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【
読
み
下
し
文
】 

追
遠

（
一
）

碑 

旧
佐
倉
藩
執
政 

平
野
重
久

（
二
） 

譔 

幕
府
令
を
下
し
海
禁

か
い
き
ん

（
三
）
を
厳げ

ん

に
す
。
殊
邦

し
ゅ
ほ
う

（
四
）
の
船
舶
跡
を
絶
つ
こ
と
二
百
余
載さ

い

な
り
。

而し
か

し
て
其
の
和
好

わ

こ

う

（
四
）
五

を
入
れ
、
盟
約
を
訂て

い

す
る
こ
と
、
実
に
我
が
文
明
公

（
六
）

の
国
に

当あ
た

る
（
七
）

よ
り
始
ま
る
。
王
家
の
法
度

は

っ

と

（
八
）

を
変
更
し
、
旧
汗

き
ゅ
う
か
ん

（
九
）

を
一
新
し
、
広
く
文
明

の
化
を
宣
べ
る
は
此
に
根
ざ
す
な
り
。
蓋け

だ

し
公
は
天
下
の
大
勢
を
十
数
年
の
前
に
洞ど

う

観か
ん

（
一
〇
）

し
、
而
し
て
逆
っ
て
こ
の
規
画
の
処
置
を
為
す
。
時
俗
駭
異

じ

ぞ

く

が

い

い
（
一
一
）
し
、狂
瞽
喙

き
ょ
う
こ
か
い

を
張
り

（
一
二
）
、

麤
獷

そ

こ

う

気
を
鼓こ

し
（
一
三
）
、
以
て
之
を
搏
撃

は
く
げ
き

（
一
四
）

す
。
今
日
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
公
の
宿
算

し
ゅ
く
さ
ん

神

の
如
し
、
宜
し
く
追
褒

つ
い
ほ
う

（
一
五
）

の
典
有
る
べ
き
を
一
人
と
し
て
其
の
誣ぶ

を
伸
ば
し

（
一
六
）

顧
み

る
こ
と
無
く
、
其
の
心
事
を
し
て
天
下
に
暴
白

ぼ
う
は
く

（
一
七
）

を
得
ず
。
呼
鳴
寃え

ん

な
る
哉か

な

。
嗚
呼
悲

し
い
哉
。 

嘉
永
六
年
美
利
堅

め

り

け

ん

大
統
領

（
一
八
）
、
水
師

す

い

し

提
督
彼
理

ペ

リ

ー

（
一
九
）

を
遣
し
来
り
て
通
好
を
請
ふ
。

時
、
承
平

（
二
〇
）
の
日
久
し
く
外
交
の

害
わ
ざ
わ
い

耳
に
熟
し
人
々
怪
疑
し
、
議
の
決
す
る
所
な
し
。

幕
府
、
官
僚
及
び
大
小
侯
伯
に
告こ

く

し
、
各
々
可
否
を
上
る
。
公
開か

い

納の
う

（
二
一
）

を
主
と
し
、
極

め
て
和
戦
の
利
害
を
論
ず
。
遂
に
其
の
請

し
ょ
う

を
聴
し
、
安
政
二
年
、
公
、
溜
間

た
ま
り
の
ま

班は
ん

（
二
二
）

よ

り
入
り
老
中
と
な
る
。
位
第
一
に
次
し
、
外
国
事
務
を
領
す
。 

 

【
意
訳
文
】 

追
遠
碑 

旧
佐
倉
藩
執
政 

平
野
重
久 

譔  

幕
府
は
法
令
を
下
し
鎖
国
政
策
を
厳
し
く
行
っ
た
。
外
国
の
船
舶
が
姿
を
消
し
て
二

百
年
あ
ま
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
親
睦
平
和
友
好
を
受
け
入
れ
、
盟
約
を
た
だ
し

た
の
は
、
実
に
我
が
文
明
公
（
堀
田
正
睦
、
以
下
「
公
」
と
表
記
）
が
国
政
に
あ
た
っ

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
日
本
の
禁
制
を
変
更
し
、
幕
府
の
旧
令
を
一
新
し
、
広
く
文

明
開
化
が
行
き
渡
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
文
明
公
は
、
天
下

の
趨
勢
を
十
数
年
前
に
見
通
し
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
こ
の
計
画
の
処
置
を
な
し
た
。
当

時
の
民
衆
は
驚
き
怪
し
み
向
こ
う
見
ず
の
言
動
を
盛
ん
に
し
、
荒
々
し
く
暴
悪
な
気
勢

を
お
こ
し
た
。
今
日
、
こ
れ
を
観
る
と
、
公
に
宿
っ
た
知
恵
は
神
の
如
く
、
ぜ
ひ
と
も

後
か
ら
褒
め
た
た
え
る
盛
典
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
一
人
と
し
て
事
実
の
虚
構
を
正

し
顧
み
る
こ
と
無
く
、
公
の
心
と
事
実
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

何
と
恨
め
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
何
と
悲
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
フ
ィ
ル
モ
ア
は
、
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令

官
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
を
遣
わ
し
通
商
と
友
好
を
求
め
た
。
当
時
、
平
和
と
繁
栄
の
日

は
久
し
く
、
外
交
は
害
と
耳
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
人
々
は
怪
し
み
疑
い
、
議
決
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
幕
府
は
官
僚
や
大
小
の
諸
侯
に
通
告
し
、
各
々
の
可
否
を
上
申
さ

せ
た
。
文
明
公
は
、
開
国
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
主
と
し
、
平
和
と
戦
争
の
利
害
を
論

じ
た
。
遂
に
そ
の
求
め
が
聴
き
入
れ
ら
れ
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）、
公
は
溜
間
詰
か

ら
老
中
と
な
っ
た
。
老
中
の
中
で
も
一
番
の
位
と
な
り
、
外
交
交
渉
に
あ
た
っ
た
。 
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四
年
、
美
利
堅
、
行
人

こ
う
じ
ん

范
利
斯

ハ

リ

ス

（
二
三
）

を
遣
し
て
来
る
。
公
先
づ
之
を
見
る
。
范
利
斯
、

説
く
に
、
上
帝

じ
ょ
う
て
い

（
二
四
）

一
視
同
仁

い
っ
し
ど
う
じ
ん

（
二
五
）

四
海
兄
弟

（
二
六
）

の
義
を
以
て
す
。
其
の
特
派
公
使

を
江
戸
に
置
き
、
大
い
に
互ご

市し

（
二
七
）

を
行
ふ
こ
と
を
請
ふ
。
公
且
に
其
の
言
を
上
る
。
竟

に
其
の
入

に
ゅ
う

見け
ん

（
二
八
）

を
許
し
国
書
を
受
く
。
因
て
権か

り
に
交
通
の
章

し
ょ
う

程て
い

（
二
九
）

を
定
め
天
下

に
宣
布
せ
ん
と
欲
し
、
言
は
ん
と
欲
す
る
所
を
問
ふ
。
水
戸
前
中
納
言

さ
き
の
ち
ゅ
う
な
ご
ん

（
三
〇
）
、
主
と
し
て

異
議
を
執
り
、
土
佐
守
山
内

や
ま
う
ち

豊と
よ

信し
げ

（
三
一
）

亦
た
、
其
の
不
可
を
論
ず
。
是
に
於
て
士
人
儒

し

じ

ん
じ

ゅ

生せ
い

往
来

お
う
ら
い

夸こ

言げ
ん

（
三
二
）

し
上
下
を
煽
動
し
横
議

お

う

ぎ

（
三
三
）

紛
然
た
り
。 

幕
府
病な

や

む
。
公
を
し
て
京
に
詣
り
、
其
の
事
を
奏
請
せ
し
む
。
公
先
づ
九
条
関
白
三
四

に

見
え
、
曲
に
情
勢
を
陳の

ぶ
。
上
疏

じ
ょ
う
そ

（
三
五
）

し
て
曰
く
。
方
今

ほ
う
こ
ん

、
万
国
雄
峙

ば
ん
こ
く
ゆ
う
じ

（
三
六
）
、
帝
と
称
し
、

王
を
坏

あ
な
ど

り
、
猶
漢
土
の
春
秋
戦
国

（
三
七
）
、
我
邦
の
足
利
氏
末
年

（
三
八
）

の
ご
と
し
。
孰

い
ず
れ

か

能
く
之
を
一
つ
に
合
わ
せ
ん
か
。
則
ち
兄
弟
、
離
れ
ば
則
ち
寇
讐

こ
う
し
ゅ
う

（
三
九
）

た
り
。
喜
べ
ば
則

ち
羹
合

こ
う
ご
う

（
四
〇
）
、
怒
れ
ば
則
ち
糜
沸

び

ふ

つ

（
四
一
）

す
。
治
乱
の
機
、
関
す
る
所
至
大

し

だ

い

な
り
。
復
た
一

国
一
方
に
止
ま
る
に
あ
ら
ざ
る
の
み
。
故
に
離
れ
れ
ば
則
ち
戦
わ
ざ
る
を
得
ず
、
合
す
れ

ば
則
ち
和
せ
ざ
る
を
得
ず
、
合
離
之
れ
決
せ
ん
か
和
戦
之
れ
に
従
う
。
未
だ
離
合
和
戦
の

外
に
立
ち
て
独
り
自
ら
尊
し
と
称
す
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

清
国
自
大
独
尊
た
り
き
。
近
日
之
が
敗
状
見
る
可
き
な
り
。
我
国
大
海
四
周
し
、
当ま

さ

に
彼

の
行
船
の
衝
に
あ
た
る
べ
し
。
拒
み
て
之
れ
を
斥

し
り
ぞ

け
、
往
来
停
可
を
得
ざ
る
に
至
ら
ば
、

則
ち
万
国
交
訟

こ
う
し
ょ
う

相
い
疾

に
く
み

し
相
讐

そ
う
し
ゅ
う

（
四
二
）

す
る
者
皆
が
ら
我
に
集
る
。
其
の
禍
害

か

が

い

小
々
な
ら

同
四
年
（
一
八
五
七
）、
ア
メ
リ
カ
は
外
交
官
の
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
を
遣
わ
し

た
。
公
は
ま
ず
彼
と
接
見
し
た
。
ハ
リ
ス
が
説
く
に
は
、
君
主
は
す
べ
て
の
人
を
差
別
せ

ず
平
等
に
仁
愛
を
施
し
、
兄
弟
の
よ
う
に
親
し
く
す
る
こ
と
を
正
し
い
道
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
特
派
公
使
を
江
戸
に
置
き
、
大
い
に
貿
易
を
行
う
こ
と
を
求
め
た
。
公
は
、

ハ
リ
ス
の
意
見
を
上
申
し
た
。
と
う
と
う
ハ
リ
ス
の
将
軍
謁
見
を
許
し
ア
メ
リ
カ
の
国

書
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
仮
に
人
や
貨
物
の
行
き
来
の
規
則
を
定
め
天
下
に
宣
布
し
よ

う
と
し
、（
諸
大
名
に
）
言
い
た
い
こ
と
を
問
う
た
。
水
戸
の
徳
川
斉
昭
は
主
と
し
て
異

議
を
唱
え
、
土
佐
藩
主
の
山
内
豊
信
も
ま
た
そ
の
不
可
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
武
士
、
儒

学
者
ら
は
誇
張
し
て
上
か
ら
下
ま
で
を
扇
動
し
て
勝
手
な
議
論
が
紛
然
と
し
た
。 

幕
府
は
悩
み
、
公
を
上
洛
さ
せ
、
そ
の
こ
と
を
朝
廷
に
奏
請
さ
せ
た
。
公
は
ま
ず
関
白

の
九
条
尚
忠
に
会
見
し
、
ど
う
に
か
情
勢
を
述
べ
た
。
意
見
を
文
書
に
し
て
上
申
し
て

言
う
の
は
、「
今
し
が
た
万
国
は
勢
力
を
張
り
あ
い
、
皇
帝
と
称
し
、
王
を
侮
り
、
な
お

中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
、
我
が
国
の
室
町
時
代
末
、
戦
国
時
代
の
よ
う
で
す
。
ど
う
に
か

し
て
、
国
々
を
一
つ
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
兄
弟
は
、
離
れ
れ
ば

敵
と
し
て
脅
か
し
、
喜
び
を
分
か
ち
合
え
ば
調
和
し
、
怒
れ
ば
粥
の
煮
え
立
つ
ご
と
く

乱
れ
騒
ぎ
ま
す
。
世
の
中
が
治
ま
る
こ
と
、
乱
れ
る
こ
と
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。
ま
た
、
一
国
が
一
方
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
離
れ
れ
ば
戦

わ
ざ
る
を
得
ず
、
一
つ
に
な
れ
ば
和
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
未
だ
こ
の
離
合
と

和
戦
の
外
に
立
ち
一
人
で
自
ら
を
尊
い
と
す
る
者
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

清
国
は
自
分
の
国
だ
け
が
他
の
誰
よ
り
も
尊
い
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
日
こ
の
国

が
敗
れ
た
様
を
見
る
べ
き
で
す
。
我
が
国
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
ま
さ
に
国
々
の
行

き
か
う
船
の
要
衝
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
を
拒
ん
で
退
け
、
往
来
や
停
泊
を
許
可
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
万
国
は
互
い
に
我
が
国
を
訴
え
、
争
い
、
敵
と
す
る
者
が
全
て
集
ま
り

ま
す
。
そ
の
災
い
は
小
々
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 
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ん
や
。 

上
帝
兆
民
を
子
愛
す
。
四
海
皆
兄
弟
な
り
。
兄
弟
相
依
り
て
動
け
ば
吉
な
ら
ざ
る
は
な

く
、
兄
弟
相
讐

あ
い
あ
だ

せ
ば
凶
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
今
、
宇
内

う

だ

い

万
国
、
徳
醜

と
く
し
ゅ
う

（
四
三
）

力
斉ひ

と

し
く
能
く

相
越
ゆ
る
こ
と
な
し
。
之
が
為
め
、
君
た
る
者
は
、
彼
我
の
見
を
去
り
均
適

き
ん
て
き

の
礼
に
循

し
た
が

ひ

（
四
四
）
、
使
聘
門
遣

し
へ
い
も
ん
け
ん

（
四
五
）

の
数
、
士
商
往
来
の
便
、
監
史

か

ん

し

箚
駐

さ
っ
ち
ゅ
う

（
四
六
）

の
宜
し
く
な
か
ら
ん

こ
と
を
彼
此
相
当
た
り
行
ふ
こ
と
累
年

る
い
ね
ん

、
権ご

ん

す
で
に
人
に
及
び
、
人
を
取
り
て
善
を
な
し
、

積
み
て
こ
れ
を
大
に
し
、
広
く
し
て
之
を
充
せ
ば
、
則
ち
宇
内
の
広
き
こ
と
万
国
の
衆
合

し
て
一
つ
に
帰
す
る
こ
と
或
は
甚
だ
難
し
か
ら
ず
。
陛
下
独
尊
の
心
を
持
せ
ば
則
ち
禍
敗

彼
の
如
し
。
兄
弟
相
依
の
儀
に
就
け
ば
則
ち
効こ

う

功こ
う

（
四
七
）

此
の
如
し
。
し
か
る
と
き
は
今
日

の
和
好
、
安

い
ず
く

ん
ぞ
他
日
宇
内
の
混
を
一
に
し
、
万
国
の
盟
主
と
な
る
の
基
に
あ
ら
ざ
る
を

知
ら
ん
や
。
且
つ
そ
れ
神
州
剖
判

し
ん
し
ゅ
う
ぼ
う
は
ん

（
四
八
）

以
来
、
皇
統
一
系
、
彼
の
朝
秦
夕
漢

ち
ょ
う
し
ん
せ
き
か
ん

（
四
九
）

の
比

の
如
く
に
あ
ら
ず
、
而
し
て
土
地
沃
饒

よ
く
じ
ょ
う

、
万
貨
豊
殖
、
俗
厚
く
、
人
僕ぼ

く

に
、
義
に
重
く
、

上
を
敬
せ
ば
天
心
の
向
う
所
知
る
可
き
な
り
。
陛
下
何
ぞ
疑
っ
て
決
せ
ず
、
何
ぞ
顧
み
て

行
わ
ざ
る
や
。 

辞
気
懇
惻

じ

き

こ

ん

そ

く

（
五
〇
）
、
聖
聴

せ
い
ち
ょ
う

（
五
一
）

を
感
動
せ
し
む
。
乃
ち
下
し
て
、
其
の
議
を
諸
公
卿
に
下

す
。
公
卿
不
可
を
固
執
す
。
既
に
し
て
伝
奏
官

で
ん
そ
う
か
ん

（
五
二
）

を
し
て
旨
を
伝
い
し
め
て
曰
く
。
請

ふ
所
や
む
を
得
ざ
る
に
出
づ
。
幾
海
馬
頭

き

か

い

ば

と

う

（
五
三
）

を
開
く
の
一
項
は
顧
み
て
力
拒
む
可
か
ら

ず
や
と
。
公
又
そ
の
不
可
を
陳
ぶ
。
こ
の
時
瞽
言

こ

げ

ん

廷
に
盈み

ち
公
卿
益
々
前
議
を
持
し
て
牢

君
主
は
万
民
を
愛
し
、
世
界
中
の
人
々
は
す
べ
て
兄
弟
で
す
。
兄
弟
は
互
い
に
信
頼

し
て
動
け
ば
大
き
な
幸
い
を
も
た
ら
し
、
互
い
に
憎
み
合
え
ば
必
ず
災
い
と
な
り
ま
す
。

今
、
世
界
中
の
国
々
の
道
徳
と
憎
し
み
の
力
は
等
し
く
互
い
に
越
え
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
君
主
た
る
も
の
は
、
自
ら
の
見
識
に
よ
ら
ず
、
誰
に
対
し
て
も
平
等

に
礼
儀
を
尽
く
し
、
使
者
を
相
互
に
遣
わ
し
た
数
、
商
人
の
往
来
の
便
、
役
人
を
駐
在
さ

せ
適
切
に
職
に
励
む
よ
う
に
し
、
長
年
に
わ
た
り
こ
れ
を
行
い
、
権
力
は
す
で
に
人
々

の
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
、
人
々
を
集
め
て
善
を
な
し
、
こ
れ
が
積
も
っ
て
大
き
く
広
く

し
て
満
ち
て
い
け
ば
、
す
な
わ
ち
世
界
中
の
国
々
が
多
く
集
ま
り
一
つ
と
な
る
こ
と
は

難
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
陛
下
が
自
分
だ
け
が
尊
い
と
い
う
心
を
持
て
ば
、
災
い
と
失

敗
は
清
国
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
兄
弟
が
互
い
に
頼
る
こ
と
を
手
本
と
す
れ
ば
、
そ
の

効
果
・
功
績
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
今
日
の
親
睦
交
誼
は

ど
う
し
て
世
界
の
混
乱
を
一
つ
に
し
、
万
国
の
盟
主
と
な
る
基
礎
で
は
な
い
こ
と
を
知

ら
な
い
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

か
つ
、
我
が
国
は
、
建
国
以
来
、
皇
統
一
系
で
あ
り
、
彼
の
国
の
よ
う
に
朝
に
は
秦
、

夕
に
は
漢
と
変
遷
極
ま
り
な
く
こ
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
土
地
は
肥
沃
で

貨
幣
は
豊
か
に
増
え
、
世
間
は
情
に
厚
く
、
人
々
は
忠
実
で
義
に
重
く
、
上
を
敬
い
天
の

心
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
陛
下
、
ど
う
し
て
疑
っ
て
決
し
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
顧
み
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
」 

文
明
公
の
言
葉
遣
い
は
丁
寧
で
あ
わ
れ
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
天
皇
の
耳
を

感
動
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
公
卿
に
こ
れ
を
議
論
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
公
卿
た
ち
は
文
明

公
の
意
見
を
不
可
と
す
る
こ
と
に
固
執
し
、
伝
奏
官
を
遣
わ
し
そ
の
旨
を
公
に
「
幕
府

が
求
め
る
所
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
近
畿
の
港
を
開
く
と
い
う
一
項

目
は
ど
う
に
か
拒
め
な
い
か
」
と
伝
え
た
。
公
は
ま
た
そ
の
不
可
を
述
べ
た
。
こ
の
時
、

分
別
の
な
い
言
葉
が
朝
廷
に
満
ち
公
卿
ら
は
、
ま
す
ま
す
前
の
議
論
を
持
ち
出
し
て 
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と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ず
。
天
皇
公
を
召
し
て
厚
賜

こ

う

し

（
五
四
）

あ
り
、
東
帰
し
て
再
び
侯
伯
を
し

て
評
議
せ
し
む
。 

 

又
大
将
軍
に
は
其
の
宗
に
、
賢
に
し
て
且
つ
長
者
を
択え

ら

び
、
儲
弐

ち

ょ

じ

（
五
五
）

た
る
を
諭
す
。

意
は
一
橋

ひ
と
つ
ば
し

刑
部

ぎ
ょ
う
ぶ

卿
き
ょ
う

（
五
六
）

に
在
り
。
而
し
て
諸
侯
も
亦ま

た

多
く
意
に
属
す
。
公
大
い
に
之
を

然
り
と
す
。
公
帰
る
や
、
井
伊

い

い

直な
お

弼す
け

新
た
に
大
老
と
な
る
。
建
儲

け
ん
ち
ょ

（
五
七
）

を
議
し
て
あ
わ
ず
。

公
曰
く
、
国
家
多
事
、
賢
且
つ
長
な
る
を
立
つ
る
に
非
ず
ん
ば
不
可
な
り
と
。
直
弼
曰
く
、

天
下
を
制
馭

せ
い
ぎ
ょ

す
る
に
、
祖
宗
の
法
度

（
五
八
）

あ
る
よ
り
、
何
ぞ
長
の
意
の
み
あ
ら
ん
。
紀
伊

き

い

公
子

こ

う

し

（
五
九
）

在
る
な
り
と
。
衆

し
ゅ
う

附
和

ふ

わ

（
六
〇
）

し
て
之
に
従
う
。
公
吁
嗟

あ

あ

と
。
敢
え
て
復
た
与

に
争
わ
ず
。 

范
利
斯

は

り

す

す
で
に
約
章
に
期
を
刻
し
て
印
署
を
待
つ
。
而
し
て
諸
侯
再
議
す
る
も
未
だ

輯
諾

し
ゅ
う
だ
く

（
六
一
）

す
る
に
及
ば
ず
。
公
勢
の
緩
む
可
か
ら
ざ
る
を
見
て
、
竟
に
之
を
稟
行
す
。
未

だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
公
罷
め
、
帝
鑑
之
間

て

い

か

ん

の

ま

（
六
二
）

に
班
す
。
或
は
謂
う
前
議
の
合
わ
ざ
る

を
以
て
な
り
と
。 

 

公
是
れ
よ
り
し
て
口
に
復
た
当
世
の
事
を
言
わ
ず
、
致
仕

ち

し

（
六
三
）

し
て
自
ら
見
山
と
号
し

閑
に
処

と
ど
ま

り
、
風
詠
自
ら
娯
し
む
。
公
去
り
て
尊
王
攘
夷
の
言
転
じ
て
盛
な
り
。
仍
っ
て
追

罪
す
る
に
外
交
の
大
事
倉
卒

そ
う
そ
つ

（
六
四
）

に
之
を
処
せ
し
を
以
て
し
、
家
に
禁
固
せ
し
む
。 

文
久
三
年
、
英
吉
利
と
郤げ

き

を
生
ず

（
六
五
）
。
都と

下か

恟
き
ょ
う

々
き
ょ
う

、
荷
担
逃
避
す
。
公
疾

や
ま
い

に
寝
ぬ
。

請
い
て
其
の
邑
佐
倉
に
屏
居

へ
い
き
ょ

（
六
六
）

す
。
元
治
元
年
三
月
二
十
一
日
卒そ

つ

す
。
年
五
十
五
。
二

意
固
地
と
な
り
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
天
皇
陛
下
は
、
公
を
召
し
て
手
厚

い
贈
り
物
を
与
え
た
。
公
は
江
戸
に
戻
り
再
び
諸
大
名
に
評
議
さ
せ
た
。 

 

ま
た
、
将
軍
の
世
継
ぎ
は
、
賢
く
か
つ
年
長
者
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
一
橋
慶

喜
卿
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
多
く
の
大
名
も
同
じ
意
見
で
あ
っ
た
。
公

も
ま
た
こ
れ
を
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
公
が
江
戸
に
帰
る
と
、
井
伊
直
弼
が

新
た
に
大
老
と
な
っ
て
い
た
。
誰
を
将
軍
の
世
継
ぎ
と
す
る
か
は
議
論
が
あ
わ
ず
、
公

は
「
国
が
多
く
の
難
局
に
あ
る
中
で
賢
く
年
長
な
も
の
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述

べ
た
。
井
伊
直
弼
は
、「
天
下
を
制
御
す
る
の
に
、
先
祖
代
々
か
ら
の
き
ま
り
が
あ
る
。

ど
う
し
て
年
長
者
で
あ
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
紀
伊
の
徳
川
慶
福
（
後
の
家
茂
）
公

が
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。」
と
述
べ
た
。
幕
閣
た
ち
は
付
和
雷
同
、
こ
れ
に
従
っ
た
。

公
は
あ
あ
、
と
嘆
き
の
声
を
発
し
、
あ
え
て
争
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

ハ
リ
ス
は
す
で
に
条
約
に
期
日
を
記
し
て
印
と
署
名
を
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
諸

大
名
が
再
度
議
論
す
る
も
収
束
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
公
は
そ
う
し
た
勢
い
が
緩
む

こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
と
み
て
、
つ
い
に
条
約
に
調
印
す
る
こ
と
を
申
し
上
げ
た
。
そ
の

後
、
わ
ず
か
な
間
で
公
は
老
中
を
辞
め
、
帝
鑑
の
間
詰
め
の
大
名
と
な
っ
た
。
条
約
の
調

印
や
将
軍
の
後
継
者
問
題
で
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
た
め
と
言
わ
れ
る
。 

 

公
は
こ
れ
よ
り
は
今
の
世
の
中
の
こ
と
を
言
わ
ず
、
官
職
を
辞
し
て
自
ら
見
山
と
号

し
て
心
静
か
に
過
ご
し
、
詩
歌
を
作
り
楽
し
ん
だ
。
公
が
幕
府
の
中
枢
よ
り
去
る
と
尊

王
攘
夷
の
言
説
が
転
じ
て
盛
ん
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
公
が
外
交
交
渉
を
急
い
で
進
め

た
と
処
断
し
追
罪
し
蟄
居
さ
せ
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
イ
ギ
リ
ス
と
武
力
衝
突

し
、
都
下
は
お
そ
れ
び
く
び
く
し
、
荷
を
ま
と
め
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
。
公
は
病
に
伏
せ
、

願
い
出
て
佐
倉
に
退
い
て
隠
居
し
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
二
十
一
日
に
五
十

五
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
同
月
二
十
九
日
に
禁
錮
を
赦
す
幕
命
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
じ
め

て
喪
を
発
し
た
。 
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十
九
日
命
あ
り
て
禁
錮
を
釈
く
。
こ
こ
に
於
て
始
め
て
喪
を
発
す
。 

 
噫
嘻

あ

あ

、
公
の
遠
見
深
識
、
数
十
年
後
に
至
り
、
天
下
の
事
果
せ
り
。
始
め
て
其
の
規
画
せ

ら
れ
し
も
の
、
而
し
て
当
時
格
沮

か
く
し
ょ

（
六
七
）

し
て
行
わ
ず
。
徒
ら
に
行
わ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
従

っ
て
之
を
罪
と
す
、
ま
た
寃
ざ
ら
ん
か
。 

 

頃
者

け
い
し
ゃ

（
六
八
）
、
佐
倉
の
士
庶

し

し

ょ

（
六
九
）

相
謀
り
公
の
事
跡
を
紀
し
以
て
碑
を
建
て
ん
と
す
。
重

久
嘗
っ
て
従
っ
て
京
師
に
在
り
、
深
く
其
の
苦
心
焦
思
を
知
る
を
も
っ
て
序
し
て
銘
せ
し

む
。
重
久
感
激
歎
憤

た
ん
ふ
ん

、
筆
を
揮
っ
て
以
て
之
を
天
下
後
世
に
白
す
。 

 

公
諱
は
正
睦
、
初
め
の
諱

い
み
な

は
正
篤
。
不
矜
公

ふ
き
ょ
う
こ
う

（
七
〇
）

諱
は
正
俊
九
世
の
孫
な
り
。
自
性
公

（
七
一
）

諱
は
正
時
の
庶
子
な
り
。
謙
良
公

（
七
二
）

諱
は
正
愛
を
嗣
ぎ
、
立
ち
て
旧
封

き
ゅ
う
ふ
う

（
七
三
）

を

襲
う
。 

 

文
政
八
年
四
月
始
め
て
大
将
軍
文
恭
公
に
謁
し
、
従
五
位
下
に
叙
し
相
模
守
と
称
す
。

十
二
年
、
奏
者
番

そ
う
し
ゃ
ば
ん

と
な
り
、
天
保
五
年
、
寺
社
奉
行
を
兼
ぬ
。
更
ら
に
備
中
守
と
称
す
。
八

年
、
大
坂
城
代
に
遷
り
、
従
四
位
下
に
叙
す
。
未
だ
行
か
ざ
る
に
西
城

せ
い
じ
ょ
う

（
七
四
）
老
中
と
な
り
、

太
子

た

い

し

を
傅ふ

し
（
七
五
）
、
侍
従
に
任
ず
、
十
二
年
、
入
り
て
老
中
と
な
り
、
十
四
年
罷
む
。
溜
間

た
ま
り
の
ま

格
（
七
六
）

に
班
し
、
安
政
元
年
進
ん
で
溜
間
に
班
す
。 

公
、
文
恭
、
慎
徳
、
温
恭

（
七
七
）

の
三
将
軍
に
歴
事
し
、
恩
遇
優
渥
、
賚
賜

ら

い

し

（
七
八
）

極
め
て

多
し
。
心
を
藩
政
に
留
む
。
先
時

せ

ん

じ
（
七
九
）
、
事
を
用
う
る
者
貪
濁
に
し
て
、
酒
食
に
淫
耽

い
ん
た
ん

（
八
〇
）

し
、
凶
徒
悪
漢
朋
飲
相
效な

ら

う
。
尤
も
好
学
励
行
の
士
を
悪に

く

む
。
公
、
封
に
就
く
の
初
め
痛
く

 

あ
あ
、
公
の
深
い
見
識
、
数
十
年
後
に
至
り
、
天
下
に
果
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

初
め
て
こ
れ
を
計
り
定
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
当
時
は
阻
ま
れ
実
行
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
た
だ
い
た
ず
ら
に
実
行
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
を
罪

と
し
た
の
は
な
ん
と
無
実
の
罪
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

近
頃
、
佐
倉
の
元
藩
士
と
一
般
の
人
々
は
相
計
っ
て
公
の
事
跡
を
記
し
て
碑
を
建
て

よ
う
と
し
て
い
る
。
重
久
は
、
か
つ
て
公
に
従
っ
て
京
に
あ
り
、
深
く
そ
の
苦
心
や
思
い

煩
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
碑
文
を
序
し
て
刻
銘
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
重
久

は
深
く
感
激
し
嘆
き
憤
り
筆
を
ふ
る
っ
て
こ
れ
を
天
下
後
世
に
知
ら
し
め
る
。 

 

公
の
諱
は
正
睦
、
初
め
の
諱
は
正
篤
。
不
矜

ふ
き
ょ
う

公
、
諱
は
正
俊
か
ら
数
え
て
九
代
の
子
孫

で
あ
る
。
自
性

じ
し
ょ
う

公
、
諱
は
正
時
の
庶
子
で
あ
る
。
謙け

ん

良
り
ょ
う

公
、
諱
は
正
愛
の
後
を
継
ぎ
、

旧
領
を
受
け
継
い
だ
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
月
に
は
じ
め
て
当
時
の
将
軍
文
恭
公

（
徳
川
家
斉
）
に
謁
見
し
、
従
五
位
下
に
叙
し
相
模
守
と
称
し
た
。
同
一
二
年
、
奏
者
番

と
な
り
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）、
寺
社
奉
行
を
兼
ね
た
。
更
に
備
中
守
と
称
し
た
。

同
八
年
、
大
坂
城
代
と
な
り
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
西
の
丸
老
中

と
な
り
将
軍
世
継
ぎ
の
付
き
添
い
役
と
な
り
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
年
十
二
年
に
な

っ
て
老
中
と
な
り
、
同
十
四
年
に
辞
め
て
い
る
。
溜
間
格
に
班
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五

四
）
に
な
り
溜
間
に
班
し
た
。 

公
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉
、
十
二
代
将
軍
家
慶
、
十
三
代
将
軍
家
定
の
三
代
の
将
軍
に
仕

え
、
厚
遇
さ
れ
賜
り
物
も
極
め
て
多
か
っ
た
。
藩
政
に
心
血
を
注
い
だ
。
公
の
先
代
の
頃
は
、

藩
政
に
用
い
ら
れ
る
者
は
腐
敗
し
、
酒
食
に
お
ぼ
れ
、
凶
徒
や
悪
漢
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
て

い
た
。
も
っ
と
も
学
問
を
好
み
一
所
懸
命
に
つ
と
め
る
藩
士
が
憎
ま
れ
た
。
公
、
藩
主
と
な

っ
た
頃
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
そ
う
し
た
者
た
ち
を
退
け
、
学
問
に
勉
め
る
も
の
を
登
用
し
、

多
く
の
人
々
に
申
し
渡
し
を
行
っ
た
。
ぜ
い
た
く
を
押
さ
え
、
倹
約
を
尊
ん
だ
。 
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黜

陟

ち
ゅ
っ
ち
ょ
く

（
八
一
）

を
行
い
、
号
を
発
し
て
令
を
施
す
。
奢
侈
を
抑
え
、
節
廉
を
尚

た
っ
と

ぶ
。
厳
し
く

衣
装
、
家
屋
、
吉
凶
、
贈
遣

そ
う
け
ん

（
八
二
）

の
制
を
立
て
、
子
弟
を
し
て
、
学
を
先
ん
じ
、
礼
楽
書

数
及
び
医
術
を
講
ぜ
し
め
、
士
一
芸
に
達
せ
ず
ん
ば
則
ち
其
の
禄
を
減
ず
。
一
藩
翕
然

き
ゅ
う
ぜ
ん（

八
三
）

た
り
。
心
を
雪そ

そ

ぎ
恥
を
知
る
。
風
俗
大
い
に
革

あ
ら
た

ま
る
。 

成
徳

せ
い
と
く

書
院

し
ょ
い
ん

（
八
四
）

を
城
外
に
建
て
、
聖

廟

せ
い
び
ょ
う

（
八
五
）

を
造
り
、
春

秋

釈

奠

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う
し
ゃ
く
て
ん

（
八
六
）

す
。
演
武

場
を
開
き
撃げ

き

刺し

を
教
う
。
銃
戦
を
習
い
、
剣
銃
、
巨
砲
を
鋳
す
。
西
洋
医
術
を
善
く
す
る
者

を
招
い
て
藩
医
の
子
弟
に
命
じ
て
之
を
学
び
、
士
の
才
学
あ
る
者
を
択
ん
で
西
洋
諸
学
を

講
ぜ
し
む
。
嘗か

つ
て
社
倉

し
ゃ
そ
う

（
八
七
）

を
建
つ
。
天
保
の
飢
饉
に
一い

っ

境
き
ょ
う

餓が

殍ふ

（
八
八
）

な
し
。
封
内

の
窮
民
、
子
を
生
み
多
く
挙
げ
ず

（
八
九
）
。
親
し
く
諭
文
を
作
り
こ
れ
を
禁
ず
。
為
に
養
育

の
方
を
立
て
、
養
老
の
典

（
九
〇
）

を
修
む
。
引
痘

い
ん
と
う

の

施
ほ
ど
こ
し

（
九
一
）

を
周

あ
ま
ね

く
す
。 

襲
封

し
ゅ
う
ほ
う

の
始
め
、
民み

ん

口こ
う

八
万
に
過
ぎ
ざ
る
も
晩
歳
十
一
万
な
り
。
嗣し

立り
つ

凡
そ
三
十
五
年
徳

政
下
に
布
き
、
士
民
欣
戴

き
ん
た
い

（
九
二
）

せ
ざ
る
も
の
な
し
。 

 

公
、
書
を
読
み
大
意
を
領
す
。
要
は
実
践
に
あ
り
。
楽
を
嗜
み
和
歌
を
好
む
。
心
に
悦
び

意
和
す
る
に
在
り
。
卒
せ
し
翌
月
某
日
、
城
東
甚
大
寺
に
葬
る
。
文
明
と

諡
お
く
り
な

す
。
夫
人
榊

原
氏
先
き
に
歿ぼ

っ

し
、
側
室
八
子
を
生
む
。
曰
く
正
倫

ま
さ
と
も

（
九
三
）

従
五
位
、
曰
く
顕

（
九
四
）
、
病
歿

し
、
余
は
皆
夭
す
。
十
五
女
、
五
人
に
適
し
、
余
は
皆
夭
す
。 

  

厳
し
く
衣
装
、
家
屋
、
吉
凶
、
財
物
を
贈
り
遣
る
う
え
で
の
制
度
を
立
て
、
子
弟
ら
に
は

学
問
を
優
先
し
、
礼
楽
、
書
、
算
数
お
よ
び
医
術
を
学
ば
せ
て
、
藩
士
が
一
芸
に
達
し
な

け
れ
ば
、
そ
の
俸
禄
を
減
ら
し
た
。
藩
が
一
つ
と
な
り
、
心
を
清
め
恥
を
知
り
、
風
俗
が

大
い
に
改
ま
っ
た
。 

 

成
徳
書
院
を
城
外
に
建
て
、
孔
子
を
祀
る
祠
堂
を
造
り
春
秋
の
季
節
ご
と
に
供
物
を

さ
さ
げ
祀
っ
た
。
演
武
場
を
開
き
、
槍
や
刀
の
武
術
を
教
え
、
銃
の
戦
い
方
を
習
わ
せ
、

刀
剣
、
銃
、
大
砲
を
鋳
造
し
た
。
西
洋
医
術
に
優
れ
た
者
を
招
い
て
藩
医
の
子
弟
に
こ
れ

を
学
ぶ
よ
う
命
じ
、
藩
士
の
中
で
才
覚
に
優
れ
た
者
を
選
ん
で
西
洋
の
様
々
な
学
問
を

学
ば
せ
た
。
か
つ
て
飢
饉
救
助
の
た
め
に
倉
庫
を
設
け
、
天
保
の
飢
饉
の
際
に
は
佐
倉

藩
領
一
帯
で
餓
死
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
領
内
の
民
は
困
窮
の
た
め
間
引
き
を
行
っ

た
。
公
は
自
ら
諭
文
を
作
り
こ
れ
を
禁
じ
た
。
そ
の
た
め
、
養
育
方
を
立
て
、
年
長
者
や

高
齢
者
を
敬
い
世
話
を
す
る
た
め
の
制
度
や
規
範
を
整
え
た
。
天
然
痘
の
予
防
接
種
で

あ
る
種
痘
を
あ
ま
ね
く
行
っ
た
。 

藩
主
と
な
っ
て
ま
も
な
く
の
頃
、
領
民
は
八
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
、
晩
年

は
十
一
万
人
で
あ
っ
た
。
藩
主
を
継
い
で
お
よ
そ
三
十
五
年
の
間
徳
政
を
敷
き
、
民
は

こ
れ
を
よ
ろ
こ
び
推
し
戴
か
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。 

 

公
は
文
書
を
読
め
ば
す
ぐ
に
大
意
を
捉
え
た
。
要
は
実
践
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
音

楽
を
嗜
み
和
歌
を
好
ん
だ
。
心
が
悦
び
気
持
ち
が
和
ら
い
だ
た
め
だ
ろ
う
。
亡
く
な
っ

た
翌
月
の
某
日
に
城
の
東
の
甚
大
寺
に
葬
ら
れ
た
。「
文
明
」
と
諡
が
贈
ら
れ
た
。
夫
人

は
榊
原
家
か
ら
入
ら
れ
た
が
先
に
亡
く
な
り
、
側
室
が
八
人
男
子
を
産
ん
だ
。
正
倫
は

従
五
位
と
な
っ
た
が
弟
の
正
顕
は
病
没
し
、
他
の
男
子
た
ち
は
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。

十
五
人
の
女
子
が
あ
り
、
五
人
が
嫁
ぎ
、
他
の
女
子
た
ち
は
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。 
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銘
に
曰
く 

 
 

其
れ
を
し
て
行
は
し
む
べ
き
か
。 

 
 

何
ぞ
力
を
出
し
て
之
を
齧か

む
。 

 
 

其
れ
を
し
て
行
は
し
む
べ
か
ざ
る
か
。 

 
 

何
ぞ
翻ほ

ん

覆ぷ
く

（
九
五
）

し
て
其
の
轍

わ
だ
ち

に
循

し
た
が

ふ
。 

 
 

天
地
風
霾

て
ん
ち
ふ
う
ば
い

（
九
六
）
。
白
黒
別
た
ず
。 

心
の
至
誠
久
し
く
な
ん
ぞ
寃え

ん

鬱う
つ

（
九
七
）
。 

 
 

之
を
銘
辞

め

い

じ

（
九
八
）

に
直
し
、
衆

し
ゅ
う

思
始
め
て
達
す
。 

 
 

国
既
に
能
く
為
す
な
し
。
家
実
に
施
設

（
九
九
）

有
り
。 

爰
に
俊
乂

し
ゅ
ん
が
い

を
陟の

ぼ

せ
（
一
〇
〇
） 

爰
に
饕
餮

と
う
て
つ

を
黜

ち
ゅ
っ

す
（
一
〇
一
）
。 

 
 

維こ

れ
文
、
維
れ
武
、
百
度

ひ
ゃ
く
ど

倶
に
秩
す

（
一
〇
二
）
。 

 
 

苟
い
や
し

く
も
能
く
為
せ
ば
、
豈あ

に

に
藤
薜

と
う
へ
い

に
鄙
せ
ん

（
一
〇
三
）

や
。 

 
 

政
教
周
被

せ
い
き
ょ
う
し
ゅ
う
ひ

（
一
〇
四
）
。

長
と
こ
し
え

に
芳
烈

ほ
う
れ
つ

（
一
〇
五
）

を
仰
ぐ
。 

 
 

 

明
治
十
六
年
十
一
月 

従
三
位 

松
平
確
堂

（
一
〇
六
）

篆
額

（
一
〇
七
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

旧
佐
倉
藩
執
政 

佐
治
延
年

（
一
〇
八
）

書 

銘
文
に
記
す 

そ
れ
（
公
が
為
そ
う
と
し
た
開
国
交
渉
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
。 

（
当
時
の
世
は
）
ど
う
し
て
力
を
出
し
て
こ
れ
に
食
い
込
も
う
と
す
る
の
か
。 

そ
れ
を
阻
ん
で
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

心
変
わ
り
、
そ
の
轍
（
公
の
為
そ
う
と
し
た
こ
と
）
を
た
ど
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。 

風
吹
き
土
降
り
天
地
は
暗
く
、
白
黒
の
分
別
が
つ
か
な
い
。 

汚
れ
な
い
真
心
は
久
し
く
、
無
実
の
罪
を
被
り
心
は
晴
れ
な
い
。 

こ
れ
を
碑
文
に
よ
っ
て
真
の
姿
に
直
し
、
人
々
は
初
め
て
思
い
さ
と
る
。 

国
は
既
に
為
す
す
べ
も
な
く
、
故
郷
の
佐
倉
に
こ
れ
を
為
す
計
略
が
あ
る
。 

こ
こ
に
優
れ
た
人
材
を
登
用
し
、 

こ
こ
に
金
銭
や
飲
食
を
む
さ
ぼ
る
も
の
を
退
け
、 

文
武
を
重
ん
じ
、
多
く
の
制
度
を
秩
序
よ
く
整
え
た
。 

も
し
公
が
為
そ
う
と
し
た
開
国
交
渉
が
邪
魔
さ
れ
ず
為
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、 

ど
う
し
て
藤
の
つ
る
の
如
く
お
ち
ぶ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。 

公
の
仁
政
と
教
え
は
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
っ
た
。 

と
こ
し
え
に
輝
か
し
い
そ
の
功
績
を
敬
う
。 

 
 

 明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
一
月 

 
 

 

従
三
位 

松
平
確
堂 

篆
額  

 
 

 
 

 
 

 

旧
佐
倉
藩
執
政 

佐
治
延
年 

書 
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【
註
釈
】 

 
（
一
）
追つ

い

遠え
ん 

遠
き
を
思
い
祖
先
を
尊
び
祭
る
こ
と
。 

（
二
）
平
野
重
久 

正
睦
・
正
倫
に
仕
え
た
佐
倉
藩
重
臣
の
一
人
。
平
野
重
美
の
子
で

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
十
二
月
に
家
督
を
相
続
。
成
徳
書
院
教
授
、
総
裁

を
務
め
、
開
国
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
正
睦
を
支
え
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六

四
）
の
天
狗
党
の
乱
の
際
に
は
佐
倉
藩
兵
を
率
い
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
。
正

倫
が
徳
川
慶
喜
の
助
命
嘆
願
の
た
め
に
上
京
中
は
佐
倉
の
留
守
を
預
か
っ
た
。

明
治
二
年
（
一
八
六
八
）
の
版
籍
奉
還
後
、
佐
倉
藩
大
参
事
を
務
め
た
。
そ
の

後
は
佐
倉
藩
史
の
編
さ
ん
事
業
に
携
わ
り
『
佐
倉
藩
雑
史
』
全
十
三
巻
を
ま
と

め
た
。
こ
の
碑
の
撰
文
を
終
え
た
一
か
月
後
の
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十

二
月
に
死
去
。 

（
三
）
海
禁

か
い
き
ん 

徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策
を
さ
す
。
も
と
も
と
は
中
国
・
朝
鮮
で
一
般
の

人
々
の
私
的
な
海
外
渡
航
や
海
上
貿
易
を
禁
止
し
た
政
策
。
特
に
明
・
清
代
の

政
策
が
知
ら
れ
る
。 

（
四
）
殊
邦

し
ゅ
ほ
う 

よ
そ
の
国
。
外
国
。 

（
五
）
和
好

わ

こ

う 

仲
良
く
す
る
こ
と
。
平
和
友
好
。 

（
六
）
文
明
公 

堀
田
正
睦
の

諡
お
く
り
な

。
死
者
生
前
の
行
跡
に
よ
っ
て
名
づ
け
る
追
号
。 

（
七
）
国
に
当
る 

国
政
の
権
力
・
実
権
を
握
る
。 

（
八
）
法
度

は

っ

と 

お
き
て
。
禁
制
。
禁
令
。 

（
九
）
旧
汗

き
ゅ
う
か
ん 

古
い
君
主
の
号
令
。
幕
府
の
旧
令
。 

（
一
〇
）
洞ど

う

観か
ん 

深
く
見
ぬ
き
見
通
す
。 

（
一
一
）
時
俗
駭

じ

ぞ
く
が

い

異い 

当
時
の
民
衆
は
驚
き
あ
や
し
む
。 

（
一
二
）
狂
喙
瞽

き
ょ
う
こ
か
い

を
張
る 

愚
か
し
く
周
囲
の
事
情
を
考
え
ず
向
う
み
ず
の
言
動
を
盛

に
す
る
。 

（
一
三
）
麤
獷

そ

こ

う

気
を
鼓こ

す 

荒
々
し
く
暴
悪
な
気
勢
を
あ
ふ
る
。 

（
一
四
）
搏
撃

は
く
げ
き 

う
ち
ひ
じ
く
。
せ
め
つ
け
る
、
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
。 

（
一
五
）
追
褒

つ
い
ほ
う 

死
者
に
対
し
て
あ
と
か
ら
褒
称
す
る
。 

（
一
六
）
誣ぶ

を
伸の

ば

す 

事
実
の
虚
構
を
正
す
。 

（
一
七
）
暴ぼ

う

白は
く 

あ
か
ら
さ
ま
に
さ
ら
け
だ
す
。 

（
一
八
）
美
利
堅

め

り

け

ん

大
統
領 

当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
・
ミ
ラ
ー
ド
・
フ
ィ
ル
モ
ア

（
一
八
〇
〇
～
七
四
）
の
こ
と
。 

（
一
九
）
水
師
提
督
彼
理

ペ

リ

ー 

東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
・
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
（
一
七
九

四
～
一
八
五
八
）
の
こ
と
。
一
八
五
二
年
、
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
と
な
り

フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
親
書
を
携
え
軍
艦
四
隻
を
率
い
て
嘉
永
六
年
（
一
八

五
三
）
に
浦
賀
に
来
航
。
再
来
を
表
明
し
て
退
去
し
、
翌
年
軍
艦
七
隻
を
率

い
て
再
度
来
航
。
江
戸
湾
深
く
に
航
行
し
て
幕
府
に
圧
力
を
か
け
た
。
横
浜

で
会
談
を
行
い
、
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
た
。
翌
年
、
東
イ
ン
ド
艦
隊
司

令
官
を
退
任
。
晩
年
は
日
本
遠
征
記
な
ど
の
出
版
に
注
力
し
、
一
八
五
八
年

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
死
去
。 

（
二
〇
）
承

じ
ょ
う

平へ
い 

平
和
と
繁
栄
。 

（
二
一
）
開か

い

納の
う 

塞う
さ

ぎ
妨
け
る
こ
と
な
く
と
り
い
れ
る
。 

（
二
二
）
溜
間

た
ま
り
の
ま 

江
戸
城
に
お
け
る
大
名
の
控
え
の
間
の
一
つ
。
大
名
の
類
別
の
一

つ
と
し
て
、
諸
大
名
が
江
戸
城
に
登
城
し
て
き
た
際
に
控
え
る
部
屋
の
別
が
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あ
っ
た
。
溜
間
に
詰
め
る
大
名
は
、
家
門
の
一
部
と
特
別
の
譜
代
大
名
な
ど

か
ら
選
ば
れ
、
老
中
と
政
務
の
討
議
を
行
い
、
直
接
将
軍
に
意
見
を
上
申
す

る
資
格
が
あ
っ
た
。 

（
二
三
）
行
人

こ
う
じ
ん

范
利
斯

ハ

リ

ス 

行
人

こ
う
じ
ん

は
国
外
へ
の
使
節
を

掌
つ
か
さ
ど

り
、
又
賓
客
の
接
待
役
の
官

職
の
こ
と
。
范
利
斯

ハ

リ

ス

は
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
を
務
め
た
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ

リ
ス
（
一
八
〇
四
～
七
八
）
の
こ
と
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
商
人
出
身
で
、
中

国
・
東
南
ア
ジ
ア
で
貿
易
に
従
事
し
た
。
ペ
リ
ー
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
日
本

で
の
ポ
ス
ト
を
熱
望
し
、
日
米
和
親
条
約
の
締
結
後
、
一
八
五
五
年
に
初
代

駐
日
総
領
事
に
任
命
さ
れ
た
。
翌
年
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
書
記
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン

を
伴
い
着
任
し
下
田
に
領
事
館
を
構
え
た
。
堀
田
正
睦
と
日
米
修
好
通
商
条

約
の
締
結
交
渉
を
行
い
、
一
八
五
七
年
に
は
十
三
代
将
軍
・
家
定
に
謁
見
し

て
い
る
。
条
約
は
、
翌
年
大
老
と
な
っ
た
井
伊
直
弼
が
調
印
に
踏
み
切
っ

た
。
こ
の
翌
年
か
ら
江
戸
元
麻
布
の
善
福
寺
に
ア
メ
リ
カ
公
使
と
し
て
着
任

し
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
帰
国
。 

（
二
四
）
上
帝

じ
ょ
う
て
い 

天
の
神
、
天
帝
、
君
、
君
主
、
王
者
。 

（
二
五
）
一
視
同
仁

い
っ
し
ど
う
じ
ん 

す
べ
て
の
人
を
差
別
せ
ず
、
平
等
に
見
て
仁
愛
を
施
す
こ
と 

（
二
六
）
四
海
兄
弟 

世
界
中
の
人
々
は
す
べ
て
兄
弟
の
よ
う
に
親
し
く
し
、
愛
し
合

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

（
二
七
）
互ご

市し 

相
互
に
貨
物
を
交
換
し
あ
う
。
貿
易
。 

（
二
八
）
入

に
ゅ
う

見け
ん 

参
内
し
て
拝
謁
す
る
。
こ
こ
で
は
幕
府
将
軍
に
謁
見
す
る
こ
と
。 

（
二
九
）
章

し
ょ
う

程て
い 

お
き
て
、
規
則
、
法
度
。
規
定
の
箇
条
書
き
の
こ
と
。 

 
 

 

（
三
〇
）
水み

戸と

前
さ
き
の

中
ち
ゅ
う

納な

言ご
ん 

当
時
の
水
戸
藩
主
徳
川
斉な

り

昭あ
き

（
一
八
〇
〇
～
六
〇
）
の

こ
と
。
十
五
代
将
軍
慶
喜
の
父
。
条
約
勅
許
、
将
軍
継
嗣
問
題
で
井
伊
直
弼

と
対
立
し
、
安
政
の
大
獄
で
永
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
、
病
死
し
た
。 

（
三
一
）
土
佐
守
山
内
豊
信 

幕
末
の
土
佐
藩
主
。
将
軍
継
嗣
問
題
で
は
一
橋
派
に
属

し
、
安
政
の
大
獄
で
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
。
井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
の
変
で

暗
殺
さ
れ
た
後
に
復
権
し
た
。 

（
三
二
）
夸こ

言げ
ん 

誇
張
し
て
言
う
こ
と
。 

（
三
三
）
横お

う

議ぎ 

気
ま
ま
勝
手
な
議
論
。 

（
三
四
）
九
条

く
じ
ょ
う

関
白

か
ん
ぱ
く 

当
時
の
関
白
九
条
尚ひ

さ

忠た
だ

（
一
七
九
八
～
一
八
七
一
）
の
こ
と
。

条
約
の
勅
許
や
和
宮
降
嫁
の
実
現
に
努
め
た
。 

（
三
五
）
上

じ
ょ
う

疏そ 

君
主
又
は
貴
顕
に
対
し
て
、
意
見
を
文
書
で
奉
る
こ
と
。 

（
三
六
）
雄ゆ

う

峙じ 

傑
出
し
た
国
、
又
は
人
物
が
互
い
に
勢
力
を
張
り
合
う
。
こ
こ
で
は

国
の
対
立
を
さ
す
。 

（
三
七
）
漢
土
の
春

秋

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

戦
国

せ
ん
ご
く 

中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
の
こ
と
。
前
七
七
〇
年
か
ら

秦
が
統
一
す
る
前
二
二
一
年
ま
で
の
時
代
を
い
う  

（
三
八
）
我
邦
の
足
利
氏
末
年 

室
町
時
代
の
末
、
戦
国
時
代
の
こ
と
。 

（
三
九
）
寇
讐

こ
う
し
ゅ
う 

寇
は
侵
入
し
て
あ
だ
す
る
賊
。
讐
は
讎

か
た
き

。 

（
四
〇
）
羹
合

こ
う
ご
う 

調
和
す
る
、
和
合
す
る
こ
と
。 

（
四
一
）
糜び

沸ふ
つ 

粥
の
煮
え
た
つ
如
く
乱
れ
さ
わ
ぐ
こ
と
。 

（
四
二
）
相
讐

そ
う
し
ゅ
う 

互
い
に
か
た
き
と
す
る
こ
と
。 

（
四
三
）
徳
醜

と
く
し
ゅ
う 

道
徳
と
憎
し
み
と
。 

（
四
四
）
均
適

き
ん
て
き

の
礼
に
循

し
た
が

ひ 

全
て
の
人
に
対
し
て
公
平
な
礼
儀
な
規
範
に
従
う
こ

と
。
誰
に
対
し
て
も
平
等
に
礼
儀
を
尽
く
す
こ
と
。 
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（
四
五
）
使し

聘へ
い

問も
ん

遣け
ん 

使
聘
は
使
者
を
派
遣
し
て
訪
問
さ
せ
る
こ
と
。
問
遣
は
相
互
に

使
節
を
遣つ

か

わ
し
て
問
わ
し
め
る
こ
と
。 

（
四
六
）
監
史

か

ん

し

箚
駐

さ
っ
ち
ゅ
う 

監
史
は
酒
宴
を
担
当
す
る
役
人
の
こ
と
。
箚
駐
は
官
吏
・
役

人
が
職
務
上
そ
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
。 

（
四
七
）
効こ

う

功こ
う 

効
果
・
功
績 

（
四
八
）
神
州
剖
判

し
ん
し
ゅ
う
ぼ
う
は
ん 

神
州
は
日
本
の
尊
称
。
剖
判
は
物
が
わ
か
れ
る
こ
と
。
天
地

が
わ
か
れ
日
本
が
誕
生
し
て
以
来
。 

（
四
九
）
朝

ち
ょ
う

秦
夕
漢

し
ん
せ
き
か
ん 

朝
に
は
秦
の
王
朝
、
夕
に
は
漢
の
王
朝
。
中
国
で
は
王
朝
が
様
々

に
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
世
の
変
化
が
非
常
に
多
い
さ
ま
を
さ
す
。 

（
五
〇
）
辞じ

気き

懇こ
ん

惻そ
く 

言
葉
の
気
勢
、
言
葉
遣
い
が
丁
寧
で
あ
わ
れ
み
深
い
こ
と
。 

（
五
一
）
聖
聴

せ
い
ち
ょ
う 

天
子
、
天
皇
の
お
耳
に
入
る
こ
と
。 

（
五
二
）
伝
秦
官

て
ん
そ
う
か
ん 

取
次
い
で
奏
聞

そ
う
も
ん

（
上
秦
）
す
る
官
職
。
武
士
の
秦
事
を
取
り
つ
ぎ

す
る
朝
廷
の
官
職
。 

（
五
三
）
幾き

海
馬
頭

か

い

ば
と

う 

幾
海
は
枢
要
な
海
。
馬
頭
は
船
着
場
、
波
止
場
。 

（
五
四
）
厚
賜

こ

う

し 

手
厚
い
贈
り
物
。 

（
五
五
）
儲
弐

ち

ょ

じ 

皇
太
子
、
世
継
ぎ
、
跡
継
ぎ
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
将
軍
の
継
嗣
。 

（
五
六
）
一
橋

ひ
と
つ
ば
し

刑
部

き
ょ
う
ぶ

卿
き
ょ
う 

十
五
代
将
軍
慶
喜
（
一
八
三
七
～
一
九
一
三
）
の
執
任
前

の
官
名
。
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
の
第
七
子
で
一
橋
家
を
継
ぎ
、
後
に
宗
家
を

継
い
で
将
軍
と
な
っ
た
。 

（
五
七
）
建
儲

け
ん
ち
ょ 

本
来
は
皇
太
子
を
立
て
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
将
軍
の
あ
と
つ
ぎ
を
立

て
る
こ
と
。 

（
五
八
）
祖
宗
の
法
度 

祖
先
が
定
め
た
法
や
規
範
。
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
た
伝
統

や
規
則
を
尊
重
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
。
祖
宗
は
君
主
の
始
祖
と
中
興
の

祖
、
ま
た
は
ひ
ろ
く
歴
代
の
君
主
や
あ
る
系
統
を
伝
え
る
人
の
称
の
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
井
伊
直
弼
が
将
軍
継
嗣
問
題
に
お
い
て
、
紀
伊
の
徳
川
慶
福

（
の
ち
の
家
茂
）
を
推
す
に
あ
た
り
、
将
軍
の
地
位
は
先
祖
か
ら
受
け
継
が

れ
た
伝
統
を
重
ん
じ
た
こ
と
、
つ
ま
り
将
軍
家
の
血
統
・
家
柄
を
重
視
す
る

こ
と
を
唱
え
た
こ
と
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
五
九
）
紀
伊

き

い

公
子

こ

う

し 

当
時
の
紀
州
藩
主
徳
川
慶
福
（
一
八
四
六
～
六
六
）
の
こ
と
。

十
三
代
将
軍
家
定
に
子
が
な
く
、
こ
の
難
局
に
あ
っ
て
将
軍
継
嗣
の
決
定
は

政
治
的
対
立
を
生
ん
だ
。
家
定
に
近
い
血
統
（
従
弟
）
で
あ
っ
た
慶
福
は
井

伊
直
弼
ら
に
推
さ
れ
十
四
代
将
軍
と
な
り
家
茂
と
名
を
改
め
た
。 

（
六
〇
）
衆

し
ゅ
う

附
和

ふ

わ 

衆
は
幕
府
の
閣
議
に
列
す
る
諸
侯
。
附
和
は
付
和
雷
同
、
自
分

の
定
見
な
く
軽
々
し
く
他
人
の
説
に
従
う
。 

（
六
一
）
輯
諾

し
ゅ
う
だ
く 

や
わ
ら
ぎ
受
け
が
う
こ
と
。 

（
六
二
）
帝て

い

鑑か
ん

之の

間ま 

江
戸
城
中
の
大
名
の
詰
所

つ
め
し
ょ

の
一
つ
。
格
式
は
溜
間

た
ま
り
の
ま

の
次
で
、

松
平
の
庶
流
諸
家
、
有
力
な
譜
代
大
名
が
詰つ

め
た
。 

（
六
三
）
致
仕

ち

し 

官
職
を
辞
し
て
隠
居
す
る
。 

（
六
四
）
倉
卒

そ
う
そ
つ 

慌
た
だ
し
い
こ
と
。
慌
て
て
急
ぐ
こ
と
。
こ
こ
で
は
正
睦
が
急
い
で

外
交
を
進
め
た
（
と
さ
れ
る
）
こ
と
を
さ
す
。 

（
六
五
）
英
吉
利

い

ぎ

り

す

と
郤げ

き

を
生
ず 

郤
を
生
ず
と
は
、
不
和
を
生
ず
る
、
仲
た
が
い
を
す

る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
尊
王
攘
夷
の
高
ま
り
か
ら
薩
摩
藩
士
が
イ
ギ
リ
ス
人

を
殺
傷
し
た
生
麦
事
件
、
薩
摩
藩
と
イ
ギ
リ
ス
が
鹿
児
島
湾
で
武
力
衝
突
し

た
薩
英
戦
争
に
至
っ
た
こ
と
を
さ
す
。 
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（
六
六
）
屏
居

へ
い
き
ょ 

世
を
退
い
て
隠
居
す
る
こ
と
。 

（
六
七
）
格
沮

か
く
し
ょ 

お
さ
え
と
ど
め
、
は
ば
む 

（
六
八
）
頃
者

け
い
し
ゃ 

こ
の
ご
ろ
、
ち
か
ご
ろ
。 

（
六
九
）
士
庶

し

し

ょ 

侍
と
平
民
と
。
一
般
の
人
民
。 

（
七
〇
）
不
矜
公

ふ
き
ょ
う
こ
う 

堀
田
正
俊
（
一
六
三
四
～
八
四
）
の
こ
と
。
三
代
将
軍
徳
川
家
光

に
仕
え
老
中
・
佐
倉
藩
主
を
務
め
た
堀
田
正
盛
の
三
男
。
慶
安
四
年
（
一
六

五
一
）
に
家
光
の
死
去
に
際
し
て
正
盛
が
殉
死
す
る
と
、
遺
領
を
分
与
さ
れ

一
万
三
千
石
の
下
総
守
谷
藩
主
と
な
っ
た
。
四
代
将
軍
家
綱
の
時
代
に
順
調

に
昇
進
し
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
加
増
さ
れ
上
野
安
中
藩
主
二
万
石

を
与
え
ら
れ
た
。
家
綱
の
死
後
、
綱
吉
の
擁
立
に
尽
く
し
綱
吉
が
将
軍
と
な

る
と
大
老
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）、
江
戸
城
内

で
稲
葉
正
休
に
刺
殺
さ
れ
た
。
彼
の
子
孫
で
あ
る
正
亮
が
延
享
三
年
（
一
七

四
六
）
に
佐
倉
藩
主
と
な
っ
て
以
降
は
、
幕
末
ま
で
堀
田
氏
が
藩
主
を
務
め

た
。
墓
所
は
浅
草
の
金
蔵
寺
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に

佐
倉
の
甚
大
寺
に
移
さ
れ
、
同
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）、
正
睦
・
正
倫
の

墓
所
と
あ
わ
せ
て
千
葉
県
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。 

（
七
一
）
自
性

じ
し
ょ
う

公 

堀
田
正
時
（
一
七
六
一
～
一
八
一
一
）
の
こ
と
。
堀
田
正
亮
の
九

男
で
正
睦
の
父
。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
兄
の
正
順
の
死
後
、
正
順
の

長
男
・
正
功
が
既
に
早
世
し
て
い
た
た
め
、
佐
倉
藩
主
と
な
っ
た
。
佐
倉
学

問
所
を
温
故
堂
と
改
称
し
た
。 

（
七
二
）
謙
良

け
ん
り
ょ
う

公 

堀
田
正
愛

ま
さ
ち
か

（
一
七
九
九
～
一
八
二
五
）
の
こ
と
。
堀
田
正
功
の

長
男
。
正
功
は
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
早
世
し
た
た
め
、
先
に
叔
父
の

正
時
が
藩
主
と
な
り
、
正
時
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
亡
く
な
る
と
家

督
を
継
い
だ
。
彼
の
代
に
は
佐
倉
城
の
天
守
が
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
り
、

多
額
の
借
金
に
悩
ま
さ
れ
た
り
苦
境
が
続
い
た
。 

（
七
三
）
旧
封

き
ゅ
う
ふ
う

を
襲
う 

旧
領
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
。 

（
七
四
）
西
城 

江
戸
城
西
の
丸
。
本
丸
の
西
の
一
郭
で
将
軍
の
世
子
の
居
所
、
将
軍

の
隠
居
所
。 

（
七
五
）
太
子

た

い

し

を
傅ふ

し 

天
位
の
継
承
者
た
る
皇
子
の
付
き
添
い
役
。
幕
府
で
は
将
軍

を
君
主
と
し
、
そ
の
世
嗣
を
太
子
と
尊
称
し
た
。 

（
七
六
）
溜
間

た
ま
り
の
ま

格 

老
中
を
退
任
し
た
大
名
が
前
官
礼
遇
の
形
で
一
代
に
限
り
溜
間

の
末
席
に
詰
め
る
こ
と
。 

（
七
七
）
文
恭 

、
慎
徳 

、
温
恭 

文
恭
は
十
一
代
将
軍
、
徳
川
家
斉
（
一
七
七
三
～

一
八
四
一
）
の
諡
。
慎
徳
は
十
二
代
将
軍
、
徳
川
家
慶
（
一
七
九
三
～
一
八

五
三
）
の
諡
。
温
恭
は
十
三
代
将
軍
、
徳
川
家
定
（
一
八
二
四
～
一
八
五

八
）
の
諡
を
さ
す
。 

（
七
八
）
賚
賜

ら

い

し 

た
ま
わ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
も
の
。 

（
七
九
）
先
時

せ

ん

じ 

さ
き
の
時
代
。
こ
こ
で
は
、
堀
田
正
睦
の
先
代
の
頃
。 

（
八
〇
）
淫
耽

い
ん
た
ん 

淫
欲
に
ふ
け
る
。
淫
ら
な
行
い
に
耽
る
。 

（
八
一
）
黜

陟

ち
ゅ
っ
ち
ょ
く 

あ
る
者
の
官
位
を
退
け
、
代
わ
り
の
者
の
登
用
を
進
め
る
こ
と
。 

（
八
二
）
贈
遣

そ
う
け
ん 

財
物
を
贈
り
遣
る
。 

（
八
三
）
翕
然

き
ゅ
う
ぜ
ん 

あ
つ
ま
り
合
う
さ
ま
。 

（
八
四
）
成
徳

せ
い
と
く

書
院

し
ょ
い
ん 

正
睦
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
た
佐
倉
藩
藩
校
の
こ
と
。
佐
倉
城
大

手
門
外
、
現
在
の
佐
倉
市
民
体
育
館
の
辺
り
に
置
か
れ
た
。 
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（
八
五
）
聖

廟

せ
い
び
ょ
う 

孔
子
を
祀
っ
た
祠
堂 

（
八
六
）
春

秋

釈

奠

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う
し
ゃ
く
て
ん 

春
秋
の
季
節
に
、
孔
子
の
神
位
に
供
物
を
さ
さ
げ
て
祭
る

こ
と
。 

（
八
七
）
社
倉

し
ゃ
そ
う 

飢
饉
救
助
の
目
的
に
設
け
た
倉
庫
。 

（
八
八
）
一い

っ

境
き
ょ
う

餓が

殍ふ

な
し 

佐
倉
藩
領
一
帯
で
は
餓
死
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。 

（
八
九
）
子
を
生
み
多
く
挙
げ
ず 

困
窮
の
た
め
生
ま
れ
た
子
を
多
く
育
て
な
い
間
引

き
の
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
。 

（
九
〇
）
養
老
の
典 

年
長
者
や
高
齢
者
を
敬
い
、
世
話
を
す
る
た
め
の
制
度
や
規
範

を
指
す
。 

（
九
一
）
引
痘

い
ん
と
う

の

施
ほ
ど
こ
し 

天
然
痘
予
防
の
た
め
の
種
痘
接
種
を
実
施
し
た
。 

（
九
二
）
欣
戴

き
ん
た
い 

よ
ろ
こ
び
推
し
戴
く
こ
と
。 

（
九
三
）
正
倫

ま
さ
と
も 

堀
田
正
倫
（
一
八
五
一
～
一
九
一
一
）
の
こ
と
。
堀
田
正
睦
の
四
男

男
と
し
て
江
戸
で
生
ま
れ
る
。
兄
た
ち
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
嫡
子
と

な
り
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
、
正
睦
の
隠
居
に
と
も
な
い
幼
く
し
て
家

督
を
継
い
だ
。
維
新
後
は
藩
知
事
と
な
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃

藩
置
県
に
よ
り
、
佐
倉
を
離
れ
東
京
に
移
住
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

に
伯
爵
に
叙
さ
れ
る
。
明
治
二
十
年
に
宮
内
省
よ
り
華
族
の
地
方
移
住
が
認

可
さ
れ
る
と
、
旧
領
地
の
佐
倉
に
戻
り
、
農
業
・
教
育
の
振
興
に
尽
く
す
こ

と
を
決
意
。
明
治
二
十
三
年
、
佐
倉
に
邸
宅
（
現
在
の
旧
堀
田
邸
・
庭
園
）

を
構
え
た
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
は
千
葉
県
に
先
立
ち
、
堀
田
家

農
事
試
験
場
を
設
立
し
た
。
さ
ら
に
藩
校
の
流
れ
を
く
む
佐
倉
中
学
校

（
現
・
佐
倉
高
等
学
校
）
へ
の
多
額
の
寄
付
・
支
援
を
行
っ
た
。
明
治
四
十

四
年(

一
九
一
一)

、
死
去
。
墓
所
は
佐
倉
市
新
町
の
甚
大
寺
。 

（
九
四
）
顕 

正
睦
の
五
男
、
正
倫
の
弟
の
堀
田
正ま

さ

顕あ
き

の
こ
と
。
福
澤
諭
吉
に
学
び
、

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
六
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
。
明
治
八
年
に

若
く
し
て
病
没
し
て
い
る
。 

（
九
五
）
翻ほ

ん

覆ぷ
く 

ひ
っ
く
り
か
え
る
。
裏
返
し
に
な
る
こ
と
。
転
じ
て
、
変
わ
り
や
す

い
こ
と
や
変
化
の
激
し
い
こ
と
。 

（
九
六
）
天
地
風
霾

て
ん
ち
ふ
う
ば
い 

風
吹
き
土
降
り
天
地
が
暗
い
こ
と
。 

（
九
七
）
寃え

ん

鬱う
つ 

無
実
の
罪
を
被
り
心
が
晴
れ
な
い
さ
ま
。 

（
九
八
）
銘
辞

め

い

じ

に
直
し 

銘
文
や
碑
文
に
よ
っ
て
真
の
姿
に
直
す
。 

（
九
九
）
施
設 

計
画
、
策
略
な
ど
を
立
て
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
計
画
。 

（
一
〇
〇
）
俊
乂

し
ゅ
ん
が
い

を
陟の

ぼ

せ 

優
れ
た
人
材
を
登
用
し
高
い
位
に
つ
か
せ
る
。 

（
一
〇
一
）
饕
餮

と
う
て
つ

を
黜

ち
ゅ
っ

す 

金
銭
や
飲
食
な
ど
を
む
さ
ぼ
る
者
を
退
け
放
逐
す
る
。 

（
一
〇
二
）
百
度

ひ
ゃ
く
ど

倶
に
秩
す 

多
く
の
制
度
を
秩
序
よ
く
す
る
。 

（
一
〇
三
）
藤
薜

と
う
へ
い

に
鄙
せ
ん 

藤
の
木
の
つ
る
の
如
く
お
ち
ぶ
れ
る
こ
と
。 

（
一
〇
四
）
政
教
周
被

せ
い
き
ょ
う
し
ゅ
う
ひ 

政
治
と
教
育
が
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
。 

（
一
〇
五
）
芳
烈

ほ
う
れ
つ 

義
を
守
る
心
が
極
め
て
強
い
こ
と
。
立
派
な
手
柄
。 

（
一
〇
六
）
松
平
確
堂 

松
平
斉な

り

民た
み

（
一
八
一
四
～
九
一
）
の
こ
と
。
津
山
藩
主
を
務

め
た
江
戸
時
代
後
期
の
大
名
。
十
一
代
将
軍
・
家
斉
の
十
五
男
。
確
堂
は

号
。 

（
一
〇
七
）
篆て

ん

額が
く 

石
碑
な
ど
の
上
部
に
篆
文
で
書
い
た
題
字 

（
一
〇
八
）
佐
治

さ

じ

延
年

の
ぶ
と
し 

正
睦
・
正
倫
に
仕
え
た
佐
倉
藩
重
臣
の
一
人
。
佐
治
茂
右
衛

門
延
齢
の
子
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）、
父
の
死
去
に
よ
り
当
主
と
な
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り
五
百
石
を
受
け
継
ぐ
。
側
用
人
、
学
問
奉
行
、
年
寄
役
な
ど
を
務
め

た
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
徳
川
慶
喜
助
命
嘆
願
の
た
め
正
倫
と
共

に
上
京
し
て
い
る
。
佐
治
延
済
（
の
ち
済
）
は
弟
で
文
久
三
年
（
一
八
六

三
）
に
延
年
の
養
子
と
な
り
跡
を
継
い
だ
。
明
治
期
の
堀
田
家
の
家
令
を

務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。 

                

                    

（
令
和
七
年
一
月 

佐
倉
市
魅
力
推
進
部
文
化
課
作
成
） 


