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蹴
約

、

字

繰
文、

呉

興
郡

囁
康

県
の

人
で

あ

る
。

祖
父

霖

子

で
、

宋
の

征
虜
将
軍

、

父
は

璞

で
、

淮
南
太
守
で

あ
っ

た
。

瑛
は

元

嘉

案
に

誅
殺

 
れ

・

幼
少
で

あ
・

た

約

鋳
を

≦
・

ま

せ

た
が

、

後
に

赦
免
さ

れ
た

。

や
が

て

他
郷
に

さ

す
ら
い
、

よ

る
べ

な
く

貧
し

か
っ

た

が
、

篤
く

勉
学
を
好
み

、

昼

夜
、

怠
ら

な
か
っ

た
。

母
は
約

が
、

そ
の

苦
労
の

た

め

に

病
気
に

な

り

は

し

な
い

か

と

心

配
し

て
、

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
へ

い

つ

も
（

家
人

に

こ

っ

そ
り

と
）

油
を

減
ら
さ

せ

て
、

火

を
消
し

た
。

か

く
し

て
、

昼
に

読
ん
だ

と
こ

ろ
は
、

夜

に

は

も
う

暗
誦
し

て

お

り
、

た

め

に

広

く
多
く
の

書
物
に

通
じ

、

能
く
文
章
を

作
っ

た
。

　
　
 

　

初
め

て

官
に

挙
げ

ら
れ
て

奉
朝

請
と

な
っ

た
。

済
陽
の

蔡
興

宗
は

彼
の

才
能
を
耳
に

し

て

厚

く
遇

し
た

。

興

宗
が

郢
州
の

刺
史
に

な
る

と
、

取
り
た

て

て

安
西
将

軍
の

外
兵
参

軍
と
し
、

記
室
を
兼
ね

さ

せ

た
。

興
宗
は
か

つ

て

子

供
た

ち
に

、

　
「

沈
記
室
は

人

倫
の

手
本
で

あ

る
。

よ
く
お

仕
え

し

な

さ

い
」

と

言
っ

た
。

荊

州
の

刺
史
に

な
る

と
、

さ

ら
に

征
西
将

軍
の

記

室
参
軍
と

し

て
、

厥
西
県
の

令
も

兼
ね
た

。

興
宗
が

亡
く

な
る

と
、

ま
ず
、

安
西
将

軍
で

あ
る

晋

安
王

の

法

曹
参

軍
と

な
り
、

つ

い

で

外
兵

参
軍
に

転
じ
た

が
、

並
び
に

記
室
を
兼
ね

て

い

た
。

そ
の

後、

中
央
政
府
に

入

り
、

尚
書
度

支
郎
と

な
っ

た
。

　

斉
の

初
め
、

征
虜
将

軍
の

記
室
と

な
り

、

襄
陽

の

令
を
兼
ね

た
。

奉
じ

た

王
は
・

斉
の

文
恵
太

奏
で

あ
っ

た
。

李
が

東

宮
に

入

る

と
、

歩
兵

校
尉
と

な
っ

て

書
記

を

掌
り

、

永
寿
省
に

当
直
し
、

四
部
の

図

書
を
校

合
し

た
。

当
時
、

東
宮
に

は
有
能
の

士
が

多
か
っ

た

が
、

沈

約
は

特
別
に

親
遇
せ

ら

れ
、

当
直
の

た

び
に

お

目
通
り
し

、

日

影
が

斜
め

に

な
っ

て

は

じ
め

て

退
出
し

た
。

そ
の

こ

ろ
、

王
侯
が

東
宮
に

来
て

も
、

太
子
に

会
え

な
い

こ

と

が
あ

り
、

約
が

そ
の

こ

と

を
言
う

た

び
に

、

太

子
は

「

私
が

平

素
か

ら
朝
寝
坊

な
の

は
、

そ

な

た

の

よ

く
知
っ

て

い

る

と

こ

ろ
。

そ

な
た

の

談
論

を
聞
い

て
、

寝
る

の

を
忘

れ

る

か

ら
で
あ

る
。

私
に

早

く
起
き

て

ほ

し
い

の

な

ら
、

い

つ

も
早

く
や
っ

て

来
な
さ
い
」

と

言
っ

た
。

太

子

家
令
に

遷

り
、

後
に

本
官

の

ま

ま

で

著
作

郎
を
兼
ね
、

中
書

郎、

本
邑
の

中
正

、

司
徒

右
長
史

、

黄

門
侍

郎
に

詳
っ

た
。

　

時
に

竟
陵
王

も
亦
た

有
能
の

士

を
招
い

て

お

り
、

約
は

蘭
陵
の

蕭
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磔
、

琅

邪
の

王

融
、

陳

郡
の

謝

眺
、

南
郷

の

范
雲
、

楽
安
の

任
肪

ら

と
、

皆
で
こ

こ

に

遊
ん

だ
。

当

時
の

人
々

は

「

人

材
を
得

た
」

と
う

わ

さ

し

た
。

ほ

ど

な
く

、

尚

書
左
丞

を
兼
ね
、

つ

い

で

御
史

中
丞
と

な
り
、

車

騎
長

史
に

転
じ

た
。

隆
昌
元

年
に

吏

部
郎
の

任
を
授

け
ら

れ
、

地
方
に

出
て

寧
朔
将

軍
・

東
陽
太
守
と

な
っ

た
。

　

明

帝
が

即
位
し

て
、

輔
国

将
軍
に

進
め

ら
れ

、

召
さ

れ

て

五

兵
尚

書
と
な

り、

国
子
祭
酒
に

遷
っ

た
。

明

帝
が

崩
ず
る

と
、

政
権
は

冢

宰
の

手
に

委
ね

ら
れ

、

尚

書
令
の

徐

孝
嗣

は

約
に

遺

詔
を
撰
定
さ

せ

た
。

左

贈
軍
に

遷
り
、

つ

い

で

通
直

散
騎
常
侍
を
加
え

ら

れ

た
。

永
元
二

年
、

母
が

老
い

た

こ

と

を
理

由
に

上

表
し
て

辞

職
を
願
い

、

改
め

て

冠

軍
将

軍
．

司

徒
左
長

史
、

征
虜
将

軍
・

南
清
河
太
守
を
授

け
ら
れ

た
。

亠
、

覆
は

、

竟
陵
王

の

西

邸
に

幽
入

り
し

て

い

た

時
か

ら
、

約
と

交

る
こ

と

久
し

く
、

建
康
城
が

平
定
さ

れ

る

と
、

引
い

て

騒
騎
将

軍
の

司
馬
と

し

た
。

将
軍
職
は

も
と
の

ま
ま

で
あ
っ

た
。

時
に

高
祖
の

功

業
は

成

就
し
、

天
意
と
人

意
が

ま
こ

と
に

即

位
に

か

な
っ

て

い

た
。

約
は
か

つ

て

高

祖
に

そ
の

こ

と

を
ほ

の

め

か

し

た

が
、

高
祖
は

黙
っ

て

答
え

な

か
っ

た
。

別
の

日
、

さ

ら
に

進
み

で

て

言
っ

た

「

A7

は

昔

と

違
っ

て
、

淳

朴
の

風

俗

を
天

下
の

人
々

に

期

待
す
る
こ

と

は

で

き

ま

せ

ん
。

士

大
夫
で

、

龍
に

攀
ぢ

鳳
に

附
こ

う

と

す
る

撫
・

わ

ず

か

で

も
功

績
を
立

て

て
、

そ
れ

で

俸

禄
を
保
証
し

て

ほ

し

い

と

望
ん

で

お

り

ま

す
。

A7

や

子
供
や

牧
童
さ

え

も
、

す
べ

て

斉
の

天

禄
が

終

わ
っ

た

こ

と

を
知

り
、

あ
な

た

こ

そ
天
子
の

位
に

即
か

れ

る

お

方
だ

と
言
わ

な
い

者
は

あ

り

ま
せ

ん
。

天
空

や
世
の

中
の

様
子

は
、

革
命

の

徴
候

を
示

し

て
お

り
、

そ
れ

は

永
元

以
来

、

と

り
わ

け

顕
著
で

あ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
な

り

ま

す
。

讖

に

『

行
中
水
は

天

子
と
作
る
』

と

あ

り

ま

す
。

こ

れ
は

又

た

歴

然
と

し

て

記

録
に

残
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

り

ま
す

。

天

の

意

　

　
た

が

志
に

違
っ

て

は

な
り

ま

せ

ん

し
、

民

衆
の

情
を
失
っ

て

は

な

り

ま

せ

ん
。

も
し

帝

位
に

即
く
べ

き

命
運
で

あ
れ

ば
、

謙
譲
し

て

徳
の

光

を

増
す
生

き

方
を
願
っ

て

も
、

そ
れ

は

で
き

な
い

こ

と

で

す
L

と
。

高

祖
は
、

　
「

私
は
A7

そ
の

こ

と
を
思

案
し

て

い

る

と

こ

ろ

だ
」

と

言
っ

た
。

　

そ

蝋

を
聞
い

て
、

約
は

、

　
「

あ

な
た

が

先
に

樊
・

汚

で

兵
を
起
こ

さ

れ

た
、

そ
の

時
に

こ

そ
思
案
さ

れ

て

然
る
べ

き

こ

と
で

す
。

A7

や

王

業
は

成

就
し

て

お

り
、

何
を
思
案
す

る

こ

と
が

あ

り
ま
し
ょ

う
か

。

昔
、

武
王
が

紂
を
伐
っ

た

時、

そ
の

国
に

入

る

や
、

民
が

す

ぐ
に
『

わ

が

君
』

と
言
い

ま

し

た
。

武
王
は

民
衆
の

意

向
に

そ
む

く
こ

と

な

く
、

ま
た

思

案
す
る

こ

と

も
あ

り
ま
せ

ん

で

し

た
。

あ

な
た

が

都
に

入

ら

れ

て

か

ら
、

陰

腸
の

気
の

次
第
は

変
わ

り
つ

つ

あ
り

ま

す

が
、

周
の

武
王
に

比

較
し

て
、

　
（

即

位
の

時
期

に
）

遅
速
の

ち
が

い

が

あ

り

ま

す
。

早
く

大
業
を
定
め
、

天

意
と

民

情
の

期

待

を
し
っ

か

り
つ

な
い

で

お

か

れ

な
い

と
、

も
し
一

人
の

異
を
立
て

る

者
が

出
て

く
れ

ば
・

す
ぐ
に

威

徳
を
そ
こ

な

う
こ

と
に

な
り

ま

し
よ

う
。

そ
の

う
え

、

人

の

寿
命
は

金
石
の

よ

う
に

い

つ

ま

で

も
続

く
も

の

で

な

く
、

時
世
の

事
態
は

浸
誘
ま

ま

の

状
態
を

保
ち

難
い

も
の

で

す
。

ど

う
し

て

建
安

　

　

　

ユ

公
の

封
土

を
子
孫
に

残
す
こ

と

が

で

き

ま

し
ょ

う

か
。

天

子
が

都
に

一 36 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Lrterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

還
り
、

公
卿
が

位
に

在
れ

ば
、

君

臣
と

し
て
の

分
が

定
ま

り
、

臣

下

に

異

心
を
い

だ

く
者
は

お

り
ま

す
ま
い

。

君

が

上
に

明

察
で

あ

り
、

下
に

臣
下
が

真
心
を
尽
く
せ

ば
、

ど

う
し

て

寄
り

集
ま
っ

て

賊

害
を

企

て

る

者
が

あ

り

ま
し
ょ

う
か
L

と

言
っ

た
。

高

祖
は
、

そ
の

通
り

で

あ

る

と
納

得
し

た
。

　

約
は

外
に

出
た

。

高
祖
は

范
雲

を
召
し

て

即

位

の

こ

と

を
告
げ

た
。

雲
の

答
え
は

、

だ
い

た

い

約
の

趣

旨
と
同
じ

で

あ
っ

た
。

高

祖
が

言

っ

た
、

　
「

智
者
の

考
え

は

暗
に
一

致
し

て

い

る
も

の

だ

な
。

そ
な
た

は
明

朝
早
く

、

沈
休
文

を
つ

れ
て

、

ま
た

や
っ

て

来
な
さ
い
」

と
。

雲
は

外
に

出
て

約
と
相
談

し

た
。

約
が

言
っ

た
、

　
「

そ

な
た

は

必

ず

私
を
待
っ

て

く
れ
」

と
。

雲
は

承
諾
し

た
。

と
こ

ろ
が

約
は

、

約

束

の

時
間
よ

り

も

早
く

中
に

入
っ

た
。

高
祖
は

約
に

、

そ

の

事
の

草
案

を
作
ら
せ

た
。

約
は

懐
中
か

ら
詔

書、

な
ら
び
に

諸
人

の

役

職
の

配

置
を
取
り

出
し

て

見
せ

た

が
、

そ

れ

は
高

祖
が
全

く
改
め

る

必

要
の

な
い

も
の

で

あ
っ

た
。

　

し

ば
ら
く

し

て

雲
が

や
っ

て

来
て

殿
門
に

着
い

た

が
、

中
に

入

る

こ

と

が

で

き

ず
、

寿
光
閣
の

外
で

う
ろ
う

ろ
し

て
、

た

だ

「

チ
ェ

ッ
、

チ
ェ

ッ
」

と

言
う
だ

け
で

あ
っ

た
。

約
が

出
て

く
る

と
、

雲
が

た

ず

ね
た

、

　
「

私
の

所

遇
は
、

ど

う
決

定
さ

れ

た

の

か
」

と
。

約
は
手
を

あ
げ
て

左
を
向

％
た

。

雲
は

笑
っ

て
、

　
「

望
み

通
り

だ
」

と

言
っ

た
。

や
が

て

高
祖
は

范
雲
を
召

し
て
、

　
「

平

生
、

沈
休
文
と
一

緒
に

居
た

が
、

人
と

ち
が
っ

た

と
こ

ろ
が

あ

る
の

に

気
が

つ

か

な
か
っ

た

が
、

今
日

の

彼
は

才

智
縦
横
で

あ
り

、

明
ら

か

な
見

識
の

持
主
と

い

え
よ

う
L

と
。

す
る

と

雲
は

、

　
「

あ
な
た

が

今
、

約

を
お

知

り

に

な
っ

た

の

は
、

約
が
A7

あ

な
た

を
知
っ

た

の

と

同
じ

で

あ

り
ま

す
」

と

言
っ

た
。

高
祖
は
、

　
「

私
が

兵
を
起
こ

し

て

か

ら

今
に

至
る

ま

で

三

年
に

な
る

。

功

臣
や

将
軍
た

ち

は

実
に

よ

く
骨
折
っ

て

く
れ

た
。

し

か

し
、

帝

業
を
成

就
し

て

く
れ

た

の

は
、

そ
な
た
た

ち
二

人
で

あ

る

ぞ
」

と
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

梁
国
の

政
府
が

で

き

る

と
、

約

は

散
騎

常
侍
・

吏
部
尚
書
と

な
り

、

右
僕

射

を
兼
ね

た
。

高
祖
が

禅
譲

を
受
け

る

と
、

尚

書
僕
射
と

な

り
、

建

昌

県
侯
に

封
ぜ

ら
れ

、

邑

千
戸

で
、

常
侍
は

も
と

の

ま
ま

で

あ
っ

た
。

ま

た

約
の

母
謝
氏
は

建
昌
国
太

夫

人

と

さ

れ
た

。

命
を
賜
わ
っ

た

日

に

は
、

右
僕

射
范
雲

ら
二

十

餘
人

が

や
っ

て

き

て
、

拝

礼
を

行

な
い
、

世
の

人
々

は

そ
れ

を
光
栄

な

こ

と
と

し

た
。

す

ぐ
に

ま

た

尚

書
左
僕

射
に

遷

り
、

常
侍
は

も
と

の

ま

ま
で

あ
っ

た
。

つ

い

で

領
軍

将

軍
を
兼
ね
、

侍
中
を
加
え

ら

れ

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

み

ず

　

天

監
二

年、

母
が

亡
く
な
っ

た

時
、

天
子

は

車
で

自
か

ら
お

で
ま

し

に

な

り
、

弔

問
さ

れ
、

約
が

年
老
い

て

喪
に

服
し

て

痩
せ

細
る

の

は

宜

し

く

な
い

と

し

て
、

中
書
舎
人

を
遣
し

て

客

を
こ

と

わ
り

、

哭

礼
を
ほ

ど

ほ

ど

に

す
る

よ

う
に

さ

せ

ら
れ

た
。

や

が

て

挙
げ
ら

れ
て

鎮
軍
将

軍
・

丹
陽
尹
と

な
り

、

佐
史
を

置
い

た
。

服
喪
が

終
わ

る

と
、

侍
中
・

右
光
禄

大
夫
に

遷
り

、

太
子

盾
事
・

揚

州
大
中
正

を
兼
ね

、

尚

書
八

条
の

事
に

関
わ
っ

た
。

や
が

て

尚

書

令
に

遷
り
、

侍

中
．

簷

事
・

中
正
は

も
と

の

ま

ま
で

あ
っ

た
。

た

び
た

び

辞
譲
の

意
を
述
べ

、

改
め

て

尚
書
左

僕
射
を
授
け

ら
れ

、

中
書
令
・

前
将

軍
を
兼
ね

、

佐

史
を

置
い

た
。

侍
中
は

も
と
の

ま

ま
。

つ

い

で

尚
書
令
に

遷
り

、

太
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子

少
傅
を
兼
ね
た

。

九

年
に

は

左
光

禄
大
夫
に

転
じ

、

侍
中
・

少

傅

は

も
と

の

ま

ま
で
、

鼓

吹
一

部
を
賜
わ
っ

た
。

　

約
は

長
ら

く
宰
相
の

地
位
に

い

て
、

三

公
の

位

に

就
く
の

を
願
っ

て

い

た
。

論

者
は

皆
な

適
当
で

あ
る

と

思
っ

た

が
、

天
子

は

最

後
ま

で

三

公
に

し

よ

う
と

は

し

な
か
っ

た
。

そ
こ

で

約
は

地
方

に

出
る
こ

と

を

求
め

た

が
、

そ

れ

も
ま
た

許
さ

れ

な

か
っ

た
・

約
は

徐

勉
卵
平

素
か

ら

仲
が

善
か

っ

た
の

で
、

手
紙
で

そ
の

気
持
ち
を
勉
に

述
べ

た
。

　

「

私
は

幼
い

頃
に

父

を
亡

く
し

て

苦
し

み
、

傍
ら
に

は

頼
る
べ

き

　

兄

弟
・

親
族
は
い

な
か

っ

た
。

か

つ

て

は

落
ち
ぶ

れ

て

し

ま

い

そ

　

う
で

、

不

幸
な

状
態
に

あ
く

せ

く
し

、

朝
夕
　
困
窮
を
き

わ

め

た
。

　

う
だ
つ

の

あ
が

ら
ぬ

役
人

と

し

て

辛
苦
し

た

が
、

そ
れ
は

自
分

の

　
た

め

で

は

な
か
っ

た
。

そ

う
し

て
、

わ

ず
か

の

俸

禄
を
手
に

入

れ

　
る

た

め

に
、

東
に

帰
っ

て

来
た

。

か

く
し

て

十
年
た
っ

て

は

じ
め

　
て
、

襄
陽

県
の

令
に

任
命
さ

れ

た
。

公

私
と

も
に

納

得
で

き

る

状

　
態
で

は

な
か
っ

た

が
、

我
が

身

を
世
に

捧
げ
た

か

ら
に

は
、

世
間

　
の

こ

と

に

か

か

ず
ら
わ

な

い

わ

け

に

は

い

か

な
か

っ

た
。

永
明
の

　

の
末
に

地

方
に

出
て

東
陽
太

守
と

な
っ

た

が
、

そ
れ

は

『

足

る

を
知

　
り

、

止
ま

る

を
知

る
』

と
い

う
思
い

か

ら
で
あ
っ

た
。

か

く

し

て

高
宗
が

位
に

即

き
、

建

武
の

世
に

な
っ

た

が
、

世
の

中
の

こ

と

が

ま
つ

わ

り
つ

き
、

そ
れ

に

押
し

流
さ

れ

て
、

止
足

の

思
い

を
果
た

す
こ

と

は

容
易
で

な
か
っ

た
。

　

東

昏
侯
の

初
め
、

政
令
が
一

途
か

ら
娼

ず
、

た

め

に

隠
退

を
考

え

た

と

こ

ろ
、

何
と
か

な
り

そ

う
で
あ
っ

た

の

で
、

そ
な
た
に

託

し

て
、

心
の

う
ち

を
徐
A

汐
う
ち
明

寔
・

そ
の

こ

と
は

ま
だ
記

憶
に

新
た

な
と
こ

ろ

で

あ

る
。

　

聖

道
の

行
な
わ

れ

る

梁
の

世
と
な
り

、

謬
っ

て

嘉

運
に

め

ぐ
り

あ
い

、

か

ね

て
か

ら
の

志
は

、

復
た

遂

げ
ら

れ

な
く
な
っ

た
。

A7

年
が

明

け

て
、

老
年
を
優
遇
す
る

礼
が

行
な
わ

れ
、

辞
職
の

請
願

は
、

天
子
の

恩
恵
に

よ
っ

て

奪
わ

れ

て

し

ま
っ

た
。

誠
に

徳
化
の

善
政

を
広

く
宣
べ
、

朝
廷
の

聖

道
を
大
い

に

明
ら
か

に

す

る
こ

と

は

で

き

な
い

な
が

ら
も

、

な
お

書
類

を
検
討
し

、

時
に

意
見

を
述

べ

て
、

お

役

に

立
と

う
と
し

た
。

し

か

し
、

年
の

初
め

よ
り

、

病

気
が

重
く
な

り

心

配

も
つ

の
っ

て

き
た

。

寿
命
に

は

限

り
が

あ

り
、

骨
の

折
κ

る

仕
事
が

過
ぎ

る

た

め
、

こ

の

枯
れ

つ

き

た

身
体
を
ま

と

め

て
、

晩
年
に

帰
す
べ

き

で

あ

る

の

に
、

杖
を
牽
い

て

行
止
し
、

努
め

て

仕
事
に

励
ん

で

い

る
。

　

外

側
か

ら

見
る

と
、

健
康
な
よ

う
に

み

え

て

も
、

身
体
の

は

た

ら
き

は
、

う
ま
く
ま

と

ま
っ

て

動
い

て

は

く

れ

な
い

。

い

つ

も
し

っ

か

り

と

我

が

身
体
を
保
っ

て
、

は

じ

め

て

勤
務
に

つ

く
こ

と
が

で

き

る
。

衣

服
を
ぬ

い

で

横
に

な
る

と
、

手
足
と

身
体
がー、
ハ

ラ

バ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
あ

つ

ラ

に

な
っ

た

よ

う
だ

。

頭

は

熱
く
下
の

方
は

寒
く
、

そ

れ

は

日

に

日
に

次

第
に

悪
く
な
り
、

暖
く

す

る

と
熱
が

出
て

頭
が

痛
く

な

り
、

冷
や
す
と

必

ず

下
痢

を
す
る

。

後
の

治
療
は

先
の

治
療
に

及

ば

ず
、

後
の

病

気
の

つ

ら

さ

は

必

ず
先
の

そ
れ

よ

り

も
ひ

ど
い

。

百
日

、

数
十
日

た

て

ば
、

革
の

帯
は
い

つ

も
穴

を
か

え

る

よ

う

で

あ

り
、

手

で

腕

を
握
る

と
、

だ
い

た
い

月
ご

と

に

半

分
は

小

さ

く

な
っ

て
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い

る
。

こ

れ
ら

の

こ

と

か

ら

考
え

て

み

る

に
、

ど

う
し

て

長
く

持

　
ち
こ

た

え

る
こ

と
が

で

き

よ

う
。

こ

の

よ

う
な
状
態
で

休
息
し

な

　
い

で
、

一

日
、

も

う
一

日
、

と

引
き

の

ば
し

て
い

る

と
、

聖
主
に

　

先
立

つ

と
い

う
恨
み

を
残
し

そ

う
だ

。

そ

の

た

め
、

あ
え

て

上

表

　
し

、

辞
職
し

て

老

年
を

送
る

た

め

の

俸

禄
を
乞
い

た

い
。

も
し

天

　
が

年
を
か

し

与
え

て

く

れ
、

健
康
を
と

り
も
ど
し

た

な
ら
ば
、

わ

　
が

才
力
の

堪
え

ら
れ

る

か

ぎ
り

、

国

家
の

た

め
に

力
を
尽
く
し

た

　
い

と

思
っ

て
い

る
。

L

勉
は

約
の

た

め

に

そ
の

こ

と
を

高
祖
に

言
っ

て
、

三

司
の

事
を
請
う

た

が
、

許
さ

れ

ず
、

た

だ

鼓
吹

を
加
え

ら
れ

た

だ

け

で

あ
っ

た
。

　

約
は
生

ま
れ

つ

き

酒
を
飲
ま

ず
、

欲
が

少
な
く

、

高
い

地
位
に

つ

い

て

も
・

居
處
は
倹

素
で

あ
・

た
。

住
居

を
東

恥
に

作

り、

そ
こ

か

ら
は
郊

外
の

丘
山
が

見

渡
せ

た
。

か

つ

て

「

郊
居
の

賦
」

を
作
っ

た

が
、

そ
の

辞
は
次
の

よ

う
で

あ
る

。

　

　

至
人
は

道
と
一

体
と

な
っ

て
、

物
と

我
と
の

両
方
を
忘
れ
て

し

　

ま

う
。

し

か

し

中
智
以

下
の

人

と

な

る

と
、

皆
な
そ
れ

ぞ
れ
性
に

　

か

な

う
と
こ

ろ
を

落
ち
つ

き

場

所
と

す

る
。

獣
は

窟
が

あ
る
か

ら

　

馳
せ

る

こ

と

が
で

き

る

し
、

鳥
は

先
ず

巣
を
作
っ

て
か

ら
翔
け

る
。

　

陳

平

は

路

地

の

貧
し
い

く
ら

し
か

ら
漢
の

高
祖
に

仕
え

て

曲
逆

　

　

　
　

　

　
　

　

　
じ

め

じ

め

　

矣
と

な
り

、

晏
嬰
は

湫

隘
し

た

地
に

居
て

徳
業
が

盛
ん

と

な
っ

た
。

　

イ

　

子
産
は
仁

者
と
し

て

束
里
に

住
み

、

謝

霊
運
は

鳳
の

ご

と

く
西
堂

　

に

身
を
隠
し

た
。

さ

て

私
は

と
い

え

ば

狭
い

志
の

持
主
で

、

世
の

　

中
を
治
め
る

大
方
策
と
て

無
く

、

鳥
の

よ

う
に

林
に

依
っ

て

羽
を

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
か

く

お

さ

め
た

く
思
い

、

魚
の

よ

う

に

水
に

託

し

て

鱗
を
蔵
す
こ

と

を

願
っ

て

い

る
。

言
う
ま
で

も
な

く

荘
麗
な

家

を
持
つ

気
も
な
い

し
、

大

通
り
の

交
錯
す
る

都
に

住
む
つ

も

り

も
な
い

。

東
の

郊
外
の

静

か

で

広
々

と

し

た
所
に

分
け

入

り
、

ヨ

モ

ギ

や
ア

カ

ザ
の

生
え

て

い

る

荒
地

を
え

ら
び

、

気
の

む

く
ま

ま

に

家
を
構
え
た
が

、

こ

れ

で

も
風
や

雨
は

結
構
ふ

せ

げ

る

の

で

あ
る

。

　

そ
の

昔
、

西
漢
の

末
葉
に

、

わ

が

祖

先
の

流
浪
は

始
ま
り

、

海

昏
侯
の

毳
を
辞
・

て
、

わ

が

故

郷

を
長
江
の

岸

辺

翫
め

論

そ

う
し

て

河
・

済
の

地
に

居
る

の

と

同
じ

く
、

世
に

重
ん

じ

ら
れ
、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
の

斑

生
の

百

年
を
越
え

る

ほ

ど
で

あ
っ

た
。

そ

の

間
、

俸

禄
を
辞
退

し

て

耕
作
に

従
事
し

た

者
も
あ

り
、

冠
の

塵

を
払
っ

て

出
仕

し
た

者

も
あ
っ

た
。

東
晋
の

隆
安
年
間
静
、

国
運
は
艱
難
を
極
め

、

世

の

中
に

次
々

と

争
い

が
お

こ

っ

て

波
の

ご

と

く
流
れ
、

人
民
は
乱

世
の

な

か

で

恐
れ

お

の

の

い

て

い

た
。

村
々

に

は

死
人
が

乱
麻
の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
ぎ

ら

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

く

さ

よ

う
に

つ

ら

な
り、

道
の

ほ

と

り
に

は

白
骨
が

莽
の

よ
う
に

暴
さ

掩
、

大
地
は

広
く

て

も
身
の

お

き

所
も

な
く
、

大
空
は

遥
か

に

遠

く
訴
え

よ

う
も
な

か
っ

た
。

我
が

祖
先
が

衰
え

て

い

た

頃
、

ち
ょ

う
ど

此
の

銀
難
に

あ

い
、

危
邦
を
避
け
て

苦
労
を
か

さ

ね
、

安
穏

な
土

地
を

求
め

て

そ
こ

に

移
り

住
ん
だ

。

か

く

て

初
め

て

居
所
を

朱
方
2
定
め

、

閑
か

な

庭
に

安
ら
ぎ
息

う
こ

と

が

で

き

た
。

時
に

宋
の

賦
帝
が

鬱
然

叱

し

篭
．

・

る

時
に

あ
た

り
、

（

わ

が

先
祖

謹

風
に

憑
っ

て

翼
を
矯
げ
た

。

建
康
を
指
し
て

車
の

轅
を
南
に

向
け

、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
の

都
の

大
通
り

を
車
に

乗
っ

て

思

う
ま
ま

に

馳
せ

た
。

か

つ

て
の

華
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ひ

ら

や
か

な

扉
を
此
の

地
に

移
し

て

啓
き

、

高
い

横

木
を
張
っ

て

こ

こ

に

立
て

た
。

長
く
つ

づ

く
坂

道
の

そ

ば
に

、

清
ら
か

に

流
れ

る

秦

淮
の

流
れ
に

面
し

て
い

た
。

こ

の

先

祖
の

遺
業
は

次

第
に

遠
く

な

り
、

世
道
は

に

わ

か

に

高

く
ま
た

低
く
、

こ

れ

ま

で

四

籍
か

さ

ね
て

、

こ

の

し
が

な
い

我
が

身
に

先
祖
の

祭
祀
の

役
が

降

り
て
き

た
。

あ
、

、

わ

が

あ
ば

ら
屋
の

保
ち
難
い

こ

と

は
、

朽
ち
た

竹
の

皮
が

風

に

吹
か

れ

る

よ

う
で

あ

り
、

茅
を
刈

り

棘
を
翦
っ

て

耕
し

た

り
、

西
に

行
き

、

ま
た

東
に

と

か

け

ま
わ

る
。

董
京
の

よ
う
に

白
社

觴
乞
い

を
・

た

％、

梁

鴻
の

・

う
に

伯

通
の

所
で

賃
働
・

を
し
た

。

　

我
が

平
生
の

取
介
の

鵬
い

を
た

ず
ね
て

み

る

に
、

ま
こ

と

に

外

物
に

役
せ

ら
れ

ず
自
由
に

遊

ぶ

こ

と

を
願
っ

て

い

た
。

幽
人

を
思

・

て

心
を
め

ぐ

ら
せ

、

東
の

妻
望
ん

で

長
く

想
い

に

ふ

け
・

て

い

た
。

こ

の

よ

う
に

本
も

と

外
物
を
追
い

か

け

る
こ

と

を
忘
れ

て

い

た

の

で

あ
る

が
、

今
や
い

た

ず

ら
に

天

地
の

間
に

つ

な
ぎ
と
め

ら
れ
て

し
ま
っ

た
。

応
球
は

し

ば
し

ば

印

綬
を
執
る
こ

と

を
歎

謳
・

陸
機
は

．

世

網

蟻
る
」

と

詠
い

お
・

秘
た

・

世
事

蝶
伯

々

と

過

ぎ

去
っ

て

我
が

願
い

は

か

な
わ

ず
、

志
は

悁
々

と

憂
い

気
の

は

れ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
い

よ

い

よ

ド

わ

る

こ

と

は

な
い

。

わ

が

世
路

は

今
に

も

尽
き

ん

と
し
て

彌
々

峭
し

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
い
よ

い

よ

く
、

わ

が

情
は

晩

年
に

な
っ

て

踰
々

大
き

く
ふ

く
ら

む
。

蘭

の

こ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
ゴ

ろ

や

と

く
清
ら
か

な
寸
心

を
抱
く

も
、

何
と

こ

の

願
い

の

浩
蕩
な
こ

と

よ
。

・

帰
ら

ん

か

露
を

詠
じ

て

徘
徊

し
・

高
山

の

ほ

と

り

暮

り

み

て

掌
を
う
つ

。

　

ち
ょ

う
ど

天

子
が

徳
を
喪
っ

た

時
に

逢
っ

た
が

、

何
と

東

昏
侯

の

暴
虐
の

甚
だ
し
か

っ

た

こ

と
か

。

そ
れ

は

「

牧
誓
」

瀚
に

も
述

べ

ら
れ

ず
、

　
「

湯
誓
」

篇
に

も

記
さ

れ

な
か
っ

た

こ

と

で

あ

る
。

か

の

民

衆
の

お

の

の

く
さ

ま

は
、

獣
の

口

に

垂

ら

さ

れ

て

餌

食
と

さ

れ

た

よ

う
で

あ
っ

た
。

大
空
を
仰
い

で

も

身
を

寄
せ

る

所
は

無

く
、

犠
牲

で

も
な
い

の

に

切

身
と
さ
れ

る
。

即

位
す
る

前
に

は

徳

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
つ
い

化
を
期
待
し

て

い

た

が
、

終
に

は

曲
が

っ

た

組

み

ひ

も
と

な
っ

て

し

ま
っ

た
。

民
を
愛
す
る

上
天
の

こ

と

を
思
う
に

つ

け

て

も
、

民

を
虐
げ
る

こ

と
が

こ

れ

ほ

ど
ひ

ど
い

こ

と

は

な
か

っ

た
。

薙
州
刺

史
で

あ
っ

た

高
祖
が

兵

を
襄
陽
に

挙
げ

た
の

は
、

ま
こ

と

に

天
命

を
受
け

て

な

さ

れ

た

も
の

で

あ

る
。

天

が

高

祖
に

祥
瑞

を
降
し

始

め

た

時
こ

そ
、

東
昏
侯
の

積
悪
が

極
に

達
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

高
祖
は

洪
水
の

た

め

に

溺
れ

ん

と
す
る

民
を
救
い

、

重
な
っ

た

災

い

を

濁
っ

た

朝
廷
か

ら

取
り

除
い

た
。

み

ず
か

ら
、

朝
食
を
と

る

暇
も

な
い

ほ

ど

勤
め

、

い

つ

も
夜
の

枕
も
と

に

着
物
を
さ

が

し

た
。

舜
．

禹
を
自
在
に

使
い

こ

な
し
、

さ

ら

に

黄
帝
、

額
項

を
も
駆
け

走
ら

せ

る

ほ

ど
の
、

そ

の

徳
は

ど

ん

な
に

遠
く
て

も

被
ら

な
い

所

は

無
く
、

そ
の

光
は

ど

ん

な

隅

で

も
照

ら

さ

な
い

所
は

無
か

っ

た
。

大
い

な
る

恩
沢

を
大

荒
の

山
に

至

る

ま

で

施
し

、

仁

風
を
遠
く

え

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
け

る

び
す

の

地
に

ま
で

及

ぼ

し

た
。

永
遠
の

事
業
を
始
め

て

遐
か

な

る

将
来
に

思
い

を
は

せ

る
、

ま

こ

と

に

高

祖
の

は

か

り
ご

と

は

玉

の

ご

と

く
で

あ
つ

驫
。
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さ

て
、

龍
馬
が

河
図
を
銜
え

て

出
る

盛
ん

な
御
代
と
な
り

、

聖

人
が

世

を
治
め

る

嘉
き

時
世
と

な
っ

た
。

そ

の

初
め

に

私
は

斉
の

侍
中
の

職
を
辞
し

、

か

た

じ

け

な
く

も

天
子

の

輔
佐
役
に

任

命
さ

れ

苧

高
固
の

よ

う
に

石

を
投
げ
て

敵
を
虜
に

し

た

猛
志

擡
鞭

、

魯
仲

連
の

よ

う
に

矢
に

つ

け

た

手
紙
で

相

手
を
屈
服
さ

せ

た

麗
辞

は

馬
い

・

そ
れ

な
の

に

陽

鳥
を

除
い

て

邑

を
賜
わ

 
、

長
河

泰

山
に

誓
っ

て

末
代
に

至
る

ま
で

の

基
礎

を
作
っ

た
。

ま
た

太

子

の

輔
佐

役
と
な

り
、

百
官
の

長
で

あ
る

尚

書
令
と

な
っ

た

が
、

小
入

で

あ

る

私
は

そ
れ

ら
を
す

ぐ
に

失
っ

て

し

ま

う
の

で

は

な
い

か

と

恐
れ
、

天
子

の

恩

顧
と

俸
禄
の

保
ち

難
い

こ

と

を
心

配
し

た
。

　

さ

て
、

前
世
の

顕
達
し

た

人

た

ち
の

う
ち

、

隠

栖
に

心
を
向

け

　

　
　
ま

れ

た

者
は

罕
で

あ
っ

た
。

趙
の

叢

台
、

楚
の

章
華
台

を
ね

が
っ

て
、

つ

ね

に

奢
り

を
き

わ

め

て

競
い

あ
っ

た
。

り
っ

ぱ
な

邸
宅
を

洛
陽

の

銅
駆
街
に

作
り

、

高
門

を

宮
城
の

北
闕
に

競
わ

せ
、

都
の

う

ち

に

重
門

を
開

い

て
、

蓬
蒿
に

う

も
れ
る

隠

者
の

く

ら
し

な
ど

思
い

も
し

な
い

。

し

か

し
、

孫
叔
敖
は

人
が

見

向
き

も

し

な
い

土

地

に

封
ぜ

ら
れ
る

よ

う
遺
言
し

た
し

、

蕭
何
は

辺
鄙

な
土

地
に

家
を
建

て

栖
。

私
は

先
哲
の

心
を
味
わ
っ

て

考
え

を
述
べ

る
、

そ

れ

は

ま

こ

と

に

私
の

心
の

好
む

と
こ

ろ
で

あ
る

。

権
力
を
城

市
の

う
ち
に

得
よ
う
と

せ

ず
、

名
声
を

下
賎

な
や
か

ら
の

う
ち
に

求
め

た

り

も

し

な
い

。

　
「

希
微
」

の

詩
を
詠
い

な
が

ら
家
を
建
て

、

風

や
霜
を

し

の

ぐ
こ

と

さ

え
で

き

れ

ば
と

思

う
。

　

か

く
し

て

奥
深
い

野

原
に

そ
っ

て
、

荒
れ

た

郊
外
に

至

る

あ
た

り

に
、

枯
れ

た

荻
を
編
み

、

枯
れ
た

茅
で

屋
根
を

葺
く

。

鳥
が

棲

み

蝉
が

噪
ぐ
所
に

作
り

、

鹿
の

足
跡
の

交
わ
っ

て

い

る

所
に

築
く

。

権
の

じ

や

ま

に

な

る

の

で

木
を
切

り
、

土

台
の

さ

ま

た

げ
に

な

る

の

で

巣

を
取
り

除
い

た
。

た

ま
り

水
の

水
は

け

を
よ

く
し

、

井
戸

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
か

り

あ

ち

の

そ

ば

の

く
ぼ
み

に

土

を
入

れ
る

。

芳
し
い

枳
を
北
の

渠
に

植
え

、

　

　

　

　
　

　

　
　
う

長
い

柳
を
南
の

浦
に

樹
え

る
。

こ

わ

れ

た

甕
の

窓
を
蘭
の

室
に

遷

　

　

　

　
　

　

　
か

き

し
、

肩

牆
を

華
の

堵
に

つ

づ

け

る
。

草
木
を
織
っ

て

門

を
作

り
、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ま

か

の

外
扉
を
戸
と

し
て

使
う

。

さ

て
、

庭
の

木
蔭
で

す
ず
み
、

ま

た

籬

　

　

　

や

ま

ム

し

　

よ

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　も

の

そ
ば
で

杜
の

芳
き

香
り
を
か

ぐ
。

閣
室
を
開
い

て

遠

く
を
な
が

め
、

高
い

窓

を
開
い

て

あ

ま
ね
く

見

渡
す

。

雨
だ
れ

は

沼
ぎ

し

に

通
じ

て

お

り
、

あ
ぜ

み

ち
は

堂
下

を
め

ぐ
っ

て
い

る
。

そ
こ

に

生

え

て

い

る

水

草
に

は
、

蘋

萍
・

茨

姜、

青
藻
・

蒹
菰

、

石
衣
・

海

髪
、

黄

蒋
・

緑
蒲
が

あ

り
、

紅
い

蓮
の

花
は

軽
や
か

な
波
に

ゆ

れ
、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

よ

碧
の

葉
は
澄
ん
だ

湖
を
覆
っ

て

い

る
。

そ
の

嘉
き

実
を
食
べ

て

老

い

を
退

け
、

羽
衣

を
天
帝
の

都
に

と

と
の

え
よ

う
と

す
る

。

そ

の

陸

草
に

は
、

紫
鼈
・

緑

葹、

天

著
・

山
韮

、

雁
歯
・

麋
舌
、

牛
脣
．

驫

首
が

あ
る

。

南
池
の

北
に

あ

ま

ね

く
広
が

り
、

北

楼
の

後
に

爛

漫
と

生
え
、

渚
や

あ

た

り

の

地

面
を
お

お
っ

た

り
、

窓
に

か

ら
み

つ

き

中
を
う
か

が
っ

て
い

る
。

　

園
宅
が

特
別
仕
立
に

し

て

あ

り
、

田

圃
が

他
の

そ

れ

と

別
に

さ

れ
て

い

る

よ

う
な
の

は
、

例
え

ば
李
衡
に

橘

林
千
樹
が

あ

り
、

石

崇
に

雑

果
万
株
が

あ
っ

た

が
、

い

ず
れ

も

金
持

ち
の

お

ご

り

で

あ

　

　
つドリ
ま

り
、

倹
や

か

な
思
い

の

娯

し
む

と
こ

ろ

で

は

な
い

。

私
と

し

て

は
、
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あ
か

樹
木
は

あ

た

り
に

ひ

ろ

が

り
生
い

茂
り
、

緑
の

枝
葉

を
吐
き
朱
い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
つ

ら

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
は

　

　

　

　
　

タ
だ
れ

う

げ

花
を
集
め

む
ら
が

ら

せ
、

窓
に

羅
な
り

戸
に

映
え
、

霤
に

接
し
家

　

　
　

　

　
　

　

　
あ
か

の

四
隅
に
つ

づ

き
、

丹
い

房

を
開
い

て

四

方

を
照
ら

し
、

翆
の

葉

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　に
な
ロ

ら

　

　

　

　

　

へ
た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ロ

う

　

　

しザ

を
の

ば
し

枝
を
広

げ
、

紅

い

英
を
紫
の

蒂
か

ら

出
し

、

素
い

蘂
を

　

　
か

ら

青
い

鮒
に

含
ま

せ

た

い
。

　

そ
の

林
鳥
は
、

ひ

ら
ひ

ら
と

飛
び
ま

わ

り
、

鳴
き

声
も
そ
れ

に

つ

れ

て

上

下
す
る

。

楚
雀
に

は

名
前
が

多

く
あ
り

、

枝
を
め

ぐ
つ

　

　
　

　

　
　

　カ
をヶ
　
　
　

　
　

　

ま

て

啼
き

か

わ

す
。

斑
の

尾
に

綺
の

よ

う
な

翼
の

も
の

や
、

緑
の

衿

　
あ

か

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　　

に

絳
い

額
の

も

の

が

い

て
、

好
ん

で

葉
に

隠
れ

枝
に

蔵
れ
、

か

と

お

も

う
と

乍
ち

あ

ち
こ

ち

に

往
き

来
す
る

。

　

そ
の

水
鳥
は

、

大
鴻
・

小

雁
、

天

狗
・

沢
虞
、

秋
鵞
・

寒
鵜
、

脩
鵜
・

短
鳬

が

い

て
、

長
い
、

あ

る
い

は

短
い

弱

藻
を
く

わ

え

て

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

あ

そ

曳
き
、

水
に

見
え

か

く
れ

し

な
が

ら

軽

や
か

な

体
を
戯
ば
せ

て

い

　

　
バ

し

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
あ

ひ

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

う

る
。

翅

は

流
れ

を
は

じ

い

て

沫
を

立
て

、

翼
は

浪
を
鼓
っ

て

珠

を

と

ば

す
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ま

そ
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　ゆ
と

　

そ
の

魚
は
、

赤
い

鯉
・

青
い

魴
、

纖
い

脩
・

鉅
い

鰻

が

お

り
、

　

　
　

　
あ

か

　
　
　
　

　
　
　
ら

ぷ

　
　
　
　
　

　
　

め

碧
の

鱗
・

朱
い

尾
、

脩
い

頭
・

偃

さ

っ

た

額

の

も
の

が
い

る
。

小
さ
い

の

は

渚
で

戯
れ

て

水
紋

を
つ

く

り
、

大
き
い

の

は

流
れ

に

は
ね
て

し
ぶ

き

を
揚
げ

る
。

江

海
を
羨
し
い

と

思
う
こ

と

も
な

く
、

　

　
　

　
け
え

聊
か

我
が

宅

で

憂
い

を
忘
れ

る
。

　

そ
の

竹
は
、

東
南
の

も
の

が

独

り
秀
で

て

お

伽
、

九

州
の

宝
勲

の

う
ち

奇
を
ほ

し
い

ま
ま

に

し
て

い

る
。

淇

水
よ

り

遷
し

植
え

た

も
の

で

も
な
い

し
、

楽

池
か

ら

根
を
分

け
た

も

の

で

も
な
い

。

秋

の

蝉
が

葉
で

吟
き
、

寒
雀
が

枝
で

噪
ぎ

、

南
の

軒
の

下
に

風
を
ま

ね
き

、

北
堂
の

ほ

と

り

で

雪
を
負
う

。

　

前
人

の

通
っ

た

軌
跡
を
た

ず
ね

、

昔
の

識

老
の

誠
と

偽
り

を
観

　
　

　

　

つ

ね

　
　

　
　
　
　
　

ゼ

　
　

　
　
　
　
　
　
　

も

と

察
す

る

に
、

毎
に

無
を
誅
め

て

有

を
索
め

、

皆
な

難

を
指
し

て

易
と

　
　
み

ず

し
、

自

か

ら
退
い

て

分
に

安
ん

じ

よ

う
と

せ

ず
、

い

ず
れ

も
す

ぐ

れ

た

人

物
で

あ

り

な
が

ら

累
い

を
ひ

き

お
こ

し

て

い

る
。

こ

れ
は

昔
士

の

迷
っ

た

点
で

あ
り
、

私
が
A7

、

避
け

よ

う
と

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
た

ず

　
　
　
　
　
セ

ね

　

神

農
氏
が

始
め
た

事
業
を
原
ね
、

種
を
ま

く
こ

と

の

始
ま

り
を

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
に

　
　

た

し

ら
べ

る
。

初
め

て

火
を

使
っ

て

煮
炊
き

し

穀
物

を
食
べ

た

の

が
、

人

間
の

寿
命
を
延
ば

す
こ

と

に

な
っ

た
。

過
去
の

記

録
で

井
田
に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

あ

ゼ

み

ち

つ

い

て

調
べ

、

前
代
の

書
物
で

阡
陌
の

こ

と

を
考
え
る

。

顔

渊
は

一

簟
の

食
物
で

満
足

し

て

道
を

楽
し

み
、

鄭
玄
は

高
い

オ
能

を
持

ち
な
が

ら
倉
の

中
は

空
で

あ
っ

た
。

張
禹
は
四

百
頃
の

土
地
を

持

ち

な
が

ら
満
足
し

な
か

っ

た

が
、

顔
渊
は

五

十
畝
の

土

地
で

十
分

　
　

　

む
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
お

も

　
　

　

ぴ

ぴ

で

あ
っ

た
。

心

の

う
ち

を
お

さ

め

念
い

を
跼
め

て
、

わ

ず
か

の

庭

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
マ

き

や

家
で

く
ら

し

て

い

こ

う
。

東
の

荒
地
を

耕
し

た

古
い

粕
を
束
ね

　
　

　

　
　

　

　
　

　
み

みコ
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

し

とね

て
、

北
の

畑
の

新
し

い

渠
に

浸

す
。

暁
の

蓴
を
か

ま

ど

に

く
べ

る

こ

と

も
な
く

、

朝
の

食
事
に

事
欠
い

て

ひ

も

じ
い

思
い

を
す
る

こ

と

も

な
い

。

官
職
・

名
誉
な
ど
の

外
物

を
全
て

し

り

ぞ
け

る
、

た

だ

累
い

を
な

す
も

の

と
い

え

ば

我
が

身
だ
け

。

千
斯
の

倉
も

問
題

に

し

な
い

し
、

泣

陽
の

田

も
羨
し

く
は

な
い

。

　
東
南
の

方
に

向
か

っ

て

目
を

騁
せ

、

丘
に

登
っ

て

眺
め

る
。

こ
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の

山
は

小
さ
い

け

れ

ど

も
、

謝

安
が

宴
を
開
い

た

所
で

あ
る

。

四

頭
だ
て

の

馬
車
を
高
く

低
く

駆
け

さ

せ
、

た

く
さ

ん
の

あ

し

笛
の

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　ドコ
リ
　
　

　
　

ま
ゐ

清
ら
か

な
音

色
を

響
か

せ

る
。

方
・

円

の

敷
物
を

羅
ね
て

綺
の

よ

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
す

す

う
に

し
、

海
や

山
の

珍

昧
を

餘
す

と
こ

ろ
な
く

薦
め

る
。

わ

ず
か

の

権
勢
な
ど

偉
と

す

る

に

足
ら

ぬ

と

し
、

千
金

を
つ

か

う

こ

と

糸

す
じ

の

よ
う
で

あ
っ

た
。

こ

れ

は

試
み

に

私
の

臆
測
を
述
べ

た

ま

で

で

あ
り

、

こ

の

風

習
を
盛
ん

に

し
ょ

う

と

い

う
の

で
は

な
い

。

或
い

は
そ
こ

に

は

達
人
の

遠

旨
が

あ
っ

て
、

凡

人
に

は

窺
い

知

れ

な
い

こ

と

な
の

か

も
し

れ

な
い

。

聊
か

気
持
ち
を
か

え
て

目
を
遷

せ

ば
、

帰

津
に

方
山
が

見

え

る
。

桂

渚
に

長
い

汀
が

あ
る

の

は
、

初
め

て

強
秦
に

鐇
を
挙
げ
た

所
で

あ

る
。

路
は

呉

を

噂
。

て

越

に

至
り
、

塗
は
海

を
こ

え

て

閾
に

通
じ

て

い

る
。

三

鳥
を
懐
っ

て

長
く
し

た

う
の

は
、

故

郷
こ

そ

大
切

に

す
べ

き

も

の

だ

か

ら
。

ま

こ

と
に

晩
年
に

帰
る

時
期

を

選
ん

だ

の

は
、

今
に

な
っ

て

も
と
の

歩
き

方
を
忘
れ
た

た

め

で

は

な

讐

何
と

東
川

の

広

く
果
て

し

な

い

こ

と

よ
、

た

だ

私
に

涙
を

流
さ

せ

る
。

私
は

昔、

謬
っ

て

賢
人

た

ち
の

仲
間
入

り
を
し

て
、

し

ば
し

ば

徒
ら

に

此
の

地
に

遊
ん

だ

も
の

争
美
し
い

旗
の

も
と

に

侍
し

讐
並
べ

、

龍
舟
の

お

供
を

し

て

渚
に

し

た
が

い
、

席
に

死
な
っ

て

詩
を
賦

し
た

り
、

杯
を
並

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
と

ぼり

べ

て

楽
し

み

語
っ

た
，

し
か

し

御

霊
を
ま

つ

る

帷
は
一

朝
に

し

て

器
く
な
り

・

西
陵
は
忽
ち

草
木
が

撃
。

商
颱
館
拶
望
ん

で

永

く
難
み

、

観
に

こ

の

観
で

楽
し

ん

だ

こ

と

を
思
う

。

始
ま

り
は

鍾
・

磬
が

鳴
り

ひ

び
き

、

終

り
は

魚
龍
の

瀾

漫
た

る

戯
。

あ

る

と

き
は

升
降
が

順
序
正
し

く
お
こ

な
わ

れ
、

あ

る

と

き

は

罰
杯
で

酔
う
ま

で

飲

ん

だ
。

貴
さ

で

は

丙
吉
・

魏

相
・

蕭
何
．

曹
参
の

よ

う
な
方

々

親
し

さ

で

は

梁
の

孝
王

、

周
公

旦

の

よ

う
な

方
々

、

い

ず
れ

も

霜

霧
と

と

も

に

滅
え

て

し

ま
い
、

風

雲
と

と

も
に

消
散
し

て

し

ま

わ

れ

た
。

孫

馬
の

蓄
を
眺
め

、

覇

者
の

足
跡
を

尋
ね
る

。

ま
こ

と

に

漢

を
受

け

つ

ぐ
王
者
で

あ

り
、

呉
国
を
開
い

た

英
主
で

あ

る
。

衡

岳

を

指
し

て

国
の

鎮
め

と

し
、

長
江
と

漢
水

を
包
み
こ

ん

で

我
が

家

と

し

た
。

し
か

し
、

徒
ら
に

石

椁
の

こ

と

ば

を
徴
し

、

遂
に

金
繧

　

　
　
　
し

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

の

の

災

い

を
延

き

お

こ

し
て

し

ま
っ

た
。

墳
墓
は

忽
ち

荒
れ

は

て

て

修
理

は

さ

れ

ず
、

原
陵
に

草
木
が

茂
っ

て
い

る

の

と

変

り
が

な
い

。

ど

う
し

て

墳
墓
が

螻
蟻
や

狐
兎
の

住
み

か

に

な
る

と

知
っ

て

い

た

で

あ

ろ

う
か

。

き

こ

り

や

牧
童

な
ど
が

行
き

来
す
る

な

ど

は

勿
論

で

あ
る

。

東
の

小

山
を

な
が

め

て

い

る

と
、

心

は

悽
々

と

し

て

楽

し

ま
な
い

・

そ
こ

は
・

昔

荏
え

し

た

皇
太

も
の

旧

苑
で
あ

り
、

博
望
苑
の

名
残
り
の

土

台
が

あ
る

。

林
を
修
め

る

に

は

前
の

方
に

桂

樹
を
樹
え

、

草

を
列

ね
る

に

は

芳
芝
を
上
の

方
に

お

く
。

風

台

は

興
を
か

さ

ね
・

月

怪
構
を
か

さ

ね
、

千
も
の

ま
す
が

た

が

そ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
く

る

ヨ

び
え

立
ち
、

百
も

の

柱
が

組
み

合
わ

さ
っ

て
い

た
。

黒
い

轅
で

林

　

　
　
　

　
　
か

い

に

行
き
、

蘭
の

枹
の

舟
で

水
遊
び

を
し
た

。

し

か

し
、

三

年
の

後

に

太
子
は

亡

く
な
り
、

た

ち

ま

ち
二

十

数
年
を
経
て

現
在

に

い

た

っ

た
。

す
べ

て

あ

と

か

た

も

な
く
洗
い

流
さ

れ

て
い

る

が
、

そ
の

時
と

今
と

は

古
今
と
い

う
ほ

ど

時
を
異
に

し
て

い

る

わ

け

で

は

な
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い
。

　

わ

が

眸
を

東
北
の

方
向
に

め

ぐ

ら
し
、

仙
人
の

館

を
峰
の

上

に

見
る

。

仙
人

の

道
は

よ

く
わ

か

ら

ず
手
が

か

り

と

な
る

も
の

は

残

さ

れ
て
い

な
い

が
、

そ

こ

に

は

学
ぶ
べ

き

遺
訓
が

あ

る
。

始
め

に

霞
を
食
ぺ

霧

を
吐
き
、

終
に

虚
空

を
陵
い

で

太

陽
の

上
に

出
、

弧

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　つ
が

を
え

が

く
雌

蜆
に

乗
り
、

悠
永
た

る

天

河
に

泛
ぶ

。

威
池

を
目
指

　

　
ロ

と

ぐ

オ

し

て
 

息
み

し
、

瑶

台
を
望

ん

で

高
く

馳
せ

る
。

理
に

も
と

る

言

葉

を
並
べ

て

箸
る

わ

け

で

は

な
い
、

仙
人
の

方
術
を
受
け

ら

れ

れ

ば

と

願
う

だ

け

で

あ

る
。

鍾
由

の

巖
は

隠
鬱
と

、

皇
都
を
前
に

し

て

そ
そ

り

立

つ
。

山

川

の

祭
祀
に

尊

重
さ

れ
、

風
雲

を
含
ん

で

慈

雨

の

恵
み

を
下
す
と
こ

ろ
。

そ
の

様
子
は

、

高
く

大
き

く
、

険
し

く

そ
び

え
、

高
く
の

び
た

枝
は

日

を

拂
い

、

高
々

と

そ

び
え

る

さ

ま

は
、

天

か

ら

墜
ち

た

石

や
星

を
つ

み

あ
げ
た

よ

う
。

高
く

突
き

出
た

り

岩
が
ゴ

ロ

ゴ

ロ

し

て

お

り
、

く
ぼ

ん

だ

所
や
平
ら

な

所
が

あ

る
。

盤
の

よ

う
に

堅
く

枕
の

よ

う
に

横
た

わ

り
、

怪
し
い

状

や

変
っ

た

形
の

も
の

が

あ
る

。

細
い

坂

道
が

横
に

か

か

り
、

洞
穴

は

斜
め

に

通
っ

て

い

る
。

こ

の

山
は

、

千
丈

万
仞
、

幾
度
と

な
く

積

み

重
ね

ら
れ

て

出

来
あ

が
っ

た

よ

う
だ

。

町
や

村
を
め

ぐ

り
、

郊

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
も

　

　
ヤ

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

あ

さ

外
に

ま

た

が

り
、

夕

暮
に

は

素
煙

を
帯
び

、

晨
に

は

白
霧
を
め

ぐ

ら
せ

て

い

る
。

近
づ

い

て

見
る

と

同
じ

巖
で

も
色
あ
い

を
異
に

し
、

遠
く
か

ら
な
が

め

る

と

百

嶺
す
べ

て

青
一

色
で

あ
る

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

く

ケ

　

　
　

ぎ

う

　

西
・

東
晋
二

代
の

陵
墓

を
見

、

摧
れ

残
わ

れ

た

墓

道
に

目
を
や

る
。

成

帝
静
農
い

小

臣

の

蘇
駿
に

つ

ま

ず
き
・

康

穐
は
政

事
を
権

臣
に

委
ね

て

名
だ
け

の

地
位
に

矜

を
正
し

た
。

穆

帝
伊
朝
廷
に

お

い

て

我
が

身

を
恭
し

み
、

簡
文
帝
瀞
玄
理

の

道
に

心

を
遊
ば

せ

た
・

孝
武

蒔
酒

を
飲
み

す
ぎ
て

災
い

を
招
き
・

安
帝
瀞
物

事
を
深
く

考
え

ず
に

崇
り

を
受

け

た
。

そ

れ

に

つ

け

て

も

開

国
の

主
君
の

何

と

す

ぐ

れ

た

入

物
で

あ
っ

た

こ

と
か
、

そ
の

威
光
は

天

に

横
た

わ

　

　

　
し

の

り

地
を
陵
い

で

輝
い

た
。

文

徳

の

あ
る

天

子
が

武
徳
の

業
を
受
け

つ

い

で
、

よ

う
や
く
隆

平
の

治

を
招
来
す

る

こ

と
が

で

き

る
。

厚

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
の

こ

徳
の

我
が

祖

先
が

主
君

と
し

て

奉
じ

た

天
子

た

ち
、

遺
さ

れ

た

知

行
地

を
仰
い

で

は

涙
に

く
れ

る
。

　

天
子
の

墓
陵
は
一

つ

で

は

な
く
、

仙

館
は

遠
く
に

距
た
っ

て
い

　

　

　

　
　
あ
か

う

ま

　

ぼ

る
。

席
に

は

駐
駒
が

お

か

れ
、

堂

に

は

桂

酒
が

そ
そ
が

れ
、

紫
皇

の
を
天

門
よ

り

迎
え

、

娥
皇
と

女

英
と

を
湘
水
の

渚
か

ら
招
く

。

蘭

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

香
を
桂
棟
に

浮
か

べ

て
、

巫
陽
を

南
楚
か

ら

召
し
よ

せ

る
。

巫

陽

　

　

　

　
　

　

　
　

　
ニ

め

　

　
　

　
　

　
　

　
うつ
ら

は
玉

桴
を
揚
げ

、

椒
と

精
を
握
り

、

祝
と
し

て

風
に

臨

ん

で

浩
唱

　

　

　

　

し
、

瓊

茅
を
折
っ

て

た

た

ず
み
、

　
『

敬

し
ん

で

思
う
に

、

天

路
は

は

る

か

に

遠
く

、

神

蹤
は

ひ

ろ

び

う
と

果
て

し

な
い
』

と
い

う
。

　

　
お

も

わ

が

念
い

は

驚
颱
よ

り

も

甚
し

く
、

生
は

聚
ま

れ

る

沫
の

よ

う
な

も

の
。

霊
妙
な

る

乗

物
と

し

て
一

乗
の

法

華
経
に

託

し
、

幽
遠

な

る

扉

を
天

眼
．

宿
命
・

漏
尽
の

三

達
に

よ
っ

て

開
こ

う
。

心

を

息

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ゆ

ニ

う

わ

せ

累
い

を
去
ろ
う
と

す
れ

ば
、

必
ず
人

を
避
け

て

の

ち
に

豁
と

　

　

　

　
　

　

　
　

た

タ
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

ズ

と

す

る

に

ち
が

い

な
い

。

撩
を
巖
根
に

結
び
つ

け

た

り
、

櫺
を
梢
の

と
こ

ろ
に

開
い

た

り
す
る

。

部
屋
は

蔦
か

ず
ら
の

た
め

に

暗
く
、

檐

　

　

　

　ロ
の
き

に

は

松
や
楯
の

梢
が
の

ぞ
く

。

飫
に

物

と

我
と

を
兼
ね

忘
れ
る

理
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も

ケ
よ

法

を
得
た

か

ら
は

、

飢
え

や
渇
き
な

ど
は

固
り

忘
れ

て
い

る
。

枝

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

し

の

に

攀
じ

の

ぼ
っ

て

独
り

遠

く
去
っ

た

り
、

雲
を

陵
い

で

高
く

行
く

。

鸛
赤
漣
よ
っ

て

名
を
あ

げ
る
の

は
、

仏

の

教
え

に

よ
っ

て

悟
り

を
開

き

名
を
立
て

る

の

と

同
じ
こ

と
。

今
こ

の

時
に

己

を
忘
れ

る

こ

と
が

で

き

れ

ば
、

ど
う

し

て

来

世
を
期

待
す
る

こ

と

が

あ

ろ

う

か
。

　

　
　

　

　
　

　

　

天
は

私
に

大
徳
を
与
え

て

く
れ
て

お

り
、

無
上
の

賜
物
を
受

け

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
　
　
よ

　
　
よ

ヨ

て
い

る

の

だ
。

老
夫

と
い

う
嘉
き

稱
を
受
け
、

大
学
で

の

宴

席
に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
き

　

　
ね

が

　

な
　

　
　

　
　

　
　
す

ぐ

侍
る
こ

と

を
許
さ

れ

て
い

る
。

私
に

は

『

驥
を
希

う
』

と
い

う
秀

れ

た

気
質
は

無
く
、

ま
た

『

珪

の

如
し

』

と
い

わ

れ

る

ほ

ど

の

令

望
に

乏
し
い

の

に
、

昔
は

旧

主
か

ら
の

恩
恵
を

蒙
り

、

今
は

重
ね

て

天
子
の

厚
遇
を
受

け

て
い

る
。

老
者
を

安
ん

ず
る

と
い

う

す

ぼ

　

　
　
の

り

ら
し
い

則
に

よ

り
、

衰
老
の

わ

が

身
の

辞

職
を
願

い

出
た

。

役
職

に

つ

く
の

を
労
と

さ

れ

免
職
を
許
さ

れ

た

が
、

ま

だ

東
宮
の

職
を

奉
じ

て
い

る
。

時
に

陋
屋
に

帰
り

、

聊
か

暇
に

ま

か

せ

て

遊

楽
し
、

わ

が

志

を
浄
ら
か

な

仏
の

国
に

住
ま

せ
、

わ

が

心
を
修
道
の

場
に

お

ち
つ

か

せ

る
。

獣
は

庭
に

あ
っ

て

駭
く
こ

と

な
く

、

魚
は

沼
に

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
み

ち

満
ち
て

取
ら
れ

る

こ

と

は

な
い

。

迷
い

き

た
っ

た

塗
か

ら

車
を
引

き

返
し
、

過
表
を
反

省
し

て

将
来
に

思
い

を
は

せ

る
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

し

ヴ

　
お

そ
咲
き

の

花
が

開
く
と

、

初
め

の

花
は

蕊
が

落
ち
る

。

別
々

の

林
で

赤
と

青
の

色

ど
り

を
異
に

し

て
い

た
も
の

が
、

た

ち

ま

ち

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ひ

ら

風

の

た
め

に

紅
と
紫
が

ま
じ
っ

て

く
る

。

紫
の

蓮
の

花
が

夜
に

発

　

　
あ

か

　

　
　
　
　

　
　
　

の

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
か

す

き
、

紅
い

荷
が

暁
に

舒
び
る

。

軽
や

か

な
風
が

微
か

に

動
い

て
、

　
そ
の

芳
香
が

流
れ

て

く

る
。

風
は

園
の

樹
に

さ

や

さ

や

と
吹

き
、

　
月
は

池
の

ほ

と
り
の

竹
に

照

り
は

え

る
。

簷
の

桂
は

長
い

枝
を
か

　
ら
ま
せ

、

庭
の

菊
は

黄
色

の

花
を
つ

け

て
い

る
。

氷
は

穴
に

垂

れ

　
F
り

中
洲
に

つ

ら

な

り
、

雪
は

松
に

か

か

り
野

を
被
う

。

鴨
は

寄

　
り

集
ま
っ

て

飛
び
分
散
せ

ず
、

雁
は

高
く
翊
ん
で

下
り

よ

う
と

し

　
て
い

る
。

い

ず
れ

も

時
節
の

物
と

し

て

懐
し

む
に

足
る

も
の

で

あ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
ゆ

　
っ

て
、

自
分
の

外
か

ら

来
た

も
の

で

は

あ
る
が

假
の

物
で

は

な
い

。

　
ま
こ

と
に

本
性
の

落
ち
つ

く
所
で

あ

り
、

心

ひ

か

れ

て

捨
て

さ

る

　
こ

と

の

で

き

な
い

も
の

で

あ

る
。

　

　
私
の

気
持
ち
が

年

を
と

る

に

つ

れ

て

弱
く

な
っ

て

く
る
の

を

情

　
け

な

く
思
い

、

憂
い

が

胸
の

中
に

溢
れ

て

く
る

。

悲
哀
は

道
が

違

　
っ

て

も
帰
を

同
じ

く

す

る

が
、

歓
び
は

途
が

違
っ

て
い

て

皆
な

失

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
じ

ま

　
わ
れ

る
。

私
は

時
に

魚
や

鳥
を

眺
め

て

過
し

、

閑
な

時
間

は

草
の

　
い

お

り
で

送

る
。

傍
に

は

呉
の

美
女

も
お

ら

ず
、

前
に

は

趙
の

琴

　
も

無
く

、

こ

う
し

て

晩
年
を
終
え

、

こ

こ

で

日

を
過
ご

そ

う

と

思

　
う

。

た

だ
、

天
地
の

ご

と

き

恩
恵
に

報
い

る

こ

と
な
く

、

事
跡

を

　
記

録
す
る

官
は

（

私

に

つ

い

て
）

何
も
記
さ

ず
、

い

た

ず
ら

に

高

　
門
の

地
位
に

い

て

重

ん

ぜ

ら

れ
、

良
史
の

筆
に

記
さ

れ

な
い

の

が

　
残
念

で

あ
る

。

長
く

た

め

い

き

を
つ

い

て

何
も
言
う
こ

と

は

な
い

。

　
あ
・

、

わ
が

心
に

愧
ず
る

こ

と

は
一

つ

だ
け

で

は
な
い

。

　
や

が

て

特
進
を
加
え

ら
れ

、

光

禄
大
夫
・

侍
中

・

太
子
少

傅
は

も

と
の

ま

ま
で

あ
っ

た
。

天

監
十
二

年
、

官
職
に

あ
る

ま

ま

亡
く

な
っ

た
。

七

十
三
歳
で

あ
っ

た
。

詔
勅
に

よ
っ

て
、

本
官
が

贈
ら

れ
、

葬
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お

く
ゆ

る

儀
料
と
し

て

銭
五

万
、

布

百
匹

を

賜
わ

り
、

　
「

隠
」

と

議
さ

れ

た
。

　

約
の

左
目
は
瞳
が

重
な
っ

て

お

り
、

腰
に

は

紫
の

あ
ざ
が

あ
っ

て
、

そ

の

聡
明
な
る
こ

と

人

に

過
ぎ

て

い

た
。

書
物
を

聚
め

て

二

万
巻
に

も
な

り
、

都
で

彼
に

比
べ

ら
れ

る

者
は

い

な

か
っ

た
。

幼
少
に

し

て

父

を
亡
く
し

て

貧
し

く
、

親
戚
に

た

の

ん

で
、

米

数
百
斛
を
得
た

が
、

悔
辱
さ

れ
た
の

で
、

そ
の

米

を
ひ
っ

く
り
か

え

し

て

帰
っ

た

こ

と

も

あ
っ

た
。

貴
い

身
分

に

な
っ

て

も
、

そ

れ

を
後
悔
し

て

い

な

か
っ

た

と
、

郡

の
言

い

伝
え

に

な
っ

て

い

る
。

か
つ

て

武
帝
の

宴
席
に

侍
し

て

い

た

時
、

妓
師
が

い

て
、

そ

れ

は

斉
の

文
恵
太
子
の

宮
人

で

あ
っ

た
。

帝
が

「

座

中
の

客
に

面
識
が

あ

る
か
」

と

問
ね

る

と
、

　
「

沈
家

令
だ
け

を
知
っ

て
い

ま

す
」

と

答
え

た
。

約
は

座
に

伏
し
て

涙

を
流

し
、

帝
も
ま

た

悲
し

ん

だ
。

そ
の

た

め

酒

宴
は

止
め

に

な
っ

た
。

　

約
は

宋
・

斉
・

梁
三

代
に

歴

仕

し
、

旧

い

法
令

を
す
べ

て

知
っ

て

お

り
、

博
識
で

見

聞
が

広

く
、

当
時
の

規

範
と
さ

れ

た
。

謝

跳
は

善

　

　

　
　
 

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

 

く
詩
を
作
り

、

　

　

　
　

　

　
任
肪
は

文
章
に

巧
み

で

あ
っ

た

が
、

約
は

そ
の

両
者

の

才
を
兼
ね

て

い

た
。

し

か

し
、

し

の

ぐ
こ

と

は

で

き

な
か
っ

た
。

高

才
を
自

負
し

て
い

た

が
、

栄
利
に

く
ら

く
、

時
運
に

乗
じ

て

権
勢

の

地
位
に

の

ぼ

り
、

ひ

ど

く

清
談
に

ふ

け
っ

た
。

宰

相
の

地
位
に

つ

く
と

、

少
し

は

止

足
を
知

る

よ

う
に

な
り

、

＝
呂

を
進

め

ら
れ

る

た

び
に

、

殷
勤
に

退

官
さ

せ

て

く

れ

る

よ

う
に

願
い

出
た

が
、

終

り

ま

で

去

る

こ

と
が

で

き

な

か
っ

た
。

論
者
は

彼

を
山

涛
と

く

ら
べ

て

い

る
。

政
事
に

た

ず
さ

わ

る

こ

と

十

餘
年、

人

物
を
推
薦
し

た
こ

と

は

一

度
も
無

く
、

政

事
の

得
失

に

関
し

て
は
、

た

だ

「

は

い
、

は
い

」

と

言
う

だ

け

で

あ
っ

た
。

　

そ
の

初
め
、

高
祖
は

張
稷
に

つ

い

て

心

残
り
に

思

う
こ

と
が

あ
っ

た

が
、

稷
が

死

ぬ

と

約
に

そ

の

話

を
し
た

。

約
は

「

尚

書
左
僕
射
が

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
の

地
方
に

出
て

辺

州
の

刺
史
と

さ

れ

た

の

で

す

が
、

し
か

し

そ
れ

も
す

ん

で

し

ま
っ

た

こ

と
。

い

ま
さ

ら

論
ず
る

こ

と

も
あ
り
ま
す
ま
い
」

と

言
っ

た
。

帝
は

約
が

稷
と

姻
戚

関
係
に

あ

る

た

め

に

そ
の

肩
を
持

つ

の

だ

と

思
い
、

た
い

へ

ん

怒
っ

て
、

　
「

そ
な
た

の

今
の

言

葉
は

、

忠
臣
と
い

え

る
か
」

と

言
い
、

輦
に

乗
っ

て

内
殿
に

帰
っ

て

し

ま
っ

た
。

約
は

懼
れ

、

高
祖
が

起
ち

あ

が
っ

た

の

に

も

気
づ

か

ず
、

ま

だ

初
め

の

よ

う
に

坐
っ

て

い

た
。

邸
に

帰
り
つ

く
と

、

ま

だ
牀
に

至

ら

な
い

う
ち
に

、

か

ら
足

を
ふ

ん

で

戸

の

下
に

つ

ま

づ

き
、

そ
れ

が

も

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

の
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
セ

と

で

病

気
に

な

り
、

斉
の

和
帝
に

剣
で

そ
の

舌
を

断
ら

れ

る

夢
を
見

た
。

巫

を
召
し

て

病

気
を
視

さ

せ

た

が
、

巫
の

言
は

夢
と

同
じ

で

あ

っ

た
。

そ
こ

で

道
士
を
呼
ん

で

赤
章
を
天
に

奏
し
、

禅

代
の

こ

と

は

自
分
か

ら
言
い

出
し
た

の

で

は

な
い

と

稱
し

た
。

高
祖
は

上

省
の

医

者
で

あ
る

徐
奘

を
遣
わ

し

て

約
の

病

気
を

診
さ

せ

た
。

奘

は
つ

ぶ

さ

に

そ
の

あ
り

さ

ま

を
申
し

上
げ
た

。

こ

れ

よ

り

先
、

約
は

宴
に

侍
し

た
が

、

そ
の

時
、

予

州
か

ら

径
一

寸

半
ほ

ど

も
あ
る

栗
を
献
上
し

て

い

た
。

帝
は

こ

れ

を
珍
ら

し

く
思
い
、

　
「

栗
の

こ

と

で

ど

れ

く
ら
い

知
っ

て

い

る

か
」

と

問

ね

た
。

そ
う
し

て

約

と

各
々

知
っ

て

い

る

こ

と

を

書
き

並
べ

た

が
、

約
は

帝
よ

り
三

事
少

な

か
っ

た
。

そ
の

場
を

下
っ

て

人

に

言

う
に

は
、

「

こ

の

方
は

、

負
け

ず
ぎ
ら
い

。

も
し

譲

ら

ね

ば
、

羞
ぢ

て

死

ぬ

で

あ
ろ

う
」

と
。

帝
は

そ

の

言
葉
が

不

遜
で
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あ

る
た

め
、

罪
に

あ
て

て

処

罰
し

よ

う
と

し

た

が
、

徐
勉
が

固
く

諌

め

た
の

で
、

な

ん

と
か

そ
の

場
は

お

さ

ま
っ

た
。

の

ち
に

赤
章
の

こ

と
を
聞
く
と

非
常
に

怒

り
、

使
者

を
遣
し

て

数
々

譴
責
さ

せ

た
。

約

は

恐
れ

、

そ

の

た

め

に

死

ん

だ
。

役
所
で

は

「

文
」

と
い

う
説

を
送

っ

た

が
、

帝
は

「

情
を
懐
き

な
が

ら
、

そ

れ

を
尽
く
さ

な
い

の

を
隠

と

い

う
」

と

言
っ

た

の

で
、

　
「

隠
」

と

改

め

た

と
い

う
。

　
　

「

晋
書
」

百
十
巻
、

　
「

宋
書
」

百

巻
、

　
「

斉
紀
」

二

十
巻
、

高
祖

紀
十
四
巻

、

　
「

邇
言
」

十
巻

、

　
「

議

例
」

十
巻

、

　
「

宋
文

章
志
」

三

十
巻

、

　
「

文

集
」

百
巻

を
著
わ

し
、

皆
な

世
に

行
な
わ
れ

た
。

又

た

「

四
声
譜
」

を
撰
し
、

　
「

昔
の

詩
文
の

作
者
は

、

四
声
に

つ

い

て

何

千

年
も

気
づ

か

な
か
っ

た
。

そ
れ
を

自
分
だ

け

が

胸
の

う
ち
に

覚

り
、

そ
の

妙

旨
を
窮
め

た

の

で

あ
る

」

と

し

て
、

入

神
の

作
と

考
え

た
。

高

祖
は

も
と

も
と

四

声
な
ど

好
ま
な

か
っ

た
。

あ

る

時
、

周
捨
に
「

何

を

四
声
と
い

う
の

か
」

と

問

う
と
、

捨

は

「

“

天

子
聖
哲
”

が

そ

れ

で

ご

ざ
い

ま
す
」

と

答
え

た
。

し
か

し

帝
は
一

度
も
そ
れ

を
遵
用

し

な
か

っ

た
。

　

子
の

旋
は

、

約
の

生

時
、

す

で

に

中
書
侍
郎

、

永
嘉
太
守
、

司

徒

従

事
中
郎

、

司
徒

右
長
史

を
経

て
い

た
。

約
の

喪
に

服
し

た

の

ち
、

太

子
僕
と

な
っ

た

が
、

復
た

母
の

死
に

よ
っ

て

官
を
去
り

、

菜

食
し

て

穀
物

を
と
ら
ず

、

服
喪
が

お

わ
っ

て

も
、

ま
だ

粳
粱
を
絶
っ

て

い

た
。

の

ち

に

給
事

黄
門
侍
郎

、

中
撫

軍
長
史
と

な
り

、

地
方
に

出
て

招

遠
将

軍
、

南
康

内
史
と

な
っ

た

が
、

清
治
と
い

う
評
判
が

あ
っ

た
。

在

職
中
に

亡

く
な

り
、

恭
候
と

謹
さ

れ

た
。

子
の

寔
が

後
を
嗣
い

だ
。

　

陳
の

吏

部
尚

書
娩
察
の

こ

と

ば
、

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
の

え

　

そ

の

昔
、

木
徳
の

斉
が

謝
え
る

や
、

東

昏
侯
が

暴
虐

を
ほ

し

い

ま

ま

に

し
、

民

衆
は

恐
れ
お
の

の

き
、

そ
の

命
は

旦

夕
に

迫
っ

て
い

た
。

高
祖
は

乱
れ

た

世
を
済
う
こ

と

を
使
命
と

し
、

中
国
を

安
定
さ

せ

る

こ

と

を
志
し
、

帷
幄
に

謀
り
ご

と

を
め

ぐ
ら

す

に
、

張
良
・

陳
平
の

ご

と

き

臣
に

た

よ
っ

た
。

范
雲
・

沈
約
は

、

梁
国
の

創

造
に

あ
つ

か

り
、

帝

業
の

成

就
を
た

す
け

た
。

ま

た

苑
雲
は

機
智
に

富
み

聡

明
で

あ
っ

た

の

で
、

務
め

を
成
し

と

げ

時
世
に

役
立
っ

た
。

沈
約
は

高
才

に

し

て

博

学、

そ
の

名
は

司

馬
遷
・

董
仲
舒
に

次
ぐ
人

で

あ
っ

た
。

い

ず
れ

も
梁
の

興
運
に

あ
ず
か

っ

て

お

り
、

一

代
の

英
偉
と
い

え

よ

う
。　

　

注

1
　
林
子

ー

「

南

史
」

巻
五

七

2
　
璞

1
「

南
史
」

巻
五

七

3
　
誅

殺
さ

れ

i
「

南
史
」

に
、

　一
，

元

嘉
三

十
年、

元
凶

　
弑
立
し、

璞
は

奉

　
迎
の

晩
き
を
以
て

殺
さ

る
L

と
あ

る
。

4
　
蔡

興
宗
ー
「

宋
書
」

巻
五
七

5
　
文

恵
太
子

ー
世
祖
武

皇
帝
の

長
子

。

　
「

南

斉
書
」

巻
二
一

6
　
竟
陵
王

−
世

祖
の

第
二

子
。

　
「

南
斉
書
」

巻
四
十

7
　
永
元
二

年

ー
「

永
元
」

は

斉
の

東
昏
侯
の

年
号

。

四
九
九

年
。

8
　
建

康
城
が

平

定
さ

れ
る

と
1
高
祖
が

東

昏
侯
を
滅
ぼ
し

た

こ

と
。

9
　
攀

龍
附
鳳

1
「

後
漢
書
」

光
武
紀
に
、

　
「

士

大
夫
の

大
王
に

矢
石
の

間
に

　
従
ふ

や
、

固
よ
り

龍

鱗
に

攀
ぢ
鳳
翼
に

附
き
、

以
て

其
の

志
す
と
こ

ろ
を
成

　
す
を
望
む
の

み
」

と
。

一 47 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Llterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

10
　
樊
・

湧
ー
と
も
に

東
昏
侯
と
の

戦
い

に

出
て

く
る

地
名

。

11
　
建

安
公
の

封
土

…
高
祖
の

か

つ

て

の

封
号

。

12
　
約
は

手
を
あ

げ
て

左
を

向
い

た

1
高
祖
受
禅

後
の

范
雲
の

官
を
意
味
す
る

　

と
思
わ

れ
る

。

　
、

梁
書
L

本
伝
に

は
、

　
「

天
監
元
年
、

高
祖
受
禅
す

。

・

…

　

是
の

日
、

散
騎
常
侍
．

吏

部
尚

書
に

遷
り、

佐
命
の

功

を
以
て

霄
城
県
侯
・

　

邑
千
戸
に

封
ぜ

ら
る
凵

と
。

13
　
梁
国
の

政
府
が

で
き
る
と

ー
「

梁

書
」

巻
一
、

中
興
二

年
正
月
の

詔
に

、

　

「

其
れ

位
を
相

国
に

進
め
、

百

揆
を

総
べ
、

揚
州
刺
史
と

し、

十

郡
に

封
じ

　

て

梁
公
と

為
し、

九

錫
の

礼
を

備
え

よ

…

…
」

と
。

14
　
徐

勉
1
「

梁
書
」

巻
二

五
、

　
「

南
史
」

巻
六

十

15
　
永
明

ー
斉
の

世
視
の

年
号
（
四

八

三
−

四

九
三
）

16
　
建
武

ー
斉
の

高
宗
の

年
号
（
四

九

四
−

四

九
七
）

17
　
徐
令

−
斉
の

尚

書
令
で

あ
っ

た

徐

孝
嗣

を
指
す

の

で

あ
ろ

う
。

18
　
束
田

1
文
恵
太
子
が

鍾

山
の

下
に

建
て

た

楼
観
の

こ

と
で

あ
る
が

、

こ

こ

　
は

そ
の

地

を
指
す
か

。

19
　
海
昏
侯
の

爵
位
ー
沈
戎
が

光

武
帝
に

よ

っ

て

海

昏
侯
に

封
ぜ

ら
れ

た．、
「

南

　
史
」

沈
約
伝

20

河
・

済
の

地

〜
世
に

重
ん

じ

ら
れ

ー
「

国
語
」

鄭
語
に
、

「

鄭
の

桓
公、

　
幽
王
の

乱
に

値
ひ、

地

を
避
く
る

の

策

を
史

伯
に

問
ふ

。

史
伯
曰

く
、

其
れ

　
河
∵

済
の

間
か

と
。

後
遂
に

號
・

檜
を
伐
ち
て
、

世
々

其
の

地
を
有
す
」

と
。

21
　
班

生
の

百
年
を
〜

ほ

ど

で

あ
っ

た

ー

「

漢

書一

叙
伝
に
、

　
「

始
皇
の

未、

　
班

壹
は

地

を
楼
煩
に

避
け
、

馬
牛

羊
　
数
千
群

を
致
す．、

漢
初
　
定
ま
れ

る

　
に

殖
ひ
、

民
と

禁
な
し

。

孝
恵
高
后
の

時、

財
を
以

て

辺
に

雄
た

り
。

出
人

　
弋

獵
に

旌
旗
鼓
吹
あ

り
。

年

百

餘
歳

、

寿
を
以
て

終
る

」

と
。

22
　
隆

安
年
間

−
東
晋、

安
帝
の

年
号

。

　
（
三

九
七
−

四

〇
一
）

隆

安
年
間
に

　
は、

五

胡
が

中
国
を
乱

し、

会
稽
王
道

子
が

権
を
専
ら

に

し
、

王

恭
や
殷
仲

　
堪
が

謀

反
す
る

な
ど
、

国
運
は

艱

難
を．
き

わ

め

た
。

23
　
如

莽
ー
「

左
氏
伝
」

哀
公
元

年
に

「

骨
を

暴
す
こ

と
莽
の

如
し

」

と

あ

る
。

24
　
朱
方

−
春
秋、

呉
の

地

名
。

江

蘇

省
丹
徒
県

。

25
　
風
に

憑
っ

て

〜

ー
林
子
が

武
帝
に

頼
っ

て

カ
を
の

ば

す
こ

と
が

で

き

た

こ

　
と

。

　
「

南

史
」

沈
約
伝
に

見
え
る

。

跖

　
建
康
を

指
し

て

〜

1
林
子
が

高
祖
に

従
い
、

都
を
目

指
し
て

南
ド
し

た

こ

と
。

「

南
史
」

沈
約
伝
に

見
え

る
。

27
　
南
の

大
通
り

を
〜

1
武
帝
の

時、

林
子
は

征

戦
の

功
に

よ

っ

て

建
武
将

軍

　
に

任
じ
ら
れ

、

ま
た

文
帝
の

時、

建
威
将

軍
、

河
東
太
守
に

任
じ

ら
れ

た
。

　
そ

の

子
の

璞
は

准
南
太

守
と

な
る

。

祖
父
、

父
と

も
に

出

世
し

た

こ

と

を
い

　
う
。

28
　
四

代
ー
宋
か

ら

梁
に

か

け

て
、

沈
約
に

至
る

ま

で

の

世

代
。

穆

夫、

林
子、

　
璞
、

約
を
い

う
の

で

あ
ろ
う
。

29
　
白
社

…
河
南
省
洛
陽
の

東
に

あ
っ

た
。

　
鐙
日

書
L

隠

逸
・

董
京

伝
に
、

「

京、

　
宀．
r

は

威

輦、

常
に

洛
陽
の

臼
社

中
に

宿
す

。

時
に

市
に

乞
ひ
、

残
砕
の

細

絮

　

を
得、

結
び
て

以
て

自
ら
覆
ひ、

全

帛
　
佳

綿
は
、

則
ち

肯
て

受
け

ザ
」

と
。

30
　
梁
鴻
の

よ

う
に

〜
ー
「

後
漢
書

」

梁
鴻
伝
に
、

　
「
乃
ち

共
に

霸
陵
山

中
に

　
入

り
、

耕
織
を

以
て

業
と

為
す

。

…
…

遂
に

呉
に

至
る

。

大
家
皐
伯
通
に

依

　
り

て

底
下
に

居
り
、

人

の

為
に

賃
春
す

。

」

と
。

31
　
耿

允
の

思
い

1
世

俗
と

妥
協
せ

ず、

道
を

守
り

身
を
清
く
せ

ん

と
す
る

思

　
い
。

32
　
東
の

丘

ー
陶
潜

「

帰
去
来
辞
」

に
、

　
コ

東
皐
に

登
り

て

舒

磁
し
、

清
流
に

　
臨
み

て

詩

を
賦

す
L

と．、

餡

　

応
球
は

し

ば

し
ば

〜

ー
応
環
が

魏
に

仕
え

て

志

を
得
な
か

っ

た

時、

詩
を

　
作
っ

て
、

　
「

朱
糸
を
牽
く
を
悟
ら
ず
、

三

署
来
り
て

相
尋
ぬ
」

と
。

盟

　
陸
機
は

世

網
に

〜

ー
睦
機
の

コ

洛
に

赴
く

道
中
に

て

作
る
し

詩
に
、

　
「

借

　

　
　

　
　

　ロ
ニ
　
　

　
　
　

　
　
ゆ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

トハ

　
問
す

　
子
何
く

に

之
く
、

世
網

　
我
が

身
に

嬰
れ

り
」

と

あ

る
。

35
　
帰
ら

ん
か

な

！
「

論
語
」

公
冶
長
に

「

子
、

陳
に

在
り

て

臼
く、

居

ら
ん
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か

な、

帰
ら
ん
か

な
と

」

と
あ
る

。

36
　
牧
誓
1
「

尚

書
」

牧
誓
の

序
に

、

　
「

（
武

王
）

、

受
（

殷
の

紂
王
）

と
牧

　

野

に

戦
ふ

。

牧
誓

を
作
る

」

と
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ノ

す

37
　
湯
誓
ー

「

尚

書
」

湯
誓
序
に
、

　
「

伊
尹、

湯
を
相
け

て

桀
を
伐
ち

、

升
る

　
こ

と

陌
よ

り
す

。

遂
に

桀
と

鳴

條
の

野
に

戦
ふ

。

湯
誓
を

作
る
」

と
。

38
　
玉
の

ご

と
く
で

あ
っ

た

ー
「

左
氏

伝
」

昭
公

十
二

年
に、
　

「

詩
に

目
く、

　

我
が

王

度
を
思
ひ、

式
て

玉
の

如

く
、

式
て

金
の

如
く
し、

民
の

力

を
形
に

　

し
て、

酔
飽
の

心

無
け

ん
」

と
。

39
　
天
子
の

輔
佐
役
に

〜

1
約
は

梁
国
が

建
っ

た

時、

吏
部
尚
書
・

尚
書

右
僕

　

射
と
な
っ

た
。

40
　
高
固
の

よ

う
に

〜

1
「

左

氏
伝
」

成

公
二

年
に
、

　
「

斉
の

高
固、

晋
師
に

　
入

り、

石

を
桀
げ
て

以

て

人
に

投
じ

、

之
を
禽
に

し

其
の

車
に

乗
り、

桑
の

　

本
に

繋
ぎ

、

以
て

斉
の

壘
に

徇
へ

て

曰
く、

勇

を
欲
す

る

者
は
、

余
が

餘
勇

　

　
か

　

を
賈
へ

と
」

と
あ

る
。

41
　
魯
仲
連
の

よ

う
に

〜

1
「

史
記
」

魯
仲
連
伝
に

見
え
る

。

42
　
陽
鳥

を

除
い

て

ー

1
建
昌
県
侯
に

封
ぜ

ら
れ
た

こ

と

を
い

う
。

43
　
長
河
・

泰
山
に

誓
っ

て

〜

ー
封

爵
を
受
け

て、

長
河
や

泰
由

の

よ
う
に

永

　
遠
に

、

国
家

を
安
泰
に

保
ち
、

子

孫
に

伝
え

る
。

　
「

漢

書
」

功
臣

表
に
、

「

封

　
爵
の

誓
に

曰
く

、

長
河
を
し

て

帯
の

如

く
、

太
山
を
し

て

礪
の

如
く

な
ら
し

　
む

る

ま
で
、

国
以
て

永
く
寧

く、

爰
に

苗

裔
に

及
ば
ん
と
」

と
。

44
　
孫
叔

敖
ぽ
〜

1
「

列
子
」

説
符
に

、

　
「

孫

叔
敖

死
し、

王
は

美

地
を
以

　
て

其
の

子

を
封
ぜ
ん

と

す
。

子
は

辞
し

て

受
け

ず、

寝
丘
を
請
ふ
。

之
を
与

　
ふ

。

A7

に

至
る
ま
で

失
は
ず
」

と
。

45
　
藷
何
は

〜

1
「

史
記
」

蕭

相
国
世
家
に
、

　
「

何
の

田
宅
を
置
く
や

、

必
ず

　

　
　

　
　

　
　

　
　つ
く

　
窮

処
に

居
り
、

家
を

為
る

や、

垣

屋
を

治
め

ず
。

曰
く、

後
世

　
賢
な
れ

ば
、

　
吾
が

倹
を
師
と

せ

ん
。

賢
な
ら
ざ
れ

ば
、

勢
家
の

奪
ふ

と
こ

ろ
と

為
る

毋

ら

　
ん
」

と
。

46
　
希
微
の

詩

ー
小
稚
・

斯
干
の

詩
か
。

　
「

風

雨
の

除
る

攸、

鳥
鼠
の

去
る

攸、

　
君

子
の

芋
な
る
攸
」

と
あ
る

。

47
　
そ
の

竹
は

〜

1
「

准
南
子
」

墜
形
訓
に
、

　
「

東
南

方
の

美
な
る

者
は
、

会

　
稽
の

竹

箭
あ

り
」

と
。

48
　
九

州
の

宝
蔵
−
天

下
（
九
州
）

各

地
の

特
産

。

49
　
張
禹
は
四

百
頃
の

〜

ー
「

漢

書
」

張
禹
伝
に

見
え
る

。

50
　
顔

渊
は
五

十
畝
の

〜

1
「

荘
子
」

譲
王
に
、

　
「

（
顔
）

回
に

郭
外
の

田
五

　

十
畝

有
り

、

以
て

肝
粥

を
給
す
る

に

足
る

。

郭
内
の

田

十
畝

、

以
て

糸
麻
を

　
為

す
に

足
る
。

琴
を
鼓
し

以
て

自
ら

娯
む

に

足
る

。

夫

子
の

道

を
学
ぶ

所
は
、

　

以
て

自

ら
楽
し
む
な
り

」

と
。

51
　
暁
の

蓐
を
〜
ー
孫
晨
の

故
事

。

　
「

三

輔
決
録
」

に、
　

「

孫

晨、

字
は

允
公

。

　
家

貧
に

し

て
、

席
を
織
り

て

業
と

為
す

。

詩
書
に

明

ら
か

に

し

て
、

京
兆
の

　
功
曹
と

為
る

。

冬
月、

被
無
し、

蒿
一

束
あ

り
。

暮
に

臥
し

朝
に

収
む
」

と
。

　
こ

こ

は

話
が

少
し
ち
が

う
。

52
　
千

斯
の

倉

1
「

毛
詩
し

小
雅
・

甫
田

に
、

　
「

曽
孫
の

稼、

茨
の

如

く
梁
の

　
如
し

。

曽
孫
の

庚
、

堆
の

如
く

京
の

如

し
。

乃

ち
千

斯
の

倉
を

求
め
、

乃

ち

　
万
斯
の

箱
を

求
む
」

と
。

53
　
波

陽
ー
魯
の

地
名

。

　
「

左
氏
伝
」

僖
公
元

年
に

、

　
「

公、

季
友
に

波

陽
の

　
田

と

費
と
を

賜
ふ
」

と
。

馴

　
三

鳥
ー
青

鍾
・

鶴
・

燕
子
の

三
鳥

G

書
翰
を
伝
え
る

。

　
「

楚

辞
」

九
歎
に
、

　
「

三

鳥
は

飛
び
て

以
て

南
よ
り
し、

其
の

志
を
覧
て

北
せ

ん
と
欲
す
」

と
。

55
　
も
と

の

歩
き

方
を
忘
れ

る
ー

「

荘
子
」

秋
水
に

、

　
「

且
つ

子、

独

り
夫
の

　
寿
陵
の

餘
子
の

、

行
を
邯
鄲
に

学
ぶ

を
聞
か

ず
や

。

未
だ

国
能

を
得

ず
し

て
、

　
又
た

其
の

故
行
を
失
へ

り
。

直
だ
匍
匐
し

て

帰
る

の

み
」

と
。

56
　
此
の

地
に

遊
ん
だ
も
の

だ

ー
沈
約
の

東
田

の

宅
は、

文
恵
太
子
の

旧

園
に

　
近
く、

太

子
家
令
で

あ
っ

た

時
に

従
っ

て

遊
ん
だ

こ

と

を
思
い

お

こ

し

て

い

　
る

。
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田

　
西
陵
−
曹
操
が

葬
ら
れ
た

所
。

こ

こ

で

は

文
恵
太
子
の

墓
地
を
指
す

。

睦

　
機

「

魏
の

武
帝
を
弔
う

文
」

に
、

　
「

總
帳
の

冥
漠

を
悼

み、

西
陵
の

茫
々

た

　
る

を
怨

む
し

と
。

駆

　

商
颱
館
−
世
祖
の

建
て

た

館
。

59
　
孫
后
の

墓
田

ー
「

呉

志
」

孫
策

伝
に

、

「

堅
薨
じ、

還
り

て

曲
阿
に

葬
る

」

　
と

。

60
　
徒
ら

に

石
椁
の

〜

1
未
詳

。

61
　
皇
太
子

ー
文
恵
太
子

を
指
す

。

62
　
成
帝

−
東
晋
第
三

代
の

天

子
。

63
　
康
帝

ー
東
晋
第

四
代
の

天

子
。

　
　
穆
帝

−
東
晋
第
五

代
の

天

子
。

邸

　
簡
文
帝
ー
東
晋
第
八

代
の

天
子
。

66
　
孝
武

帝
−
東
晋

第
九

代
の

天
子
。

67
　
安
帝

−
東
晋
第

十
代
の

天

子
。

銘

　
辟
駒
ー
犠
牲
の

馬
。

69
　
紫
皇

−
太
清
九

宮
中
の

最

高
の

神

70
　
巫
陽

−
古
え

の

ト
筮
の

名
入

。

　
「

楚
辞
」

招
魂
に、
　

「

帝
、

巫

陽
に

告
げ

　
て

曰
く
、

人
有
り

　
下
に

在

り
。

我
こ

れ
を

輔
け
ん
と
欲
す

。

魂

魄
　
離
散

　
す

。

汝
筮
し
て

之
に

予
へ

よ
」

と
。

71
　
顔
茅
ー

ト
占
に

用
い

た

霊
草

。

72
　
一

乗

−
仏
法
の

悟
り
を
開
く
た

め

の

乗
り

物
。

　
「

法
華
経
」

方
便
品

に
、

　
「

十
方
仏

土
の

中
、

た
だ
一

乗
の

法
あ

り
」

と
。

73
　
三
達

−
天

眼
（
未

来
の

生
死

因

果
を
知
る
）

、

宿
命
（
過
去
の

生
死
因

果

　
を
知
る
）

、

漏
尽
（

現
在
の

煩
悩
を
知
っ

て
、

こ

れ

を
断
つ
）

を
い

う
。

74
　
葺
茨
に

よ
っ

て

名
を
あ

げ
る

ー
隠
者
の

く
ら
し

を
し
て

世
に

名
を
あ
げ
る

。

75

己

を
忘

れ

る

ー
「

荘

子
」

天

地
に
、

　
「

治
有

り

人

に

在
り、

物
を
忘

　
れ

天
を
忘
る

。

其
の

名
を
己

を
忘
る

と

為
す

。

己

を
忘
る

人、

是
れ

を
こ

れ

　
天
に

入
る

と

謂
ふ
L

と
。

76
　
大
徳
ー
「

易
」

繋
辞
伝

下
に
、

　
「

天
地
の

大
徳

を
生
と

日
ひ
、

聖
人

の

大

　
宝

を
位
と

日
ふ
」

と
。

77
　
老
夫

ー
七
十

歳
で

退
職
し

た

大
夫
の

自

稱
。

　
「

礼
記
」

曲
礼
上

に、

　
「

大

　
夫
は

七
十
に

し

て

致

事
し、

若
し

謝

す
る

を
得
ざ
れ
ば
、

則
ち
必

ず
之
に

几

　
杖
を

賜
は
り

、

行
役
に

婦
人
を
以

て

し
、

四

方
に

適
く
に

安
車
に

乗
り、

自

　
ら
老
夫

と

稱
す
」

と
。

78
　
願
を
希
ふ

ー
「

楊
子
法
言
」

学
行
に
、

　
「

額
を
晞
ふ

馬
も
亦
た

験
の

乗
な

　
り

、

顔
を
晞
ふ

人
も

亦
た

顔
の

徒
な
り

」

と
。

79
　
珪
の

如

し

ー
「

毛

詩
」

大
雅
・

巻
阿
に

、

　
「

顳
々

印
々
、

圭
の

ご
と

く

璋

　
の

ご

と

く、

令
聞
令
望
あ

り
」

と
。

80
　
老
者

を
安
ん
ず
る

ー
「

礼
記
」

王
制
に
、

　
「

百
官
　
斎

戒
し
て

質
を
受
け
、

　
然
る

の

ち

老
を
休
め

農
を
労
ふ
」

と
。

81
　
魚
は

沼
に

満
ち
て

ー
「

毛
詩
」

大
雅
・

霊
台
に
、

　
「

王
、

霊
沼
に

在
り
、

　
あ

る
　
　

　
　
み

　
於
　
扨
ち
て

魚
躍
る
」

と
0

82
　
假
の

物
で

は

な
い

ー
陸

機
「

招

隠
詩
」

に
、

　
「

至
楽
は

假
る

こ

と
有
る

も

　
の

に

非
ず
、

安
ん
ぞ

醇
樸
を
う
す

く
す

る

を
事
と

せ

ん
」

と
。

83
　
沈
家
令

…
沈
約
は
文
恵
太
子
の

下
で

太
子
家
令

を
つ

と
め
た

。

別

　
謝
眺

は

善
く

詩
を
作
り

ー
「

南
斉

書
」

謝
眺

伝
に

、

　
「

眺
は

草
隷
を
善
く

　
し
、

五
言

詩
に

長
ず

。

沈
約

　
常
に

云
ふ

『

二

百

年
来、

此
の

詩
無
し

」

と
し

　
と

。

85
　
任
肪
は

文
章
に

巧
み

で

あ
っ

た

ー
「

梁
書
」

任
莇
伝
に
、

　
「

防

は
雅
よ
り

　
　

　
　

　つ
づ

　
善
く

文
を
属
り
、

尤
も

載
筆
に

長
ず

。

才
思
　
窮
ま
り

無
し

。

当
世
王

公
の

　
表
奏、

請
は

ざ
る

莫
し

。

肪
、

起
草
す
れ
ば
即

ち
成
り
、

点
竄

を
加
へ

ず
。

　
沈
約

は
一

代
の

詞

宗
、

深
く
推
掲
す
る
所
と

な
る

」

と
。

％
　
　

張噸
稜

1
「

冊

米

耋
日

」

　

巻
LI

亠
ハ

。

觀
　
尚

書
左
僕

射
が

〜

1
「

通
鑑
」

梁
紀
（

天
監

十
年
）

に
、

　
「

尚

書
左

僕
射
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張
稷、

自

ら
謂
ふ
、

功
大
に

し
て

賞
薄
し

と
。

　
（

胡
注
：

稷
は
斉
の

東
昏
侯

を
殺
す

を
以
て

功
と

為
す

。

）

嘗
て

宴
に

楽

寿
殿
に

侍
す

。

酒
酣
に

し
て、

　
怨
望
は

辞
色
に

形
は
る

。

上

曰
く、

卿
の

兄
は

郡
守
を
殺
し、

弟
は

其
の

君

を

殺
す

。

何
の

名
稱
あ

ら
ん
や

と
。

稷
曰
く

、

臣
は

乃
ち

名
稱
無
き

も、

陛

下
に

至
り
て

は、

勲
無
し

と

言
ふ

を

得
ず

。

東
昏

暴
虐
に

し

て
、

義
師
亦

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
ひ

ド

　
た

来
た

り
て

之

を
伐
つ

。

豈
に

臣
に

在
る
の

み
な
ら
ん

や
と

。

上
は
其
の

須

　
　
と

　
を
将
り
て

曰
く

、

張
公
は

畏
る
可
き

人
な

り
と

。

稷

飫
に

懼
れ

且
つ

恨
み
、

　
乃

ち
外
に

出
で

ん

こ

と
を

求
む

。

癸
卯

、

稷
を

以
て

青
．

冀
州

刺
史
と
為
す
L

　
と
。

Q 。
α o

　
和
帝
−
斉
の

最
後
の

天
子

。

89
　
赤
章
−
道
士
が

天
に

祈
る

時
に

用
い

る、

赤
紙
に

し

た

た
め
た

文
章

。
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