
この人に聞く

歴
史
学
者
山
内
昌
之
氏
の
大
著

『将
軍
の
世
紀
』
が
本
年
４
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
関
ケ

原
合
戦
か
ら
幕
末
ま
で
の
政
治
中
枢
の
姿
が
、
圧
倒
的
な
臨
場
感
で
描
か
れ
て
い
る
。

１０
年
近
い
歳
月
を
か
け
て
著
さ
れ
た
、
江
戸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
の

一
端
を
著

者
に
聞
い
た
。

世
界
史
的
な
政
治
家
　
徳
川
家
康

尾
張
と
三
河
が
生
ん
だ
三
偉
人

信
長
、
秀
吉
、
家
康
は
、
軍
人
と
し

て
も
政
治
家
と
し
て
も
日
本
史
屈
指
の

人
物
で
す
。
こ
の
３
人
の
う
ち
断
然
人

気
が
あ
る
の
は
信
長
で
す
ね
。
次
が
秀

吉
、
そ
し
て
家
康
。
信
長
は
恰
好
が
良

い
し
、
秀
吉
に
は
知
恵
が
あ
る
。

し
か
し
、
政
治
家
と
し
て
も

っ
と
も

必
要
な
条
件
を
持

っ
て
い
た
人
物
は
家

康
で
す
。
忍
耐
力
と
説
得
力
、
陰
謀
に

あ
ら
ざ
る
戦
略
的
な
手
法
で
人
々
を

ま
と
め
る
力
。
長
期
的
な
視
野
と
戦

略
性
。
そ
れ
も

一
世
代
限
り
の
戦
略
性

や
徳
川
家
だ
け
の
戦
略
性
で
は
な
い
。

日
本
が
中
世
か
ら
抜
け
出
し
て
近
世
に

向

っ
て
い
く
時
に
、
ど
う
い
う
国
で
あ

る
べ
き
か
は
っ
き
り
し
た
ビ
ジ

ョ
ン
を

持

っ
て
い
ま
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
、
戦
略
論
、
軍

事
論
、
政
治
外
交
論
等
、
我
々
は
彼
か

ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
戦
国
期
に
生
き
な
が
ら
、
憎

悪
や
恨
み
、
復
讐
心
を
し
っ
か
り
と
抑

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
カ
エ
サ
ル

や
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
比
べ
て
も
決
し
て
劣

ら
ず
、
類
ま
れ
な
才
能
と
資
質
で
す
。

今
川
時
代
の
基
礎
的
訓
練

家
康
は
、
実
は
大
変
な
教
養
人
で
し

た
。
茶
の
湯
や
華
道
、
詩
文
な
ど
も
身

に
付
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
ら
教

養
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
は
な
く
、
趣
味

に
淫
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

今
川
義
元
の
も
と
に
い
た
時
は
、
大

原
雪
斎
か
ら
教
え
を
受
け
て
い
ま
す
。

忍
耐
力
と
教
養
、
そ
し
て
学
問
。
武
将
、

大
名
と
な

っ
て
い
く
う
え
で
の
基
礎
的

訓
練
を
受
け
た
の
で
す
。

この人に聞く

家康公像

家
康
の
器
量
が
発
揮
さ
れ
た
関
ケ
原
合

戦
関
ケ
原
合
戦
で
功
績
を
挙
げ
た
黒
田

長
政
に
は
、
極
秘
の
遺
言
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
ま

す
。
「徳
川
方
の
東
軍
と
は
言
え
、
主

力
は
豊
臣
恩
顧
の
武
将
ば
か
り
。
自
分

や
福
島
正
則
、
加
藤
嘉
明
、
藤
堂
高
虎

ら
が
組
ん
で
西
軍
に
つ
い
て
い
た
ら
、

西
軍
が
容
易
に
勝
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
。

当
時
の
政
情
の
緊
迫
感
を
よ
く
表
し

て
い
ま
す
。

関
ケ
原
合
戦
は
、
武
将
、
大
名
、
政

治
家
と
し
て
の
家
康
の
総
決
算
で
し

た
。
「天
下
統

一
は
内
府
、
家
康
公
な

く
し
て
あ
り
得
な
い
」
。
豊
臣
恩
顧
の

大
名
を
含
め
て
、
か
な
り
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
う
思
わ
せ
る
だ
け
の
家
康

の
器
量

が
、
東
軍
を
勝
利
に
導
き
ま
し
た
。
大

坂
城
か
ら
動
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
西

軍
の
総
大
将
毛
利
輝
元
で
は
比
較
に
な

り
ま
せ
ん
。

1947年生まれ。
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二
重
権
力
を
終
ら
せ
た
大
坂
の
陣

豊
臣
方
の
武
将
片
桐
且
元
は
、
坪
内

逍
遥
の

『桐

一
葉
』
で
有
名
で
す
。
方

広
寺
の
大
仏
開
眼
供
養
を
中
止
さ
せ
ら

れ
た
後
、
徳
川
と
豊
臣
と
の
調
停
に
失

敗
し
た
且
元
は
、
豊
臣
方
の
中
で
難
し

い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

ま
だ
、
権
力
が
完
全
に

一
元
化
さ
れ

ず
、
徳
川
と
豊
臣
の
二
重
権
力
が
存
在

す
る
状
態
は
、
政
治
学
的
に
見
れ
ば
非

常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

仮
に
秀
頼
が
参
勤
交
代
す
る
か
、
淀

殿
を
江
戸
に
人
質
に
出
す
と
い
う
条
件

を
豊
臣
方
が
呑
ん
で
い
た
な
ら
、
二
重

権
力
状
態
が
実
質
的
に
解
消
さ
れ
、
豊

く
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
浸
透
し
て
い
ま

し
た
。
彼
ら
の
最
終
的
な
忠
誠
心
が
ど

こ
に
置
か
れ
る
か
は
決
し
て
小
さ
な
問

題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
の
よ
う
に
、
平
和
で
政
教
分
離

が
成
り
立

っ
て
い
る
時
代
で
あ
れ
ば
、

「信
仰
は
別
と
し
て
、
私
た
ち
は
日
本

人
で
す
か
ら
日
本
の
領
主
様
に
従
い
ま

す
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
世

界
史
的
に
は
決
し
て
平
和
な
時
代
で
は

な
く
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
、
世
俗
の
君

主
た
ち
に
も
非
常
に
大
き
な
指
揮
権
と

臣
家
は
存
続
で
き
た
で
し
ょ
う
。

家
康
と
秀
忠
の
間
に
は
、
そ
う
し
た

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ

っ
た
と
思
い
ま

す
。
千
姫
を
豊
臣
秀
頼
の
も
と
に
嫁
が

せ
て
、
秀
頼
を
秀
忠
の
娘
婿
に
し
た
の

で
す
か
ら
。

加
賀
の
前
田
と
全
く
同
じ
構
図
で

す
。
課
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
前
田

利
長
は
、
母
を
人
質
に
差
し
出
し
、
秀

忠
の
娘

（千
姫
の
妹
）
を
前
田
家
に
迎

え
ま
し
た
。
前
田
家
は
、
御
三
家
と
同

格
の
扱
い
で
存
続
を
許
さ
れ
た
。
豊
臣

家
も
徳
川
格
別
の
家
と
し
て
優
遇
さ
れ

て
残

っ
た
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
淀
殿
は
和
睦
の
条
件
を
受

け
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

秀
頼
単
独
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
る
余

地
は
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
と
言

っ

て
も
、
秀
頼
は
現
実
の
力
関
係
を
知

っ

て
い
た
で
し
ょ
う
。
豊
臣
恩
顧
の
大
名

と
言

っ
て
も
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
頼

り
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
。

封
建
領
主
に
と

っ
て
大
変
つ
ら
い
選

択
も
、
必
要
と
あ
れ
ば
受
け
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、
家
を
守
る
と

は
そ
う
い
う
覚
悟
だ

っ
た
の
で
す
。

幕
府
の
体
制
を
固
め
た
秀
忠
、
家
光

この人に聞く

除
封
や
改
易
を
断
行
し
た
二
代
将
軍
秀

忠
家
康
の
六
男
で
秀
忠
の
弟
、
松
平
忠

輝
は
伊
達
政
宗
の
娘
婿
で
も
あ
り
ま
し

た
。
忠
輝
と
政
宗
が
組
ん
で
反
逆
を
起

こ
す
の
で
は
な
い
か
。
外
様
大
名
が
加

担
し
て
反
江
戸
連
合
が
作
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
秀
忠
が

一
番
恐
れ
た
構

図
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。
元
和
２
年

（１
６
１
６
）
に
は
、
忠
輝
を
除
封
し

ま
し
た
。

ま
た
、
松
平
忠
直
は
、
家
康
の
次
男

結
城
秀
康
の
長
子
で
す
。
秀
忠
に
と

っ

て
は
甥
。
そ
の
忠
直
が
、
や
は
り
、
本

多
正
純
と
組
ん
で
謀
反
を
起
す
の
で

は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
。
元
和
８
年

（１
６
２
２
）、
本
多
正
純
を
改
易
、
翌

９
年

（１
６
２
３
）
に
は
、
忠
直
を
流

刑
に
処
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
福
島
正
則
や
最
上
義
俊
と

い
っ
た
大
名
も
減
転
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

幕
府
を
守
る
た
め
に
は
、
除
封
や
改

易
が
必
要
だ
と
秀
忠
は
考
え
た
の
で

し
ょ
う
。
せ
っ
か
く
統

一
し
た
天
下
を

ま
た
戦
乱
の
世
上
戻
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
責
任
感
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

三
代
将
軍
家
光
の
外
交
政
策

家
光
は
、
オ
ラ
ン
グ
と
の
交
易
は
認

め
る

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
進

め
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
追
放
し
ま
し

た
。
当
時
の
世
界
情
勢
を
考
え
れ
ば
、

ス
ペ
イ
ン

・
ポ
ル
ト
ガ
ル
帝
国
の
存
在

は
無
視
で
き
な
い
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
も

同
様
で
す
。
中
南
米
や
イ
ン
ド
で
も
宣

教
師
は
植
民
地
化
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。

困

っ
た
こ
と
に
、
日
本
の
中
に
は
大

名
か
ら
商
人
、
農
民
に
至
る
ま
で
幅
広

た
。
そ
し
て
、
第
二
が
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ

の
問
題
で
す
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
通

史
に
書
か
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
う
し
た
社
会
史
的
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
政
治
家
や
人
間
の
理
解
に
は
欠

か
せ
な
い
部
分
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

大阪城

政
治
権
限
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。

大
村
純
忠
が
長
崎
の
土
地
を
イ
エ
ズ

ス
会
に
提
供
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
、
中
国
の
マ
カ
オ
、

現
在
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
も
ポ
ル
ト
ガ
ル

が
植
民
地
の
拠
点
と
し
ま
し
た
。
日
本

も
全
土
と
は
言
わ
ず
と
も
、　
一
部
の
地

域
が
ゴ
ア
や
マ
カ
オ
型
の
植
民
地
と
さ

れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ

っ
た
で
し
ょ

う
。
秀
吉
の
時
に
、
そ
れ
を
未
然
に
拒

否
し
た
。
徳
川
政
権
も
そ
の
点
に
関
し

て
は
忠
実
に
継
承
し
ま
し
た
。

五
代
将
軍
綱
吉
の
多
面
性

柳
沢
吉
保
邸
を
頻
繁
に
訪
れ
た
綱
吉

綱
吉
は
、
寵
臣
や
大
名
の
屋
敷

へ
頻

繁
に

「御
成
」
を
行
い
ま
し
た
。
な
か

で
も
、
側
用
人
の
柳
沢
吉
保
邸

へ
の
御

成
は
実
に
５８
回
と
群
を
抜

い
て
い
ま

す
。
柳
沢
邸
を
訪
れ
た
綱
吉
は
、
家
臣

に
警
護
さ
れ
て
屋
敷
を
抜
け
出
し
、
庭

や
路
地
を
通

っ
て
さ
ら
に
別
の
屋
敷
を

訪
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
御
成
の

御
成
で
す
。

柳
沢
吉
保
は
、
将
軍
の
意
を
受
け
て

容
姿
や
教
養
に
優
れ
た
男
子
を
邸
内
に

抱
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
衆
道
の
相
手

か
否
か
。
断
定
す
る
た
め
の
確
証
を
得

る
こ
と
は
困
難
で
す
。
し
か
し
、
綱
吉

と
吉
保
に
詳
し
い
学
者
は
、
綱
吉
の
男

色
癖
を
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

社
会
史
的
見
方
の
重
要
性

綱
吉
と
い
う
人
間
の
理
解
に
欠
か
せ

な
い
要
素
は
、
第

一
に
彼
の
学
者
と
し

て
の
知
的
な
側
面
。
第
二
に
芸
術
的
な

感
性
の
鋭
さ
。
能
楽
に
対
し
て
は
、
異

常
な
ほ
ど
の
関
心
を
持

っ
て
い
ま
し

この人に聞く

南蛮寺

ｔ
４■がれ４一■

・　
！
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この人に聞く

稀
代
の
儒
者
政
治
家
。新
井
自
石

六
代
将
軍
家
宣
は
、

４８
歳
で
就
任
し

ま
し
た
が
在
職
４
年
で
他
界
し
ま
し

た
。
七
代
将
軍
家
継
は
、
僅
か
８
歳
で

夭
折
し
て
い
ま
す
。
こ
の
間
の
政
治
を

支
え
た
の
が
、
老
中
間
部
詮
房
と
儒
者

の
新
井
白
石
で
し
た
。
新
井
白
石
が

行

っ
た
政
策
の
な
か
で
は
貨
幣
政
策
と

の
関
連
で
、
長
崎
貿
易
と
朝
鮮
貿
易

へ

の
対
応
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

正
徳
新
令
と
清
の
康
熙
帝

当
時
、
長
崎
で
の
清
と
オ
ラ
ン
ダ
と

の
貿
易
の
結
果
、
日
本
の
金
銀
銅
が
大

量
に
海
外
に
流
出
し
て
い
ま
し
た
。
白

石
は

「正
徳
新
令
」
に
よ
り
中
国
、
オ

ラ
ン
ダ
の
来
航
船
数
を
抑
え
、
銀
と
銅

の
取
引
高
を
制
限
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

密
貿
易
を
防
ぐ
た
め
に
、
信
頼
で
き
る

中
国
船
に
対
し
て
の
み

「唐
通
事
」
（唐

人
の
通
訳
）
か
ら

「割
符
」
を
交
付
さ

せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
貿
易
を
制
限
さ
れ

た
清
の
地
方
有
力
者
が
、
「徳
川
幕
府

紀
州
徳
川
家
か
ら
出
た
将
軍
吉
宗

幼
少
の
七
代
将
軍
家
継
が
８
歳
で
亡

く
な
る
と
、
徳
川
御
三
家
の
中
か
ら
紀

州
徳
川
家
当
主
の
吉
宗
が
八
代
将
軍
に

就
任
し
ま
す
。
家
康
が
作

っ
た

「御
三

家
」
の
仕
組
み
が
機
能
し
た
わ
け
で
す
。

家
康
は
、
信
長
や
秀
吉
を
よ
く
見
て
い

ま
し
た
。　
一
代
で
作

っ
た
権
力
が
い
か

に
簡
単
に
滅
び
る
か
。
血
縁
者
が
沢
山

い
る
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
す
。
制
度

と
し
て
の
地
位
継
承
の
正
当
性
、
「家
」

と
し
て
常
に
輝
い
て
い
る
存
在
で
な
け

れ
ば
、
人
々
は
正
統
な
血
と
し
て
認
め

な
い
。
そ
の
こ
と
を
肌
で
感
じ
て
き
ま

し
た
。

信
長
は
、
結
局
後
継
者
を
作
る
こ
と

に
失
敗
し
ま
し
た
。
秀
吉
も
、
自
分
で

血
縁
者
を
粛
清
し
、
秀
頼
以
外
の
選
択

肢
が
な
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま

れ
て
し
ま
っ
た
。
家
康
は
恐
ら
く
そ
れ

を
見
て
い
て

「御
三
家
」
を
作

っ
た
の

で
す
。
非
常
に
危
機
感
を
持

っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
天
下
人
に
な

っ
て
か
ら

で
き
た
晩
年
の
子
供
、
義
直

（尾
張
）
、

八
代
将
軍
吉
宗
と
御
三
卿

の
行
為
は
清
国
の
主
権
を
損
ね
る
も
の

だ
」
と
訴
え
ま
す
。

し
か
し
、
清
の
康
熙
帝
は
こ
の
訴
え

を
退
け
る
の
で
す
。
割
符
は
あ
く
ま
で

出
先
の
当
事
者
た
ち
の
便
宜
的
な
整
理

札
で
あ

っ
て
、
徳
川
幕
府
の
公
的
な
行

為
で
は
な
い
。
「自
分
た
ち
も
似
た
よ

う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

い
た
ず
ら
に
日
本
を
刺
激
す
る
の
は
や

め
よ
」
と
い
う
裁
定
だ

っ
た
の
で
す
。

「唐
通
事
に
よ
る
割
符
」
と
い
う
か

た
ち
を
整
え
た
う
え
で
、
清
と
の
貿
易

量
を
少
な
く
抑
え
た
い
と
い
う
新
井
白

石
の
真
意
を
康
熙
帝
は
正
し
く
理
解
し

た
の
で
す
。
「
サ
イ
レ
ン
ト

・
デ
イ
プ

ロ
マ
シ
ー
」
の

一
つ
の
典
型
で
、
こ
れ

は
洗
練
さ
れ
た
外
交
な
の
で
す
。
同
時

代
の
康
熙
帝
、
徳
川
吉
宗
、
新
井
白
石

は
い
ず
れ
も
大
度
量
の
政
治
家
で
し
た
。

朝
鮮
貿
易
と
雨
森
芳
洲

対
馬
の
宗
氏
は
、
対
朝
鮮
貿
易
で
成

り
立

っ
て
い
ま
し
た
。
銀
の
輸
出
統
制

を
図
る
新
井
白
石
の
政
策
は
宗
氏
に

頼
宣

（紀
州
）
、
頼
房

（水
戸
）
に
帝

王
教
育
を
授
け
三
家
を
立
て
た
の
で
す
。

二
代
将
軍
秀
忠
の
血
は
、
七
代
将
軍

家
継
で
断
絶
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
初
代
家
康
に
戻
り
、
そ
の
血
を
継

ぐ
吉
宗
が
徳
川
将
軍
家
を
継
ぎ
ま
し

た
。
家
康
の
目
論
見
は
成
功
し
た
の
で

す
。

御
三
卿
を
作
っ
た
吉
宗

吉
宗
は
、
御
三
家

の
実
情
を
よ
く

知

っ
て
い
ま
し
た
。
紀
州
家
、
つ
ま
り

吉
宗
の
血
だ
け
で
権
力
を
繋
ぐ
こ
と
を

決
意
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
長
子
家
重
を

九
代
将
軍
に
据
え
る

一
方
、
二
男
以
下

を
当
主
と
し
て
田
安
家
、　
一
橋
家
を
立

て
た
。
さ
ら
に
、
吉
宗
の
孫
を
当
主
と

し
て
清
水
家
が
で
き
た
の
は
九
代
将
軍

家
重
の
時
で
す
が
、
こ
れ
も
吉
宗
の
意

志
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
三
家
が

「御

三
卿
」
。
将
軍
の
後
嗣
が
な
い
場
合
は
、

後
継
者
を
提
供
す
る
役
割
を
担

っ
た
の

で
す
。
こ
の
仕
組
み
が
働
き
、
十
四
代

将
軍
家
茂
ま
で
繋
い
だ
わ
け
で
す
。

と

っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
り
ま
し
た
。

家
存
続
の
危
機
に
立

っ
た
宗
氏
は
、

白
石
と
渡
り
合
え
る

「御
学
問
の
力
」

を
も
つ
切
札
を
投
入
し
ま
し
た
。
雨
森

芳
洲
で
す
。
木
下
順
庵
の
門
下
だ

っ
た

二
人
は
３
回
の
会
談
を
も
ち
ま
す
。

最
終
的
に
白
石
は
芳
洲
に
譲
歩
し
ま

す
。
朝
鮮
と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、

宗
家
の
立
場
を
貶
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

結
局
、
将
軍
家
や
日
本
の
立
場
を
軽
し

た
だ
し
、
血
筋
と
い
う
の
は
不
思
議

な
も
の
で
す
。
吉
宗
の
三
代
後
、
十

一

代
将
軍
家
斉
は
あ
れ
だ
け
沢
山
子
供
を

作

っ
た
の
に
、
（５３
人
う
ち
男
子
２６
人
）

養
子
な
ど
外
に
出
し
た
子
供
が
後
を
継

ぐ
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
。
御
三
卿

か
御
三
家
で
な
い
と
駄
目
な
の
で
す
。

家
斉
の
血
は
、
十
四
代
家
茂
で
絶
え
て

し
ま
い
ま
す
。
近
親
継
承
の
難
し
さ
で

め
る
こ
と
に
な
る
。　
一
流
の
文
人
政
治

家
同
士
に
は
、
将
軍
対
大
名
と
い
う
レ

ベ
ル
を
超
え
た
大
局
観
が
あ

っ
た
の
で

す
。白

石
は
芳
洲
に
老
中
と
折
衝
す
る
コ

ツ
や
ツ
ボ
も
教
え
て
い
ま
す
。
彼
は
公

儀
高
官
の

一
部
か
ら

「鬼
」
と
畏
怖
さ

れ
ま
し
た
が
、
学
者
と
し
て
理
の
立

つ

芳
洲
に
は
敬
意
を
表
し
た
の
で
す
。

す
ね
。

そ
し
て
、
最
後
の
十
五
代
将
軍
慶
喜

は
、
家
斉
が
忌
み
嫌

っ
て
い
た
水
戸
藩

主
水
戸
斉
昭
の
子
供
で
す
。
彼
を

一
橋

家

へ
養
子
と
し
て
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

か
ろ
う
じ
て
御
三
卿
の
理
屈
を
成
り
立

た
せ
た
わ
け
で
す
。

（後
編
に
続
く
）

六
代
将
軍
家
宣
、
七
代
将
軍
家
継
を
支
え
た
新
井
自
石
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