
1 

嚶

鳴

館

遺

草

巻

第

二 

 
上

は

民

の

表 

○

か

み

は

民

の

表

也

と

申

て

、

君

一

人

は

万

人

の

的

と

し 

 

奉

る

所

也

。

故

に

人

君

の

徳

を

明

徳

と

も

顕

徳

と

も 

 

称

し

て

世

中

へ

広

く

推

出

し

誰

も

見

聞

て

御

尤

に 

 

奉

存

や

う

に

明

白

に

行

ひ

給

ふ

こ

と

也

。

人

君

の

上

に

て 

 

人

に

見

せ

ま

じ

、

聞

せ

ま

じ

と

つ

つ

み

か

く

す

所

行

は

、 

 

か

な

ら

ず

よ

か

ら

ぬ

こ

と

也

。

然

れ

共

人

君

と

申

て

、

必

し 

 

も

聖

人

に

て

も

な

け

れ

ば

、

美

徳

ば

か

り

備

り

給

ひ

て 

 

ひ

と

つ

の

不

徳

も

な

し

と

い

ふ

こ

と

は

、

世

に

希

な

る 

こ

と

な

れ

ば

、

人

臣

の

奉

公

は

君

の

不

善

を

か

く

し

君

の 

善

を

顕

し

て

、

見

聞

人

の

感

服

す

る

や

う

に

と

心

得 

た

る

を

忠

臣

と

は

い

ふ

こ

と

也

。

然

る

に

常

な

み

の

人

は 

い

か

に

も

よ

き

御

所

行

な

れ

共

、

人

の

耳

目

に

た

つ 

は

で

な

る

こ

と

な

ど

い

ひ

て

、

た

ま

た

ま

世

に

め

づ

ら

し

き 

善

行

を

も

、

し

給

ふ

べ

き

志

あ

れ

ば

、

そ

れ

を

お

さ

へ 

妨

て

、

つ

つ

み

か

く

す

や

う

に

す

る

こ

と

、

い

か

な

れ

ば 

か

く

ま

で

は

心

得

た

が

へ

た

る

も

の

ぞ

や

。

或

は

ま

た

よ

き 

こ

と

は

、

し

り

な

が

ら

、

す

ゑ

ず

ゑ

も

し

仕

遂

給

は

ざ

る

時

は

、 
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却

て

世

の

謗

を

受

給

ふ

本

な

ど

申

て

、

よ

き

も

よ

す

ぎ 

給

は

ぬ

や

う

に

と

、

と

り

な

す

臣

下

も

多

く

有

之 
こ

と

也

。

是

又

甚

敷

心

得

違

な

る

べ

し

。

行

末

心

元

な

く 

善

行

を

も

得

し

給

ふ

ま

じ

き

君

な

ら

ば

、

猶

更

忠

慮

を 

尽

し

諫

勧

奉

り

て

聊

の

善

を

も

と

り

か

ひ

、

そ

だ

て 

可

申

こ

と

也

。

そ

れ

に

て

も

行

末

善

を

え

行

ひ

給

は

ず

ん 

ば

、

是

非

も

な

き

こ

と

に

て

い

か

が

は

す

べ

き

。

せ

め

て

一

度 

二

度

二

事

三

事

に

て

も

善

行

を

な

し

た

ま

は

ば 

始

終

ひ

と

つ

も

善

行

の

な

き

に

は

、

い

か

ば

か

り

か

、

ま

さ

り 

た

る

こ

と

な

る

べ

き

。

然

る

を

遂

も

し

給

ふ

ま

じ

と

て

、 

 

是

を

お

さ

へ

妨

て

、

よ

し

や

わ

ろ

く

共

世

上

な

み

な

ら

ば 

は

づ

か

し

か

ら

ず

と

心

え

た

る

を

忠

臣

と

い

ふ

べ

し

や

。 

い

か

に

も

水

臭

き

至

極

な

る

べ

し

。

酒

宴

遊

興

音

曲 

乱

舞

の

筋

は

公

の

戒

に

も

お

も

く

禁

じ

置

給

ひ

て

、 

人

君

の

慎

み

給

ふ

べ

き

こ

と

な

る

を

、

是

は

諸

侯

貴

人

の 

有

ま

へ

な

る

こ

と

と

云

て

、

さ

の

み

人

の

見

聞

を

は

ぢ

ず

、 

衣

服

行

装

立

派

を

好

み

給

ふ

は

、

公

の

制

も

有

之

こ

と 

な

る

を

、

道

路

の

耳

目

に

か

か

れ

ど

も

、

さ

し

て

は

で

な

る 

こ

と

と

て

諌

る

臣

下

も

な

く

、

た

ま

た

ま

道

訓

に

志

を 

よ

せ

て

、

世

の

手

本

に

も

な

り

給

ふ

べ

き

所

行

を

思

ひ 
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立

給

へ

ば

、

時

に

珍

ら

し

く

人

の

聞

見

も

い

か

が

な

ど 

き

の

ど

く

が

り

て

、

う

る

さ

き

も

の

に

ふ

た

を

す

る

や

う 
に

誰

を

お

そ

れ

憚

る

と

は

な

く

、

た

だ

己

々

の

心

き

り 

に

つ

つ

ま

し

く

思

ふ

こ

と

愚

な

る

こ

と

也

。

孝

経

事

君

の 

章

に

人

臣

の

君

に

仕

へ

奉

る

道

を

教

給

ふ

中

に

も

、 

其

美

を

将

順

し

其

悪

を

匡

救

す

と

あ

り

。

其

美

を 

将

順

す

と

は

、

君

の

よ

き

命

令

は

速

に

受

従

ひ

行

ふ 

こ

と

也

。

其

悪

を

匡

救

す

と

は

、

君

も

し

心

得

違

給

ひ

て 

よ

か

ら

ぬ

こ

と

も

あ

れ

ば

、

諌

と

ど

め

て

悪

名

を

と

ら

せ 

申

さ

ぬ

こ

と

也

。

さ

れ

ば

君

に

仕

る

臣

下

の

心

得

は

、

聊

も 

 

君

に

善

行

あ

ら

ば

と

り

は

や

し

奉

り

て

、

一

寸

の

善

は 

一

尺

に

も

そ

だ

て

、

聊

も

不

善

あ

ら

ば

念

比

に

諌

防

て 

壱

寸

の

悪

は

五

分

の

う

ち

に

も

救

ひ

、

増

長

し

給

は

ぬ 

や

う

に

と

心

を

尽

す

こ

と

、

忠

臣

の

節

こ

れ

に

す

ぎ 

た

る

は

な

し

。

人

々

不

忠

を

好

に

て

は

あ

ら

ざ

れ

ど

も 

心

得

違

た

る

所

よ

り

忠

臣

の

法

に

背

き

申

こ

と

、

皆 

こ

れ

不

学

無

術

よ

り

出

る

こ

と

な

れ

ば

、

口

を

し

き 

次

第

な

り

。

文

王

は

大

聖

人

な

れ

ど

も

、

疏

附

、

先

後

、

奔

走

、 

禦

侮

と

云

て

、

こ

の

四

種

の

臣

を

そ

な

へ

持

給

へ

る

を

以 

て

、

周

家

八

百

年

の

業

を

興

し

給

ひ

し

也

。

疏

附

と 
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い

ふ

は

下

を

率

て

上

を

し

た

し

ま

し

む

る

を

い

ふ

と 

あ

り

て

、

君

と

民

と

の

中

に

立

て

、

下

の

上

に

お

も

ひ 
つ

き

奉

る

や

う

に

、

下

々

の

心

を

と

り

か

ふ

こ

と

也

。

先

後 

と

い

ふ

は

、

相

導

て

前

後

す

る

を

い

ふ

と

あ

り

て

、

君

の 

前

に

た

ち

後

に

廻

り

て

、

御

あ

や

ま

ち

の

無

之

や

う 

に

、

手

を

ひ

き

腰

を

お

し

て

、

君

を

善

道

に

導

き 

奉

る

こ

と

也

。

奔

走

と

は

、

徳

を

喩

し

誉

を

述

る

と

云

て

、 

世

上

を

走

り

廻

り

て

君

の

美

徳

を

あ

げ

あ

ら

は

し

、 

他

所

他

国

の

人

ま

で

も

、

我

君

の

徳

を

し

た

ひ

奉

る

や

う 

に

吹

聴

す

る

こ

と

也

。

禦

侮

と

い

ふ

は

、

武

臣

折

衝

を

い

ふ

と 

 

有

て

、

武

略

を

め

ぐ

ら

し

勇

力

を

奮

ひ

、

一

陣

に

す 

す

み

て

、

い

か

な

る

強

敵

を

も

追

拂

て

誰

殿

の

家

の 

誰

某

と

、

他

所

他

国

ま

で

も

恐

憚

る

る

ほ

ど

の

勇

名

を 

と

る

こ

と

也

。

文

王

の

聖

徳

を

称

し

奉

り

て

、

こ

の

四

種

の 

臣

を

備

へ

も

ち

給

へ

る

を

世

に

難

有

こ

と

に

詩

の 

大

雅

に

も

ほ

め

う

た

へ

り

。

是

に

て

も

人

臣

の

君

に 

仕

る

道

を

弁

へ

し

る

べ

き

こ

と

也

。

上

の

こ

と

は

よ

き

も

あ 

し

き

も

隠

密

に

す

る

を

敬

と

心

え

、

下

の

こ

と

は

よ

き 

こ

と

も

あ

し

き

こ

と

も

、

お

さ

へ

か

く

す

を

慎

と

心

得

た

る 

時

は

、

下

の

上

を

か

た

じ

け

な

く

、

し

た

し

み

奉

る

情

は 
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絶

は

つ

る

こ

と

也

。

君

臣

銘

々

の

忠

慮

を

尽

し

、

君

の 

政

を

助

不

申

時

は

、

君

い

か

ば

か

り

賢

明

に

て

も

、

一

人 
一

已

き

り

の

御

働

に

止

り

、

千

万

の

臣

を

持

給

へ

ど

も

、 

十

人

百

人

と

お

な

じ

こ

と

に

て

、

社

稷

を

保

ち

四

民

を 

安

じ

給

ふ

功

を

な

し

給

ふ

べ

き

道

は

あ

ら

ず

。

さ

れ

ば 

右

の

四

種

の

臣

道

の

う

ち

、

何

れ

な

り

共

人

々

の

性 

の

ち

か

き

所

を

修

錬

し

て

、

奉

公

を

仕

べ

き

こ

と

な

り

。 

四

種

の

名

目

悉

く

不

得

手

な

ら

ば

、

尸

位

素

餐

の 

そ

し

り

を

ま

ぬ

が

る

べ

か

ら

ず

。

は

づ

か

し

き

次

第 

な

る

べ

し

。 

 

○

下

を

率

て

上

を

親

ま

し

む

と

い

ふ

は

、

す

べ

て

君

と

民 

 

と

の

中

に

立

て

、

政

事

に

あ

づ

か

る

士

大

夫

何

れ

も 

 

此

心

得

を

第

一

と

す

べ

し

。

し

か

し

な

が

ら

中

に

た

つ 

 

士

大

夫

は

何

分

に

下

の

心

を

と

り

か

ひ

て

、

上

を

親

し

み 

 

奉

る

や

う

に

と

心

を

尽

し

候

共

、

元

来

人

君

の

上

に 

 

下

の

か

た

じ

け

な

く

思

ひ

つ

き

奉

る

べ

き

実

の

御

所 

 

行

の

な

け

れ

ば

、

下

へ

ふ

れ

行

ふ

べ

き

や

う

な

し

。

さ

れ

ば 

 

先

第

一

人

君

の

上

に

諸

有

司

の

下

へ

ふ

れ

行

ふ

べ

き 

 

美

徳

を

つ

と

め

行

ひ

給

ふ

べ

き

こ

と

也

。

い

か

ば

か

り

君

を 

 

大

事

に

存

る

忠

臣

に

て

も

、

ま

ん

ざ

ら

君

に

か

た

ち

も 
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な

き

徳

を

偽

こ

し

ら

へ

て

、

下

へ

ふ

れ

行

ふ

と

き

は

、

人

々 

 
げ

に

と

信

報

し

奉

る

べ

き

や

う

な

し

。

微

な

る

よ

り 

 

顕

な

る

は

な

く

、

隠

れ

た

る

よ

り

見

は

る

る

は

な

し

と

、 

 

中

庸

に

も

有

之

通

り

、

隠

微

の

場

所

よ

り

つ

つ

し

み 

 

給

は

ざ

れ

ば

顕

見

の

誉

れ

は

、

得

が

た

き

こ

と

也

。 

○

相

導

て

前

後

す

る

と

い

ふ

こ

と

、

す

べ

て

君

に

仕

ふ

る 

 

臣

下

の

忠

節

な

れ

ど

も

是

ま

た

人

君

の

う

へ

に 

 

忠

臣

を

親

し

み

愛

し

給

ふ

徳

な

け

れ

ば

、

君

の

前

後 

 

へ

立

廻

り

手

を

ひ

き

腰

を

お

す

べ

き

や

う

な

し

。

古

よ

り 

 

忠

臣

の

良

謀

を

尽

し

て

君

を

賢

明

に

誘

ひ

立

た

る 

 

 

は

、

元

来

君

の

性

質

美

し

き

徳

の

あ

り

て

、

忠

諌

の 

 

臣

に

す

ね

も

と

り

給

は

ず

、

い

か

に

も

よ

く

手

を

ひ

か 

 

れ

腰

を

お

さ

れ

給

ひ

し

な

り

。 

○

徳

を

喩

し

誉

を

述

ぶ

と

い

ふ

は

、

君

を

大

事

に

存

る 

 

心

か

ら

は

、

君

の

美

徳

を

世

間

へ

吹

聴

い

た

し

た

く

思

ふ 

 

こ

と

申

に

お

よ

ば

ざ

る

こ

と

也

。

去

な

が

ら

君

の

上

に

な

に 

 

ひ

と

つ

吹

聴

す

べ

き

徳

の

な

け

れ

ば

、

人

ま

へ

に

て

も 

 

口

を

し

く

は

思

へ

ど

も

、

黙

す

る

よ

り

外

は

な

し

。

臣

下 

 

ど

も

の

美

目

に

も

な

り

、

咄

の

種

に

も

な

り

候

や

う 

 

に

と

、

自

己

の

所

行

を

つ

つ

し

み

給

ふ

べ

き

こ

と

也

。 
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但

し

邦

君

の

御

身

の

う

へ

に

、

人

に

吹

聴

す

べ

き

程

の 

徳

は

世

に

ま

れ

な

る

も

の

也

。

何

故

ぞ

と

い

へ

ば

、

す

べ

て 
男

子

の

芸

は

文

武

の

ふ

た

つ

に

勝

れ

る

能

は

な

し

。 

し

か

れ

ど

も

貴

人

と

申

も

の

は

、

襁

褓

の

う

ち

よ

り 

爵

位

の

尊

き

に

か

ら

め

ら

れ

安

逸

の

楽

し

き

に 

な

ら

ひ

給

へ

ば

、

山

川

の

景

勝

も

聞

見

か

ぎ

り

あ

り

。 

世

態

の

苦

楽

も

噂

の

み

に

て

、

身

に

し

か

と

受

給

ふ 

こ

と

な

け

れ

ば

、

詩

文

章

つ

く

り

歌

連

歌

よ

み

給

へ

ば 

と

て

、

微

賤

の

人

の

険

阻

艱

難

を

経

歴

し

、

真

実

の 

感

慨

よ

り

出

た

る

と

は

ち

が

ひ

、

実

に

人

を

驚

す

程

の 

 

手

段

は

あ

り

給

は

ぬ

も

の

故

に

、

推

出

し

吹

聴

も

な

ら 

ぬ

こ

と

也

。

弓

馬

剣

槍

の

術

と

て

も

、

大

概

貴

人

の

筋 

骨

は

気

力

の

か

ぎ

り

も

あ

り

て

、

た

と

へ

印

可

は 

と

り

給

ふ

と

も

、

気

骨

健

な

る

卑

賤

の

人

の

目

録

位 

な

ら

で

は

、

得

し

給

は

ぬ

も

の

な

れ

ば

、

是

又

口

ひ

ろ

く 

吹

聴

も

な

ら

ぬ

こ

と

也

。

ま

し

て

其

余

は

容

貌

美

し

く

、 

衣

紋

つ

き

立

派

に

立

廻

り

し

と

や

か

に

応

対

発

明

に 

見

え

給

ふ

と

い

ふ

と

も

、

是

又

下

々

に

い

く

ば

く

も

有 

ふ

れ

た

る

こ

と

也

。

よ

ひ

ま

ど

ひ

し

給

は

ず

、

朝

起

し

給

ひ 

て

、

飲

食

に

お

ぼ

れ

給

は

ず

、

公

の

つ

と

め

世

間

の

問

ひ 
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見

ま

ひ

怠

り

な

く

、

酒

宴

乱

舞

に

そ

ま

り

給

は

ぬ

と 

い

ふ

は

な

み

な

み

に

は

超

ま

さ

り

給

ふ

と

い

へ

ど

も

、

是

又 
下

々

に

は

三

百

六

十

日

、

日

参

を

か

か

さ

ず

拾

年

廿

年

を 

皆

勤

し

、

一

汁

一

菜

を

甘

し

、

一

妻

一

妾

に

安

じ

、

一

家 

一

類

む

つ

ま

じ

く

出

入

し

て

、

終

身

を

改

ざ

る

ひ

と

も 

多

分

な

れ

ば

、

ひ

と

り

人

君

の

美

徳

と

て

吹

聴

も

な

り 

が

た

し

。

か

や

う

に

か

ぞ

へ

み

れ

ば

何

ひ

と

つ

君

の

美 

行

と

口

広

く

吹

聴

を

す

べ

き

こ

と

は

な

し

。

唯

ひ

と

つ 

君

徳

を

生

れ

つ

き

給

ふ

の

み

は

い

ま

の

世

界

へ

披

露

し

、 

将

来

百

年

へ

も

申

伝

て

、

称

誉

す

べ

き

こ

と

也

。

君

徳

と

は 

 

何

を

か

い

ふ

や

、

爵

位

の

尊

と

き

に

も

驕

り

給

は

ず 

国

郡

の

富

に

も

奢

り

給

は

ず

。

君

は

万

民

の

父

母

と 

な

り

給

は

ね

ば

、

天

に

奉

ず

る

職

分

に

違

ひ

、

祖

先

に 

受

嗣

ぐ

孝

道

に

背

く

と

い

ふ

所

を

露

の

ま

も 

わ

す

れ

給

は

ず

。

雨

の

ふ

り

風

の

ふ

く

に

つ

け

て

も

、 

一

筋

に

下

民

の

上

を

の

み

案

じ

給

ひ

て

自

己

の 

奉

養

を

つ

づ

め

、

士

民

の

養

ひ

を

ゆ

た

か

に

し

、

正

直 

質

朴

の

臣

を

親

し

み

、

忠

諌

の

言

を

み

ち

引

、

柔

弱 

侫

媚

の

臣

を

遠

ざ

け

、

面

諛

の

言

を

ふ

さ

ぎ

、

先

祖 

の

功

業

を

失

は

ぬ

や

う

に

、

子

孫

の

興

衰

を

は

か

り

て

、 
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老

を

敬

し

幼

を

憐

み

、

孝

悌

の

人

を

賞

し

、

鰥

寡

孤

独 

の

民

を

恵

み

、

群

有

司

の

賢

否

を

審

に

し

て

、

小

過 
を

ゆ

る

し

、

成

功

を

は

げ

ま

し

、

封

内

風

俗

の

美

悪 

を

一

身

の

苦

せ

話

に

持

給

ひ

て

、

明

暮

に

た

ゆ

み

怠 

り

給

ふ

心

な

き

を

君

徳

と

は

申

な

り

。

但

し

君

徳

は 

古

先

聖

王

の

遺

訓

に

随

ひ

給

ふ

よ

り

増

長

す

る

こ

と 

な

れ

ば

、

学

問

を

好

み

給

ふ

こ

と

最

初

第

一

の

美

徳 

と

す

る

こ

と

、

古

今

歴

然

た

る

こ

と

也

。

右

躰

の

徳

備

り 

給

へ

ば

、

げ

に

げ

に

天

福

を

得

給

ひ

て

、

人

君

の

尊 

き

に

生

れ

出

給

ふ

か

ひ

も

あ

り

と

い

ふ

も

の

也

。

こ

れ

家 

 

国

を

保

ち

給

ふ

君

な

ら

で

は

、

い

か

ば

か

り

賢

な

る

人

と 

い

へ

ど

も

、

こ

の

徳

を

行

ひ

施

す

べ

き

處

な

し

。

依

之 

古

の

徳

を

さ

め

給

ふ

君

は

い

か

程

世

界

ひ

ろ

く

称 

揚

し

て

も

、

千

人

万

人

お

な

じ

心

に

か

た

じ

け

な

く 

敬

ひ

し

た

ひ

奉

り

て

、

後

世

ま

で

も

か

た

り

伝

へ

て

、 

千

秋

万

歳

現

に

い

ま

す

が

ご

と

く

存

奉

る

こ

と

、

昔

を 

か

ん

が

み

て

此

後

と

て

も

思

ひ

や

る

べ

し

。

こ

れ

よ

り 

外

に

諸

侯

貴

人

の

う

へ

に

美

目

と

す

べ

き

こ

と

は 

無

之

こ

と

な

れ

ば

、

貴

人

の

う

へ

ほ

ど

吹

聴

す

べ

き

こ

と

の 

な

き

も

の

は

あ

ら

じ

と

い

ふ

こ

と

な

り

。 
 



10 

 

教

学 

玉

不

磨

不

成

器

、

人

不

学

不

知

道

、

故

に

い

に

し

へ

の 
聖

主

賢

君

、

か

な

ら

ず

学

宮

を

建

て

人

を

教

る

所 

と

す

。

天

子

の

学

宮

を

辟

雍

と

い

ひ

、

諸

候

の

学

宮 

を

泮

宮

と

い

ふ

。

何

れ

も

徳

行

道

芸

を

教

る

所

也

。 

こ

の

稽

古

所

に

て

古

聖

主

の

身

を

修

め

人

を

治

め

、 

天

下

国

家

を

安

定

し

給

ひ

し

道

を

学

び

し

り

て

、 

其

後

君

の

官

職

を

う

け

て

、

奉

行

頭

と

も

な

り

下

民 

を

教

へ

導

き

、

さ

ば

き

、

を

さ

む

る

役

人

と

は

な

る

こ

と 

な

り

。

凡

人

の

生

質

美

善

な

り

と

い

へ

ど

も

、

古

の

道 

 

を

学

び

し

ら

ざ

れ

ば

、

思

慮

通

融

す

る

こ

と

あ

た

は

ず

。 

自

己

の

心

を

の

み

定

規

に

し

て

、

人

を

取

扱

ふ

ゆ

ゑ

に

、 

た

と

へ

ば

さ

し

が

ね

な

く

て

、

角

な

る

も

の

を

作

り

、 

ぶ

ん

ま

は

し

、

な

く

て

、

円

な

る

物

を

作

る

が

如

し

。

そ

の 

人

々

の

目

分

量

き

り

を

以

て

作

り

出

す

こ

と

故

に

、 

定

規

と

い

ふ

も

の

も

な

く

、

実

の

所

は

出

来

あ

が

り 

次

第

と

い

ふ

も

の

也

。

出

来

上

り

次

第

に

人

を

取

扱

へ

ば 

下

の

心

も

心

次

第

に

て

、

善

悪

邪

正

を

わ

き

ま

へ

ず

、

思

ひ 

つ

き

心

ま

ま

な

る

こ

と

を

申

出

る

時

、

上

な

る

役

人

も

何

と 

い

ふ

心

扣

も

な

く

、

其

時

々

行

懸

り

次

第

に

思

案

を 
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め

ぐ

ら

し

、

そ

こ

よ

こ

こ

よ

と

問

合

せ

聞

合

せ

、

た

だ

耳

学 

問

目

功

者

に

て

当

座

き

り

の

す

み

く

ち

さ

ば

き

を 
専

と

す

る

故

に

、

年

中

間

断

な

き

苦

労

を

す

る

こ

と

、 

せ

ん

か

た

も

な

き

こ

と

也

。

法

度

は

す

み

が

ね

、

役

人

は

大

工

、 

下

民

は

材

木

の

如

し

。

す

み

が

ね

あ

れ

共

大

工

な

く

、 

大

工

あ

れ

共

材

木

な

く

ば

、

い

か

で

造

作

を

す

べ

き

。

又 

す

み

が

ね

よ

か

ら

ず

、

大

工

下

手

に

て

材

木

あ

し

く

ば

、 

何

を

以

て

細

工

の

手

際

を

見

す

べ

き

。

さ

れ

ば

す

み

が

ね

、 

大

工

、

材

木

、

三

つ

揃

や

う

に

と

て

、

教

学

の

道

は

人

君

の 

貴

き

よ

り

下

民

の

い

や

し

き

ま

で

、

第

一

の

わ

ざ

と

は 

 

す

る

こ

と

也

。

古

の

聖

王

賢

君

、

天

下

国

家

を

治

め

給

ひ

し 

掟

は

く

る

ひ

な

き

す

み

が

ね

也

。

こ

の

す

み

が

ね

を

能

遣

ひ 

覚

る

人

は

上

手

大

工

と

な

る

な

り

。

周

礼

に

師

氏

保

氏 

な

ど

の

職

の

人

に

、

三

徳

三

行

、

六

芸

六

儀

等

を

教

る 

法

は

、

こ

と

ご

と

く

上

手

大

工

を

取

立

る

法

也

。

郷

大

夫

州

長 

よ

り

以

下

品

々

の

職

分

は

、

お

の

お

の

勤

方

は

こ

と

な

れ

共

、 

大

要

は

人

に

徳

行

道

芸

を

教

へ

は

げ

ま

す

役

目

に

て

、 

民

く

さ

材

木

を

素

直

に

そ

だ

つ

る

法

也

。

古

の

聖

主 

賢

君

、

民

を

と

り

か

ひ

給

ふ

道

は

、

親

の

子

を

育

る

が

如 

く

、

心

の

い

た

ら

ぬ

く

ま

も

な

く

、

教

へ

み

ち

び

き

給

ひ 
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て

実

や

る

せ

な

き

こ

と

也

。

民

を

恵

む

と

い

へ

ば

と

て

、

金

銀 

米

銭

を

ま

き

あ

た

へ

て

、

一

時

の

飢

寒

を

救

ひ

給

ふ 
の

み

に

あ

ら

ず

。

民

の

罪

に

落

入

も

の

多

き

を

憂

ひ 

給

ひ

て

、

是

に

善

を

教

へ

さ

と

し

て

、

自

然

に

上

の

刑

戮 

に

か

か

ら

ぬ

や

う

に

と

と

り

か

ひ

給

ふ

こ

と

也

。

下

民

は 

上

の

教

に

だ

に

随

ふ

時

は

、

罪

も

な

く

咎

も

な

く

、

生

涯 

を

心

ゆ

た

か

に

く

ら

す

こ

と

故

、

教

化

の

世

話

を

や

き 

給

ふ

は

無

上

の

仁

政

、

莫

大

の

恩

恵

也

。

人

君

の

恵

む

こ

と 

陰

陽

の

気

の

物

に

布

が

如

く

、

雨

露

風

霜

の

節 

た

が

は

ず

し

て

、

深

山

大

沢

の

く

ま

ぐ

ま

ま

で

、

竹

木

花

草 

 

お

の

が

さ

ま

ざ

ま

栄

へ

茂

り

て

、

素

直

な

る

良

材

幾

千

万 

も

そ

だ

ち

て

、

上

手

大

工

の

す

み

が

ね

に

随

ふ

時

は

、

の

み 

か

ん

な

の

は

も

か

け

ず

、

心

易

く

造

作

も

調

ふ

べ

し

。 

下

民

の

材

木

を

そ

だ

つ

る

政

は

教

導

の

官

を

儲

け

て

、 

暁

喩

の

法

を

広

く

す

る

に

し

く

は

な

か

る

べ

し

。

学

宮 

厳

重

な

れ

ば

、

よ

き

奉

行

頭

は

其

内

よ

り

生

じ

て

、

人

を 

愛

す

る

道

を

以

て

下

を

取

扱

ひ

、

暁

喩

の

官

四

方

に 

居

て

世

話

を

や

か

ば

、

其

下

よ

り

順

従

の

民

生

じ

て

、 

上

を

犯

す

風

は

や

む

べ

し

。

君

子

学

道

愛

人

、

小

人 

学

道

易

使

と

孔

子

も

を

し

へ

給

ひ

け

ら

し

。 



13 

政

の

大

体 

政

を

す

る

に

大

体

に

よ

ら

ざ

れ

ば

、

君

上

の

仁

み

な

小

恵

に 
の

み

止

り

て

広

大

の

徳

は

及

不

申

事

に

御

座

候

。

先 

天

地

を

か

ん

が

み

候

に

、

其

徳

春

暖

夏

暑

秋

凉

冬

寒 

の

節

た

が

は

ず

、

山

川

原

湿

の

冝

を

た

が

へ

ざ

る

ま

で 

に

て

、

人

は

其

間

に

は

ら

ま

れ

春

の

暖

を

得

て

種

を 

お

ろ

し

、

夏

の

暑

を

得

て

物

を

長

じ

、

秋

の

凉

を

得

て 

実

の

り

、

冬

の

寒

を

得

て

取

収

め

、

畠

に

は

麻

麦

を 

う

ゑ

、

水

に

は

稲

を

植

て

、

お

の

れ

お

の

れ

が

か

せ

ぎ

を

以

て

、 

衣

食

の

ふ

た

つ

を

拵

へ

出

し

、

そ

れ

を

身

に

着

し

、

口

に 

 

食

て

、

一

生

を

過

し

申

事

に

御

座

候

。

四

時

の

運

土

地 

の

冝

を

違

へ

給

は

ぬ

ま

で

は

天

地

の

徳

な

れ

共

、

己

々 

動

き

働

き

不

申

候

て

は

、

今

日

を

生

て

通

る

べ

き 

道

も

無

之

候

故

に

、

人

々

天

運

地

冝

の

大

徳

を

う

け 

な

が

ら

も

、

今

日

は

自

分

の

働

に

て

わ

た

る

こ

と

と

の

み 

心

得

、

朝

夕

に

天

地

を

拝

み

礼

を

申

心

も

な

く

、

う

か

と 

一

生

を

過

し

申

事

、

こ

れ

す

な

は

ち

天

地

の

大

仁 

無

量

広

大

な

る

所

に

て

御

座

候

。

人

君

上

に

立

給

ひ

て

、 

下

万

民

御

影

を

以

て

、

性

命

を

全

し

一

生

を

暮

す 

も

先

そ

の

如

く

、

誰

が

恵

と

も

し

ら

ず

、

人

々

精

を

だ

に 
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出

せ

ば

、

一

生

は

心

安

く

暮

さ

る

と

の

み

思

は

せ

て

置 

 
給

ふ

が

人

君

の

恩

沢

に

て

御

座

候

。

凡

上

よ

り

あ

た

ふ

る 

 

恵

と

い

ふ

は

限

有

之

事

に

て

、

一

里

に

は

、

た

れ

ど

も 

 

十

里

に

は

と

ど

か

ず

。

十

里

に

は

渡

れ

共

、

五

十

里

に

は 

 

あ

ま

ね

か

ら

ぬ

も

の

に

て

御

座

候

。

是

を

平

等

に

行

渡 

 

る

や

う

に

と

申

所

を

主

意

に

仕

候

て

、

令

を

施

し 

 

可

申

こ

と

に

御

座

候

。

孔

子

も

君

子

恵

而

不

費

と

仰 

 

ら

れ

候

。 

○

為

政

在

於

得

人

と

申

聖

言

に

止

り

申

候

。

君

上

は

如

何 

 

程

の

仁

心

あ

ら

せ

給

ふ

と

い

ふ

共

其

心

を

受

て

施

し 

 
 

 

行

ふ

奉

行

役

人

未

熟

に

御

座

候

て

は

、

恩

恵

の

下

に

届 

 

べ

き

道

は

無

之

候

故

に

、

仁

を

施

し

可

申

に

は

、

先

奉

行 

 

役

人

を

正

直

に

仕

候

が

初

に

て

御

座

候

。

奉

行

役

人

を 

 

正

直

に

仕

候

は

、

貪

欲

の

心

を

お

さ

へ

申

事

に

御

座

候

。 

 

貪

欲

の

心

を

お

さ

へ

申

こ

と

は

廉

恥

を

し

ら

せ

申

こ

と

に 

 

御

座

候

。

廉

恥

を

し

ら

せ

申

事

は

、

礼

義

を

あ

き

ら

か

に 

 

し

ら

せ

申

こ

と

に

御

座

候

。

礼

義

を

明

ら

か

に

し

ら

せ 

 

申

こ

と

は

、

聖

賢

の

学

を

い

た

さ

せ

申

こ

と

に

御

座

候

。 

 

聖

賢

の

学

を

致

さ

せ

申

事

は

、

聖

賢

の

道

を

尊

み 

 

候

て

見

せ

申

こ

と

に

御

座

候

。

聖

賢

の

道

を

尊

み

見

せ 
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候

こ

と

は

、

考

悌

忠

信

礼

義

遜

譲

の

人

を

賞

美

仕

候

こ

と

に 

御

座

候

。

但

し

善

人

を

賞

美

仕

候

と

申

時

は

、

不

次

の

選 

 

と

申

て

、

其

人

の

身

分

よ

り

は

ニ

等

も

三

等

も

越

さ

せ 

 

申

候

て

、

衆

人

の

耳

目

を

驚

し

申

程

に

立

身

を

致 

 

さ

せ

、

其

人

の

器

量

を

十

分

に

用

に

た

て

申

こ

と

に

御

座

候

。 

 

乍

併

考

悌

忠

信

の

人

と

て

、

必

し

も

才

知

発

明

な

る 

 

人

ば

か

り

は

無

之

も

の

に

御

座

候

へ

ば

、

其

用

ひ

か

た

は 

 

君

上

の

明

を

以

て

、

其

人

の

器

量

相

応

に

処

置

可

有 

 

こ

と

に

御

座

候

。

且

又

善

を

賞

し

申

候

と

て

悪

を

い

ま 

 

し

め

不

申

候

時

は

賞

も

尊

か

ら

ず

候

故

に

、

不

忠

不

孝

、 

 

 

無

礼

無

義

の

人

は

厳

罰

を

く

は

へ

黜

退

可

仕

事

に 

 

御

座

候

。

大

概

世

に

仁

君

は

有

な

が

ら

、

仁

政

の

行

れ 

 

不

申

候

こ

と

は

、

前

後

左

右

、

東

西

南

北

、

浪

風

た

た

ざ

る 

 

や

う

に

と

、

穏

便

を

先

と

し

給

ふ

よ

り

、

善

を

揚

る

こ

と 

 

明

ら

か

な

ら

ず

、

悪

を

退

る

こ

と

厳

な

ら

ず

、

風

を

移

し 

 

俗

を

易

る

と

申

ま

で

に

至

り

が

た

く

候

。

一

人

の

善 

 

を

揚

て

万

人

の

悪

を

化

し

申

こ

と

は

、

舜

の

皐

陶

を 

 

あ

げ

給

ひ

し

な

ど

は

格

別

の

こ

と

に

て

、

中

々

難

及

儀 

 

に

御

座

候

へ

ば

、

十

善

を

あ

げ

十

悪

を

退

け

申

候

程 

 

に

、

骨

を

折

、

世

話

を

や

き

申

候

は

て

は

不

参

義

に 
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御

座

候

。

威

に

畏

れ

徳

に

懐

く

と

申

は

、

人

君

下

に

の

ぞ

み 

給

ふ

第

一

の

柄

に

て

、

畏

を

い

だ

か

せ

懐

し

み

を

も

た

せ 
申

こ

と

、

政

令

の

行

れ

申

候

根

本

に

て

御

座

候

。

仁

知

勇 

の

三

を

三

達

徳

と

組

合

せ

給

ひ

し

聖

意

を

察

し 

可

申

義

に

御

座

候

。

進

退

を

明

ら

か

に

し

賞

罰

を

厳

に 

仕

候

時

は

、

衆

吏

清

廉

を

守

り

貪

濁

の

風

改

り

て

、 

自

然

と

下

々

へ

の

あ

た

り

正

道

に

相

成

候

付

、

民

間 

何

と

な

く

ゆ

る

や

か

に

相

成

候

へ

ば

、

有

徳

の

者

は 

五

人

養

ひ

候

者

も

十

人

養

ひ

申

様

に

相

成

、

衣

食

の 

蓄

へ

無

之

者

も

こ

こ

へ

よ

り

か

し

こ

へ

た

よ

り

候

て

、 

 

相

持

に

今

日

を

過

し

、

困

約

窮

死

に

お

よ

び

候

者

は

、 

自

然

と

無

之

こ

と

に

御

座

候

。

民

間

衰

微

に

い

た

り 

候

時

は

、

五

人

く

ら

し

候

者

も

三

人

に

減

し

、

人

の

上

よ

り

、 

我

上

と

一

家

の

繰

廻

し

を

案

じ

申

心

よ

り

、

不

便 

と

は

乍

存

、

五

合

一

升

の

み

つ

ぎ

も

太

儀

に

相

成

候

て

、 

貧

民

を

見

殺

に

仕

候

こ

と

、

世

の

有

様

に

御

座

候

。

詩

の 

大

田

の

篇

に

彼

有

遺

秉

此

有

滞

穂

、

伊

寡

婦

之

利

な

り 

と

申

は

百

姓

ゆ

た

か

な

る

時

は

田

刈

取

い

れ

の

と

き

も

、 

一

把

二

把

の

取

お

と

し

刈

残

し

は

、

を

し

み

不

申

そ

の 

落

こ

ぼ

れ

を

拾

ひ

候

て

も

、

や

も

め

や

も

め

は

今

日

を

渡

る 
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と

申

こ

と

に

御

座

候

。

上

よ

り

一

升

一

合

を

せ

め

は

た

り 

 
候

へ

ば

、

百

姓

共

も

落

穂

を

拾

い

申

も

の

ま

で

を 

 

盗

人

よ

な

ど

せ

ち

が

ひ

申

心

に

相

成

候

こ

と

故

、

老

弱 

 

窮

困

の

民

は

飢

て

死

候

よ

り

外

は

致

か

た

も

無

之

候

。 

 

さ

れ

ば

大

体

と

は

大

く

く

り

の

場

を

考

へ

候

て

、

下

は 

 

下

に

て

相

互

相

持

に

な

り

て

、

飢

凍

え

ず

、

や

み

煩

ひ 

 

と

申

時

も

ど

う

か

か

う

か

に

服

薬

も

仕

候

て

、

誰

が

情 

 

と

も

し

ら

ず

心

安

く

今

日

を

過

し

候

様

に

と

申

こ

と 

 

に

御

座

候

。

賤

し

き

諺

に

も

、

あ

る

手

に

ま

ま

こ

な

し 

 

と

申

通

り

、

継

子

に

つ

れ

な

く

あ

た

り

候

は

、

元

来

が 

  

足

ら

ぬ

故

に

御

座

候

。

人

が

人

に

つ

れ

な

く

な

り

行

候

こ

と

は

、 

 

一

身

の

取

廻

し

む

づ

か

し

き

よ

り

出

候

こ

と

に

て

、

と

に 

 

か

く

に

己

が

衣

食

の

な

り

候

程

に

候

へ

ば

、

山

野

の

民

は 

 

な

か

な

か

貪

欲

に

は

無

之

、

人

の

上

も

相

成

た

け

は

恵

み 

 

申

候

も

の

に

御

座

候

。

人

が

心

に

つ

れ

な

く

な

り

候

こ

と

は 

 

政

の

か

ら

き

よ

り

起

り

申

候

風

儀

に

て

御

座

候

へ

ば

、 

 

こ

の

風

儀

を

う

つ

し

か

へ

候

て

、

人

が

人

に

や

さ

し

う 

 

相

成

候

や

う

に

と

申

こ

と

、

大

体

に

て

御

座

候

。 

○

人

の

善

を

賞

し

悪

を

罰

し

給

ふ

こ

と

は

、

誰

も

誰

も 

 

心

地

よ

く

存

候

こ

と

に

御

座

候

。

然

処

可

賞

善

人

は

鮮

く

、 
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可

罰

悪

人

は

た

え

不

申

候

こ

と

何

故

ぞ

と

申

せ

ば

、

賞

は 

其

人

一

人

の

仕

合

に

止

り

、

罰

は

他

人

ま

で

崇

の

参

る 
故

に

御

座

候

。

た

と

へ

て

申

さ

ば

、

町

村

に

一

人

の

孝

子 

有

之

候

時

、

こ

の

者

の

孝

行

を

申

上

候

て

御

褒

美

を 

願

可

申

と

存

候

時

は

、

庄

屋

組

頭

の

も

の

い

く

ば

く

も 

世

話

を

仕

、

足

手

を

は

こ

び

筆

紙

墨

を

費

し

、

其

後 

支

配

へ

申

出

候

こ

と

に

御

座

候

。

其

上

に

て

弥

間

違

は 

無

之

か

実

事

に

候

か

否

な

と

数

遍

被

呼

出

、

様

々

に 

吟

味

定

り

て

、

御

褒

美

と

申

に

相

成

候

時

は

、

当

人

一

人 

恩

恵

を

蒙

り

候

ま

で

に

て

、

余

人

の

仕

合

に

は

曽

て 

 

相

成

不

申

候

。

乍

併

至

極

の

孝

心

を

見

受

候

て

は

、 

人

情

自

然

と

感

服

仕

候

こ

と

故

に

、

物

入

造

作

も

厭

ひ 

不

申

こ

と

に

御

座

候

。

但

し

右

体

の

善

人

は

其

分

に

て 

不

申

出

候

て

も

、

指

て

上

よ

り

の

御

叱

を

も

、

う

け

不

申 

候

へ

ば

、

大

概

の

こ

と

に

て

は

先

其

分

に

打

捨

置

候

こ

と 

も

多

く

有

之

候

。

さ

て

不

孝

不

忠

不

埒

も

の

と

申

時

は

、 

町

村

に

て

常

々

厄

介

に

相

成

、

そ

の

う

へ

万

一

の

こ

と

を 

仕

出

し

候

時

は

、

庄

屋

組

合

の

者

ま

で

、

大

き

な

る

咎

を 

蒙

り

申

こ

と

故

に

、

物

入

造

作

は

千

万

迷

惑

な

が

ら

後

難 

を

恐

れ

申

候

て

、

一

日

も

早

く

申

出

候

こ

と

に

御

座

候

。 
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且

又

そ

の

悪

人

御

法

度

を

犯

し

申

候

者

に

も

候

へ

ば

、 

よ

く

ぞ

申

出

候

と

て

、

御

誉

に

も

あ

ひ

申

こ

と

に

御

座

候

。 
依

之

悪

人

は

年

々

多

き

も

の

、

善

人

は

、

た

ま

た

ま

有

之 

も

の

と

の

み

存

知

候

風

儀

に

は

相

成

候

こ

と

に

御

座

候

。 

善

人

を

申

出

候

時

は

そ

の

支

配

頭

た

る

者

と

も

ど

も

御

誉 

を

受

候

こ

と

に

候

は

ば

、

善

人

も

年

々

絶

申

ま

じ

く

候

。 

然

時

は

善

人

も

多

き

も

の

と

申

風

儀

に

も

移

り 

可

申

こ

と

に

御

座

候

。

扨

ま

た

善

人

多

く

出

申

候

て

、 

不

断

御

恩

恵

を

被

成

下

候

時

は

、

上

の

財

用

も

多

分 

に

費

え

候

な

と

存

知

候

。

人

も

有

之

候

へ

ど

も

、

善

人

へ 

 

賞

を

あ

た

へ

給

ふ

は

少

分

の

儀

に

て

、

其

賞

を

受

し 

も

の

は

、

百

姓

は

以

後

い

よ

い

よ

耕

作

を

出

精

仕

、

町

人

は 

い

よ

い

よ

商

売

を

出

精

仕

候

こ

と

故

に

、

自

然

と

上

の 

御

物

入

を

仕

出

し

、

御

損

を

か

け

申

や

う

な

る

不

届

は 

仕

出

し

不

申

候

。

悪

人

と

申

時

は

何

れ

其

分

に

は

な

り 

が

た

く

、

役

懸

が

吟

味

に

吟

味

を

と

げ

て

、

い

く

ば

く

も 

根

気

を

尽

し

筆

紙

墨

を

費

し

、

つ

ま

り

軽

重 

相

応

の

御

仕

置

は

仰

付

ら

れ

候

こ

と

故

、

上

の

損

分

多

き 

の

み

な

ら

ず

、

頭

分

向

隣

の

難

義

と

な

り

、

は

て

は

て

は 

其

一

人

は

そ

れ

き

り

に

な

く

な

り

候

者

も

多

く

、

一

人 
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二

人

と

申

内

に

国

中

に

て

は

い

く

ば

く

も

民

を

う 

し

な

ひ

申

こ

と

に

て

、

剰

右

の

費

は

再

び

立

戻

候

時

は 
無

之

候

。

か

や

う

の

所

通

例

の

役

人

は

心

付

不

申

、

悪 

人

は

申

出

る

に

随

ひ

世

話

を

す

る

筈

、

物

入

を

す

る

筈 

と

の

み

心

得

居

候

こ

と

、

浅

ま

し

き

こ

と

に

御

座

候

。

以

前 

米

沢

の

小

国

と

申

所

に

、

市

三

郎

と

申

百

姓

、

孝

行

の 

も

の

な

る

に

つ

き

、

其

持

ま

へ

の

田

地

三

石

目

永

代

作 

り

取

に

申

付

ら

れ

候

。

其

砌

役

人

共

の

中

に

、

か

や

う

に 

持

高

を

孝

子

へ

作

り

取

に

被

下

候

時

は

、

小

国

三

万

石

の 

御

高

入

も

次

第

に

減

じ

可

申

な

ど

申

も

の

有

之

候

。 

 

家

老

何

某

承

之

候

て

、

一

通

り

尤

に

相

聞

候

。

乍

併

年

々 

孝

子

へ

作

り

取

に

申

付

候

て

も

、

拾

年

廿

年

に

て

小

国 

三

万

石

の

内

千

石

は

減

申

間

敷

候

。

何

卒

是

を

手

本 

に

見

習

ひ

聞

習

ひ

候

て

田

地

を

作

り

取

に

被

下

候 

や

う

な

る

孝

子

の

五

十

も

百

も

出

候

は

ば

、

家

国

の

大

慶 

は

此

上

な

く

候

。

か

や

う

に

褒

候

て

も

、

な

か

な

か

人

の

感 

ず

る

程

の

孝

行

は

人

々

得

せ

ぬ

も

の

に

候

。

且

又

十

年 

廿

年

に

は

、

千

石

ほ

ど

は

上

の

費

を

は

ぶ

き

可

申

候

。

た

と 

ひ

御

高

入

は

減

申

候

て

も

、

市

三

郎

が

米

は

御

国

の

米 

に

て

候

。

市

三

郎

を

見

習

ひ

一

郷

一

村

に

て

、

百

姓

共

が 
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毎

日

一

鍬

宛

余

計

耕

し

候

は

ば

小

国

中

に

て

は

、

日

々 

弐

三

万

鍬

は

増

し

可

申

候

。

左

候

は

ば

五

石

十

石

は

年

々 
に

作

り

増

し

可

申

候

。

残

念

な

る

こ

と

は

市

三

郎

が

持

高 

少

分

に

て

候

。

せ

め

て

百

石

目

も

持

居

候

は

ば

、

作

り

取

も 

目

立

申

候

て

、

一

入

人

も

う

ら

や

み

可

申

事

に

候

と 

申

聞

候

よ

し

。

大

臣

の

存

慮

、

大

体

に

か

な

ひ

候

や

う 

に

奉

存

候

。 

    

農

官

の

心

得 

む

か

し

聖

王

尭

舜

天

下

を

治

給

ふ

に

、

五

穀

樹

芸

の 

官

長

を

后

稷

と

名

づ

け

て

重

き

職

掌

な

り

。

周

語 

に

は

虢

の

文

公

と

い

ふ

賢

君

天

子

宣

王

を

諌

て

、

民

之 

大

事

在

農

と

い

へ

り

。

治

民

の

政

は

第

一

農

業

に

あ

る 

こ

と

を

い

ふ

な

り

。

管

子

に

は

凡

有

地

牧

民

者

務

在

四

時 

と

を

し

へ

ぬ

。

有

地

牧

民

と

は

国

君

領

主

の

こ

と

な

り

。 

務

在

四

時

と

は

、

春

夏

秋

冬

に

随

て

、

農

業

怠

ら

ざ

る 

や

う

に

民

を

世

話

す

る

こ

と

也

。

孟

子

に

は

諸

侯

の

宝 

三

、

土

地

、

人

民

、

政

事

と

あ

り

。

土

地

は

地

方

な

り

、

人

民 
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と

は

士

農

工

商

の

四

民

な

り

。

政

事

と

は

右

の

四

民

を 

取

扱

ふ

仕

方

也

。

土

地

広

け

れ

ど

も

人

民

す

く

な

け

れ

ば 
国

貧

弱

な

り

。

人

民

衆

け

れ

共

取

扱

冝

し

か

ら

ざ

れ 

ば

四

民

安

堵

す

る

こ

と

な

し

。

さ

て

四

民

の

中

に

て

は 

農

民

を

国

の

根

本

と

す

。

さ

れ

ば

今

の

世

に

て

も

、

奉

行 

代

官

と

成

て

百

姓

を

取

扱

ふ

身

分

は

、

至

て

大

切

な

る 

職

掌

と

い

ふ

こ

と

を

、

最

初

第

一

に

心

得

べ

き

こ

と

也

。

上

は 

天

子

の

尊

き

よ

り

、

下

は

匹

夫

匹

婦

の

卑

き

に

至

ま

で

、 

人

の

性

命

を

立

る

本

は

衣

食

の

ふ

た

つ

に

と

ど

ま

る

。 

衣

食

の

源

は

百

姓

の

勤

よ

り

い

づ

る

こ

と

、

眼

前

の

こ

と

也

。 

 

し

か

る

に

奉

行

代

官

の

い

た

づ

ら

に

権

威

を

さ

か

ん 

に

し

て

、

下

よ

り

悪

事

の

出

来

る

時

、

是

を

吟

味

し

て 

仕

置

を

加

ふ

る

役

と

ば

か

り

存

じ

、

百

姓

を

せ

た

げ 

は

た

り

て

も

、

年

貢

未

進

を

取

立

る

を

今

日

の

奉

公 

と

の

み

心

得

た

る

は

、

浅

ま

し

き

こ

と

也

。

な

べ

て

賎

し

き 

下

々

は

も

と

よ

り

、

道

理

を

ま

な

び

弁

へ

た

る

侍

な

ど 

の

義

を

存

じ

礼

を

守

り

て

、

上

下

左

右

を

思

ひ

計

る 

お

と

な

し

き

心

は

な

く

、

た

だ

お

の

れ

お

の

れ

が

身

の

今 

日

を

安

楽

に

く

ら

し

て

一

生

を

心

よ

く

わ

た

り

た

く 

思

ふ

よ

り

外

に

願

は

な

き

も

の

也

。

然

る

ゆ

ゑ

に

上

に 
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立

て

、

こ

れ

を

司

る

奉

行

代

官

と

い

ふ

も

の

な

け

れ

ば

、 

人

々

身

勝

手

に

の

み

な

り

ゆ

き

、

己

だ

に

立

ゆ

く

時

は 
上

の

為

を

も

は

か

ら

ず

、

人

の

上

を

も

か

へ

り

み

ず

、 

は

か

な

き

心

よ

り

し

て

、

は

て

は

て

は

己

が

身

ひ

と

つ 

を

だ

に

得

た

も

た

ず

終

に

は

不

埒

不

届

を

仕

出

し

て

、 

重

き

刑

戮

に

も

お

ち

い

る

こ

と

故

に

、

奉

行

代

官

是

を 

世

話

や

き

、

千

人

万

人

も

ろ

も

ち

に

な

り

、

相

互

に

立 

ゆ

く

や

う

に

と

、

或

は

教

へ

或

は

お

ど

し

、

ま

め

や

か

に 

指

図

を

加

へ

て

、

百

姓

の

気

を

ゆ

る

め

ざ

る

や

う

に

、

農 

業

を

す

す

め

励

し

て

、

衣

食

の

源

を

丈

夫

に

し

、

性

命 

 

の

根

を

か

た

く

す

る

こ

と

也

。

但

し

、

人

情

は

智

あ

る

も 

愚

な

る

も

、

仁

愛

に

な

つ

き

服

せ

ぬ

も

の

な

け

れ

ば

、

先 

第

一

に

仁

心

を

専

と

し

て

、

下

を

い

た

は

る

道

を

つ 

と

む

る

こ

と

也

。

よ

き

役

人

を

循

吏

良

吏

と

い

ふ

。

あ

し

き 

役

人

を

酷

吏

賊

吏

と

い

ふ

。

循

良

の

吏

は

正

直

不

欲

に

て 

法

度

を

み

だ

さ

ず

。

不

義

非

道

の

指

図

を

せ

ず

。

慈

悲 

柔

和

に

下

を

取

扱

ひ

、

上

の

気

に

い

ら

ん

と

て

下

を

く 

る

し

め

ず

、

下

に

ほ

め

ら

れ

ん

と

て

上

を

あ

ざ

む

か

ず

、 

家

国

ゆ

く

す

ゑ

の

利

害

を

案

じ

考

へ

て

、

役

目

を

勤 

る

人

を

い

ふ

也

。

酷

賊

の

役

人

は

貪

欲

偏

頗

に

て

、

法

度

を 
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ま

げ

威

勢

を

以

て

、

む

ご

く

か

ら

き

下

知

を

加

へ

眼

前 

の

手

柄

を

専

に

し

て

家

国

ゆ

く

す

ゑ

の

利

害

を

か

へ

り 
見

ず

立

身

出

世

を

心

懸

る

も

の

を

い

ふ

也

。

故

に

国

に 

循

良

の

役

人

多

け

れ

ば

、

君

上

の

徳

沢

万

民

に

な

が

れ 

わ

た

り

て

、

人

心

悦

服

す

る

故

に

、

天

地

神

明

も

福

慶

を 

降

し

て

、

家

国

富

強

安

栄

す

る

こ

と

響

の

声

に

応 

ず

る

が

如

し

。

酷

賊

の

役

人

多

け

れ

ば

君

上

の

恩

恵 

下

民

に

降

ら

ず

。

衆

心

な

げ

き

う

ら

む

る

故

に

、

天

地 

神

明

も

殃

を

降

し

、

家

国

衰

弊

危

亡

す

る

こ

と

影

の 

形

に

随

ふ

が

如

し

。

こ

の

二

道

を

よ

く

よ

く

弁

へ

し

り

て

、 

 

職

分

に

思

ひ

を

尽

す

人

を

忠

良

の

臣

と

称

し

て 

家

国

の

至

宝

と

す

る

こ

と

な

り

。 

       

嚶

鳴

館

遺

草

巻

第

二 


