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埼
玉
の
名
家
の
出
身

　

今
年
七
月
か
ら
日
本
の
紙
幣
の
意
匠
が
二
〇
年
ぶ

り
に
変
更
さ
れ
、
一
千
円
券
に
は
北
里
柴
三
郎
、
五

千
円
券
に
は
津
田
梅
子
、
一
万
円
券
に
は
渋
沢
栄
一

の
肖
像
が
使
用
さ
れ
ま
す
（
図
１
）。
い
ず
れ
も
江

戸
時
代
の
末
期
に
誕
生
し
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
時

代
に
活
躍
し
、
昭
和
の
初
期
に
逝
去
し
た
偉
人
で
す
。

意
図
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
旧
券

【
連
載
】『
凛
々
た
る
人
生
』

   　
　
　

   

─ 

志
を
貫
い
た
先
人
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─

東
京
大
学
名
誉
教
授　

月
尾
嘉
男

［
第
十
一
回
］

   

近
代
日
本
の
経
済
基
盤
を
構
築
し
た  

渋
沢 

栄
一

も
新
券
も
一
千
円
券
は
学

者
（
野
口
英
世
）、
五
千
円

券
は
女
性
（
樋
口
一
葉
）、

一
万
円
券
は
財
界
で
活
躍

し
た
人
物
（
福
澤
諭
吉
）

が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
一
万
円
券
の
意

匠
に
登
場
す
る
渋
沢
栄
一

を
紹
介
し
ま
す
。
渋
沢
は

江
戸
時
代
末
期
の
一
八
四

〇
（
天
保
一
一
）
年
に
武

蔵
国
榛は

ん
ざ
わ沢
郡
血ち

あ
ら
い
じ
ま

洗
島
村（
埼

玉
県
深
谷
市
血
洗
島
）
に
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
の
物

騒
な
名
前
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
平
安
時
代

に
八
幡
太
郎
義
家
が
奥
州
遠
征
に
出
向
く
途
中
に
一

帯
で
合
戦
が
あ
り
、
片
腕
を
喪
失
し
た
武
士
が
傷
口

を
洗
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
島

と
い
う
名
前
は
利
根
川
の
氾
濫
原
で
、
洪
水
の
と
き

に
は
島
に
な
っ
た
か
ら
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
吉
岡
、
福
島
、
笠
原
、
渋
沢
と
い
う
四

軒
の
旧
家
が
存
在
し
、
家
屋
は
す
べ
て
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
渋
沢
の
誕
生
し
た
「
中
の
家
」
の
立
派

な
屋
敷
は
深
谷
市
指
定
史
跡
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い

ま
す
（
図
２
）。
時
代
と
と
も
に
分
家
が
増
加
し
て

い
き
ま
す
が
、
本

家
の
「
中
の
家
」

の
当
主
は
苗
字
帯

刀
を
許
可
さ
れ
る

格
式
の
あ
る
家
柄

で
し
た
。
そ
し
て

分
家
の「
東
の
家
」

の
元
助
が
有
能
で

あ
る
と
評
価
さ
れ

「
中
の
家
」
の
養

子
と
な
り
、
発
展

さ
せ
る
こ
と
に
な

渋沢栄一（1840-1931）

図
１  

新
一
万
円
札

図
２  

渋
沢
栄
一
の
生
家
（
中
の
家
）
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の
徳
川
昭あ

き
た
け武
が
日
本
の
代
表
と
し
て
出
席
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
随
員
と
な
っ
た
の
で
す
。
当
初
は
何

年
も
か
け
て
西
欧
の
事
情
を
見
聞
す
る
予
定
で
し
た

が
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
慶
喜
が
大
政
奉
還

を
し
た
た
め
急
遽
帰
国
す
る
こ
と
に
な
り
、
昭
武
と

と
も
に
翌
年
、
帰
国
し
ま
し
た
。

　

慶
喜
は
帰
国
し
た
渋
沢
に
自
由
に
進
路
を
選
択
す

る
よ
う
に
と
伝
達
し
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
恩
義
も

あ
り
、
慶
喜
が
蟄ち

っ
き
ょ居
す
る
静
岡
で
夫
人
と
子
供
と
と

も
に
生
活
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
政

府
は
西
欧
の
最
新
事
情
を
見
聞
し
て
き
た
渋
沢
を
活

用
す
る
た
め
民
部
省
租
税
正
に
任
命
し
ま
す
。
そ
こ

で
渋
沢
は
紙
幣
の
発
行
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年

の
東
京
大
火
か
ら
の
復
興
計
画
な
ど
に
参
加
し
ま
す

が
、
政
府
内
部
の
対
立
の
た
め
自
由
に
行
動
で
き
ず
、

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
辞
職
し
ま
し
た
。

五
〇
〇
社
以
上
の
企
業
を
創
設

　

民
間
の
自
由
の
身
分
に
な
っ
た
渋
沢
が
最
初
に
手

掛
け
た
の
が
第
一
国
立
銀
行
の
設
立
で
し
た
（
図

４
）。
す
で
に
江
戸
時
代
に
為
替
座
を
経
営
し
て
い

た
三
井
組
が
銀
行
の
設
立
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
が
、

一
社
に
よ
る
独
占
に

は
弊
害
が
あ
る
と
判

断
し
た
渋
沢
は
小
野

組
と
島
田
組
に
も
出

資
さ
せ
、
伊
藤
博
文

が
ア
メ
リ
カ
の
制
度

を
参
考
に
し
て
制
定

し
た
「
国
立
銀
行
条

例
」を
下
敷
き
に
し
て

一
八
七
三（
明
治
六
）

年
に
銀
行
を
設
立
、

自
身
が
頭
取
と
な
っ

り
ま
す
。
渋
沢
の
父
親
と
な
る
人
物
で
す
。

　

こ
の
一
帯
は
米
作
の
水
田
が
不
足
し
て
コ
メ
の
収

穫
が
十
分
で
は
な
く
、
畑
地
で
藍
染
に
使
用
す
る
藍

を
栽
培
し
、
繊
維
産
業
が
発
展
し
て
い
た
信
州
や
上

州
に
藍
玉
を
販
売
す
る
商
売
が
活
発
で
し
た
。
渋
沢

家
も
渋
沢
の
父
親
の
時
代
か
ら
藍
の
流
通
に
進
出
し

て
成
功
し
、
血
洗
島
村
で
有
数
の
成
功
し
た
商
家
に

な
り
ま
す
。
後
述
の
よ
う
に
、
渋
沢
が
明
治
時
代
に

銀
行
を
設
立
し
、
数
多
く
の
企
業
の
育
成
に
成
功
し

て
い
く
背
景
に
は
、
こ
の
商
売
の
経
験
が
影
響
し
て

い
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

激
動
の
幕
末
に
外
国
を
経
験

　

渋
沢
は
し
ば
ら
く
地
元
で
学
問
や
武
術
を
習
得
し

ま
す
が
、
二
一
歳
に
な
っ
た
一
八
六
一
（
文
久
元
）

年
に
江
戸
へ
移
動
し
て
勤
皇
の
志
士
と
交
遊
す
る
よ

う
に
な
り
、
尊
王
攘
夷
の
思
想
に
目
覚
め
倒
幕
の
計

画
を
立
案
す
る
ほ
ど
過
激
に
な
り
ま
す
が
、
親
類
の

説
得
に
よ
り
自
重
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸

か
ら
京
都
に
移
動
し
ま
す
が
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た

も
の
の
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
に
将
軍
徳
川
家い

え
も
ち茂

の
後
見
の
役
割
を
し
て
い
た
徳
川
慶よ

し
の
ぶ喜

に
出
仕
し
て

士
分
の
幕
臣
と
な
り
ま
し
た
（
図
３
）。

　

こ
れ
が
後
々
の
渋
沢
の
活
躍
の
契
機
と
な
り
ま
す
。

一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
に
慶
喜
が
徳
川
幕
府
の
最

後
の
将
軍
に
な
り
ま
す
が
、
翌
年
の
パ
リ
で
開
催
さ

れ
る
万
国
博
覧
会
に
慶
喜
の
異
母
弟
で
あ
る
一
四
歳図３  幕臣時代の渋沢栄一（1866）

図
４  

第
一
国
立
銀
行
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せ
た
結
果
、
次
第
に
順
調
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
成

功
を
契
機
に
紡
績
会
社
が
次
々
と
誕
生
し
、
一
八
九

六
（
明
治
二
九
）
年
の
日
本
企
業
の
総
資
産
額
の
上

位
一
〇
〇
社
の
う
ち
五
七
社
が
繊
維
会
社
と
い
う
状

況
は
渋
沢
の
貢
献
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
も
鉄
道
会
社
、
ガ
ス
会
社
、
印
刷
会

社
、
電
力
会
社
、
運
輸
会
社
、
化
学
会
社
、
建
設
会
社
、

倉
庫
会
社
、
食
品
会
社
、
新
聞
会
社
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
と
表
現
し
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、
明
治

時
代
以
後
の
近
代
工
業
社
会
が
必
要
と
し
た
企
業
の

創
設
や
経
営
に
関
係
し
、
生
涯
に
関
係
し
た
企
業
は

五
〇
〇
社
以
上
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
は
一
万
円
札
の
表
面
に
登
場
す
る
人
物
と
し
て
、

こ
れ
以
上
の
適
任
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

転
身
し
て
福
祉
・
教
育
で
も
活
躍　

　

こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
経
済
分
野
の
業
績
だ
け
で
も

傑
出
し
た
人
物
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
渋
沢
の
活

躍
の
偉
大
さ
を
紹
介
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

渋
沢
は
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
古
希
（
七
〇

歳
）
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
平
均
寿
命
は
四
五
歳
程

度
で
し
た
か
ら
、
古
希
の
言
葉
の
よ
う
に
相
当
の
長

寿
で
す
が
、
そ
れ
を
契
機
に
自
身
が
役
職
に
就
任
し

て
い
た
企
業
の
大
半
か
ら
引
退
し
、
さ
ら
に
六
年
が

経
過
し
た
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
は
す
べ
て
の

役
職
を
辞
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
引
退
し
て
悠
々
自
適
の
人
生
を
目
指
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
経
済
事
業
以
外
の
分
野
に
貢
献
す

る
こ
と
が
目
的
で
し
た
が
、
そ
の
一
例
が
社
会
福

祉
事
業
で
す
。
明
治
か
ら
東
京
に
移
行
し
た
時
期
に
、

武
士
階
級
の
人
々
を
中
心
に
新
規
の
社
会
に
対
応
で

き
な
い
人
々
が
多
数
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
対
策
と

し
て
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
東
京
に
公
営
の
養

育
院
が
設
立
さ
れ
ま
す
が
、
渋
沢
は
初
期
か
ら
運
営

に
関
与
し
、
逝
去
す
る
ま
で
の
約
六
〇
年
間
、
院
長

て
民
間
取
引
を
主
軸
に
し
た
金
融
機
関
と
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
創
設
の
翌
年
に
小
野
組
が
経
営
破
綻
し
、

最
初
か
ら
危
機
に
直
面
し
ま
す
。
銀
行
と
い
う
制
度

が
一
般
に
は
周
知
さ
れ
て
い
な
い
時
代
で
も
あ
っ
た

た
め
、
い
き
な
り
の
危
機
で
し
た
が
、
渋
沢
は
再
建

の
道
筋
を
明
確
に
し
、
出
資
者
や
支
援
者
を
説
得
し

て
二
万
円
弱
の
最
小
の
損
失
で
危
機
を
処
理
し
ま
し

た
。
目
標
は
財
閥
が
設
立
し
て
傘
下
の
企
業
に
融
資

す
る
内
向
き
の
金
融
機
関
で
は
な
く
、
公
益
と
な
る

事
業
を
実
施
す
る
民
間
企
業
を
対
象
と
す
る
金
融
機

関
で
し
た
。

　

国
立
銀
行
と
い
う
名
称
は
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で

す
が
、「
国
法
に
よ
っ
て
設
立
し
た
銀
行
」
と
い
う

意
味
で
、
ナ
ン
バ
ー
銀
行
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う

に
、
創
設
の
順
番
を
名
称
に
し
た
第
一
か
ら
第
一
五

三
ま
で
設
立
さ
れ
、
合
併
さ
れ
て
存
続
し
て
い
る
銀

行
も
対
象
と
す
る
と
、
全
国
に
七
〇
行
が
存
続
し
て

い
ま
す
。
そ
の
一
号
を
実
現
し
た
の
が
渋
沢
で
し
た
。

さ
ら
に
初
期
に
実
現
し
た
国
立
銀
行
の
い
く
つ
か
は

渋
沢
が
指
導
し
た
り
、
一
部
は
役
員
に
な
っ
た
り
し

て
経
営
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
手
掛
け
た
の
が
製
紙
業
で
す
。
急
増
す
る

紙
幣
や
債
券
の
需
要
だ
け
で
は
な
く
新
聞
や
雑
誌
の

た
め
に
も
用
紙
は
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
渋
沢
は

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
東
京
府
王
子
村
に
抄
紙

会
社
（
現
在
の
王
子
製
紙
）
を
創
設
し
ま
し
た
。
機

械
は
輸
入
、
操
業
は
外
人
技
師
で
出
発
し
ま
す
が
、

商
品
と
な
る
よ
う
な
用
紙
が
生
産
で
き
ず
、
最
初
の

決
算
が
約
四
万
円
の
赤
字
で
、
約
一
〇
年
か
け
て
黒

字
に
な
る
苦
境
で
し
た
。
し
か
し
株
主
の
理
解
で
倒

産
は
回
避
さ
れ
立
派
な
企
業
に
成
長
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
目
指
し
た
の
が
紡
績
産
業
で
す
。
繊
維
製

品
を
大
量
に
輸
入
し
て
い
た
状
況
の
改
善
の
た
め
、

国
産
に
す
べ
く
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
大
阪

紡
績
を
設
立
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
順
調
に
は
進
展
せ

ず
、
日
本
の
技
師
を
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
し
て
勉
強
さ
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係
を
親
密
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
こ
と
へ
の
対
応
で

す
。
渋
沢
は
日
米
国
際
児
童
親
善
会
を
設
立
し
て
人

形
交
換
を
実
行
し
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
一
万
以
上
の
人

形
が
贈
呈
さ
れ
る
と
い
う
活
動
も
実
行
し
て
い
ま
す
。

急
速
に
世
界
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
隣
国
の
中
国

と
の
交
流
に
も
尽
力
し
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年

に
は
日
華
実
業
協
会
を
設
立
し
て
会
長
と
な
り
交
流

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
世
界
各
国
は
戦
争
に
よ
っ
て
国
力
を
増
大

さ
せ
る
と
い
う
思
考
が
主
流
で
頻ひ

ん
ぱ
ん繁
に
戦
争
が
勃
発

し
て
い
ま
し
た
が
、
渋
沢
は
経
済
競
争
に
よ
り
国
際

秩
序
を
維
持
す
べ
き
と
い
う
哲
学
で
、
社
会
の
道
徳

水
準
が
重
要
だ
と
い
う
思
想
で
し
た
。
そ
こ
で
一
九

二
〇
年
に
国
際
連
盟
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
を
支
援
す

る
国
際
連
盟
協
会
が
各
国
で
設
立
さ
れ
ま
す
が
、
渋

沢
は
日
本
の
初
代
会
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
、
世
界
は
渋
沢
の
理
念
を
裏
切
る
よ

う
な
方
向
に
進
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

江
戸
末
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
日
本
が
近
代
国
家

と
し
て
世
界
に
登
場
し
て
い
っ
た
九
〇
年
間
を
経
済

の
分
野
で
牽
引
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
や
福
祉

や
文
化
な
ど
国
家
と
し
て
維
持
し
て
い
く
べ
き
分
野

に
お
い
て
も
理
念
だ
け
で
は
な
く
実
践
し
て
き
た
渋

沢
は
近
代
日
本
を
代
表
す
る
人
物
で
す
。
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
な
っ
た
『
論
語
と
算そ

ろ
ば
ん盤
』
は
見
事
に
渋
沢
の

人
生
を
集
約
し
た
題
名
で
す
が
、
七
月
か
ら
発
行
さ

れ
る
一
万
円
札
を
使
用
し
な
が
ら
、
そ
の
経
済
価
値

以
上
の
価
値
を
想
起
す
べ
き
人
物
で
す
。

に
就
任
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
依
頼
さ
れ
て
就
任
し
た
の
で
は
な
く
、
積

極
関
与
し
た
の
で
す
。
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年

に
東
京
府
会
で
、
そ
の
よ
う
な
施
設
は
惰
民
を
増
加

さ
せ
る
だ
け
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
渋
沢

は
東
京
府
知
事
に
建
議
書
を
提
出
、
困こ

ん
き
ゅ
う窮
す
る
人
々

を
救
助
す
る
こ
と
は
社
会
の
義
務
で
あ
り
、
廃
止
す

べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
こ
の
建
議
の
効
果

に
よ
り
施
設
は
維
持
さ
れ
、
渋
沢
が
院
長
を
継
続
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
企
業
を
経
営
す
る
だ
け
の

人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

　

商
業
を
対
象
と
す
る
教
育
に
も
積
極
関
与
し
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
の
士
農
工
商
と
い
う
言
葉
が
象
徴

す
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
商
業
は
社
会
の
低
位
の
仕

事
と
見み

な做
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
森も

り
あ
り
の
り

有
礼
文
部

大
臣
が
設
立
し
た
東
京
商
法
講
習
所
を
渋
沢
が
継
承

す
る
こ
と
に
な
っ
て
高
等
商
業
学
校
、
さ
ら
に
は
東

京
商
科
大
学
（
一
橋
大
学
）
に
発
展
さ
せ
、
財
政
支

援
や
運
営
支
援
を
し
て
い
き
ま
す
。
女
子
教
育
も
重

視
し
、
日
本
女
子
大
学
校
の
校
長
や
東
京
女
学
館
の

館
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。

民
間
外
交
で
も
活
躍

　

幕
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
行
し
た
経
験
の
あ
る
渋

沢
は
日
本
の
国
際
関
係
に
も
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
以
来
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
西
部
に
多
数
の

人
々
が
移
民
し
ま
す
が
、
排
斥
運
動
が
発
生
し
て
日

米
関
係
が
深
刻
な
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
政
府
は
渋
沢
に
関
係
改
善
の
努
力
を
要

請
し
ま
す
。
そ
こ
で
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に

渡
米
し
て
実
態
を
調
査
し
、
六
年
後
に
五
〇
名
以
上

の
経
営
者
や
技
術
者
か
ら
な
る
団
体
の
団
長
と
し
て

訪
米
し
て
様
々
な
交
流
を
し
て
い
ま
す
。

　

有
名
な
話
題
は
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
ア
メ

リ
カ
人
宣
教
師
が
日
米
で
人
形
を
交
換
し
て
友
好
関

つ
き
お　

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。

著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展
望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』

『
清
々
し
き
人
々
』『
凛
々
た
る
人
生
』『
爽
快
な
る
人
生
』『
Ａ
Ｉ
に

使
わ
れ
る
人 

Ａ
Ｉ
を
使
い
こ
な
す
人
』
な
ど
多
数
。


