
参
勤
交
代

「
参
勤
交
代
」
と
「
鎖
国
」
は
徳
川
幕
府
の
二
大
祖
法
で
あ
っ
た
。
両
制
度
と
も
に
そ
の

素
は
初
代
徳
川
家
康
の
と
き
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
幕
府
の
制
度
と
し
て
完
成

す
る
の
は
、
と
も
に
三
代
将
軍
家
光
の
寛
永
十
年(

一
六
三
三)

代
で
あ
る
。

徳
川
家
光
を
江
戸
幕
府
体
制(
幕
藩
体
制)

の
完
成
者
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
理
由

が
あ
る
。

参
勤
交
代
の
参
勤
と
い
う
の
は
、
権
力
者
の
と
こ
ろ
に
「
参
上
」
を
し
て
「
勤
め
を
す

る
」
と
い
う
意
味
で
、
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

江
戸
時
代
の
よ
う
に
権
力
者
（
将
軍
）
の
居
所
に
屋
敷
（
江
戸
屋
敷
）
を
設
け
て
自
分

の
領
国
（
く
に
）
と
の
間
を
往
来
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
秀
吉
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
豊
臣
氏
に
対
す
る
諸
大
名
の
参
勤
は
、
秀
吉
の
死
後
、
徳
川
家
康
が
奥
州
の
雄
・

上
杉
景
勝
討
伐
の
軍
を
起
こ
す
と
き
、
景
勝
は
豊
臣
政
権
（
秀
頼
）
に
対
し
て
、
「
参

勤
が
な
く
、
逆
心
の
風
聞
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

か
な
り
確
立
し
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
上
杉
景
勝
の
討
伐
は
関
ヶ
原
の
戦
（
一
六
〇
〇
）
に
連
動
、
こ
れ
に
勝
利
し
た
家

康
は
や
が
て
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
征
夷
大
将
軍
と
な
り
江
戸
に
幕
府
を
開
く
の

だ
が
、
ま
だ
大
阪
に
豊
臣
秀
頼
が
い
る
た
め
徳
川
氏
に
対
す
る
全
国
の
大
名
た
ち
に

参
勤
し
て
も
ら
い
た
い
た
め
、
江
戸
に
屋
敷
地
を
与
え
、
ま
た
参
勤
し
て
く
る
大
名
た

ち
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
、
東
海
道
に
は
高
輪
御
殿
、
中
山
道
に
は
白
山
御
殿
、
奥
州
街

道
に
は
小

御
殿
を
建
て
た
。
そ
し
て
鷹
狩
り
に
行
く
な
ど
と
口
実
を
設
け
て
、
将

菅

軍
自
ら
そ
れ
を
送
迎
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

品
川
宿
の
一
番
は
ず
れ
に
妙
国
寺
と
い
う
法
華
宗
の
名
刹
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
江
戸

時
代
に
は
朱
印
地
十
石
を
持
ち
、
住
職
は
駕
籠
に
乗
っ
て
江
戸
城
に
登
城
し
、
将
軍

軍
に
単
独
で
謁
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
「
独
礼
乗
輿
」
と
い
う
特
権
を
も
っ
て
い

た
。
こ
の
寺
の
記
録
を
見
る
と
元
名
六
年(

一
六
二
〇
）
三
月
十
三
日
か
ら
寛
永
十
二

年
（
一
六
三
五
）
十
月
二
日
の
間
に
四
十
四
回
の
将
軍
の
御
成
が
記
さ
れ
て
い
る
。
秀

忠
が
九
回
家
光
が
三
十
五
回
で
あ
る
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
将
軍
の
妙
国
寺
御
成
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
同
寺
に
対
す
る
崇
敬

も
あ
る
だ
ろ
う
が
「
武
家
諸
法
度
」
に
参
勤
交
代
が
義
務
と
し
て
明
記
さ
れ
た
寛
永

十
二
年
を
最
後
に
、
ピ
タ
リ
と
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
参
を
表
面
上
の
口
実
と

し
て
、
東
海
道
を
参
勤
し
て
く
る
大
名
た
ち
を
将
軍
自
ら
が
送
迎
し
て
い
た
証
拠
と

し
て
よ
い
。

参
勤
交
代
を
大
名
た
ち
に
義
務
づ
け
た
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度
に
は
「
大
名
・

小
名
、
在
と
江
戸
と
の
交
替
を
相
定
む
る
所
な
り
。
毎
歳
夏
四
月
中
参
観
致
す
べ

し
」
と
あ
る
。
「
在
」
と
は
国
で
、
大
名
た
ち
は
自
国
と
江
戸
と
を
交
代
す
る
の
時
期
は

毎
年
の
四
月
（
現
五
月)

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
単
純
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
同
十
九
年
に
は
譜
代
大
名
は
六
月
か

八
月
が
交
代
期
、
関
東
に
所
領
を
持
つ
譜
代
大
名
は
二
月
と
八
月
に
半
年
ず
つ
江

戸
と
在
と
を
交
代
し
、
ま
た
城
持
ち
の
大
大
名
は
交
互
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
組
み

合
わ
せ
た
。

も
っ
と
も
特
別
扱
い
に
な
っ
た
大
名
も
あ
っ
た
。
ま
ず
御
三
家
の
う
ち
尾
張
・
紀
州
両

家
は
三
月
を
交
代
期
と
す
る
が
水
戸
家
は
江
戸
常
住
で
参
勤
せ
ず(

定
府
と
い
う)

、

ま
た
老
中
・
若
年
寄
・
奉
行
な
ど
幕
府
の
要
職
に
つ
い
た
も
の
も
定
府
で
あ
っ
た
。
こ
の

ほ
か
蝦
夷
地(

北
海
道)

の
松
前
氏
は
六
年
に
一
回
、
対
馬
の
宗
氏
は
三
年
に
一
回
の

参
勤
で
あ
り
、
長
崎
警
備
の
役
を
う
け
も
つ
福
岡
の
黒
田
氏(

五
十
二
万
石)

と
佐
賀

の
鍋
島
氏(

三
十
五
万
石)

と
は
交
亙
に
十
一
月
に
参
府
し
て
二
月
に
就
封
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
参
勤
交
代
の
制
度
は
定
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
修
正
さ
れ
る

の
は
約
百
年
ほ
ど
た
っ
た
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三
六)

の
こ

と
で
あ
る
。

江
戸
時
代
を
代
表
す
る
「
元
禄
の
文
化
」
は
庶
民
の
繁
栄
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ

た
が
、
そ
の
裏
で
領
主
た
ち
は
ひ
ど
い
財
政
難
に
泣
い
て
い
た
。
な
か
に
は
財
政
難
の

あ
ま
り
商
人
た
ち
か
ら
借
り
た
金
が
返
せ
な
く
て
元
利
と
も
に
踏
み
倒
す
も
の
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
「
お
断
り
」
と
い
っ
た
が
、
三
井
家
の
三
代
目
三
井
高
房
は
大

名
に
踏
み
倒
さ
れ
て
破
産
し
た
四
十
八
家
の
例
を
あ
げ
て
過
分
な
大
名
貸
し
を
す

る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
幕
府
と
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
吉
宗
が
紀
州
家
か

ら
入
っ
て
八
代
将
軍
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
が
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
と
い
う

状
態
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
吉
宗
は
幕
府
の
財
政
難
を
建
て
直
す
た
め
に
将
軍
に
な
っ
た

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
吉
宗
は
ま
ず
自
ら
衣
服
は
木
綿
の
み
と
し
食
事
も
一
日
二
食

と
す
る
な
ど
、
倹
約
に
は
げ
む
と
と
も
に
、
他
に
も
徹
底
し
た
倹
約
を
強
い
た
。
吉
宗

の
改
革
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
参
勤
交
代
時
の
供
ま
わ
り
の
人
数
に
も
及
び
享

保
六
年(
一
七
二
一)

に
は
そ
の
石
高
に
応
じ
て
表
一
の
よ
う
な
制
限
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
が
多
す
ぎ
て
物
い
り
と
い
う
の
で
制
限
し
た
数
な
の
だ
か

ら
、
例
え
ば
七
十
二
万
八
千
石
も
の
大
大
名
の
九
州
鹿
児
島
の
島
津
氏
な
ど
、
参
勤

交
代
の
総
勢
は
優
に
五
百
人
を
こ
し
て
い
た
。
さ
ら
に
吉
宗
は
翌
七
年
に
は
諸
大
名

か
ら
領
地
高
一
万
石
に
つ
き
百
石

つ
の
献
米
を
し
て
も
ら
う
か
わ
り
に
、
大
名
た

づ

ち
が
参
勤
交
代
で
江
戸
に
い
る
期
間
を
半
年
短
縮
し
半
年
在
府
・
一
年
半
在
国
と
い

う
制
度
に
切
り
か
え
た
。
た
だ
し
、



こ
の
制
度
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇)

、
財
政
が
建
て
直
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
、
も

と
の
制
度
に
も
ど
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
参
勤
交
代
制
は
ま
た
も
と
に
も
ど
り
、
以
降
幕
末
ま
で
続
く
が
、
安

政
の
開
港
に
伴
う
社
会
変
動
の
な
か
、
越
前
福
井
藩
主
松
平
慶
永
（
春
嶽
）
ら
の
意

見
具
申
を
い
れ
て
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
大
名
を
四
組
に
分
け
、
三
年
に
一
度

参
勤
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
在
府
期
間

三
家
・
溜
間
詰
・
溜
間
詰
格
の
大
名
た

も

ち
は
一
年
間
、
大
広
間
詰
・
譜
代
大
名
・
外
様
大
名
・
雁
間
詰
・
奏
者
番
・
菊
間
縁
頬

詰
・
交
代
寄
合
の
も
の
た
ち
は
百
日
と
短
縮
し
た
。
そ
し
て
参
勤
交
代
制
と
一
体
の

関
係
に
あ
っ
た
、
「
大
名
妻
子
在
府
制
」
も
同
時
に
大
名
の
嫡
子
は
在
府
・
在
国
自

由
、
妻
子
は
帰
国
、
江
戸
藩
邸
の
武
士
も
、
で
き
る
だ
け
国
許
に
帰
す
こ
と
に
し
た
。

か
な
り
思
い
切
っ
た
改
革
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
幕
府
が
続
く
の
は
、
わ
ず
か
五
年
間

で
あ
る
。
「(

参
勤
交
代
は)

国
力
疲
弊
の
損
害
は
御
座
候
へ
ど
も
、
其
益
は
こ
れ
な
し
」

と
は
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
二
月
、
松
平
慶
永
が
と
き
の
老
中
阿
部
正
弘
に
参

勤
交
代
の
緩
和
を
進
言
し
た
建
白
書
の
な
か
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
参
勤
交
代
は
、
諸
藩
の
国
力
を
疲
弊
さ
せ
る
だ
け
の
害
は
あ
っ
て
も
益
の

な
い
制
度
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
江
戸
時
代
以
来
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
一
般
的
な
評

価
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

周
防
・
長
門
二
ヶ
国
の
領
主
毛
利
重
就
の
宝
暦
二
年(

一
七
五
二)

の
参
勤
を
見
る
と

御
供
の
人
数
五
四
九
人
、
先
行
十
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
、
計
五
六
四
人
で
あ
る
。
こ

れ
だ
け
の
人
数
が
約
三
十
日
ほ
ど
の
日
数
を
か
け
て
二
年
に
一
度
の
割
合
で
、
江
戸

と
毛
利
藩
藩
庁
の
あ
る
萩
の
間
を
行
き
来
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
た
め
の
出
費
は
大

変
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
参
勤
交
代
は
大
名
た
ち
、
と
く
に
日
本
の
外
周
に
領
国
を

も
っ
て
い
る
外
様
大
名
に
出
費
を
強
い
て
、
謀
反
を
お
こ
す
力
を
な
く
す
為
に
実
施

し
た
の
だ
、
と
い
う
説
が
出
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
表
二
の
毛
利
吉
就

の
参
勤
日
程
表
を
見
れ
ば
判
る
よ
う
に
、
、
海
路
を
と
る
場
合
は
潮
待
ち
、
風
待
ち

と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
則
的
に
は
一
ケ
所
に
二
泊
す
る
こ
と
な
く
、
朝
七
時
に

は
出
発
し
て
夕
方
ま
で
移
動
す
る
の
だ
か
ら
、
徒
歩
の
侍
は
も
ち
ろ
ん
、
駕
籠
に
乗
っ

た
殿
様
と
い
え
ど
も
大
変
な
肉
体
労
働
で
、
そ
の
苦
労
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
。

毛
利
藩
の
参
勤
交
代
の
規
定
（
享
保
十
年
）
に
よ
る
と
、
毎
朝
一
番
拍
子
木
で
朝
支

度
を
は
じ
め
、
二
番
拍
子
木
で
お
供
揃
を
し
、
三
番
拍
子
木
で
出
立
と
い
う
ル
ー
ル

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
仮
に
朝
七
時
に
出
発
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
少
な
く
と
も
そ

れ
よ
り
二
時
間
は
早
く
起
き
て
、
い
ろ
い
ろ
準
備
を
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
の
う
え
四
月
一
日
は
朝
、
池
鯉
鮒
（
知
立)

を
立
ち
、
途
中
岡
崎
で
昼
食
を
と
り
、

夜
は
赤
坂
宿
に
泊
ま
る
予
定
だ
っ
た
の
が
、
た
ま
た
ま
岡
崎
で
幕
府
の
お
金
道
中
に

か
ち
あ
っ
て
し
ま
い
同
所
で
昼
食
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
そ
の
日
は
昼

食
抜
き
で
歩
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
岡
崎
以
外
の
所
で
臨
時
に
食
べ
た
の
か
、
そ
こ
ら

当
た
り
は
記
録
に
な
い
の
で
判
ら
な
い
が
、
と
も
あ
れ
五
百
人
を
こ
え
る
集
団
の
移
動

に
食
べ
た
の
か
、
た
と
え
ど
こ
か
で
食
へ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
大
変
な
騒
ぎ
で

.

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
有
名
な
大
井
川
の
渡
河
は
四
月
四
日
午
後
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
と
き
川
越
人
足
を
二
千
四
百
六
十
五
人
も
使
い
、
一
人
に
つ
き
三
十

二
文
ず
つ
支
払
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
参
勤
は
殿
様
に
も
家
来
に
も
た
い
へ
ん
で
、
自
ら

も
越
前
福
井
か
ら
の
参
勤
者
で
あ
っ
た
松
平
慶
永
が
、
参
勤
を
「
国
力
疲
弊
の
損
害

は
御
座
候
へ
ど
も
、
其
益
は
こ
れ
な
し
」
と
い
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
視
野
を
大
き
く
し
て
み
る
と
参
勤
交
代
の
プ
ラ
ス
面
の
大
き
さ
も
見
落
と
す

こ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
参
勤
交
代
の
も
つ
冨
・
文
化
・
情
報
の
撹
拌
均
等
化
作

用
で
あ
る
。

例
え
ば
冨
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
に
は
ま
だ
今
日
の
よ
う
に
、
中
央
政

府
が
国
民
か
ら
税
金
を
と
り
、
年
金
や
投
資
な
ど
の
形
で
国
民
に
再
配
分
す
る
と
い

う
機
構
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
冨
を
集
め
た
者
が
、
そ
れ
を
使
わ
な
い
限
り
、

そ
れ
は
下
々
に
拡
散
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
参
勤
交
代
は
全

国
に
散
在
す
る
約
二
百
七
十
の
藩
が
、
江
戸
を
行
き
来
す
る
間
に
、
旅
費
や
経
費
の

形
で
こ
ま
か
く
銭
を
ま
い
て
歩
く
の
だ
か
ら
、
冨
の
拡
散
機
能
と
し
て
は
こ
れ
に
ま
さ

る
シ
ス
テ
ム
は
他
に
考
え
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
文
化
の
交
流
や
情
報
の

伝
播
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
、
も
し
こ
の
制
度
（
参
勤
交
代
）
が
な
か
っ
た
ら
近
世
約

三
百
年
の
間
に
、
個
々
の
領
主
が
つ
く
る
地
域
国
家(

藩)

は
さ
ら
に
固
定
化
し
て
、
日

本
の
国
民
国
家
の
形
成
も
ま
た
立
ち
遅
れ
て
い
た
だ
ろ
。

例
え
ば
、
江
戸
が
創
り
出
し
た
日
本
を
代
表
す
る
文
化
＝
浮
世
絵
の
発
展
も
参
勤

交
代
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
参
勤
交
代
で
江
戸
へ
や
っ
て
来
た
地

方
武
士
た
ち
が
、
郷
里
へ
の
手
土
産
と
し
て
、
手
軽
で
都
会
的
雰
囲
気
の
あ
る
浮
世

絵
を
買
い
求
め
た
わ
け
で
あ
り
、
彼
ら
の
購
買
が
な
い
限
り
浮
世
絵
は
あ
そ
こ
ま
で

発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
出
版
さ

れ
た
名
所
案
内
記
も
参
勤
交
代
で
江
戸
に
来
た
武
士
た
ち
の
需
要
あ
っ
て
の
こ
と
で

あ
つ
た
。

「
可
愛
い
子
に
は
旅
」
と
か
「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
旅
は
文

化
の
け
ん
引
車
で
あ
る
。
例
え
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
副
作
用
を
伴
う
に
し
て
も
、
旅

は
人
や
文
化
の
交
流
、
経
済
の
活
性
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
国
家
的
な
旅
の

制
度
と
し
て
の
「
参
勤
交
代
」
を
、
こ
の
あ
た
り
で
見
直
す
へ
き
で
あ
ろ
う
。
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