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王

粲
の

「

七

哀
詩
」

と

建
安
詩

道

家

春

代
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三

曹
（

曹
操

・

曹

丕
・

曹

植
V

と

そ

れ
を

と

り

ま

く
七

子

（

孔

融
・

陳
琳
・

阮
璃

・

徐
幹
・

應
場

・

劉
槙

・

王

粲）

が

活

躍
し

た

建

安
文

学
は
、

詩
を

、

質
的
に

も
量
的
に

も

新
た

な

段
階
へ

と

引
き

揚

げ

た
。

詩

史
に

お

け

る

建
安
詩
人
の

功
績
に

は
、

す
で

に

諸
家
に

指

摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

四

言
に

加
え

て
、

五

言、

六

言
、

七

言
等

の

詩
型
を

試
み

、

中
で

も

特
に

五

言
詩
を

飛

躍
的
に

発
展
さ

せ

た
こ

と
、

そ

し

て

そ

の

五

言
詩
に

お
い

て
、

宴

会、

贈
答、

游

仙
な

ど

を

新
た

に

詩
の

題

材
に

開
拓
し

、

詠
物、

遊

覧
等
も
賦
か

ら

取
り

入

れ

て

拡
大
し

た

こ

と
、

そ

れ

以

前
の

単

純
な

表
現
に

、

典
故

、

対
句

、

詩
構
成
に

工

夫
を

凝
ら
し
て

表
現
の

幅
を

広
げ
て

、

詩
人
個
人
の

内

情
を

表
現
す
る

も
の

と

し
て

成
熟
さ

せ

た
こ

と

が

挙
げ
ら

れ

る
。

　
伊
藤
正

文
氏
は

「

建
安

詩
が

す

ぐ

れ
た

理

由
と

し

て
、

多
様
な
る

も
の

の

混
淆
と

統
一

を
指

摘
」

さ

れ

そ

の

多
様
な
る

も

の

の

中
に

は
、

曹
操

に

代
表
さ

れ
る

「

感

情
豊

富
な

民

歌
形

式
の

作
品

、

即
ち

古

詩
・

古
楽
府
を
文

学
形
式
に

高
め
」

た

流
れ

と
、

い

ま

ひ

と
つ

、

王

粲
に

代
表
さ

れ

る

「

文
人
の

伝
統
を
継
承
し
て
、

漢
賦
を
詩
に

導
入

し

た

流
れ
」

が

あ
り

、

「

こ

の

二

つ

の

大
き

な

流
れ

を
う

け
て

、

集

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

 

大
成
し

た

の

が
、

曹
植
で

あ
」

る
、

と

さ

れ

る
。

確
か

に

こ

の

図
式

に

は

首
肯
さ

せ

ら

れ
る

。

そ

れ

は

単
に

建

安
詩
人
の

個
々

を

見
て
、

そ

の

作
品
に

は
、

自
ず
と

詩
体
の

区

別
が

あ
る
こ

と
、

す
な

わ

ち
、

曹
操
を

筆
頭
に

、

三

曹
は

し

き
り
に

楽
府
を
作
っ

て
い

る

が
、

七
子

は

陳

琳
と

阮
璃
が
一

首
ず
つ

残
し
て

い

る

ほ

か

は
、

誰
も

楽
府
を
残

し

て
い

な
い

こ

と

に

も

表
れ

て

い

る
。

　
建
安

詩
人

は

詩

体
（

楽
府

、

四

言
、

五

言
な

ど
）

を

明
確
に

区

別
し
て

い

る
、

す

な

わ

ち
、

う
た

う

内
容
に

よ
っ

て

詩

体
を

意
識
的

に

選

択
し

て

い

る

よ

う

に

思
わ

れ

る
。

詩

体
選
択

（

う
た

う

内
容
）

に

は
、

詩
人
個
々

の

出
自
と

そ

れ
に

規
定
さ

れ

る

精
神
の

あ
り
よ

う

が

関
係
し

て

い

た

の

で

は
、

と

推
測
さ

れ

る
。

そ

れ

を

考
察
す
る
こ

一 1 一
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と

は
、

民

歌
を

継
承
す

る

流
れ
と

文
人
の

伝

統
を

継
承
す

る

流
れ

と

を

含
ん

だ
、

建
安
詩
の

複
雑
な

様

相
を

照
ら

し

だ

す

に

有
効
で

あ
る

。

そ

し

て

そ
の

複
雑
な
せ

め

ぎ

あ
い

を

統
】

し

て
、

建
安
詩
と
い

う
ひ

と

つ

の

ス

タ

イ
ル

を
築
い

た
こ

と

に

は
、

曹
氏
父

子

の

下
に

よ

る

集

団
文

学
で

あ
っ

た

こ

と

が

決
定
的
な

意
味
を

持
っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

　

翻
っ

て

考
え

て

み

れ

ば
、

建
安

文
学
は

、

三

曹
七

子

の

天

才
た

ち

に

よ
っ

て

突

如
生

み

だ
さ

れ

た

も
の

で
は

な
い

。

当
然
そ

れ

を

用

意
す

る

後
漢

半
ば
、

後
半
の

文

学
状
況
が

存
在
し

た

は

ず
で

あ
る

。

そ

の

状
況
の

な
に

ほ

ど

か

は
、

帰
曹
以

前
の

七

子
の

状
況
を

表
し

た

も
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

そ

の

状
況
を

と

ら

え

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

建

安
詩
の

様
相
を

、

そ

の

担
い

手
で

あ
る

詩
人

た

ち

の

精
神
と

の

関
わ

り

の

な

か

で

解

明
で

き

る

の

で

は

な

い

か
。

そ

の

た

め

に

は

帰
曹
以

前
の

七

子
の

文

学
的
状
況
に

つ

い

て

詳
し

く

考
証
す
る

必
要
が

あ
る

が
、

本

稿
で

は
、

王

粲
の

「

七
哀
詩
」

に

つ

い

て

従
来
の

説
に

疑
問

を

提
出
し

て

検
討
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

建
安

詩
が

、

集
団
文
学
で

あ
っ

た

こ

と

の

意
味
を

考
え

た
い

。

］

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
ゆサ

　
こ

こ

で

簡
単
に

王

粲
の

生
涯

を

ふ

り

か

え
っ

て

み

よ

う
。

　
王

粲
は

、

山
陽
高
平
の

人
、

霊

帝
の

熹
平
六

年
（
一

七
七
）

に

生

ま

れ

た
。

曾

祖
父

王

聾
は

太
尉

、

祖
父
王

暢
は

八

俊
に

数
え
ら

れ

た

司
空
と

、

二

代
に

わ

た
っ

て

三

公

を

出
し

た

名
家
の

出
で
、

父
王

謙

は

大

将
軍
何
進
の

長
史
と

な
っ

た
。

し

か

し
、

謙
は

彼
が

名
公
の

血

筋
で

あ

る

こ

と

か

ら

彼
の

二

人
の

子
と

の

婚
姻
を

何
進
が

迫
っ

た

の

を
断
り
、

病
気
を

理

由
に

そ
の

職
か

ら

退
い

た
。

そ

の

後
す
ぐ
に

霊

帝
死

後
の

混
乱
が

起

り、

何
進
は

誅
戮
さ

れ
た

の

で

あ
る

か

ら
、

そ

の

身
の

処
し

方
に

は

先
見
の

明
が

あ
っ

た

と

い

え

る
。

王

謙
は
そ

の

後
家
に

卒
し

た
と

い

う
が

、

そ

の

卒
年
は

わ
か

っ

て

い

な
い

。

　

初
平

元
年
（

一

九

〇）

董

卓
に

よ

る

献
帝
西
遷
に

従
っ

て
、

十
四

歳
の

王

粲
も

長
安
に

居
を
移
し
た

。

そ

の

長
安
で

王

粲
は

異
才
を

蔡

畠
に

認
め

ら

れ、

…
邑
の

蔵
書
を

譲
り

受

け

た
。

蔡

邑
は

董

卓
に

招
か

れ

て

出
仕
し
、

厚
遇
を

得
て
い

た
。

初
平
三

年
（
｝

九
二
V

、

董

卓

が

殺
さ

れ

た

と

き

蔡
崑
も

連
座
し

て

獄
死

し

た
。

王
粲
は

そ

の

直
後

の

二

度
の

召
辟
を

断
り

、

難
を

避
け
て

荊

州
に

劉
表
を

頼
っ

た
。

劉

表
は
、

王

粲
と

同
郷
出
身
で

、

祖
父
王

暢
に

学
を

受
け

た
こ

と

の

あ

る

人
物
だ
っ

た
。

代
表
作
「

七

哀
詩
」

其
→

は

そ

の

時
の

経

験
を

ふ

ま

え

た

も

の

で

あ
る

。

そ

の

時

十
六

歳、

『

三

國
志
』

王

粲

伝
に

よ

れ

ば
そ

れ

は

翌

年
十
七

歳
の

時
に

な

る
。

　

し

か

し
、

名
家
の

出
で

あ
り

、

ま

た

己

れ
の

才

能
も

自
負
し

て

い

た

王

粲
で

は

あ
っ

た
が
、

期

待
に

反

し

て

貧
弱
な

容
貌
と

軽
々

し

い

性

格
の

た

め

に

劉
表
に

重
用
さ

れ

な

か
っ

た
。

王

粲
は

己

れ

を

使
い

こ

な
せ

ぬ

劉
表
に

忿

懣
を
抱
き

つ

つ

そ

の

ま

ま

十
六

年
を

刑
州
で

過

ご

し

た
。

そ

の

不
満
と

望
郷
の

情
を

歌
っ

た

と

さ

れ

る

の

が

「

七

哀

詩
」

其
二

で

あ
る

。

こ

の

詩
は

そ

の

内

容
が

「

登

樓
賦
」

と

近
似
し

て

い

る

た

め
、

同
じ

頃
の

作
品
と

す
る

論
者
が

ほ

と

ん

ど

で

あ
る

。

ワ
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「

七

哀
詩
」

其
一

・

其
二

の

二

首
は

、

従

来
帰

曹
前
の

王

粲
の

五

言

詩
で

し

か

も

生
涯
を

通
じ
て

の

代
表
作
と

考
え
ら

れ

て

い

る
。

そ

の

他
に

・

「

雜
詩
」

「

鷙
鳥
化
爲

塵
も

・

『

建
安

七
子

詩
箋

註
』

は

荊

州
期
の

作
と

す

る
。

し
か

し

徐
蚣

持
ら

の

考
、

尺

る

よ
．
つ

に

帰

覆
の

作
品
と

す

る

の

が

妥
当
で

あ
ろ

う
。

　
建
安
十
三

年

（

二

〇
八
V

、

す
で

に

袁

紹
一

族
を

滅
ぼ

し

て

中
原

を

固
め

た

曹
操
が

荊
州
に

南
下
し

た

が
、

曹
操
が

至

る

前
に

劉

表
は

あ
っ

け

な

く

病
死
し

た
。

後
を

継
い

だ

子
の

劉

踪
は

王

粲
ら

の

勧
め

に

従
っ

て

曹
操
に

帰
順
し

、

王

粲
も

曹
操
の

幕

下
に

降
っ

た
。

彼
は

丞

相
掾
と

し

て

む

か

え
ら
れ

、

関

内
侯
の

爵
を

賜
っ

た
。

そ

し

て

そ

の

後、

建

安
二

十
二

年
（
二
一

八
）

に

病
没
す
る

ま

で
、

建
安

文
学

サ
ロ

ン

の

中
心
メ

ン

バ

ー

と

し

て

多
く

の

詩
文
を

制
作
し

た
。

　
建
安
詩
に

ふ

た

つ

の

流
れ
、

曹
操
を

代

表
と

す
る

民
歌
の

流
れ
、

王

粲
を

中
心
と

す

る

文
人
の

伝

統
を

認
め

る

と

す

る

と
、

王

粲
の

帰

曹
後
に

建
安
詩
の

変
化

或
い

は

発
展

、

す
な

わ

ち

冒
頭
に

あ

げ
た

豊

か

な

実
り

の

多
く
の

部
分
が

、

彼
の

建
安
文
壇

参
加
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ

れ

た

も
の

で

あ
る
こ

と

を
予

想
で

き

る
が

、

　一

方
そ

れ

と

と

も

に
、

王

粲
自
身
の

文
学
も

、

曹
操
の

影

響
化
に

あ
っ

た

そ

の

時
点
ま

で

の

建

安
文

学
か

ら
何
ら

か

の

影

響
を

得
た

こ

と

も

推
測
す
る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

そ

れ

は

理

屈
と

し
て

は
、

抒

情
的
な

民
歌
の

流
れ

か

ら

得
た

と

考
え
ら

れ

る
。

と
こ

ろ
が

実
際
は

、

王

粲
は

帰
曹
前
は

も

ち

う

ん

帰
曹
後
も
一

首
の

楽
府
も

残
し

て
い

な
い

、

少
な

く
と

も

現
存

し

て
い

な
い

。

郭
茂
倩
『

樂

府
詩
集
』

に

「

從

軍
行
」

と

し
て

収
録

さ

れ

て

い

る

「

從
軍
詩
」

が
、

む

し

ろ

「

征
賦
」

の

変
形
で

あ
っ

て
、

他
の

「

從
軍
行
」

を

題
と

す
る

楽
府
と

は

ま
っ

た

く

内
容
を
こ

と

に

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
 

す

る

こ

と

は

伊
藤
氏
に

指
摘
さ

れ

て
い

る
。

「

兪

兒
舞
歌
」

は

宗
廟

歌
で

あ

り
、

民

歌
的
な
も
の

か

ら

は

ず
れ

る
。

で

は

王

粲
は

帰
曹
後

民
歌

の

影
響
を

そ

れ
ま

で

の

建
安
詩
か

ら

受
け

な

か

っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

　
王

粲
は

「

楽
府
」

と
い

う

民
歌
直
系
の

詩

歌
形
式
を
採

用
す
る

こ

と

は

な
い

が
、

そ

の

作
品

に

は

「

古
詩
」

の

抒
情
的
表
現

や

内
容
を

引
き

継
ぐ
も

の

を

多
く

見
る

こ

と

が

で

き

る
。

殊
に

「

七

哀
詩
」

其

一

・

其
二

は

そ

の

影

響
を

見
い

だ

し
や

す
い

作
品
で

あ
る

。

古
詩
は

民

歌
の

流
れ

を
ひ

い

て

い

る

し
、

「

五

言

詩
」

と

い

う
形

式
そ

の

も

の

が

民
歌
の

流
れ

を
ひ

い

て

い

る

と

も
い

え

る
。

と

す

れ

ば
、

王

粲

の

抒

情
詩
は
、

や

は

り

民
歌
の

流
れ

を

受
け

継
い

で

い

る

と

考
え

ら

れ
る

。

し

か

し

王

粲
が

帰
曹
以
前
す
で

に

「

七

哀
詩
」

其
一

・

其
二

を

作
っ

て
い

る

と

す

れ

ば
、

王

粲
は

建

安
詩
と

は

関
わ

り

な

く
民

歌

の

流
れ

を

受
け
継
い

で

い

た

こ

と

に

な

り、

王

粲

自
身
の

文
学
に

と

っ

て

の
、

建
安
詩
壇
に

参
加
し

た
こ

と

の

積
極
的
意

義
を

見
い

だ

し

　

　

　
　

　

　
　

　
 

に

く
く

な
っ

て

し

ま

う
。

で

は
、

「

七

哀
詩
」

其
一

・

其
二

を
、

帰

曹

後
、

往
時
を

追

懐
し

て

な

し

た

も

の

と

考
え
ら
れ

な
い

だ

ろ

う

か
。

こ

こ

で
、

二

首
を

引
い

て

そ

の

可
能
性
を

検
討
し

て

み

る

こ

と

に

す

る
。

一 3 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

　
　

其

　
一

西

京
亂
無
象

犲
虎

方
遘
患

復
棄
中
國
去

遠

身
適
荊

蠻

親

戚
對
我

悲

朋

友
相
追
攀

出

門
無
所
見

白
骨

蔽
平
原

路
有

飢
婦
人

抱
子
棄

草
間

顧

聞
號
泣

聲

揮

涕
濁
不
還

未
知

身
死

處

何
能
兩

相
完

騒
馬

棄
之
去

不
忍

聽
此
言

南
登

霸
陵
岸

迴
首
望

長
安

悟
彼
下

泉
人

喟
然
傷
心

肝

其
　
二

西

京
　
亂
れ

て

象
無
く

犲
虎

　
方
に

患
を

遘
う

復
た

中
國
を

棄
て

て

去
り

身
を
遠
ざ
け

て

荊
蠻
に

適
く

親
戚
　
我
に

對
い

て

悲
し

み

朋

友

　
相
追
攀
す

門
を

出
で

て

見
る

所
無
く

白
骨

　
平
原
を

蔽
う

路
に

飢
え

た

る

婦
人
有
り

子

を
抱
き

て

草
問
に

棄
つ

顧
て

號
泣
の

聲
を

聞
く

も

涕
を

揮
い

て

獨
り

還
ら

ず

未
だ

身
の

死
す

處
を

知
ら
ず

何
ぞ

能
く
兩
つ

な

が

ら

相
完
う
せ

ん

馬
を

駆
り
て

之
を

棄
て

て

去
る

此
の

言
を

聽
く
に

忍
び

ず

南
に

霸
陵
の

岸
に

登
り

首
を
迴
し

て

長
安
を
望
む

悟
る

　
彼
の

下
泉
の

人
の

喟
然
と

し
て

心

肝
を
傷
ま

し

む

る

を

荊
蠻

非
我
郷

何
爲
久

滞
淫

方

舟
溯
大
江

日

暮
愁
我
心

山
崗

有
餘
暎

巖
阿

増
重
陰

狐
狸
馳

赴
穴

飛
鳥
翔
故

林

流

波
激
清
響

猴
猿

臨
岸
吟

迅
風

拂
裳
袂

白
露
霑

衣
衿

獨

夜
不
能

寐

攝
衣
起
撫
琴

絲
桐
感
人
情

爲
我

發
悲
音

羈

旅
無
終
極

憂
思

壯
難
任

荊
蠻
　

我
が

郷
に

非
ず

何
爲
れ

ぞ

久
し

く
滯
淫
せ

ん

舟
を

方
べ

て

　
大
江
を
溯
れ

ば

日

暮
れ

て

我
が

心
を

愁
え
し

む

山
崗
に

餘
暎
有
り

巖
阿
に

重

陰
増
す

狐
狸
は

馳
せ

て

穴
に

赴
き

飛
鳥
は

故

林
に

翔
け
る

獨 白 迅 猴 流
夜 露 風 猿 波

清
響
を

激
し

く

し

岸
に

臨
み

て

吟
ぶ

裳
の

袂
を

拂
い

衣
の

衿
を

霑
す

寐
ぬ

る

こ

と

能
わ

ず

衣
を
攝
り
て

起
き

て

琴
を
撫
く

絲
桐
　
人
の

情
に

感
じ

我
が

爲
に

悲

音
を

發
す

羈
旅
に

終
極

無
く

憂
思
　
壯
ん

に

し

て

任
え

難
し

　
私
が

こ

の

二

首
を
帰

曹
後
の

作
品
で

は

な
い

か

と

疑
う

根
拠
は
い

く
つ

か

あ
る

。

　
そ

の
一

つ

は
、

二

首
と
も

荊
州
を

「

刑
蠻
」

と
い

い

き
っ

て
い

る

こ

と

で

あ
る

。

荊
州
時

代
に

書
か

れ

た

と

特
定
で

き

る

詩
文
に

は
、

四

首
の

四

言
詩
（
「

贈
蔡
子

篤
」

「

贈
士

孫
文
始
」

「

贈
文

叔
良
」

「

思

4
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親
詩
」

）

と
、

い

く
つ

か

の

文

章
（

「

剤
州
文

学
記
官
志
」

「

三

輔
論
」

な

ど
）

が

あ
る

が
、

詩
を

含
め

て

ど

れ

も
そ
う
い

う
言
い

方
を
し

て

い

な
い

。

其
二

と

同
内

容
の

「

登

樓
賦
」

も
し
か

り
で

あ
る

。

詩
の

内
容
は

二

首
と

も

個

人
的
な

感
情
を
い

う

も
の

で

あ
る

が
、

当
時

、

公

開
さ

れ

な
い

こ

と

を

前

提
に

し

て

詩
が

書
か

れ

る
こ

と

は

な
か

っ

た

の

で

は

な
い

か
。

荊
州
は

元
は

蠻
で

あ
っ

た

か

も
し

れ

な
い

が
、

劉
表
の

治
の

下
に

あ
る

現

在
で

は

十
分
に

文
明

化
さ

れ
、

名
声
あ
る

士

人
た

ち

も

多
く

集
ま
っ

て

き

て

い

る
。

現
に

彼
自
身
も

劉
表
の

庇

護
の

も

と

に

あ
る

。

そ

れ

を

「

荊
蠻
」

と
い

う
の

は

不
自
然
で

あ
る

。

剽
州
以

外
の

場
所
で

作
ら

れ

た

と

考
え

る

の

が

妥
当
で

は

な
い

か
。

　
二

つ

め

は
、

こ

の

頃
王

粲
に

は

五

言
詩
を

作
る

と

い

う

発
想
が

な

か
っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る

こ

と

に

よ

る
。

　

「

七

哀
詩
」

を

除
い

て

荊
州

期
の

詩

作
品
と

し

て

確

認
さ

れ

る

の

は
、

先
に

触
れ

た

よ

う
に

「

贈

蔡
子

篤
」

「

贍
士

孫
文
始
」

「

贈
文
叔

良
」

「

思

親
詩
」

の

四

首
の

四

言
詩
で

あ

る
。

「

贈
蔡
子

篤
」

は
、

王

粲
と

と

も

に

荊

州
に

難
を

避
け

て

い

た
友
人
の

蔡
睦
が

故
里

に

帰
る

こ

と

に

な
っ

た

時、

別

離
を

惜
し
ん

で

贈
っ

た

詩
。

士

孫
文

始
は

士

孫
萌、

や

は

り

荊
州
に

難
を

避
け
て

い

た
人

。

王

允
と

と

も

に

董

卓

を

誅
殺
す

る

謀
を

た

て
、

献
帝
の

東
帰
に

従
う
途

中
乱
兵
に

殺
さ

れ

た

士

孫

瑞
の

子

で

あ
る

。

献
帝
が

許
都
に

落
ち

着
い

た

後
、

父

の

功

に

よ
っ

て

澹
津

侯
に

封
ぜ

ら

れ

た
。

彼
と

通
好
の

あ
っ

た

王

粲
が

、

彼
が

封
国
に

赴
く

際
に

贈
っ

た

別

離
の

詩
が

「

贈
士

孫
文
始
」

で

あ

る
。

建
安
元

年
（

→

九

六
）

を
そ

れ
ほ

ど

お

く
れ

な
い

時
期
に

制
作

さ

れ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

「

贈
文

叔
良
」

は
、

劉

表
の

た

め

に

蜀
の

劉
璋
に

使
い

す
る

文

穎
を

送
る

際
、

任
務
を

立

派
に

果
た

す

よ

う
は

げ
ま

し
、

門
出
を

こ

と

ほ

ぐ

も

の
。

『

建

安
七

子

集
』

は

興
平

元

年

（
一

九
四
）

、

『

建

安
七

子

詩
箋

註
』

は

建

安
十
三

年
（
二

〇
八
）

の

作
と

す

る
。

こ

れ
ら
三

首
は

み

な

『

文

選
』

の

贈

答
詩
の

始
め

に

置

か

れ
て

い

る
。

お

そ

ら

く

旅
立
つ

人
を

送
る

公
式
又
は

準
公
式
の

送

別
の

宴
で

披
露
さ

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

「

思

親
詩
」

は
、

母
を

失

っ

た

友

人
藩

文
則
に

代
わ
っ

て

哀
悼
の

情
を

歌
っ

た

も
の

で

あ
る

。

「

建

安
七

子

集
』

は

徐
公
持

「

建
安
七

子

詩
文

繋
年
考

證
」

の

建
安

六

年
（
二

〇
一
）

作
説
を

引
い

て

い

る
。

　
こ

れ

ら

の

詩
に

は
、

曹
操
の

四

言
詩
（

楽
府
）

に

み

ら

れ

る

よ

う

な

自
由
さ

は

感
じ

ら
れ

な
い

し
、

難

解
で

も

あ
り
形
式
ば
っ

た

も
の

を

感
じ
て

し

ま

う
。

と
こ

ろ

で
、

こ

れ
ら
は

四

言
詩
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

必
然

は

あ
っ

た

だ

ろ

う
か

。

「

贈
文

叔

良
」

は

別
と

し

て
、

友
人
と

の

別
離
の

情
を
歌
う

の

は

十
分
五

言
詩
の

テ

ー

マ

で

あ

り
え

る

し
、

肉

親
を

失
っ

た

哀

情
も

ま

た

然
り
で

あ
る

。

や

や

時
期
を

晩

く

す
る

が
、

曹
植
の

「

迭
應

氏
」

二

首
も
あ
る

。

私
に

は

こ

の

時
期

の

王

粲
に

は

「

詩
」

（

少
な

く

と

も

知

識
人
の

な

す

公

的
な

「

詩
」
）

は

す
べ

か

ら

く

四

言
で

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と

い

う

固
定
し
た

考
え

が

あ
っ

た

よ

う
に

思
え
て

な

ら

な
い

。

少
な

く
と

も

積
極
的
な
五

言

詩

作
者
で

あ
っ

た

と

は

考
え

に

く
い

。

　
三

つ

め

に
、

「

七

哀
」

が

建
安
詩
に

初
め

て

登

場
し

た

詩

題
で
、

連

作
で

あ

る

可
能

性
も

あ
る

か

ら
で

あ
る

。
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『

古
文
苑
』

の

「

粲

集
七

哀
詩
六

首
」

の

語
が

ど

れ
ほ

ど

信
憑
性

が

あ

る

か

は

お

い

て

も
、

「

七

哀

詩
」

が

連
作
の

詩
題
で

あ
る

可

能

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

 

性
は

す
で

に

多
く
の

論
者
に

よ
っ

て

指
摘
さ

れ

て
い

る
。

し

か

し

そ

の

形

式
は

「

内
容
の

積
上
げ

を

意
図
す

る

連
作
で

は

な

く
」

「

詩
人

が

哀
し

む

べ

き

事
象
に

遭
遇
す

る

こ

と
に

よ
っ

て
、

　→

篇
を

増
し
て

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ご

い

く

形
式
を

取
っ

た

の

で

は

な

い

か
」

と

伊

藤
氏
は
い

い
、

『

建
安

七

子

詩
箋
註
』

も

そ

の

立

場
を

取
っ

て

い

る
。

私
は

そ

れ
に

基

本
的

に

は

賛
成
だ

が
、

同
時
に

疑
問
も

感
じ

て

い

る
。

仮
に

其
一

を

初
平

三

年
（
一

九
二
）

の

作
、

其
二

を

荊
州
在
住
の

後
半
ま

た

は

荊

州
を

離
れ

た

直
後、

す
な

わ

ち

建
安
九

年
（

二

〇
四
）

〜
十
三

年
（
二

〇

八
）

の

問
の

作
、

其
三

（

王

粲
の

作
で

あ
る
こ

と

を

疑
問
視
す

る

向

き

も

あ
る
）

を

建

安
二

十
年
（

二

一

五
）

の

張

魯
征
討
の

お

り

の

も

の

と

す
る

と
、

其
一

か

ら

其
三

の

間
は
二

十
年
以
上

あ

り、

こ

れ

ら

三

首
の

他
に

三

首
を

挟
ん

で

も
、

お

り

に

触
れ
て

の

連
作
と

し

て

も

長
き

に

わ

た

り
す
ぎ
る

よ

う
に

思
え
る

。

　

も
っ

と

も
、

其
一

の

制

作
時
期
に

つ

い

て

は

す
で

に

有
力
な

別

説

が

あ
る

。

張
玉

穀

『

古
詩

賞
析
』

の

「

蜊
に

赴
く

時
の

事
を

追
叙
し

て

感

懐
す

る

な

り
」

が

そ

の

始
め

で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

作
が

「

追
叙
」

し

た

も

の

で

あ
る

と

し

て

も
、

帰

曹
以

前
の

、

つ

ま

り

荊

州
期
の

代
表

作
と

考
え

る

論
者
が
ほ

と

ん

ど

で

あ

る
。

が
、

鈴
木
修

次
氏
は

『

漢
魏

詩
の

研
究
』

に

其
一

に

つ

い

て

「

あ
る
い

は

王

粲
が

長
安
を

離
れ

て

摺
州
の

劉
表
の

も
と

に

身
を

寄
せ

た

と

き

の

経
験
に

ふ

ま

え

て

作
ら

れ

て

い

る

か

も

し

れ

な
い
」

と

本
文
で

述
べ
、

注
で

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
 

張
玉

穀
に

賛
意
を

表
し
て

い

る
が
、

帰
曹
前
の

作
品
と

は

明
言
し

て

い

な
い

。

む

し

ろ
、

「

七

哀
」

が

建
安
詩
壇
に

お

い

て

新
た

に

設
け

ら

れ

た

題
で

、

連
作
で

あ
る

可
能

性
が

高
い

こ

と

を

強
調
さ

れ

て
い

　る
と

こ

ろ

を
み

る

と
、

建
安
詩
壇
参

加
後
の

作
品
で

あ
る

と

考
え

て

お

ら

れ

る

よ

う
に

私
に

は

思
え、

私

自
身
も

そ

う

考
え

た
い

の

で

あ

る
。

と

す

れ

ば
、

其
二

も

荊
州
時
代
を
追

懐
し

た

作
で

あ
っ

て

も
よ

い

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

王

粲
の

「

七

哀

詩
」

は
、

「

七

哀
」

の

題

を

設

定
し

た

と

き
に

、

そ

れ

ま

で

の

自
己
の

経
験
か

ら

「

哀
」

に

ふ

さ

わ

し
い

も
の

を

選
び

だ

し

て

詠
じ

た

も

の

と

考
え

る

ほ

う

が

自
然
で

は

な

か

ろ

う

か
。

あ

る
い

は
、

】
、

二

首
の

詩
の

制
作
が

先
に

あ
っ

て
、

そ

の

後
い

ろ

い

ろ

な

「

哀
」

を

付
け

加
え

る

興
趣
が

起
っ

て

「

七

哀
」

の

題
が

作
ら

れ

た

と

も

考
え

ら

れ

る
。

む

ろ

ん

ど

ち

ら

の

場

合
も

、

そ

の

後
文

字

ど

お

り
折
り
に

触
れ

て

の

増
作
は

あ

り

う
る
と

し

て
。

　

建

安
詩
人
に

よ

る

「

七

哀
詩
」

は

王

粲
の

も
の

の

他
に
、

曹

植
と

阮

璃

に
一

首

ず
つ

残
っ

て

い

る
。

『

建
安

七
子

集
』

の

よ

う
に

『

藝

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

 

文
類
聚
』

巻
三

四

に

し

た

が
っ

て

「

臨
川

多
悲
風
」

も

そ

れ
と

す

れ

ば

阮
璃
は
二

首
と

な

る
。

　
　
七

哀
詩

明
月
照

高
樓

流
光
正

徘
徊

上
有

愁
思
婦

　
　

　
曹
植

明

月

　
高
樓
を

照
ら
し

流

光

　
正

に

徘
徊
す

上
に

愁

思
の

婦
有
り
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悲
歎

有
餘
哀

借
問

歎
者
誰

言
是

宕
子
妻

君
行

踰
十
年

孤
妾
常
獨
棲

君
若
清

路
塵

妾
若
濁
水

泥

浮
沈
各
異
勢

會
合
何
時
諧

願
爲
西

南
風

長
逝
入

君
懐

君
懐
良
不
開

賤
妾
當
何
依

　

　
七

哀
詩

丁
年
難

再
遇

富
貴
不
重

來

良
時
忽
一

過

身
體
爲
土

灰

冥
冥
九

泉
室

漫
漫

長
夜
臺

身
盡
氣
力
索

精
魂
靡
所
能

悲
歎
し

て

餘

哀
有
り

借
問
す

　
歎
く

者
は

誰
ぞ

言
う

　
是
れ

宕
子
の

妻
な

り

と

君
行
き

て

十

年
を

踰
え

孤
妾

常
に

獨
り

棲
む

君
は

清
路
の

塵
の

若
く

妾
は

濁
水
の

泥

の

若
し

浮
沈
　
各
勢
い

を

異
に

し

會
合
　
何
れ

の

時
に

か

諧
わ

ん

願
わ

く

は

西
南
の

風
と

爲
り

長
逝
し

て

君
の

懐
に

入
ら

ん

君
の

懐

　
良
に

開
か

ず
ん

ば

賤
妾

　
當
に

何
に

か

依
る
べ

き

身 良 富 丁

體 時 貴 年
冥
冥

た

り

漫
漫
た

り

身
盡
き

氣
力

索
き

れ

ば

精
魂
　
能
く
す

る

所

靡
し

阮
璃

再
び

遇
い

難
し

重

ね

て

來
た

ら

ず

怱
ち
一

た

び

過
ぎ
れ

ば

土

灰
と

爲
る

　
　
九

泉
の

室

　
　
長

夜
の

臺

嘉

肴
設
不
御

旨
酒
盈

觴
杯

出

壙
望

故
郷

但
見
蒿
與
菜

　

　
　
同

　
臨
川

多
悲
風

　

秋
日

苦
清
涼

　
客
子

易
爲
戚

　
感
此
用

哀
傷

　
攬
衣
久

躑
躅

　
上
觀
心

與
房

　
三

星

守
故
次

　
明
月

未
収
光

　
難
鳴

當
何
時

　

朝
晨

尚
未
央

　
還
坐

長
歎

息

　
憂
憂
安

可
忘

　
曹
植
の

詩
で

あ

る
。

　
　

　
　
　

　
　

も
ち

嘉
肴

　
設
け
ら
る

も

御
い

ざ
る

に

旨
酒
　
觴
杯
に

盈
た

さ

る

壙
を

出
で

て

故
郷
を

望
め

ば

但
だ

蒿
と

菜
と

を

見
る

　

　
　

　
「

七

哀
詩
」

　

　
　

　

　
「

宕
子
」

そ

ら
え

る

曹
植
後
期
の

作
品

と

す
る

説
も

あ
る

が
、

古
詩
的
な

作
品
で

、

　

　
　

　

　
　
 

で

あ
る

と

考
え

る
。

　

　

　
同

臨
用

　
悲
風
多
く

秋
日

　
清
涼
に

苦
し

む

客
子

　
戚
を

爲
し

易
く

此
れ

に

感
じ

て

用
っ

て

哀
傷
す

衣
を

攬
り

て

久
し

く

躑
躅
し

上
に

心

と

房
と

を

觀
る

三

星

　
故
次
を
守
り

明
月
　
未
だ

光
を

収
め

ず

難

鳴
く

は

當
に

何
れ

の

時
な

る
べ

け

ん

朝
晨

　
尚
お

未
だ

央
き

ず

還
た

坐

う

に

長
く

歎

息
す

憂
憂
　
安
ん

ぞ

忘
る
べ

け

ん

　

は

客
子
の

妻
の

悲

嘆
を
い

う
い

わ

ゆ

る

棄
婦

と

そ

の

妻
に

兄
文

帝
曹
丕

と

曹
植

自
身
を

な

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

私
は

こ

れ

は

擬

詩
に

う

た

わ
れ
て

い

る

感
情
は

作
ら

れ

た

悲
嘆

阮
璃
の

は
、

前
者
は

す
べ

て

の

生

者
が

負
う

虚
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し

い

死

を
迎
え

ね

ば

な
ら

な
い

と

い

う

運
命
を、

後
者
は

客
子

の

憂

い

を
う

た

う
も

の

で

あ
る

。

こ

れ

ら
も
、

王

粲
の

作
品

で

述
べ

た
の

と

同
じ

よ

う
に

、

「

哀
」

と
い

う
テ

ー

マ

が

あ
っ

て
、

そ

れ
に

合
う

題
材
を

探
し

て

作
成
さ

れ
た

も

の

と

考
え

る
こ

と

も
で

き

る

だ

ろ

う
。

競
作
と

ま

で

は

言
わ

な
い

が
、

三

者
の

「

七

哀
詩
」

は

制
作
に

関
係

が

あ
る

と

思
う
の

は

考
え

す
ぎ
で

あ

ろ

う
か

。

　

こ

こ

で

王

粲
の

「

七

哀
詩
」

其
一

に

戻
っ

て

み

よ

う
。

　

王

粲
は

長
安
の

荒

廃
に

見
切
り

を
つ

け、

荊
州
に

難
を
避
け

る
こ

と

を

決

意
し
、

と

ど

め

る

肉
親
、

友
人

を

ふ

り
き
っ

て

家
を

出
る

。

そ

の

時
彼
は

戦
乱
が

人

の

心
ま

で

破
壊
し

き
っ

て

し
ま
っ

た

絶
望
的

な

光
景
を

目
撃
す

る
。

廃
墟
と

化
し

、

死

体
が

放
置
さ

れ

た

ま

ま

に

な
っ

て

い

る

都
の

草
む

ら
、

子

を

棄
て

る

輝

親
の

姿
。

彼
は
、

彼
女

の

冷
酷
な
、

そ
し

て

痛
切

な
悲
哀
に

満
ち

た

言
葉
を

聞
く
に

た

え

ず、

ま

た、

彼
自
身
も

子

を

救
う
こ

と

も

せ

ず、

そ

の

場
か

ら

駆
け

去
る

。

そ

し

て

治
の

時
代
で

あ
る

文

帝
の

陵
に

登
っ

て

長

安
を

望
み

見
て

、

『

詩

經
』

の

詩
人

が

治
世
を

願
っ

て

う
た

っ

た

「

下
泉
」

の

痛
み

が
、

し
み

じ

み

と

わ
か
っ

た

と

篇
を
結
ぶ

。

　

中
間
に

挟
ま

れ

る

「

子

捨
て

の

母
」

は

楽
府
的
な

題

材
で

あ
る

。

こ

れ

が

実

際
に

王

粲
自
身
が

目
撃
し

た

事
件
か

ど

う
か

は

さ

ほ

ど

問

題
で

は

な
い

。

こ

の

よ

う
な
こ

と

は

十
分
起
り

う
る

時
代
状
況

で

あ

っ

た
し
、

風

聞
も

あ
っ

た

ろ

う
。

重
要
な
の

は
、

こ

れ

を

王

粲
が

題

材
と
し

て

詩
に

取
り

上

げ
た

こ

と

で

あ
る

。

詩
中
に

登

場
人

物
の

語

り
、

台

詞
が
い

れ

ら
れ
、

物
語
り

ま

た

劇
の
一

場
面
を

彷

彿
と

さ

せ

る

表

現
が

用
い

ら

れ

る

の

は

古

楽
府
の

常
套
で

あ
る

。

「

孤

兒

行
」

「

婦
病
行
」

「

東

門
行
」

等
、

例
は
い

く

ら

で

も

あ
る

。

ま

た
、

「

古

詩
十
九

首
」

の

い

く
つ

か

に

も
台
詞
の

痕
跡
が

残
っ

て

い

る
。

子
捨

て

の

母
と

い

う

楽
府
的
な
題

材
を
詠

ず
る

に

あ
た
っ

て

王

粲
は

や

は

り
こ

の

楽
府
の

手
法
を

用
い

て

い

る
。

こ

の

手
法
は

建
安
詩
人
に

よ

っ

て

し

ば

し

ば

用
い

ら

れ

て

い

る
。

曹

植
の

「

七
哀
詩
」

は

「

古
詩

十
九

首
」

の

其
三
・

其
五

を

意
識
し

た

擬
古
詩
的
側

面
が

強
い

が
、

曹
植
は
こ

の

楽
府
の

手
法
を

意

識
的
に

用
い

て
、

単
な
る

擬

古
詩
に

終
ら

な
い

秀

作
と

し

た
。

阮
瑤

の

「

七

哀
詩
」

は
こ

の

手
法
を
取
ら

な
い

が
、

彼
の

「

駕
出
北
郭
門
行
」

は

こ

の

仕
立
て

で

書
か

れ

て

い

る
。

陳
琳
の

「

飮
馬
長
城
窟
行
」

も

例
に

挙
げ
る

事
が

で

き

る
。

も

っ

と

も

阮
璃

と

陳
琳
の

作
品
は

楽

府
題
で

あ
る

の

で

単
純
に

は

比

較

で

き

な
い

が
、

同
じ

グ
ル

ー

プ

に

い

た
二

人
の

先
輩
の

作
品

に

刺
激

を

受
け

た
こ

と

は

考
え

ら

れ

る
。

王
粲
も

曹
植
も
そ

れ
ぞ

れ

の

個
性

と

研
鑽
に

よ
っ

て
、

楽
府
の

手
法
を
用
い

な
が

ら

も

創
作
詩
と

し

て

の

質
を
保
つ

、

そ

れ

も

最
高
の

レ

ベ

ル

を

保
持
す
る

詩
に

成
し

遂
げ

て

い

る

事
は

い

う

ま

で

も
な
い

。

王

粲
の

「

七

哀
詩
」

其
一

が

子
捨

て

の

母
と

い

う

楽
府
的
な
題

材
を

採
用
し
て
い

る
こ

と

を
、

伊
藤
氏

は

蔡
畠
と

の

関
係
に

つ

な

ぐ
が
、

む

し

ろ

同
じ

建
安

詩
の

グ

ル

ー

プ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

に

つ

な

ぐ
ほ

う
が

自
然
で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　
三

者
五

首
の

「

七

哀
詩
」

の

テ

ー
マ

や

題

材
が

ど

れ

も

古
楽

府
や

古

詩
を

継
承
し

て

い

る
こ

と

か

ら

も
、

こ

れ
ら

の

詩
を
一

つ

の

ま

と

ま
り

と

し

て

考
え

る
こ

と

が

で

き

る

だ
ろ

う
。
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今
一

つ

は
、

詩
語
の

問
題
で

あ
る

。

王

粲
其
一

の

第
八

句
「

白
骨

蔽
平

原
」

は
か

な

り

強
烈
な

印
象
を

も
た

せ

る

句
で

あ

る
。

「

門
を

出
で

て

見
る

所
無
し

、

白
骨
平

原
を

蔽
う
」

は
、

彼
の

見
た

現
実
の

光

景、

ま

た

は
、

そ

れ

を
誇
張
し
た

表

現
で

あ
ろ

う
。

し

か

し
こ

れ

は

王

粲
に

オ

リ

ジ

ナ
ル

な

表
現
で

は

な
い

。

建
安
詩
に

お

い

て

は

類

似
の

表
現
が

し

ば

し
ば

見
受
け

ら

れ

る
。

今
「

白
骨
」

と
い

う

語
を

含
む

詩
句
を

、

漢
か

ら

南
北
朝
に

至
る

詩
か

ら

拾
っ

て

み

る

こ

と

に

す

る
。

　

孔

融
「

雜
詩
」

其
二

　

　
「

賽
裳
上
墟
丘

、

但
見
蒿
與
識

、

白

骨

　

　

歸
黄
泉

、

翫
體
乘
塵
飛
」

　

曹
操
「

蒿
里

行
」

　
　
「

鎧
甲
生
蟾

虱、

萬
姓
以

死
亡

、

白

骨
露

　

　

於
野

、

千
里

無
難
鳴

、

生
民

百
遺
一

、

念
之

斷
人
腸
」

　

蔡

瑛
「

悲
憤
詩
」

其
一

　

　
「

白
骨
不
知
誰

、

從
横
莫
覆
蓋

、

出

　

　

門
無
人

聲
、

豺

狼
號
且
吠
」

　

同
「

胡
笳

十
八

拍
」

　

「

塞
上

黄
蒿
兮

枝
枯
乾

、

沙
場

白
骨

兮

　

　
刀

痕
箭

瘢
」

　

曹
丕

「

令
詩
」

　
　
「

喪
亂
悠

悠
過
紀

、

白
骨

縱
横
萬
里
」

　

潘

岳
「

關

中
詩
」

　
　
「

哀

此

黎

元
、

無
罪
無

辜
、

肝
腦
塗
地

、

　

　
白

骨
交
衢
」

　

「

化
胡
歌
」

　
　
「

吾
後
千
餘
年

、

白
骨
如
丘

山
、

屍

骸
路
草
野

、

　

　
流
血

成
洪
淵
」

　

孔
融
の

詩
は

、

留

守
に

し

て

い

た

間
に

亡
く
な
っ

た

幼
子
を

悼
む

も
の

で
、

こ

の

場
合
の

「

白
骨
」

は

亡
き

子
の

埋

葬
さ

れ

た

遺

骸
の

こ

と

を
さ

す

の

で

あ
る

か

ら
、

王

粲
の

も
の

と

は

用
法
が

違
う

。

そ

れ

で

も

「

白

骨
」

の

語
が

使
わ
れ

る

の

が

建
安

期
に

集
中
し
て

い

る

の

が

注
目
さ

れ

る
。

戦

乱
が

こ

の

後
も

断

続
的
に

繰
り

返
さ

れ

た
、

ま

た
、

詩
人
が

建
安

後
、

飛
躍
的
に

増
し

た

に

も

か

か

わ
ら
ず

、

ほ

と

ん

ど

見
ら

れ

な

く
な

る

こ

と

を

考
え
れ

ば
、

「

白

骨
」

の

語
が

む

し
ろ

詩
語
と

し

て

は

馴

染
み

に

く
い

語
で

あ
っ

た

の

で

は
、

と

思
わ

れ
る

。

こ

の

よ

う
な
一

種
激
越
で

露

骨
な

表
現
は

、

建

安
期
の

詩
人

た

ち

の

共
通
し

た

現
実
把

握
の

な

か

で

生
ま

れ

た
、

こ

の

時
期
特
有

の

表
現
だ
っ

た

の

で

は
な

い

か
。

し

か

も
、

距
離
的
に

離
れ

た

各
地

で
、

そ

れ

ぞ

れ

に

作
し
た

と

い

う
よ

り、

や

は

り
つ

な
が

り
の

あ

る

グ
ル

ー

プ

の

な

か

で

使
用
さ

れ

た

と

考
え
た

ほ

う
が

よ
い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

　

蔡
談
は
、

父

蔡
琶
の

獄
死
後

、

興

平
中
（

一

九
四

〜
一

九
六
）

に

胡
騎
に

つ

れ
さ

ら
れ

、

南
匈
奴
左

賢
王

の

妻
と

な
っ

て
二

子
を

生
み

、

十
二

年
を

胡
地
で

過
し

た
。

曹
操
に

金
璧
で

贖
わ
れ

中
国
に

還
っ

た

の

は

建

安
十
〜
十
二

年
（
二

〇
五

〜
二

〇
七
）

で
、

彼
女
が

胡
地
に

あ
っ

た

の

は
、

ち
ょ

う
ど

王

粲
が

荊
粥
に

い

た

時
期
に

重
な

る
。

王

粲
は

長
安
で

蔡
畠
に

才
を

認
め

ら

れ

て

い

た

の

で

あ
る

か

ら
、

お

そ

ら

く
ふ

た
り

は
お

互
い

に

知
っ

て
い

た

こ

と

だ
ろ

う
。

そ

の

ふ

た

り

が

曹
操
の

も
と

に

あ

る
こ

と

と

な
っ

た
。

蔡
淡
が

「

悲
憤
詩
」

を
つ

く
っ

た

の

は

中
国
に

も

ど
っ

た

後
の

こ

と

で

あ
る

。

彼
女

は

「

建
安

文
人
グ
ル

ー
プ
」

に

直

接
参
加
し
て

い

た

わ
け
で

は

な
い

が
、

彼
ら

と

共

通
し

た

現
実
観
と

そ

れ

を

表
現
す
る

言
葉
と

を
持
っ

て
い

た

だ
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ろ

う
。

　
こ

れ

ら

の

表
現
の

源
を
た

ず
ね

て

み

る

と
、

古
楽
府
に

ゆ

き

あ
た

る
。

潘

岳

「

關

中

詩
」

で

『

文

選
』

李
善

注
は

「

古
出

夏
北

門
行
」

の

「

白
骨

不
覆、

疫
癘
淫
行
」

を

引
い

て

い

る
。

前
後
が

残
さ

れ

て

い

な
い

断

片
な

の

で
、

全

体
の

内
容
を

把
握
で

き
な
い

が
、

建
安
詩

に

先
立
つ

（

同
時

期
の

可
能
性
も

あ
る
）

同
様
の

表
現
と

考
え
ら

れ

る
。

建
安

詩
の

民

歌
的
傾
向
を

再

確
認
さ

せ

ら
れ

る

表
現
で

あ
る

。

　

建
安
詩

以
前
に

は
、

当
時
流
行
し

て
い

た

楽
府
に

し

ろ

五

言
詩
に

し

ろ
、

そ

れ

そ

の

も
の

に

無
名
性
が

別
ち

が

た

く

備
わ
っ

て

い

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
描

。

そ

し

て
、

そ

れ

は

知
識
人
が

公
け、

準
公
け

の

席
で

い

わ

ば

署

名
入

り

で

披
露
す
る

も

の

と

し
て

は

考
え

ら
れ

て

い

な
か

っ

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

知

識
人
が

心

情
を
吐

露
す

る

詩
型

式
は

四

言
詩
だ
っ

た

の

で

あ
る

。

例
え

ば
、

前

漢
の

韋
孟
「

諷

諌

詩
」

韋

玄

成
「

自
劾
詩
」

、

後

漢
で

は

傅
毅
「

迪
志

詩
」

等
が

そ

れ

で
、

そ
の

傾
向
は

王

粲
よ

り

三

歳
若
い

同
郷
の

仲

長
統
が

そ

の

志

を

表
す
詩
の

詩
体
に

伝
統
的
な

四

言
詩
を

選
ん

で

い

る
こ

と

に

も
み

ら

れ
、

ま

た

さ

ら

に
、

奮

康
の

「

幽

憤
詩
」

に

ま

で

及
ん

で

い

る
。

王

粲
の

荊

州
時
代
の

四

言
詩
は

そ

の

流
れ

の

な

か

で

考
え

ら

れ
る

だ

ろ

う
。

「

古
詩
十
九

首
」

が
、

知

識
人
の

手
を

経
た

も
の

で

あ

る

こ

と

は

大
方
に

認
め

ら

れ

て

い

る
こ

と

で

あ
る

が
、

そ

の

作
者
が

不
明

で

あ
る

こ

と

は
、

作

者
は

作
品
の

影
に

隠
れ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い
、

あ
る
い

は

作
者
と

し

て

現
れ

る

事
は

考
え

に

及
び

も
し

な
い
、

ま

た

求
め

ら

れ

る

こ

と

も
な
い

と
い

う
傾
向
を

表
し

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

　

そ

れ

が

活
発
に

知

識
人

た

ち

に

よ

っ

て

個
人
名
で

作
ら

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

は
、

も
ち

ろ

ん

建
安
文
学
か

ら

で

あ
る
が

、

そ

れ

を

促

し

た

大

き

な

要
因
は

、

建

安
文
学
が

集
団
文
学
で

あ
っ

た
こ

と

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

そ

の

集
団
の

行
き

方
を

り

ー

ド

し
た

の

は

曹

操
の

楽
府
制
作
で

あ
ろ

う
。

新
し
い

楽
府
の

制
作
者
が

時
の

権
力

者
で

あ

っ

た
こ

と

が
、

楽
府
の

無

名
性
に

勝
っ

た
。

そ

の

楽
府
が

、

優
れ

て

個

性

的
で

あ
り

古
辞
か

ら

自
由
で

あ
っ

た

こ

と

も
重

要
で

あ
っ

た
。

曹
操
に

楽
府
を

制
作
さ

せ

た

の

は
、

彼
の

詩
人
と

し
て

の

天

性
で

あ

っ

た

ろ

う
が
、

外
的

要
因
も

見

落
と

し

て

は

な

ら

な
い

で

あ
ろ

う
。

曹
操
は

黄
巾
の

乱
以
来
ほ

と

ん

ど

の

生
涯
を

軍
中
に

暮
ら

し

た
。

軍

は

人
民

の

集
合
離
散
す
る

場
で

あ

る
。

勢
力
を

拡
大
す

る
こ

と

に

曹

操
の

軍
は

増
大
し

、

各
地
の

兵
士

が

集
ま
っ

て

く
る

。

軍
で

の

兵
士

た

ち

の

数
少
な
い

娯
楽
の

中
に
、

歌
や

舞
い

は

大
き
な

部
分
を

占
め

て

い

た

だ
ろ

う
。

曹
操
は

身
近
に

民

衆
の

歌
謡
に

触
れ

る

機
会
に

恵

ま

れ

て

い

た
。

こ

れ

が

曹

操
の

楽
府
制

作
に

影
響
を
及
ぼ

し

た
こ

と

は

考
え

て

よ
い

で

あ
ろ

う
。

帰
曹
前
に

袁

紹
父
子
の

も
と

で

や

は

り

長
く

軍
中
に

暮
ら

し

た

陳

琳
に

「

飮
馬

長
城
窟
行
」

の

楽
府

作
品

が

あ
る

の

も

う
な

ず
け

る
。

　

作
者
が

自
ら

が

成
員
と

な
っ

て

い

る

共
同
体
の

共

有
す
る

感

情
や

物
語
を

う
た

う

楽
府
に

お

い

て

は
、

作

者
は

古
詩
以
上

に

そ
の

作
品

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
 

を

共
有
す
る

集
団
の

中
に

埋
も

れ

る

べ

き

も

の

で

あ
る

。

そ
の

楽
府
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が

曹
操
と
い

う
強
烈
な

個
性
の

人

物
の

志
や

感
慨
を
表
出
し

、

し

か

も

彼
の

作
品
で

あ

る
こ

と

を
主

張
し

た

の

で

あ
る

。

そ
れ

が

「

当
路

者
が

芸

人
と

し

て

ふ

る

ま

う
こ

と

に

よ
っ

て

共
同
体
に

参
入
し

自
身

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
の

の

政
治
的
立

場
を

よ

り

安
定
さ
せ

よ

う
と

す

る

意
識
が

あ
っ

た
」

と

い

う

政
治
的
意
図
の

も
と

で

あ
っ

た

と

し

て

も
。

共
同
体
か

ら

離
れ

た

人
々

の

悲
哀
を

歌
う

古
諍
の

後

継
で

あ
る
五

言
詩
が

、

作
者

名
を

も
つ

よ

う
に

な
る

の

は

易
い

こ

と

で

あ

る
。

　

楽
府
及
び
五

言
詩
の

無
名
性
を
う

ち

や

ぶ

っ

た

に

つ

い

て

は
、

曹

操
の

個

性
と

力
が

不
可
欠
の

も
の

で

あ
っ

た
に

違
い

な
い

が
、

そ

れ

ば

か

り
で

は

な
い

だ

ろ

う
。

曹
操
の

影
響
を
そ
れ

程
多
く

考
え

ら

れ

な

い

孔

融
に

も
五

言
詩
（
「

臨
終
詩
」

「

雜
詩
」

二

首
）

は

残
っ

て

い

る

し
、

建
安

詩
直

前
の

蔡

琶
も
作
っ

て
い

る
。

王

粲
が

生

ま

れ

た

嘉

平
六

年
（
一

七

七
）

に

二

八

歳
で

獄

中
死
し

た

脚
炎
が

す

で

に

二

首

の

五

言
詩
を

残
し
て

い

る
こ

と

も

見

逃
し

て

は
い

け

な
い

だ

ろ

う
。

民

間
歌
謡
と

知
識
人
の

文

学
が

融
合
を

完
成
せ

ん

と

す
る

は

ち

き

れ

ん

ば
か

り
の

状
況
が
、

建
安

文
学
直
前
に

用
意
さ

れ
て

い

た

も

の

と

思
わ
れ

る
。

そ

れ

に
つ

い

て

は
、

ま

た

別
に

論
じ

た

い
。

　

諸
年
諭
の

説
を

総
合
す
る

と
、

王

粲
が

帰
曹
し

た

建
安
十
三

年
の

曹
操
の

劉
表

討
征
の

軍
に

は
、

陳
琳

、

阮
璃
、

徐

幹
、

劉
槙、

應
陽

の

五

人
が

す
べ

て

参

加
し

て

い

た

可
能
性
が

高
く

、

軍
中
に

長
じ

た

曹
丕
と

曹
植
も

加
わ
っ

て

い

た

可
能
性
も

考
え

ら

れ
る

。

『

三

國

志
』

王

粲
伝
の

伝
え

る

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば
、

曹

操
は

帰
降
し

た

王

粲
ら

の

た

め

に
、

漢
水
の

浜
で

宴
を

開
い

て

歓
迎
し

た

と
い

う
が

、

そ

の

宴

に

は

建
安
詩
人
た

ち

が

皆
座
に

列
し

て
い

た

事
で

あ
ろ

う
。

そ

こ

で

曹
操
の

自
作
の

楽
府
が

歌
わ

れ
、

古
詩
が

朗
誦
さ

れ
、

座
に

列
な
っ

た

詩
人
た

ち
の

作
品
が

披
露
さ

れ

た
と

思
う
の

は
、

た

く
ま

し

す
ぎ

る

想
像
で

あ
ろ

う
か

。

む

ろ

ん

王
粲
は

文
学
の

士

と

し
て

で

は

な

く
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

 

経

世
の

材
と

し
て

曹
操
の

も

と

で

働
く
こ

と

を
抱

負
と

し

て
い

た

の

だ
が

、

こ

の

自

由
な

詩
歌
の

環
境
に

目
を

見
開
か

れ

た
こ

と

は

想
像

に

難
く

な
い

。

こ

の

場
に

は
、

荊
州
時

代
に

友
入
を

見
送
っ

た

と

き

の

堅

苦
し
い

四

言
詩
の

生
ま

れ

る

余
地
は

な
い

。

楽

府
及
び
五

言
詩

の

無

名
性
が

う
ち

や

ぶ

ら

れ

た
、

う
ち

や

ぶ

ら

れ
つ

っ

あ
っ

た

建
安

文
人
グ
ル

ー

プ

に

王

粲
は

帰
属
し

た
の

で

あ
る

。

こ

の

集
団
に

入
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

 

こ

と

に

よ
っ

て

五

言
詩
人

王

粲
は

誕
生
し

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

　

　

注

 
　
伊
藤
正

文

「

王

粲

詩
論

考
」

『

中
國

文

學
報
』

第
二

十

冊、

一

九

六

　
五

年
。

 

王

粲
の

伝
記
に

つ

い

て

は

以

下
の

も
の

を

参

照
し

た
。

伊
藤
正

文

　
「

王

粲
伝
論
（

＝

（

二
）
」

『

漢
文
教
室
』

六
六

、

六

七
号

、

一

九
六

四

　

年
。

兪
紹
初
校

點
『

王

粲

集
』

附
「

王

粲

年
譜
」

中
華
書
局

、

】

九

八

　

〇

年
五

月
。

兪

紹
初
輯
校
『

建
安
七
子
集
』

附
「

建
安
七

子

年
譜
」

中

　

華
書
局、

］

九
八

九
年
七

月
。

郁
賢
皓

・

張

采
民
箋
註
『

建
安
七
子

詩

　

箋
註
』

附
「

建
安
七
子

年
表
」

巴
蜀
書
社

、

一

九

九
〇
年
五

月
。

 

『

古
文
苑
』

は

「

雜
詩
」

四

首
其
四

と

し
、

『

藝
文
類
聚
』

巻
九
二

　
は

「

詩
」

と

す
る

。
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徐
公

持
「

建
安

七

子

詩
文
繋

年
考
證
」

『

文
學
遺
産

増

刊
』

第

十
四

　

輯
、

一

九
八

二

年
二

月
。

 

伊
藤
正

文
前
掲
論

文
。

 

王

粲
の

帰
曹
後
の

詩
文
の

変
化
ま

た

は

変

質
は

、

す

で

に

諸
氏
に

よ

　
っ

て

指
摘
さ

れ

て

い

る

が
、

私
は

「

変
化
」

「

変
質
」

と

い

う
よ

り
、

　
い

ま

は

む

し
ろ
、

建
安
文

壇
に

参
加
し

た

こ

と

の

王

粲

詩
に

と
っ

て

の

　

根
本
的
な

意

義
を、

積

極
的
に

見
い

だ
し

た
い

の

で

あ
る

。

 

鈴
本
修
次

『

漢
魏
詩
の

研

究
』

大
修

館
書
店、

一

九
六

七

年
三

月
。

 

伊

藤
正

文

前
掲
論
文

。

 

鈴
木
修

次
前
掲
書、

第
三

章

第
三

項
三

。

 

鈴
木
修

次
前
掲
書

、

第
三

章

第
二

項
三

、

 

馮
惟
訥

『

古
詩

紀
』

は

「

雜
詩
」

と

題

す
る

。

『

藝

文
類

聚
』

巻
二

　

七
は

単
に

「

詩
」

と

す

る
。

 

こ

れ

に

つ

い

て

は

「

建

安
期
の

曹
植
の

詩
に

つ

い

て
」

（
『

名
古
屋
女

　

子

大

学

紀

要
（

人

文
・

社
会
篇
）

』

第
三

六

号
、

一

九
九

〇

年
三

月
）

　
で

詳
し

く

述
べ

た
。

 

安
東
諒

氏
は

「

七

哀
詩
」

其
一

が、

長

安
を
離
れ

荊
州
へ

赴
い

た

と

　
き

よ

り

「

少
し

く

後
」

の

作
で

は

な
い

か

と

さ

れ

た

上
で
、

「

若
き

日

　
に

蔡
畠
と

い

う
師
を

同
じ

く
す

る

同

世
代
の

二

人

の

文
人
（

阮
璃
と

王

　

粲
）

が
、

古

辞

（

「

婦

病
行
」

「

孤

兒
行
」

）

を
ふ

ま

え

て

そ

の

作

品

　
（
「

駕
出
北
郭

門
行
」

と

「

七

哀
詩
」

）

を

競
っ

た

の

で

は

な
い

か

と

い

　
う

楽
し

い

妄
想
」

を
し

て

お

ら

れ

る

も
の

の
、

や

は

り
「

七

哀
詩
」

を

　
「

建

安

の

文
学
集
団
が

で

き
る

以

前
に

あ
」

る

も
の

と

さ

れ

て
い

る
。

　

「

王

粲
の

『

七

哀
詩
』

の

位
置
」

『

中
國

中

世

文

學

研
究
』

第
七

号
、

　
一

九
六
八

年
八

月
。

（

　）

内

道
家

。

 

伊
藤
正
文
前

掲
論

文
。

 

呉
世

昌
氏
は

五

言
詩
の

起
源
は

婦
女
文

学
に

あ
る

と

す
る

。

（
「

論
五

　

言
詩
起
源

于

婦
女

文
學

考
」

『

中
國

文
學

報
』

第
三

六

冊、

一

九
八

五

　

年
十
月）

そ

う
で

あ
る

と

す

れ

ば
い

っ

そ

う
、

男
性
知
識
人
は

個
人

名

　

の

も
と

に

五

言
詩
を

作
り
に

く

か
っ

た

で

あ
ろ

う
と

考
え

ら

れ
る

。

 
 
　
森
瀬
壽
三

「

楽
府
文

学
の

特
質
」

『

立

命
館
文

学
』

四

三

〇、

四

　
三
「

、

四

三

二

（
白

川
静

博
士

古
稀
記

念
中

國
文

史

論
叢）
、

　一

九
八

　
一

年
六

月
。

 

森
瀬

壽
三

「

『

雑

詩
』

の

性
質
に

つ

い

て
」

関
西
大

学
『

文

学
論
集
』

　

第
三

四
巻
第
】

号、

一

九
八

四

年
十
一

月
。

 

 
で

あ
げ
た

も

の

の

ほ

か

に

次
の

も
の

を

参
照
し

た
。

中
川
薫
「

建

　

安

文
人

伝
（
】
）

〜
（

四）
」

『

鳥
取
大
学
文
芸

学
部
研
究

報
告
（
人

文

　

社

会
科
学
）

」

第
十
二
、

十

四、

十
五
、

十
六

号
、

一

九
六
】
、

三
、

四、

五

　

年
。

伊
藤
正

文
「

劉

槙
傳

論
」

『

吉
川
博
士

退
休

記
念
中
國
文
學
論

集
』

　
一

九

六

八

年
三

月
。

松
本

幸

男
「

建
安
詩

壇
の

形

成
過

程
に

つ

い

て
」

　
『

立

命
館
文

學
』

　一

八

四
、

　｝

八

六
、

一

八

八、

　一

八

九
、

一

九
六

〇
、

　
一

年
。

 

甲

斐
勝
二

「

王

粲
の

詩
賦
と

そ

の

志
に

つ

い

て
」

九
州

大
學
中
國
文

　

學
會
『

中
國
文

學
論
集
』

第
十
五

號
、

　「

九

八

六

年
。

 

王

粲
は

劉

槙
ら

と

同
じ

く
楽
府
を
作
る
こ

と

を
し
な
か

っ

た
。

そ

の

　
こ

と

の

意
味
に

つ

い

て

は

今
回
論
じ
る
こ

と

が

で

き
な
か

っ

た
。

あ
る
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い

は
、

民

歌
の

流
れ

を

汲
む
と

は
い

え
、

五

言
詩
を

作
る
こ

と

は

民
歌

直
系
の

「

楽
府
」

を

作
る

こ

と

ほ

ど

大
き
な

飛
躍
を

要
す
る
こ

と

は

な

く
、

王

粲
ら

は

「

楽
府
」

を
作
る

こ

と

を
己
れ

に

許
す
こ

と

が

で

き

な

い

ほ
ど

の

保
守
的
文
人
で

あ
っ

た

か

ら

で

あ
ろ

う
か

。

今
後
の

課
題
と

し
た

い
。
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