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贈
二
十
一
回
猛
士
在
野
山
獄
中

二に

十
じ
ゅ
う

一い
っ

回か
い

猛も
う

士し

の
野の

山や
ま

の
獄ご

く

中
ち
ゅ
う

に
在あ

る
に
贈お

く

る

第
一
段 

【
原
文
・
書
き
下
し
文
】 

１

君
不
レ

聞
輿
地
球
周
九
萬
里

AE

君

E

き

み

AAE

聞

E

き

A

か
ず
や

AE

輿

E

よ

AAE

地

E

ち

A
A
E

球

E

き
ゅ
う

A

に
し
て

A
E

周

E

し
ゅ
う

AA
E

九

E

き
ゅ
う

AAE

万

E

ま

ん

AAE

里

E

り

A

な
る
を

２

航
海
諸
蠻
由
二

一
水
一

AE

航

E

こ

う

AAE

海

E

か

い

A
AE

諸

E

し

ょ

AAE

蠻

E

ば

ん

A
AE

一

E

い

っ

AAE

水

E

す

い

A

に

AE

由

E

よ

A

る

３

大
火
輪
船
旋
轉
駛

AE

大

E

た

い

AAE

火

E

か

A

の

AE

輪

E

り

ん

AAE

船

E

せ

ん

A
AE

旋

E

せ

ん

AAE

転

E

て

ん

A

し
て

AE

駛

E

は

や

A

せ

４

輾
波
千
里
猶
二

彈
指
一

AE

輾

E

て

ん

AAE

波

E

ぱ

AAE

千

E

せ

ん

AAE

里

E

り

A
AE

猶

E

な

A

お

AE

指

E

ゆ

び

A

を

AE

弾

E

は

じ

A

く
が
ご
と
し

５

東
海
西
洋
無
二

遠
邇
一

AE

東
E

と

う
AAE

海

E

か

い

AAE

西

E

せ

い

AAE

洋

E

よ

う

A
AE

遠

E

え

ん

AAE

邇

E

じ

AAE

無

E

な

A

く

６

通
商
拓
土
不
二

窮
已
一

AE

通

E

つ

う

AA
E

商
E

し
ょ
う

A
AE

土

E

つ

ち

A

を

AE

拓

E

ひ

ら

A

い
て

AE

窮

E

き

わ

A

ま
り

AE

已

E

や

A

ま
ず

７

我
國
神
山
環
海
峙

AE

我

E

わ

A

が

AE

国

E

く

に

A
AE

神
E

し

ん

AAE

山

E

ざ

ん

A

に
し
て

AE

環

E

か

ん

AA

海か
い

A

に
峙

そ
ば
だ

ち

８

絶
壁
暗
礁
天
造
壘

絶ぜ
っ

壁ぺ
き

暗あ
ん

礁
し
ょ
う

天て
ん

造ぞ
う

の
壘る

い

９

皇
基
賴
固
三
千
祀

皇こ
う

基き

頼
さ
い
わ
い

に
し
て
固か

た

き
こ
と
三さ

ん

千ぜ
ん

祀し

10

未
レ

受
二

外
蠻
凌
辱
恥
一

未い
ま

だ
受う

け
ず

外が
い

蛮ば
ん

の
凌

り
ょ
う

辱
じ
ょ
く

の
恥は

じ

を

11

東
海
墨
夷
元
蠢
爾

東と
う

海か
い

の
墨ぼ

く

夷い

元も
と

蠢
し
ゅ
ん

爾じ

た
り
て

12

近
請
三

幕
庭
開
二

互
市
一

近ち
か

ご
ろ
幕ば

く

庭て
い

に
互ご

市し

を
開ひ

ら

か
ん
こ
と
を
請こ

う

13

千
年
綱
紀
一
朝
弛

千せ
ん

年ね
ん

の
綱こ

う

紀き

一い
っ

朝
ち
ょ
う

に
し
て
弛ゆ

る

みみ

14

遂
割
二

神
州
一

養
二

犬
豕
一

遂つ
い

に
神し

ん

州
し
ゅ
う

を
割さ

き
て
犬け

ん

豕し

を
養

や
し
な

う

15

豆
州
南
港
霜
田
涘

豆ず

州
し
ゅ
う

南な
ん

港こ
う

霜し
も

田だ

の
涘き

し

16

人
禽
雜
糅
相
接
レ

趾

人じ
ん

禽き
ん

雑ざ
つ

糅
じ
ゅ
う

し
て
相あ

い
趾あ

し

を
接せ

っ

す

17

海
内
多
難
從
レ

此
始

海か
い

内だ
い

の
多た

難な
ん

此こ

れ
従よ

り
始は

じ

ま
り

18

慷
慨
何
人
不
二

切
齒
一

慷こ
う

慨が
い

何な
ん

人ぴ
と

か
切せ

っ

歯し

せ
ざ
ら
ん

【
詩
型
・
押
韻
】 

七
言
古
詩(

毎
句
押
韻
、
一
韻
到
底)

。 

『
平
水
韻
』

上
声
四
紙(

里
・
水
・
馳
・
指
・
邇
・
已
・
峙
・
壘
・
祀
・
恥
・
爾
・
市
・
弛
・
豕
・
涘
・
趾
・
始
・
齒
・

似
・
己
・
彼
・
視
・
軌
・
觜
・
倚
・
艤
・
起
・
矢
・
委
・
理
・
死
・
褫
・
矣
・
耳
・
美
・
梓
・
恃
・
徙
・
庳
・

螘
・
枳
・
跬
・
脾
・
此
・
是
・
髓
・
擬
・
晷
・
累
・
技
・
抵
・
綺
・
紙
・
旨
・
宄
・
紀
・
紫
・
否
・
子
・
以
・

蓰
・
俟
・
弭
・
止
・
兕
・
裏
・
使
・
靡
・
址
・
璽
・
秭
・
比
・
史
・
士
・
氏)

、
五
尾(

偉
・
葦)

、
八
薺(

體)

、

十
賄(

罪
・
傀)

通
押
。
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 【
校
勘
】 

・
第
９
句｢
祀｣

を
『
清
狂
遺
稿
』
『
清
狂
詩
鈔
』
と
も
に｢

紀｣

に
作
る
が
、
第
59
句
と
韻
字
が
重
な
り
、
『
清

狂
吟
稿
』
及
び
吉
田
松
陰
の
次
韻
詩
〔
第
一
段
解
題
参
照
〕
に
拠
っ
て
改
む
。 

 【
現
代
語
訳
】 

野の

山や
ま

獄ご
く

に
い
る
二
十
一
回
猛も

う

士し

に
贈
る 

君
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
か
、
こ
の
世
界
は
球
の
形
で
一
周
が
九
万
里
だ
と
い
う
こ
と
を
、 

航
海
に
出
れ
ば
多
く
の
蛮ば

ん

族ぞ
く

ら
は
ひ
と
つ
の
海
で
繋
が
っ
て
い
る
。 

火
を
ご
ぉ
ご
ぉ
と
燃
や
し
た
船
が
外が

い

輪り
ん

を
回
し
て
疾
駆
す
る
が
、 

そ
の
波
を
き
し
ら
せ
て
千
里
の
果
て
ま
で
進
む
の
は
指
を
は
じ
く
く
ら
い
一
瞬
の
間
。 

東
の
海
だ
ろ
う
と
西
の
海
だ
ろ
う
と
お
構
い
な
く
、 

貿
易
だ
と
い
っ
て
国
土
を
広
げ
て
は
際
限
が
な
い
。 

我
が
国
は
神
の
山
で
回
り
が
海
に
囲
ま
れ
た
中
に
聳そ

び

え
立
っ
て
お
り
、 

険
し
い
崖
や
海
に
隠
れ
た
岩
は
天
が
作
り
た
も
う
た
防ぼ

う

塁る
い

な
の
だ
。 

 

天
皇
の
御み

代よ

は
幸
い
に
し
て
三
千
年
も
の
あ
い
だ
そ
の
礎
は
堅
固
な
も
の
で
、 

 

外
国
の
野
蛮
な

輩
や
か
ら

か
ら

侮
あ
な
ど

り
を
う
け
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。 

 

海
の
東
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
そ
も
そ
も
礼
儀
も
わ
き
ま
え
ず
、 

 

近
ご
ろ
幕
府
に
貿
易
を
始
め
た
い
な
ど
と
願
い
出
に
や
っ
て
き
た
。 

 

千
年
も
の
永
き
に
わ
た
っ
て
保
た
れ
て
き
た
国
の
規
律
は
一
瞬
に
し
て
緩ゆ

る

み
、 

 

か
く
し
て
こ
の
神
国
の
地
を
割
譲
し
て
犬
や
豚
の
よ
う
な
輩

や
か
ら

を
養
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

伊い

豆ず

の
南
の
港
で
あ
る
下し

も

田だ

の
浜
は
、 

 

人
間
と
禽き

ん

獣
じ
ゅ
う

が
入
り
乱
れ
て
ご
っ
た
が
え
す
と
い
う
様
相
を
呈て

い

し
て
い
る
。 

 

世
の
中
の
多
く
の
災
難
は
こ
こ
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
り
、 

 

誰
が

憤
い
き
ど
お

り
を
発
し
て
歯
ぎ
し
り
し
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。 

 

【
解
題
】 

 
 

こ
の
詩
は
萩は

ぎ(

山
口
県
萩
市)

の
野の

山や
ま

獄ご
く

に
繋
が
れ
て
い
た
吉
田
松
陰(

一
八
三
〇-

一
八
五
九)

を
励
ま
す
た
め
に

贈
っ
た
も
の
。
安
政
元
年(

甲
寅 

一
八
五
四)

三
月
三
日(

旧
暦)

の
日
米
和
親
条
約
締
結
後
の
三
月
二
十
七
日
夜
、

松
陰
は
下
田
に
停
泊
中
の
ペ
リ
ー
の
旗
艦
に
金か

ね

子こ

重
し
げ
の

輔す
け(

一
八
三
一-

一
八
五
五)

と
と
も
に
乗
り
込
ん
で
海
外
へ

の
渡
航
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
拒
ま
れ
た
た
め
、
翌
日
、
下
田
奉
行
所
に
自
首
し
、
四
月
十
五
日
、
伝
馬

て

ん

ま

町
の
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獄
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
密
航
に
対
し
て
幕
府
の
中
に
は
死
罪
ま
で
求
め
る
者
も
い
た
が
、
九
月
十
八
日
に
国
許

に
送
ら
れ
た
。
そ
し
て
十
月
二
十
四
日
に
野
山
獄
に
入
れ
ら
れ
、
次
の
年
の
十
二
月
十
五
日
に
は
出
獄
す
る
。

こ
の
詩
は
『
清
狂
吟
稿
』
や
『
清
狂
遺
稿
』
の
制
作
年
の
明
ら
か
な
こ
の
前
後
の
詩
の
並
び
か
ら
見
て
、
安
政

二
年(

乙
卯 

一
八
五
五 

三
九
歳)

の
作
と
み
る
。
な
お
こ
の
詩
を
贈
ら
れ
た
松
陰
は
こ
れ
に
感
激
し
て
、
月
性
の
も

の
と
全
く
同
じ
韻
字
を
用
い
た
次
韻
詩
、｢

浮ふ

図と

師
〔
僧
侶
〕
清
狂
、
予よ

に
長
篇
を
贈
る
有
り
て
、
每
句
押
韻
し
、

凡す
べ

て
八
十
脚
。
称
揚 

過
当
に
し
て
〔
過
分
な
も
の
で
〕
、
敢
え
て
居
る
所
に
非
ず
。
独た

だ
其
の
語
気 

雄
健
に
し
て
、

頑が
ん

惰だ

を
立
つ
る
に
足
る
〔
怠
惰
な
自
分
を
奮
い
立
た
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
〕
。
予 

家
に
帰
り
て
よ
り

来
こ
の
か
た

、
例
と
し

て
世
と
通
ぜ
ざ
る
も
〔
世
間
と
交
り
を
絶
つ
こ
と
を
決
め
て
い
た
が
〕
、
此
の
詩
を
読
む
に
及
び
て
、
黙
々
た
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
〔
黙
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
〕
。
断
然 
例
を
破
り
て
、
韻
に
仍よ

り
て
〔
月
性
の
韻
字
の
通
り
に
〕
和
し
答
う
。
但た

だ

才 

小
に
し
て
力
弱
け
れ
ば
、
已

は
な
は

だ
其
の
長
き
に
苦
し
み
、
又ま

た
韻
の
窘く

る

し
む
所
と
為な

り
て
、
自

み
ず
か

ら
醜

し
ゅ
う

穢わ
い

〔
み

っ
と
も
な
い
内
容
〕
の
紙
に
満
つ
る
を
覚お

ぼ

ゆ
。
然し

か

り
と
雖

い
え
ど

も
上
人
の
盛
意
〔
月
性
の
厚
情
〕
、
吾 

其
れ
答
え
ざ
る
べ

け
ん
や(

浮
圖
師
清
狂
、
有
贈
予
長
篇
、
每
句
押
韻
、
凡
八
十
脚
。
稱
揚
過
當
、
非
所
敢
居
。
獨
其
語
氣
雄
健
、
足
立
頑
惰
。
予

歸
家
來
、
例
不
與
世
通
、
及
讀
此
詩
、
不
能
黙
々
。
斷
然
破
例
、
仍
韻
和
答
。
但
才
小
力
弱
、
已
苦
其
長
、
又
爲
韻
所
窘
、
自
覺

醜
穢
滿
紙
。
雖
然
上
人
之
盛
意
、
吾
其
可
不
答
哉)｣

と
題
す
る
詩(

『
松
陰
詩
集
』
巻
之
上)

で
応
じ
て
、
月
性
の
そ
の
圧

倒
的
な
気
迫
を
讃
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
月
性
と
松
陰
と
の
関
わ
り
は
、
安
政
元
年(

嘉
永
七
年 

甲
寅 

一
八
五
四 

三
八
歳)

十
一
月
に
月
性
が
藩
政
改
革
の
意
見
書
と
し
て
書
い
た｢

封
事
草
稿｣

に
対
し
て
、
松
陰
が
そ
の
翌
年
の

三
月
九
日
に｢

浮ふ

屠と

清
狂
に
与
う
る
書(

與
浮
屠
淸
狂
書)｣

(

山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
四
巻
所
収 

二
〇
〇

一
年 

マ
ツ
ノ
書
店)

と
い
う
手
紙
を
書
き
送
っ
た
あ
た
り
か
ら
直
接
の
交
渉
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
月

性
は
萩
に
赴
く
際
に
は
杉
家
に
泊
ま
っ
て
お
り
、
松
陰
の
兄
、
杉す

ぎ

梅う
め

太た

郎ろ
う

と
は
す
で
に
交
際
が
有
っ
た
し
、
当

然
、
松
陰
も
月
性
の
名
は
耳
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

全
八
十
句
の
こ
の
長
編
詩
を
内
容
に
よ
っ
て
四
段
に
分
け
る
。
第
一
段
は
永
ら
く
太
平
の
世
を
享
受
し
て
き

た
我
が
国
が
外
国
か
ら
屈
辱
的
な
通
商
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
憤
る
内
容
。 

【
語
釈
】 

０
二
十
一
回
猛
士 

吉
田
松
陰
を
い
う
。
松
陰
は
も
と
杉
家
の
出
で
、
そ
の｢

杉｣

の
字
の
木
偏
を
分
け
る
と 

｢

十｣

と｢

八｣

に
な
り
、
こ
れ
に
右
の
旁
の｢

彡(

三)｣

を
足
す
と｢

二
十
一｣

と
な
る
し
、｢

吉
田｣

の｢

吉｣

は｢

十
一｣

と｢

□｣

、｢

田｣

は｢

□｣

と｢

十｣

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
ま
た｢

二
十
一
回｣

に
な
る
。
ま
た
松
陰

の
通
称
は
寅と

ら

次じ

郎ろ
う

で
、
虎(

寅)

の
勇
猛
さ
に
あ
や
か
っ
て
、｢

猛
士｣

と
称
し
た(

吉
田
松
陰
『

留
り
ゅ
う

魂こ
ん

録ろ
く

』
参
照)

。 

野

山
獄 

長
州
藩
で
は
庶
民
な
ど
を
収
容
す
る
岩い

わ

倉く
ら

獄(

萩
市
今
古
萩
町)

を
下
牢
と
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
す
ぐ
西

側
の
野
山
獄
を
上
牢
と
し
て
士
分
の
者
を
収
容
し
た
。
松
陰
と
と
も
に
密
航
を
企
て
た
金か

ね

子こ

重
し
げ
の

輔す
け

は
士
分
で
は

な
か
っ
た
の
で
岩
倉
獄
に
入
れ
ら
れ
、
安
政
二
年(

一
八
五
五)

、
一
月
十
一
日
、
獄
死
し
た
。 

１
君
不
聞 

き
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っ
と
み
な
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
こ
の
次
に
道
理
、
常
識
、
歴
史
的
事
実
な
ど
を
提
示
す
る
た
め

の
常
套
語
。｢

求く

菩ぼ

提て

山さ
ん

の
銅ど

う

版ば
ん

妙
み
ょ
う

法ほ
う

典て
ん

の
歌う

た(

求
菩
提
山
銅
版
妙
法
典
歌)｣

(

天
保
十
三
年 

壬
寅 

一
八
四
二 

二
六

歳
？)

に｢
君
聞
、
、
か
ず
や

、
、
、 

西せ
い

漢か
ん

〔
前
漢
〕
の
天
子
〔
武
帝
〕
の
統と

う

御ぎ
ょ

の
年
、
漫

み
だ
り

に
方
士
〔
仙
術
使
い
〕
を
し
て
神
仙

を
求
む
し
む
る
を(

君
不
聞

、
、
、
西
漢
天
子
統
御
年
、
漫
使
方
士
求
神
仙)｣

 

輿
地 

大
地
、
世
界
。
『
周

し
ゅ
う

易え
き

』｢

説せ
っ

卦か

伝で
ん｣

に
は
、｢

乾け
ん｣

を
天
と
見
な
す
の
に
対
し
て
、｢

坤こ
ん

を
地、
と
為な

し
、
母
と
為
し…

…

大だ
い

輿よ

〔
大
き
な
車
〕
と
為
す(

坤

爲
地、
爲
母…

…

爲
大
輿、)｣

と
い
い
、
大
地
を
万
物
を
載
せ
る
大
き
な
車
に
喩
え
る
。
明
の
博
物
志
『
通つ

う

雅が

』｢

天
文｣

に
は
、｢

地
球、 

周
九
万
里

、
、
、
、(

地
球
周
九
萬
里)｣

と
あ
り
、
廣ひ

ろ

瀬せ

旭
き
ょ
く

莊そ
う(

一
八
〇
七-

一
八
六
三)

の｢

玉
ぎ
ょ
っ

壺こ

主
人
を
寿

こ
と
ほ

ぐ

(

壽
玉
壺
主
人)｣

詩(

『
梅
墩
詩
鈔
四
編
』
巻
三)

に
も
空
間
と
時
間
の
広
さ
に
つ
い
て
、｢

輿
地
、
、
縦
横
九
万
里

、
、
、
、
支し

干か
ん︹

⼲

⽀
と
同
じ
で
︑
時
間
を
い
う
︺
上
下
二
千
年(
輿
地
、
、
縱
橫
九
萬
里

、
、
、
、
支
干
上
下
二
千
年)｣

と
い
う
。
な
お
中
国
の
一
里
は

時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
が
明
の
時
代
で
約
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
で
日
本
の
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
よ
り
遥
か
に
短

い
。
ち
な
み
に｢

輿
地
書｣

と
は
地
理
書
の
こ
と
。 
２
諸
蠻 

｢

蠻｣

は
も
と
中
国
に
と
っ
て
南
方
に
住
む
異
民

族
を
い
う
が
、
日
本
で
も
自
国
以
外
の
民
族
の
総
称
と
し
て
蔑
ん
で
用
い
ら
れ
る
。
月
性
は
他
の
詩
で｢

夷
蠻｣

｢

百
蠻｣

｢

蠻
夷｣

、
さ
ら
に
は｢

夷い

狄て
き

〔
夷
は
東
方
、
狄
は
北
方
の
異
民
族
〕｣

も
同
じ
よ
う
に
使
っ
て
い
る
。 

一
水 

同
じ
ひ
と
つ
の
海
。 

３
大
火
輪
船 

石
炭
を
燃
や
し
蒸
気
の
力
で
外
輪
を
回
し
て
進
む
蒸
気
船
。 

旋
轉 

外

輪
が
回
転
す
る
こ
と
。 

４
輾
波 

｢

輾｣

は
も
と
挽ひ

き
臼う

す

を
き
し
ら
せ
て
ぐ
る
ぐ
る
回
す
こ
と
で
、
そ
の
よ
う

に
外
輪
が
回
転
し
て
波
を
切
っ
て
進
む
こ
と
を
い
う
。 

千
里 

実
数
で
は
な
く
、
途
方
も
な
く
長
い
距
離
を

い
う
。 

彈
指 

指
を
は
じ
く
ほ
ん
の
短
か
な
時
間
、
一
瞬
。 

５
東
海
西
洋 

東
の
海
と
西
の
海
。 

無
遠

邇 
｢

邇｣

は
近
い
と
い
う
意
で
、
遠
い
と
か
近
い
と
か
関
係
な
い
。 

６
通
商 

国
同
士
で
貿
易
を
す
る
。 

拓

土 

国
土
を
切
り
拓
く
。
晋し

ん

の
左さ

思し｢

呉ご

都と

の
賦ふ(

吳
都
賦)｣

に
呉
の
国
が
勢
力
を
増
し
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
描

写
す
る
く
だ
り
に
、｢

土、
を、
拓、
き、
疆

さ
か
い

を
画か

く

し
、
卓た

く

犖ら
く

と
し
て
〔
ず
ば
抜
け
て
い
る
さ
ま
〕
兼か

ね
并あ

わ

す(

拓
土
、
、
畫
疆
、
卓

犖
兼
幷)｣

と
。 

７
神
山 

神
々
が
住
む
山
。
漢か

ん

の
司し

馬ば

遷せ
ん

『
史し

記き

』｢

秦し
ん

始し

皇こ
う

本ほ
ん

紀ぎ｣

に｢

海
中
に
三
神
山
、
、
有
り

て
、
名
づ
け
て
曰
く
、
蓬ほ

う

萊ら
い

・
方ほ

う

丈
じ
ょ
う

・
瀛え

い

洲
し
ゅ
う

と(

海
中
有
三
神
山
、
、
、
名
曰
、
蓬
萊
・
方
丈
・
瀛
洲)｣

と
あ
り
、
そ
の

神
仙
の
住
む
山
に
始
皇
帝
は
徐じ

ょ

福ふ
く

に
命
じ
て
不
老
不
死
の
薬
を
取
り
に
行
か
せ
た
と
い
う
が
、
我
が
国
で
は
そ

こ
が
日
本
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
鷲わ

し

津づ

毅き

堂ど
う(

一
八
二
五-

一
八
八
二)

の｢

海
東
唱
酬
集
の
序(

海
東
唱
酬
集
序)｣

に
、

｢

昔
者

む

か

し

、
始
皇 

仙
丹
〔
仙
薬
〕
を
求
む
る
に
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

神
山
、
、
と
は
即
ち
是
れ
日
本
な
り(

昔
者
、
始
皇
求
仙
丹
、
所
謂
神、

山、
、
卽
是
日
本)｣

と
。 

環
海 

周
囲
が
海
。 

峙 

聳
え
立
つ
。 

８
天
造 

天
が
造
り
出
す
。『
周
易
』｢

屯
ち
ゅ
ん｣

の
彖た

ん

辞じ

に｢

天
造
、
、
草そ

う

昧ま
い

〔
天
が
万
物
を
創
造
す
る
そ
の
は
じ
め
は
混
沌
と
し
て
い
る
〕(

天
造
、
、
草
昧)｣

と
。 

壘 

防
御
の

た
め
の
建
造
物
。 

９
皇
基 

天
皇
の
統
治
と
い
う
大
事
業
の
そ
の
基
礎
と
な
る
も
の
。｢

皇｣

は
も
と
中
国
の

皇
帝
を
指
す
が
、
こ
こ
は
天
皇
の
意
味
に
転
用
す
る
。
後ご

漢か
ん

の
班は

ん

固こ｢

西せ
い

都と

の
賦ふ(

西
都
賦)｣

に｢

皇
基
、
、
を
億お

く

載さ
い

〔
十

万
年
〕
に
図は

か

る(

圖
皇
基
、
、
於
億
載)｣

。 

賴 
｢

頼
る｣

と
い
う
意
味
に
採
る
訳
書
も
あ
る
が
、
こ
こ
は｢

幸
い
に
し

て｣

と
い
う
意
味
に
採
る
。｢

水す
い

母ぼ

〔
ク
ラ
ゲ
〕
六
首｣

其
六(

『
清
狂
遺
稿
』
下)

に
、｢

一
に
今
人
の
棄
つ
る
に
任ま

か

す
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も
、
古
人

頼
さ
い
わ
い

に
吾わ

れ

を
容い

る
〔
受
け
容
れ
る
〕(

一
任
今
人
棄
、
古
人
賴、
容
吾)｣

。 

三
千
祀 

｢

祀｣

は｢

年｣

に
同
じ
。

初
代
天
皇
の
神じ

ん

武む

天
皇
の
即
位
を
元
年
と
す
る
皇
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
の
安
政
二
年(

乙
卯 

一
八
五
五)

は
皇
紀
二
五

一
五
年
と
な
り
、｢

仙せ
ん

洞と
う

〔
仙
洞
御
所
〕(

仙
洞)｣

詩(

安
政
元
年 

甲
寅 

一
八
五
四 

三
八
歳)

で
は
、｢

咄
〔
く
そ
っ
〕
二

千
五
百
年
の
正
統
の
真
天
皇
を
以も

っ

て
、
一い

っ

旦た
ん 

将ま
さ

に
犬
羊
〔
外
国
〕
に
付
せ
ん
と
す
る
〔
明
け
渡
す
〕
に
忍
び
ん
や

(

咄
以
二
千
五
百
年
正
統
眞
天
皇
、
一
旦
忍
將
付
犬
羊)｣

と
ほ
ぼ
正
確
に
詠
む
が
、
こ
こ
は
字
数
に
制
限
が
あ
る
た
め

に
そ
の
概
数
を
挙
げ
る
。 

10
外
蠻 

野
蛮
な
外
国
の
輩
た
ち 

凌
辱 

侮
辱
。 

11
墨
夷 

ア
メ
リ
カ
。

月
性
は
嘉
永
七
年(

安
政
元
年 
甲
寅 

一
八
五
四 

三
十
八
歳) 

に
作
っ
た｢

災さ
い

異い

を
紀し

る

す(

紀
災
異)｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』

下) 

の
中
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を｢

亞
墨
夷｣

、｢

墨
夷｣

と
表
記
し
て
い
る
。｢

夷｣

は
も
と
も
と
中
国
に
と
っ
て
東

方
の
異
民
族
を
指
し
て
い
た
が
、
方
角
に
関
わ
ら
ず
蔑
ん
だ
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

蠢
爾 

礼
儀
を
わ

き
ま
え
ず
勝
手
に
振
る
舞
う
こ
と
。『
詩し

経
き
ょ
う

』｢
小

し
ょ
う

雅が｣
｢

采さ
い

芑き｣

に
、｢

蠢
爾
、
、
た
る
蛮ば

ん

荊け
い

〔
野
蛮
な
荊
州
の
者
ど
も
が
〕
、

大た
い

邦ほ
う

〔
周
と
い
う
こ
の
大
き
な
国
〕
に
讎あ

だ

為な

す(

蠢
爾
、
、
蠻
荊
、
大
邦
爲
讎)｣

と
。 

12
幕
庭 

徳
川
幕
府
。
第
９
句
の｢

三

千
祀｣

語
注
に
引
用
し
た｢

仙せ
ん

洞と
う｣

詩
に｢

語
を
寄よ

せ
ん
〔
言
づ
て
し
て
申
し
上
げ
た
い
〕
幕
庭
、
、
の
諸
宰さ

い

執し
つ

〔
重
臣
〕
、
王

室
を
尊

と
う
と

び

奉
た
て
ま
つ

り
て
辺
防
を
警

い
ま
し

め
よ(

寄
語
幕
庭
、
、
諸
宰
執
、
奉
尊
王
室
警
邊
防)｣

。 

互
市 

お
互
い
に
物
を
売
り

買
い
す
る
こ
と
、
交
易
。 

13
千
年 

第
４
句
の｢

千
里｣

と
同
じ
で
、
実
数
で
は
な
く
、
長
い
間
と
い
う
意
。 

綱
紀 

国
を
治
め
る
た
め
の
要
と
な
る
規
律
。「
綱
」
は
網
を
く
く
る
た
め
の
大
づ
な
、「
紀
」
は
小
づ
な
。『
呂り

ょ

氏し

春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

』「
用
民
」
に
、「
民
を
用
い
る
に
紀、
有
り
綱、
有
り
。
壹い

つ

に
其
の
紀、
を
引
け
ば
〔
一
挙
に
紀
を
引
っ
張
れ
ば
〕
、

万
目
皆
起
き
〔
す
べ
て
の
網
目
も
開
き
〕
、
壹
に
其
の
綱、
を
引
け
ば
、
万
目
皆
張
る(

用
民
有
紀、
有
綱、
、
壹
引
其
紀、
、
萬

目
皆
起
、
壹
引
其
綱、
、
萬
目
皆
張)

」
。 

一
朝 

上
の｢

千
年｣

と
は
正
反
対
で
、
一
旦
に
同
じ
く
、
あ
っ
と
い
う
間
。 

14
神
州 

｢

州｣

は
国
で
、
日
本
を
神
々
の
宿
る
神
聖
な
と
こ
ろ
と
み
な
す
こ
と
に
よ
る
。
月
性
は
こ
の
こ
と
ば

を
詩
の
中
で
多
用
し
、
嘉
永
三
年(

庚
戌 

一
八
五
〇 

三
四
歳)

の
元
旦
に
日
食
が
起
こ
っ
た
の
を
詠
ん
だ｢
庚こ

う

戍
じ
ゅ
つ

元が
ん

旦た
ん

、
日
に
之こ

れ

を
食

し
ょ
く

す
る
有
り
、
感
じ
て
詠え

い

を
成
す(

庚
戍
元
旦
、
日
有
食
之
、
感
而
成
詠)｣

詩(

月
性
展
示
館
所
蔵
『
庚

戌
未
定
稿
』)

に
も
、｢

維こ

れ
我
が
神
州
、
、
日
本
国
、
天
日
〔
天
照
大
神
〕
の
子 

降
り
て
極
を
立
つ
〔
天
皇
の
位
に
つ
く
〕

(

維
我
神
州
、
、
日
本
国
、
天
日
之
子
降
立
極)｣

。 

犬
豕 

相
手
を
蔑
ん
で
犬
や
豚
の
類
い
と
み
な
す
。『
楚そ

辞じ

』｢

天て
ん

問も
ん｣

に｢

舜
し
ゅ
ん

〔
古
代
の
聖
王
〕
厥そ

の
弟
に
服
す
る
も
、
終

し
ゅ
う

然ぜ
ん

と
し
て
害
を
為
す
。
何
ぞ

肆
ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
こ
と
犬
豕
、
、
の
ご

と
き
な
る
も
厥そ

の
身
は
危き

敗は
い

せ
ざ
る
〔
弟
が
犬
や
豚
の
様
に
勝
手
気
儘
に
振
る
舞
っ
て
も
舜
は
決
し
て
危
い
目
に
逢
わ
な
か

っ
た
の
は
な
ぜ
か
〕(

舜
服
厥
弟
、
終
然
爲
害
。
何
肆
犬
豕
、
、
而
厥
身
不
危
敗)｣

。 

15
豆
州 

伊い

豆ず

の
国
を
中
国
風
に
こ

の
よ
う
に
称
す
。 

霜
田 

下し
も

田だ

。
日
米
和
親
条
約
に
よ
っ
て
開
放
さ
れ
た
港
町
。 

涘 

岸
辺
。 

人
禽 

｢

人｣

は
日
本
人
、｢

禽｣

は
ア
メ
リ
カ
人
で
禽
獣
に
喩
え
る
。｢

感か
ん

有あ

り(

有
感)

｣

詩
二
首
は
日
米
和
親
条
約
締
結
の
後

に
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
其
の
二
に
も
、｢

賈
商
〔
外
国
の
貿
易
商
〕
唯
だ
金
銀
の
貴
き
を
識し

る
の
み
に
し
て
、
禽、

獣 

豈あ

に
君
国
〔
日
本
〕
の
恩
を
知
ら
ん
や(

賈
商
唯
識
金
銀
貴
、
禽、
獸
豈
知
君
國
恩)｣

と
断
ず
る
。
ま
た
日
米
和
親

条
約
の
第
五
条
に
下
田
で
の
ア
メ
リ
カ
人
の
行
動
範
囲
が
七
里
以
内
と
定
め
ら
れ
、｢

無
題(

無
題)

｣

詩(

安
政
二
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年 

乙
卯 

一
八
五
五
年 

三
九
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下)

に
も｢

七
里
の
江
山 

犬
羊
に
付
す(

七
里
江
山
付
犬
羊)｣

と
詠
む
。 

雜
糅 

入
り
乱
れ
る
こ
と
。
『
漢か

ん

書じ
ょ

』｢

楚そ

元げ
ん

王お
う

伝｣

に｢

今 

賢
不
肖 

渾こ
ん

殽こ
う

し
〔
入
り
混
じ
る
〕
、
白
黒 

分
か
た

ず
、
邪
正
雜
糅
、
、
す(

今
賢
不
肖
渾
殽
、
白
黑
不
分
、
邪
正
雜
糅
、
、)｣

と
。 

接
趾 

｢

接｣

は
す
ぐ
後
に
続
く
こ
と
、｢

趾｣

は
く
る
ぶ
し
か
ら
下
の
足
で
、
人
が
歩
い
た
後
に
す
ぐ
さ
ま
別
の
人
の
足
が
く
る
こ
と
か
ら
人
が
異
様
に
多
い

こ
と
を
い
う
。 
17
海
内 

こ
の
世
の
中
、
天
下
。
山や

ま

縣が
た

有あ
り

朋と
も(

一
八
三
八-

一
九
二
二)

の
『
清
狂
遺
稿
』
の
序
文

(

明
治
二
十
四
年 

一
八
九
八)
に
も｢

癸き

丑
ち
ゅ
う

甲こ
う

寅い
ん(

一
八
五
三
・
一
八
五
四)

の
交
、
外
舶
出
没
し
、
我
が
辺
海
は
物
情

〔
世
間
の
様
子
〕

洶
き
ょ
う

然ぜ
ん

〔
騒
然
〕
と
し
て
、
海
内
、
、
多
事
な
り(

癸
丑
甲
寅
之
交
、
外
舶
出
沒
、
我
邊
海
物
情
洶
然
、
海
内
多

事)｣

と
、
こ
の
あ
た
り
の
世
情
の
不
安
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

從 

時
間
や
場
所
の
起
点
を
示
す

助
字
。 

18
慷
慨 

憤
る
こ
と
。
危
難
に
際
し
て
悲
憤
慷
慨
す
る
こ
と
は
士
人
た
る
者
の
挙
措
で
あ
る
。｢

久く
さ

下か

玄げ
ん

機き

を
輓い

た

む(

輓
久
下
玄
機)｣

詩(

嘉
永
七
年 

甲
寅 
一
八
五
四
年 

三
八
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下)

に
、｢

丈
夫
〔
立
派
な
男
児
。

『
清
狂
遺
稿
』
は｢

大
夫｣

に
作
る
が
、『
清
狂
吟
稿
』
に
拠
っ
て
改
む
〕
慷
慨
、
、 

君
を
過
憂
し
〔
人
並
み
以
上
に
主
君
の
こ
と
を

案
じ
〕
、
病
を
成
し
て
遠
游
せ
ん
と
し
て
白
雲
に
乗
る(

丈
夫
慷
慨
過
憂
君
、
成
病
遠
游
乘
白
雲)｣

 

。 

切
齒 

歯
ぎ

し
り
し
て
悔
し
が
る
こ
と
。
『
史し

記き

』｢

刺し

客
き
ゃ
く

列
伝｣

に
、
荊け

い

軻か

が
秦し

ん

の
始し

皇こ
う

帝て
い

暗
殺
の
方
法
を
樊は

ん

於お

期き

に
打
ち

明
け
た
時
、
や
は
り
そ
の
事
に
心
を
砕
い
て
い
た
彼
は
、｢

偏へ
ん

袒た
ん

し
〔
片
肌
を
脱
き
〕
捥う

で

を
搤つ

か

み
て
進
み
て
曰
く
、

此
れ
臣
の
日
夜
切
歯
、
、
し
腐
心
す
る
も
の
な
り(

樊
於
期
偏
袒
搤
捥
而
進
曰
、
此
臣
之
日
夜
切
齒
腐
心
也)｣

と
。 


