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に
心
を
尽
く
し
た
人
物
で
し
た
。井
伊
家

が
将
軍
か
ら
受
け
る
病
気
見
舞
い
と
い

う
名
誉
の
た
め
に
は
、死
去
日
を
遅
ら
せ

る
こ
と
は
厭い

と

わ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

死
去
日
が
実
際
と
名
目
で
異
な
る
こ

と
は
、こ
の
頃
か
ら
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま

す
。
天
明
６
年
（
１
７
８
６
）
に
死
去
し

た
10
代
将
軍
徳
川
家い

え

治は
る

以
降
、在
職
中
に

死
去
し
た
将
軍
は
い
ず
れ
も
実
際
の
死

去
日
と
名
目
上
の
日
付
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。葬
式
や
代
替
わ
り
の
一
連
の
手
続

き
や
行
事
を
先
例
に
基
づ
い
て
行
う
た

め
に
、準
備
す
る
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
中
期
以
降
、幕
府
や
大
名
家

を
め
ぐ
る
社
会
は
、極
度
に
形
式
や
先
例

を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

外
部
か
ら
見
れ
ば
何
と
も
奇
妙
な
慣
習

で
す
が
、当
事
者
た
ち
は
こ
う
い
っ
た
こ

と
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
す
。

　
（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

野
田
浩
子
）

系
譜
上
、
直
幸
の
孫
に
あ
た
る
人
物
で

す
。
当
時
、
大
名
の
立
場
に
関
わ
る
届

出
や
命
令
を
受
け
る
な
ど
、
幕
府
と
大

名
家
の
重
要
な
や
り
と
り
で
は
、
大
名

本
人
が
不
都
合
な
時
は
親
戚
大
名
が
代

理
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。

　

四
つ
時
（
午
前
10
時
頃
）
に
井
伊
家
屋

敷
に
や
っ
て
き
た
亀
井
を
、「
中
の
門
」

の
外
で
名
代
の
秋
元
が
迎
え
て
あ
い
さ

つ
し
、
そ
の
ま
ま
先
導
し
て
書
院
ま
で

招
き
入
れ
、
将
軍
か
ら
の
見
舞
い
の
言

葉
を
承
り
、
無
事
に
見
舞
い
の
使
者
は

帰
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
３
月
１
日
に
、

前
日
（
旧
暦
の
２
月
30
日
）
深
夜
に
直
幸

が
死
去
し
た
こ
と
が
幕
府
へ
届
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
別
の
史
料
を
見
る
と
、

井
伊
直
幸
は
２
月
19
日
に
す
で
に
死
去

し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、

19
日
に
は
、
彦
根
に
い
る
世
継
ぎ
の
直な

お

中な
か

を
江
戸
に
向
か
わ
せ
る
願
い
を
幕
府

に
提
出
す
る
準
備
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。

21
日
に
は
、
直
幸
が
容
易
な
ら
ざ
る
容

体
で
あ
る
と
い
う
病
状
が
幕
府
へ
報
告

　

寛
政
元
年
（
１
７
８
９
）
２
月
22
日
、

外そ
と

桜さ
く
ら

田だ

に
あ
る
井
伊
家
の
江
戸
上
屋
敷

へ
、
将
軍
徳
川
家い

え

斉な
り

か
ら
の
使
者
と
し

て
、
旗
本
で
小こ

納な
ん

戸ど

頭と
う

取ど
り

の
亀
井
清き

よ

容か
た

が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
井
伊
家
当
主
の

直な
お

幸ひ
で

が
病
気
の
た
め
、
そ
れ
を
見
舞
う

た
め
で
す
。
あ
わ
せ
て
、
味み

噌そ

漬
の
小こ

鯛だ
い

が
見
舞
品
と
し
て
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

井
伊
家
で
は
、
病
気
の
当
主
直
幸
に

代
わ
り
、
親
戚
で
あ
る
山
形
藩
世
子
秋

元
修の

ぶ

朝と
も

が
名
代
と
し
て
応
接
し
ま
し
た
。

修
朝
は
、
直
幸
の
養
女
の
男
子
で
あ
り
、

死
者
へ
の
病
気
見
舞
い
―
タ
テ
マ
エ
重
視
の
大
名
社
会
―

さ
れ
ま
し
た
。
将
軍
か
ら
見
舞
い
の
使

者
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
を
受
け

て
の
こ
と
で
し
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
本
当
の
こ
と
を
伝
え
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
実
際
の
死
去
の

直
後
に
、
嫡

ち
ゃ
く

子し

直
中
を
彦
根
か
ら
江
戸

へ
呼
び
寄
せ
る
手
続
き
を
取
り
、
ま
た
、

２
月
30
日
に
は
直
幸
の
名
で
直
中
へ
の

家
督
相
続
願
書
を
幕
府
へ
提
出
し
、
そ

の
翌
日
に
死
去
を
届
け
た
こ
と
か
ら
、

幕
府
へ
の
届
出
な
ど
の
手
続
き
を
と
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
主
要
な
要
因
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
将
軍
か
ら
大
名
家
へ
使
者
が

派
遣
さ
れ
る
の
は
特
別
な
場
合
に
限
ら

れ
て
い
ま
す
。
直
幸
は
幕
府
大
老
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
格
式
で
病
気

見
舞
い
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
見
舞
品
が

届
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
名
誉
を
受
け

る
に
は
、
22
日
の
時
点
で
生
き
て
い
る

こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

こ
の
頃
、
幕
府
や
大
名
家
で
は
、
先

例
や
形
式
を
重
視
す
る
意
識
が
強
ま
り

ま
す
。
直
幸
は
、
家
柄
の
維
持
・
上
昇

▲寛政元年 2月22日、将軍徳川家斉から井伊直幸へ
　の見舞い使者を迎える（「御城使寄合留帳」より）

　

写
真
の
資
料
は
、
常
設
展
示

「
”ほ
ん
も
の
“
と
の
出
会
い
」

で
４
月
９
日
㈪
ま
で
展
示
し
て

い
ま
す
（
期
間
中
無
休
）。


