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漢

魏

の

詩

歌

に

示

さ

れ

た

非

情

な

文

学

感

情

鈴

木

　
　
修

　
　
次

（

東

京

教

育

大

学
）

　
　
　

　
一

　

漢
魏
の

詩
歌

、

主
と
し
て

古
詩

、

古
歌
を

も
っ

て

伝

え
ら

れ

て
い

る

と
こ

ろ

の

読
み

人

知
ら
ず
の

作
品
に

お
い

て

は
、

時
お

り
、

以
外
に

非
情

な

文
学
感
情
に

出

あ
う

。

非

情
な

交
学

感
情
と
い

う
こ

と
ば

は
、

や

や

熟
さ
な
い

い

い

か
た

で

あ

る

か

も
し
れ
な

い

が
、

こ

こ

で

は
、

良
識
的

人

構
に

対
し
て

さ

お

さ

す
と
こ

ろ

の
、

あ
る

い

は

背
を
む

け
る

と
こ

ろ

の

文

学
感
情

、

な

い

し
は

、

良
識
へ

の

回

帰
を

顧
慮
す
る

と
こ

ろ
の

な

い

交
学
感
情
の

意
で

あ
る

と

理

解
し

て

い

た

だ
き

た
い

。

そ

う

し
た

作

品
の

具

体
例
は

、

以

下
の

叙

述

に

お
い

て

し
る

す
が

、

そ

れ

ら
の

例
か

ら
う
か

が

わ

れ
る

文
学

感
情
の

非

情
性
は

、

詩
経
の

作
品
群

に

お
い

て

は

見
ら
れ
な

か
っ

た

も
の

で
、

詩
歌
の

世
界
に

お
い

て

は
、

漢
代
の

詩

歌

か

ら
に

わ

か
に

顕
著
に

な

る

も
の

で

あ

る
こ

と
を

提
言

し
、

か
つ

そ

の

現

象
の

意

味
に

つ

い

て
、

若
干
の

考
察
を

加
え

て

み
た

い
。

　
　
　

　
二

　

古
詩
十

九

首

其
四

に
、

　
　
　

　
　
　
　

ひ

と

　
　
い
の

も

　
　
人

生

寄
一

世

　
入
の

生
の

　
一

世
に

寄
す
る

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ご

と

　
　
奄
忽

若
瓠
塵

　
奄
忽
な

る

こ

と

飆
塵
の

若
し

　
　
　

　
人
の

い

の

ち

は

短
い

、

　
　
出

世
揖

道
に

拠
る

こ

と
を

ど

う
し
て

し
な

い

の

カ

て
、

不

遇

な
状

態
の

ま

ま

に

長
く

苦
労

す
る
の

は

む

だ

な
こ

と

だ
、

と

い

う

こ

の

発
言
は

、

功
利
的
な

打
算
の

感
情
を

、

た

め

ら
う
こ

と
な

く

う

た

い

だ

し
て

い

る

と
い

え
よ

う
。

古
詩
十
九

首

其
十
一

に

は
、

ま

た

次
の

よ

う
に

う
た

う
、

　
　
何
不

策
高

足

　
　
先
拠

要
路

津

　
　
無
為

守
窮

賤

　
　
轗
軻
長
苦
辛

と

あ
る

。

て
、

盛
衰

各
有
時

立
身
苦
不
早

人

生

非
金

石

豈
能

長

寿
考

奄
忽
随

物
化

栄

名
以
為
宝

　
　
　

　
　
　

　
　
　

む

も

何
ぞ

高
足

（

置

駿
馬
）

に

策

う

ち
て

先
づ

　

要
路
の

津
に

拠
ら

ざ
る

為

す
無
か

れ

　
窮

賤
を

守

り

轗
軻
し
て

長

く
苦
辛
す
る

を

　
　
　

　
　

そ

れ
な

ら

ば
、

　
駿
馬
に

む
ち

う
っ

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

、

、

貧
乏

を
守
っ

盛
衰

　
各

　
時

有
り

身
を
立
つ

る

　
早
か

ら
ざ

る

に

苦
し
む

　
　
い
の

も

入

の

生

は

　
金

石
に

非
ざ
れ
ば

豈
に

能
く
　
長
く

寿
考
な

ら
ん

や

奄
忽
と
し
て

物
に

随
ひ

て

化

す

栄

名

　
以
て
宝

と
為

さ
ん

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

し

「

栄
名
」

と
い

う
こ

と

ば
は

、

史
記

、

遊

侠
伝
の

序
に

、

【

豈
に

若
か

ん
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一 9 一
　漢魏の 詩歌に示 された非情な文学感情 （鈴木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
み

ゃ
、

論
を
卑
く
し
て

俗
に

儕
し

、

瓧
と
浮
沈
し
て

、

栄
名
を

取

ら
ん

に

は
」

と

あ

る
の

を
思
い

う

か
べ

る
な

ら

ば
、

そ

れ

は

世

俗
的

名
声
を

さ

す
こ

と

に

な

る
。

た

だ

し
「

栄
名
」

に

は
、

道
徳
的

名
声
に

か
た

む

く

用
例
も
あ
る
。

吉
川
幸
次

郎

教
授
は

、

「

推
移
の

悲

哀
」

（

下
）

で

こ

の

詩
を
と

り

あ
げ
ら

れ
、

『

こ

の

詩

に

お
け
る

栄
名
は

、

　
さ

き
の

「

之

身
」

が
孝
経
か

ら

出
る

語
で

あ
り
観
念
で

あ
る

ど
す
れ

ば
、

よ

り
多

く

道
徳
的
な

名
声
に

か

た

む

く
で

あ
ろ

う

が
』

と
い

わ

れ
て

い

る

が

（

中

国
文
学

報
第
十

四

冊
）

、

こ

の

古
詩
を

意
識
し
て

発
言

さ

れ
て

い

る
の

で

あ
ろ

う
阮
籍
の

誘
懐

詩
其
四
一

、

「

栄
名
は

己

が

宝
に

非
ず

、

声
色
の

な
ム

　
　
た
ゆ

焉
ぞ

娯
し

む

に

足

ら
ん
」

の

そ

れ

は
、

世
俗
的
名

声
を
意

味
し

て

い

る

と
考
え
ら
れ

る
。

「

栄

名
」

、

そ

れ
を
こ

そ

宝

と

し
よ

う

と
い

う

古

詩

十

九

首

其
十
一

の

発
言

は
、

や

は

り
絹

当
ろ
こ

つ

に
、

出

世
主

義
、

栄

達

圭
義
の

感
情
を
示

し
て

い

る

よ

う

に
、

わ
た

く
し
に

は

考
え

ら

れ
る

。

　

要
路
の

津
に

拠

れ
、

栄
名
を

宝
と

し
よ
う

、

と
い

う
こ

と
ば
は

、

実

は
、

人

生

は
は

か
な

い

が

ゆ

え
に

、

つ

か
の

ま
の

い

の

ち
を

楽

し
も
う

と
い

う
、

無
常
感
か

ら

発
す
る

ヂ

カ

ダ
ソ

λ

の

傾

向
の

流
れ
に

あ

る

も

の

で

あ
る
。

八
の

い

の

ち

は

短
い

が

ゆ
え
に

こ

そ
、

「

斗

酒

も
て

相
娯

楽

　
　
い

さ

ざ

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　コ
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

し

し
、

聊
か

厚
く

す
る

も

薄
く
は

せ

ざ

れ
し

（

古
詩
＋

九

首
其
三
）

「

如

か
ず
美
酒
を

飲
み

、

績
と

素

と

を

被
服
せ

ん
に

は
」

（

古
詩
十

九

首
其
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

と
し

三
）

「

楽
し
み

を
為
す
は

当
に

時

に

及
ぷ
べ

し
、

何
ぞ

能
く
来
た

る

茲

を

待
た

ん
」

（

古
詩

十
九

首
其
十

五
）

と

す
る

発
言

、

あ
る

い

は
ま

た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
う

　
　
人
間
楽

未
央

　
人

間
の

楽
し
み

　
未
だ
央

き

ざ
る
に

　
　
忽
然
綿
東
嶽
　
忽
然
と

し
て

　

東
嶽
（

髄

泰

山
）

に

帰
す

　

　
　
　
　
　
ま

さ

　

す
べ

か

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

う
ご

当

須
盪
中

情

　
当
に

須

ら
く

　
中

情
を
盪
か

し

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

は
う

遊

心

咨
所

欲
　
心
を

遊
ば
せ

て

　
欲
す
る

所

を
咨
れ

　

　
（

古
辞

、

怨
詩

行
）

命
如

鑿
石

見
火

居

世
竟
能
幾
時

但
当
歓
楽
自

娯

尽
心

極
所
嬉
怡

い

の

ち

　
ゆ

う
ち

い

し

命
は

鑿
石
の

火

を
見
る

が

如
し

世
に

居
る

　
竟
に

能
く

幾
時

ぞ

た
　
し

　
な
さ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

た
の

但
だ

当

に

歓
楽
し

て

自
ら

娯
し

み

心
を

尽

く
し
て

　
嬉
怡

す
る

所
を
極

む
ぺ

し

　
　
　
　

（

古

歌
、

満
歌

行
、

趨
）

の

歌

辞
に

示

さ

れ
た

よ

う
な

ヂ

カ

ダ
ソ

ス

の

感
情

は
、

こ

れ

ま
た

漢
魏

の

詩
歌
に

お
い

て

に

わ
か
に

顕

著
に

な

る

も
の

で

あ
る

が
、

そ
の

現

実

主

義
的
な

享
楽
の

気
持
が

、

一

方
に

お
い

て

は
、

前
記
の

功
利
的

打
算

の

こ

と
ば

に

も

走
る
の

で

あ
る

と
考
え

ら
れ
る

。

そ

れ

ら
の

ヂ

カ

グ
ソ

ス

な
こ

と

ば
、

さ
ら
に

加
え
て

功

利
的
打
算
の

こ

と
ば

は
、

き

ま

じ
め

な

生

活
観
か

ら

考
え
る

な

ら

ば
、

だ
い

ぶ

非

良
識
的
な

、

い

わ

ば
非

情

な

丈

学

感
惰
で

あ

る
。

し

か

し
そ

れ

ら
は

、

後
に

考
え
る

如
く

、

漢
代
の

詩
歌
以

後
に

お

い

て

轉

有
の

、

新
し
い

時

代
の

新
し
い

発
言
で

あ
っ

た
。

　
　
　
　
三

　
玉

台
新
詠

巻
一

に

古

詩
と
題

し
て

掲
げ

る

作
品

の

中
に

、

山
で

募
蕪

（

香
草

、

お
ん

な

か

ず

ら
）

を

摘

む
女
が

、

山

よ
り
下

り
て

昔
の

夫
に

出
あ
い

、

薪
し
く
娶
っ

た

女
の

こ

と

を
男
に

尋
ね

る
、

そ

れ

に

対
し

て

男
は

、

い

く
つ

か
の

観
点

か

ら
、

「

新
人
」

と
「

故
人
」

と
の

比
較
を

語
る

と

い

う

趣
向
の

五

言
詩
が

あ
る

。

新
し

い

妻
と

古
い

妻
と
の

比

較

は
、

下
世

話
の

興
味
の

樹
象
に

な

り
う

る

話
し

が
ら
で
あ
る

と

は
b
っ

N 工工
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て

も
、

そ

う
し

た

発
想
は

、

お

だ
や

か
な
人

情
か
ら

考

え
る

な

ら
ば

や

は

り
非
常
識
的
で

、

そ

れ
な

り
の

非

情
さ
を

感
ず
る

。

こ

の

作
品
の

結
び

は
、

「

新
人

不
如

故
」

、

や

は

り

む
か
し
の

お

前
の

方
が
よ

か
っ

た

と

す
る
の

で

あ

る
が

、

作
品
の

中

心

を
な

す
部

分
は

、

新
償
の

女
の

比

較

を
こ

こ

ろ

み
る

と
こ

ろ
に

あ

る
。

こ

の

作
品
は

、

芸
文

類
聚

に

引
く
も

の

は

み
な

「

古
詩
日
」

に

作
り

（

巻
三

二
、

八
一

、

八
五
）

、

太
平

御

覧
の

引
用
も
お

お

む
ね
は

「

古
詩
」

に

作
る

（

巻
三

八
、

八
一

四
、

九

八
三
）

が
、

し

か

し

巻
五
二
一

の

出

婦
に

引
く

例
は

、

「

古
楽
府
詩
日
」

と

す
る
。

措
辞
か

ら
考
え
て

、

こ

の

作
品
は
あ

る

い

は

楽
府

、

す
な

わ

ち
歌
辞
で

あ
っ

た

か

と

思
わ

れ

る
。

か

り
に

詩
で

あ
っ

た
に

し

て

も
、

そ

れ
が

楽
府

的
趣
向
に

あ
や

か
る

も
の

で

あ

る
こ

と
は

た

し
か
で

あ

る
。

　

太
平

御
覧
巻

六

八
九

・

衣
、

お

よ

び

巻
九

〇
七

・

兎
に

引

く

「

古
鬢

歌
」

に
、

「

衣

不

如
新

、

人

不

如
故
」

 
と
い

う
句
が

あ
り

、

建
安
の

詩
人

で

あ
る
徐

幹

の

「

室
思

詩
」

に

は
、

「

重

薪
而

忘

故
、

君
子

所
尤

譏
」

と
い

い
、

曹
植
の

「

浮

萍
篇
」

に

は
、

「

新
人

雖

可
愛

、

不
若
故

人

歓
」

と
い

う
。

こ

う
し
た
こ

と

ば
に

は
、

い

ず
れ

も
良
識
へ

の

回

帰

が

み

ら

れ
、

そ

れ

は

前
記

古
詩
の

結
句
「

薪
人

不

如
故
」

に

共
通

す
る

考
え

方
な

の

で

あ

る

が
、

し

か

し
そ

う

し
た

こ

と

ば

が

改
め

て

提
示

さ

れ

る
こ

と
の

う

ら
に

は
、

漢
魏
の

文
学
に

お
い

て
、

一

方
に

は

新
し

い

女
へ

の

興
味
が

、

開
放
的
に

展

開
さ

れ
て

い

た
こ

と

を
想
像
さ
せ

る
。

詩
経
の

作
品
に

お

い

て

は
、

棄
婦
の

情

を

棄

婦

の

立

場
で

訴

え

る

も

の
、

た

と

え

は

衛
風
「

氓
」

や

小

雅
「

谷
風
」

の

よ

う
な

作
品
は
あ
っ

て

も
、

新
し

い

妻
を

も
と
の

妻
と

比
較
し

て

う
ん

ぬ

ん

す
る

よ

う
な

趣

向
の

も
の

は
、

求

め

る
こ

と
が

で

き
な
い

。

　
友

情

を

題

材
に

す
る

も
の

に

お

い

て

も
、

非

情
な

文
学
感

情
を

示

す

も
の

が
、

漢
魏
の

詩
歌
の

中
に

は

あ

る
。

　
　
昔
我
同
門
友
　
昔
の

我
が

同
門
の

友
は

　
　
高

挙

振
六

翩

高

く

挙
が

り

て

六

挧
を
振
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

よ

し

み

　
　
　
　ば

　
　
不

念

携
手
好
　
手
を

携
へ

た

る

好
を

念
は

ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

ル

る

　
　
ち

し
あ
と

　
　
棄
我

如

遺
跡

　

我
を

棄
つ

る
こ

と
遺
き

跡
の

如
し

　
　
　
　
（

古
詩
十

九

首

其
七
）

　
　
親

交
在

門

　
親
交
門
に

在
り

　
　
飢

不

及
冶
　
飢

う
る

も
冶
に

及
ば

ず

　
　
　
　
（

古
辞

、

善
哉

行
）

　

右
の

作
品
は

、

共
に

友

情
の

裏

ぎ

り
を

う
た

う

も
の

で

あ
る

。

善
哉

行
古
辞
の

う

ら
に

は
、

あ
る

い

は
、’

そ

う

し
た

事
情

を
や

む
を
え
な

く

さ
せ

る

あ
る

社

会
情
勢
の

存

在
が

考

え

ら
れ
る

か

も
し

れ
な

い
。

初
学

記

巻
十

八
、

貧
に

引
く

「

魏
武
謡
俗

詞
」

と
い

う
の

は
、

魏
の

武
帝

、

す
な

わ

ち

曹
操
の

作
に

な

る

「

謡
俗
詞
（

辞
）

」

の

意
で

あ
る

か
、

あ

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
ら

た

る

い

は

曹
操
の

時
代
の

謡
俗
の

詞
の

意
で

あ
る

か

不
明
で

あ
る

が

（

張

溥
の

漢
魏
六
朝

亘
二

名
家
集
は

、

魏
武
帝
集
の

中
に

こ

の

作
品
を
収

め

て

い

る
。

た

だ

し
、

馮

惟
訥

、

丁
福
保
は

共
に

未
叡
載
）

、

そ

こ

に

う

た

わ

れ
て

い

る

友
情
の

関

係
は

、

好
意
を

示
そ

う
に

も
、

こ

ち
ら
が

貧

乏
で

そ

れ
も

出

来
な

い

こ

と

を
の

ぺ

る
。

善

哉
行
古

辞
に

い

う
と
こ

ろ

は
、

あ
る

い

は
そ

れ
に

近
い

か

も
し
れ

な

い
。

　
　
　
　
　
　
　

か
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

く
わ

へ

　
　
甕
中

無
斗

儲
　

甕
の

中

に

は

　

斗
の

儲
無

く

N 工工
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な
ご

　
　
ひ

あ

　
　
　
　
　
　
　

　
む

ゆ

　
　

発

篋
無
尺

繕

篋
を

発
く
に

　
尺

の

縋
無
し

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ウ

　
　
　

　

う

　
　

友
来
従

我

貸
　
友
の

来
り
て

　
我

に

従

き
て

貸
る
も

　
　

不
知
所

以

応
　
応
ず
る

所
以

を

知

ら

ず

　
　

　
　
（

魏

武
謡

俗
詞
）

　
芸
文
類
聚

巻
八
二

、

葵
に

お

い

て

「

古
詩
」

と

し
て

引
か

れ
て

い

る

次
の

作
品
は

、

太
平

御
覧
巻
九
七

九
、

葵
に

お

い

て

は
、

「

古
歌

辞
」

と

し
て

引

用
さ
れ

て

い

る

も
の

で

あ

る
が

、

友
情
に

対
し
て

冷
酷

な

す

す
め

を

し
て

い

る

が
ご

と

く
に

読

め
る

。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
モ
こ

た

　
　

採
葵
莫
傷
根

　
葵
を
採
る

に

　
根

を
傷
ふ

莫
か

れ

　
　

傷
根
葵
不
生

　
根
を
傷
へ

ば

　
葵
は

生

ぜ

ず

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
す

す

　
　

結
友
莫
差
貧

　
友
を
結
ぷ

に

　
貧
を
蓋
む

る

莫
か

れ

　
　

羞
貧
友
不
成
　
貧
を
差
む

れ

ば

　
友
は

成
ら

ず

　
（

太
平

御
覧
は
二

つ

の

「

友
」

字

を

と
も
に

「

交
」

字
に

作
る

）

太

平

御
覧
巻
四

〇
六

・

叙
交
友
に

「

古

歌

辞
日
」

と

し
て

引
く

も
の

は
、

「

採
葵
莫
傷
根

、

結
交
莫
差
貧

、

傷
根

葵
不

生
、

差
貧
交

不
成
」

に

作

り
、

第
二

句
と

第

四

句
と

を
い

れ

か

え
る

。

葵
が

、

こ

の

場
合
ど
う

い

う

連

想
作
用

を

期

待
し
て

と

り
あ
げ
ら

れ

て

い

る
の

か

は
っ

き
り
し
な

い

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ま
め

　

　

　

に

が
、

詩
経

、

画

風
「

七

月
」

に
，

「

七

月

　
葵
と

薀
と
を

亨
る
」

と

あ

り
、

説

文
に

も
「

葵
は

菜
な

り
」

と

あ

る

よ

う
に

、

古
代
中

国
に

お

い

て

は

野

菜

と

し
て

も
用

い

ら
れ
て

い

た
。

「

採

葵
一

と

あ
る
の

で
、

野
菜
と

し
て

の

草

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

 

つ

み
の

歌
に

、

想
を

お
こ

し

た

も
の

か

と

思
う
。

　
「

差

貧
」

の

差
は

、

い

う

ま
で

も
な
く

「

は

つ
」

と
も
読
め

る
の

で

あ
る

が
、

こ

の

作
品
に

お

い

て

は
、

葵
を
つ

む
の

に

根

を
い

た

め

な
い

よ

う
に

、

交
友
に

お

い

て

も

根
を
い

た

め

な

い

方
が

よ
い

、

そ

れ
が

た
め

に

は
、

貧
乏
人

は

友
人

と
し
て

進

献
す
る

な
、

と

い

っ

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ
る

。

も
し
そ

う
で

あ
る
な

ら

ば
、

こ

の

作
品
は

、

貧
乏
人
は

友
人
に

す
る

な

と
い

う
ζ

と

を

勧
告
す
る

非
情
な

詩
歌
で

あ
る

と
い

う
こ

と
に

な

る
。

　
非
情
な

丈
学
感

情
は

、

肉

身
と
の

関
係
に

お
い

て

も
示

さ
れ

る
。

太

平

御
覧
巻
四

〇

六
、

叙
交
友
に

「

古
歌
辞
日
」

と
し
て

引
く

次
の

作
品

は
、

肉
身
の

椿
愛
に

対
し
て

水

を
さ

し
て

い

る
。

　
　
　

　
　
　

　

ま

こ

は

ウ

　
　
結
交

在
相
知

　
交
を

結

ば
ん

に

は

　

損
知
に

在
り

　
　
骨
肉
伺
必

親

骨
肉

も

　
何
ぞ

必
ず

し
も
親
な

ら

ん

　
　
甘

言
無

忠
実

　
甘

言
に

は

　
忠
実
無

し

　
　
世
薄
多
蘇
秦
　
世
薄
れ
な

ば

　
蘇
秦
多
し

　
栄
蓮

す
る

以

前
の

蘇
秦
が

、

兄

弟
や

妻
か

ら

ま
で

も
冷

笑

を

も
っ

て

あ
っ

か

わ

れ
、

後
年
栄
達
を

と

げ
た

後
に

、

「

此

れ
｝

人
の

身
な

り
、

富

貴
な

れ

ば

則
ち

親
戚
も
こ

れ

を

畏

懽
し

、

貧
賤

な

れ
ば

則
ち
こ

れ

を

軽

易

す
、

況
ん

や

衆
人

を
や
」

と

痛
歎
し
た

こ

と

は
、

史
記
の

蘇
秦
列

伝
に

し
る

さ

れ
て

い

る

が
、

世
の

中
が

俗
悪
に

な

り
人
情
が

う

す

れ
て

く

る

と
、

蘇
秦
の

よ

う
な

し
う

ち

に

あ
う

人

が

多
く

な
る

と

い

う
こ

の

作
品
の

発
言
は

、

肉
親
の

愛
情

、

あ

る
い

は
そ

の

紐

帯
に

対
す
る

懐
疑

を
示

し
て

い

る
。

こ

の

場
合
は

、

他
人
の

間
が
ら

で

あ
る

「

相
知
」

の

方
が

、

む
し
ろ

た
よ

り
に

な

る

こ

と
を
に

お

わ
せ

る
。

　

肉
身

関
係
の

で

き
ご

と

を
、

冷
や

か
な

眼
で

残
酷
な
ま

で
に

描
出

す

る

作
品
が

古
楽
府

に

あ
る

。

　

楽
府
詩
集
巻
三

八
に

収

載
さ

れ
て

い

る
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「

婦
病
行
」

「

孤
児

行
」

が
、

そ

れ
で

あ
る

。

「

婦
病
行
」

は

永

年
病

床
に

あ

る

「

婦
」

が

男
（

夫
）

に

む

か
っ

て
、

自
分
の

死

後
に

残
さ

れ

る

孤
児
の

面

倒
を

た
の

む
こ

と

を
の
べ

た

あ
と

、

「

乱
日
」

と

し
て

、

そ
の

「

婦
」

が
な

く
な
っ

た

あ

と
の

男
と

孤

児
の

さ

ま
を

、

男
の

立

場

に

主

と
し
て

焦
点

を

あ
わ
せ

つ

っ

、

か

な

り
冷

酷
に

写
し
て

い

る
。

こ

の

作
品
は

乱
の

部
分
の

方
が

長
く

、

し
か

も
乱
以

前
の

部
分
に

お
い

て

の
べ

た

話
を
さ

ら
に

展
開
さ

せ

る

形
に

お
い

て
、

乱
が
つ

ら
ね

ら

れ
て

い

る
。

そ

れ
は

古
楽

府
に

お

い

て

も
、

や
や

特
殊
な

形
で

あ
る

。

こ

の

場
合

、

乱

以

前
の

部
分
は

、

い

わ
ば

前

奏
曲
的
に

孤

児
の

悲
劇
的
ム

ー

ド

か

き
た

て

る

も
の

で

あ
る

ら
し
く

、

歌
の

主

要
な

部

分
は
む

し

ろ

乱
に

あ
る

よ

う
で

あ
る
。

さ
て

、

婦
の

死
後

、

男

は
孤

児

を
抱

き
、

市
場
に

出
か

け
て

孤

児
の

た

め
に

食
餌
を

買
い

求
め
よ

う

と

す
る

。

し
か

し
、

食

物
を

買
う
べ

き
銭
も
な

い
。

か

ろ
う

じ

て

友
人

に

出

あ
っ

て
、

銭
を
乞

う
。

銭
を
与

え

た

友
人

は
、

男
と
つ

れ

だ
っ

て

男
の

家
へ

ゆ

く

が
、

孤

児
の

、

母
を

求
め

て

泣

き

叫
ぷ

姿

に
、

た

だ
た

だ

当
惑

を

す
る

。

そ
の

あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
し
さ

と
に

結
ん

で

い

う
、

　
「

行
く

ゆ

く
復
た

爾
ら

ん

の

み
、

棄

置

し
て

復
た

い

　
　
　
　
　

　

な

道
ふ

こ

と

勿
か

ら
ん
」

。

こ

の
「

行
復

爾
耳
」

と

は
、

乱
以

前
の

部

分
に

お
い

て

臨

終
の

婦
が

「

行
当
折
揺

、

思

復
念
之
」

と
嘆
い

た

そ

の

こ

と

ば
を

受
け
つ

い

で

い

っ

て

い

る
で

あ

ろ

う
。

「

折
揺
」

は

折
夭
で

あ
ろ

う
、

と

黄
節
の

漢
魏

楽
府

風

箋
、

余

冠
英

の

楽

府

詩
選
に

と

も
に

い

う
。

死
ん

で

い

っ

た

婦
が

予
想
し
た

よ

う
に

、

こ

の

子
の

寿
命
も
長
い

こ

と
は

あ
る

ま
い

、

そ

し

て

「

棄
置

勿
復
道
」

と
い

う

き
つ

い

む

ざ

ん

な
こ

と
ば

で
、

こ

の

一

篇
の

感

傷
を
た

ち

き

る
。

こ

の

「

棄

置

勿

復
道
」

は
、

曹
丕

、

雑
詩
二

首
其
二

の

「

栞
置
勿
復

陳
」

、

ま

た

曹
植

、

雑
詩
六

首
其
二

の

「

去
去
莫

復

道
」

あ
る

い

は
同
じ

く

曹
植

、

贈
白
馬

王

彪
詩
其
山
ハ

の

「

棄
置
莫
復
陳
ト

な

ど
と

同

じ
技
法
の

句
で

、

そ

れ

は

感
傷
を

き

び

し

く
た

ち

き
り

て

自
己
の

現

実
に

も
ど
る

と

き
に

使
用
さ

れ

る

漢
魏
詩
の

常
套
的
句
で

あ
る

。

　
「

孤
児

行
」

は
、

兄
嫂
の

も
と

に

養
わ

れ
て

み

じ
め
な

め
に

あ
っ 、

て・

い

る

孤
児
の

さ
ま

を

写

し
、

終
り
に

は

瓜
の

収

穫

時
に

瓜

を
つ

ん

だ

車

を

く
つ

が

え

し
、

う

ち

し
お

れ
る

さ
ま

を
の
べ

、

「

乱
日
」

と

し
て

、

．

里

中
一

何
澆
説

顧

欲

寄

尺

書

将
与

地
下

父

母

兄
嫂
難
与

久
居

里

中
の
一

に

何
ぞ

誂
読
た

る

願
は

く
は

　
尺

書
を

寄
せ

も
つ将

て

地

下
の

父

母
に

与
へ

ん

と

欲

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
す
ま
ぬ

「

兄
嫂
は

と

も

に

久
し

く
は

居

難
し

、

」

と
。

と

結
ぷ

。

こ

の

作
品
は

、

乱
以

前
の

歌
辞
に

お
い

て

主

要
な

叙
述
が

つ

く

さ
れ

て

い

て
、

「

婦
病
行
」

の

形

と

は

ち
が

う
。

こ

の

乱
に

い

う

『

兄

嫂
難
与

久
居
」

と

い

う
こ

と
ば

は
、

そ

う
し
た

事
態
は
さ

ほ

ど

珍

し
い

も
の

で

は
な

か
っ

た

で

あ
ろ

う

と
考
え
ら

れ
は

す
る

も
の

の
、

や

は
り

非

情
な

こ

と

ば
で

あ
る

。

　

孤

児
の

姿
を
ひ

や

や

か

に

写
す
と
い

う
こ

と

は
、

そ

れ
自

体
、

詩

歌

の

題

材
と

し
て

非

情
な

も
の

で

あ
る
こ

と

を

感

ぜ

し
め
る

が
、

さ

ら

に

漢
の

楽
府
の

中
に

は
、

強

盗

あ
る
い

は
辻

斬

り

に

出

る

男

と

そ

の

妻
と
の

場
面

を

題
材

に

し
て

う
た

お

う

と

す

る

も

の

も

あ

る
．

宋

書
楽
志
に

お

い

て

大

曲
で

あ
る

と
し

、

楽

府

詩

集

巻

三

七

に

お

い

て

は

相

和
歌

瑟
調
曲
の

歌
辞
で

あ
る

と

し
て

掲
げ
て

い

る

「

東

門

行
」

が
そ

れ
で

あ
る

。

楽
府

詩

集
は

、

宋
書
楽

志
に

掲

げ

る

歌

辞

を

N 工工
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「

晋
楽

辞
」

と

し
、

別
に

「

本
辞
」

と

い

う
も
の

を
示

し
て

い

る
レ

こ

の

郭
茂
倩
が

示

す
本
辞
と

い

う
の

が
、

何
に

拠
（

た

も
の

で

あ

る
か

不

明
で

あ
る

が
、

と
り
あ

え

ず
は

そ
の
「

本
辞
」

に

従
っ

て
、

解
説
を

進
め
て

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
 

ゆ
く
こ

と

に

す
る

。

こ

の

作
品
に

つ

い

て

は
、

か
つ

て

拙
稿
に

お
い

て

詳

述
し
た
こ

と

が

あ
る

の

で
，

い

ま

は

簡

略

に

従
う

が
、

一

人
の

舅
が

、

生

還
を
期

待
す
る
こ

と

も
な
く

、

東
門
を

出
て

ゆ
こ

う

と

す
る

、

と

い

う

う

た
い

娼
し
に

始
ま

り
、

次
に

そ
の

男
の

家
の

状
況
を

う
つ

し

て

い

う
、

　
ひ

つ

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

た
く
わ
へ

「

盤
の

中
に

は

斗

米
の

儲
無

く
、

架
上
を

還
視

す
る
に

懸
か

れ
る

衣
無

し
。

」

こ

の

説
明
の

し
か

た

は
、

先
に

示

し
た
「

魏

武
謡
俗
詞
」

に

似
て

い

る

と
こ

ろ
が

あ

る
。

家

の

中
は

、

貧
乏
の

ど

ん

底
、

そ
こ

で

男
は

、

剣
を

抜
い

て

東

門
を
出

て

ゆ
こ

う
と

す
る

。

女
た

ち

は
、

衣
を
牽

き
、

泣

き

な

が

ら
そ

れ

を
と

め
よ

う

と

す
る

。

そ
の

部
分

、

晋
楽
の

醇
と
さ

れ
る

も
の

は
、

本
辞
よ

り
も
は

る

か
に

委
曲
を
つ

く
し
て

い

る
。

し

か
し

男
は

き
き
い

れ

ず
、

出

か

け
て

ゆ

く
。

そ

の

終
り
の

部
分
を

、

本
辞
に

は
い

う
、

　
　

咄
行

　
　

　

　
　
咄
E
　
行
か
ん

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ゆ

　
　

吾
去
為
遅

　
　

　

吾
が

去
く
こ

と

　
　
為
に

遅
れ
た

り

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
み

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

と
ど

　
　

白
髪

時
下

難
久

居

　
白

髪
時
に

下
ら

ん

　
久
し
く
は

居
ま

り

難
し

　
　

　

　

（

本
辞
）

こ

の
、

冷
や

か
で

む
ざ

ん

な

本
辞
の

結
び

に

対
し
て

、

晋
楽
の

辞
を

も

っ

て

称
せ

ら
れ
る

も
の

は
、

次
の

よ

う
に

少

し

は
や

わ
ら
か
に

な
っ

て

は

い

る

が
、

し

か

し
本

人

が

強

盗
に

出
か

け

る

と
い

う
そ

の

筋
が

き
を

変
え
て

は

い

な

い
。

　
　

行

　

　
　

行
か

ん

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
ゆ

　
　

吾
去

為
遅

　
　
　

吾
が

去
く
こ

と

為
に

遅

れ
た

り

　
　

平

慎
行
　
望
吾

帰
　

平
ら
か
に

行
を

愼
し
み
　

吾
が

帰
る

を
望
め

　
　
　
　
（

晋
楽
辞
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

°

宋
書
楽
志
は
「

望

吾
帰
」

に

作
る

の

で

あ
る

が
、

楽
府

詩
集
は

「

望

君

帰
」

に

作
る
。

そ

う
で

あ
る

な
ら

ば

「

平
愼
行

　
望

君
帰
」

の

二

句
は

、

女
（

妻
）

が

男
に

む
け

て

い

っ

た
こ

と

ば

と

し
て

理

解
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

楽

府
詩
集
の

よ

う

な

形
な

ら
ば

、

終
り
の

部

分
の

強
烈
さ
は

　
　
　
　
　
ノ

さ

ら
に

や

わ

ら
げ
ら

れ
る

が
、

し
か

し
こ

の

う
た
が

、

強

盗
な
い

し
は

辻

斬
り
に

出

か
け
る

男

を
そ

の

決
意
を

挫
折
さ

せ
る

こ

と
な

し
に

う
た

う

と
い

う
そ
の

主

題
の

方
向

は
、

い

さ

さ
か

も
変
更
さ

せ

る
と
こ

ろ

が

な

い
。

こ

れ

は

ま
こ

と
に

、

題
材

か
ら

し
て

非
情
な
う

た

で

あ
る
と

い

わ

ね
ば
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
四

　
生

命
の

問
題
に

対
し
て

も
、

な

げ
や

り
で

乾
い

た

感

情
を
む

き
出

し

に

示

し
て

い

る

も
の

が

あ
る

。

宋

書
楽
志
が
「

相
和
」

の
一

と
し
て

掲

げ
る

と
こ

ろ
の

（

楽

府

詩
集
の

分

類
に

よ

れ

ば
、

　
相
和

歌
相
和

曲
）

「

烏

生
」

と

題
す
る

作
品
が
そ

れ
で

あ
る

。

こ

の

「

烏
生
」

に

つ

い

て

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

 

も
か

つ

て

詳
述
し
た
の

で
、

い

ま

は

か

ん
た

ん

な

紹
介
に

と

ど

め

る

が
、

そ
こ

に

は

死
を

め

ぐ
っ

て

の

ひ

や
や

か
な

感

情
、

乾
い

た

す
さ
ん

だ

感
情

が

展

開
さ

れ
て

い

る
。

　
秦
氏
の

家
の

桂
樹
の

間
に

巣
を

作
っ

て
、

八
九

匹
の

子

が
ら

す
を
は

ぐ
く
ん

で

い

る

親
が

ら

す
、

　
秦
の

家
に

は

射
撃

遊

び

が

好
き
な

「

蕩

子
」

が
い

て
、

唯
陽
の

強
弓

、

蘇
合

香
を
こ

め
た

弾
丸

を

も
っ．
て

、

そ

の
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か
ら
す
た

ち

を
ね
ら
つ

て

い

る
。

唯
陽

は
、

春
秋

時
代
の

宋
の

地
、

蘇
　
　
し
て

老
え
ら

れ

で
ρ

た
。

漢
の

厳
忌
（

前
漢
の

文
、

景
の

こ

ろ
の

人゚
）

の

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ゆ

合
と
は

、

西

域
に

産
出
す
る

香
の

名
で

あ
る

。

こ

の

遊
侠
の

徒
は

、

他

　
　

コ
辰

時
命
」

に

「

白
鹿
に

騎

り
て

容
与
す
」

と

あ
り

、

漢
魏
の

詩
歌
に

の

漢
魏
の

楽
府

作
品
に

お

い

て

と
り
あ
つ

か

わ
れ
て

い

る

遊

侠
の

徒
と

　

　
お

い

て

は
、

古
辞
「

王

子

喬
」

、

　
古

辞
「

長
歌
行
」

、

　
曹
操
「

気
出

同

様
、

ま
こ

と
に

は

で

な

だ
て

男

で

あ

る
。

こ

の

男
は

、

つ

い

に

か

ら

す

　
　
倡
」

に
、

仙
人

が

白
鹿
に

騎
る
こ

と

を
し
る

し
て

い

る
。

黄
鵠
と

後
宮

を

ね
ら
い

う

ち
に

し
て

望
み

を

は
た

す
。

死
ん

だ
の

は

子

が

ら
す
で

あ
　
　

と
ど

う
い

う

因
果

関

係
を

も
つ

か
は

不
明
唱

「

烏

生
」

の

う
た

ほ
、

結

一．

た
。

子

が
ら

す
の

死
と
い

う

劇
的

な

場
面
を

迎
え
て

、

常

識

的
な

詩
歌

　
　
び
に

お
い

て

い

う
、

人
の

い

の

ち
に

は
そ

れ
ぞ

れ

寿
命
が

あ
る

・

死
ぬ

で

あ
っ

た

な

ら

ば
、

当
然
こ

こ

で

感
傷
に

浸

り
、

子

が
ら

す
の

死

を
同

　

　
時
期
の

早
い

晩
い

を

と
や

か

く
い

っ

て

み
て

も

は
じ

ま
ら

な

い
。

こ

の

情
を
こ

め
て

う
た

う
で

あ
ろ

う

が
、

こ

の

う
た

の

場
合

、

感

情
に

浸
ろ

　
　

う
た

か

ら

想
像

さ

れ

る
い

の

ち
に

対
す
る

考

え

方
は

、

意
外
に

ひ
や

や

う
と

す
る

気
持
は

な

い
。

た

ち

ま

ち
一

転
さ
せ

て
、

運
の

悪
い

や
つ

は

　
−

か
で

あ

り
、

な

げ
や

り
で

あ
り

、

そ

し
て

乾
燥
し

て

い

る
。

ど
こ

に

い

て

も

死
ぬ

の

だ
と

う

た

う
。

こ

の

作
品
は
ハ

ヤ

シ

こ

と
ば

と

　

　

　
後
漢
の

王

符
の

潜

夫

論
、

浮
侈
篇

に

は
、

都

市
に

お

け
る

商
業
の

発

し
て

「

暗
我
」

と
い

う
こ

と
ば

を

頻
用

す
る

が
、

「

暗
我
」

は

か
ら

す
、
h

達
と

、

そ

れ
に

ま
つ

わ
る

浮
薄
な

風
俗
の

流
行
に

ふ

れ
て

、

次
の

よ

う

の

哀
鳴
の

擬
声
音
で

も
あ
り

、

同
時
に

う

た

い

て

の

ハ

ヤ

シ

こ

と
ば
で

　
　

に

記

録
す
る

。

も
あ
っ

た

で

あ
ろ

う
。

そ

の
ハ

ヤ

シ

こ

と

ば
に

も
、

冷

酷
な

ひ

ゃ

か
し

　
　

　
今

、

世
を
挙
げ
て

農
桑
を

捨
て

て

商
賈
に
趨
き

、

牛
馬
車
輿
は
道
路

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

み

の

ひ

び
き
を
感

ず
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

に

墳
ち

塞
が

り
、

遊

手
の

巧

を
な

す
、

都
邑

に

充

ち
盈
っ

。

本
を
治

　
親
が
ら

す
が

子

が
ら

す
を

生
ん

だ
と

き
は

、

南

山
の

巖
石
の

中
に

あ

　
　

　
む
る

者
少

な

く

浮
食
す
る

老
衆
し

。

「

商
邑

翼

翼
と

し
て

、

四

方
に

っ

て
、

そ
こ

は

八

間
た

ち

も
か

よ

え
な
い

所
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

上

　

　

　
こ

れ

極
む

。

」

（

詩
経

、

商
頌

、

殷
武
の

こ

と
ば
）

今
、

・

洛
陽
を
察
る

林
の

西

苑
に

住
む

白
鹿
で

も
、

猟
師
は
そ

の

ほ

し

肉
を
手
に

す
る

し
、

　

　

　

に
、

浮
末
な

る

者
は

農
夫
に

付

し
、

虚
偽
遊

手
な

る

老
は

浮
末
に

什

天
を
高

く

飛
ぶ

黄
鵠
も

、

捕
え

ら
れ
て

は

後
宮
の

さ

か
な

に

な

り
、

洛
　
　

　
す

。

　
（

云

云
）

。

或
ひ

は

遊
遨
博

奕
を

も
っ

て

事
と

な

し
、

或
ひ

は

丁

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

た

す

水
の

深
淵

に

い

る

鯉
も

、

し

ば

し

ば

釣
り
針
の

儀

牲
に

な
る

．

そ

し
て

　

　
　
夫

世
々

型

鋤
を

傅
け

ず
、

丸

を

懐
に

し
弾
を
挾

み
、

．

手
を
携
へ

て

遨

終
り
に

い

う
、

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

遊
し

、

或
ひ

は

好
土

を

取

り
て

丸

を
作
り

、

こ

れ

を

弾
に

売
る

も
、

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
お
ゆ

お

り

難
儲

羃
歎
齷
縫
韓
畫
ふ

を

　

緯
蕘
篠

ぐ
に

犀
り

毒
は

も
。

て

鼠

を
魅
示

ず
る
に

足

　
後
漢
の

上

林
は

、

洛
陽
城
の

西
に

あ
っ

た
。

白
鹿
は

、

仙
人
の

乗
物
と

　
　
　
右
の

記

載
は

さ

ら
に

続

い

て
、

富

の

偏

在
、

傾

斜
し

た

経

済

社
会

N 工工
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が
、

世
の

風
俗
や

世
人
の

考
え
か
た

を
、

い

ち
じ

る
し

く
浮
薄
な

も
の

に

し
て

い

る
こ

と
を
述
べ

る
の

で

あ
る

が
、

「

烏
生
」

に

い

う

秦
氏
の

蕩
子

の

射

撃
遊
び
の

さ

ま

は
、

王

符
の

記
述

を

裏
づ

け

る

材

料
と

し
て

考
え

る
こ

と

も
可
能
で

あ

ろ
う

。

　

　

　

　

五

　

漢
魏
の

詩
歌
に

お
い

て
、

そ

の

文
学
感

情
、

な

い

し
は

す
で

に

そ

の

題

材
に

お
い

て
、

非
惰
的

性
格
を

示

す
も
の

の

具
体
例
を

と
り
あ

げ
て

、

解
説
を
す
す
め
て

き
た

の

で

あ

る

が
、

そ

れ

な
ら

ば
、

そ

う
し
た

文
学

感
情
な

い

し

は

題

材
は

、

そ

れ

以
前
の

文

学
に

お
い

て

は
な

か
っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

。

少
な

く

も
、

詩
経

、

楚
辞
の

範
囲
に
つ

い

て

老

え
る

か

ぎ
り

、

そ

う
し
た

夊
学
感

情
は

ま

だ

見
ら

れ

な

か
っ

た

と
い

わ

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

文
学
感

情

が
、

良
識
と
い

う

わ
く
か

ら
ふ

み

出
そ

う
と

す

る
の

は
、

詩
歌
に

お
い

て

は
、

漢
代
か

ら
以

後
で

あ
る

よ

う
に

思
う

。

　

詩
経
に

つ

い

て

考
え
て

み

る

に
、

人
生

は

は

か
な

い

も
の

で

あ
る

と

い

う
歎
き
を
示

す
作
品
を

、

す
ぐ
に

は
思

い

う
か

ば

な
い

。

有

限
な

時

闘
が
ど

ん

ど

ん

す
ぎ
去
っ

て

ゆ

く

な

げ
き
に

や

や

つ

ら
な

る

か

と

思
わ

れ
る

も
の

と

し
て

、

か
ろ
う

じ
て

唐
風
「

蟋
蟀
」

、

小

雅
「

顛
弁
」

が

気
が
つ

く
て

い

ど
で

あ

る
。

唐
風
「

蟠
蟀
」

の

第
一

章
に

い

う
、

　

　

　

　

　

　

　

蝿
蟀

蟋
蟀
在
堂

歳
聿
其
莫

今
我
不

楽

日

月

其
除

無
巳
大
康

　
　
　
堂

に

在
り

　
　
こ

こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

歳

は

聿
に

　

其
れ

莫
れ

ん

今

　
我

　
楽
し

ま

ざ
れ

ば

　
　
　
　
　
　
す

日

月
は

　
其
れ
除
ぎ
ん

は

な
は

ロ

巳
は

大

い

に

康
し
む
こ

と

無

か

れ

　

　

　

　

　

　

む
れ

　
　

　

　
　

　

　
　

　
す

ぽ
ね

　

　

職
思
其
居

　
職
と

し
て

　
其
の

居
を

思
へ

　

　

　

　

　

　

た
の

し
ひ

　
　

　
　

　
　

　
　

す

さ

　

　
好

楽
無
荒
　
楽
を

好
む
と

も
　
荒
む
無
か

れ

　

　

良
士

瞿
瞿

　
良
士

は

　
瞿
瞿

た

り

三

章

か
ら

成
る

こ

の

作
品
は

、

毎
章
と

も
押

韻
す
る

部

分
の

句
（

偶
数

句
）

を

若
干

変
え
る
の

み
で

、

あ
と

は

同
じ
こ

と

ば
を
く

り
か

え

し

う

た

う
。

歳
も
暮
れ
る

、

今
の

う
ち
に

楽
し

ん
で

お

か
な

け
れ
ば

、

月
日

は

ど

ん

ど
ん

す
ぎ
去
る
で

あ
ろ

う
、

と
一

見
無
常
感
に

も
つ

ら

な

る

か

に

見
え

る

若
干
の

焦

燥

感
を
写
し
つ

つ

も
、

そ

の

あ
と

す
ぐ
に

続
け

て
、

し

か

し

楽
し

み

す
ぎ

る
な

、

す
さ
ん

で

は
い

け
な
い

、

で

き
た

お
の

こ

は
、

よ

く

身
を

慎
し

む
も
の

だ
、

と

い

う

良
識
へ

の

回
帰
の

こ

と

ば

を

も

っ

て

結
ん

で

い

る
。

「

今
我

不
楽

、

日

月
其
除
」

と

い

う

句
は

、

す
ぎ

去
る

時
間
へ

の

焦
燥
を
た

し
か
に

若
干

示
し
て

は
い

る

が
、

そ

れ

は
し

か

し
、

漢
魏
の

詩
歌
に

お
い

て

し

ば
し

ば
示

さ

れ

る
と
こ

ろ

の
、

人
生

と
い

う

も
の

は
一

般
的
に

い

っ

て

は

か
な

い

も
の

で

あ
る

と

い

う

無
常

感
と

は
、

同
じ
で

は

あ

る
ま
い

。

無
常
へ

の

悲

哀
は

、

吉
川

教
授
も
す

で

に

し

ば
し

ば

言

及
さ

れ
て

お
ら

れ
る

ご

と
く

、

詩
経
に

お
い

て

は
ほ

と

ん

ど
示

さ
れ
て

い

な
い

と
い

え

る
。

無
常
へ

の

強
い

悲
哀
感
が
な

い

が

ゆ

え
に

、

ヂ

ヵ

グ
ソ

ス

へ

の

強
い

傾
斜
も

、

ま

た

詩

経
の

作
品
に

は

求

め
に

く
い

。

人

生
の

は

か

な
さ

を

な

げ
き

、

若
干
ヂ

カ

ダ
ン

ス

の

に

お
い

を

た

だ
よ

わ
せ

る

か

も
し
れ

な
い

も
の

と

し
て

思
い

う
か

ぶ

小

雅

「

頬
弁
」

の

末
章
の

部
分
も

、

ヂ

カ

ダ
ソ

ス

な

う
た
で

あ
る

、

と

ふ

り

か

ざ
し
て

い

う
こ

と

は
た

め

ら
わ

れ

る
。

　

　

如
彼
雨

雪

　
彼
の

雪
ふ

る
が

如

く
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先
集
維
霰

死

喪
無

日

無

幾
相
見

楽
酒
今
夕

君
子

維
宴

　

そ

の

飽
、

唐
風
「

山
有
樞
」

の

「

且
以

喜
楽

、

ま
あ
た
の

し
み

た
の

し
ん

で
う

「

車
鄰
」

の

「

今

者
不

楽
、

逝

者
其
耋
」

け
れ
ば

　
そ
の

う

ち
に

そ

こ

に

は

ヂ

ヵ

ダ
γ

ス

の

か

げ
を

み

る
こ

と

は

あ
ま

り
で

き
な

い
。

無

常
へ

の

感

傷
、

な
い

し
は

悲
哀
へ

の

な

げ

き

が

強

く

な

い

が

た

め
に

、

そ

の

こ

と

ば
に

は

不

健
康

な

頽
廃
の

か

げ
が

な

い

。

開

放
的

に

ほ

が
ら

か

で

あ
り

、

か

げ

り
を

も
た
ず
に

陽

気
で

あ
る

と

い

え

よ

う
。

か

り
に

そ
こ

に

若
干
の

享
楽
の

気
持
が

う
た

わ

れ
て

い

る

に

し
て

も
、

そ

れ
ら

の

享
楽
の

感
情

は
、

良
識
の

範
囲
の

中
に

あ
り

、

た

え

ず

良
識
の

世
界
に

回

帰
し
よ
う

と
し
て

い

る
。

　

詩
経
の

作
品
の

中
で

、

入

闇
の

終
末
感

瘠

を

と

り
あ

げ
る

か
に

思

わ

れ

る

も
の

に
、

大

雅
「

雲
漢
」

が

あ
る

。

そ

れ

は
、

日

照

り
の

は

げ
し

い

こ

と
を
う

た

う

も
の

で

あ
る

が
、

そ
の

末
章
に

、

　
　
大

命
近
止

　
大

命
は

　
止

む
に

近
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
わ

ぎ

　
　

無
棄
爾

成

　
爾

が

成
を

棄
つ

る

無
か

れ

と

い

う
。

こ

の

部

分
を

説
明

す
る

鄭
玄
の

詩
箋
に

は
、

「

今

　
衆
民
の

　
　
ま

ち

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

な
ん
ピ

命
、

将
に

死
亡

せ

ん

と
す
る

に

近
き
も

、

勉
め

て

我
を

助
け

、

女
の

成

　

　
む

ず
　

　

　
　
　
こ

　
　

あ
ら

れ

先
づ

集
ぶ

は

　
維
れ
破

死

喪
　
日

無

し

相

見
る
こ

と

幾
ば
く

も
無
け

む

酒
を

今
夕
に

楽
し
み

　

　

　

　

　
ら

た

げ

君
子

　
維
れ
宴
せ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
且
以

永
日

」

（

ま
あ

　

　

　

　

　
一

日

を
の

ん

び

り

く
ら
そ
）

や
、

秦
風

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（

い

ま
の

と

き

　
楽
し

ま
な

　

　

　

お
い

ぼ

れ

る
）

と
い

う
こ

と
ば

に

し
て

も
、

功
を
棄
つ

る
無
か

れ
」

と
い

い
、

朱
子
は
「

今
　
死

亡

将
に

近
づ

か
ん

と
す
と

雖

も
、

も
っ

て

其
の

前

功

を
棄
つ

ぺ

か

ら
ず
」

と
い

う

が
、

こ

の

二

句
は

、

終
末
の

時
を

迎

え
よ

う
と

す
る

腰

間
に

お
い

て

も
、

な

お
入

間
の

努
力

を

す
て

る

な

と
い

う
こ

と
を
戒
し
め

て

い

る
。

そ

れ

は
、

た

と

え

末
期
は

近
く
と

も
、

人

間・
の

希
望

を
失

う
な
と

す
る

も
の

で

あ

る
。

詩

経
に

示

さ
れ
た

文
学

感
情

が
、

良
識
か

ら
ふ

み

は

ず
す
こ

と

を
た

え

ず
警
戒
す
る

も
の

で

あ
る
こ

と

は
、

こ

の

二

句
か
ら

も
端
的
に

う
か
が

え
よ

う
。

　
楚
辞

に

お
い

て

は

ど

う
で

あ

ろ

う

か
。

　
楚
辞
に

お
い

て

は
、

「

離

騒
」

に

お
い

て

さ
っ

そ

く
に

、

次
の

よ

う

な

時
間
の

推
移

を
は

か

な

む

こ

と
ば

を
見
る
こ

と

が
で

き

る
。

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
も

　
　
惟
草

木

之
零
落

兮

　
草
木
の

零
落
す
る

を

惟
ひ

　
　
恐

美
人

之
遅

暮
　

　
美

人
の

遅

暮
を

恐
る

ま

た
い

う
、

　

　

老
冉

冉

其
将
至
兮

　

　

恐

脩
名
之
不
立

あ

る

い

は

ま
た

い

う
、

　

　

時

繽
紛
其
変

易
兮

　

　

又

何
可
以

淹

留

老

は

　
冉

再
と

し
て

其
れ

将
に

至
ら

ん

と
し

脩
名
の

立
た

ざ
る

を
恐

る

時
は
蟹
紛
と
し
て

其
れ

変
易
す

夊

　
何

ぞ

　
以
て

淹
留
す
べ

け

ん
や

　

右
の
「

離

騒
」
に

示

さ
れ
た
こ

と
ば

は
、

そ

れ

ぞ

れ
に

、

経
過

し

去
る

時

間
に

対
す
る

は

げ
し

い

焦
燥

感

を

写
し
出

し
て

い

る
。

そ

ζ

に

示

さ

れ

た

悲
哀
は

、

感
傷
と
い

う
よ

り
は
む

し
ろ

い

ら
だ
ち
で

あ
る

。

そ

の

い

ら
だ

ち
の

叫

び

が
、

屈
原

と

い

う

個
性
的
な

詩
入
の

生

き
方
の

周

題
と

N 工工
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ま
つ

わ
っ

て
、

「

離
騒
」

に

お

い

て

は

く

り
か

え

し
渦
巻
い

て

い

る
。

し

か

し
な
が

ら
、

移
り
ゆ

く

時
聞
歩

愛
慥
す
る

感
情
は

、

楚

辞
に

お
い

て

は

む
し
ろ
」

般
的
’．
」

あ
っ

た

と

考

え
な

け

れ

ば
な

ら
な

い
。

楚
の

古

代
の

祭
祀
歌
と

し
て

考
え

ら

れ
て

い

る

九

歌
に

お
い

て

も
、

た

と
え
ば

「

時
は

再
び

は

得
べ

か
ら

ず
」

（

湘
君
）

あ
る

い

は
「

老

は

冉

冉

と
し

て

既
に

極
ま
ら

ん

と

す
」

（

大

司
命
）

な

ど
の

こ

と
ば

を

見
る

。

湘
君

で

い

う

「

時
」

は
、

良
時
の

意

味
で

、

　一

般
的
に

い

う
時
間
の

意
味
で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
に

は
か

は

な

い
。

そ

れ
は

湘
夫
八
に

い

う

「

時
は

驟
に

は

得
べ

か
ら

ず
」

と
い

う
の

と
同
意
義
で

あ
る

が
、

良

時
は
ふ

た

た

び
は

得
が
た

い

と

い

う
こ

と
ば
の

裏
に

は
、

や

は

り
短

促
な

時
間
の

推
移
を

愛
惜

す
る

感

情
が

あ

る
。

屈

原
の

晩

年
の

作
で

あ

る

と

も
い

わ

れ
、

ま

た

後
入

の

作
で

あ
る

と
も
さ

れ
る

九
章
に

も
、

次
の

句
が

見
ら

れ
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

く
づ

　

　

歳

忽
忽
其
若
頽
兮

　
歳

は

忽
忽
と
し
て

　
其
れ

頽
る

る

が

若
く

　

　

時

亦
冉
冉

而

将
至

　
時

も

ま
た

　
冉

冉

と
し
て

将
に

至

ら

ん

と
す

　

　

　

　

（

悲
回

風
）

　

こ

の

場
合
の

「

時
」

は
、

老

衰
の

時

期
の

意
味
に

理

解
す

る
の

が
ふ

つ

う

の

よ

う
で

あ
る

が
、

一

般

的
な

時
間
の

意
味
に

お

い

て

理

解
し
て

よ

い

で

あ

ろ

う
。

　

宋

玉
の

作
と
さ

れ
て

い

る

「

九
弁
」

、

漢
の

質
誼
の

作
か

と

疑
わ

れ

て

い

る

「

借
誓
」

に

も
、

時
の

推
移
を
は

げ
し

く
い

た

む
こ

と

ば
が
示

さ

れ
て

い

る

が
、

も
は

や

例
は

省
略
す
る

。

　

以

上
の

諸
事
実

か

ら
判
断
す
る

に
、

楚
辞
の

文
学
に

は
、

時

間
の

推

移
に

対
す
る

お
の

の

き
が

、

ほ

と
ん

ど

普
遍
的
な

形
に

お
い

て

示

さ

れ

て

い

る

と
い

え

る
。

楚
辞
と
い

う
入

タ

イ

ル

の

文

学

を
生
ん

だ

南
方
楚

の

地
帯
に

お
い

て

は
、

そ

う

し
た

悲
哀
感
が
一

般

的
で

あ
っ

た

の

で

な

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

屈

原
は

、

そ

の

普

遍
的
に

存
在
し
た

悲
哀
の

文
学

感

情
を

、

作
者
の

個
姓

を
通

過

さ
せ

て
、

さ

ら
に

は

げ
し
く
ほ

と
ば

し

ら
せ

た

の

で

あ
る

と
い

う
こ

と
が

で

き
よ

う
。

そ

し
て

「

離
騒
」

に

お

い

て

と

く
に

燃
焼
さ

せ
た

そ

の

文
学

感

椿
が

、

い

わ

ば

楚
辞
的

文
学
の

典

型
と
な
（、

て
、

「

九

弁
」

や

「

惜
誓
」

、

さ

ら

に

は
そ

れ
以

後
の

楚

辞
の

系
譜
の

交

学
に

、

継
承
さ

れ
て

ゆ

く
の

で

あ

ろ

う
。

　

「

離

騒
」

に

お
い

て

示

さ
れ

た
、

時

間
の

推
移
に

対
す
る
悲

哀
感
は

は

げ
し
い

。

し
か

し

屈

原
は

、

悲
哀
に

お
ぼ

れ

て

頽

廃
的
に

な

り
、

享

楽
的
に

な

る
こ

と
は

、

し

よ

う

と
は

し
な

い
。

そ

の

誠
実
な

人

間
性
は

、

痛
歎
し
つ

つ

も
た

え

ず

希
望
の

方
向
へ

の

回

帰
を
こ

い

ね

が
い

、

絶
望

し
つ

つ

も
誠
実
な

努
力
を

継
続
さ
せ

よ

う

と

す
る

。

し
た

が
っ

て

「

離

騒
」

は
、

そ

し
て

ま

た

そ

れ

を
一

つ

の

典

型
と

し
て

継

承
す
る

楚
辞
文

学

は
、

か

り
に

絶
望

の

方
向
に

あ
る

も
の

で

あ
っ

て

も
、

良
識
を
無
視
し
た

放

肆
に

し
て

非

鴬
識
的

な

交

学
慇

情

を

展
開
さ
せ

る

方
向
に

は

な
い

。

　

　

　

　
六

　

人
の

い

の

ち

は
一

般
的
に

は
か

な
い

も
の

で

あ

る

と
い

う

悲
哀
の

感

情
は

、

漢
代
の

こ

と
ば

に

お
い

て

は
っ

き

り

と
示

さ

れ

る
。

申

国
の

文

学
に

お

け
る

無
常
へ

の

悲
哀
感
の

系

譜
を

知

る
た

め

に

は
、

さ

ら
に

綿

密
な

論
証
を
必

要
と

す

る
の

で

あ
る

が
、

当
面
の

問

題
は

無
常
へ

の

悲

哀
感
の

系

譜
を
た

ど
る

こ

と
に

は

な
い

の

で
、

そ
の

問

題
の

詳
述
は

他

日

に

ゆ

ず
る

が
、

史
記
の

留

侯
世
家
に

は

「

人

生
一

世

間
、

如
白
駒
過

N 工工
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隙
」

と
い
、

つ

こ

と
ば

が
示

さ

れ
、

ま
た

魏
豹
彭
越
伝
に

も
「

人

生
一

世

間
、

如
白

駒
過

隙
耳
」

と
い

う
こ

と
ば

が

見
ら

れ

る
。

こ

れ

は
明

白
に

、

人
の

い

の

ち
の

無
常
な
こ

と

を
五

言
の

句

調
に

お
い

て

い

う
も
の

で
、

古
詩

、

古
歌
に

お
い

て

示

さ

れ
た

「

人

生
云

云
」

の

無

常
感
を
示

す
こ

と

は
の

い

わ

ば

さ
き

が

け
を
な

す
も
の

で

あ
る

。

司

焉
遷
当

時
、

人

命

の

は

か
な

さ

を

嘆
く

悲

哀
の

感

情

を
一

つ

の

成
句
と

し
て

の

べ

る

事

実
が

、

た

し

か
に

存
在

し
て

い

た

こ

と

を
知

る
。

そ

う

し
た

悲

哀

感
を

ふ

ま

え

て
、

ヂ

カ

ダ
ソ

ス

な

方

向
の

感

情

を
あ

か
ら

さ

ま

に

示

す
う
た

が
、

こ

れ

ま
た

前
漢
に

お

い

て

示

さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

は
、

漢
の

武
帝

の

子
の

広
陵
属
王

胥
の

末
期
の

作
と

し
て

、

漢
書
の

武
五
子

伝
に

引
か

れ
て

い

る
「

歌
」

で

あ

る
。

　

鬻
王

胥
は

、

宣
帝
を

呪
詛
し
た
こ

と

が

発
覚
し
て

、

そ
の

罪
状

調
査

の

た

め
に

宣
帝
か

ら
の

使

者
が
や
っ

て

来
、

み
ず

か

ら
の

最
後
が

近
づ

い

た

こ

と

を
察
し
た

と
き

、

太
子
を

は
じ

め

子

女
や

愛

妾
た

ち
を

集
め
て

こ

の

世
の

別
れ
の

宴

を

催

し
、

次
の

句
を

含
む

訣

別
の

「

歌
」

を
う

た

っ

た

と
い

う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ひ

と

　

い

の

も

か
な

わ

　

　

人

生

要
死

　

　
　

人

の

生

は

要
ず
死

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
な
ん

す

　

　

　
　

　

　
い

た

　

　

何
為
苦
心

　
　
　

何
為
れ

ぞ

心

を
苦
ま

し
む
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も
つ

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

も
わ

　

　

何
用

為

楽
心

所
喜
　
何
を

用

て

楽

し
み

を

為
さ
ん

心

の

喜
ぷ

所

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
こ

そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
た
O

し
ウ

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

す
み

や

か

　

　

出

入

無
棕
為
楽
亟

　
出
入

棕
無
か

り
き

楽
を
為
す
こ

と
亟

に

せ

ん

い

っ

か

は

死
ぬ
べ

き

人
生
で

あ
る
な

ら
ば

、

死

が

さ

し

迫
っ

た

こ

と

を
く
よ

く
よ

す
る

に

は

あ
た

ら
な

い
、

せ

め

て

は

わ

ず
か

な

時
間
に

お

い

て

で

も
、

好
む

と
こ

ろ
の

ま

ま
に

心

を

楽
し
ま

そ

う
、

と
い

う
こ

の

末

期
の

「

歌
」

の

中
に

は
、

あ

る
デ

カ

ダ
ソ

ス

の

感
情
を

く
み

と
る
こ

と

が

で

き
る
。

漢
代
の

詩
に

お

い

て
、

ヂ

カ

ダ
ソ

ス

の

感
情
を

は
っ

き
り

と
示

す
も
の

は
、

現

存
す
る

も
の

に
つ

い

て

考
え

る

限
り
、

こ

の

作
品

を

も
っ

て

始

め

と

す
る

。

そ

し
て

そ

れ

は
、

中

国
の

文

学

感
情
の

展
開

の

歴

史
の

上
に

お
い

て

も
、

明

確
な
位
置

を

占
め

る
で

あ

ろ

う
。

　
揚

輝
（

？

ー
前
五
四
）

が

そ
の

友
人
の

孫
会
宗
に

送
っ

た

書
翰
の

中

の

詩
に

、

　

　

田

彼
南
山

　

　

蕪
穢

不
治

　

　

種
｝

頃
豆

　

　

落
而

為

箕

　

　

人

生

行

楽
耳

　

　

須

富

貴
何

時

と
あ
る

。

楽
耳
」

の

句
に

は
、

み

ず
か

ら
い

う
、

彼
の

南
山
に

田

す

蕪
穢
に

し
て

治
ま
ら

ず

　

　

　

　

　
う

一

頃
に

豆

を

種
う

れ

ば

落
ち
て

箕
と

為
る

人

生

は

行
楽
の

み

富

貴
を

須
つ

は

何
れ
の

時

ぞ

　

　

　

　

詩
は

漢
書
の

楊
憚
伝
に

引
か

れ
て

い

る

が
、

こ

の

「

人

生

行

　

　

　

　

　

　

　

　
ヂ

カ

グ
γ

ス

の

感

情
が

あ
る

。

そ

の

詩
に

続

け

て

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

た
の

し
み

　

　

　

　

　

　

　
「

是
の

日

や
、

衣

を

払
ひ

て

喜
み

、

　
（

云

云
）

、’

誠

に

淫
荒
度
無
し
、

そ

の

可

な

ら
ざ

る

を
知

ら

ざ

る
な

り

（

也
）

。

」

「

田

彼

南
山

、

云

云
」

の

二

句
は

、

朝
廷

の

荒
乱
の

さ
ま

に

た
と

え
、

「

種
一

頃
豆

、

云

云
」

の

二

句
は

、

己

が

放
逐

さ
れ

た
こ

と
に

た

と

え

る
と

漢

書
の

顔
師
古
注
に

引
く

張
晏
の

説
に

い

う

が
、

　

こ

の

作
品

が

失

意
の

作
で

あ
る

故
に

、

さ

ら
に

上
四

句
に

そ

う

し

た

寓
意
が

あ

る

な

ら
ば

、

末
二

句
の

デ

カ

グ
γ

ス

な

感

情
は

、

疑

う

余
地

の

な
い

も
の

N 工工
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と
な

る
。

　
下
っ

て

後
漠
に

な

る

と
、

霊
帝
の

光
和
元

年
（

一

七

八
）

に

郡
の

上

計
に

挙

げ
ら
れ
た

と

後
漢

害
の

本

伝
に

し

る

さ

れ
て

い

る
趙

亳
の

、

「

疾
邪

詩
」

と
一

般
に

称
せ

ら

れ
て

い

る

作
品
（

後
漢
書
本
伝

引
）

の

中

に
、

　
　
丈
籍
雖

満

腹

　
文
籍

　
腹
に

満
つ

と
雖
も

　
　
不

如
一

嚢
銭

　
一

嚢
の

銭
に

如
か

ず

と
い

う
。

こ

の

こ

と
ば

は
、

知

識
人
の

発
言
と
し

て

は

ま
こ

と
に

あ

か

ら
さ

ま
で

あ

り
、

か
つ

非
情
で

あ

る
。

趙

壱
は

、

そ

ろ
そ

ろ

建
安
の

文

入

た

ち
の

活

動
の

時

期
に

近
く

な

り
、

古
詩

、

古
歌
の

時

代
と

も
ほ

ぼ

時
を

同
じ
く
す
る

と

考
え
ら

れ
る

が
、

後
漢
も
末
期
に

近
づ

く
と

、

発

言
は

あ
か

ら
さ

ま
に

な

る
。

そ

う

し
た

発

言
が
な

さ

れ

る
よ

う
に

な
っ

た

背
景
に

は
、

先
に

掲
げ
た

王

符
の

説
の

よ

う
に

、

商
業

資
本
の

急
激

な

拡
大
と
い

う
こ

と
な

ど

も
少

な

か

ら
ず
あ
ず

か
っ

て

い

る

の

か

も
し

れ

な
い

が
、

知

識
人

に

し
て

こ

の

発
言
は

、

注

意
を
ひ

く
。

詩
品
に

お

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
こ

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

く
ゐ

し
み

い

て

錘

燦
は

評

し
て

い

う
、

　
「

斯
の

人

に

し
て

、

斯
の

困
有
り

、

悲

し

い

か
な

。

」

　
建
安
の

文
単

時

代
に

お
い

て
、

非
情
な

文

学

感
惰
を

む
き
出

し
に

示

す
も
の

は
、

曹
丕
の

上

留
田

行
で

あ
る
。

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
す

ま

　
　

居
世
一

何
不

同

　
上
留
田

　
世
に

居
ふ
｝

に

何
ぞ

同
じ
か

ら
ざ

る

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

上
留
田

　
　
富
人

食
稲
与
梁
　
上
留
田

　
富
め

る

人
は
稲
と

梁
と
を

食
ら
ひ

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
上

留
田

　
　
貧
子

食
糟
与

糠
　
上
留
田

　
貧
子

は

糟
と
糠
と

を

食
ら
ふ

　
上

留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
田

　
　

篷
亦

何
傷

上
留
田

貧
賤
ま

た
何
ぞ

讎
ま

ん

上
留
田

　
　
祿
命
懸
在
蒼
天
　
上

留
田

　
祿
命
は

懸
り
て

蒼
天

に

在
り
　
上
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
田

　
　
今
爾

歎
息

　
将
欲

誰
怨
　

　
今
爾

歎

息
す
る

も
将
た

誰
を
か
怨
ま

　
　
上
留
田

　
　

　

　
　

　

　

ん

と

す
る

　
上

留
田

　
　
　
　
（

芸

丈
類
聚

巻
四
一

、

論
楽
引
）

　
富
め
る

者
と

貧
し
き

者
と

の

間
に

示

さ

れ
た

い

ち
じ

る

し
い

不
公

平
、

し
か

し

「

祿
命
」

は

天

に

あ
る

の

で

あ
っ

て
、

く
よ

く
よ

怨
ん

だ

と
こ

ろ

で

誰

を

も
怨
み

よ

う

が

な
い

で

は
な

い

か
、

と
う

た

う
こ

の

歌

の

感
情
は

篭

「

鳥

生
」

の

「

人

民
生

各

各
有
寿
命

、

死
生

何

須
復
道
前

後
」

と
共

通

す
る

も
の

が

あ

る
。

「

碌
命
」

と
い

う
こ

と

ば

は
、

王

充

（

＝
二

七

−
一

九
二
）

の

論
衡

、

命
義
篇
に

、

「

人

に

命
有
り

、

祿

有

り
、

　
（

云

云
）

命
と
は

、

貧
富
貴
綫
な

り
、

祿
と
は

盛
衰
興
廃

な
り

」

と

あ
り

、

後
漢
の

末

期
社

会
に

お

け
る

あ
る

種
の

流
行
語
で

あ
っ

た
か
も

し
れ
な

い

と

思

わ

れ
る

。

曹
丕
の

上
留

田

行
は

、

上
留
田

行

を
も
っ

て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

う
た

わ

れ
て

い

た

他
の

民

謡
に

あ
や

か
っ

て

作
ら
れ
た

も
の

で
、

い

わ

ば

遊
び
の

作
品
で

あ
る
。

し
た

が
っ

て

そ
の

作
品
が

も
つ

思

想
姓
や

文

学

性
を

、

あ
ま

り
深
刻
に

と

り
あ

げ
て

う

ん
ぬ

ん

す
る
こ

と

は
で

き
な

い

で

あ
ろ

う
が

、

帝
王

の

作
品
に

し
て

な

お
そ

う
し
た

な

げ
や
り
な

非

情
の

人

構
の

う

た

が
あ
る
こ

と

が

注
意
さ

れ
る

。

当
時

、

そ

う

し
た

乾
い

た

感
情
の

う

た
、

し
か

し
ま
た
一

面
で

は
さ

ば
さ

ば
し
た
う
た

が
、

一

般
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的
に

人

気
が

あ
っ

た

も
の

か

と

考
え
ら

れ
る

。

　

建
安

か

ら
正

始
に

か

け
て

の

詩
人
の

作
品
に

お
い

て

は
、

知

識
人
の

発
言
と

し

て

は

非

常
識
に

も

思

わ

れ
る

よ
う

な
、

次
の

よ

う

な

詩
が

、

求
め
ら

れ

る
。

　

　

長
短

有
常
会

　
長
短

　
常
会
有
り

　

　

遅
遠

不

得
辞
　
遅

速

　
辞
す
る

を

得
ず

　

　

斗

酒
多
為
楽

　
斗
酒
も
て

多
く
楽
し
み

を

為
さ

ん

　

　

無

為

待
来

茲
　
為

す
無
か

れ

　
来
蝕
を

待
つ

を

　

　

　

　

（

応

玳
、

百
一

詩
、

芸
文

類
聚

巻
三
四

、

諷
引
）

　

　

　

　

　

　

　

　
し

ぜ

　

　

且

以

楽

今
日

　

且
ら

く
以
て

今
日

を
楽
し
ま

ん

　

　

其

後
非
所
知

　
其
の

後
は
　
知
る

所
に

非
ず

　

　

　

　

（

何
晏

、

詩
、

初
学

記

巻
二

七
、

萍
引
）

　

応
瑙
の

発

言
は

、

た
と
え

ば

古
詩
十

九
首
其
十

五
な

ど
に

す
で

に

示

さ

れ
て

い

る

も
の

と

同
類
で

あ
っ

て
、

そ

の

考
え

方

自

体
は

特
に

め

ず

ら
し
い

も
の

で

は

な

い

が
、

た

だ

そ
れ

が

署

名
を
有
す
る

知

識

人
の

詩

の

中
に

堂
々

と
示

さ

れ

て

い

る
こ

と
が

、

注
意
さ

れ
る

。

　

　

　

　
七

　

以

上
の

考
察
に

よ
っ

て
、

署
名
を

有
す
る

詩
歌
に

お

い

て
、

漢
代
以

後
、

ヂ

カ

ダ
ン

ス

な

感
情
の

作
品
や

良
識
を

無
視
す
る

よ

う
な

文

学
感

情
の

作
品
が
あ

ら

わ

れ
る
こ

と
が

明

ら

か

と
な
っ

た
。

そ
の

こ

と

は
、

中

国
夊

学
に

お
い

て

そ

う

し

た
人

間

感

情
の

展
開
は

、

漢
代

あ
た

り

か

ら

始
ま

る

と
い

う

こ

と

を

想

像
さ

せ

る
。

し
か

し
そ

れ
に
つ

い

て

は
、

あ
る

い

は

次
の

よ

う
な

反

論

も

あ
る

か

も
し
れ

な

い
。

な
る

ほ

ど

詩

経
の

作

品
か
ら

、

現

象
的
に

は

良
識
へ

の

回
帰
を
無
視

し

た
よ

う
な

作
品
は

求

め
ら

れ
な

い

か

も
し
れ
な
い

。

が
、

だ
か

ら

と
い

っ

て
、

詩
経
当
時

、

そ

う
し
た

交

学
感

情
が

な

か
っ

た

と
は

い

い

き
れ

な
い

の

で

は
な

い

か
、

詩
経
の

作
品
は

、

良
識
と
い

う

範
囲
に

お
い

て
セ

レ

ク

ト

さ

れ
た

も
の

の

み

が
、

今
日

に

残
さ

れ
て

い

る
の

で

あ
る

か

ら

ー
−

と
。

そ
の

反
論

は
凸

た

し

か
に

老
え
る
べ

き
も
の

を

含
ん

で

い

る
。

し

か
し

漢
よ

り

前

の

時

代
の

作
品
に

お

い

て

は
、

か

り
に

現

存
す
る

も
の

が

あ

る
傾

向
に

支
配
さ

れ
た

か

も

し
れ

な
い

こ

と

を
老
慮
に

お
い

て

も
、

入

間
の

良
識

か

ら
は

み

出
す
文
学
感

情
を
示

す

詩
歌
が
現

に

求

め
が

た
い

こ

と

は

事

実
で

あ

る
。

そ

れ
は

、

そ

う
し
た

文
学

感
情

が

当

時
の

人

間
の

興
味
の

戴
象
に

な

ら
な

か
っ

た
こ

と

を
、

や

は

り
示

す
と

せ

ね
ば

な

る

ま
い

。

　

漢
代
か

ら
、

良
識
を
ふ

み
は

ず
す
文
学
感

情

が

顕
著
に

示

さ

れ

る
と

い

う

そ
の

現

象
に

つ

い

て

は
、

ど
の

よ

う

に

理

解
し
た

ら
よ
い

で

あ
ろ

う

か
。

わ
た

し

は

そ

れ
を

、

人

間
の

文
学

感
情
の

、

よ

り

自
由
な

方

向

へ

の

展
開
で

あ

る

と
考
え

た
い

。

　
い

わ
ば

そ

れ

以

前
に

お

い

て
、

　
人

は
、

交

学

感
情

が

良
識
の

わ

く
を
ふ

み
は

ず

す
こ

と

も
あ

り
う
る

こ

と

を
、

老
え
っ

か

な

か
っ

た
の

で

は
な

か
っ

た

か
。

し

ば
し

ば

乾
い

た
、

ま
た

す
さ
五

だ
、

ま

た

享
楽
的
な

文
学
感
情

が
、

大

胆
に

開
陳
さ

れ
る

そ

の

背
景
に

は
、

そ

う

し
た

発
言

を

必

然
的
に

将
来
せ

し

め
る

社

会
生

活
の

変
化
や

、

商
業
の

発
達
と

い

う
こ

と

も
当

然
老
え

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

で

は
あ
ろ

う
。

し

か
し
実

は
、

こ

の

現

象
は

、

あ
6
腫
の

社
会
現

象
が

、

あ
る

種
の

畸
形
な

文
学

を
生

み
出

し

た

と
い

う
そ

れ

だ
け
の

単

純
な

も
の

で

は

な

く
、

よ

り

直
接
に

は
、

人

間
の

交

学

感
情
が

、

そ

れ
自
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体
の

展
開
の

方
向
と

し
て

、

よ

り
自
由
に

し
て

し

ば

し
ば
は

放

埒
な

発

言
を

求

め
る

よ

う
に

な
っ

た

か

ら
で

は
な

い

か
、

と
わ
た

し

は

考
え

る

の

で

あ
る

。

そ

し
て

、

世
に

い

う
い

わ

ゆ
る

建
安
文
学

が
、

そ

う

し
た

人

聞
感
情
の

、

自
由
な

発
言
へ

の

解
放
の

時

代
に

形

成
さ
れ
て

い

る

こ

と

も
、

み
の

が

す
こ

と

は
で

き

な
い

で

あ
ろ

う
。

建
安
の

交
人

た

ち
の

詩

歌
に

お

い

て

は
、

曹
丕
の

上

留
田

行
に

示

さ

れ

だ
よ

う
な

浅
く

し
て

ド

ラ

イ

な

感

情
の

作
品
は

、

あ

ま
り
求
め

ら

れ

ず
、

ま

た
ヂ

カ

ダ
ン

ス

な

態

情
を

む

き
出
し
に

示

ぞ

う

と

す
る

も
の

も

あ
ま

り
は

な
い

が
（

そ
の

意
味
で

建
安
の

文

人
の

詩
歌
は
一

面

に

お
い

て

健

康
的
な

も

の

で

あ

る
）

、

し
か
し

た
と

え

ば

建
安
時

代
の

作
品

と
し
て

玉

台
新
詠
の

序

に

説
か
れ

て

い

る

情
死

を
あ
つ

か
っ

た
五
言
の

長
篇
「

焦

仲
卿
妻
」

な

ど

の

存
在
は

、

当
時

の

文

学

感
情
の

自
由
に

し
て

発

潮
な
エ

ネ
ル

ギ

ー

の

存
在
を

、

作
品
に

お

い

て

示

す
も
の

で

あ
る

と

い

え

よ
う
。

情
死

を

と

り
あ
つ

か
う

詩
歌

は
、

こ

の

作
品
を

も
っ

て

始
め
と

す

る
。

〔

注
〕

 
公
主
に

伺
す
る
こ

と

に

な
っ

た

後
漢
の

竇
玄
に

対
し

て
、

前
の

妻
が

　

与
え

た

書
翰
と
い

う
の

が

芸
文
類
聚

巻
三

〇
、

別
下
に

載
せ

ら
れ

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

　

い

る
が

、

そ

の

中

に

も
「

衣

不

厭
新

、

人

不
厭

故
」

と
い

う

句
が

あ

　

る
。

 
葵
に

は

ま

た
、

き

れ
い

な

花
、

秋
霜
の

被
害
を
い

ち
早
く

受
け
る

植

　

物
、

と
い

う

連

想

作
用

が
、

別
に

は

あ
る

。

詩
経

、

陳
風

、

東
門
之

　

扮
に

お

い

て
、

相
手
の

女
性
の

美
し

さ

を
た

た

え

て

「

視

爾
如
丱

収
」

　

と
い

っ

て

い

る
6

こ

の

薮
は

、

荊
葵
と

称

す
る

葵
の
一

種
で

あ
る
こ

　

と

を
、

睦

磯
の

毛

詩
草

木

爵
獣
虫

魚
疏
に

お
い

て

い

っ

て

い

る
。

　

文
選
に

引
か

れ
て

い

る

古
歌
の

「

長

歌
行
」

に

い

う

「

脊
青

園
中卩

　

葵
」

は
、

美
し
い

花
で

あ
り

、

秋

霜
に

早
く
い

た

め
つ

け
ら

れ
る

植

　

物
と

し
て

と

り
あ

げ

ら
れ

て

い

る
。

そ

れ
は

芸

文

類
聚

巻
八
二

、

葵

　

に

お

い

て

掲
げ

ら
れ

て

い

る

陸
機
の

「

園
葵
詩
」

お

い

て

も
同…
様
で

　

あ
る

。

 
拙
稿
「

建
安

詩
を

方
向
づ

け
る

も
の
」

（

昭

漏
三

三

年
、

東
京

教
育

　

大

学

丈
学

部

紀
要
）

 
拙
稿
「

二

世
紀
ご

ろ
の

乾
い

た

歌
」

（

昭

和

三
二

年
、

漢
文
教
室
第

　

三
｝

号
）

 
楽
府

詩
集
の

上
留
田

行
の

解
説
を
参

照
。

文
選

巻
二

八
、

睦
士

衡
、

　

豫
章
行
の

李
善
注
に

は
、

「

古
上

留
田

行
日
」

と

し
て

六
言

五

句
が

　

引
か

れ
て

い

る
。

た

だ

し
六
臣

注

本
は

、

そ

れ

を

省
く
。

　

（

本
稿
な

、

昭

和
三
八

年

度
日

本゚
中

国

牽

会
に

お

い

て

発
表
し

た

内

　

容
に

、

補
訂
を

加
え
た

も
の

で

す
。

同

発

表
の

あ
と

、

小

尾
教
授
か

　

ら

原
稿
を

ま
と

め

る
こ

と
の

お

す
す
め

を
い

た
だ

き
、

お

こ

と

ば

に

　
甘

え
、

寄

稿
さ

せ

て

い

た

だ

き
ま

し
た

。

）
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