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徳
川
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康
と
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成
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後
水
尾
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細
川
藤
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と
忠
興
と
忠
利
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一
、
「
父
と
子
」
の
統
治
論

「世
代
の
交
代
に
よ
っ
て
或
る
も
の
が
他
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ

る
こ
と
は
神
の
統
治
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同

様
に
王
の
治
下
に
あ
る
民
衆
の
書
を
、
不
在
と
な
っ
て
い
る
後
継

者
を
巧
み
に
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
守
護
す
る
の
も
工
の
課
題

に
属
す
る
」
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
統
治
論

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
為
政
者
に
も
当
て
は

ま
る
の
で
は
な
い
か

（『君
主
の
統
治
に
つ
い
て
』

一
の
十
五
）
。

十
三
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
は
さ
な
が
ら
徳
川
家

康
が
成
功
し
、
豊
臣
秀
吉
が
失
敗
し
た
点
を
巧
み
に
衝
い
て
い

る
。
戦
の
修
羅
場
を
く
ぐ
ら
ず
統
治
の
試
練
も
受
け
な
か
っ
た
秀

頼
と
、
江
戸
で
天
下
人
と
な
る
べ
く
地
味
な
努
力
を
重
ね
挫
折
も

味
わ
っ
た
秀
忠
を
比
較
す
れ
ば
、
平
和
を
永
続
化
さ
せ
た
点
で
秀

忠
に
軍
配
が
上
が
る
の
は
公
平
な
裁
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
家
康
と

秀
忠
は
、
統
治
論
だ
け
で
な
く
、
「父
と
子
」
と
い
う
永
遠
の
テ

ー
マ
に
も
答
え
を
与
え
て
い
る
。
二
人
は
、
十
六
世
紀
の
モ
ン
テ

ー
ニ
ュ
の
歳
言
を
知
れ
ば
莞
爾
と
し
て
共
感
し
た
は
ず
だ
。

「年
老
い
た
父
親
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
手
で
、
子
供
に
仕
事
の

采
配
を
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
、
生
き
て
い
る
う
ち
は
、
自
分
の

経
験
を
生
か
し
て
、
教
訓
や
経
験
を
与
え
つ
つ
、
彼
ら
の
ふ
る
ま
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将軍の世紀

い
を
監
督
し
、　
一
家
の
格
式
あ
る
名
誉
や
秩
序
を
、
後
継
者
の
手

に
引
き
渡
す
べ
く
、
自
分
で
こ
と
を
運
び
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
の
将
来
の
よ
る
ま
い
に
関
し
て
、
こ
れ
な
ら
ば
期
待

が
抱
け
る
ぞ
と
、
自
分
で
請
け
合
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は

大
い
に
満
足
す
べ
き
こ
と
に
ち
が
い
な
い
」
含
エ
セ
ー
』
３
）

統
治
の
成
功
と
教
訓
の
継
承
、
父
と
子
の
愛
憎
と
信
頼
な
ど
、

後
世
の
人
間
が
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
そ
の
成
功
と
失
敗

の
例
こ
そ
徳
川
家
康
と
後
陽
成
天
皇
な
の
で
あ
る
。́
天
皇
が
譲
位

で
き
な
い
障
害
は
後
陽
成
帝
そ
の
人
が
作
っ
た
面
も
否
定
で
き
な

い
。
帝
は
父
の
誠
仁
親
工
が
早
世
し
た
た
め
に
、
帝
工
学
を
授
け

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
反
面
、
秀
吉
の
引
き
で
即
位
し
た
だ
け

に
、
強
運
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
次
期
天
皇

へ
の
一
宮

Ｄ

良
仁

（後
の
仁
和
寺
覚
深
入
道
親
王
）
の
選
任
や
関
白
秀
次
の
追

放
な
ど
、
朝
廷
人
事
を
握
っ
た
の
は
秀
吉
で
あ
る
。

帝
の
特
異
性
は
、
実
子
の
一
宮
を
嫌
い
弟
の
八
条
官
智
仁
親
王

を
即
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
に
失
敗
す
る
と
家
康
が

推
し
た
三
宮

（後
水
尾
天
皇
）
と
疎
遠
に
な
り
、
譲
位
後
に
命
旦

夕
に
迫
る
も
口
を

一
言
も
利
か
な
か
っ
た
。
後
陽
成
院
は
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
が
紹
介
す
る
モ
ン
リ
ュ
ッ
ク
元
帥
の
よ
う
に
、
子
ど
も

と

一
度
た
り
と
も
腹
を
割
っ
て
話
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
父
親
の

威
厳
を
保
と
う
と
し
て
、
い
か
め
し
い
表
情
を
崩
さ
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
院
に
は
、
三
宮
に
愛
情
を
抱

，き
、
子
の
高
い
徳
を
そ
れ
な

り
に
評
価
す
る
父
親
の
喜
び
を
永
遠
に
失
っ
た
所
が
あ
る
。
ま
だ

し
も
十
六
世
紀
の
モ
ン
リ
ュ
ッ
ク
な
ら
後
か
ら
自
分
の
威
圧
的
態

度
を
断
腸
の
思
い
で
後
悔
し
た
の
に
、
後
陽
成
院
は
後
水
尾
天
皇

が
病
床
を
見
舞
っ
て
も
素
知
ら
ぬ
顔
で
口
を
利
か
な
い
と
い
う
違

い
も
あ
っ
た
。
院
の
個
性
は
家
康
と
も
大
き
く
異
な
る
。

家
康
に
よ
れ
ば
、
実
子
を
ほ
し
が
る
の
は

「早
く
家
を
ゆ
づ
り

あ
た
へ
、
そ
の
所
行
を
見
さ
だ
め
、
安
心
し
て
残
の
齢
を
過
さ
む

が
た
め
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
家
を
ゆ
づ
る
は
容
易
な
ら

ず
。
子
の
才
器
に
も
よ
り
、
年
の
程
も
あ
る
も
の
な
り
」
。
そ
の

う
え
に
、
世
の
成
り
行
き
や
人
び
と
の
心
を
よ
く
考
え
て
家
督
を

譲
り
渡
す
べ
き
だ
と
語
る
。
家
宝
も
家
を
継
が
せ
る

「前
か
た
に

も
追
々
に
ゆ
づ
り
渡
し
、
子
に
安
心
さ
す
る
も
よ
し
」
と
い
う
家

康
の
生
き
方
は
、
次
回
に
詳
述
す
る
よ
う
に
貴
重
な
ら
ぎ
る
什
器

や
道
具
の
類
ま
で
仙
洞
御
所
に
持
ち
去
っ
た
後
陽
成
院
と
異
な
る

と
こ
ろ
だ
。
以
前
は
仲
が
よ
く
慈
悲
深
か
っ
た
父
と
子
が
、
隠
居

後
、
い
つ
の
間
に
か
不
和
に
な
っ
た
例
も
少
な
く
な
い
。
父
と
子

の
情
愛
は
初
め
か
ら
変
わ
ら
な
い
の
に
、
「人
び
と
年
た
け
て
後

は
、
と
か
く
成
長
の
子
を
煩
は
し
く
思
ふ
と
、
又
子
た
る
者
の
老

た
る
親
を
大
切
と
思
は
ざ
る
よ
り
互
に
隙
出
来
て
、
他
人
に
も
不

和
に
見
ゆ
る
な
れ
」
。
そ
の
時
は
親
か
ら
茶
の
道
具
な
ど
を

一
つ

ず
つ
与
え
れ
ば
、
子
の
心
も
落
ち
着
い
て
他
人
の
疑
い
も
消
え
る

に
違
い
な
い
。
「子
を
し
て
不
幸
の
名
を
と
ら
せ
ぬ
様
に
せ
む
こ


