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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
三
段 

【
原
文
・
書
き
下
し
文
】 

41 

九
萬
鵬
程
飛
未
レ

徙 
 

   

九
き
ゅ
う

万ま
ん

の
鵬ほ

う

程て
い 

飛と

び
て
未い

ま

だ
徙う

つ

ら
ず 

42 

歛
レ

翼
半
間
獄
舎
庳 

 
   

翼
つ
ば
さ

を
歛お

さ

む 

半は
ん

間け
ん

の
獄ご

く

舎し
ゃ

の
庳ひ

く

き
に 

43 

鯤こ
ん

鯨
遠
レ

水
困
二

螻
螘
一 

 
 

鯤こ
ん

鯨げ
い 

水み
ず

よ
り
遠と

お

ざ
か
り
て
螻ろ

う

螘ぎ

に
困く

る

し
み 

44 

鸞
鳳
失
レ

枝
棲
二

棘
枳
一 

 
 

鸞ら
ん

鳳ほ
う 

枝え
だ

を
失

う
し
な

い
て
棘

き
ょ
く

枳き

に
棲す

む 

45 

坐
二-

臥
一
茵
一

曾
不
レ

跬 
 

一い
ち

茵い
ん

に
坐ざ

臥が

し
て
曽か

つ

て
跬き

せ
ず 

46 

可
レ

憐
猛
士
肉
生
レ

脾 
 

  

憐あ
わ

れ
む
べ
し 

猛も
う

士し 

肉に
く 

脾ひ

に
生

し
ょ
う

ず
る
を 

47 

猶
道
君
恩
得
レ

處
レ

此 
 

  

猶な

お
道い

う 

君く
ん

恩お
ん 

此こ
こ

に
処お

る
を
得え

て 

48 

人
世
福
堂
囹
圄
是 

 
    

人じ
ん

世せ
い

の
福ふ

く

堂ど
う 

囹れ
い

圄ぎ
ょ

是こ

れ
な
り
と 

49 

忠
義
愛
レ

君
塡
二

骨
髓
一 

 
 

忠
ち
ゅ
う

義ぎ 

君く
ん

を
愛あ

い

し
て
骨こ

つ

髄ず
い

を
填う

ず

め 

50 

上
書
將
逐
二

鄒
陽
一

擬 
 

  

上
じ
ょ
う

書し
よ

し
て
将ま

さ

に
鄒す

う

陽よ
う

を
逐お

い
て
擬ぎ

せ
ん
と
す 

51 

乃
課
二

三
餘
一

惜
二

寸
晷
一 

 

乃
す
な
わ

ち
三さ

ん

余よ

に
課か

し
て
寸す

ん

晷き

を
惜お

し
み 

52 

讀
書
萬
卷
功
頻
累 

 
   

読ど
く

書し
ょ

万ま
ん

巻が
ん 

功こ
う

頻し
き

り
に
累か

さ

ぬ 

53 

餘
力
所
レ

揮
文
筆
技 

 
  

余よ

力
り
ょ
く

揮ふ
る

う
所

と
こ
ろ 

文ぶ
ん

筆ぴ
つ

の
技わ

ざ 

54 

亦
與
二

名
家
一

相
角
抵 

 
 

亦ま

た
名め

い

家か

と
相あ

い
角か

く

抵て
い

す 

55 

豈
是
浮
文
誇
二

麗
綺
一 

 
 

豈あ

に
是こ

れ
浮ふ

文ぶ
ん

の
麗れ

い

綺き

を
誇ほ

こ

ら
ん
や 

56 

滿
腔
熱
血
淋
二-

漓
紙
一 

  

満ま
ん

腔こ
う

の
熱ね

っ

血け
つ 

紙か
み

に
淋り

ん

漓り

た
り 

57 

獄
中
日
講
二

勤
王
旨
一 

 
 

獄ご
く

中
ち
ゅ
う 

日ひ

に
勤き

ん

王の
う

の
旨む

ね

を
講こ

う

じ 

58 

至
誠
感
動
幾
姦
宄 

 
 
 
 

至し

誠せ
い 

感か
ん

動ど
う

す 

幾い
く

姦か
ん

宄き 

59 

謂
尊
二

王
室
一

張
二

綱
紀
一 

 

謂お
も

え
ら
く
王お

う

室し
つ

を
尊

と
う
と

び
綱こ

う

紀き

を
張は

れ
ば 

60 

以
攘
二

夷
狄
一

拾
二

靑
紫
一 

 

以も
っ

て
夷い

狄て
き

を
攘は

ら

い
青せ

い

紫し

を
拾ひ

ろ

わ
ん
と 

 【
校
勘
】 

・
第
48
句｢

世｣

を
『
清
狂
遺
稿
』
は｢

生｣

に
作
る
が
、『
清
狂
吟
稿
』『
清
狂
詩
鈔
』
が｢

世｣

に
作
る
の
が
平
仄

上
、
正
し
い
の
で
改
む
。 

 

【
現
代
語
訳
】 

 

九
万
里
も
大
鵬
の
よ
う
に
雄
々
し
く
飛
び
立
と
う
と
し
た
そ
の
前
に
、 
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こ
の
狭
い
獄ご

く

舎し
ゃ

に
翼
を
畳た

た

む
羽
目
と
な
っ
た
。 

鯤こ
ん

や
鯨

く
じ
ら

は
大
海
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
オ
ケ
ラ
や
ア
リ
の
よ
う
な
輩

や
か
ら

に
苦
し
め
ら
れ
、 

鸞ら
ん

や
鳳ほ

う

凰お
う

は
棲す

む
べ
き
高
い
木
を
失
っ
て
イ
バ
ラ
の
中
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。 

敷
物
一
枚
分
ほ
ど
の
生
活
で
少
し
も
身
動
き
も
で
き
ず
、 

勇
者
の
股も

も

に
贅ぜ

い

肉に
く

が
つ
く
の
が
な
ん
と
も
嘆
か
わ
し
い
。 

そ
れ
で
も
藩
主
の
御
恩
に
よ
っ
て
こ
こ
に
居
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、 

人
生
の
楽
園
と
は
こ
の
獄
舎
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。 

そ
の
忠
義
の
厚
さ
と
い
え
ば
主
君
を
骨
の
髄
ま
で
敬
愛
し
、 

か
の
鄒す

う

陽よ
う

に
倣な

ら

っ
て
上
書
し
よ
う
と
し
た
。 

そ
こ
で
空
い
た
時
間
に
寸 す

ん

暇 か

を
惜
し
ん
で
、 

た
く
さ
ん
の
書
を
読
み
ど
ん
ど
ん
と
努
力
を
重
ね
て
い
っ
た
。 

そ
の
合
間
に
は
詩
文
創
作
の
腕
を
磨
い
て 

こ
れ
も
ま
た
そ
の
道
の
大
家
と
張
り
合
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

ど
う
し
て
美
辞
麗
句
だ
け
の
見
か
け
倒
し
の
文
で
自
慢
な
ど
で
き
よ
う
か
、 

身
体
中
に
漲

み
な
ぎ

る
血ち

潮し
お

は
紙か

み

に
滴

し
た
た

ら
ん
ば
か
り
。 

獄
中
で
は
毎
日
、
勤
王
に
つ
い
て
教
授
す
れ
ば
、 

そ
の
真
心
に
よ
っ
て
何
人
も
の
極
悪
人
の
心
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。 

思
う
に
皇
室
を
尊
崇
し
紀
律
を
引
き
締
め
て
い
れ
ば
、 

異
国
の
者
ど
も
を
追
い
払
っ
て
、
い
と
も
た
や
す
く
召
し
抱
え
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 

第
三
段
は
野
山
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
間
の
不
自
由
と
苦
難
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
読
書
と
創
作
に
励
む

さ
ま
を
詠
む
。 

 

【
語
釈
】 

41 

九
萬
鵬
程
飛
未
徙 

想
像
を
絶
す
る
巨
大
な
鳥
で
あ
る
大
鵬
が
雄
々
し
く
遥
か
遠
く
の
海
へ
と
飛
ん
で
い

く
よ
う
に
、
松
陰
が
ペ
リ
ー
の
舟
に
乗
っ
て
異
国
へ
渡
ろ
う
と
し
た
壮
大
な
計
画
が
失
敗
に
帰
し
た
こ
と
を
い

う
。
『
荘そ

う

子し

』｢

逍
し
ょ
う

遥よ
う

遊ゆ
う｣

の
冒
頭
に
載
せ
る
話
と
し
て
、
北ほ

く

冥め
い

〔
極
北
の
海
〕
に
住
む
鯤こ

ん

と
い
う
巨
大
な
魚
が
大

鵬
と
な
っ
て
南な

ん

冥め
い

〔
南
の
海
〕
へ
と
飛
び
立
つ
く
だ
り
に
、｢

鵬
の
南
冥
に
徙う

つ

る
や
、
水
に
擊
す
る
こ
と
三
千
里
、

扶
揺
を
搏う

ち
て
〔
つ
む
じ
風
に
乗
っ
て
羽
ば
た
く
〕
上
る
こ
と
九
万
里(

鵬、
之
徙、
於
南
冥
也
、
水
擊
三
千
里
、
搏
扶
搖
而
上
者

九
萬
、
、
里)｣

と
。
月
性
と
交
流
の
あ
っ
た
土ど

井い

聱ご
う

牙が(

一
八
一
七-

一
八
八
〇)

が
、
慶
応
二
年(

丙
寅 

一
八
六
六)

に
作
っ

た｢

韓
堂
の
東
游
す
る
に
贈
る(

贈
韓
堂
東
游)｣

詩(

『
聲
牙
齋
詩
稿
』
巻
四)

に
も｢

九
萬
の
鵬
程 

本 

儔
た
ぐ
い

罕ま
れ

に
し
て
、
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西
飛
未い

ま

だ
可
な
ら
ざ
れ
ば
且し

ば

し
東
游
せ
よ(

九
萬
鵬
程

、
、
、
、
本
罕
儔
、
西
飛
未
可
且
東
游)｣

と
。 

42 
歛
翼 

飛
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
に
翼
を
た
た
ま
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
不
自
由
で
孤
独
な
状
況
に
あ
る
こ

と
を
い
う
。
魏ぎ

の
応お

う

璩き
ょ｢

侍
郎
曹そ

う

長
ち
ょ
う

思し

に
与
う
る
書(

與
侍
郞
曹
長
思
書)｣

に｢

復ま

た
翼
を
故
枝
〔
古
巣
〕
に
斂
め
て
、

塊か
い

然ぜ
ん

と
し
て
〔
ひ
と
り
寂
し
い
さ
ま
〕
独ひ

と

り
処お

れ
ば
、
群
を
離は

な

る
る
の
志
有
り(

復
斂
翼
、
、
於
故
枝
、
塊
然
獨
處
、
有
離
群

之
志)｣

。 

半
間 
畳
半
分
ほ
ど
の
広
さ
。
も
っ
と
も
野
山
獄
の
独
房
は
、
畳2

枚
と
板
敷
畳
半
分
ほ
ど
だ
っ
た

と
い
わ
れ
、
こ
こ
は
そ
こ
の
狭
さ
を
強
調
し
て
こ
の
よ
う
に
い
い
、
月
性
が
、｢

中
元
に
桂

か
つ
ら

公こ
う

素そ

〔
玉た

ま

乃の

世せ
い

履り

〕

と
同と

も

に
広
島
に
遊
び
、
虎
山
先
生
〔
坂さ

か

井い

虎こ

山ざ
ん

〕
を
訪
ね
、
公
素
の
詩
韻
に
次
し
て
〔
ま
っ
た
く
同
じ
韻
を
踏
ん
で
〕
、

以
て
先
生
に
呈
す(

中
元
、
同
桂
公
素
、
游
廣
嶋
、
訪
虎
山
先
生
、
次
公
素
詩
韻
、
以
呈
先
生)｣

詩(

嘉
永
二
年 

己
酉 

一
八
四

九
年 

三
三
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
上)

の
中
で
、
自
身
の
清
狂
草
堂
に
つ
い
て
、｢

半
間
茅
屋 

方
丈
の
室(

半
間
、
、
茅
屋
方
丈

室)｣

と
い
う
の
も
同
じ
誇
張
表
現
。 

庳 

高
さ
が
低
い
こ
と
で
、｢

半
間｣

の
狭
さ
と
併
せ
て
、
獄
舎
が
空
間

的
に
狭
小
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。 

43 

鯤
鯨 

｢

鯤｣

も｢

鯨｣

も
巨
大
な
魚
で
、
大
人
物
に
喩
え
ら
れ
る
。
元
、
謝し

ゃ

応お
う

芳ほ
う｢

姪て
っ

僧そ
う

〔
甥
の
僧
侶
〕
の
徳
無

言
の
霊
隠
に
帰
る
を
送
る(

送
姪
僧
德
無
言
歸
靈
隱)｣

詩
に｢

鴻こ
う

・
鵠こ

く
〔
い
ず
れ
も
大
き
な
鳥
〕
の
志
は
飛
び
て
天
に
沖つ

き
、

鯤こ
ん

・
鯨
は
海
に
入
り
て
方ま

さ

に
悠ゆ

う

然ぜ
ん

た
り(

鴻
鵠
之
志
飛
沖
天
、
鯤、
鯨、
入
海
方
悠
然)｣

。 

遠
水 

｢

水｣

は
陸
地
に
対
す

る
水
域
を
い
い
、
そ
の
自
由
に
泳
ぐ
こ
と
の
で
き
る
大
海
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
不
自
由
な
環
境
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
を
い
う
。 

螻
螘 

小
者
ら
を
螻
蛄
〔
オ
ケ
ラ
〕
や
蟻
〔
ア
リ
〕
と
い
っ
た
小
さ
な
昆
虫
に
喩
え
る
。
漢
、

賈か

誼ぎ｢

屈く
つ

原げ
ん

を
弔

と
む
ら

う
賦ふ(

弔
屈
原
賦)｣

に
、
か
つ
て
楚
の
大た

い

夫ふ

で
あ
っ
た
屈
原
が
周
囲
か
ら
そ
の
才
能
を
妬ね

た

ま
れ

て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
こ
と
を
、｢

彼
の
尋
常
の
汙
瀆
〔
狭
い
ど
ぶ
〕
、
豈あ

に
舟
を
吞
む
魚
を
容い

れ
ん
や
。
江
湖
の

鱣せ
ん

〔
チ
ョ
ウ
ザ
メ
〕･

鯨
を
横
た
う
れ
ば
〔
湖
や
川
と
い
っ
た
広
々
と
し
た
と
こ
ろ
で
泳
ぐ
大
魚
が
ど
ぶ
の
中
に
横
た
え
ら
れ

る
よ
う
に
こ
と
に
な
れ
ば
〕
、
固も

と

よ
り
将ま

さ

に
螻･

螘
に
制
せ
ら
る(

彼
尋
常
之
汙
瀆
兮
、
豈
容
吞
舟
之
魚
。
横
江
湖
之
鱣
鯨、
兮
、

固
將
制
於
螻
螘
、
、)｣

と
。 

44 

鸞
鳳
失
枝
棲
棘
枳 

｢

鸞｣

も｢

鳳｣

も
想
像
上
の
瑞
鳥
で
、
梧ご

桐と
う

の
よ
う
な
高
い
木
の
枝
に
宿
る
と
さ
れ
る
。

『
詩し

経
き
ょ
う

』｢

大た
い

雅が｣｢

巻け
ん

阿あ｣

に｢

鳳ほ
う

凰お
う

鳴
く
、
彼
の
高
き
岡
に
。
梧
桐
は
生は

ゆ
、
彼
の
朝
陽
に
〔
山
の
東
〕(

鳳、
凰
鳴

矣
、
于
彼
高
岡
。
梧
桐
生
矣
、
于
彼
朝
陽)｣

。
こ
こ
は
そ
の
よ
う
な
本
来
居
る
べ
き
所
を
失
っ
て
、｢

棘｣

〔
サ
ブ
ト
ナ

ツ
メ
〕
や｢

枳｣

〔
カ
ラ
タ
チ
〕
と
い
っ
た
ト
ゲ
だ
ら
け
の
低
い
樹
木
に
棲
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
不
遇
を
か
こ

っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』｢

循
じ
ゅ
ん

吏り

伝で
ん｣

に
、｢

枳
・
棘
は
鸞
・
鳳
の
棲
む
所
に
非
ず(

枳
棘
、
、
非
鸞
鳳
、
、
所
棲、)｣

。 

45 

茵 

敷
物
。 

坐
臥 

寝
る
こ
と
と
座
る
こ
と
で
、
日
常
の
生
活
を
い
う
。 

不
跬 

｢

跬｣

は
半
歩
で
、
そ

の
半
歩
さ
え
行
け
な
い
ほ
ど
ま
っ
た
く
身
動
き
の
取
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。 

46 

肉
生
脾 

活
躍
で
き
ず
太
も
も
の
贅
肉
が
付
く
ば
か
り
だ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る｢

髀ひ

肉に
く

の
嘆た

ん｣

の
こ
と
。
蕭

し
ょ
う

常
じ
ょ
う

『
続

し
ょ
く

後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』｢

帝
紀
一｣

に
劉

り
ゅ
う

備び

が
、｢

平
時 

身 

鞍
を
離
れ
ざ
れ
ば
〔
馬
に
乗
っ
て
戦
場
を
駆
け
回
っ
て
ば
か

り
な
の
で
〕
、
髀
裏
の
肉
消
ゆ
。
今 

復ま

た
騎の

ら
ざ
れ
ば
、
髀
肉
遂つ

い

に
生
ず
。
日
月
〔
時
間
〕
馳は

す
る
が
若ご

と

く
、
老



- 4 - 

 

©H.AIKOH 2018 

い
の
将ま

さ

に
至
ら
ん
と
す
る
に
功
業
〔
功
績
〕
建
た
ず
。
是こ

こ

を
以も

っ

て
悲
し
む(

平
時
身
不
離
鞍
、
髀、
裏
肉、
消
。
今
不
復
騎
、

髀
肉
、
、
遂
生
。
日
月
若
馳
、
老
將
至
矣
而
功
業
不
建
。
是
以
悲
耳)｣

。 

47 

猶 
(

苦
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
も)

そ
れ
で
も
な
お
と
い
う
意
。 

道 

言
う
に
同
じ
。 

君
恩 

こ
こ

は
藩
侯
、
毛も

う

利り

敬た
か

親ち
か

の
格
別
の
計
ら
い
を
い
う
。｢

内
藤
郡
宰
、
金
を
我
が
曇ど

ん

嶺れ
い

法
師
に
賜た

ま

い
て
、
其
の
教
化
に

郡
治
を
補
す
る
こ
と
有
る
を
賞
す
。
余 

法
兄
と
相
い
知
る
こ
と
二
十
年
に
し
て
、
親
し
く
之
と
至
る
？
。
啻た

だ

に

同
胞
の
其
の
事
を
伝
聞
す
る
の
み
な
ら
ず
、
随
喜

ず

い

き

に
堪た

え
ず
し
て
、
乃
ち
此
を
賦
し
て
之
を
賀
す(

内
藤
郡
宰
、
賜

金
我
曇
嶺
法
師
、
賞
其
教
化
有
補
於
郡
治
。
余
與
法
兄
、
相
知
二
十
年
、
親
與
之
至
。
不
啻
同
胞
傳
聞
其
事
、
不
堪
隨
喜
、
乃
賦

此
賀
之)｣

詩(

嘉
永
三
年 

庚
戌 

一
八
五
〇
年 

三
四
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下)

に｢

婦
女
は
仰
ぎ
て
仏
徳
の
崇た

か

き
を
知
り
、
児

童
は
解よ

く
道い

う
君
恩
の
鴻お

お

い
な
る
を(

婦
女
仰
知
佛
德
崇
、
兒
童
解
道
君
恩
、
、
鴻)｣

。 

48 

福
堂
囹
圄 

｢

福
堂｣

は
福
の
集
ま
る
所
で
、｢
囹れ

い

圄ぎ
ょ｣

は
監
獄
を
い
う
。
『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』｢

宋
紀
十
五｣｢

太
宗

明
皇
帝
下｣

に
は
、
北ほ

く

魏ぎ

の
献け

ん

文ぶ
ん

帝て
い

の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、｢

夫 そ

れ
人
は
幽
苦
す
れ
ば
〔
獄
に
繋
が
れ
て
苦
し
む
と
〕

則
ち
善
を
思
う
。
故ゆ

え

に
智
者
は
囹
圄
を
以
て
福
堂
と
為な

す(
夫
人
幽
苦
則
思
善
。
故
智
者
以
囹
圄
、
、
爲
福、
堂、)｣

と
あ
り
、

吉
田
松
陰
自
身
も
野の

山や
ま

獄ご
く

に
入
っ
た
翌
年
の
安
政
二
年(

乙
卯 

一
八
五
五)

六
月
一
日
に
「
福
堂
、
、
策
」(

山
口
県
教
育

会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
二
巻
所
収 

二
〇
〇
一
年 

マ
ツ
ノ
書
店)

な
る
も
の
を
書
い
て
獄
舎
で
の
処
し
方
に
つ
い
て

述
べ
、｢

獄
中
作｣

詩
に
も
、｢

沮そ

洳じ
ょ

〔
じ
め
じ
め
と
し
た
獄
舎
を
指
す
〕
の
楽
国
〔
楽
園
〕
た
る
を 

吾 

滋
ま
す
ま

す
信
ず
る

も
、
囹
圄
、
、
の
福
堂
、
、
た
る
を 

人 

未い
ま

だ
知
ら
ず(

沮
洳
樂
國
吾
滋
信
、
囹
圄
、
、
福、
堂、
人
未
知)｣
と
詠
ん
で
い
る
。 

是 

肯

定
の
こ
と
ば
。 

 

49 

忠
義
愛
君
塡
骨
髓 

｢

忠｣

は
君
主
に
対
す
る
ま
ご
こ
ろ
。｢

義｣

は
臣
下
と
し
て
踏
み
行
う
べ
き
正
し
い
道

義
を
い
い
、
人
間
と
し
て
守
る
べ
き
徳
目
で
あ
る
五
倫(

父
子
の
親･

君
臣
の
義
・
夫
婦
の
別･

長
幼
の
序･
朋
友
の
信)

の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
国
や
主
君
に
対
し
て
誠
を
尽
く
す
こ
の｢

忠
義｣

は
、
松
陰
や
月
性
の
み
な
ら
ず
、
幕
末

と
い
う
時
代
全
体
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。｢

愛
君｣

は
、
主
君
を
敬
い
愛
す
る
こ
と
で
、｢
君、

を
愛、
し
国
を
憂
う(

愛
君
、
、
憂
國)｣

と
い
う
の
は
も
と
よ
り
中
国
の
政
治
を
担
う
士し

大た
い

夫ふ

た
ち
の
こ
と
ば
と
し
て
散

見
さ
れ
る
。
こ
の
句
は
、
北
宋
、
蘇そ

軾
し
ょ
く｢

李り

公こ
う

択た
く

に
与あ

た

う
二
首(

與
李
公
擇
二
首)｣

其
の
二
の｢

吾わ
が

儕
と
も
が
ら

〔
わ
れ
わ
れ
〕 

老
い
且か

つ
窮
す
と
雖

い
え
ど

も
、
道
理
も
て
心
肝
を
貫

つ
ら
ぬ

き
、
忠
義
も
て
骨
髄
を
填
む(

吾
儕
雖
老
且
窮
、
而
道
理
貫
心
肝
、

忠
義
、
、
塡、
骨
髓
、
、)｣

に
基
づ
く
。 

 

50 

上
書
將
逐
鄒
陽
擬 

前
漢
の
人
、
鄒す

う

陽よ
う

は
讒ざ

ん

言げ
ん

に
遭
っ
て
投
獄
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
濡
れ
衣
で
あ
る
こ
と

を
弁
明
す
る
た
め
、｢

獄
中
に
て
梁
王
に

上
た
て
ま
つ

る
書(

獄
中
上、
梁
王
書、)｣

を
書
い
た
。
こ
れ
は
そ
の
冒
頭
に｢

臣
聞
く 

忠
に
し
て
報む

く

わ
れ
ざ
る
無
く
、
信
に
し
て
疑
わ
れ
ず
と(

臣
聞
忠
無
不
報
、
信
不
見
疑)｣

と
述
べ
る
よ
う
に
、
忠
義

の
心
が
あ
れ
ば
必
ず
報
わ
れ
る
し
、
信
義
を
尽
く
せ
ば
決
し
て
怪
し
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
信
念

に
支
え
ら
れ
た
上
奏
文
で
あ
る
。｢

上
書｣

は
、
主
君
な
ど
高
位
に
あ
る
人
に

奉
た
て
ま
つ

る
意
見
書
。｢

逐｣

は
、
な
ら

い
従
う
こ
と
で
、｢

擬｣

は
ま
ね
る
こ
と
。 
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51 

乃 
(

前
に
理
由
が
あ
っ
て)

か
く
し
て
、
そ
こ
で
。 

課 

割
り
当
て
る
。 

三
餘 

冬
・
夜
・
雨
模
様

の
日
を
い
う
。『
三さ

ん

国ご
く

志し

』｢

魏ぎ

志し｣
｢

王お
う

粛
し
ゅ
く

伝｣

の
裴は

い

松
し
ょ
う

之し

の
注
に
、
魏ぎ

、
魚ぎ

ょ

豢け
ん

『
魏ぎ

略
り
ゃ
く

』
を
引
い
て｢

董と
う

遇ぐ
う

言

え
り
、
書
を
読
む
に
は
…
…
当ま

さ

に
三
余
を
以
て
す
べ
し
と
。
或あ

る

ひ
と
三
余
の
意
を
問
う
。
遇 

言
え
り
、
冬
は
歳

の
余
、
夜
は
日
の
余
，
陰
雨
は
時
の
余
な
り
と(

讀
書
…
…
當
以
三
餘
、
、
。
或
問
三
餘
、
、
之
意
。
遇
言
、
冬
者
歲
之
餘、
、
夜
者
日

之
餘、
，
陰
雨
者
時
之
餘、
也)｣

。
月
性｢

水
母
六
首｣

其
六(

嘉
永
五
年 

壬
子 

一
八
五
二
年 

三
六
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下)

に
も
、

｢

今
自よ

り
法
暇
を
偸ぬ

す

み
て
〔
お
勤
め
の
合
間
を
見
つ
け
て
は
〕
、
書
を
読
む
に
三
余
、
、
に
勉つ

と

め
ん(

自
今
偸
法
暇
、
讀
書
勉
三、

餘、)｣

と
。
も
っ
と
も
吉
田
松
陰
は
こ
の
野
山
獄
に
在
っ
た
安
政
二
年(

一
八
五
五)

四
月
二
日
に｢

三
余
説｣

(

『
野
山

獄
文
稿
』
。
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
二
巻
所
収)
な
る
も
の
を
記
し
て
、
そ
れ
は｢

君
父
余、
恩｣

｢

日
月
余、
光(

薄
暗
い
牢
屋
に

洩
れ
射
す
光)｣｢

人
生
余、
命｣

だ
と
言
う
が
、
こ
こ
は｢

課｣

と
い
う
動
詞
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
月

性
の
用
例
に
拠
っ
て
お
く
。 

惜
寸
晷 

わ
ず
か
な
時
間
も
惜
し
む
と
い
う
り
っ
ぱ
な
人
間
の
振
る
舞
い
を
い

う
。
元
、
曹そ

う

伯は
く

啓け
い｢

憲
使
〔
官
名
〕
徐
公
子
方
、
諸
生
を
し
て
学
に
勤つ

と

む
る
詩
を
賦
せ
し
む
。
蓋け

だ

し
勉
励
の
意
を

示
さ
ん
と
す
る
に
、
僭せ

ん

し
て
〔
僭
越
な
が
ら
〕
巻
末
に
題
す(
憲
使
徐
公
子
方
、
俾
諸
生
賦
勤
學
詩
。
蓋
示
勉
勵
之
意
、
僭

題
卷
末)｣

詩
に
、｢

修
身 

昏こ
ん

惰だ

〔
ぼ
ぉ
っ
と
し
て
な
ま
け
る
こ
と
〕
を
戒
し
め
、
学
業 

精
勤
を
貴
ぶ
。
聖
人
は
寸
晷

を
惜
し
み
、
志
士
は
聞
こ
ゆ
る
こ
と
無
き
を
恥
づ
〔
人
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
な
い
こ
と
を
恥
と
す
る
〕(

脩
身
戒
昏
惰
、

學
業
貴
精
勤
。
聖
人
惜
寸
晷

、
、
、
、
志
士
恥
無
聞)｣

。 
 

52 

讀
書
萬
卷 

｢

萬
卷｣

と
は
そ
の
量
の
膨
大
な
こ
と
を
い
う
。
梁
、
元
帝
『
金き

ん

楼ろ
う

子し

』｢

自
序
篇｣

に
、
晋
の
葛か

っ

洪こ
う(

字
あ
ざ
な

は
稚ち

川せ
ん)

の
幼
少
か
ら
の
博
学
ぶ
り
に
つ
い
て
、｢

昔 

葛
稚
川
自

み
ず
か

ら
序
し
て
曰
く
、
読
書
万
巻
、
十
五
に

し
て
文
を
属つ

づ

る
と(

昔
葛
稚
川
自
序
曰
、
讀
書
萬
卷

、
、
、
、
、
十
五
屬
文)｣

と
あ
り
、
唐
の
杜と

甫ほ｢

韋い

左
丞
丈
に
贈
り
奉
る
二
十

二
韻(

奉
贈
韋
左
丞
丈
二
十
二
韻)｣

詩
に
杜
甫
の
若
い
頃
を
回
想
し
て
、｢
(

杜)

甫 

昔 

少
年
の
日
、
早つ

と

に
国
を
観み

る

の
賓
に
充あ

て
ら
る
〔
地
位
あ
る
人
の
所
で
も
て
な
さ
れ
た
〕
。
読
書 

万
巻
を
破
り
〔
読
破
す
る
〕
、
筆
を
下く

だ

せ
ば
神
有
る

が
如
し
〔
神
が
か
っ
て
い
た
〕(

甫
昔
少
年
日
、
早
充
觀
國
賓
。
讀
書
、
、
破
萬
卷
、
、
、
下
筆
如
有
神)｣

と
詠
む
。
ま
た｢

丙
辰
秋
日

(

安
政
三
年 

一
八
五
六) 

藤
寅
〔
吉
田
松
陰
〕
書｣

と
竹
に
銘
記
さ
れ
た
松
下
村
塾
の
聯
に
も
、｢

万
巻
の
書
を
読
む

に
非あ

ら

ざ
る
自よ

り
は
〔
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
〕
、
安い

づ

く
ん
ぞ
千
秋
の
人
〔
後
世
に
名
を
残
す
人
〕
と
為な

る
を
得え

ん
。

一
己
の
労
を
軽
ん
ず
る
に
非
ざ
る
自
り
は
〔
自
分
の
苦
労
を
惜
し
ま
な
け
れ
ば
〕
、
安
く
ん
ぞ
兆
民
の
安
ん
ず
る
を
致

す
〔
万
民
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ
う
に
す
る
〕
を
得
ん(

自
非
讀
萬
卷
書

、
、
、
、
、
安
得
爲
千
秋
人
。
自
非
輕
一
己
勞
、
安
得
致
兆
民

安)

」
と
あ
る
。
実
際
、
こ
の
獄
中
で
の
松
陰
の
猛
烈
な
読
書
ぶ
り
に
つ
い
て
、『
野
山
獄
読
書
記
』(

『
吉
田
松
陰

全
集
』
第
十
一
巻
所
収 

二
〇
〇
一
年 

マ
ツ
ノ
書
店)

に
拠
れ
ば
、
六
百
冊
近
い
書
物
を
読
破
し
て
い
る
。 

功
頻
累 

次
か
ら
次
へ
と
努
力
を
重
ね
て
い
く
。 

53 

餘
力 

読
書
以
外
に
費
や
す
労
力
。 

文
筆
技 

詩
文
を
作
る
技
量
。｢

七
月
既
望
〔
十
六
夜
〕
、
秋
晩
香
〔
秋

元
佐
多
郎
〕
余
を
招
き
て
海
浜
の
涼
棚
〔
涼
み
棚
〕
に
飲
み
、
酔
い
て
後 

虎
山
先
生
を
懐お

も

い
て
作
る(

七
月
既
望
、

秋
晩
香
、
招
余
飲
于
海
濱
涼
棚
、
醉
後
懷
虎
山
先
生
而
作)

」
詩(

嘉
永
三
年 

庚
戌 

一
八
五
〇
年 

三
四
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下)
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に
、｢

山
人
〔
坂
井
虎
山
〕
文
筆 

東と
う

坡ば

の
〔
宋
、
蘇そ

軾
し
ょ
く

〕

儔
と
も
が
ら

、
我
も
亦ま

た
自
ら

み

ず

か

許
す
佛
印
の
流
を
〔
蘇
軾
の
友
人
の

僧
の
よ
う
な
も
の
だ
と
自
認
し
て
い
る
〕(

山
人
文
筆
、
、
東
坡
儔
、
我
亦
自
許
佛
印
流)｣

と
。
こ
の
時
、
松
陰
は
他
の
囚
人
た

ち
に
儒
学
の
書
『
孟も

う

子し

』
の
講
義
を
行
い
、
そ
の
覚
え
書
き
『
講こ

う

孟も
う

箚さ
っ

記き

』
を
著
し
て
い
る
。
ま
た
月
性
の
詩

評
を
か
な
り
載
せ
て
い
る
『
松
陰
詩
集
』
は
、
江
戸
か
ら
国く

に

許も
と

の
萩は

ぎ

に
送
還
さ
れ
る
道
中
に
詠
ん
だ｢

獄
よ
り
出

で
て
国
に
帰
る
の
間
の
雑
感 

五
十
七
解(

出
獄
歸
國
之
間
雜
感 

五
十
七
解)｣

詩
で
は
じ
ま
り
、
獄
中
で
の
作
も
多
数

あ
っ
て
、
安
政
二
年(

乙
卯 
一
八
五
五)

二
月
二
十
日
に
は
、｢

僧
月
性
の
詩
を
読
む(

讀
僧
月
性
詩)｣

詩
も
作
っ
て
い

る
。 

 

54 

角
抵 

｢

角｣

は
競
う
、｢

抵｣

は
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
、
張
り
合
う
こ
と
を
い
う
。 

55 

浮
文 

華
や
か
だ
け
で
中
味
の
な
い
文
。 

麗
綺 

｢

綺
麗｣

に
同
じ
く
、
文
章
の
あ
で
や
か
さ
を
い
う
が
、

こ
こ
は｢

綺｣

を
第
七
字
め
の
韻
字
に
用
い
る
た
め
に
顛
倒
さ
せ
て
い
る
。 

56 

滿
腔 

身
体
中
。｢

腔｣

は
胸
や
腹
な
ど
体
の
空
洞
部
で
、
そ
こ
に
も
充
満
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

熱
血 

熱
く
た
ぎ
る
血ち

潮し
お

。
宋
、
楊よ

う

万ば
ん

里り｢

自
み
ず
か

ら
江こ

う

西せ
い

道ど
う

院い
ん

集
し
ゅ
う

に
跋ば

っ

し
て
〔
自
分
の
詩
集
に
跋
文
を
書
い
て
〕
戯

た
わ
む

れ

に
客
の
問
い
に
答
う
二
首(

自
跋
江
西
道
院
集
戲
答
客
問
二
首)｣

其
二
に
、｢

若も

し
箇こ

中
ち
ゅ
う

〔
こ
の
詩
集
の
中
〕
に
何
の
有

る
所
か
と
問
わ
ば
、
一い

っ

腔こ
う

〔
満
腔
に
同
じ
〕
の
熱
血 

詩
に
和
し
て
裁
す(
若
問
箇
中
何
所
有
、
一
腔
熱
血

、
、
、
和
詩
裁)｣

と
。

嘉
永
三
年(

庚
戌 

一
八
五
〇
年 

三
四
歳)

、
月
性
が
濱は

ま

野の

箕き

山ざ
ん

と
一
緒
に
、
恩
師
の
坂さ

か

井い

虎こ

山ざ
ん

の
遺
稿
を
整
理
し
た

時
に
詠
ん
だ｢

箕
山
と
同と

も

に
、
虎
山
先
生
の
遺
稿
を
校こ

う

し
、
其
の
書
斎
に
寓
す
る
こ
と
十
余
日
、
将ま

さ

に
帰
ら
ん
と

す
る
の
前
一
夕
、
之
を
賦
し
て
別
れ
に
叙じ

ょ

す(

同
箕
山
校
虎
山
先
生
遺
稿
、
寓
其
書
齋
十
餘
日
、
將
歸
前
一
夕
、
賦
之
叙
別)｣

詩(

『
清
狂
吟
稿
』)

に
も
、｢

満
腹
の
忠
肝 

講
義
に
披ひ

ら

き
〔
忠
義
の
心
を
講
義
で
披
露
し
〕
、
一
腔、
の
熱
血
、
、 

文
章
に
注そ

そ

ぐ(

滿
腹
忠
肝
披
講
義
、
一
腔、
〔
『
清
狂
遺
稿
』
下
は｢

空｣

に
作
る
も
、『
清
狂
吟
稿
』
に
拠
り
改
む
〕
熱
血
、
、
注
文
章)｣
と
、
恩
師

の
た
ぎ
る
よ
う
な
情
熱
に
つ
い
て
回
想
す
る
。 

淋
漓 

た
ら
た
ら
と
滴
る
さ
ま
。
天
保
五
年
（
甲
午 

一
八
三
四
）

年
六
月
、
大
阪
は
長

ち
ょ
う

光こ
う

寺
〔
大
阪
市
中
央
区
島
町
〕
の
住
職
で
月
性
の
叔
父
、
覚か

く

応お
う 

(

号
龍

り
ゅ
う

護ご)

が
、
西
本
願
寺
の

門
主
の
命
に
よ
り
熊
本
で
の
募
金
活
動
に
赴
い
た
際
、
そ
こ
で
の
衆
僧
の
反
応
が
鈍
い
こ
と
に
自
身
の
指
を
切

り
落
と
し
て
説
得
し
た
こ
と
を
詠
ん
だ｢

龍
護
師
の
指
を
切
り
し
詩
の
韻
に
次
す
三
首(

次
龍
護
師
切
指
詩
韻
三

首)｣

其
二(

十
八
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
上)

に
も
、｢

淋
漓
、
、
た
る
羶せ

ん

血け
つ 

〔
な
ま
ぐ
さ
い
血
〕
紅
雪
を
噴ふ

き
、
火
の
国 

還ま

た

六
月
の
寒
と
為な

る
〔
六
月
な
の
に
ま
た
寒
々
と
し
て
き
た
〕(

淋
漓
、
、
羶
血、
噴
紅
雪
、
火
國
還
爲
六
月
寒)｣

と
あ
る
。 

57 

獄
中
日
講
勤
王
旨 

『
春

し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

左さ

氏し

伝で
ん

』｢

僖き

公こ
う

二
十
五
年｣

に
、
周

し
ゅ
う

王
室
の
危
機
に
際
し
て
、
諸
侯
の
一

人
、
晋し

ん

の
文ぶ

ん

公こ
う

が
狐こ

偃え
ん

の｢

諸
侯
に
求
む
れ
ば
、
王
に
勤つ

と

む
る
に
如し

く
は
莫な

し
〔
王
が
諸
侯
に
頼
っ
て
き
た
の
な
ら
、

王
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
べ
き
だ
〕(

求
諸
侯
、
莫
如
勤
王
、
、)｣

と
い
う
建
議
に
よ
っ
て
周
王
室
を
救
っ
た
と
い
う
の
が｢

勤

王｣

の
早
い
用
例
で
、
松
陰
が
野
山
獄
で
『
孟も

う

子し

』
を
講
じ
て
い
た
の
も
こ
れ
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
月
性
も
こ
の
頃
か
ら｢

勤
王｣

意
識
を
強
く
持
ち
始
め
て
い
る
。
嘉
永
七
年 (

安
政
元
年 

甲
寅 

一
八
五

四
年)

、
三
十
八
歳
の
作
、｢

秋
良
氏 

夷
艦
〔
ロ
シ
ア
軍
艦
〕
の
摂
海
〔
大
阪
湾
〕
に
入
る
を
聞
き
、
壮
士
三
十
余
人
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を
率ひ

き

い
来
た
り
て
、
縦ほ

し

い
ま
ま
に
観み

せ
し
め
、
以
て
憤ふ

ん

懣ま
ん

を
洩も

ら
せ
ば
、〔
存
分
に
見
学
さ
せ
て
怒
り
を
発
散
さ
せ
て

く
れ
た
の
で
〕
、
賦
し
て
謝
す
三
首(

秋
良
氏
聞
夷
艦
入
攝
海
、
率
來
壯
士
三
十
餘
人
、
演
武
技
、
使
余
縱
觀
、
以
洩
憤
懣
。
賦

謝
三
首)｣

(
『
清
狂
遺
稿
』
下)

其
の
二
に
、｢

願
わ
く
ば
諸
君
と
同と

も

に
義
を
唱と

な

え
〔
大
義
を
掲
げ
て
〕
、
勤
王 

犬
羊
の

夷
〔
外
国
の
輩
〕
を
去さ

り
殱ほ

ろ

ぼ
さ
ん
こ
と
を(

願
與
諸
君
同
唱
義
、
勤
王
、
、
去
殱
犬
羊
夷)｣

や
、
其
三
の｢

勤
王
一
戦 

如も

し

骨
を
埋
め
な
ば
、
永

と
こ
し

え
に
楠
公
〔
忠
臣
楠く

す

木の
き

正ま
さ

成し
げ

〕
と
墓
田
を
共と

も

に
せ
ん(

勤
王
、
、
一
戰
如
埋
骨
、
永
與
楠
公
共
墓
田)｣

、

ま
た
安
政
四
年 (

丁
巳 
一
八
五
七
年)

、
海
防
の
必
要
性
を
説
く
た
め
に
紀
州
〔
和
歌
山
〕
に
赴
い
て
の
帰
り
に
作

っ
た｢

南
紀
自よ

り
京
に
還か

え

り
、
賦
し
て
執
政
〔
官
名
〕
久
野
丹
州
、
及
び
司
農
〔
官
名
〕
水
野
氏
・
幷な

ら

び
に
小
浦
・

白
井
・
茂
田
諸
君
に
寄
せ
奉
る(

自
南
紀
還
京
、
賦
奉
寄
執
政
久
野
丹
州
、
及
司
農
水
野
氏
、
幷
小
浦
・
白
井
・
茂
田
諸
君)｣

(

四
一
歳 

『
清
狂
遺
稿
』
下) 

詩
に
も
、｢

十
歳 
勤
王
の
志
も
亦ま

た
酬む

く

い
ら
れ
、
杞き

人じ
ん

解
釈
す
墮
天
の
憂
を
〔
杞
の

国
の
人
が
天
が
落
ち
て
く
る
の
で
は
と
憂
え
た
よ
う
な
心
配
も
解
消
し
た
〕 (

十
歲
勤
王
、
、
志
亦
酬
、
杞
人
解
釋
墮
天
憂)｣

と
い
う
。 

58 

至
誠 

ま
ご
こ
ろ
。『
孟も

う

子し

』｢

離り

婁ろ
う

上｣

に｢

至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
者
、
未い

ま

だ
之こ

れ
有あ

ら
ざ
る
な
り
〔
真
心

を
尽
く
し
て
心
動
か
さ
れ
な
い
者
は
い
な
い
〕(

至
誠
、
、
而
不
動
者
、
未
之
有
也)｣

と
あ
る
。 

姦
宄 

悪
行
を
働
い
た
囚
人
。

｢

姦｣

も｢

宄｣

も
心
の
邪
な
こ
と
。 

59 

尊
王
室 

皇
室
を
崇
め
貴
ぶ
。『
漢か

ん

書じ
ょ

』｢

地
理
志
下｣

に
周
王
朝
に
つ
い
て
、｢

子
の
平へ

い

王お
う 

東
に
雒ら

く

邑ゆ
う

に
居き

ょ

し
〔
東
周
と
し
て
洛ら

く

陽よ
う

に
遷
都
〕
、
其そ

の
後ご 

五ご

伯は
く

〔
春
秋
時
代
の
五
人
の
覇
者
〕

更
こ
も
ご

も
諸
侯
を
帥ひ

き

い
て
、
以も

っ

て
王
室
、
、
を

尊、
ぶ
。
故ゆ

え

に
周 

三
代
〔
夏･

殷･

周
〕
に
於
て
最
も
長
久
為た

り
て
八
百
余
年
な
り(
子
平
王
東
居
雒
邑
、
其
後
五
伯
更
帥

諸
侯
、
以
尊
王
室

、
、
、
。
故
周
於
三
代
最
為
長
久
八
百
餘
年)｣

。 

張
綱
紀 

紀
律
を
設
け
て
引
き
締
め
る
。
第
一
段
第
13

句
の
【
語
釈
】｢

綱
紀｣

参
照
。 

60 

攘
夷
狄 

外
国
の
者
た
ち
を
追
い
払
う
。
第
一
段
第
２
句
の
【
語
釈
】｢

諸
蠻｣

も
参
照
。｢

詩し

経
き
ょ
う｣

｢

小
し
ょ
う

雅が｣

｢

車し
ゃ

攻こ
う｣

の
小
序
に｢

車
攻
は
、
宣せ

ん

王お
う

の

古
い
に
し
え

を
復ふ

く

す
る
も
の
な
り
。
宣
王 

能よ

く
内
に
は
政
事
を
修
め
、
外
に
は

夷
狄
を
攘は

ら

い
、
文ぶ

ん･

武ぶ

の
境

き
ょ
う

土ど

を
復ふ

く

す
〔
昔
の
文
王
や
武
王
の
領
土
を
取
り
戻
し
た
〕(

車
攻
、
宣
王
復
古
也
。
宣
王
能
内

脩
政
事
、
外
攘
夷
狄
、
復
文
武
之
境
土)｣

。 

拾
靑
紫 

落
ち
て
い
る
ゴ
ミ
を
拾
い
上
げ
る
よ
う
に
、
た
や
す
く
高

位
高
官
を
手
に
入
れ
る
こ
と
。『
漢か

ん

書じ
ょ

』｢

夏か

侯こ
う

勝
し
ょ
う

伝｣

に
、｢

(

夏
侯)

勝 

講
授
す
る
每ご

と

に
、
常
に
諸
生
に
謂い

い
て

曰い
わ

く
、『
士
は
経
術
〔
経
書
に
関
す
る
学
問
や
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
〕
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
を
病や

む
も
、
経
術 

苟も

し
明

ら
か
な
れ
ば
、
其
れ
靑
紫
を
取
る
こ
と
俛ふ

し
て
地
の
芥

あ
く
た

〔
ゴ
ミ
〕
を
拾
う
が
如
き
の
み
』
と(

勝
每
講
授
、
常
謂
諸

生
曰
、
『
士
病
不
明
經
術
、
經
術
苟
明
、
其
取
靑
紫
、
、
如
俛
拾
地
芥
耳
』)｣

と
あ
り
、
顔が

ん

師し

古こ

の
注
に｢

青
紫
と
は
、
卿
大
夫

〔
高
官
〕
の
服
な
り(

靑
紫
、
、
、
卿
大
夫
之
服
也)｣

と
い
う
。 


