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二

陸

の

文

章

制

作

に

つ

い

て

陸
雲
「

与
兄

平

原

書
」

を

中
心

に

佐

ザ

滕

利

行
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西
晋
の

陸
雲
（

二

六

二

⊥
δ
三
）

が
、

そ
の

晩
年
に

兄
の

機
に

与
え

た

三

十
数

首

の

手
紙
「

与

兄

平
原
書
」

は
、

主
に

文
章
制
作
に

関
し

て

述
べ

ら
れ

た
も
の

で

あ

り
、

二

陸
お
よ

び

当
時
の

文
人
が、

ど
の

よ

う
に

し
て

文

章
を

作
っ

て

い

た

の

か
、

ま
た

ど
の

よ

う
な

文
章
観
を

持
っ

て

い

た
の

か

を
、

窺
い

知
る
こ

と
の

で

き

る

貴
重

な

資
料
で

あ
る

。

ま
た

こ

の

「

与

兄

平
原
書
」

は
そ

の

口

語

表
現

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
 

の

多
用
か

ら
も
わ
か

る

よ

う
に
、

極

め
て

親
し
い

立

場
の

兄
に

対
し
て
、

打

ち

と

け
た

気
持
ち
で

書
か
れ
た

も
の

で

あ

り、

そ

れ
故
に
、

よ

り

具
体
的
に

そ

の

時
の

状
況
を

知

る
こ

と
が
で

き
る

も
の

な
の

で

あ
る

。

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
ゆロ

　
今

、

そ
の
一

首
を

取
り
上

げ
て

み

る
。

　
　
雲
再
拝

。

仲
宣
の

文
は

、

兄
の

言
の

如
く、

実
に

張
公
の

力
を

得
た

り
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
む

の

つ
か

　
子
桓
の

書
の

如
き

も、

亦
た

自

ら
乃

ち
之
を

重
ん

ぜ
ざ

ら
ん

や
。

兄

の

詩

　
　
　
こ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

ま

さ

　
　
　
す

　
は

、

多
だ

其
の

「

思
親

（

詩
）

」

に

勝

る
の

み
。

「

登

楼
の

賦
」

は
、

乃

ち

　
「

感
丘

（

賦
）

」

よ

り

煩
な

る
こ

と

無
か
ら
ん

や
。

其
の

「

弔
夷
斉
」

は
、

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　

溶

の

つ

か

．

　
辞
は

偉
と
為
さ
ず

。

兄
の

二

弔
（

「

弔
蔡
邑
」

「

弔

魏
武
帝
」

）

は

自
ら
之

　
よ

り
美
な

り
。

但
だ

其
の

「

二

子
を

呵
す
」

る
は

少
し
く
工

み

に

し

て
、

　
ま
　

さ

　
正

当
に

此
の

言
を

以
て

高
文
と
為

す
の

み
。

　
　
文
中
に

「

於
是
」

「

爾
乃
」

有
る
は

、

転
句
に

於
て

は

誠
に

佳
な

る

も、

　
然
れ

ど
も
之
を
用
ひ

ざ
る

を

得
ば、

益
々

快
な

ら
ん

。

故
よ

り
無
き
に

如
か

　
ざ
る

こ

と

有
り

。

又
た

文
句

中
に

於
て

は、

自
ら

之

を
用
ひ

ざ

る

べ

き

と

　
　
　
　

か

　
は
、

硬
ち
少
く

。

亦
た

常
に

云
ふ
、

「

四
言
の

転
句
は

、

四
句
を
以
て

佳
と

　
　
　
　
　

か

　
ハ．

　
為

す
」

と
。

往
曽
て

兄
の

「

七

羨
」

の

「

回
煩

手
而

沈
哀

結
」

の

上、

両
句

　
　
　
　
　

　

　

あ
ら

カ

　
を
孤

と

為
す

。

今
更
め

て

視
定
す
る
に
、

自
ら
応
に

用
ふ

べ

か

ら

ざ

る

有

　
　
　
　
ま

き

　

し

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

き

　
り

。

時
期

当
に

爾
る

べ

き

も
、

復
た

以
て

快
な

ら
ず
と
為

す
。

故
に

前
に

去

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

 

　
る

所
有
る

多
し

。

「

喜

霽
（

賦）

」

の

「

俯
煩
習
均

、

弔
誠
重
離
」

、

此
の

　
下

重

ね
て

此
の

如
き

語
を

得
ば
佳
と

為
ら
ん

。

思
ふ

も
其
の

韻
を
得

ず
。

　
　
　
　
　

　
お

あ

　
　
　
　
　
ま

　
願
は
く

は、

兄
為

に

之

を
益
さ
ん

こ

と

を
。

謹
啓

。

 

　
す
な
わ

ち、

前
半
に

お
い

て

は
、

王
粲
の

詩

文
と
兄
の

そ

れ
と
を
比

較
し
つ

っ
、

陸
雲
の

評
価
が

述
べ

ら
れ
て

お

り
、

次
で
、

文
章
制

作
に

お

け
る
、

「

転

句
」

に

つ

い

て

の

詳

細
で

具
体
的
な
意

見
が
述
べ

ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

は、

句

を

転
ず
る

際
に

は
「

於
是
」

「

爾
乃
」

と
い

っ

た

句
端
の

語
を
用
い

な

い

方
が

よ
い
、

四

言
句
の

場
合
は

四
句
で

句
を

転
ず
る

べ

き
で

あ
る

、

と
い

っ

た

陸
雲

の

考
え

方
で

あ
る

。

ま
た

そ

の

次
に

は
、

兄
弟
相
互

の

具
体
的
な

添
削
の

様
子
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が

記
さ

れ

て

い

る
。

こ

こ

に

言
う

「

七
羨
」

と

は
、

兄
巌
の

作
品
で

あ
り、

雲

が
そ

れ
を

添
削
し

た

の

で

あ
る

。

そ

う
し

て

「

喜

霽
」

と
は
、

弟
の

雲
が

作
〔、

た

賦
で
、

そ
の

添
削
を

兄
に

依
頼
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ
う

に
、

雲
の

三

十
数
首
の

手
紙
の

中
に

は
、

兄

弟
相
互

の

添

削
の

様

子
が
、

具
体
的
な

作
品

名、

あ
る

い

は
具

体
的
な

語
句
を

示
し
つ

つ
、

繰
り
返

し
述
べ

ら
れ
て

い

る
。

以

下、

こ

の

「

与
兄

平

原
書
」

を

中
心

と
し
て
、

二

陸

の

文
章
制

作
の

実
態
と

、

そ

れ

を
通
し
て

知
る

こ

と

の

で

き
る

両
者
の

文
章
観

に

つ

い

て

述
べ

る

こ

と
に

し

よ

う
Q

一
、

女

章
制
作
の

実

態

　

先
す
文
章
制
作
り

実

態
に

つ

い

て

は
、

兄

弟
の

間
で

問
題
に

さ

れ

て

い

る

事

柄

を、

ω

語
に

っ

い

て

ω

句
に

っ

い

て

　
個
一

篇
の

構
成
　
伺

文

章
の

「

清
」

と
「

情
」

と
に

分

け
て

見
て

ゆ
く
こ

と

に

す
る

。

そ

の

結

果、

彼
等
の

文
章

制

作
の

実
態
が

あ
ら

ま
し
把
握
で

き
る

と
思
う

。

ω
語
に

つ

い

て

　
陸

雲
に

は

「

南

征
賦
」

と
い

う

作
品
が

あ

る
が
、

こ

の

「

南
征
賦
」

の

草
稿

の

［

部
と

思

わ
れ

る
も
の

が
、

「

与
兄

平
原

書
」

の

中
に

あ

る
。

今
こ

れ

と、

兄

と
の

添
削
を

経
た

後
の

完

成
稿
と

考
え

ら
れ
る
、

「

陸
士

龍
文
集
」

　
（

四

部

叢
刊
本
）

所
収
の

「

南
征
賦
」

と
を
比

較
し
て

み

る
と、

文

字
の

異
同
の

著
し

く

多
い

の

が

目
に

つ

く
・

　

　
（
草
稿
）

　

命
屏
翳
以
夕

降

　

　
　

　
へ
　

　

　

　

　

む

　
式
飛
廉
而

朝
興

　
へ
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

む

　

徐
蒙
雨
而

後
清

　
景
帯
天
而
先
澄

　

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む

陪
暖
臣

於
彫
輅

　
列
名
僚
於
後
乗

猛
将
起
而
虎

強

　

　
む

商
風
肅
其
来

応

　

　
　
こ

　
　

　

　
へ

士
憑
勢
而

響
駭

　

　
へ

馬
贐
天
而
景

凌

こ

の

中
に

は
、

（

完
成
稿
）

命
屏
翳

以
夕
降

　

　
　
へ
　

　

　
　

む

式
飛

廉
以

朝
升

へ

　
　
　
　
　
　
　

　

む

塗

蒙
雨
而
復

清

　

　
　

　
へ

景
帯
天
而
光
澄

　
む

　

　
　

　

　

　
　

　　
む

陪
武
臣

於
彫

軒

列
名
僚
於
後
乗

猛
将
起
而

虎
嘯

　
む

商
麾
肅
其
来
応

　

　
む

　

　
　

　へ

士

憑
威
而
嚮

駭

馬
歔

天
而
景
凌

　
　

　
　

　
　

　
「

徐
」

と
「

塗
」

の

よ
う
に

た

だ
単
に

字
体
の

違
い

に

よ

る

も
の

、

　
　

「

而
」

と

「

以
」

の

よ

う
に

ほ
と
ん

ど
同
じ

よ

う
に

用
い

ら
れ
る

も
の

、

あ
る

い

は
「

先
」

と
「

光
」

の

よ

う
に

字
形
が
よ
く

似
て

い

る
た

め
の

誤
り
と

も
思

え
る

も
の

な

ど
も
あ
る

が
、

そ

の

他
の

異

同
を

見
る

限
り
に
お
い

て
、

添

削
の

過
程
で

は
、

語
に

つ

い

て

の

細
か
な

配
慮
が
な
さ

れ
て

い

た

よ

う

で

あ
る

。

以

下、

陸
機
・

陸

雲
の

間
で

議
論
さ
れ
て

い

た
、

「

語
」

に

つ

い

て

の

主

要
な
問
題
を
取

り
上
げ
て

み

る
。

　
！
，

「

新

窃
」

陸
雲

は
「

新
奇
」

な

る

語
の

重
要
性
に

っ

い

て
、

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
。

　
　

　
　

　
　

　

　
　
　

む

兄

頓
作
翹
多
文、

而

籍
奇
乃

醗
。

真
令
人
怖
、

不

当

復
道
作
文

。

圖

　
に

抜

か

　
が

く
のヤ．、
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

oo

　

　

　

し

か

兄
は

頓
に

爾
き

多
・

の

文
を

作
り、

而
も
新
奇
は

乃

ち
醸

り
。

真
に

人
を
し

　
　

　
　

　

ま

さ

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
セ

て

怖
れ
し
め
、

当
に

復
た
文
を

作
る
を

道
ふ

べ

か

ら

ず
。

一 2 一
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す
な

わ
ち

、

兄
は

忽
ち
の

う
ち
に

多
く
の

文
章
を

作
り、

し
か

も
「

新
奇
」

な

語
が

見
ら
れ
る

。

こ

れ
で

は
私

は
頭
が

上
が

ら
な
い

し、

も
う

文
章
を
作
っ

て

い

る
な
ん

て

言
え

な
い

、

と
言
う

。

　

ま
た

次
の

よ

う
に

も
言
う

。

　

作
文、

臨
時
輙

自
云

佳、

小
久
報、

不

能
視

。

為

此

故

息

意

爾
。

今
視

所

　

作、

不

謂
乃
極
、

更
不

自
信

。

恐
年
時
間、

復
捐

棄
之

。

徒
自
困

苦
爾

。

兄

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
ロ

　
む

　

小
加
潤

色
、

便
欲
可
出

。

極
不

苦
作
文、

但
無

薪
奇
、

而

体

力

甚
困

瘁

　

耳
。

 

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
み
づ

か

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

弔

　

文
を
作
り、

時
に

臨
ん
で

輙

ち
自
ら
佳
な

り
と
云
ふ

も、

小
や

久
し

く
し
て

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

杠

め

　

報
ず
る
に
、

視
る

能
は

ず
。

此
の

為
の

敢
に

息
意
す
る

の

み
。

今
　
作
る
所

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

み

つ

か

　

を

視
る

に、

乃
ち

極
な

り
と

謂
は

ず、

更
に

自
ら

信
ぜ

ず
。

恐
ら

く
は

年
時

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

い

六

づ

ら

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
て

こ

　

の

間
、

復
た
之
を

捐
棄
さ

れ
ん

。

徒
自
に

困
苦
す
る

の

み
。

兄
　
小
し

く
潤

　

色
を
加
ふ

れ
ば

、

便
ち
出

だ
す
べ

け
ん

。

極
め

て

文
を

作
る
に

苦
し
ま

ざ
る

　

　
　
　
　
む

　

む

　

も
、

但
だ

新
奇
無
く
し
て

、

体
力
　
甚
だ
困

瘁
す
る
の

み
。

　

文
章
を

作
っ

た
時
に

は

す
ば

ら
し
い

出

来
栄
で

あ
る
と
思
っ

た

が、

し
ば

ら

く
し
て

兄
に

送
っ

て

の

ち
、

更
め
て

見
て

み

る

に

と
て

も
見
ら
れ
た

も
の

で

は

な

く
、

た
め

に

書
く
の

を
や

め

て

し

ま
う

。

こ

の

作
品
も、

っ

ま
ら
な

い

と

は

思

わ
な
い

が
、

ど
う

も
自
信
が
な
い

。

一

年
そ
こ

ら
の

う

ち
に

棄
て

ら
れ
て

し

ま

う
か

も
し
れ
な

い
。

た

だ

苦
労

す
る

ば
か

り
で

あ
る

。

し
か
し

、

兄
に

少
し

潤

色
し
て

も
ら
え

ば
、

世
に

出
せ

る
で

あ
ろ

う
。

私
は

文
章
を

作
る
こ

と
は
一

向
に
苦
に

な

ら
な
い

が
、

た
だ
そ
の

文
章
に

「

新
奇
」

な

語
が

無
く
、

体
だ

け

　

　
　
　
　
　

 

が

疲
れ
て

し

ま
う
、

と
。

　

ど
う
も
陸
雲
に

は
、

「

新
奇
」

な
る

語
が

な
か
な

か

思
い

つ

か
な

か
っ

た
よ

う
で

あ
る
が
、

こ

の

点
こ

そ

は
、

兄
陸
機
の

得
意

と

す
る
と
こ

ろ
で

あ
っ

た

ら

し
い

。

　

「

文
賦
」

に
、

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
ぴ

ら

　
　
　
　

さ

　

百
世
の

闕

文
を
収
め

、

千
載
の

遺
韻
を

採
る

。

朝
華
を
已
に

披
け
る
に

謝
り

、

　

　

　
　
　

ひ

ら

　
　
　
　
　

ひ

ら

　

夕

秀
を

未
だ

振
か
ざ
る
に

啓
く
。

と
言
っ

て

い

る
の

は
、

陸

雲
の

言
う
「

新
奇
」

な

る

語
に

つ

い

て

言
っ

て

い

る

も
の

と
思
わ
れ

る
。

ま
た

、

『

文
心
雕
龍
』

で

は
「

新
奇
」

に
つ

い

て
、

　
O
　
o

　
　
　
　
　

　
　

し

り
ぞ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
お

も
む

　

新
奇
と
は

、

古
を

擯
け
て

今
を
競
ひ

、

危
側
し
て

詭
に

趣
く
者
な

り
。

　
（

体

　

性
）

と
言
う

。

す
な

わ
ち

「

新
奇
」

と
は

、

こ

れ
ま
で

見
ら
れ
な

か
っ

た

表
現
の

新

鮮
さ
と
、

人
々

の

思
い

も
つ

か

な
か
っ

た

発
想
を

含
む
こ

と

ば
、

と
い

う
ほ

ど

の

意
味
で

あ
ろ
う

。

「

文
賦
」

に
、

　

　

　
　
　
　
　
　
こ

と

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　
こ

こ

ろ

鑢
靉
難

鶴
驫

蒲
総
威
隔

鬱
蘿

　

を

愆
れ

ば、

亦
た

愛
す
と

雖
も
必
ず
捐
つ

。

　

ど
ん

な
に

気
に

入
っ

た

こ

と
ば
で

あ
っ

て

も
、

前
人
と
偶
然
に
一

致
し
た

繭

合
に

は
、

残
念
で

あ
る

が

捨
て

て

し
ま

う、

と
言
う
の

は
、

そ
れ
で

は

も
は
や

「

新
奇
」

と
は

言

え
な

い

か

ら
で

あ

り、

「

薪
奇
」

な

る

語
を

求
め

続
け
る

陸

機
の

姿

勢
を
示
し
て

い

る
。

実
際
に

「

文
賦
」

に

は
、

随
処
に

「

新
奇
」

な

語

句
が

見
ら
れ

る
。

例
え

ば
、

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

た

　

佇

中
区
以
玄

覧

頤
情
志
於
典
墳

遵
四

時
以
數
逝

瞻
万
物
而
思
紛

悲
落
葉
於
勁
秋

中
区
に

貯
ち
て

以
て

玄
覧
し

、

　

　

　
　
　
や

し

な

惰
志
を

典
墳
に

頭
ふ

。

　

　
し
六

が
　

　
　
　

　
ゆ

四
時
に

遵
っ

て

以
て

逝
く
を

蠹
き

、

　

　

　
み

　
　
　
　

　

み
だ

万

物
を
瞻
て

思
ひ

は

紛
る

。

落
葉
を
勁
秋
に
慧
し
み
、
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喜
柔
條

於
芳
春

心

繋

驥
以
懐

霜

志
眇

眇
而
臨
雲

詠

世
徳
之
駿
烈

論
先
人

之
清
芬

遊
文
章
之
林
府

嘉
麗
藻
之
彬

影

黶
投
篇
而
援
筆

聊

宣
之
乎

斯
文

　
こ

の

部
分
だ

け
を

見
て

も
、

覧
」

「

典
墳
」

「

懍
懍
」

り、

李
善
が
用
例
を
挙
げ
な
い

も
の

に
、

春
」

「

臨
雲
」

「

駿
烈
」

ら
の

中
で

も
「

獸
逝
」

く

新
し

く
創

造
さ

れ
た

も
の

で
、

　
し
か

し
、

「

新
奇
」

な

語
が

多
い

と
い

う
の

は
、

語
が

少
な
い

と
い

う
こ

と

で
、

較
的

少
な
い

よ
う

で

あ
る

。

い

る
。

　
張
公

昔
亦
云

、

兄
新
声

多
之
不
同
也

。

典
当
故
為

未
及

。

彦
蔵

亦
云
爾

。

慟

　
張
公

も
昔

亦
た

云
ふ
、

「

兄
の

新
声
　
多
く
は

之
れ

同
じ
く
せ
ざ
る

な
り
。

　
　

　
ま

さ
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
し

か

　
典
は

当
に

故
よ

り
未
だ
及

ば
ず
と

為
す
べ

し
」

と
。

彦
蔵
も
亦
た
爾

り
と
云

　
ふ

。

　
つ

ま
り、

張
華
や

彦
蔵
が
、

兄
の

「

新
声
」

は
、

ほ

と
ん

ど
ま
ね
る
こ

と
は

柔

條
を
芳

春
に

喜
ぶ

。

心

　
懍
僚
と
し
て

以
て

霜
を
懐
き

、

志

　
眇
尠
と
し
て

雲
に

臨
む

。

世

徳
の

駿
烈
を
詠

じ、

先
人
の

清
芬
を

講
す

。

文
章
の

林

府
に

遊
び、

　
　

　
　

　
　

　
　
ダ

み

麗
藻
の

楯

楯
た

る

を

嘉
す

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
と

慨
と

し
て

篇
を
投

じ
て

筆
を

援
り、

　
　

　
　

　
　

　
　
の

聊
か

之
を

斯
の

文
に

宣
ぶ

。

　
　

　
　

李
善
が

典
故
を
挙

げ
て

い

る

も
の

は、

「

玄

　
　
「

懐
霜
」

「

世
徳
」

「

彬
磁
」

「

援

筆
」

な

ど
で

あ

　
　

　
　

　
　

　
　
「

歟
逝
」

「

思

紛
」

「

勁
秋
」

「

芳

　
　
「

清
芬
」

「

林
府
」

「

投
篇
」

な

ど
が
あ

り、

こ

れ

　
「

勁
秋
」

「

林
府
」

「

投
篇
」

と
い

っ

た

語
は
、

恐

ら

　
　

　
　

　
「

新
奇
」

な
る

語
と

言
っ

て

も
よ

か
ろ
う
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

逆
に

言
え
ば

典
故
を
ふ

む

　
　

　
　
確
か
に

陸
機
の

作
品
に

は
、

そ
れ

ら
の

語
が
比

　
9

　
　

　
陸

雲
も
そ

の

点
に

つ

い

て
、

次
の

よ
う
に

述
べ

て

で

き
な

い

が
、

逆
に

「

典
」

な

る
、

落
ち

着
い

た

要

素
（
典
故
を
用
い

る
こ

と

に

よ

る

内
容
的
な

落
着
き
を
い

う
の

で

あ
ろ
う）

に

は

欠
け
て

お

り、

ま
だ
ま

だ
で

あ
る
、

と
言
っ

て

い

る
、

と
い

う
の

で

あ
る

が
、

こ

れ
は

「

新
声
」

、

す

な

わ
ち
「

新
奇
」

な
る

語
が

あ
ま

り
に

多
す
ぎ
て
、

か

え

っ

て

文
章
が

う
わ
っ

い

た

も
の

に

な
っ

て

い

る

こ

と
を
指
摘
し
た

も
の

で

あ
ろ

う
。

　
陸

雲
は
ま
た
、

　
「

新
綺
」

と
い

う
こ

と

も
言
う

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
む
　

む

　
然
此

文、

甚
自

難
。

事

同
又

相
似

、

益
不

古
。

皆
新
綺

。

用
此
巳
自
為
洋
洋

　

耳
。

 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
は

な
は

　
然
れ

ど
も
此
の

文、

甚
自
だ

難
し
。

事
同
じ
く
又

た

相
ひ

似
た

る

も、

益
々

　
　

　
　

　
　

　
　
o
　
o

　
　

　
　
　
　

も

つ

　
　
す

で

　
　

　
　

力

　

古
な

ら
ず

。

皆
な

新
縞
な

り
。

此
を

用
て

已

自
に

洋

洋
為

る
の

み
。

　
こ

の

種
の

文
章
は

、

と

て

も

作
り
難
い

も
の

で

あ
る

。

し
か

し

兄
の

（

「

祠

堂

頌
」

）

は、

使
わ
れ
て

い

る
事
柄
は

他
の

入
と

同
じ
で

、

ま
た

よ

く

似
た

も

の

で

あ
る
が
、

表
現
に

古
さ
が

無
く

、

ど
れ

も
「

新
縞
」

な
た
め

に

立

派
な

作

品
と

な
っ

て

い

る
、

と
言
う

。

こ

こ

に

言

う
「

新
縞
」

と
は
、

使
い

古
さ
れ
て

　
　

う
つ

く

い

な

い

綺
し
い

語
の

こ

と
で

あ
ろ

う
。

使
い

古
さ
れ
た

所
の

無
い

「

新
」

と
い

う
点
で

は
、

「

新
奇
」

と
共

通
し
て

い

る

が
、

「

新
奇
」

が
、

こ

れ

ま
で

誰
も

思
い

つ

か
な
か
っ

た

と
い

う
そ

の

珍
ら
し
さ
に

重
点
が

あ
る

の

に

対
し
、

「

新

綺
」

の

方
は
、

そ

の

色
ど
り
の

美
し
さ

に

重
点
が

置
か

れ
て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

　
で

は

次
に

、

　
「

綺
語
」

に

関
す
る
議
論
を

見
て

み

よ

う
。

　
　
2
．

「

綺

語
」

　
陸
雲
は

、

陸
機
の

「

新
奇
」

「

薪
綺
」

な
る

語
を

高
く
評
価
し

て

い

る

が
、

そ
の

「

縞
語
」

に
つ

い

て
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

む

　
「

文
賦
」

甚
有

辞、

綺
語
頗
多
、

文
適
多
体
、

便

欲
不
清

。

團
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oo

や

　

　
　
　
　

　
　
　

ま

さ

　
「

文
賦
」

は

甚
だ
辞
有
る

も
、

綺
語
頗
や

多
く

、

文
は

適
に

体
多
く

、

便
ち

　
清
な

ら
ざ
ら
ん

と

す
。

と

述
べ

て

い

る
。

す
な

わ
ち

、

「

文
賦
」

は
、

袋
現
は

豊
か
で

あ
る

が
、

「

綺

語
」

が
い

さ

さ

か
多
く

、

「

清
」

で

は
な
い

よ

う
だ
、

と

言
う

。

後
述
す
る
よ

う
に

、

文
章
に

つ

い

て

「

清
」

と
い

う
こ

と
を

重
要

視
す
る
陸
雲
に

と
っ

て
、

兄
の

「

文
賦
」

は
、

や

や
「

綺
語
」

が

多
す
ぎ

た
の

で

あ
ろ

う
。

文
章
に
と

っ

て

「

綺
語
」

は
必

要
で

あ
る

と

感
じ
て

い

た

陸

雲
で

は
あ
る

が
、

そ

れ
が

多
す

ぎ
る
と
、

か
え

っ

て

「

清
」

と
い

う

別
の

条
件

を
欠
く

こ

と

に

な
る

。

　
「

綺

語
」

は

適
度
に

用
い

る

こ

と
が

、

何
よ

り
大
切
で

あ
る
と

考
え
て

い

た
よ
う
で

あ
る

。

陸
機
の

文
章
に

は
、

例
え

ば
「

文
賦
」

を

見
て

み
る

と
、

実
に

き
ら

び

や

か
な

語
が

多
い

。

　
　
　
む

　
む

　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
ロ

　
む

　
○
播
芳
菱

之
馥

馥
、

発

青
燦
之

森
森

。

　
　
む

　

む

　
　

　
　
　

む

　

む

　
　

　
む

　
む

　
　
粲
風
飛

而
嚢

豎
、

鬱
雲
起
乎

輪
林

。

　
　
　
　

　

む

　
　

　
　

　
　
　

む

　
ロ

　
○
或
藻
思
綺
合

、

清

麗

千
眠

。

　
　
　
　
む

　
ロ

　
　
　
　

　
　
　

む

　
ロ

　
　
炳
若

綟

繍
、

懐
若

繁
粒

。

　
　
む

　
む

　

む

　
　
　

む

　

む

　

　
　

む

　
む

　
む

　

　
　
む

　
む

　
○
石
編
玉
而

出
輝

、

水

懐
珠
而
川

媚
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
ロ
　

ロ

　
　

　

　
む

　

む

　
　
彼
榛
梏
之
勿
轟

、

亦
蒙
栄

於
集
翠

。

　
ま
た
、

先
に

引
用
し
た

雲
の

「

南

征
賦
」

の

草
稿
に

、

　
　
ヘ
　
　
ヤ

　

　
　
　

ヘ

　
　ミ
　

　ヘ
　
　
　

　

ヤ

　
　た
　

　

　
　

ヘ

　
　
ヘ

　

　へ

　
若
疾
流
之
雑

駿

沈
、

驚
唸

之
靡
狂
塵

。

と
い

う
句
が

あ
っ

た
が

、

こ

れ
は
兄

機
の

添

削
の

結
果
、

完
成
稿
で

は
、

　
　
む

　

　

　
　
　

ロ

　
む

　

む

　
　

　
ロ

　

む

　
　
　

む

　
む

　
む

　
若

扶
桑
之

振
華

葉
、

皓
天
之

散
朝
霞

。

の

よ

う
に

な
っ

て

お
り
、

こ

の

よ

う
な

点
は
、

陸

機
の

得
意

と

す
る

と
こ

ろ

で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

「

綺
語
」

の

多
用
は

、

陸

機
だ

け
の

こ

と
で

は

な
く
、

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　
む

　

む

『

文
心

離
龍
』

に
、

「

晋
世
の

群
才

、

稍
や

軽
綺
に

入
る
」

　
（

明
詩
）

　
「

魏
・

　
　
ロ

　

　

　

　

　

　

　
　
ロ

晋
は

浅
に

し
て

縞
」

　
（

通

変）

と

あ
る
よ
う

に
、

当

時
の

文
壇
に

お

い

て

は

「

碕
」

の

要
素
が
貴
ば
れ

て

い

た
の

で

あ

り、

「

綺
語
」

の

多
用
を

戒
め
る
雲

の

方
が

、

例
外
的
な
存

在
で

あ
っ

た

と
い

え
よ
う

。

　
陸
雲
は
ま

た
、

そ
の

文
章
の

中
心
と

な
る
「

出

語
」

の

重

要
性
に
つ

い

て

も

問
題
に

し
て

い

る
。

　

　
3
．

「

出

語
」

　

「

出

語
」

に

つ

い

て
、

帋

云

は
次
の

よ

う
に

言
う
。

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
む

　

ロ

　

コ
嗣

堂
頌
」

巳
得
省

。

兄

文
不
得
稍
論
常
佳

。

然

了
不
見
出
語

、

意
謂
非
兄

　

文
之

休
者

。

前
後
読
兄
文
、

一

再
過
、

便
上
口

語
。

省
此
文

、

雖
未
大
精、

　

然
了

無
所
識

。

 

　

　

　
　
　
　
　
　
　

み

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
や

　

「

祠

堂
の

頌
」

は
巳
に

省
る

を

得
た

り
。

兄
の

文
は

復
た

稍
や

常
に

佳
な

り

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　
ま
つ

客

　
oo

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

よ

　

と
は
論

ぜ
ず

。

然
れ

ど
も

了
く
出
語
を

見
ざ
る
は

、

兄
の

文
の

休
き

者
に

非

　

　

　
お

も

　

ず
と
意
謂
ふ

。

前
後
し
て

兄
の

文
を
読
む
に

、

［

再

過
す
れ

ば
、

便
ち
口

語

　

　

　
　
　
　
　
　
　
み

　
に

上
る

。

此
の

文
を

省
る
に

、

未
だ

大
い

に

は

精
な

ら
ず
と
雖

も
、

然
れ
ど

　

　
ま
つ

九

　

も
了
く
識
る
所
無
し
。

　
「

祠
堂
の

頚
」

を

見
た
が

、

兄
の

文
章
は

い

つ

も
よ
い

と

か

り
に

も
言
う
わ

け
に

は

ゆ
か
な
い

。

そ

れ
に

し
て

も
全
く
「

出
語
」

が

無
い

の

は
、

兄
の

文
章

の

よ
い

も
の

で

は
な
い

。

い

つ

も
な

ら
一

二

度
読
め

ば、

す
ぐ
覚
え

ら
れ
る

の

だ
が

、

こ

の

文
章
は

、

ま
だ

詳
し
く

読
ん

だ

わ
け
で

は
な
い

に

し
て

も
、

全
く

記

憶
に

残
ら
な
い

。

　
ま
た

「

出
語
」

と

同
じ
で

あ
ろ

う
が

、

「

出
言
」

と
い

う

表
現
が

あ
る

。

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

む
　

む

　
「

劉
氏
碩
」

極
佳

、

但
無
出
言

耳
。

伺
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む

　

「

劉
氏
の

頌
」

は
極
め
て

佳
な
る

も、

但
だ
出

言
無
き
の

み
。

　

「

劉
氏
の

頌
」

は
と
て

も
立
派
で

あ
る
が

、

た

だ
「

出

言
」

が

無
い
、

と

言

う
。

す
な
わ

ち、

「

祠

堂
頌
」

も
「

劉
氏
碵
」

も
、

よ
い

作
品
で

は

あ
る
が
、

「

出

語
」

「

出
言
」

が

見
ら
れ
な
い

の

で
、

物
足
り
ぬ

と
言
う
わ

け
で

あ
る

。

こ

の

「

出

語
」

と
い

う
の

は
、

「

文
賦
」

に
、

　

片
言
を

立
て

て

要
に

居
る
、

乃

ち
一

篇
の

警
策
な

り
。

衆
辞
の

條
有
り
と

雖

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

い

ぬ
　
　
　

ま
こり
と

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

す

く

な

　

も
、

必

ず
茲
を

待
っ

て

績
を

敷
す

。

亮
に

功
多
く
し
て

累
寡
し

、

故
に

足
る

　

　

　

　

　
か

　

を

取
り
て

易
へ

ず
。

　
っ

ま
り
、

ち
ょ

っ

と
し

た
よ

い

言
葉
を
ポ
イ

ン

ト

に

置
け
ば

、

そ

の
一

篇
の

警
策
と
な

り、

必

ず

敷
果
を
上

げ
る

で

あ
ろ

う、

と
言
う

も
の

と
、

指

し
て

い

る
の

は

同
じ
で

あ
ろ
う
。

ま

た
『

文
心

驥
龍
』

に

も
、

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
あ
ら

は

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
ふ

　

鸛
筆
を

草
創
す
る
に

は
、

先
づ
三

凖
を
標

す
。

端
を

始
め

に

履
め

ば、

則
ち

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
く

　

情
を
設

け
て

以
て

体
を

位
す

。

正

を

中
に

挙
ぐ
れ
ば

、

則
ち

事
を
酌

み
て

以

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　
み　

　

て

類
を
取

る
。

餘
を

終
り
に

帰
す
れ
ば
、

則
ち
辞
を

撮
り
て

以

て

要

を

挙

　

ぐ
。

　
（

鎔

裁
）

と

述
べ

て

あ

り
、

こ

の

「

撮

辞

以

挙

要
」

と
は

、

要
点
を

示

す
た

め

に

ポ

イ

ン

ト

に

な
る

言
葉
を
用
い

る
、

と
い

う
こ

と
で

あ
り

、

す
な

わ
ち
「

出

語
」

と

局
じ
こ

と
を

言
う
の

で

あ
ろ

う
。

要
す
る
に
、

そ

の

文

章
の

要
点
を
は
っ

き
り

と

表
現

す
る
た

め

の

ポ

イ

ン

ト

と
な
る

語
が

、

す
な
わ
ち
「

出
語
」

「

出
言
」

で

あ
り

、

文
章
に

は
、

そ
の

よ

う
な
「

出
語
」

が

な
け
れ

ば
な
ら
な
い

と
言
う

の

で

あ
る

。

こ

れ

は
た
だ

単
に

、

表
現
的
に

目
立
つ

語
と

い

う
の

で

は
な

く
、

そ
こ

に

文
章
の

流

れ
の

中
で

の

要
点
と

な
る

内
容
が
含
ま
れ
た

も
の

で

な

く
て

は
な

ら
な
い

よ

う
で

あ
る

。

従
っ

て
、

こ

の

よ

う
な

「

出

語
」

の

あ

る

文

章

は
、

一

二

度
読
め
ば
、

す
ぐ
に

口

遊
む
こ

と
が
で

き
る

わ
け
で

、

先
の

「

祠
堂

頌
L

は
、

で

あ
る

。

こ

の

「

出
語
」

が

無
い

た
め
に

、

全
く
記

憶
に

残
ら
な
い

と

言
う
の

 
句
に
つ

い

て

　
以

上
の

如
く
「

語
」

に
つ

い

て
、

二

陸
そ

れ
ぞ
れ
に

細
か

な

配
慮
が
な

さ
れ

て

い

た

よ

う
で

あ
る

が
、

次
に

、

句
に

関
す
る

意

見
を

見
て

み
よ

う
。

　

句
に

関
す
る
陸
雲
の

意
見
は

、

対
句
・

転
句
・

押
韻
な

ど
に

つ

い

て

の

も
の

が

見
ら
れ

る
。

1
．

対
旬

　
先
ず、

対

句
に

関
す
る

議

論
を

見
て

み
よ

う
。

添
削
の

過

程
に

お
い

て
、

次

の

よ

な

議
論
が
交
さ
れ
て

い

る
。

　

コ
扇

賦
」

腹

中

愈

首

尾
。

発

頭
一

而
不

快
。

言
”

鳥
云

龍
見
”

、

如
有
不

　
体

。

ゆ

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
ま

さコ

　

コ
扇

の

賦
」

、

腹
中
は
首

尾
に

愈
る

。

発

頭
は
一

な

る

も

快

な

ら

ず
。

　
瞬

鳥

云
龍

見
”

と

言
ふ
は
、

体
な
ら
ざ
る

有
る

が

如
し
。

　
す
な

わ
ち

、

「

扇
の

賦
」

は
、

中
ご

ろ
は

前
後
の

部

分
よ

り
も

す
ぐ
れ
て

い

る
。

書
き

出
し
は
ま
と

ま
っ

て

い

る
が
あ
ま

り
よ

く
な
い

。

「

鳥
云

龍
見
」

と

言
う
の

は
、

文
章
を
成
し
て

い

な
い

よ

う
で

あ
る、

と

述
べ

て

い

る
。

こ

こ

に

言
う

コ
扇

賦
」

と
は

、

陸
機
の

「

羽
扇
賦
」

で
、

そ

の

中
ご
ろ

に
、

　
　
　

　

　
む

　

む

　
隠

九
皇
以

鳳
鳴
　
九
白

本

に

隠
れ
て

以
て

鳳
鳴
き

、

　
　
　

　

　
oo

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

あ

ら
俵

　
溝

芳
田

而

龍
見

　
芳

田
に

潺
び
て

龍
見
る

。

と
い

う

対
句
が

あ
る

。

手
紙
に

言

う
よ

う
に

、

恐
ら

く
上
句
の

「

鳳
鳴
」

は
、

も
と
は
「

鳥
云
」

　
（

「

鳥
」

は
一

，

鳥
」

の

誤

り
で

あ
ろ

う
）

と
な
っ

て

い

た
の
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を
、

陸
雲
に
、

対
句
と
し
て

適
切
で

な
い

と

指
摘
さ
れ
て

改
め
た

も
の

と
思

わ

れ

％
確
か

に

寵
」

に

対
し
て

「

鳥
」

を

配
し
た
の

で

は
、

合
わ
な
い

よ

う

で

あ
る

。

し

か
し
陸

機
の

方
は

、

そ

の

よ
う

な
こ

と
は

あ
ま
り
気
に

し
て

い

な

か
っ

た

ら
し
い

。

と

い

う
の

は、

陸
機
の

「

文
賦
」

に

は
、

　

　
む

　
　
　
　
　
ロ

　
或
虎
変
而
獣

擾
　
或
い

は
虎
変
し
て

獣
擾
し

、

　

　
ロ

　

　
　

　

　
　

む

　

或
龍
見
而
鳥
瀾

　
或
い

は

龍
見
し
て

鳥
瀾
す

。

と
い

う
対
句
が

あ
る
か

ら
で

あ
る

。

「

虎
」

に

対
し
て

「

龍
」

、

「

獣
」

に

対

し
て

「

鳥
」

と
使
っ

て

お

り
、

そ

れ
ぞ
れ
の

句

に
つ

い

て

み

る
と

、

「

虎
」

に

対

し
て

「

獣
」

と
い

う
の

は
い

い

と

し
て

も
、

「

龍
」

に

対
し
て

「

鳥
」

と
い

う
の

は
、

や

は

り
そ

ぐ
わ
な
い

感
じ
が

す
る

。

し
か
し

陸
機
は
そ
れ

を
改
め

て

い

な
い

。

「

羽

扇

賦
」

が

陸
雲
の

指

摘

に

よ
っ

て

改
め

ら
れ
て

い

る
の

は
、

恐
ら

く
ま
だ
添

削
の

段
階
で

あ
っ

た
た
め
に
、

改
め
る

こ

と
が
で

き

た
の

で

あ

り
、

「

文
賦
」

の

方

は
こ

の

時
点
で
、

既
に

世
に

行
わ
れ
て

い

た
た

め
に

、

改

め

な
か
っ

た
の

か
も
し

れ
な
い

。

し

か
し
、

陸

雲
は

完
成
後
の

作
品
の

推

敲
に

つ

い

て
、

そ

れ
が

す
で

に

世
に

行
わ
れ
て

い

る

作
品
で

あ
っ

て

も、

さ
ら
に

立

派
な

作
品
に

す
る

た

あ
に

、

後
か
ら
い

ろ
い

ろ

と
手
を

加
え
て

い

た

よ

う
で

あ

る
。

た

だ

陸
機
は

そ

れ
を
し
な

か
っ

た

ら
し
い

。

対
句
と
し
て

ふ

さ
わ
し

く
な

い

と
思

わ
れ

る
「

龍
」

と
「

鳥
」

の

組
み

合
わ
せ

も、

陸
機
に

と
っ

て
は

あ
ま

り
気
に

な

ら
な
か
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

次
に

、

転
句
に

っ

い

て
の

議
論
を

見
て

み
よ

う
。

2
．

転

句

　

文
章
り

途
中
で

句
の

内
容
・

形
式
を

転
ず
る

場
名
の

留
意
点
と
し
て

、

雲

は

次
の

よ

う
な
こ

と
を

述
べ

て

い

る
。

　
文
中
有

漉

於
是
”

　
n

爾

乃”
、

於
転
句
誠

佳
、

然

得
不
用
之

、

益
快

。

有
故

　
不
如

無
。

又
於

文
句

中、

自
可

不
用
之、

便
少

。

 

　

文
中
に

n

於
是
”

　
埴

爾
乃
”

有
る
は

、

転

句
に

於
て

は

誠
に

佳
な
る
も

、

　

然
れ

ど
も
之
を

用
ひ

ざ
る
を

得
ば

、

益
々

快
な
ら
ん

。

故
よ

り
無
き
に

如
か

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
お

の

づ

か

　
ざ
る

こ

と
有
り
。

又
た

文
句
中
に

於
て

は、

自
ら
之

を
用
ひ
ざ
る

べ

き
と
き

　

　
　

　
　
か

は
、

便
ち

少
く
。

　

す
な

わ
ち、

文
の

途
中
で

「

於
是
」

「

爾
乃
」

を
用
い

る

場
合、

転
句
の

時

は

よ
い

が、

使
わ

ず
に

す
め

ば、

さ
ら
に

よ
い

。

む
し
ろ

無
い

方
が
よ
い

。

文

句
中
に

お
い

て

は
、

用
い

な
く
て

よ
い

場
合
は
、

省
い

た

方

が

よ

い
、

と
い

う
。

一

般
に

句
を

転
ず
る

場
合
に

は
、

「

於
是
」

「

爾
乃
」

と
い

っ

た

句
端
の

語
を
用
い

る

が
、

陸
雲
は
、

な
る
べ

く

用
い

な
い

方
が
い

い

と
言
う

。

実
際
に

彼
の

作
品
を

見
て

み
る

と
、

そ

の

使
用

頻

喧
が

極

め
て

低
い

こ

と
に

気
付
く

。

例
え

ば
『

文
選
』

に

収
め

ら
れ
て

い

る
、

陸
雲
と

ほ

ぼ

同
時
代
の

人
の

作
品
を

見
て

み
る

に
、

潘
岳
の

「

射

雉
賦
」

は
、

七
七
二

字
か
ら

成
る

作
品

で

あ

る

が
、

「

于
是
」

「

爾
乃
」

「

或
乃
」

「

亦
有
」

「

若

夫
」

「

若

乃
」

「

此
則
」

と
い

っ

た

句
端
の

語
が、

八
回
用
い

ら
れ
て

い

る
。

ま
た

成
公

綏
の

「

嘯
賦
」

は、

七
八
五

字
か
ら

成
る

が
、

「

子
時
」

「

是

故
」

「

若
乃
」

「

故
能
」

「

若

夫
」

と
い

っ

た

語
が
、

七

回
用
い

ら
れ
て

い

る
。

こ

れ
に

比
べ

、

ほ
ぼ

同
じ
長

さ
の

七

六
〇
字
か

ら

成
る

陸
雲
の

「

歳
暮
賦
」

は
、

「

夫
何
」

「

于
是
」

が
一

回
ず
っ

用
い

ら
れ
て

い

る
に

す
ぎ
な
い

。

も
ち
ろ

ん
、

陸
雲
の

他

の

作

品
に

は
、

比

鞍
的
多
く
用
い

ら
れ
て

い

る

も
の

（

「

寒
蝉

賦
」

「

登
台
賦
」

）

も

あ

り、

潘
岳
に

も
、

そ

れ
ほ

ど
用
い

ら
れ
て

い

な
い

作
品
（

「

秋
興
賦
」

「

西

征

賦
」

）

も

あ
る

が、

全

体
的
に

み
て

陸
雲

は
あ
ま

り
用
い

て

お

ら
ず、

漢
代
の

賦
な

ど
が

転
句
ご
と
に

「

於
是
」

「

爾
乃
」

な

ど
を

用
い

る

の

に
比
べ

る

と
、

は

る

か
に

そ
の

回
数
は
少
な

い
。
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さ
て
、

そ

れ
で

は

陸
雲
は
、

句
を
転

ず
る

際
に

は
、

句
端
の

語

を
全
く
用
い

な
い

こ

と
を
理

想
と
し
て

い

た

か

と
い

う
に
、

必

ず
し

も
そ

う
で

は
な
い

。

そ

れ

は
、

例
え

ば
「

南
征
賦
」

の

草
稿
に

は、

転
句
の

た

め

に

「

羊

腸

転

時
」

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
弦

か
＾

（

羊
腸

と
し
て

時
を

転
じ

）

「

元
兵
時
」

　
（

元
な
る

兵
は
時
に
）

と
い

っ

た

句

端
の

語
が

用
い

ら

れ
て

い

る
か

ら
で

あ
る

。

陸
雲
は
、

句
を

転
ず
る
た
め

の

語

と

し
て

「

於
是
」

「

爾

乃
」

と
い
っ

た
、

言
っ

て

み
れ

ば
平

凡
な

も
の

で

は

な

く
、

「

羊
腸

転

時
」

「

元
兵

時
」

と
い

っ

た
、

か
な

り
特
殊

な

も
の

を
考
え
て

い

た
よ

う
で

あ
る

。

転
句
の

際
に

こ

の

よ

う
な

句
を
用
い

る
の

は
極

め
て

珍
し

い

こ

と
で
、

当
時
の

他
の

文
人

達
の

作
品
を

見
て

も
、

「

羊
腸
転

時
」

な

ど
の

よ

う
な

句
は

見
ら
れ
な
い

。

し

か
し
、

雲
の

こ

の

新
し
い

試
み

に
、

兄
の

機
は

同
意
し
か

ね
た

よ

う
で
、

完

成
稿
で

は
、

「

羊
腸

転
時
」

は
「

爾
乃
」

と

改
め

ら
れ

、

「

元

兵
時
」

は

削
ら
れ
て

し
ま
っ

て

い

る
。

そ

う
し
て

陸
雲
の

他
の

作

品
を

見
て

も
、

「

醗
乃
」

「

是
故
」

「

而

後
」

「

於
是
」

「

于

時
」

「

若
夫
」

「

既
乃
」

と
い

っ

た
、

ご
く

普
通
の

も
の

し
か

見
当
ら
な
い

。

恐
ら
く

「

羊
腸

転

時
」

の

よ

う
な

も
の

は
、

添

削
の

途
中
で
、

兄
に

削
ら

れ
て

し
ま
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
ま
た

先
の

手
紙
に

は
、

続
け
て

次
の

よ

う
に

述
べ

る
。

　

亦
常
云、

四

言
転
句

、

以
四

句
為
佳

。

 

　
亦
た

常
に

云
ふ
、

「

四

言
の

転
句
は
、

四
句
を
以
て

佳
と

為
す
」

と
。

　
こ

れ
は

賦
に

お
い

て

は
、

四

言
句
の

場
合、

四
句
で

転
句

す
る

の

が
よ
い

と

い

う
こ

と
で

あ

り、

「

四
字
句
は

四
句
」

と
い

う
の

が
、

陸
雲
の

理
想
で

あ
っ

た

よ

う
で

あ
る

。

実
際
に

「

南

征
賦
」

の

草
稿
を

見
て

も、

　
熊

羆
之
士
、

娩
闡
之
将

。

雄
声

泉
踊、

逸
気
風
亮

。

の

よ

う
に
、

四

字

句

は

三

例

と

も
四
句
で

終

り、

以

下
亠

ハ

字
句
が

続
い

て

い

る
。

　

彼
は

ま

た
、

四

字
句
が
二

句
だ
け
で

終
っ

て

し
ま
う
の

は

「

孤
」

で

あ
る
と

考
え
て

お

り
、

同
じ

く
先
の

手
紙
に
、

続

け
て
、

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ロ

　

往
曽
以

兄
「

七
蓑
」

　
、

回
煩
手
而
沈
哀

結
”

上
、

両
句
為
孤

。

今
更
視
定
、

　

自
有
不

応
用

。

時

期
当
醐

、

復
以

為
不

快
。

故
前

多
有
所
去

。

働

　

か

つ

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

む

　

往
曽
て

兄
の

「

七
羨
」

の

、

回
煩
手
而
沈
哀

結”

の

上、

両
句

を

孤

と

為

　

　
　

あ
ら

た

　

す
。

今
更
め

て

視
定

す
る
に

、

自
ら
応
に

用
ふ

べ

か
ら

ざ

る

有

り
。

時

期

　
ま

さ

　
し

か

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ

き

　

当
に

爾
る

べ

き
も

、

復
た

以
て

快
な

ら
ず
と

為
す

。

故
に

前
に

去
る
所

有
る

　

多
し
。

　

兄
の

「

七
羨
」

の

「

回

煩
手
而
沈
哀
結
」

句
の

上
は

、

二

句
が

孤

立
し
て

い

る

か

ら
省
い

た

方
が

よ

く
、

文
章
の

流
れ

か
ら
し
て

こ

の

二

句
を

使
い

た

い

で

あ
ろ
う

が、

私
は

や

は
り
よ

く

な
い

と
思

う
の

で
、

以

前
か

ら

削
っ

て

き
た
、

と
言
う

。

ま
た

続
け
て
、

　

「

喜
霽
」

　
n

傭
煩

習
均、

弔
誠

重
離
”

、

此

下
重
得
如
此

語
為
佳

。

思

不
得

　

其
韻

、

願
兄
為
益
之

。

 

　

「

喜
霽
」

の

n

傭

煩
習
均

、

弔
誠

重
離”

、

此
の

下
　
重

ね
て

此
の

如
き

語

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
力

め

　

を
得
ば

佳
と
為
ら
ん

。

思
ふ

も

其
の

韻
を

得
ず

。

願
は
く
は
、

兄
為
に

之

を

　
ま

　

益
さ
ん

こ

と
を

。

と
、

自
分
の

作
品
「

喜

霽
賦
」

も、

四

字
句
が
二

句
だ

け
で

孤
立
し
て

し
ま
っ

て

い

る

か

ら、

さ

ら
に

二

句
を
加

え
て

四

句
に

す
れ
ば
よ

い

と
思
う
の

だ
が
、

考
え
て

み
て

も
適

当
な

韻
字
が

見
っ

か
ら
な
い

の

で

教
え

て

ほ

し
い

、

と
兄
に

頼
ん
で

い

る
。

し
か
し

陸
機
に

も
韻
字
が

見
っ

か
ら
な
か
っ

た

ら
し
く
、

「

陸

士

龍
文
集
」

の

「

喜
霽
賦
」

の

こ

の

部
分
は、

こ

の

ま

ま
に

な
っ

て

い

る
。

　

陸
雲
の

作
品
（

賦
）

を

見
る
と
、

四
言
二

句
が

七
例

、

六

句
が
五

例、

八

句
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が
一

例
あ
る

だ
け
で

、

あ
と
の

二

十
七
例
は

全
て

四
百
四

句
で

あ
る

。

ま
た
兄

の

作
品
（

賦
）

を
見
て

も、

四

言
二

句

が

三

例
、

六

句
が

六
例

、

八

句
が
【

例
で

、

あ
と
の

二

十
例

は
全
て

四
言
四
句
で

あ
る

と
こ

ろ
か

ら
み
て

、

四
言
句

は

四
句
で

ま

と
め

る
、

と
い

う

陸
雲
の

考
え

方
は
、

兄
の

機
に

も
受
け

入
れ
ら

れ

た

ら
し
く
、

こ

の

点
に

関

し
て

は
兄

弟
の

意

見
が
［

致
し
て

い

る
。

こ

れ

に

対
し

、

当
時
の

他
の

文
人
の

作
品
に

は
、

四

言
句
が
十
句
以

上
続
く
も
の

が

か

な

り
あ

り、

例
え

ば

潘
岳
の

作
品

（

賦
）

で

は
、

四

言

十

六

句

を

最

高

に

（

「

橘
賦
」

）

、

十
句
以
上
の

も
の

が
十

例、

成
公
綏
な

ど
は

、

四
言
句
を
三

十
二

句
も

続
け
て

い

る

も
の

が

あ
る
（
「

天
地
賦
」

）

。

陸
機
は
「

文
賦
」

に

お
い

て
、

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
お

こ

　
或
い

は

言
を
短

韻
に

託
し

、

窮
跡
に

対
し
て

孤
興
る

。

俯
し
て

は

寂
寞
と
し

　
て

友
無
く
、

仰
い

で

は
寥
廓
と
し

て

承
く
る

莫
し

。

偏
絃
の

独

り
張
れ
る
に

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

な

　
譬
へ

、

清
唱
を

含
ん

で

応
ず
る

靡
し
。

と
、

句
の

短

か
い

ま
と

ま
り
を
作

る
と

孤

立

し
て

し
ま
い
、

一

本
の

弦
だ

け

で
、

そ

れ
に

共
調
す
る
音
が

無
い

よ

う

だ
と

述
べ

る

が、

こ

れ
は

陸
雲
の
、

四

言
句
を
二

句
だ
け
用
い

る
と

文
章
の

中
で

孤

立
す
る

と
い

う

考
え

方
と

、

相
い

通
ず
る
も
の

で

あ
る

。

3
，

押

韻

句
を

転
ず
る

場
合
に

は
、

往
々

換

韻
が

行
わ
れ
る

が、

そ
の

場
合
の

押
韻
に

つ

い

て

も
、

し

ば
し

問
題
に

さ
れ
て

い

る
。

　
ロ

　
　
　
　
む

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　
徹
与
察

、

皆
不
与
日

韻
。

思

惟
不

能
得

。

願

賜
此
一

字
。

 

　
む

　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

徹
と

察
と
は

、

皆
な
日

と
韻
せ

ず
。

思

惟
す
る

も
得

る

能

は

ず
。

願

は
く

は
、

此
の

一

字
を

賜
は
ら
ん
こ

と
を

。

　
「

徹
」

と
「

察
」

は
、

ど
ち
ら

も
「

日
」

と
韻
が
合
わ
な

い
。

考
え
て

み

て

も
適
当
な

韻
字
が
思
い

っ

か
な
い

の

で
、

教
え
て

ほ

し
い

、

と

言
う

。

こ

れ

は

陸
雲
の

「

九
愍
」

と
い

う
作
品
に

つ

い

て

の

も
の

で
、

そ

の

文
中
に
、

　
　

　

　
　
　
こ

こ

の

「

膝
」

　

　
　

　

　

　

　

　

も
と
は
「

察
」

で

あ

　
　

　

　
　
　
兄
に

添
削
し
て

も
ら
っ

て

改
め
た

も
の

と

思

わ

れ

る
。

た

だ

「

徹
」

は

そ

の

ま
ま
に

な
っ

て

お

り、

恐

ら
く
兄
の

機
に

も
適
当
な

韻
字
が
見

つ

か

ら
な
か
っ

た
の

か
、

あ
る
い

は

別
に

換
え
な

く
て

も
、

こ

の

ま
ま
で

よ

い

と

考
え
た
の

で

あ
ろ
う
。

　
こ

の

よ

う
に
、

弟
に

し

ば
し

ば
韻
に

関
す
る

添
削
を
頼
ま
れ
る

陸
機
で

あ
る

が
、

『

文
心

躍
龍
』

で

は
、

陸
機
の

押

韻
に

っ

い

て
、

次
の

よ

う
に

言
う

。

　
　

　

　
　
　
　

す
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

こ

と
ま

　
又
た

詩

人
の

韻
を

綜
ぶ
る
は
、

率
ね

清

切

多

し
。

『

楚
辞
』

は
辞

楚
な

　
り

。

故
に

訛
韻
　
実
に

繁
た

り
。

張

華
の

韻
を
論

ず
る
に

及
び
、

士
衡
は

楚

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
か

　
多
し
と

謂
ふ

。

「

文
賦
」

も

亦
た

称
す、

楚
と
知

る
も
易
へ

ず
と

。

霊
均
の

　
　

　

　
ふ

く

　
声

餘
を

銜
み
、

黄
鐘
の

正

響
を

失
す
と

謂
ふ
べ

き
な

り
。

　
（
声

律）

　
こ

こ

に

張
華
が
陸
機
の

韻
は
「

楚
」

　（
南
方
楚
地
の

音

韻
）

が

多
い

と

述
べ

た

と
い

う
の

は
、

「

与

兄

平
原

書
」

に
、

　
張
公
語

雲
云

、

「

兄
文
故

自
楚、

須
作
文

、

為
思

昔
所
識
文
鬯

 

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　

も

と
よ

　
張
公

、

雲
に

語
り
て

云
く、

「

兄
の

文
は

故
自
り
楚
な

れ
ば
、

須
ら
く
文
を

　
　

　

　
　

t
め

　
作
る

に

は
、

為
に

昔
し
識
す
所
の

文
を
思
ふ

べ

し
」

と
。

　
　
君
在
初
之

嘉
恵

　
　
怨
谷

風
之
攸
獸

　
　
願
自
献
於
承

閲

　
　
舒
幽
情
其
曷

訴

と
あ
る

か

ら、

っ

た

も
の

を、

　
　
　
　
　
む

毎
成

言
而
永
日

　
　
　
　
　
ロ

彌
九
齢
而
未
徹

　
　
　
　
　
む

悲
党
入
之

造
膝

　
　
　
　
　
　

巻
永
懐

而
淹
恤

レ
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と

述
べ

て

い

る
の

に

よ

る
。

　
先
の

「

九
愍
」

の

例
で

も
わ

か
る
よ
う

に
、

雲
は

押
韻
に

関
し

て

あ
ま

り
自

信
が
な
か
っ

た
よ

う
で

、

そ

れ

故
に

、

音
に

関
し
て

神
経
質
な
ほ

ど
厳
格
で

あ

っ

た
の

で

は
な
い

か

と
思
わ
れ
る

。

南

方
出
身
の

彼
に

と
っ

て

は
、

そ

の

音
が

「

楚
」

で

あ
る
こ

と

が、

非
常
に

気
に

な
っ

て

お

り、

ま

た
な
か

な

か
北

方
の

音

が
マ

ス

タ

ー
で

き

な
か
っ

た

ら
し
い

。

一

方、

兄
の

機

は
、

洛
に

出
て

か

ら

は

「

楚
」

の

音
を

残
し
な
が

ら

も、

北

方
出
身
の

文
人
（

王
粲
ら

）

の

作
品
を

参
考
に

し
て

、

北

方
の

音
を
ほ

ぼ

マ

ス

タ

ー

し
て

い

た
よ

う
で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に
、

張
華
や
劉

齟
に

よ
っ

て
、

そ
の

音
が
「

楚
」

で

あ

る
と
評
さ

れ
る

陸
機
で

あ
る

が
、

陸
機
自
身
は

そ

の

こ

と
を
あ
ま
り

気
に

し
て

い

な

い
。

思
う
に

機
に

は
、

自
分
こ

そ

が
『

楚
辞
』

の

流
れ
を

継
ぐ

者
で

あ
る
と

い

う
自

負
が

あ
り
、

韻
に

つ

い

て

も
楚
音
を
「

訛
」

と
は

思
っ

て

い

な

か
っ

た

の

で

あ

ろ
う

。

陸
雲
は

兄
に、

次
の

よ

う
に

言
っ

て

い

る
。

　
思

兄
常
欲

其
作
詩

文
、

独
未

作
此

曹
語

。

若
消
息
小
往
、

願

兄
可

試
作
之

。

　
兄

復
不

作
者、

恐
此

文
独
単
行
千
載
間

。

 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

こ

れ

ら

　
思
ふ

に

兄
は

常
に

其
の

詩
文
を
作
ら
ん

と
欲
す
る

も、

独
り
米

だ
此
脅
の

語

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

オ

こ

　
を

作
ら
ざ
る
の

み
。

若
し

消

息
小
し
く

往
か

ば、

願
は
く
は
、

兄

試
み
に

之

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

ひ

と

　
を

作
る

べ

け
ん

こ

と
を

。

兄

復
た

作
ら

ず
ん

ば
、

恐
ら
く
は

此
の

文
独

単
り

　
千
載
の

間
に

行
は

れ
ん

。

　
　

　
　

　
　

　
　
こ

れ
ら

　
つ

ま
り、

兄
は

「

此
曹
の

語
」

す
な
わ

ち
『

楚
辞
』

風
の

文
章
だ
け
は
ま

だ

作
っ

て

い

な
い

。

も
し
兄
が

作
ら
ね

ば
、

「

此
の

文
」

す
な

わ
ち
『

楚
辞
』

だ

け
が
千
載
の

間
に

行

わ
れ
る

で

あ
ろ

う
、

と

述
べ

る
。

雲
は

兄
を
『

楚
辞
』

の

後
継
者
と

見
て

お

り、

恐
ら
く
機

本
人
も
そ

の

よ

う
に

意

識
し
て

い

た
の

で

あ

ろ
う

。

「

『

文
賦
』

は
そ

の

が

音
が

、

楚
”

で

あ
る
が
、

私

は

改
め

な
い
」

と
、

曜

機
に

言
わ
せ

た

の

も、

そ
の

理
由
に

よ

る
も
の

と
思

わ
れ
る

。

　
さ

て

次
に
、

一

篇
の

構
成
に
つ

い

て

は
、

ど
の

よ

う
な
こ

と

を

問
題
に

し
て

い

る

で

あ
ろ
う
か

。

偶
一

篇
の

構
成

　

以

上
の

よ
う
に
、

機
雲
兄
弟
は

、

語
や

句
に

気
を

配
り
な
が

ら
、

一

篇
の

文

章
を

作
り
上
げ
て

ゆ
く

が
、

彼
ら
は

数
百

字
に

も
及
ぶ

夊
章
を

、

一

体
ど
の

よ

う
な

順
序
で

作
っ

て

い

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

そ

の

こ

と

を
示
す
資
料
と

し
て
、

次
の

も
の

が

あ
る

。

　

四

言
五

言
非
所
長

、

頗
能
作
賦

。

為
欲

作
十
篇
許
小

者、

以
為
｝

分、

生

於

　

愁
思

。

鋤

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

い

さ
さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
怛

め

　

　

　

ば

か

　

四
言
五

言
は

長
ず
る

所
に

非
ず
、

頗
か

能
く

賦
を
作
る

。

為
に

十
篇
許
り
の

　

小
者
を

作
り

、

以
て
一

分
と
為
さ
ん
と

し
、

愁
思
を

生
ず

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

 

　
こ

れ
に

よ
る

と
、

陸
雲

は
四
言
・

五

言
の

詩
は

苦
手
で

あ
る

が
、

賦
は
少
し

は

ま

し
に

作
れ
る
、

と

言
い
、

以
下

、

そ

の

作
り

方
を

具
体
的
に

示

し

て

い

る
。

つ

ま
り
、

先

ず
い

く
っ

か
の

ま
と
ま

り
を

作
っ

て

お
い

て
、

そ

し

て

そ

れ

ぞ
れ

を

作
品
の

部
分
と
し

、

後
で
一

篇
の

作
晶
に
ま
と

め
上

げ
て

い

っ

た
よ
う

で

あ
る

。

ま
た

、

　
「

歳
暮
賦
」

、

甚
欲
成
之
、

而

不
可
自
用

。

得
此
百

数
十
字

。

今
送

。

 

　
「

歳
暮
の

賦
」

、

甚
だ
之

を
成
さ
ん

と

欲
す
る

も
、

而
も
自
ら
用
ふ

べ

か
ら

　

ず
。

此
の

百
数

十
字
を
得
た

り
。

今
送
る

。

と
、

「

歳
暮
の

賦
」

を
完
成
さ
せ

よ
う
と
思

う
の

だ
が
、

う
ま
く

出
来
な
い

。

こ

の

百

数
十
字
を

得
た

の

で
、

同
封
す
る

、

と

言
っ

て

い

る
こ

と
か

ら

見
て

、

凡
そ
百

数
十
字
く

ら
い

の

ま
と
ま

り
を
、

各
々

の

部
分
に

し
て

い

た

よ

う
で

あ
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る
。

ま
た
、

こ

の

こ

と
の

旁
証
に

な
り

得
る

の

が
、

す
で

に
一

部

引
用

し

た

「

南
征

賦
」

の

草
稿
で

あ
る

。

こ

れ
は

恐
ら
く

、

陸
雲

が
兄
に

添
削
を

依
頼
し

た

際
に

、

手
紙
に

同
封
さ
れ
た

も
の

と
思

わ
れ
る
が
、

当
時
は
こ

の

よ
う
に
、

手
紙
に

詩
文
を

同
封
し
て

、

添
削
を
依

頼
し
て

い

た

ら
し
い

。

さ
て

こ

の

草
稿

で

あ
る

が、

「

南
征

賦
」

の

一

部

分
で
、

一

九
一

字
か
ら
成
っ

て

お
り
、

先
の

百
数
十
字
と
い

う
の

と
ほ

ぼ
一

致

す
る

。

こ

の

よ

う
に

、

先
ず
百
数
十
字
く

ら

い

の

ま
と
ま

り
を
い

く
つ

か

作
っ

て

お

い

て
、

後
で

そ

れ
を

組
み

立
て

て
、

冖

篇
の

作
品
に

ま
と

め
上

げ
て

い

た
よ

う
で

あ
る

。

　

作
品
の

構
成
に

っ

い

て

の

添
削
を

、

先
の

「

南
征
賦
」

の

草
稿
を
例

と
し

て

見
て

み
よ

う
。

こ

の

篇
は
、

さ
ら
に

四
っ

の

部
分
か
ら

構
成
さ

れ
て

い

る
。

す

な

わ
ち、

 
戦
い

の

よ

う

す
　
 
戦
い

の

終
る

よ

う
す
　
 

帰
還
の

よ

う
す

 
帰
還
の

よ

う
す

（

進
軍
の

よ

う
す
）

の

四
つ

の

部
分
で

あ
る

。

　

 
爾
乃

使
熊
羆
之
士、

漉
闕
之

将
。

　

　
雄
声
泉
踊

、

逸
気

風
亮

。

　

　
超
三

軍

以
奔．
属

、

費

餘
勇
以
成
壯

。

　

　
兆
洪
音
於
寂
寞

、

先
無
声
而
高
唱

。

　

 
元
兵
時
、

紛
若
屯
雲

、

煥
若

績
波

。

　

　
授
教
斯

謐、

静
言
勿
譁

。

　

　
厳
鼓
隠

其
雲
戒、

万
夫
翕
而
威

和
。

　
「

治
安
歩

以
止

立
、

応
金

奏
而
摩
戈

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
ロ

　
む

　

　
進
總
干

以
乗
言

、

退

揮
旅
而
星
羅

。

　

 
礼
既
畢
、

帰
旅
将

振
。

　

　
尋

繁
員
転

、

因
瀬
藍
旋

。

　

　
若
疾
流
之

繞
駿
沈、

驚
飃

之

靡
狂
匳
凵

　

 
羊
腸
転

時
、

命
屏
翳
以

夕
降、

式
飛

廉
而
朝
興

。

　

　
漆
蒙

雨
而
後
溶

、

景
帯
天
而
先

澄
。

　

　
陪
峻
臣

於
彫

輅
、

列
名
僚
於
後
乗

。

　

　
猛
将
起

而
虎
囎

、

商
風
肅
其
来
応

。

　

　
士

憑
勢
而
響
籔

、

馬

嘘
天
而

景
凌

。

　

 
の

部
分
は

 
を

承

け
て
、

兵
士
の

帰

還
し
て

行

く
よ

う
す
と
考
え
ら

れ
る

が
、

ま
た
「

羊
腸
と

し
て

時
を
転

じ
」

て
、

再

び
進
軍
し
て

行
く
よ

う
す
と
も

と
れ
よ

う
。

　
さ

て
、

草
稿
で

は

こ

の

よ

う
な

構
成
に

な
っ

て

い

た

も
の

が
、

兄
と
の

添

削

を

経
た

後
の

完
成

稿
で

は
、

大
き

く
変
わ
っ

て

し
ま
っ

て

い

る
。

す
な
わ
ち

草

稿
の

 
の

部
分
が
、

完
成

稿
で

は

冒
頭
の

「

羊

腸
転
時
」

の

四

字
を

省
い

て

 

の

前
に

置
か

れ
、

進
軍
の

よ

う
す

と
し
て

使
わ
れ
て

い

る
。

そ

の

理

由
を

考
え

る

に
、

こ

の

 
の

部
分
を
帰
還
の

よ

う
す
に

と
れ

ば
、

は
じ
め
の

「

屏
翳
」

「

飛

廉
」

と
い

う

神
々

の

登

場
が

、

帰
還
の

場
面

と
し
て

は
ふ

さ
わ

し
く
な
い

と

考

え
た

兄
の

機
が

、

搆
成
に

手
を
入

れ
て

、

こ

の

部
分
を
そ
の

ま
ま
進

軍
の

場
面

に

置
き

換
え

た

も
の

と

思

わ
れ
る

。

と
い

う
の

も
、

従
来
の

伝
統
的
な

文
章
で

は
、

「

屏
翳
」

「

飛
廉
」

と
い

う
神
々

は
、

例
え

ば
『

楚
辞
』

に

お
い

て

は
、

天
上
界
へ

昇
っ

て

行
く
主

人
公
の

先
導

と
し

て
、

ま
た

楊
雄
の

「

羽

猟
賦
」

な

ど
に

お
い

て

は
、

狩
り
場
に

向
か

う
時
の

先

導

と
し
て

登

場

す
る

の

で

あ
っ

て
、

こ

れ
を
陸
雲
の

よ

う
に

帰
還
の

場
面
に

使
っ

た

の

で

は
、

今
ま

で

の

伝
統

的
な

文
章
構
成
法

と
合
わ
な

く
な
っ

て

し
ま

う
か
ら
で

あ
ろ

う
。

ま

た
こ

の

 

の

部
分
を
進

軍
の

よ

う
す
と

と
っ

た

場
合
は
、

い

っ

た
ん

帰
還

し
か

け
て
、

そ

の

後
い

ろ
い

ろ
な

事
が

あ
っ

て

再
び
進

軍
と
い

う
複
雑
な

筋

立
て

が
、

兄
の

機

に

は

気
に

入
ら
な
か

っ

た

の

で

あ
ろ
う

。

こ

の

よ
う
に
、

話
の

筋
が

変
え

ら
れ

た

完
成

稿
で

は
、

こ

の

 
の

後
に

、

「

臨
川

屯
於

広
陸

、

武
騎
被
乎

中
陵
」

と
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い

う
二

句
が
加
え

ら

れ
、

次
の

部
分、

す
な

わ
ち
出

陣
の

儀
式
が

行
わ
れ
る

場

面
へ

と、

み
ご

と
に

っ

な
が

れ
て

い

る
。

　

ま

た
、

草
稿
の

 
の

後
半
「

治

安
歩
以
止
立
」

か

ら

 
の

終
り
「

驚
賭

之

靡

狂
塵
」

ま
で

の

部
分

は
、

完

成
稿
で

は

す
っ

か

り
除
か
れ
て

し
ま
っ

て

い

る
。

も
っ

と

も
完
成
稿
の

「

南
征
賦
」

で

は
、

帰
還
の

よ

う
す
は

述
べ

ら
れ
て

い

な

い

の

で
、

こ

の

部
分
は

必
然
的
に

除
か
れ

る
は

ず
の

も
の

で

あ
る

。

そ
も
そ

も

「

南
征
賦
」

は
、

『

呉
書
』

陸
抗
伝
注
に

引
く
「

機

雲
別

伝
」

に
、

　

時
に

朝
廷
に

故
多
く

、

機
・

雲
並

び
に

自
ら
成
都
王

穎
と
結
ぶ

。

顯
は

機
を

　

用
て

平
原
の

相
と

為
し、

雲
を
済
河

内
史

と
す

。

尋
い

で

雲
を
右

司
馬
に

転

　

ず
。

甚
だ

委
佼
せ

ら
る

。

幾
く
も
無
く

し
て

長
沙
王

と
隙
を

構
へ

、

遂
に

兵

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
な

　

を

挙
げ
て

洛
を
攻
め

、

機
を
以
て

後
将
軍

と
行
し、

王
粹
・

牽
秀

等
の

諸
軍

　

二

十
万
を

督
せ

し
む

。

士
龍
は
「

南
征
の

賦
」

を
著
は

し、

以
て

其
の

事
を

　

美．
す

。

と
い

う
よ

う
に

、

陸
機
の

出
陣
に

際
し
て

の

も
の

で

あ
り
、

こ

れ
に

帰
還
の

場

面
を
入
れ
る

こ

と
は
、

や
は

り
ふ

さ

わ
し
く
な
い

で

あ
ろ
う

。

　

ま
た
、

削
ら
れ
て

し

ま
っ

た

部
分

（

 
の

後

半
と
 
）

の

直
前
の

二

句
は
、

完
成
稿
で

は

次
の

如
く
、

四

句
に

な

っ

て

い

る
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

絶

偶
寂
其
既

収
、

　

　
　

厳
鼓

隠
其
雲

戒、
　
　
　
　
　
　
　

万
夫
翕

而
咸

和
。

　

　
　

万
夫
翕
而
咸

和
。

　
　
　
　
　
　
　
　

厳
鼓
隱

而
重

戒
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ゆ

　

む

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

景
燧

曄
而
星

羅
。

　
こ

れ
を
見
る

と、

も
と
の

二

句
を
そ

の

ま
ま

利
用
し
て

、

そ

れ
ぞ
れ
に

別
の

句
を
加
え
、

全
体
と
し
て

四
句
に

し
て

い

る
。

句
数
を
増

す
際
に

は
、

こ

の

よ

う
な

方
法
を

と
っ

て

い

た
の

で

あ

ろ
う

。

ま
た

増
添
さ
れ
た
最

後
の

句
の

「

星

羅
」

と
い

う
語
は
、

先
に

削
ら
れ
て

し
ま
っ

た

部
分
に

あ
っ

た
語

で

あ
る

。

こ

の

他
に

も、

「

靡
戈
」

「

總
干
」

「

驚
飃
」

「

狂
塵
」

と
い
っ

た

語
が、

削
り

去
ら
れ
て

し
ま

わ
ず
に

、

完

成
稿
の

他
の

部
分
に

使

わ
れ
て

い

る
。

こ

の

よ
う

に
、

機
自
身
の

気
に

入
っ

た

語
、

好
き
な
語

は
、

削
っ

て

し
ま

わ
ず
に

、

そ

の

ま
ま

他
の

部
分

、

ひ

い

て

は

他
の

作
品
に

、

更
に

は

自

分
の

作
品
に

も
使
っ

て

い

っ

た
よ

う
で

あ
る

。

二

陸
の

作
品
の

聞
に

、

共

通
し
て

用
い

ら

れ
て

い

る

語

が

非
常
に

目
に

つ

く
の

も、

そ

の

こ

と
に
よ
る

の

で

あ
ろ

う
。

　

と
こ

ろ
で
一

篇

を

構
成
す
る

文
章
の

長
さ

に

つ

い

て

陸
雲
は

、

あ
ま

り
長

く

な
い

方
が
よ
い

と

考
え

て

い

た
。

そ

の

た
め
、

兄
の

文
章
が

長
す

ぎ
る
こ

と
が

気
に

入

ら
ず、

い

く
ら
か

遠
慮
し

な

が

ら

も、

そ

の

点
に

つ

い

て

た

び
た

び
不

満
を
も

ら
し
て

い

る
。

　

「

二

祖
頬
」

、

甚
為

高
偉

。

雲
作
雖

時
有
一

佳

語、

見
兄

作
、

又

欲

成
貧
倹

　

家
。

無

縁
当
致
兄
此
謙

辞、

又

雲

亦
復
不

以
苟

自
退
耳

。

然
意

故
復

謂
之

微

　

多
。

　
瞬

民

不
輟
數
”

［

句、

謂
可
省

。

 

　

「

二

祖
の

頬
」

は
、

甚
だ

高
偉
為
り

。

雲
の

作
　
時
に
冖

佳
語

有
り

と
雖
も、

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ま

さ

　

兄
の

作
を

見
れ

ば、

又
た

貧
倹
家
と
成
ら
ん

と

す
。

当
に

兄
に

此
の

謙
辞
を

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
ま

　
　
　
　
　

　

　

み
つ

か

　

致

す
べ

き
に

縁
無
く、

又

た

雲

亦
復
た

以
て

筍
も
自
ら
退
か

ざ
る

の

み
。

然

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
や

　

れ
ど

も
意
　
故
よ

り

復
た

之

を

微
や

多
し
と

謂
ふ

。

　
い

民
不

綴
數
”

の
［

句

　

は
、

省
く
べ

き
と

謂
ふ

。

　
「

二

祖
の

碩
」

は
、

言
う
こ

と
は
な
い

立
派
な
作

品
で

あ
る

。

自
分
な

ど
は

時
々

「

佳
語
」

を

持
っ

て

は

い

る
が

、

兄
に

比
べ

る

と、

何
も

持
た

な
い

貧
乏

人
に

な
っ

た
よ

う
だ

。

兄
に

こ

ん

な

謙

辞
を
言
う
べ

き
で

は
な
い

し、

自
分
も

遠

慮
す
る

こ

と
は
し
な

い

が
、

し
か
し

、

や
は

り
少
し
長
す
ぎ

る

よ

う

で
、

「

民
不
輟
藪
」

の
一

句
は
、

省
い

た

方
が
よ

か
ろ
う
。
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兄
文
章
之

高
遠
絶

異
、

不

可
復
称
言

。

然
猶

皆
欲
微

多
。

但
清
新
相
接
、

不

　

以

此
為
病

耳
。

若

復
令
小
省、

恐

其
妙
欲
不

見
、

可
復
称
極

。

不
審
兄

由
以

　

為
爾
不

。

 

　

兄
の

文
章
の

高
遠

絶
異
な

る
は

、

復
た

称
し
て

言
ふ

べ

か

ら
ず

。

然
れ

ど
も

　

　

　

　
　
や

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　へ
い

　

猶
ほ

皆
な

微
や

多
か
ら
ん

と
す

。

但
だ
清
新
相
ひ

接
す
れ

ば、

此
を
以
て

病

　

と
為
さ

ざ
る
の

み
。

若
し

復
た

小
し
く

省
か
し

め

ば
、

恐

ら
く
は

其
の

妙

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

な
　

　
　

　
レ
か

　
　

　
　

　
　

　
い

な

　

復
た

極
と
称
す
べ

き
を

見
ざ
ら
ん

と
す

。

兄
の

由
ほ

以
て

爾

り
と

為
す
や

不

　

や

を
審
ら
か

に

せ

ず
。

　

兄
の

文
章
は
こ

の

上

も
な

く
す
ば

ら
し
い

が
、

ど
れ
も

少
し

長
す
ぎ
る

よ

う

だ
。

た

だ
「

清
新
」

さ

が

あ
る
の

で

欠
点
に

は
な
っ

て

い

な
い

が
、

も
う

少
し

短

く

す
れ
ば

、

他
人
も
ま
ね

る
こ

と
の

で

き
な
い

ほ

ど
立
派
な

作
品
に

な

る
で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

よ

う
に
、

弟
の

雲
に

そ
の

文
章
が

長

す
ぎ
る

と
指
摘
さ

れ
る
陸
機
で

あ

る

が
、

彼
自
身
も
「

文
賦
」

の

中
で
、

　

辞
達
し
て

理
挙
が

ら
ん
こ

と
を

要
す、

故
に

冗
長

を
取
る

こ

と
無
し

。

と
、

長
っ

た

ら
し
い

文
章
は
よ

く
な
い

と．
言
っ

て

は
い

る
。

た

だ
陸
機
の

長
さ

の

概
念

は、

雲
の

そ

れ
と
は
、

か
な

り
異
な
り
が

あ
っ

た

よ

う
で

あ
る

。

『

文

心

凝

龍
』

で

も、

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
も

と

　

陸
機
は

才
は

深
を

窺
は
ん

と
し

、

辞
は

広
を

索
め

ん

こ

と
に

務
む

。

故
に

思

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
む

　

む
　

む
　

む

　

む

　
ひ

は

能
く
巧
に

入

れ
ど

も
、

繁
を

制
せ

ず
。

士
龍
は
朗

練
に

し
て

、

識

を
以

　

　

　

　
れ

だ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
む

　
む

　
む

　
む

　
む

　
　

　

て

乱
を

検
す

。

故
に

能
く
采
を

布
く
こ

と
鮮

浄
に

し
て

、

短

篇
に

敏
な

り
。

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
（

才
略
）

と
、

陸
機
の

文
章
は
、

思
考
は

巧
み
で

あ
る
が

繁
多
で

あ

り
、

陸

雲

の

文

章

は
、

新
鮮
清
浄
で

短

篇
に

す
ぐ
れ
て

い

た

と
、

作
品
の

長
さ
に

つ

い

て
、

兄

弟

を

対
照
的
に

捉
え
て

い

る
。

　
陸
雲
は
ま
た
、

具
体
的
に

作

品
の

長
さ

を
示
し
て
、

次
の

よ

う
に

述
べ

る
。

　
有
作
文
唯
尚

多、

而
家
多
狸
羊
之

徒
。

作
「

嬋

賦
」

二

千

饑

言
、

「

隠

士

　
賦
」

三

千
餘

言
。

既
無
藻
偉
体、

都
皀
不

似
事

。

文
章
実
自
不

当
多

。

 

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

か

　
文
を
作
る
は

唯
だ

多
き
を

尚
ぶ

こ

と
有
る

の

み

に

し

て
、

家
に

猪
羊
の

徒
多

　
し

。

「

蠅
の

賦
」

二

千
餘
言

、

「

隠
士
の

賦
」

三

千
餘
言

を

作
る

。

既
に

藻

　
　
　
　
　

　

　
す

べ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
こ

と

　

ま

さ

　
偉
の

体
無
く

、

都

自
て

事
に

似
ず

。

文
章
は

実
自
に

当
に

多
か

る

べ

か

ら

　
ず

。

　
文
章
は
た
だ

長
け
れ
ば
い

い

と
い

う
文
章
家
が

多
く、

二

千
字
・

三

千

字
も

あ
る

も
の

を
作
っ

て

い

る
。

こ

う
な

る
と

「

藻
偉
」

（

か
ざ

り
た

て

た

美
し
さ
）

が
無
い

ば
か
り
で

な

く
、

賦

と
は
思
え
な
い

も
の

に

な
っ

て

し
ま

う
。

文
章
は

本
当
に

長
く
な
い

の

が
い

い
、

と
言
う

。

実
際
に

陸

雲
の

作
品

を
見
て

も
、

賦

で

最

も
長
い

も
の

は

「

南

征
賦
」

の

七
二

二

字
で

あ

り、

他
の

作
晶
は

ど

れ
も

五
百
字
前
後
の

も
の

ば
か
り
で

あ
る

。

と
こ

ろ
が

、

例
え

ば
『

文
選
』

に

収
め

ら
れ
る

機
の

「

文
賦
」

は
一

五
五

Q
字

、

潘
岳
の

「

西
征
賦
」

と
も
な
れ

ば、

四
三

六
六
字
の

長
大
な

作
品
で

あ
る

。

陸
雲
と
し
て

は
、

た

だ

長
い

だ

け
の

夊

章
に

は

価
値
を

認
め

ず
、

短
く
引
き

締
っ

た

文
章
を
理

想
と
し
て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

　

　
 
丈
章
の

「

清
」

と

「

情
」

　
以

上、

陸
雲

と
陸
機
の
、

語
・

句
・

文
章
構
成
そ
れ

ぞ

れ
に
つ

い

て

の

考
え

を
見
て

き
た

が
、

こ

こ

で

は
文

章
の

「

清
」

と
「

情
」

に

関
す
る
両

者
の

意
見

を
窺
っ

て

み
る
こ

と

に

す
る

。
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1
．

「

清
」

　
陸
雲
は
兄
の

作
品
に

つ

い

て
、

て

い

る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ロ

　

む

　
○
省
「

述
思
賦
」

、

流
深

情
至

言
、

実
為
清
妙

。

　
　
　
　
　
　
　

　
む

　

ゆ

　
O
「

弔
蔡
君
」

、

清
妙
不

可
言

。

團

　
　
　
　
　
　
　

　
　
む

　
　

む

　
○
「

漏
賦
」

、

可
謂
清
工

。

 

　
　
　
　
　
　
　

　
　
む

　
　

む

　
O
兄
「

園
葵
詩
」

、

清
工

。

 

　
○
「

丞

相
賛
」

云
、

　
抑

披
結
散

紛
辞
中
原
”

、

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
O
　

O

O
兄
「

丞
相
箴
」

小

多、

　
こ

れ

ら
の

例
を
見
る

と
、

し
ば
し
ば
「

清
」

の

つ

く

語
で

批
評
を

下
し

｛8〕

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
む

　　
む

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

不
清

利
。

團

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

不
如
「

女
史
」

清

約
耳

。

 

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

陸
雲
は

「

清
」

と
い

う
こ

と

を
、

文
章
の
、

主

と

し

て

表
現
に

つ

い

て

の

必

要
条

件
と
し

て

考
え

て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

「

清
」

な

る
文
章
に

つ

い

て
、

雲

は

次
の

よ
う
に

言

う
。

　
　
　
　
　
　
　

　
む
　
　

む

　
雲
今
意
視

夊
乃

好
清

省、

欲

無
以
尚

。

意
之
至

此
、

乃
出

自
然

。

張
公
在
者

　
必

罷、

必

復
以
此
見

調
。

鱒

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
む

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
く
は

　
雲
は

今
　
意
に

文
を

視
る

に

乃

ち
清
省
を

好
み、

以
て

尚
ふ

る
こ

と
無
か
ら

　
ん

と
欲
す

。

意
の

此
に

至
る

や
、

乃
ち
自

然
に

出
づ

。

張
公
も
し

在
ら
ば

、

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

み

と

　
必

ず
罷
め
ん

も
、

必

ず
復
た

此
を

以
て

調
め
ら
れ
ん

。

　
す
な

わ
ち
、

雲
は

「

清
省
」

な

る
文

章、

言
い

換
え

れ
ば
「

繁
」

で

な
い

も

の

を

理
想
と

し
て

お

り
、

そ

う
し

て

「

清
省
」

と
い

う
こ

と

を
心
が

け
て

お

れ

ば
、

自
然
な

文
章
が

で

き
る

の

だ
と

言
う
。

そ
し
て

、

張
華
が
生
き
て

い

た
な

ら
ば
、

そ
の

よ

う
な

文
章

を
否
定
す
る

で

あ
ろ

う
が

、

同
時
に

ま
た

、

そ
の

故

に

こ

そ
、

私
の

文
章
を
認
め

て

く
れ
る

で

あ
ろ

う、

と
言
う

。

そ
こ

に

は
陸

雲

の
、

自
分
の

文
章
観
に

対

す
る

自
信
の

ほ

ど
を

窺
う
こ

と
が

で

き
よ

う
。

　
こ

の

よ

う
に
、

「

清

省
」

な
る

文

章

を

理

想
と

す
る

雲
に

と
っ

て
、

「

綺

語
」

が

多
く
、

文
体
が

繁
雑
で

長
く

、

と
か

く
「

清
」

の

要
素
に

欠
け
る

傾
向

に

あ
る

兄
機
の

文

章
は

、

い

つ

も
気
に

な
っ

て

い

た

と
み
え
て

、

先
に

挙
げ
た

よ

う
に

、

常
に

「

清
」

と
い

う
こ

と

を

持
ち
出
し
て

批
評
を
加
え

て

い

る
が
、

も

う
少
し
具
体
的
に

そ
の

批
評

を
見
て

み

よ
う

。

　

陸
雲
は
兄
の

「

文
賦
」

に

つ

い

て
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

　

　
じ

　
「

文
鼠
」

甚
有
辞

、

綺
語
頗
多
、

文
適
多
体、

便
欲
不
清

。

働

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
雫

　
　
　

　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
「

文
賦
」

は

甚
だ

辞
有
る
も

、

縞
語
頗
や

多
く、

文
は

適
に

体

多
く、

便
ち

　
ロ

　
　

む
　
　

む
　　
む

　　
む

　
　

む

　

清
な

ら

ざ
ら
ん

と

す
。

と
、

表
現
が

豊
か
で

「

綺
語
」

が

多
く

、

文
章
は

叙
述
の

「

体
」

が

煩
わ
し
く

て
、

「

清
」

で

は
な

い
、

と

評
し
て

い

る
。

確
か

に

「

文
賦
」

を

見
る

と
、

実

に

様
々

な
「

体
」

に

よ

っ

て

構
成
さ

れ
て

い

る
。

先
ず
書
き

出
し
は
、

六
字

句

が

十
四

句
続
い

た

後
、

　

　
其
始
也、

皆
収
視
反
聴
、

耽
思

傍
訊

。

　

精
驚
八
極
、

心

遊
万
仞

。

　

　
其
致
也

、

情
瞳
瓏
而

彌
鮮

、

物
昭

晰
而
互
進

。

　

傾
群
言
之

瀝

液、

漱
六

藝
之

芳
潤

。

　

浮

天
淵
以

安
流
、

濯
下
泉

而
潜
浸

。

　

　
於
是
沈

辞
怫
悦

、

若
遊
魚
銜
鉤
而
出
重

淵
之

深
。

　

浮
藻

聯
翻

、

若

翰
鳥

纓
鐓
而
墜

曽
雲
之

峻
。

　

収
百

世
之

闕
文
、

採
千
載
之
遺

韻
。

　

謝

朝
華
於
B
披、

啓
夕
秀

於
未

振
。

　

観

古
今
於

須
臾
、

撫

四
海

於
一

瞬
。

　

　
然
後
選
義
按
部

、

考

辞
就
班

。

　

抱
景
老
威

叩、

懐
響

老
畢

弾
。
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或
因
枝
以

振
葉

、

或
沿
波
而
討
源

。

　
或
本
隠

以
之

顕
、

或
求
易
而
得
難

。

　
或
虎
変
而
獣
擾

、

或
龍
見
而
鳥
瀾

。

　
或
妥
帖
而
易
施

、

或
岨

賠
而
不

安
。

と
、

「

其
始
胞
」

「

其
致
也
」

「

於

是
」

「

然
後
」

の

下
に

、

そ

れ
ぞ
れ

四
字

句
、

六
字
句

、

四
字

・

十
一

字
句、

六
字
句、

四

字
句

、

五

字
句
と

目
ま

ぐ
る

し

く
変
化
し

、

そ

の

後
に

「

或
〜

」

の

形
の

六
字
句
が
八
句

も
続
く

。

こ

の

よ

う
な

叙

述
の

「

体
」

の

目
ま

ぐ
る
し
い

変

化

を
、

陸
雲

は
「

体

多
」

く
し
て

「

清
」

で

な

い

と
言
う
の

で

あ
ろ
う

。

陸
雲
の

賦
で

は
、

ま

ず
こ

の

よ

う

な
も

の

は
見
ら
れ
な
い

。

彼
の

賦

は
そ
の

ほ

と
ん
ど
が

、

四

字
句、

六
字

句
の

繰
り

返
し

で

あ
り

、

形
式
と
し
て

は
単
調
で

あ
る
が
、

ど
れ

も
五

百
字
前
後
の

短
篇

の

た

め
に
・

そ
の

単
調
さ

を
感
じ
さ
せ

な

い

の

で

あ
ろ
う

。

長
大
な

作
品
で

あ

れ

ば
、

「

体
」

の

変
化
や
「

新
奇
」

な

語
、

「

綺
語
」

に

ょ
っ

て
、

そ

の

長
さ

が

気
に

な

ら
な
い

よ

う
に

カ
バ

ー

し
な

け
れ
ば
な

ら
ず

、

雲
に

は
そ

れ
は
不
得

手
で

あ
っ

た
。

　
さ

て
・

こ

の

よ

う
な
「

文
賦
」

に
つ

い

て

『

文
心

雕

龍
』

で

も、

「

陸
の

賦

は

巧
な
る

も
砕
乱
な

り
」

　
（

序
志
）

と
批
評
し
て

い

る
が
、

そ

れ
は

陸
雲
の

指

摘
し

て

い

る
よ

う
な

こ

と

を
指
し
て

い

る
の

で

あ
ろ

う
。

　
兄
に

対
し
て
、

雲
は
ま
た

次
の

よ

う
に

言
う

。

　
兄
往
日

文
、

雖
多
瑰

鑠、

至

於
文
体

、

実
不

如

今
日

。

20

　
兄
の

往
日
の

文
は

、

理
鑠
多
し

と
雖
も

、

文
体
に

至

り
て

は
、

実
に

今
日

に

　
如
か

ず
。

　
兄
の

昔
の

文
章
は

、

「

瑰
鑠
」

　
（

き
ら

び
や

か
で

目
新
し
い
）

な

言
葉
は

多

い

の

だ
が
・

叙

述
の

体
は

今
の

も
の

に

及
ば
な
い

、

と
言
い

、

同
じ
手
紙
に

、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
む

　

む

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
　

む

　
張
公

文
無
他
異

、

正
自
情
省

、

無
煩
長

。

作
文
正
爾

、

自
復
佳

。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

まロし
し
こ
　

　

　

む

　

む

　

　
　

　

　
　

　

　

む
　

ロ

　
張
公
の

文
は
他

異
無
き

も
、

正

自
に

清
省
に

し
て

煩

長
無
し
。

文
を

作
り
て

　
　
　
　
　
　
お

の

つ
か

　
　

レ

か

　
正
に

爾
ら
ば

、

自
ら

復
た

佳
な

り
。

　
張
華
の

文
章
は
「

情
省
」

で

「

煩
長
」

な

所
が
無
く
、

そ

れ
で

立
派
な

作．
品

た

り
得
て

い

る
で

は
な

い

か
、

と
言
う
。

　
「

煩
長
」

と
は

、

別
の

所
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
む
　

ロ

　
尋
得
李
寵
「

勧
封

禅
」

草
。

信
自
有
才、

頗
多
煩
長

耳
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ま
こ

と

　
尋
い

で

李
寵
の

「

封
禅
を
勧
む
る
」

の

草
を
得
た

り
。

信
自
に

才
有
る
も
、

　
や

　
　
む

　
ロ

　
頗
や

煩
長
多
き
の

み
。

　
李
寵
の

「

封
禅
文
」

の

草
稿
を

手
に

入

れ
た

。

本
当
に

才
の

有
る

も
の

で

あ

る

が
、

少
し

「

煩
長
」

な

所
が

目
に

つ

く
、

と
あ
る

の

を
参
考
に

す
れ
ば

、

ご

た
ご
た

と

長
っ

た

ら
し
い

こ

と
を

言
う
の

で

あ
ろ

う
が

、

そ
の

よ

う
な

所
の

無

い
、

引
き
締
っ

た

文
章
こ

そ
、

陸
雲
が

兄
に

望
む

も
の

で

あ
っ

た
。

　
陸
雲
と

陸
機
の

こ

の

よ

う
な
違
い

に

っ

い

て

は
、

『

文
心

睡
龍
』

で

も、

　
　
　
　
　
ま

さ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

む

　
ロ

　
む

　
士
衡
の

才
優
る
が

如
き
に

至
っ

て

は
、

辞
を
綴
る
こ

と

尤
も
繁
に

、

士
龍
は

　
　
　
　
　
　
　
　
も

と
よ

ゆ

　
む

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
し

ほ

し

　
慝
ひ

劣

れ
ど

も、

雅
り
清
省
を

好
む

。

雲
の

機
を
論

ず
る

に

及
び

、

　
“

亟
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
へ
い

　
其
の

多
き
を

恨
む

も
、

清
新
相
ひ

接
す
れ
ば

、

以
て

病
と
為
さ
ず
”

と

称
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

つ

と

　
る
は
、

藍
し
友

于
を
宗
び
し
の

み
。

　
（

鎔
裁
）

と
、

陸
機
の

「

繁
」

と
陸
雲
の

「

清
省
」

と
を

対
照

的
に

捉
え
て

い

る
。

　
「

亟

恨

其
多
」

と
は
、

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に

、

機
の

作
晶
が
長

す
ぎ
る
こ

と
に

対

す
る
不

満
で

あ

る
が

、

そ
の

「

多
」

す
ぎ
る
中
に

も
、

表
現
に

「

清

新
」

さ

が

あ
る
か

ら
こ

そ
、

そ

の

欠
点
が
補
わ
れ
て

い

る
の

だ

と
言
う

。

　
2
．

「

情
」

陸
雲
に

は
、

「

九
愍
」

と
い

う
作
晶
が

あ
る

。

そ

の

序
に

、
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お

こ

　
昔

、

屈
原
　
放
逐
せ

ら
れ
て
、

「

離
騒
」

の

辞
興
る

。

今
よ

り
古
に

及
ぶ

ま

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

お

も

　
で

、

文
雅
の

士、

其
の

情
を
以
て

、

其
の

辞
を

玩
び

、

意
ひ

を
表
は
さ

ざ
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
つ

　
は

莫
し
。

遂
に

作
者
の

末
を

厠
ぎ
て

「

九
愍
」

を

述
ぶ

。

と
い

う
よ

う
に
、

こ

の

「

九
愍
」

は
、

屈
原
の

意

を
継

ぐ
も
の

で

あ

り、

特
に

『

楚

辞
』

の

九

章
に

倣
っ

て

作
っ

た

も
の

で

あ
る

。

と
こ

ろ
で

、

こ

の

「

九

愍
」

の

添
削
を
め

ぐ
っ

て

の

議
論
が
展

開
さ
れ
て

い

る
手
紙
が

あ
る

。

雲
再
拝

。

誨
「

九
愍
」

如

所
勅

、

此
自
未
定
、

然

雲
意
自
謂

、

「

故
当
是
近

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
り

　
む

　
ゆ

　
ロ

所
作
上
近
者
凵

意
又

譫、

「

其
与
漁
父
相
見
以

下
尽

篇
為
佳
巳

謂
兄
必

許
此

條
。

而

淵
弦
意
呼
作
脱

可
行
耳

。

至
兄

唯
以

此
為
快

。

不

知
雲
論

文、

何
以

当
与
兄
意

、

作
如

此
異

。

此
是
清
文、

但
本
少

惰、

而
頗
能
作
氾

説
耳

。

又

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
　
む
　

　

む
　
　
　

見
作
「

九
」

者
、

多
不
祖
宗
原
意

、

而
自
作
 

家

説
。

唯
兄

説
、

h ．
与
漁
父

む

　

む

相
見
、

又

不
大

委
曲
尽
其
意
ロ

雲
以
原

流
放
、

唯

見
此
一

入、

当
為
致

其
義

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
む

　

む

　

む

　
む

深
自
謂
佳

。

願
兄

可
試
更
視
与
漁
父

相
見
時

。

語
亦
無
他

異、

附
情
而
言

、

恐

此
故
勝

淵
弦

。

兄
意

所
謂
不
善

、

願
疎
勅
其

処
緒

。

亦
欲

成
之

令
出

、

意

莫
更
感
如
悪
所
在

。

以
兄
文
、

雲
猶

時
有
所
能
得

言
、

雲

前

後

所

作
。

謹

啓
。

 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を
し

　

　
六

だ

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
み
つ

か

雲
再
拝

。

「

九
愍
」

を
誨
へ

て

勅
す

所
の

如
き
は
、

此
れ

自
ら
未

だ
定
せ

ざ

　
　

　
　

　
　

　
　

　

み
つ

か

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
ま

さ

る

も
、

然
れ
ど

も
雲
の

意
自

ら

謂
へ

ら
く

、

「

故
よ

り
当
に

是
れ
近
ご
ろ

作

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

む

　

ロ

　

む
　

　

る

所
の

上
近
な
る

べ

き

者
」

と
。

意
に

又
た

謂
へ

ら
く

、

「

其
の

漁
父
と

相

O

　
OO

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　

み

と

ひ

見
る

以
下
の

尽

篇
は

佳
為
り

」

と
。

兄
必

ず
此
の

條
を
許
め

ん

と
謂
ふ

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
な

而
る
に

淵
弦
は

、

意
　
脱
を

作
し

て

行
ふ

べ

き
と
呼
ぶ

の

み
。

兄
に

至
り
て

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
ま

さ

は

唯
だ
此
を

以
て

快
と

為
す
の

み
。

雲
の

文
を
論

ず
る

や
、

何
を
以
て

当
に

　

　
　

　
　

　
か

く

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
な

　

兄
の

意
と

、

此
の

如
き

異
を
作
す
か

を
知
ら
ず

。

此
れ
は

是

れ

情

文

な

る

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

な

　

も、

但
だ

本
よ

り

情
少
な

く
し
て

、

頗
る
能
く
氾
説

を
作

す
の

み
。

又

た

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
み

づ

か

　

「

九
」

を
作
る

者
を
見
る
に

、

多
く

原
の

意
を

祖
宗
と
せ

ず
し

て
、

自
ら
一

　

　
　

　
　
な
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ゆ

　
む

　
ロ

　
む

　
む

　
む

　
む

　

家
の

説
を

作
す

。

唯
だ

兄
は

、

「

漁
父
と

相
ひ

見
る

を
、

又

た

大

い

に

は

　
つ

ぶ

さ

　

委
曲
に

其
の

意

を
尽

さ

ず
」

と

説
く
の

み
。

雲
は

原
の

流
放
せ

ら
れ
て
、

唯

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

ま
さ

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
ふ

　

だ

此
の
一

人
を

見
る

の

み

を
以
て

、

当
に

其
の

義
を

致
す
と

為
す
べ

し
。

深

　
か

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
o

　
O
　
o
　
O
　
O

　
o

　
O

　

自
く
佳
と

謂
ふ

。

願
は
く

は
、

兄

　
試
み
に

漁

父
と
相
ひ

見
る

時
を

更
視
す

　
べ

け
ん
こ

と
を

。

語
に

亦
た

他
異
無
き

も、

情
を

附
し
て

言
ひ

た

れ

ば
、

恐

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ま

さ
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　

よ

　

ら
く
は

此
れ

故
よ
り

淵
弦
に

勝
ら
ん

。

兄
の

意

　
善
か

ら

ず
と

謂
ふ

所、

願

　

は

く
は
、

其
の

処
緒
を

疎
勅
せ
ん
こ

と
を

。

亦
た
之

を
成
し
て

出
だ
さ
し

め

　

ん

と
欲

す
る

も
、

意

　
更
に

悪
の

在
る

所
の

如
き
を

感
ず
る

莫
し

。

兄
の

文

　

　
　

　
　

　
　

　
な

　

を
以
て

す
ら
、

雲
猶
ほ

時
に

言
ふ

を

得
る

所
有
り

。

雲
の

前

後
し
て

作
る

所

　

を
や

。

謹
啓

。

　

右
に

ょ

る
と
、

陸
雲
は
、

自
分
の

作
品
は

よ
く
で

き
て

お

り
、

特
に

「

漁

父

と
相
ひ

見
る
」

こ

と
以
下

、

一

篇
の

終
り
ま
で

が

す
ば
ら
し
い

、

と
言
う

。

す

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む
　

む

な

わ
ち
陸

雲
は

、

漁
父
と
出

合
う
こ

と
を

言
う
こ

と
に

よ
っ

て
、

こ

の

文
章
に

「

情
」

を
も
り
込

も
う
と
し
た
の

で

あ
る

。

と
こ

ろ
が
兄
の

方
は
こ

れ
に

反

対

で
、

淵

弦
の

言
う
よ

う
に

、

「

漁

父
と
相
ひ

見
る
」

こ

と

を

省
い

た

方
が

い

い
、

と

考
え
て

い

た
。

た

だ
陸
雲
は

、

近
ご
ろ

の

「

九
」

の

作
者
は

、

曙
原
の

意

を
祖
宗
と
せ

ず
、

勝

手
に
一

家
の

説
を
成
し
て

お
り
、

自

分
の

作
品
の

「

漁

　

　
　

　
　

　
　
む

　

む

父
と
相
ひ

見
る
」

こ

と

こ

そ

が
、

曜

原
の

意
を

祖
宗
と
し
て

「

情
」

を

込
め

た

も
の

で

あ
る
、

と
主
張

す
る

。

「

情
」

と
は
、

そ
の

作
品
の

主
題
に

つ

い

て

作

者
の

懐
い

て

い

る
心

情
の

こ

と
で

あ
ろ

う
が
、

こ

の

「

情
」

を
い

か
に

作
品
に
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も

り
込
む
か

に

関
し
て

、

兄

弟
の

意
見
が

全
く
食
い

違
っ

て

い

る
。

　

陸
雲
は

さ
ら
に

別
の

手
紙
で

、

次
の

よ

う
に

言
う

。

　

「

九

愍
」

如
兄

所
誨
、

亦
殊
過

望
。

雲
意
自
謂
当
不
如
三

賦
。

椿
難

。

非
体

　
　

　
　

　
む

　
ロ

　
む

　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

　
む

　
む

　

中
所
長

。

欲
偏

周
流
、

雲
意

亦

謂
為
佳
耳

。

然

不
云
其

態
於
与

漁
父

。

働

　

「

九

愍
」

、

兄
の

誨
ふ

る

所
の

如
き
は

、

亦
た

殊
に

望
み
に

過

ぐ
。

雲
の

意

　
み

つ
か

　
　

　
　
　
　

ま

さ

　

自
ら
謂
へ

ら
く
、

当
に

三

賦
に

如
か

ざ
る

べ

し

と
。

情
は

難
し

。

体
中
の

長

　
　

　
　

　
　

　
　
あ

ま
ね

　
　

　
　

　
　

　
　
む
　

　
ロ

　
　

ロ
　

む
　　
　

　　
む

　

　
む

　
　

む

　

ず
る

所
に

非
ず

。

偏
く
周
流
せ

ん

と

す
る

は
、

雲
の

意
亦
た

佳
と

為
す
と
謂

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ゆ

　
む

　
む

　

　
　
　

ま

さ

　
ふ

の

み
。

然
れ

ど
も
其
れ
「

漁

父
と
」

よ

り
愈
る
と
は

云
は

ず
。

　
っ

ま

り
こ

こ

で

意

味
す
る
所
は
、

「

情
」

は
本

当
に

難
し
く
、

自
分
の

得
意

と
す
る

所
で

は
な
い

が
、

兄
が
「

偏
ね
く
周

流
せ
ん
と

す
」

る
こ

と
だ

け
を
言

い
、

「

漁
父

と
出

合
う
」

こ

と
を

言
わ
な
い

の

は、

そ

れ
は
そ

れ
で

よ
い

と

は

思

う
が
、

や
は

り
「

漁

父
と

（

相
ひ

見
る

）

」

こ

と
を

言
う

方
が
、

よ

り

す
ぐ

れ
て

い

る
、

と
い

う
如
く

考
え

ら
れ
る

。

と
す

れ
ば
陸
雲
は

あ

く

ま

で

も、

「

漁

父
と

相
ひ

見
る
」

と
い

う
事
柄
を

述
べ

る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ

の

心

情
を

表
現
し
よ

う
と

す
る

の

で

あ
る

が
、

兄
の

方
は
、

そ

の

よ

う
な

事
柄
を

言
わ

ず

に

心

情
を

述
べ

る
の

が

望
ま
し
い

と

言
う

。

恐
ら

く
事
柄
に

よ

ら
な

く
て

も
、

語
句
や

表
現
の

工

夫
に

よ
っ

て

「

情
」

を

も
り
込

む
こ

と
が
で

き
る

と

考
え
る

た
め

で

あ
ろ

う
。

こ

の

よ

う
に
、

兄

弟
の

間
で

添

削
が

繰
り

返
さ

れ
て

出

来
上

が
っ

た
「

九
愍
」

で

あ
る

が
、

陸
雲
は

自
分
の

意
見
を
押
し
通
し
た

と
見
え
、

「

陸
士
龍
文
集
」

所
収
の

も
の

は
、

「

遇
漁
父
之

戻
止
、

興

講
言

而
来
憩
（

漁

父
の

戻
止

す
る
に

遇
ひ
、

講
言

を
興
し
て

来
り

憩
ふ
）

」

云
々

の

よ

う
に

な
っ

て

お

り
、

漁

父
と
の

出
合
い

を

述
べ

て

い

る
。

　
陸

雲
が
「

情
言
し

が

苦
手
で

あ
っ

た
こ

と
は

、

別
の

手
紙
に

も
次
の

よ

う
に

あ
る

。

　
む

　

ロ

　

情
言
深
至
、

述
思

自
難
希

。

 

　
o

　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
ね

が

　

惰
言
深
く

至
れ
ば

、

思
ひ

を
述
ぶ

る

こ

と
自
ら

希
ひ

難
し

。

　

あ
ま

り
に

心

情
の

こ

も
っ

た

言

葉
ば
か

り
を

連
ね

る
と

、

自
分
の

思
い

を
そ

の

ま

ま

に

述
べ

る

こ

と
は

難
し
く
な

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

、

と
。

し

か
し
陸

雲

は
、

不
得
手
な
「

情
言
」

を
何
と
か

こ

な
そ

う
と

す
る

努
力

も
一

方
で

は
し
て

い

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

　

往
日

論
文
、

先

辞
而

後
債、

尚
黎
而
不

取
悦
沢

。

嘗
憶
兄

道
張

公

父

子

論

　

文
、

実
自
欲
得

。

今
日

便
欲
宗
其
言

。

 

　

往
日

　
文
を
論

ず
る
や
、

辞
を
先
に

し
て

情
を
後
に

し
、

黎
を

尚

び
て

悦
沢

　
　

　
　

　
　
つ

ね

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

ま

こ

と

　

を
取
ら

ず
。

嘗
に

憶
ふ

、

兄
の

張
公

父
子
の

文
を

論
ず
る
は
、

実
自
に

得
ん

　
　

　
　

　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
れ

つ

と

　
と
欲

す
と

道
ふ

を
。

今
日

便
ち
其
の

言
を
宗
ば
ん
と

欲
す

。

　

す
な

わ
ち

、

以

前
は

「

辞
」

っ

ま

り

表
現
の

方
を
先
に

し
て

、

「

情
」

は
後

回
し
に

し
て

い

た

が
、

兄
が

張
華
ら
の

文
章
論
を
話

す
の

を
聞
い

て
、

そ

の

考

え

を
改
め
た
、

と
言
う

。

言
う
ま
で

も
な

く、

適
度
な

「

情
」

は
文
章
に

は
不

可
欠
な

要
素
で

あ
る

。

　
『

文
心

雕
罷
』

に

も、

　
　

t
め

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☆
め

　
済
の

為
に

す
る
者
は
、

要
約
に

し
て

真
を
写
し
、

文
の

為
に

す
る

者
は
、

淫

　
　

　
　

　
　

わ

づ

ら

　
麗
に

し
て

濫
に

煩
ふ

。

　
（

情
采
）

と
、

自
分
の

心

情
を
表
現

す
る
た

め
の

文
章
は
、

簡
潔
で

よ
く

真
実
を
写
し
て

い

る
が

、

美
文
の

た
め
の

文
章
は

、

華
美
に

す
ぎ
て

真
実
を
失
っ

て

し
ま

う、

と
言
っ

て

い

る
。

こ

の

こ

と
は

陸
雲
自

身
も
感
じ
て

い

た
よ

う
で
、

先
に

も

挙

げ
た
が

、

　
此
是

情
文

、

但

本
少
情

、

而

頗
能
作
氾
説
耳

。

圃

　
此
れ
は

是
れ

情
文
な
る

も
、

但
だ
本
よ

り

悋
少
な

く
し
て

、

頗
る

能
く
氾

説
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な

　
を

作
す
の

み
。

　
「

九
」

体
の

文
章
は

、

感

情
を

込
め

て

書
か

ね
ば
な

ら
な

い

が
、

自
分
は

も

と

も
と

情
が
少
な

く
、

ご
た
ご

た
と

餘
分
な
言

葉
を
並
べ

た

て

て

い

る

に

す
ぎ

な

い
、

と
言
っ

て

い

る
。

雲
の

志
す
「

清

省
」

な

る
文
章
は
、

「

情
言
」

を
適

噎
に

用
い

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

更

に

理

想
的
な
も
の

に

な

る
は

ず
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

陸
雲
か

ら
言
え
ば
兄
の

「

情
」

は
、

先

に

も
述
べ

た
よ

う
に
、

あ
ま

り
に

「

繁
」

で

あ

り
す

ぎ
た

。

文
章
に

「

惰
」

を

込
め

す
ぎ
て

表
現
す
る

と
、

か
え
っ

て

「

清
」

で

な

く
な
っ

て

し
ま

う
。

文
章
に

「

情
」

を
込
め
る
、

そ
の

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

な

ら

加
減
が

難
し
い

の

で

あ

る
。

　
『

文
心

讎

龍
』

に
、

「

騒
に

敷
ひ

て

篇
を
命
ず
る

者
は
、

必

ず

艶

逸
の

華
に

帰
す
」

　
（

定

勢
）

と
、

『

楚
辞
』

に

倣
っ

た

作
品

は
、

「

艶
逸
」

な

華
や

か

さ

が

あ
る

と
い

う
が

、

押
韻
に

お
い

て

さ

え

か
な

り

意
識
的
に

「

楚
」

で

あ
っ

た
陸
機
の

作
る
文

章
は

、

あ
ま

り
に

「

情
」

が
込

も

り

す
ぎ
た

も
の

で

あ
っ

た
の

で

あ
ろ
う

。

二
、

丈

章
観

　

以
上
、

二

陸
の

文
章
制
作
の

実
態
を

見
て

き

た
が

、

彼
ら
の

文
章
制
作
の

よ

り
ど
こ

ろ
は

、

そ

れ
ぞ
れ
が

抱
い

て

い

る
確
乎

た
る
文
章
観
に

あ
る

。

そ

れ
は

時
に

よ
っ

て

は

互
い

に
一

致
す
る
こ

と

も
あ

れ
ば

、

ま

た
「

九

愍
」

の

添
削
に

見
ら
れ

る
よ

う
に
、

対
立
す
る

こ

と

も
あ
る

。

　

文
章
制
作

の

実
際
に

お
い

て
、

さ
ら
に

二

陸
の

対
立
点
を

挙
げ
る
な

ら
ば

、

先
ず
そ
の

文
章
構
成
に
つ

い

て

挙
げ
る

こ

と
が
で

き
よ

う
。

そ

れ

は
「

南
征

賦
」

に

お

け
る

、

陸
雲
の

こ

れ

ま
で

の

伝
統
的
な

文

章

構

成

と
は
異
っ

た
、

「

穉
翳
」

「

飛

廉
」

と
い

う

神
々

の

使
い

方
で

あ
る

。

ま

た

「

転
句
」

に

お

け

る

独
創
的
な
見
解
が

あ
る

。

す
な
わ
ち

陸
雲
は
、

文
章
を

転
ず
る

際
の

句
端
の

語
と
し
て

、

従
来
見
ら
れ

な

か
っ

た
、

例
え

ば
「

羊
腸

転
時
」

な
ど
と
い

う
も

の

を

考
え

て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

し
か
し
こ

の

よ

う
な
、

言
っ

て

み

れ
ば

従
来

の

文

章
作
法
に

対

す
る

挑
戦
と

も
見
ら
れ
る

陸
雲
の

文

章
観

、

そ

れ
は

同
時
に

自
分
の

文
章
の

単
調
さ

を
破
る

た

め

の

も
の

で

あ
っ

た

が
、

こ

れ
ら
の

陸
雲
の

試
み
は

、

新
し
さ
を
志

向
す
る

反

面
、

古
め
か
し
い

と
こ

ろ

の

あ
る

陸
機
に

は

受

け
入

れ
ら

れ
な
か
っ

た
よ

う
で
、

そ
の

こ

と
は

今
日
に

残
る
、

兄
の

添

削
の

手
を
経
た

陸
雲
の

諸
作

晶
が
証

明
し
て

い

る
。

　

「

長
さ
」

に

対
す
る
二

陸
の

概

念
の

大
き

な
隔
た

り
も、

対
立

点
の
一

っ

と

言
え

る
。

煩
雑
さ
の

無
い
、

「

清
」

な
る

文
章
を

目
指
し

た
陸
雲
は
、

兄
の

夊

章
に

対
し
て
、

常
に

「

多
」

と
い

う
こ

と

を
言
う

。

し
か

し
、

様
々

な
「

体
」

に

富
み
、

「

新
奇
」

な
こ

と
ば
や

「

綺

語
」

を
随
処
に

ち

り
ば
め

、

「

情
言
」

を

多
用
し
て

感
情
豊
か
に

表

現
す
る

陸
機
の

文
章
は

、

読

む
者
に

と
っ

て

そ
の

長
さ

は
、

決
し
て

気
に

な
ら
な
い

。

む
し
ろ

短
篇
で

あ
っ

て

は
、

そ

の

魅
力
は

消
え

失
せ
て

し
ま

う
か
に

思
わ

れ
る

。

そ

れ
に

対
し

、

文
体
も
単

調
で

あ
り

、

「

新
奇
」

な
る

語
や

「

綺
語
」

に

乏

し
く

、

「

情
言
」

を
用
い

る

こ

と
が
苦
手

な
陸
雲
の

文
章
は

、

長
篇
で

あ
っ

て

は
つ

ま

ら

な
い

も
の

に

な
っ

て

し
ま

う
。

そ

の

こ

と

を
自
覚
し
て

い

た
陸
雲
は
、

作
品
を

短
篇
に

ま

と
め
、

そ

う
し

て

短

篇
な

が
ら

も
充
実
し
た

文
章
に

す
る

た
め
に

、

内
容
と
す
る

事
柄
や

、

転
句

、

対
句、

押
韻
な
ど
に
つ

い

て
、

彼
な

り
の

工
夫

を
こ

ら
し
た
の

で

あ
る

。

　

以
上
の

如
く

対
立

点
の

多
い

二

人
で

は

あ
る
が
、

ど
う
し
て

も
見
逃
し
て

は

な

ら
な
い

の

は
、

彼
ら
に

は

絶

え
ず
『

楚
辞
』

の

正

統
を

継
ぐ
考
と
し
て

の

共

通
の

意
識
が

あ
っ

た
こ

と
で

あ
る

。

こ

の

両

者
に

共
通
す
る
基

盤
の

上
に

立
っ

て

い

た
か

ら
こ

そ
、

互
い

に
異
な

る
文

章
観
を

持
ち

な
が

ら
も
、

文

章
に

つ

い

て

議

論
を
交
え
、

添

削
を

繰
り
返
す
こ

と
に

よ

っ

て
、

自
分
に

欠
け
て

い

る

要

素
を

取
り
入
れ
、

そ

れ
ぞ

れ
に

理
想
と

す
る
文
章
を
R
指
す
こ

と
が
で

き
た

の
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で
は

あ
る
ま
い

か
。

こ

れ

ら
二

陸
の

文
章
観
の

詳
細
に
つ

い

て

は
、

別
の

機
会

に

稿
を
更
め

て
考
察
を

加
え
る

こ

と
に

し
た

い
。

注

 
森
野
繁
夫
「

六

朝
漢
語
の

研
究
ー
i
陸
雲
『

平

原

に

与

う

る

書
』

の

場

合

　

i
」

　
（

「

広
島
大
学
教
育
学

部
紀

要
」

二

十
八

号
）

参
照

。

 
テ

キ

ス

ト

は
四

部
叢
刊

本
「

陸
士
龍

文
集
」

を
用
い
、

「

全
晋
文
」

に
収
め

　

る
「

与

兄
平
原

書
」

を

参
考
し
た

。

な
お

引
用

文
の

下
の

数
字
は

、

テ

キ

ス

　
ト

に

お

け
る

手
紙
の

配
列
順
を

示
す

。

 
「

陸
士
龍
文
集
」

に

収

め

る
「

喜

霽
賦
」

で

は
、

「

煩
」

を
「

順
」

に
、

　
「

均
」

を
「

坎
」

に
、

「

弔
誠
」

を
「

仰

熾
」

に

作
る

。

 
陸
雲
の

「

与
兄

平
原
書
」

を
資
料
と

し
、

雲
の

文
学
観
を

探
る
こ

と

を
目
的

　

と
し
た

論
文
に
、

釜

谷
武

志
氏
の

「

陸
雲
『

兄
へ

の

書
簡
』

−
そ
の

文
学

　

論
的

考
察

1
」

　（
「

中
国
文
学
報
」

第
二

十
八

冊
）

が

あ

る

が
、

そ

れ

　

は
、

前
代
学
者
（

蔡
嵩
、

王
粲
）

と

兄
機
の

作

品
に

対

す
る
陸
雲
の

記
述

を

　

通
し
て
、

雲
の

文
学
観
が
「

清
」

に

あ
る

こ

と

を
証

明
せ
ん

と
し
た

も
の

の

　
よ

う
で

あ
る

。

そ

れ
に

対
し
て

本
論

文
は
、

同
じ
く
「

与
兄

平
原
書
」

を

資

　
料
と

す
る

が
、

そ

の

目
的
は

、

二

陸
が

語
句

、

文
体
の

ど
の

よ

う
な

点
に

意

　
を
用
い

、

い

か
な

る

過
程
を
経
て

文
章
を
作
っ

て

い

た
か

を
見
て

ゆ
き
、

西

　

晋
文
人
の

文
章
制
作
の

実
態
を
明
ら
か
に

し

て
、

晋
代
文
学
解
昵
の
冖

助
と

　
せ

ん
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

 

釜
谷
氏

は
こ

の

部
分

を
、

「

独
創
性
が

無
い

と
、

全
体
が

ダ
イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

　
力

感
に

欠
け
て

し
ま
っ

て
、

哀
憊
し
き
っ

た

も
の

に

な

る

の

で

あ
る
」

と

解

　
し

て

お

ら
れ
る

。

 
小
尾
郊
一

「

陸
機
の

文
賦
の

意
図
す
る

も
の

」

　
（

「

広
島
大
学
文
学

部
紀
要
」

　
第
二

十
八
巻
）

参
照

。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

あ
ら

わ

　
　

　
　
　
　
　
　
　

そ

ぐ

わ

 
高
橋
和
巳
氏
は

、

「

鳥
を
言
い

て

龍
見
れ
る
と

言
う
は

、

体
ざ
る

有
る

が
如

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
ロ

　
し
」

と
解
さ

れ
、

「

羽

扇
の

賦
」

の

「

彼
凌

譽
之

遼
鳥
、

採
鮮
輝
之＋
倩“
偖

。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
ロ

　

む

　
隠
九
白

夲

以

鳳
鳴

、

溝
芳
田

而
龍
見
」

の

「

鳥
」

と
「

龍
見
」

を
指
す
と

し
て

　
お

ら
れ
る

よ

う
だ
が

（

「

鐘
機
の

伝
記

と
そ

の

文

学
」

、

「

中
国
文
学
報
」

　
第
十
一

第
十
二

冊
）

、

対
偶
と
し
て

は

む
し

ろ
「

鳳
鳴
」

と
「

龍

見
」

と
の

　
筒
所
を
指

す
と
解
し
た

方
が
よ
か

ろ
う

。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
り

 
釜
谷

氏
は
、

「

転
句
に

つ

い

て

は
、

陸
雲
は
四

言

詩
の

場
合
四
句
ご
と

に、

　
即
ち

同
韻
を
二

字
用
い

る

だ

け
で

換

韻

す
る

の

が
よ
い
、

と

主

張

し
て

い

　
る
」

と
さ
れ

る
が

、

　
『

文
心

雕
龍
』

「

章・
句

篇
」

に

劉
鰓
が

引
く
が
如

く、

　
こ

れ
は
文
章
（

賦
）

に

つ

い

て

の

意

見
で

あ
っ

て
、

「

詩
」

に

つ

い

て

の

こ

　
と
で

は
な
い

。

 
陸

雲
は
詩
は

苦
手
で

あ
っ

た

ら
し
い

。

　
　
張
公
箴
誄
、

自
過
五

詩
耳

。

但
雲
自

不
便
五
言

詩
、

由
己

而
言
耳

。

 

　
ま

た
文
章
に

お

い

て

も
、

四
言
五

言
は

不
得
手
だ
っ

た
よ
う
で

あ
る

。

　
　
大
類
不

便
作
四

言
五
言

。

ω

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
も

 
釜
谷
氏
は

、

「

文
賦
は
甚
だ

辞
有
り

、

綺
語
頗
る

多
し
。

文
適

し

多

け

れ

　
　
　
む

　
ぱ

、

体
便
ち
清
な

ら
ざ
ら
ん

と
欲
す
」

と
、

「

体
」

を
下
句
に

つ

け
て

読
ま

　
れ
「

『

文
賦
』

は

表
現
が

非
常
に

豊
か
で

、

き
ら

び
や

か
な

言
葉
が
や
や

多

　
す
ぎ
る
よ
う
だ

。

華
麗
な

表
現
技
備
が

多
け
れ

ば
、

全
体
と

し
て

調
和
の

と

　
れ
た

ス

タ

イ

ル

に
、

す
が

す
が
し
さ
が

欠
如
し
て

し

ま

う
の

で

は

な
い

だ
ろ

　
う
か
」

と
解
さ
れ
て

い

る
。

 
『

文
心

雕
龍
』

に

も
こ

こ

を
取
り
上
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
又
陸
雲

自
称

、

往
日

論
文

、

先
辞

而
後

情
、

尚
勢

而
不
取
悦
沢

。

及
張
公
論

　
文

、

則

欲
宗

其
言

。

　
（

定
勢
）

　
と

、

「

禦
」

を
「

勢
」

に

作
る

が
、

「

絮
」

が

是
で

あ
ろ
う

。
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