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家
康
は
重
大
な
話
の
う
ち
に
、
ひ
ょ
い
と
、
話
を
聞
い
て
い
な
い
顔
を
す
る
癖
が
あ
る
と
、
何
か
の
書

に
見
た
。
信
長
は
、
癇
癖
で
有
名
で
あ
る
。
秀
吉
は
、
太
閤
殿
下
と
も
な
ら
れ
な
が
ら
、
昔
の
小
才
が
ぬ

け
な
い
で
人
に
耳
こ
す
り
を
す
る
癖
が
あ
る
と
時
人
に
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
。

　
又
、
徂
徠
は
講
義
の
う
ち
に
、
扇
の
か
な
め
で
耳
を
掻
く
。
聖
堂
の
学
徒
松
崎
万
太
郎
は
、
放
屁
癖
と

い
う
人
に
迷
惑
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
あ
の
謹
厳
な
渡
辺
崋
山
に
、
飲
む
と
落
涙
す
る
癖
が
あ
り
、
尾

崎
紅
葉
は
そ
の
反
対
に
、
飲
む
と
江
戸
弁
で
啖
呵
を
切
る
。
近
く
は
若
槻
前
民
政
総
裁
は
、
議
会
で
困
る

と
爪
を
噛
む
。

　
　
　
　
　
＊

　
私
の
友
人
で
ユ
ウ
モ
ア
作
家
の
川
上
三
太
郎
は
、
右
の
耳
の
疣
を
、
弄
ぶ
癖
が
あ
る
。
初
め
は
、
耳
朶

の
端
に
で
き
た
小
さ
な
疣
だ
っ
た
が
、
常
住
坐
臥
、
原
稿
を
書
き
、
恋
を
語
る
ま
も
、
そ
れ
を
い
じ
る
の

が
、
癖
と
な
っ
て
　
　
イ
ヤ
趣
味
な
り
快
味
と
迄
な
っ
て
、
疣
の
年
経
る
こ
と
十
数
年
、
今
で
は
、
乾
葡

萄
の
よ
う
な
色
と
大
き
さ
に
育
っ
て
し
ま
い
、
頗
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
耳
環
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
も
増
し
て
、
汚
な
い
の
は
、
越
後
の
僧
良
寛
で
あ
る
。
人
と
対
坐
し
な
が
ら
鼻
く
そ
を
丸
め
る
。

わ
け
て
気
に
食
わ
な
い
来
客
が
、
五
合
庵
を
訪
れ
な
ど
す
る
と
、
よ
け
い
に
、
そ
れ
を
丸
め
て
、
頻
々
と
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指
先
か
ら
飛
ば
す
の
で
、
た
い
が
い
な
面
の
皮
の
人
で
も
、
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
＊

　
良
寛
の
鼻
く
そ
で
は
、
逸
話
が
あ
る
。

　
町
名
主
の
家
へ
、
か
れ
は
或
る
時
、
茶
の
会
に
招
か
れ
た
。
主
は
茶
の
て
ま
え
が
自
慢
で
あ
る
。
客
も

各
〻
し
か
つ
め
ら
し
く
並
ん
で
い
た
が
、
ひ
と
り
良
寛
だ
け
が
、
ぽ
か
ん
と
、
退
屈
そ
う
だ
っ
た
。

　
む
ず
む
ず
と
、
か
れ
の
癖
が
初
ま
っ
た
。
良
寛
は
、
た
ん
ね
ん
に
拵
え
た
丸
薬
大
の
鼻
く
そ
を
、
場
所

が
ら
飛
ば
し
か
ね
て
、
右
に
い
る
人
の
袂
へ
、
そ
っ
と
、
こ
す
り
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
人
が
、
袂

を
引
い
た
の
で
、
今
度
は
左
側
の
人
の
袖
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
所
が
、
そ
の
人
が
、
良
寛
の
癖
を
心
得
て

い
る
の
で
、
オ
ッ
と
、
そ
う
は
さ
せ
な
い
と
、
袖
を
交
し
て
、
御
免
蒙
っ
た
。

　
良
寛
は
、
困
っ
た
顔
を
し
た
が
、
結
局
、
そ
れ
を
元
の
持
主
で
あ
る
自
分
の
鼻
の
あ
た
ま
に
く
ッ
つ
け

て
、
澄
ま
し
て
、
お
茶
を
御
馳
走
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
＊

　
他
人
の
癖
は
、
す
ぐ
見
つ
か
る
。
そ
し
て
気
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
自
分
の
癖
は
　
　
と
僕
自
身
を
検
討

し
て
み
る
と
、
癖
な
ん
か
、
無
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
そ
う
考
え
る
の
が
、
す
で
に
一
癖
か
も
知
れ
な
い
。
妻
な
ど
に
い
わ
せ
た
ら
、
さ
だ
め
し
沢
山
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あ
る
だ
ろ
う
。
癇
癖
、
失
忘
癖
、
沈
黙
癖
、
夜
更
し
癖
、
間
食
癖
、
妻
君
一
喝
癖
、
等
々
々
。

　
そ
う
い
え
ば
、
僕
は
埃
嫌
い
だ
。
机
の
上
を
、
吹
く
癖
が
あ
る
。
ど
う
い
う
も
の
か
、
人
一
倍
眼
が
よ

く
見
え
過
ぎ
る
の
で
、
か
す
か
な
る
毛
埃
も
気
に
か
か
る
。
イ
ン
キ
壺
を
吹
く
、
書
架
を
撫
で
る
。
外
出

す
る
際
、
帽
子
に
ブ
ラ
シ
ュ
を
か
け
て
渡
し
て
く
れ
て
も
、
い
ち
ど
指
で
、
埃
を
弾
く
。

　
　
　
　
　
＊

　
失
忘
癖
に
至
っ
て
は
、
僕
も
人
後
に
落
ち
な
い
も
の
が
あ
る
。
自
分
で
も
屡
〻
お
か
し
く
な
る
の
は
、

昼
間
便
所
へ
は
い
る
際
に
、
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
を
捻
っ
て
は
い
っ
た
り
す
る
。

　
妻
は
、
経
済
観
念
か
ら
女
中
や
書
生
た
ち
に
、
便
所
の
電
気
は
出
る
時
に
は
消
し
て
下
さ
い
と
い
っ
て

あ
る
。
所
が
、
電
気
は
夜
半
も
点
け
放
し
に
な
っ
て
い
る
。
あ
な
た
で
し
ょ
う
、
と
僕
へ
い
う
か
ら
、
イ

ヤ
僕
は
消
し
た
つ
も
り
だ
が
、
と
自
信
を
も
っ
て
言
っ
た
が
、
後
で
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
自
分
は
、
は

い
る
時
に
は
点
け
る
事
を
忘
れ
て
、
出
て
く
る
時
に
、
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
＊

　
手
帖
、
ハ
ン
ケ
チ
、
万
年
筆
、
す
べ
て
僕
は
身
に
つ
け
て
歩
く
物
は
嫌
い
だ
。
一
切
持
た
な
い
。
旅
行

の
際
に
は
、
時
計
だ
け
は
ぜ
ひ
必
要
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
は
腕
に
は
め
て
い
る
が
、
或
る
時
、
そ
れ
を
外

す
の
を
忘
れ
て
、
温
泉
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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急
用
で
、
高
円
寺
か
ら
万
世
橋
の
駅
ま
で
電
車
券
を
買
っ
た
。
廿
銭
出
し
た
ら
一
銭
銅
貨
を
一
枚
オ
ツ

リ
に
渡
さ
れ
て
、
改
札
ま
で
来
る
と
電
車
は
も
う
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
来
て
い
る
。
乗
り
お
く
れ
ま
い
と
、

急
い
で
改
札
に
鋏
を
求
め
た
が
、
な
ぜ
か
、
そ
の
駅
員
は
私
の
顔
を
じ
っ
と
見
た
ま
ま
、
切
っ
て
く
れ
な

い
の
で
、
電
車
は
出
て
し
ま
っ
た
。

　
私
は
、
故
意
の
よ
う
に
、
悠
長
な
駅
員
の
態
度
に
、
軽
い
腹
立
た
し
さ
を
感
じ
て
、
な
ぜ
切
ら
な
い
か

と
咎
め
た
ら
、
駅
員
は
儼
然
と
し
て
、

『
で
も
、
銅
貨
は
切
れ
ま
せ
ん
』

　
と
、
い
っ
た
。

　
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
私
は
、
切
符
は
左
の
掌
の
中
に
か
た
く
握
っ
て
、
一
銭
銅
貨
を
、
彼
氏
に
対
し

て
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
＊

　
写
真
を
撮
る
時
、
首
を
曲
げ
る
の
は
、
私
の
癖
だ
と
人
に
い
わ
れ
た
。
そ
う
い
え
ば
、
ど
の
写
真
も
、

少
し
曲
が
っ
て
い
る
。
曲
が
る
な
と
い
わ
れ
る
と
、
よ
け
い
に
曲
が
る
。

　
人
と
話
す
間
も
、
曲
が
る
ら
し
い
。
歩
い
て
い
る
時
も
、
曲
が
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
の
は
、
癖
と
し
て

は
、
軽
い
。
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原
稿
を
書
く
場
合
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
癖
ら
し
い
も
の
が
発
作
す
る
。
机
の
埃
を
吹
く
の
は
、
前
に
い
っ

た
が
、
少
し
苦
吟
し
て
来
る
と
、
あ
ら
ぬ
方
へ
、
眼
を
す
え
る
。
馴
れ
な
い
女
中
は
、
恐
い
そ
う
で
あ
る
。

そ
ん
な
時
や
む
を
得
な
い
用
事
な
ど
を
訊
い
て
く
る
と
、
と
ん
ち
ん
か
ん
な
返
辞
を
す
る
ら
し
い
。

　
相
手
が
、
人
に
も
の
を
訊
き
な
が
ら
笑
う
の
で
、
何
を
笑
う
、
と
い
う
と
、
又
笑
う
。
怒
る
と
、
な
お

さ
ら
笑
う
。
後
で
、
は
は
あ
そ
う
か
、
と
気
が
つ
く
と
自
分
も
笑
い
出
し
た
く
な
る
。

　
書
け
な
く
な
る
と
、
ペ
ン
を
紙
の
上
へ
持
っ
て
行
っ
た
り
、
頬
杖
に
し
て
み
た
り
、
同
じ
挙
動
を
繰
り

返
す
。
そ
し
て
左
の
手
は
、
指
を
櫛
の
歯
み
た
い
に
し
て
、
髪
を
掻
く
。

　
な
お
な
お
、
書
け
な
く
な
る
と
、
今
度
は
、
机
の
上
に
あ
る
マ
ッ
チ
や
煙
草
の
箱
に
、
ボ
チ
ボ
チ
と
、

無
意
味
に
星
み
た
い
な
も
の
を
書
き
な
ら
べ
る
の
だ
。
ボ
チ
ボ
チ
と
考
え
の
つ
く
迄
、
無
数
の
点
を
書
き

つ
め
る
の
で
あ
る
。

　
僕
が
徹
夜
を
し
た
翌
る
朝
な
ど
、
机
の
上
を
見
た
弟
が
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
、

『
兄
貴
は
、
ゆ
う
べ
も
書
け
な
か
っ
た
ら
し
い
』

　
と
、
茶
の
間
へ
い
っ
て
、
み
ん
な
に
、
囁
く
そ
う
で
あ
る
。
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