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詔

令

の

文

学

性
（

そ

2
）

傳

　
亮
　
の

　
場
　
合

−

　
　

序
　
　
言

　

梁
の

昭
明
太

子
の

編
に

な
る
「

交
選
」

は
、

六

朝
以
前
の

優
れ
た

文
学

作
品

を
総
集
し

た
も
の

と
し

て

名
高
く

、

又
唯
一

の

も
の

で

あ
る

。

た
だ
、

梁
の

時

代
に

は
、

「

文

選
」

に

収
め

ら
れ
て

い

る
作

品
よ

り

も
は

る
か

に

数
多
く
の

作

品
が
存
在
し
て
い

た

こ

と
は

、

多
く
の

類
書
や

諸
書
に

引
用
さ
れ
た

作
品
名
等

か

ら
明
ら
か

で

あ
る

。

し

て

み

る

と

昭
明
太
子
は

何
ら
か
の

基
準
に

も
と
つ

い

て
、

「

文
選
」

に

収
録
す
べ

き
作
品
と

そ
う
で

は

な
い

作
品
を

区
別
し

た
に

ち

が
い

な
い
。

言
い

か

え
る
と

、

何
が

交
学
か

と
い

う
概
念

規
定
を
キ

チ

ン

と

し

た

上
で

作
品
を

選
別
し

た
に

ち
が
い

な
い

。

そ
の

昭
明
太

子
の

文
学
の

概
念

を

最
も
よ

く

示
し

て

い

る
の

が
、

　
「

文

選
序
」

の

夊
章
で

あ

る
。

こ

の

「

文

選

序
」

の

中
で

も
、

こ

れ
こ

そ
昭
明
太
子
の

文
学
観
を

示
す
も
の

と
し
て

よ

く
引

用
さ
れ

る
の

が
、

「

事
出
於
沈
思

、

義
歸

乎
翰
藻
」

と
い

う
二

句
で

あ
る

。

こ

の

二

句
の

意
味
を
知
る

こ

と
が

、

と
り

も

な
お

さ
ず
昭
明
太
子
の

文
学

観
を

知

る
こ

と
に

な
り

、

六

朝
を

代
表
し

後
世
に

多
大
な
影
響
を

与
え
た

文
学

観
を

解

明
す
る
こ

と
に

な

る
わ
け
で

あ
る

。

　
こ

の

難
解
な
二

句
の

意

味
に

つ

い

て
、

清

朝
の

阮
元
は

、

「

書
梁

昭
明
太
子

文
選
序
後
」

や
「

文
韻
説
」

の

中
で

、

”

翰
藻
尋

に

重
点
を
お

い

て
、

「

あ
や

あ
る
美
し
い

も
の
」

つ

ま
り
、

修
飾
さ

れ
た

も
の

が
文
学
で

あ
る

と
理

解
し
て

い

る
よ
う
で

あ
り

、

又
、

民
国
の

朱
自

清
は

、

「

文
選

序
事
出
於
沈
思

義
歸
乎

西

紀

昭

翰
藻
説
」

で
、

　
”

沈
思

・

翰
藻
〃

よ

り

も
”

事
・

義
‘

に

重

点
を
お
い

て
、

事

義
と
は

「

あ
る

典
故
を

引
い

て
、

そ
の

理
を

実
証
す
る
こ

と
」

と
、

典
故
を
用

い

て

修
飾
し

た

も
の

が
文
学
で

あ
る

と

理
解
し
て
い

る
。

又
、

小
尾
郊
一

博
士

は
、

こ

れ

ら
先
人
の

説
の

誤
り
の

部
分
を

訂
正
し

な
が

ら
、

厳
密
な
考
証
を

重

ね

て

こ

の

二

句
の

意
味
を
解

釈
し

て

お
ら
れ

る
。

今
そ
の

結
論
部

分
だ

け
を

引

用
さ
せ

て

い

た
だ

く
と

、

「

事
と
義
は

同
じ

も
の

で

文
の

内
容
と
い

う
こ

と
で

あ
り

、

沈
思
は

作
者
の

独
創
と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

又

翰
藻
と
は

修
飾
の

こ

と

で

あ
る
が

、

阮

元
の

よ

う
に

狭
い

意
味
で

は

な
く

、

広
い

意
味
で

の

技
巧
を
こ

ら
し

た

も
の

と
い

う

意
味
で

あ
ろ

う
。

そ
し
て

重
点
は

翰
藻
の

方
に

あ
る
よ

う

だ

が
、

こ

れ
は

当

時
に

あ
っ

て

は

万
人
の

言
う
と
こ

ろ
で

、

前
の

沈
思−

ー
独

創
の

方
こ

そ
注
目

す
べ

き
で

あ
る

。

」

と

結
論
づ

け
て

お

ら
れ
る

。

　

結
局

、

昭
明
太
子
の

文
学
観
と
い

う
の

は
、

「

内
容
が

あ
り

、

独
創
的
で

あ

り
、

典
故
や

対
偶
な
ど
の

広
い

意

味
で

の

修

飾
の

加
わ
っ

た

文
章
」

と

言
う
こ

と
が
で

き
よ

う
。

　

筆
老
も
「

事
出
於
沈

思
、

義
歸

乎
翰
藻
」

の

意
味

を
理
解
し
よ

う
と
志
し

て

い

る

も
の

で

あ
る

が
、

先
哲
の

行
な
わ
れ
た

方
法
と
は

逆
の

方
向
か

ら

考
究
し

て

み

た
い

と

思
う

。

つ

ま
り

、

先
ず
「

文
選
」

に

収

録
さ
れ
た

作
品
を

分
析
し

て

そ
の

文
学
的
な
特
徴

を
ぬ

き
出
し

、

そ
の

多
く
の

特
徴
を
帰

納
し

て
、

「

文

選
」

全
体
を

包
括
す
る

特
徴
を
導

き
出
し

、

そ
の

現
れ
た

交
学

的
特
徴
と
「

事
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出
於
沈
思

、

義
鶴

乎
翰
藻
」

と

を
重
ね

合
わ

せ

て
、

こ

の

二

句
の

意
昧
を

理
解

し

よ
う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

今
、

分
析

す
べ

き
作
品
と
し
て

、

先
ず
「

詔

令
」

と
い

う

文
章
を
と
り
上

げ

た

理
由
は

、

こ

れ
ら
の

文
章
は

内
容
が

指
定
さ
れ
た

も
の

で

あ
り

、

そ
の

文
学

的
特
徴
は

表
現
方
法
の

中
に

あ
る

と
考

え
た

か

ら
で

あ
る

。

又
作
者
と
し
て

傅

亮
を
と
り
上

げ
た

理

由
も

、

彼
が
詔
令
の

文
章
に

す
ぐ
れ
て

い

る

と
い

う

理
由

の

他
に

、

彼
の

書
い

た

文
章
は

多
く
宋
の

武
帝

劉
裕
に

代
っ

て

書
い

た

も
の

、

つ

ま
り

代
筆
の

文

章
で

あ
る

と
い

う
理

由
か

ら
で

あ
る

。

代
筆
で

あ
れ
ば

、

そ

の

特
徴
は

表
現
内

容
よ

り
も

表
現
方
法
の

方
に

よ

り

強
く
現
れ
る

と
思
わ
れ

る

か

ら
で

あ
る

。

　

「

詔

令
」

と
略
称
し

た
文

体
を

「

文

選
」

中
の

分
類

で

言

え

ば
、

「

詔
」

「

冊
」

「

令
」

「

教
」

「

文
」

等
で

あ
り
、

傅

亮
の

作
品
は

「

教
」

の

中
に

二

首
収
録
さ
れ
て

い

る
。

「

爲
宋
公

修
張
良
廟
教
」

と
「

爲
宋
公

修

楚

元

王

墓

教
」

で

あ
る

。

今
こ

の

二

首
に

つ

い

て

略
説
し

て

み

た
い

と

思
う

。

一

　
作
品

を
解
釈
す
る
一

助
と

す
る
た
め

、

先
に

作
者
の

生
涯
を
見
て

お

く
。

傅

亮
に

つ

い

て

の

記

録
は

「

宋

書
」

巻
四

十
三

と

「

南
史
」

巻

十
五

に

本
伝
が

あ

る

が
、

そ
の

記
述
は

殆
ん
ど

同
じ
で

あ
る
の

で
、

　
「

宋
書
」

に

よ
っ

て

見
て

ゆ

く
こ

と
に

す
る

。

　
傅
亮

、

字
は

季

友
、

北
地

靈
州
の

人
で

あ
る

。

そ
の

家
系
は

、

傅
玄

、

傅

威
、

傅

珱
、

傅

亮
と
続
く
学

者
の

家
柄
で

あ
り

、

傅

亮
も

そ
の

血

筋

を

引

い

て
、

「

博
く
經
史
に

渉
り

、

尤
も
文
詞
に

善
し
」

と
記
録
さ
れ
る

。

そ
の

生
年

は
、

元

嘉
三

年
に

文
帝
の

誅
に

伏
し
た

時
五

十
三

才
で

あ
っ

た

こ

と
か

ら
逆

算

し
て

、

東
晉
孝
武

帝
の

寧
康
二

年
（

三

七
四
）

で

あ
る

。

有
名
な
氾
水
の

戦
い

は

こ

れ
か

ら
九
年
後
の

こ

と
で

あ
る

。

　
三

十
才
以
前
に

桓
玄
の

従
兄
桓

謙
の

中
軍
行
参
軍
と
な

り
、

彼
が
三

十
才
の

元
興
二

年
十
二

月
、

桓
玄
が

簒
位
す
る
と

今
度
は

桓
玄
に

仕
え
て

秘

書
郎
と
な

る
。

し
か

し
、

翌

年
桓
玄
が

、

劉
裕

、

劉
毅

、

孟
昶

、

何

無
忌
ら
の

義
旗
に

敗

れ
る

と
、

今
度
は

孟

昶
に

仕
え
て

そ
の

建

威
参
軍
と
な
る
。

翌
義
熙
元
年
に

は

員
外
散
騎
侍
郎
に

除
せ

ら

れ
て

、

詔
令
を
掌
り

、

領
軍
長

史
に

転
ず
る

が
、

母

の

死
に

遭
い

喪
に

艱
す

。

母
の

喪
が

あ
け
る

と

今
度
は
劉

毅
に

仕
え
て

、

撫
軍

記
室
参

軍
と
な
り

、

又
領
軍
司

馬
に

も
補
せ

ら
れ
る
。

こ

れ
が
恐
ら

く
義
熙
五

年
又
は

六

年
の

こ

と
で

あ
る

。

義
煕
七
年
に

は

散
騎

侍
郎
に

遷
り

、

ま
た

中
書

黄
門
侍
郎
に

転
じ
て

い

る
。

そ
し

て

こ

の

年
、

劉
裕
に

目

を
つ

け
ら

れ
、

そ
の

幕

下
に

入
る

。

傅
亮
三

十
八

才
の

時
で

あ
り

、

こ

れ
か

ら
、

劉
裕
と

傳
亮
の

、

文
章
を

接
点
と
し
た

強
い

結
び
つ

き
が

始
ま
る

。

一

方
は

武
力

を
も
ち

帝
位
を

簒

奪
す
る

ほ

ど
の

勢
力
を

有
し

な
が
ら

文
章
も
ろ
く
に

書
け
な
い

劉
裕

、

一

方

は

す
ば
ら

し
い

文
才
と
学
識
を

も
ち
な
が
ら

武
力
を

欠
く
た

め

に

強
い

武
力
を

も
っ

た

人
間
に

く
っ

つ

い

て

し
か

自
分
の

政
治
的
野
心
を

満
足
さ
せ

ら
れ
な
い

典
型

的
公
卿
で

あ
る

傅

亮。

た
だ

し
こ

の

二

人
が
確
固
と

し
た

関
係
に

入
る

の

は
、

こ

れ
か

ら
六

、

七

年
た
っ

て

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

事
を
「

宋

書
」

本
伝
に

は

次
の

よ

う
に

記
す

。

　
「

高
詛

登
唐
之

始
、

文
筆
皆
是
記
室
參

軍
朦

演
、

北
征

廣
固

、

悉
委
長
史
王

誕
、

自
此

後
、

至
于

受
命

、

表

策
文
誥

、

皆
亮
辭
也
」

。

こ

れ
で

見
る

と
、

劉
裕
は

朝
廷
に

出
入
し

始
め

た

こ

ろ

（

そ
れ
は

劉
裕
が

桓
玄
の

も
と
に

あ
っ

て
、

も
と
の

自
分
の

上

官
で

あ
っ

た
劉

牢
之
を
伐
っ

た

元
興
二

年

と
慰
わ
れ

る
が
）

は
、

自
分
の

書
く
べ

き
文
章
は

全

部
記
室
参

軍
の

滕
演
に

書

か

せ

て

お

り
、

北
方
の

廣
固
の

あ
た

り
を

討
伐
し
て

か

ら
は

、

　
（

劉
裕
が

廣
固

に

北
征
し

た
の

は

義
煕
五

年
の

こ

と
で

あ
る
。

）

文
章
は

全
部
長

史
の

王
誕
に

ま

か

せ

て

代
筆
さ
せ

て

い

た
。

そ
し
て

「

こ

れ
よ

り

後
、

受
命
に

至
る

ま
で
」

の
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文
章
は

全

部
傅

亮
の

作
で

あ
る

と
い

う
こ

と
が
わ
か

る
。

結
局
劉
裕
は

自
分
で

は

文
章
の

書
け

な
い

男
で

あ
る

。

そ
の

為
、

常
に

す
ぐ
れ
た

文
章
の

書
け
る

男

を
さ
が

し
て

お

り
、

気
に

い

っ

た

文
章
を

書
く
人
間
が

見
つ

か
る

と
、

自
分
の

文
章
は

全

面
的
に

そ
の

人
に

ま
か

せ

て

い

る
。

し

か
し

劉
裕
の

文
章
を

ま
か

せ

ら

れ
た

人

も
、

自
分
以
上
に

す
ぐ
れ
た

文

章
を

書
く

人
間
が

現
れ
る

と
、

す
ぐ

に

見
捨
て

ら
れ
て

し

ま
う

．

安
閑
と
し

て

は

お

れ
な
か
っ

た

ろ

う
。

滕

演
は

元

興
二

年
（

四
〇
三
）

か

ら
義
熙
四

年
（

四

〇
八
）

こ

ろ

ま
で

、

王

誕
は

義

熙
五

年
（

四

〇
九
）

か

ら

劉
裕
の

信

頼
が

傅
亮
に

う
つ

る

ま
で

、

そ
れ
以

後
は

す
べ

て

傅
亮
と
い

う
こ

と
に

な
っ

て

い

る
が

、

問
題
な
の

は
、

王

誕
か

ら

傅
亮
に

う

つ

っ

た
の

は

何

年
か

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

先
ほ

ど

あ
げ
た

「

宋
書
」

本

伝
で

は

「

自
此

後
、

至
于
受
命
」

と

記
す
。

「

此
」

が
い

つ

を
さ

す
の

か
は

っ

き
り

し
な
い

。

本
伝
で

は
一

応
、

永
初
元

年
の

項
に

入
っ

て

お
り

、

こ

の

「

此
」

と

い

う
の

も
、

永
初
元
年
（
四

二

〇
）

と
と

る

の

が
、

最

も
妥
当
の

よ

う
で

あ
る

が
、

二

・

三

疑
聞
が

無
い

わ

け
で

は

な
い

。

そ

り
一

つ

は
、

傅

亮
は

義
煕
十
二

年
（
四

＝
ハ

年）

に

既
に

「

策
加
宋
公
九

錫
文
」

を

書
い

て

い

る
と
い

う

点
で

あ
る

。

「

九

錫
文
」

を

傅
亮
に

書
か

せ

る

と
い

う
こ

と
は

、

す
で

に

傅
亮
に

全

面
的
に

信
頼
が

う
つ

っ

て

い

た

の

で

は

な
い

か

と
疑
わ
せ

る
。

そ
の

二

つ

は
、

本
伝
の

書
き
方
の

問
題
で

あ
る
が

、

逸
話
的
な

記
述
が
ま

じ
っ

て

お

り
、

そ
の

正
確

な
年
代
と

事
実
関
係
の

連
続
を
ボ

カ

し
て

し

ま
っ

て

い

る
と
い

う
こ

と
。

こ

こ

も
そ
の
一

つ

の

例
で

あ
る

。

こ

の

よ
う
に

疑
い

が

無
い

わ

け

で

は

な

い

が
、

結
論
か

ら

言
え
ば

、

「

此
」

は

永
初

元
年
を
さ

す
と

解
し
て

お

く
。

理
由

は
義

煕
八

年
か

ら

受
命
ま
で

劉
裕
は

大
変
な
忙
し
さ
で

ラ

イ
バ

ル

を

倒
し

、

自

分
の

禅
代
へ

の

布
石
に

奔
走
し
て

お

り
、

代
筆
す
る

人
間
も
一

人
で

は
ま
に

あ

わ

ず
、

数
人
の

人

間
が
競
争
で

劉
裕
の

為
に

文
章
を

書
い

て

い

た
と
予
想
さ

れ

る
か

ら
で

あ
る

。

恐

ら
く
、

王

誕
と
傅

亮
の

二

人
が

劉
裕
の

信
頼
を

自
分
一

人

　
　

　

詔
令
の

文

学
牲
（

西
）

に

集
め

よ

う
と
必
死
で

名
文
を

書
い

て

い

た
の

で

あ
ろ
う
。

そ
の

期
間
が

義
熙

七

年
か

ら
永
初
元
年
ま
で

の

八
・

九
年
で

あ
っ

た
と

考
え

ら
れ
る

。

又
、

本
伝

の

書
き
方
の

問
題
は

、

「

高
組

登
庸
之

始
〜
悉
委
長

史
王

誕
」

を
播
入

句
と
考

え
、

「

自
此

後
」

は

永
初
元
年
を
う
け
る

と

考
え
る

。

　

義
煕
七

年
、

劉
裕
に

仕
え
る

よ

う
に

な
っ

て

か
ら
の

二

人
の

結
び
つ

き
は

、

以
上
の

よ

う

な
も
の

で

あ
っ

た

ろ
う
。

　

も
と
に

か

え
っ

て
、

義
煕
七

年
以
降
の

事
跡
を
見
て

ゆ
く

。

本

伝
で

は

劉
裕

に

仕
え
た

時
の

逸
話
を

記
述
し

た

後
、

「

會
西
討
司

馬
休
之

、

以
爲
太
尉
從
事

中
郎
掌
記
室

、

以
太

尉
參
軍
羊
徽
爲
中
書
郎

、

代
直
西
省

、

亮
從
征
閣
洛

、

還

至
彭
城
」

と

だ
け
記
す

。

劉
裕
が

司
馬
休
之

を
討
っ

た
の

は

義

煕

十
一

年
の

こ

と
で

あ
り

、

そ
の

間
の

四
年
間
に

つ

い

て

は

伺
も
記
述
が
な
い

。

こ

の

期
間
は

劉
裕
に

と
っ

て

は
、

自
分
の

ラ

イ

バ

ル

を

次
々

に

倒
し
て

い
っ

た
、

非
常
に

重

大
で

し
か

も
危

険
な
時
期
で

あ
っ

た
。

今
本

紀
の

記
述
に

よ
っ

て
、

劉
裕
の

動

き
を

見
て

み

る

と
、

義
熙
七

年
ま
で

に

大
体
外
敵
と
の

戦
い

に

区

切

り

を

つ

け
、

八

年
に

は
、

劉
藩
と
謝

混
を
殺
し

、

す
ぐ
に

劉
毅
討
伐
の

軍
を
起
し

て
一

ケ

月
後
に

こ

れ
を

殺
し

て

い

る
。

翌
九

年
に

は
、

諸
葛
長
民
を
殺
し

、

そ
の

弟

も
誅
し
て

い

る
。

十
一

年
正

月
か

ら
司

馬
休
之
討

伐
の

軍
を
起
し

、

四

月
に

こ

れ
を

羌
に

追
い

は

ら
っ

て

い

る
。

そ
し
て

劉
裕
の

官
職
も
七
年
に

太
尉
で

あ
っ

た
の

が

戦
い

ご
と
に

多
く
の

官
職
が
加

え
ら
れ
て

い

っ

た
。

　

恐

ら
く

傅
亮
も
こ

の

間
、

劉
裕
の

動
き
に

つ

い

て

奔
走
し
て

い

た

こ

と
と

思

わ

れ
る

。

た

だ
十
一

年
に

な
っ

て

始
め

て

劉
裕
の

記
室
と
な
っ

た

こ

と
か

ら
考

え
て

、

劉
裕
の

大
幅
な

信
頼
を
か

ち

得
た
の

は
、

義
熙

十
一

年
で

あ
る

と
思
わ

れ
る

。

　

「

宋

書
」

本
伝
の

記
述
は

先
ほ

ど
の

義

煕
十
一

年
の

「

〜
還
至
彭
城
」

の

あ

と
、

す
ぐ
に

「

宋

國
初
建

、

令
書
除
侍
中

、

領
世

子
中
庶
子

、

徙

中
書
令

、

領

、
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中
庶

子
如
故

、

從
還
壽
陽
」

と
続
く

。

「

宋

国
初
め

て

建
つ

」

と
は

、

劉
裕
が

相
國
と
な
り

宋
公
に

封
ぜ
ら

れ
た

こ

と

を
さ

す
と
思
わ
れ
る

が
、

こ

れ
は

義
熙

十
四

年
の

こ

と
で

あ
る
。

つ

ま
り

十
二

年
、

十
三

年
の

記
述
は
一

切
な
い

。

こ

の

二

年
間

、

劉
裕
は

又
北
方
と
戦

争
を

始
め

る
。

国
内
に

は

自
分
に

敵
対
す
る

よ
う
な

勢
力
は

無
く
な
り
、

晉
朝
の

為
に

北
方
を
回
復
す
る

戦
い

を

始
め

た

わ

け
で

あ
る

。

し
か

し

こ

れ
は

あ
く
ま
で

も
晉

朝
を
倒
し
て

、

自
分
が

帝
位
を
簒

奪
す
る

時
に

む
け
て

の

ポ

ー

ズ

で

あ
る

。

事
実

、

こ

の

間
に

洛

陽
、

長

安
な

ど

を
攻
め

落
し

、

姚
泓

を
執
え
た

り
す
る

が
、

そ
の

地
を
守
ろ

う
と
は

し
て

い

な

い
。

北

方
を
圓

復
し
た

と
い

う

名
声
だ
け
が

必
要
で

あ
っ

た
か

ら
だ

ろ
う
。

本

論
文
で

分
析
し
よ

う
と
し
て

い

る
二

首
の

作

品
は

、

実
は

こ

の

義
熙

十
三

年
、

北
方
へ

の

征
討
の

途

中
で

書
か

れ
た

も
の

で

あ
る

。

「

宋

書
一

巻
二

武
帝
紀
中

に

は

こ

の

こ

と
を

、

「

十
三

年
正
月
、

公

以
舟
師
進
討

、

留

彭
城

、

公
諱

鎭
彭

城
、

軍
次
留
城

、

經
張
良
廟

、

令
日

、

・
：

」

と

記
し

、

こ

の

あ
と
修
張
良

廟

教
の

全
文
が

記
録
さ
れ
て

い

る
。

こ

の

あ
た

り
の

傅
亮
の

事
跡
の

記
述
が

本
伝

に

は

無
い

わ

け
で

あ
る

。

　

先
ほ

ど
の

義

煕
十
四

年
（

四
一

八
）

の

こ

と
で

あ
る
「

宋

公
初
建

〜
」

の

あ

と
、

本
伝
に

は

か

な
り

長
い

逸
話
が
記

さ
れ
て

い

る
。

こ

れ
は

篌
に

も
ふ

れ
る

が
、

翌

年
の

元
煕
元

年
（

四
一

九
）

の

話
で

あ
る
と

考
え

ら
れ
る

。

そ
の

話
と

い

う
の

は

次
の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

。

　
「

高
組
に

は

受
禅
の

気
持
が

あ
っ

た

が
、

仲
々

口

に

は

出
し
か

ね
て

い

た
。

そ
こ

で

朝
臣
を

集
め

て

宴
会
を
催
し

、

そ
の

最
中
に

お

も
む

ろ
に

口

を

開
い

て
、

私
は

国
内
平
定
に

努

力
し

、

晉

室
の

復
興
に

努
め

、

南
征
北
伐
し
て

四

海

を

平
定
し

た
。

そ
し
て

功
な
り

業
あ
ら
わ
れ
て

、

遂
に

九
錫
を

荷
う
ま
で

に

な

っ

た
。

も
う

年
老
い

た

し
、

物
は

満
つ

る

こ

と
を

戒
め

る

と
も
い

う
か

ら
、

こ

の

へ

ん

で

晉
の

朝
廷
か

ら
い

た

だ
い

た

爵
位
は

す
べ

て

返
上
し
て

、

引
退
し

た

い
。

と
言
っ

た

と
こ

ろ
、

群
臣
た

ち
は

唯
そ
の

徳
を

ほ

め

称
え

る
ば
か

り
で

、

誰
も

そ
の

真
意
を
さ

と
る

も
の

が
い

な
か
っ

た
。

や

が

て

坐
は

散
じ

た
。

傅
亮

は

門
の

外
ま

で

出
た

と
こ

ろ
で

高
組
の

真
意
を

悟
り

、

す
ぐ
引
き
返
し
て

、

高

憩
に

、

私
は

し

ば

ら

く
都
に

還
っ

て

（

晉
の

朝
廷
に

仕
え
て
）

み

よ

う
と
思
い

ま

す
。

と

申
し

上

げ
た

。

高
詛
は

そ
の

意
味
を
理

解
し

て
、

た

だ
、

何
人
く
ら

い

送
ろ

う
か

と
だ

け
聞
い

た
。

傅
亮
は

、

数
十
人
い

れ

ぽ
十
分
で

し
ょ

う
と
答

え
て

、

高
砠
の

辭

を
奉
じ
て

出
発
し
た

。

」

と
い

う
も
の

で

あ
る

。

こ

れ
は

劉
裕

が

始
め
て

帝
位
簒

奪
の

意
志
を

明
ら
か

に

し
た

も
の

で

あ
り

、

そ
れ
を

最
初
に

理
解
し

、

そ
の

為
の

画

策
を

始
め

た
の

が
傅
亮
で

あ
っ

た
と
い

う
こ

と

を
示
し

て

い

る
。

こ

の

後
、

恐
ら

く
傳
亮
は

劉
裕
に

と
っ

て

夊
筆
の

士

と
い

う
の

み

で

は

な

く
、

政
治

的
に

も
か

け
が
え
の

な
い

人

物
と
な
っ

た

と
思
わ

れ
る

。

　

「

宋
書
」

の

本
伝
で

は

こ

の

話
の

あ
と

、

「

至
都

、

即
徴
高
醸

入

輔
」

と

記

さ
れ
て

い

る
。

こ

れ
を

「

宋
書
」

武
帝
紀
に

照
ら
し

合
わ

せ

て

み

る
と

、

「

元

煕

元
年
正
月

、

詔
遣
大

使
、

微
公
入

輔
」

と
い

う

記
述
と
一

致

す
る

。

従
っ

て

こ

の

話
及
び

傅
亮
が

都
の

朝
廷
に

入
っ

て
、

劉
裕
の

帝
位
簒
奪
の

為
の

工

作
を

開
始
し
た
の

は

元
煕

元
年
と
い

う
こ

と
に

な
る

。

　

そ
し

て

翌
元
煕
二

年
六

月
、

劉
裕
は

晉
の

恭
帝
の

禅
位

を
う
け
て

、

つ

い

に

帝
位
に

つ

く
。

国
を
宋
と

改
め

、

年
号
を
永
初
と

改
め

る
。

元
熙

二

年
が

す
な

わ
ち

永
初
元

年
で

あ
る

。

晉
の

朝
廷

内
で

の

傅
亮
の

工

作
に

つ

い

て

「

宋
書
」

は

何

も
記
さ
な
い

が
、

「

晉
書
」

の

恭
帝
紀
に

は

次
の

よ

う
に

記
す

。

「

元
煕

二

年
…

…

劉
裕
至
于

京
師

、

傅
亮
承
裕
密
旨

、

諷
帝

禅
位

、

草
詔
請
帝

書
之
…

…

…
」

。

こ

れ
で

見
る

と

傅
亮
は

恭
帝
の

傍
に

あ
っ

て
、

劉
裕
へ

の

禅
位
を

迫

り
、

禅
位
の

詔
の

草
稿
ま

で

書
い

て

恭
帝
に

清

書
す
る

よ

う
迫
っ

た
と

記
さ
れ

て

い

る
。

余
談
に

わ

た

る

が
「

宋
書
」

巻
二

武

帝
紀
中
に

収
録
さ

れ
て

い

る
晉

帝
の

禅
位
の

詔
の

作
者
は

前
の

「

晉

書
」

の

記
述
か

ら
見
て

、

傅
亮
と

決
定
し
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尋

て

も
よ
い

の

で

は

な
か

ろ
う
か

。

　
　
　

　
’

　

「

宋

書
」

本
伝
の

記
録
に

返
る

。

先
ほ

ど
の

「

至
都

、

即

徴
高
組
入

輔
」

の

あ
と
は

、

永
初

元
年
の

記
録
に

な
る

。

中
書
令
は

も
と
の

ま
ま
で

、

太
子
簷
事

に

遷
り

、

佐
命
の

功
を
も
っ

て
、

建
城

縣
公
に

封
ぜ
ら

れ
る

、

食
邑
二

千
戸

、

直
中
書
省
と

な
り

詔
命
を
一

手
に

ひ

き
う
け
る

。

こ

の

あ
と

前
に

あ
げ
た
「

高

飆

登

庸
之

始
…

…
」

以

下
の

夊

章
が

続
い

て

い

る

わ
け
で

あ
る

。

こ

の

永
初
元

年
以

後
は

ト

ン

ト

ン

拍

子
に

官
位
は

進
ん

で

ゆ
く。

永
初
二

年
に

は

中
書
令
太

子
瘠
事
は

も
と
の

ま
ま
で

、

尚
書
僕
射
に

転
じ

、

翌
々

年
の

永
初
三

年
劉
裕
が

病
気
で

崩
じ

た

時
に

は
、

徐

羨
之

、

謝

晦
ら
と
と

も
に

「

顧

命
」

を

受
け
て

い

る
。

文
章
を

離
れ
て

、

政
治
家
と
し

て

確
固
と
し

た
地

位
を

築
い

て
い

た

と
い

う
こ

と
が

知
ら
れ
る

。

　
二

代
目
の

天
子
少
帝
が

即

位
す
る

と
、

傅
亮
は

中
書
監

、

尚
書
令
に

進
み

、

翌
年
に

は

護
軍
将
軍
と
な
ワ

て

い

る

が
、

こ

の

年
、

徐
羨
之
ら
と

謀
っ

て

少
帝

を
弑
し

、

劉
裕
の

第
三

子
義
隆
を

帝
位
に

つ

け
る

。

こ

れ

が
三

代
目
の

天
子

、

太
租

文
帝
で

あ
る

。

太

租
が
即

位
す
る
と

、

散
騎
常
侍

、

左
光
禄
大
夫

、

開

府

儀
同
三

司
を

加
え

ら
れ

、

爵
は

始
興
郡
公

、

食
邑
四

千

戸
に

進
め

ら
れ
る

。

し

か

し
太

租
が

即
位
し
て

三

年
目
の

元
嘉
三

年
正
月

、

徐

羨
之
と

も
ど
も
と
ら
え

ら
れ
て

誅
に

伏
し

た
。

時
に

傅

亮
五

十
三
才

。

　
こ

の

二

人
が

太
組
に

殺
さ

れ
た

理
由
は
「，
宋
書
」

　
「

南
史
」

と

も
に

記
し
て

い

な
い

が
、

太
組
の

実
兄
で

あ
っ

た

少
帝
を

殺
し
た
こ

と
で

あ
っ

た

と
思
わ

れ

る
。

そ

れ
は

文
帝
の

「

誅
徐
羨
之

等
詔
」

に

明
ら
か

で

あ
る

．

傅
亮
の
一

生
を

概
観
す
る

と
、

；
甬

で

言
っ

て
、

文
筆
一

本
で

位
人
臣

を
極
め

た

と
い

う
こ

と

に

な
ろ

う
か

。

父
珱
の

宮
品
は

五

品
で

あ
り

、

祖
父
咸
は

三

品
、

曾
祖
父
の

玄

は

三

品
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

亮
の

散
騎
常
侍

、

左

光
禄
大
夫

、

開
府
儀
同
三

司

と
い

う
の

は
一

品
で

あ
る

。

特
別
な

戦
功

も
な

く
、

朝
廷
に

於

け
る

政
治

的

　

　
　

詔
令
の

文
学
牲
（

西
）

能
力
も
そ

れ
ほ

ど

優
れ
て

い

た
と
は

思
わ
れ
な
い

傅
亮
が
こ

れ
ほ

ど
の

地
位
に

登
れ
た
の

は
、

一

つ

に

は
、

そ
の

文
章
に

よ
っ

て

劉
裕
に

気
に

入
ら
れ

、

二

つ

に

は
、

文
才
に

よ

っ

て

か

ち
え
た

劉
裕
の

信

頼
を
土

台
と
し
て

、

人
の

心
理
を

巧
み
に

つ

か

み
、

政
治
の

裏
工

作
に

そ
の

手
腕
を
発
揮
し

た
と
い

う
理
由
か

ら

で

あ
ろ

う
・

ま

さ
に

文
筆
一

本
で

位
人
臣
を

極
め

た

わ

け
で

あ
る

。

し
て

み

る

と
劉

裕
の

為
に

書
か
れ
た

傳
亮
の

文
章
と
い

う
も
の

は
、

た
と
え

そ
れ
が
ド
ス

黒
く

汚
れ

た
も
の

で

あ
る

に

せ

よ
、

血
と

汗
を
ふ

り
し

ぼ
っ

て

書
か

れ
た

結
晶

で

あ
る

と

い

う
こ

と
は

容
易
に

想
縁
さ
れ

う
る

。

　
傅

亮
の
一

生
で
ム

ユ
つ

注
目

す
べ

き
こ

と
は

、

主

君
を

非
常
に

多
く
と
り

か

え
て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

こ

れ
は

見
方
を
か
え
て

み
る

と
、

伸
び
る

人

間
と

没
落
す
る

人
間
を
見

分
け
る
能

力
が

す
ぐ
れ
て

い

た
、

機
を
見
る

に

敏
で

あ
っ

た
と
言

う
こ

と
が
出
来
る

。

桓

謙
、

桓
玄

、

孟

昶
、

劉
毅

、

劉
裕

、

と
な

ら
べ

て

見
る

と
、

桓
謙

、

桓
玄
は

と

も
に

建

平
、

元
興
年
間
は

劉
裕
の

上

官
、

と
い

う
よ

り

も
劉
裕
は

桓
玄
の

幕
下
に

近
い

。

孟

昶
は

桓

玄
を
討
っ

た

時
は

劉

裕
と
同

僚
、

劉
毅
は

義

熙
末
年

、

最

後
ま

で

劉
裕
と
勢
力
を
二

分
し
た

人
物

、

と
い

っ

た

ぐ
あ
い

で

あ
る

。

傅
亮
は

こ

れ
ら
の

人
物
の

中
を
実
に

巧
み

に

泳
ぎ

回
っ

て
い

る
。

し
か

し

こ

の

こ

と
は

逆
に

劉

裕
の

幕
下
に

入
っ

て

か

ら
は

決
し

て

プ
ラ

ス

に

作
用

す
る

こ

と
は

な
か

っ

た

で

あ
ろ
う

。

そ

れ
だ

け
に

、

筆
一

本

を
頼
り
に

劉
裕
の

以

前
か

ら
の

部
下
以
上
の

信
頼
を
か
ち

え
よ

う
と

す
れ
ば

、

そ
の

苦
労
は

並
大
抵
で

は

な
い

。

そ

し
て

傅

亮
は

そ
れ
を

な
し
と

げ
た

。

そ
の

文
才
の

ほ

ど
お

し
て

知
る

べ

し
。

　
　
　
　
二

　
次
に

本
論
の

作
品
分
析
に

入
る

。

と
り
上

げ
る

作
品
は

「

爲
宋
公

修

張
良
廟

教
」

と

「

爲

宋
公

修
楚
元
王

墓
教
」

で

あ
る

．

ど

ち
ら
も
「

文
選
」

巻
三

十
六
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に

収
め

ら
れ
て

い

る
。

テ

キ

ス

ト

と
し
て
は

、

「

京
都

大
学

影
印
旧
鈔
本
文
選

集
注
残
巻
」

を

使
用
す
る
。

集
注
本
で

は
ど

ち
ら

も
巻
七

十
一

で

あ
る

。

先
ず

「

爲
宋
公

修
張
良
廟
教
」

を

見
て

ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亭

　
　
爲
宋
公
修
張
良
廟
教
一

首

　
綱
紀

、

夫
盛
徳
不

泯
、

義
存
祀

典
。

微
管
之
歎

、

撫
事
彌
深

。

張
子
房

、

道

亞

黄
中

、

照

隣
殆
庶

。

風
雲
玄
感

、

蔚
爲
帝
師

。

夷
項
定

漢
、

大
拯
横
流

。

固

已
參

軌
伊
望

、

冠
徳
如

仁
。

若
乃

神
交
垉
上

、

道
契
商
洛

。

顯
黙
之
際

、

智
然

難
究

。

淵
流
浩
瀁

、

莫
測

其
端
矣

。

塗

次
舊
沛

、

佇
駕
留
城
。

靈
廟
荒
頓

、

遺

像
陳

昧
。

撫
跡

懐
人

、

永
歎

寔
深

。

過
大
梁

者
、

或
佇

想
於
夷
門

、

遊
九

原

者
、

亦
流
連
於
随
會

。

擬
之

若
人

、

亦
足

以
云

。

可
改
構
棟

宇
、

脩
餝
丹

青
、

蘋
繋
行
潦

、

以

時
致
薦

。

抒

懐
占
之
情
、

存
不
刊
之
烈

。

主
者
施

行
。

　
「

宋
書
」

武
帝
紀
に

明
記
さ
れ
る

如
く

、

こ

の

作
品
は

義
煕
十
三

年
正
月

、

北

征
の

途

中
の

作
で

あ
る

。

そ
の

内
容
は

、

張
良
の

廟
を

修
理
せ

よ
、

と
い

う

命
令
を
官

吏
達
に

伝
え

る
も
の

で

あ
る

。

北
征
そ
の

も
の

が

帝
位
簒
奪
に

向
け

て
、

名
声
を

得
る

為
の

ポ

ー

ズ

で

あ
る
こ

と
は

前
に

述
べ

た
が

、

前
人
の

墓
や

廟
を

修
復

す
る

こ

と
は

名
声
を
博

す
る

為
の

絶
好
の

材
料
で

あ
っ

た

に

違
い

な

い
。

こ

の

作
の

他
に

も
「

修

楚
元
王

墓

教
」

、

「

修

復
前
漢
諸
陵
教
」

、

「

至
洛

陽

謁
五

陵

表
」

な
ど

多
く
の

、

陵
墓
を

修
理
し

、

し
か

も
そ
の

こ

と

を

天
下
に

公

表
す
る

文
章
が

あ
る

。

劉
裕

が
い

か

に

名
声
を

得
る

為
に

先
人
の

廟
や
陵
を

修

復
す
る
こ

と
を
重

視
し

て

い

た

か

理
解
で

き
よ

う
。

　
「

盛

徳
不
泯

、

義
存
祀
典
」

　
（

盛

徳
の

泯
び

ざ
る

は
、

義
祀
典
に

存
す
れ
ば

な
り

）

先
ず

、

す

ぐ
れ
た

徳
は

そ
の

内
容
が
祀

典
の

中
に

残
さ

れ
永
遠
に

滅
び

る

こ

と
は

な
い

と
、

大
き
く
、

古
き

廟
を
修
理

す
る

為
の

論
理

的
根
拠
を

提
示

す
る

。

論
理
的
根
拠
の

提
示
は

下
二

句
も
そ
う
で

あ
る

が
、

下
句
と

比
ぺ

て

こ

の

二

句
の

叙
述
は

客
観
的
で

あ
る

。

李
善
注
に

よ

れ
ば

、

「

左
民
伝
」

昭
公
八

年
の

「

盛
徳
必
百

世
祀
」

と
、

「

礼
記
」

祭
法
の

「

非
此

族
也

、

不

在

祀

典

也
」

、

「

毛
詩
」

桑

柔
の

「

霹
國
不
泯
」

を
典

故
と

す
る

。

典
故
そ
の

も
の

は

特

別
な

も
の

で

は

な
い

が
、

「

徳
」

「

不
泯
」

「

義
」

と
い

う
各
語
を

結
び
つ

け

て
、

徳
の

不
朽
性
と
い

う
復
古
的
テ

ー

ゼ

を
作
り
上

げ
た

の

は

傅
亮
だ
け
で

、

他
の

人
に

は

見
ら
れ

な
い

。

傅
亮
独
特
の

文
章
表
現
で

あ
る

。

典
故
の

組
み

合

わ
せ
の

斬
新
さ
と
い

う
の

が
こ

の

こ

句
の

特
長
で

あ
ろ
う

。

「

不

混
」

の

二

字

も
、

傅
亮
は

徳
や

名
声
が

不
朽
で

あ
る
と
い

う

時
、

常
に

こ

れ

を

使
う

。

例
え

ば
、

「

為

宋
公
修
復
前
漢
諸
陵
教
」

　
（

藝
文
類

聚
四

十
）

の

「

盛
徳
之
烈

、

義

在
不
渇
」

、

「

為
宋
公

修
楚
元
王
墓

教
」

　
（

文
選

巻
三

十
六
）

の

「

信
陵
尚
或
不

涙
」

、

「

為

宋
公

求
加
贈

劉
餽
軍
表
」

の

「

俾
忠
貞
之

烈
、

不
派
於
身
後
」

な
ど

で

あ
る

。

特
に

「

修
復
前
漢
諸
陵
教
」

は
、

こ

こ

と

大
変
よ

く

似
た

文
章
表
現

で

あ
る

。

傅
亮

自
身

、

こ

の

三

語
を
結
合
し

た

表
現
は

自
信
の

あ
る

も
の

で

あ

っ

た
の

か

も
知
れ

な
い

。

　
「

微
管
之
歎
、

撫

事
彌
深
」

と

続
く
こ

の

二

句
も

、

徳
の

不
朽

監
を

述

べ

て
、

廟
修
理
の

論
理

的
根
拠
を

提
示
し

た

も
の

で

あ
る

。

前
の

二

句
が
「

存
し

で

客
観
的
に

表
現
し
た

の

に

対
し

、

こ

の

二

句
は
「

深
」

の

字
で

主
観
的
に

表

現
し

て

い

る
。

李
善
注
に

よ

れ
ば

、

典
故
は

「

論

語
」

憲

問
の

「

微
管
仲

、

吾

其
被
髪
左

衽
矣
」

で

あ
る

。

こ

れ
は

子
貢
が
「

管
仲
非
仁
者
與

、

桓
公
殺
公

子

糾
、

不
能
死

、

又

相
之
」

と

質
問
し
た
の

に

対
し

て

孔
子
が

答
え
た

こ

と
ぽ
で

あ
る

。

本
来
「

微

管
」

の

二

字
で

区
切
れ
る

句
で

は

な
い

。

に

も
か

か

わ
ら

ず

傅
亮
は

明
ら
か

に

「

微
管
仲

、

吾
其
被
髪
左

衽
矣
」

と
い

う
孔

子
の

詠
歎
の

こ

と
ぽ
を
「

微
管
之

歎
」

四
字
で

表
現
し
て

い

る
。

文
法

的
に

言
え
ば
お

か

し
い

切
り

方
で

典
故
を

使
用
し
て

文
章
を

書
い

て

い

る
。

か

な
り
シ

ャ

レ

た

言
い

方
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で
、

言
わ
ば

傅

亮
の

造
語
で

あ
る

と
言
っ

て

よ

か

ろ

う
。

「

文
選
」

で

の

用
例

を

見
る
と

謝
跳

、

任
防
ら
が
こ

の

語
を

使
っ

て

い

る
が

、

元
祖
は

傅

亮
で

あ

る
。

「

撫
事
彌
深
」

に

つ

い

て

言
え
ば

、

李
善
は

何
も

典
故
を

挙
げ
て

い

な
い

が
、

「

撫
事
」

と
い

う
語
は

「

尚
書
」

洛

詰
に

「

厥

若
彝
及

撫
事
如
予
」

と

あ

る

の

を
ふ

ま
え
た

も
の

と

見
て

よ
か

ろ

う
。

孔
安
国
傳
に

は
「

撫
事
」

を
「

撫

國
事
」

と

解
し

、

正

義
に

は

「

撫
循
國
事
」

と
解
し
て

い

る
。

五

臣
注
が
「

今

宋
公
撫

思
此
事

、

彌
深
於
情
」

と
解
す
る
の

は
、

主

語
を

宋
公
と

す
る

の

は

正

し
い

が
、

「

撫
事
」

の

解
は

ち

が
う
よ

う
に

思
わ

れ
る

。

　
「

交
選
」

に

お

け
る

「

撫
事
」

の

用
例
を

見
て

も
、

傅
亮
以
外
こ

の

語
を

使
っ

た

人
は

無
い

。

典
故

は

あ
る

が
、

非
常
に

珍
し

い

語
で

傅
亮
の

造
語
に

近
い

と
い

っ

て

よ

か

ろ
う

。

結
局
こ

の

二

句
の

特
長
は

、

典
故
を
一

ひ
ね

り
し

て

シ

ャ

レ

た

表
現
に

し

た
、

い

わ

ば
造

語
的
な

面
白
さ
に

あ
る

と

言
え

よ

う
。

　

以
上
四

句
で

廟
修
理
と
い

う
行
為
の

根
拠
と

な
る
テ

ー

ゼ

の

提
示

を
終
り

、

以
下
十
四

句
は

廟
に

祭
ら
れ
て

い

る

張
良

そ
の

人
の

人

柄
、

行
為
な

ど
を
ほ

め

讃
え

る
。

　

「

張
子

房
、

道
亞

黄
中

、

照

隣
殆

庶
」

先
ず
そ
の

人

柄
、

学
徳
を
ほ

め

る
。

こ

の

こ

句
の

典
故
に

つ

い

て

李
善
は

、

「

周
易
」

坤

卦
文
言
傳
の

「

君
子

黄
中

通
理

、

正

位
居
體
」

と
「

周
易
」

繋
辭
傳

下
の

「

顔
氏
之
子

、

其
殆

庶
幾

乎
」

を

あ
げ
る
。

「

道
亞

黄
中
」

　
（

道
は

黄
中
に

亞

ぎ
）

。
先
ほ

ど
の

「

微
管
」

「

撫

事
」

と
同
じ

く
、

こ

の

二

字
だ

け
と
り

出
す
の

は

非
常
に

難
し
い

と
思
わ
れ

る

典
故
で

あ
る

。

無
論

、

前
人
に

こ

の

語
を
使

っ

た

も
の

は

い

な
い

。

「

黄
中
」

の

意

味
に

つ

い

て

正

義
で

は

「

黄
中
通
理

者
、

以
黄
居
中

兼
四

方
之
色

、

奉
承

臣
、

職

是
通

暁
物
理
也
」

と
解

す
。

黄
は

多
く
の

色
の

中
心
で

、

中
庸
の

位
置

に

い

る
と
い

う
こ

と
で

あ
ろ

う
か

。

こ

の

二

字
を
「

道
亞
」

二

字
に

続
け
て

、

人
物
を

評
す
る

文
章
と
し
た

発
想
は

非
凡
で

あ
る

。

「

宋

書
」

本
伝
の

「

博
渉

　

　
　

詔
令
の

文

学
性
（

西
）

經

史
、

尤
善

文
詞
」

な
る

人

物
に

し

て

始
め

て

作
れ

る
句
で

あ
る

。

傅
亮
も
こ

の

句
に

は

自
信
を

も
っ

て

い

た

よ
う
で

、

別
の

文
章
で

も
使
っ

て

い

る
。

「

侍

中
王

公
碑
」

　
（

類
聚
四

十
七
）

に

「

皚
亞

黄
中

、

道

及

微
管
」

と

あ
り

、

こ

の

文
章
と
よ

く
似
て

い

る
。

「

黄
中
」

「

微
管
」

「

撫
事
」

な

ど

は
、

作

者

自

身
、

気
に

入
っ

て

し

か

も
自
信
の

あ
る

、

「

傅
亮
の

作
っ

た

こ

と
ぽ
」

と
い

う

気
持
を

持
っ

て

い

た

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

「

文
選
」

中
の

用
例
を

見
て

も
、

「

黄
中
」

な

る
語
を
使
っ

た

文
入
は
一

人
も

居
な
い

、

傅
亮
だ
け
で

あ
る

．

　
「

照

鱗
殆

庶
」

、

こ

れ

又
「

周
易
」

を
ふ

ま
え
る

が
、

正
義
に

「

其
殆
鷹
幾
乎

者
、

言
聖
人
知
幾

、

顔
子
亞

聖
、

未
能
知
幾
「

但
殆
近

庶
慕
而
已
」

と
解
す
る

の

に

従
え

ぽ
、

「

幾
」

は

目
的
語

、

「

殆
」

は

近
い

の

意

味
の

形
容

詞
、

「

庶
」

は

慕
の

意
味
の

動
詞
と

い

う
と
に

な
る
が

、

句
全

体
と
し

て

は
、

「

殆
」

が

動

詞
、

「

庶
幾

乎
」

が
目
的

語
と
な
る

。

従
っ

て

「

殆
庶
幾
」

の

三

字
は

「

殆
、

庶
幾
」

と
は

切
れ
る
が
「

殆
庶

、

幾
」

と
は

切
れ
な
い

。

し
か

し

博
亮
は

敢
え

て

そ
の

よ
う
に

切
り
、

「

照
ら
か

な
る

こ

と
殆

庶
に

隣
す
」

と

続
け
る

。

こ

れ

亦
「

微
管
」

と
同
じ
造

語
法
で

あ
る

。

た

だ
こ

の

句
は

後
世
の

文
人
に

か

な

り

影
響
を

与
え
た

よ
う
で

、

「

交
選
」

中
の

用
例
を

見
て

も
、

任
防
の

「

齊
竟
陵

文
宣
王

行
状
」

に

「

公
、

道
亞

生
知

、

照
隣
幾

庶
」

と

あ
り
、

又
劉
峻
「

辨
命

論
」

に

「

伊
顔
之
殆
庶

、

焉
能
抗
之

哉
」

と

あ
る

。

特
に

任
賄
の

例
は

明
ら
か

に

こ

の

傅
亮
の

交
章
を

意
識
し

て

典
故
と
し

て

使
っ

て

い

る
。

傅
亮
の

文
章
が

齊
梁
の

交
人
達
に

典
故
と
し

て

使
わ

れ
た
と
い

う
こ

と
は

、

傳
亮
自
身

、

何
ら

か

の

典
故
に

基
づ
い

て

交
章
を

書
い

た

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

そ
の

書
か

れ
た

交

章
は

元
の

典
故
か

ら
は

独
立
し
て

、

新
し
い

語
と
し
て

認
め

ら

れ
た

と
い

う
一

つ

の

証
左
で

は

あ
る
ま
い

か
。

蛇
足
で

あ
る

が
「

殆

庶
」

の

意

昧
は

、

上

に

「

顔
氏
の

子
」

と

あ
る

と

二

う

か

ら
、

明
ら
か

に

顔
回

を
さ

す
も
の

で

あ
る
。

又
「

照
隣
」

な
る

語

も
、

任
晒
が

そ
の

ま
ま
借
用
し

て

い

る

如
く
、

珍
し
い

こ曜
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と
ば
で

、

普
通
な
ら
ば
「

道
亞

黄
中

、

O
隣
殆

庶
」

と
ピ

ヴ

タ

リ

し

た

対
句
に

な
る
よ

う
な

文
字
が
入
る

の

で

あ
ろ

う
が
、

対
句
に

少
々

変
化

を
つ

け

る

為

に
、

「

道
」

と
は

ピ

ヴ

タ

リ

と

合
わ

な
い

「

照
」

の

字
を

使
っ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

こ

こ

も

博
亮
の

苦
心
の

ほ

ど
を
し

の

ば
せ

る
。

結
局

、

こ

の

二

句
の

特
長

と
し

て

は
、

前
と

同
じ
く
、

あ
る
典

故
を

使
い

な
が

ら
、

文
法

的
な
区

切
り
を

問
題
に

し

な
い

で

抜
ぎ
出
し

、

新
造

語
で

あ
る
か

の

よ

う
に

表
現
し
、

し
か

も

元
の

典
故
を
色
濃
く

感
じ

さ
せ

る
点
で

あ
ろ

う
。

言
わ
ば

、

意

味
の

上
で

は

典

故
を
ふ

ま
え
た

古
典

的
表
現
法

、

言
語
表
現
の

上
で

は

清
新
で

独
創
的
な

表
現

法
で

あ
る
と
で

も

言
え
よ

う
か

。

　

次
に

、

「

風

雲
玄
感

、

蔚
為
帝
師
」

。

こ

れ
以

下
四
句
は

張
良
の

行
動
に

つ

い

て
ほ

め

る
。

李
善

注
に

よ

れ
ば
「

風
雲
」

は

「

周
易
」

乾
卦

交
言
傳
の

「

雲
從

龍
風
從
虎

、

聖
人
作
而
萬
物

覩
」

を

典
故
と
す
る

。

張
良
が

始
め

て

世
に

現
れ

た

さ

ま
を

、

風
雲
が

龍
虎
に

感
じ

て

起
る

よ

う
だ
と

表
現
す
る
。

典
故
の

用
い

方
と
し

て

は
正

当
的
で

あ
る

。

「

蔚
為
帝
師
」

、

李
善

注
は

「

漢
書
」

張
良

伝

を
引
い

て
、

張
良
が
劉
邦
の

師
と

な
っ

た
こ

と
を

説
明
す
る
。

こ

の

句
は

、

事

実
、

つ

ま
り

張
良
の

行
動
を

そ
の

ま

ま
述
べ

た

も
の

で

あ
る
。

表
現
方

法
と
し

て
は

こ

の

二

句
に

は

特
別
な

も
の

は

無
い

。

内
容
が

張
良
の

行
為
そ
の

も
の

を

述
べ

る

時
は

そ
れ
ほ

ど

作
者
の

腕
の

ふ

る

い

よ

う
は

な
い

よ

う
で

あ
る

。

　

次
に

、

　
「

夷
項

定
漢

、

大
拯
横

流
」

。

こ

れ
も
張
良
の

行
為
に

つ

い

て

の

べ

る
。

項
羽
を

滅
ぼ
し

、

漢
の

王

朝
を
成
立

安
定
さ

せ

た

と
い

う
こ

と
を

．

実
に

簡
潔
に

「

夷
項
定
漢
」

と
ま

と
め

る
。

後
の

方
も
そ
う
で

あ
る

が
、

事
実
関

係

の

叙
述
は

実
に

簡
潔
で

あ
る

。

こ

れ

も
こ

の

文
章
の
一

つ

の

特
徴
で

あ
ろ

う
。

「

大
拯
横
流
」

は

李
善
注
に

よ

れ
ば

、

「

孟

子
」

の

「

洪
水
横
流

、

氾
濫

於
天

下
」

を

典
故
と

す
る

。

よ

こ

し
ま

な

も
の

（

項
羽
）

が

天
下
に

荒
れ
狂
う
の

を

「

横
流
」

と
表
現
し
て

い

る
。

　
「

文
選
」

中
に

「

横
流
」

の

使
用
例
は

多
い

が
、

皆
「

水
横
流
」

の

形
で

、

典
故
で

あ
る

「

孟

子
」

と
密
着
し
て

い

る
。

傅

亮
の

こ

の

文
章
の

如
く
、

世
の

乱
れ
た

様
子
を

表
現
し

、

し
か

も
、

「

大
い

に

横
流
よ

り

拯
う
」

と
「

す

く
う
」

と

結
び

つ

け
た

例
は
、

こ

こ

の

他
た

だ
一

例

の

み

で

あ
る

。

陸
唾
の

「

石
闕

銘
」

に

「

捶
茲
塗

炭
、

救
此

横
流
」

と

あ
る

の

が

そ
れ
で

あ
る

が
、

こ

れ
も

先
ほ

ど
の

「

殆
庶
」

と
同
じ
く

傅
亮
の

文
章
を

典

故
と
し

て

用
い

た

も
の

と
思
わ
れ

る
。

又
傅
亮

自
身
の

他
の

作
に

も
用

例
が

見

ら
れ
る
。

「

修
復

前
漢
諸
陵
教
」

の

「

道

拯
横
流
、

功
高
百

代
」

で

あ

る
。

「

拯
横

流
」

も
造
語
と
ま

で

は

言
え
な
い

が
、

「

傅
亮
の

こ

と

ば
」

と
言

っ

て

よ

い

か

も
知
れ

な
い

。

以
上
の

四

句
、

事
実
に

つ

い

て

記
述
し
た

部
分
は

表
現

は
比

較
的
平
易
で

簡
潔

、

典

故
も
常
識
的

な

使
い

方
し

か

し
て

い

な
い

。

た
だ

注

意
す
べ

き
こ

と

は
、

こ

の

四

句
が

平
易
で

あ
れ
ば

あ
る

だ
け

、

前
の

二

句
の

表
現
の

斬
新
さ

、

独

創
的
な
交

章
表
現
が
よ

り

ぎ
わ
だ
つ

わ
け
で

あ
る

。

或
は

作
者
は

そ
こ

ま

で

意
識
し

て

平
易
な

表
現
を

敢
て

し
た
の

か

も
知
れ

な
い

。

事

実
、

以
下
二

句
に

又

萠
と

同
じ

シ

ャ

レ

た

典

故
の

使
い

方
が

見
ら
れ
る

。

意
識

し

て

と
り
ま
ぜ
て

い

る
の

で

あ
ろ

う
．

　
「

固
己
參
軌
伊
望

、

冠

徳
如
仁
」

、
こ

れ
ま
で

ず
っ

と
四

字
句

が
続
い

て
、

初

め

て

の

六

字
句
で

あ
る

。

声
調
に

変
化
を
つ

け
た

も
の

で

あ
る
。

こ

れ
は

下
句

の

「

若
乃
」

と

相
ま
っ

て
、

こ

の

「

固
已
」

も
虚

字
で

あ
る

と
い

う
点
か

ら

明

ら
か

で

あ
る

。

六
字

句
と
は

言
え

、

上
の

虚

字
二

字
と
下
の

実
字
四

字
に

は

っ

き
り

分
け

ら
れ
る

。

無
論

、

「

固
已
」

が
上
の

文
と

下
の

二

句
を

強
く
結
び

つ

け
、

「

若
乃
」

が
そ
の

下
の

四
句
を

次
の

二

句
に

強
く
結
び

つ

け
る

と
い

う
働

き
は

も
っ

て

い

る

が
、

や
は

り
、

上
二

字
が
虚

字
で

下
四

字
が

実
字

と
い

う
構

成
か

ら
見
て

、

声
調
を
と

と
の

え

る

と

い

う
の

が
、

六

字
句
を
こ

こ

に

入
れ
た

最
も

大
き
い

理

由
で

あ
う

。

こ

れ
は

終
り
ご

ろ

に

あ
る

六

字
句
の

対
句
と
比

較

し

て

み

れ
ぽ
明
ら
か

で

あ
る

。

「

參
軌
留
望
」 、
「

伊
望
」

は

伊

尹
と
呂
望
で

あ
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る
が

、

「

軌
を

參
ず
」

と
い

う

言
い

方
は

珍
し
い

。

張
良
の

軌
跡
は

伊

尹
、

呂

望
と

肩
を
並
べ

る
ほ

ど
に

す
ば

ら
し
い

、

と
い

う
意
味
で

あ
る

が
「

文
選
」

は

勿
論

、

他
に

も
「

軌
を
參
ず
」

と
い

う
表
現
は

見
あ
た
ら

な
い

。

傅

亮
の

独
創

に

な

る
表
現
で

あ
ろ

う
。

次
の

「

冠

徳
如
仁
」

、

李
善
は

「

冠
徳
」

に

つ

い

て

は

班

固
「

典

引
」

を

あ
げ
る

。

比

較
的

新
し

い

表
現
で

あ
ろ

う
か

。

　
「

文
選
」

中

に

も
班

固
と

傅
亮
以

外
使
用
例
は
な
い

。

「

如
仁
」

に

つ

い

て

李
善
注
に

よ

れ

ば
、

典
故
は

「

論
語
」

憲

問
の

「

子
日

、

桓
公
九

合
諸

侯
、

不

以
兵
車

、

管
仲

之

力
也

、

如
其
仁

、

如
其
仁
」

で

あ
る

。

つ

瑛
り

「

其
の

仁
に

如
か

ん
」

と
い

う
三

字
句
の

中
の

「

其
」

を

除
い

た
「

如
仁
」

と
い

う

表
現
の

中
に

、

元
の

典

故
の

話
す
べ

て

を
含
め

て
、

管
仲
の

代
名
詞
と
し

て

使
わ

れ
て

い

る
わ

け
で

あ

る
。

こ

の

孔
子
の

答
は

子

路
の

「

桓
公

殺
公
子

糾
、

召
忽
死
之

、

管
仲
不

死
、

日

未
仁
乎
」

と
い

う

質
聞
に

対
し
て

な
さ

れ
た

も
の

で

あ
る
が

、

「

微
管
」

の

所
の

話
と

非
常
に

よ

く
似
て

い

る
。

　
こ

こ

で

表
現
方
法

を
離
れ
て

、

作
者
傅
亮
の

意
識
に

つ

い

て

少
し

考
察
し

て

み

た

い
。

手
が
か

り

は
、

「

微
管
」

「

如
仁
」

と
こ

と
ば
（

傅
亮
の

造
語
）

は

変
え
て

あ
る

が
、

管
仲
が
二

度
も
登

場
す
る

こ

と
で

あ
る
．

張
良
が

優
れ
た

人

物
で

あ
る

と
い

う
為
に

引
き
台
い

に

出
さ

れ
た

人
物
を
列
挙
し

て

み

る

と
、

「

微

管
」

の

管
仲

、

「

殆

庶
」

の

顔

回
、

「

伊

望
」

の

伊
尹
と

呂
望

、

そ
し

て

「

如
仁
」

の

管
仲
と

な
る

。

こ

の

う
ち

「

伊
望
」

は

二

人
で

二

字
、

し
か

も
姓

で

あ
げ
て

い

る
。

こ

れ
に

対
し

て
、

管
仲
と
顔
回
は

そ

れ

ぞ

れ
「

論

語
」

と

「

周

易
」

と
い

う

典
故
を
ふ

ま

え
、

し

か

も
三
つ

と
も
孔

子
の

言
で

あ
る
。

し

か

も
そ
の

抜
き
出
し

方
は

傅
亮
の

特
徴
の

よ

く
出
た

、

意
味
上
で

は

典

故

主

義
、

表
現
上
で

は

造

語
主
義
と
い

う
、

強

く
印
象
に

残
る

表
現
方
法
を
と
っ

て

い

る
。

こ

の

点
か

ら

考
え
て

、

作
者
は
や
は

り

こ

の

二

人
を
強

く
印
象
づ

け
た

が
っ

て
い

る

よ

う
で

あ
る

。

た

だ
顔
回
の

場
合

、

人
物
と
し

て

は

問
題

な
い

。

　
　
　
詔

令
の

文
学
性
（
西
）

し

か
し

、

「

張
良
な
る

人

物
は

…

…
」

と
切
り

出
し

た

後
に

続

く
「

道

亜

黄

中
、

照
隣
殆
庶
」

と

き
た

「

殆
庶
」

は

「

黄
中
」

と
対
に

す
べ

き
語
で

あ
り
、

「

周

易
」

中
に

登

場
す
る

人
物
で

な
け

れ
ば
な
ら

ず
、

「

黄
中
」

に

匹
敵
す
る

重
々

し

さ
を

必
然
的
に

も
っ

て

く
る

。

従
っ

て

表
現
の

仕
方
は

こ

う
な

ら
ざ
る

を

得
な
い

。

顔
回

と
い

う
人
物
よ

り
も

表
現
上
の

問
題
で

あ
る

。

そ
こ

で

問
題

は

管
仲
で

あ
る

。

先
ず
典

故
と
な
っ

た

「

論
語
」

で

見
る
と

、

質

問
者

の

子

貢
、

子
路
と

も
に

管
仲
の

仁
に

対
し
て

疑
問
を
も
っ

て

い

る
。

そ
し
て

孔
子
の

答
も
し
ご

く
歯
切

れ
が

悪
く

、

質
問
に

ま
と

も
に

答
え
て

い

な
い

。

「

も
し

管

仲
が
い

な
か

っ

た

ら
中
国
は

礼
儀
の

な
い

夷
狄
と
同
じ
に

な
っ

て

い

た

ろ

う
」

と
か

、

「

桓
公
が

兵
車
で

諸

侯
を
九
合
し

な
か

っ

た
の

は

管
伸
の

功

績

で

あ

る
」

と
か

、

質
問
の

「

自

分
の

主

君
公

子
糾
を
殺
し
た

、

敵
で

あ
る
桓
公
に

仕

え
て

相
と
な
っ

た

管
仲
が
は
た

し

て

仁
老
か
」

と
い

う

論
理
は
無

視
し

た

解
答

に

終
始
し

て

い

る
。

あ
る
い

は

孔

子
自
身

、

管
仲
の

行

動
に

は

否

定
的
な

考
え

方
も

も
っ

て

い

た
の

で

は

な
い

か
、

い

ず
れ
に

せ

よ
、

管
仲
に

は

不
忠
の

臣
と

い

う
暗
い

イ

メ

ー

ジ

が

ぬ

ぐ
い

き
れ
な
い

所
が

あ
る

。

　

最

初
の

テ

ー

ゼ

の

提
示
部
分
に

「

微
管
之

歎
」

と
い

う
表
現
を

使
っ

て

い

る

が
、

こ

の

部
分
は

聖
人
と
目
さ
れ

る
人
物
が

入
っ

て

し

か

る
べ

き

部

分

で

あ

る
。

「

論
語
」

中
に

は

そ
れ
に

ふ

さ
わ
し
い

聖
人
賢

者
は

い

く
ら
で

も
見
出
さ

れ
る

。

に

も
か

か

わ
ら

ず
傅

亮
が
こ

こ

に

管
仲
を
入
れ
た

の

は
、

張
良
の

こ

と

を
意
識
し

て
、

人
の

家

臣
と
な
っ

た

人
物
を

選
ん

だ
と

も
思
わ
れ
る

。

事
実

、

伊
尹

、

呂
望
は

そ

れ
に

当
て

は

ま
る

。

し
か

し

そ
れ
で

も
、

特
に

管
仲
を
選
ん

だ
と
い

う
理
由
は

わ
か

ら
な
い

。

し

か

も
、

後
で

「

如

仁
」

と

再
度
管
伸
が

登

場
し
て

く
る

。

や
は

り

作
者
傅
亮
は

管
仲
に

対
し
て

特
別
な

感

情
を
も
っ

て

い

る

と

考
え
ざ
る

を

得
な
い

。

そ
こ

で

傅
亮
の

こ

れ
ま
で

の

生
き
方
を
ふ

り
返
っ

て

み
る

と
、

〈
一

〉
で

述
べ

た

如
く

、

注
目

す
べ

き
こ

と
は

主

君
を
何
度
も
か

庵
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え
た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

桓
謙

、

桓
玄
、

孟

昶
、

劉
毅
、

劉
裕

、

無
論
今
の

主
君
は

、

そ
の

人
の

為
に

こ

の

文
章
を

書
い

て

い

る

劉
裕
で

あ
る
が
、

孟

昶
以

外
の

三

人
は

す
べ

て
、

現
在
の

主
君

劉
裕
に

よ
っ

て

殺
さ
れ
て

い

る
。

つ

ま

り

元
の

主
君

を
殺
し

た

人
物
に

現
在
傅

亮
は

仕
え
て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

管

仲
は

主
君
公
子
糾
が
殺
さ

れ
た

後
で

、

敵
で

あ
る

桓
公
の

相
と
な
っ

た
。

こ

の

点
で

管
仲
と

傅
亮
は
　

致
す
る

。

つ

ま
り

傅
亮
の

管
仲
に

対
す
る

特
別
な
感
情
の

原

点
は

主
君

と
自

分
と
の

特
別
な

関
係
に

あ
る

と
言
え
よ

う。

無

論
、

管
仲
と
も

一

致
す
る

不
忠
の

イ
メ

ー

ジ

を
も
っ

て

現
在
の

主
君
に

仕
え
て

い

る

と

い

う
感

情
は

倫
理

的
な
も
の

で

は

な
い
。

逆
に

自
分
は

劉
裕
の

最
初
か

ら
の

家

臣
で

は

な

く
、

劉

裕
に

あ
ま
り

良
く
思
わ

れ
て

い

な
い

の

で

は

な
い

か
、

管
仲
を
強
調

す
れ
ば

、

管
伸
と
共

通
の

負
い

目
を

も
つ

自
分
の

ひ

け
め

が

少
な

く
な
る

の

で

は

な
い

か

と

い

う
非

常
に

功
利
的
な
も
の

で

あ
る

。

つ

ま
り
、

管
仲
は

桓
公
に

仕
え
る

前
、

桓
公
の

敵
で

あ
ワ

た

弟
公
子

糾
に

仕
え

て

い

た

が
、

結
局
桓
公

を

天
下
を
一

匡
し

諸
侯
を

九
合
す
る

ま
で

に

し

た
。

私
も
以
前
多
く
の

人
々

に

仕

え

ま
し
た

が
、

今
あ
な
た
に

仕
え
て

か

ら
は

、

将
来
管
伸
と

同
じ
よ

う
な

働
き

を
い

た

し
ま

す
、

と
い

う
、

言
わ
ば

管
仲
と

い

う
名
前
を

借
り

て
、

劉

裕
に

自
，

分
の

売
り
こ

み

を
し

て

い

る

と

考
え
て

よ
い

の

で

は

な
か

ろ

う
か
。

直
接

劉
裕

に

対
し
て

こ

の

文

章
を
説

明
す
る

際
、

そ
こ

ま
で

は

言
わ
な
か

っ

た
ろ
う
が

、

典
故
と

な
っ

た

「

論
語
」

の
、

特
に

孔
子
が

管
仲
を

別
の

面
か

ら
評
価
し

よ

う

と
し

た

と
こ

ろ
は

、

こ

と

細
か

に

説
明

し
た

に

ち
が

い

な
い

。

結
局
、

作

者
の

意

識
と
し

て

は
、

張
良
を

管
伸
に

比
し

な
が
ら

、

実
は

そ
の

裏
で

自
分
を
管

仲

に

比
し
て

い

る

も
の

と

思
わ
れ
る

。

　
と
こ

ろ

で

こ

の

「

如
仁
」

と
い

う
語

も
傅
亮
の

造
語
と
し

て
、

齊
梁
の

文
人

に

よ

く
使
わ

れ
て

い

る
。

　「．
文
選
」

中
の

例
を
挙
げ
る

と
、

任
萌
の
「、
爲
范

始

興
作
求
立

太
宰
碑
表
」

の

「

至

於
道
被

鄭
仁

、

功
參

微
宮
」

と
か

、

沈
約
の

■

「

齊
故
安
陸
昭
王

碑
文
」

の

「

如
仁
夕
湯
之

、

志
中
夜
九
廻
」

な
ど
で

あ
る

。

特
に

任
賄
の

文
は

明
ら
か

に

こ

の

傅
亮
の

文
を
意
識

し
て

書
か

れ
た

も
の

で

あ

る
。

つ

ま
り

、

「

如
仁
」

を

傳
亮
の

造
語
と
見
な
し

て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

　

「

若

乃
神
交
妃
上

、

道
契
商
洛
」 。
こ

れ
は

張
良
の

事
跡
を
述
べ

た

も
の

で

あ

る

が、
、

張
良
が
黄
石

公
に

会
い

、

垣
上
で
一

編
の

兵
法
書
を

受
け
と
っ

た

と
い

う
、

伝
説
的

神
仙
的
説

話
に

も
と
つ

い

て

い

る
。

李
善
は

「

漢

書
」°

を

典
故
と

し
て

あ
げ

、

「

神
交
」

の

語
の

用

例
と
し
て

は
、

班
固
の

「

答

賓
戯
」

を

挙
げ

る

が
、

「

莊

子
」

に

見
え
る

語
で

あ
る

、

続
く
、

「

懸
黙
之
際

、

窗
然
難
究

、

淵

流
浩
瀁

、

莫
測
其
端

矣
」

、

の

四

句
も
上
二

句
に

同
じ
く

、

老

荘
的
な
言
語
を

連
ね

て

張
良
の

老
荘
的

面
を

ほ

め

讃
え
て

い

る
。

前
に

「

道
商

洛
に

契

す
」

と
、

張
良
の

姿
勢
が

晩
年
に

は

商
山
洛
山

、

つ

ま
り

隠
者
の

方
を

向
い

た
と
い

う
こ

と

を
う
け
て

、

　
「

顯
黙
之

際
、

穹
然

難
究
」

と

表
現
す
る

。

李
善
は

上
四

字
の

用

例
と
し

て
、

孫
綽
の

「

桓
宣

城
碑
」

を

あ
げ
る

、

「

俯
仰
顯

黙
之
際

、

優
遊

可
否
之

問
」

で

あ
る

。

こ

の

文
は

既
に

佚
し

て

お
る

が
、

題
も
こ

の

二

句

も
全
く
同
じ

も
の

が

任
肪
に

あ
る

。

孰
れ
に

し
て

も
晉
宋
の

こ

ろ
使
わ

れ
だ
し

た

表
現
か

も
知
れ
な
い
。

こ

こ

で

は
、

出
仕
と

隠
棲
の

境
界

、

と
い

う
よ

う
な

意
味
で

あ
ろ
う

。

「

智
然

難
究
」

の

典

故
に

、

李
善
は
「

莊

子
」

知
北
遊
の

「

而

知
天
道
窟

然
難
言
哉
」

を

あ
げ
る

。

老
荘
に

い

う
混

然
一

偉
と

な
っ

て

弁
別
し

難
い

状
態
を

言
う
の

で

あ
ろ
う
。

次
の

「

淵
流
浩
瀁

、

莫
測
其
端
矣
」

も
上
と

同
じ

方

向
の

句
で

あ
る

が

張
良
の

人

問
と
し
て

の

ス

ケ

ー

ル

が

は

か

り

知
れ
な

い

こ

と
を

述
べ

る
。

や

は

り
老

荘
の

立
場
か

ら
の

ほ

め

方
で

あ
る

。

李
善
は

事

実
の

典
故
と
し

て

「

黄
石

公
説
序
」

を

引
き

、

語

句
の

例
と

し

て

左
思
「

呉
都

賦
」

の

「

泓
澄

孺
榛

、

瀕

溶
抗
瘻

。

莫
測

其
深
、

莫
究
其

廣
」

を
あ
げ
る
。

傅

亮
の

表
現
は

「

瀕
溶
」

を
「

淵

流
」

に

「

深
」

を
「

端
」

に

変
え
た

だ

け
で

あ

り
、

明
ら
か

に

左
思
の

賦
を
ふ

ま
え

て

い

る
。
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こ

う

見
て

く
る

と
、

老

荘
的
な
面
か

ら

張
良
を
ほ

め
た

、

「

若
乃

〜
」

以

下

の

表
現
で

は

漢
代
以
降
の

比

較
的
近
い

時
代
の

文
人
の

作
品
を
典
故
と
し

て

利

用
し

て

い

る
よ

う
で

あ
る

。

一，
神

交
」

は

蓬

固

を
、

「

道

契
」

は

袁

宏
を
、

「

顯

黙
之

際
」

は

孫
綽
を

、

「

淵

流
活
演

、

莫
測

其
端
」

は

左
思
を

ふ

ま
え
て

い

る
。

前
の

儒
家
的
言
語
を

使
用

す
る

際
は

經
書
を
ヒ

ネ
ッ

て

引
用
し

て

い

た

の

に

対
し

、

老
荘
的
言

語
を

使
用

す
る

際
は

、

近
人
の

交
学
作
晶

を
引
用
し
て

い

た

と
い

う
こ

と
が
で

き
よ

う
。

　
一

応
こ

こ

ま
で

で

張
良
の

人
柄

、

行
為
に

つ

い

て

の

叙
述
を

終
え

、

こ

れ
か

ち

廟
を

修
復
す
る
こ

と
に

な
っ

た

い

き
さ
つ

を

述
べ

る
。

し
か

し

文
章
は

既
に

半
ば

を
越
え
て

い

る
．

本
来
、

侖

令
文
（
実
用
文
）

で

あ
る

「

教
」

に

於
て

、

本
論
以
上
の

修
飾

部
分
を
つ

け
加
え

る
。

傳
亮
の

「

教
」

を

文
学

作
品
と

見
な

し
て

き
た

、

一

つ

の

原
因
で

あ
ろ

う
。

　
次
の

句
か

ら
、

北
征
の

途

中
張
良
の

廟
が

荒
れ
は

て

て

い

る

の

を

見
た

劉
裕

が
、

そ
の

廟
を

修
痩
す
る

気
に

な
っ

た
い

き
さ
つ

を
、

六

句
に

わ
た
っ

て

事
実

を

主
と
し

て

述
べ

る
。

　
「

塗

次
舊
沛

、

佇
駕

留
城
」

。

沛
の

地

は

今
姚
泓
の

支
配

下
に

あ
る

。

故
に

「

舊
」

と

い

う
，

「

佇
駕
」

な
る
語
の

用

例
は

他
に

見
ら
れ

な
い

、

「

停
駕
」

と
い

う
語
は

、

　
羣
ヨ

書
L

、

「

魏
書
」

な
ど
に

散
見

す
る

。

そ

の

言
い

方
を

少
し

変
化
さ
せ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

「

塗

舊
沛
に

次
し

、

駕
を
留

城
に

佇
む
」

。

旅
の

途
中
立
ち

寄
っ

て

目
に

入
っ

た

も
の

は
、

「

靈
廟

荒
頓

、

遺

像
陳

昧
」

。

張
良
の

廟
は

荒
れ
は

て
、

そ
の

像
は

ち

り
に

汚
れ
た

ま
ま
の

有
様

。

「

荒
頓
」

に

つ

い

て

李
善
は

「

後
漢

書
」

を

あ
げ
る
が

、

班

固
の

東
都
賦
に

既

に

見
ら

れ
る

。

し

か

し

あ
ま

り
使
わ

れ
る
語
で

は

な
い

。

嘲

中

の

縁

を
「

遣

豫
」

と
表
現
す
る

の

も

そ
う

古
い

こ

と
で

は

な
い

し
、

多
く
も
な
い

。

李
善
が

引
く
如
く

、

夏
侯
湛
の

「

東
方
朔

畫
賛
序
」

く
ら
い

の

も
の

で

あ
る

。

以
上
四

句
は

事
実
を

述
べ

て

い

る
だ

け
な
の

で

表
現
の

仕
方
も

そ
う
変
化
を

も
た
せ

た

　
　
　

詔
令
の

文
学
性
（

西
）

と
い

う
も
の

で

は

な
い

。

　

次
の

二

句
は

、

廟
の

有
様
を

見
た

劉
裕
の

感

懐
を

述
べ

る
部
分

で

あ

る

の

で
、

又
經
書
を

典
故
と
し
て

使
用

す
る

。

「，
撫

跡
懐
人

、

永

歎

寔
深
」

。

「

撫

跡
」

の

語
は

集
注
本
以

外
の

「

丈

選
」

各
本
は

「

撫
事
」

に

作
る

。

こ

れ
は

「

撫
跡
」

の

方
が
正
し
い
。

傅
亮
は

「

撫
事
」

と
「

撫
跡
」

を
は

っ

き
り

使
い

分
け
て

い

る
。

「

撫
事
彌

深
」

と

あ
っ

た

「

撫

事
」

は

「

尚
喜【
」

を
ふ

ま

え
た

「

撫
劉
事
」

の

意
味
で

あ
り
、

「

撫
跡
」

は

文
選
鈔
に

「

撫
覧
古
迹
」

と
注
す

る

如
く

、

　「，
事
跡
を
た
ど
り

み
る
」

の

意
で

あ
ろ

う
。

余
談
だ
が

「

撫
事
彌

深
」

は

決
し

て

五
臣
注
に

言
う

如
く

、

　
「

撫
思

此
事
」

で

は

な
い

。

元
に

返
っ

て
、

「

撫

跡
」

な
る

語
は

他
に

用
例
を
見

な
い

。

こ

れ

亦
傅
亮
の

造

語
だ

っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

唯
、

後
世
の

文
人
に

は

注

目
さ

れ
な
か
っ

た

語
の

よ

う
で

、

誰

も
こ

の

語

を
使
っ

て

は

い

な
い
。

「

懐
人
」

は

李
善
に

よ

れ
ぽ

、

　
「

毛
詩
」

周

南
巻

耳
を
典
故
と

し
、

　
「

永

歎
一

は

「

毛
詩
」

小
雅
小
弁
を

典
故
と
す
る

。

「

懐

人
」

に

し
ろ

「

永
歎
」

に

し

ろ
、

非

常
に

多
く
の

文
人
の

作
品

に

「

毛

詩
」

を
典
故

と
し

て

使
わ
れ
て

い

る
．

典
故
と
し

て

は

最
も
ポ

ピ

ェ

ラ

ー

な
も

の

で

あ
る

。

傅

亮
の

典
故
の

使
い

方
と
し

て
、

こ

れ

ま
で

見
て

き
た

も
の

と
比

べ

て
、

こ

こ

は

誠
に

平
易
で

あ
る

。

劉
裕
に

も
よ

く
わ

か

っ

て
、

納
得
し
て

も

ら
え
る

典
故
を
と

考
え
た
の

で

あ
ろ

う
か

。

「

永

歎
寔
深
」

と

歎
い

て

い

る
の

は

劉
裕
な
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

ま
で

の

六

句
が

、

覇
を

修
理
す
る

こ

と
に

な
っ

た
い

ぎ
さ
つ

で

あ
る

。

続
い

て

次
の

四

句
に

入
る

。

「

過

大
梁
者

、

或

佇
想
於
夷
門

、

遊
九
原

者
、

亦

流

連
於
随
會
」 、
（

大
梁
を

過
る

者
は

、

或
は

佇
み

て

夷
門

を
想
い

、

九
原
に

遊

ぶ

者
は
、

亦
随
會
に

流
連
す
）

二

度
目
の

六

字
句
で

あ
る

。

四
字
句

が
連
続
し

た

後
の

六

字
句
で

あ
る
か

ら
、

特
に

目
に

つ

く
句
で

あ
る

。

李
善
は

前
二

句
の

典
故
と
し
て

「

史
記
」

魏
公

子
伝
を

あ
げ
る

。

「

魏
有
隠
士

、

日

侯
羸

、

年
七

一a「
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十
、

家
貧

爲
大
梁
夷
門

監
者
」

。

　
つ

ま
り
「

夷
門
」

と

は

大
梁
の

夷
門
監

者
で

あ
っ

た

侯
羸
の

こ

と
を
い

う
。

又
「

過
大
梁

者
」

に

つ

い

て

李
善
は
「，
史
記
」

魏
公
子
伝
の

大
史
公
舒

伝
を

典
故
と

す
る

。

　
「

吾
過
大

梁
之
壙

、

求
問
其
所
謂

夷
門

者
」

で

あ
る

。

こ

こ

の

典
故
の

部
分
は
「

微
管
」

や
「．
如
仁
」

と

違
っ

て

わ
か

り

易
い

形
で

抜
き
出
さ

れ
て

い

る
。

そ
の

点
に

つ

い

て

は

下
の

二

句
も

同

じ
で

あ
る

。

つ

い

で

に

下
の

二

句
の

典
故
も

あ
げ
て

お

く
。

「

礼
記
」

壇
弓
下

「

趙

文
子
輿
叔
譽

闘
乎
九
原

、

文

子
日

、

死

者
如
可
作
也

、

吾
誰
與
歸
…

…

ー

文
子
日・・
：・
…・
我
則
随
武
子

乎
　
　
・

」

、

鄭
玄
の

注
に

「

武

子
士

會
也

、

食
邑

於

随
」

と
あ

る
の

が

典
故
で

あ
る

。

　
こ

の

四

句
、

劉
裕
が
、

直
鍛
に

は

つ

な
が

り
の

な
い

張
良
の

廟
を

修
復
す
る

正

当
性
を

、

前
人
に

も

そ
れ
と
同
じ

例
が

あ
っ

た

こ

と

を
あ
げ
て

、

述
べ

て

い

る
わ
け
で

あ
る

。

夷
門
の

話
に

つ

い

て

は
、

揚
雄
の

「

解
嘲
」

に

「

或

倚
夷
門

而
笑
」

と
あ
っ

た
り

、

應
臻
の

「

與
満
公
淡

書
」

に

「

雖
昔
侯
生
納

顧
於
夷

門
」

と

あ
る

如
く

、

傅
亮
以
前
に

し

ば
し

ば
典
故
と
し

て

引

用
さ

れ
て

い

る
。

た
だ

李
善
の

如
く
「

過
大
梁
者
」

を
司

馬
遷
と
と
る

の

は

い

か

が

な
も
の

で

あ

ろ
う
か

。

張

良
の

廟
の

前
に

佇
ん

で

張

良
を
追
懐

す
る

劉
裕
を

、

大
梁
の

廃
墟

に

佇
ん

で

侯
贏
を
追
懐
す
る

司
馬
遷
と

同
じ

だ

と
言
っ

て
、

劉
裕
が

喜
ぶ

で

あ

ろ
う
か

。

逆
で

あ
る

。

宮
刑
を

受
け
た

人
間
と
一

緒
に

さ

れ
て

は

劉

裕
が

そ
の

文
章
を

書
い

た
人

間
を
罰
し

な
い

は

ず
は

な
い

。

従
っ

て

「

過
大
梁

者
」

は

司

馬
遷
で

は

な
い

。

こ

れ
は

文
選

鈔
に

「

高
祺
微
時
過
夷
門

、

常
想
侯
贏
」

と
注

す
る

如
く

漢
の

高
祺

と
解

す
る

の

が
よ

い

よ
う
で

あ
る

。

劉
裕
は

同
姓
で

あ
る

こ

と

を
も
っ

て
、

常
に

漢
の

王

室
の

流
れ
で

あ
る

と

言
い

た
が
っ

て

い

る
。

従

っ

て

「

過

大
梁

者
」

が

漢
の

高
祀

で

あ
れ
ば

劉
裕
を

高
租

に

比
し

た

こ

と
に

な

り
．

劉
裕
は

大
変
喜
ぶ
わ

け
で

あ
る

。

傅

亮
が

意
識
し
た

の

は

恐
ら

く
こ

の

点

で

あ
ろ

う
。

昔
人
を

追
懐
す
る

典
故
は

非

常
に

多
い

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

夷
門

監
者
を

典
故
と

し

て

用
い

た
の

は
、

劉
裕
を

漢
の

高
組
に

比
す
る
こ

と
が
で

き

る

か

与
で

あ
ろ

う
。

こ

う

見
て

く
る

と
、

下
の

二

句
の

僻

典
と

も
言
う
べ

き
、

随
會
を

典
故
に

用
い

た
こ

と
も
説

明
が
つ

く
。

「

春
秋
左

氏
傳
」

文

公
十
三
年

に

随
の

士
會
の

こ

と
が

記
さ

れ
て

い

る

が
、

秦
に

居
た

士

會
を

自
国
の

安
全
の

為
に

晉
が
連
れ

も
ど
し

た
と
い

う
話
が
く
わ
し

く
述
べ

ら

れ
て

い

る
、

そ
し
て

そ
の

最
後
に

「

其
處

者
爲
劉
氏
」

と
い

う
一

句
が
く
っ

つ

い

て

い

る
。

疏
家
達

は
こ

の

句
が
漢

代
の

左
氏
学

者
に

よ

っ

て
、

王

室
に

お

も
ね

る

為
に

、

挿
入
さ

れ
た
の

で

は

な
い

か

と

疑
っ

て

い

る
。

そ

う
い

う
問
題
の

有
る
一

句

で

あ

る

が
、

実
は

こ

れ
が
漢
の

高
祺
の

家
系
の

初
め

と

さ
れ
て

い

る
。

と

す
れ
ば

「

随

會
」

も

漢
の

高
砠
に

関
係
し

た

典
故
と
い

う
こ

と

に

な
る

。

う
が

っ

た

見
方
を

す
れ
ば

、

劉
裕
は

或
は

こ

の

文
章
を

読
み

、

作
者
傅
亮
の

説
明

を
聞
い

て

初
め

て
、

劉
氏
の

最
も
古
い

記
録
を
知
っ

た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

傅
亮
の

説

明
を

聞
く

劉
裕
は

大

変
満

足
し

た

に

違
い

な
い
。

因
に

漢
の

高
祿

に

績
び
つ

け
た

こ

と
を

証
明
す
る

も
の

と
し

て
、

　
「

夊
選
」

中
の

「，
九

原
」

の

用
例
を

見
て

み
る

と
、

傅
亮
の

語
を
よ

く
典
故
の

如
く
引
用

す
る

任
防
と
沈
約
に

例
が

あ
る
が

、

そ
れ
は

「

寧
容
使
長

想
九
原
」

と
か

、

　
「

誰
當

九

原
上

、

鬱
々

望
佳
城
」

と

あ

っ

て
、

随
士

會
ま

で

は

引
用
が
及
ん

で

い

な
い

。

随
會
は

傅

亮
だ

け
に

必
要
で

あ
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

結
局
こ

の

四

句
の

特
長
は

、

劉
裕
の

喜
ぶ

よ
う
な

典
故
を
さ
り

げ
な

く
配
置

し

た
、

た

だ
し

表
現
は

字

数
を
変
え
て

六

字
句
と
し
て

特
に

目
立
つ

よ

う
に

し

た
、

い

か

に

も
功

利
的
な
技

巧
に

あ
る

と

言
え
よ
う

。

　
次
に

前
の

重

要
な

（

傅
亮
に

と
っ

て
）

四

句
を

受
け
る

二

句
で

あ
る

が
、

こ

れ

亦
前
の

句
の

典

故
の

し
め

く
く
り
と
な
る

部
分
で

あ
る

。

「

擬
之

若
人

、

亦

足

以
云
」

　
（

旨
」

れ
を

若
人
に

擬

す
、

亦
も
っ

て

云
ふ

に

足
る
）

「

若
人
」

と
は

李
善
注
に

よ

れ
ば
、

　
「

論
語
」

公
冶
長
の

「

子
謂
子
賤

、

君

子
哉
若
人
」

を

典

一 22 一
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故
と

す
る

。

「

こ

の

よ
う
な
人
」

の

意
で

あ
る

。

従
っ

て

「

擬

之
若
人
」

と

言

え
ば

、

張
良
を

侯
羸
や

随
會
に

擬
す
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

と

す
れ
ば
当
然

、

今
張

良
の

廟
の

前
に

立
つ

劉
裕
は

、

侯
瀬

、

随
會

を
追
懐

す
る

漢
の

高
祗
に

擬

さ
れ
る

こ

と
に

な
る

。

こ

こ

ま

で

ダ

メ

を
お
さ
れ

れ
ぽ
劉
裕
も
う
れ
し
さ

を
か

く
す
こ

と
は

出
来
な
か

っ

た

ろ

う
と
思
わ

れ
る

。

次
の

「

亦
足

以
云
」

は

非
常

に

口

語
的
で

あ
る

が
、

「

文
選
」

中
の

用

例
を

見
る

と
、

左
思
の

「

魏
都
賦
」

に

「

張
儀
張
禄

、

亦
足
云

也
」

と
か

、

司
馬
遷
の

「

報
任
少
卿
書
」

に

「

事
已

無
可
奈

何
、

其

所
薙

敗
功

、

亦
足
以

暴
於
天
下
」

と
か
、

陸
機
の

「

辨
亡
論
」

の

「

掬
其
體

國
經
邦
之

具
、

亦
足
以

爲
政
矣
」

な
ど
の

例
の

如
く
で

あ
る

．

い

ず
れ

も
「

〜
す
る

の

に

十
分
の

才
能

が

あ
る
一

と
い

う
意

味
で

あ
ろ

う
。

こ

の

四
字

句
は

恐

ら
く
当
時
も
口

語
の

中
に

使
わ

れ
て

い

た
の

で

は

な
い

か

と
思
わ

れ
る

。

特
に

こ

の

部
分
は

劉

裕
に

わ
か

り

易
い

よ

う
に

と
の

配
慮
が
あ
っ

た

と

考
え
る
の

は

う
が

ち
す
ぎ
で

あ
ろ

う
か

。

　
以
上
六

句
が

廟
を

修
理

す
る
正

当
性

を
論
じ
た

部
分
と
な
っ

て

い

る
。

以
下

の

文
が
本
来
な
ら
こ

の

教
の

中
心

に

来
る

は

ず
の

命
令
の

内

容
を
述
べ

た

部
分

で

あ
る
。

「

可
改
構
棟
宇

、

脩
餝
丹
青

、

蘋
繋
行
潦

、

以

時
致
薦
」

。

上
二

句
は

典
故
と
て

な
い

が
、

下
二

句
は

、

李
善
に

よ

れ
ば
、

「

左
氏

伝
」

の

隠

公
三

年

の

「

蘋
藥
薀

藻
之

菜
、

溝
汗

行
潦
之
水

、

可
薦
於
鬼
神
」

が

典
故
で

あ
る

と
い

う
。

廟

を
お

ま
つ

り
す
る

に

は

ふ

さ

わ
し

い
、

し
か

も
非
常
に

素
直
な

典
故
の

引
き
方
で

あ
る

。

そ
し
て

最
後
の

廟
を

修
復
す
る

意
義
を
述
べ

て

し
め

く
く
っ

た

こ

と
ば
で

あ
る

「

抒
懐
古
之

情
、

存
不

刊
之

烈
」

〔
懐
古
の

情
を

抒
し

、

不

刊
の

い

さ
お
し

を

存
せ

ん
）

と
い

う

の

も
「

左

氏
伝
」

の

序
文
の

「

經
者
不
刊

之
書
也
」

を
ふ

ま
え
た

も
の

で

あ
る

が
、

ま
こ

と
に

素
直
な

典
故
の

引
き
方
で

あ
る

。

た

だ
、

廟
修

復
と
い

う
劉

裕
の

業
を

「

不
刊
之

烈
」

と
經

書
並
み

の

重

さ

を
も
た
せ

れ
ば

、

劉
裕
も

最
後
ま

で

満
足
し

て

こ

の

文
章
を
読
ん

だ
こ

と
で

　
　
　

詔
令
の

文
学
牲
（

西
）

あ
ろ
う

。

　
全
文
を

簡
単
に

ま

と

め

て

み

る

と
、

最
初
の

四
句
は

テ

ー

ゼ

の

提

示

部

分

で
、

経

書
を
引
用
し

た

斬
栽
な

表
現
が

特
長
で

あ
る

。

次
の

八

句
は

張
良
の

人

柄
を
ほ

め

た

部
分
で

、

や

は

り

経
書
を

典
故
と
し
た

斬
新
な
表

現
の

裏
に

重

厚

な

典
故
を

結
び
つ

け
た

傅
亮
独

特
の

表
現
法

が
特
長
で

あ
る

。

次
の

八

句
も

張

良
の

人
柄
を
ほ

め

た

部
分
で

あ
る

が
、

老
荘
的
な

面
か

ら
ほ

め

た

も
の

で
、

典

故
と
し
て

は

漢
代

以
降
の

文
学
作
晶
を

多
く
使
用
す
る
。

次
の

十
二

句
は

劉
裕

が

張
良
の

廟
を
修
復
す
る

こ

と
に

な
っ

た

い

き
さ

つ

と
意

義
を
の

べ

た

部

分

で
、

典
故
と

し

て

き
わ
だ
っ

た

も
の

は

少
な
い

が
、

劉
裕
を

喜
ば
せ

る
よ

う

な

典
故
が

、

さ
や

げ
な
く

、

し
か

も
目
立
つ

よ

う
に

使
わ

れ
て

い

る

の

が

特
長
で

あ
る
。

最

後
の

七

句
が

、

官
吏
に

修
復
す
べ

き
内
容
を
述
べ

た

部
分
で

、

い

わ

ば
本
論
で

あ
る
が

、

こ

れ
ま

で

の

四
、

八
、

八
、

十
二

、

合

計
三

十
二

句
と

く

ら
べ

て

非
常
に

簡
璽

で

あ
る

。

　
対
句
に

つ

い

て

は

全
く

言
及
し

な
か

っ

た

が
、

傅

亮
ら
し

い

特
長
の

あ
る

典

故
を

使
っ

た

部

分
は

、

ほ

と
ん

ど
対
句
で

、

こ

こ

に

も

大
変
気
を

使
っ

て

い

る

よ

う
で

あ
る

。

対
句
に

つ

い

て

の

考
究
は

別
の

機
会
に

し

た

い
。

　
以
上

大
ま
か

に

こ

の

交
章
の

表
現
の

特
徴
を
、

典

故
を
も
と
に

し

た

文
章
と

い

う
こ

と

を
念

頭
に

お

い

て

見
て

き
た

が
、

最
後
に

こ

の

文
章
の

特
徴
と

し

て

特
に

と

り
上
げ
る

べ

き
も
の

を

ま
と
め

て

お

こ

う
．

一
、

典
故
を
使

う
際
、

文
法

を
無
視
し
て

ま
で
、

抜

き
出
し

方
に

特
異
性
を

も

　
た

せ
、

意

味
上
で

は

典

故
を
想
豫
、

連
想
さ
せ

る

が
、

表
現
上
で

は

新
し
い

　

言
語

、

つ

ま

り
造
語
と
い

う
感
じ

を
与
え
る
。

こ

れ
は

ま
と
め

て

み

る
と

、

　

意
味
上
の

古
典
的

表
現
法
と

、

言
語
表
現
上
の

創
造
的

斬
新
的
表
現
法
の

二

　
つ

を
、

同
時
に

兼
ね
そ

な
え
た

表
現
法
で

あ
る
と

い

え
よ

う
。

二
、

典
故
に

は

も
と
つ
か

な
い

が
、

　
「

照
隣
」

　
「

參

軌
」

　
「

撫
跡
」

な
ど

、

他
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の

人
々

の

使
わ

な
い

表
現

、

傅
亮
独

得
の

表
現
が

見
ら
れ

る
。

三
、

後
の

六

字
句
の

所
で

見
ら

れ
た
よ

う
に

、

主
君
劉
裕
を

喜
ば
せ

る
為
の

典

　

故
使
用
に

か

な
り

努
力
し

て

い

る
こ

と
。

こ

れ
は

表
現
方
法
の

問

題
と
は

少

　
し

離
れ
て

、

作
者
の

意
識
の

問
題
で

あ
る

。

四
、

　
「

微
管
」

　
「

如
仁
」

の

如
く

自
分
を
劉
裕
に

売
り
こ

む
か

の

よ

う

な
表
現

　
が

見
ら

れ
る

。

こ

れ
は
三

と

も
関
係
す
る

こ

と
で

あ
る

。

五
、

典

故
と
し

て

使
わ

れ
た
書
の

中
で

、

　
「

周
易
」

が
か

な
り
の

比

重
を

占
め

　
る

。

　「

体
こ

う
い

う
文
章
で

は

「

尚
書
」

が

典
故
と
し
て

使
わ
れ

易
い

。

し

　
か

し

傅
亮
の

こ

の

文
章
で

は
、

重

要
な

表
現
部
分
の

典
故

は

殆

ん

ど
「

周

　
易
」

で

あ
る

。

　
以

上
五

つ

ば
か

り

特
徴
を
あ
げ
た
が

、

昭
明

太
子
が

、

こ

の

点
が

文
学

的
だ

と
認
め

た

の

は
、

一

と
二

で

あ
ろ

う
。

典

故
の

利
用
の

巧
み

さ

と
言
語
の

斬
新

さ
で

あ
る

。

た

だ

傅
亮
の

場
合
は

、

こ

の

二

つ

が
不

可
分
の

関
係
に

あ
り

、

一

つ

の

言
語
に

そ
の

両
方
の

特
徴
が
含
ま
れ
る

と
い

う

点
こ

そ
、

最
大
の

特

徴
で

あ
ろ

う
。

　
「

爲
宋

公
修
楚
元
王

墓
教
」

の

分
析
と

、

劉
裕
の

作
と

さ
れ
て

い

る

文
章
の

中
か
ら

傅

亮
の

作
品
を
選
別
す
る

考
証
と
が
こ

の

後
に

続
く
が
隔

こ

の

二

つ

を

ま
と
め

て

次
号
に

ゆ

ず
る

。

本
論

交
と
こ

の

二

σ

を
合
わ
せ

た

論
で

r
ー

傅
亮

の

場
合
…

1
を

終
る
こ

と
に

な
る

。

’
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