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幕
末
水
戸
藩
闘
争
に
お
け
る
鯉
淵
勢
の
動
向 

宮  

沢 
 

正  

純 

は
じ
め
に 

明
治
維
新
の
変
革
に
直
接
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
っ
た
の
は
支
配
階
層
の
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
被
支
配
階
層
か
ら

参
加
し
て
い
っ
た
多
く
の
人
々
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
そ
の
性
格
の
分
析
が
な
さ
れ
、
歴
史
の
ひ

の
き
舞
台
か
ら
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
当
時
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
っ
て
行
動
し
た
の
か
が
と

き
あ
か
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
「
官
軍
」
に
荷
担
し
、
そ
の
魁
と
な
っ
て
い
っ
た
集
団
か
、
ま
た
は

幕
府
に
対
し
、
何
ら
か
の
要
求
を
求
め
て
行
動
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
幕
府
側
に
あ
っ
て
行
動
し
「
朝

敵
」
の
名
の
下
に
犠
牲
と
な
っ
て
名
を
残
さ
な
か
っ
た
多
く
の
人
々
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

人
々
の
集
団
を
一
つ
ず
つ
さ
ぐ
り
、
彼
ら
が
置
か
れ
た
立
場
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
隠
さ
れ
た
り
、
評
価

の
さ
れ
得
な
か
っ
た
事
件
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
あ
る
い
は
当
時
の
庶
民
の
思
想
と
、
そ
の
立
場
が
は
っ
き
り
と

し
、
ひ
い
て
は
や
が
て
維
新
史
全
体
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
を
知
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。 

幕
末
期
の
水
戸
藩
に
は
、
他
領
で
類
を
み
な
い
内
訌
が
起
こ
り
、
血
で
血
を
洗
う
殺
し
合
い
で
、
多
数
の
犠
牲
者

が
出
、
幕
末
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
こ
の
事
件
の
為
、
維
新
を
迎
え
て
も
水
戸
藩
は
揺
れ
動
き
、
維
新
回

天
期
に
人
物
を
そ
ろ
え
ら
れ
ず
に
現
在
に
ま
で
そ
の
爪
跡
を
残
し
て
い
る
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
内
訌
が
武
力

の
衝
突
と
な
っ
て
藩
全
体
を
お
お
っ
た
時
、
農
民
の
集
団
が
門
閥
保
守
派
に
属
し
、
幕
府
軍
や
諸
藩
の
連
合
軍
と
共

に
、
尊
皇
攘
夷
派
を
相
手
に
戦
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
鯉
淵
勢
、
寺
門
勢
、
薄
井
勢
等
と
称
さ
れ
、
彼
ら
は

直
接
戦
闘
へ
と
参
加
し
て
い
っ
た
。 

し
か
し
実
際
、
こ
の
よ
う
な
水
戸
藩
の
内
訌
に
お
い
て
、
農
民
は
い
か
な
る
動
き
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
の
人
々
の
中
で
も
、
ど
の
派
に
組
し
た
か
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
は
異
な
り
、
ち
が
っ
た
評
価
を
受
け
て

き
た
。
さ
ら
に
尊
攘
派
に
属
し
た
人
々
の
個
別
の
研
究
は
、
か
な
り
の
数
で
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

保
守
派
と
共
に
、
一
大
勢
力
と
し
て
参
加
し
、
そ
の
行
動
が
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
狂
わ
す
影
響
力
を
も
っ
た
諸
隊

の
一
つ
、
鯉
淵
勢
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
体
像
は
、
二
、
三
の
研
究
を
除
い
て
は
発
表
さ
れ
て
な
い
。
彼
ら
を
知
る

こ
と
が
、
ひ
い
て
は
正
確
な
幕
末
維
新
史
を
研
究
し
て
い
く
第
一
歩
で
あ
ろ
う
。 

現
在
ま
で
そ
の
研
究
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
発
表
さ
れ
た
も
の
も
ご
く
一
部
に

し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

昭
和
一
三
年
、
市
毛
幸
之
介
氏
に
よ
る
「    

変
二
於
ケ
ル
鯉
淵
勢
」
を
は
じ
め
に
、
昭
和
三
九
年
、
名
越
時
正

氏
に
よ
る
「
賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
の
孔
版
本
に
よ
る
刊
行
で
あ
り
、
最
近
で
は
深
谷
康
弘
氏
に
よ
る
「
鯉

淵
勢
に
関
す
る
一
考
察
」
で
あ
る
。
た
だ
水
戸
藩
の
訌
争
に
つ
い
て
の
研
究
例
は
、
瀬
谷
義
彦
氏
「
水
戸
藩
朋
党
の

成
立
」
、
木
戸
田
四
郎
氏
「
維
新
黎
明
期
の
豪
農
層
」
、
芝
原
拓
自
氏
「
尊
皇
攘
夷
運
動
の
階
級
的
基
盤
」
、
乾
宏
己

氏
「
水
戸
藩
党
争
の
一
考
察
」
な
ど
の
多
く
の
労
作
が
あ
り
、
刊
行
も
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
藩
全
体
に
関
す

る
も
の
で
、
鯉
淵
勢
の
よ
う
な
農
兵
集
団
を
通
じ
て
、
水
戸
藩
の
幕
末
維
新
史
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
中
に
あ
っ
て
は
、
水
戸
藩
の
尊
攘
派
を
も
っ
て
、
旧
体
制
の
建
て
な
お
し
を
目
ざ
し
た
集
団
と
し
て
と
ら
え
る
か
、

ま
た
鯉
淵
勢
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
を
封
建
下
の
基
本
的
階
級
対
立
、
領
主
と
農
民
の
対
立
の
必
然
的
結
果
と
し
、

民
衆
に
幕
藩
体
制
秩
序
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
独
立
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
最
近

に
な
っ
て
、
高
木
俊
輔
氏
に
よ
り
、
草
莽
集
団
と
か
ら
め
て
水
戸
藩
の
庶
民
を
、
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。 

筆
者
は
、
市
毛
氏
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
、
諸
先
学
の
研
究
を
参
考
に
、
鯉
淵
勢
と
し
て
の
参
加
村
や
人
数
の
実
態
、

そ
の
行
動
全
体
の
把
握
、
水
戸
藩
庁
や
幕
府
と
の
関
係
を
究
め
、
彼
ら
に
対
し
て
の
評
価
を
正
確
に
と
き
あ
か
し
て

元
治 

元
年 

（
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い
く
こ
と
を
願
っ
た
。 

一 ま
ず
史
料
と
し
て
参
考
に
し
た
主
な
も
の
の
う
ち
、
未
刊
の
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、 

賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳  

名
越
氏
ら
が
孔
版
に
し
た
も
の
で
、
市
毛
氏
ら
は
こ
れ
に
よ
っ
て
記
述
し
て
い

る
。 

平
戸
家
史
料 

「
御
用
留
」「
留
書
帳
」「
功
賞
控
」「
鯉
淵
勢
扣
写
」
等
。
水
戸
市
河
和
田
町
平
戸
郡
治
氏
所
蔵

の
も
の
。
こ
の
中
で
「
鯉
淵
勢
扣
写
」
の
中
に
は
「
賊
徒
追
討
御
加
勢
軍
中
記
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
と
ほ
ぼ
同
類
の
史
料
で
あ
る
。
た
だ
内
容
の
細
部
に
つ
い
て
は
よ

り
詳
し
い
史
料
で
あ
り
、
今
回
大
い
に
利
用
し
た
。 

富
田
家
史
料 

「
御
用
留
」「
留
書
」
等
、
友
部
町
随
分
附
富
田
清
作
氏
所
蔵
史
料
。 

水
府
戦
争
日
鑑
略
記  

金
砂
郷
村
岩
手
飛
田
一
次
氏
所
蔵
史
料
。
こ
れ
は
茨
城
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
「
水

府
戦
争
日
鑑
」
と
同
一
の
史
料
で
あ
る
が
、
飛
田
家
の
方
に
は
後
書
な
ど
が
載
っ
て
い
る
。 

軍
事
日
記  

旧
川
又
村
（
現
東
茨
城
郡
茨
城
町
南
川
又
）
庄
屋
書
上
帳 

水
府
乱
日
記 

ま
た
こ
の
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
次
の
も
の
も
参
考
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
比
較
的
鯉
淵
勢
に
関
し
て
の
記
述
が
あ

り
、
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

徳
川
家
蔵
版  

水
戸
藩
史
料 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編  

維
新
史
料
綱
要 

日
本
史
籍
協
会
編  

波
山
記
事 

川
瀬
教
文  

波
山
始
末 

金
沢
春
友  

水
戸
天
狗
党
遺
聞 

茨
城
県
史
編
さ
ん
幕
末
維
新
史
部
会
編 

茨
城
県
幕
末
史
年
表 

館
三
省  

内
原
町
史 

横
瀬
夜
雨 

天
狗
騒
ぎ 

関
山
豊
正 

元
治
元
年 

こ
の
他
多
く
の
収
集
し
た
史
料
の
中
に
鯉
淵
勢
に
関
し
て
の
記
述
が
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
簡
単
で
短
く
、

研
究
の
参
考
に
は
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
本
格
的
に
使
用
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
一
つ
一
つ
の
名
前
を
あ
げ

る
こ
と
は
せ
ず
、
使
用
し
た
時
に
注
記
す
る
こ
と
に
し
た
。 

さ
て
、
現
在
ま
で
我
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
鯉
淵
勢
の
記
録
は
、
次
の
よ
う
な
区
別
が
さ
れ
よ
う
。 

一 

主
に
幕
府
、
藩
（
追
討
側
）
側
で
記
録
さ
れ
そ
の
正
当
性
を
強
く
示
し
た
も
の
。
例
「
波
山
記
事
」
「
水

府
戦
争
日
鑑
」
等
。 

二 

尊
攘
派
の
立
場
に
お
い
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
鯉
淵
勢
を
不
良
行
動
と
記
し
て
い
る
。
編
さ
ん
刊
行
さ

れ
た
も
の
の
大
部
分
を
占
め
る
。
例
「
藤
田
小
四
郎
」
「
武
田
耕
雲
斎
詳
伝
」
等
。 

三 

正
邪
の
評
価
な
し
で
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
。
主
に
伝
聞
留
書
の
類
で
未
発
表
の
資
料
に
多
い
。 

鯉
淵
勢
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
中
に
色
々
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
不
確
実
性
は
後
述
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
で
き
る
が
、
そ
の
参
加
の
形
、
態
度
、
人
数
、
期
間
、
全
体
へ
の
影
響
が
、
当
時
ど
の
よ
う
な
形
で
各
方

面
へ
伝
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
（
も
ち
ろ
ん
代

表
的
な
例
の
み
で
あ
る
が
）
。 

水
府
戦
争
日
鑑 

此
鯉
淵
勢
ト
称
セ
ル
ハ
拾
八
ヶ
村
組
合
ニ
テ
鯉
淵
村
ノ
者
頭
ト
ナ
リ
御
上
ヨ
リ
大
炮
小
銃

ヲ
拝
借
致
シ
剛
民
八
百
人
一
手
ト
為
リ
所
々
ニ
テ
高
名
ア
リ
・
・
・
・
・
共
働
キ
天
晴
武
士
ニ
等
シ
ト
大
ニ

感
シ
其
後
チ
相
親
シ
・
・
・
・
・
所
々
ノ
働
キ
其
忠
節
感
ス
ル
ニ
余
リ
ア
リ
・
・
・
・
・ 

気
比
神 

宮
祠
官 

（
4
） 
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藤
田
小
四
郎 

こ
れ
は
茨
城
郡
鯉
淵
村
及
び
附
近
十
余
ヶ
村
の
無
頼
の
農
民
よ
り
成
る
集
団
で
あ
る
。
彼
等
は

そ
の
頃
武
器
を
携
え
て
、
田
中
勢
の
如
く
横
行
濶
歩
せ
る
自
由
民
兵
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
不
良
行
動

も
・
・
・
・
・ 

武
田
耕
雲
斎
詳
伝 

田
中
愿
蔵
等
三
百
余
人
が
茨
城
郡
鯉
淵
村
を
過
ぎ
た
時
、
農
民
数
百
人
が
竹
槍
を
以
っ
て

田
中
勢
を
撃
ち
之
れ
を
敗
走
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
市
川
党
は
之
れ
を
聞
い
て
大
い
に
喜
び
、
其
労
を
慰

諭
し
銃
槍
を
授
け
て
以
っ
て
波
山
勢
を
撃
た
し
め
た
。
之
を
鯉
淵
竹
槍
隊
と
し
た
の
で
あ
る
。
是
れ
よ
り
諸

村
が
之
れ
に
倣
っ
て
竹
槍
を
製
し
て
竹
槍
組
と
称
し
た
。
か
う
し
た
竹
槍
組
が
無
数
致
る
処
の
在
郷
に
横
行

し
、
土
豪
や
武
田
、
藤
田
に
与
し
た
義
徒
の
家
を
毀
ち
財
を
掠
め
た
の
で
あ
る
。 

常
野
集 

 

御
領
内
申
合
鯉
淵
江
申
合
候
村
々
五
拾
ヶ
村
余
組
致
し
其
内
ハ
宍
戸
御
領
村
々
も
大
凡
組
入
ニ
相

成
・
・
・
・
・ 

平
松
周
斎
雑
記 

此
節
水
戸
領
ノ
百
姓
党
ヲ
結
ヒ
五
十
三
ヶ
村
或
ハ
十
八
ヶ
村
へ
集
リ
一
日
軍
場
へ
出
ル
夫

人
足
一
万
人
計
銘
々
竹
鎗
ヲ
引
提
先
ツ
進
候
事
武
士
モ
恥
ル
計
也
・
・
・
・
・ 

勇
吉
筆
記 

 

此
時
水
戸
領
鯉
ぶ
ち
バ
く
ち
う
ち
の
親
方
之
家
□
か
ん
物
組
押
入
り
て
討
こ
は
し
け
り
尤
近
辺

之
百
姓
等
か
ん
物
ニ
組
ス
ト
云 

東
持
寺
史
料  

宍
戸
在
土
師
村
辺
百
姓
五
六
ヶ
村
申
合
竹
鎗
ヲ
以
田
中
組
出
立
候
途
中
迄
相
掛
り
候
・
・
・
・
・ 

天
狗
騒
ぎ  

鯉
淵
勢
は
田
中
等
の
狼
藉
を
防
ぐ
為
に
出
来
た
自
衛
団
で
、
無
頼
漢
の
多
い
村
だ
け
に
、
珍
ら
し

く
強
か
っ
た
。
流
石
の
天
狗
も
、
独
田
中
ば
か
り
で
は
な
く
、
鯉
淵
勢
に
は
誰
が
向
か
っ
て
も
勝
て
な

い
・
・
・
・
・ 

波
山
始
末
「
部
田
野
原
合
戦
幕
軍
敗
北
」
の
項
に
「
水
戸
鯉
淵
勢
」
と
し
て
死
傷
者
の
記
録
あ
り
。 

本
論
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず
全
体
の
水
戸
藩
の
情
況
を
述
べ
て
、
な
ぜ
彼
ら
が
内
訌
に
参
加
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な

っ
た
か
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

水
戸
藩
に
は
、
立
原
翠
軒
、
藤
田
幽
谷
の
二
派
の
学
派
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）、
藩

主
擁
立
を
め
ぐ
っ
て
合
同
し
、
将
軍
徳
川
家
斉
の
子
を
藩
主
に
迎
え
よ
う
と
す
る
門
閥
重
臣
層
と
対
立
し
、
徳
川
斉

昭
を
擁
立
す
る
一
派
を
成
し
た
。
や
が
て
斉
昭
は
藩
主
に
な
る
と
、
自
分
を
擁
立
し
た
中
下
士
層
の
中
で
も
特
に
藤

田
派
を
重
用
し
た
為
、
重
臣
層
と
そ
れ
に
近
づ
い
た
立
原
派
と
の
対
立
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
幕
府
の
支
配

力
に
も
変
化
が
起
こ
り
、
絶
対
的
な
権
威
は
御
三
家
で
あ
る
水
戸
藩
に
対
し
て
す
ら
弱
ま
っ
て
、
藩
独
自
の
路
線
を

進
め
て
行
こ
う
と
す
る
藤
田
派
と
、
藩
政
府
を
幕
府
の
後
だ
て
を
持
っ
て
動
か
そ
う
と
す
る
重
臣
層
の
対
立
に
も
み

ぞ
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
外
国
の
影
響
力
が
強
ま
り
、
人
々
の
目
も
外
国
に
む
け
ら
れ
る
と
、
特
に
水
戸
学

と
結
び
つ
い
て
尊
皇
攘
夷
論
が
起
こ
り
、
つ
い
に
下
士
層
の
一
部
で
は
、
攘
夷
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
生
ま

れ
た
。
こ
こ
に
斉
昭
の
改
革
政
治
に
参
加
し
て
ま
と
ま
っ
た
中
下
士
層
と
、
保
守
門
閥
重
臣
派
の
上
士
層
の
二
派
に

分
か
れ
、
党
派
と
し
て
の
対
立
は
、
は
っ
き
り
と
形
づ
く
ら
れ
た
。
や
が
て
改
革
派
中
で
尊
攘
を
さ
け
ぶ
激
派
の
藤

田
小
四
郎
、
田
丸
稲
之
衛
門
ら
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
、
筑
波
山
に
挙
兵
し
、
全
国
の
有
志
へ
攘
夷
を

呼
び
か
け
る
と
、
幕
府
と
水
戸
藩
門
閥
層
は
、
こ
の
動
き
を
お
し
つ
ぶ
す
為
、
追
討
軍
を
成
立
さ
せ
、
諸
藩
を
も
組

み
入
れ
て
行
動
を
開
始
し
た
。 

つ
ま
り
、
天
狗
党
と
称
さ
れ
て
筑
波
へ
挙
兵
し
た
一
派
に
参
加
す
る
為
、
全
国
よ
り
有
志
が
集
ま
り
だ
す
と
、
こ

れ
を
是
、
非
と
し
て
水
戸
藩
内
は
分
裂
し
、
反
対
派
の
重
臣
で
あ
る
市
川
三
左
衛
門
、
佐
藤
図
書
、
朝
比
奈
弥
太
郎

ら
は
幕
府
と
藩
主
徳
川
慶
篤
に
上
申
し
、
つ
い
に
武
力
で
も
っ
て
お
さ
え
に
か
か
り
、
こ
れ
に
反
発
し
て
い
た
武
田

耕
雲
斎
、
榊
原
新
左
衛
門
派
の
藩
士
達
が
ま
と
ま
っ
て
行
動
を
共
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
勢
力
の
中
に
は
、

支
藩
宍
戸
の
藩
主
松
平
頼
徳
勢
、
大
発
勢
、
筑
波
勢
、
さ
ら
に
悪
評
を
一
手
に
ひ
き
う
け
た
感
の
あ
る
田
中
愿
蔵
が

加
わ
っ
た
。
二
派
の
争
い
は
、
始
め
は
参
加
し
た
も
の
だ
け
の
争
い
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
戦
線
の
拡
大
と
共
に
、

こ
れ
に
影
響
さ
れ
る
人
々
は
、
無
関
係
に
み
え
た
一
般
の
庶
民
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
っ
た
。 

気
比
神 

宮
祠
官 

（
5
） 
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た
と
え
ば
、
筑
波
勢
の
軍
資
金
の
調
達
先
は
、
水
戸
藩
領
以
外
に
も
広
ま
り
、
筑
波
周
辺
の
豪
商
・
農
へ
と
向
け

ら
れ
た
。
県
西
地
方
に
多
く
残
さ
れ
た
史
料
に
は
、
彼
ら
が
「
所
々
横
行
」
し
「
乱
妨
狼
籍
」
を
行
い
、
そ
の
為
に

苦
し
む
人
々
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
。
特
に
栃
木
町
や
真
鍋
宿
へ
放
火
し
、
悪
評
を
日
々
高
め
て
い
っ
た
田
中
隊
に

対
し
、
農
民
ら
の
恐
れ
の
声
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
筑
波
勢
に
対
し
、
河
内
郡
の
村
々
が
団
結
し
た
り
、

柿
岡
辺
の
村
々
五
三
ヶ
村
の
農
民
が
集
ま
っ
て
そ
れ
に
備
え
た
り
し
て
い
る
。
但
し
、
田
中
隊
の
行
動
を
ま
っ
た
く

別
の
目
で
み
て
い
る
金
沢
春
友
氏
の
意
見
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
氏
が
「
水
戸
天
狗
党
遺
聞
」
の
中
で
仮
説
と
す

る
田
中
の
倒
幕
観
は
、
無
視
で
き
得
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
一
つ
の
大
き
な
研
究
課
題
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
一
般
庶
民
の
こ
の
争
乱
に
対
す
る
関
心
も
深
ま
り
、
や
が
て
そ
の
う
ず
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
。

支
配
者
自
身
も
庶
民
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
頃
だ
っ
た
。 

不
確
実
な
鯉
淵
勢
の
評
価
を
正
し
く
す
る
為
、
鯉
淵
勢
の
成
立
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
一
応
の
結
論
が
出

せ
ぬ
か
と
考
え
て
み
た
。
そ
れ
に
は
当
時
記
さ
れ
た
も
の
を
批
判
し
な
が
ら
、
多
く
の
史
料
を
参
照
し
て
進
む
方
法

が
最
良
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
も
一
つ
の
立
場
に
立
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
そ
れ
す
ら
も
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
彼
ら
集
団
を
知
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

史
料
を
客
観
的
に
批
判
し
な
が
ら
成
立
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。 

現
在
ま
で
知
り
得
た
史
料
の
中
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
は
す
で
に
市
毛
、
深
谷

の
両
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
を
平
戸
家
に
あ
っ
た
「
賊
徒
追
討
御
加
勢
軍
中
記
」
と
く
ら
べ

て
み
る
と
、
同
じ
原
本
を
筆
写
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
記
述
の
内
容
は
平
戸
家
の
方
が
詳
し
い
為
、
主
に

こ
れ
を
使
用
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
成
立
し
た
鯉
淵
勢
を
追
う
こ
と
に
な
り
、
な
ぜ
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
知

る
に
は
充
分
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
現
在
知
り
得
た
史
料
の
中
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。

ゆ
え
に
「
御
用
留
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
刻
々
に
変
わ
る
情
況
に
応
じ
て
、
支
配
層
か
ら
出
さ
れ
た
命
令
が
、
村
々
ま

で
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
水
戸
藩
で
は
太
田
村
「
御
用
留
」
、
平
戸
家

の
「
御
用
留
」
で
あ
り
、
宍
戸
藩
領
で
は
富
田
家
の
「
御
用
留
」
で
あ
る
。
な
ぜ
宍
戸
領
の
も
の
を
用
い
る
か
と
い

え
ば
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
水
戸
領
の
御
用
留
で
、
他
の
同
様
の
諸
隊
で
あ
る
寺
門
隊
や
薄
井
隊
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
水
戸
領
で
は
騒
乱
の
た
め
、
し
っ
か
り
し
た
形
の
御
用
留
が
作
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
か
、
後
世
の
混
乱

期
に
故
意
に
失
わ
れ
た
か
、
ま
た
は
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
推
量
す
る
外
は
な
い
が
、
後
世
の
事
情
を
考
え
る

と
、
ど
う
も
故
意
の
方
の
可
能
性
が
強
い
。
そ
れ
ほ
ど
両
派
の
対
立
は
深
く
、
強
く
、
激
し
い
も
の
だ
っ
た
証
で
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
使
い
な
が
ら
他
に
残
さ
れ
た
史
料
を
加
え
鯉
淵
勢
の
成
立
と
そ
の
行
動
を
追
う
こ
と
に
す

る
。 二 

 

こ
の
項
で
は
、
鯉
淵
勢
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
同
時
に
彼
ら
が
変
わ
っ
て
い
く
情
況
下
に
お

い
て
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
に
変
化
を
起
こ
し
て
ゆ
く
経
過
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

元
治
元
年
三
月
二
七
日
、
筑
波
山
に
挙
兵
し
た
水
戸
藩
の
尊
攘
激
派
（
天
狗
党
と
称
さ
れ
る
）
に
対
し
、
幕
府

は
、
当
初
水
戸
藩
へ
鎮
静
を
命
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
四
月
七
日
、
諸
藩
へ
対
し
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
命

を
出
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
天
狗
勢
の
動
き
に
応
じ
、
五
月
二
五
日
に
は
、
関
東
八
州
、
越
後
、
信
濃
の
領
主
に
対

し
警
戒
を
う
な
が
し
て
い
る
。
富
田
家
「
御
用
留
」
に
は
、
五
月
二
七
日
、
関
東
取
締
出
役
よ
り
の
達
し
と
な
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
浮
浪
の
徒
取
締
に
つ
い
て
は
、
人
数
が
所
々
に
横
行
、
押
借
な
ど
し
て
百
姓
の
難

儀
が
多
く
、
捨
置
難
き
ゆ
え
、
た
と
え
水
戸
殿
名
目
を
相
唱
し
て
も
召
捕
、
手
向
い
い
た
せ
ば
切
殺
し
て
も
よ
い
。

さ
ら
に
関
東
取
締
出
役
回
村
の
時
は
、
相
互
に
打
ち
合
わ
せ
す
る
よ
う
に
と
の
令
を
出
し
て
い
る
。
六
月
よ
り
七
月

の
初
め
に
か
け
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
宍
戸
藩
の
回
状
が
回
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
農
民
に
呼
び
か
け
た
の
は
幕
府
側
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
頃
村
方
で
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
皆
で
相
談
し
た
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

（
8
） 

（
7
） 

（
6
） 
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以
後
、
彼
ら
が
こ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
行
動
し
た
か
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
、
評
価
さ
れ

て
い
っ
た
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
農
民
集
団
が
と
っ
た
行
動
を
通
し
、
支
配
層
が
彼
ら

に
持
っ
た
観
念
を
知
る
事
が
で
き
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
戸
藩
に
お
け
る
一
つ
の
動
き
で
は
な
く
、
幕
末
期
の

諸
藩
の
支
配
層
の
全
体
を
知
る
為
に
も
な
る
。
こ
の
為
に
も
彼
ら
の
行
動
を
日
を
追
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
大
切
な
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
現
在
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
史
料
に
よ
っ
て
、
先
述
の
市
毛
氏
等
が
述
べ
る
所
と
重

複
す
る
所
も
出
る
が
、
や
は
り
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
新
た
に
な
っ
た
事
実
を
加
え
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。 

鯉
淵
村
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
組
織
と
し
て
行
動
を
始
め
る
の
は
、
現
在
知
り
得
る
史
料
で
は
七
月
二
五
日
が
最

初
で
あ
る
。
こ
の
時
長
岡
宿
駅
の
助
郷
を
命
じ
ら
れ
て
出
張
し
た
鯉
淵
村
が
、
水
戸
城
を
目
指
す
尊
攘
派
の
人
数
を

目
撃
し
、
驚
い
て
村
へ
引
返
し
、
「
村
方
正
法
山
」
へ
集
合
し
、
一
同
で
「
追
討
御
加
勢
可
致
旨
」
を
決
意
す
る
所

か
ら
「
賊
徒
追
討
御
加
勢
軍
中
記
」
は
始
ま
る
。
そ
の
為
、
村
内
の
見
張
を
始
め
て
い
る
（
以
後
こ
と
わ
り
な
く
使

用
し
た
引
用
は
、
こ
の
史
料
に
よ
る
）
。 

彼
ら
が
組
合
を
作
っ
て
行
動
し
始
め
る
の
は
七
月
二
七
日
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
時
田
中
隊
と
み
ら
れ
る
「
賊
」

が
野
口
村
か
ら
犬
塚
村
へ
進
入
す
る
と
の
報
を
受
け
て
「
追
討
」
に
出
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
時
参
加

し
た
村
々
が
、
鯉
淵
村
と
犬
塚
村
以
外
、
何
ヶ
村
で
あ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
（
以
後
も
そ
の
行
動
に
参
加
し

た
村
を
一
つ
一
つ
あ
げ
る
事
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
参
加
人
数
、
村
名
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
確
に
さ
せ
て
い
き

た
い
）
。 

ま
ず
彼
ら
が
行
っ
た
こ
と
は
、
自
村
の
周
辺
の
治
安
の
維
持
で
あ
っ
た
。
村
方
に
見
張
を
立
て
、
周
辺
の
警
戒
を

始
め
た
。
そ
の
第
一
の
目
標
は
田
中
隊
で
あ
る
。
こ
の
頃
田
中
愿
蔵
を
長
と
す
る
そ
の
隊
は
、
古
巣
の
野
口
郷
校
を

根
拠
と
し
て
行
動
し
て
い
た
。
す
で
に
筑
波
勢
よ
り
分
派
し
て
い
た
彼
ら
が
行
っ
た
の
は
軍
資
金
の
調
達
を
始
め
、

人
馬
の
調
達
で
あ
っ
た
。
七
月
の
太
田
村
「
御
用
留
」
か
ら
そ
の
よ
う
す
を
述
べ
る
と
、
太
田
の
有
力
な
豪
農
に
対

し
、
御
用
金
提
出
の
命
令
が
野
口
館
よ
り
と
ど
く
。
い
ず
れ
も
「
田
中
愿
蔵
様
御
組
」
誰
々
で
、
回
村
を
も
っ
て
命

じ
て
き
た
。
こ
の
命
に
対
し
、
町
役
人
共
は
連
書
し
て
そ
の
減
額
、
延
期
の
歎
願
書
を
出
し
た
が
、
そ
の
結
果
と
し

て
帰
っ
て
く
る
の
は
、「
金
子
指
出
し
不
申
候
ハ
ヽ
家
財
道
具
不
残
打
払
可
申
」
と
か
、「
男
女
ニ
不
限
早
速
召
捕
」

る
べ
し
と
の
き
び
し
く
恐
ろ
し
い
達
し
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
無
理
な
命
令
に
対
し
、
た
よ
る
べ
き
権
威
で
あ
る

水
戸
藩
庁
へ
歎
願
す
る
が
、
当
時
藩
政
を
握
っ
て
い
た
の
が
、
市
川
三
左
衛
門
ら
の
門
閥
重
臣
層
で
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
宛
名
は
「
御
評
定
所
御
詰
合
御
諸
生
様
上
」
と
な
り
、
そ
の
つ
な
が
り
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
当
然
、
こ
の
恐

ろ
し
い
田
中
隊
の
う
わ
さ
は
、
周
辺
の
村
々
へ
も
伝
わ
っ
て
い
っ
た
。 

そ
の
後
鯉
淵
勢
が
、
本
格
的
に
合
戦
を
始
め
る
の
が
七
月
二
八
日
で
あ
る
。
「
賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
等

に
は
、
「
中
妻
郷
追
討
出
陣
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
相
手
は
田
中
隊
で
あ
る
。
鯉
淵
村
よ
り
二
〇
〇
人
が
操
り
出

し
て
い
る
。
こ
の
頃
近
隣
の
村
々
も
や
っ
と
自
衛
手
段
を
と
り
だ
し
た
。
「
賊
徒
追
討
御
加
勢
軍
中
記
」
に
は
「
組

合
村
々
よ
り
追
々
入
来
」
と
あ
り
、
村
々
の
勢
力
が
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
田
中
隊
を
追
っ
た
鯉
淵
勢
は
、

こ
の
時
宍
戸
ま
で
追
っ
て
い
る
。
二
七
日
の
犬
塚
村
が
隣
村
で
、
そ
の
時
深
追
い
も
せ
ず
に
引
き
返
し
た
こ
と
に
く

ら
べ
、
わ
ず
か
一
日
の
行
動
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
中
に
積
極
性
が
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。 

続
い
て
起
こ
っ
た
の
が
七
月
二
九
日
の
土
師
村
の
合
戦
で
あ
る
。
鯉
淵
村
二
三
〇
人
を
中
心
と
し
た
村
々
で
、
こ

の
時
初
め
て
四
五
本
の
旗
を
押
し
立
て
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
村
が
四
五
ヶ
村
集
ま
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
結

果
は
田
中
勢
に
よ
る
土
師
村
の
全
村
に
わ
た
る
焼
き
打
ち
で
あ
る
。
農
民
達
は
、
か
ね
て
う
わ
さ
で
伝
わ
っ
て
い
た

栃
木
町
や
真
鍋
宿
の
焼
き
打
ち
同
様
、
自
分
の
身
近
の
村
が
燃
え
る
姿
を
目
前
に
し
た
時
、
う
わ
さ
で
聞
い
た
敵
の

姿
を
は
っ
き
り
と
見
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
を
、
筆
者
は
、
鯉
淵
勢
の
成
立
と
団
結
の
深
ま
り
が
確
立
し
、
以
後
、

果
敢
な
行
動
を
彼
ら
が
と
っ
て
い
っ
た
原
因
と
考
え
て
い
る
。
鯉
淵
、
柏
井
、
仁
古
田
、
野
曾
、
住
吉
の
農
民
が
犠

牲
に
な
り
、
田
中
勢
も
多
数
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。 

そ
の
後
八
月
一
～
一
四
日
ま
で
、
鯉
淵
勢
は
組
合
村
に
見
張
を
立
て
、
鯉
淵
村
か
ら
の
指
揮
で
動
い
て
い
た
が
、

宍
戸
領
の
村
々
に
は
こ
の
時
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。 

（
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宍
戸
藩
主
松
平
大
炊
頭
頼
徳
は
、
水
戸
藩
主
徳
川
慶
篤
の
名
代
と
し
て
、
水
戸
藩
内
の
内
紛
を
平
定
す
べ
く
八
月

四
日
江
戸
を
出
発
し
、
水
戸
へ
向
っ
た
。
但
し
、
こ
の
勢
力
に
は
、
筑
波
挙
兵
の
一
隊
、
大
発
勢
の
一
隊
が
行
動
を

共
に
し
て
い
た
為
、
水
戸
藩
の
門
閥
派
か
ら
は
、
尊
攘
派
の
一
味
同
様
に
見
ら
れ
た
。 

太
田
村
「
御
用
留
」
八
月
六
日
に
、
「
評
定
所
諸
生
中
」
よ
り
「
村
々
精
神
之
者
共
江
」
と
い
う
事
で
、
次
の
よ

う
な
命
が
下
さ
れ
た
。
「
此
度
賊
徒
追
討
御
加
勢
之
義
申
立
候
族
江
相
違
候
義
有
之
候
条
急
速
申
合
今
日
中
ニ
評
定

所
江
可
被
罷
出
候
尤
最
寄
々
之
村
方
江
も
右
之
段
申
通
候
様
可
被
致
候
以
上
」
と
い
う
達
し
が
の
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
、
富
田
家
の
「
御
用
留
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宍
戸
領
内
の
村
へ
も
、
さ
っ

そ
く
鯉
淵
村
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
こ
へ
七
日
に
な
り
、
随
分
附
村
に
、
人
足
一
七
名
と
馬
一
疋
を
「
殿
様
水
戸
表
へ
御
下
リ
ニ
付
・
・
・
・
・
指

出
可
被
申
候
」
と
の
命
が
伝
わ
り
、
一
〇
日
に
も
「
郷
足
軽
不
残
鉄
砲
持
参
ニ
て
罷
出
候
様
」
と
の
命
が
、
松
平
頼

徳
の
家
来
よ
り
達
せ
ら
れ
て
き
た
。 

そ
れ
に
対
し
、
田
中
隊
と
の
一
戦
を
行
っ
て
い
た
宍
戸
領
の
村
々
は
、
水
戸
藩
主
の
名
代
で
自
分
達
の
殿
様
に
対

し
て
、
取
る
べ
き
方
法
に
迷
い
、
水
戸
の
評
定
所
へ
「
御
伺
」
に
出
た
所
、
市
川
三
左
衛
門
よ
り
直
接
「
此
分
之
儀

は
公
辺
よ
り
御
達
ヲ
請
被
遊
賊
徒
追
討
之
事
故
身
ヲ
以
御
領
主
様
よ
り
伺
様
之
御
達
有
之
候
而
も
人
足
鉄
炮
等
一

切
不
指
出
候
」
も
し
「
罷
出
候
者
ハ
此
方
之
箭
先
的
に
相
成
」
と
の
き
び
し
い
命
を
受
け
た
。
田
中
隊
の
横
暴
を
身

を
以
っ
て
知
っ
た
こ
と
と
、
「
公
辺
」
と
い
う
彼
ら
に
と
り
絶
対
的
と
さ
れ
て
い
た
所
か
ら
の
命
、
こ
の
二
つ
で
彼

ら
の
決
心
は
つ
い
た
ら
し
い
。
以
後
「
御
用
留
」
に
は
、
二
一
日
の
頼
徳
家
来
の
命
を
の
せ
た
だ
け
で
、
頼
徳
と
の

関
係
は
絶
た
れ
、
次
々
と
鯉
淵
村
を
通
じ
て
と
ど
く
、
幕
府
、
水
戸
藩
の
命
令
に
よ
っ
て
行
動
し
、
組
合
村
が
が
っ

ち
り
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
川
又
村
で
も
七
日
に
と
ど
い
た
頼
徳
の
命
に
「
一
切
不
差
出
」
と
の
態
度
で
の
ぞ
ん

で
い
る
。
た
だ
、
宍
戸
村
同
様
の
な
や
み
が
、
天
領
、
旗
本
領
の
村
々
に
お
い
て
、
迷
い
の
原
因
と
な
っ
て
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
関
東
取
締
出
役
と
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
ま
り
大
き
な
問
題
で
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

や
が
て
こ
の
よ
う
な
迷
い
も
、
八
月
一
四
日
に
は
、
川
又
村
の
農
兵
が
、
野
曾
村
よ
り
の
注
進
で
、
小
鶴
村
ま
で

出
陣
し
て
い
る
よ
う
に
、
落
ち
着
い
て
い
っ
た
。
村
々
は
、
す
で
に
領
主
の
支
配
の
範
囲
を
こ
え
て
結
び
つ
き
、
時

に
は
水
戸
藩
政
を
握
っ
た
市
川
三
左
衛
門
ら
諸
生
派
の
領
袖
の
命
を
受
け
て
動
い
て
き
た
こ
と
は
重
要
な
問
題
で

あ
る
。 

八
月
一
五
日
に
な
る
と
、
鯉
淵
勢
の
敵
と
し
て
き
た
相
手
は
、
田
中
隊
以
外
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
時
筑
波
勢

の
一
分
隊
、
岩
谷
敬
一
郎
ら
が
小
鶴
村
に
屯
集
し
て
い
る
と
の
風
聞
を
受
け
た
鯉
淵
勢
は
、
先
の
土
師
村
に
続
い
て

団
結
し
、
行
動
を
開
始
す
る
。
大
戸
、
馬
渡
な
ど
数
手
に
分
か
れ
て
攻
撃
を
始
め
る
。
そ
の
積
極
的
な
行
動
に
よ
り
、

「
敵
」
を
敗
走
せ
し
め
た
と
あ
る
。
鯉
淵
村
は
総
人
数
で
参
加
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
数
は
不
明
で
あ
る
。

川
又
村
は
六
〇
人
の
出
陣
で
、
先
陣
を
占
め
、
小
堤
村
よ
り
秋
葉
村
の
方
ま
で
追
い
か
け
る
程
の
動
き
を
し
、
彼
ら

に
一
兵
の
損
失
も
出
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
無
此
上
恐
悦
ニ
而
帰
陣
」
し
、
自
信
を
深
め
て
い
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
農
民
の
行
動
は
、
そ
の
自
衛
団
的
性
格
が
変
わ
り
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
、
士

分
と
の
区
別
は
ま
だ
明
確
で
あ
っ
た
よ
う
で
、「
水
府
戦
争
日
鑑
」
に
、
一
六
日
の
合
戦
は
、
尊
攘
軍
の
進
入
に
対

し
「
士
分
ハ
小
勢
ナ
レ
ハ
竹
鎗
加
勢
ノ
者
ノ
怪
我
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
総
人
数
引
上
」
と
な
っ
て
お
り
、
那
珂
湊
は

放
火
さ
れ
て
「
町
人
百
姓
竹
鎗
ノ
即
死
三
十
六
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

二
二
日
、
鯉
淵
村
一
八
〇
人
余
と
鯉
淵
勢
七
〇
〇
余
人
の
人
数
が
水
戸
城
下
へ
出
陣
す
る
。
こ
の
頃
尊
攘
派
勢
は

神
勢
館
に
陣
ど
り
、
水
戸
城
周
辺
で
は
戦
闘
が
行
わ
れ
て
お
り
、
す
で
に
城
は
市
川
ら
の
勢
力
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
た
。
幕
府
、
諸
藩
連
合
軍
と
水
戸
藩
保
守
門
閥
派
を
中
心
と
し
た
勢
力
は
、
水
戸
城
に
あ
り
、
入
城
せ
ん
と
す

る
尊
攘
軍
、
頼
徳
軍
と
対
峠
し
て
い
た
。
鯉
淵
村
は
馬
口
労
町
口
、
そ
の
他
の
村
々
は
三
手
に
分
か
れ
、
金
町
口
、

圷
渡
り
舟
渡
、
常
盤
河
岸
と
水
戸
城
下
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
市
川
ら
の
下
で
行
動
す
る

と
共
に
、
水
戸
藩
庁
か
ら
は
大
砲
、
小
銃
の
下
げ
渡
し
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
鯉
淵
勢
は
組
合
村
以
外
へ
も
出
陣
し
だ

（
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し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。 

し
か
し
翌
二
三
日
、「
賊
」
が
川
根
方
面
か
ら
押
し
入
る
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
鯉
淵
勢
は
、
急
ぎ
帰
村
を
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
二
一
日
、
宍
戸
領
の
各
村
に
、
松
平
頼
徳
家
臣
よ
り
「
其
村
々
残
り
之
郷
足
軽
共
鉄
砲
持
参
此
書
付

参
着
次
第
早
々
御
役
所
へ
可
被
指
出
候
右
見
届
早
々
順
達
可
被
致
候
」
の
回
状
が
回
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
富
田
家

「
御
用
留
」
に
の
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
係
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
鯉
淵
勢
が
水
戸
城
下
の
主
要
な
守
り
口
を
固
め
た
り
、
頼
徳
軍
を
警
戒
し
始
め
た
こ
と
は
、
結
局
、

自
村
な
い
し
周
辺
の
村
々
の
自
衛
を
目
的
と
し
て
い
た
農
兵
が
、
諸
生
側
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
指
揮
を
受
け

る
戦
闘
部
隊
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
鯉
淵
勢
は
諸
生
党
の
立
場
に
立
っ
た
か
ら
、
松
平
頼
徳
を
ふ
く

め
た
尊
攘
派
全
体
を
敵
と
み
な
し
、
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
そ
の
行
動
も
次
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。 

八
月
二
四
日
、
鯉
淵
勢
は
宍
戸
へ
出
兵
し
、
宍
戸
藩
の
陣
屋
改
を
行
っ
て
い
る
。
た
び
た
び
頼
徳
よ
り
領
内
へ
対

し
、
人
馬
、
武
器
の
提
出
を
命
じ
る
達
し
に
よ
り
、
宍
戸
陣
屋
の
役
人
や
領
内
の
郷
士
達
が
「
兵
料
米
又
ハ
合
薬
武

器
類
等
迄
御
出
陣
先
吉
田
村
へ
日
々
相
送
候
由
」
を
鯉
淵
勢
が
聞
き
お
よ
ん
だ
結
果
の
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
田

中
隊
の
荷
物
を
発
見
し
、
宍
戸
藩
の
荷
物
を
厳
重
な
監
視
の
下
に
お
い
て
管
理
し
た
。 

こ
の
頃
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
郡
方
役
所
や
矢
倉
方
役
所
を
通
じ
、
大
量
の
武
器
の
下
げ
渡
し
が
諸
生
側
か
ら
始

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
三
日
大
砲
二
挺
、
小
銃
一
〇
挺
、
二
四
日
刀
五
〇
振
、
鎗
先
六
五
本
、
二
七
日
鉄
砲
七
〇

挺
等
で
、
そ
の
他
火
薬
、
提
灯
、
軍
馬
に
至
る
ま
で
「
時
々
御
下
け
有
之
」
分
は
一
〇
月
二
三
日
の
「
賊
」
の
那
珂

湊
退
去
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
農
民
が
刀
狩
以
後
、
武
器
を
す
す
ん
で
受
け
取
り
、
ま
た
支
配
層
も
い
く
ら
自
分

達
に
利
用
す
る
為
と
は
い
え
、
そ
れ
を
積
極
的
に
渡
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
水
戸
藩
に
お
け
る
農
兵
と

支
配
者
の
特
殊
な
関
係
が
知
れ
る
。 

こ
こ
で
、
水
戸
藩
領
と
は
異
な
っ
た
支
配
下
に
あ
っ
た
宍
戸
領
内
の
村
々
が
、
水
戸
藩
の
諸
生
側
に
つ
い
た
事
情

を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
み
る
。 

彼
ら
が
か
つ
て
一
つ
の
信
念
を
持
っ
て
行
動
を
始
め
た
の
は
、
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
自
衛
の
命
に
し
た
が
っ
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
頃
、
さ
ら
に
幕
府
か
ら
の
働
き
か
け
に
ど
ん
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を

さ
ぐ
っ
て
み
る
。 

関
東
取
締
出
役
が
す
で
に
出
張
し
て
き
た
が
、
彼
ら
の
命
「
筑
波
山
集
屯
之
賊
徒
共
悉
御
誅
伐
可
有
之
旨
其
筋
よ

り
御
達
ニ
付
村
々
ニ
お
ゐ
て
も
其
旨
相
心
得
」
て
行
動
し
、
「
賊
」
は
「
無
二
念
打
殺
」
し
、
同
意
す
る
も
の
が
あ

れ
ば
ど
ん
な
間
柄
で
も
、
最
寄
回
村
先
へ
申
し
出
す
ベ
し
。
も
し
穏
し
て
お
く
と
厳
罰
に
処
せ
る
と
す
る
こ
と
が
、

富
田
家
「
御
用
留
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
村
々
へ
伝
わ
っ
て
い
た
事
は
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。 

八
月
二
五
日
、
二
六
日
に
は
、
随
分
附
村
は
、
鳥
井
丹
波
守
の
人
馬
継
立
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。 

二
七
日
、
上
加
賀
田
等
の
宍
戸
領
の
村
々
に
回
さ
れ
た
関
東
取
締
出
役
の
回
状
は
、
当
時
の
幕
府
の
立
場
を
よ
く

示
し
た
史
料
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
官
軍
之
内
賊
徒
為
追
討
其
村
方
江
御
差
向
ニ
相
成
候
間
其
段
相
心
得
夫
迄
所
之

村
方
は
不
及
申
最
寄
村
々
迄
申
合
竹
鎗
鉄
炮
等
用
意
い
た
し
賊
共
押
来
候
ハ
ヽ
何
様
ニ
も
精
々
相
防
不
残
打
殺
不

苦
之
間
一
同
粉
骨
相
勤
可
被
申
候
其
次
第
ニ
寄
御
手
当
ヲ
も
被
下
候
」
と
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
自
ら
の
行
動
に
対

し
、
ど
こ
を
も
っ
て
止
ま
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
た
り
、
ど
れ
だ
け
の
役
目
が
自
分
達
に
与
え
ら
れ
て
い
た
か
自
覚

を
持
と
う
と
し
て
い
た
村
々
も
、
鯉
淵
勢
と
し
て
参
加
し
て
ゆ
く
積
極
的
な
理
由
が
で
き
、
思
い
切
っ
た
行
動
を
と

っ
て
い
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
八
月
二
七
日
の
戦
闘
は
、
小
堤
村
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
た
。
鯉
淵
村
二
○
○
余
人
を
含
む
鯉
淵
勢
は
総
勢

で
操
り
出
し
た
。
川
又
村
「
軍
事
日
記
」
に
は
「
一
足
も
不
引
防
禦
の
術
を
尽
し
」
た
鯉
淵
勢
の
働
き
を
の
せ
て
い

る
。
「
維
新
史
料
綱
要
」
に
よ
る
と
、
「
水
戸
藩
領
鯉
淵
村   

    

等
三
十
余
村
ノ
農
兵
三
千
余
人
、
小
鶴
村
、

長
岡
村
等
ニ
筑
波
山
勢
ヲ
襲
ヒ
、
之
ヲ
走
ラ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
激
し
い
戦
争
で
、
死
者
二
、
負
傷
二
の
犠
牲
を

出
し
た
。
「
常
野
騒
擾
記
」
に
は
、
「
常
州
諸
御
旗
本
知
行
所
弐
拾
三
ヶ
村
百
姓
共
集
勢
凡
二
千
人
程
ニ
而
小
鶴
と

申
所
ニ
而
戦
争
在
之
」
と
あ
り
、
鯉
淵
勢
に
加
わ
っ
た
旗
本
領
の
村
々
の
よ
う
す
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

常
陸
国
東 

茨
城
郡 

（
17
） 
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れ
て
い
る
。 

尊
攘
派
の
鯉
淵
勢
に
対
す
る
反
応
も
変
わ
っ
て
き
た
。
市
川
三
左
衛
門
の
下
知
に
よ
り
、
鯉
淵
村
二
○
○
人
余
と

村
々
惣
人
数
が
竹
原
宿
ま
で
追
討
に
出
た
所
、
「
賊
徒
共
其
模
様
聞
取
候
や
追
々
ニ
逃
支
度
有
之
」
と
い
う
ふ
う
な

状
景
も
あ
ら
わ
れ
始
め
た
。 

一
方
両
派
に
関
係
な
か
っ
た
農
民
層
の
反
応
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
五
、
一
六
日
の
那
珂
湊
中

心
の
戦
闘
に
対
し
、
「
湊
平
磯
祝
町
磯
浜
ヨ
リ
老
幼
男
女
残
ラ
ス
逃
ケ
出
シ
」
た
事
が
「
水
府
戦
争
日
鑑
」
に
あ
る

が
、
そ
の
時
同
様
二
七
日
も
、
「
筑
波
一
挙
」
に
「
御
片
倉
出
立
小
鶴
宿
江
指
懸
り
候
処
此
所
之
百
姓
共
壱
人
も
不

居
合
諸
道
具
等
取
片
付
候
様
子
ニ
付
如
何
ニ
付
無
覚
束
」
状
態
を
の
せ
て
い
る
所
よ
り
、
騒
動
よ
り
逃
げ
出
し
、
両

派
に
対
し
て
迷
い
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。 

三
○
日
、
川
又
村
「
軍
事
日
記
」
に
は
、
大
雨
に
て
「
出
陣
不
相
叶
」
と
あ
る
。 

九
月
に
入
る
と
、
鯉
淵
勢
の
行
動
に
さ
ら
に
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。
川
又
村
の
六
○
人
を
含
む
鯉
淵
勢
は
竹
原

へ
出
陣
す
る
。
そ
こ
で
幕
府
追
討
軍
の
松
平
周
防
守
よ
り
、
広
範
囲
な
追
討
の
案
内
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
鯉

淵
勢
に
、
直
接
幕
府
軍
か
ら
の
指
揮
が
と
ど
き
だ
し
、
そ
の
働
き
が
評
価
さ
れ
だ
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。 

九
月
六
～
八
日
に
わ
た
り
、
鯉
淵
村
二
五
○
余
人
を
含
む
鯉
淵
勢
は
、
海
老
沢
、
夏
海
、
大
貫
に
か
け
て
「
賊
徒
」

の
追
討
に
あ
け
く
れ
、
一
人
の
死
傷
者
を
出
し
て
い
る
。
但
し
、
同
じ
八
日
に
鯉
淵
勢
は
組
合
村
内
の
山
狩
を
す
る

と
の
記
事
が
あ
っ
て
、
広
く
散
開
し
て
行
動
し
て
い
た
ら
し
い
。 

す
で
に
団
結
し
た
農
民
達
に
よ
る
尊
攘
派
残
党
に
対
す
る
攻
撃
も
各
地
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
水
府
戦

争
日
鑑
」
に
よ
る
と
、
中
根
村
の
清
三
郎
ら
五
人
に
て
敵
二
人
を
討
ち
取
り
、
「
其
首
ヲ
評
定
所
へ
送
り
」
、
褒
美

に
酒
を
頂
戴
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
人
家
に
対
す
る
焼
払
い
等
が
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
）
。
こ
れ
は
鯉
淵
勢
の

よ
う
な
大
き
な
集
団
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
類
と
み
な
さ
れ
る
組
織
が
、
各
地
に
存
在
し
た
と
み
な
さ
れ
る
史
料
で

あ
る
。 

九
月
九
～
一
一
日
迄
、
鯉
淵
勢
は
帰
村
し
、
周
辺
の
山
狩
を
行
っ
て
い
る
。
当
時
戦
場
は
ほ
ぼ
水
戸
藩
全
域
に
広

が
っ
た
り
、
尊
攘
派
の
軍
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
開
し
て
行
動
し
て
い
た
為
、
残
党
が
出
回
り
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。 

一
三
日
、
幕
府
か
ら
も
関
東
八
州
、
陸
奥
全
般
に
か
け
て
筑
波
山
浪
士
の
追
捕
を
達
し
、
隠
匿
す
る
も
の
も
同
罪

と
の
き
び
し
い
触
れ
を
出
し
て
い
る
。 

こ
の
頃
に
な
る
と
、
幕
府
も
農
兵
の
役
目
を
重
く
み
て
き
た
こ
と
は
、
富
田
家
の
「
御
用
留
」
に
の
っ
た
次
の
史

料
で
も
明
ら
か
に
な
る
。
関
東
取
締
出
役
よ
り
達
し
に
て
、
「
浮
浪
」
の
追
討
は
、
組
合
村
々
が
申
し
合
わ
せ
て
行

い
、
決
し
て
油
断
す
る
な
と
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
聊
に
而
も
怪
敷
聊
テ
見
掛
候
ハ
ヽ
無
用
捨
召
掛
」
と
も
命
じ

て
い
る
。
し
か
し
、
幕
府
は
ま
だ
手
ば
な
し
で
そ
の
行
動
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
村
々
に
「
若
者
共
一
時
之
気

勢
ニ
乗
シ
賊
徒
捕
方
之
巳
ニ
心
を
寄
農
事
を
捨
置
候
而
者
刈
上
方
等
之
時
節
を
失
い
麦
仕
付
方
手
後
ニ
相
成
」
る
か

ら
「
平
穏
ニ
相
成
候
場
所
は
農
事
を
守
り
大
切
ニ
可
営
候
」
様
に
村
役
人
が
よ
く
小
前
へ
申
し
渡
せ
と
命
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
浮
浪
之
徒
と
由
儀
候
も
の
共
江
御
諭
之
趣
」
と
し
て
、
や
む
を
え
ず
「
賊
徒
」
へ
参
加
し
た
も
の
が
心
を

改
め
て
改
俊
す
れ
ば
、
そ
の
罪
を
ゆ
る
し
「
賊
」
の
首
級
を
持
参
し
た
も
の
へ
は
、
褒
美
を
も
や
る
と
の
命
を
出
し

た
こ
と
で
も
理
解
さ
れ
よ
う
。 

こ
の
時
期
こ
の
よ
う
な
命
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
さ
れ
た
理
由
は
、
芝
原
拓
自
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
、
こ
の
農
民
の
「
そ

の
真
の
威
力
＝
積
年
の
世
直
し
一
揆
的
・
反
封
建
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
発
の
ま
え
に
」
、
幕
府
＝
門
閥
派
権
力
が
「
激

派
以
上
に
戦
々
兢
々
と
し
た
」
と
い
う
よ
り
は
、
戦
争
の
状
況
が
あ
る
程
度
追
討
軍
に
有
利
に
な
り
、
戦
後
を
考
え

て
の
た
ん
な
る
達
し
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
も
う
一
度
農
民
の
力
を
貸
り
る
必
要

の
で
き
た
時
、
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
い
よ
う
に
、
簡
単
に
幕
府
は
農
民
を
使
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

一
二
日
に
な
る
と
、
ま
た
鯉
淵
勢
へ
諸
生
か
ら
命
令
が
く
る
。
鯉
淵
勢
二
○
○
余
人
を
含
む
一
同
は
、
大
場
村
へ

と
操
り
出
し
て
宿
陣
す
る
。
す
で
に
尊
攘
派
の
主
力
が
那
珂
湊
を
中
心
と
し
た
海
岸
寄
り
に
集
結
し
て
い
た
為
に
、

そ
の
包
囲
軍
へ
参
加
し
た
わ
け
で
あ
る
。
や
が
て
幕
府
軍
よ
り
命
を
受
け
て
磯
街
道
を
押
え
た
の
が
一
三
日
、
一
五

（
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日
に
は
海
老
沢
へ
止
宿
す
。
さ
ら
に
一
六
、
七
日
に
周
辺
固
め
を
行
い
、
一
八
日
に
は
総
勢
一
二
○
○
余
人
で
大
貫

堀
川
の
合
戦
に
参
加
す
る
。
そ
の
時
行
動
を
共
に
し
た
の
は
幕
府
の
正
規
軍
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
そ
の
勢
力
の
布

陣
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。 

一
九
日
、
松
平
周
防
守
、
本
田
修
理
の
地
理
案
内
と
し
て
鯉
淵
勢
が
参
加
し
、
い
ず
れ
も
「
先
陣
ニ
而
進
」
ん
で

犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら
活
躍
し
た
。
幕
府
軍
、
諸
藩
兵
に
と
っ
て
、
地
理
を
知
っ
た
農
兵
の
案
内
は
大
い
に
役
だ
ち
、

武
士
は
、
元
来
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
農
民
と
肩
を
な
ら
べ
る
行
動
を
し
た
。
た
と
え
身
分
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
来
上
下
の
支
配
、
被
支
配
階
級
に
あ
っ
た
二
者
が
協
力
し
て
行
っ
た
行
動
に
、
封
建
制
度
の
混
乱
、
衰
退
が
感
じ

ら
れ
る
。
そ
れ
が
庶
民
に
対
し
、
「
愚
民
観
」
を
も
っ
て
支
配
し
て
き
た
水
戸
藩
の
中
に
お
い
て
発
生
し
て
き
た
こ

と
は
輿
味
深
い
問
題
で
あ
る
。 

二
○
日
、
同
じ
く
堀
田
相
模
守
の
地
理
案
内
に
て
出
兵
す
。 

二
一
日
、
八
○
○
人
の
鯉
淵
勢
が
一
時
帰
村
す
る
。
残
り
三
○
○
余
名
が
松
平
周
防
守
の
加
勢
と
し
て
残
り
、
夜

襲
に
あ
っ
て
四
人
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。 

二
二
日
、
松
平
周
防
守
の
一
隊
と
肩
を
な
ら
べ
て
作
戦
に
多
加
し
、
先
陣
を
勤
め
、
大
貫
よ
り
磯
浜
に
か
け
て
出

兵
し
て
い
る
。 

追
討
軍
は
、
こ
の
め
ざ
ま
し
く
活
躍
す
る
鯉
淵
勢
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
戦
い
の
方
も
す
で
に
那
珂
川

以
南
の
地
は
追
討
軍
に
お
ち
、
松
平
頼
徳
の
降
伏
も
目
前
の
こ
と
に
な
っ
て
き
た
こ
の
時
期
に
、
戦
い
を
ふ
り
か
え

り
、
ま
た
新
た
な
行
動
へ
と
動
き
出
す
追
討
軍
に
と
っ
て
、
こ
の
農
兵
の
力
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
以

後
の
戦
闘
に
も
必
要
と
認
め
ら
れ
て
き
た
。
幕
府
の
命
で
郡
方
役
所
よ
り
兵
糧
が
渡
さ
れ
る
と
の
達
し
が
と
ど
き
、

二
六
日
、
鯉
淵
勢
へ
兵
糧
が
渡
っ
た
。
そ
の
量
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
鯉
淵
村
か
ら

の
二
○
○
人
を
含
む
村
々
が
出
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
か
ら
ざ
る
量
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
二
六
日
、
水
戸
藩
主
徳
川
慶
篤
の
名
代
と
し
、
そ
の
意
向
を
代
表
し
て
い
る
と
し
て
、
尊
攘
軍
の
中
心
と
な

り
、
彼
ら
が
い
っ
し
ょ
に
に
戦
う
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
、
支
藩
宍
戸
の
藩
主
松
平
頼
徳
は
、
あ
ま
り
に
も
自
分

の
お
か
れ
た
立
場
の
不
利
を
弁
明
す
べ
く
、
幕
府
軍
に
降
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
変
化
は
両
派
の
戦
意
に
大
き
く
影

響
し
た
。
降
伏
し
た
頼
徳
は
、
す
ぐ
に
江
戸
へ
送
ら
れ
る
と
の
約
束
を
破
ら
れ
、
田
沼
玄
蕃
守
の
為
に
、
水
戸
へ
禁

錮
さ
れ
る
。
こ
の
為
宍
戸
藩
は
幕
府
よ
り
取
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
頼
徳
は
切
腹
を
命
じ
ら

れ
て
い
く
。
以
後
、
宍
戸
領
の
村
々
は
、
幕
府
が
中
心
と
な
っ
て
管
理
さ
れ
る
。
藩
が
復
旧
す
る
の
は
明
治
元
年
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
は
、
宍
戸
領
の
領
民
に
と
っ
て
、
重
大
な
事
件
で
あ
っ
た
。
当
然
天
領
同
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
幕
府
こ
そ
正
当
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
感
じ
と
る
に
価
す
る
事
件
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
宍
戸
領
の
特
殊
性
を
示
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。 

二
八
日
に
な
る
と
、
つ
い
に
田
沼
玄
蕃
守
よ
り
の
達
し
が
と
ど
き
、
幕
府
軍
歩
兵
頭
北
条
新
太
郎
へ
の
付
属
を
命

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
幕
府
の
軍
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
二
九

日
、
市
川
三
左
衛
門
の
所
へ
御
気
嫌
伺
い
に
出
頭
し
た
所
、
鯉
淵
勢
の
半
隊
は
彼
の
下
に
配
置
さ
れ
る
と
の
命
を
う

け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
同
そ
ろ
っ
て
行
動
し
た
い
と
す
る
希
望
が
入
れ
ら
れ
、
両
方
の
付
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
ら
自
身
水
戸
藩
士
の
市
川
ら
の
手
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
不
安
を
持
っ
た
為
で
あ
る
。 

農
民
の
集
団
が
自
衛
の
為
に
結
成
さ
れ
、
時
勢
の
動
き
や
、
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
彼
ら
自
身
で
行
動
し
た
り
、

さ
ら
に
水
戸
藩
の
一
将
市
川
三
左
衛
門
ら
諸
生
派
の
命
で
行
動
し
て
き
た
も
の
が
、
そ
の
実
力
ゆ
え
、
幕
府
の
直
接

の
指
揮
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
封
建
制
度
の
中
に
あ
っ
て
、
幕
臣
と
農
民
の
協
力
し
た
行
動
は
、
ま
っ

た
く
特
異
な
こ
と
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
支
配
層
の
弱
化
を
如
実
に
あ
ら
わ
し

た
事
件
で
あ
る
。 

当
時
、
各
藩
の
藩
兵
は
、
そ
の
藩
独
自
の
装
備
と
軍
制
を
も
っ
て
参
加
し
て
い
た
し
、
幕
府
正
規
軍
は
フ
ラ
ン
ス

式
の
近
代
装
備
を
し
て
い
た
。
た
だ
農
兵
は
、
そ
の
成
立
上
旗
印
を
も
っ
た
の
み
で
参
加
し
、
特
別
の
服
装
な
ど
考

（
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え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
大
軍
を
動
か
す
幕
府
に
よ
り
、
彼
ら
に
も
軍
装
と
も
目
印
と
も
い
え
る
制
服
が
支
給
さ

れ
た
。
一
○
月
一
日
、
北
条
新
太
郎
配
下
の
七
○
○
人
へ
は
赤
襦
袢
（
赤
根
染
の
木
綿
の
鉄
炮
襦
袢
）
で
あ
り
、
一

一
日
に
新
た
に
幕
府
小
十
人
組
頭
多
賀
外
記
の
配
下
と
な
っ
た
三
八
○
人
に
は
萌
黄
襦
袢
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
の
鯉
淵
勢
は
二
手
に
わ
か
れ
て
行
動
を
始
め
た
。
赤
襦
袢
組
と
萌
黄
襦
袢
組
で
あ
る
。 

北
条
新
太
郎
配
下
と
な
っ
た
赤
襦
袢
組
を
ま
ず
追
っ
て
み
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
水
戸
藩
の
市
川
三
左
衛
門
に
も

付
属
し
て
い
た
為
、
両
者
か
ら
の
命
に
よ
っ
て
行
動
し
た
。 

一
○
月
三
日
、
四
日
は
、
探
索
の
為
部
田
野
原
へ
出
兵
す
。 

五
日
に
は
、
諸
生
党
と
共
に
部
田
野
か
ら
湊
に
か
け
て
の
合
戦
に
参
加
し
、
夕
刻
田
沼
玄
蕃
守
よ
り
日
の
丸
旗
が

市
川
へ
下
げ
渡
さ
れ
、
市
川
よ
り
鯉
淵
勢
へ
下
付
さ
れ
る
。
一
同
「
冥
加
至
極
難
有
頂
戴
」
し
て
い
る
。 

六
～
九
日
ま
で
在
陣
し
、
見
張
を
続
け
る
。 

こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
部
田
野
に
お
け
る
一
連
の
合
戦
は
、
こ
れ
ま
で
の
戦
い
の
中
で
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。

両
者
が
雌
雄
を
決
し
て
戦
っ
た
こ
の
合
戦
で
敗
れ
た
天
狗
党
が
、
敗
走
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
合
戦
に
鯉

淵
勢
は
「
赤
襦
袢
ヲ
着
シ
」
て
「
日
の
丸
御
旗
直
先
ニ
立
」
て
次
に
「
村
々
印
之
旗
」
を
押
し
立
て
、
総
カ
を
あ
げ

て
参
加
す
る
。 

一
○
日
の
鯉
淵
勢
は
、
打
ち
尽
く
す
弾
薬
を
市
川
勢
よ
り
補
給
し
な
が
ら
夕
方
ま
で
戦
う
。
「
互
ニ
生
死
も
相
訳

り
兼
候
程
之
乱
軍
」
に
て
引
き
上
げ
る
が
、
多
数
の
死
傷
者
の
中
に
、
鯉
淵
勢
も
四
名
を
出
し
て
い
る
。 

一
一
～
一
七
日
、
鯉
淵
勢
は
見
張
を
続
け
る
。 

一
七
日
か
ら
部
田
野
原
に
お
い
て
、
最
後
の
決
戦
が
行
わ
れ
た
。
敗
色
の
濃
く
な
っ
た
尊
攘
軍
の
中
も
、
こ
の
ま

ま
合
戦
を
続
け
る
と
主
張
す
る
派
と
、
一
応
幕
府
軍
に
降
っ
て
か
ら
自
己
の
立
場
を
釈
明
す
べ
し
と
す
る
二
派
に
わ

か
れ
て
き
た
。
二
三
目
、
榊
原
新
左
衛
門
ら
の
一
派
一
千
余
人
が
幕
軍
に
投
降
し
た
。
こ
の
結
果
、
残
っ
た
尊
攘
派

の
勢
力
は
、
筑
波
山
挙
兵
の
天
狗
党
を
主
力
と
し
、
あ
と
は
武
田
正
生
、
山
国
兵
部
ら
の
隊
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
こ
に
勝
負
は
決
し
た
わ
け
で
、
残
っ
た
勢
力
は
西
上
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。 

一
八
日
、
鯉
淵
勢
は
市
川
勢
と
共
に
、
稲
荷
山
周
辺
の
極
地
戦
に
参
加
す
る
。 

一
九
～
二
ニ
日
ま
で
、
所
々
固
と
し
て
在
陣
す
る
。 

二
三
日
に
な
る
と
、
敗
走
を
始
め
た
尊
攘
軍
を
追
っ
て
、
鯉
淵
勢
は
二
派
に
わ
か
れ
、
村
松
、
高
野
、
足
崎
の
方

ま
で
追
討
す
る
。 

「
賊
徒
」
が
撤
退
し
、
合
戦
場
も
県
北
の
太
田
、
大
子
地
方
に
移
っ
た
為
、
那
珂
湊
辺
に
残
っ
て
い
た
追
討
軍
は

引
き
揚
げ
を
始
め
た
。 

二
四
日
、
市
川
付
鯉
淵
勢
は
、
城
下
南
表
の
固
を
命
じ
ら
れ
て
移
動
す
る
。
尊
攘
派
の
残
党
を
恐
れ
、
ま
た
敗
走

勢
の
転
進
を
恐
れ
た
市
川
勢
の
命
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
村
方
で
の
見
張
も
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
。 

そ
の
後
の
天
狗
勢
を
記
し
て
お
け
ば
、
那
珂
湊
か
ら
大
子
地
方
を
経
て
下
野
へ
出
、
以
後
、
上
野
、
信
濃
、
美
濃
、

越
前
と
各
地
で
追
討
軍
と
合
戦
を
行
い
な
が
ら
行
軍
を
続
け
る
。
し
か
し
彼
ら
も
や
が
て
力
つ
き
、
一
二
月
に
金
沢

藩
に
降
り
、
水
戸
藩
の
内
訌
も
表
面
は
落
ち
着
い
た
。 

一
方
、
多
賀
外
記
の
配
下
と
な
っ
た
萌
黄
襦
袢
組
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
追
っ
て
み
る
。
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
、

主
に
下
働
き
で
あ
っ
た
。 

一
○
月
四
日
、
那
珂
湊
攻
め
に
参
加
し
、
死
者
一
、
負
傷
者
四
を
出
す
。
そ
の
後
、
見
張
、
道
案
内
を
勤
め
な
が

ら
多
賀
軍
の
先
陣
と
な
っ
て
た
び
た
び
合
戦
に
参
加
す
る
。
ま
た
時
間
が
あ
れ
ば
、
作
戦
に
必
要
と
な
っ
て
き
た
筏

を
組
み
、
竹
梯
子
を
作
り
、
兵
糧
を
運
ぶ
な
ど
活
躍
し
た
。 

三
○
日
に
な
り
、
多
賀
隊
付
属
の
萌
黄
襦
袢
組
は
も
て
な
し
を
受
け
、
帰
村
を
命
じ
ら
れ
て
そ
の
役
目
を
終
っ
て

い
る
。 

こ
の
二
組
の
実
質
的
な
違
い
は
、
市
川
勢
と
共
に
水
戸
藩
兵
と
し
て
行
動
し
た
赤
襦
袢
組
は
、
主
に
実
戦
部
隊
で

あ
り
、
幕
府
軍
へ
直
接
参
加
し
た
萌
黄
襦
袢
組
は
、
援
助
隊
と
し
て
の
要
素
が
多
分
に
あ
っ
た
。
「
賊
」
の
敗
走
以

（
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後
も
そ
の
役
目
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
赤
襦
袢
組
が
城
を
守
っ
て
い
た
こ
ろ
、
萌
黄
襦
袢
組
は
主
に
降
参
人
の
見

張
を
任
務
と
し
て
い
た
。 

実
際
に
鯉
淵
勢
の
戦
場
参
加
は
い
つ
頃
ま
で
で
あ
っ
た
の
か
。
記
録
に
よ
る
と
そ
の
行
動
の
期
聞
は
、
「
賊
徒
追

討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
で
は
「
七
月
よ
り
十
月
廿
三
日
那
珂
湊
退
去
迄
数
ヶ
月
相
動
御
加
勢
仕
候
」
と
あ
り
、
「
軍

事
日
記
」
で
も
「
七
月
晦
日
よ
り
十
月
廿
三
日
迄
男
六
拾
人
余
昼
夜
堅
メ
軍
事
ニ
而
巳
相
掛
り
居
」
と
あ
る
。
事
実
、

天
狗
勢
が
大
子
に
集
結
し
、
西
上
を
始
め
る
日
が
一
一
月
一
日
で
あ
る
か
ら
、
以
後
戦
場
を
か
け
ま
わ
る
鯉
淵
勢
の

姿
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。 

平
戸
家
の
「
諸
御
用
留
」
慶
応
元
年
三
月
一
二
日
、
「
其
村
境
順
見
江
見
張
出
来
見
川
等
十
八
ヶ
村
ニ
而
去
子
十

二
月
中
よ
り
昼
夜
相
詰
罷
出
候
処
鎮
静
ニ
相
成
候
ニ
付
御
免
ニ
相
成
候
条
其
旨
相
心
得
村
々
へ
も
相
達
為
相
引
候

様
可
被
致
候
此
段
申
達
候
以
上
」
と
あ
っ
て
、
見
張
の
役
目
が
終
っ
た
こ
と
を
つ
げ
、
や
っ
と
組
織
だ
っ
た
追
討
は

終
り
を
つ
げ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
彼
ら
を
待
っ
て
い
た
の
は
天
狗
の
残
党
狩
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
同
書
三
月
一
四

日
に
は
、
「
賊
徒
」
へ
参
加
し
た
村
内
の
有
力
者
を
名
ざ
し
で
探
索
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
類
似
の
記
載
が
続
い

て
の
っ
て
い
る
。 

騒
乱
が
一
応
治
ま
る
と
、
水
戸
藩
庁
で
は
め
ざ
ま
し
い
働
き
を
し
た
農
民
を
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
な
か
っ

た
。
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
村
内
有
力
者
と
支
配
層
の
今
後
の
協
調
、
天
狗
勢
の
残
党
を
お
さ
え
る
必
要

性
、
さ
ら
に
一
応
の
く
ぎ
り
を
つ
け
て
、
支
配
者
と
し
て
の
態
度
に
よ
り
、
農
民
自
身
に
被
支
配
者
で
あ
る
と
の
自

覚
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
等
々
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
村
に
よ
っ
て
は
参
加
し
た
事
情
も
異
な
り
、
た
と
え
ば
川
又

村
で
は
「
私
共
村
方
之
儀
土
地
柄
悪
敷
極
難
渋
困
窮
之
村
方
」
で
あ
っ
て
も
「
水
戸
様
御
林
下
草
苅
致
候
御
国
恩
之

程
難
有
故
抛
身
命
御
味
方
仕
候
」
と
の
出
兵
で
あ
る
と
「
軍
事
自
記
」
に
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
応
じ
た

水
戸
藩
庁
の
受
け
取
り
方
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
為
に
よ
り
、
慶
応
元
年
二
月
二
八
日
、
石
河
幹
二
郎
名
を
持
っ
て
「
郷
士
へ
之
達
」
と
し
、
「
賊
徒
追
討
」

の
為
出
張
し
た
次
第
を
詳
し
く
差
し
出
さ
せ
る
命
を
出
し
た
。
河
和
田
村
の
場
合
、
三
月
一
○
日
に
大
御
山
守
を
通

じ
配
下
の
村
々
へ
も
雛
形
を
持
っ
て
回
達
さ
れ
、
詳
細
な
報
告
を
藩
の
軍
用
掛
へ
出
さ
せ
た
。
富
田
家
「
御
用
留
」

に
も
、
三
月
一
九
日
村
内
の
損
害
焼
失
家
屋
、
奪
わ
れ
た
金
子
、
人
馬
の
差
し
出
し
数
等
を
調
べ
て
出
す
よ
う
に
と

の
達
し
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
動
き
が
出
て
き
た
の
は
、
水
戸
藩
も
諸
生
側
が
支
配
し
、
藩
政
に
一
応
の
安
定
を
み
た
頃
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
村
々
か
ら
提
出
さ
れ
て
く
る
の
が
、
「
賊
徒
追
討
戦
場
日
記
書
上
帳
」
や
「
軍
中
日
記
」
で
あ
り
、
河
和

田
村
の
「
乍
恐
以
書
付
申
上
候
」
の
調
書
で
あ
っ
た
。 

三 

 

村
々
が
、
元
治
甲
子
の
水
戸
藩
内
訌
の
時
と
っ
た
行
動
を
記
載
し
、
水
戸
藩
庁
へ
差
し
出
し
た
書
付
の
内
で
、
今

ま
で
触
れ
な
か
っ
た
が
、
河
和
田
村
か
ら
の
「
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
」
の
史
料
は
、
鯉
淵
勢
に
対
し
、
ど
の
よ
う

な
位
置
関
係
に
河
和
田
村
が
あ
っ
た
か
が
知
れ
る
史
料
で
あ
る
。
河
和
田
村
は
現
在
ま
で
、
鯉
淵
勢
の
構
成
村
と
し

て
い
わ
れ
て
き
た
村
で
あ
っ
た
。
以
下
鯉
淵
勢
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
行
動
と
性
格
を
述
べ
て
み
る
。
こ
の
時
参
考

と
な
っ
た
の
は
「
水
府
乱
日
記
附
」
の
史
料
で
あ
る
。 

ま
ず
七
月
二
五
日
か
ら
記
載
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
村
見
張
」
を
し
て
お
り
、
「
浪
人
体
」
の
者
が
三
人
き
た
の

で
召
捕
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。
二
七
日
、
四
人
、
二
八
日
、
一
人
、
二
九
日
、
二
人
と
続
く
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

鯉
淵
勢
は
犬
塚
村
か
ら
土
師
村
へ
と
追
討
に
出
陣
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
特
に
二
九
日
の
土
師
村
へ
は
、
「
旗
四

十
五
本
押
立
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
成
長
し
た
勢
カ
に
て
行
動
し
て
い
た
の
が
鯉
淵
勢
で
あ
る
か
ら
、
特
に
残

っ
て
い
た
勢
力
が
あ
れ
ば
参
加
し
た
村
な
ら
残
留
部
隊
か
、
ま
た
は
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
自
衛
団
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
「
水
府
乱
日
記
附
」
に
よ
れ
ば
田
中
愿
蔵
勢
に
対
し
、
河
和
田
村
は
飯
富
村
を
、
鯉
淵
勢
は
築
地

村
辺
を
固
め
て
い
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
知
る
為
な
お
河
和
田
村
を
追
っ
て
み
る
。 

（
34
） 

（
33
） 
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八
月
一
日
に
な
る
と
、
土
師
村
合
戦
に
関
し
た
動
き
が
述
べ
ら
れ
て
く
る
。
「
加
勢
」
と
し
て
住
吉
村
ま
で
出
兵

し
、
「
賊
逃
去
候
ニ
付
帰
村
」
と
あ
っ
て
ま
だ
本
格
的
な
合
戦
を
行
っ
て
お
ら
な
い
よ
う
す
で
あ
る
。 

六
日
、
鯉
淵
村
が
村
見
張
を
続
け
て
る
時
、
も
う
水
戸
藩
の
評
定
所
か
ら
の
回
文
に
よ
り
、
向
井
町
へ
「
加
勢
村
々

引
立
罷
出
」
、
市
川
三
左
側
門
に
属
し
て
い
た
佐
々
木
雲
八
の
指
図
を
受
け
て
い
る
。
市
川
の
指
揮
下
に
入
っ
た
こ

と
と
、
組
合
村
の
旗
頭
と
し
て
行
動
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。 

「
水
府
乱
日
記
附
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
参
加
し
た
村
々
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

河
和
田 

見
和 

 

中
丸      

萱
場 

飯
嶋 

金
谷 

 
加
倉
井    

大
塚 

大
足 

黒
磯 

 

田
嶋      

牛
伏 

箕
輪  

以
上
ナ
リ  

銘
々
旗
印
有
之 

そ
の
支
配
は
、
水
戸
、
笠
間
、
宍
戸
の
三
藩
と
、
天
領
、
旗
本
領
で
、
寄
り
合
い
所
帯
の
勢
力
で
も
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
た
。 

八
月
二
二
日
、
水
戸
城
下
へ
詰
め
か
け
る
。
そ
の
時
の
固
所
は
あ
き
ら
か
に
鯉
淵
勢
の
村
々
と
は
異
な
る
。
そ
れ

は
二
七
日
、
「
賊
」
村
方
来
襲
の
う
わ
さ
で
帰
村
す
る
ま
で
続
く
。
そ
し
て
二
八
日
、
や
っ
と
長
岡
へ
出
兵
し
、
涸

沼
周
辺
に
在
陣
し
な
が
ら
九
月
初
め
に
帰
村
し
て
い
る
。 

そ
の
後
、
筧
助
大
夫
御
備
と
し
て
出
兵
し
、
や
が
て
一
○
月
一
八
日
に
は
太
田
へ
出
兵
し
、
一
一
月
二
六
日
に
「
引

取
申
候
」
と
あ
る
。
そ
の
人
数
も
「
村
々
惣
人
数
八
百
余
人
ノ
内
二
百
余
人
諸
々
出
張
残
人
数
村
々
見
張
」
と
あ
り
、

ま
っ
た
く
鯉
淵
勢
と
は
別
の
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

次
に
そ
の
組
合
村
は
、
同
史
料
の
中
に
「
賊
徒
追
討
組
合
右
之
通
」
と
し
て
、
次
の
村
々
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
村
名
は 

見
和
村 

中
丸
村    

萱
場
新
田  

飯
富
村 

  

金
谷
村  

大
塚
村 

加
倉
井
村  

大
足
駅
組  

長
岡
駅
組  

河
和
田
村
中 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
支
配
は
、
水
戸
、
笠
間
、
麻
生
、
宍
戸
の
四
藩
と
、
天
領
、
旗
本
領
か
ら
成
り
た
っ

て
い
る
が
、
前
出
の
「
水
府
乱
日
記
附
」
に
一
八
ヶ
村
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
構
成
村
々
は

浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
村
々
と
、
次
節
で
述
べ
る
鯉
淵
勢
と
は
っ
き
り
記
録
さ
れ
て
い
る
村
々
と
は
混
合

す
る
こ
と
は
な
い
所
か
ら
も
、
鯉
淵
勢
と
異
な
っ
た
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。 

そ
の
他
、
平
戸
家
に
残
さ
れ
た
多
く
の
史
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
勢
力
を
た
と
え
ば
「
水
府
乱
日
記
附
」
の
記
述
に

「
河
和
田
勢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
組
合
村
々
と
は
独
立
し
た
勢
力
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
の
行
動
も
、
あ
く
ま
で
水
戸
藩
の
一
手
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
理
解
さ
れ

よ
う
。 

四 河
和
田
勢
が
、
あ
き
ら
か
に
鯉
淵
勢
と
は
異
な
る
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
項
で
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
し
た
。
多
く
の
史
料
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
鯉
淵
勢
は
、
こ
の
河
和
田
勢
で
あ
っ
た
り
、
河
和
田
勢
と
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
考
え
ら
れ
た
り
、
記
録
さ
れ
て
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
実
際
の
鯉
淵
勢
と
は
、
い
っ
た
い
い
く
つ
の
村

が
集
ま
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
。
現
在
ま
で
知
り
得
た
史
料
の
内
で
は
、
四
五
ヶ
村
と
し
て

記
録
さ
れ
て
き
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
結
局
、
こ
の
四
五
ヶ
村
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
た
正
確
な
村
数
を
調
べ
る
事

が
、
そ
の
実
数
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
事
に
な
る
と
思
い
、
史
料
に
よ
り
、
で
き
得
る
限
り
そ
の
村
名
を
さ
が
す
事
に

努
め
た
。 

平
戸
家
の
「
鯉
淵
勢
扣
写
」
に
は
、
慶
応
三
年
六
月
五
日
付
を
も
っ
て
、「
組
合
四
十
五
ヶ
村
軍
功
為
御
報
・
・
・
」

と
し
て
、
次
の
村
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
の
順
に
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

（
37
） 

（
36
） 

（
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） 
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高
野
村    

常
井
村  

蕎
麦
原
村  

駒
渡
り
村 

栗
崎
村  

川
又
村 

下
飯
沼
村  

木
部
村  

長
兎
路
村  

柏
井
村   

住
吉
村  

土
師
村 

小
泉
村    

下
加
々
田
村 

鴻
巣
村 

五
平
村   

小
原
村 

 

三
湯
村 

築
地
村   

赤
尾
関
村 

近
藤
村   

越
安
村   

馬
渡
村 

野
曾
村 

仁
古
田
村 
上
飯
沼
村 

上
安
居
村 

下
安
居
村 

湯
崎
村 

同
石
沢 

大
古
山
村 

矢
ノ
下
村 

宍
戸
南
町 

友
部
村   

随
分
附
村 

小
林
村 

内
原
村   

同
江
川   

犬
塚
村   

大
戸
村   

平
須
村
小
松
崎
五
平

配
下
中 

と
な
る
。 

こ
れ
と
富
田
家
「
御
用
留
」
に
記
載
の
あ
る
村
々
よ
り
（
「
御
用
留
」
は
、
そ
の
達
し
の
回
達
順
が
書
い
て
あ
る

為
、
村
々
へ
回
さ
れ
た
順
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
赤
尾
関
―
築
地
―
江
川
―
内
原
―
三
湯
―
小
原
―
小
林
―
万
蔵

寺
―
犬
塚
―
五
平
―
飯
田
―
柿
橋
―
鴻
巣
―
友
部
―
宍
戸
太
田
町
―
宍
戸
本
町
―
大
古
山
―
矢
ノ
下
―
土
師
―
湯

崎
―
住
吉
―
随
分
附
と
な
る
）
前
出
の
も
の
と
重
複
し
な
い
村
を
あ
げ
る
と
次
の
村
々
で
あ
る
。 

万
蔵
寺  

飯
田  

柿
橋  

宍
戸
太
田
町  
宍
戸
本
町  

播
田
美 

さ
ら
に
、
平
戸
家
の
史
料
「
御
追
討
御
賞
留
」
等
に
よ
り
、
鯉
淵
勢
に
加
わ
り
、
犠
牲
者
に
な
っ
て
水
戸
藩
庁
よ

り
褒
美
を
も
ら
っ
た
者
の
出
身
村
を
さ
が
す
こ
と
が
で
き
た
。
や
は
り
前
出
の
村
々
と
重
複
せ
ぬ
村
名
を
あ
げ
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
村
が
残
る
。 

小
岩
戸  

田
沢  

下
野
新
田  

後
原
新
田 

こ
れ
ら
の
村
々
に
、
鯉
淵
村
を
加
え
て
数
え
る
と
四
五
ヶ
村
を
は
る
か
に
こ
え
て
し
ま
う
。
た
だ
次
項
で
明
ら
か

な
よ
う
に
、
新
田
を
本
村
と
共
に
数
え
ら
れ
た
よ
う
な
形
跡
が
あ
る
為
、
鯉
淵
村
の
内
に
下
野
新
田
、
飯
田
新
田
、

幡
田
美
新
田
、
柿
橋
新
田
、
後
原
新
田
を
加
え
て
一
村
に
か
ぞ
え
た
り
、
宍
戸
の
本
町
、
南
町
を
宍
戸
町
と
し
て
一

つ
に
し
た
り
す
る
と
ほ
ぼ
四
五
ヶ
村
に
な
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
正
確
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
た
と
え
ば
村
々

が
初
め
か
ら
参
加
し
た
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
記
載
も
れ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
村
々
が

全
村
を
あ
げ
て
参
加
し
て
い
っ
た
と
も
断
言
で
き
な
い
。
そ
の
明
確
な
数
を
出
す
こ
と
は
、
史
料
の
発
掘
を
待
つ
今

後
の
課
題
で
も
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
の
村
々
が
団
結
し
て
い
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
の
項
で
詳
し
く
述
べ
た
が
、
な
ぜ
鯉
淵
村
が

頭
に
な
っ
た
の
か
は
触
れ
な
か
っ
た
。
次
に
そ
の
事
情
に
つ
い
て
さ
ぐ
っ
て
み
る
。 

有
力
な
山
横
目
等
の
実
力
者
が
い
た
村
が
、
一
隊
を
指
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
断
言
で
き

な
い
が
、
平
戸
家
の
あ
っ
た
河
和
田
村
や
薄
井
家
の
あ
っ
た
鷲
子
村
が
旗
頭
と
な
っ
た
こ
と
は
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。

鯉
淵
村
に
も
そ
の
勢
力
の
成
立
時
、
山
田
宗
五
郎
と
い
う
庄
屋
が
い
た
が
、
当
時
、
そ
れ
ほ
ど
の
カ
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
他
に
諸
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
調
べ
て
み
た
。 

鯉
淵
勢
の
場
合
、
参
加
村
の
支
配
関
係
を
み
る
と
、
次
の
場
合
に
わ
け
ら
れ
る
（
「
茨
城
県
史
料
＝
維
新
編
」
に

よ
る
）
。 

１  

水
戸
藩
領  

鯉
淵
村
組  

大
戸
村  

平
須
村 

２  

宍
戸
藩
領
（
一
部
に
旗
本
、
笠
間
藩
領
を
含
む
）
高
野
村  

川
又
村  

柏
井
村  

住
吉
村  

土
師
村  

小
泉

村 
 

五
平
村 

 

三
湯
村 
 

赤
尾
関
村 

 

湯
崎
村 

 

大
古
山
村 

 

矢
ノ
下
村 

 

宍
戸
南
町 

 

宍
戸
太
田
町
村  

宍
戸
本
町  

随
分
附
村  

内
原
村 

３  

旗
本
・
天
領  

常
井
村  

蕎
麦
原
村  

駒
渡
り
村  

栗
崎
村  

下
飯
沼
村  

木
部
村  

長
兎
路
村  

鴻
巣
村  

小
原
村 

 

築
地
村 

 

近
藤
村 

 

越
安
村 

 

馬
渡
村 

 

野
曾
村 

 

仁
古
田
村 

 

上
飯
沼
村 

 

上
安
居
村 

 

下
安

居
村  

友
部
村  

小
林
村 

水
戸
藩
か
ら
の
参
加
数
は
少
数
で
、
数
の
う
え
に
お
い
て
は
、
水
戸
勢
は
問
題
に
な
ら
な
い
。 

こ
こ
で
鯉
淵
村
が
持
っ
て
い
た
他
村
と
異
な
る
性
格
を
あ
げ
て
み
る
と
、 

１  

す
で
に
村
方
騒
動
を
経
験
し
、
有
力
者
が
出
て
い
た
。 

半
勢 

（
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） 

（
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２  

村
高
一
五
○
六
石
余
で
、
組
合
中
最
大
の
村
で
あ
っ
た
。 

３  
水
戸
藩
に
お
い
て
は
、
他
領
と
の
接
点
に
あ
り
重
要
な
村
で
あ
っ
た
。 

４  
参
加
村
の
地
形
上
の
関
係
は
、
次
頁
の
図
の
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
心
鯉
淵
村
は
、
命
令
を
出
す
位
置
、
水

戸
と
の
つ
な
が
り
、
の
ろ
し
な
ど
の
合
図
を
出
す
時
、
す
べ
て
都
合
の
よ
い
位
置
で
あ
っ
た
。 

つ
ま
り
、
他
藩
領
や
、
天
領
、
旗
本
領
が
集
ま
っ
て
で
き
た
こ
の
勢
力
を
ま
と
め
、
し
か
も
「
元
兇
」
が
水
戸
に

あ
っ
た
時
、
頭
と
な
る
も
の
の
性
格
を
持
つ
こ
と
の
で
き
た
村
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
鯉
淵
が
頭
村
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
関
東
取
締
出
役
の
出
張
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
回
達
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る
。 

鯉
淵
勢
に
小
組
合
が
あ
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
湯
崎
村
か
ら
の
「
去
ル
子
年
浮
浪
御
追
討
ニ
付
諸
入
用
書
上
帳
」
に

は
、
八
月
三
日
よ
り
一
○
月
二
五
日
ま
で
「
小
組
合
五
ヶ
村
一
同
見
張
相
始
」
と
し
、
湯
崎
、
住
吉
、
土
師
、
柏
井
、

随
分
附
の
五
村
が
一
単
位
と
な
っ
て
行
動
し
た
と
も
と
れ
る
記
述
が
あ
る
し
、
「
天
狗
騒
ぎ
」
の
収
録
史
料
に
は
、

宍
戸
領
の
湯
崎
、
小
泉
、
住
吉
、
矢
ノ
下
、
土
師
、
大
古
山
の
六
ヶ
村
が
、
欝
金
勢
と
と
な
え
、
や
は
り
小
組
合
と

な
っ
て
行
動
し
た
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
戦
場
に
お
い
て
も
、
一
単
位
と
し
て
行
動
し
た
か
ど
う

か
は
現
在
で
は
断
言
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
村
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
た
役
目
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
も
今
後
の
研
究

課
題
で
も
あ
る
。 

参
加
者
の
正
確
な
人
数
を
つ
か
む
と
な
る
と
、
広
範
な
所
に
お
い
て
、
記
録
の
少
な
い
事
、
当
時
の
参
加
の
形
態

が
ば
ら
ば
ら
で
、
た
と
え
ば
半
数
が
村
に
残
っ
た
り
、
途
中
か
ら
参
加
し
た
り
、
ま
た
出
入
が
あ
っ
た
事
情
を
考
慮

す
れ
ば
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
「
鯉
淵
勢
扣
写
」
に
は
次
の
記
載
が
あ
る
。 

「
七
月
よ
り
十
月
晦
日
迄
鯉
淵
村
諸
入
用
有
増
之
分
」
と
し
て 

鯉
淵
勢
三
百
拾
八
人 

其
外
大
炮
掛
り 

二
十
五
人 

同
小
筒
掛
り   

弐
百
五
十
二
人  

尤
組
合
村
々
迄 

同
鎗
兵
之
者   

二
千
五
百
八
十
六
人  

組
合
四
十
五
ヶ
村
迄 

惣
勢
三
百
八
拾
壱
人  

元
本
陣
庄
屋
之
留
主
居
迄 

こ
の
人
数
が
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
数
百
～
数
万
と

も
称
さ
れ
た
数
の
中
で
、
一
番
確
か
な
、
信
じ
ら
れ
そ
う
な

数
で
あ
る
。 

一
村
あ
た
り
の
人
数
は
、
鯉
淵
村
三
八
一
人
で
あ
り
、
川

文
村
は
「
軍
事
日
記
」
に
よ
り
六
○
人
だ
っ
た
こ
と
は
は
っ

き
り
す
る
。
ま
た
湯
崎
村
が
「
戦
場
諸
合
取
調
書
上
下
帳
」

に
て
三
五
人
、
随
分
附
村
が
「
去
子
年
浮
浪
追
討
ニ
付
諸
入

用
書
上
帳
」
よ
り
二
九
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
村
ご
と
の
大
き
さ
、
参
加
の
形
態
に
差
が
あ
る
所
か
ら
、

新
た
な
史
料
の
発
見
の
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
他
の
村
の
参
加

者
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。 

た
だ
、
尊
攘
派
に
参
加
し
た
農
民
が
、
芝
原
拓
自
氏
の
研

究
に
詳
し
い
が
、
村
役
人
層
に
く
ら
べ
、
一
般
層
か
ら
の
参

加
者
が
少
な
い
こ
と
や
、
全
体
的
な
数
も
少
な
か
っ
た
し
、

ま
た
動
員
さ
れ
た
農
民
層
が
、
直
接
戦
闘
に
参
加
し
た
場
合

が
な
か
っ
た
の
に
く
ら
べ
、
後
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、
鯉
淵

勢
の
構
成
は
多
く
の
一
般
層
か
ら
の
参
加
を
見
て
い
る
こ

と
は
、
一
考
に
値
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。 

鯉淵勢参加村位置図 

（
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五 鯉
淵
勢
が
使
用
し
た
費
用
は
、
何
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

「
鯉
淵
勢
扣
写
」
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
形
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
兵
粮
之
儀
は
去
六
月
中
支
配
川
和
田
村
大

御
山
守
高
倉
長
八
郎
よ
り
内
達
ニ
而
小
金
宿
表
ニ
詰
合
居
候
人
数
之
族
為
扶
持
白
米
百
俵
其
村
自
拾
之
百
姓
ニ
而

可
指
出
旨
厳
達
有
之
候
ニ
付
百
姓
之
内
見
拾
仕
村
役
人
ニ
而
面
付
致
置
候
得
共
右
穀
不
指
出
扣
置
候
分
面
付
之
通

白
米
取
集
致
兵
粮
と
其
上
村
留
穀
等
其
外
大
借
仕
数
月
相
補
罷
在
候
」
と
あ
る
。
尊
攘
派
の
為
に
用
意
さ
れ
た
事
が
、

結
果
酌
に
は
諸
生
派
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
後
、
水
戸
藩
庁
か
ら
時
々
下
げ
渡
さ
れ
た
品
々
は
、
武
器
の
外
、
兵
糧
米
、
提
灯
等
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
前

述
し
た
。
ま
た
幕
府
か
ら
も
兵
糧
等
が
下
げ
渡
さ
れ
た
。
た
だ
多
く
の
村
数
ゆ
え
、
各
村
に
わ
け
る
と
量
は
た
ら
ず
、

こ
の
結
果
、
す
べ
て
の
村
方
に
お
い
て
負
担
し
た
金
穀
が
あ
っ
た
。
し
か
し
全
体
を
知
る
史
料
は
な
い
。 

村
ご
と
に
、
知
ら
れ
る
所
だ
け
を
あ
げ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。 

鯉
淵
村
に
お
い
て
は
、
三
八
一
人
の
人
数
に
対
し
、 

右
人
数
兵
糧
夫
持
米  

三
百
五
十
四
俵
三
斗
壱
升
（
但
四
斗
八
） 

此
内
白
米
四
斗
五
升
入
二
十
五
俵 

御
役
所
様
よ
り
御
下
ケ
米
差
引 

残
而
四
斗
入
三
百
廿
六
俵
弐
斗
六
升  

金
一
両
ニ
付
四
斗
之
直 

此
代
金
三
百
廿
六
両
ト
銀
三
十
九
両 

外
ニ
諸
入
用
金  

弐
百
四
十
壱
両
壱
分
壱
朱
ト
鐚
六
貫
八
百
廿
七
文 

金
穀
代
共
惣
〆
金
五
百
六
十
八
両
三
分
ト
鐚
壱
貫
六
百
廿
六
文 

と
あ
り
、
し
か
し
「
入
用
金
御
下
ケ
願
上
不
申
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
但
し
、
「
当
座
為
御
救
分
当
子
ノ
御
城
米

之
内
籾
五
百
俵
并
ニ
夫
金
繩
わ
之
代
納
頂
戴
ニ
相
成
」
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
他
、
「
諸
入
用
書
上
帳
」
に
よ
る
と 

随
分
附
村
に
お
い
て
は  

五
拾
八
両
壱
分
鐚
弐
貫
六
百
四
拾
五
文 

湯
崎
村  

六
拾
九
両
弐
分
鐚
四
貫
九
百
五
十
六
文 

住
吉
村  

八
拾
八
両
弐
分
鐚
五
貫
百
七
十
六
文 

柏
井
村  

三
拾
七
両
弐
分
鐚
拾
三
貫
八
十
六
文 

土
師
村  

七
拾
両
鐚
壱
貫
五
百
六
拾
四
文 

こ
れ
ら
が
米
、
し
よ
う
油
、
わ
ら
じ
、
人
足
、
武
器
代
等
に
か
か
っ
て
い
る
。 

そ
の
他
の
村
々
に
つ
い
て
は
、
現
在
不
明
で
あ
る
。 

六 元
治
甲
子
の
内
訌
が
治
ま
っ
た
水
戸
藩
が
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
農
民
集
団
に
対
し
て
行
っ
た
か
を
知
れ
ば
、
水

戸
藩
、
ひ
い
て
は
幕
府
も
、
農
民
の
と
っ
た
行
動
の
是
非
を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
き
た
の
か
が
知
れ
よ
う
。
こ

の
激
し
く
動
く
幕
末
期
に
お
い
て
、
支
配
層
が
下
す
評
価
は
、
い
つ
も
一
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
全
体
の
中

の
部
分
に
は
、
そ
の
限
界
が
あ
る
。 

ま
ず
幕
府
が
水
戸
藩
に
と
っ
た
評
価
で
さ
え
も
、
次
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
述
べ
る
こ
と
が
、
こ

の
項
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
単
に
事
実
の
み
を
記
し
て
お
く
。 

慶
応
元
年
一
月
、
出
兵
し
た
諸
藩
に
対
し
、
常
野
浪
士
鎮
定
の
労
を
賞
す
。 

同
年
二
月
か
ら
、
幕
府
は
水
戸
浪
士
、
そ
の
家
族
に
極
刑
を
も
っ
て
臨
む
。 

し
か
し
こ
の
間
、
水
戸
藩
士
の
中
に
も
、
そ
の
内
訌
の
決
着
が
、
悲
惨
な
方
向
へ
の
み
む
く
こ
と
を
恐
れ
た
者
が

出
現
し
、
そ
の
犠
牲
者
の
救
済
を
幕
府
に
働
き
か
け
始
め
た
。
ま
た
斉
昭
の
子
で
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
や
、
岡
山
藩

主
池
田
茂
政
等
も
そ
の
為
の
努
力
を
始
め
た
。
こ
れ
は
や
が
て
幕
府
の
態
度
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
あ
ま

（
41
） 
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り
に
も
激
し
い
水
戸
藩
門
閥
派
の
や
り
方
に
、
反
動
も
生
ま
れ
て
い
っ
た
。 

慶
応
二
年
に
な
る
と
、
藩
主
慶
篤
も
諸
生
派
に
対
し
、
そ
の
独
断
的
な
政
治
に
対
す
る
反
感
を
持
ち
始
め
た
。 

同
年
五
月
、
幕
府
は
敦
賀
の
罪
人
を
遠
島
よ
り
御
預
に
ゆ
る
め
、
朝
廷
に
お
い
て
も
、
尊
攘
派
の
浪
士
に
対
す
る

同
情
が
集
ま
っ
て
く
る
。 

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
幕
府
は
九
月
、
水
戸
藩
政
改
革
に
と
り
か
か
る
。
そ
れ
は
諸
生
派
の
領
袖
朝
比
奈
弥
太
郎

等
の
免
職
を
も
含
む
為
、
水
戸
藩
諸
生
達
は
幕
府
の
藩
政
改
革
に
反
発
す
る
。 

以
後
、
維
新
ま
で
水
戸
藩
の
支
配
権
は
、
幕
府
に
握
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
働
き
に
応
じ
、
水
戸
藩
庁
の
評
価
は
農
民
に
も
影
響
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
領
内
の
農
兵
集
団
を
恩
賞
の
対
象
と

し
て
い
っ
た
の
は
、
諸
生
側
が
藩
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
時
代
、
ま
だ
そ
の
影
響
が
残
っ
て
い
た
時
代
と
も
い
え
る
。 

慶
応
元
年
、
郡
方
よ
り
村
々
へ
、
内
訌
に
関
係
し
た
者
を
調
べ
て
差
し
出
さ
せ
る
命
が
出
た
こ
と
は
前
述
し
た
。 

そ
の
結
果
、
出
兵
日
記
や
書
付
類
が
書
か
れ
た
こ
と
も
前
述
し
た
。 

村
々
の
犠
牲
者
に
対
し
、
恩
賞
は
次
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
た
。 

慶
応
元
年
九
月
、
河
和
田
村
の
平
戸
家
へ
、
佐
藤
図
書
、
近
藤
儀
大
夫
ら
諸
生
派
の
領
袖
が
出
張
し
、
関
係
村
に

呼
び
出
し
が
か
け
ら
れ
、
討
死
の
者
の
相
続
人
、
怪
我
人
へ
対
し
褒
美
が
下
さ
れ
た
。 

鯉
淵
勢
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
達
し
で
あ
っ
た
。 

討
死
の
者
の
相
続
人
へ 

一
代
城
米
籾
八
俵 

鯉
淵
村
二
名  

幡
田
美
新
田
一
名 

飯
田
新
田
一
名 

怪
我
人
へ
一
代
城
米
四
～
五
俵 

鯉
淵
村
四
名 

こ
の
年
一
二
月
、
鯉
淵
村
庄
屋
山
田
宗
五
郎
名
で
「
御
他
領
村
々
名
主
」
宛
に
、
戦
場
参
加
者
へ
対
し
水
戸
藩
よ

り
の
褒
美
の
達
し
が
回
さ
れ
た
。
そ
れ
は
討
死
の
相
続
人
、
怪
我
人
へ
対
し
、
籾
五
～
二
○
俵
、
金
三
～
五
両
で
あ

り
、
そ
の
出
身
村
と
人
数
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

仁
古
田
村
一
名  

野
曾
村
一
名     

柏
井
村
一
名     

小
岩
戸
村
一
名 

内
原
村
二
名    

住
吉
村
二
名     

赤
尾
関
村
一
名   

駒
渡
り
村
一
名 

築
地
村
一
名    

宍
戸
太
田
町
村
一
名   

鴻
巣
村
二
名  

 

犬
塚
村
一
名 

川
又
村
一
名    

蕎
麦
原
村
二
名   

下
安
居
村
二
名   

友
部
村
五
名 

田
沢
村
一
名 

田
沢
村
の
郷
士
を
除
き
、
す
べ
て
平
百
姓
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
慶
応
二
年
一
二
月
、
鯉
淵
村
関
係
の
生
存
者
へ
、
次
の
よ
う
な
褒
美
が
達
せ
ら
れ
た
。 

鯉
淵
村
家
格
頂
戴
分 

庄
屋
山
田
宗
五
郎  

代
々
郷
士  

組
頭
深
谷
長
四
郎  

代
々
郷
士 

百
姓
深
谷
安
三
郎  

代
々
郷
士
格  

組
頭
市
毛
定
平  

代
々
郷
士
列 

組
頭
坂
田
幾
衛
門  

代
々
郷
士
列  

組
頭
大
畑
次
衛
門  

代
々
郷
士
並 

組
頭
河
合
久
左
衛
門  

代
々
郷
士
並  

組
頭
大
高
儀
兵
衛  

代
々
郷
士
並 

百
姓
江
幡
桂
次
郎  

代
々
郷
士
並  

百
姓
鯉
淵
善
蔵  

代
々
郷
士
並 

百
姓
立
原
清
四
郎  

代
々
郷
士
並  

百
姓
江
幡
清
吉  

代
々
郷
士
並 

百
姓
菊
地
勇
蔵  

代
々
郷
士
並  

百
姓
山
田
又
三
郎  

代
々
郷
士
並 

百
姓
綿
引
惣
兵
衛  

代
々
郷
士
並  

百
姓
大
高
仙
衛
門  

一
代
郷
士
並 

惣
百
姓  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

鯉
淵
村
下
野
新
田
家
格
頂
戴
分 

組
頭
大
高
佐
兵
衛  

代
々
郷
士
並  

組
頭
大
高
五
三
郎  

代
々
郷
士
並 

惣
百
姓  

苗
字
代
々
家
格 
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鯉
淵
町
村
飯
田
新
田
家
格
頂
戴
分 

組
頭
藤
枝
伊
左
衛
門  

代
々
郷
士
並 

惣
百
姓  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

鯉
淵
村
幡
田
美
新
田
家
格
頂
戴
分 

惣
百
姓  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

鯉
淵
村
柿
木
橋
新
田
家
格
頂
戴
分 

惣
百
姓  
一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

鯉
淵
村
後
原
新
田
家
格
頂
戴
分 

惣
百
姓  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

慶
応
三
年
六
月
五
日
に
な
っ
て
、
「
他
領
組
合
四
五
ヶ
村
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
達
し
が
あ
っ
た
。 

田
沢
村 

名
主
中   

三
ツ
組
御
印
付
御
杯
一
組 

組
頭
中   

三
ツ
組
御
印
付
御
杯
一
組 

惣
百
姓
中 

御
印
付
御
杯
銘
々
一
ツ
宛 

さ
ら
に
前
述
し
た
「
組
合
四
十
五
ヶ
村
」
に
入
っ
た
村
々
に
も 

名
主  

組
頭  

惣
百
姓   

田
沢
村
同
断 

参
考
の
為
、
他
組
合
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、 

河
和
田
村 

組
頭
平
戸
同
衛
門  

三
ツ
組
御
盃
壱
組
ツ
ヽ 

組
頭
大
沢
長
七
郎  

三
ツ
組
御
盃
壱
組
ツ
ヽ 

組
頭
小
圷
浅
衛
門  

代
々
帯
刀 

組
頭
次
衛
門  

一
代
帯
刀
代
々
苗
字
麻
上
下 

小
山
守
友
衛
門  

一
代
帯
刀
代
々
苗
字
麻
上
下 

組
頭
半
兵
衛  

三
ツ
組
盃
一
組
ツ
ヽ
、
代
々
苗
字
麻
上
下 

組
頭
庄
左
衛
門  

三
ツ
組
盃
一
組
ツ
ヽ
、
代
々
苗
字
麻
上
下 

小
山
守
岡
次
郎  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

小
山
惣
次
郎  

一
代
苗
字
代
々
麻
上
下 

百
姓
徳
兵
衛
以
下
一
五
四
名  

一
代
帯
刀
代
々
苗
字
麻
上
下
～
一
代
苗
字
麻
上
下 

萱
場
新
田
村 

組
頭
伊
左
衛
門  

三
ツ
組
盃
一
組
ツ
ヽ
、
代
々
苗
字
麻
上
下 

組
頭
平
左
衛
門  

三
ツ
組
盃
一
組
ツ
ヽ
、
代
々
苗
字
麻
上
下 

小
山
守  

百
姓
二
四
名  

代
々
苗
字
麻
上
下 

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。 

１ 

水
戸
領
の
者
が
優
遇
さ
れ
、
特
に
鯉
淵
村
に
か
た
よ
っ
た
。 

２ 

関
係
者
は
全
員
何
ら
か
の
賞
を
与
え
ら
れ
た
。 

３ 

諸
生
側
が
実
権
を
握
っ
て
い
た
時
の
方
が
手
厚
い
処
遇
を
受
け
た
。 

４ 

村
民
が
ま
と
ま
っ
て
参
加
し
た
。 

こ
れ
だ
け
の
高
い
評
価
を
受
け
た
鯉
淵
勢
も
、
そ
の
後
ど
う
い
う
動
き
を
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
事
実
、

身
分
的
な
位
置
づ
け
が
変
わ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
封
建
制
度
下
に
お
け
る
序
列
の
位
置
づ
け
よ
り
抜
け
出
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
為
、
農
民
の
生
活
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
す
ぐ

に
水
戸
藩
の
支
配
層
か
ら
諸
生
派
が
し
り
ぞ
い
た
為
、
彼
ら
と
藩
庁
と
の
つ
な
が
り
が
切
れ
て
し
ま
い
、
動
き
に
か

く
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

（
43
） 

（
42
） 
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さ
ら
に
、
詳
し
い
記
録
の
と
ぎ
れ
た
理
由
と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

明
治
元
年
二
月
、
新
政
府
の
下
で
、
武
田
金
次
郎
ら
尊
攘
派
の
生
き
残
り
の
人
々
に
対
し
、
朝
廷
よ
り
次
の
命
が

下
っ
た
。 

今
般
復
旧
被
仰
付
候
ニ
付
て
ハ
源
烈
之
遺
志
を
継
奸
徒
を
掃
除
し
反
正
之
実
行
相
顕
藩
屏
之
任
屹
度
相
立
候

様
精
々
尽
力
可
致
候
事 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
月
九
日
、
金
次
郎
ら
は
京
都
を
発
し
、
五
月
水
戸
に
着
す
る
と
す
ぐ
、
「
朝
敵
」
の
名
の
も

と
に
反
対
派
の
弾
圧
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
六
月
に
な
る
と
、
農
民
へ
対
し
て
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
追
求
は
き
び

し
く
、
三
歳
以
上
の
男
子
は
皆
殺
さ
れ
る
と
の
う
わ
さ
を
伝
え
て
き
た
為
、
鯉
淵
勢
へ
参
加
し
た
人
々
は
逃
げ
回
り
、

領
外
へ
と
落
ち
延
び
て
い
っ
た
者
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
執
よ
う
な
探
索
と
、
過
酷
な
処
置
は
、
現
在
ま
で
土
地
の

人
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
程
で
あ
っ
た
為
、
や
が
て
鯉
淵
勢
へ
の
参
加
を
口
に
す
る
人
々
は
無
く
な
り
、
記
録
は
意

識
的
に
忘
れ
ら
れ
た
。 

鯉
淵
勢
の
実
態
が
不
分
明
な
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
こ
と
に
あ
る
。 

お
わ
り
に 

鯉
淵
勢
に
関
し
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。 

鯉
淵
勢
は
そ
の
成
立
以
後
性
格
を
変
え
て
い
っ
た
。 

初
め
は
、
田
中
隊
な
ど
略
奪
暴
行
を
働
く
「
賊
」
に
対
し
て
結
成
さ
れ
た
自
衛
団
で
あ
っ
た
。
そ
の
追
討
範
囲
も
、

組
合
村
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
回
数
が
ふ
え
る
程
、
そ
の
行
為
は
積
極
性
を
増
し
て
い
っ
た
。 

次
に
、
水
戸
藩
庁
を
握
っ
た
諸
生
党
か
ら
命
を
受
け
だ
す
と
、
藩
内
訌
争
の
一
方
に
つ
い
た
と
同
じ
結
果
に
な
り
、

尊
攘
派
全
体
を
相
手
と
し
て
行
動
し
だ
し
た
。
彼
ら
は
水
戸
藩
士
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
、
水
戸
藩
士
と
共
に
行
動

す
る
戦
闘
部
隊
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。 

や
が
て
、
幕
府
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、
幕
府
指
揮
の
下
で
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
幕
府
の

正
規
軍
と
共
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
幕
臣
と
共
に
行
動
す
る
農
民
と
な
っ
て
い
っ
た
。 

彼
ら
は
、
封
建
制
度
の
下
で
矛
盾
す
る
、
二
つ
の
面
を
持
っ
て
行
動
し
た
。 

一
つ
は
、
幕
藩
体
制
の
中
に
お
か
れ
た
、
農
民
と
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。 

自
衛
団
が
作
ら
れ
た
の
は
、
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 

水
戸
の
諸
生
派
の
命
を
受
け
た
の
は
、
彼
ら
の
信
ず
る
権
威
が
、
公
辺
を
後
楯
と
す
る
水
戸
藩
庁
に
あ
っ
た
為
で

あ
り
、
あ
え
て
「
賊
」
を
尊
攘
派
と
し
て
追
っ
た
こ
と
も
、
公
辺
が
尊
攘
派
を
追
討
し
た
為
で
あ
っ
た
。
殿
様
の
命

よ
り
、
幕
府
の
権
威
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

幕
府
の
直
接
の
指
揮
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
農
兵
は
、
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
積
極
的
に
「
敵
」
を
追
っ
た
。 

内
訌
平
定
後
、
彼
ら
を
ま
た
農
村
へ
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
支
配
層
に
対
し
、
何
ら
の
抵
抗
も
な
し
に
許
容
し
て

い
っ
た
。 

彼
ら
に
「
一
揆
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。
と
く
に
維
新
以
後
、
そ
の
よ
り
所
を
失
な
っ
て
体
制
内
か

ら
抜
け
出
せ
得
な
か
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
彼
ら
は
幕
末
期
の
幕
藩
体
制
の
崩
壊
期
に
お
い
て
、
弱
体
化
す
る
幕
府
権
力
に
対
し
、
そ
の
支
配

機
構
の
解
体
化
を
す
す
め
る
よ
う
な
作
用
を
し
た
。 

ま
ず
彼
ら
は
、
藩
領
、
天
領
、
旗
本
領
の
農
民
が
支
配
の
範
囲
を
こ
え
て
集
ま
っ
て
で
き
た
集
団
で
あ
る
。
自
衛

の
為
の
行
動
も
、
支
配
の
区
別
、
行
政
の
範
囲
を
こ
え
て
行
動
し
た
。
時
に
は
命
じ
ら
れ
な
く
て
も
自
主
的
に
働
い

た
。
ま
た
か
な
り
の
数
の
農
民
は
、
戦
闘
が
他
の
地
域
に
移
っ
て
か
ら
も
帰
村
し
、
村
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

次
に
、
封
建
制
度
下
の
身
分
制
度
を
無
視
し
て
行
動
し
た
。
戦
場
と
い
う
異
常
な
状
態
下
で
あ
っ
た
が
、
農
民
と

藩
士
、
農
民
と
幕
臣
が
身
分
を
こ
え
て
共
同
作
戦
を
展
開
し
た
。
支
配
者
で
あ
っ
た
武
士
も
、
こ
れ
を
無
視
で
き
な

か
っ
た
。
み
ず
か
ら
武
器
を
与
え
、
そ
の
カ
を
か
り
て
騒
動
を
治
め
よ
う
と
し
た
。
何
回
か
け
ん
制
を
し
て
い
る
が
、

（
44
） 
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結
局
実
戦
に
な
る
と
そ
の
力
に
た
よ
っ
て
い
っ
た
。 

農
民
自
身
、
団
結
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
大
き
な
力
を
感
じ
て
行
動
し
た
。
身
分
的
制
約
か
ら

の
解
放
を
経
験
し
た
が
、
そ
れ
が
大
き
く
成
長
し
て
い
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

鯉
淵
勢
は
、
水
戸
藩
の
尊
攘
派
が
、
藩
内
反
対
派
弾
圧
に
の
み
力
を
そ
そ
い
だ
結
果
、
自
己
の
基
盤
を
広
げ
、
戦

闘
組
織
と
し
て
一
般
の
農
民
層
を
組
織
で
き
得
ず
に
い
た
時
、
幕
府
権
力
に
結
び
つ
い
て
い
た
保
守
門
閥
派
の
握
っ

た
藩
権
力
に
よ
っ
て
結
集
の
気
運
が
作
ら
れ
た
所
へ
、
農
民
自
身
の
自
覚
が
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
が
、
支
配
層
の

農
民
へ
の
封
じ
込
め
に
反
発
す
る
こ
と
な
く
、
発
展
し
き
れ
ず
に
終
っ
た
集
団
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
で
、
鯉
淵
勢
に
つ
い
て
の
全
体
が
知
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
後
史
料
の
発
見
を
待
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
さ

れ
て
い
く
所
が
あ
る
。 

た
と
え
ば
組
合
内
で
の
各
自
の
役
割
は
、
史
料
に
よ
れ
ば
、
指
引
、
馬
乗
、
旗
持
等
の
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
集
団
の
中
で
は
た
し
た
正
確
な
役
割
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
組
合
村
の
中
に
、
小
組
合
が
あ
っ
た
よ

う
な
形
跡
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
実
体
で
あ
っ
た
か
、
上
下
の
関
係
が
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
当
時
の
村
の

社
会
的
、
経
済
的
条
件
は
。
他
組
合
と
の
関
係
は
。
内
訌
が
治
ま
っ
た
後
の
村
の
状
態
は
。
水
戸
藩
に
お
い
て
、
海

防
の
為
お
か
れ
た
「
農
兵
」
と
の
関
係
は
。
こ
う
い
う
事
が
わ
か
れ
ば
、
水
戸
藩
の
内
訌
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
対

立
の
解
明
が
な
さ
れ
、
や
が
て
幕
末
期
全
体
の
研
究
に
役
だ
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
茨
城
県
史
編
さ
ん
幕
末
維
新
史
部
会
の
小
西
四
郎
幹
事
を
始
め
と
す
る
部
会

委
員
の
方
々
と
、
瀬
谷
義
彦
氏
よ
り
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
調
査
を
ゆ
る
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

史
料
の
所
蔵
の
方
々
と
共
に
こ
こ
に
お
礼
を
述
べ
た
い
。 

 

（
1
） 

た
と
え
ば
、
高
木
俊
輔
氏
に
よ
る
、
赤
報
隊
な
ど
の
諸
隊
の
研
究
。 

（
2
） 

鯉
淵
勢
に
つ
い
て
は
本
稿
で
述
べ
る
。
寺
門
隊
と
は
、
那
珂
郡
額
田
村
（
現
那
珂
町
額
田
）
の
寺
門
登
一

郎
を
中
心
と
し
て
結
集
し
た
集
団
。
薄
井
隊
と
は
、
「
水
府
戦
争
日
鑑
」
に
、
「
御
領
鳥
子
村
（
現
那
珂
郡

美
和
村
鷲
子
）
薄
井
友
右
衛
門
ト
云
ウ
者
ア
リ
テ
豪
家
ナ
リ
ケ
リ
此
者
三
拾
ヶ
村
ノ
強
肚
ノ
民
ヲ
語
ラ
ヒ
御

加
勢
ト
シ
テ
罷
り
出
テ
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
水
戸
藩
の
保
守
門
閥
重
臣
層
と
共
に
行
動
し
た
。 

（
3
） 

江
川
文
展
氏
の
「
激
派
と
民
衆
」
は
、
よ
り
詳
し
く
、
民
衆
と
藩
内
諸
勢
力
と
の
か
か
わ
り
あ
い
、
民
衆

の
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
狗
党
に
つ
い
て
の
書
籍
が
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は

部
分
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

（
4
）
「
水
府
戦
争
日
鑑
略
記
」
は
、
は
っ
き
り
「
八
十
八
ヶ
村
」
と
あ
る
。 

（
5
）
松
平
頼
徳
勢
や
筑
波
勢
は
本
文
で
述
べ
る
。
大
発
勢
と
は
、
水
戸
藩
尊
攘
派
鎮
派
の
榊
原
新
左
衛
門
ら
が
、

諸
生
派
の
市
川
三
左
衛
門
ら
の
動
き
を
お
さ
え
る
為
、
徒
党
を
組
ん
で
江
戸
へ
の
ぼ
っ
た
が
、
こ
の
一
隊
を

大
発
勢
と
称
し
た
。 

（
6
）
（
7
）
「
波
山
記
事
」
「
天
狗
騒
ぎ
」
「
染
谷
家
史
料
」
に
詳
し
い
。 

（
8
） 

水
戸
藩
に
て
は
、
す
で
に
同
様
な
達
し
が
村
々
へ
出
さ
れ
て
い
た
。
「
高
萩
市
史
」
上
六
八
三
頁
に
は
、

郡
奉
行
よ
り
五
月
一
四
日
付
を
も
っ
て
村
へ
対
し
、
浪
人
取
り
締
り
を
命
じ
た
史
料
が
あ
る
。 

（
9
） 

現
東
茨
城
郡
茨
城
町
長
岡
。
水
戸
街
道
に
お
け
る
拠
点
と
し
て
重
要
な
地
で
あ
っ
た
。 

（
10
） 

東
茨
城
郡
内
原
町
鯉
淵
に
あ
っ
た
。
正
法
山
持
福
院
観
音
寺
。 

（
11
） 

犬
塚
村
は
鯉
淵
勢
に
入
っ
た
組
合
村
で
あ
る
。
以
後
、
組
合
に
入
っ
て
い
る
村
々
は
四
四
頁
に
そ
の
位
置

図
を
示
し
た
為
、
注
記
す
る
の
を
や
め
る
。 

（
12
） 

水
戸
藩
の
郷
校
の
一
つ
。
東
茨
城
郡
御
前
山
村
野
口
に
お
か
れ
た
。
一
説
に
は
、
田
中
愿
蔵
は
そ
こ
の
館

長
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
確
証
は
な
い
。 

（
13
） 

西
茨
城
郡
岩
間
町
土
師
の
塩
畑
家
に
は
、
焼
き
打
ち
に
つ
い
て
の
詳
し
い
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

（
14
） 

現
東
茨
城
郡
茨
城
町
小
鶴
、
組
合
村
外
で
あ
る
。 

（
45
） 
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（
15
） 

現
東
茨
城
郡
茨
城
町
小
堤
、
及
び
秋
葉
、
い
ず
れ
も
組
合
村
外
で
あ
っ
た
。 

（
16
） 

安
政
元
年
、
水
戸
城
東
に
お
か
れ
た
武
器
製
造
所
。 

（
17
） 
下
野
壬
生
藩
主
高
三
万
石
。
賊
徒
追
討
と
し
て
三
八
○
余
人
を
ひ
き
い
て
参
加
。 

（
18
） 

こ
の
時
の
参
加
者
は
「
軍
事
日
記
」
に
よ
る
と
総
勢
三
千
人
と
あ
る
。
最
大
の
参
加
数
で
あ
っ
た
ら
し
い
。 

（
19
） 

磐
城
棚
倉
藩
主
高
六
万
四
○
○
石
。
賊
徒
追
討
と
し
て
三
五
○
余
人
を
ひ
き
い
て
参
加
。 

（
20
） 

海
老
沢
、
夏
海
、
大
貫
は
、
東
茨
城
郡
茨
城
町
よ
り
東
茨
城
郡
大
洗
町
の
海
岸
に
至
る
線
上
に
あ
る
。
戦

場
の
中
心
が
移
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
21
） 

す
で
に
こ
の
動
き
は
水
戸
藩
内
各
地
で
み
ら
れ
た
。「
水
戸
藩
史
料
」
下
編
七
二
七
～
七
二
九
頁
の
太
田
、

額
田
の
例
が
あ
る
。
田
中
隊
に
対
し
て
か
、
村
内
尊
攘
派
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
揆
的
性
格
は

う
た
が
わ
し
い
。
ま
た
「
天
狗
騒
ぎ
」
三
四
四
頁
等
も
あ
る
。 

（
22
）
「
水
戸
藩
史
料
」
下
編
八
一
七
～
八
一
八
頁
。 

（
23
） 

芝
原
拓
自
「
明
治
椎
新
の
権
力
基
盤
」
一
八
二
頁
。 

（
24
） 

幕
府
迫
討
軍
兵
糧
方
兼
大
目
附
。 

（
25
） 

下
総
佐
倉
藩
主
高
一
一
万
石
、
賊
徒
迫
討
と
し
て
四
五
○
余
人
を
ひ
き
い
て
参
加
。 

（
26
）
「
水
戸
大
高
氏
記
録
」
「
賊
徒
追
討
戦
上
日
記
書
上
帳
」
に
は
、
兵
糧
手
違
い
と
あ
る
。
こ
の
為
に
夜
襲

に
あ
う
と
い
う
。 

（
27
） 

遠
州
相
良
藩
主
高
一
万
石
。
幕
府
若
年
寄
。
賊
徒
追
討
軍
総
督
。 

（
28
） 

西
茨
城
郡
友
部
町
上
市
原
如
意
輪
寺
蔵
「
水
門
合
戦
聞
取
書
」
に
は
、
そ
の
詳
し
い
描
図
が
あ
る
。 

（
29
） 

現
那
珂
湊
市
部
田
野
。
長
期
間
戦
場
と
な
り
、
こ
の
所
で
の
合
戦
が
、
こ
の
騒
動
の
中
で
最
大
の
も
の
で

あ
っ
た
。 

（
30
） 

始
め
か
ら
彼
ら
一
行
の
目
的
が
、
は
っ
き
り
と
決
ま
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
現
在
の
所
不
明

で
あ
る
。
結
果
か
ら
み
る
と
、
当
時
京
都
に
い
た
徳
川
慶
喜
に
歎
願
を
目
ざ
し
た
か
、
長
州
を
目
ざ
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
当
初
の
目
標
が
何
で
あ
っ
た
か
明
確
に
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
た
だ
結
果
の
み
を
示
し
た
。 

（
31
） 

村
松
は
現
那
珂
郡
東
海
村
村
松
。
足
崎
、
高
野
は
現
勝
田
市
足
崎
、
高
野
。 

（
32
） 

と
は
い
え
、
「
禹
功
小
史
」
な
ど
に
よ
る
と
、
農
兵
と
幕
兵
が
協
力
し
て
行
動
し
た
こ
と
が
詳
し
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
。 

（
33
）
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
河
和
田
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
目
的
を
も
っ
て
行
動
し
た
鯉
淵
勢

に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
34
）
「
水
府
乱
日
記
附
」
に
よ
れ
ば
、
二
五
日
、
河
和
田
村
で
も
長
岡
へ
人
足
五
○
人
を
差
し
出
し
た
が
、
鯉

淵
村
同
様
「
御
用
相
勤
不
申
帰
村
」
し
て
い
る
。 

（
35
） 

鯉
淵
勢
が
城
西
を
固
め
て
い
る
が
、
河
和
田
勢
は
城
東
の
方
面
を
固
め
て
い
る
。 

（
36
） 

水
戸
藩
門
閥
派
は
、
市
川
三
左
衛
門
を
将
と
す
る
一
隊
七
○
○
余
人
、
一
ノ
備
と
し
て
筧
助
大
夫
を
将
と

す
る
五
○
○
余
人
、
二
ノ
備
と
し
て
鵜
殿
平
十
を
将
と
す
る
五
○
○
余
人
が
、
幕
府
、
諸
藩
の
追
討
軍
と
共

に
行
動
し
て
い
る
。 

（
37
）
「
水
府
乱
日
記
附
」
に
は
、
一
○
月
六
日
迄
の
記
載
し
か
み
ら
れ
な
い
。
同
書
が
河
和
田
勢
の
動
向
を
よ

く
の
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
組
合
村
に
書
加
し
た
村
民
の
手
に
な
っ
た
記
録
で
あ
ろ
う
。 

（
38
） 

宍
戸
太
田
町
に
対
し
、
本
町
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
確
証
は
な
い
。 

（
39
） 

文
久
二
年
に
起
っ
た
こ
の
騒
動
に
つ
い
て
は
、
「
茨
城
県
史
＝
市
町
村
編
」
「
内
原
の
歴
史
」
に
詳
し
い
。

ま
た
そ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
「
茨
城
県
史
研
究
27
」
に
相
沢
一
正
氏
に
よ
っ
て
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
村
役
人
上
層
の
大
山
守
庄
屋
の
「
不
正
行
為
」
に
対
し
、
村
民
が
組
織
だ
っ
て
行
動
を
お
こ
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
先
頭
だ
っ
て
こ
れ
ら
「
不
正
」
の
役
人
を
追
っ
た
者
が
、
鯉
淵
勢
成
立
時
に
庄
屋
と
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な
っ
た
山
田
宗
五
郎
で
あ
る
。 

（
40
）
「
水
戸
大
高
氏
記
録
七
月
晦
日
の
項
に
、
「
村
々
よ
り
白
鉢
巻
白
た
す
き
竹
鑓
を
持
百
人
百
五
十
人
弐
百

人
位
つ
つ
日
々
御
城
下
江
罷
出
候
事
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
も
参
考
と
な
ろ
う
。 

（
41
）
「
常
野
集
」
に
よ
る
と
、
尊
攘
派
の
水
戸
藩
郡
奉
行
が
諸
生
の
郡
奉
行
に
変
っ
た
為
の
結
果
と
し
て
い
る
。 

（
42
） 

他
領
の
農
民
に
は
、
水
戸
藩
庁
は
家
格
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
為
も
あ
っ
た
。 

（
43
） 

支
配
層
が
農
兵
か
ら
武
器
を
取
り
上
げ
た
事
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
」
一

九
○
頁
に
詳
し
い
が
、
地
方
に
残
っ
た
「
平
戸
家
史
料
」
等
か
ら
も
理
解
で
き
る
。 

（
44
）
「
水
戸
藩
史
料
」
下
編
一
一
四
三
頁
。 

（
45
） 

安
丸
良
夫
氏
の
「
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
人
々
が
協
調
と
順
応
と
を
あ
た

か
も
自
明
の
生
活
態
度
と
し
て
、
彼
ら
を
と
り
ま
く
世
界
の
全
体
性
を
受
容
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、

じ
つ
は
人
々
は
そ
の
断
念
や
諦
め
や
怨
恨
や
憤
激
の
大
部
分
を
言
葉
に
な
ら
な
い
う
ち
に
の
み
こ
ん
で
意

識
下
の
世
界
に
か
く
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
共
通
な
下
地
も
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。 

          


