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日
光
東
照
宮
を
訪
れ
た
。
徳
川

家
康
の
菩
提
を
弔
う
為
に
諸
大
名

が
献
納
し
た
燈
籠
を
見
学
す
る
た

め
で
あ
る
。 

 

陽
明
門
の
絢
爛
豪
華
さ
に
目
が

向
き
、
今
ま
で
は
燈
籠
を
見
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。
表
門
か
ら
続
く

１
０
０
基
を
越
す
石
の
燈
籠
の
数

に
驚
い
た
。
堀
田
正
盛
の
献
納
燈

籠
が
階
段
近
く
に
左
右
一
対
あ
っ

た
。 

 

燈
籠
を
調
べ
て
い
る
中
、
目
に

つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
の
は
オ
ラ

ン
ダ
よ
り
贈
ら
れ
た
屋
根
付
き
の

真
鍮
で
出
来
た
「
回
転
燈
籠
」
と

「
釣
燈
籠
」
で
あ
る
。 

 

陽
明
門
を
目
指
し
て
見
学
す
る

の
で
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
位
置

に
置
か
れ
て
い
る
が
、
「
回
転
燈
籠
」

 

の
大
き
さ
は
高
さ
３
㍍
位
、
重
さ

は
２
㌧
位
、
贈
ら
れ
た
当
初
は
キ

ラ
キ
ラ
輝
き
、
中
で
灯
さ
れ
る
光

の
数
々
は
、
陽
明
門
の
あ
た
り
一

面
を
照
ら
し
不
思
議
な
異
色
の
物

体
に
感
じ
ら
れ
た
と
思
う
。
優
雅

さ
と
匠
の
技
が
冴
え
、
緑
青
色
の

落
ち
着
い
た
趣
き
で
あ
る
。 

 

「
回
転
燈
籠
」
は
１
６
４
３
年

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
よ
り
長
崎
経
由

で
陸
路
江
戸
ま
で
運
ば
れ
た
。
大

変
な
日
数
を
要
し
た
と
推
測
さ
れ

る
。 

 

鎖
国
時
代
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿

易
を
許
し
た
朱
印
状
が
発
給
さ
れ

た
の
は
１
６
０
９
年
で
あ
る
。 

 

自
国
は
も
と
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
の
医
学
、
化
学
、
産
物
、

兵
器
な
ど
を
日
本
に
紹
介
し
た
。

日

本

か

ら

の

輸

出

は

当

初

、

銀

（
１
６
６
８
年
以
降
禁
止
）
、
金

（
１
７
６
３
年
以
降
禁
止
）
、
そ
の

後
、
陶
器
、
銅
、
漆
器
、
工
芸
加

工
品
等
が
加
わ
っ
た
。
日
本
に
と

っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
は
世

界
を
知
る
窓
だ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

を
旅
し
た
時
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
書

か
せ
た
植
物
絵
図
を
見
て
繊
細
な

図
で
驚
い
た
。 

 

独
占
貿
易
の
お
礼
と
し
て
、
商

館
長
が
江
戸
に
出
向
き
、
献
上
品

と
将
軍
へ
の
拝
礼
が
年
１
度
、
後

に
４
年
に
１
度
、
２
１
８
年
の
間

に
１
６
０
回
以
上
も
行
わ
れ
た
。

謁

見

の

献

上

品

は

望

遠

鏡

、

大

砲
、
地
球
儀
、
西
洋
医
学
の
道
具

や
薬
、
科
学
の
書
物
、
海
洋
術
、

地
図
、
蒸
気
船
、
シ
マ
ウ
マ
、
ラ

ク
ダ
等
で
あ
る
。 

 

東
照
宮
に
飾
ら
れ
た
最
初
の
献

上
品
は
１
６
３
６
年
の
「
釣
燈
籠
」
、

次
は
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
型
燈
架

12
台
、

ス
タ
ン
ド
型
蓮
燈
籠
１
台
、
将
軍

家
光
へ
の
献
上
品
「
回
転
燈
籠
」

は
、
寛
永

13
年
の
家
光
親
拝
の
銘

が
「
回
転
燈
籠
」
に
刻
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
模
刻
制
作
品
は
４
年
近

く
も
か
か
っ
て
作
ら
れ
、
ハ
ウ
ス

テ
ン
ボ
ス
に
飾
ら
れ
て
い
る
。 

佐
倉
で
は
佐
倉
日
蘭
協
会
発
足

か
ら

25
周
年
を
迎
え
、
オ
ラ
ン
ダ

と
の
交
流
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な

り
、
オ
ラ
ン
ダ
料
理
を
教
え
て
も

ら
い
、
私
に
と
っ
て
も
オ
ラ
ン
ダ

が
近
く
て
親
し
い
国
に
な
っ
た
。

江
戸
時
代
の
蘭
学
と
日
本
の
医
学

の
進
歩
が
、
こ
こ
佐
倉
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
事
と
思
う
。 

 

（
編
集
委
員
） 
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連
休
に
孫
と
一
緒
に
過
ご
し
た

公
園
で
の
事
、
遊
具
に
あ
き
て
二

人
で
ベ
ン
チ
に
座
っ
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
前
に
砂
場
が
あ
り
三
人
の

兄
弟
が
楽
し
そ
う
に
、
大
き
な
穴

を
掘
り
ト
ン
ネ
ル
作
り
に
夢
中
だ

っ
た
。
兄
は
小
五
、
姉
は
小
三
く

ら
い
、
一
番
下
の
女
の
子
は
三
才

と
私
に
言
っ
て
い
た
。
そ
の
穴
に

自
分
達
で
つ
れ
て
き
た
犬
を
入
れ

て
み
て
は
大
笑
い
し
て
い
た
。 

私
達
も
そ
の
様
子
が
お
か
し
く

て
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
が
、

そ
の
う
ち
兄
が
三
才
の
妹
に
も

「
入
れ
」
と
い
い
そ
の
子
も
「
い

い
よ
」
と
言
っ
て
穴
に
入
っ
た
。

す
る
と
兄
は
そ
の
ト
ン
ネ
ル
の
砂

を
崩
し
始
め
ど
ん
ど
ん
埋
め
始
め

た
。
顔
に
砂
が
か
か
る
毎
に
「
ご

め
ん
ご
め
ん
」
と
や
さ
し
く
言
っ

て
い
る
。
彼
女
も
笑
っ
て
い
た
。

も
う
一
人
の
妹
と
大
量
の
砂
を
首

か
ら
下
ま
で
二
人
で
ポ
ン
ポ
ン
と

叩
き
な
が
ら
何
と
も
楽
し
い
三
人

の
様
子
に
私
と
孫
も
笑
っ
て
い
ま

し
た
。
暫
ら
く
し
て
「
出
て
い
い

よ
！
」
と
兄
が
い
い
な
が
ら
両
手

を
出
し
て
ひ
っ
ぱ
り
ま
し
た
が
、

「
痛
い
よ
！
」
と
泣
き
始
め
ま
し

た
。
二
人
は
急
い
で
砂
を
払
い
ひ

っ
ぱ
り
ま
す
が
泣
声
は
大
き
く
な

る
ば
か
り
、
私
も
急
い
で
砂
を
と

り
ま
す
が
、
湿
っ
た
砂
は
硬
く
下

半
身
を
と
ら
え
て
い
る
様
で
脇
の

下
か
ら
ひ
い
て
み
て
も
駄
目
で
し

た
。
恐
怖
で
声
は
ひ
び
き
渡
り
私

も
動
転
し
て
い
ま
し
た
。
膝
が
み

え
て
も
駄
目
で
足
首
ま
で
手
が
届

い
て
や
っ
と
抜
け
る
事
が
で
き
ま

し
た
が
、
気
の
狂
っ
た
様
な
泣
き

じ
ゃ
く
り
が
続
い
て
向
こ
う
を
み

る
と
兄
が
知
ら
せ
に
行
っ
た
ら
し

く
大
き
な
シ
ャ
ベ
ル
を
持
っ
た
人

達
が
走
っ
て
き
ま
し
た
。
何
と
か

怪
我
は
せ
ず
家
に
帰
っ
た
様
で
し

た
が
何
と
も
後
味
の
悪
い
、
事
故

は
こ
う
し
て
お
き
る
の
か
な
！
と

孫
と
の
怖
い
体
験
を
し
た
一
日
で

し
た
。 （

稲
荷
台 

神
林 

俊
子
） 

   

   

小
径
を
分
け
入
る
と
、
そ
こ
に

別
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。
曲
が

り
く
ね
っ
た
小
径
が
交
叉
し
て
続

く
。
足
元
に
ノ
カ
ン
ゾ
ウ
の
橙
赤

色
が
ほ
の
か
に
見
え
る
。
薄
暗
い

空
間
が
広
が
る
。
花
穂
が
ト
ラ
の

尾
の
様
な
オ
カ
ト
ラ
ノ
オ
が
風
に

揺
れ
て
い
る
。
見
上
げ
る
と
、
コ

ツ
コ
ツ
と
コ
ゲ
ラ
の
枝
を
叩
く
音

が
雑
木
林
一
帯
に
鳴
り
響
い
て
い

る
。
空
の
色
は
青
く
輝
い
て
い
る

が
、
足
元
に
は
、
ま
だ
ら
な
光
が

残
っ
て
い
る
。
は
る
か
彼
方
に
光

る
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
が
色
を
付
け
始

め
た
。
遠
く
か
ら
雅
楽
の
音
色
が

微
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。
小
径
の

ま
ん
中
に
立
ち
止
ま
り
、
五
感
を

研
ぎ
澄
ま
せ
る
自
分
が
、
こ
こ
に

い
た
。
こ
こ
は
、
皇
居
東
御
苑
の

二
の
丸
雑
木
林
の
或
る
朝
の
情
景

で
あ
る
。 

私
は
週
の
三
回
程
度
こ
の
小
径

を
歩
い
て
平
川
門
の
近
く
の
会
社

に
勤
務
し
て
い
る
。
佐
倉
か
ら
電

車
を
乗
り
継
い
で
、
こ
こ
ま
で
来

る
主
因
は
、
小
径
に
一
人
佇
み
、

こ
の
別
世
界
を
ひ
と
り
占
め
出
来

る
か
ら
だ
。
こ
こ
二
の
丸
雑
木
林

の
由
来
が
現
地
の
案
内
板
に
こ
う

書
か
れ
て
い
る
。 

「
こ
の
雑
木
林
は
、
昭
和
天
皇

の
ご
発
意
に
よ
り
、
武
蔵
野
の
面

影
を
持
つ
樹
林
と
し
て
、
昭
和
五

七
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
整
備
さ

れ
た
も
の
で
す
。
樹
木
や
野
草
を

始
め
、
鳥
や
昆
虫
等
も
楽
し
め
る
、

自
然
の
林
と
し
て
大
切
に
育
て
て

お
り
ま
す
。
」 

私
は
、
こ
こ
の
情
景
を
ア
イ
パ

ッ
ト
で
撮
影
し
て
、
そ
の
場
か
ら

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
、
カ
レ
ッ
ジ
の

同
級
生
や
知
人
に
発
信
し
て
い
る
。

み
ん
な
居
な
が
ら
に
し
て
、
自
然

の
情
景
が
送
ら
れ
て
く
る
と
喜
ん

で
い
た
だ
い
て
い
る
。
当
分
、
会

社
勤
務
は
止
め
ら
れ
な
い
と
、
密

か
に
思
っ
て
い
る
。
こ
の
感
動
が

あ
る
う
ち
は
。 

 
 

 

（
宮
前 

鴇
﨑 

金
次
） 
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私
の
ふ
る
里
は
天
草
で
す
。
天

草
諸
島
は
熊
本
県
の
西
部
に
位
置

し
北
は
有
明
海
、
東
・
南
東
は
八や

つ

代し
ろ

海
（
不
知
火

し

ら

ぬ

い

海
と
も
言
う
）
、

西
・
南
西
は
東
シ
ナ
海
に
囲
ま
れ

た
島
々

21
島
（
無
人
島
含
む
）

よ
り
な
る
。
全
島
の
総
面
積
は
約

１
０
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

沖
縄
本
島
に
及
ば
な
い
。
メ
イ
ン

の
島
は
天
草
下
島

し
も
し
ま

、
天
草
上
島

か
み
し
ま

、

大
矢

お

お

や

野
島

の

じ

ま

の
３
島
で
、
全
面
積
の

約

80
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

１
番
大
き
い
島
が
下
島
で
５
７
４

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
淡
路
島
と

ほ
ぼ
同
じ
）
。
２
市
１
町
の
人
口

は

12
万
３
千
人
で
あ
る
。 

 

昭
和

41

年
、
熊
本
県
の
宇
土

う

と

半
島
の
先
端
三
角

み

す

み

と
大
矢
野
島
、

松
島
、
上
島
に
至
る
ル
ー
ト
を
５

つ
の
橋
（
天
草
五
橋
・
天
草
パ
ー

ル
ラ
イ
ン
）
が
開
通
し
や
っ
と
九

州
本
土
と
繋
が
っ
た
。
有
明
海
の

対
岸
島
原
半
島
の
雲
仙
と
の
「
雲

仙
・
天
草
国
立
公
園
」
で
海
水
浴
、

イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
、
船
旅
、

温
泉
等
が
楽
し
め
、
年
間
４
８
０

万
人
の
観
光
客
。
特
に
夏
は
海
水

浴
で
車
の
通
行
量
が
１
日
２
万
５

千
台
に
も
達
し
混
雑
す
る
。 

 

産
業
は
車
え
び
、
真
珠
の
養
殖

が
盛
ん
で
あ
る
。
又
優
れ
た
陶
石

の
産
地
で
天
草
陶
石
と
し
て
全
国

に
出
荷
し
、
全
国
陶
器
原
料
の
８

割
を
占
め
る
。
農
業
は
柑
橘
栽
培

が
主
で
、
天
草
デ
コ
ポ
ン
は
有
名

で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
地
域
性
も
加
わ

り
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
は
加
速

し
、

10
年
で
２
万
３
千
人
減
と

の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
天
草
が
私
の
ふ
る

里
。
私
は
天
草
が
大
好
き
だ
。
風

光
明
媚
、
波
静
か
、
人
情
満
載
、

純
真
、
そ
ん
な
天
草
が
私
に
と
っ

て
は
心
和
む
癒
し
の
ふ
る
里
で
あ

る
。
熊
本
空
港
か
ら
３
時
間
、
車

窓
か
ら
ま
っ
青
な
海
や
島
々
を
の

ん
び
り
観
て
い
る
と
、
「
帰
っ
て

来
た
ぞ
ー
」
の
気
分
が
高
揚
す
る
。

方
言
丸
出
し
で
大
好
き
な
天
草
滞

在
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。 

 
 

 

（
南
臼
井
台 

荒 

悟
） 

 

   

毎
日
一
生
懸
命
歯
を
磨
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
む

し
歯
や
歯
周
病
で
苦
労
し
て
い
る

方
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

お
口
の
中

の
状
態
や
歯
並
び
は
一
人
一
人
違

い
ま
す
の
で
、
磨
き
に
く
い
と
こ

ろ
、
歯
ブ
ラ
シ
の
届
き
に
く
い
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
に

よ
っ
て
磨
き
方
の
癖
が
あ
っ
て
磨

い
て
い
る
様
で
も
抜
か
し
て
い
た

り
、
歯
ブ
ラ
シ
が
歯
の
面
に
当
た

っ
て
い
な
か
っ
た
り
と
、
ど
う
し

て
も
磨
き
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

で
き
て
し
ま
う
の
で
す
。 

歯
磨
き
は
身
だ
し
な
み
・
エ
チ

ケ
ッ
ト
で
も
あ
り
ま
す
が
、
歯
と

歯
肉
を
む
し
歯
菌
や
歯
周
病
菌
か

ら
守
る
む
し
歯
・
歯
周
病
予
防
な

の
で
す
。
歯
周
病
の
主
な
原
因
は

磨
き
残
し
た
歯
垢
で
す
。
歯
垢
は

水
に
は
溶
け
ず
、
う
が
い
で
は
取

り
除
く
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
歯
ブ

ラ
シ
で
こ
す
り
落
と
さ
な
け
れ
ば

き
れ
い
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
磨

き
残
し
を
無
く
す
事
が
第
一
で
す
。 

 

磨
き
残
し
を
防
ぐ
為
に
は
、
磨

く
場
所
の
順
番
を
決
め
て
一
巡
す

る
様
に
磨
き
ま
す
。
歯
ブ
ラ
シ
で

お
口
の
中
を
一
筆
書
き
の
要
領
で

一
周
し
な
が
ら
全
て
の
歯
を
磨
き

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
時
重
要
な

の
は
、
手
鏡
を
使
っ
て
お
口
の
中

と
歯
ブ
ラ
シ
の
当
た
っ
て
い
る
場

所
を
確
認
す
る
事
で
す
。
歯
肉
の

色
は
薄
い
ピ
ン
ク
色
で
は
な
く
、

赤
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

歯

と
歯
の
間
の
歯
肉
の
形
が
三
角
形

で
は
な
く
、
丸
く
厚
み
を
持
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？ 

そ
し
て
、
歯
肉

か
ら
出
血
し
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

こ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
れ
ば
、
そ

こ
を
磨
く
時
間
は
長
め
に
と
っ
て
、

お
口
の
中
を
も
う
一
周
磨
き
ま
し

ょ
う
。 

キ
レ
イ
な
笑
顔
の
為
に
、
お
い

し
く
物
を
食
べ
る
た
め
に
、
新
し

い
歯
磨
き
習
慣
を
取
り
入
れ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
歯
科

衛
生
士
歴
10
年
目
の
ま
だ
ま
だ
ベ

テ
ラ
ン
と
は
言
い
難
い
私
か
ら
の

提
案
で
す
。 

（
王
子
台 

 

島
崎 

香
） 

 

 

私
の
ふ
る
里 

新
し
い
歯
磨
き
法 

始
め
ま
せ
ん
か
？ 



－４－ 

 

今
年
の
５
月
に
新
し
く
編
集
委

員
と
な
っ
た
。
編
集
と
い
え
ば
私

に
と
っ
て
そ
の
昔
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
お
話
、
大
学
の
マ
ス
コ
ミ
論
の

講
義
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。 

 

編
集
長
と
記
者
と
の
掲
載
に
あ

た
っ
て
の
応
酬
。
ま
た
編
集
者
と

経
営
者
の
発
行
権
、
営
業
部
の
営

業
面
か
ら
の
横
や
り
な
ど
と
の
確

執
。
言
論
の
自
由
、
表
現
の
自
由

を
守
り
、
出
版
、
報
道
す
る
こ
と

の
難
し
さ
が
面
白
お
か
し
く
描
か

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

江
戸
時
代
、
日
本
橋
を
基
点
と

し
て
各
地
に
街
道
が
整
備
さ
れ
て

い
き
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
が
佐
倉

に
至
る
佐
倉
道
で
す
。 
 

日
本
橋
か
ら
千
住
、
新
宿

に
い
じ
ゅ
く

を
ま

わ
り
南
下
し
て
小
岩
市
川
の
関
所

に
至
る
道
が
、
江
戸
の
な
か
で
の

佐
倉
道
の
ル
ー
ト
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
新
宿
ま
で
は
正
し
く
は
水

戸
佐
倉
道
。
そ
れ
に
新
宿
は
常
磐

線
の
綾
瀬
の
近
く
何
故
、
遠
回
り

す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て

き
ま
す
。 

 

こ
れ
に
は
幕
府
制
定
の
公
道
が

関
係
し
て
い
ま
す
。
日
本
橋
を
出

て
か
ら
両
国
橋
を
渡
り
東
西
に
流

れ
る
堅た

て

川か
わ

に
沿
っ
て
東
に
進
み
、

さ
ら
に
中
川
を
渡
り
小
松
川
か
ら

小
岩
に
出
る
道
が
元
禄
中
頃
に
公

道
か
ら
外
さ
れ
元
佐
倉
道
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、

こ
れ
だ
と
遠
回
り
せ
ず
ほ
ぼ
真
っ

す
ぐ
来
ら
れ
ま
す
。 

 

公
道
で
な
く
な
っ
て
も
道
が
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
来
の
佐
倉
道
は
元
佐
倉
道
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

(

金
井 

義
彰) 

れ
て
い
た
よ
う
だ
。 

『
な
か
ま
』
は
月
一
回
、
発
行

部
数
も
１
５
０
０
部
程
の
ミ
ニ
コ

ミ
紙
で
あ
る
。
さ
き
の
巨
大
化
し

権
力
化
し
た
マ
ス
コ
ミ
と
は
一
線

を
画
す
。 

過
去
『
な
か
ま
』
は
高
齢
者
の

た
め
の
情
報
誌
。
今
は
佐
倉
市
民

の
心
の
交
流
の
場
へ
と
変
わ
っ
た
。 

こ
こ
の
編
集
委
員
と
は
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
だ
。 

 

（
西
崎 

正
夫
） 

10 月の黒板 
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あ
と
が
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