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ユコ
も

か

　

　

あ

エ

な

　

　

も

ゼ

ん

　

　

エ

ん

エ

う

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
へ

い

　

張
華

、

字

は

茂
先

、

范
陽
方
城
の

人

で

あ

る
。

父
は

平
、

魏
の

漁

陽
の

郡

守
で
あ
っ

た
。

華
は

幼
く
し

て

孤
児
で

貧
し

く
、

羊

を
飼
っ

て

生
活
し

て
い

た
。

同
郡
の

懸

鎌
鵬

、

　
（

張
華
を

）

見
て

彼

を
挙
げ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ほ

す
む

う

む

甲
い

た
。

同
郷
の

人
で

あ
る

劉
放

も
ま

た

彼
の

才
能

を
す

ぐ

れ

た

も

の

と

し
、

娘

を
そ
の

妻
に

し

た
。

華
は

、

学
業
は

豊
か

で

広

く
、

文

章
は

お

だ

や
か

で

美
し

い

も
の

で

あ
り

、

聽
明

で

何
に

で

も

通
じ

て

　

　
　

　

　
　

　
　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
く

ら

お

り
、

図

緯
・

方

伎
の

書

物
で

、

詳
し

く
見
な
い

も
の

は

な
か
っ

た
。

若
い

頃
か

ら
み

ず
か

ら

を
よ

く
謹
み

修
め

、

あ

わ

た

だ

し
い

と

き
に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

も

礼
を
欠

く
こ

と

は

な
か
っ

た
。

義
侠

心
に

富
み

、

困
っ

て

い

る

者

　

　
　

　

　
む

を
よ

く
助

け

た
。

器
量
・

見
識
は

広

く
、

当

時
の

人
も

推
測
で

き

な

　

　
　

　

　
　
む

い

ぽ

ど

で

あ
っ

た
。

　

そ

の

は

じ

め

ま
だ

名
を
知

ら
れ

て

い

な
い

と
き

、

　
「

鵡

鷯
の

賦
」

　

　
　
む

を

著
し

て
、

み

ず
か

ら

に

寄
せ

て

言
う
こ

と

に

は
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
も

ろ

も

ろ

　

　

な
ん

と
造

化
は

様
々

な

形
を

持
ち

、

諸
々

の

形
を
万

物
に

与
え

　

　
　

　

　
　

　

　
み

そ
ロ

げ

　

ら
れ

た

こ

と

か
。

鵡

鍛
の

よ

う

な
小
さ

な

鳥
で

も
、

生
と

気
と

を

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　　ヒ
く

く

　
こ

の

世
に

受
け

て

い

る
。

ひ

ら
ひ

ら
と
飛
ぶ

小
さ

な

体
を

育
み

、

く

ろ玄
や

黄
で

そ

の

身
を
尊
く

見
せ

た

り

は

し

な
い

。

そ
の

毛
は

器

物

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
そ

と
う

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
ら

い

に

施
さ

れ

る

こ

と

は

な
く

、

肉
は

俎
豆
に

登
せ

ら

れ

な
い

。

鷹
や

よじ
く
タ

鸛
も

翼
を
傾
け

て

過
ぎ
て

ゆ

く
だ

け
、

ま

し

て

網
な

ど
ど

う
し

て

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

恐
れ

た

り

し

よ

う
。

草

木
の

覆
い

茂
っ

て

い

る

所
に

、

遊
び
集

ま

り
、

高
く
は

飛
ば

ず
、

速

く
も
飛
ば

な
い

。

そ
の

身
を
お

く

と

こ

ろ

は

ど

こ

に

で

も
あ
り

、

食
物
も
手
に

入

れ

や
す
い

。

林
に

巣

く

　

　
　

　

　

　
　

　

う
に

も
一

枝
で

足
り

、

　一

食
に

数

粒
あ
れ

ば

よ
い

。

棲
み
か

に

執

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
い

　
ば

り

着
す
る

こ

と

も
な
く

、

遊
ん
で

も
楽
し

む

こ

と

は

し

な
い

。

荊
棘

　

　
　

　

　

　
　

　

　
ぴ

め

サ

ぐ

ぴ

を

卑
し

む

こ

と

な

く
、

蓙
蘭
を
う
ら

や

む
こ

と

も
な
い

。

翼
を
動

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ユ

ひ

か

し

て

は

の

ん

び

り

と
、

足
を
投
じ

て

は

安

ら
か

に
、

運
命
に

任

せ

て

道
理

に

従
い

、

物
に

煩
わ

さ

れ
る

こ

と

は

な
い

。

こ

の

鳥
は

無
知

で

あ

り

な

が

ら
、

身

を
処
す
る
こ

と
は

賢
い

。

宝

を
抱
い

て

　

　
　

　

　

　
　

　
ゆ

害
を

買
う
こ

と

は

せ

ず
、

表
面
を
飾
っ

て

煩
い

を

招
い

た

り

は

し

な
い

。

静
か

に

し

て

い

る

と

き

に

は
つ

づ

ま

や
か

に

し

て

矜
ら

ず
、

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ユ

ゆ

動
く

と

き
に

は

な
る
に

ま

か

せ

て

す
っ

き
り

と
す
る

。

自
然
に

任

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
しう
わ

せ

て

そ

れ

を
か

て

に

し

て
、

世
の

偽
り

に

心
を
奪
わ

れ

る

こ

と

は
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な
い

。

，

駿
既
瞭
は

そ

 
辮
や
躍
で

身
を
守
り

、

．

繊
や

襯
は

雲
の

果
て

に

去
る

。

購
卿
は

奥
深
い

所
に

身
を
隠
し

、

拓

鬱
や

謝
鱗
は

辺
境
の

　
　
　

　
　
　
　

し

ん

　
ぷ

　
　
　
　
の

　
が

ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ

地
に

育
つ

。

あ
の

晨

鳧
も
帰
雁

も
、

ま

た

翼
を

矯
げ
て
穴

壬
口

同

く

飛

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ぽ

ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

を

ん

で

行
く
。

こ

れ

ら
は
い

ず
れ

も
美
し

い

羽
と

豊
か

な
肌
を

持
っ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
あ

し

て

お

り
、

た

め
に

罪
も
無

く
み

な

死

ん

で

ゆ

く
。

蘆
の

葉
を
く
わ

　
　
し
ぐ

る

み

え

て

緻
を
避
け

て

も
そ
の

か
い

も
な
く

、

つ

い

に

殺
さ
れ

て

こ

の

　
　
　

　
　
み　
う

よ

う
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
み

う

　

も

世

を
去

る
。

蒼
鷹
は

猛

な
る

が

ゆ

え

に

つ

な
が

れ
、

鸚
鵡
は

知

恵

　
　
　

　
　
　
かウロロ

あ
る

が

た

め
に

籠
に

入
れ

ら
れ

る
。

た

け

だ
け

し
い

志
を
曲
げ
て

人
に

養
わ

れ
、

た

だ

ひ

と
り

九
重
の

奥
に

閉
じ

込
め

ら
れ

、

生

来

の

音
声
を
変

え

て

主
人

の

意
に

騰
い

、

翼
を

砕
い

て

人
の

役
に

立

　
　
　

　し
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
しロう

　
　

　
　

　

あロ
い
　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ニ

　

　

　

　

　
　
ろ

マ
て

し

と

う

と

周
う
。

し

か

し
、

鍾
山
・

岱
山
の

林

野
を
恋
い

、

隴
垣
に

　
　
　

　
　
　
　

　
し

た

高
く
そ

び

え

る

松
を

慕
い

、

A7

が

幸
せ

で

あ
る

と

は

い

え
、

む

か

　
　
し
ぐ
よ

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
え
ん

む

ロ

　

し

の

従
容
た

る

境

遇
に

は

及
び

も
し

な
い

。

海
鳥
の

爰
居
は

海
の

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

ゆ
　

　
じ
ユ

し

ア

　

　

　

　

　
ニ

大
風

を
避
け

て

や
っ

て

来
、

條
支
国
の

巨
爵
は

嶺
を
踰
え

て

や
っ

て

来
る

。

万

里

の

道
の

り

を

助
け

合
い

つ

つ
、

風
に

た

だ

よ
い

お

び

え

な
が

ら
。

そ
も
そ
も

体
が

大
き

け

れ

ば

た

だ

物
の

妨
げ

に

な

り
、

姿
が

美
し

け

れ

ば
美
し
い

と

す
る

に

足
る

だ

け

で

あ

る
。

　

陰

と
陽
と

が

働
き

合
う
こ

と
に

よ
っ

て
、

万

物
そ
れ

ぞ
れ

を
生

み

出
し
た

。

巨

大
な

も
の

と
微

細
な
も
の

と

が

入

り

交
じ

り
、

様

様
な
種

類
の

も
の

が

で

き

た
。

鱇

卿
は

蚊
の

隱
に

巣

を
作

撃

廾

ぱ

ヘ

　
　

　
　

　
　

マ

ろ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
セ

　

　
　

の

鵬
は

天
の

隅
ず
み

ま
で

翼
を

垂
れ

る
。

上
の

も
の

に

比
べ

る

と

足

ら

な
い

し
、

下
の

も
の

に

比
べ

る

と

余
り

が

あ
る

。

し

か

し
、

天

　

地
を

は

る

か

に

見
わ

た

せ

ば
、

私
に

は

何
が

大
き

く
て

何
が

小
さ

　

い

の

か

よ

く
分
か

ら
な
い

の

で

あ

る
。

　
も

ん

ロ

ゆ
り

　

　

ぽ

へ

す

　

　

陳

留
の

阮

籍
は

こ

れ

を

見
て
、

感
歎
し

て

言
っ

た
、

　
「

王
を

輔
佐

　

　
　
　

　
　

の

す
る
に

足
る

人

材
で

あ
る

」

と
。

こ

れ

に

よ
っ

て

そ
の

声
名
が

世

間

に

知

ら
れ

始
め

た
。

　

郡
守
の

鮮
于

嗣
は

、

華
を
推

薦
し

て

太

常
博
士
と

し

た
。

盧
欽
は

華
を

文
帝

に

薦
め

、

河
南
の

尹

丞
に

転
ず
る

こ

と
に

な
っ

た

が
、

拝

命
し

な
い

ま

ま
、

佐
著
作
郎
に

除
せ

ら
れ

た
。

し

ば

ら
く
し

て
、

長

　

　
う

つ

史
に

遷
り

、

中
書

郎
を
兼
務
し

た
。

そ
の

朝
議
・

表
奏
は

、

多

く
採

用

さ

れ
、

華−
は

中
書

郎
が

本

務
と

な
っ

た
。

晋
が

禅
譲
を
受
け

て
、

　

　
　
　

　
　
　

　

黄
門

侍
郎
に

拝
さ

れ
、

関
内
侯
に

封
ぜ

ら
れ

た
。

　

華
は

記
憶
力
に

す
ぐ

れ

て

お

り
、

天

下
の

こ

と

髴
に

指
さ

す
が

ご

と

く

で

あ
っ

た
。

武
帝
（

司
馬
炎
）

が

か

つ

て

漢
の

宮
室
制

度
に

　

　
　
　

む

つ

い

て

問
ね

、

建

章
宮
の

千

門
万
戸
の

こ

と
に

及

ん

だ

と

き
、

華
は

流
れ

る

よ

う

に

す

ら
す

ら
と
応

対
し

、

聴
く

者
は

倦
む

こ

と

を

忘
れ

た
。

華
は

地
面

に

そ
の

図
面
を
描
き

、

左
右
の

者
は

目
を
み

は

る

ば

か

り

で

あ
っ

た
。

帝
は

彼

を
非
常
に

す

ぐ
れ

た

も
の

と

し
、

当

時
の

　

　
　
　

　
　
ビ

人
々

は

華
を
子

産
に

な
ぞ

ら
え

た
。

数

年
に

し

て

中
書
令

を
拝
せ

ら

れ
、

後
に

散

騎
常
侍

を
加
え

ら
れ

た
。

母
の

死
に

あ
た

り
、

そ
の

悲

し

み

痛
む

こ

と

は

礼
の

度
を
過
え
る

も
の

が

あ
っ

た
。

（

帝
は
）

手

詔
を

下
し

て

（

華
を

）

勉
励

し
、

政

務
を
執

ら
せ

る

よ

う
に

し
た

。

　

そ
の

は

じ

め
、

武
帝
は

ひ

そ

か

に

羊

枯
と

呉

を
伐
つ

こ

と
を
謀
り

、

群
臣
は

多
く

反
対
し

た

が
、

た

だ

華
だ
け

は

そ
の

計
画
に

賛
成
し

た
。
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そ
の

後
、

砧
は

病
気
が

重
く
な

り
、

帝
は

華
を
枯
の

も

と
に

つ

か

わ

し
、

呉

を
伐
つ

計
画
を

問
ね
さ

せ

た
。

詳
し

く
は

羊
砧

伝
（

『

晋
書
』

巻

三
四
）

に

あ
る

。

ま

さ
に

大
挙
せ

ん

と
す
る

に

あ
た

り
、

華
を
度

支
尚
書
と

為
し

た
。

華
は

運

漕
を
計

算
し
、

朝
廷
の

作
戦

を
決
定
し

た
。

晋
軍
は

進
撃
し

た

が
、

ま

だ

戦
果
を

得
ず
に

い

た
。

賈
充
ら

は

華
を

誅
し

て

天
下
に

わ

び
る

こ

と

を
奏
上
し

た
。

帝
は

言
っ

た
、

「

此

の

度
の

こ

と

は

私
の

考
え
で

や
っ

た

こ

と
、

華
は

私
と
同
じ

で

あ
る
」

と
。

時
に

大
臣
た

ち
は

み

な

軽
々

し

く
進

攻
す
べ

き

で

な
い

と

し

た

が
、

華
は

ひ

と

り

あ
く

ま
で

も
討
征

を
言
い

、

必

ず
や

成

功
す
る

も

の

と
確

信
し

て

い

た
。

呉
が

滅
ぶ

に

及
び

、

帝
は

詔

を
下

し

て

言
っ

た
。

　
「

尚
書
・

関

内
侯

の

張
華
は

、

さ

き゚

に

故
の

太

傅
な

る

羊

枯
と

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
つか
ロ

ピ

と

も
に

大
計
を
立

案
し
、

つ

い

に

軍
事
を
掌
り
、

諸
々

の

部
署

を
掌

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ぽや
ロ

ニ

と

握
し

、

計
略
を
ね

り

上

げ
て

、

勝

利
を
収
め

た
。

ま
こ

と

に

謀
を
め

ぐ

ら
せ

た

大
勲
が

あ
っ

た
。

そ
こ

で

華
の

封
を
進
め

て

広

武
県
侯
と

為
し

、

一

万
戸
を

増

邑
し

、

そ
の

子
一

人

を
封
じ

て

亭
侯
と

為
し

、

千

五
百

戸

を
与
え

、

絹
一

万
匹
を

賜
う
こ

と

に

す
る

」

。

　

華
の

名
は
一

世
に

重
ん

ぜ

ら
れ

、

み

な
の

推
服
す
る

所
と

な
っ

た
。

晋

史
お

よ

び

儀
礼
・

憲
章
は
い

ず
れ

も

華
の

手
に

ゆ

だ

ね
ら

れ
、

添

削
す
る

も
の

が

多
く
あ
っ

た
。

当

時
の

詔

誥
は
、

す
べ

て

華
の

草
定

し
た

も
の

で
、

そ

の

名

声
は
い

よ
い

よ

高

く
な
り

、

台
輔
（

三
公
）

の

望
み

を
持
た

れ

た
。

　

と

こ

ろ

で
、

苟
動
は

大
族

な
る

を
も
っ

て

帝
の

恩
寵
を

た

の

み
、

華
を
に

く
ん
で
い

た
。

い

つ

も
す
き

を
う
か

が
っ

て

は
、

華
を

外
鎮

に

出
そ
う
と

考
え
て

い

た
。

た

ま

た

ま

帝
が

華
に

「

誰
に

後
事
を
託

せ

ば

よ
か

ろ

う
か

」

と
問
ね

た

と

き
、

華
は

「

明
徳

　
至
親
な

る

こ

と

は
、

斉
王
攸
に

及
ぶ

お

方
は

お

り

ま

せ

ん
」

と

答
え

た
。

そ

れ

は

帝
の

思
い

と

は

違
っ

て

い

た
の

で
、

帝

意
に

逆
ら
う

も
の

と

し

て
、

非

難
を
あ
び

た
。

そ
こ

で

華
を
出
だ
し

て

持
節
・

都
督
幽
州

諸
軍
事

・

領
護

鳥
桓
校
尉
・

安

北
将
軍
と
し

た
。

　
（

華
は
）

新
旧

と

な
く
掩

　

　
　

　

　
　
に

びず

循
し

た
の

で
、

戎
も
夏
（

中
国
）

も

華
に

な
つ

い

た
。

東

夷
の

馬

韓

や

新
彌
の

諸

国
は

山
に

依
り

海
を
帯
び

、

幽

州
を

去
る
こ

と

四
千
里

余
り
、

歴

代
、

中
国
に

従
わ

ざ

る

二

十
数
か

国
は

、

い

ず
れ

も
使
者

を
遣
わ

し

て

朝
献
し
た

。

こ

う
し

て

遠
方
の

夷
狄

も
方

物
を
献
上
し

　

　
　
お

て

服

従
し

、

四

境
は

心

配
が

無

く
な
っ

た
。

穀

物
は

よ

く

実
り
、

兵

士

や

馬
は

強
く

盛
ん
に

な
っ

た
。

　

　
　

　

　
　
ハ

朝
議

で

華
を
徴
し
ア
、

宰
相
と

し
、

ま

た

滑

雌
軈
め

て

儀
洞
と

し

よ

う

と

し

た
。

そ
の

は
じ

め
、

華
は

徴
士

の

馮

恢
を
帝
に

そ

し
っ

た
こ

　

　
　

　

　
　あロ
へ

と

が

あ
っ

た
。

紅
は

依
の

弟
で

あ
っ

た

が
、

帝
に

と

て

も
可

愛
が

っ

て

も
ら
っ

て

い

た
。

絋
が

か

づ
て

帝
の

そ
ば

に

侍
っ

て

い

る

と

き
、

マよ
も

よ
も

従

容
と

し

て

魏
・

晋
の

事
を
論
じ

、

　
「

わ

た

く
し
ひ

そ
か

に

思
い

ま

　

　
　

　
き

す
に
、

鍾
会
の

あ

や
ま

ち

は
、

太
祖
に

よ

る

も
の

で

あ

り

ま

す
」

と

言
っ

た
。

帝
は

顔

色
を

変
え

て

言
っ

た
、

　
「

そ
な
た

は

何

を
言
っ

て

い

る

の

か
」

．

紅
は

冠
を
ぬ

い

で

謝
し

て

言
っ

た
、

　
「

わ

た

く

し

は

み

だ

り

に

で

た

ら

め

を
言
い

ま

し

た
。

こ

の

罪

は

死
に

当
た

り

ま

す
。

し

か

し

わ

た

く

し
に

は
、

や

は

り

申
し

上
げ

な
く

て

は

な
ら

な
い

こ

と

が

ご

ざ
い

ま

す
」

と
。

帝
は

「

ど

う

し

て

こ

の

よ

う
な
こ

と

を
言
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う
の

か
」

と

言
っ

た
。

紋
は

言
っ

た
、

　
「

わ

た

く

し

思
い

ま
す
に

、

　

　
げ
よ

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

お

よ

く
御
す

る

者
は

、

必

ず
六

本
の

た

づ

な
の

伸
縮
の

具

合
を
よ

く

知

・

て
い

る

し
、

よ

く
政

治
を
な
す

者
は

、

必

ず
官
吏
と

し

て

の

方

瀰

　

　

　
　

　

　
　

ゆ

や

引
き

め

ぐ

ら
し

方

を
よ

く

知
っ

て

い

る

も
の

で

す
。

ゆ

え

に

仲

由

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

む
　

　
　
ぜ

ヘ

ロ

う

は

勝

気
で

あ
る

た

め

に

お

さ

え

ら

れ
、

再
有
は

内
気
で

あ
る

た

め

に

　

　

　
　

　

　

 
　

　
　

　

　
　

　
　
　

　

8

推
し

進
め

ら
れ

た

の

で

す
。

漢
の

高
祖
の

八

王

は

寵
愛
が

す
ぎ

た

た

　

　

　
　

　

　
　

　

　
ゆ

め

に

滅
ぼ

さ
れ

、

光

武
帝
の

諸
将
は

よ

く
身

を
抑
え

た

た

め

に

終
り

を
よ
く
し

ま

し

た
。

こ

れ

ら

の

こ

と

は
、

上
に

仁
・

暴
の

ち

が
い

が

あ

り
、

下
に

愚
・

智
の

ち
が

い

が

あ

る

の

で

は

な
く

、

そ
れ

は

抑

揚

．

与
奪
が

そ
の

よ
う
に

さ
せ

て

い

る

だ

け

な
の

で

す
。

鍾
会
の

才
に

は

限
り
が

あ
り

ま

し

た
の

に
、

太

祖
は

そ

れ

を
過
大
に

評

価
し

、

そ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ぼ

の

謀
り

ご

と

を
よ
し

と
し
、

爵
号

と

車
服
を

盛
ん

に

し

ま
し
た

。

重

い

権
勢
を

与
え

、

大
軍

を
委
ね

ま
し

た
。

た

め

に

会
に

み

ず
か

ら

失

計
は

無

く
て

も
、

功

績
は

賞
し

て

も
ら
え

な
い

と

お

も
わ

せ

る

こ

と

に

な
り

、

思
う

ま
ま
に

権
力

を
振
わ

せ
、

つ

い

に

反
逆
を

画
て

さ

せ

て

し

ま
っ

た

の

で

す
。

さ

き

に

太
祖

を
し

て
、

そ
の

取

る

に

足
ら

ぬ

才
能
に

気
づ

か

せ
、

大
礼

を
も
っ

て

節
制
し

、

権
勢

を
抑
え
つ

け
、

規
則

を
守
ら
せ

た

な
ら

ば
、

乱
心

は

生
ず
る
こ

と

無

く
、

乱

事
は

成

る

こ

と

は

無
か
っ

た
で

し
ょ

う
」

。

帝
は

「

そ
の

通

り

で

あ

る
」

と

言

っ

た
。

絋
は

稽
首
し
て

言
っ

た
、

　
「

陛
下
が

す
で
に

私
の

言
葉

を
お

ヒ
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

お

認
め

に

な
る
の

で

あ
れ

ば
、

ど

う
か

堅

冰
の

き

ざ
し

を
よ

く

よ
く

お

考
え
に

な
り

、

会
の

ご

と

き

や

か

ら
を
し

て

再
び

覆
敗

を
致

さ

し

む

る

こ

と

の

な
き

よ
う
に
」

と
。

帝
が

「

い

ま
、

会
の

ご

と
き

者
が

い

る

で

あ

ろ

う
か
」

と

言
う
と

、

紋

は

「

東
方

朔
は

「

談
論

は

ど
う
し

て

容
易
で

あ
ろ

2
と

言
い
、

「

易
」

に

は

宦
下
が

言
語

を
慎
重

周

密
に

し
な
け

れ

ば
、

そ
の

身
を

滅
ぼ

し

て

し

ま

殉
」

と

あ
り

ま
す
」

と

言
っ

た
。

帝
は

そ

こ

で

左

右
の

者
を
し

り

ぞ
け

て

言
っ

た
、

　
「

ど

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ニ
か

ロ

ニ

と

う
か

存
分
に

言
っ

て

下
さ

れ
」

。

紋
は

「

陛

下
ば

謀
を
め

ぐ
ら
せ

た

臣

下
と
し

て
、

⊥
〈

功
は

天

下
に

あ

ら
わ

れ
、

海

内
で

知

ら
ぬ

も
の

は

お

　

　

　
　

　

　
お

り

ま
せ

ん
。

方
鎮
に

拠
っ

て

兵

馬
の

任
務

を
統

括
し

た

の

は
、

す
ぺ

て

陛

下
の

御
聖

慮
に

よ

る

も
の

で

す
」

と

言
っ

た
。

帝
は

黙
っ

て

い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ぬ

た
。

し
ば

ら
く

し

て

華
を
徴

し

て

太

常
と

し

た
。

太

廟
の

屋

棟
が

こ

わ

れ

た
こ

と

で
、

華
は

官

を
罷
免
さ

れ

た
。

そ
の

ま
ま

武
帝
の

世
が

終
わ

る
ま

で
、

列
侯
と

し

て

朝
見
し

た
。

　

恵
帝
が

即
位
す

る

と
、

華
を
太
子
少

傅
と
し

た
。

張
華
は

、

王

戎

．

裴

楷
．

和
矯
ら

と

と

も
に

徳

望
あ

る

を
も
っ

て
、

楊
駿
に

に

ら
ま

れ

て

い

た
の

で
、

み

な
朝
政
に

は

関
与
し

な
か
っ

た
。

楊
駿
が

誅
さ

れ

て

の

ち
、

皇
太

后
を

廃
せ

ん

と

し

て
、

群
臣
を
朝
堂
に

集
め

た
。

議
論
す

る

老
は

み

な
天
子
の

意
図
を

察
し
て

、

　
「

「

春
秋
」

に

は

文

　

　

　
　

　

　
　

　
ぽ

姜
を
絶
っ

て

お

り

ま

す
。

A7
、

太
后
は

み
ず
か

ら

宗
廟
に

絶
た

れ
ま

し

た
。

や

は

り

ま

た

廃
黜
す
ぺ

き

で

あ

り

ま
し
ょ

う
」

と

し

た
。

た

だ

張

華
だ

け

は
、

　
「

夫
婦
の

道
は

、

父

で

さ

え
も

子
に

そ

れ

を
求
め

る

こ

と

は

で

き

な
い

し
、

子
も
父
に

そ

れ

を
求
め

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

皇
太

后
は

罪
を
先
帝
に

得
た

者
で

は

な
い

。

今
も
し

そ
の

親
で

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

む

あ

る

も
の

を
、

聖
世
の

母
で

は

な
い

と
す

る

な

ら
ば
、

漢
に

趙
太

后

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

め

と

を

廃
し

て

孝
成

后
と

し

た

故

事
に

よ
っ

て
、

太
后
の

号
を

貶
し

て
、
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武

聖
后
と

称
し
、

別
の

宮
殿
に

住
ま

わ

せ
、

そ
う
し

て

貴
位
の

ま
ま

終
わ

ら

せ

る
べ

き

で

あ
る
」

と

し

た
。

こ

の

華
の

意

見
は

聴
き

入
れ

ら

れ

ず
、

つ

い

に

太
后

を
廃
し

て

庶
人

と

し

た
。

　

　
　
い

ロ
の
ヒ

え　
ヘ
へ

　

楚
王

現
は

密
詔
を

受
け

て
、

太
宰
の

汝
南

王
亮
・

太
保
の

衛
瓏
ら

を
殺
し

た
。

国
内

外
の

兵
は

擾
乱

し
、

朝
廷

は

大
い

に

恐
れ

た

が
、

な
す
す
べ

も
な
か

っ

た
。

華
は

帝
に

言
っ

た
、

　
「

璋
は

詔
を
い

つ

わ

っ

℃

捜
に

二

公

を
殺
し

ま
し

た
。

将
士
は
わ

け

も
わ

か

ら
な
い

ま
ま
、

偽

詔
を

国
家
の

意

と
思
い

、

そ

れ

に

従
っ

た

だ

け

な
の

で

す
。

今
す

ぐ

騎
虞
の

楙

尠
遣
わ

し

て

外
軍

を
解

散
さ

せ

る
ぺ

き

で

す
。

そ
う
す

れ

ば
、

き
っ

と

す

ぐ
に

治
ま

る

で

し

ょ

う
」

。

帝

は

こ

れ

に

従
い
、

璋

の

軍
は

果
た
せ

る

か

な

敗
れ

た
。

現
の

誅
せ

ら
る

る
に

及
び

、

華
は

首

謀
な
る

者
と

し

て

功
が

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で
、

右
光
禄

大
夫
・

閙

府
儀
同
三

司
・

侍

中
・

中
書
監
に

拝
さ

れ
、

金
章
紫
綬

を
授
け

ら

れ

た
が

、

固
く
開

府
を
辞
退
し

た
。

　

酔
譏
は

后

と
共

謀
し

て
、

華
は

庶

人
で

あ
っ

て
、

す

ぐ

れ

た

儒
者

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
ぜ

ま

で

策

略
に

た

け

て

お

り
、

進
ん

で

は

上
に

逼

る
の

を

嫌
う
こ

と
無
く

、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
よ

退
い

て

は

衆
望
の

依
る

所
で

あ
り

、

朝

綱
に

倚
り
、

政
事

を
訪
ね

る

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
コ

い

　

ぴ

入

物
で

あ
る

と
考
え

た
。

ま

よ
っ

て

よ

く

わ

か

ら
な
い

の

で
、

裴
顧

に

問
ね

た
。

顧
は

も
と

よ

り

華
を

重
ん

じ

て

い

た

の

で
、

そ
の

事
に

口

添
え

し
た

。

か

く
て

華
は

、

忠

を
尽
く

し

て

国
政
を
助

け
、

欠

け

　

　
　

　

　
　

　

　

の

た

る

と

こ

ろ

を
捕
っ

た
。

闇

主
虐
后
の

朝
に

あ
り

な
が

ら
、

国

内
が

平
安
で

あ
っ

た

の

は
、

華
の

功
績
で

あ
る

。

華
は

賈
后
の
一

族
の

隆

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
し

ん

盛
を

心
配
し

て
、

　
「

女
史
の

箴
」

を

作
っ

て

そ
れ

を
風
刺
し

た
。

賈

后
は

凶

暴
で
嫉

娵

深

か
っ

た

が
、

華
に

は

い

ち

も
く
置
い

て
い

た
。

久
し

く
し

て
、

こ

れ

ま

で

の

忠
勲
を
論
じ

て
、

封
を

壮
武
郡
公
に

進

め

た
。

華
は

十
数
回

に

わ

た

り

辞
退
し

た

が
、

手
詔

を
も
っ

て

あ
つ

く
さ

と
さ

れ

た

の

で
、

つ

い

に

そ
れ

を
受
け

た
。

数
年
に

し
て

、

下

邱
王

晃
に

代
わ
っ

て

司
空
と

な
り
、

著
作

を
領
し

た
。

　

賈
后
が

太
子

を
廃
し

よ

う

と

す
る

に

い

た
っ

て
、

と

き
に

左

衛
率

　
りっ
へ

ペ

へ

の

劉

卞
は

甚
だ

太
子
に

信
任
さ

れ

て

お

り
、

宴
会
が

あ

る

た

び
に

、

卞
は

必

ず
同
席
し

て

い

た
。

賈
謐
の

驕
嗷
ぶ

り

を
し

ば

し

ば

目
に

し

て
、

太

子
は

そ
の

恨
み

を
言
動
に

あ

ら

わ

し

た

が
、

謐
の

方
も
お

と

な
し

く
は

し

な
か
っ

た
。

卞
は

賈
后
の

策

謀
の

こ

と
を

華
に

相
談
し

た

が
、

華
は

「

聞
き

た

く
な
い
」

と

言
っ

た
。

卞
は

言
っ

た
。

　
「

わ

た

く
し

卞
は

、

貧
し

く
や

つ

れ

た

身
で

あ

り

な

が

ら
、

須
昌
の

小

吏

か

ら

あ

な
た
の

抜

擢
に

よ

っ

て
、

今
日

に

至
っ

て

お

り

ま

す
。

士
は

　
　

　

の

己
を
知

る

者
の

た
め

に

感
ず
る

も
の

、

こ

の

よ

う

な
わ

け

で

言

を
尽

く
し
た

の

に
、

あ

な
た

は

ま

だ

こ

の

卞

を

お

疑
い

な
の

か
」

。

華
は

「

も

し

か

り

に

そ
の

よ
う
な
こ

と

が

あ
る

と

し

て
、

あ

な
た

は

ど

う

し

よ

う
と
い

う
の

か
」

と

言
っ

た
。

卞
は

言
っ

た
、

　
「

東
宮
の

俊

才

は

林
の

ご

と

く
お

り
、

四
方
に

万
人
の

精
兵
を

率
い

て

お

り

ま
す

。

　
　

　

　
　

　

　

ゆ

あ

な
た

は

宰
相
の

任
に

あ

ら
れ

ま
す

。

も
し

あ

な
た

の

命
を
得
た

な

ら

ば
、

皇
太
子
は

入

朝
し

て

尚

書
の

事
を
録
し

、

賈
后

を
金
埔
城
に

廃
す

る
こ

と
は

、

両
黄
門
の

力
だ

け

で

十
分

で

す
」

。

華
は

言
っ

た
、

「

今
、

天

子
は

そ
の

正
位
に

即

き
、

太

子
と

て

人

の

子
。

私
は

宰
相

の

命

を
受

け

て

も
お

ら

な
い

。

そ
れ

な
の

に

今
こ

の

よ

う
な
こ

と

を
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す
る
の

は
、

そ
れ

は

そ

の

君

父

を
無
き

も
の

に

し

て
、

不
孝
を
天

下

に

示
す
こ

と
に

な
る

。

う
ま
く
い

っ

た

と

し

て

も
、

罪

を
免
れ

る
こ

と

は
で

き

ま
い

。

ま
し

て

権
力

を

持
っ

た

外
戚
が

朝
廷
に

満

ち
あ
ふ

れ
、

威

権
が
一

つ

で

な
い

こ

の

と

き
に

、

平
安
に

す
る

こ

と

が

で

き

よ

う
か
」

。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　

帝
が

群

臣
を
式

乾
殿
に

集
め

、

太
子
の

手

書
を
取
り

出
し

て
、

あ

ま
ね

く
群
臣
に

示
し

た

と
こ

ろ
、

誰
も
何
も

言
わ

な
か
っ

た
。

た

だ

華
だ
け

は

諫
め

て

言
っ

た
、

　
「

こ

れ

は

国
の

大
禍
で

あ
り

ま
す

。

漢

の

武
帝
よ

り
こ

の

か

た
、

正
嫡
を
廃
黜
す

る

た
び
に

、

い

つ

も
喪
乱

を
き

た

し

ま
し

た
。

そ
の

上
、

わ

が

晋

国
は

天

下
を
有
し

て

い

ま
だ

日
も

浅
い

こ

と
で

あ

り
ま

す

し
、

願
わ

く
は

陛
下

、

よ

く
よ

く

お

調

べ

に

な
ら

れ

ん

こ

と

を
」

と
。

尚

書
左
僕
射
の

裴
顧
は

、

ま
ず

手
書

を

持
っ

て

き

た

者
を

取
り
調
ぺ

、

そ
の

上
で

太

子
の

手
書

を
調
査
す

べ

き

で

あ

り
、

そ

う
し

な
け

れ
ば

、

恐

ら
く
詐
妄
が

あ

る

と

思
わ

れ

る

と

し
た

。

賈
后

は

そ

こ

で

太

子
の

普
段
の

啓

事
十
数

紙
を
取

り

出

し

た
。

み

ん

な
は

そ
れ

を
比
べ

て

み

た

が
、

あ

え

て

ち

が

う
と

言
う

も
の

も
い

な
か

っ

た
。

議

論
は
日

が

西
に

傾
く
こ

ろ
に

な
っ

て

も
、

決
着
が

つ

か

な
か

っ

た
。

賈
后
は

、

華
た

ち
の

決
意
の

堅
い

こ

と

を

知

り
、

太
子

を
廃
し
て

庶
人
と

な
さ

ん

こ

と

を
上
表

し

て

願
い

出
た

の

で
、

帝
も
そ
こ

で

そ
れ

を
ゆ

る

し

た
。

　

　
　
　

　
　
　
　

　
り

ん

　

　

そ

の

は

じ

め
、

趙
王

倫
は

鎮

西
将
軍
と

な
り

、

関
中
を

撓
乱

し
、

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
り

う

　

域
・

羌
は

謀
反
し
た

。

そ
こ

で
、

梁
王
彫

を
倫
に

代
え

た
。

或
る

者

が

華
に

言
っ

た
、

　
「

趙
王
は

貪

昧
で

あ
っ

て
、

孫
秀
を

信
用
し

、

所

所
で

乱

を
為
し

ま
し

た
。

し
か

も
秀
は

変
詐
に

し

て
、

姦
人
の

雄

で

あ
り

ま
す

。

A7

す

ぐ

梁
王
に

秀
を

斬
ら
せ

、

趙
の

半
ば

を
刈
っ

て
、

関

右
に

謝
罪
す
る

こ

と

が
、

よ

ろ

し
い

の

で

は

あ
り
ま

せ

ん

か
」

と
。

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
し

ム

ぜ

ん

華
は

こ

れ

に

従
い

、

彫
も

許
諾
し

た
。

秀
の

友

人
の

辛
再
が

西
方
か

ら
や
っ

て

来
て

、

彫
に

言
う

こ

と
に

は
、

　
「

域
・

羌
は

み

ず
か

ら

謀

反
し

た

の

で

あ
っ

て
、

秀
の

た

め

で

は
あ

り
ま
せ

ん
」

と
。

た

め

に

死
罪
は

免
れ

た
。

倫
は

帰
還
す
る

と
、

賈
后
に

へ

つ

ら
い

、

録
尚
書

事
と

な

る
こ

と

を
求
め

、

後
に

ま

た

尚
書
令

を
求
め

た
。

華
と

裴
顱

は

あ

く

ま
で

反

対
し

た
の

で
、

怨
み

を
か

う
こ

と
に

な

り
、

倫
と

秀

は

華
を

讐
の

よ

う

に

憎
ん

だ
。

　
　

お

　

武
庫
が

火

事
に

な
っ

た
。

華
は

こ

れ

を
き
っ

か

け

に

変
事
の

起
こ

ら
ん

こ

と

を
恐
れ

、

兵
を
配
し

て

守
備

を
固
め

、

そ
う
し

て

か

ら

火

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

事
を

暾
。

た
。

た

能
累
代
の

宝

物
や

漢
の

高
祖
の

噺
蛇
の

剣
．

王

莽
の

頭
．

孔
子
の

屐

な
ど

が
、

こ

と
ご

と

く

焼
失
し

た
。

時
に

華
は

、

剣
が

屋
根

を
突
き

破
っ

て

飛
ん

で

ゆ

く
の

を
見
た

が
、

ど
こ

に

行
く

の

か

わ

か

ら

な
か

っ

た
。

　

は

じ

め
、

華
が

封
ぜ

ら

れ

た
壮

武
郡
で

は
、

桑
が

変
化
し

て

柏
と

な

る

と
い

う
こ

と

が

あ
っ

た

が
、

識
者
は

こ

れ

を
不
祥
で

あ

る

と

し

た
。

ま
た

華
の

役

宅
や

官
舎
に

、

し

ば
し

ば

妖

怪
が

出
た

。

息
子
の

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
の

　

題
は

、

中
台

星
の

裂
け

た

こ

と

を
も
っ

て
、

華
に

位
を

遜
る

こ

と

を

勧
め

た
。

華
は

そ
の

勧
め

に

は

従
わ

ず
、

　
「

天
道
は

玄
遠
な

る

も
の

、

た

だ

た

だ

徳
を

修
め

て

そ

れ

に

応
ず
る

ま
で

。

静

粛
に

し

て

天

命
を

待
つ

の

が

よ
い

」

と
言
っ

た
。

倫
・

秀
は

賈
后

を
廃
せ

ん

と

し
て

、
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秀
は

司

馬
雅
を
使
わ

し

て
、

夜
、

華
に

言

う
こ

と

に

は

「

今
や
社

稷

は

危
険
な

状
態

、

趙
王
は

あ

な
た
と

共
に

朝
廷

を
正
し

、

覇
者
の

事

を
な
そ

う
と

思
わ

れ

て

お

ら
れ
ま

す
」

と
。

華
は

、

秀
ら
が

必

ず
や

簒
奪
を

な
す
で

あ

ろ

う

こ

と
を
知

り
、

こ

れ

を
拒

否
し

た
。

雅

は

怒

っ

て

言
っ

た
、

　
「

刃
が

首
に

振
り

下
ろ
さ

れ
よ

う
と

し

て

い

る

と
き

に
、

こ

ん

な
こ

と
を

言
う
と

は
」

。

ふ

り

返
る
こ

と
も

な
く
退

出
し

て

い

つ

た
。

　

華
は

昼

寝
を
し

て
い

た

と

き
、

た

ち

ま
ち
に

屋

根
が

壊
れ

落
ち
る

夢
を

見
て
、

目
覚
め

て

そ
の

こ

と

を
気
昧

悪
が
っ

た
。

そ
の

夜
、

災

難
が

ふ

り

か

か

っ

た

の

で

あ

る
。

い

つ

わ
っ

て

詔
と

称
し．
て

華
を
召

し

出
し
、

つ

い

に

裴
顧
と

と

も
に

捕
ら
え

ら
れ

た
。

華
は

死
に

臨
み
、

張
林
に

向
か
っ

て

言
っ

た
、

　
「

そ

な
た

は

忠
臣
を
殺

そ

う
と
す
る

の

か
」

。

林
は

詔
を
称
し

て

華
を
せ

め

て

言
っ

た
、

　
「

あ

な
た

こ

そ

宰
相

と
し

て
、

天
下
の

事
を
任
と

し

な
が

ら
、

太
子
が

廃
せ

ら
れ

た

と

き
、

節
義

を
全

う
し

て

殉
死
し

な
か

っ

た

の

は

ど
う
し

て

か
」

。

華
は

言
っ

　
　

　

　
　

ゆ

た

「

式
乾

の

議
に

つ

い

て

は
、

わ

た

く

し

の

諌
言
は

す
ぺ

て

と
っ

て

あ

る
。

諌
め

な

か
っ

た

わ

け

で

は

な
い
」

と
。

林
は

言
っ

た

「

諌
言

が

容
れ

ら

れ

な
か

っ

た
の

に
、

ど

う
し

て

宰
相
の

位

を
去
ら

な
か
っ

た

の

か
」

。

華
は

返

答
す
る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た
。

し

ば

ら
く
し

て
、

使
者
が

や
っ

て

来
て

言
っ

た

「

詔
に

よ
っ

て
、

あ
な
た

を
斬
る
」

と
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

ヨ

ユ

ニ

ろ

華
は

言
っ

た

「

わ

た

し

は

先
帝
か

ら
の

老
臣
と

し

て
、

丹
心

を
尽
く

し
て

き
た

。

わ

た

し

は

死
を
惜
し

む
の

で

は

な
い

。

王

室
の

禍
難
の

、

こ

の

上
な

い

こ

と

を
恐
れ

る

だ
け

な
の

だ
」

と
。

つ

い

に

華・

を
前
殿

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ゐ

の

馬
道
の

南
で

処

刑
し

、

三

族
は
皆

殺
し
に

な
っ

た
。

朝
廷
の

老
も

人

民
も
、

悲
し

み

痛
ま
な
い

者
は

な
か
っ

た
。

時
に

六

十
九
歳
で

あ

っ

た
。

　

華
は

生

来
、

人

物
を
好
み
、

推
薦
し

て

は

倦
む
こ

と

が

な
か
っ

た
。

貧
窮
下

賤
の

士
で

門

前
に

伺
候
す
る

老
に

至
っ

て

は
、

一

介
の

善
き

者
が

い

れ

ば
、

す

ぐ
に

嘆
息

称
歎
し

、

そ
の

人
の

た

め

に

力
添
え

を

し

て

や
っ

た
。

も
と

よ

り
書

籍
を
愛
し

、

亡

く
な
っ

た

時
に

は
、

家

に

余

財
は

無

く
、

た

だ

書

物
が

机
や

本
箱
に

渥
れ

る

ほ

ど
で

あ
っ

た
。

か

つ

て

引
っ

越
し

を
す
る
の

に
、

書

物
を
三

十
台
の

車
に

載
せ

た

ほ

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
し

　
ぐ

　　
　

ど

で

あ
っ

た
。

秘

書
監
の

摯
虞
は

官
書
を

撰
定
す
る
の

に
、

す
べ

て

華
の

書

籍
に

よ
っ

て

校
定
し

た
。

天
下
の

奇
書
で

、

世
の

中
に

め
っ

た

に

な
い

も
の

は
、

す
ぺ

て

華
の

所
に

は

あ
っ

た
。

こ

れ

に

よ

り

博

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

む

物
治
聞
は

、

世
に

比
類

な
き

も
の

が

あ
っ

た
。

　

恵
帝
の

と

き
、

鳥
の

毛
で

三
丈

も
の

長
さ

の

も
の

を
見
つ

け

た

者

が
い

て
、

そ
れ

を
華
に

見
せ

た
。

華
は

そ

れ

を
見
る

や
、

心

配
そ

う

に

量

ヨ
．

た
、

　
「

こ

れ

は

海
鳧
毛
と
い

う
も

の

で

あ
る

。

こ

れ
が

現

れ

た

と
き

に

は

天

下
は

乱
れ

て

し

ま

う
」

と
。

　

　

　
　

　

　

　
　

つリ
ゥめ

　

睦

機
が

か

つ

て

華
に

鮓
を
お

く
っ

た
。

そ
の

時
、

賓
客
で
い

っ

ぱ

　

　

　
　

　

　

　
　
うう
け

い

で

あ
っ

た
。

華
は

器

を
開
け

る

や

「

こ

れ

は

龍
の

肉
で

あ
る
」

と

言
っ

た
。

一

座
の

人
は

こ

れ

を

信
じ

な
か
っ

た

が
、

華
は

言
っ

た
「

た

　

　

　
　

き

め

し

に

苦

酒
で

こ

れ

を
濯
い

で

み

よ
、

き
っ

と

何
か

が

あ
る

で
あ

ろ

う
」

と
。

し

ば

ら
く

し

て

五
色
の

光
が

起

こ

っ

た
。

機
は

帰
っ

て

鮓

を
く
れ

た

者
に

問
ね
た

と
こ

ろ
、

　
「

園

中
の

茅

を
積
ん
で

あ

る
下
で
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一

匹
の

白

魚
を
つ

か

ま

え

ま
し

た
。

格
好
が

変
わ
っ

て
い

る
の

で
、

そ
れ

で

鮓

を
作
っ

た

と
こ

ろ
、

と

て

も
美

味
し
か

っ

た
の

で
、

献
上

し

た

次
第
で

す
」

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た
。

　

武
庫
は

非
常
に

緊
密
に

封
閉
し

て

あ
っ

た
が

、

そ
の

中
に

忽
然
と

雉
が

現
れ

て

鳴
い

た
。

華
は

「

こ

れ
は

き
っ

と

蛇
が

雉
に

化
け

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
」

と

言
っ

た
。

武
庫
を

開
い

て

み

る

と
、

果
た

せ

る

　

　
　

　

　
　

　

　

ほ

の

び

ら

か

な

雉
の

そ

ば

に

蛇
の

蛻
が

あ
っ

た
。

　

呉

郡
の

臨
平
の

岸
が

崩
れ

、

一

つ

の

石

鼓
が

出
て

き

た

が
、

こ

れ

を
た

た
い

て

も
音
が

出
な
い

。

帝
が

華
に

問
ね
る

と
、

華
は

言
っ

た

「

蜀
の

桐
材
を
取
っ

て
、

魚
の

形
に

刻
み

、

そ
れ

で

打
て

ば

鴫
る

で

し
．

含

う
」

と
。

そ
こ

で

そ
の

通
り
に

す
る

と
、

果
た
し

て

そ
の

音
は

数
里

先
ま
で

も
聞
こ

え

た
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

き

　

初
め

、

呉
が

ま

だ

滅
び
て

い

な
い

と
き

、

斗
牛
の

間
に

い

つ

も
紫

気
が

上
っ

た
。

道
術
者
は

み

な
呉
の

勢
力
は

強
く

盛
ん
で

あ
る
の

で
、

ま

だ

呉

を
討
つ

ぺ

き
で

は

な
い

と
し

た
。

し

か

し
華・
だ

け

は
、

そ

う

で

は

な
い

と
し
た

。

呉
が

平
定
さ

れ

て

か

ら
、

紫

気
は

い

よ

い

よ

明

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ゆ

ら

か

に

な
っ

た
。

華
は

、

豫
章
の

人

で

雷

煥
と
い

う

者
が

緯
象
に

よ

く
通

じ

て
い

る

と
い

う
こ

と

を

聞
き

、

そ
こ

で

煥
を

宿
ま

ら
せ

て
、

人

を
し

り
ぞ
け

て

言
っ

た

「

い

っ

し
ょ

に

天

文
を
尋
ね

て
、

将
来
の

吉
凶

を
知

ろ

う
」

と
。

そ

こ

で

楼
に

登
っ

て

仰
ぎ

観
た

。

煥
は

「

私

は

ず
い

ぶ

ん
観

察
し

ま

し

た

が
、

た

だ

斗
牛
の

間
に

い

さ

さ

か

異

気

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
サ
じ

　　

が

ご

ざ
い

ま
す
」

と

言
っ

た
。

華
が

「

そ

れ

は

何
の

祥
か
」

と
言

う

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ロ
た

と
、

煥
は

「

宝

剣
の

精
が

、

立

ち
上
っ

て

天

に

徹
っ

て

お

り

ま
す
」

と
言

う
。

華
は

言
っ

た

「

君

の

言
う
通
り

だ
。

私
が

若
い

頃
、

人

相

見
が

言
う
こ

と

に

は
、

六

十

歳
を
過
ぎ
て

、

地
位
は

三

公
に

登
り

、

宝
剣

を
手
に

入

れ

て

腰
に

帯
び
る

で

あ
ろ

う
と

。

こ

の

予
言
と
よ

く

似
て

は

い

な
い

か
」

と
。

そ
こ

で

問
ね
て

言
っ

た

「

ど

こ

の

郡
に

あ

る

の

か
」

。

煥
は

「

豫
章
の

豊

城
に

あ
り

ま
す
」

と

言
っ

た
。

華・

は

言

っ

た

「

君
に

宰
と

な
っ

て

も
ら
っ

て
、

ひ
そ
か

に

力
を

合
わ

せ

て

捜

し

出
そ

う
と
思
う

の

だ

が
、

よ

か

ろ
う
か

」

と
。

煥
は

そ
れ

を
承

諾

し

た
。

華
は

大
い

に

喜
び
す

ぐ
さ

ま

煥
を
豊
城
の

令

と
し
た

。

煥
は

県
に

到
着
す

る

と
、

獄
舎
の

下
を
掘
り

、

四
丈
余
り

の

深
さ

の

と
こ

ろ

で
、

一

つ

の

石

函
を
見
つ

け

た
。

そ
れ

は

非
常
に

光
り
か

が

や

い

て

お

り
、

中
に

は

二

本
の

剣
が

あ

り
、

皿

つ

に

は

龍
泉

、

一

つ

に

は

太
阿

と

銘
が

刻
ん

で

あ
っ

た
。

そ
の

日

の

夜
、

斗
牛
の

間
の

気
は

見

え

な

く
な
っ

て

し

ま
っ

た
。

煥
が

南
昌
の

西
山

の

北
巌
の

下
の

土

で

剣
を

拭
っ

た

と

こ

ろ
、

そ
の

輝
き

は
い

よ
い

よ

艶
や
か

に

な
っ

た
。

大
き

な

盆
に

水

を
は

り
、

剣
を
そ
の

上
に

置
く
と

、

こ

れ

を
見
る

者

は
、

輝
き

に

目

も
眩
む

ば
か

り

で

あ
っ

た
。

使

者
を
遣
わ
し

て
一

本

の

剣
と
土
と

を
華
に

送
り

、

も
う
一

本
は

置
い

て

お
い

て

自

分
が

佩

び
た

。

あ
る

者
が

煥
に

「

二

本
を

手
に

入

れ

て

お

き

な
が

ら
一

本
だ

け

を

送
っ

て
、

ど
う
し
て

張
公
を
欺
け

よ

う

か
」

と

言
っ

た
。

換
は

言
っ

た

「

本
朝
は

ま
さ

に

乱

れ

ん

と

し

て
お

り
、

張
公

は

そ
の

禍
い

を
受
け

よ

う
と
し

て

い

る
。

こ

の

剣
は

徐
君
の

墓
樹
に

繋
け

ら
れ

る

　

　

　
　

　

　
き

べ

き

も
の

で

あ
る

。

霊
異
の

物
は

、

結

局
は

化
し

て

去
り

、

永
く

人

の

た
め

に

佩

服
さ

れ
る

こ

と

は

な
い

の

で

あ

ろ

う
」

と
。

華
は

剣
を
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得
る

や
、

大
切
に

し

て
、

つ

ね

に

坐

側
に

置
い

た
。

華・
は

南
昌
の

土

　

　
の　

は

華
陰
の

赤
土

に

は

及
ば
な
い

と

思
い

、

煥
に

手

紙
を
送
っ

て

言
う

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ぬ
ん

し
み

も

　
　
　
　

　
　
　
　

　

ぱ　

こ

と

に

は
、

　
「

剣

文
を
詳
し

く
み

る

に
、

こ

れ

は

干
将
で

あ

る
。

莫

じ

　
の

邪
は

ど

う
し

て

や
っ

て

こ

な
い

の

か
、

そ

う
は
い

っ

て

も
、

天
生
の

神

物
で

あ

る
か

ら
、

終
わ

り

に

は

合
す
る

で

あ
ろ

う
」

と
言
っ

た
。

そ
こ

で

華
陰
の

土
一

斤

を
煥
に

送
っ

た
。

煥
は

更
め

て

そ
の

土

で

剣

を
拭
い

た

と
こ

ろ
、

い

よ

い

よ

そ
の

輝

き

を

増
し

た
。

華
が

誅
せ

ら

れ

て
、

剣
の

所
在
は

わ

か

ら

な

く
な
っ

た
。

雷
煥
は

卒
し

、

そ
の

子

　

　
　
ね

の

雷

華
が

州
の

従
事
と

な
り

、

剣
を

持
っ

て

出
か

け

延
平

津
を
通
り

か

か
っ

た
と
こ

ろ
、

剣
は

忽
ち

に

腰
か

ら
躍
り

出
て

水
の

中
に

落
ち

て

し
ま
っ

た
。

人

に

水

に

も
ぐ

ら
せ

て

取
ろ

う
と
し

た

が
、

剣
は

み

つ

か

ら
ず
、

た

だ

そ
れ

ぞ
れ

数

丈
の

長

さ

の

二

匹
の

龍
が
、

と

ぐ

ろ

　

　

　

　
ニ　

を
巻
い

て

文
を
為
し
て
い

る
の

が

見

え

る

だ
け

で
、

水
に

も
ぐ
っ

た

者
は

、

お

ど

ろ
い

て

返
っ

て

し

ま
っ

た
。

ほ

ど

な
く

し

て

光
彩
が

水

を
照

ら
し

、

波
浪
が

わ

き

立
ち

、

と

う
と

う

剣
を
失
っ

て

し

ま
っ

た
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

おロ

雷
華
は

歎

息
し

て

言
っ

た
、

　
「

先

君
が

化
去

の

言
、

張
公

が

終

合
の

り
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
し

る
し

論
、

此
れ
が

そ
の

験
で

あ
ろ

う
か
」

と
。

張
華
の

博

物
で

こ

の

類

の

も
の

は

多

く
、

詳
述
す

る

こ

と
は

で

き

な
い

。

　

後
に

、

倫
・

秀
が

誅
せ

ら
れ

て
、

斉
王

冏
が

輔
政
し

た
。

摯
虞

は

箋
を

冏
に

送
っ

て

言
っ

た
、

　
「

こ

の

ご

ろ

張

華
が

亡
く

な
っ

て

か

ら
、

中
酵

省
に

入
っ

て

み

た

と

こ

ろ
、

先
帝
の

時
に

詔
に

答
え

た

張
華
の

草

稿
を
見
つ

け

ま

し

た
。

先
帝
は

華
に

、

政
を

輔
け

重
任

を

果
た

し
、

後
事
を
託

す
べ

き

人

物
を
問
ね

て

お

ら

れ

ま
す
が

、

華
は

「

明
徳
至

親
は

、

先
丑
に

及
ぶ

も
の

は

あ
り

ま
せ

ん
。

先

王
を

留
め

て

社
稷
の

鎮
と

な
さ

る
の

が

よ

ろ
し

い

で

し

ょ

う
一

と

答
え

て

お

り

ま
す

。

そ

の

忠
良
な
る

謀
、

款
誠
な
る

言

葉
は

、

死

後
に

信
あ

り
、

没
し

て

後

に

明
ら
か

な
る

も
の

で

す
。

か

り

そ
め

に

時
勢
に

随
う
老
と

世
を

同

じ

く
し
て

論
ず
る

こ

と

は

で

き

ま
せ

ん
。

し

か

る

に

議
す
る

者
の

中

に

は
、

華
を

責
め

る

の

に

愍
懐
太

子
の

事
を

持
ち

出
し

、

節
を
抗
し

て

廷

争
し

な
か
っ

た

と

す

る

も
の

が

お

り

ま
す

。

こ

の

よ

う
な

時
に

は
、

諌
め

る

者
は

、

必
ず

違
命
の

死
を

得
る

も

の

な
の

で

す
。

先
聖

の

教
え

に

「

死
し
て

益
無

き
者
は

、

以
て

人

を
責
め

ず
」

と
あ
り

ま

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ニ

い

ち

よ

す
。

ゆ

え
に

晏

嬰
は

、

斉
の

正

卿
で

あ
っ

て
、

崔
杼
の

難
に

死
ぬ

こ

　

　
　
ね

と

は

な

く
、

季
札
は

呉
の

宗
臣
で

あ
り

な
が

ら
、

逆
順

の

理

を
争
い

　

　
　

　

　
ロ

し

ま

せ

ん

で

し

た
。

理
が

尽
き

て

施
す

所
の

無
い

者
は
、

本
当
に

聖
教

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ご

の

責
め

な
い

所
で

あ
り

ま

す
」

。

そ
こ

で

冊
は

、

奏
し

て

次
の

よ

う
に

言
っ

た
、

　
「

わ

た

く
し
は

こ

の

よ
う
に

聞
い

で

お

り

ま

す
、

艇
え

た

も

の

を
興

し
、

絶
え

た
も
の

を

継
ぐ

の

は
、

聖
王
の

高
政
で

あ

り
、

　

　
ハ
と

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　ロ　
ゐ

悪
を
貶

め

善
を

嘉
す
る
の

は
、

　
『

春
秋
一

の

美
義
で

あ

る

と
。

こ

う

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ン

　

か

ん

い

う

わ

け

で
、

武
王
は

比
干
の

墓
を
封
じ

、

商
容
の

閭

を
表
し

た

の

　
あ　

で

す
。

ま
こ

と

に

幽

界
と

明
界
と

が
、

相
い

通
じ
た

も
の

で

あ

り

ま

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

の

す
。

孫
秀
は

逆

乱
し
た
際
に

、

佐
命
の

国

を
滅
ぼ

し
、

骨

峺
の

臣

を

誅
殺
し
、

王

室
を

絶
滅
し

、

そ
の

残
虐
を
ほ

し

い

ま

ま
に

し
、

功
臣

の

後
裔
は

多
く

滅
ぼ
さ

れ

ま
し

た
。

張
華
・

裴
顧
は

、

そ

れ

ぞ
れ

憚

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
り

ひ

ら
れ

た

た

め

に

時
に

誅
せ

ら
れ
、

解
系

・

解

結
は

、

と

も

に

節
倹
で

　

　
お
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
　

ゆ

あ
っ

た

た

め

に

並

び
に

害
さ
れ

、

欧
陽
建
ら

は

罪
無

く
し

て

死
に

ま
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し

た
。

人

民
は
こ

れ

を
憐
れ

ん

で

お

り

ま
す

。

今
、

陛

下
は

日

月
の

光

を
あ

ら

た
め

、

維
新
の

命
を
布
か

れ

ま

し

た
。

し

か

る

に
、

こ

れ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ら

ん

　
　

げ

の

ら
の

諸
入

は
ま

だ

そ
の

恩
理

を

蒙
っ

て

お

り

ま
せ

ん
。

昔
、

欒
二

郤
は

そ

う

れ

い

　
　

　
　

　

　
　

　

　

 
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

6

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

「

春
秋
」

は

そ
の

人
を

伝
え

て

お

り

ま

す
。

皐
隷
に

降

り
ま
し

た

が
、

ま
た

、

幽

王
は

功
臣
の

後
継
ぎ

を

絶
ち

、

賢
者
の

子
孫
を

棄
て

ま

し

　

　
　

　

　
　

　

　
　
そ
し

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

お

た
が

、

詩
人

は

そ
れ

を

刺
っ

て

お

り

ま

す
。

わ

た

く

し

は

高
職
を
忝

く
す
る

も
の

、

愚
誠
の

納
れ

ら
れ

ん

こ

と

を

願
っ

て

お

り

ま

す
。

も

し

御
聖

意
に

合
い

ま
し

た

な

ら
ば

、

群

臣
に

命
じ

て

議
論
さ

せ

て

下

さ

い

ま

す
よ

う
に
」

。

議

論
し

た

者
は

そ
れ
ぞ

れ

に

意

見
が

あ
っ

た

が
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
と

を

多
く
の

者
が

そ
の

冤
罪
を
称
え

た
。

壮
武
国
の

臣

の

竺

道
は

、

ま

た

艮

沙
王
の

も
と

に

出
向
き

、

張

華
の

爵
位
の

復
活
を
求
め

た

が
、

長

ら
く
ど
っ

ち
つ

か

ず
の

ま

ま

で

あ
っ

た
。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

もノし

　

太
安
二

年
、

詔
が

あ
っ

た
。

　
「

そ
も

そ
も

愛
す

る

こ

と
と

悪
む

こ

と

が

攻
め

合
い

、

佞
と

邪
が

正
し

き
を

醜
む
こ

と

は
、

古
え

よ

り

有

る

こ

と

で

あ
る

。

故

の

司
空

、

壮
武
公
の

華
は

、

そ
の

忠
貞
を
つ

く

　

　
　

　

　
　
あロ
マ

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

ニ

か

リ

ニ

と

し

て
、

朝
廷
を

翼
け

ん
こ

と

を

思
っ

て

お

り
、

謀

謨
の

勲

功
は

、

事

あ

る

ご

と

に

こ

れ

に

頼
っ

て

い

た
。

さ

き
に

は
、

華
に

輔

弼
の

功
あ

る

を
も
っ

て
、

封
建
さ

れ

る
べ

き

で

あ
っ

た
の

に
、

華
は

固
く

辞
退

す
る

こ

と

八
・

九
た

び
に

至
り

、

深
く
大
制
の

し

か

る
べ

き

で

は

な

　

　
　

　
の

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
も

れ

い

こ

と
を

陳
べ

た
。

結
局

、

危
急
存
亡
の

慮
い

が

有
る

と

き

も
、

そ

の

辞

義
は

誠

を
つ

く
し

、

遠
近
に

勧
む

る

に

足
る

も
の

で

あ
っ

た
。

華
の

至

心
は

、

神

明
に

誓
わ

れ

た

も
の

で

あ
る

。

華
は
、

呉

を
伐
っ

た

勲
功
に

よ
っ

て
、

先
帝
よ

り
爵
位

を
受
け

て

い

た
。

こ

れ

を
A7

と

な
っ

て

封
じ
た

の

で

は
、

国

体
に

合
わ

な
い

う
え

に
、

ま

た

小
功

を

　

　
　

　

　
　

　

　
ニ

以

て

さ

き
の

大
賞
に

蹌
え

さ

せ

る

こ

と

も

で

き

な
い

。

華
が

害
せ

ら

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ゐ

ぼ

れ

た

の

は
、

姦
逆
が

乱

を
図
っ

た

た

め

に
、

濫
り

に

賊
害
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

華
に

侍
中
・

中
書
監
・

司
空
・

公
・

広

武
候
お

よ
び

没
収

し

た

財
物
と
印

綬
・

符
策

を
復
し
、

使
い

を
遣
わ

し

て

弔
祭
せ

よ
」

と
。

　

そ
の

は

じ
め

、

睦

機
兄
弟
は

、

志

気
は

高
爽
に

し

て
、

呉
の

名
家

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
ゆ

ず

た

る

を
自
負
し

て

い

た
。

初
め

て

洛
に

入

る

や
、

中
国
の

人
士
に

推

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

る

こ

と

な
く

、

張
華
を
見
る

や

旧

知

の

者
の

ご

と

く
で

あ
っ

た
。

華

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

つ
つ

の

徳
あ
る

行
い

に
、

師
の

礼
を

も
っ

て

欽
し

み

敬
っ

た
。

華
が

誅
せ

ら
れ

て

後
、

そ

の

誄
を
作
り
、

さ

ら
に

「

詠
徳
の

賦
」

を

作
っ

て
、

そ
の

死
を

悼
ん

だ
。

　

華
は

「

博
物
志
」

十
篇

を
著
し

、

そ
の

文
章
と
と

も
に

世
に

行
わ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

れ

た
。

幃
・

題
の

二

子
が

あ
っ

た
。

　

禪
は

字

を
彦
仲
と
い

い
、

学
問
を

好
ん

だ
。

謙
虚
で

憤
み

深
く

、

父
の

気
風
を

受
け

継
ぎ

、

散
騎

常
侍
と

な
っ

た
。

題
は

、

儒

学
を
博

　
　

　

　

　
　

　
ぴ

と

く
修
め

、

天
文
に

暁
く

、

散
騎
侍

郎
と

な
っ

た
。

二

人
と

も

時
を
同

　
　

　

　

　
　

　

　
む

じ

く
し

て

害
に

あ
っ

た
。

幃
の

子
の

輿
は

、

字
を

公
安
と
い

い
、

華

の

爵
を

嗣
い

だ
。

難
を
避
け
て

江

を
渡
り

、

丞
相
の

掾
・

太
子
舎

人

　
め

に

辟
さ

れ

た
。
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注

萢
陽
方

城

ー
范
陽
郡

方
城

県
。

A7

の

河
北

省
濛
県

。

盧

欽
−

盧
毓
（

「

魏
志
」

巻

二

二
）

の

子
。

字
は

子

若
。

劉
放

1
「

魏
志
」

巻
一

四
。

図
緯

方
伎

ー
「

図
緯
」

と

は
、

河
図
と

緯
書

。

　
「

方
伎
」

と

は
、

医
術

や

占
星
術

な
ど

。

造
次
必
以

礼
度

ー
「

造
次
」

と

は
、

倉

卒
な
こ

と
。

　
「

論
語
」

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
　
て

ん

ゴ

い

里

仁

篇
の

「

造
次
に

も
必

ず

是
に

於
て

し
、

顛
沛
に

も

必

ず
是

に

於
て

す
」

に

も
と
つ

く
。

　
「

世

説
新
語
」

排
調
篇
注
に

引
く

「

文
士
伝
」

に
、

　
「

華
は

人

と
為
り

　
威

儀
少
な
く

、

姿

態
多

し
」

と
。

篤
於

周
急

ー
困
窮
し

て

い

る

人
を

手
厚
く

援
助
す
る

こ

と

を
い

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
す

く

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
つ

う
。

　
「

論

語
」

雍

也

篇
に

「

君
子

は

急

を
周

ひ

て

富
め

る
に

継

か

ず
」

と

あ
る

。

器
識

弘
臍
、

時
人
罕

能
測
之

1
『

世

説
新

語
』

品

藻
篇
に

「

劉

令

言
、

始
め

て

洛
に

入
り

、

諸
名

士
を
見

て

歎
じ

て

曰

く
、

張

茂
先
は

我
が

解
せ

ざ

る

所
な
り

と
」

と
。

初
未
知
名

、

著
鷦

鷯
賦

ー
「

鵡

鷯
の

賦
」

は

「

文
選
」

巻
一

三

に

収
め
ら

れ

て

お

り
、

そ

の

注
に

引
く

臧
栄

緒
『

晋
書
」

に

は

「

雲
閣
に

棲
処
す
と

雖

も
、

慨

然
と

し

て

感
あ

り
、

鷦

鷯
の

賦

を

作
る
」

と
あ
る

。

摂
生
而

受
気
−

「

摂
生
」

は

「

老

子
」

第
五

十
章
に

「

善
く

生

を

摂
す
る

者
は

、

陸
に

行
き

て

兜
虎
に

遇
は

ず
、

軍
に

入

り

て

1011121314161517

甲
兵
を
被
ず
」

と

あ
る

。

「

受
気
」

は

「

荘
子
」

秋

水
篇
に

「

北

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　つ
ら

海
若
曰
く

、

吾
は

形
を
天
地
に

比
ね
て

、

気
を
陰
陽
に

受
く

」

と

あ
る

。

毛
無
施
器
用

、

肉

不
登

乎
俎

味

1
「

左
氏
伝
一

隠
公
五

年
に
「

鳥

獣
の

肉
、

俎
に

登
ら
ず

、

皮

革
・

歯
牙
・

骨

肉
・

毛

羽
、

器
に

登

ら
ず
」

と
。

翳

薈
蒙

籠
−
草
木
の

密
生

し

て

い

る

さ

ま
。

　
「

孫

子
」

行
軍
に

　

　

　
えド
　

わ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

も

う

ろ

う

「

林
木
翳
薈
し

、

草
樹
蒙
籠
た

り
」

と
。

巣

林
不

過
一

枝

ー
「

荘
子
」

逍
遥
遊
篇
に

「

鷦
鷯
は

深
林
に

巣

く

う
も
、

一

枝
に

過
ぎ

ず
」

と
。

不

懐
宝

以

賈
害

ー
「

左
氏
伝
一

桓
公

十
年
に

「

初
め

虞

叔
に

宝

　

　

　

　
　

　
ニ

に

有
り

。

虞

公

　
栴
を
求
む
る

も
、

献
ぜ

ず
。

既
に

し

て

之
を

悔

い

て

曰

く
、

周
の

諺
に

之
れ

有
り

、

匹
夫

　
罪
無

し
、

壁

を
懐

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
な

へ

く
は

其
れ

罪
な
り

と
。

吾

　
焉
ぞ

此
れ

を
用

ひ
て

、

其
れ
以

て

　

　
ら

害
を

賈
は

ん
や

と
。

乃
ち

之

を
献

ず
」

と

あ

る
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

え

み
む

さ

海
鳥
爰
居

ー
「

国
語
」

魯
語

上
に

「

海
鳥

を
爰
居
と

日
ふ

。

魯

の

東

門
の

外
に

出
る
こ

と

三

日

な

り
」

と
。

條
支

ー
漢
代

、

西

域
の

国
の

名
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ロ
　　
らつ
ら

鷦

冥
巣
於

蚊
睫

1
「

列
子
」

湯
問

篇
に

「

江
浦
の

間
に

麼
虫
を

生
ず

。

其

の

名

を
焦

螟
と
日
ふ

。

群
飛
し

て

蚊
の

騷
に

集

ま
る

も
、

相
ひ

触
れ

ず
。

棲
宿
し

去

来
す
る

も
、

蚊
は

覚
ら

ず
」

と
。

大

鵬
彌

乎
天
隅

i
「

荘
子
」

逍
遥
遊
篇
に

「

北
冥
に

魚

有
り
、

　

　

　

　
ニ

へ

其
の

名
を
鯤
と

為
す

。

鯤
の

大
い

な
る

、

其
の

幾
千
里

な
る

か

一 65 一
N 工工

一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Lrterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

18192021222324

を
知

ら
ず

。

化
し

て

鳥
と

為
る

。

其
の

名

を
鵬
と

為
す

。

鵬
の

背
、

其
の

幾
千
里
な

る

か

を
知

ら

ず
。

怒
し

て

飛
べ

ば
、

其
の

翼
は

垂
天

の

雲
の

若
し

」

と
。

王
佐
之
才

ー
王

者
を

轤
佐
す
る

に

足
る

才
能
の

あ
る

入
。

　
「

芸

文
類

聚
」

巻

五
六

に

引
く

「

王

隠

晋
書
」

に

は
、

　
「

阮
籍

、

華

の

鷦

鶴
の

賦
を
見
て

以
て

王
佐
の

才
と

為
す

。

中
書

郎
曲
駕

綏

も
亦
た

華
の

文
義
は

己
に

勝
る

と
推
す
」

と
あ
る

。

拝
黄

門
侍

郎
1

「

北
堂

書

鈔
」

巻

五

八

に

引
く

「

王
隠

晋
書
」

に
、

　
「

泰
始

三

年
、

詔
し

て

張

華
を
黄
門
侍

郎
と

為
す
」

と
。

武
帝
嘗
問

ー
「

世

説
新
語
」

言
語

篇
注
に

引
く

「

晋
陽
秋
」

に
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

ハ

つ

「

華
は

博
覧

洽
聞
に

し

て
、

貫

綜
せ

ざ

る

無
し

。

世
祖

嘗
て

漢

の

事
を

問
ひ

、

建

章
の

千
門

万
戸
に

及

ぶ
。

華
は

地
に

画
き

て

図

を
成
し
、

応

対
す

る
こ

と

流
る

る

が

如

く
、

張
安
世
も

過
ぐ

る

能
は

ざ
る

な

り
」

と
。

子
産

ー
春
秋

時
代
、

鄭
の

大
夫
の

公
孫

僑
の

こ

と
。

　
「

子

産
」

は
、

そ

の

字
。

賓

服

1
や
っ

て

来
て

し
た

が

う
。

　
「

礼
記
」

楽
記
に

「

暴

民

作

ら
ず
、

諸
侯
　
賓
服
す
」

と
。

徴
士

馮
恢
−

ー

「

徴
士
」

と
は

、

朝
廷
か

ら
招
か

れ

な
が

ら
、

官

職
に

就
か

な
い

人
。

　
「

馮
依
」

は
、

馮
航

（

「

晋

書
」

巻

三
九
）

の

兄
。

鍾
会
ー
三

国
、

魏
の

人
。

字
は

士

季
。

都

艾
・

諸
菖
緒
と
と

も

に

蜀
を

討
平
す

る

も
、

異

志
を
抱
い

て

謀
反

を
起
こ

し

た
。

『

魏

25262728293231303334

志
」

巻
二

八
。

六

轡
−
六
頭
だ

て

の

馬
車
に

つ

け

た

た

づ

な
。

　
「

列
子
」

湯
問

　
　

　
ゆ

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

り

く

　
ひ

篇
に

「

趣
く
こ

と

吾
の

如
く

に

し
て

、

然
る

後
に

六

轡
持
す

可

　
　

　

　
ぎ

よ

く
、

六

馬
獅
す
可

し
」

と
あ
る

。

官
方
−

⊥
昌

吏
と
し

て
、

そ
の

職
務
を

掌
る

た
め

の

方

法
。

　
「

左

氏

伝
」

昭
公

二

十
九

年
に

「

夫
れ

物
は

物
ご

と
に

其
の

官

有
り

。

官
ご

と

に

其
の

方
を
修
め

て
、

朝

夕
に

之

を
思
ふ
」

と
。

控

帯
i

ひ

き

め

ぐ
ら

す
。

任
肪
の

「

范
尚

書
の

為
に

吏
部
封
侯

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ゆ

　
　

　
　
　

　
　

　

と
う

ひ

う

を
譲
る

第
一

表
」

に

「

兼
ぬ

る

に

東
皐
の

数
畝

、

朝
夕
を
控
帯

　
　

　

　
　

　

　
　し　
う

　
る

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

　

し
、

関
外
の
「

区
、

鍾
阜
を

悵
望
す
る

こ

と

を
以
て

す
」

と
。

仲

由
以
兼
人

被
抑

1
「

論
譜
」

先
進

篇
に

「

由
や
人

を
兼
ぬ

。

故
に

之
を
退

く
」

と
。

冉
求
以
退

弱
被
進

−
同
じ

く

「

論

語
」

先

進
篇
に

「

求
や

退

く
。

故
に

之
を
進
む
」

と
。

漢
高

ー
漢
の

高
祖

、

劉

邦
の

こ

と
。

光
武

−
後
漢
の

光

武
帝

、

劉

秀
の

こ

と
。

名
器

ー
爵
号
と

車
服

。

　
「

左
氏

伝
」

成

公
二

年
に

「

仲
尼

　
之

を
聞
き

て

曰
く
、

惜
し
い

か

な
。

多
く
之
に

邑
を

与
ふ

る

に

如

か

ず
。

唯
だ

器
と
名
と
は

以
て

人
に

仮
す

可
か

ら

ず
」

と
。

堅

氷
−
何
事
も
些
細
な
こ

と

か

ら

大

事
に

至
る

と
い

う
こ

と
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ム

『

易
」

坤
卦
に

「

初
六

、

霜
を
媛
み

て

堅

氷
至
る

」

と
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
る
　

　
あ

談

何
容

易

ー
「

漢
書
」

東
方

朔
伝
に

「

於
戯

、

可
な

ら
ん

や
、

可

な
ら

ん

や
。

談

　
何
ぞ

容
易

な
ら
ん
」

と

あ
る

。
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臣
不

密
則
失

身
ー

「

易
一

繋
辞

伝
上
に

「

君
　
密

な
ら
ざ
れ

ば

則
ち

臣

を
失

ひ
、

臣

　
密
な
ら

ざ

れ

ば

則
ち
身

を
失
ふ
」

と
。

方

鎮

−
軍
事
を
つ

か

き

ど

り

地
方
を

鎮
守
す
る

人
の

駐

在
地

。

春
秋
絶

文

姜

1
「

左
氏

伝
」

荘
公
元

年
に

「

姜
氏
と

称
せ

ざ

る

　
　

　
　
　
し

ん

は
、

絶
ち
て

親
と
為
さ

ざ
る

な
り

」

と
。

趙
太
后

ー
成

帝
の

寵

妃
で

あ
っ

た

趙
飛
燕
の

こ

と
。

　
「

漢

書
」

孝
成

趙
皇
后

伝
に

「

皇
太

后
を

貶
し

て

孝
成
皇
后
と

無
し
、

居

を
北

宮
に

徙
す
」

と

あ
る

。

騎
虞

幡
ー

鴟
虞

（

瑞

獣
の

名
）

を
描
い

た

旗
。

軍

隊
を
解

散
す

る

と

き

に

用
い

た
。

彌
縫

1
ら

左
氏
伝
」

僖
公

二

十
六

年
に

「

其
の

闕

を
彌

縫
し

て
、

其
の

災
ひ

を
匡

救
す
」

と
。

知

己

i
『

史
記
」

刺
客
列

伝
に

「

士
は

己
を

知

る

者
の

為
に

死

す
」

と
あ

る
。

阿

衡

ー
殷
の

と

き

の

宰

相
を
い

う
。

転
じ

て
、

ひ

ろ

く

宰

相
の

意
に

用
い

る
。

太

子

手
書

　
こ

れ

は

賈
后
が

太

子
に

酒
を
飲

ま
せ

て

書
か

せ

た

反
逆
の

手

紙
。

潘
岳
が

草

稿
を
書
い

た
。

　
『

晋
書
』

巻
五一
二

、

愍
懐

太
子

伝
に

「

陛

下
宜

自
了

、

不
自
了

、

吾
当
入

了
之

。

云

云
」

で
始
ま

る

其
の

時
の

手
書
が

載
せ

て

あ

る
。

趙
王

倫
1

「

晋
書
」

巻
五

九
。

梁
王

彫

…
「

晋
書
」

巻
三

八
。

武
庫

−
漢

代
の

倉
の

名
。

武
器
に

限

ら
ず

諸
々

の

宝
物
が

収
納

4748504951525453

さ

れ

て

い

た
。

漢
高

斬
蛇

剣
ー
漢
の

高
祖
が

、

あ
る

夜
酒
に

酔
っ

て
、

白
帝
（

秦

が

祀
っ

て

い

た

神
）

の

化

身
で

あ
る

蛇
を

斬
っ

た
。

そ
の

時
の

剣

を
い

う

の

で

あ

ろ

う
。

　
「

史
記
」

巻
八
、

高
祖
本
紀

。

王

莽
頭

ー
『

漢

書
」

巻
九

九
下
、

王
莽
伝
に

「

莽
の

首
を
伝
へ

　
　
　

　
け
ら

て

更
始
に

詣

ら
し

め
、

宛
の

市
に

懸
く

。

百
姓
は

共
に

之

を
提

撃
し

、

或
る

も
の

は

其
の

舌

を
切

り

て

食
ふ
」

と

あ
る

。

或
い

は
、

こ

の

時
の

頭
が

残
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

孔
子
屐

1
「

屐
」

は
、

は

き

も
の

。

尽

焚
焉
−

『

晋
書
」

巻
四
六

、

劉
頌

伝
に

は

「

武
子
の

火
に

及

び
、

彪
（

頌
の

弟
）

は

計

を
建
て

て

屋
を

断
ち

、

諸
々

の

宝

器

を
出
だ

す
を

得
た

り
」

と

あ

り
、

こ

こ

の

記
述
と

食
い

違
っ

て

い

る
。

式
乾
之

議

−
恵
帝

が

式
乾

殿

に

群
臣

を
集
め

、

愍
懐
太
子
を

廃

す
る

こ

と

を
議
論
し

た

こ

と

を
い

う
。

夷
三

族

ー
「

晋
書
」

巻

四
六

、

劉
頌
伝
に

「

趙
王

倫
の

張
華
を

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
を

ぽ

害
す
る

に

及
ぶ

や
、

頌

は

之

を
哭
し

て

甚
だ

慟
け

り
。

華
の

子

の

逃
る

る

を
得
た

る

を
聞
く
や

、

喜
び
て

曰
く

、

茂
先
、

卿

は

尚
ほ

種

有
る

な
り

と
」

と

あ
り

、

張

華
の

子
が

害

を
免
れ

た

こ

と

が
、

記

さ

れ

て
い

る
。

　
「

晋
書
一

に

名
の

見

え

る
の

は
、

「

幃

・

題
」

の

二

子

だ

け

で

あ
る

。

摯
虞
ー

『

晋

書
一

巻
五
一

。

博
物
治
聞

、

世
無

与
比

ー
「

魏
志
」

巻

二

二
、

盧

毓
伝

注
に

引
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く

「

晋
諸
公

賛
一

に

「

張

華
は

、

博
識

　
多
聞
に

し

て
、

物
と

し

て

知

ら
ざ
る

は

無

し
」

と
。

苦
酒
−

醋
の

こ

と
。

斗
牛
−

二

十
八

宿
の

斗
宿
と

牛
宿

。

雷

煥
r

「

太
平

御
覧
」

巻
三

四
三
に

引
く

「

雷
煥
別
伝
」

に
「

雷

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
よ

煥
、

字
は

孔
章

、

鄙
陽
の

人
な

り
。

星
暦

卜
占

を
善
く
す
、

云

云
」

と
。

徐
君

墓
樹

ー
延
陵
の

季
札
は

上

国
に

使
い

し

て

徐
に

立
ち
寄
っ

た

時
、

徐
の

君
が

札
の

剣
を
欲

し

が
っ

て
い

る
の

を
知
っ

て
、

上
国
へ

使
い

し

て

の

帰
途

、

剣

を
献
上
し

よ

う
と
し
た

が
、

徐

君
が

す
で

に

亡
く

な
っ

て

い

た

の

で
、

剣
を

其
の

冢
の

樹
に

懸

け

て

初
志

を
遂
げ
た

（

「

史

記
」

呉

太
伯

世
家

）

。

華
得
剣

、

宝
愛
之

1
「

剣
宝
」

二

字
、

和
刻
本
は

互
倒
し

て
「

宝

剣
」

に

作
る

。

　
「

華
は

宝

剣
を

得
る

や
、

之

を
愛
し

」

。

華
陰

ー
今
の

陝
西

省
潼
関
県
の

西
に

あ

る

華
山

の

北
。

干

将
・

莫
邪

ー
干

将
は

刀

匠
の

名
で

、

莫
邪
は

そ
の

妻
の

名
。

二

人
で

協
力
し
て

陰
陽
二

本
の

剣
を

作
り

、

陽
を
干
将

、

陰
を

莫
邪
と
い

っ

た
。

　
「

太

平
御
覧
」

巻
三
四
三

に

引
く

「

列
士

伝
』

に

「

干

将
・

莫
邪
は

、

晋
君
の

為
に

剣
を
作
り

、

三

年
に

し

て

成
る

。

剣
に

雌
雄

有
り

、

天

下
の

名
器

な
り

」

と
あ
る

。

華
−

「

雷

換
別
伝
」

で

は
「

爽
」

に

作
る

。

先
君

化
去
之
書

−
雷
煥
が

「

霊
異

之
物

、

終
当

化
去
」

と

言
っ

た
こ

と

を
指
す

。

6466656768697271707473

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

ニ
　

　

　
　

　
　

む

張
公

終

合
之

論
ー
張
華
が

「

天
生

神
物

、

終
当
合
耳
」

と
言
っ

た

こ

と

を

指
す

。

先
王

ー
斉
王

攸
を

指
す

。

晏

嬰
〜

ー
春
秋

時
代

、

斉
の

崔
杼
が

荘
公

を
弑
し

、

公
室
に

与

る

者
七
人

を
次
々

に

殺
し

、

い

よ
い

よ

晏
子
に

迫
っ

た

と
き

、

晏
子
は

臣

節
を
全
う
し

て

白
刄
に

も
志
を

降
す
こ

と

は

な
か

っ

た
。

　
「

晏
子

春
秋
」

内
篇
・

雑
上

。

季
札
〜

1
「

史

記
」

呉
太
伯

世
家
に

「

呉
人

、

固
く

季
札
を
立

て

ん

と

す
る

も
、

季
札
は

其
の

室
を

棄
て

て

耕
す

。

乃
ち

之

を

舎
く

」

と

あ
る

。

冏

於
是
奏
日

ー
冏
の

此
の

上
奏
文
は

、

　
「

晋
書
」

巻
六

〇
、

解

系

伝
に

も

載
せ

て

あ

る
。

置
王

封
比

干

之
墓
、

表

商
容
之
間

ー
「

尚

書
」

武
成
に

「

箕
子

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
しム
く

の

囚

を
釈
し

、

比
干
の

墓
を
封
じ

、

商
容
の

閭
に

式
す
」

と
。

骨
慶

之

臣

−
剛

直
直
諌
の

臣
。

解
系
・

解
結

ー
「

皿
日

童
目

」

心
巷
亠

ハ

○
。

羔

羊

1
「

毛
詩
」

召

南
・

羔
羊
の

詩
序
に

「

召
南
の

国
、

文

王

の

政
に

化
し

、

在
位

　
皆
な
節

倹
正

直
に

し

て
、

徳
は

羔
羊
の

如

き

な
り

」

と
。

欧

陽
建

ー
「

晋

書
」

巻
三
三

。

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
ら

ん

　

　
　

げ

コ

欒
郤
降
在

阜
隷

ー
「

春
秋
左
氏

伝
」

昭
公

三

年
に

「

欒
・

郤
・

コ
ロ

　
　
ば

ヘ

　
　

ニ

　
　

ク

ぐ
　

　

バ

い
　

　

ぽ

ご

　
　
く

だ

　
　
　
　

ニ

ヨ

ヨ

ヨ

胥
．

原
．

狐
．

續
・

慶
・

伯
、

降
り

て

阜
隷
に

在
り

」

と
。

欒

・

郤
な
ど
の

名
家
が

没
落
し

、

奴

隷
の

ご

と

く
に

な
っ

た
こ

と
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を
い

う
。

其

人

1
「

人
」

字
、

　
「

張
華
伝
」

は

「

違
」

に

作
る
が

、

A7

は

「

解

系
伝
」

に

拠
る

。

右
職

ー
此
の

二

字
、

　
「

張
華
伝
」

は

「

在
職
」

に

作
る

が
、

今

は

「

解
系

伝
」

に

拠
る

。

見

華
一

面

如
旧

1
「

晋
書
」

巻
五
四

、

陸

機
伝
に

は
、

　
「

太
康

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
と

も

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

いもア

の

末
に

至
り

、

弟
の

雲
と

倶
に

洛
に

入

る
。

太
常
の

張
華・
に

造

る
。

華
は

素
よ
り

其
の

名
を

重
ん

じ
、

旧

よ

り

相
ひ

識
る
が

如

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
え

し
。

曰
く

、

呉

を
伐
つ

の

役
、

利
は

二

俊
を

獲
た

り
、

と
」

と

あ
る

。

二

子

幃
題

−
張
華
に

は

娘
も

あ
っ

た

ら
し

く
、

　
『

晋
書
」

巻
七

〇
、

卞
壼

伝
に

「

張

華
の

誅
せ

ら
る

る

や
、

粹
（

壼
の

父
）

は

華
の

壻
な

る

を
以

て
、

官
を

免
ぜ

ら

る
」

と

あ
る

こ

と

か

ら
、

華
の

娘
は

卞
壼
の

父
の

卞
粹
に

嫁
い

で
い

た

と

思
わ

れ

る
。

同

時
遇

害

ー
注
52
を
参
照

。

そ
れ
に

よ
れ
ば

、

華
の

子
は

害

を

免
れ
た

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

或
い

は
「

禪
・

題
」

の

外
に

も
、

子
が

あ
っ

た

の

か
。

別
腹
の

子

か

も
し

れ

な
い

。
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