
1 後期水戸学における「世襲」

は
じ
め
に

　
「
世
襲
」
は
、
親
の
位
官
を
引
き
継
ぐ
こ
と）

1
（

で
あ
る
。
江
戸
時
代
に

お
い
て
「
士
」
に
限
ら
ず
農
工
商
に
お
い
て
も
「
職
分
」
の
継
承
が
基

本
で
あ
り
、
一
部
例
外
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
は
親
の
職
分
を
引

き
継
い
だ
。
こ
こ
で
い
う
異
な
る
場
合
と
は
、
幕
府
や
藩
に
金
銭
や
能

力
に
よ
り
貢
献
し
、
功
績
が
認
め
ら
れ
、
苗
字
帯
刀
が
許
さ
れ
、
更
に

は
武
士
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は

幕
府
や
藩
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
き
た
が
、
あ
く
ま
で
も
少
数
で
あ
り
、

多
数
は
代
々
仕
え
て
き
た
士
分
の
世
襲
で
あ
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て

各
藩
に
お
け
る
政
争
は
多
々
あ
り
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
譜
代
と
新
参

と
い
う
出
自
に
よ
る
対
立
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
水
戸

藩
の
政
争）

2
（

も
、
尊
王
と
佐
幕
と
い
う
対
立
の
み
に
集
約
す
る
も
の
で
は

な
く
、
藩
を
挙
げ
て
の
事
業
で
あ
る
『
大
日
本
史
』
編
纂
を
担
っ
た
彰

考
館
の
学
者
た
ち
と
、
世
臣
た
る
累
代
の
藩
士
と
の
争
い
と
い
う
側
面

が
あ
っ
た
。

　

当
時
の
葛
藤
に
つ
い
て
瀬
谷
義
彦
氏
は
「
幽
谷
の
、
身
分
制
に
よ
っ

て
固
定
さ
れ
た
門
閥
世
家
、
重
職
の
藩
士
ら
に
対
す
る
不
信
感
は
、
そ

の
後
も
一
貫
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

3
（

。」
と
指
摘
し
、
後
期
水

戸
学
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
る
藤
田
幽
谷
は
、
譜
代
の
藩
士
、
ひ
い

て
は
世
襲
に
つ
い
て
不
信
感
を
懐
き
、
幽
谷
以
降
の
門
下
に
お
い
て

も
「
封
建
身
分
制
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
藩
政
に
不
利
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
態
度
は
、
正
志
斎
や
天
功
に
お
い
て
も
同
様）

4
（

」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
参
の
学
者
た
ち
が
世
襲
を
批
判
す
る
理
由
を

「
彼
ら
の
藩
政
参
加
は
、
実
力
に
応
じ
た
役
職
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な

藩
政
に
近
づ
く
た
め
に
も
絶
対
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る）

5
（

。」
か
ら
と
す

る
。
つ
ま
り
、
藩
内
の
主
導
権
を
争
う
中
で
生
ま
れ
た
権
力
闘
争
と
す

る
理
解
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
後
期
水
戸
学
を
考
え
る
上
で
世
襲
が
問
題
と
な
っ
た
の

は
、
学
者
の
多
く
が
譜
代
の
家
柄
の
者
で
は
な
く
、
彰
考
館
で
学
才
が

認
め
ら
れ
士
分
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
ら

　
　
　
後
期
水
戸
学
に
お
け
る
「
世
襲
」

―
幽
谷
・
正
志
齋
・
東
湖
を
中
心
に

―

武
　
石
　
智
　
典
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は
、
多
く
の
藩
士
と
異
な
り
、
先
祖
の
功
績
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
己

の
能
力
が
認
め
ら
れ
て
抜
擢
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
士
分
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
藩
内
の
少
数
派
で
あ
り
、
家
柄
で
社
会
的
地
位
が

定
ま
る
身
分
制
度
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
後
期
水
戸
学
者

た
ち
は
、
才
覚
に
よ
り
武
士
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
才
が
直
接
的
に

通
用
し
な
い
武
家
社
会
を
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

中
で
、
出
自
に
よ
っ
て
役
職
他
す
べ
て
が
定
ま
る
制
度
下
の
譜
代
の
者

た
ち
と
の
協
調
を
目
指
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
変
革
を
目
指
し
た
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
後
期
水
戸
学
の
中
心
を
な
し
た
藤
田
幽
谷
、
會

澤
正
志
齋
、
藤
田
東
湖
の
三
者
が
い
か
に
世
襲
を
認
識
し
、
共
存
ま
た

は
変
革
を
志
向
し
た
か
。
更
に
は
、
学
問
的
な
特
色
で
あ
る
彼
等
の
尊

王
論
に
い
か
な
る
影
響
が
見
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

幽
谷
に
お
け
る
「
世
襲
」

　

後
期
水
戸
学
を
形
成
し
た
藤
田
幽
谷
は
士
分
以
外
か
ら
才
能
に
よ

り
取
り
立
て
ら
れ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
幽
谷
は
安
永
三

年
（
一
七
七
四
）
に
水
戸
の
古
着
屋
を
営
む
与
衛
門
言
徳
の
次
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
、
学
問
を
好
み
詩
才
の
高
さ
が
評
価
さ

れ
、
後
に
彰
考
館
総
裁
と
な
る
立
原
翠
軒）

6
（

の
門
下
と
な
り
、
翠
軒
の
推

挙
で
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
御
用
部
屋
小
僧
と
な
り
、
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
に
歩
行
士
列
に
な
り
下
級
な
が
ら
「
士
」
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
能
力
」
に
よ
っ
て
士
と
い
う
身
分
を
手
に
入
れ
て
お
り
、

「
世
襲
」
が
当
然
と
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
稀
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

幽
谷
は
身
分
に
つ
い
て
「
正
名
論
」
の
中
で
「
君
臣
之
名
、
上
下
之

分
、
正
且
厳
、
猶
天
地
之
不
可
易
也）

7
（

。（
君
臣
の
名
、
上
下
の
分
、
正

し
く
且
つ
厳
な
る
は
、
な
ほ
天
地
の
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な

り
。）」
と
し
、「
君
臣
」
の
関
係
は
不
変
と
し
て
尊
重
す
る
。
こ
れ
は
、

両
者
の
関
係
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
臣
の
序
列
、
役
職

や
禄
高
が
高
い
者
を
君
主
に
次
、
尊
重
す
べ
き
と
す
る
の
で
は
な
い
。

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
水
戸
藩
主
徳
川
治
紀
に
提
出
し
た
政
策
堤

言
書
の
「
丁
卯
封
事
」
で
、「
今
の
勢
に
て
は
中
山
・
山
野
邊
・
鈴
木

三
氏
の
大
名
分
は
格
別
其
已
下
は
段
々
に
譜
代
の
家
来
も
無
之
萬
一
之

節
は
千
石
取
も
御
切
米
取
も
同
前
の
姿
に
御
座
候
。」（「
丁
卯
封
事
」）

と
し
、
大
名
格
を
有
す
る
御
附
家
老
の
中
山
氏
、
代
々
の
家
老
の
家
柄

で
あ
る
山
野
邊
氏
、
鈴
木
氏
は
別
と
し
て
、
万
一
、
藩
に
一
大
事
が
起

こ
れ
ば
、
千
石
の
高
禄
の
藩
士
も
、
御
切
米
取
り
の
下
位
の
藩
士
も
同

様
の
働
き
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、「
譜
代
」「
新
参
」、

禄
高
の
高
下
と
い
う
枠
組
み
に
関
わ
ら
ず
、
藩
に
奉
公
す
る
点
で
は
同

じ
藩
士
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
現
況
の
水
戸
藩
士
の
状
況
を
以
下
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
　

 

今
自
大
臣
至
胥
吏
、
皆
不
敢
専
力
其
職
。
職
事
有
失
、
則
曰
是
非
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3 後期水戸学における「世襲」

我
罪
也
。
我
有
所
稟
之
也
。
委
任
不
明
、
黜
陟
莫
施
。
故
委
瑣
齷

齪
之
人
、
反
得
久
其
任
、
累
歳
積
月
、
増
禄
進
位
。
奇
偉
佩琱
儻
之

士
、
常
苦
於
掣
肘
。

　
　

 

今
、
大
臣
よ
り
胥
吏
に
至
る
ま
で
、
皆
、
敢
て
其
の
職
に
専
ら
力

め
ず
。
職
事
失
あ
ら
ば
、
則
ち
是
れ
我
が
罪
に
あ
ら
ざ
る
な
り
と

曰
ふ
。
我
之
を
稟
く
る
所
あ
る
な
り
。
委
任
明
ら
か
な
ら
ず
、
黜

陟
施
す
な
し
。
故
に
委
瑣
齷
齪
の
人
は
、
反
て
久
し
く
其
の
任
を

得
、
歳
を
累
ね
月
を
積
み
、
禄
を
増
し
位
進
む
。
奇
偉
佩琱
儻
の
士

は
、
常
に
掣
肘
に
苦
し
む
。 

（「
丁
巳
封
事
」）

　

こ
の
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
「
丁
巳
封
事
」
で
は
、
現
今
、「
大

臣
」
か
ら
「
胥
吏
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
職
に
尽
力
せ
ず
、
過
失
が

あ
っ
て
も
自
己
の
責
任
と
し
な
い
。役
職
の
異
動
も
行
わ
れ
な
い
た
め
、

と
く
に
優
れ
て
も
い
な
い
小
人
物
が
、
長
く
役
職
に
あ
り
、
歳
月
を
重

ね
て
、
禄
を
増
し
、
位
が
高
く
な
る
。
一
方
、
能
力
が
抜
き
ん
で
た
人

物
は
、
常
に
譜
代
の
妨
害
に
苦
し
ん
で
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
幽

谷
は
当
時
水
戸
藩
で
、
身
分
の
高
下
を
問
わ
ず
藩
士
が
職
責
を
全
う
し

な
い
理
由
を
評
価
基
準
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
禄
の
増
減
、

位
の
高
下
が
そ
の
ま
ま
能
力
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
単
に
長
く
同
じ
職

位
を
勤
め
た
か
ど
う
か
に
依
拠
す
る
現
状
に
問
題
の
所
在
を
求
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
年
功
評
価
が
、
結
果
と
し
て
有
能
な
藩
士
の
登
用
を

妨
げ
て
い
る
と
論
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
世
襲
批
判
で
あ
り
、
よ
り
明

確
に
言
及
し
て
い
る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　

 

縦
十
年
二
十
年
乃
至
四
十
年
五
十
年
又
は
百
年
勤
め
た
り
と
も

た
ゞ
碌
々
と
し
て
員
に
備
る
の
み
に
て
所
部
の
戸
口
も
増
さ
ず
田

野
も
闢
か
ず
風
俗
も
美
な
ら
ず
あ
ら
は
れ
た
る
大
功
な
き
人
へ
年

数
の
み
に
て
子
孫
に
伝
ふ
る
世
禄
を
与
ふ
べ
き
謂
れ
な
し
、
か
や

う
の
輩
に
年
功
に
よ
り
て
加
増
あ
る
故
に
知
行
引
は
り
た
ら
ず
し

て
自
由
に
賢
才
を
挙
る
こ
と
あ
た
は
ず
。 

（『
勧
農
或
問
』）

　

幽
谷
は
た
と
え
百
年
勤
め
た
と
し
て
も
、
大
き
な
功
績
が
な
い
人
に

仕
え
た
期
間
が
長
い
と
い
う
だ
け
で
世
襲
の
禄
を
与
え
る
理
由
は
な
い

と
し
て
い
る
。
目
立
っ
た
功
績
も
な
く
、
長
期
間
勤
め
て
い
た
だ
け
の

者
に
加
増
す
る
た
め
に
、
知
行
が
足
り
ず
、
賢
才
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
幽
谷
が
仕
え
た
年
限
を

全
く
評
価
せ
ず
、
功
績
の
有
無
の
み
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
譜
代
と
し
て
何
代
も
水
戸
藩
に
仕
え
よ
う
と
も
、
今
現
在
、

功
績
が
な
け
れ
ば
藩
士
と
す
る
に
足
り
な
い
の
み
な
ら
ず
、
優
秀
な
人

材
登
用
の
妨
げ
で
し
か
な
い
と
し
て
い
る
。
幽
谷
は
優
れ
た
人
材
が
世

襲
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
事
例
を
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い

る
。

　
　

 

夫
当
今
之
制
、
大
夫
之
子
、
恒
為
大
夫
。
士
之
子
、
恒
為
士
。
尊
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官
厚
禄
、
未
易
遽
致
。
人
人
而
知
之
。
今
在
子
方
之
上
者
、
皆
以

門
地
資
蔭
、
則
猶
有
可
語倭
。
若
論
其
才
、
則
子
方
豈
敢
出
数
子
下

哉
。

　
　

 

夫
れ
当
今
の
制
は
、
大
夫
の
子
、
恒
に
大
夫
為
り
。
士
の
子
、
恒

に
士
為
り
。
尊
官
は
禄
厚
し
。
未
だ
遽
か
に
致
易
か
ら
ず
。
人
人

之
を
知
る
。
今
、
子
方
の
上
に
在
る
者
は
、
皆
門
地
資
蔭
を
以
て

す
れ
ば
、
則
ち
猶
ほ
語倭
る
べ
き
も
の
あ
る
が
ご
と
し
。
若
し
其
の

才
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
子
方
豈
に
敢
て
数
子
の
下
に
出
で
ん
や
。

 

（「
上
総
裁
」）

　

大
夫
の
子
は
大
夫
と
な
り
、
士
の
子
は
士
と
な
る
。
家
柄
が
良
く
な

け
れ
ば
能
力
が
あ
っ
て
も
高
い
職
位
に
就
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
藩
内
の
状
況
を
理
解
し
た
上
で
、
自
分
と
同
じ

く
彰
考
館
に
勤
め
る
子
方
こ
と
、
杉
山
子
方
が
世
襲
の
犠
牲
と
な
り
重

く
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
子
方
よ
り
職
位
が
上
の
者

は
、
出
自
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
学
才
は
劣
っ
て
い

る
と
し
問
題
視
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
幽
谷

は
家
が
譜
代
か
否
か
よ
り
、
個
人
の
才
覚
を
上
位
に
お
い
て
お
り
、
先

祖
の
功
績
に
よ
り
職
位
が
保
証
さ
れ
る
既
存
の
制
度
へ
の
明
確
な
懐
疑

が
表
わ
れ
て
い
る
。

　
　

 

後
ゝ
は
世
禄
の
家
よ
り
も
賢
材
出
ま
じ
き
物
に
も
無
之
候
へ
ど
も

只
今
ま
で
の
養
ひ
様
悪
敷
候
故
急
に
は
役
に
立
申
間
敷
候
。
さ
て

下
位
の
人
よ
り
は
時
勢
不
可
に
候
へ
ど
も
そ
れ
は
随
分
相
応
の
役

方
可
有
御
座
候
。 

（「
長
久
保
赤
水
宛
書
状
」）

　

後
に
は
「
世
禄
の
家
」、
つ
ま
り
譜
代
に
お
い
て
も
優
れ
た
人
材
が

生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
育
成
の
仕
方
が
悪
く
、
す
ぐ
に
役

に
立
つ
人
材
は
い
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
身
分
が
低
い
者
の
中
で
は

「
時
勢
」、
つ
ま
り
今
は
登
用
さ
れ
る
環
境
に
な
い
が
、
有
為
な
人
物
は

存
在
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
幽
谷
は
個
々
人
の
才

知
に
重
き
を
お
き
、
世
臣
が
有
す
る
先
祖
の
功
績
や
仕
え
た
期
間
と
い

う
今
ま
で
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
顧
み
な
い
。
た
だ
、
代
々
の
世
臣

を
そ
の
家
柄
か
ら
排
除
す
べ
き
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
今
の
「
養
ひ

様
」
が
悪
い
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
彼
自
身
、
治
世
に
役
立
つ
か
否
か

で
評
価
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
幽
谷
の
世
襲
に
つ
い
て
の
理
解
を
み
て
き
た
。
先
祖
の
功

績
や
仕
え
た
期
間
に
よ
る
評
価
、
才
覚
が
あ
っ
て
も
用
い
ら
れ
な
い
現

状
を
問
題
視
し
、
改
善
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え

の
根
幹
に
は
、
単
に
自
己
や
周
り
が
低
い
身
分
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た

故
の
、
門
閥
大
身
へ
の
対
抗
意
識
と
い
う
よ
り
も
次
に
挙
げ
る
学
問
観

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
今
之
学
者
、
或
以
文
辞
為
業
、
或
以
博

洽
為
學
。
曼
衍
以
窮
年
、
若
用
力
於
経
芸
者
、
厘僅
厘僅
乎
無
幾
。（
今
の

学
者
、
或
ひ
は
文
辞
を
以
て
業
と
為
し
、
或
ひ
は
博
洽
を
以
て
学
と
為

（135）
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す
。
曼
衍
し
て
以
て
年
に
窮
し
、
力
を
経
芸
に
用
ふ
る
者
の
ご
と
き

は
、
厘僅
厘僅
と
し
て
幾
も
無
し
。）（「
与
小
宮
山
君
」）」
と
、
今
の
学
者

は
、
文
章
の
作
成
や
博
識
を
学
問
と
し
、
学
ん
だ
こ
と
を
治
世
に
い
か

す
「
経
藝
」
に
力
を
い
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
見
る
。
幽
谷

は
学
問
を
実
際
の
政
治
に
活
か
す
経
芸
を
こ
そ
真
の
学
問
と
考
え
た
。

た
め
に
、
君
臣
構
造
の
絶
対
化
を
図
り
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
治
世
に

役
立
た
な
い
家
柄
や
仕
え
た
期
間
と
い
う
世
臣
の
特
性
、
更
に
は
こ
れ

を
可
能
と
す
る
世
襲
制
度
を
評
価
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
政
治
を
担

う
才
能
あ
る
者
の
登
用
や
昇
進
を
阻
む
現
状
が
あ
る
た
め
に
問
題
視

し
、
改
革
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

正
志
齋
に
お
け
る
「
世
襲
」

　

幽
谷
は
そ
の
治
世
観
か
ら
、
職
責
を
果
た
さ
ず
に
高
位
高
禄
を
食
む

譜
代
、
世
襲
と
い
う
制
度
に
対
し
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
才
能
あ

る
者
が
藩
政
を
担
え
る
よ
う
に
改
革
す
べ
き
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
幽
谷
の
高
弟
で
あ
り
、
そ
の
著
書
『
新
論
』
で
水
戸
学
の

名
を
高
め
た
會
澤
正
志
齋
の
主
張
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
正
志
齋
は
、

師
と
は
異
な
り
身
分
の
点
で
は
士
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
士
と
は
い

え
下
士
で
、
そ
れ
も
父
の
代
か
ら
で
あ
り
、
譜
代
の
藩
士
と
は
異
な
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
正
志
齋
は
、
武
士
以
外
か
ら
の
登
用
で
は
な
く
、
下

位
層
か
ら
学
才
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
出

自
の
面
か
ら
代
々
の
藩
士
、
世
襲
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
　

 

厚
禄
の
子
弟
は
梁
肉
に
飽
き
逸
楽
に
習
ひ
、
日
日
僮
僕
婢
妾
に
親

狎
し
、
身
体
軟
弱
志
気
昏
惰
に
な
り
、
戦
陣
に
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る

の
み
な
ら
ず
、
治
平
に
も
古
今
に
暗
く
、
人
情
に
通
ぜ
ず
、
政
事

に
達
せ
ず
、
諸
士
の
頭
役
と
な
り
て
も
、
命
令
申
出
の
取
次
を
す

る
の
み
に
て
、
組
支
配
を
治
め
、
且
つ
教
ふ
る
事
能
は
ず
。
尊
爵

厚
禄
を
寝
取
に
し
て
、
国
家
の
蠧
害
と
な
る
の
み
…

 

（『
泮
林
好
音
』）

　

世
襲
に
よ
っ
て
高
位
高
禄
を
受
け
継
ぐ
藩
士
は
、
日
々
贅
沢
な
生
活

を
送
り
、
心
身
共
に
脆
弱
で
あ
る
。
た
め
に
、「
戦
陣
」
に
も
「
治
平
」

に
も
役
に
立
た
な
い
。
つ
ま
り
、
武
士
が
求
め
ら
れ
る
合
戦
で
の
働
き

や
平
時
に
お
け
る
為
政
者
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
得
な
い
。
ゆ
え
に

単
な
る
国
家
の
害
で
あ
る
と
断
ず
る
。
こ
う
し
た
世
臣
に
対
し
て
の
批

判
的
姿
勢
は
師
の
幽
谷
か
ら
受
け
継
ぐ
も
の
の
、
世
襲
理
解
に
つ
い
て

は
、
異
な
っ
て
い
た
。

　

正
志
齋
は
世
襲
に
つ
い
て
「
郡
県
」
と
「
封
建
」
で
異
な
る
と
し
、

制
度
の
違
い
に
着
目
す
る
。「
郡
県
の
制
に
て
は
、
匹
夫
よ
り
起
て
宰

相
に
も
な
る
事
な
れ
ど
も
、
封
建
に
て
は
士
大
夫
皆
世
禄
に
て
、
賢
才

を
下
よ
り
挙
げ
る
事
容
易
な
ら
ず
」（『
泮
林
好
音
』）
と
し
、
郡
県
の

制
で
あ
れ
ば
、
低
い
身
分
か
ら
で
も
能
力
で
ど
の
よ
う
な
高
い
位
に
も
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就
け
る
。
し
か
し
封
建
の
制
で
は
、
世
襲
が
当
然
で
あ
り
、
優
れ
た
人

物
を
登
用
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
制
度
の
長

短
を
論
じ
、
出
自
に
よ
ら
ず
能
力
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
郡
県
制
を
是

と
し
て
、
そ
れ
へ
の
移
行
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。「
封
建
の
世
は

士
大
夫
皆
世
禄
に
候
間
、
郡
県
の
世
に
人
材
を
自
由
に
抜
擢
候
時
と

違
ひ
、
厚
禄
の
子
弟
を
教
育
致
し
候
事
専
務
に
御
坐
候
。」（『
泮
林
好

音
』）
と
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
封
建
の
世
で
は
、
郡
県
の
世
と

異
な
り
人
材
を
能
力
に
よ
っ
て
自
由
に
登
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ゆ
え
に
、
優
先
さ
れ
る
の
は
政
治
を
担
う
高
位
高
官
の
子
弟
を
教
育
す

る
人
材
養
成
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
身
分
に
応
じ
た
学
問

を
身
に
つ
け
る
べ
き
と
し
、「
又
人
人
の
学
問
も
其
位
に
依
て
差
等
あ

る
べ
し
。
譬
へ
ば
平
士
の
心
掛
る
所
と
、
少
年
力
学
の
者
の
志
す
所

と
、
国
制
に
与
る
べ
き
人
と
は
各
差
別
あ
り
」（『
泮
林
好
音
』）
と
す

る
。
一
般
の
藩
士
や
、
若
く
学
問
に
意
欲
あ
る
も
の
、
世
襲
の
高
位
の

藩
士
で
は
学
問
に
差
別
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
す
る
。
職
位
に
よ
っ
て

求
め
ら
れ
る
学
問
は
そ
れ
と
異
な
り
、
高
位
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
り

高
度
な
学
問
が
必
要
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
幽
谷
の
能
力
に
応
じ
て
職
位
を
与
え
る
べ
き
と
す
る
見
解
と
は
異

な
り
、
職
位
に
応
じ
た
能
力
を
教
育
に
よ
り
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
と

捉
え
て
い
た
。

　

正
志
齋
は
人
材
登
用
に
お
け
る
、
家
柄
と
才
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

世
禄
ノ
人
ヲ
用
ル
モ
、
下
ヨ
リ
賢
ヲ
挙
ル
モ
、
何
レ
モ
一
得
一
失

ア
リ
。
一
偏
ニ
論
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
。
サ
レ
ト
モ
封
建
ノ
世
ニ
ハ
、
世

禄
ヲ
用
ル
コ
ト
自
然
ノ
勢
ナ
レ
バ
、
其
子
弟
ヲ
教
立
テ
ヽ
、
国
家

ノ
用
ヲ
為
サ
シ
ム
。
舜
ノ
冒
子
ニ
教
ヘ
、
周
ノ
国
子
ニ
教
フ
ル
、

是
レ
ナ
リ
。
教
ヘ
テ
コ
レ
ヲ
用
フ
ル
故
、
大
臣
ヲ
シ
テ
用
ヒ
ザ
ル

ニ
怨
マ
シ
メ
ズ
ト
云
フ
ナ
リ
。
又
下
ニ
賢
才
ア
レ
バ
、
挙
用
フ
。

舜
ノ
敷
奏
明
試
、
周
ノ
賢
能
ヲ
賓
興
ス
ル
、
是
レ
ナ
リ
。
若
シ
君

徳
明
カ
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、
世
禄
モ
賢
モ
挙
ル
モ
、
其
弊
ハ
同
シ
キ
ナ

リ
。
富
貴
ノ
子
ハ
、
奢
侈
佚
楽
ニ
習
ヒ
、
私
門
ヲ
営
ミ
、
権
勢
ヲ

張
リ
、
倹
勤
愛
民
ノ
政
モ
、
己
カ
欲
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
、
百
方
妨
害

ヲ
為
シ
テ
、
仁
政
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
世
禄
ノ
ミ
善
シ
ト
ス
ル

ハ
、
一
偏
ノ
論
ナ
リ
。
徳
ト
位
ト
ハ
車
ノ
両
輪
ノ
如
シ
。
偏
廃
ス

ベ
カ
ラ
ズ
。 

（『
読
葛
花
』）

　

人
を
用
い
る
上
で
、
出
自
と
能
力
、
ど
ち
ら
も
一
長
一
短
が
あ
る
と

す
る
。
一
方
に
偏
っ
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
封
建
制
度
で

あ
る
以
上
、
世
襲
が
あ
る
こ
と
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
む
し
ろ

世
臣
の
子
弟
を
教
育
し
、
有
益
な
人
材
へ
と
育
成
す
べ
き
と
す
る
。
出

自
、
才
知
そ
れ
ぞ
れ
古
く
か
ら
あ
り
、
ど
ち
ら
の
登
用
方
法
も
、
君
主

が
賢
明
で
い
な
け
れ
ば
意
味
を
成
さ
な
い
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
富
貴
な

者
は
、
贅
沢
に
慣
れ
、
派
閥
を
作
り
、
家
格
を
誇
っ
て
施
策
の
上
で
も
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私
益
を
優
先
す
る
ゆ
え
に
仁
政
を
行
い
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
譜
代
の
み

を
善
と
す
る
の
は
偏
っ
て
お
り
、
下
か
ら
も
優
れ
た
者
を
取
り
立
て
る

べ
き
と
す
る
。
つ
ま
り
、
片
方
に
偏
す
る
こ
と
を
戒
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
正
志
齋
の
世
襲
に
お
い
て
譜
代
の
藩
士
を
評
価
し
て
い

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
彼
は
師
と
同
じ
く
、

才
覚
に
応
じ
た
職
位
を
与
え
ら
れ
る
環
境
へ
の
改
革
を
主
張
し
な
い
。

そ
れ
は
世
襲
の
理
解
が
異
な
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
幽
谷
は
君
臣
の

別
は
絶
対
で
あ
る
と
し
、
そ
の
関
係
は
不
変
で
あ
る
が
、
臣
下
の
間
は

上
下
を
問
わ
な
い
。
他
方
、
正
志
齋
は
人
材
登
用
の
在
り
方
を
郡
県
と

封
県
の
制
度
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
能
力
に
よ
る
登
用
は

歴
史
的
に
見
れ
ば
中
国
に
お
い
て
封
建
か
ら
郡
県
へ
と
の
移
行
の
際
に

現
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
正
志
齋
に
お
い
て
は
天
皇
、
も
し
く
は
将
軍

へ
直
結
す
る
か
ど
う
か
の
士
の
意
識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
は
、
究
極
的
に
は
介
在
す
る
水
戸
藩
、
更
に
は
藩
主
の
否
定
へ
と
繋

が
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
で
、
代
々
仕
え
て
き
た
藩
士

に
対
す
る
不
満
を
懐
き
な
が
ら
も
、
譜
代
の
家
柄
を
認
め
た
上
で
、
才

覚
に
よ
る
登
用
と
の
共
存
を
目
指
す
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
出
自
に

対
す
る
次
の
よ
う
な
認
識
が
背
景
に
あ
る
。

　
　

 

君
ニ
生
レ
大
夫
・
士
ニ
生
ル
ル
ハ
、
天
ヨ
リ
授
リ
タ
ル
自
然
ノ
位

ナ
リ
。
其
位
位
ニ
相
当
シ
テ
天
職
ヲ
治
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
、
君
徳
臣

徳
ト
云
べ
カ
ラ
ズ
。
人
ニ
各
各
智
愚
賢
不
肖
ア
ル
ハ
、
其
人
人
自

然
ノ
天
徳
ナ
リ
。
是
ヲ
相
応
相
応
ニ
役
儀
ヲ
申
シ
付
ケ
、
民
ヲ
治

ル
手
伝
ヒ
ヲ
サ
ス
ル
ハ
君
徳
ナ
リ
。
己
ガ
智
愚
賢
不
肖
ニ
随
テ
相

応
相
応
ノ
手
伝
ヒ
ヲ
ス
ル
ハ
、
臣
道
ナ
リ
。 

（「
人
臣
去
就
説
」）

　

君
主
と
し
て
生
ま
れ
る
の
も
、
臣
下
に
生
ま
れ
る
の
も
天
が
授
け
た

も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
位
に
応
じ
て
職
分
を
全
う
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
人
に
は
自
然
と
賢
愚
が
あ
り
、
各
々
生
ま
れ
つ
き
具

わ
っ
た
能
力
に
合
わ
せ
、
力
を
発
揮
す
べ
き
と
す
る
。
重
要
な
こ
と

は
、
天
よ
り
授
け
ら
れ
た
自
然
の
位
が
あ
り
、
そ
の
位
に
応
じ
て
職
分

を
治
め
る
と
し
、
加
え
て
、
賢
愚
に
従
い
役
儀
を
与
え
る
べ
き
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
力
が
優
れ
て
い
れ
ば
、
出
自
を
問
わ

ず
用
い
る
べ
き
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
柄
を
み
つ
つ
、

才
能
を
吟
味
し
任
せ
る
と
す
る
。

　

正
志
齋
は
、
無
条
件
に
譜
代
の
藩
士
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
師
の
幽
谷
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
襲
に
対
す
る
理

解
は
異
な
っ
て
い
た
。
郡
県
と
封
建
と
い
う
制
度
の
違
い
に
着
目
し
、

封
建
で
あ
る
以
上
は
、
世
襲
は
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
。

郡
県
を
目
指
す
こ
と
は
藩
、
更
に
は
藩
主
へ
の
否
定
へ
と
繋
が
る
た
め

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
譜
代
と
才
覚
の
両
立
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
家
柄
は
天
の
自
然
の
位
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し

力
に
応
じ
職
分
を
尽
す
べ
き
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
は

直
截
に
は
出
自
よ
り
才
能
を
優
先
す
べ
き
と
は
し
な
か
っ
た
。
家
柄
、
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能
力
は
両
輪
の
よ
う
に
相
互
に
尊
重
す
べ
き
と
し
て
は
い
る
が
、
正
志

齋
と
し
て
は
時
代
の
制
約
上
、
家
格
に
も
配
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

東
湖
に
お
け
る
「
世
襲
」

　

幽
谷
は
君
臣
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
臣
下
間
の
上
下
を
問
わ

な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
彼
は
世
襲
か
ら
の
変
革
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
正
志
齋
は
、
師
と
同
じ
く
譜
代
の
惰
弱
さ
に
対
し
厳
し
い
目
を

向
け
た
の
だ
が
、
郡
県
・
封
建
の
制
度
の
理
解
や
、
家
柄
を
自
然
の
位

と
す
る
考
え
か
ら
登
用
に
お
い
て
は
能
力
の
み
で
な
く
出
自
を
も
勘
案

す
べ
き
と
い
う
姿
勢
を
み
せ
た
。

　

藤
田
東
湖
は
先
に
論
じ
た
幽
谷
の
後
嗣
で
あ
り
、
正
志
齋
と
と
も
に

後
期
水
戸
学
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
水
戸
藩
主
徳
川
斉

昭
の
も
と
藩
政
改
革
を
推
し
進
め
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
東
湖

に
着
目
す
る
の
は
、
そ
の
特
殊
な
出
自
の
た
め
で
あ
る
。
幽
谷
の
よ
う

に
士
以
外
か
ら
そ
の
学
才
か
ら
登
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
正

志
齋
の
よ
う
に
下
士
と
は
い
え
士
分
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
出
仕

時
は
、
藩
を
代
表
す
る
学
者
の
子
息
で
あ
り
、
彼
は
父
へ
の
畏
敬
を
も

つ
と
と
も
に
、
成
り
上
が
り
者
と
蔑
視
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環

境
に
も
あ
っ
た
。
世
襲
に
つ
い
て
は
、
名
刀
を
喩
え
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
昔
巧
勞
あ
り
し
先
祖
に
與
へ
た
る
祿
も
て
今
の
不
文
不

武
の
子
孫
を
扶
持
す
る
事
正
宗
の
名
刀
買
べ
き
料
も
て
鈍
刀
を
か
ひ

た
る
に
異
ら
ず
」（『
常
陸
帯
』）
と
し
、
功
績
の
あ
っ
た
先
祖
に
与
え

た
世
禄
を
、
学
問
も
武
芸
も
励
ま
ぬ
子
孫
に
与
え
る
こ
と
は
、
名
刀
の

費
用
で
鈍
刀
を
買
う
に
異
な
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
「
不
文
不
武
」、

学
問
も
武
芸
に
も
才
覚
の
な
い
者
に
、
先
祖
の
功
績
の
み
で
多
く
の
禄

高
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、
世
襲
を
以
下

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
　

 

治
れ
る
世
に
は
強
き
も
弱
き
も
勤
る
も
怠
る
も
、
い
と
悪
き
わ
ざ

だ
に
せ
ざ
れ
ば
家
を
つ
ぎ
禄
を
世
〻
に
す
る
さ
ま
に
し
あ
れ
ば
諸

士
の
子
弟
自
ら
怠
り
て
文
武
の
道
を
も
励
ま
ず
、
其
子
弟
や
が
て

家
を
つ
ぎ
ぬ
る
故
、
君
に
事
る
も
職
を
守
る
も
唯
人
な
み
に
備
り

た
る
の
み
て
其
道
に
暗
き
は
浅
ま
し
き
わ
ざ
な
り
。 （『
常
陸
帯
』）

　

太
平
の
世
で
は
能
力
の
高
低
や
精
勤
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
と
く
に

大
き
な
問
題
を
起
こ
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
家
督
を
継
ぎ
、
世
禄
を
子

孫
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
め
に
、
譜
代
の
子
弟
は
怠
け
て
学
問

や
武
芸
に
励
ま
ず
、
成
長
し
て
藩
士
と
な
り
仕
え
た
と
こ
ろ
で
、
人
並

み
で
も
十
分
に
職
分
を
行
い
得
な
い
。
つ
ま
り
、
東
湖
は
世
襲
に
よ
る

地
位
の
安
定
が
結
果
と
し
て
、
武
士
と
し
て
の
本
分
た
る
「
文
武
」
を

怠
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
当
時
の
水
戸
藩
で
は
、

「
今
上
ニ
立
ツ
ノ
人
ハ
、
善
ヲ
聞
ケ
ド
モ
喜
バ
ズ
、
悪
ヲ
聞
ト
モ
怒
ラ

（131）
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ズ
、
又
引
立
チ
モ
セ
ズ
、
沮
ミ
モ
セ
ズ
、
下
ノ
人
ニ
サ
ゲ
ス
マ
レ
ザ
ル

ヤ
ウ
ニ
ト
ノ
ミ
心
掛
ル
ユ
ヘ
、
下
ニ
テ
モ
其
心
ヲ
ハ
カ
リ
シ
ガ
タ
ク
、

存
分
言
ベ
キ
コ
ト
モ
扣
へ
、
材
能
ア
ル
モ
ノ
モ
容
易
ニ
働
カ
ザ
ル
ヤ
ウ

ニ
ナ
リ
ユ
ク
ナ
リ
。」（「
壬
辰
封
事
」）
と
し
、
今
の
上
に
立
つ
身
分
が

高
い
人
は
、
賞
罰
を
行
わ
ず
、
た
だ
下
の
身
分
の
者
か
ら
蔑
ま
れ
な
い

よ
う
に
と
の
み
心
掛
け
、
下
の
者
は
、
言
う
べ
き
事
を
控
え
、
力
も
存

分
に
発
揮
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
の
背
景
に
世
襲
に
よ
る
身
分
の

安
定
を
見
た
東
湖
は
、
こ
の
状
況
の
打
破
の
た
め
に
積
極
的
に
出
自
の

低
い
軽
格
の
登
用
を
進
め
る
べ
き
と
す
る
。

　
　

 

古
は
年
寄
奉
行
の
職
其
人
を
擇
み
多
く
は
両
番
頭
よ
り
年
寄
を
兼

ね
小
番
頭
よ
り
奉
行
を
兼
た
り
。
今
よ
り
見
る
時
は
其
位
卑
く
し

て
人
侮
ら
る
べ
き
や
う
な
れ
ど
も
、
其
頃
は
重
き
評
議
あ
る
毎
に

城
代
よ
り
番
頭
に
至
る
迄
列
坐
し
て
各
意
見
を
述
べ
事
を
計
り
ぬ

る
を
年
寄
奉
行
夫
れ
〲
に
請
答
へ
道
理
を
以
て
人
を
服
せ
し
む
る

程
の
才
徳
あ
る
故
年
寄
奉
行
の
位
卑
く
し
と
雖
ど
も
諸
人
是
を
侮

る
事
も
な
か
り
し
に
大
夫
の
子
は
常
に
大
夫
と
な
る
と
い
へ
る
如

く
其
家
に
だ
に
生
る
れ
ば
其
才
徳
な
き
人
も
政
を
と
り
行
ふ
事
に

成
行
き
其
位
卑
ふ
し
て
は
人
に
侮
ら
る
ゝ
に
ぞ
、
年
寄
は
必
ず
大

寄
合
頭
の
上
に
列
し
若
年
寄
は
両
番
頭
の
上
に
列
し
城
代
頭
番
頭

列
坐
し
て
事
を
議
る
古
例
も
絶
へ
て
な
き
事
と
な
り
ぬ
。
さ
れ
ば

政
を
執
る
者
日
々
に
下
情
に
う
と
く
何
事
を
も
辨
へ
ざ
る
。

 

（『
常
陸
帯
』）

　

藩
の
成
立
期
に
は
、
年
寄
・
奉
行
と
い
う
職
は
能
力
を
加
味
し
た
上

で
、
選
ば
れ
て
い
た
。
重
大
な
評
議
に
関
し
て
は
、
城
代
か
ら
番
頭
に

至
る
ま
で
議
論
し
、
年
寄
・
奉
行
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
本
来
、
年

寄
・
奉
行
は
藩
政
に
参
画
す
る
に
は
位
が
低
い
も
の
の
、
能
力
が
認
め

ら
れ
て
お
り
侮
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
来

は
各
々
能
力
を
発
揮
し
職
分
を
全
う
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
時
代
を
経

る
に
つ
れ
て
、
能
力
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
ず
、
家
老
の
子
は
そ
の
才
覚

の
有
無
に
依
ら
ず
家
老
と
な
り
藩
政
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

　

東
湖
は
、
こ
の
よ
う
に
世
襲
に
よ
り
藩
政
を
一
部
の
家
柄
で
占
め
る

よ
う
に
な
る
と
、
執
政
者
は
領
民
の
実
情
も
分
か
ら
ず
、
藩
の
情
勢
も

理
解
し
得
な
い
。
東
湖
は
こ
れ
ら
の
要
因
以
外
に
も
軽
格
を
藩
政
に
迎

え
る
利
点
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

 

扨
政
事
に
あ
づ
か
る
者
は
自
ら
権
威
を
振
ひ
奢
侈
に
な
り
易
き
は

和
漢
同
じ
事
な
る
に
、
其
身
、
位
卑
く
け
れ
ば
常
に
道
理
を
も
て

大
身
の
人
に
勝
た
ん
と
思
ふ
故
其
患
少
し
。
た
と
ひ
あ
し
き
事
あ

り
て
も
其
人
を
退
く
る
事
も
易
し
。 

（『
常
陸
帯
』）

　

政
治
を
行
う
者
は
、
権
威
を
振
い
奢
侈
に
耽
り
易
い
。
た
だ
、
身
分

が
低
く
取
り
立
て
ら
れ
た
新
参
で
あ
れ
ば
、
道
理
に
お
い
て
譜
代
に
勝
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ろ
う
と
考
え
る
だ
け
な
の
で
、
間
違
い
を
犯
す
心
配
が
少
な
い
。
過
ち

を
犯
し
て
も
新
参
で
あ
る
た
め
退
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
東
湖
は
世
臣
と
軽
格
の
対
立
構
造
を
よ
り
明
確
に
し
、
軽
格
の
者

が
藩
政
を
担
う
こ
と
の
有
益
性
を
説
く
。
こ
れ
ら
か
ら
自
己
の
立
場
を

才
覚
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
者
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

見
方
を
よ
り
は
っ
き
り
と
示
す
の
が
次
の
文
で
あ
る
。

　
　

 

さ
て
新
に
擢
で
ら
れ
用
ひ
ら
れ
し
人
々
は
山
野
邊
兵
庫
、
渡
邊
半

助
、
鵜
殿
平
七
、
戸
田
銀
次
郎
、
武
田
彦
九
郎
、
小
宮
山
次
郎
左

衛
門
、
青
山
量
助
、
會
澤
恒
蔵
、
立
原
甚
太
郎
、
友
部
正
助
、
酒

井
市
之
允
、
田
丸
稲
之
衛
門
、
山
口
頼
母
、
多
田
傳
右
衛
門
、
川

瀬
七
郎
右
衛
門
、
杉
山
千
太
郎
、
吉
成
又
右
衛
門
、
山
國
喜
八
郎
、

原
田
兵
助
、
鈴
木
庄
蔵
、
深
澤
甚
五
兵
衛
、
石
川
徳
五
郎
、
金
子

孫
二
郎
、
今
井
金
右
衛
門
、
及
び
彪
等
こ
れ
な
り
。
其
外
進
め

用
ひ
給
ふ
人
猶
多
か
れ
ど
も
こ
ゝ
に
は
御
代
の
初
二
年
三
年
の
間

に
擧
げ
給
ふ
人
の
み
か
ぞ
へ
、
し
か
も
大
夫
の
子
に
て
大
夫
に
な

り
し
類
ひ
は
記
さ
ず
唯
人
才
を
用
ひ
給
へ
る
あ
ら
ま
し
を
述
る
な

り
。 

（『
常
陸
帯
』）

　

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
名
は
、
水
戸
藩
主
斉
昭
が
襲
封
し
て
以
来
、
能

力
か
ら
藩
政
に
参
画
さ
せ
た
藩
士
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
藩
主
へ
と
運
動

を
し
た
幽
谷
門
下
や
こ
れ
に
近
い
人
士
で
あ
り
、
山
野
邊
や
一
部
例
外

は
あ
る
も
の
の
多
く
は
軽
格
の
出
身
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
襲
で

は
な
く
才
知
に
よ
り
取
り
立
て
ら
れ
た
者
と
し
て
い
る
。
敢
え
て
世
襲

の
藩
士
の
名
を
こ
こ
で
記
さ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
東
湖
の
譜
代
に
対
す

る
認
識
と
そ
の
競
争
心
が
読
み
取
れ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
敵
愾

心
を
懐
き
、
能
力
に
よ
る
登
用
を
目
指
す
の
か
。

　
　

 

今
夫
国
中
士
大
夫
沐
浴
太
平
之
沢
、
儼
然
称
親
藩
麾
下
、
而
飽
食

暖
衣
、
佚
楽
是
耽
。
其
常
言
曰
、
苟
不
為
悪
則
可
以
保
禄
秩
。
甚

則
曰
、
租
入
甚
減
、
何
農
夫
之
無
状
也
、
廩
米
秕
悪
、
何
有
司
之

鄙
吝
也
、
嗚
呼
、
其
租
入
孰
賜
之
、
廩
米
孰
給
之
。
若
其
不
為
悪

者
、
樵
夫
牧
豎
蜑
戸
嗟磠
丁
之
所
当
然
、
樵
牧
蜑
嗟磠
、
不
収
租
入
食

廩
米
、
而
終
身
砲乾
砲乾
、
従
事
於
山
海
林
野
。
巨
室
世
家
則
食
而
怠

其
事
、
僅
以
其
不
為
悪
比
於
蜑
嗟磠
樵
牧
之
民
。
不
亦
可
憫
乎
。

　
　

 

今
、
夫
れ
国
中
の
士
大
夫
は
、
太
平
の
沢
に
沐
浴
し
、
儼
然
と
し

て
親
藩
の
麾
下
と
称
し
、
飽
食
暖
衣
し
て
、
佚
楽
に
是
れ
耽
る
。

其
の
常
言
に
曰
く
、
苟
し
く
も
悪
を
為
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
禄

秩
を
保
つ
べ
し
。
甚
し
き
は
則
ち
曰
く
、
租
入
甚
だ
減
ず
、
何
ぞ

農
夫
の
無
状
な
る
や
。
廩
米
秕
悪
な
り
。
何
ぞ
有
司
の
鄙
吝
な
る

や
。
嗚
呼
、
其
の
租
入
孰
か
之
に
賜
ひ
、
廩
米
、
孰
か
之
を
給
ふ
。

其
の
悪
を
為
さ
ざ
る
者
の
ご
と
き
は
、
樵
夫
牧
豎
蜑
戸
嗟磠
丁
の
当

然
と
す
る
所
な
り
。
樵
牧
蜑
嗟磠
は
、
租
入
を
収
め
廩
米
を
食
ま

ず
。
而
し
て
終
身
砲乾
砲乾
と
し
て
、
山
海
林
野
に
従
事
す
。
巨
室
世

（129）



11 後期水戸学における「世襲」

家
な
れ
ば
則
ち
食
み
て
其
の
事
を
怠
り
、
僅
か
に
其
の
悪
を
為
さ

ざ
る
を
以
て
蜑
嗟磠
樵
牧
の
民
に
比
す
。
亦
た
憫
む
べ
か
ら
ず
や
。

 

（『
弘
道
館
述
義
』）

　

今
の
譜
代
の
藩
士
は
、
太
平
な
時
代
に
慣
れ
て
、
親
藩
に
属
す
る
こ

と
を
誇
り
、
飽
食
暖
衣
の
生
活
を
送
る
。
そ
の
上
で
、
常
に
悪
事
を
為

さ
な
け
れ
ば
、
家
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
年

貢
の
減
少
を
、
農
民
の
怠
惰
さ
と
し
、
給
米
の
少
な
さ
を
藩
の
せ
い
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
巨
室
世
家
」
に
対
し
、
終
身
、
農
事
や
漁
事
に

身
を
費
や
す
領
民
を
思
っ
て
、
東
湖
は
憤
り
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
先
祖
の
功
績
で
不
文
不
武
に
も
関
わ
ら
ず
、
貴
位
高
禄
を
甘
受

し
、
そ
れ
を
支
え
る
領
民
を
顧
み
な
い
譜
代
の
武
士
、
そ
れ
を
許
す
世

襲
と
い
う
制
度
を
改
め
る
た
め
に
、
藩
政
を
自
派
で
掌
握
し
、
理
想
と

す
る
政
治
の
実
現
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

東
湖
の
世
襲
理
解
は
、
同
門
の
正
志
齋
と
異
な
り
、
父
の
幽
谷
の
認

識
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
と
い
う

よ
り
、
よ
り
先
鋭
化
し
た
傾
き
が
あ
る
。
代
々
の
譜
代
よ
り
才
気
の
有

る
者
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
意
識
が
よ
り
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
、
藩
内
に
同
門
の
者
が
多
数
居

り
、
藩
政
の
現
状
に
対
し
問
題
意
識
を
共
有
し
て
派
閥
を
な
し
て
い
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
期
水
戸
藩
主
の
座
を
巡
っ
て
、
将

軍
家
か
ら
の
養
子
を
迎
え
よ
う
と
す
る
譜
代
と
、
先
代
藩
主
の
弟
で
あ

る
斉
昭
を
推
す
幽
谷
門
下
を
は
じ
め
と
す
る
軽
格
の
争
い
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
る
。
こ
の
争
い
が
対
立
構
造
を
よ
り
深
め
、
東
湖
の
世
襲
観
に

影
響
を
与
え
た
。

斉
昭
の
襲
封
に
お
け
る
「
世
襲
」

　

こ
こ
ま
で
、
幽
谷
、
正
志
齋
、
東
湖
の
世
襲
理
解
を
見
て
き
た
。
一

様
に
譜
代
の
藩
士
に
対
し
批
判
的
で
あ
り
、
能
力
に
よ
り
評
価
す
べ
き

と
い
う
認
知
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
世
襲
を
封
建
制
度
の
延
長

性
と
し
て
捉
え
、
そ
の
中
で
世
臣
と
新
参
の
共
存
を
目
指
す
正
志
齋
、

治
世
の
た
め
、
出
自
の
み
に
よ
る
門
閥
政
治
の
打
破
を
志
向
す
る
幽

谷
、
東
湖
親
子
で
は
同
じ
後
期
水
戸
学
者
で
も
そ
の
認
識
は
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

後
期
水
戸
学
に
お
け
る
世
襲
理
解
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
義
を
有

す
る
の
が
徳
川
斉
昭）

8
（

の
存
在
で
あ
る
。
ま
ず
、
就
封
の
過
程
の
中
で
、

後
継
を
巡
っ
て
将
軍
家
か
ら
養
子）

9
（

を
迎
え
よ
う
と
す
る
譜
代
、
藩
主
の

弟
で
あ
る
斉
昭
を
推
す
幽
谷
門
下
を
中
心
に
す
る
軽
格
と
い
う
対
立
構

造
を
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
更
に
は
、
門
閥
を
中
心
と
し
た
藩
政
の
中

枢
に
東
湖
を
は
じ
め
と
す
る
有
能
な
藩
士
を
起
用
し
た
こ
と
も
あ
り
、

後
期
水
戸
学
者
の
政
治
改
革
は
先
ず
以
て
藩
主
あ
り
き
で
あ
っ
た
。
以

上
を
考
え
る
と
重
視
す
べ
き
は
既
存
の
門
閥
政
治
で
は
な
く
、
有
才
を

重
ん
じ
る
君
主
で
あ
る
と
な
る
。
で
は
斉
昭
本
人
は
世
襲
を
い
か
に
理
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解
し
て
い
た
の
か
。「
先
君
先
祖
の
余
慶
に
て
、
面
々
禄
位
を
保
ち
居

候
処
、
年
を
経
、
世
を
歴
る
に
従
ひ
、
本
を
忘
れ
恩
を
忘
れ
候
は
、
愚

か
な
る
事
な
ら
ず
や
。」（「
告
志
篇
」）
と
し
、
先
祖
の
お
陰
で
今
の
職

位
が
あ
る
の
で
あ
り
、
代
を
重
ね
て
、
先
祖
の
恩
を
忘
れ
る
の
は
愚
か

だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
威
公
（
初
代
藩
主
徳
川
頼
房
）
の
血
脈
」

を
自
負
す
る
斉
昭
の
認
識
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
ゆ
え
に
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

大
臣
の
子
弟
は
其
父
兄
の
故
を
以
人
も
疎
略
に
不
致
、
無
理
を
い

ひ
て
も
其
儘
通
し
置
候
故
、
我
ま
ゝ
の
み
増
長
し
、
小
臣
を
見
下

し
候
類
も
あ
り
と
き
く
。
大
臣
の
子
弟
は
行
々
政
務
に
も
預
り
、

国
の
柱
石
と
も
な
る
べ
き
身
な
れ
ば
、
別
し
て
学
問
等
を
も
励

み
、
下
情
に
も
通
達
す
る
様
に
と
教
ふ
べ
き
に
、
左
は
な
く
て
、

幼
年
よ
り
貴
き
を
挾
む
様
に
悪
し
く
癖
を
付
候
は
、
よ
か
ら
ぬ
事

な
り
。 

（「
告
志
篇
」）

　

譜
代
の
子
弟
は
、
父
兄
の
禄
位
の
た
め
に
、
大
切
に
扱
わ
れ
、
無
理

が
叶
う
環
境
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
わ
が
ま
ま
に
育
ち
新
参
や
軽
格
を
見

下
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
大
身
の
子
弟
は
、
将
来

は
藩
政
を
担
う
身
分
で
あ
り
、
特
段
の
教
育
を
し
、
領
民
の
生
活
に
も

通
じ
る
べ
き
と
す
る
。
斉
昭
も
後
期
水
戸
学
者
と
同
じ
く
権
門
の
子
弟

の
現
状
を
問
題
視
し
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
と
違
う
の
は
、
功
績
あ
る

先
祖
に
恥
じ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
こ
と
と
、
将
来
は
藩
政
を
担
う
こ
と
が

約
束
さ
れ
た
身
ゆ
え
に
励
む
べ
き
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
出
自
を
能
才

よ
り
下
位
に
お
く
も
の
で
は
な
い
。

　

も
と
も
と
斉
昭
が
将
軍
家
の
養
子
候
補
に
勝
ち
、
水
戸
藩
主
に
な
れ

た
の
は
そ
の
血
統
、
先
君
の
弟
で
あ
り
、
藩
祖
の
直
系
と
い
う
点
で
あ

る
。
い
か
に
自
己
を
推
戴
す
る
者
た
ち
が
才
知
に
よ
り
取
り
立
て
ら
れ

た
と
は
い
え
、
譜
代
を
能
力
の
有
無
に
よ
り
評
価
す
る
こ
と
は
、
世
襲

と
い
う
制
度
に
よ
り
藩
主
に
な
り
得
た
斉
昭
に
は
自
己
否
定
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
ゆ
え
に
、
周
囲
の
者
と
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
線

を
画
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
斉
昭
自
身
の
理
解
と
周
り
の
後
期
水
戸
学
者
と
の
間
に
は

世
襲
に
つ
い
て
の
見
方
に
は
乖
離
が
あ
り
、
そ
の
差
は
埋
ま
ら
ず
、
藩

政
末
期
の
混
乱
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
後
期
水
戸
学
者
の
間
に
お
い
て
も
、
世
襲
と
能
力
に
よ

る
登
用
の
見
方
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

後
期
水
戸
学
に
お
け
る
「
世
襲
」
理
解
に
つ
い
て
、
幽
谷
、
正
志
齋
、

東
湖
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
加
え
て
、
後
期
水
戸
学
者
に
と
っ
て
転
換

点
と
な
る
徳
川
斉
昭
の
襲
封
と
そ
の
家
柄
に
つ
い
て
の
認
識
を
確
認
し

た
。
幽
谷
や
そ
の
門
下
に
限
ら
ず
、
藩
内
に
お
い
て
最
も
尊
貴
な
出
自
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の
斉
昭
さ
え
も
、
水
戸
藩
の
譜
代
の
藩
士
の
職
務
へ
の
怠
慢
や
、
学
問

や
武
芸
へ
の
不
精
に
つ
い
て
は
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の

問
題
に
対
し
て
い
か
に
対
応
す
る
か
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
各
自
の

世
襲
に
対
す
る
意
識
の
差
異
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

幽
谷
は
そ
の
経
世
観
か
ら
、
才
力
の
な
い
譜
代
の
子
弟
が
家
柄
ゆ
え

に
高
位
高
禄
に
つ
き
、
更
に
は
能
力
の
あ
る
新
参
の
進
出
を
妨
げ
る
現

状
を
憂
い
、
職
位
の
均
等
が
取
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
一
方
、
正
志

齋
は
、
世
襲
に
つ
い
て
、
郡
県
と
封
建
の
制
度
の
違
い
に
求
め
、
封
建

社
会
で
あ
る
以
上
、
職
分
の
継
承
は
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
理
解

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
出
自
も
才
能
と
同
じ
く
天
か
ら
与
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
た
め
、
代
々
仕
え
た
門
閥
と
才
覚
に
よ
る
軽
格
の
共
存
・

協
力
を
主
張
し
た
。
東
湖
は
父
幽
谷
の
考
え
を
踏
襲
す
る
形
で
、
そ
の

考
え
を
先
鋭
化
さ
せ
、
権
門
と
成
り
上
が
り
と
い
う
対
立
構
造
の
も

と
、
不
文
不
武
の
譜
代
の
藩
政
か
ら
の
排
除
を
求
め
る
姿
勢
を
鮮
明
に

す
る
。
後
期
水
戸
学
者
と
分
類
さ
れ
る
三
者
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う

な
理
解
の
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
ら
と
賛
同
者
た
ち

が
運
動
し
、
藩
主
と
な
っ
た
斉
昭
は
、
こ
の
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ

も
、
幽
谷
親
子
の
出
自
を
問
わ
な
い
、
才
芸
の
み
の
評
価
の
主
張
に
は

躊
躇
を
示
し
、
代
々
仕
え
た
家
柄
の
子
弟
を
教
育
し
有
為
な
人
材
へ
と

育
成
す
べ
き
と
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
幽
谷
、
正
志
齋
、
東
湖
に
お
い
て

世
襲
の
弊
害
に
つ
い
て
の
認
識
は
通
底
し
て
い
た
も
の
の
、
対
処
に
つ

い
て
は
各
自
異
な
っ
て
い
た
。
更
に
、
最
大
の
理
解
者
た
る
べ
き
斉
昭

も
出
自
を
問
わ
ず
才
知
の
み
に
よ
り
人
事
を
評
価
し
職
位
を
与
え
る
と

い
う
意
思
ま
で
は
な
く
、
実
行
も
し
な
か
っ
た）

10
（

。
つ
ま
り
、
後
期
水
戸

学
に
お
け
る
人
材
登
用
の
理
解
は
、
譜
代
に
配
慮
し
つ
つ
、
有
能
な
新

参
の
藩
政
進
出
を
期
す
る
と
い
う
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
め

に
、
あ
く
ま
で
も
藩
内
に
お
い
て
の
み
門
閥
対
軽
格
の
争
い
に
終
始

し
、
力
量
が
あ
り
な
が
ら
も
出
自
に
よ
り
生
か
せ
な
い
と
い
う
社
会
全

般
の
改
革
を
目
指
す
よ
う
な
思
想
は
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
。
尊
王
論
に

お
い
て
も
、
藩
祖
か
ら
の
血
統
に
保
証
さ
れ
た
藩
主
を
頂
点
と
す
る
藩

構
造
を
前
提
と
し
た
上
の
議
論
で
あ
り
、
幕
府
や
藩
を
否
定
す
る
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
後
期
水
戸
学
を
代
表
す
る
幽
谷
、
正
志
齋
、
東
湖
の
世

襲
理
解
、
加
え
て
、
転
換
点
と
な
っ
た
斉
昭
の
襲
封
と
そ
の
家
柄
に
つ

い
て
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
解
は
あ
く
ま
で
も
藩
内
に
留
ま

る
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
幕
藩
体
制
を
否
定
し
得
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

た
だ
、
武
士
の
位
置
づ
け
や
世
襲
と
関
わ
り
の
あ
る
武
士
土
着
論
に

つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

世
襲
は
『
後
漢
書
』
質
帝
紀
に
「
四
年
春
二
月
丙
子
、
初
聽
中
官
得
以
養
子

為
後
、世
襲
封
爵
。」
と
あ
り
、意
義
を
同
じ
く
す
る
世
及
に
つ
い
て
は
、『
禮
記
』

（126）
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禮
運
に
「
大
人
世
及
以
為
禮
、
城
郭
溝
池
以
為
固
、
禮
義
以
為
紀
。」
と
あ
り
、

親
の
職
位
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
禮
に
適
う
行
為
と
す
る
。

（
2
） 

水
戸
藩
の
政
争
に
つ
い
て
は
橋
川
文
三
氏
「
水
戸
学
の
源
流
と
成
立
」（『
藤

田
東
湖
』
中
央
公
論
社
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
3
） 

瀬
谷
義
彦
著
「
水
戸
学
の
背
景
」（『
水
戸
学
』
岩
波
書
店
一
九
七
三
年
）
を

参
照
。

（
4
） 

同
上
。

（
5
） 

同
上
。

（
6
） 

立
原
翠
軒
（
一
七
四
四
年
〜
一
八
二
三
年
）
の
儒
学
者
、水
戸
藩
士
。
名
は
萬
、

号
は
、
東
里
、
此
君
堂
、
致
仕
し
て
か
ら
翠
軒
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）

に
彰
考
館
に
入
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
総
裁
と
な
る
。
門
人
の
藤

田
幽
谷
と
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
を
巡
り
対
立
し
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

に
致
仕
す
る
。

（
7
） 

本
稿
で
用
い
た
文
献
に
つ
い
て
「
正
名
論
」、『
新
論
』、「
告
志
篇
」、「
人
臣

去
就
説
」
は
、
尾
藤
正
英
等
編
著
『
水
戸
学
』（
岩
波
書
店
一
九
七
三
年
）
に

拠
る
。「
丁
卯
封
事
」、「
丁
巳
封
事
」、「
勧
農
或
問
」、「
上
総
裁
」、「
長
久
保

赤
水
宛
書
状
」、「
與
小
宮
山
君
」
は
、
菊
池
謙
次
郎
編
著
の
『
幽
谷
全
集
』（
吉

田
彌
平
一
九
八
五
年
）
に
拠
る
。『
泮
林
好
音
』
は
、
瀬
谷
義
彦
著
の
『
會
澤

正
志
齋
』（
文
教
書
院　

一
九
四
二
年
）、『
読
葛
花
』
は
、
関
儀
一
郎
編
『
日

本
儒
林
叢
書
』（
鳳
出
版
一
九
七
八
年
）、『
弘
道
館
述
義
』、『
常
陸
帯
』、「
壬

辰
封
事
」
は
、
菊
池
謙
次
郎　

編
著
『
新
定
東
湖
全
集
』（
国
書
刊
行
会　

一
九
九
八
年
）
に
拠
る
。

（
8
） 

徳
川
斉
昭
（
一
八
〇
〇
年
〜
一
八
六
〇
年
）
は
第
九
代
水
戸
藩
主
。
第
七
代

藩
主
治
紀
の
三
男
。
名
は
敬
三
郎
、
号
に
景
山
、
諡
は
烈
公
。
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
に
藩
主
と
な
り
、
東
湖
ら
後
期
水
戸
学
者
を
登
用
し
藩
政
改
革

を
行
う
。
尊
王
攘
夷
の
実
行
を
求
め
運
動
し
、
一
時
、
幕
府
の
海
防
参
与
に

な
る
も
、
日
米
通
商
条
約
無
断
違
勅
調
印
を
巡
り
、
慎
み
、
水
戸
で
の
永
蟄

居
と
な
る
。

（
9
） 

将
軍
家
か
ら
の
養
子
と
は
、
十
二
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
子
、
清
水
恒
之
丞
を

指
す
。

（
10
） 『
水
戸
市
史
』
中
巻
（
三
）
で
「
い
か
に
斉
昭
が
改
革
に
意
欲
的
で
あ
っ
て
も
、

中
下
層
の
多
い
改
革
派
を
、
重
職
に
つ
け
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
の
は
当

然
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
斉
昭
は
執
政
に
は
「
譜
代
」
か
ら
し
か
用
い

な
か
っ
た
。

（
た
け
い
し
・
と
も
の
り　

筑
波
大
学
大
学
院
一
貫
性
博
士
課
程　

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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