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は し も と  さ  な い  
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隠
居
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
松
平

春
嶽
は
、
越
前
藩
の
江
戸
中
屋
敷

の
一
室
の
天
井
に
世
界
地
図
を
描

か
せ
、
橋
本
左
内
に
命
じ
て
そ
れ

に
地
名
を
入
れ
さ
せ
、
そ
こ
を
自

分
の
居
室
に
し
た
。
片
時
も
世
界

か
ら
目
を
離
す
ま
い
と
す
る
春
嶽

の
決
意
の
現
れ
で
あ
っ
た
。

雨
戸
を
閉
じ
た
薄
暗
い
部
屋

で
、
春
嶽
は
ほ
ぼ
四
年
間
、
蟄
居
ち
っ
き
ょ

生
活
を
送
っ
た
。
安
政
六
（
一
八

五
九
）
年
十
月
七
日
に
橋
本
左
内

は
死
罪
の
判
決
を
受
け
、
二
十
六

歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
春
嶽
は

寵
臣

ち
ょ
う
し
ん

の
死
に
際
し
、
何
も
し
て
や

れ
ぬ
我
が
身
の
境
遇
を
嘆
い
た
。

万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
三
月
、

大
老
井
伊
直
弼
は
、
水
戸
浪
士
に

よ
り
桜
田
門
外
で
暗
殺
さ
れ
た
。

彼
の
あ
ま
り
の
独
裁
と
反
動
的
政

策
が
多
く
の
人
の
憎
し
み
を
集
め

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
井
伊
の
死

後
、
春
嶽
の
謹
慎
の
処
置
は
や
や

緩
く
な
っ
た
が
、
全
く
解
除
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。
春
嶽
は
読
書
と

瞑
想
に
時
を
送
り
、
ひ
た
す
ら
自

分
の
修
養
に
努
め
て
い
た
。

そ
の
間
に
時
勢
は
次
第
に
動
い

て
い
っ
た
。
幕
府
の
権
威
は
徐
々

に
衰
え
、
朝
廷
の
勢
威
が
少
し
ず

つ
高
ま
っ
て
き
た
。
薩
摩
の
島
津

斉
彬

な
り
あ
き
ら
は
す
で
に
病
死
し
て
い
た

が
、
そ
の
弟
の
久
光
が
志
を
継
ぎ
、

文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
一
千
の

兵
を
率
い
て
上
京
し
て
き
た
。
久

光
は
こ
の
兵
力
を
バ
ッ
ク
に
、
勅

使
大
原
重
徳
と
と
も
に
江
戸
へ

下
っ
て
、
一
橋
慶
喜
を
将
軍
後
見

職
に
、
松
平
春
嶽
を
政
事
総
裁
職

に
登
用
す
る
こ
と
を
幕
府
に
強
く

迫
り
、
幕
府
は
こ
れ
を
入
れ
た
。

こ
う
し
て
春
嶽
は
再
び
国
政
の
表

舞
台
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
春
嶽
の
前
途
は
多
難
で

あ
っ
た
。
春
嶽
は
開
国
の
決
意
を

堅
く
持
し
て
い
た
が
、
時
の
孝
明

天
皇
が
攘
夷
の
意
向
を
有
し
、
長

州
や
薩
摩
の
よ
う
な
大
藩
が
こ
れ

を
支
持
し
、
か
つ
国
民
多
数
の
意

見
も
攘
夷
に
傾
い
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

島
津
久
光
は
江
戸
か
ら
の
帰

路
、
生
麦
事
件
を
引
き
起
こ
し
、

イ
ギ
リ
ス
人
数
名
を
殺
傷
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
強
硬
に
犯
人
の
引
き

渡
し
を
要
求
し
て
き
た
。
春
嶽
は

幕
府
の
会
議
に
お
い
て
、「
非
は
明

ら
か
に
薩
摩
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

箱
根
で
薩
摩
の
一
行
も
留
め
、
犯

人
を
差
し
出
さ
す
べ
き
で
あ
る
」

と
主
張
し
た
が
納い

れ
ら
れ
ず
、
久

光
の
一
行
は
鹿
児
島
に
帰
っ
て
し

ま
い
、
の
ち
に
薩
英
戦
争
を
引
き

起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
上
京
し
た
将
軍
家
茂
い
え
も
ち

や

後
見
職
慶
喜
は
、
孝
明
天
皇
の
強

い
意
向
や
世
論
の
流
れ
に
抗
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
「
文
久

三
年
五
月
十
日
を
期
し
て
、
攘
夷

を
実
行
し
ま
す
」
と
約
束
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
長
州
藩
は
、

五
月
十
日
に
な
る
と
、
関
門
海
峡

を
通
る
外
国
船
に
向
か
っ
て
砲
撃

を
開
始
し
た
。

こ
う
し
た
風
潮
に
反
撥
し
た
春

嶽
は
、
政
事
総
裁
職
の
辞
表
を
提

出
し
、
福
井
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
行
動
を
非
難
す
る
人
も

あ
る
が
、
筋
を
通
す
こ
と
を
旨
と

し
た
春
嶽
に
と
っ
て
は
や
む
を
得

な
い
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

春
嶽
の
政
治
目
標
は
、
第
一
に

は
日
本
を
独
立
国
を
し
て
維
持
す

る
こ
と
、
第
二
に
は
徳
川
家
を
何

ら
か
の
形
で
残
す
こ
と
で
あ
っ

た
。
春
嶽
の
眼
か
ら
み
て
攘
夷
は

国
益
を
損
な
い
、
国
を
危
う
く
す

る
愚
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
春

嶽
の
政
治
路
線
は
、
公
武
合
体
論

と
開
国
主
義
を
も
っ
て
一
貫
し
て

い
る
。

し
か
も
春
嶽
の
政
治
信
条
は
、

豊
か
な
海
外
情
報
に
基
礎
を
持
っ

て
い
た
。
春
嶽
は
「
大
英
国
志
」

な
ど
の
文
献
も
読
み
、
将
来
は
二

院
制
の
議
会
を
設
け
、
下
院
は
庶

民
層
か
ら
の
議
員
も
加
え
る
べ
き

で
あ
る
と
、
当
時
と
し
て
は
画
期

的
な
構
想
を
持
っ
て
い
た
。

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
に

山
階
宮

や
ま
し
な
の
み
や
の
邸
や
し
き
で
春
嶽
に
会
っ
た

薩
摩
藩
士
の
高
崎
左
京
（
の
ち
に

著
名
な
歌
人
高
崎
正
風
と
な
る
）

は
、
春
嶽
が
「
万
国
一
天
、
四
海

同
胞
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
と

証
言
し
て
い
る
。
外
国
人
は
み
な

夷
狄
い
て
き

だ
と
い
う
観
念
が
強
か
っ
た

時
代
に
、
人
類
は
み
な
兄
弟
と
い

う
思
想
を
春
嶽
が
持
っ
て
い
た
と

は
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
優
秀
な
大
名
を
中
心
に
改

革
を
進
め
よ
う
と
す
る
春
嶽
の
考

え
は
、
次
第
に
通
用
し
な
く
な
り
、

西
郷
、
大
久
保
、
桂
な
ど
下
士
階

級
中
心
と
す
る
倒
幕
の
嵐
が
吹
き

荒
れ
た
。
江
戸
幕
府
は
倒
れ
、
急

激
な
改
革
が
押
し
進
め
ら
れ
た
。

し
か
し
日
清
・
日
露
戦
役
後
も
際

限
な
く
押
し
進
め
ら
れ
た
海
外
膨

張
政
策
は
破
綻
に
終
わ
っ
た
。
春

嶽
の
説
い
た
漸
進
的
な
改
革
と
海

外
協
調
の
精
神
が
顧
み
ら
れ
る
べ

き
時
勢
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。


