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吉
田
無
逸
を
送
る
序
（
丁
巳
幽
室
文
稿
）
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
九
月
五
日 

二
十
八
歳 

 

吾
が
邑む

ら

は
萩
府

し
ゅ
う
ふ

の
近
郊
に
在
り
、
人
最

も
っ
と

も
学
を
好
む
と
称
せ
ら
る
。
何
如

い

か

ん

せ
ん
、
近
来

乃
す
な
わ
ち

ち

古
い
に
し
え

に
如し

か

ざ
る
を
。
吾
れ
帰
囚

き
し
ゅ
う

三
年
、
厳げ

ん

に
世
と
謝し

ゃ

す
、
こ
こ
を
以
て
邑
中

ゆ
う
ち
ゅ
う

の
風
教

ふ
う
き
ょ
う

、
一
切
こ
れ
を
度
外

ど

が

い

に
措お

け
り
。

独
り
三さ

ん

無
生

む

せ

い

な
る
者
あ
り
、
窃ひ

そ

か
に
来
り
吾
れ
に
従
ひ
て
遊
ぶ
。
無
逸

む

い

つ

は
其
の
一
な
り
。
三
無

さ

ん

む

、
余
の
か
く

の
如
き
を
惜
し
み
、
余
の
在
獄
の
知
己

ち

き

富
永
有
隣
を
囚

中

し
ゅ
う
ち
ゅ
う

よ
り
脱だ

っ

し
、
以
て
邑
事

ゆ

う

じ

を
商
議

し
ょ
う
ぎ

す
。
こ
こ
に
於

い
て
か
、
有
隣
は
三
無
の
与と

も

に
為
す
あ
る
べ
き
を
知
り
、
其
の
母
を
南
都

な

ん

と

に
省せ

い

す
る
や
、
無
逸
を
携

た
ず
さ

ふ
。

無
逸
蓋け

だ

し
言
論

げ
ん
ろ
ん

の
外
に
得
る
こ
と
あ
り
し
な
ら
ん
、
帰
る
や
先
づ
邑
中

ゆ
う
ち
ゅ
う

の
行こ

う

な
き
者
を
択え

ら

び
、
三
生

さ
ん
せ
い

を
得

た
り
、
曰
く
音お

と

、
曰
く
市い

ち

、
曰
く
溝こ

う

。
無
逸
示
す
に
君
父
の
大
恩
を
以
て
し
、
以
て
之
れ
を
感
動
せ
し
む
。

三
生
深
く
自
ら
克
責

こ
く
せ
き

し
、
遂
に
以
て
学
に
向
ふ
。
無
逸
乃
ち
孝
経

こ
う
き
ょ
う

の
孝
始

こ

う

し

孝
終

こ
う
し
ゅ
う

の
二
句

に

く

を
録ろ

く

し
て
、
以
て

之
れ
を
示
す
。
三
生
皆
泣
き
、
指
に
針
し
て
血
を
取
り
、
留ど

と

め
て
以
て
信し

ん

と
為
す
。
無
逸
も
亦ま

た

慨
然

が
い
ぜ
ん

と
し
て
、

血
を
留
め
て
以
て
之
を
証

し
ょ
う

し
、
因よ

っ
て
介か

い

し
て
余
に
見ま

み

え
し
め
て
託た

く

を
為
す
。
余
、
文
三

ぶ
ん
さ
ん

篇ぺ
ん

を
作
り
て
以

て
三
生
に
贈
る
。 

巳す
で

に
し
て
秀
実

し
ゅ
う
じ
つ

、
記
録
所
の
胥
徒

し

ょ

と

を
以も

っ

て
、
将
に
駕が

に
従
ひ
て
東
行

と
う
こ
う

せ
ん
と
し
、
贈ぞ

う

言げ
ん

を
請こ

ふ
。
顧お

も

ふ
に
、

余
、
無
逸
と
居
り
し
こ
と
一
日
に
非
ず
、
無
為
に
語
る
所
以
の
も
の
、
寧

い
ず
く

ん
ぞ
尽
さ
ざ
る
あ
ら
ん
や
。
乃

ち
姑

し
ば
ら

く
前
の
三
文
を
録
し
、
其
の
由よ

し

を
言
ひ
て
贈
と
為
す
。
然
れ
ど
も
吾
れ
是
れ
に
因
っ
て
感
ず
る
こ
と

あ
り
。
程
明
道

て
い
め
い
ど
う

曰い
わ

く｢

一
命

い
ち
め
い

の
士
、

苟
い
や
し
く

も
心
を
愛
物

あ
い
ぶ
つ

の
存
せ
ば
、
人
に
於
い
て
必
ず
済な

す
所
あ
り｣

と
。
誠

を
こ
れ
謂
ふ
な
り
。
此こ

の
説せ

つ

や
、
吾
れ
能よ

く
之
れ
を
言
へ
ど
も
、
今
は
則
ち
無
逸
に
愧は

づ
る
あ
り
。
無
逸
亦
以

ま
た
も
っ

て
往
く
べ
し
。
胥
徒

し

ょ

と

の
事
た
る
、
繁
雑

は
ん
ざ
つ

瑣
屑

さ

せ

つ

、
日
に
以
て
俛
焉

べ
ん
え
ん

た
る
も
、
而し

か

も
為
す
に
足
る
も
の
な
し
。
間
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に
し
て
出
で
ば
、
俗
吏

ぞ

く

り

儼
然

げ
ん
ぜ
ん

と
し
て
以
て
之
れ
に
面
臨

め
ん
り
ん

す
。
才
気
あ
る
者
、
一
た
び
陥

お
ち
い

ら
ん
か
、
破
れ
ず

ん
ば
則
ち
折く

じ

け
ん
。
唯た

だ
無
逸
は
則
ち
誠

ま
こ
と

を
以
て
之
れ
を
遣や

ら
ん
の
み
。
胥
徒

し

ょ

と

の
類る

い

た
る
、
群
然
雑
処

ぐ
ん
ぜ
ん
ざ
つ
し
ょ

し
、

其
の
営
為

え

い

い

す
る
所
、
酒
色

し
ゅ
し
ょ
く

に
非あ

ら

ず
ん
ば
則
ち
財
利

ざ

い

り

に
し
て
、
其
の
言げ

ん

未い
ま

だ
嘗か

つ

て
義ぎ

に
及
ば
ず
。
才
気

さ

い

き

あ
る

者
、一
た
び
投と

う

ぜ
ん
か
、怒い

か

ら
ず
ん
ば
則
ち
阻は

ば

ま
ん
、唯
だ
無
逸
は
則
ち
誠
を
以
て
之
れ
を
動
か
さ
ん
の
み
。

聖
人

せ
い
じ
ん

の
道み

ち

、
蓋け

だ

し
云
へ
ら
く｢

君
子
、
道
を
学
は
ば
則

す
な
わ

ち
人
を
愛
し
、
小
人
、
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
い
易や

す

し｣

と
。
三
生

さ
ん
せ
い

は
吾わ

れ

れ
巳す

で

に
之こ

れ
に
任
ず
。
有
隣

ゆ
う
り
ん

あ
り
、
二
無

に

む

あ
り
、
吾
が
邑む

ら

以
て
憂う

れ

ひ
な
か
る
べ
し
。
此こ

の
行こ

う

更
に
三
生

さ
ん
せ
い

に
勝ま

さ

る
者
を
得
て
来き

た

れ
。
然し

か

り
と
雖

い
え
ど

も
、
吾わ

れ
嘗か

つ

て
無
逸

む

い

つ

と
語か

た

り
し
こ
と
、
徒た

だ

に
か
く
の
如
き

の
み
に
は
非あ

ら

ず
。江
戸
も
亦ま

た

一
大

い
ち
だ
い

都
会

と

か

い

な
り
、無
逸

む

い

つ

更さ
ら

に
其
の
大
な
る
も
の
を
観み

よ
。遂つ

い

に
以
て
贈ぞ

う

と
為
す
。 

      

解 

説 

安
政
四
年
八
月
、
吉
田
栄
太
郎
（
無
逸
）
が
江
戸
に
出
役
す
る
際
に
贈
っ
た
送
叙
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
栄

太
郎
が
指
導
し
て
い
た
音
三
郎
（
彼
は
こ
の
時
、
十
七
歳
、
市
之
進
や
溝
三
郎
と
同
じ
く
吉
田
栄
太
郎
に
伴

わ
れ
て
松
下
村
塾
に
来
た｢

無
頼｣

の
少
年
の
一
人
で
あ
る
。
松
陰
は
音
三
郎
が
初
め
て
来
塾
し
た
時
、
彼
の

｢

容
止
温
詳｣

な
様
子
を
み
て｢

一
見
し
て
与
せ
り｣

と
し
て
指
導
に
乗
り
出
し
て
い
る
）、
市
之
進
、
溝
三
郎

の
三
少
年
は
確
か
に
引
き
受
け
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、江
戸
で
の
胥
徒
と
云
う
仕
事
に
栄
太
郎
が
う

ま
く
適
応
す
る
か
ど
う
か
を
憂
慮
し
て
い
る
。胥
徒
の
仕
事
は
繁
雑
瑣
屑
、や
っ
て
も
や
っ
て
も
切
が
無
く
、

休
み
の
時
の
外
出
も
上
司
が
厳
し
く
様
子
を
聴
く
と
い
っ
た
具
合
で
、
才
気
あ
る
者
は
、
や
や
も
す
る
と
破

れ
る
か
折
け
る
か
、
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
栄
太
郎
の
才
気
と
頑
質
を
知
る
松
陰
は
心
配
で
、

誠
を
以
て
事
に
当
る
こ
と
、
ま
た
折
角
経
験
す
る
大
都
会
で
あ
る
、｢

無
逸
更
に
其
の
大
な
る
も
の
を
観
よ｣

と
励
ま
し
て
い
る
。
な
お
、
八
月
二
十
八
日
付
の
松
陰
か
ら
栄
太
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
る
と
、｢

上
張
地

一｣

を
贐
と
し
て
贈
っ
て
居
り
、
ま
た
栄
太
郎
を
自
分
の
志
を
継
い
で
欲
し
い
人
間
と
し
て
期
待
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 
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用
語
解
説 

吉
田
無
逸
を
送
る
序 

＝ 

安
政
四
年
九
月
五
日
、
吉
田
栄
太
郎
（
稔
麿
）
が
藩
主
に
従
っ
て
江
戸
へ
発
つ

時
の
送
別
の
言
葉
。
安
政
四
年
八
月
二
八
日
、
吉
田
栄
太
郎
宛
の
書
簡
。 

吾
が
邑 

＝ 

松
下
村
。
松
陰
誕
生
の
地
。 

萩
府 

＝ 

萩
藩
（
長
州
藩
）
の
都
府
。 

何
如
せ
ん
、
近
来
乃
ち
古
に
如
か
ざ
る
を 

＝ 

ど
う
し
た
も
の
か
。
近
頃
は
昔
の
よ
う
に
学
問
を
好
む
気

風
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
。 

巌
に
世
と
謝
す 

＝ 

厳
重
に
世
間
と
の
交
わ
り
を
絶
つ
。 

風
教 

＝ 

道
徳
に
よ
っ
て
感
化
し
教
化
す
る
こ
と
。 

度
外
に
措
け
り 

＝ 

考
慮
し
な
か
っ
た
。 

三
無
生 

＝ 

無
咎
（
増
野
徳
民
）、
無
窮
（
松
浦
松
洞
）、
無
逸
（
吉
田
栄
太
郎
）
の
三
人
。 

富
永
有
隣
を
囚
中
よ
り
脱
し 

＝ 

野
山
獄
の
同
囚
で
あ
っ
た
富
永
有
隣
は
、松
陰
ら
の
熱
心
な
釈
放
運
動

に
よ
り
出
獄
を
許
さ
れ
た
。
知
己
は
友
人
。 

邑
事
を
商
議
す 

＝ 

松
本
村
の
事
に
つ
い
て
相
談
す
る
。 

母
を
南
都
に
省
す
る 

＝ 

有
隣
が
故
郷
（
現
在
の
山
口
市
陶
郷
上
）
に
帰
っ
て
母
の
安
否
を
覗
う
。 

行
な
き
者 

＝ 

品
行
の
良
く
な
い
者
。 

三
生 

＝ 

音
三
郎
、
市
之
進
、
溝
三
郎
。 

君
父
の
大
恩 

＝ 

主
君
や
父
か
ら
受
け
た
大
き
な
恩
愛
。 

克
責 

＝ 

自
分
の
非
行
を
責
め
る
こ
と
。 

   

孝
経
の
孝
始
孝
終
の
二
句 

＝ 

中
国
の
経
書
の
一
つ
で
あ
る『
孝
経
』の｢

身
体
髪
膚
之
を
父
母
に
受
く
。

敢
え
て
家
毀
傷
せ
ざ
る
は
孝
の
始
め
な
り
。身
を
立
て
道
を
行
ひ
名
を
後

世
に
揚
げ
、
以
て
父
母
を
顕
は
す
は
孝
の
終
り
な
り｣

の
二
句
。
松
陰
の

｢

丙
辰
日
記｣

の
表
紙
裏
に
も
こ
の
二
句
を
記
す
。 

指
に
針
し
て
血
を
取
り
、
留
め
て
以
て
信
と
為
す 

＝ 

血
判
の
こ
と
。
誓
い
の
印
に
指
を
傷
つ
け
て
流
れ

出
た
血
で
押
印
す
る
こ
と
。信
は
あ
か
し
。証
明
。 

介
し
て 

＝ 

な
か
だ
ち
を
し
て
。 

文
三
篇 

＝ 
｢

音
三
郎
に
贈
る｣

、｢

市
之
進
に
贈
る｣

、｢

溝
三
郎
の
説｣

の
三
篇
。 

記
録
所
の
胥
徒 

＝ 

吉
田
栄
太
郎
は
家
計
を
助
け
る
た
め
、江
戸
の
長
州
藩
邸
記
録
所
の
雑
役
夫
に
採
用

さ
れ
、
藩
主
に
従
い
上
京
し
た
。 

贈
言 

＝ 

送
叙
に
同
じ
。
人
が
旅
立
つ
時
、
そ
の
人
へ
の
期
待
や
旅
の
意
義
、
安
全
等
を
述
べ
て
、
餞
と

す
る
文
章
。
送
叙
、
贈
序
は
同
様
。 
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寧
ん
ぞ
尽
さ
ざ
る
あ
ら
ん
や 

＝ 

ど
う
し
て
書
き
尽
く
さ
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。 

程
明
道 

＝ 

一
○
三
二
～
八
五 

北
宋
の
儒
者
。
名
は
程
顥
。
弟
の
程
頣
と
合
せ
て
二
程
子
と
言
い
、
宋

学
の
基
礎
を
築
い
た
。
世
に
明
道
先
生
と
称
せ
ら
れ
た
。
著
書
『
二
程
全
書
』 

一
命
の
死
、
．．．
人
に
於
い
て
必
ず
済
す
と
こ
ろ
あ
り 

＝ 

士
以
上
の
官
吏
は
、
も
し
物
を
愛
す
る
こ
と

に
心
を
留
め
た
な
ら
ば
、人
に
対
し
て
も
必

ず
利
益
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。（『
十

八
史
略
』
巻
七 

宋
） 

繁
雑
瑣
屑 

＝ 

物
事
が
多
く
入
り
混
じ
っ
て
煩
わ
し
く
、
ま
た
細
か
く
く
だ
く
だ
し
い
さ
ま
。 

俛
焉 

＝ 

勤
め
励
む
さ
ま
。 

間 

＝ 

ゆ
と
り
。
暇
。 

儼
然
と
し
て
以
て
之
れ
に
面
臨
す 

＝ 

お
ご
そ
か
で
い
か
め
し
い
様
子
で
見
下
す
。 

一
た
び
陥
ら
ん
か
、
破
れ
ず
ん
ば
則
ち
折
け
ん 
＝ 

一
旦
、
気
が
滅
入
る
か
、
或
は
志
が
破
れ
る
か
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
挫
折
す
る
で
あ
ろ
う
。 

群
然
雑
処 

＝ 

大
勢
が
入
り
混
じ
っ
て
棲
む
こ
と
。 

酒
色
に
非
ず
ん
ば
則
ち
財
利
に
し
て 

＝ 

酒
や
女
性
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
財
産
や
利
益
の
こ
と
で
。 

義 

＝ 

正
し
い
道
義
。 

一
た
び
投
ぜ
ん
か
、
怒
ら
ず
ん
ば
則
ち
阻
ま
ん 

＝ 

一
旦
諦
め
る
か
、
或
は
怒
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

阻
止
す
る
で
あ
ろ
う
。 

｢

君
子
、
道
を
学
は
ば
則
ち
人
を
愛
し
．．．
使
い
易
し｣ 

＝ 

民
を
治
め
る
君
子
が
道
を
学
べ
ば
自
然
に
人

民
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、治
め
ら
れ
る
人

民
が
道
を
学
べ
ば
自
然
に
使
い
易
い
従
順

な
人
柄
に
な
る
。（『
論
語
』
陽
貨
） 

此
の
行 

＝ 

藩
主
の
参
勤
に
従
い
上
京
す
る
こ
と
。 
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