
　

松
平
定
信
は
保
守
的
政
治
家
の
印

象
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
先
駆

的
政
策
を
い
く
つ
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

政
治
理
念
を
同
じ
く
す
る
仲
間
と

「
政
策
研
究
会
」
に
あ
た
る
も
の
を

つ
く
り
、
老
中
就
任
の
際
に
は
、
そ

の
中
か
ら
優
秀
な
人
材
を
幕
閣
に
登

用
し
ま
し
た
。

　

東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授
竹た

け

内う
ち

誠ま
こ
と

氏
は
「
定
信
は
初
め
て
政
策
政
治
を

行
い
『
吉よ

し

宗む
ね

政
策
と
田た

沼ぬ
ま

政
策
を
一

歩
進
め
た
両
方
の
延
長
線
上
に
あ
る

政
策
』
を
実
行
し
た
」
と
高
く
評
価

し
て
い
ま
す
。

寛か
ん

政せ
い

の
改
革
の
中
で
、
定
信
は
民

政
を
担
当
す
る
郡
代
と
代
官
を
大
幅

に
（
19
人
）
入
れ
替
え
て
い
ま
す
。

「
悪
代
官
」
を
一
掃
し
、
有
能
な
代

官
を
抜ば

っ

擢て
き

し
て
農
村
を
立
て
直
そ
う

と
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
塙
代
官

寺て
ら

西に
し

封た
か

元も
と

が
い
ま
し
た
。

　

封
元
は
、
定
信
の
政
治
方
針
に
倣な

ら

っ
た
間
引
き
防
止
や
人
口
増
加
策
を

実
行
し
ま
す
。
ま
た
、
広
域
的
な
連

携
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
水
戸
藩

・
白
河
藩
・
棚
倉
藩
を
は
じ
め
と
す

る
十
数
藩
の
役
人
を
集
め
た
「
地
方

官
会
議
」
を
開
い
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
画
期
的
な
事
業
の
陰
に
は
、

定
信
の
影
響
あ
る
い
は
支
援
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
火ひ

付つ
け

盗と
う

賊ぞ
く

改あ
ら
た
めの
長は

谷せ

川が
わ

平へ
い

蔵ぞ
う

の
提
案
を
受
け
て
、
定
信
は
石

川
島
の
埋
め
立
て
地
に
「
人に

ん

足そ
く

寄よ
せ

場ば

」

を
つ
く
り
、
江
戸
の
無
宿
人
を
集
め

て
職
業
訓
練
を
施
し
て
か
ら
社
会
に

出
す
と
い
う
、
社
会
福
祉
的
な
政
策

を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
集

し
ゅ
う

古こ

十じ
っ

種し
ゅ

」
の
よ
う
な
文
化
財
保
護
の
先

駆
け
と
な
る
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
政
策
は
、
定
信
の
革
新

的
な
政
治
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 第

四
回

松ま
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い
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定さ
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信の
ぶ

の
革
新
的
政
治
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４
月
は
入
学
・
就
職
・
転
勤
の
季

節
で
す
。
転
勤
す
る
方
は
、
後
任
の

方
と
引
き
継
ぎ
を
し
た
方
も
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
の
大
名
も
時
期
は
ま
ち

ま
ち
で
す
が
、
領
地
を
移
る
「
転て

ん

封ぽ
う

」

が
あ
り
ま
し
た
。

　

文
政
６
年（
１
８
２
３
）に
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

の
子
、
定さ

だ

永な
が

が
桑
名
へ
移
り
、
忍お

し

藩
（
行
田
市
）
の
阿あ

部べ

正ま
さ

権の
り

が
白
河

に
移
っ
て
き
た
際
の
こ
と
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　

白
河
に
い
た
定
永
が
幕
府
か
ら
江

戸
に
来
る
よ
う
に
、
と
の
知
ら
せ
を

受
け
た
の
は
３
月
12
日
で
し
た
。
こ

の
時
点
で
は
何
の
呼
び
出
し
か
分
か

り
ま
せ
ん
。

　

急
ぎ
準
備
し
て
18
日
に
白
河
を
出

た
定
永
は
、
22
日
に
江
戸
に
着
き
、

24
日
に
江
戸
城
で
将
軍
か
ら
桑
名
転

封
を
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

急
な
転
封
の
知
ら
せ
に
、
実
際
に

桑
名
へ
引
っ
越
す
白
河
の
家
臣
は
準

備
に
追
わ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
当
時

は
、
藩
の
財
政
難
な
ど
で
家
臣
た
ち

は
借
金
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
白
河

を
出
発
す
る
ま
で
に
返
せ
ず
、
桑
名

に
移
っ
て
か
ら
返
済
す
る
と
い
う
、

白
河
の
町
人
宛
て
の
借
用
証
文
か
ら
、

引
っ
越
し
の
慌
た
だ
し
さ
が
う
か
が

え
ま
す
。

　

幕
府
か
ら
も
、
入
れ
替
わ
る
大
名

家
と
の
打
ち
合
わ
せ
や
、
城
の
建た

て

坪つ
ぼ

、

米
や
武
具
の
量
、
堀
の
深
さ
、
城
壁

の
狭さ

間ま

（
鉄
砲
や
弓
を
放
つ
隙
間
）

の
数
の
報
告
な
ど
が
指
示
さ
れ
、
作

成
す
る
城
絵
図
に
は
櫓や

ぐ
ら

・
門
の
数
、

寺
や
町
の
名
の
記
入
ま
で
指
図
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
転
封
は
、
幕
府
が
細

か
く
指
示
し
、
城
も
大
名
同
士
で
直

接
は
受
け
渡
し
で
き
ず
、
必
ず
幕
府

の
使
者
（
上じ

ょ
う

使し

）
が
派
遣
さ
れ
、
立

ち
合
い
ま
し
た
。
城
や
領
地
は
「
将

軍
が
一
時
的
に
預
け
て
い
る
」
と
認

識
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

受
け
渡
し
当
日（
９
月
28
日
）、
上

使
が
小
峰
城
に
入
り
、
受
け
渡
し
開

始
を
指
示
す
る
と
、
城
の
各
門
が
松

平
家
か
ら
阿
部
家
の
門
番
に
引
き
渡

さ
れ
、
続
い
て
書
類
な
ど
が
引
き
継

が
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
手
続
き
を
経
て
、
転
封

は
よ
う
や
く
完
了
す
る
の
で
す
。

第
十
三
話

藩
の
転
封
と

　

城
の
引
き
渡
し

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
㉗
２
３
１
０

▲今までの借金を桑名転封後に返済する旨
　を記した松平家家臣服
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