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士
規
七
則 

 
 
 
 

毅
甫

き

ほ

加
冠

か

か

ん

に
贈
る 

（
野
山
獄
文
稿

ぶ
ん
こ
う 

安
政
二
年
、
二
十
六
歳
） 

冊
子

さ

っ

し

を
披
繙

ひ

は

ん

す
れ
ば
、
嘉
言

か

げ

ん

林
の
如
く
躍
々

や
く
や
く

と
し
て
人
に
迫
る
。
顧お

も

ふ
に
人
読
ま
ず
。
即も

し

読
む
と
も
行
な
わ
ず
。
苟

ま
こ
と

に
読
み
て
こ
れ
を
行
は
ば
、
則

す
な
わ

ち
千
萬
世

せ
ん
ば
ん
せ
い

と
雖

い
え
ど

も
得
て
尽
く
す
可

か
ら
ず
。
噫あ

あ

、
復ま

た

何
を
か
言
わ
ん
。
然 し

か

り
と
雖
も
、
知
る
と
こ
ろ
有
り
て
言
わ
ざ
る
こ
と
能あ

た

は

ざ
る
は
人
の
至
情

し
じ
ょ
う

な
り
。
古
人
こ
れ
を

古
い
に
し
え

に
言
い
、
今
我
諸
を
今
に
言
ふ
。
ま
た
何
ぞ
傷い

た

ま

ん
。
士
規
七
則
を
作
る
。 

一
、 

凡 お
よ

そ
生
ま
れ
て
人
た
ら
ば
、
宜
し
く
人
の
禽
獣

き
ん
じ
ゅ
う

に
異
な
る
所
以

ゆ

え

ん

を
し
る
べ
し
。
蓋け

だ

し
人

に
は
五
倫
あ
り
、
而
し
て
君
臣
父
子
を
最
も
大
な
り
と
為な

す
。
故
に
人
の
人
た
る
所
以

は
忠
孝
を
本
と
為
す
。 

一
、 

凡
そ
皇
国
に
生
ま
れ
て
は
、
宜
し
く
吾
が
宇
内

う

だ

い

に
尊
き
所
以
を
知
る
べ
し
。
蓋 け

だ

し
皇
朝

こ
う
ち
ょ
う

は
万
葉

ま
ん
よ
う

一
統

い
っ
と
う

に
し
て
邦
国
の
士
夫

し

ふ

世
々

よ

よ

禄 ろ
く

位 い

を
襲 つ

ぐ
、
人
君

じ
ん
く
ん

は
民
を
養
い
以
て
祖
業
を

続 つ

ぎ
た
ま
ひ
、
臣
民
は
君
に
忠
に
し
て
以
て
父
志

ふ

し

を
継
ぐ
。
君
臣
一
体
、
忠
孝
一
致
、

唯 た
だ

吾
が
国
の
み
然
り
と
為
す
。 

一
、 

士
道
は
義
よ
り
大
な
る
は
莫な

し
、
義
は
勇
に
因
り
て
行
わ
れ
、
勇
は
義
に
因
り
て
長
ず
。 

一
、 

士
行
は
質
実
に
し
て
欺
か
ざ
る
を
以
て
要
と
な
し
、
巧
詐

こ

う

さ

を
以
て

過
あ
や
ま
ち

を
文か

ざ

る
を
恥
と

為
す
。
公
明
正
大
、
皆
こ
れ
よ
り
出い

ず
。 

一
、 

人
は
古
今

こ

こ

ん

に
通
ぜ
ず
、
聖
賢

せ
い
け
ん

を
師
と
せ
ざ
れ
ば
則
ち
鄙
夫

ひ

ふ

な
る
の
み
。
書
を
読
み
友
を

尚
た
っ
と

ぶ
は
君
子
の
事
な
り
。 
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一
、 

徳
を
成
し
材
を
達
す
る
に
、
師
恩
友
益
は
多
き
に
居お

る
。
故
に
君
子
は
交こ

う

游ゆ
う

を
慎

つ
つ
し

む
。 

一
、 

死
而

し

し

て

後
已

の
ち
や
む

の
四
字
は
、
言
簡

げ
ん
か
ん

に
し
て
義
広
し
。
堅
忍

け
ん
に
ん

果
決

か

け

つ

に
し
て
確
乎

か

っ

こ

と
し
て
抜
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
は
、
是
を
舎お

き
て
術す

べ

な
き
な
り
。 

右
士
規
七
則
は
、
約
し
て
三
端

さ
ん
た
ん

を
為
す
。
曰
く
、
志
を
立
つ
る
は
万
事
の

源
み
な
も
と

為
り
、
交 こ

う

を
択え

ら

び
て
は
以
て
仁
義
の
行こ

う

を
輔た

す

く
、
書
を
読
み
以
て
聖
賢
の
訓

お
し
え

を
稽

か
ん
が

ふ
と
。
士

苟
ま
こ
と

に
こ
こ
に
得う

る
有
ら
ば
、
亦ま

た

以
て
成
人
と
為
す
可 べ

し
。 

   

用 

語 

解 

説 

 

毅
甫

き

ほ

＝
従
弟
の
玉
木
彦
介
。 

 

披
繙

ひ
は
ん

＝
書
物
を
読
む
、
ひ
も
と
く
。 

 
 

嘉
言

か
げ
ん

林
の
如
く=

立
派
な
言
葉
が
沢
山

た
く
さ
ん

あ
る
。 

躍
々

や
く
や
く

と
し
て
＝
勢
い
よ
く
。
千
万
世

せ
ん
ま
ん
せ
い

と
雖
も
得
て
尽
く
す
べ
か
ら
ず
＝
（
嘉
言

か
げ
ん

の
実
践
は
）
千
万
代

せ
ん
ま
ん
だ
い

か

か
っ
て
も
行
い
尽つ

く
す
こ
と
は
出
来
な
い
。 

何
を
か
言 い

は
ん
＝
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。 

言
わ
ざ
る
こ
と
能 あ

た

は
ざ
る
は
、
人
の
至
情

し
じ
ょ
う

な
り
＝
言
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
が
人
情
で
あ
る
。

亦 ま
た

何
ぞ
傷 い

た

ま
ん
＝
ま
た
ど
う
し
て
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。 

禽

獣

き
ん
じ
ゅ
う

＝
鳥
や

獣
け
だ
も
の

。 
 

 

所
以
＝
理
由
。 

 
 

蓋 け
だ

し
＝
お
お
か
た
。 

 

五
倫

ご
り
ん

＝
人
間
の
守
る
べ
き
最
も
大
切
な
五
つ
の
道
。
君
臣
、
親
子
、
夫
婦
、
長

幼

ち
ょ
う
よ
う

、
朋
友

ほ
う
ゆ
う

の
間
に
存
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す
る
人
の
道
。 

皇
国

こ
う
こ
く

、
皇

朝

こ
う
ち
ょ
う

＝
日
本
。 

忠
孝=

主
君

し
ゅ
く
ん

に
対
す
る
忠
義

ち
ゅ
う
ぎ

と
親
に
対
す
る
孝
行
。 

 

宇
内

う
だ
い

＝
世
界
。 

 

萬
葉

ま
ん
よ
う

一
統

い
っ
と
う

＝
万
世

ば
ん
せ
い

一
系

い
っ
け
い

の
こ
と
。
同
一
の
血
統

け
っ
と
う

が
永
遠
に
続
く
こ
と
。 

 

邦
国

ほ
う
こ
く

＝
日
本
。 

 
士
夫

し

ふ

＝
臣
下

し
ん
か

、
武
士
。 

禄 ろ
く

位 い

＝
俸
禄

ほ
う
ろ
く

と
官
位

か
ん
い

。 
 

 

祖
業

そ
ぎ
ょ
う

＝
祖
先
が
開
い
た
事
業
。 

 

義 ぎ

＝
人
間
が
守
る
べ
き
義 た

だ

し
き
道
。 

 

 

質
実

欺
あ
ざ
む

か
ざ
る
＝
正
直
、
誠
実
、
嘘 う

そ

、
偽
り
が
な
い
こ
と
。 

巧
詐

こ
う
さ

過
あ
や
ま
ち

を
文 か

ざ

る
＝
嘘 う

そ

を
つ
き

偽
い
つ
わ

る
こ
と
、
ご
ま
か
す
こ
と
。 

 
 

 

光
明

こ
う
め
い

正
大

せ
い
だ
い

＝
心
に
少
し
の
や
ま
し
さ
も
暗
さ
も
な
く
、
言
動

げ
ん
ど
う

は
正 た

だ

し
く
大
き
い
。 

古
今

こ

こ

ん

に
通
ぜ
ず
＝
歴
史
を
知
ら
ぬ
こ
と
。 

 

聖
賢

せ
い
け
ん

＝
孔
子
や
孟
子
。 

鄙
夫

ひ

ふ

＝
取
る
に
足
ら
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
人
物
。 

 

尚

友

し
ょ
う
ゆ
う

＝
昔
の
賢
人

け
ん
じ
ん

を
友
と
す
る
こ
と
。 

徳
を
成 な

し
材 ざ

い

を
達 た

っ

す
る
＝
人
格
を
磨
き
高
め
て
立
派
な
人
物
に
な
る
こ
と
。 

君
子

く
ん
し

＝
立
派
な
人
間 

 

交
游

こ
う
ゆ
う

＝
交
遊 

 

死
而

し
し
て

後
已

の
ち
や
む

＝
死
ぬ
時
ま
で
一
生
力
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

義 ぎ

広
し
＝
意
味
が
深
い
。
堅
忍

け
ん
に
ん

果
決

か
け
つ

＝
意
志
が
強
く
忍
耐
力
が
あ
り
果
断

か
だ
ん

な
こ
と
。 

確
固

か
っ
こ

と
し
て
抜 ぬ

く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
＝
し
っ
か
り
と
し
て
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
。 

術 す
べ

＝
や
り
方
、
方
法
。 

 

成
人

せ
い
じ
ん

＝
人
格
、
教
養
の
完
成
し
た
人
。 

約
し
て
三
端

さ
ん
た
ん

と
為
す
＝
要
約
し
て
三
つ
の
実
践
項
目
に
ま
と
め
る
。
即
ち
、
立
志

り
っ
し

、
択
交

た
く
こ
う

、
読
書
。 

 

仁
義
の
行
を
輔 た

す

く
＝
仁
（
親
愛

し
ん
あ
い

）
と
義
（
道
理

ど
う
り

）
に
基
づ
い
た
、
立
派
な
行
為
の
補
助

ほ
じ
ょ

と
す
る
。 

聖
賢

せ
い
け
ん

の

訓
お
し
え

を

稽
か
ん
が

ふ
＝
聖
賢
の
教
え
の
現
代
的
意
義
を
考
え
る
。 
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解 

説 

｢

士
規
七
則｣

は
、
野
山
獄
に
お
け
る
思
索
の
間
に
執
筆
し
た
も
の
を
、
叔
父
玉
木
文
乃
進
の

添
削
を
経
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
加
冠
を
迎
え
た
玉
木
の
嫡
男
英
彦
介
に
、
そ

の
大
成
を
祈
念
し
て
贈
ら
れ
た
。 

 

下
田
踏
海
の
件
で
罪
を
得
て
囚
徒
と
成
っ
た
松
陰
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
般
の
囚
徒

に
見
ら
れ
る
恥
辱
の
思
い
と
か
罪
の
意
識
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
そ
の
挙
を｢

猛｣

と
把
え
て

｢

二
十
一
回
猛
士
の
説｣

を
綴
り
、
ま
た
『
幽
囚
録
』
に
お
い
て
は
そ
の
挙
が
日
本
の
国
に
と

っ
て
不
可
欠
で
正
当
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
松
陰
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
野
山
獄

中
で
の
思
索
は
、
さ
ら
に
人
間
の
真
の
在
り
方
、
武
士
た
る
者
の
生
き
方
の
指
針
に
思
い
を

馳
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。｢

士
規
七
則｣

は
そ
う
し
た
過
程
で
発
想
さ
れ
た
。 

第
一
則
は
、
人
間
の
人
間
た
る
所
以
を
、
第
二
則
は
皇
国
民
の
立
場
を
、
第
三
則
と
第
四
則

は
個
人
と
し
て
の
士
道
の
在
り
方
を
述
べ
、
第
五
則
以
下
で
は
士
の
道
を
確
立
す
る
た
め
の

心
が
け
る
べ
き
事
柄
を
記
し
て
い
る
。 

 

な
お
、｢

右
士
規
七
則
、
約
し
て
三
端
と
為
す
。｣

に
始
ま
る
後
文
の｢

端｣

の
語
は
端
緒
の
端

で
物
事
の
き
っ
か
け
、
糸
口
を
意
味
す
る
も
の
で｢

立
志
、
択
友
、
読
書｣

の
三
者
を
持
っ
て

七
則
を
確
実
に
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
端
緒
と
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。 

 ｢

士
規
七
則｣

が
松
下
村
塾
生
達
の
指
針
と
さ
れ
た
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
が
、
戦
前
の
男
子

中
等
学
校
の
中
に
は
、
こ
れ
を
生
徒
の
生
活
指
針
と
し
て
活
用
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。 
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