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亠

ノ 丶

朝

文

　
人

　
伝

「

晋

書
」

潘
岳

伝

　

　
 

　

潘
岳、

字
は
安
仁、
齲
準

陽
郡

（

河

南
省
）

中

牟
県
の

出

身
で

あ
る

。

祖
父
は

鍵
、

安
平

郡
（

河
北

省
）

の

太
守
で

あ

り
、

父
は
菎

、

琅
邪
（

山
東
省
）

の

内

史
で

あ
っ

た
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

 

　

潘
岳
は

年
少
よ
り

、

才
智
が
あ
る

と

称
美
さ
れ、

村
里

の

入
々

は
「

奇
童
で

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

あ
る
ロ

と
噂

し
あ
い

、

　
「

前
漢
の

終
軍、

賈
誼
の

た
ぐ
い

で

あ
る
ロ

と
評

価
し

た
。

　
早
く

も
司
空
太

尉
（
賈
充）

の

府
に

招
聘
さ
れ、

秀
才
に

推
挙
さ
れ
た

。

　
泰
始
年
間
中

（

二

六
五

−
二

七
四
）

、

武
帝
司

馬
炎
は

、

み
ず
か

ら
農
業
推

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

奨
の

儀
式
を
敢

行
し
た

が
、

潘
岳
は

賦
を

作
っ

て
、

そ
の

あ
り
さ
ま

を
讃

美
し

た
の

以
下
の

よ

う
に

碩
め
う

た
う

。

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

　
　
そ
れ

は、

晋
の

泰
始
四

年
正

月
丁

未
、

武
皇
帝
は

親
し
く
諸

侯

を

率

い

　
て、

郊
外
千
畝
の

田
に

み

ず
か

ら
鍬
を
入
れ

ら
れ
た

。

豊
作
を

願
う
古
来
か

　
ち
の

儀
式
で

あ
る

。

そ
こ

で

ま
ず、

儀
式
担

当
役
人
に

畿
内
を

清
め

さ
せ、

　
交
通

担
当
の

役
人
に

道
路
を
清
掃
さ

せ
、

国
境
警
備
の

役
人
に

巧
宮
を
造
営

　
さ

せ
、

宿
舎
担
当
の

役
人
に

、

周

囲
に

柵
を

取
り
つ

け
さ
せ
た

。

青
壇
は
こ

　
ん

も
り
と

高
く
立
ち

、

翠

幕
は

く
ろ
ぐ
う
と

雲
の

よ

う
に
、

張

り

め

ぐ

ら

　
せ
る

。

祭
壇
の

基
礎
は、

が
っ

し
り
と

高
く
造
ら
れ

、

四

方
に

広
い

階
段
が

　
架
け
ら
れ
る

。

沃
野
は

地
味
豊
か

に、

肥
え
た

土
地
は

、

平
ら
か

に

広
が
っ

　
て
い

る
。

洛
水
と

川
か

ら
は

、

流
れ
が

引
か
れ

水
が

注
が
れ
て

、

遠
き

田
の

坂

兀

悦

夫

あ
ぜ

道
も
飛
ぶ

矢
の

如
く

、

ま
っ

す
ぐ
で

あ
る

。

青
き
牛
に

青
色
の

く
び
き

を

着
け、

紺
の

な
が

え

に

黒
い

す
き

を
つ

け
、

そ

の

牛
の

引
く

車
を

田
の

そ
ば
に

お
ご
そ

か
に

止

め
、

天

子
武
帝
が
み

ず
か

ら
耕
さ
れ
る
の

を

待
つ

。

　

そ
れ
に

先
立
っ

て

百
官
を
職
務
に

応

じ
て

配
置
す
る

が
、

上
か
ら

下
に

至
る

ま
で、

す
べ

て

武
帝
の

命
ぜ

ら
れ

た
臣
下
で

あ
り
皆
青
々

と
し
た

輝
く
ば
か

り

の

春
服
を

身
に

つ

け
、

帝
の

従
車

が
が

ら
が
ら
と
進

む
の

に

つ

き

従
う

。

か

す

か

な
風
が、

は
た
め

く

車
の

ほ

ろ

に

加
わ
り

、

細
や
か
な

ほ
こ

り
が

、

朱
色
の

車
輪
に

わ
き

上
が
る

。

や
が
て

臣
下
た
ち
は

盛
大
に

そ
れ
ぞ
れ

玉
の

柄
で

で

き

た
ひ

し

ゃ

く
を

捧
げ
て

、

爵
位
ご
と

に

整
列

し
、

厳
粛
に

帝
の

車
を

待

ち

望

む
。

そ

れ
は

、

あ
た
か

も
繁
く
お
り
た

露
（

臣

下
）

が
、

朝
の

輝
く
陽

光
（

帝
）

に

あ
っ

て

乾
く
よ

う
で

あ

り
、

ま
た

満

天
の

ふ

る
星

が
、

北
極
星
の

周
囲
を
巡

っ

て

い

る

よ
う
で

も
あ
る

。

　

そ
こ

で
、

先
導
の

車
が
魚
群
の

よ
う
に

列
を

な

し、

後
発
の

車
が

魚
の

鱗
の

よ

う
に

重
な

り
続
く
と

、

洛
陽
城
の

閣

圏
門

（

及

び
他
の

二

門
）

は
、

大
き

く

開
か
れ

、

三

街
道
に

大

型
の

馬
車

が
並
ぶ

。

こ

の

帝
の

車
は

、

常
伯

が
添
い

乗

　

　
　

　
9
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
お

く

て

　

b
せ

り
し

、

太
僕
が

手
綱
を

取
る

。

后
妃
は

種
．

種
の

種
を
奉
り

、

農
林

大
臣
は

栽

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

 

培
の

用

具

を

持

ち
、

葦
壷
は

進

行
の

時
刻
を
調
整
し

、

侍
従
長
は

城

門
の

警

護
を
取

り
し

き
る
。

　
天

子
武
帝
は
と

言
え
ば、

玉
で

飾
ら
れ

華
蓋
に

覆
わ
れ
た

車
に

乗
ら
れ

、

佩
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玉
は

り
ん

り
ん

と

鳴
り、

絹
の

衣
は
さ
や

さ
や
と

す
れ

合
う
音

を
出

す
。

黄

金
の

車
は

き

ら
き
ら
と

輝
き、

龍
の

ご

と
き
お

召
し

馬
は

、

勇
み

嘶
い

て

威

厳
に

満
ち
て

い

る
。

　
（

続
く

）

車
は

、

南
を
象
徴
す
る

赤
、

北

を
象
徴
す

る

黒
、

東
の

青、

西
の

白
色
の

旗
を、

そ

れ

ぞ
れ

な
び
か
せ

て

い

る
が

、

中
央

を
表
わ
す

黄
色
の

旗
は
ひ

と

き
わ

輝
き
を
増
し

、

様
々

な

色
も
よ
う
は

紛
々

と
し
て

入
り
乱
れ
て

い

る
。

　
（

天
子

武
帝
の
）

五
台
の

車
は

鈴
を
鳴
ら
し、

九
つ

の

旗
は

高
く
掲

げ
ら
れ、

玉
で

飾
ら
れ
た

矛
は

乱
れ
立
ち

、

の

ぼ
り
は

林
立
し

て

風
に

た

な
び
く

。

笛
の

音
は

ひ

ゅ

る
ひ

ゅ

る
と
さ

わ

が
し
く

、

太

鼓
は
ど
ん

ど
ん
と

轟
き
わ
た

り
、

鐘

掛
け
は

高
く
そ

び
え
て

進

み
、

大
鐘
は

彼
方
に

ま
で

鳴
り
響
く
。

ず
ん

ず
ん

、

が
ら
が

ら
と
ど
よ

も
す
車
馬
の

巻
き

　

　
　

　

 

起
こ

す
塵

挨
は

、

舞
い

上
が
っ

て

天
に

ま
で

広
が

り
、

か
く
し
て

籍
田
に

行

幸
さ
れ
る

。

従
者
の

冠
は
灼
灼
と

輝
き

、

そ

の

碧
玉

は
き

ら
き

ら
と

光
っ

て

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

3
ら

真

ま

い

る
。

そ
れ

は

夜
光
の

玉
が

荊
山
の

璞
か

ら
現

出
し

た
如

く、

ま
た

生
い

茂

っ

た

松
が

山
の

頂
上
に

立
っ

て

い

る

か

の

よ

う
に

、

輝
き

立
派
で

あ
っ

た
。

　

そ

う
し
て

、

我
が

武
皇
帝
は

霊
壇
に

姿
を

現
わ
さ
れ、

す
き

を
御

手
に

持

た
れ

、

も
り
上

が
っ

た

土
襲
に

足
を

踏
み
入
れ

ら
れ、

青
き
牛
の

手
網
を

手

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ぴ

と

に

取
ら
れ

る
。

そ

し
て

三

た
び

す
き
を

推
し

て

や

め

ら
れ

、

た

だ
人
が

後
を

つ

い

で

そ

の

田
畝

を
耕
し

終
え
る

。

貴
蔑
・

官
位
の

高
低
に

よ
っ

て、

或
る

者
は
五
た

び、

或
る

者
は

九
た

び
す
き
を

推
す

。

　

こ

の

時
に

な
る
と

、

都
鄙
の

別
な

く
、

華
鬻
の

別
な

く、

老

い

も

若

き

も
こ

も
ご

も

集
ま

り、

男

子

も
女
子

も

我
も
我
も
と

皆
や
っ

て

く
る

。

粗
布

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
旗
れ

が
み

を
身
に

着
け
て

い

た

り
、

裾
し
か
整

え
て

い

な
か
っ

た

り
、

髫
を
垂

ら
し

て

　

　
　
も
と
ど

り
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

空

す

い

た

り
、

髻
を

束
ね
て

い

た

り
し
て

、

あ
ら
ゆ
る

人
々

が

陸
を
接
し

、

肩
を

　

　
　

　

　
　

　
　
も
す

そ

ふ
れ

合
い

な
が

ら
、

裳
裾

を

引
き

袂
を

連
ね
な

が

ら
や
っ

て

く
る

。

こ

の

雑

踏
で
、

黄
塵
は

辺

り
一

帯
に

わ
き
上
が

り
、

日

の

光
も
ぼ

ん

や
り
陰

っ

て

し

ま
う

。

感

激
の

あ
ま

り
、

体
を

動
か

し
歓
声
を
あ

げ
て

拝
観
し
た

人
々

は
、

み

　
　

　
　

　
　

　　
り

な

街
角
で

も
手
を
拍
っ

て

喜
び
舞
い、

こ

の

天
子

の

御
世
を
謳

歌
し
て

い

る
。

彼
ら
は、

ま
こ

と

に

勤
労
を
心
か
ら

楽
し
み、

農
事
に

尽
力
す
る

こ

と

を

誓
う

で

あ
ろ

う
。

誰
か

ら
の

催
促
も

無
く、

い
つ

ま
で

も
働
き、

課
せ

ら
れ

な

く
て

も
、

自
分

自
身
か

ら
農
事
に

励

む
で

あ
ろ

う
。

こ

れ

は、

皇
帝
み

ず
か

ら
が
今

日

の

こ

の

日、

民
の

労
苦
に

先
だ
っ

て

労

働
す
る

の

を
悦
ば
れ

た
か

ら

で

あ

り
、

刑
罰

を
厳
し

く
し、

法
制
を
き
び
し
く
し

た
か

ら
で

は

な
い

の

で

あ
る

。

　
村
の

老

人
が
進
み

出
て
、

以

下
の

よ

う
に

言
っ

た
。

　
「

私
が
思
い

ま

す
に

、

『

捐
』

と
『

益
』

と

が
時
勢
に

随
う
の

は、

道
理
か

ら
し
て

常
に

言
え

る

こ

と
で

す
。

す
べ

て

高
き

も
の

は、

低
き
も
の

を

以

て

も

と
い

基
と

す
る

よ
う
に
、

民

は
『

食
』

を
以
て

『

天
』

と
み
な

し
て

い

ま

す
。

そ
れ

故
、

末
（

商
）

を
正

さ
ん
と

す
る

時
は、

本
（

農
）

を
正

し
く
し、

後
（

商
）

を
よ

く
し
よ

う
と

す
る
時
は

、

何
よ
り
も

ま
ず
先
（
農
）

を

慎
む
の

で

す
。

　
さ

て
、

九
州
そ

れ
ぞ
れ
の

土
地
に

合
っ

た

産
物
を
貢

賦
と
せ

ず、

或
い

は、

士
農
工

商
が
そ
れ

ぞ
れ
の

任
務
に

励
ま
な

け
れ
ば、

庶
民
に

は
飢

餓
の

よ
う

す

が
現

わ
れ、

役

人
に

は
秩
禄
の

米
が
渡
ら
な

く
な
り
ま

す
。

穀
物
を
蓄
え
て

天

災
に

備
え

る
こ

と

も
せ

ず、

た

だ
い

た

ず
ら
に

そ
の

秋
の

実
り

を
あ
て

に

し

て

い

る
。

夏
殷

周
が

衰
亡
し

た
の

は、

全
て

こ

の

た
め
で

す
。

し
か

し
今
や、

我

が
君

は

早
朝
よ

り
ご

政

道
に

よ
っ

て、

徳
を
現
わ
さ
れ

、

夕
刻
ま
で

ご
自

身
を

慎
み

畏
れ

ら
れ

、

豊
作
の

時
に

も
窮

乏
の

事
態
を
考
え

ら
れ

、

安
楽
な
時
に

も

倹
約
す
る

こ

と

を、

念
頭
に

置
か

れ
て

い

ま
す

。

慎
み
憂
え
て、

た
だ

農
事
の

こ

と

ば

か
り
を

ご
心

配

な
さ
っ

て

い

ま
す

。

春
耕
・

夏
転
・

秋
収
の

大
き
な

任

務

を
説
か
れ

、

倉

喫
を
穀
物
で
一

ぱ
い

に

す
る

ー
ま
こ

と
に

帝

堯
・

湯
王
の

腐
心

し

た
こ

と
で

あ
り

、

国
を

保
ち

民
を
救
う

要
術
で

あ
り
ま

す
巳

　

と
こ

ろ
で
、

神
官
が

そ

の

吉
目

を
占
っ

て
、

宗

廟
で

祭
り
を

催
し

、

祭
器
に
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き

び

　．
　

、

黍
稷
が
、一

ぱ
い

に

供
え
ら
れ、

香
り
酒
を
蕭…
茅
で

こ

せ
る

の

は
、

こ

の

籍
田

の

儀
式
に

よ

っ

て、

穀
物
が

実
る

か
ら
で

あ
る

。

や
が
て

黍

稷
は
香
ば
し
く

実
り

、

美
酒
と
よ
き

穀
物
が
生
ま
れ

る

で

あ
ろ
う

。

民

が
豊

作
を

喜
び

、

神

が

福
を

下
さ
れ

る
の

も
宜

な
る

こ

と
で

あ
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ま

さ

　

古
人
は

「

聖
人
の

徳

は

孝

に

勝
る

も
の

無
し
凵

と
骨 、
口

っ

て

い

る
。

そ

も

そ

も
「

孝
」

と
は、

天
の

賦
与
し
た

本
性
で

あ
り、

人

が
そ

れ
に

よ
っ

て

霊

た

り
う
る

も
の

で

あ
る

。

む
か

し
、

聖

明
な
る

君
は

「

孝
」

に

よ
っ

て

天
下

を
治
め

た
が、

そ

れ
を

継
い

だ
君
主
は

、

何
と

希
少
で

あ
る
こ

と
だ
ろ

う
。

し
か
る
に

我
が
皇

晋
の

君
に

及
ぶ

や、

ま
こ

と
に

こ

の

「

孝
」

な
る
道

を
明

ら
か
に

さ
れ、

範
を
万

国
に

示
さ

れ、

ご

先
祖
に

仁
愛
と

畏
敬
と
の

念

を
奉

げ
尽
く
さ
れ

た
。

そ
れ

故
、

ご

自
身
で

藉
田
に

く

わ
を
入
れ

ら
れ
て、

実
っ

た

黍
稷
を

宗
廟
に

供
え

ら
れ
る
の

は、

ご

先
祖
に

「

孝
」

を
尽
く
さ
れ
る

こ

と
で

あ
り

、

農
を

勧
奨
し
て

民
に

食
を

十
分
に

さ

れ
る

の

は、

　
「

根
」

を
固

あ
る
こ

と
で

あ
る

。

　
「

本
」

を
固
め
る
こ

と
が
で

き
て
、

　
「

孝
」

を

尽
く

す

の

は
、

盛
徳
あ
る

大
業
の

最

た
る

も
の

で

あ
る

。

こ

の

籍
田

の

儀
式
は

、

二

つ

の

美
点

（

「

本
」

H
農
と

「

孝
」

）

を

明
ら
か
に

し

た
の

で

あ

り
、

何
と

深
遠
に

し
て

荘
重

な
る

こ

と
で

あ
ろ
う
か

。

　

私
は

頌
を

作
っ

て

歌

う
。

あ
あ

、

楽
し
い

か

な、

王
の

国
土
よ、

こ

こ

に

そ
の

香
り
よ

き
花
を

摘
む

。

大
君
は

お
出

ま
し
に

な
っ

て
、

こ

こ

に

籍
田

の

礼
を
挙
行
さ

れ
る

。

あ
な
た

　
す

をり

が
鋤
で

三

た

び
土
を
掘

り
起
こ

さ
れ
る

と、

万
邦
の

民
は
み
な

敬
い

慎
む

。

ま
ず
公
田
の

土
を
掘
り
返

し
て
、

そ
の

ま
ま

私
田
に

行
か
れ
る

。

　
（

そ

れ
は

実
り
の

秋
を
も
た

ら
し

て
）

祭
器
に

は

稲
梁
が

、

礼
器
に

は

黍

稷
が
盛
ら
れ

る
で

あ
ろ
う

。

我
が
晋

朝
の

廩

倉
は

、

山
や

丘
の

よ

う
に

膨
れ
る

で

あ

ろ

う
。

武
皇
帝
は

、

籍
田
め

礼
を
敢

行
さ

れ
て
、

農
を
重

視
し

、

こ

こ

に

と

わ
に

の

　
「

孝
」

を

尽
く
さ
ん

こ

と

を
思

わ
れ
る

。

民
の

力
は
あ

ま
ね
く
存
し、

神
官

　
は

言
を
正
し
て

告
げ
る

。

天
と

地
の

神
が
そ

れ

を
受
諾
さ

れ
る

と
、

与
え

給

　

う
逸
楽
は
は

か

り
知
れ
な

い
。

我
が
君
に

善
事
あ
れ

ば
、

万
民
ひ

と

し
く
そ

　
の

余
慶
を

受
け
る

で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

作
品
に

よ
っ

て

潘
岳
の

名
声
は

、

一

世
に

冠
絶
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ

た

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

が
、

却
っ

て

衆
人
の

反

感
を
買
い

、

そ

の

ま
ま

十
年
間
、

官
職
を
離

れ
て

い

た
。

　

や

が

て

地
方
に

出
て

河
陽
県
（
河
南
省
）

の

県
令
と
な
っ

た

が、

内
心

、

才

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
 

を
自
負
し
て

鬱
々

と

し
て

満
足
す
る

こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
。

お

り
し

も
尚
書

　

　

　
　

　
　

　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

僕
射
で

あ
っ

た

山
濤
は

、

吏
部
を

統
轄
し
て

い

て
、

王
済
・

嚢

楷
ら
と
と

も
に

、

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

わ
t
と

の

武
帝
の

厚
い

嘱
を
受
け
て

い

た
。

潘
岳
は

、

内
心
で

そ

れ

靠
難
し

、

渡
殿

に

題
し

て

戯
歌

を
作
っ

た
。

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む
な

が
い

　
　
　
　

し

り

が

い

　

「

渡

殿
の

東
に

大
き
な

牛
（

山
濤
）

が
い

る
。

王

済
は

鞅、

襄

楷
は

贈
、

和

　
 

　

矯
は

あ
く
せ

く
し
て

休
む
こ

と

も
で

き
な
い
］

　

や

が

て

懐
県
（

河
南
省
）

の

県
令
に

転
じ
た

。

　

そ

の

頃
、

　
「

逆
旅
」

　
（

私
営
の

旅
館
）

に
、

商
売
を
や

ろ
う
と

し
て

農
業
を

止
め
て

し
ま
っ

た

者、

定
め
ら
れ

た

住
所
か

ら
域
外
に

逃
げ
だ
し
た

者

な

ど

が
、

多
く

寄
り
集
ま
っ

て

法
制
を
破

り
乱
し
て

い

た
の

で
、

勅
令
で

撒
去
す
る

こ

と
に

な
っ

た
。

そ

し
て

十
里
ご
と
に

官
営
の

宿
泊
施
設
を

置
い

て、

貧

し

い

家
の

年
寄
り
や

年
少
者
に

番
を
さ
せ

、

そ

の

上
で

役
人
を
派
遣

ー
管
掌
さ
せ

て
、

そ
の

施
設
か
ら

宿
泊
費
を

徴
収
し

よ

う
と
し
た

。

　

潘
岳
は

建
議
し
て

以

下
の

よ

う
に

述
べ

た
。

　

　

謹
ん

で

考
え
て

み

る
に

「

逆
旅
」

は
、

起
こ

っ

て

す
で

に

久
し
い

。

旅
行

　

者
は

そ
れ
を

あ
て

に

し
て

投
宿
し
、

経
営
者
は
安
い

代
金
を

徴
収
し、

交
易

　

行

商
す
る
者、

双

方
に

求
め

る
も
の

を

与
え
て

い

る
。

官
吏
が

民
を

使
役
し

　

た

り
、

租
税
を
取

り
た
て

た

り
す

る
こ

と

も
無
い

の

に、

民

自
身
が
（

我
々
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の

役
所
に
）

利
益
を

作
り
出

し
て

く
れ
て

い

る
◇

恩
恵
は

民
に

加

わ
り

、

我

々

役
所
に

は
つ

ま
ら
ぬ

費
用
が

か
か

ら
な
い

。

　

語
に

「

許
由
は

帝
堯
の

（

天
下
を

譲
る
と
い

う
）

命
令
を
辞
退

し

て

、

『

逆
旅
』

に

投
宿
し
て

い

た
ロ

と
言
っ

て

い

る
。

ま
た
『

国
語
』

に

「

晋
の

陽
處
父
は

密
に

立
ち

寄
っ

た

時、

逆

旅
に

泊
ま
っ

た
凶

と

言

っ

て

い

る
。

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
＠

魏
の

武

帝
（

曹
操
）

も
同

じ
く

「

逆
旗
」

を

是
と
し
て、

そ

の

詩
で

「

『

逆

旅
』

を
整

え
設
け
て

、

商
人
を

活
動
し
や

す
く
し
て

や
る
田

と

述
べ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

唐
堯
の

時
代
よ

り
当
今
ま
で

、

未
だ

「

逆
旗
」

を

必
要
と
し

な
い

制
度
は
な

か
っ

た
の

で

あ

る
。

た

だ

商
鞅
だ
け

が
こ

れ
を
非
難

し
て

い

　

＠

る
の

は、

ま
こ

と
に

聖
人
の

治
め

る

世
の

発
言
で

は
な
い

。

　

今
や

、

四
海
か
ら

諸
公
が
都
に

参
集
し、

九
服
か

ら
貢
物
を
納

め

に

来

て
、

天
下
は
和
ら
ぎ、

公

私
の

族
す
る

者
が
路
に

浴
れ
て

い

る
。

都
近
辺
は

（

人
と

物
と
が
）

聚
ま
り

、

ど
の

旗

館
も
同
じ

く
満
員
で

あ
る

。

冬
に

は

暖

か
い

客
室

、

夏
に

は

涼
し
い

日
陰
が
あ

り、
馬
の

ま
ぐ
さ
は

山
と
あ
り、

必
要

な
も
の

は

十
分
に

得
ら
れ
る

。

疲
れ
た

牛
馬
も
必
ず
休
ま
ん

と

し
て
、

涼
し

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
く

び

壱

　

　
　
　

　
　
　
く

ら

さ
に

ひ
か
れ
て

近
ず
い

て

き
て
、

首
に

く
く

ら
れ
た

攝
を
は

ず
さ
れ

、

鞍
を

下
ろ
さ
れ
て

、

皆
休
息
す
る
こ

と
が

で

き
る

の

で

あ

る
。

　

ま
た

、

そ

も
そ

も
強

盗
は、

す
べ

て

人
の

少
な
い

場
所
で

為
さ
れ
て

、

人

の

多
い

場
所
で

は

為
さ
れ
な

い
。

十
里
に

わ
た
っ

て

も
の

寂
し
け

れ
ば、

邪

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

ね

す

と

悪
な

心

が

内
に

生
じ、

町
々

に

旅
館
を

連
ね

れ

ば
、

盗

人
心

も

消
え

失
せ

て

し

ま
う
だ

ろ
う
。

そ
の

上
、

も

し
旅
館
の

者
が

、

強
盗
に

襲
わ
れ

た

旅
人
の

叫
び
声
を

聞
け
ば、

救
出
で

き

る
し

、

強
盗
が
す
で

に

逃

げ
出
し
た

後
な
ら

追
う
こ

と

も
で

き
る

。

救
出
し

な
い

と
罪
に

な
る
し

、

追

わ
な
い

時

も
同
様

だ
か

ら
で

あ
る

。

乱

暴
を
禁
じ、

逃
亡

す
る

者
を

逮
捕
す
る
に

は、

い

つ

で

も
通
報
す
べ

き

係
官
が
い

る
。

す
べ

て

こ

れ

ら
は
、

皆
旅
館
の

利
点
で

あ
っ

て、

官
営
の

施
設
に

は
な
い

も
の

で

あ
る

。

　

ま
た
、

旅
行
者
は
道
中
を

急
ぐ
の

で、

米
を
買
い

求
め
て

煮
焚
き

す

る

の

は、

早
朝
と

日
没
後
で

あ
る

。

真
夏
は

日
中

暑
い

の

で、

　
（

日

の

あ
る

時
は

も

ち
ろ

ん
）

夜
間
も

歩
き
続
け、

早
朝
（

宿

場
に

到

着
し
て

も
）

官
営
旅

館
は

門

を
閉
ざ
し

て

い

る
の

で

よ

り
つ

か

な
い

。

或
い

は
、

夜
間

、

閉
館
さ

れ
て

い

る

の

を
避

け
て
、

道
ば
た

を
ウ

ロ

ウ

ロ

し

て

し
ま
う

が、

ま
さ
に

こ

れ

は
「

倉

庫

の

戸
締
ま

り
を
お

ろ
そ

か
に

す
る

の

は
、

泥
捧
に

盗
め
と
い

う
よ

う
な
も
の

で

　

　
 

あ
る
」

の

お

手
本
で

あ
る

。

　

も
し

も、

私

営
旅
館
が
し

ば
し
ば
法
と

教
と
を
破
り

、

役
人
が
官

営
旅
館
を

正
し
く
運

営
で

き
る

と
い

う
の

で

あ
れ

ば、

そ

れ
が
で

き

る
の

は
一

体
誰
な
の

で

あ
ろ

う
か

。

あ
の

河

橋
（

河
南
省
）

や

孟
津

（

同）

で

は
、

旅
行

者
に

銭
を

出
さ

せ
て

券
を

与
え、

優
秀
な

役
人
が
取

り
締
ま
り
見
守
っ

て
、

入
る

者
と

出

る

者
と
を
数
え

比
べ

、

さ
ら
に

長
官
が
両

岸
で

た

が

い

に

取
り

調
べ

て

も、

な

お

見
落
と

し

を

恐
れ
て

い

る
。

そ
れ

故
（

正
確
さ

を
期

し
て
）

金
銭
を
懸

け
て

与
え

、

功
報
を

出
す
こ

と
も

許
可
し
て

い

る
。

　

も
し

も、

小

役
人、

或
い

は

年
寄
り
や

年
少
者
が、

官
営
旅

館
の

宿
泊
税
を

独
占
し

、

開
閉
の

権
利
を
管
掌
し

、

無
比
の

勢
力

を
有
し
て

み

ず
か
ら
を

頼
む

よ
う
に

な

れ
ば、

そ
れ
は

道
路
の

太・
食
い

虫、

不
正

利
得
の

は

び
こ

る

こ

と
に

な
ろ
う

。

逆
に

歴

代
の

旧

習
に

従
っ

て、

旅
し
て

逗

雷
す
る

者
の

歓
心

を

得、

客
室
を

き

れ
い

に

し
て、

彼
ら
を
迎
え

て

好
き
な

所
に

泊
ま
ら
せ

る

こ

と
は、

ま
こ

と
に

大
衆
の
一

途
に

望

む
と
こ

ろ

で

あ
る
。

潘
岳
が

担

当
官
庁
に

願
い

出
て

奏
上
さ
せ
た
と
こ

ろ
、

朝
廷
は
そ
れ
に

従
っ

た
。

潘
岳
は
二

県
を
続
け
て

治

め
、

政

務
に

励
ん
だ

。

や

が
で

尚
書

度
支
郎
に

任
ぜ

ら
れ、

さ

ら
に

廷
尉
評
に

遷
っ

た

が

「

公

事
」

に

よ
っ

て

免
職
さ

せ

ら

れ
て

し
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ま
っ

た
。

楊
駿
が

（

太
傅
に

な
っ

て
）

朝
政
を

統
轄
し
た
時

、

彼
は

補
佐
の

役
人
を

抜
擢

し
、

潘
岳
を

自
分
の

主
簿
と

し
た

。

や

が
て

楊
駿
は

誅
殺
さ

れ

て
、

潘
岳
は

官

爵
を

斜
奪
さ
れ

た
。

　
そ
の

初
め、

讌
県
（

安
徹
省
）

の

人
、

公

孫
宏
は

若
く

し
て

孤
児
と
な

り
貧

し
く

、

河
陽
県
に

移
っ

て

耕
作
し
て

い

た

が
、

上
手
に

琴

を
弾
き

、

非
常
に

う

ま
く
文
を
綴
る
こ

と

が
で

き
た

。

岳
は
河

陽
の

県
令
で

あ
っ

た

時
、

彼
の

才
芸

を
愛
し、

甚
だ

厚
遇
し
て

い

た
。

楊

酸
が

殺
さ

れ
た

時、

公
孫
宏
は
楚
王

司
馬

踏
の

（

片
腕
と

も
言
え
る
）

長
史
と

な
・

て

粛

護
治
を

断
行
し
た

・

当

瞳

楊
駿
の

配

下
で

幹
部
だ
っ

た
者
は、

皆
連
坐
し

、

岳
と
同
僚
の

主
簿
朱
振
は

も

は

や

殺
さ
れ
て

い

た
。

岳
は

そ

の

夕
刻

、

緊
急
な

用
で

役
所
の

外
に

出

て

い

 た
。

公

孫
宏
は

、

そ
の

こ

と
を

楚
王

に

話

し
て

、

　
「

正
規
の

主

簿
に

非
ず
ロ

と

言
っ

た
の

で
、

死
罪
か
ら

免
れ

る
こ

と
が
で

き
た

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
 

　
ほ

ど
な

く
し
て

長
安
令
に

選
ば
れ

、

「

西
征
の

賦
」

を

制
作
し
た
が

、

そ

れ

は

（

洛
陽
か
ら

）

長
安
に

至
る
ま
で

の

道

中
に

ま
つ

わ
る

人
と
山
水
と
を

述
べ

た

も
の

で

あ
る

。

表
現
は

清
ら
か

、

内
容
は
深
遠
で

あ
っ

た

が、

字
数
が

多
い

の

で

載
録
し
な
い

。

　
や

が
て

召
さ
れ
て

博
士
に

な
る
予

定
で

あ
っ

た

が
、

辞
令
が

下
る

前
に

母
の

病
気
を
理

由
に

、

畏
安
令
の

職
を

離
れ
た
の

で
、

解
任
さ

れ
た
。

つ

い

で

著
作

郎
と
な

り、

散
騎
侍
郎
に

転
じ

、

給
事
黄
門
侍
郎
に

遷
う

た
。

　

岳
は

、

性
質
軽
薄
で

お

ち
つ

き
が

な
く、

世
俗
の

利
に

趨
っ

た
。

石
崇
ら
と

貿
謐
に

追
従
し
て

、

い

つ

も

彼
が

外
出
す
る
の

を
窺
っ

て

い

て
、

石

崇
と

と

も

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

3
　
　

　
　

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
 

に

そ
の

車
塵
を

望
ん
で

拝
ん

だ
。

愍
懐
太
子

を
陥
れ
た

文
章
は、

岳
の

手
に
な

る
も
の

で

あ
る

。

賈
謐
の

二

十
四

友
で

、

彼
は
そ

の

筆
頭
で

あ
っ

た
。

賈
謐
の

　
　
　
　
　

 

「

晋

書
の

限

断
」

も、

ま
た
彼
の

も
の

で

あ
る

。

岳
の

母

は
、

し
ば

し
ば
彼
を

叱

嘖
し
て
言
っ

た
。

　

「

あ

な
た

は
『

足
る
』

こ

と
を

、

知
ら
ね

ば
な
ら
な
い

。

十
に
一

つ

の

目
前

の

利
に

目
を

奪
わ
れ
て、

後
の

こ

と
を

考
え
よ
う
と

し
な
い

の

で

す
か
」

と
。

し
か

し
、

彼
は
最
後
ま
で

改
め
る
こ

と
が

で

き
な
か
っ

た
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
 

　

仕
官
し
て

し
ま
っ

て

い

た

が
、

本
意
に

は
遠
く

、

そ
こ

で

「

閑

居
の

賦
」

を

作
っ

て
、

以

下
の

よ
う
に

述
べ

た
。

　

　
私
は

、

こ

れ
ま
で

『

史
記
』

の

汲

黯
伝
を

読
ん

で

い

て
、

司

馬
安
が
四

度

　

九
卿
と
な

り
、

司
馬

遷
が
そ

れ
を
書

き
綴
っ

て

「

巧
み
な
る

官
吏
」

と
評

価

　

す
る

と
こ

ろ
ま
で

く

る
と、

必
ず

深
い

た
め

息
を
つ

い

て
、

書
を
置
い

て

蠶

　

く
の

で

あ
っ

た
。

　
「

あ
あ

、

巧
み
に

生
き
る

人
も
確
か
に

存
在
す
る

。

　
ハ

そ

　

れ
な

ら
）

拙
い

人

も
き
っ

と
い

る

筈
だ
ロ

と
。

私
は
ふ

り
返
っ

て

常

に

思

　

う、

男
子
が

生
を
稟
け

る
や、

聖
人
に

し
て

跡
を
残
さ
な
い

よ

う
な

善
行
を

　

積
み

、

深

く
理
に

通
じ
道
を
得
る

よ

う
な

者
で

な
い

な
ら

ば
、

必
ず
功
を
立

　
て

業
績
を
積
ん

で
、

当
今
の

役
に

た

と
う
と

す
る
も
の

で

あ
る
、

と
。

そ
れ

　

故
、

忠
と

信
と
を
履
み
行
な
っ

て

徳
を
進
ま
せ

、

言
語
を

修
得
し

、

誠
実
さ

　

を

確
立
し
て

、

自
己

の

任
務
を

守
っ

て

い

く
の

で

あ
る

。

　

　
私
は

年
若
く
し
て

、

郷
里
の

人
々

の

栄
誉
を
い

た

だ
き

、

恐

れ
多
く

も
司

　

空
と
な

り
太
尉
に

転
ぜ
ら
れ
た

方
の

、

ご
命
令
を
受
け
た

。

お
仕
え
し

た

主

　

は
、

つ

ま
り
太
宰
で

あ
ら
れ
た
魯
の

武
公
（

賈
充
）

そ
の

人
で

あ
る

。

や

が

　

て
、

秀
才
に

推

挙
さ

れ
て

郎
と
な
っ

た
。

世
租
武
皇
帝
（

司
馬
炎
）

に

お

仕

　

え

し
て

か

ら
、

河
陽
・

懐、

両

県
の

県
令

、

尚
書
郎、

廷
尉
評
と
な
っ

た
。

　

今
の

天
子
（

恵
帝
）

が

喪
に

服
さ

れ
て

い

る

時
は

、

太
傅
の

主

簿
を

兼
任
し

　

て

い

た
。

太
傅
の

主
（

楊
駿
）

が

誅
殺
さ

れ
る
と

、

官
爵
を
剥
奪
さ

れ
て

乎

　

民
と

な
っ

た
。

し
ば
ら
く
し
て

官

職．
に

復
帰
し、

長

安
令
に

任

命
さ

れ
た

。

　

や

が
て

博
士
に

遷
る
筈
で

あ
っ

た

が、

ま

だ
召
還
さ

れ
な
い

う

ち
に

、

母
親

一 21 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

が
病
に

か

か

り、

免
官
さ
れ
た

。

二

十
歳
よ

り
五

十
歳
の

今
日

ま
で、

八

度

官
職
を
遷

し

変
え

ら
れ
た

が
、

内
訳
は、

一

度
昇
官
し

、

二

度
免
官
さ
れ、

一

度
官
爵
を

剥
奪
さ
れ

、

一

度
は

任
命
さ

れ
る

も
着
任
せ

ず
、

横
す
べ

り
は

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

の

り

三

度、

と

い

う
だ
け
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

運

不
運
に

は
則
が

あ
る

と
い

う

も

の

の、

や

は

り
ま
た

私
の

拙
き
こ

と
の

証
し

で

あ
る

。

　

昔
、

博
識
の

人
和
嫡
（

長
翼
）

が
、

私
の

こ

と

を
論
じ

た

時

に
、

む
ろ

ん

「

多
く
の

仕

事
を
こ

な

す
こ

と
に

、

巧
み
で

は

な

い
ロ

と

言
っ

た
。

多
く
の

仕
事
を
こ

な

す
と
い

う
の

は、

も
と

も
と
私
の

や

ろ
う
と

す
る

こ

と
で

は

な

い
。

　
「

巧
み
で

は

な
い
」

と
い

う
の

は
、

そ

の

通
り
で

あ
っ

て
、

今
ま
で

に

徴
候
が

あ
っ

た
。

現

在
、

俊
英
が

官
職
に

あ
っ

て
、

役
人
た

ち
も
う
ま

く
や

っ

て
い

る
。

人

生
に

拙
い

者
は

、

栄
達

す
る

事
か
ら

意
を
断
つ

の

が

よ

か
ろ

う
。

母

君
は

生
き
て

は

お
ら
れ
る

が
、

老

衰
の

病
に

か

か
っ

て

い

る
。

そ
れ

な
の

に
、

ど

う
し
て

親
の

も
と
で

孝
養
す
る
の

を
や
め
て

、

あ
く
せ

く

と
し

て

薄
給
の

任
務
に

従
っ

て

お

ら
れ

よ
う
か

。

　

そ
こ

で

私
は

、

今
の

境
遇
に

と

ど
ま

り
、

満
足

す
る
生
き

方
を

望
み

、

不

義
掻

る

富
貴
は

、

我
に

関
せ

じ
と
い

う
志
を

願
っ

て
、

住
ま
い

を

築
い

て

周

り
に

木
を
植
え、

気
ま
ま
に

ぶ

ら
つ

い

て

平

安
な
満
ち
足

り
た

日

々

を

送
ろ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

ヨリ
す

う
。

池
や
沼
は

、

魚
を

釣
る
の

に

十
分
だ
し、

臼
ず
い

て

得
た

利
益
は

、

給

金
と

す
る
の

に

十
分
で

あ
る

。

菜

園
に

水
を
そ

そ

ぎ、

採
れ

た

野

菜
を

売
っ

て
、

朝
夕
の

食
事
を
や

り
く

り
し、

羊
を
飼
い

バ

タ

ー

を
売
っ

て
、

夏
と
冬

と
の

費
用
に

あ
て

る
。

　
「

尚
書
」

に

「

あ
あ

、

大
切
な
こ

と

は
孝

行
す
る
こ

と

だ
。

父
母
に

孝
で

あ
っ

て
、

兄

弟
は

仲
睦
じ

く
な

る
U

と

あ
る
が

、

こ

れ

も
ま
た

拙
き

者
の

政
治
な

の

で

あ

る
。

　

そ

こ

で

「

閑
居
の

賦
」

を
作
っ

て
、

事
を

歌
い
、

真
情
を
述
べ

た
。

　

伏
輟
・

神
農
・

黄
帝
の

古
書、

孔
子
の

古
典
の

よ

き
世
界
に

遊
び

、

先
賢

の

示
さ
れ
た

高
き

道
を

歩
ん

で

み

る
。

私
が

ど
ん

な
に

厚

顔
だ
と
し
て

も
、

内

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

の

り

心
で

は、

や
は

り
出

処
進
退
に

則
の

あ
っ

た
、

寧
武
子
や夘
遽

伯
玉
に

深
く
恥
じ

入
る
。

世
が

平
和
な

時
で

も
、

蓬
伯
玉
の

よ

う
に

仕
官
す
る

こ

と
は
で

き
ず、

乱
れ

て

い

る

時
で

も
、

寧
武
子

の

よ
う
に

愚
鈍

を

装
う
こ

と

が
で

き

な

か

っ

た
。

な
ん
と

巧
智
に

乏

し
く
、

拙
さ

ゆ

え
に

苦
し
ん

で

余
り
有
る

自
分
で

あ
っ

た

こ

と
か

。

　
そ
こ

で
、

私
は

俗
世
を
退
い

て、

洛
水
の

ほ

と

り
に

閑

居
す
る
こ

と
と

な

っ

た
。

身
は

逸
民
と

同
じ
、

名
は

士
族
の

末
端
に

連
ね
て

い

る
。

当

地
は

洛
陽
に

近
接
し
て

、

伊
水
に

向
か

い
、

城
郭
の

外
に

面
し
て、

市
内
を
背
景
に

し
て

い

る
。

洛
水
に

か
か
る

浮
き
橋
は

、

延
延
と
し

て

対
岸
に

通
じ、

彼
方
の

天
文
台

は、

空
を
つ

い

て

高
く
そ

び
え
て

い

る
。

天
子
は、

こ

こ

で

日

月
星

辰
の

運
行

を
観
察
さ
れ、

世
の
一

切

の

現
象
を
考
究
さ

れ
る
の

で

あ
る

。

　

住
ま
い

の

西
に

は
、

戦
車

群
と

近
衛
兵
の

営
舎
が
並

び
、

黒
い

幕
が

張
り
め

ぐ
ら
さ

れ、

緑
の

軍
旗
が
は
た

め
い

て

い

る
。

谿
子
・

巨
黍
の

石

弓
は

所
定
の

位
置
に

据
え
つ

け

ら
れ
て

い

る

が
、

発
射

ば
ね
は

同
じ
で

あ
る

。

一

た

び
は
じ

き
飛
ば
さ
れ
た
石
は

、

雷
の

如
く

大
音
籌
を

あ
げ、

一

斉
に

放
た
れ
た

矢
は

、

あ

メ
虻
の

如
く
音
を
た
て

て

飛
ん

で

ゆ

く
。

そ
れ

ら
は
、

進

撃
の

先
頭
に

た
っ

て
、

我
が
皇
軍
の

威
力
を

輝
か

す
の

で

あ
る

。

　

東
に

は

明
堂
・

辟
推
な
ど

、

祭
政
を

施
行
す
る
建

物
が

あ
り

、

広
々

と
し
て

静
謐
さ
を
漂

わ
せ

て

い

る
。

周
囲
の

林
は

、

長
く
続
い

て

水
面
に

映
え、

そ

の

水
は
流
れ
て

円

状
に

巡
っ

て

い

る
。

天
子
は
、

こ

こ

で

孝
を
つ

く

し
て

父
君
の

霊
を

尊
ば
れ

、

先
祖
の

晋
の

文
王
を

尊
ん
で
、

天
と

等
し
く

祭
ら
れ
る

。

聖

徳

と
敬

慎
と
の

道
に

よ
っ

て
、

従
順
た

る
こ

と
を

明
ら
か
に

し
、

長
老
た

ち
へ

の

孝
養
を
積
ま
れ
て
、

老
人
に

対
す
る

崇
敬
の

念
を

示
さ

れ
る

。

　

冬
が
終
わ
っ

て

春
と
な

り、

陰
気
が
た

ち
去
っ

て
、

陽

気
が

移
り
昇
る

と
、
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」

天
予
は

、

柴
を
焼
い

て

天
を

祭
り

、

祖
先
を

祭
っ

て

徳
義
を

百
姓
に

ゆ
き
わ

、

た

ら
せ

ら
れ

る
。

天
上
の

妙
な
る

音
楽
が

演
奏
さ
れ

、

千
の

兵
車

、

万
の

騎

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
 

　

馬
が
な

ら
ぶ

。

兵
士
の

軍
服
は

堂
々

と

し
て

黒
一

色
、

楽
団
の

笛
の

音
は
ぴ

　

ぴ
と
合
わ
せ

吹
か

れ
る

。

き

ら
き
ら
と

ま
ば
ゆ
く、

揚
々

と
し

て

盛
大
で

あ

　

り
、

こ

れ
ぞ

壮
観
な

る
礼
の

儀
式、

王

者
の

壮
大
な
る

美
で

あ
る

。

　
・

国．
学
と

大
学
と
の

校
舎
は

並
列
し
て

建
て

ら
れ、

双

方
の

屋
根

は
、

あ
た

　

か

も
一

つ

の

よ

う
に

見
え

る
。

西
の

国

学
で

は、

卿
大
夫
ら
の

嫡
子

を
訓

育

　

し
、

東
の

大
学
で

は
、

民
間
の

俊
才
た
ち

を
入
学
さ

せ

て

い

る
。

多
数
の

学

　

生
や

儒
老
の

た

ま
ご

達、

　
（

彼
ら
の

中
に

は）

堂
に

上
る

と
こ

ろ
ま
で

の

学

　

力
を

培
っ

た

者
も
い

れ

ば
、

更
に

進
ん

で

奥
の

室
に

入

る
ま
で

に

達

し
た

者

　
　
　
 

　

も
い

る
。

教
育
に

は
、

決
ま
っ

た

師
な

ど
必
要
で

は
な

く、

道
を
備
え

さ

え

　

し
て

い

れ

ば
、

そ
の

人
が

師
と
な
る

。

故
に
、

俊
才
ら
は

印
綾
を
投
げ
出
し

　

て

職
を

辞
し

、

名
王

は
印
璽

を
懐
に

し
ま
っ

て
、

政
を

中
断
し
て

や
っ

て

来

　

る
。

両
学
で

の

訓
育
は

、

風
の

吹
き
及
ぶ

が

如
く、

彼
ら

の

反
応
は

、

ち
ょ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

 

　

う
ど

草
が
な

び
く
が

如
く
で

あ
る

。

こ

れ
こ

そ
、

孔
子

が

仁
者
の

村
里
に

住

　

む
の

を
よ

し

と
し
た
理

由
、

孟

子
の

母
が

居
を
三

遷
し

て

ま
で

教
育
し
た
理

　

由゚
で

あ
る

。

　
　

私
は

、

こ

こ

に

居
を
定

め
て

、

家
を
築
き

池
を
掘
っ

た
。

長
い

柳

の

姿

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
か

ら

牝

ち

　
　

ま

が

き

　

は、

池
沼
に

映
り

、

芳
し
い

枳
の

木
は
籬
と
し
て

植
え

た
。

池
で

は
、

魚
は

　

水
底
に

潜
っ

た
り

、

水
面
近
く
に

そ
の

姿
を

見
せ

た

り
し
て

泳
ぎ、

蓮
の

花

　

は
水
面
せ
ま

し

と
敷

き
広

が
っ

て

い

る
。

竹
や

樹
木
は

鬱
倉
と
し
て

茂
り

、

　

珍
し
い

果
実
は、

大
小
さ

ま
ざ
ま
の

姿
を

見
せ

て

い

る
。

張
公
の

大
谷
の

梨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
な
つ

ら

 

　
・

梁
侯
の

烏
稗
の

柿
・

周
の

文
王
の

弱
枝
の

棗
・

房
陵
の

朱
仲
の

李
な

ど、

　

全
て

植
え
ら
れ
て

い

な
い

も
の

は
な
い

。

侯
桃
・

桜
桃

・

胡
桃

は
、

そ
れ

ぞ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

か

ら
な

し

　

れ
固
有
の

実
を
つ

け
、

赤
い

崇
と
白
い

奈
も
お

の

が

花
を

輝
か
し

、

珍
し
い

ざ
く

ろ

石
榴
や

蒲
桃
が

、

か
た

わ

ら
で

枝

も
た
わ
わ
に

実
っ

て
、

延
び
広
が

っ

て

い

　
　
　
　
　
に
わ

う
あ

　
に
わ

ざ
く

ら

る
。

梅
・

杏
づ

郁
　

・

棣
　
な

ど
も
満
開
に

花
咲
き

麗
し
い

色
ど

り
を

示
し、

花
と
実
が
照

り
輝
く
よ

う
す
は

、

と
て

も
言
葉
で

極
め
尽
く
せ

な
い

。

野
菜
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
乳

け
の

こ

　
し

よ

う
が

は
、

ね
ぎ
・

に

ら
・

に

ん

に

く
、

さ
と

い

も
・

青
荀

ポ

紫
薑
が
あ

り
、

　
（

中
で

　
　
せ

り

　
な・
乎
な

も
）

菫
と

薺
は

美
味、

蓼
や
こ

え

ん

ど

う
は

、

芳
香
を
漂
わ
せ

て

い

る
。

み
ょ

う
が
は

、

日
陰
に

生
え

、

豆
の

葉
は

、

陽
光
に

向
か

っ

て

伸
び

、

緑
な

る

葵
は

露
を

含
み

、

白
き
お
お

に

ら
は、

霜
を
背
負
っ

て

い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

り

ん

　
さ
て

、

夏
の

暑
さ
が

逝
っ

た

凛
と

し

た

秋
の

日、

あ
る

い

は
、

冬
の

寒
さ

が

去
っ

た
お

だ
や

か
な

春
の

日
、

霧
雨

も
あ
が
っ

た

ば
か
り、

空
は

晴
れ
て

、

天

地
は
さ

わ

や
か
に

明
る
い

。

母

君
は
、

板
で

作
ら
れ
た

輿
に

、

あ
る

い

は

軽
や

か
な

車
に

乗
ら
れ
て、

遠
く
は

郊
外
を
観
賞
さ

れ、

近
く

は
我
が

家
の

庭
園
を

周
遊
さ

れ
る

。

身
は、

行

楽
す

る
こ

と
に

よ
っ

て

く
つ

ろ
ぎ、

薬
は

体
を
動
か

す
こ

と
に

よ
っ

て

効
き

目
が

現
わ
れ、

食
欲
も
増
加

し
、

長
年
の

持
病
も
よ
く

な
っ

て

き
た

。

そ

こ

で、

長
い

む
し

ろ
を
敷
き
つ

め

て
、

孫
や

子

ど
も
ら
を
列

席
さ
せ、

柳
の

枝
が

日
陰
を
つ

く
っ

て

い

る
あ
た

り
に

、

車
を

停
車
さ
せ
る

。

陵
で

は

紫
色
を
し
た

果
実
の

房
を

摘
み

、

川
や

池
で

は
赤
い

鯉
を
つ

り
あ

げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
み

モ

ぎ

林
の

間
で

宴
を

催
し、

水
辺
で

禊
を

と
り
行
な

う
。

白
髪
ま
じ

り
の

兄

弟
た

ち

も、

あ
ど
け
な

い

幼
な

子

た
ち

も
、

母
君
の

長

寿
を
祝
し
て

、

万
歳
を

称
し
て

祝
杯
を
傾
け
る

。

誰

も
が、

時
に

は

母
君
の

行
く
末
限
り

あ
る

こ

と

を

心

配

し
、

時
に

は、

そ
の

長
寿
た
ら
れ

る

こ

と
を

喜
ぶ

の

で

あ

る
。

祝

杯
が

挙
げ
ら

れ

る
と、

母

君
の

慈
顔
は

和
ら
ぐ

。

人
々

は
、

流
れ
に

杯
を
浮
か
べ

て

は
楽
し

く
飲
み
ほ

し
、

管
絃

が
合
奏
さ
れ
る

と
、

足

を
踏
み
鳴
ら
し

て
、

立
ち

あ
が
っ

て

舞
い、

声
を
張
り
あ
げ
て

高
ら
か
に

歌
う

。

人
生
が

安
楽
で

あ
れ

ば
、

一

体
誰

が
他
の

こ

と
な

ど

考
え

る
だ
ろ

う
。

　

官
を

退
い

て
、

全
て

を
自
己

に

求
め
て

三

省
し

て

み
る

に
、

私
は
ま
こ

と
に
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功
と

用
は

少
な

く
、

才
能
は

劣
っ

て
い

る
。

今
後
は

、

周
任
の

格
言
を
守
っ

　

て
、

力
の

限
り

を
尽
く
し
て

ま
で

し
て

、

宮
職
に

つ

く
こ

と
は

や

め
よ

う
。

　
つ

ま
ら

ぬ

我
が

身
さ
え

保
持
し
か
ね
て

い

る
の

に
、

ど
う

し
て

古
の

賢
人
に

　

習
っ

て

生
き
る
こ

と
が
で

き
よ

う
か

。

老

子
の

説
い

た

「

衆
妙
」

の

道
を

仰

　

い

で
、

俗
念
を

絶
ち

、

ど
こ

ま
で

も
ゆ
っ

た

り
し
て
、

我
が
「

拙
き
」

入

生

　

を
大
切

に

し
て

ゆ
こ

う
。

　

そ
の

初
め

、

父
の

渚
琵
が

琅
邪
の

内
史
で

あ
っ

た

時、

孫
秀
は

そ
の

小
役
人

で

あ
っ

て
、

潘
岳
に

も
仕
え
て

い

た

が

「

狡
狷
み

ず
か

ら

喜
ぶ
］

と
い

う
よ

う

な

人
物
で

あ
っ

た
。

潘
岳
は

彼
の

性
質
を

嫌
悪
し

、

し

ば
し
ば

む
ち
打
っ

て

辱

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ず
か

し
め
た
の

で
、

孫
秀
の

方
も
常
に

反

感
を
抱
い

て

い

た
。

　

趙
王
司

馬
倫
が

相
国
と
な

っ

て

朝
政
を
掌
握

す
る

と、

孫
秀
は

中
書

令
と
な

っ

た
。

潘
岳
は

庁
内
で

孫
秀
に

向
か

っ

て

「

孫
大
臣

、

や

は

り
昔
の

私
の

行

為

を

覚
え
て

お

ら
れ

ま
し
ょ

う
か
］

と
言
っ

た
。

孫
秀
は
「

詩
経
」

の

句
に

託

し
て

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

 

「

中
心
こ

れ

を
蔵
す、

何
れ
の

日
か
こ

れ
を

忘
れ
ん
凵

と

答
え
た

。

潘
岳
は

、

そ
こ

で

自
分
自
身
逃

れ
る
こ

と
は
で

き
な
い

、

と
悟
っ

た
。

し
ば
ら
く
し
て

孫
秀

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
　
　
　
　

 

は
つ

い

に
、

潘
岳
・

石
崇
・

欧
陽
建
ら
が

、

淮
南
王
司

馬
允
と
斉
王
司

馬

冏
と
を

奉
じ
て

反
乱

を
企
て

て

い

る
、

と

誣
告
し
た

。

そ

し
て
、

彼
ら
を
誅

殺
し

、

一

族
も
ろ
と

も
皆
殺
し
に

し
よ
う
と

し
た

。

　

潘
岳
は

、

刑
場
に

連
行
さ
れ
る

間
際

、

母
と
別
れ
ん

と
し
て

、

「

母
君
に

背
い

て

し

ま
い

ま

し
た
ロ

と
言
っ

た
。

初
め

、

身
を
拘
束
さ

れ
た

時、

お
互
い

は
知

ら

な
か
っ

た

が
、

石
崇
が

ま

ず
刑
場
に

護
送

さ
れ、

岳
が

後
に

き
た
の

で
、

石
崇

は
、

「

安
仁
よ
、

や
は

り

君
も
こ

う
な

っ

た

か
］

と
い

っ

た
。

潘
岳
は
、

「
『

白

首

ま
で

帰
す
る

所
を

同
じ
く
せ

ん
。

』

と
い

う
こ

と
さ

ロ

と

答
え
た

。

潘
岳
の

「

金

谷
集
詩
」

　
（

『

文
選
』

巻
三
）

に

「

分
を

投
じ

て

石
友
に

寄
す、

白

首

ま

で

帰
す
る

所
を

局
じ

く
せ

ん
巳

と
言
っ

て

い

る
。

乃
ち
こ

の

前
兆
が

事
実
と
な
っ

た
の

で

あ
る

。

岳
の

母
、

兄
の

侍
御

史
の

釈、

弟
の

燕
県

（

河
北

省
）

令

の

豹
、

同
じ
く
司
徒
掾
の

握
、

據
の

弟
読

、

兄

弟
ら
の

子
、

す
で

に

嫁
が
せ

て

い

た

娘
達

、

長
幼
の

別
な

く
「

時
に

殺

害
さ

れ
た

。

た

だ
釈
の

子

伯
武
だ

け
は

、

こ

の

難

を
逃
れ

て

助
か

る
こ

と
が

で

き
た

。

ま
た

豹
の

娘
と
そ

の

母

親
は

、

互

い

に

抱

き
あ
っ

て

号
泣
し、

解
き
は
な
す
こ

と
が
で

き

ず、

た

ま
た
ま
詔

勅
が

下
っ

て

許
さ

れ

た
。

　

潘
岳
は

容
姿

美
し
く、

詩
文
も
絶

麗
、

も
っ

と

も
巧
み
に

死

者
を
哀
悼

す
る

文
を

作
っ

た
。

若
き
時

、

い

つ

も
弾

き
弓
を
わ
き
に

挾
ん

で
、

洛
陽
の

街

路
に

車
を

走
ら
せ

る

と
、

婦
入
で

こ

れ
に

遭
遇

し
た

者
は

、

み
な

手
を
つ

な
い

で

取

り
囲
み

、

車
に

果
物
を
投
げ
入

れ
た

。

彼
は

、

と
う
と

う
車
い

っ

ぱ
い

に

果

物

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
 

を
積
ん

で

帰
っ

て

き
た

。

一

方、

張
載
は
ひ

ど

く
醜
く、

外
出
す
る
た

び

に、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ

子
ど

も
ら
が

瓦
や

石
を
投
げ
つ

け
、

疲
れ
き
っ

て

帰
っ

て

き
た

。

　

潘
岳
の

従
子
に

尼
が
い

る
。

注

 
　
潘
岳
に

関
す
る

研
究
は

、

　
「

潘
岳
小
伝
」

　
（

原
田
憲
雄
　
雑
誌
『

方
向
』

五
、

六
）

、

「

潘
岳
論
」

ハ

高
橋
和
巳
『

中
国

文
学
報
』

七
）

「

潘

岳

の

伝

記
」

　
（

松
本
幸
男
『

立

命
館
文
学
』

三

二
一
）

　
「

潘
岳
年
譜
稿
」

　
（

興

膳

宏

『

名
古
屋

大
学
教
養
部
紀

要
』

一

八
）

　
「

西
晋

詩
人

潘
岳
的
生

平
及

其
創
作
」

（

李
長
之
『

国

文
月
刊
』

六
八
）

な

ど
が

あ
る

。

ま
た

書
籍
と

し
て

は
、

　
「

潘

岳
・

陸
機
」

　（
『

中
国
詩
文
選
』

一

〇
　
興
膳
宏

、

　一

九
七
三

年
筑
摩
書

房
）

が
あ
る

。

　

　
　

　
　
の
　

　
サ

 
父
琵
琅
邪

内
史
『

世
説

新
語
』

仇
隙

篇
注

、

ま
た

『

叉

選
』

巻
二

〇
「

金
谷

集
作
詩
」

李
善
注

、

各
々

引

く
『

王

隠
晋
書
』

は
、

「

岳
父
文
徳

、

為

琅

邪
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　太
守
」

と

し
て

い

る
。

　
「

内
史
」

　
「

太
守
」

の

文
字
の

移

動
は、
　
「

晋
の

時
、

郡
に

は

太
守
を

置
く
。

王
国
に

は

剣
ち

杓
史
を

置
き
て

、

太
守
の

事
を

行
は
し

む
U

　
（

『

二

十
二

史
考
異
』

二

一
）

と
い

う
こ

と
で

あ
り

、

　
「

互

称
」

ら

し

い
。

　
（

円

晋
書
覯
注
』

）

ま

た
「

文
徳
」

は
蕋
の

字
で

あ
っ

た

と
考
え

ら
れ

る
。

（

同
）

 
才
頴
『

文
選
』

巻
七
「

籍
田

賦
」

李

善
注
に

引

く
『

蔵

栄
緒
晋
書
』

の

「

岳

総
角

弁
恵、

猜
藻
清
鑑、

郷
邑

称
為
奇
童
巳

或
い

は

『

世

説
新
語
』

文
学
篇
注

に

刷

く
『

晋
陽
秋
』

の

「

夙
以

才
頴
発
名

、

善
属

文
、

蔡
笆

未
能
過

也
凵

な
ど

の

記
述

か

ら
推
測

す
る

と、

具

休
的
に

は

「

弁
論
」

の

才
と
「

文
章

創
作
」

の

才
と

を
措

す
も
の

と

思
わ
れ
る

。

 
終
軍
・

貿
誼

　
と

も
に

幼
少
よ

り
聡

明
な
人
で

あ
っ

た
。

本
伝
は
そ
れ
ぞ

れ

『

漢
書
』

巻
六
四

、

　
『

史
記
』

巻
八
四

、

或
い

は

『

漢
書
』

巻
四
八

。

 
賦

　
『

文
選
』

巻
七
に

「

籍
田

賦
」

と

し
て

載
録
し
て

い

る
。

 
正

月
丁
未
　
李

善
が

『

晋

書
』

武
帝
紀
を
引
き

、

孫
志

祖
が

『

礼
記
』

月
今

を
引
い

て
、

考
証
し
て

い

る

（

『

文
選
考
異
』

）

よ
う
に

、

丁
未
は
丁

亥
の

誤

り
で

あ
る

。

 
常
伯

 
太
僕

 
卸

盡

 
塵
霧

 
溺
陽

 
四
業

官
名

。

王
の

行
幸
の

時
、

そ

の

車
に

同
席
す
る

。

官
名

。

王
の

車
の

御
者
と
な
る

。

官
名

。

漏
刻
（

水
時
計
）

を

掌
る

。

『

文
選
』

胡
刻

本
に

従
っ

て

「

蜃
驚
」

と
し
て

訳
し
た

。

『

文
選
』

胡
刻
本
に

従
っ

て

「

域
場
」

と

し
て

訳
し
た

。

『

文
選
』

胡
刻

本
に

従
っ

て

「

四
人
」

と
し
て

訳

し
た

。

な

お
「

四

業
レ

と

は

「

詩
．

書
．

孔
．

楽
」

の

経
書
の

修
業
を

言
う

。

 
時
　
『

文
選
』

湖
刻
本
に

従
っ

て

「

民
」

と
し
て

訳
し
た

。

 
為
衆
所
疾
　
『

文
選
』

「

籍
田

賦
」

李
善
注
に

引
く

『

王

隠
晋

書
』

に

は
、

こ

の

上
に

「

高
歩
一

時
」

の

四

字
が

あ
る

。

 
出

為
河

隅
令
負
其
才
而

鬱
蓚
不
得

志
　
こ

の

部
分
は
『

太
平
御
覧
』

巻
八
九

八
に

引
く

『

王

隠
晋
書
』

で

は
、

　
「

潘
岳
出
で

て

河
陽
の

令
と
為
る
℃

任
次
は

宜
し

く
郎
と

為
る
べ

き
を
以
て

、

意
を
得
ず
ロ

と
な
っ

て

お

り
、

地
方
官
に

飽

き
足
り
な
い

心
境
が

罰
わ
れ
る

。

 
山

漏
　
字
は

巨
源

。

老
荘
を
好

み
、

阮
籍

ら
と

と
も
に

竹
林
の

七
賢
に

数

え

ら
れ
る
。

　
『

晋
書
』

巻
四
三

に

本
伝
が

あ
る

。

 
王

済
・

裴

梏
　
そ
れ
ぞ

れ
『

晋

書
』

巻
四
二

・

三

五

に

本
伝
が

あ
る
。

 
題
閣

道
為
謡
　
こ

の

戯
歌
に

ま
つ

わ
る

エ

ピ

ソ

ー

ド

は
『

世
説

新
語
』

政

事

篇
に

見
え

、

歌
の

作
者
を
潘
尼
と
す
る

説
を

も
加

え
て

い

る
。

　
「

山
公、

以
器

重
朝
望

、

年
踰
七

十
、

猶
知
管
時
任

。

貴
勝
年
少

、

若
和
・

蓑
・

王
之

徒
、

並

共
宗
詠

。

有
署
閣
柱
日

、

　
『

閣
道

東
、

有
大
牛

、

和
矯
鞅

、

棔

曩
鞦

、

王
済
剔

鵐
不

得
休
ロ

或
云

潘
尼
作
之
巳

注
に

引
く

『

王
隠
晋

書
』

に

言
う

、

　
「

初、

潴

領
吏
部、

潘
岳
内
非
之

、

密
為
作
謡
日

、

　
『

閣
道

東
、

有
大
牛、

王

済
鞅、

襞

楷
鞦

、

和
驕
刺
促
不
得
休
ロ

 
和
僑

　
『

晋

書
』

巻
四
五
に

本
伝
が

あ
る

。

 
交
易
貿
遷
各
得
其
所
　
『

周
易
』

繋
辞
伝
下
「

日
中

為
市

、

致
天
下
之

民
、

聚
天

下
之
貨、

交
易
而
退、

各
得
其
所
巳

の

語
句
を
ふ

ま
え
て

い

る
。

 
外
伝
日

　
『

国

語
』

巻
噸
一

晋

語
五

に
、

　
「

陽
處
父

如
衛

殉

反
過
籍、

舎
於

逆
旅
霧

贏
氏
ロ

と
あ
る
9

 
其
詩
日

　
「

其
詩
」

と
は
『

晋

書
』

巻
二

十
三

楽
志
に

載
せ
る
「

碣
石

篇
」

（

冬
十
月
）

の

こ

と
で

あ

る
。

 
商
鞅

尤
之

　
例
え
ば

『

商
子
』

墾
令
に

、

　
「

廃
逆
旅

、

則
姦
偽
躁

心．

私
交

疑
農
之

民
、

不
行

。

逆
撮
之
擁

．

無
以
食
即
必
農

、

農
則
草
必
墾

矣
ロ

と
あ

る
。

 
慢
鷺
誨

盗
　
『

周
易
』

曇
辞
伝

上
に

「

蔵
を

慢
に

す
る

は

盗
を
誨
へ

、

容
を
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か

ざ
冶
る

は

淫
を
謹
ふ
ロ

と

あ
る

。

 
楊
駿
　
『

晋
書
』

巻
四

〇
に

本
伝
が
あ

る
。

 
楚
王
環

　
『

晋

書
』

巻
五

九
に

本
伝
が

あ
る

。

 
岳
其
夕
取
急
在
外
　
こ

の

事
件
を
『

文
選
』

巻
一

〇
「

西
征
賦
」

李
善
注
に

引
く
『

王

隠
晋
書
』

は
、

　
「

潘
岳、

為

楊
駿
府
主

簿
。

駿
被
誅
日、

岳
取
急
対

入
。

朱
振
代
夷
三

族
］

と

記
し
て

い

る
。

ま
た

本
伝
は

言
及
し
て

い

な

い

が
、

『

北
堂
書
鈔
』

巻
六
六

、

ま
た
『

太
平

御
覧
』

巻
四

六
五
に

引

く

『

王

隠

晋

書
』

に

よ
れ
ば

、

太
予

舎
人
の

職
に

着
い

た

こ

と

も
あ
る
と
い

う
。

 
選
為
長

安
令
作
西
征

賦
　
『

文
選
』

巻
［

○
「

西
征

賦
」

本
文
に

、

そ

の

制

作
時
を

「

乙

未

御
辰
」

と
記
し
、

李
善
は

そ

の

間
の

経
緯
を

「

晋

恵

元

康

二

年
、

岳
為
長
安
令

、

因
行
役
之
間、

而
作
此
賦

。

岳、

家
在
鞏
県

東
、

故
言
西

征
鬯

と
注
し
て

い

る
、

ま
た

「

傷

弱
子

辞
」

の

序
を
引
い

て

「

五

月
、

余
之

長

安
」

と

注
し

、

そ
の

日

時
を

、

「

以
歴
推
之

、

元
康
二

年
、

歳
在
壬
子

、

乙

未

五

月
十
八

日
也
］

と

推
察
し
て

い

る
。

 
述
所
経
人
物
山
水
　
李
善
注
に

引

く
「

蔵
栄
緒
皆
書
」

は
、

　
「

述

行
歴

、

論

所
経
人

物
山
水

也
］

と
な
っ

て

い

る
。

 
石
崇

　
『

晋
書
』

巻
三

十
三

に

本
伝
が

あ
る

。

晋

代
き
っ

て

の

奢
侈
な

貴
族

と

し
て

知
ら
れ
る

。

 
賈
謐

　
『

晋

書
』

巻

十
に

本
伝
が
あ
る

。

 
与
崇
硯
望
塵

而
拝
　
こ

の

部
分、

石

崇
伝
で

は
「

（

石
崇
）

与
潘
岳
詔

事
費

謐、

謐
與
之

親
善

。

…

…
広
城
君
毎
出

、

崇
降
車

路
左、

望

塵
而
拝、

其
卑
倭

如
此
］

と
記

し
て

い

る
。

」

鬱
構
愍

懐
之

文
　

『

晋
害
』

巻
五
三

愍
懐
太
　
（

司
馬

遍
）

伝
に

収
録
さ
れ

て

い
る
。

、

　
　
，
聖

 
謐
二

十
四

友

　
貿
謐
伝
に

は
、

二

十
四
友
の

姓
名
が

列
挙

し
て

あ
る

。

ま
た

石
崇
伝、

劉
現

伝
（

巻

六
二
）

も

言
及

し

て

い

る
ひ

 
「

晋
書
限

断
」

「

こ

の

文
は

今
伝

わ
ら
な

い
。

　
　
　

．
　一

曾
「

閑
居

賦
」

　
　
『

文
選
』

巻
一

六
に

も
収
録
さ

れ
て

い

る
。

ま
た
そ

の

題
意

に
っ

い

て

李

善
は

、

　
「

此
蓋
取
於
礼

篇
。

不
知
世
事、

閑
静
居

坐
之
意
也
］

と

注
し

て

い

る
。

 
振
櫃
　
『

文

選
』

胡
刻

本
に

従
っ

て

「

振
振
」

と
し

て

訳
し
た

。

醗
或

升
之
堂
或

入
之

室
　
『

論

語
』

先
進

篇
の

「

子

日
、

由
之
瑟

、

奚
為

於
丘

之

門
。

門
人

不

敬
子

路
。

子

日、

由
也
升

堂
矣、

未
入
於
室
也
“

の

語
を
ふ

ま

え
る
。

 
訓

若
風
行
応

猶
草
靡

　
『

論
語
』

顔
渕

篇
に
、

孔

子
が

季
康
子
の

質
問
に

答

え
て

言
っ

て

い

る
。

　
「

子

為
政

、

焉
用
殺

。

子

欲
善
而

民
善
矣

。

君

子

之

徳

風
。

小
人

之
徳

草
。

草
尚
之

風
必
偃
凵

 
此

里
仁
以
所

為
美
　
『

論
語
』

里

仁
篇
に
、

　
「

子

日
、

里
仁

為
美

。

択
不
処

仁
、

焉
得
知
］

と
あ
る

。

 
周
文
弱
枝
之

棗
　
『

拾

遺
記
』

　（
「

漢
魏

藁
書
」

所
収
Y

巻
三

周

穆
王

に
、

「
（
穆
）

、
王

東
巡
大
騎
之

谷
。

西
王
母

、

与
王
共
玉

帳
高
会、

進
陰
枝
黒

棗
。

北

極、

有
岐

峰
之

陰、

多
棗
樹、

百
尋
枝
、

莖

皆

空
、

実
長
二

尺
、

核

細

而

柔
、

百
年
【

実
。

夫
岐
乃

周
文
所
居、

当
指
此
也
］

と
あ

る
。

 
周
任

之
格
言
　
『

論
語
』

季
氏

篇
に
、

「、
孔
子
日、

求、

周
任
有

言
、

日
、

陳

力
就
列、

不
能
者
止
鬯

と

あ
る

。

驤
孫
秀

　
『

巻

書
』

巻
五

九
に

本
伝
が
あ
る

。

璽

岳
悪

其
為
人

数

撻
辱

之
　
『

世
説

款
語
』

仇

騒
篇
注
に

引

く
『

王

隠
晋
書
』

で

は
、

　
「

岳
父
文

徳、

為
琅
邪
太

守
。

孫
秀、

為
小

吏
給
使
、

岳
数
蹴
跼

秀
、

而

不
以

人
遇
之
也
ロ

と
な
っ

て

い

る
。

　

　

’

齟

　

昏

　

、
」
、
，

 

趙
王

司
馬
倫
　
『

晋
書
』

巻
五

九
に

本
伝
が

あ
る
。
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中
心
蔵
之
何
日
忘

之
∵ ，
笥

詩
経
』

小

雅
「

隰
桑
」

の

二
句
で

あ
る

。

 
欧
陽
建
，

『

晋

書
』

巻
三

三

に

本
伝
が

あ
る

。

 
淮

南
王

允．
．

『

晋
書
』

巻
六
四
に

本
伝
が

あ
る

。

 
斉
王
剥
　
『

晋

書
』 ，
巻
五

九
に

本
伝
が

あ

る
。

 
誅
之
夷
三

族
　
『

水
経
注
』

巻
「

五
洛

水
注
に

、

　
「

羅
水

、

又

西
北
逕

袁
公

塊．
北

、

，
又

西

北
逕
潘
岳
父
子
墓
心

前
有
碑、

岳
父
瓦
瑯
躑
太
守
碑、

石
破
落

、

文
穿
缺
敗

。

岳
碑
題
云

、

給
事
黄
門
侍
郎、

潘
君
之

碑
。

碑
云

、

君、

遇
孫

秀

芝
難
》

闇
門
受
禍
つ

故

門
生

、

感
覆
醢
以

増
慟、

乃

樹
碑
以
紀
事

。

太
常
潘
尼

之
辞
也
ロ

と
あ
る
。

 
乃
成
其
識
　
こ

の
「

連
の

記
述
は
、

　
『

世
説
新
語
』

仇
隆
篇
の

エ

ピ

ソ

ー

ド

を
下
地
に

し
た

も
のー
で

あ
る

。

「

孫
秀、

既
恨
石

崇
不

与
緑
珠、

又

憾
潘
岳
昔

遇
之
不
以
礼

。

後
、

秀

為
中
書
令

。

岳
省
内
見
之

、

因
換
日

、

孫
令、

憶
疇
昔

周
旋
不

。

秀
日

、

中
心

蔵
之

、

何
日

忘
之

。

岳、

於
是

始
知
必
不

免
。

後

収
石

崇
も

欧
陽
堅
石

、

同
日

収
岳

、

石
先
送

市、

亦
不
相
知、

潘
後
至

。

石

謂

潘

日
、

安
仁

、

輿
亦
復
爾

邪
。

潘
日、

可
謂
白
首
同
所

帰
。

潘
金
谷

集
詩
云

、

投
分

寄
石
友

、

白
首
同
所
帰

。

，
乃

成
其
讖
］

と
。

ま
た
二

人
の

刑
場
で

の

や

り
と

り

は
、

．
注
に

引
く
『

語
林
』

で

は
、

次
の

よ

う
に

な
っ

て
い

る
。

「

潘
・

石、

同

刑

東
市

、

石
謂
潘
日、

天
下
殺

英
雄、

卿
復
何
為

。

潘
日、

俊
士

鎭
溝
壑、

余

波
来
及

人
凵

＠
岳
美
姿

儀
辞
藻
絶
麗
尤
善
為
哀
誄
之

文
　
『

北

堂
書
鈔
』

巻
六
六

設

官

部

「

太
子
舎

人
」

に

引
く
『

王
隠
晋

書
』

に

「

潘
岳
字
安
仁

、

神
形

清
弁

、

能
属

文
、

為
太
子

舎
人
ロ

と
あ
り、

ま
た

同
じ

く
巻
一

〇
二

芸
文
部
「

誄
」

に

引
く

『

王

隠
晋

書
』

に
、

「

潘
岳
善
属

文
。

哀
誄
之
妙

、

古
今
莫
比、

一

時
所
推
］

と
あ

る
。

ま
た

『

三

掴
志
』

巻一

二

「

魏

書
」

衛
覬

伝
裴
松
之
注

障
引

く
「

潘

岳
別
伝
」

に
、

　
「

岳
美
姿

容、

夙
以
才
頴
発
名、

其
所
著
述、

清
鋳
絶
倫

、

為

黄
門
侍
郎、

為
孫
秀
所
殺

。

尼
→’
岳
文
翰、

並
見
重
於
世
凵

と
あ
る
淨

ま

た
馬

世
説
新

語
』

容
止

籀
注
に

引
く

「

潘
岳
別

伝
」

に
、

　
「

岳
姿
容
甚
美、

風
儀
閑

暢
］

と
あ
る
。

ま
た

同
じ
く

文
学
篇
に

、

　
「

孫

興
公
云

、

潘
文
煽
若
披
錦

、

無

處
不
善

。

陸
文
若

群
沙

簡
金

、

往
往
見
宝
」

と

あ
り

、

注
に

引

く

「

続

夊

章

志
」

に

「

岳
為
文

、

選
言
簡
章、

清
縞
絶
倫
］

と

あ
る

。

 
張
載

　
『

晋
書
』

巻
五

十
五
に

本
伝
が

あ
る

。

 
委
頓

而
反
　
『

世
説
新
語
』

容
止

篇
は、

張
載
を
左
思

（

太
沖
）

と
し
て

い

る
。

「

潘
岳

、

妙

有
姿
容、

好
神
情

。

少
時

、

挾
弾
出
洛
陽
道、

婦
人
遇

者
、

茣
不
連

手
共

紫
之

。

左

太
沖
絶
醜

、

亦
復
敷

岳
遊
遨

。

於
是

群
嫗
斉

共

乱

唾

之
、

委
頓
而
返
］

注
に

引
く

『

語
林
』

は
張
載
と
し、

劉
孝

標
が
そ
の

差
異
を

指
摘
し
て

い

る
。

「

安
仁
至

美、

毎

行、

老

驅
以
果
躑
之、

満

車
。

張

孟

陽

（

載
）

至
醜

、

毎
行、

小
児
以
瓦
石
投

之
、

亦
満
車

。

二

説
不
同
ロ
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