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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
四
段 

【
原
文
・
書
き
下
し
文
】 

61 

嗚
呼
皕
年
昌
平
泰
之
レ

否 

嗚あ

呼あ 

皕
ひ
ょ
く

年ね
ん

昌
し
ょ
う

平へ
い

な
る
も 

泰た
い 

否ひ

に
之ゆ

き 

62 

天
變
地
妖
荐
大
傀 

 
   

天て
ん

変ぺ
ん

地ち

妖よ
う 

荐
し
き
り

に
大だ

い

傀か
い

あ
り 

63 

天
將
二

大
任
一

降
二

之
子
一 

 
天て

ん 

大た
い

任に
ん

を
将も

っ

て
之こ

の
子し

に
降く

だ

せ
ば 

64 

行
拂
レ

所
レ

爲
良
有
レ

以 
 

行
お
こ
な

い
の
為な

さ
ん
と
す
る
所

と
こ
ろ

に
払そ

む

く
は
良

ま
こ
と

に
以ゆ

え

有あ

り 

65 

用
レ

猛
他
年
必
倍
蓰 

 
  

猛も
う

を
用も

ち

う
れ
ば 

他た

年ね
ん 

必
か
な
ら

ず
倍ば

い

蓰し

し 

66 

天
下
人
人
刮
目
俟 

 
   

天て
ん

下か

の
人ひ

と

人び
と 

刮か
つ

目も
く

し
て
俟ま

た
ん 

67 

期
子
遠
征
執
二

鞭
弭
一 

 
 

期き

せ
ん 

子し

の
遠え

ん

征せ
い

し
て
鞭べ

ん

弭び

を
執と

り 

68 

蠻
狄
伏
レ

罪
干
戈
止 

 
  

蛮ば
ん

狄て
き 

罪つ
み

に
伏ふ

し
干か

ん

戈か

止や

ま
ん
こ
と
を 

69 

何
日
柙
中
出
二

虎
兕
一 

 
 

何い
ず

れ
の
日ひ

に
か
柙こ

う

中
ち
ゅ
う

よ
り
虎こ

兕じ

出い

で
て 

70 

橫
行
五
大
全
州
裏 

 
   

五ご

大だ
い

全ぜ
ん

州
し
ゅ
う

裏り

を
横お

う

行こ
う

し 

71 

豺
狼
犬
豕
從
驅
使 

 
   

豺さ
い

狼ろ
う

犬け
ん

豕し 

駆く

使し

に
従

し
た
が

い 

72 

墨
俄
暎
佛
俱
風
靡 

 
   

墨ぼ
く

俄が

暎え
い

佛ふ
つ

俱と
も

に
風ふ

う

靡び

せ
ん 

73 

太
平
磐
石
固
二

基
址
一 

 
 

太た
い

平へ
い

磐ば
ん

石
じ
ゃ
く 

基き

址し

を
固か

た

く
し 

74 

樹
二-

立
大
東
神
國
體
一 

 

大だ
い

東と
う

神し
ん

国こ
く

の
体た

い

を
樹じ

ゅ

立り
つ

す
べ
し 

75 

皇
統
聯
綿
傳
二

劔
璽
一 

 
 

皇こ
う

統と
う

聯れ
ん

綿め
ん

と
し
て
剣け

ん

璽じ

を
伝つ

た

え 

76 

國
祚
萬
年
京
又
秭 

 
   

国こ
く

祚そ

万ま
ん

年ね
ん 

京け
い

に
し
て
又ま

た
秭し

な
ら
ん 

77 

功
業
如
此
眞
罕
比 

 
   

功こ
う

業
ぎ
ょ
う

此か

く
の
如ご

と

く
真

ま
こ
と

に
比く

ら

ぶ
る
に
罕ま

れ

な
り 

78 

特
二-

筆
英
名
一

載
二

國
史
一 

英え
い

名め
い

を
特と

く

筆ひ
つ

し
て
国こ

く

史し

に
載の

せ
ん 

79 

曰
二
十
一
回
猛
士 

 
   

曰い
わ

く
二に

十
じ
ゅ
う

一い
っ

回か
い

猛も
う

士し 

80 

吉
田
寅
次
義
卿
氏 

 
   

吉よ
し

田だ

寅と
ら

次じ

義ぎ

卿け
い

氏し

と 

 

【
校
勘
】 

・
第
74
句｢

址｣

を
『
清
狂
遺
稿
』『
清
狂
詩
鈔
』
と
も
に｢

趾｣

に
作
る
が
、『
清
狂
吟
稿
』
及
び
吉
田
松
陰
の
次

韻
詩
〔
第
一
段
解
題
参
照
〕
が｢

址｣

に
作
る
の
に
従
う
。｢

址｣

の
【
語
釈
】
参
照
。 

 【
現
代
語
訳
】 

 

あ
あ
、
こ
の
二
百
年
、
泰
平
の
世
を
謳お

う

歌か

し
て
き
た
が
、
し
だ
い
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
き
、 

©H.AIKOH 2018 



- 2 - 

 

 

大
き
な
天
変
地
異
が
次
々
と
起
こ
っ
た
。 

 
天
は
そ
な
た
に
大
役
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、 

 

そ
の
意
図
せ
ぬ
事
ば
か
り
起
こ
る
の
は
故ゆ

え

あ
る
こ
と
な
の
だ
。 

 

勇
猛
な
そ
な
た
を
登
用
す
れ
ば
、
き
っ
と
い
つ
か
何
倍
も
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
は
ず
で
、 

 

世
の
中
の
み
な
が
じ
っ
と
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
な
た
が
鞭む

ち

と
弓
を
持
っ
て
遠
征
し
、 

 

異
国
の
輩

や
か
ら

が
罪
を
認
め
て
戦
い
が
止
む
の
を
期
待
し
て
い
る
。 

 

い
つ
か
勇
猛
な
虎
や
犀さ

い

が
檻お

り

か
ら
出
て
、 

 

世
界
を
縦
横
無
尽
に
駆
け
巡
り
、 

 

山
犬
・
狼
・
犬
・
豚
ど
も
を
こ
き
使
っ
て
、 

 

ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
を
な
び
き
従
わ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

ゆ
る
ぎ
な
い
太
平
の
世
の
そ
の
基
礎
を
し
っ
か
り
と
突
き
固
め
て 

 

大
い
な
る
東
方
の
神
国
の
体
制
を
打
ち
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

天
皇
は
宝
剣
や
玉

ぎ
ょ
く

璽じ

を
連
綿
と
伝
え
て
き
て
お
り 

 

国
の
さ
い
わ
い
は
い
つ
い
つ
ま
で
も
続
く
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
な
た
の
功
業
は
実
に
比
類
無
き
も
の
で
あ
れ
ば
、 

 

そ
の
誉
れ
あ
る
名
を
国
の
歴
史
に
刻
も
う
ぞ 

 

そ
の
名
は
二
十
一
回
猛
士
、 

 

吉よ
し

田だ

寅と
ら

次じ

義ぎ

卿け
い

氏し

。 

 

第
四
段
は
、
世
の
中
が
不
穏
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
松
陰
は
選
ば
れ
た
者
と
し
て
野
山
獄
か
ら
出
て
大
い
に

活
躍
し
太
平
の
世
を
築
い
て
ほ
し
い
と
強
く
願
う
内
容
。 

 

【
語
釈
】 

61 

皕
年 

慶
長
八
年(

一
六
〇
三)

に
江
戸
幕
府
が
築
か
れ
て
か
ら
安
政
二
年(

一
八
五
五)

の
こ
の
日
ま
で
を
二

百
年
の
概
数
で
記
し
て
い
る
。｢

聾ろ
う

僧そ
う 

黙も
く

霖り
ん

の
平
門
〔
平
戸
〕
に
之ゆ

く
を
送
る(

送
聾
僧
黙
霖
之
平
門)｣

(

『
清
狂
遺
稿
』

下 

安
政
二
年 

乙
卯 

一
八
五
五 

三
九
歳
頃)

に
も
、｢

降
っ
て
徳
川
の
将
軍
に
任
ぜ
ら
る
る
に
至
り
、
天
朝
を
軽
蔑
す

る
こ
と
二
百
春 

(

降
至
德
川
任
將
軍
、
輕
蔑
天
朝
二
百
、
、
春)｣

と
。 

昌
平 

天
下
が
泰
平
な
こ
と
。｢

昌｣

は
盛
ん
、｢

平｣

は
平
和
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、｢

昌
平｣

は
中
国
で
は
孔こ

う

子し

の
故
郷
で
あ
る
山さ

ん

東と
う

省
曲

き
ょ
く

阜ふ

県
昌

し
ょ
う

平へ
い

郷
と
し
て
、

我
が
国
で
は
幕
府
の
学
問
所
、
昌

し
ょ
う

平へ
い

黌こ
う

と
し
て
の
意
に
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
。 

泰
之
否 

だ
ん
だ
ん
と
世

の
中
が
あ
や
し
く
な
っ
て
い
く
。『
周

し
ゅ
う

易え
き

』〔
『
易え

き

経
き
ょ
う

』
と
も
〕
で
は
、｢

泰｣

は
安
泰
、｢

否｣

は
行
き
詰
ま
る
こ
と
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を
表
す
卦か

〔
占 う

ら

形 か
た

〕
と
さ
れ
る
。 

62 
天
變
地
妖 

｢

天
変
地
異｣

｢

天
災
地
妖｣

に
同
じ
く
、
異
常
な
自
然
現
象
を
い
う
。 

荐 

し
き
り
に
。
こ

の
詩
が
作
ら
れ
た
安
政
二
年(

一
八
五
五)

よ
り
も
前
の
嘉
永
三
年(

庚
戌 

一
八
五
〇)

に
作
っ
た
詩
の
題
に
も｢

今こ
ん

茲じ

〔
こ
の
年
〕
嘉
永
庚
戌
、
天
災
荐し

き

り
に
臻い

た

り
、
諸
州 

凶
を
告
げ
〔
凶
作
に
な
り
〕
、
而

し
こ
う

し
て
我
が
防
長 

殊こ
と

に
甚

し
き
と
為
す
。
幸
い
に
藩
候
賢
明
に
し
て
民
を
憂
う
る
の
心 

至
っ
て
深
く
、
屢

し
ば
し

ば
倉そ

う

廩り
ん

〔
藩
の
米
倉
〕
を
発ひ

ら

き
、

困
窮
に
賑に

ぎ

わ
し
〔
困
っ
て
い
る
人
た
ち
に
恵
み
与
え
〕
、
二
州
の
民
、
之
に
頼
り
て
饑う

え
ざ
る
を
得
れ
ば
、

恭
う
や
う
や

し
く

長
歌
一
篇
を
賦
し
之
を
紀し

る

し
、
以
て
内
藤
郡
宰
〔
大
島
代
官
〕
に
呈
す(

今
茲
嘉
永
庚
戌
、
天
災
荐、
臻
、
諸
州
告
凶
、
而

我
防
長
爲
殊
甚
、
幸
藩
候
賢
明
憂
民
之
心
至
深
、
屢
發
倉
廩
、
賑
困
窮
、
二
州
之
民
、
頼
之
以
得
不
饑
、
恭
賦
長
歌
一
篇
紀
之
、

以
呈
内
藤
郡
宰)｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
四
歳)
と
あ
る
。 

大
傀 

い
た
っ
て
異
常
な
自
然
現
象
。｢

傀｣

は
怪
異

な
こ
と
。『
周し

ゅ

礼ら
い

』｢

春
し
ゅ
ん

官か
ん｣

｢

大だ
い

司し

楽が
く｣

に
、｢
凡お

よ

そ
日
月
食

し
ょ
く

し
〔
日
食
と
月
食
〕
、
四し

鎮ち
ん･

五ご

嶽が
く

〔
中
国
を
代
表
す
る

山
々
〕
崩く

ず

れ
、
大
傀･

異い

烖さ
い

あ
り
、
諸
侯
薨こ

う

ず
れ
ば
〔
死
ぬ
と
〕
、
楽が

く

を
去さ

ら
し
む
〔
楽
器
を
撤
去
す
る
〕(

凡
日
月
食
、

四
鎭
五
嶽
崩
、
大
傀
、
、
・
異
烖
、
諸
侯
薨
、
令
去
樂)｣

と
あ
り
、
そ
の
鄭

じ
ょ
う

玄げ
ん

の
注
に｢

傀か
い

と
は
、
猶な

お
怪
の
ご
と
き
も
の

な
り
。
大
怪･

異
烖
と
は
、
天
地
奇
変
を
謂い

い
て
、
星
辰
奔ほ

ん

霣い
ん

し
〔
隕
石
が
降
る
〕
、
及
び
震
裂
し
て
〔
地
震
地
割
れ
〕

害
を
為な

す
が
若ご

と

き
者
に
し
て
、
楽
を
去
り
て
之
を
蔵ぞ

う

す
る
な
り(

傀、
、
猶
怪
也
。
大
怪･

異
烖
、
謂
天
地
奇
變
、
若
星
辰

奔
霣
、
及
震
裂
爲
害
者
、
去
樂
藏
之
也)｣

と
説
く
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
る
前
年
の
嘉
永
七
年(

安
政
元
年 

甲
寅 

一
八
五

四)

に
作
っ
た｢

災
異
を
紀
す(

紀
災
異)｣

詩
の
題
注
に
も｢

今こ
ん

茲じ

甲
寅
、
仲
冬
〔
十
一
月
〕
第
四
日
、
諸
道 

地
震ふ

る

え
、

其そ

の
翌
日 

復ま

た
震
え
て
、
而

し
こ
う

し
て
東
南
海
道
、
海か

い

嘯
し
ょ
う

〔
津
波
〕
兼
ね
て
臻い

た

り
、
八
日
両
日
並
び
出
で
て
、
二

十
五
日
、
迅
雷 

風
烈は

げ

し
く
、
余
震
も
亦ま

た
未い

ま

だ
止や

ま
ず
、
因よ

り
て
此
の
作
有
り(

今
茲
甲
寅
、
仲
冬
第
四
日
、
諸
道

地
震
、
其
翌
日
復
震
、
而
東
南
海
道
、
海
嘯
兼
臻
、
八
日
兩
日
並
出
、
二
十
五
日
、
迅
雷
風
烈
、
餘
震
亦
未
止
、
因
有
此
作)｣

(

『
清

狂
遺
稿
』
下 

三
八
歳)

と
い
う
よ
う
に
、
度
重
な
る
天
変
地
異
に
人
々
は
動
揺
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
自
然
災

害
が
起
こ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
瑞ず

い

祥
し
ょ
う

が
見
ら
れ
た
り
と
い
う
の
は
、
時
の
政
治
の
善
し
悪
し
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
天て

ん

人じ
ん

感か
ん

応 の
う(

天
人
相 そ

う

関 か
ん

と
も)

説
と
い
う
の
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。 

63 

將 
｢

以も
っ

て｣

に
同
じ
。 

大
任 

太
平
の
世
を
築
く
と
い
う
大
き
な
任
務
。
こ
の
よ
う
な
任
務
を
果
た
す

に
あ
た
っ
て
先
ず
苦
難
が
与
え
ら
れ
て
試
さ
れ
る
の
は
、
松
陰
が
そ
れ
に
相
応
し
い
人
物
だ
か
ら
と
月
性
は
励

ま
す
の
で
あ
る
。『
孟も

う

子し

』｢

告こ
く

子し

下｣

に
は
、
古
代
の
り
っ
ぱ
な
帝
王
、
舜

し
ゅ
ん

が
農
夫
か
ら
身
を
起
こ
し
、
傅ふ

説え
つ

が

城
壁
作
り
か
ら
大
抜
擢
さ
れ
た
よ
う
に
、｢

天 

将ま
さ

に
大
任
を
是こ

の
人
に
降
さ
ん
と
す
る
や
、
必
ず
先ま

づ
其
の
心

志
を
苦
し
め
、
其
の
筋
骨
を
労ろ

う

し
、
其
の
体
膚
を
餓
え
せ
し
め
、
其
の
身
を
空
乏
に
し
〔
困
窮
さ
せ
る
〕
、
行
い
其

の
為
さ
ん
と
す
る
所
に
払ふ

つ

乱ら
ん

せ
し
む
る
は
〔
思
い
と
は
反
対
の
こ
と
に
な
る
よ
う
に
す
る
〕
、
心
を
動
か
し
性
を
忍
び
、

其
の
能あ

た

わ
ざ
る
所
を
曽ぞ

う

益え
き

せ
し
む
所
以

ゆ

え

ん

な
り
〔
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
と
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
〕(

天、

將
降
大
任

、
、
、
於
是
人
也
、
必
先
苦
其
心
志
、
勞
其
筋
骨
、
餓
其
體
膚
、
空
乏
其
身
、
行
拂
、
、
亂
其
所
為
、
、
、
所
以
動
心
忍
性
、
曾
益
其
所

不
能)｣

と
。 

子 

男
子
の
美
称
。 
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64 

拂 

相
反
し
て
逆
ら
う
こ
と
。 

良 

確
か
に
。 

以 
｢

所
以｣

や｢

故｣

に
同
じ
。 

65 
用
猛 

｢

猛｣

は
勇
猛
な
士
で
、
こ
れ
に
松
陰
の
号
、｢

二
十
一
回
猛
士｣

を
懸
け
て
い
る
。
唐
、
李り

白は
く｢

塞さ
い

上
じ
ょ
う

曲
き
ょ
く｣

に｢
但た

だ
歌
わ
ん 

大た
い

風ふ
う

〔
漢
の
高
祖
、
劉

り
ゅ
う

邦ほ
う｢

大た
い

風ふ
う

の
歌｣

〕 

雲 

飛ひ

揚よ
う

し
、
安い

づ

く
に
か
猛
士
を
用
い
て
四
方

を
守
ら
し
め
ん(
但
歌
大
風
雲
飛
揚
、
安
用
猛
、
、
士
兮
守
四
方)｣

と
。 

他
年 

い
つ
か
。 

倍
蓰 

｢

倍｣

は
二
倍
、｢

蓰｣

は
五
倍
。
こ
こ
は
松
陰
が
登
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
桁
は
ず
れ
た
功
績
に
つ
い
て

い
う
。 

66 

刮
目 

｢

拭
目｣

に
同
じ
で
、
目
を
こ
す
っ
て
よ
く
み
る
こ
と
。 

俟 

待
つ
こ
と
。 

67 

期 
(

そ
の
よ
う
な
時
が
来
る
の
を)

期
待
す
る
。 

遠
征 

こ
の
防
長
の
地
か
ら
は
る
ば
る
遠
く
へ
と
征

伐
に
行
く
。 

執
鞭
弭 

｢

鞭｣

は
馬
の
鞭む

ち

、｢
弭｣

は
弓
で
、
戦
い
に
臨
む
こ
と
。
『
春

し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

左さ

氏し

伝で
ん

』｢

僖き

公こ
う

二

十
三
年｣

に｢

若も

し
命
〔
楚
王
の
命
令
〕
を
獲え

ず
ん
ば
、
其そ

れ
左
に
鞭べ

ん

弭び

を
執と

り
、
右
に
櫜こ

う

鞬け
ん

〔
弓
袋
と
矢
袋
〕
を
属つ

け

て
、
以も

っ

て
君
と
周

し
ゅ
う

旋せ
ん

せ
ん
〔
敵
を
追
い
か
け
る
〕(

若
不
獲
命
、
其
左
執
鞭
弭

、
、
、
、
右
屬
櫜
鞬
、
以
與
君
周
旋)｣

。 

68 

蠻
狄 

第
一
段
第
２
句
の
【
語
釈
】｢

諸
蠻｣

参
照
。 
伏
罪 

罪
に
服
す
る
こ
と
。 

干
戈 

戦
い
。｢

干｣

は
盾
、｢

戈｣

は
戈
。｢

干｣

は
、
『
清
狂
遺
稿
』
『
清
狂
詩
鈔
』
と
も
に｢

于｣

に
作
る
が
、
『
清
狂
吟
稿
』
に
拠

り
改
む
。 

69 

柙
中
出
虎
兕 

猛
者
、
松
陰
が
獄
中
か
ら
出
る
こ
と
を
虎
や
犀さ

い

と
い
っ
た
猛
獣
が
檻
か
ら
出
る
の
に
喩
え

る
。
こ
れ
は
『
論ろ

ん

語ご

』｢

季き

氏し｣

の
中
に
、
孔こ

う

子し

が
弟
子
の
冉ぜ

ん

有ゆ
う

に
対
し
て
職
責
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を
諭さ

と

し
て
、

｢

虎
兕 

柙
よ
り
出
で
て
、
亀
玉
〔
亀
甲
と
宝
玉
〕
櫝と

く

中
ち
ゅ
う

〔
箱
の
中
〕
に
毀こ

わ

る
る
は
、
是
れ
誰
の
過

あ
や
ま

ち
な
る
か(

虎
兕
、
、

出、
於
柙、
、
龜
玉
毀
於
櫝
中
、
是
誰
之
過
與)｣

と
い
う
の
に
拠
っ
て
い
よ
う
が
、
こ
の
本
来
、
檻
か
ら
出
し
て
は
な
ら
な

い
獰
猛
で
凶
悪
な
者
と
い
う｢

虎
兕｣

の
喩
え
を
松
陰
の
勇
猛
さ
に
無
理
矢
理
当
て
は
め
て
い
る
。 

70 

橫
行 

縦
横
無
尽
に
駆
け
回
る
。
『
史し

記き

』｢

季き

布ふ

伝｣

に｢

上
将
軍
〔
官
名
〕
樊は

ん

噲か
い

曰
く
、
臣 

願ね
が

わ
く
ば
十

万
の
衆
〔
軍
隊
〕
を
得
て
、
匈

き
ょ
う

奴ど

〔
漢
の
西
方
の
異
民
族
〕
の
中
を
横
行
せ
ん
と(

上
將
軍
樊
噲
曰
、
臣
願
得
十
萬
衆
、

橫
行
、
、
匈
奴
中)｣

。 

五
大
全
州 

五
大
陸
、
全
世
界
を
い
う
。
嘉
永
七
年(

安
政
元
年 

甲
寅 

一
八
五
四) 

、
長
洲
藩

の
重
鎮
、
村む

ら

田た

清せ
い

風ふ
う

か
ら
下
賜
さ
れ
た
鉄
扇
を
詠
ん
だ｢

鉄
扇
歌 

松
齋
村
田
翁
に
呈
す(

鐡
扇
歌
呈
松
齋
村
田
翁)｣

(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
八
歳)

に
、
そ
の
鉄
扇
で｢

更さ
ら

に
皇
風
〔
天
皇
の
教
化
〕
を
扇あ

お

ぎ
て
地
球
に
播し

き
〔
広
め
及
ぼ
す
〕
、

一い
ち

柄へ
い

〔
さ
っ
と
鉄
扇
を
手
に
し
て
〕
指し

揮き

せ
ん
五
大
洲

、
、
、(

更
扇
皇
風
播
地
球
、
一
柄
指
揮
五
大
洲

、
、
、)｣

と
結
ん
で
い
る
。 

裏 

｢

中｣

に
同
じ
。 

71 

豺
狼 

山
犬
と
狼
で
、
貪
欲
で
残
忍
な
者
に
喩
え
ら
れ
る
。｢

今こ
ん

茲じ

嘉
永
六
年(

一
八
五
三)

、
歳さ

い

は
癸き

丑
ち
ゅ
う

に

在
り
、
簡
堂
羽
〔
江
戸
の
羽
倉
簡
堂

は
ぐ
ら
か
ん
ど
う

〕
君
の
上

じ
ょ
う

巳し

〔
三
月
最
初
の
巳
の
日
〕
に
客
と
会
し
、
蘭ら

ん

亭て
い

の
故
事
を
修

し
ゅ
う

せ
ん

こ
と
〔
王お

う

羲ぎ

之し

ら
が
蘭
亭
で
会
し
た
故
事
に
な
ら
う
〕
を
聞
き
、
遥は

る

か
に
此こ

の
寄き

有
り
〔
遠
く
か
ら
こ
の
詩
を
寄
せ
る
〕(

今

茲
嘉
永
六
年
、
歲
在
癸
丑
、
聞
簡
堂
羽
君
、
上
巳
會
客
、
修
蘭
亭
故
事
、
遙
有
此
寄)｣

詩 (

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
七
歳)

に
、｢

遠え
ん

夷い

〔
遠
い
異
国
〕
近き

ん

歳さ
い 

交こ
う

商
し
ょ
う

を
乞こ

わ
ん
と
し
て
、
航
海 

屢
し
ば
し

ば
肥ひ

豆と
う

洋よ
う

〔
肥
前
と
伊
豆
の
海
で
、
長
崎
と
下
田
を
指
す
〕
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に
来
た
る
。
或あ

る

い
は
恐お

そ

る 

豺
狼
の
欲
に
厭あ

く
こ
と
無な

く
、
遂つ

い

に
神
州
を
化
し
て
犬
羊
と
為な

さ
ん
こ
と
を(

遠
夷
近
歲

乞
交
商
、
航
海
屢
來
肥
豆
洋
、
或
恐
豺
狼
、
、
無
厭
欲
、
遂
化
神
州
爲
犬
羊)｣

、
同
年
作
の｢

今
茲
六
月
、
墨
夷
〔
ア
メ
リ
カ
〕
軍
艦
四

隻
、
浦
賀
に
来
た
り
て
泊
し
、
幕
府 

諸
藩
に
命
じ
て
戍じ

ゅ

兵へ
い

〔
守
り
の
兵
〕
を
出い

だ

し
、
以
て
近
都
の
海
岸
を
防ぼ

う

禦ぎ
ょ

せ

し
む
。
相あ

い
伝
う
る
に
、
当
時 

我
が
藩
は
大
森
〔
江
戸
の
南
の
海
岸
〕
の
営
に
て
、
武ぶ

備び 

殊こ
と

に
具そ

な

わ
れ
ば
、
乃

す
な
わ

ち

此
の
詩
を
賦
し
て
、
前
参
政 

村
田
松
齋
翁
〔
村
田
清
風
〕
に
贈
る(

今
茲
六
月
、
墨
夷
軍
艦
四
隻
、
來
泊
浦
賀
、
幕
府
命

諸
藩
出
戍
兵
、
以
防
禦
近
都
海
岸
。
相
傳
、
當
時
我
藩
大
森
之
營
、
武
備
殊
具
、
乃
賦
此
詩
、
贈
前
參
政
村
田
松
齋
翁)｣

詩(

『
清

狂
遺
稿
』
下 

三
七
歳)

に
も｢

若も

し
食
糧
を
与
え
な
ば
必
ず
地
を
乞
い
、
豺
狼 

厭あ

く
こ
と
無
く 

欲 

塞ふ
さ

ぎ
難が

た

し(

若

與
食
糧
必
乞
地
、
豺
狼
、
、
無
厭
欲
難
塞)｣
と
。 

犬
豕 

第
一
段
第
14
句
の
【
語
釈
】｢

犬
豕｣

参
照
。 

驅
使 

こ
き

使
う
こ
と
。 

72 

墨
俄
暎
佛 

ア
メ
リ
カ(

亞
墨
利
加)

・
ロ
シ
ア(
俄
羅
斯)

・
イ
ギ
リ
ス(

英
吉
利)

・
フ
ラ
ン
ス(

佛
蘭
西)

。
国
の

表
記
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
月
性
は
嘉
永
七
年(

安
政
元
年 
甲
寅 

一
八
五
四) 

に
作
っ
た｢

災
異
を
紀
す(

紀
災
異)｣

詩

(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
八
歳) 

の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
を｢

亞
墨、
夷｣
・｢

墨、
夷｣

、
ロ
シ
ア
を｢

鄂
羅｣

、
イ
ギ
リ
ス
を｢

暎、

咭
唎｣

と
表
記
し
て
い
る
。 

風
靡 

風
が
草
を
な
び
か
せ
る
よ
う
に
、
諸
外
国
を
従
わ
せ
る
こ
と
。 

73 

磐
石 

堅
く
て
大
き
な
石
。 

基
址 

基
礎
と
な
る
と
こ
ろ
。｢
址｣
は
、
『
清
狂
遺
稿
』
『
清
狂
詩
鈔
』

と
も
に｢

趾｣

に
作
り
意
味
は
同
じ
だ
が
、
第
16
句
の
韻
字｢

趾｣

と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
も
『
清
狂
吟
稿
』

が｢

址｣

に
作
る
の
が
正
し
い
。 

74 

大
東
神
國
體 

大
い
な
る
東
方
の
神
国
、
日
本
の
国
ぶ
り
。｢

詩
を
作
る(

作
詩)｣

(
『
清
狂
遺
稿
』
下)

に
、｢

近

歳 

西
邦
〔
中
国
〕
小
戎
を
啓
き
〔
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
勃
発
を
い
う
〕
、
遂
に
余
波
を
し
て
大
東
に
及
ぼ
さ
し

む(

近
歳
西
邦
啓
小
戎
、
遂
使
餘
波
及
大
東
、
、)｣

。｢

杉
梅
太
郎
に
贈
る(

贈
杉
梅
太
郞)｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』
下)
に
、｢

嗚あ

呼あ

、

癸
丑
〔
嘉
永
六
年 

一
八
五
三
〕
甲
寅
〔
嘉
永
七
年
安
政
元
年 

一
八
五
四
〕
変
も
亦ま

た
大
に
し
て
、
幕
府 

夷
と
城
下
に

盟
す
〔
安
政
元
年
三
月
三
日
の
日
米
和
親
条
約
を
い
う
〕
。
堂
堂
た
る
神
国 

傾
き
将ま

さ

に

覆
く
つ
が
え

ら
ん
と
す
る
に
、
天
下 
誰

か
能よ

く
独
力 

撑さ
さ

え
ん(

嗚
呼
、
癸
丑
甲
寅
變
亦
大
、
幕
府
與
夷
城
下
盟
、
堂
堂
神
國
、
、
傾
將
覆
、
天
下
誰
能
獨
力
撑)｣

と
。 

75 

皇
統 

天
皇
の
血
統
。 

聯
綿 

ど
こ
ま
で
も
続
く
さ
ま
。 

劔
璽 

日
本
で
は
八
咫
鏡
〔
や
た
の
か
が
み
〕
・

天
叢
雲
剣
〔
あ
ま
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ
〕
・
八
尺
瓊
曲
玉
〔
や
さ
か
に
の
ま
が
た
ま
〕
の
三
種
の
神
器
が
天
皇
の
し
る

し
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
漢か

ん

の
高こ

う

祖そ

、
劉

り
ゅ
う

邦ほ
う

が
蛇
を
斬
っ
た
い
う
剣
と
玉

ぎ
ょ
く

璽じ

〔
王
の
印
章
〕
が
中
国
の
皇

帝
の
し
る
し
と
さ
れ
る
こ
と
で
代
用
す
る
。
天
保
十
三
年(

癸
卯 

一
八
四
三) 

作
の｢

政
令｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

二

七
歳)

に
、｢

千
年
の
剣
壐
、
、 

皇
統
、
、
を
伝
え
、
四し

塞さ
い

の
山
河
〔
日
本
の
国
土
〕 

覇は

図と

〔
徳
川
の
天
下
統
一
〕
壮さ

か

ん
な
り(

千

年
劍
壐
、
、
傳
皇
統
、
、
、
四
塞
山
河
壯
覇
圖
〔｢

圖｣

、
『
清
狂
遺
稿
』
上
は｢

國｣

に
作
る
も
、
『
天
保
古
詩
百
一
鈔
草
稿
』
所
收
の
『
鄙

稿
』
、
及
び
『
清
狂
吟
稿
』
に
拠
っ
て
改
む
〕｣

。 

76 

國
祚 

国
の
し
あ
わ
せ
。｢

祚｣

は
天
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
福
。 

京
又
秭 

一
説
に
は
、｢

京｣

は
十
兆
、｢

秭｣

は
億
億
倍
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
は
数
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
未
来
永
劫
を
い
う
。 
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77 

功
業 

松
陰
の
功
績
。 

罕
比 

ほ
と
ん
ど
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
ず
ば
抜
け
て
い
る
。 

78 
英
名
載
國
史 

誉
れ
高
き
そ
の
名
を
我
が
国
の
歴
史
書
に
載
せ
る
。
こ
の
詩
と
同
年
の
安
政
二
年(

乙
卯 

一

八
五
五)
頃
の
作
、｢

執
政
浦う

ら

太た
い

夫ふ

〔
浦 う

ら

靭 ゆ
き

負 え

〕
父
子
延
見
す
。
此こ

れ

を
賦
し
て
下
執
事
に
呈
す(

執
政
浦
大
夫
父
子
延
見
。

賦
此
呈
下
執
事)｣
詩 (

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
九
歳) 

に
、
か
つ
て
毛 も

う

利 り

元 も
と

就 な
り

が
陶 す

え

晴 は
る

賢 か
た

を

厳
い
つ
く

島 し
ま

に
討
つ
の
に
、
浦

靭
負
の
先
祖
で
あ
る
宗 む

ね

勝 か
つ

が
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、｢

赫か
く

赫か
く

た
る
英
名
、
、 

国
史
、
、
に
載、
せ
、
大
書
特
筆

し
て
殊
勲
を
紀し

る

す(

赫
赫
英
名
載
國
史

、
、
、
、
、
、
大
書
特
筆
紀
殊
勲)｣

と
。 

 

【
補
説
】 吉

田
松
陰
伝
と
も
い
う
べ
き
こ
の
長
篇
詩
は
、
月
性
に
と
っ
て
渾
身
の
作
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
こ

の
詩
が
彼
の
全
詩
作
の
中
で
三
番
目
に
長
い
詩
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
月
性
の
他
の
長
編
詩
が
途
中
で
韻
が

変
わ
る
換
韻
詩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
最
後
ま
で
ひ
と
つ
の
韻
だ
け
を
踏
む
一
韻
到
底
の
、
し
か
も

題
注
に
も
特
記
す
る
よ
う
に｢

毎
句
押
韻｣

の
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
意
気
込
み
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
伝
わ
っ

て
く
る
。
こ
の
詩
を
受
け
取
っ
た
松
陰
も｢

浮ふ

図と

〔
僧
侶
〕
師
清
狂
の
予
に
長
篇
を
贈
る
有
り
。
毎
句
押
韻
、

凡
て
八
十
脚
〔
脚
韻
〕
。
称
揚
す
る
こ
と
過
当
に
し
て
〔
ほ
め
ち
ぎ
り
す
ぎ
で
〕
、
敢
え
て
居
る
所
に
非
ず
〔
居
た

た
ま
れ
な
い
〕
。
独た

だ
其
の
語
雄
健
に
し
て
、
頑が

ん

惰だ

〔
愚
か
で
怠
け
て
い
る
こ
と
〕
を
立
つ
る
に
足
る
。
予 

家

に
帰
り
来
た
り
て
、
例
と
し
て
世
と
通
ぜ
ず
〔
世
間
の
人
と
交
わ
ら
な
い
と
決
め
て
い
た
〕
。
此
の
詩
を
読
む
に
及

び
て
、
黙
々
た
る
能
わ
ず
〔
何
も
言
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
〕
。
断
然
と
し
て
例
を
破
り
、
韻
に
仍よ

り
て

〔
月
性
が
用
い
た
脚
韻
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
〕
和
し
答
う
。
但
だ
才
小
さ
く
力
弱
け
れ
ば
、
已

は
な
は

だ
其
の
長
き
に
苦

し
む
。
又ま

た
韻
の
窘く

る

し
む
所
と
為
れ
ば
、
自

み
ず
か

ら
醜

し
ゅ
う

穢わ
い

〔
み
っ
と
も
な
い
詩
句
〕
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
〔
御
厚
情
〕
、
吾
れ
其そ

れ
答
え
ざ
る
べ
け
ん
や
〔
お
応
え
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
〕(

浮
圖

師
淸
狂
有
贈
予
長
篇
。
毎
句
押
韻
、
凡
八
十
脚
。
稱
揚
過
當
、
非
所
敢
居
。
獨
其
語
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
い
う
至
っ
て
長
い
詩
題
に
月
性
へ
の
感
謝
と
と
も
に
、
返
答
の
詩
に
四
苦

八
苦
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
『
清
狂
詩
鈔
』
と
『
清
狂
遺
稿
』
に
は
吉
田
松
陰
の
評
を
載
せ
て
、

｢

此か

く
の
如
き
大
作
は
僕
の
敢
え
て
当
た
る
所
に
非
ざ
る
な
り
〔
と
て
も
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
だ
け
の
資
格
な
ど

な
い
〕
。
然し

か

れ
ど
も
之
を
得
て
以も

っ

て
同ど

う

囹れ
い

を
嚇お

ど

す
べ
し
〔
こ
の
詩
で
囚
人
仲
間
た
ち
を
び
っ
く
り
さ
せ
て
や
ろ
う
〕(

如

此
大
作
非
僕
所
敢
當
也)
｣

と
謙
遜
し
な
が
ら
も
お
ど
け
て
言
う
の
も
、
こ
の
詩
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
よ
ほ
ど

う
れ
し
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。 

そ
も
そ
も
月
性
は
、
こ
れ
は
と
い
う
人
、
或
い
は
こ
こ
ぞ
と
い
う
時
に
、
七
言
の
長
篇
古
詩
で
挑
み
か
か

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
嘉
永
三
年(

庚
戌 

一
八
五
〇)

の
作
、｢

今こ
ん

茲じ

〔
こ
の
年
〕
嘉
永
庚
戌
、

天
災
荐し

き

り
に
臻い

た

り
、
諸
州 

凶
を
告
げ
〔
凶
作
に
な
り
〕
、
而

し
こ
う

し
て
我
が
防
長 

殊こ
と

に
甚
し
き
と
為
す
。
幸
い
に
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藩
候
賢
明
に
し
て
民
を
憂
う
る
の
心 

至
っ
て
深
く
、
屢

し
ば
し

ば
倉そ

う

廩り
ん

〔
藩
の
米
倉
〕
を
発ひ

ら

き
、
困
窮
に
賑に

ぎ

わ
し
〔
困

っ
て
い
る
人
た
ち
に
恵
み
与
え
〕
、
二
州
の
民
、
之
に
頼
り
て
饑う

え
ざ
る
を
得
れ
ば
、

恭
う
や
う
や

し
く
長
歌
一
篇
を
賦
し

之
を
紀し

る

し
、
以
て
内
藤
郡
宰
〔
大
島
代
官
〕
に
呈
す(

今
茲
嘉
永
庚
戌
、
天
災
荐
臻
、
諸
州
告
凶
、
而
我
防
長
爲
殊
甚
、

幸
藩
候
賢
明
憂
民
之
心
至
深
、
屢
發
倉
廩
、
賑
困
窮
、
二
州
之
民
、
頼
之
以
得
不
饑
、
恭
賦
長
歌
一
篇
紀
之
、
以
呈
内
藤
郡
宰)｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』
下 
三
四
歳)

は
、
百
五
十
四
句
に
も
及
ぶ
月
性
最
長
篇
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
直
接
に
は
大

島
代
官
、
内
藤
六
蔵
に
贈
る
形
に
は
な
っ
て
は
い
る
が
、
詩
の
内
容
か
ら
多
分
に
藩
主
の
毛も

う

利り

敬た
か

親ち
か

を
意
識

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
嘉
永
六
年(

癸
丑 

一
八
五
三)

、｢

今こ
ん

茲じ

〔
今
年
〕
六
月
、
墨
夷
〔
ア
メ
リ
カ
〕
軍
艦

四
隻
、
浦
賀
に
来
た
り
て
泊
し
、
幕
府 

諸
藩
に
命
じ
て
戍じ

ゅ

兵へ
い

〔
守
り
の
兵
〕
を
出い

だ

し
、
以
て
近
都
の
海
岸
を
防ぼ

う

禦ぎ
ょ

せ
し
む
。
相あ

い
伝
う
る
に
、
当
時 
我
が
藩
は
大
森
〔
江
戸
の
南
の
海
岸
〕
の
営
に
て
、
武ぶ

備び 

殊こ
と

に
具そ

な

わ
れ

ば
、
乃

す
な
わ

ち
此
の
詩
を
賦
し
て
、
前
参
政 

村
田
松
齋
翁
〔
村
田
清
風
〕
に
贈
る(

今
茲
六
月
、
墨
夷
軍
艦
四
隻
、
來
泊

浦
賀
、
幕
府
命
諸
藩
出
戍
兵
、
以
防
禦
近
都
海
岸
。
相
傳
、
當
時
我
藩
大
森
之
營
、
武
備
殊
具
、
乃
賦
此
詩
、
贈
前
參
政
村
田

松
齋
翁)｣

詩(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
七
歳)

は
九
十
六
句
、
翌
年
の
作｢

鉄
扇
歌 

松
齋
村
田
翁
に
呈
す(

鐡
扇
歌
呈
松

齋
村
田
翁)｣

(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三
八
歳)

は
六
十
四
句
の
大
作
で
、
こ
れ
も
時
の
重
鎮
、
村む

ら

田た

清せ
い

風ふ
う

に
贈
っ
た
も

の
で
あ
る
。
嘉
永
七
年(

安
政
元
年 

甲
寅 

一
八
五
四)

、
萩
藩
家
老
の
浦う

ら

家
家
臣
、
秋あ

き

良ら

敦あ
つ

之の

助す
け

に
贈
っ
た｢

中

秋
の
夜
、
秋あ

き

良ら

賢け
ん

契け
い

〔
後
生
に
対
す
る
呼
称
〕 

舟
を
泛う

か

べ
て
月
を
賞め

で
ん
と
し
、
遂つ

い

に
来
た
り
て
余
を
訪
ね
、

酔
い
て
後 

同と
も

に
乗
り
て
、
送
り
て
阿あ

月づ
き

に
到
り
、
其そ

の
創そ

う

製せ
い

の
車し

ゃ

輪り
ん

船せ
ん

を
観み

、
帰
り
て
後 

賦ふ

し
て
寄よ

す(

中

秋
夜
、
秋
良
賢
契
泛
舟
賞
月
、
遂
來
訪
余
、
醉
後
同
乘
、
送
到
阿
月
、
觀
其
創
製
車
輪
舩
、
歸
後
賦
寄)｣

(

『
清
狂
遺
稿
』
下 

三

十
八
歳)

も
七
十
九
句
の
長
篇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
月
性
三
十
代
後
半
以
降
の
も
の
で
、
彼
の
詩
作
に
い

よ
い
よ
磨
き
が
か
か
り
長
篇
さ
え
も
物
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
世
間
が
い
よ
い

よ
騒
が
し
く
な
っ
て
、
彼
が
政
治
に
の
め
り
込
ん
で
行
く
時
期
と
相
俟
っ
て
、
こ
れ
ら
の
説
得
力
を
持
つ
議

論
の
詩
が
月
性
と
い
う
存
在
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。 
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