
平
浜
八
幡
宮
『
鷹
図
絵
馬

（
一
対
）
』

に
関
す
る
考
察

1
松
平
直
政
の
奉
納
動
機
に
つ
い

て
ー

猿
　
田

29

　
　
は
じ
め
に

　
松
江
市
の
平
浜
八
幡
宮
に
は
興
味
あ
る
絵
馬
が
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
。
絵
馬

の
よ
り
旧
い
形
態
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
木
製
の
馬
像
や
法
橋
狩
野
永
雲
筆
の

『
松
に
鷹
図
絵
馬
』
な
ど
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
松
平
直
政
が
寄
進

し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
『
鷹
図
絵
馬
（
一
対
）
』
で
あ
る
。

　
こ
の
一
対
の
絵
馬
は
特
異
な
特
色
を
有
す
る
。
左
右
一
対
を
な
す
よ
う
制
作
さ
れ

る
こ
と
自
体
は
、
室
町
時
代
前
後
に
黒
毛
の
馬
と
白
毛
の
馬
を
描
い
た
絵
馬
を
一
対

と
し
て
奉
納
す
る
習
慣
が
成
立
し
て
以
来
の
通
例
、
む
し
ろ
一
原
型
と
し
え
る
の
で

あ
る
が
、
左
右
の
各
面
で
横
書
き
文
字
の
列
の
方
向
を
逆
転
さ
せ
て
ま
で
対
称
性
を

意
図
す
る
の
は
あ
ま
り
類
例
を
見
な
い
。
ま
た
年
月
日
の
記
は
あ
る
が
、
絵
馬
奉
納

の
目
的
で
あ
る
願
い
事
に
っ
い
て
の
文
言
は
見
出
だ
せ
な
い
。
願
い
が
ひ
そ
か
な
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
詳
細
を
避
け
『
諸
願
』
と
し
て
記
す
、
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
形
態
さ
え
と
っ
て
い
な
い
。
こ
の
絵
馬
に
託
さ
れ
た
祈
願
は
記
す
必
要
の
な

い
ほ
ど
明
瞭
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
年
記
に
言
う
寄
進
の
時
期
は
、
寛
水
十
五
年
の
直
政
の
出
雲
転
封
の
翌
々
年
で
あ

り
、
金
箔
張
り
の
作
晶
の
制
乍
期
間
を
考
慮
す
る
と
松
江
入
府
そ
う
そ
う
発
注
さ
れ

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
急
ぎ
の
寄
進
を
促
し
た
理
由
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
か
。

　
以
上
の
画
面
内
部
お
よ
び
寄
進
の
時
期
を
め
ぐ
る
特
徴
か
ら
、
こ
の
一
対
の
絵
馬

の
奉
納
動
機
は
考
察
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
造
形
、
記
載
さ
れ
た
文
言
、
顕

著
な
対
称
性
、
鷹
と
い
う
画
題
の
選
択
理
由
を
検
討
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
奉
納
動
機

の
推
定
を
試
み
た
い
。
（
注
一
）

　
　
1
　
造
　
形

　
ま
ず
、
美
術
晶
と
し
て
造
形
特
質
を
記
述
に
よ
り
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
の

二
面
の
絵
馬
が
構
想
の
段
階
か
ら
一
対
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
面
と
も
に

同
じ
高
さ
に
横
木
が
描
か
れ
、
そ
の
下
に
青
い
布
が
下
が
っ
て
い
る
た
め
、
画
面
は

金
箔
の
背
景
と
布
地
と
が
な
す
黄
色
対
青
色
と
い
う
色
面
に
大
き
く
分
割
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
色
面
の
境
界
を
横
切
る
よ
う
に
鷹
の
身
体
が
配
さ
れ
て
い
る
。
左
右
を
通

じ
て
上
下
色
面
の
見
掛
け
の
面
積
と
鷹
の
身
体
の
見
掛
け
面
積
か
ら
揃
え
ら
れ
て
お
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り
、
従
っ
て
左
右
両
面
を
通
じ
て
色
面
間
の
比
例
か
ら
受
け
る
印
象
は
均
衡
す
る
こ

と
に
な
る
◎

　
こ
う
し
た
共
通
性
が
確
立
さ
れ
た
上
で
、
両
面
の
対
比
が
図
ら
れ
て
い
る
。
左
右

の
鷹
は
向
か
い
合
う
よ
う
に
横
顔
を
見
せ
る
が
、
身
体
の
前
面
を
見
せ
る
左
面
の
鷹

が
暁
を
開
き
、
片
足
を
挙
げ
る
の
に
対
し
、
背
面
を
見
せ
る
右
面
の
白
鷹
の
暁
は
と

じ
ら
れ
、
用
横
木
に
堅
く
止
ま
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
脚
は
尾
羽
根
に
隠
れ
て
爪
が
僅

か
に
の
ぞ
く
の
み
で
あ
る
。
鷹
の
繋
ぎ
紐
も
右
面
で
は
纏
め
て
編
ま
れ
て
下
に
垂
れ

る
の
に
対
し
、
左
の
紐
は
等
量
が
費
や
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
が
、
と
き
拡
げ
ら
れ
、

三
箇
所
に
結
ば
れ
て
装
飾
的
な
二
つ
の
逆
ア
ー
チ
を
な
し
て
い
る
。
紐
の
色
は
右
で

は
自
と
赤
、
左
で
は
赤
と
緑
と
い
う
鮮
や
か
な
対
比
を
な
す
よ
う
選
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
色
彩
対
比
は
、
金
地
の
布
地
の
黄
対
青
、
紐
の
白
対
赤
と
赤
対
緑
が
意
図

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
白
鷹
と
そ
の
結
び
紐
の
白
が
文
字
の
墨
の
色
と
対
比
さ
れ
て

い
る
と
考
え
れ
ば
、
近
代
の
色
彩
学
で
言
う
補
色
対
比
と
同
等
の
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　
総
じ
て
右
面
の
静
止
と
左
面
の
運
動
と
い
う
対
比
が
あ
り
、
両
面
が
併
置
さ
れ
た

場
合
、
見
る
も
の
の
視
線
は
、
文
字
を
含
む
面
を
読
み
と
る
流
れ
に
従
っ
て
、
ま
ず

右
面
に
向
か
い
、
白
鷹
の
瞳
に
至
る
ま
で
静
止
す
る
様
子
を
見
て
と
っ
た
後
に
、
左

の
鷹
が
瞳
を
凝
ら
し
、
や
や
翼
を
拡
げ
か
け
て
何
も
の
か
に
反
応
し
よ
う
と
す
る
動

勢
を
見
せ
る
姿
へ
と
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
蕾
と
開
花
の
差
を
示
す
か
の
よ

う
で
あ
り
、
左
面
の
方
が
変
化
に
富
む
の
で
あ
る
が
、
激
し
い
運
動
を
示
す
と
い
う

よ
り
、
尾
羽
根
を
青
い
紗
の
布
地
ご
し
に
の
ぞ
か
せ
る
と
言
っ
た
静
的
な
範
囲
に
止

ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
青
紗
の
半
透
明
の
効
果
を
得
る
た
め
に
、
布
地
の
部
分
の
青

色
の
絵
具
の
塗
り
は
か
な
り
薄
く
、
右
面
の
布
地
部
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
薄
い

絵
具
層
は
左
右
面
共
に
、
雨
な
ど
を
被
っ
た
部
分
が
、
水
滴
の
染
み
跡
を
と
ど
め
て

fig27-02-8-1.pdf
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お
り
、
ま
た
さ
ほ
ど
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
橿
色
が
著
し
い
か
の
よ
う
な
現
状
の
感
じ

を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
画
家
は
描
線
の
抑
揚
を
控
え
て
お
り
、
か
な
り
の
力
偏
の
も
の
が
丁
寧
に
仕
事
を

し
た
事
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
画
面
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
み
か
ら
は
所
属
す

る
流
派
の
推
定
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
皿
　
文
　
言

　
画
面
に
は
左
右
両
面
と
も
三
種
の
こ
と
を
し
め
す
茎
言
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
八

幡
神
へ
の
奉
納
を
記
す
も
の
が
画
面
上
部
に
横
書
き
さ
れ
、
寛
水
十
七
年
二
月
の
年

月
を
画
面
端
部
に
縦
書
き
し
、
奉
納
者
は
「
刺
史
敬
白
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
両
面
に
あ
る
文
言
は
左
右
同
一
で
あ
る
が
、
対
称
を
な
す
べ
く
配
列
さ
れ
、
上
部

の
横
書
き
文
字
列
の
流
れ
は
右
面
で
は
左
か
ら
右
へ
、
左
面
で
は
右
か
ら
左
へ
と
な
っ

て
い
る
。

奉
掛
八
幡
大
菩
薩
御
賓
前

　
寛
永
歳
舎
庚
辰
錯
月
吉
祥
日

　
　
　
　
　
　
　
　
刺
史
敬
白

　
こ
の
年
記
は
寛
水
十
七
年
十
二
月
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
奉
納
の
年
月
と
「
刺

史
敬
白
」
の
二
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
近
世
の
出
雲
地
方
に
は
幕
藩
体
制
下
で
堀
尾
氏
と
京
極
氏
が
相
次
い
で
封
じ
ら
れ

た
が
、
共
に
三
代
を
経
ず
し
て
断
絶
し
、
そ
の
後
に
松
平
氏
が
信
濃
よ
り
移
封
さ
れ

た
。
こ
の
三
氏
は
出
雲
入
国
後
、
軌
を
一
す
る
か
の
よ
う
に
平
浜
八
幡
宮
を
尊
重
す

fig27-02-8-2.pdf
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る
行
為
を
示
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

　
平
浜
八
幡
宮
は
杵
築
㊧
佐
太
の
二
つ
の
大
社
の
勢
力
が
大
き
か
っ
た
出
雲
地
方
に

あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
支
配
を
も
受
け
ず
、
出
雲
南
東
地
域
に
特
別
の
地
位
を
保
っ
て

お
り
、
八
幡
宮
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
武
家
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
。
戦
国
時

代
に
は
毛
利
氏
の
社
領
寄
進
の
記
録
も
あ
る
。

　
『
八
束
郡
史
』
に
よ
れ
ば
右
の
三
氏
は
入
国
後
、
そ
ろ
っ
て
社
領
の
寄
進
を
行
っ

て
当
社
を
保
護
し
て
い
る
。
そ
の
間
の
事
柄
を
年
月
順
に
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

慶
長
6
年

　
　
同
年
4
月

寛
永
1
0
年

　
　
1
1
年

　
　
同
年
9
月

寛
永
1
4
年

寛
永
1
5

　
　
同
年
1
2
月

　
　
1
7
年
1
2
月

関
が
原
の
役
後
堀
尾
家
出
雲
に
封
ぜ
ら
れ
る

社
領
五
〇
石
を
寄
進

堀
尾
家
絶
え
る

京
極
氏
出
雲
に
封
ぜ
ら
れ
る

社
領
四
五
石
を
寄
進

京
極
氏
絶
え
る

松
平
直
政
出
雲
に
移
封
さ
れ
る

社
領
五
〇
石
を
寄
進

鷹
図
絵
馬
一
対
を
奉
納

（
こ
の
松
江
藩
と
平
浜
八
幡
宮
と
の
関
係
は
『
八
東
郡
史
』
「
竹
屋
村
平
浜
八
幡
宮

文
書
」
の
項
に
よ
る
）

　
三
氏
は
と
も
に
入
国
早
々
に
ほ
ぼ
同
石
高
の
社
頷
の
寄
進
を
行
っ
た
の
が
見
て
取

れ
る
が
、
新
た
に
入
国
し
た
大
名
が
地
元
の
有
力
社
寺
を
保
護
し
、
社
寺
領
を
寄
進

す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
、
同
一
の
封
土
で
僅
か
三
十
六
年
の

う
ち
に
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
大
名
の
改
易
が
多
か
っ
た
幕
藩
体
制

の
初
期
で
も
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
自
家
に
先
立
つ
二
つ

の
大
名
家
が
藩
主
病
死
と
い
う
同
一
の
理
由
に
よ
り
断
絶
し
た
後
を
う
け
て
入
国
し

た
松
平
に
と
っ
て
は
、
不
吉
な
先
例
の
連
続
を
目
の
当
た
り
に
し
、
か
つ
社
領
の
寄

進
が
あ
ま
り
効
を
奏
す
こ
と
な
か
っ
た
と
の
感
に
と
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
そ
の
不
安
が
、
先
の
二
氏
と
同
様
に
社
領
を
寄
進
し
た
後
、
そ
れ
ら
先
例

と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
に
絵
馬
の
奉
納
を
追
加
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

祈
願
の
内
容
は
病
死
改
易
の
不
運
に
子
孫
が
見
舞
わ
れ
ぬ
よ
う
に
で
あ
り
、
ま
た
順

調
な
る
統
治
の
成
功
で
あ
る
。

　
古
い
時
代
の
本
来
の
絵
馬
、
す
な
わ
ち
天
侯
を
祈
願
す
る
絵
馬
に
あ
っ
て
は
、
祈

願
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
が
止
雨
に
せ
よ
降
雨
に
せ
よ
、
馬
の
毛
色
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
以
上
、
願
い
に
つ
い
て
記
す
こ
と
を
無
用
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
い
わ

ゆ
る
大
絵
馬
で
は
祈
願
の
内
容
が
多
様
化
す
る
と
と
も
に
画
題
も
馬
以
外
に
も
拡
張

し
、
「
武
運
長
久
」
な
ど
の
祈
願
の
内
容
の
文
言
が
画
面
内
に
記
載
さ
れ
、
詳
細
の

告
知
を
避
け
る
場
合
に
は
「
諸
願
」
と
記
す
傾
向
を
み
せ
て
近
世
に
い
た
る
が
、
こ

の
『
鷹
図
絵
馬
（
一
対
）
』
は
、
専
門
絵
師
の
手
に
な
り
、
長
く
保
存
さ
れ
、
展
示

さ
れ
る
べ
く
（
現
在
は
屋
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
社
殿
の
軒
に
掲
げ
ら
れ
て
い

た
時
期
が
あ
っ
た
）
、
す
な
わ
ち
大
絵
馬
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
な
が
ら
、
願
い
事
に
つ
い
て
の
記
を
欠
く
の
は
、
そ
の
内
容
が
松
平
直
政
に
と
っ

て
ま
た
家
臣
に
と
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
領
民
に
と
っ
て
も
余
り
に
も
自
明
で
あ
っ
た

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
病
死
改
易
の
懸
念
は
表
立
て
る
こ
と
さ
え
控
え

る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
、
「
刺
史
敬
白
」
と
い
う
茎
言
も
絵
馬
上
の
記
入
と
し
て
は
異
例
に
映
る
点

が
あ
る
。
「
刺
史
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
古
代
中
国
の
官
職
名
で
あ
り
、
い
か

な
る
時
期
の
日
本
の
政
体
に
も
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
正
し
い
意
味
に
お
い
て
こ
れ
を
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自
称
と
し
得
る
も
の
は
有
り
得
な
い
。
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
の
大
名
が
漢
文
の
文

章
中
で
自
已
を
あ
ら
わ
す
の
に
際
し
、
こ
の
刺
史
と
い
う
中
国
陪
唐
代
の
州
長
官
の

職
名
を
代
用
す
る
こ
と
は
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
社
前
に
奉
納
さ
れ
る
絵
馬
に

お
い
て
そ
の
様
な
自
称
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
こ
の
「
刺
史
」
と
い
う
自
称
に
も
、
出
雲
入
国
当
時
の
松
平
直
政
の
状
態
が
う
か

が
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
信
濃
松
本
よ
り
出
雲
松
江
へ
の
移
封
は
、
直
政
に
と
り
石

高
の
倍
増
で
あ
っ
た
が
、
出
雲
一
国
を
え
た
た
め
に
、
江
戸
域
内
の
処
遇
が
格
別
と

な
る
国
特
大
名
と
な
り
え
た
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
有
っ
た
。
そ
れ
は
雲
州
刺
史

な
ど
と
藩
主
が
自
称
を
も
て
あ
そ
ぶ
可
能
性
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

遊
び
の
み
が
「
刺
史
敬
白
」
の
文
言
を
用
い
さ
せ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　
出
雲
地
方
は
戦
国
時
代
に
は
尼
子
⑧
毛
利
の
争
奪
の
場
と
な
り
、
幕
藩
体
制
で
も

二
回
の
領
主
の
交
替
を
経
験
し
て
い
る
。
有
力
な
戦
国
大
名
の
滅
亡
後
、
そ
の
統
治

の
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
領
民
が
残
る
と
い
っ
た
土
地
で
は
な
く
、
言
わ
ば
し
ば
ら

く
無
主
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
が
あ
り
、
旧
主
を
慕
う
遺
臣
や
領
民
を
新
服
属
せ
し

め
る
の
に
新
領
主
に
多
大
の
苦
労
を
強
い
る
よ
う
な
土
地
と
い
う
よ
り
、
っ
ぎ
っ
ぎ

と
支
配
者
が
交
替
し
て
き
た
行
政
区
の
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
直
政

に
と
っ
て
は
、
大
名
と
し
て
の
領
国
支
配
よ
り
も
、
徳
川
政
権
の
親
藩
の
中
で
最
も

西
方
に
位
置
す
る
存
在
と
し
て
西
国
大
名
と
の
対
時
が
重
要
な
こ
と
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
次
世
代
に
引
き
継
が
れ
続
け
な
け
れ
ば
成
功

と
は
言
え
ず
、
そ
の
最
大
の
障
害
と
な
り
え
る
の
が
世
継
ぎ
の
病
死
の
懸
念
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
土
地
に
古
く
か
ら
あ
る
平
浜
八
幡
宮
に
、
新
任
の
行
政
官
で
で
あ
る
か

の
よ
う
に
挨
拶
を
促
し
、
そ
れ
が
「
刺
史
敬
白
」
の
茎
言
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
　
皿
　
画
題
と
し
て
の
魔

　
絵
馬
の
画
題
が
多
様
化
し
、
馬
以
外
の
題
材
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
そ
の
諸
題
材
中

で
鷹
は
希
少
な
例
で
は
な
く
、
む
し
ろ
武
家
は
鷹
を
好
ん
で
絵
馬
を
描
か
せ
て
い
る
。

従
っ
て
、
武
勇
の
神
で
あ
る
八
幡
神
社
に
、
武
家
が
奉
納
す
る
絵
馬
の
画
題
と
し
て

鷹
を
選
ぶ
可
能
性
は
大
き
い
。
し
か
し
、
鷹
が
松
平
直
政
に
と
っ
て
有
す
る
特
別
な

意
味
に
注
目
し
、
絵
馬
中
の
鷹
の
取
る
姿
勢
を
一
つ
の
図
像
と
し
て
系
譜
を
辿
る
な

ら
ば
、
単
な
る
武
家
の
鷹
好
き
以
上
の
意
味
を
見
出
だ
し
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
徳
川
家
康
は
死
後
久
能
山
東
照
宮
に
ま
っ
ら
れ
、
東
照
宮
は
全
国
の
大
名
頷
に
分

社
さ
れ
て
続
々
と
建
立
さ
れ
た
が
、
川
越
の
東
照
宮
は
建
立
も
、
建
築
の
整
備
も
比

較
的
早
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
付
属
す
る
喜
多
院
と
呼
ば
れ
る
寺
院
に
は
、
鷹

を
描
い
た
十
二
面
の
絵
馬
が
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
本
論
で
問
題
と
し
て
い

る
平
浜
八
幡
宮
『
鷹
図
絵
馬
』
と
の
類
縁
を
感
じ
さ
せ
る
二
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
寛
水
十
一
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
徳
川
家
光
は
日
光
東
照
宮
を
造
営
し
た
。
そ

れ
に
前
後
し
て
、
川
越
域
主
阿
部
重
次
が
自
領
内
の
東
照
宮
お
よ
び
喜
多
院
を
造
営

し
、
寛
水
十
四
年
喜
多
院
に
『
絵
鷹
十
二
聡
』
を
奉
納
し
た
。
そ
れ
は
鷹
好
き
で
あ
っ

た
家
康
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
重
臣
と
し
て
仕
え
た
重
次
が
当
時
の
狩
野
派
の

総
師
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
こ
こ
で
鷹
モ
チ
ー

フ
が
選
択
さ
れ
た
理
由
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
故
家
康
の
並
み
外
れ
た
鷹
狩
好
き
と

そ
れ
ゆ
え
の
鷹
た
ち
へ
の
熱
愛
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
を
親
し
く
知
る
重
次
が
、
家
康

の
霊
の
た
め
の
東
照
宮
に
さ
ら
に
鷹
図
を
加
え
る
べ
き
と
考
え
た
、
と
い
う
個
的
な

動
機
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
武
家
の
一
般
的
な
鷹
好
き
を
こ
え
た
所
に
あ

る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
十
二
面
は
そ
れ
ぞ
れ
各
面
に
一
羽
の
鷹
を
描
き
、
姿
勢
、
方
向
、
上
下
へ
の

動
き
、
羽
の
色
な
ど
の
多
様
性
を
も
っ
て
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
二
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面
ず
つ
対
比
的
な
一
組
と
し
て
構
想
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
六
対
を
為
し
て
い
る
。
画
面

に
は
特
別
な
茎
言
は
な
い
。
動
態
か
ら
静
態
ま
で
鷹
の
二
一
態
を
描
出
す
る
が
、
さ

ら
に
繋
ぎ
紐
や
止
ま
り
木
の
飾
り
布
の
色
と
形
の
変
化
を
も
併
せ
て
演
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
多
様
性
の
追
究
は
た
ん
に
生
態
の
諸
相
を
充
分
に
表
示
す
る
動
機
か
ら
出

た
以
上
に
、
家
康
遺
愛
の
鷹
た
ち
の
肖
像
の
提
示
で
あ
っ
た
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

東
照
宮
を
鷹
の
一
二
態
を
活
写
し
て
飾
る
、
わ
け
て
も
遺
愛
の
鷹
の
肖
像
で
荘
厳
と

す
る
よ
う
な
動
機
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
故
家
康
と
そ
の
重
臣
重
次
の
個
的

関
係
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
六
対
中
に
、
静
か
に
む
か
い
あ
う
か

の
よ
う
な
一
対
が
含
ま
れ
て
い
る
。
平
浜
八
幡
宮
の
『
鷹
図
絵
馬
』
は
、
こ
の
喜
多

院
鷹
図
絵
馬
と
何
等
の
関
係
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
向
い
あ
う
一

対
は
そ
の
鷹
の
姿
勢
の
類
似
が
何
ら
か
の
引
用
関
係
を
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
鷹
好
き
で
名
高
か
っ
た
家
康
に
対
し
、
身
近
で
は
な
か
っ
た
が
敬
愛
す
る
祖
父
と

し
て
の
感
情
を
隠
さ
ず
、
そ
の
孫
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
た
直
政
に
と
っ

て
、
川
越
東
照
宮
絵
馬
に
お
い
て
阿
部
重
次
の
先
例
が
示
し
た
、
故
家
康
と
の
個
的

関
係
を
鷹
図
絵
馬
に
よ
り
表
明
し
え
る
と
い
う
可
能
性
は
非
常
に
重
要
な
示
唆
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鷹
は
単
な
る
武
家
の
鷹
好
み
を
こ
え
て
偉
大
な
祖

父
の
趣
味
と
し
て
の
鷹
狩
好
き
、
鷹
好
み
を
踏
襲
す
る
行
為
と
な
り
、
直
政
当
人
と

家
康
と
の
個
的
関
係
を
表
明
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
鷹
図
絵
馬
』
を
描
い
た
画
家
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
二
年
前
に
描
か
れ
た
、
当

時
最
有
力
の
画
家
探
幽
の
力
作
絵
馬
は
無
視
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

但
し
、
『
鷹
図
絵
馬
』
は
、
『
絵
鷹
十
二
聡
』
の
抑
揚
に
富
み
か
つ
揚
達
な
探
幽
の
筆

勢
を
追
お
う
と
は
せ
ず
、
は
る
か
に
抑
制
さ
れ
た
筆
づ
か
い
を
取
っ
て
い
る
。

　
松
平
直
政
が
自
ら
川
越
喜
多
院
の
『
絵
鷹
十
二
聡
』
を
見
て
絵
師
に
対
し
、
範
と

な
す
べ
く
指
示
し
た
と
い
う
よ
う
な
推
断
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
徳
川
家
光

が
行
っ
た
諸
大
名
を
率
い
て
の
日
光
東
照
宮
へ
の
参
詣
に
は
、
直
政
も
加
わ
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
往
復
の
途
上
、
直
政
自
身
が
ま
た
周
辺
の
人
物
が
喜
多
院
を

訪
れ
た
可
能
性
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
平
浜
八
幡
宮
『
鷹
図
絵
馬
』
は
、
松
江
藩
に
二
度
生
じ
た
病
死
改
易
が
松
平
家
に

も
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
土
地
の
代
表
と
し
て
出
雲
南
東
部
の
有
力
神
社
で
あ
っ

た
当
社
に
奉
納
さ
れ
た
。
絵
馬
画
面
内
の
刺
史
と
い
う
文
言
に
は
、
家
康
の
孫
と
し

て
の
直
政
の
西
国
へ
の
赴
任
の
気
負
い
窺
い
得
る
。
鷹
と
言
う
画
題
に
は
、
武
道
の

神
の
八
幡
神
へ
の
奉
献
と
し
て
、
武
家
の
鷹
好
き
が
選
ば
せ
た
と
い
う
選
択
理
由
が

考
え
ら
れ
る
が
、
ぎ
ら
に
、
家
康
の
鷹
好
き
を
、
鷹
図
奉
納
に
よ
っ
て
供
養
す
る
と

い
う
動
機
が
重
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
、
新
領
主
直
政
が
家
康
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
の
表
明
を
も
重
複
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
多
層
的
な
役
割
を
負
わ
せ
る
べ
く

鷹
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
西
国
大
名
と
対
峠
す
る
領
土
に

お
け
る
統
治
の
成
否
と
い
う
、
い
わ
ば
軍
事
に
連
な
る
祈
願
内
容
は
「
大
絵
馬
」
に

ふ
さ
わ
し
い
が
、
そ
こ
に
鷹
好
き
を
め
ぐ
る
家
康
へ
の
複
錯
し
た
個
的
関
係
の
表
明

と
い
う
「
小
絵
馬
」
に
ふ
さ
わ
し
い
動
機
を
直
政
が
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

注
一

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
前
「
対
を
な
す
絵
馬
に
つ
い
て
」
（
島
根
県
立
博
物
館
ニ
ュ
ー

ス
2
7
　
昭
和
5
6
年
6
月
）
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
造
形
的
側

面
を
考
察
し
た
。


