
3
年
(
H

可
N
)

井
伊

一
一
族
は
遠
江
に
侵
攻
し
て
き
た
武
田

箪
と
仏
坂
の
戦
い
な
ど
で
井
伊
谷
城
を
明
け
渡
す
が
、
能
諌
寺

も
焼
失
。
家
康

三
方
ケ
原
に
て
信
玄
に
大
敗
す
る
。
翌
年
早
々

井
伊
谷
も
放
火
さ
れ
る
。
信
玄
発
病
の
為
、
帰
国
途
中
に
。

天
正
3
年
(
H
m
吋
凹
)
虎
松
(
直
政
)
広
歳
の
時
、
鷹
狩
途
中
の
家

康
に
お
目
見
え
。
出
仕
を
許
さ
れ
、

3
百
石
と
「
万
千
代
」
の

名
を
賜
り
、
井
伊
姓
に
戻
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ

以
前
に
、
直
虎
が
家
康
に
井
伊
を
守
っ
て
欲
し
い
と
の
依
頼
に

対
し
能
諌
寺
の
南
渓
和
尚
を
良
く
訪
ね
て
い
た
山
伏
の
松
下

常
慶
の
兄
家
康
の
家
臣
松
下
源
太
郎
の
後
添
え
に
虎
松
の
実
母

を
嫁
が
せ
た
。
要
は
母
子
共
の
人
質
で
あ
る
。
直
虎
と
南
渓
が

考
え
た
弁
伊
家
の
安
定
の
為
で
あ
っ
た
。
鷹
狩
の
情
報
も
常
慶

か
ら
開
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
万
千
代
(
直
政
)
は

家
康
の
家
臣
と
な
っ
て
、
天
正
呂
年
(
H
g
N
)
元
服
し
、
井
伊
直

政
と
名
乗
り
家
越
闘
を
相
続
し
た
。
北
条
軍
と
戦
い
の
功
績
に
よ

り
4
石
に
加
増
。
家
康
か
ら
武
田
軍
の
武
具
を
許
さ
れ
た
。
そ

の
後
も
次
々
功
績
を
あ
げ
徳
川
四
天
王
の
ひ
と
り
と
な
る
。




