
桐

原

健

真

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
十
号

令
和
六
年
三
月
一
日
発
行
（
抜
刷
）

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

講

演
令
和
四
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
学
術
講
演
会

（
令
和
四
年
七
月
七
日

於
四
号
館

四
三
一
教
室
）



講

演

令
和
四
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
学
術
講
演
会

（
令
和
四
年
七
月
七
日

於
四
号
館

四
三
一
教
室
）

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

桐

原

健

真

【
佐
野
真
人
】
皆
様
、
大
変
お
待
た
せ
を
致
し
ま
し
た
。
時
刻
も
定
刻
を
回
り
ま
し
た
の
で
、

只
今
か
ら
令
和
四
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
の
学
術
講
演
会
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
開
催
に
先
立
ち
ま
し
て
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
の
大
島

信
生
よ
り
ご
挨
拶
な
ら
び
に
、
講
師
先
生
の
ご
紹
介
を
申
し
上
げ
ま
す
。
大
島
先
生
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
大
島
信
生
】
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
令
和
四
年
度
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン

タ
ー
神
道
研
究
所
の
学
術
講
演
会
に
ご
来
場
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
大
島
と
申
し
ま
す
。
神
道
研
究
所
で
は
、
春
学
期
に

は
公
開
学
術
講
演
会
、
秋
学
期
に
は
公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
本
年

度
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
学
内
者
限
定
で
開
催
と
い
う
事
に
な
り
ま
し
た
。

本
日
は
、
講
師
に
金
城
学
院
大
学
教
授
の
桐
原
健
真
先
生
を
お
招
き
致
し
ま
し
た
。
先
生
の

略
歴
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
案
内
の
紙
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
先
生
は
昭
和
五
十
年
茨
城
県

の
お
生
ま
れ
で
す
。
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
博
士
（
文
学
）
の

学
位
を
お
持
ち
で
す
。
専
門
は
日
本
倫
理
思
想
史
で
す
。
平
成
十
六
年
東
北
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
助
手
、
十
九
年
同
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
。
二
十
五
年
、
金
城
学
院
大
学
文
学

部
日
本
語
日
本
文
化
学
科
准
教
授
を
経
て
、
二
十
八
年
同
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
化
学
科

教
授
、
三
十
年
同
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
主
な
業
績
は
、『
吉

田
松
陰
の
思
想
と
行
動
』（
単
著
、
東
北
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
一
年
）、『
吉
田
松
陰
：「
日
本
」

を
発
見
し
た
思
想
家
』（
単
著
、
ち
く
ま
新
書
、
平
成
二
十
六
年
）、『
松
陰
の
本
棚
：
幕
末
志
士
た

ち
の
読
書
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』（
単
著
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
八
年
）、
更
に
『
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

の
幕
末
維
新
：
交
錯
す
る
宗
教
世
界
』（
共
著
、
宝
蔵
館
、
平
成
三
十
年
）
な
ど
、
多
数
の
著
作

が
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
「
幕
末
の
水
戸
学
：
敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ
」
と
い
う
演
題
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま

す
。
私
自
身
大
変
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
講
師
の
先

生
の
紹
介
を
兼
ね
て
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
で
は
桐
原
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

【
桐
原
健
真
】
金
城
学
院
大
学
か
ら
参
り
ま
し
た
桐
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、「
幕
末
の

水
戸
学
」
と
い
う
お
題
で
お
話
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

自
己
紹
介

ま
ず
自
己
紹
介
で
恐
縮
で
す
が
、
先
ほ
ど
大
島
信
生
先
生
よ
り
ご
案
内
い
た
だ

き
ま
し
た
よ
う
に
、
当
方
の
生
ま
れ
は
茨
城
県
で
あ
り
ま
し
て
、
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
そ
の

北
東
部
に
あ
り
ま
す
日
立
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は
旧
水
戸
藩
領
で
神
葬
祭
地
帯

で
あ
り
、
私
の
両
親
も
先
年
、
神
式
で
葬
儀
を
執
り
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
と
は
言
え
、

桐
原
家
も
大
昔
か
ら
神
道
の
家
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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桐
原
家
の
出
自
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
日
立
市
の
西
隣
に
あ
る
常
陸
太
田
市
の
旧
土
豪
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
、
こ
の
常
陸
太
田
市
に
は
、
一
二
六
四
年
に
作
ら
れ
た
と
い

う
鋳
造
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
高
さ
一
六
四
セ
ン
チ
と
言
い
ま
す
か
ら
小
柄
な

大
人
く
ら
い
の
鉄
仏
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
数
年
前
（
二
〇
一
四
）
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
て
、
近
在
の
住
民
は
、「
何
で
だ
ろ
う
ね
、
大
き
い
か
ら
か
し
ら
」
と
言
い
合
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
こ
の
仏
さ
ま
に
は
、
背
銘
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
弘
長
四
年
」

（
一
二
六
四
年
、
た
だ
し
同
年
に
文
永
へ
改
元
）
と
い
う
年
号
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
年
代
が
判
明
し
、

こ
の
時
期
の
美
術
史
的
な
標
本
と
し
て
貴
重
な
ん
だ
―
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

で
、
こ
の
背
銘
に
は
、「
大
檀
那
桐
原
左
衛
門
入
道
祭
立
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
当
方

の
ご
先
祖
様
ら
し
い
の
で
す
が
、あ
の
辺
り
に
は
桐
原
ば
か
り
な
の
で
、ど
の
程
度
血
が
繋
が
っ

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
怪
し
い
所
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
な
ん
に
し
ま
し
て
も
、
奇
し

く
も
ち
ょ
う
ど
七
五
〇
年
の
時
を
経
て
重
文
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

毀
鐘
鋳
砲

改
め
て
思
い
ま
す
に
、「
こ
れ
が
鉄
仏
で
よ
か
っ
た
」と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
も
、
幕
末
の
水
戸
藩
で
は
、「
毀
鐘
鋳
砲

き
し
ょ
う
ち
ゅ
う
ほ
う

」（
鐘
を
毀こ

ぼ

ち
砲
を
鋳
る
）
と
い
う
こ

と
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
し
て
、
幕
末
志
士
の
吉
田
松
陰
（
一
八
三
〇
～
一
八
五
九
）
が
、

こ
の
辺
り
を
旅
行
し
た
際
に
、
笠
間
藩
（
現
茨
城
県
笠
間
市
）
の
兵
学
者
で
あ
っ
た
手
塚
多
助

か
ら
、
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
と
記
録
に
残
し
て
お
り
ま
す
。

往
年
、
水
府
老
公
〔
徳
川
斉
昭
〕
の
時
、
余
〔
手
塚
〕
嘗
て
こ
れ
〔
水
戸
〕
に
遊
び
、
砲

家
梅
沢
孫
太
郎
の
家
に
寓
せ
し
に
、一
夕
比
隣
喧
嘈
な
り〔
夕
方
に
な
る
と
騒
が
し
く
な
っ

た
〕、
余
驚
き
之
れ
を
問
ひ
し
に
、
梅
沢
の
曰
く
「
砲
を
鋳
る
の
み
」
と
。
余
起
き
て
往ゆ

い
て
之
れ
を
見
し
に
、
銅
仏
鐘
磬

し
ょ
う
け
い

、
積
堆
す
る
こ
と
山
の
如
く
、
方ま

さ

に
鞴ふ

い
ごを

鼓
し
火
を

起
さ
ん
と
す
。
其
の
由
来
す
る
所
を
叩き

け
ば
、
則
ち
「
仏
寺
の
有
す
る
所
を
収
め
て
之
れ

を
聚あ

つ

む
」
と
曰
ふ
。
余
掌
を
拍
ち
て
快
と
称
す①
。

騒
が
し
い
の
で
何
事
か
と
見
て
み
る
と
、
寺
院
の
仏
像
・
仏
具
を
鋳
つ
ぶ
し
て
大
砲
を
造
る

の
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
随
分
乱
暴
な
話
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
様
子

を
見
た
手
塚
は
、
手
を
打
っ
て
大
い
に
喜
ん
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
ご
同
類
で
あ
る
と
申
せ

ま
す
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
話
を
し
っ
か
り
と
日
記
に
残
し
た
松
陰
も
ま
た
同
じ
よ

う
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
と
も
申
せ
ま
す
。

こ
う
し
た
毀
鐘
鋳
砲
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
銅
製
品
に
対
し
て
専
ら
行
わ
れ
ま
し
て
、
鉄

仏
は
そ
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、先
ほ
ど
の
桐
原
左
衛
門
の
鉄
仏
は
残
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
は
問
屋
が
卸
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
歴
史
の
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
毀
鐘
鋳
砲
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
二
〇
年
ほ
ど
の
ち
の
天
狗
党

の
乱
（
一
八
六
四
）
―
水
戸
藩
全
域
を
内
戦
状
態
に
し
た
と
ん
で
も
な
い
騒
乱
で
す
―
、

こ
の
余
波
で
堂
宇
焼
失
の
憂
き
目
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
は
、
周
辺
住
民
が
お
祀
り
し
ま
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
と
ほ
ど
か
よ
う
に
、
幕
末
の
水
戸
藩
は
廃
仏
毀
釈
の
風
が
激
し
く
、
そ
う
し
た
運
動
の
思
想

的
基
盤
と
な
っ
た
の
が
後
期
水
戸
学
で
し
た
。
本
日
の
主
題
と
し
て
は
、
こ
の
幕
末
の
水
戸
学

を
よ
く
言
わ
れ
ま
す
「
維
新
の
先
駆
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
は
な
く
、
一
八
三
〇
～
四
〇
年
代

と
い
う
時
代
的
側
面
、
そ
し
て
ま
た
同
時
に
水
戸
藩
と
い
う
地
域
的
な
側
面
か
ら
、
そ
の
実
態

を
探
っ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

敬
神
崇
儒

そ
こ
で
ま
ず
今
回
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
「
敬
神
崇
儒
」
に
つ
い
て
お
話

し
し
て
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
は
、
水
戸
藩
校
・
弘
道
館
の
設
立
趣
意
書
で
あ
る
「
弘
道

館
記
」（
一
八
三
八
）
に
み
え
る
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
弘
道
館
は
、
水
戸
藩
天
保

改
革
に
お
い
て
藩
主
の
徳
川
斉
昭
（
一
八
〇
〇
～
一
八
六
〇
）
が
推
し
進
め
た
文
教
政
策
の
目

玉
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
攘
夷
論
を
唱
え
て

軍
制
の
整
備
を
進
め
た
り
、
思
想
統
制
を
目
的
に
排
仏
論
・
排
耶
論
を
主
張
し
た
り
す
る
な
ど
、

尊
王
攘
夷
の
最
右
翼
と
し
て
、
幕
末
日
本
を
大
き
く
か
き
回
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

こ
の
「
尊
王
攘
夷
」
と
い
う
こ
と
ば
、
短
く
言
い
ま
す
と
「
尊
攘
」
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

皇
學
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大
学
研
究
開
発
推
進
セ
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紀
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が
ど
れ
ほ
ど
後
期
水
戸
学
で
重
視
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
は
、
今
で
も
弘
道
館
に

参
り
ま
す
と
そ
れ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
現
存
す
る
弘
道
館
の
正
面
玄
関
に
参
り
ま
す
と
、
一

畳
ほ
ど
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
掛
け
物
が
目
に
飛
び
込
ん
で
参
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
尊
攘
」

と
大
書
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
弘
道
館
と
い
う
学
校
の
性
格
の
一
端
、
さ

ら
に
は
後
期
水
戸
学
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

一

弘
道
館
祭
神
論
争

鹿
島
神
と
孔
子

そ
こ
で
本
日
は
、
こ
の
弘
道
館
に
お
け
る
祭
神
論
争
を
通
し
て
、
後
期
水
戸

学
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

弘
道
館
の
祭
神
と
し
て
は
、
鹿
島
神
と
孔
子
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
徳
川
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
神
儒
一
致
」
と
い
う
も
の
が
そ
こ

で
は
目
指
さ
れ
て
い
た
の
だ
―
と
い
う
の
が
教
科
書
的
な
叙
述
で
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
鹿
島

神
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
少
々
疑
念
が
わ
い
て
参
り
ま
す
。

「
弘
道
館
記
」
は
、
鹿
島
神
を
お
祀
り
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。

夫か

の
建
御
雷
神

た
け
み
か
づ
ち
の
か
み

を
祀
る
も
の
は
何
ぞ
。
そ
の
天
功
を
草
昧
に
亮た

す

け
、
威
霊
を
こ
の
土
〔
常

陸
国
〕
に
留
め
た
ま
へ
を
以
て
、
そ
の
始
を
原た

ず

ね
、
そ
の
本
に
報
い
、
民
を
し
て
斯
道
の

繇よ

り
て
来
る
と
こ
ろ
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り②

こ
こ
で
は
、「
鹿
島
神
宮
は
常
陸
国
の
一
宮
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
そ
の
神
を
お
祀
り
す
る

の
だ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
た
し
か
に
水
戸
藩
は
常
陸
国
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
道
理
の
あ
る

こ
と
か
と
も
思
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
理
が
本
当
に
妥
当
な
の
か
と
考
え
ま
す
と
、

必
ず
し
も
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、「
後
期
水
戸
学
の
大
成
者
」（
植
手
通
有
）
と
言
わ

れ
る
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
二
～
一
八
六
三
）
は
、
先
ほ
ど
も
出
て
参
り
ま
し
た
笠
間
藩
―

水
戸
藩
の
西
隣
で
す
―
の
藩
校
時
習
館
の
た
め
に
「
時
習
館
記
」（
一
八
五
八
）
と
い
う
一

文
を
草
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

国
の
中
央
を
卜ぼ

く

し
、
文
武
の
館
を
合
せ
、
以
て
子
弟
の
学
習
に
便
な
ら
し
む
。
時
習
の
名

は
旧
に
仍よ

る
も
、
而
し
て
宇う

倍べ

神
〔
武
内
宿
禰

た
け
う
ち
の
す
く
ね

〕
と
孔
子
の
神
と
を
合
せ
祀
る
。
宇
倍
神

は
我
が
祖
先
の
仍な

を
自
り
て
出
づ
る
所
に
し
て
、

神
后
〔
神
功
皇
后
〕
の
西
韓
を
征
し
、

天
威
を
海
外
に
揚
ぐ
る
を
佐た

す

く③

こ
の
「
時
習
館
」
と
い
う
藩
校
は
、
当
時
の
笠
間
藩
主
・
牧
野
貞
直
が
再
興
し
た
も
の
で
あ

り
、
会
沢
は
そ
の
館
記
を
こ
の
藩
主
に
代
わ
っ
て
草
し
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
時
習
館
に
お
祀

り
し
た
祭
神
を
み
ま
す
と
、
神
儒
一
致
に
基
づ
い
て
、
宇
倍
神
と
孔
子
が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
宇
倍
神
は
、
牧
野
氏
の
祖
先
神
で
あ
り
、
神
功
親
征
を
助
け
た
と
い
う
忠
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
神
を
祖
先
神
と
し
て
偉
業
を
称
賛
す
る
こ
と
で
孝
も
実
践
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
忠

孝
一
致
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
孔
子
も
ま
た
、
お

祀
り
す
べ
き
神
な
の
だ
と
、
会
沢
は
申
し
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
神
儒
一
致
の
方
針
の
も
と
で
奉
斎
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
孔
子

と
祖
先
神
の
セ
ッ
ト
が
適
切
だ
と
会
沢
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
こ
そ

「
忠
孝
一
致
」
が
実
践
で
き
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
め
て
申
し
ま
す
と
、
弘
道
館

の
祭
神
は
鹿
島
神
と
孔
子
で
す
。
孔
子
は
良
い
の
で
す
が
、
鹿
島
神
は
水
戸
徳
川
家
の
祖
先
神

で
も
な
く
、
水
戸
領
内
に
鎮
座
す
る
神
社
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
水
戸
徳
川
家
の
祖
先
神
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
水
戸
に
は
水
戸
の
東
照
宮
が
鎮
座
ま
し

ま
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、な
ぜ
そ
れ
を
選
ば
な
い
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、

徳
川
時
代
に
お
け
る
東
照
大
権
現
の
位
置
づ
け
を
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
を
藩
校
で
祀
る
の
は
、

難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
こ
そ
水
戸
の
東
照
宮
は
、
三
社
権
現
で
あ
っ
た
も
の
を
、
斉

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

（
桐
原
）
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昭
が
神
仏
分
離
を
断
行
し
た
結
果
、
随
分
と
様
変
わ
り
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
弘
道
館
に
お
迎

え
す
る
の
は
避
け
ら
れ
た
と
言
う
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
鹿
島
神
を
弘
道
館
に
奉
斎
し
た
の
は
、
祖
先
神
を
祀
れ
な

い
た
め
の
次
善
の
策
で
あ
っ
た
と
も
言
え
そ
う
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
も
そ
も
こ
の
鹿
島
神
を
奉
斎
す
る
に
至
る
に
は
、
か
な
り
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
の
で
す
。

皇
神
奉
斎

奉
斎
す
る
神
に
つ
い
て
の
検
討
に
際
し
て
、
斉
昭
は
、
そ
の
最
初
期
に
は
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。

学
校
と
さ
へ
申
し
候
得
ば
、
孔
子
を
本
尊
に
仕
り
候
義
、
古
今
の
通
論
に
御
坐
候
処
、
孔

子
の
道
を
尊
崇
仕
り
候
も
神
皇
の
御
勲
績
に
候
へ
ば
、
神
皇
を
主
と
御
祭
り
、
孔
子
・
扁へ

ん

鵲じ
ゃ
く

を
客
の
如
く
仕
り
、
神
儒
一
致
・
文
武
合
併
に
御
建
立
遊
ば
さ
れ
度
し
と
の
御
義④

つ
ま
り
和
漢
の
祭
神
を
奉
斎
す
る
に
せ
よ
、
ま
ず
神
皇
を
主
神
と
し
て
、
こ
れ
に
付
随
す
る

神
と
し
て
孔
子
や
扁
鵲
―
扁
鵲
と
言
い
ま
す
の
は
、
中
国
戦
国
時
代
の
名
医
で
学
問
の
神
で

も
あ
り
ま
す
―
こ
う
い
っ
た
神
々
を
祀
れ
ば
よ
い
の
だ
と
、斉
昭
は
言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
学
術
世
界
に
お
け
る
弘
道
館
の
一
般
的
な
評
価
と
し
ま
し
て
は
、
釈
奠

せ
き
て
ん

―
孔
子
を
祀

る
典
礼
―
を
挙
行
し
た
珍
し
い
藩
校
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
斉
昭
の

発
言
か
ら
は
、ど
う
も
そ
う
い
う
孔
子
に
対
す
る
崇
敬
と
い
う
も
の
は
強
く
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
孔
子
も
あ
ま
た
あ
る
選
択
肢
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
ま
す
。

実
際
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
斉
昭
が
青
山
延
于

の
ぶ
ゆ
き

（
一
七
七
六
～
一
八
四
三
）
に
宛
て
た
書
簡

に
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
朝
に
て
は
周
孔
の
道
を
御
取
用
ひ
被
遊
候
は
、
神
皇
の
御
功
に
之
れ
在
り
候
へ
ば
…
…

神
を
中
へ
祭
り
、
孔
子
・
扁
鵲
・
す
く
な
ひ
こ
な
〔
少
彦
名
〕
の
神
又
は
人
丸
〔
柿
本
人

麻
呂
〕
等
客
の
如
く
に
祭
候
て
、
学
校
初
て
入
門
致
候
者
は
先
づ
神
を
拝
候
後
、
孔
子
等

を
も
拝
し
候
様
に
て
如
何
之
れ
有
る
べ
き
哉
…
…
中
へ
神
を
祭
候
な
ら
ば
、
神
は
何
如
然

る
べ
き
哉
。
神
武
帝
・
応
神
帝
・
天
智
帝
抔な

ど

に
も
之
れ
有
る
べ
き
哉
。
三
神
一
社
に
祭
込

候
も
如
何⑤
。

こ
の
よ
う
に
斉
昭
は
、
神
武
・
応
神
・
天
智
の
名
前
を
挙
げ
て
、
さ
ら
に
三
神
一
社
に
ま
と

め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
、
と
か
な
り
大
胆
な
発
言
を
し
て
お
り
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
天
皇
奉
斎

は
絶
対
条
件
で
あ
り
、
他
方
で
孔
子
は
扁
鵲
・
少
彦
名
・
人
麻
呂
と
い
っ
た
多
く
の
候
補
の
な

か
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
斉
昭
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
青
山
延
于
と
い
う
人
間
は
、
水
戸
藩
の
彰
考
館
（『
大
日

本
史
』
編
纂
局
）
に
出
仕
し
、
の
ち
に
総
裁
に
ま
で
な
る
水
戸
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
弘
道
館

で
は
会
沢
正
志
斎
と
と
も
に
初
代
教
授
頭
取
を
務
め
る
な
ど
、
斉
昭
の
天
保
改
革
を
支
え
た
人

物
で
も
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
斉
昭
の
奉
斎
案
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
ま
す
。
藩
主
の
意
向
に

真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
か
な
り
な
人
物
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
が
、
彼
は
次

の
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
主
君
に
向
か
っ
て
訴
え
ま
す
。

学
校
中
祭
神
、
神
武
帝
・
応
神
帝
・
天
智
帝
三
神
然
る
べ
し
と
思
し
召
さ
れ
候
趣
、
至
極

御
尤
と
存
じ
奉
り
候
。
い
づ
れ
も
本
朝
の
太
祖
・
太
宗
に
て
文
武
起
し
候
本
原
に
御
座
候
。

去
り
乍
ら
唐
に
て
も
天
子
格
別
と
御
事
に
て
文
館
・
武
館
へ
も
祭
り
申
さ
ず
候
。
是
は
異

代
に
て
も
天
子
は
恐
れ
多
き
事
に
て
遠
慮
仕
り
候
。
左
候
へ
ば
、
武
館
に
て
は
鹿
島
・
香

取
両
社
、
文
館
に
て
は
吉
備
公
〔
吉
備
真
備
〕・
菅
公
〔
菅
原
道
真
〕
な
ど
が
外
は
存
当

り
も
之
れ
無
く
存
じ
奉
り
候
。『
日
本
紀
』に「
藤
原
鎌
足
学
周
孔
之
道
於
南
園マ

マ

先
生
」〔
皇

極
天
皇
紀
三
年
（
六
四
四
）
正
月
条
〕
と
相
ひ
見
候
へ
共
、
南
園
先
生
〔
南
淵
請
安
〕
と

申
す
人
、
一
向
相
ひ
分
り
申
さ
ず
候
。
又
古
語
の
処
に
て
は
聖
徳
太
子
、
是
は
釈
氏
〔
仏

者
〕
に
て
尊
崇
仕
り
候
間
、
用
ゐ
兼
ね
申
し
候
。
右
の
義
、
恒
蔵
〔
会
沢
正
志
斎
〕
へ
も

相
談
仕
り
候
別
紙
、
高
覧
に
入
れ
候⑥
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
十
号
（
令
和
六
年
三
月
）
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延
于
も
皇
神
を
お
祀
り
し
た
い
と
い
う
主
君
の
意
向
を
全
否
定
す
る
わ
け
に
も
参
り
ま
せ
ん

の
で
、「
至
極
御
尤
と
存
じ
奉
り
候
」
と
一
応
藩
主
の
顔
を
立
て
て
は
い
ま
す
。
し
か
し
臣
下

が
天
子
を
お
祀
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
た
と
え
別
の
王
朝
に
な
っ
た
と
し
て
も
普
通

で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
い
わ
ば
「
常
識
」
を
も
っ
て
、
や
ん
わ
り
と
軌
道
修
正
を
促
し
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
軌
道
修
正
の
先
に
鹿
島
神
が
出
て
参
り
ま
す
。

延
于
の
奉
斎
案
と
し
て
は
、
武
神
と
し
て
鹿
島
神
・
香
取
神
を
、
文
神
と
し
て
吉
備
真
備
・

菅
原
道
真
を
祀
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
鹿
島
神
は
あ
く
ま
で
武
神
と
し
て
登
場
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
案
は
、
同
僚
で
あ
る
会
沢
の
了
解
も
あ
る
の
だ
、
と
付
言
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
斉
昭
の
天
皇
奉
斎
案
は
、
徹
底
的
に
側
近
の
反
対
に
遭
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
斉
昭
の
右
腕
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
田
東
湖
（
一
八
〇
六
～
一
八
五
五
）
の
姿
も

あ
り
ま
し
た
。
藤
田
幽
谷
（
一
七
七
四
～
一
八
二
六
）
の
息
子
で
、
会
沢
に
師
事
し
、
水
戸
藩

の
天
保
改
革
を
い
わ
ば
実
働
部
隊
と
し
て
推
進
し
、「
弘
道
館
記
」
を
起
草
し
た
こ
の
人
物
で

す
ら
、
斉
昭
の
皇
神
奉
斎
案
に
反
対
を
唱
え
ま
す
。
東
湖
が
会
沢
に
宛
て
た
書
簡
に
は
こ
う
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
斉
昭
は
〕
兎
角
天
祖
神
武
を
御
祀
り
の
御
主
意
に
て
、
村
松
〔
現
茨
城
県
東
海
村
〕
又

は
湊
〔
同
ひ
た
ち
な
か
市
〕
の
柏
原
明
神
等
に
御
気
之
れ
有
り
候
ゆ
へ
、
非
礼
之
段
申
上
、

兼
々
貴
説
〔
会
沢
の
主
張
〕
に
て
承
知
仕
居
候
通
り
、
段
々
順
々
に
天
祖
神
武
帝
に
も
通

じ
候
意
味
申
上
、
是
は
と
う
と
う
十
分
に
御
呑
込
に
罷ま

か
り

成
候⑦

斉
昭
は
、
な
ん
と
か
し
て
皇
神
を
お
祀
り
し
た
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
な
ら
水
戸
藩
の
領
内

に
鎮
座
す
る
皇
神
を
勧
請
す
れ
ば
よ
い
と
ま
で
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
お
伊
勢
さ
ん

を
お
祀
り
す
る
村
松
神
社
で
す
と
か
、
桓
武
天
皇
な
ど
を
祀
る
柏
原
明
神
な
ど
を
選
択
肢
と
し

て
挙
げ
る
の
で
す
。
な
ん
と
も
執
念
深
い
と
い
う
か
、
皇
神
を
見
繕
う
態
度
は
い
か
が
な
も
の

か
、
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。
と
は
言
え
、
皇
神
奉
斎
に
斉
昭
が
拘
泥
す
る
理
由

も
そ
れ
な
り
に
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
皇
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
執
り
行
う
自

身
の
権
威
化
が
図
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
行
為
を
通
し
て
、
水
戸
徳
川
家
が
徳
川
宗
家
（
将
軍

家
）
を
相
対
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
斉
昭
の
も
く
ろ
み
に
対
し
て
、
水
戸
学
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
異

を
唱
え
ま
す
。
と
く
に
会
沢
を
中
心
に
、『
礼
記
』（「
郊
特
牲
」）
に
お
け
る
「
諸
侯
は
敢
て
天

子
を
祖
と
せ
ず
」
で
す
と
か
「
諸
侯
は
名
山
・
大
川
の
其
の
地
に
在
る
者
を
祭
る
」
と
い
っ
た

テ
ー
ゼ
を
踏
ま
え
て
、「
諸
侯
」
つ
ま
り
藩
主
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
お
祀
り
す
る
こ
と
の
で
き
る

神
と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
、
強
く
反
対
い
た
し
ま
す
。

こ
う
し
た
反
対
の
声
に
圧
さ
れ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
斉
昭
の
意
見
は
通
ら
ず
、
鹿
島
神
を

奉
斎
す
る
こ
と
に
落
ち
着
く
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、も
う
一
柱
の
神
で
あ
る
孔
子
に
つ
い
て
も
、

彼
が
あ
ま
り
積
極
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
敬

神
崇
儒
」
と
「
弘
道
館
記
」
で
あ
れ
だ
け
高
ら
か
に
謳
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
斉

昭
は
「
孔
子
」
を
奉
斎
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
す
ら
い
た
の
で
し
た
。

「
孔
子
」
の
拒
否

と
申
し
ま
す
の
も
、
ま
ず
「
孔
子
」
と
い
う
祭
神
名
に
対
し
て
、
斉
昭
は

強
い
不
満
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
異
朝
の
君
主
（
唐
の
玄
宗
）
に
よ
る
諡

お
く
り
なで

あ
る
「
文
宣

王
」
を
拒
否
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
分
か
ら
な
く
も
な
い
の
で
す
が
、「
孔
子
」
を
拒
否
す

る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
孔
子
」
と
い
う
の
は
敬
称
と
し
て
の
「
子
」
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
異
国
の
人
間
を
敬
称
で
呼
ぶ
の
は
嫌
だ
、「
孔
丘
」
と
い
う
本
名
つ
ま
り
呼
び
捨

て
で
祀
り
た
い
の
だ
―
と
こ
の
わ
が
ま
ま
な
お
殿
様
は
主
張
し
ま
す
。

先
ほ
ど
み
ま
し
た
東
湖
に
よ
る
会
沢
宛
の
書
簡
に
は
、「
孔
丘
と
申
す
字
は
決
し
て
御
改
め

遊
ば
さ
れ
ざ
る
御
主
意⑧
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
斉
昭
の
堅
固
な
意
志
が
み
て
と
れ
ま
す
。
し
か

し
こ
れ
に
対
し
て
東
湖
の
方
も
、
孔
子
を
最
低
で
も
「
孔
子
」
と
し
て
敬
称
で
お
祀
り
す
べ
き

だ
と
主
張
し
、斉
昭
の
説
得
に
全
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
主
従
の
掛
け
合
い
を
、

東
湖
は
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
お
り
ま
す
。

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

（
桐
原
）
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「
左
候
は
ゞ
、
な
ぜ
孔
子
を
御
祭
り
遊
ば
さ
れ
候
哉
」
と
申
し
候
へ
ば
、「
い
や
、
唐
山

に
て
は
聖
人
故
、
祭
り
候
な
り
」
と
御
意
、「
左
候
は
ゞ
、
御
師
匠
さ
ま
也
、
師
匠
を
よ

び
ず
て
に
致
し
候
な
ら
、む
し
ろ
師
匠
を
祭
ら
ぬ
方
然
る
べ
し
」（
と
）申
し
上
げ
候
へ
ば
、

少
々
御
呑
込⑨

東
湖
が
「
敬
う
気
が
無
い
の
に
、
な
ぜ
孔
子
を
祀
る
の
で
す
か
」
と
、
そ
も
そ
も
論
を
投
げ

か
け
る
と
、
斉
昭
は
｢漢
土
で
は
聖
人
な
の
で
祀
る
の
だ
｣と
答
え
ま
す
。
こ
の
答
え
に
、
東
湖

は
素
早
く
食
い
つ
き
ま
し
て
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
お
師
匠
様
な
わ
け
で
す
か
ら
、
師

匠
を
呼
び
捨
て
に
す
る
く
ら
い
な
ら
祀
ら
な
い
方
が
ま
し
で
し
ょ
う
」
と
、
孔
子
の
奉
斎
自
体

を
や
め
て
し
ま
え
ば
よ
い
、
と
か
な
り
な
暴
論
で
打
ち
返
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
斉
昭
も
多
少
は

納
得
し
て
く
れ
て
、
弘
道
館
に
は
「
孔
子
神
位
」
と
斉
昭
が
書
い
た
神
牌
―
よ
く
あ
る
孔
子

像
で
も
な
く
木
牌
で
す
―
が
お
祀
り
さ
れ
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
収
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

烈
公
と
義
公

こ
の
よ
う
に
斉
昭
に
と
っ
て
は
、
神
儒
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
奉
斎
す

べ
き
神
や
形
式
に
お
い
て
、
不
満
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
で
、「
敬
神
崇
儒
」

と
い
う
の
も
、
ど
の
程
度
ま
で
本
気
で
だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
ど
ち
ら

か
と
言
い
ま
す
と
、
斉
昭
自
身
が
思
い
描
い
て
い
る
神
道
や
儒
学
と
い
っ
た
も
の
に
、
現
実
の

方
を
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
志
向
が
非
常
に
強
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
極
め
て
原
理
主
義
的
な
人

間
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
し
、
な
る
ほ
ど
「
烈
公
」
と
贈
り
名
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
斉
昭
と
並
び
称
さ
れ
る
義
公
（
徳
川
光
圀
・
一
六
二
八
～
一
七
〇
〇
）
と
比
べ
ま
す

と
、
随
分
と
相
違
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
も
、
光
圀
が
著
し
ま
し
た
自
叙
伝
的
な
碑
文
で
あ
る
「
梅
里
先
生
碑
」

（
一
六
九
一
）
に
は
、「
人
と
為
り
や
物
に
滞
ら
ず
、
事
に
著
せ
ず
、
神
儒
を
尊
び
て
神
儒
を
駁

し
、
仏
老
を
崇
め
て
仏
老
を
排
す
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、「
自
分
は
、
神
儒
を
尊
ん

だ
り
、
駁
し
た
り
、
あ
る
い
は
仏
老
を
崇
め
た
り
、
排
し
た
り
と
、
何
か
一
つ
の
こ
と
に
教
条

的
に
拘
泥
し
な
い
是
々
非
々
の
態
度
を
旨
と
す
る
の
だ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
斉
昭
は
こ
の

光
圀
を
手
本
に
水
戸
藩
の
天
保
改
革
を
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
光
圀
と
比
べ
ま
す
と
ど

う
も
過
激
で
あ
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
過
激
さ
も
、
側
近
の
水
戸
学
者
に
よ
っ
て
、
あ

る
程
度
は
緩
和
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
弘
道
館
の
祭
神
に
、
鹿
島
神
と
孔
子
と
い
う
和
漢
の

神
々
が
祀
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
側
近
た
ち
の
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

二

鹿
島
神
と
常
陸
国

文
武
不
岐

弘
道
館
に
祀
ら
れ
た
鹿
島
神
と
孔
子
で
す
が
、「
武
神
は
鹿
島
神
、
文
神
は
孔
子
」

と
い
っ
た
役
割
分
担
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
両
者
い
ず
れ
も
が
文
武
兼

備
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、「
弘
道
館
記
」
に
お
い
て
謳
わ
れ

た
「
文
武
不
岐
」
の
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
と
は
言
え
、
鹿
島
神
を

単
に
武
神
と
し
て
で
は
な
く
、
文
神
と
し
て
も
お
祀
り
す
る
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
理
解
し

に
く
い
と
こ
ろ
か
と
は
思
い
ま
す
。
以
下
、
弘
道
館
が
鹿
島
神
を
奉
斎
し
た
背
景
に
つ
い
て
み

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
か
な
り
初
期
か
ら
鹿
島
神
奉
斎
論
を
唱
え

て
い
た
会
沢
正
志
斎
で
す
。
彼
は
鹿
島
神
を
高
く
評
価
し
、
そ
し
て
こ
の
神
が
鎮
座
す
る
常
陸

国
に
自
分
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
幸
い
を
隠
そ
う
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
彼
は
、
日
向
国
出
身
の

知
人
た
ち
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
お
り
ま
す
。

常
陸
は
亦
た
健
雷

た
け
み
か
づ
ち

の
神
在
り
。
亦
た
嘗
て
天
孫
の
為
め
に
強
梗
を
駆
除
す
。
余
や
、
其

の
地
に
生
長
し
、
亦
た
感
無
き
こ
と
能
は
ざ
る
な
り⑩

鹿
島
神
は
、
天
孫
の
た
め
に
常
陸
国
を
拠
点
に
蝦
夷
を
平
定
し
た
神
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
尊

王
攘
夷
」
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
会
沢
は
自
分
が
こ
う
し
た
神
の
ま
し
ま
す
常
陸
国
に

生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
十
号
（
令
和
六
年
三
月
）
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そ
れ
で
は
会
沢
は
、鹿
島
神
が
ど
の
よ
う
に
尊
王
攘
夷
を
実
践
し
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

彼
の
｢常
陸
風
土
記
序
｣（
一
八
三
八
）
と
い
う
小
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

皇
化
の
東
方
に
被こ

う
む

る
、
蓋
し
健
雷

た
け
み
か
づ
ち

氏
に
昉は

じ

ま
る
と
云
ふ
。
在
昔

天
祖
の
天
下
を

皇
孫
に
授
く
る
に
、
先
づ
健
雷
氏
を
し
て
北
地
を
定
め
、
東
し
て
科し

な

野の

に
至
り
、
猨さ

る

田た

氏

を
し
て
伊
勢
に
至
ら
し
む
。
史
籍
の
載
す
る
所
、
此
こ
に
止
ま
る
と
雖
も
、
而
し
て
常
奥

〔
常
陸
・
陸
奥
〕
の
地
、
多
く
健
雷
及
び
其
の
孫
子
を
祠ま

つ

り
、
号
し
て
苗
裔
の
神
と
曰
ふ
。

則
ち
其
の
世
、
東
陬
を
鎮
ず
る
こ
と
見
る
べ
く
し
て
、
功
績
の
曁お

よ

ぶ
所
、
亦
た
知
る
べ
き

な
り⑪
。

会
沢
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
記
さ
れ
た
神
話
を
下
敷
き
に
、「
健
雷
氏
」

つ
ま
り
鹿
島
神
が
東
方
皇
化
の
魁
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
ま
す
。
し
か
も
彼
は
、
こ
こ
に
と
ど
ま

り
ま
せ
ん
で
、
さ
ら
に
記
紀
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
鹿
島
神
に
よ
る
「
常
奥
」
つ
ま
り
常
陸
国
・

陸
奥
国
の
平
定
を
史
実
と
し
て
紡
ぎ
出
し
て
参
り
ま
す
。
無
論
そ
れ
は
単
な
る
想
像
力
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、『
日
本
三
代
実
録
』
な
ど
他
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
論
拠
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
点
が
、
会
沢
の
学
者
と
し
て
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
大
変
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
す
。

『
三
代
実
録
』
に
は
、
鹿
島
社
が
陸
奥
国
に
三
八
社
と
多
数
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
「
常

陸
国
鹿
島
神
宮
司
」
の
こ
と
ば
が
み
え
ま
す⑫
。
事
実
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
、
い
ま
で
も
茨
城
県

か
ら
宮
城
県
に
い
た
る
太
平
洋
沿
岸
に
は
鹿
島
社
が
多
く
み
ら
れ
、鹿
島
駅（
福
島
県
南
相
馬
市
）

や
、
町
村
合
併
で
消
滅
し
ま
し
た
が
宮
城
県
鹿
島
台
町
（
現
大
崎
市
）
の
よ
う
な
地
名
が
存
在

し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
古
代
の
東
北
経
略
時
に
鹿
島
神
を
軍
事
祭
祀
の
た
め
奉
斎
し
た
結
果

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
こ
う
し
た
東
北
経
略
に
あ
た
っ
た
の
は
、
常
陸
国
か
ら
鹿
島
立
ち
し
て
い
っ
た
防
人

た
ち
で
し
た
。
鹿
島
神
は
、
あ
く
ま
で
彼
ら
を
加
護
し
て
く
れ
た
武
神
で
あ
り
、
こ
の
神
そ
の

も
の
が
戦
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
で
会
沢
は
、
こ
の
東
北
経
略
を
「
健
雷

氏
」
―
あ
え
て
彼
は
「
氏
」
と
表
記
す
る
の
で
す
が
―
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
と
し

て
語
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
神
と
人
と
を
二
重
写
し
に
描
き
出
す
読
み
替
え
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
読
み
替
え
に
よ
っ
て
、
鹿
島
神
は
、「
東
方
皇
化
」

と
い
う
「
尊
王
」
と
「
攘
夷
」
と
を
実
践
し
た
文
武
の
神
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

鹿
島
神
は
単
な
る
武
神
で
は
な
く
、文
武
兼
備
の
神
な
の
だ
と
い
っ
た
主
張
は
、会
沢
が「
弘

道
館
記
」
を
和
文
で
解
釈
し
た
書
で
あ
る
『
退
食
間
話
』（
一
八
四
二
）
に
お
い
て
も
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。

鹿
島
の
神
は
武
神
な
れ
ど
も
、
天
祖
の
象
教
を
垂
れ
て
天
下
に
照
臨
ま
し
ま
せ
し
天
功
を

亮た
す

け
奉
り
し
は
、
文
徳
と
も
申
べ
し⑬

こ
の
よ
う
に
会
沢
は
本
来
武
神
で
あ
っ
た
鹿
島
神
の
神
徳
を
改
変
い
た
し
ま
す
。
単
に
武
徳

だ
け
で
す
と
、「
文
武
不
岐
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
彼
は
そ
こ

に
文
徳
を
付
与
し
、
強
調
し
た
の
で
す
。
な
お
、
こ
う
し
た
作
業
は
、
文
神
と
し
て
の
孔
子
に

も
行
わ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
｢孔
子
は
文
徳
の
聖
人
な
れ
ど
も
、
兵
を
足
す
事
を
も

論
ぜ
ら
れ⑭
」
た
か
ら
、
文
武
兼
備
の
神
な
の
だ
と
い
う
論
理
で
、
孔
子
に
武
徳
を
付
与
・
強
調

し
た
の
で
し
た
。

東
方
皇
化
の
使
命

な
ぜ
会
沢
が
こ
こ
ま
で
鹿
島
神
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
彼
が

鹿
島
神
に
水
戸
藩
の
存
在
を
重
ね
て
み
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
一
つ
の
答
え
で
す
。
す

な
わ
ち
「
東
方
皇
化
」
と
い
う
か
た
ち
で
尊
王
攘
夷
を
実
践
し
た
鹿
島
神
の
よ
う
に
、
水
戸
藩

も
ま
た
「
東
土
鎮
撫⑮
」
と
い
う
か
た
ち
で
尊
王
攘
夷
を
実
践
す
る
使
命
を
有
し
た
存
在
な
の
だ
、

と
彼
は
考
え
た
の
で
す
。
こ
の
あ
た
り
、
か
な
り
入
り
組
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
も
う
少
し
丁

寧
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

（
桐
原
）
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「
弘
道
館
記
」
に
は
、「
吾
祖
威
公
、
実
に
封
を
東
土
に
受
く
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。

威
公
と
は
、
水
戸
藩
初
代
藩
主
の
徳
川
頼
房
（
一
六
〇
三
～
一
六
六
一
）
の
こ
と
で
、
父
家
康

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
は
常
陸
国
の
下
妻
一
〇
万
石
に
、
数
年
後
、
同
じ
く
水
戸
に
移
封
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
文
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は「
東
土
」

と
い
う
表
現
で
す
。

た
し
か
に
常
陸
国
は
江
戸
の
東
方
に
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
日
本
古
典
で
も
も
っ
と
も
東
に
位

置
す
る
神
聖
な
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
列
島
を
巨
大
な
龍
が
取
り
囲

み
、
そ
の
眼
が
鹿
島
神
宮
の
要
石
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
知
ら
れ
る
あ
の
「
大
日
本

国
地
震
之
図
」（
一
六
二
四
）
な
ど
は
そ
の
良
例
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

会
沢
と
い
う
人
物
は
、
こ
の
「
東
」
と
い
う
方
位
に
非
常
に
こ
だ
わ
っ
た
御
仁
で
し
た
。
た

と
え
ば「
東
方
は
神
明
の
舎⑯
」
―
こ
れ
は
普
通「
東
北
は
神
明
の
舎
」（『
史
記
』「
封
禅
書
第
六
」）

な
の
で
す
が
、
彼
は
敢
え
て
こ
う
言
い
換
え
ま
す
―
と
い
っ
た
こ
と
ば
や
、『
易
』
に
お
け

る
東
方
（
震
卦
）
は
万
物
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
ゼ⑰

を
踏
ま
え
て
、
彼
は
こ
の

東
方
に
領
地
を
構
え
て
い
る
水
戸
藩
の
神
聖
性
を
主
張
し
た
の
で
す
。

会
沢
の
東
方
に
対
す
る
こ
う
し
た
こ
だ
わ
り
は
、「
弘
道
館
記
」
の
草
稿
を
検
討
す
る
際
に

お
い
て
も
み
ら
れ
ま
す
。
斉
昭
は
、
東
湖
に
起
草
さ
せ
ま
し
た
こ
の
原
稿
を
、
幕
儒
の
佐
藤
一

斎
（
一
七
七
二
～
一
八
五
九
）
と
、
自
分
の
家
臣
で
あ
る
青
山
延
于
・
会
沢
正
志
斎
に
も
見
せ
て
、

そ
の
意
見
を
求
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
際
、
さ
き
ほ
ど
の
「
吾
祖
威
公
、
実
に
封
を
東
土
に
受

く
」
の
下
り
で
は
、
次
の
よ
う
な
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

迺
祖
威
公
実
受
封
於
茲
土

捨
〔
佐
藤
一
斎
〕

吾
祖
の
方
宜
し
。

量
〔
青
山
延
于
〕

同
じ
。
但
し
、
受
封
於
茲
土
の
五
字
を
削
る

恒
〔
会
沢
正
志
斎
〕

乃
祖
の
字
尚
書
に
あ
り
。
茲
土
は
東
土
よ
ろ
し
。

今
吾
祖
と
改
め
、
東
土
と
す
。
又
考
る
に
、
東
土
を
常
陸
に
改
て
は
如
何⑱
。

東
湖
の
草
稿
で
は
、
「
迺だ

い

祖そ

威
公
、
実
に
封
を
茲こ

の
土
に
受
く
」
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

「
迺
祖
」
と
は
、
自
分
の
祖
先
と
い
う
意
味
も
あ
り
得
る
の
で
す
が
、
普
通
「
迺
」（
＝
乃
）
は
、

二
人
称
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
の
で
、
一
斎
も
延
于
も
「
吾
祖
」

が
宜
し
か
ろ
う
と
、
落
ち
着
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
次
の
「
封
を
茲
の
土
に
受
く
」
の
箇

所
に
つ
い
て
は
、
延
于
は
「
削
る
べ
き
だ
」
と
言
い
、
会
沢
は
「
い
や
、
む
し
ろ
『
茲
の
土
』

は
『
東
土
』
に
す
る
の
が
良
い
」
と
主
張
致
し
ま
す
。

こ
こ
で
も
会
沢
は
「
東
土
」
だ
っ
た
の
で
す
。
た
ん
な
る
「
茲
の
土
」
で
は
な
く
、
そ
れ
自

体
が
高
い
価
値
を
有
す
る
―
と
会
沢
が
考
え
て
い
る
―
こ
と
ば
と
し
て
の
「
東
土
」
に
す

べ
き
だ
と
、
会
沢
は
主
張
し
ま
し
て
、
最
終
的
に
斉
昭
の
裁
定
は
、「
迺
祖
」
は
「
吾
祖
」
に
、

「
茲
の
土
」
は
「
東
土
」
と
相
成
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
会
沢
に
従
い
、「
封
を
東
土
に
受
く
」
と
改
め
た
こ
と
で
、「
東
方
皇
化
」
と
い
う
「
尊

王
攘
夷
」
の
実
践
に
努
め
た
鹿
島
神
の
ご
と
く
、「
東
土
」
を
領
有
す
る
水
戸
徳
川
家
も
ま
た
、

「
尊
王
攘
夷
」
を
掲
げ
て
天
保
改
革
に
邁
進
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
神
話
と
現
代
―
天
保
年

間
で
す
が
―
と
を
二
重
写
し
に
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し

た
理
論
武
装
の
下
に
、
弘
道
館
に
鹿
島
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
が
、
し

か
し
話
は
こ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
常
陸
国
領
主
》
の
夢

先
ほ
ど
の
「
草
稿
意
見
」
を
改
め
て
確
認
し
ま
す
と
、
斉
昭
は
、「
な

ん
で
あ
れ
ば
、『
東
土
』
を
『
常
陸
』
に
改
め
て
は
ど
う
か
」
と
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、「
封
を
常
陸
に
受
く
」
と
な
り
ま
す
と
や
や
奇
妙
な
こ

と
に
な
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
水
戸
藩
と
言
い
ま
す
の
は
、
現
在
の
茨
城
県
よ
り
も
、
さ
ら
に
か
つ
て
の
常
陸
国

よ
り
も
小
さ
く
、
茨
城
県
北
部
は
ほ
ぼ
全
域
を
領
有
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
に
は
南
部

に
小
さ
な
飛
地
を
も
っ
て
い
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
旗
本
領

や
中
小
藩
の
入
り
乱
れ
た
関
東
に
お
い
て
は
、
最
大
級
の
大
名
と
し
て
最
終
表
高
35
万
石
を

誇
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
う
小
さ
い
小
さ
い
と
言
う
の
も
可
哀
想
か
な
ぁ
と
思
い
ま
す
が
、
と

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
十
号
（
令
和
六
年
三
月
）
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は
言
え
、
こ
れ
を
「
封
を
常
陸
に
受
く
」
と
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
あ
た
か
も
常
陸
国
と
水
戸

藩
が
一
致
す
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
漢
文
で
書
け
ば
、「
受
封
於
常
陸
」で
す
の
で
、

「
於
」
の
取
り
方
に
よ
っ
て
は
、
常
陸
国
の
一
部
の
ど
こ
か
に
領
土
を
得
た
と
言
う
こ
と
も
で

き
ま
す
が
、
素
直
に
受
け
止
め
れ
ば
、
常
陸
全
域
を
領
有
し
た
と
読
む
の
が
普
通
で
は
あ
り
ま

す
。
斉
昭
の
提
案
に
は
、
そ
う
し
た
混
乱
を
敢
え
て
惹
起
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と

言
え
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
ば
の
魔
術
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
理
由
は
、
水
戸
徳
川
家
の
特
殊
な
境
遇

に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
く
御
三
家
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
極
官
が
従
二
位
・
大
納

言
で
あ
る
尾
張
・
紀
州
両
家
に
比
べ
ま
す
と
、
水
戸
家
は
正
三
位
・
権
中
納
言
ど
ま
り
で
、
さ

ら
に
こ
れ
ら
二
家
が
一
国
領
主
で
あ
る
の
に
水
戸
家
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
常
陸
国
の

過
半
ほ
ど
を
領
有
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
水
戸
藩
を
あ
た
か
も
一
国
領

主
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
言
説
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
会
沢
が
「
東
土
」
と
主

張
し
、
斉
昭
が
さ
ら
に
「
常
陸
」
と
改
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
所
以
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
実
際
の
「
弘
道
館
記
」
で
は
、「
封
を
東
土
に
受
く
」
に
落
ち
着
い
た
わ
け

で
し
て
、
さ
す
が
に
「
常
陸
」
と
は
書
け
な
か
っ
た
の
だ
と
も
言
え
ま
す
。
と
は
言
え
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
「
弘
道
館
記
」
と
い
う
公
式
的
な
テ
キ
ス
ト
上
の
お
話
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
に

お
い
て
は
、
そ
の
ウ
ラ
の
意
図
が
隠
さ
ず
現
れ
て
お
り
ま
す
。

た
と
え
ば
会
沢
の
『
退
食
間
話
』
で
は
、

我
納
言
公
〔
斉
昭
〕、
皇
室
に
誠
敬
を
尽つ

く

し
、
東
土
を
鎮
撫
し
て
教
化
を
施
し
給
は
ん
に
、

其
本
に
報
る
事
も
、
礼
意
〔『
礼
記
』
の
意
図
〕
を
斟
酌
せ
ら
れ
、
封
域
は
常
陸
に
し
て
、

鹿
島
の
神
宮
は
常
陸
の
一
宮
な
れ
ば
、
こ
の
神
を
崇
め
祭
り
給
ふ⑲
。

こ
こ
で
は
、
弘
道
館
に
鹿
島
神
を
奉
斎
す
る
理
由
を
、
水
戸
藩
が
常
陸
を
封
域
と
し
て
い
る

か
ら
な
の
だ
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
水
戸
藩
は
、「
東
土
鎮
撫
」
の
使
命
を
有

し
て
お
り
、
そ
し
て
封
域
は
常
陸
国
―
実
際
に
は
全
域
で
は
な
い
の
で
す
が
―
を
治
め
て

い
る
の
で
、
常
陸
国
の
一
宮
で
あ
る
鹿
島
神
を
奉
斎
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
藩
な
の
だ
と
主
張
い

た
し
ま
す
。
こ
こ
に
常
陸
国
領
主
水
戸
徳
川
家
と
い
う
の
が
観
念
的
に
―
あ
く
ま
で
観
念
の

上
で
の
み
―
成
立
致
し
ま
す
。
こ
う
し
た
「
常
陸
国
領
主
水
戸
徳
川
家
」
と
い
う
夢
想
は
、

藤
田
東
湖
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
し
た
。

東
湖
が
著
し
た
「
弘
道
館
記
」
の
漢
文
解
釈
書
で
あ
る
『
弘
道
館
記
述
義
』（
一
八
四
七
）

に
は
、
水
戸
藩
の
封
域
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
り
ま
す
。

〔
頼
房
〕
年
甫は

じ

め
て
三
歳
な
る
に
及
び
、〔
家
康
は
〕
こ
れ
を
常
陸
の
下
妻
に
封
じ
た
ま

へ
り
。
す
な
は
ち
当
時
、
蓋
し
す
で
に
公
を
以
て
東
陲
〔
東
方
の
辺
境
〕
を
鎮
む
る
の
意

あ
り
。
年
七
歳
、
改
め
て
水
戸
に
封
ず
。
水
戸
は
常
陸
の
巨
鎮
に
し
て
、
東
は
大
海
に
臨

み
、
西
は
東
野
に
連
り
、
南
は
北
総
に
接
し
、
北
は
陸
奥
に
通
ず⑳
。

こ
の
本
当
に
短
い
文
章
に
は
、
非
常
に
巧
み
な
ず
ら
か
し
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
ず
水
戸
藩
祖
で
あ
る
徳
川
頼
房
は
、
三
歳
に
し
て
家
康
に
よ
り
常
陸
国
の
下
妻
に
封

じ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
事
実
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
事
実
を
東
湖
は
、「
公

を
以
て
東
陲
を
鎮
む
る
の
意
」
す
な
わ
ち
頼
房
に
「
東
土
鎮
撫
」
の
任
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た

家
康
の
意
志
の
現
れ
だ
と
い
う
の
は
、
少
々
拡
大
解
釈
だ
と
言
え
ま
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
頼
房
が
下
妻
か
ら
水
戸
へ
と
転
封
し
ま
す
と
、「
水
戸
は
常
陸
の
巨
鎮
」
―
「
巨

鎮
」
と
は
「
大
き
な
町
」
の
こ
と
で
す
―
で
あ
る
と
、
水
戸
が
常
陸
国
の
中
心
地
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
秋
田
に
転
封
さ
れ
た
佐
竹
氏
―
桐
原
左
衛
門
の
末
裔
は
お
そ
ら
く
置

い
て
い
か
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
―
が
そ
の
基
礎
を
築
い
た
こ
の
水
運
都
市
は
、
そ
れ

な
り
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
事
実
と
い
っ
て
宜
し
い
。

し
か
し
こ
こ
か
ら
東
湖
は
、「
水
戸
」
と
「
常
陸
」
と
を
、
あ
え
て
混
同
さ
せ
る
よ
う
な
こ

と
を
申
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
彼
は
、「
水
戸
の
藩
域
は
、東
に
太
平
洋
・
鹿
島
灘
、西
に
下
野

し
も
つ
け（

栃
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の
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木
県
）、
南
に
下
総
（
千
葉
県
北
部
）、
北
に
陸
奥
（
福
島
県
）
と
境
界
を
有
し
て
い
る
」
と
言
う

の
で
す
。
東
西
南
北
の
う
ち
東
西
と
北
方
に
つ
い
て
は
異
論
の
無
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、「
南

は
北
総
に
接
し
」
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
表
現
に
従
え
ば
、
常
陸
国

の
過
半
し
か
領
有
し
て
い
な
い
は
ず
の
水
戸
藩
の
藩
域
が
、
ほ
ぼ
常
陸
国
の
領
域
と
重
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
東
湖
は
、
さ
り
げ
な
く
水
戸
藩
を
常
陸
国
に
同
定
さ
せ
て
、

水
戸
藩
域
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上
で
拡
大
し
た
の
で
す
。

と
は
言
え
、
水
戸
藩
が
「
北
総
に
接
し
」
て
い
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
常
陸
国
の
東

南
部
、
霞
ヶ
浦
の
東
隣
に
あ
る
北
浦
の
周
辺
に
位
置
す
る
鹿
島
郡
・
行
方

な
め
が
た

郡
に
は
、
水
戸
藩
の

飛
地
が
あ
り
、
こ
れ
が
利
根
川
を
挟
ん
で
下
総
に
接
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
東

湖
は
決
し
て
ウ
ソ
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
非
常
に
紛
ら
わ
し
い
こ
と

を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
う
し
た
牽
強
付
会
の
筆
法
に
よ
っ

て
、
常
陸
国
一
宮
の
祭
神
で
あ
る
鹿
島
神
を
弘
道
館
に
奉
斎
す
る
道
が
開
け
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
み
ま
す
と
、
弘
道
館
に
お
け
る
鹿
島
神
奉
斎
に
は
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た

と
申
せ
ま
す
。
一
つ
に
は
、「
東
方
皇
化
」
の
神
を
祀
る
こ
と
で
、「
東
土
鎮
撫
」
と
い
う
尊
王

攘
夷
の
実
践
を
誓
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
い
わ
ば
公
的
な
表
の
意
義
で
あ
り
、

そ
し
て
隠
さ
れ
た
裏
の
意
義
と
し
て
は
、《
常
陸
国
領
主
》
水
戸
徳
川
家
を
創
出
す
る
―
た

と
え
そ
れ
が
観
念
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
―
語
り
紡
ぎ
出
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
申

せ
ま
す
。

お
わ
り
に

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
お
話
も
終
わ
り
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、「
後
期
水
戸
学
」
と
言

い
ま
す
と
、「
尊
王
敬
幕
」
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
辞
書
的
な
説
明
で
あ
り
ま
す
。

む
ろ
ん
そ
う
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
水
戸
藩
の
天

保
改
革
を
支
え
る
思
想
的
基
礎
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
す
な

わ
ち
「
水
戸
藩
」
と
い
う
地
域
性
と
「
天
保
」
と
い
う
時
代
性
を
踏
ま
え
て
考
え
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
幕
末
に
お
け
る
水
戸
学
の
位
置
づ
け
と
い
う
の
も
、
よ
く
あ
る
「
維
新
の
先

駆
け
」と
い
う
見
方
に
は
、少
々
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。
い
ま
申
し
ま
し
た「
時

代
性
」
と
「
地
域
性
」
と
い
う
側
面
か
ら
言
い
ま
す
と
、
水
戸
藩
天
保
改
革
の
思
想
的
基
礎
で

あ
っ
た
と
い
う
時
代
性
と
と
も
に
、
常
陸
国
領
主
で
あ
り
た
い
と
い
う
水
戸
藩
の
特
殊
な
地
域

性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

後
期
水
戸
学
は
、「
敬
神
崇
儒
」
と
い
う
も
の
を
高
く
掲
げ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

内
容
は
、
儒
学
を
基
礎
と
す
る
神
典
解
釈
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
政
治
的
意
図
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
非
常
に
作
為
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
あ
く
ま
で
皇
神
奉
斎
を
求
め
る
藩
主
や
、
領
外
の
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
で
、

自
藩
の
権
威
の
向
上
を
も
く
ろ
む
学
者
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
で
み
ず
か
ら
の
思
想
を
紡

い
で
い
っ
た
の
で
す
。
後
期
水
戸
学
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
と
ほ
ど
か
よ
う
に
、「
常
州
水
府

の
学
」
と
い
う
非
常
に
地
域
的
な
色
彩
を
も
っ
た
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
の
実
態

は
ま
だ
ま
だ
研
究
す
る
に
値
す
る
、
興
味
深
い
思
想
体
系
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
と

こ
ろ
で
、
本
日
は
こ
こ
ま
で
と
致
し
た
く
存
じ
ま
す
。

御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
佐
野
】
桐
原
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
の
講
演
会
の
講
演
録
に
つ
き
ま
し

て
は
、
令
和
五
年
度
に
刊
行
予
定
の
『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
十
号

に
収
録
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
皇
學
館
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
掲
載
い
た
し
ま
す

の
で
、
皆
様
奮
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
以
上
を
も
ち

ま
し
て
、
令
和
四
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
学
術
講
演
会
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
ご
参
集
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
十
号
（
令
和
六
年
三
月
）

― 10―



註
①

吉
田
松
陰
『
東
北
遊
日
記
』
一
八
五
一
年
一
二
月
一
八
日
条
、
大
衆
版
『
吉
田
松
陰
全
集
』
大
和
書

房
、
一
九
七
二
～
一
九
七
四
年
、
全
一
一
巻
、
九
巻
、
一
七
一
～
一
七
二
頁

②

日
本
思
想
大
系
五
三
『
水
戸
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
三
一
頁

③

会
沢
正
志
斎
「
時
習
館
記
〈
安
政
戊
午
、
代
笠
間
侯
〉」
一
八
五
八
年
、『
会
沢
正
志
斎
文
稿
』
国
書

刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
〇
頁

④

山
口
頼
母
・
白
石
又
衛
門
「
奉
答
書
」
一
八
三
四
年
一
二
月
九
日
付
、『
水
戸
藩
史
料
』
別
記
下
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
一
五
年
、
二
五
六
頁

⑤

徳
川
斉
昭
「
青
山
延
于
宛
（
二
白
）」
一
八
三
四
年
一
二
月
一
八
日
付
、
同
前
、
二
六
三
～
二
六
四
頁

⑥

青
山
延
于
「
奉
答
書
」
一
八
三
四
年
一
二
月
二
四
日
付
、
同
前
、
二
六
六
頁

⑦

藤
田
東
湖
「
会
沢
伯
民
に
与
へ
し
書
」
一
八
三
七
年
九
月
二
八
日
付
、『
東
湖
先
生
之
半
面
』（
一
九
〇
九

年
）
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
九
九
頁

⑧

同
前

⑨

同
前
、
九
九
～
一
〇
〇
頁

⑩

会
沢
正
志
斎
「
送
阿
万
篤
夫
・
平
部
温
卿
序
」
一
八
三
〇
年
代
前
半
カ
、
前
掲
『
会
沢
正
志
斎
文
稿
』、

一
二
二
頁

⑪

会
沢
正
志
斎
「
常
陸
風
土
記
序
」
一
八
三
八
年
、
同
前
、
九
七
～
九
八
頁

⑫

「
常
陸
国
鹿
島
神
宮
司
言
ふ
、「
大
神
の
苗
裔
神
卅
八
社
は
陸
奥
国
に
在
り
。
菊
多
郡
一
。
磐
城
郡

十
一
。
標
葉
郡
二
。
行
方
郡
一
。
宇
多
郡
七
。
伊
具
郡
一
。
曰
理
郡
二
。
宮
城
郡
三
。
黒
河
郡
一
。

色
麻
郡
三
。
志
太
郡
一
。
小
田
郡
四
。
牡
鹿
郡
一
。
之
れ
を
古
老
に
聞
く
」
と
云
々
。」（
貞
観
八
年

〈
八
六
六
〉
正
月
廿
日
丁
酉
条
）、
国
史
大
系
四
『
日
本
三
代
実
録
』
経
済
雑
誌
社
、
一
九
〇
一
年
、

二
〇
〇
頁

⑬

会
沢
正
志
斎
『
退
食
間
話
』
一
八
四
二
年
、
前
掲
『
水
戸
学
』
二
五
四
頁

⑭

同
前

⑮

同
前
、
二
五
〇
頁
参
照

⑯

会
沢
正
志
斎
『
下
学
邇
言
』（
一
八
四
七
年
起
稿
）
会
沢
善
、
一
八
九
二
年
、「
論
道
第
一
」、
二
丁
オ

⑰

「
帝
は
震
に
出
で
、
巽
に
斉
ひ
、
離
に
相
ひ
見
、
坤
に
致
役
し
、
兌
に
説
言
し
、
乾
に
戦
ひ
、
坎
に

労
し
、
艮
に
成
言
す
。
万
物
は
震
に
出
づ
。
震
は
東
方
な
り
。」（『
周
易
』「
説
卦
」、
新
訂
中
国
古

典
選
一
『
易
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
五
六
八
頁
）

⑱

佐
藤
一
斎
・
青
山
延
于
・
会
沢
正
志
斎
「
弘
道
館
記
草
稿
意
見
」
一
八
三
七
年
七
月
以
後
、
前
掲
『
水

戸
藩
史
料
』
別
記
下
、
二
八
一
～
二
八
二
頁

⑲

前
掲
『
水
戸
学
』
二
五
〇
頁

⑳

同
前
、
三
〇
〇
頁

（
き
り
は
ら

け
ん
し
ん
・
金
城
学
院
大
学
教
授
）

幕
末
の
水
戸
学

敬
神
と
崇
儒
の
あ
い
だ

（
桐
原
）
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幕末の水戸学
―― 敬神と崇儒のあいだ

金城学院大学 桐原健真

1

自己紹介

2

自己紹介

専門：近代日本倫理思想史
幕末維新期思想研究

近代日本の宗教思想

著書

『吉田松陰：「日本」を発見した思
想家』ちくま新書、2014年
『松陰の本棚：幕末志士たちの読
書』吉川弘文館、2016年

3

出生

4

茨城県日立市
 旧水戸藩領

 神葬祭地帯

出自
 常陸太田土豪

県内の市町村／茨城県
https://www.pref.ibaraki.jp/towns/
2022年06月30日17時45分閲覧

鋳造

阿弥陀
如来像
（1264）

5 鉄造阿弥陀如来立像 西念、良覚作 文化遺産オンライン

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/235821

国指定重要文化財

6

背銘

奉冶鋳法然寺阿弥陀如来
立像、大檀那桐原左衛門
入道祭立、大工権守入道
西念、勧進僧立仏房生年
五十六、仏師日向房良覚、
弘長四年甲子(1264)四月
二十六日
→鋳造鉄仏（164㎝）・年代判然

吉田松陰『東北遊日記』1851/12/18

7

〔笠間藩兵学者・手塚多助談話〕

「往年水府老公の時、余〔手塚〕

嘗てこれに遊び砲家梅沢孫太
郎の家に寓せしに、一夕比隣
喧嘈なり、余驚き之れを問ひ
しに梅沢の曰く「砲を鋳るの
み」と。

吉田松陰『東北遊日記』1851/12/18

8

余起きて往いて之れを見しに、
銅仏鐘磬、積堆すること山の
如く、方に鞴を鼓し火を起さ
んとす。其の由来する所を叩
(き)けば、則ち仏寺の有する
所を収めて之れを聚むと曰ふ。
余掌を拍ちて快と称す。
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カミとホトケの幕末維新(2018)

「カミ」の重層性
日本古来のカミ

新興宗教のカミ

儒学のカミ

キリスト教のカミ

拙稿「排耶と攘夷」

排耶＝排耶蘇
12

敬神と崇儒のあいだ

13

助川海防城(日立市)

9

助川海防城址より太平洋を臨む

10

会沢正志斎研究

会沢正志斎
1782ｰ1863
東方論

神道論

尊攘論

帝国論
11 会沢正志斎『会沢正志斎文稿』国書刊行会、2002年より

本日の課題

14

幕末の水戸学
維新先駆・・・△

時代性

地域性

弘道館記1838 奉
神
州
之
道
、
資
西
土
之

教
、
忠
孝
无
二
、
文
武
不

岐
、
学
問
事
業
不
殊
其
効
、

敬
神
崇
儒
、
無
有
偏
党
、

集
衆
思
宣
群
力

15

旧水戸藩校・弘道館

16
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18

19

水戸藩主徳川斉昭1800-60

17

水戸藩天保改革
1. 文教政策：弘道館

2. 武備政策：攘夷論

3. 土地政策：再検地

4. 宗教政策：排仏論

弘道館祭神問題

20

弘道館祭神

鹿島神 孔子

21

弘道館記

22

夫(か)の建御雷神を祀るものは
何ぞ。その天功を草昧に亮(たす)

け、威霊をこの土〔常陸国〕に留
めたまへるを以て、その始を原
(たず)ね、その本に報い、民をし
て斯道の繇(よ)りて来るところ
を知らしめんと欲するなり。

会沢正志斎「時習館記」1858年

23

国の中央を卜し、文武の館を合
せ、以て子弟の学習に便ならし
む。時習の名は旧に仍るも、而
して宇倍神〔武内宿禰〕と孔子の神
とを合せ祀る。宇倍神は我が祖
先の仍を自りて出づる所にして、
神后の西韓を征し、天威を海外
に揚ぐるを佐く。

時習館

24

笠間藩藩校
藩主・牧野貞直再興

会沢館記代作
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時習館祭神

25

神儒一致
宇倍神（牧野氏祖先神）＋孔子

宇倍神奉斎
神功親征を佐けた宇倍神（＝忠）

祖先神として偉業を称賛（＝孝）

「忠孝一致」・・・孔子によって筋道

鹿島神

26

水戸徳川家祖先神

水戸領内鎮座神社

水戸東照宮 弘道館記

28

夫(か)の建御雷神を祀るものは
何ぞ。その天功を草昧に亮(たす)

け、威霊をこの土〔常陸国〕に留
めたまへるを以て、その始を原
(たず)ね、その本に報い、民をし
て斯道の繇(よ)りて来るところ
を知らしめんと欲するなり。

斉昭の初期奉斎案

29

孔子の道を尊崇仕候も神皇之
御勲績に候へば、神皇を主と
御祭、孔子・扁鵲を客の如く
仕、神儒一致・文武合併に御
建立被遊度との御義

（山口頼母・白石又衛門「奉答書」1834年12月9日）

斉昭の初期奉斎案

30

和漢祭神奉斎
主：神皇

客：孔子・扁鵲※

※中国戦国時代の名医

弘道館の一般的認識
釈奠挙行の藩校・・・？

斉昭「青山延于宛」1834年12月18日

31

本朝にては周孔の道を御取用ひ被遊
候は、神皇の御功に在之候へば……
神を中へ祭り孔子・扁鵲・すくなひ
こな〔少彦名〕の神又は人丸〔柿本人

麻呂〕等客の如くに祭候て学校、初
て入門致候者は先づ神を拝候後、孔
子等をも拝し候様にて如何之れ有る
べき哉……

斉昭「青山延于宛」1834年12月18日

32

……中へ神を祭候ならば、神は何如
然るべき哉。神武帝・応神帝・天智
帝抔にも之れ有るべき哉。三神一社
に祭込候も如何。
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青山延于1776-1843

33

水戸藩士・儒学者

彰考館出仕
のちに総裁

弘道館出仕
初代教授頭取

会沢正志斎と同僚

清通写「青山量介」『水藩人物肖像』1860年
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532526/13

延于「奉答書」1834年12月24日

34

学校中祭神、神武帝・応
神帝・天智帝三神然るべ
しと思召され候趣、至極
御尤と存じ奉り候。いづ
れも本朝の太祖・太宗に
て文武起し候本原に御座
候。

35

去り乍ら唐にても天子格
別の御事にて文館・武館
へも祭り申さず候。是は
異代にても天子は恐多事
にて遠慮仕候。

延于「奉答書」1834年12月24日

36

左候へば、武館にては鹿
島・香取両社、文館にて
は吉備公・菅公などが外
は存当りも之れ無く存じ
奉り候……右の義、恒蔵
〔会沢〕へも相談仕候

延于「奉答書」1834年12月24日

鹿島神の初出

37

延于の奉斎案
武神：鹿島神・香取神

文神：吉備真備・菅原道真

鹿島神は武神として登場

同僚・会沢の了解アリ

藤田東湖1806-55

38

藤田幽谷息
 会沢に師事

水戸藩天保改革推進
 弘道館記起草者

清通写「東湖藤田先生肖像」『水藩人物肖像』1860年
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532526/4

藤田東湖「会沢宛」1837年9月28日

39

兎角天祖神武を御祀りの御主意
にて、村松又は湊の柏原明神等
に御気之れ有り候ゆへ、非礼之
段申上、兼々貴説にて承知仕居
候通り段々順々に天祖神武帝に
も通じ候意味申上、是はとうと
う十分に御呑込に罷成候

領内鎮座の天皇奉斎案

40

村松神社
現・東海村

伊勢分霊

柏原明神
現・ひたちなか市

桓武天皇

崇道天皇（早良親王）
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斉昭の意図

41

天皇奉斎
天皇奉斎を行う自身の権威化
徳川将軍の相対化

側近（水戸学者）の反対論
『礼記』「郊特牲」
「諸侯は敢て天子を祖とせず」
「諸侯は名山・大川の其の地に在
る者を祭る」

→藩主の意見は通らず

「孔子」を拒否する斉昭

42

祭神名への不満
「文宣王」・「孔子」→敬称

「孔丘」（本名）主張

前掲東湖「会沢宛」
孔丘と申す字は決して御改め
遊ばされざる御主意

最終形態

43

和漢の神々
鹿島神＋孔子

「文武の神」として奉斎

「文武不岐」（「館記」）

会沢の鹿島神奉斎論
44

｢梅里先生碑｣1691年

45

為人也、
不滞物、不著事、
尊神儒而駁神儒、
崇仏老而排仏老、

46

鹿島神と常陸国

47

常陸国を具現する鹿島神

48

会沢「送阿万篤夫・平部温卿序」

常陸は亦た健雷の神在り。亦た嘗
て天孫の為めに強梗を駆除す。余
や、其の地に生長し、亦た感無き
こと能はざるなり

鹿島神
天孫のため常陸国拠点に蝦夷平定

→「尊王攘夷」を体現する存在
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会沢｢常陸風土記序｣1838年

49

皇化の東方に被る、蓋し健雷
氏に昉まると云ふ。在昔天祖
の天下を皇孫に授くるに、先
づ健雷氏をして北地を定め、
東して科野に至り、猨田氏を
して伊勢に至らしむ。

会沢｢常陸風土記序｣1838年

50

史籍の載する所、此こに止ま
ると雖も、而して常奥の地、
多く健雷及び其の孫子を祠り、
号して苗裔の神と曰ふ。則ち
其の世、東陬を鎮ずること見
るべくして、功績の曁ぶ所、
亦た知るべきなり

会沢｢常陸風土記序｣1838年

51

鹿島神
東方皇化の魁

記紀に常奥平定の記述なし

神話＝史実を紡ぎ出す会沢
『日本三代実録』から敷衍

『日本三代実録』866年1月20日条

52

常陸国鹿島神宮司言ふ、「大神
の苗裔神卅八社は陸奥国に在り。
菊多郡一。磐城郡十一。標葉郡
二。行方郡一。宇多郡七。伊具
郡一。曰理郡二。宮城郡三。黒
河郡一。色麻郡三。志太郡一。
小田郡四。牡鹿郡一。之れを古
老に聞く」と云々。

東北における鹿島社

53

古代東北経略時
 鹿島神奉斎

 軍事祭祀のため

鹿島神＝武神

「陸奥国」『国史大辞典』より

会沢による再解釈

54

鹿島神＝文武の神
「東方皇化」：「攘夷」＆「尊王」

会沢『退食間話』1842年
鹿島の神は武神なれども、天祖
の象教を垂れて天下に照臨まし
ませし天功を亮け奉りしは、
文徳とも申べし

会沢における神徳の改変

55

武神としての鹿島神
「文武不岐」のテーゼから逸脱

文徳の付与・強調

Cf. 文神としての孔子

武徳の付与・強調→｢孔子は文徳
の聖人なれども、兵を足す事を
も論ぜられ」（ 『退食間話』 ）

「文武不岐」

56

テーゼが神徳を規定
「文武の神」

テーゼの根拠
儒学を踏まえた神典解釈

崎門（垂加）との相違
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水戸藩＝鹿島神の相似形

57

鹿島神の「東方皇化」

「弘道館記」
吾祖威公実受封於東土

東にこだわる会沢

「東方神明之社」

『易』：東方＝万物の始まり

「弘道館記草稿意見」1837年7月以後

58

佐藤一斎・青山延于・会沢正志斎

東湖草稿「迺祖威公実受封於茲土」

一斎 吾祖の方宜し。

延于 同し。但し、受封於茲土の五字を削る

会沢 乃祖の字尚書にあり。茲土は東土
よろし。

斉昭 今吾祖と改め、東土とす。又考るに、
東土を常陸に改ては如何。

受封於東土のからくり

59

鹿島神宮＝水戸藩領外鎮座
東方皇化

水戸徳川家
東藩・東土領有

尊王攘夷を掲げる天保改革

両者の相似性→鹿島神奉斎

「弘道館記草稿意見」1837年7月以後

60

佐藤一斎・青山延于・会沢正志斎

東湖草稿「迺祖威公実受封於茲土」

一斎 吾祖の方宜し。

延于 同し。但し、受封於茲土の五字を削る

会沢 乃祖の字尚書にあり。茲土は東土
よろし。

斉昭 今吾祖と改め、東土とす。又考るに、
東土を常陸に改ては如何。

61

水戸藩域

茨城県＞常陸国＞水戸藩

茨城県北部を領有
関東最大級の大名

最終表高35万石

南部に飛地

水戸藩＜常陸国

62

御三家極官
尾張 従二位・大納言

紀州 従二位・大納言

水戸 正三位・権中納言

尾・紀二家：一国領主
水戸は？

「弘道館記草稿意見」1837年7月以後

63

佐藤一斎・青山延于・会沢正志斎

東湖草稿「迺祖威公実受封於茲土」

一斎 吾祖の方宜し。

延于 同し。但し、受封於茲土の五字を削る

会沢 乃祖の字尚書にあり。茲土は東土
よろし。

斉昭 今吾祖と改め、東土とす。又考るに、
東土を常陸に改ては如何。

会沢『退食間話』

64

我納言公〔斉昭〕、皇室に誠
敬を尽し、東土を鎮撫して
教化を施し給はんに……封
域は常陸にして、鹿島の神
宮は常陸の一宮なれば、こ
の神を崇め祭り給ふ。
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観念上の常陸国領主

65

水戸藩
東土鎮撫の使命

封域は常陸国（の過半）

∴常陸国一宮奉斎可能

→常陸国領主水戸徳川家

東湖『弘道館記述義』1847

66

水戸は常陸の巨鎮、

東は大海に臨み、
西は東野に連り、
南は北総に接し、
北は陸奥に通ず。

→行方鹿島飛地

陸奥

下野

下総

鹿
島
灘

鹿島神奉斎

67

二つの意義
東方皇化
≒尊王攘夷の実践

《常陸国領主》
水戸徳川家の創出

おわりに

68

幕末水戸学の見方

69

「維新先駆」観・・・疑問
時間性と地域性
水戸藩天保改革の思想的基礎
常陸国領主水戸徳川家創出

儒学を基礎とする神典解釈
政治的意図
「敬神崇儒」の実態

会沢と東湖における「道」の行方

70

道 国学 弟子 明治

会
沢

普遍 批判 鎮派 傍流

東
湖

固有 融和 激派 主流
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