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南
宋

・

洪
這
［

擬
古
十
三

首
」

の

擬
作
効
果
つ

い

て
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清
の

学
者
汪
師
韓
は

そ

の

著

『

詩
學

纂
聞
』

所
収
の

「

雜
詩
と

雜

　
　

　

　
　

　

　

　
　

擬

の

別
」

と

い

う

論
文
に

於
て

、

晋
の

陶
淵
明
の

「

擬
古
九

首
」

、

陸

機
の

「

擬
古
十
二

首
」

、

梁
の

江
淹
の

「

雑
体
三

十
首
」

、

唐
の

李

白
の

「

擬

古
十
二

首
」

な

ど
、

歴

代
の

擬

作
詩
に

関
し

て

通
史
的
な

概

観
を

行
い

、

擬
作
詩
は

唐
代
以

降
そ

の

本
来
の

在
り
方
を

失
っ

て

い

る

と

指

摘
す

る
。

そ

し

て
、

擬

作
詩
が

本
来
の

擬
作
詩
た

り

得
て

い

る

場
合
を

「

古
意
存
す
」

と
い

う

言
い

方
で

括
る

。

そ

れ

は
、

唐

代
で

は

韋
應

物
の

擬
作

詩
を

唯
】

本
来
の

在
り

方
を

留
め

る

も

の

と

し
、

有
唐
一

代
、

惟
韋
蘇
州
「

擬

古
」

八

首、

古

意
獨

存
。

と

言
っ

て

い

る
こ

と

か

ら

明
ら

か

で

あ

る
。

　一

体
「

古
意
」

（

す

な

わ

ち

「

擬
」

の

本
来
の

在
り

方
）

と

は

如
何
な

る

も

の

か
。

そ

れ

が

六

朝
時
代
の

陸

機
や

江
淹
の

取
り

組
ん

だ

擬
作
詩
が

持
っ

て

い

た

よ

う
な

要
素
を

言
う

ら

し
い

こ

と

は
、

『

文

選
』

所

載
陸
士

衡
「

擬
古

詩
」

十
二

首
、

・

示

人
、

是
以
謂
之

擬
。

此
意
後
人
不

識
也

。

：

無
不

顕
然

と

い

う

論
調
か

ら
も

あ
る

程

度
察
し
が

つ

く
が
、

汪

師
韓
は

「

擬
」

と

は

「

古
に

依
り

て

以
つ

て

式
と

為
す
」

こ

と

で
、

そ

れ

に

は

模
倣

対

象
を

判
然
と

示

す

必
要
が

あ
る

、

と
い

う
以
と
の

詳
細
な

説
明
を

行
な
っ

て

い

な
い

。

　
と

こ

ろ

で

汪

師
韓
は

宋
代
に

論

及
し
、

南
宋
の

洪
這
の

「

擬

古
十

　
ど

三

首
」

（

以

下、

篇

次
順
に

 
〜
 
の

略

称
を

用
い

る
）

中
の

何

首

か

に

関
し

て

も
、

唯
一

辛
う
じ
て

「

古
意
」

を

失
っ

て
い

な
い

と

指

摘
す
る

。

宋
洪
文
惠
這
「

擬
古
」

詩
、

毎
篇
首
句
直
用
古
詩

。

如
「

明

月

皎

夜
光
」

・
「

冉
再
孤

生
竹
」

・
「

迢

迢

牽

牛

星
」

・
「

青
青

河

畔

草
」

等
作、

詞

未
爲
工
、

而

古
意
不

失
。
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洪
這
（

一

一

一

七

−
一

一

八

四

字
は

景
伯）

は
、

南
宋
の

高

宗
・

孝
宗
時
代
の

人
で
、

孝
宗
の

時
に

中
書
門
下
平
章
事
兼

枢
密
使

に

拝
せ

ら
れ

て

宰
相
と

な

り
、

卒
し
て

は

文
惠
と

諡
さ

れ

て
い

る
。

「

二

回
の

講
和
で

、

南
宋
に

も

平

和
が

お

と

ず

れ
た

。

金

国
と

の

問

が

平
穏
に

な
っ

た

だ

け

で

は

な

い
。

国
内
で

も
、

い

ま

ま
で

の

よ

う

な

抗
戦
か

和
平
か

の

政
争
も、

ほ

と

ん

ど

み

ら
れ

な

く
な
っ

た
。

ま

た

孝
宗
の
二

十
八

年

間
の

治
世
の

問
、

十
七
人
も

宰
相
が

か

わ
っ

て

い

て
、

と

く
に

権
勢
を

ふ

る

っ

た

も

の

も

な
い

。

そ

れ

だ

け

孝

宗
の

政
権
は

安
定
し

て

い

た

の

で

あ
っ

た
。

江
南
の

開
発
も

ま
す

ま

す

さ

か

ん

で

あ
っ

た
。

領
土
が

縮
小
し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

経
済

的
に

は

北
宋
を
し

の

ぐ
発
展

を

し

て

い

た

し
、

国

家
財
政
に

し

て

も

北
宋

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

の

規

模
を
上

ま

わ

る

ほ

ど

で

あ
っ

た
。

」

と

言
わ
れ

る

時
代
の

「

十

七

人
も

宰
相
が

か

わ
っ

」

た

中
の
一

人
で

、

経
済
政
策
に

長
け

て

い

た
。

宰
相
と

し

て

は

時
代
の

風
潮
も

あ
り

、

抗
戦
論
者
と

は

な

ら

な

か

っ

た
が

、

北

宋
の

王

安
石
の

新

法
党
の

流
れ

を

汲
む

、

金
と

の

和

平
を

主
張
し

た

秦
檜
一

派
の

残

党
に

は

対
抗
し

続
け
た

。

著
に

『

隷

釈
』

が

あ

り
、

そ

の

詩
文
は

『

盤
洲
文

集
』

に

収
め

ら

れ
て
い

る
。

『

宋
史
』

巻
三

百
七

十
「

洪
皓
傳
」

に

伝
記
が

あ
る

。

因
み

に
、

『

容

斎
随
筆
』

の

著

者
で

あ

る

洪
邁
は

洪
這
の

三

弟
で
、

次

弟
の

洪
遵
と

と
も
に

「

三

洪
」

と

し

て

知
ら

れ

る
。

　
い

ま
、

そ
の

洪
這
の

「

十
三

首
」

に

対
し

、

汪
師
韓
が

「

 
『

明

月

皎
夜
光
』

・

 
『

冉
冉
孤

生
竹
』

・

 
『

迢

迢
牽

牛
星
』

・

 
『

青

青
河

畔
草
』

等
の

作
の

如
き

、

…

…
・

古
意
は

失
は

ず
」

と

言
っ

て

い

た
点
に

着
目
し

た
い

。

こ

の
一

文
は
「

古
意
」

に

つ

い

て

知
る

手

掛

り
を

与
え

て

い

る

と

思

わ
れ

る
。

す
な

わ

ち
、

洪
遁

の

「

十
三

首
」

は

擬
作
詩
の

型
と

し

て

は

韋
應
物
の

そ

れ

と

同
様

、

い

ず
れ

も

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
 

「

古
詩
十
九
首
」

の

各
篇
を

対
象
と

す

る
パ

ス

テ
ィ

シ

ュ

で

あ
る
が

、

汪

師
韓
の

論
調
を

察
す
る

と
、

そ

れ

は

全
て

「

毎
篇
の

首

句
に

直
に

古
詩
（
「

十
九

首
」

の

首
句
）

を
用

ゐ

る
」

こ

と

を

（

こ

れ

ま

で

誰

も

試
み

な

か
っ

た

と

い

う
こ

と

で
）

変

則
的
な

特
徴
と

す

る

以

外
は

、

確
か

に

模
倣

対
象
を

判
然
と

示
し
た

擬
作
詩
で

あ
る

に

も

拘
ら

ず
、

そ

の

中
の

「

 
 
 
 
等
の

作
の

如
き
」

も

の

の

み

「

古

意
」

を

存

す

る

と

す

る
。

言
い

換
え

れ

ば
、

そ

の

他
は

汪
師
韓
の

目

に

は

「

古

意
存
す
」

と

は

映
っ

て
お

ら

ず、

た

と

え

詩
題
に

「

擬
古
」

と

銘
打

っ

て

は

あ
っ

て

も
、

端
的
に

言
え
ば

擬

作
詩
と

認
め

て

い

な
い

こ

と

に

な

り
、

一

体
、

具
体

的
に

は

ど

の

よ
う
な

要
素
を
備
え

れ

ば

コ

古

意
存
す
」

或
い

は

「

古
意
は

失
は

ず
」

な
の

か

が

問
題
と

な

る
。

　

な

お
、

洪

這
と

い

う
一

人

の

詩
人
の
一

連
の

擬
作

詩
群
が

「

古

意
」

を

存
す
る

も
の

と

そ

う

で

な
い

も
の

を
併
せ

持
つ

と
い

う
こ

と

は
、

洪

這
の

「

十
三

首
」

中
に

歴
代
の

擬
作
詩
の

通
時
的
な

過

渡
的

状
況
が

共
時
的
に

露
呈
し

て

い

る
と

い

う
こ

と

で

も
あ
る

。

従
っ

て
、

洪
造
の

「

十
三

首
」

に

於
て

「

古
意
」

の

有
無
を

考
察
す

る
こ

と

に

よ

り
、

主
と

し

て

唐
代
以

降
に

見
ら

れ
る

、

「

古
意
」

を

存
し

な
い

と

言
わ

れ

る
擬
作
詩
（

た

だ

し
パ

ス

テ
ィ

シ

ュ

）

の

構
造
も
、

あ
る

程
度
見
え

て

く
る

の

で

は

な
い

か

と

思
う

。
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例
に

挙
げ
ら

れ

た

 
 
 
 
を

概

観
す

る

と
、

い

ず
れ

も

模
倣
対

象
と

言
え

る

原
詩
が

判
然
と

示

さ

れ
、

し

か

も
原
詩
と

の

問
に

対
応

関

係
も

見
ら

れ

る

よ

う
で

あ
る

。

し

た

が

っ

て

そ

の

よ

う
な

擬
作
詩

を

ひ

と

ま
ず
「

古
意
存
す
」

と

言
っ

て

よ
い

と

考
え

る
。

六

朝
時

代

の

陸
機
や

江
淹
お

よ

び

唐
代
の

韋
應
物
の

擬
作
詩
は

全
て

明
ら

か

に

そ

の

よ

う
な

要

素
を

備
え

、

汪

師
韓
の

論
調
と

も

合
う

。

し
か

し

洪

遁
の

「

十
三

首
」

は

全
て

そ

れ

と

ほ

ぼ

同

様
に

見
え

る

に

も

拘
ら

ず
、

汪

師
韓
の

論
調
で
は

必
ず
し

も

全
て

が

「

古
意
は

失
は

ず
」

で

は

な

い

よ

う
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

洪
這
の

擬

作
詩
に

は

そ

の

成
否
を
決
定

付
け

る

そ

の

外
の

要

素
が

あ

る

こ

と

に

な

る
。

で

は
、

「

古

意
」

を

決

定
す
る

そ

の

外
の

要
素
と

は

何
か

。

以

下
に

 
 
 
 
に

つ

い

て
、

そ
れ

ら

が

具

備
す
る

要
素
を
別

個
に

見
て

み

た
い

。

　
注

師
韓
の

指
摘
順
に

ま

ず

 
「

擬
明
月

皎
夜
光
」

詩
を
見
る

と
、

明

月
皎
夜
光

瑟
瑟

扇
商
籟

衡

紀
直
西
躔

雲

章
斜
左
界

感
彼
林
薄
凋

歳
律
倏
云

邁

蜻
甥
誰

汝
憐

　
　

　
　
　

か
が

や

明
月
　
夜
光
を

皎
か

せ

瑟

瑟

と

し

て

商
籟
を

扇
る

衡

紀
　
西
躔
に

直
ぐ

に

雲

章
　
左

界
に

斜
め

な

り

彼
の

林
薄
の

凋
む

に

感
ず
れ

ば

歳
律

倏
と

し

て

云

に

邁
く

蜻
蚓
　

誰

か

汝
を
憐
ま

ん

悽
悽

鳴
戸
外

昔
我
耐
久

朋

着
鞭
道
方
泰

尉
藉
繪
縞

輕

金

蘭
舊
盟
改

東
井
不
及
泉

須

女

無
儔
配

君

看

貢
公
棊

白
頭

婉
傾
蓋

悽

悽
と

し

て

戸
外
に

鳴
く

昔

　
我
が

耐

久
の

朋

鞭
を

着
け

て

道

　
方
に

泰
ら

か

な

り

尉
藉
す
る
こ

と

繪
縞
の

ご

と

軽
く

金
蘭

　
旧
盟
改

ま

る

東
井
は

泉
に

及

ぼ

ず

須
女

は

儔
配
無
し

君
看
た

る

か

貢
公
の

棊
の

白
頭
に

し

て

傾
蓋
に

娩
つ

る

を

こ

の

 
は

、

印
象
的
な

詩
語
と
、

原
詩
の

「

十
九

首
」

其
七
で

は

あ

ま

り

見
ら

れ
な

い

典
故
の

多
用
が

目
立
つ

た

め

に
、

原

詩
と

の

対
応

関
係
に

些
か

の

落
差
が

生

じ
、

洪
造
の

主
張
が

顕

現
し

や

す

く

な
っ

て
い

る
。

例
え

ば

原
詩
の

構
成
に

着

目
す

る

と
、

結
二

句
は

友
を

追

い

抜
い

て

出
世
し

た

旧

友
に

対
し

、

交

友
の

在
り

方
を
一

言
戒
め

る

箇
所
で

あ
る

か

ら
、

擬

作
詩
で

は

そ

こ

を
ど

の

よ

う
に

展

開
す

る

か

に

期

待
が

か
か

る
。

そ
の

期

待
に

対
し

、

洪
造
は

「

貢
公
」

の

典
故

で

応
じ

て

い

る
。

漢
の

清
潔
の

臣
で

あ
る
王

吉
は

出
世
す
る

と

や

は

り
清
潔
の

臣
で

あ

る

友
人
の

貢
禹
を

推
挙
し

、

と

も

に

諌
官
と

し

て

皇
帝
を

諌
め

た

と
い

う
。

つ

ま

り
、

洪
這
は

原
詩
に

は

無
い

こ

の

よ

う
な

典
故
表
現
を

用
い
、

原
詩
と

は

別
の

概
念
を
提
示

し
、

「

傾
蓋
」

す

な

わ

ち

交
友
に

於
け

る

背
信
行
為
を

戒
め

る

独
自
の

主

張
を
よ

り

鮮
明
に

印
象
深
く
描
き

出
し

て

い

る
こ

と

に

な

る
。

こ

の

型
の

擬
作

一 16一
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詩
は

、

ま

さ

に

そ

の

よ

う
に

原
詩
と

の

対
応

関
係
を

作
り

（

典
故
表

現
の

有
無
と

は

関
係
な

い
〉

、

そ

う
す

る

こ

と

で

期

待
を

誘
っ

て

意

表
に

訴
え

る

技
巧
を
駆

使
し

た

と

こ

ろ

に

対
比
効
果
が

現
わ

れ

る

の

で

は

な
い

か

と

考
え
る

。

　
そ

の

よ

う
な

対
比
効
果
は

内
容
面
で

は

強
意
の

働
き
を
す

る
。

こ

の

 
の

場
合

、

結
二

句
に

収
束
さ

せ

る

際
、

そ

の

前
で

特
に

「

盟
」

と

い

う

語
を

用
い

た

点
に

注

目
す

る

と
、

「

盟
」

は

洪

這
の

「

十
三

首
」

中
に

三

例
見
ら

れ
、

こ

の

語
が

こ

れ

ら
一

連
の

擬

作
詩
群
の

キ

ー

ワ

ー

ド

で

あ
る

こ

と

を

も

の

が

た

る
。

『

盤
洲
文

集
』

中
に

も
、

　

　

…
…

玉

節
尋
盟
端
不

再、

便
回
天
上
近

凝
旒

。

…

…

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（

「

次
韻

梁
憲

再
集
盤
洲
」

詩
）

　

　

…

…

扁
舟
乘
興、

尋

訪
戴
之

舊
盟

。

…
…

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（

「

會
肇
慶

舊
守
樂
語
」

）

　

　

…
…

千
里

尋
盟
須

擧
白、

海
珍
無
謝
五

侯
鯖

。

…

…

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（

「

會
汪
正

字

樂
語
・

詩
」

）

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

あ
た

た

な
ど

と

数
多
く

見
え
、

そ
こ

に

は

「

盟
を

尋
め
」

る

こ

と

で

盟

友
関

係
を

維
持
し

よ

う
と

し

た

思
い

が

窺
え

る
。

「

十
九

首
」

で

は

男
女

間
の

信
頼
関
係
が

テ

ー

マ

の
一

つ

に

な
っ

て
い

て
、

先
行

作
で

あ
る

韋
應
物
の

擬
作

詩
は

そ

れ

を

踏
ま

え
、

友
人
や

親
し
い

も

の

同
士

の

「

貞
」

な

る

在

り
方

を
テ

ー
マ

と

し

た
。

同
様
に

洪
這
も
、

盟

友
同

士

の

気
心

知

れ

た

交

わ

り

を
テ

ー
マ

と

し

て

い

る

よ

う

に

思

う
。

「

再
賦
」

詩

（

巻
六
）

で

も

「

同
盟

非
是

新
傾
蓋

、

巧
匠

誰
云

老
漸

輪
」

と

交

友
を

詠
む

。

詳
細
に

は

論
じ

な
い

が
、

洪
這
の

「

盟
」

は

友
と

共
に

俗
気
を

払
拭
し

て

自
然
の

中
に

埋

没
す
る
こ

と

を
意
味
す

る
こ

と

が

あ
り

、

こ

こ

で

は

そ

の

意

味
が

上

述
の

対
比

効
果
で

強
め

ら

れ
、

説

得
力
も

高
め

ら

れ
て

い

る
こ

と

に

気

付
く

。

　

な
お

、

こ

の

 
は

汪
師
韓
の

指
摘
ど

お

り

よ

く
で

き

た

擬
作
詩
で

あ
る
と

思
わ

れ

る
。

こ

の

型
の

擬
作
詩
は

構
成
を

原
詩
に

同
じ

く

す

る

と
い

う

原
則
が

あ

る

の

で
、

お

の

ず
と

展

開
が

予
測

で

き

る
。

し

た

が
っ

て
、

展

開
が

そ

の

予
測
と

同
じ

で

あ
れ

ば

期
待
に

応
え
て

説

得
力
を

増
す

。

逆
に

予
測
と

の

間
に

ズ

レ

が

生
ず
れ

ば

意
外
性
を

呼

び

起
こ

し
、

そ

れ

を

梃
子
に

強

烈
な

印
象
を

与
え
る
こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

 
は

そ

の

よ

う
な

対
応

効
果
が

概
し

て

有
効
に

働
い

て

い

る
。

後
半
の

展

開
も

、

原
詩
の

襲
句
に

近
い

「

昔
我
…

…
」

と

い

う
類

似

表
現
で

予

測

を

誘
い

、

原
詩
で

は

か

つ

て

の

友

達
が

自

分
を

「

遺

跡
」

の

よ

う
に

棄
て

た

と

す

る

と
こ

ろ

を
、

擬
作

詩
で

は

魏
の

應
陽

が

出
世
し

た

廱
惠

恭
に

絶
交
書
を
送
り
、

旧
友
を

「

繪
縞
」

の

よ

う

に

軽
ん

じ

た

と

非

難
し

た

故

事
、

お

よ

び

「

金

蘭
の

交
は

り
（

契

り
と

を

典
故
に

用
い

、

「

旧
盟
」

の

破
棄
を

非
難
す

る

思
い

を
訴
え

る
。

原
詩
と

比

較
し
、

擬
作
詩
で

は

ど

の

よ

う

な

踰
え

を

用
い

て

擬

作
す
る

の

か

予

測
し

な

が

ら

待
っ

て

い

る

と

こ

ろ

へ

、

期
待
ど

お

り

に

或
い

は

意
表
を

衝
く
形
で

擬

作
詩
人
の

思
い

を

投
影
さ

せ

る

点
に

、

擬
作
詩
の

ス

タ

イ
ル

故
の

も
じ

り
の

妙
味
を

覚
え

る
。

な

お

 
は

陸

機、

韋
應

物
に

先
行
作
が

あ
る

。

　

次
に

、

 
「

擬
迢

迢
牽
牛
星
」

詩
は

ど

う

で

あ
ろ

う
。
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迢

迢
牽

牛
星

奕

奕
停
梭
女

尋
盟

整
瑤
轡

緘

情
遵
漢
渚

欣

讌
未
斯
須

別

愁
眉
已

度

黄

月
不
我
留

殘

機
忍

重

顧

翻

羨
巫

山
雲

朝
朝
楚
王

遇

迢
迢
た

り

牽
牛
の

星

奕
奕
た

り

梭
を

停
む

る

女

　
　
あ
た

た

盟
を

尋
め

て

瑤
轡
を

整
へ

　
　
と

情
を

緘
ぢ

て

漢
渚
に

遵
ふ

欣
讌
　

未
だ

斯
須
な
ら

ざ
る

に

別
愁

　
眉

已

に

度
る

黄
月

　
我
を

留
め

ず

残
機

　
重
ね

て

顧
る
に

忍
び
ん

や

翻
つ

て

羨
む

巫

山
の

雲
の

朝
朝

　
楚
王
に

遇
ふ

を

「

篇

十
句
で

韻
が

原
詩
に

同
じ

く
、

表

現
の

特
徴
で

あ

る

オ

ノ

マ

ト

ペ

も

類
似
し
て
い

る

の

で
、

形
式

的
な

構
成
は

原
詩
に

似
て
い

る
。

た

だ

し
「

読
し

て

気
付
く

よ

う
に

二

句
一

聯
の

対
応
が

乱
れ

、

内
容

的
に

は

原
詩
と

幾
分
異
な

る
。

確
か

に

擬
作
詩
も

織
女
星
の

思
い

を

詠
ん

で

は
い

る

が
、

原
詩
が

平

素
の

織
女
星
の

思
い

を

詠
む

の

と

は

違
い

、

七

夕
当
日

の

そ

れ

を
詠
む

展
開
に

な
っ

て
い

る
。

擬
作

詩
の

織
女
星
も
、

結
局
は

牽
牛
星
と

逢
っ

て

も

「

須
臾
」

の

逢
う
瀬
は

愁

い

を

増
す

だ

け

と

い

う

思
い

に

帰

結
す

る

の

は

結
句
に

あ
る

通
り
だ

が
、

「

盟

を

尋
め

て
」

逢
い

に

行
く

展

開
は

原

詩
に

は

無
い

。

そ

の

よ

う

な

展

開
は

別
に

新
し
い

も
の

で

な
く
、

晋
代
に

も

七

夕
当
日
に

す
で

に

詩
人

た

ち

に

詠
ま

れ

た

も
の

で

あ
る

が
、

そ

れ

を

「

十
九

首
」

の

「

迢
迢

牽
牛
星
」

詩
と

対
置
さ

せ

た

展
開
が
、

予

測
と

期

待

の

意
表
に

訴
え

る

効
果
を

生
む

。

そ

の

点
で

こ

の

 
も
一

篇
と

し

て

は

原

詩
と

の

対
時

関
係
を

保
っ

て

い

る
と

言
え

る

の

で

は

な
い

か
。

「

尋

盟
」

が

交

遊
関

係
に

関
す

る

洪
這
の

主

張
を

反

映
す

る

こ

と

は

す

で

に

指
摘
し

た

通
り
で

あ
る

。

な

お

結
二

句
の

典
故
表

現
は

些
か

著
名
に

過
ぎ

、

汪

師
韓
の

指
摘
す
る

よ

う
に

「

工

み
」

で

な
い

嫌
い

が

あ
る

。

陸
機
に

先
行
作
が

あ
る

。

　
さ

ら

に

 
「

擬

冉
冉
孤
生

竹
」

詩
お

よ

び

 
「

擬

青
青

河
畔

草
」

詩
は

ど

う

で

あ
ろ

う
。

 
冉
冉
孤
生

竹

　
成

陰
幽
谷

中

　
聿
來
君
子

室

　
葛
蕊
施
喬
松

　
喬

松
千
百
尋

　
攀

附
猶
可
窮

　
思
君

江
水
深

　
簔
裳

難
徃
從

　
同
心

而

偏
棲

　
娩
彼

摩
霄
鴻

　
灼
灼
芙
蓉

花

　
凌
波
媚

芳
風

　
非
不
努
力

愛

秋
至

無
歸
鴻

冉
冉
た
り

孤
り
生

ふ

る

竹

陰
を
成
す

幽
谷
の

中

聿
に

君
子
の

室
に

来
た

り

　
　
　
た

か

葛
蕗
の

喬
き

松
に

施
す
が

ご

と

し

喬
き

松
は

千
百
尋
な

る

も

攀
附
す
れ

ば

猶
ほ

窮
む
べ

し

君
を

思
ふ

も

江
水
深
く

裳
を

襄
ぐ

る

も

往
き

て

従
ひ

難
し

心
を

同
じ

く

し

て

偏
り

て

棲
ま

ふ

は

彼
の

霄
を

摩
す

る

の

鴻
に

魄
づ

灼
灼
た

り

芙
蓉
の

花

波
を
凌
ぎ
て

芳
風
に

媚
ぶ

　
　
　

　
め

努
力
し

て

愛
で

ざ

る

に

非
ざ

る

も

秋
至

れ

ば

帰
鴻

無
し
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昔
盟

儻
不

寒

誰

歎
久
西

東

　

　

　
　

　
モ

む

昔
盟

　
儻
し

寒
か

ず
ん

ば

誰
か

久
し
く

西
東
す
る

を

歎
か

ん

や

構
成
を

見
る

と
、

前
半
は

ほ

ぼ
原

詩
を

承
け

る

が
、

後
半
は

多
少
乖

離
し

て

い

る
。

前
半
で

は

先
ず
原
詩
の

「

兎
絲

附
女

蘿
」

を

承
け

、

結
婚

関
係
を
何
に

喩
え
て

展

開
す
る

か

に

期

待
が

か

か

る

と

こ

ろ

で
、

擬
作
詩
で

は

「

葛
蘿

施

喬
松
」

と

言
い
、

夫
を
「

喬

松
」

に

喩
え
て

更
に

「

君
子
」

の

イ
メ

ー
ジ

を

帯
び
さ

せ

る
。

そ

し

て

「

君
子
」

な

ら
ば
ど

ん

な

に

隔
た
っ

て

も

可
能
な

気
持
ち

の

疎
通
が

こ

こ

で

は

阻

害
さ

れ
て
い

る

こ

と

を
述
べ

、

意
表
に

訴
え

な

が

ら

擬
作
詩
人
側
の

君

子
論
に

誘
い

込
む

。

後

半
は

原
詩
の

「

君
」

の

「

軒
車
」

の

迎
え

を

待
つ

思
い

を

承
け

、

陸

機
の

「

擬
西

北
有
高
楼
」

詩
の

結
句
に

言

う

「

思

駕
帰
鴻

羽
、

比

翼

双

飛

翰
」

を

典
故
に

用
い

て
、

「

君
子
」

で

な

い

者
は

「

昔
盟
」

に

そ

む

く

可
能

性
が

あ

る

た

め

に

「

帰
鴻
」

に

駕
し

遅
れ

「

比
翼
・

双
飛
」

で

き

な

い
、

と

展
開
す

る
。

そ
こ

に

「

盟
」

に

関

す

る

洪
這
独

自
の

主

張
が

鮮

明
に

印

象
付
け

ら

れ

る
。

「

賞
梅
」

詩
で

も

梅
の

属
性
を

詠
ん
で

「

倚
竹
盟
三

友
、

凌
風

粲
一

枝
」

と

言
う
が
、

こ

の

 
で

も
原

詩
の

「

高

節
を

執
る
」

が

「

盟
に

寒
か

ず
」

に

言
い

換
え

ら

れ
、

「

君
子
」

の

心
に

よ

る
交

遊
を

強
調

す
る

点
は

看
過
で

き
な

い
。

先
行

作
は

見
あ
た

ら

な

い
。

 
青
青
河
畔
草
　

　
青
青
た

り
河
畔
の

草

　
英
英

籃
邊
菊

　

　
英
英
た

り

籬
辺
の

菊

雅

雅
當
窓
女

濯

濯
手
如
玉

淵

淵
錦
中
意

粲

粲
未
盈
幅

藁

砧
天
一

涯

刀

頭

誤
行
卜

却
鑑

怨
新
眉

誰
教

遠
山
緑

雅
雅
と

し
て

窓
に

当
た

る

女

濯
濯
と

し
て

手
は

玉

の

ご

と

し

淵
淵
た

り

錦
中
の

意

粲
粲
と

し
て

未
だ

幅
に

盈
た

ず

藁
砧
は

天
の
一

涯

刀

頭

　
行

ト
を
誤
つ

　

し

り

ぞ

鑑
を
却
け
て

眉
を

新
た

に

す
る

を

怨
む

誰
か

遠
山
を
し

て

緑
な

ら

し

む

る

と

前
半
の

「

錦
中
意
」

や

後
半
の

「

遠
山
」

な

ど

の

典
故
表

現
お

よ

び

後
半
の

「

藁
砧
」

、

「

刀

頭
」

と
い

う
隠

語
表
現
の

使
用
で

、

原
詩
と

の

落
差
が

顕
著
に

な

る
。

少
な

く
と

も
原

詩
は

そ

の

よ

う
な

修
辞
技

巧
を
ふ

ん

だ

ん

に

用
い

て

い

な
い

の

で
、

擬
作
詩
の

構
成
を

予
想
し

展
開
に

期
待
す
る

意
表
を

衝
か

れ
、

対
比

効
果
か

ら

言
え
ば

極
め

て

印

象
的
な

も

の

に

な

る
。

こ

の

よ

う
な

際

立
っ

た

技
巧

は

「

十
九

首
」

の

他
の

詩
に

も

見
ら

れ

な
い

の

で
、

擬

作
詩
で

の

使
用
の

可
否

に

つ

い

て

は

論
議
が

醸
さ

れ

る
こ

と

必
至
で

あ

る
。

古
い

雑

体
詩
の

な

か

に

「

藁

砧
体
」

と

い

う
ス

タ

イ
ル

が

あ
り
、

「

滄
浪

詩
話
』

詩

体
篇
で

厳
羽

が

そ

れ

を

古
詩
の

特
徴
の
一

つ

と

見
做
し

て

い

る
の

で
、

洪
這
も

或
い

は

同
時
代
に

於
け

る
レ

ト

リ
ッ

ク

論

議
に
一

石
を

投
じ

て
い

る

の

か

も

し

れ

な
い

。

　

「

錦
中
の

意
」

か

ら

は
、

十
六

国
の

前
秦
の

竇
滔
の

妻
で

あ
る

蘇

氏
が

夫
の

気
持
ち

を

取
り
戻
そ

う

と

し

て

作
っ

た

廻
文
詩
体
の

詩
を
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詩
中
の

女
性
も

作
っ

て
い

る

こ

と

が

想
像
で

き
る

。

夫

の

還
り
を

待

つ

女

性
を

ど

の

よ

う
に

描
く
の

か

と

期
待
を

か

け

て
い

る

と

こ

ろ

へ

、

そ

の

よ

う

な

典
故
を

用
い

た
こ

と

で
、

原

詩
に

比
べ

て

女

性
の

夫
に

対
す

る

強

烈
な

思
い

を

前
面
に

出
す

こ

と
が

で

き

る
。

司
馬
相
如
を

思
う

卓
文

君
の

眉
を
イ

メ

ー
ジ

す

る

「

遠
山
」

を

用
い

た

表
現
も

そ

う
で

あ
る

。

原
詩
で
は

「

倡
家
の

女
」

が

「

蕩
子

の

婦
」

と

な
っ

た

と

だ
け

言
う

、

い

わ
ば

明
言
さ

れ

な
い

悲
哀
感
と

対
比

さ

れ
、

擬

作

詩
で

は

い

っ

そ

う
の

悲

哀
感
を

作
り

出
す

効
果
が

あ
る

。

た

だ
し
、

構
詞
に

「

工

み
」

で

な

い

嫌
い

が

あ
る

こ

と

は

否
め

な
い

。

陸

機、

劉
爍
お

よ

び

韋

應
物
の

ほ

か
、

鮑
令

暉
ら

に

も
先

行
作
が

あ
る

。

　
こ

れ

ら

 
と

 
は
、

と

も
に

 
と

ほ

ぼ

同
様
の

構
造
を

備
え

る

と

言
え

る
。

　
以
上

の

考
察
か

ら
、

 
 
 
 
の

四

首
は

単
に

原
詩
が

確
か

に

有

り
、

対
応

関
係
も

見
ら

れ

る

だ
け

で

な

く
、

対
応
関
係
が

あ
る
こ

と

を

前
提
と

す
る

た

め

に

原
詩
の

構
成
が

予
測
で

き
、

さ

ら

に

展

開
が

期

待
で

き
る

の

で
、

そ

の

展
開
の

仕
方
に

よ
っ

て

は

意
表
に

訴
え

る

効
果

を

持
つ

こ

と

に

気
付
く

。

こ

れ

を

擬
作
効
果
と

見
、

今

仮
に

「

構
成
・

展

開
の

効

果
」

と

略

称
し

た
い

。

な

お
、

 
と

 
は
一

見

し

た
と
こ

ろ

対
応
関
係
は

確
か

に

あ

る

も
の

の
、

そ

れ

が

必
ず
し

も

明
確
で

あ
る
と

は

言
い

き

れ

な
い

面
が

幾
分
あ
る

。

ま

た
、

 
も

対

応
関
係
は

あ
っ

て

も
そ

れ

が

か

な

り

不
明
瞭
な

様
相
を

呈

し

て

い

る

よ

う
に

見
え
る

点
は

否
め

な
い

。

た

だ

し
、

例
え
ば

次
の

 
の

よ

う

に

対
応

関
係
を
殆
ど

欠
い

た
、

意
表
に

訴
え

る

効
果
を

期
待
で

き

な

い

も
の

で

は

な
い

。

 
「

擬
孟

冬
寒
氣
至
」

詩
は
、

孟
冬
寒

氣
至

衝
風
一

何

属

宿
楚
失
故

陰

思

蟲
柱
哀
喙

客
來
門
冬
冬

袖
有
尺
書
遺

】

讀
涙

先
零

再
讀
心

巳

醉

妾
如
初

開
花

君
如
長
流

水

花
挽
水
回

難

水
捐
花
去
易

流
水
何
時
休

春
榮
難
久
恃

孟

冬
　
寒
気
至

り

衝
風

　
一

に

何
ぞ

属
し
き

宿
楚
は

故

陰
を

失
ひ

　

　

　
あ
い

か
い

　
　

あ

思
虫
は

哀
喙
を

柱
ぐ

客
来
り

て

門
冬

冬

袖
に

尺

書
の

遺
る

有
り

一

読
し

て

涙
先
づ

零
ち

再

読
し

て

心

已

に

酔
ふ

妾
は

初
め

て

開
く
花
の

ご

と

く

君
は

長
し

く

流
る

る

水
の

ご

と

し

花
は

水
を
挽
き

て

回
り
難
く

水
は

花
を
捐
て

て

去
り
易
し

流
る

る

水
は

何
れ

の

時
に

か

休
ま

ん

春
栄
は

久
し

く
は

恃
み

難
し

前
半
は

辛
う
じ
て

原
詩
と

の

対
応
関
係
が

あ
る

も

の

の
、

後
半
は

ほ

ぼ

完
全
に

擬
作
を

中
止
し

、

「

花
」

と

「

水
」

の

喩
え

を
用
い

て

原

詩
と

は

全
く
別
の

展

開
を

す

る
。

な
ぜ

「

花
」

と

「

水
」

の

喩
え

を

取
り

入

れ

た

の

か
。

理

由
の
→

つ

は
、

主

張
を

鮮
明
に

し

よ

う
と

す

る

余
り

、

先
行
作
で

あ
る

劉

爍
と

韋
應
物
の

作
も

承

け

て

し

ま
っ

た

一20一

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

こ

と

に

よ
る

の

で

は

な
い

か
。

例
え

ば

コ

読
・

再
読
」

の

二

句
は

劉
爍
の

「

一

章
意
不

盡
、

三

復

情
有
餘
」

を

承
け

る
。

ま

た

そ

の

後

も

韋
應
物
の

「

如
何
雨

絶
天

、

一

去
音
間
違
」

を

承
け

、

「

天
」

と

「

雨
」

の

関

係
を

「

水
」

と

「

花
」

の

関
係
に

置
き

換
え

、

更
に

そ

れ
を

六

句
に

敷
衍
さ
せ

た

と

見
る
こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

よ

う
な

擬

作
の

仕
方
は
、

原
詩
だ

け

を

摸
倣

対
象
と

見
て

想
起
し

て

も
対
時
の

場
に

上

が

れ

ず
、

比
喩

表
現
の

み

が

突
出
し

て

目
立
ち
、

構
成
を

予

測
し

て

展
開
に

期
待
す

る
こ

と

が

難
し

く
な

る
。

劉

爍
や

韋
應
物
の

擬
作
詩
を

錯

綜
さ

せ

る

操

作
が

加
わ
っ

て

複
雑
化
し

、

こ

の

 
は

果

た

し

て

ど

の

程

度
の

擬
作
効

果
が

挙
が

る

か

疑
問
の

生
ず
る

と

こ

ろ

で

あ

る
。

　

で

は
、

上

記
以

外
の

擬
作
詩
に

つ

い

て

原
詩
と

の

対
応

関
係
の

有

無
お

よ

び

既
述
の

「

構
成
・

展
開
の

効
果
」

の

有
無
を

見
る

と

ど

う

で

あ
ろ

う
か

。

　

 
行
行
重

行
行

南
北

各
倦
游

昔
人
重

別
離

｝

日

嗟
三

秋

如
何
三

秋
暮

擬
行

行
重
行
行

行
き

行
き

て

重
ね

て

行
き

行
き

南
と

北
と

各
お

の

游
び
に

倦
む

昔
人
は

別
離
を

重
ね

一

日

　
三

秋
を

嗟
く

如
何
せ

ん

三

秋
の

暮

相
見
尚
悠
悠

方

寸
正

紆
軫

何
以

冩
我
憂

仰
瞻
衡

漢
移

俯
對
蘭

菊
遂

臭
味
雖
云

同

光
塵
若

爲
異

迴

風
凄
且
發

飄

我
別
時
袂

欲
知

長

相
思

披

衣
不
勝
饐

相
見
る

こ

と

の

尚
ほ

悠
悠
た

る

を

　

　
　
　

　
ち
す
　
　

　
　
い

た

方
寸

　
正

に

紆
ぼ

れ

軫
み

何
を

以
つ

て

か

我
が

憂
ひ

を

写
か

ん

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
み

仰
ぎ
て

は

衡
漢
の

移
る

を

瞻

俯
し

て

は

蘭
菊
の

遂
ふ

に

対
か

ふ

臭
味
は

同
じ

と

云

ふ

と

雖
も

光
塵
は

異
と

為
す
が

ご

と

し

迴
風

　
凄
と

し

て

且
に

発
せ

ん

と

し

我
が

別

時
の

袂
を

飄
へ

す

長
く
相
思
ふ

を

知

ら

ん

と

欲
し

衣
を
披
く
も

体
に

勝
へ

ず

こ

の

 
は
、

原
詩
と

の

間
に

二

句
一

聯
の

対
応
関
係
が

見
ら
れ

な
い

。

も
し
も

詩

題
に

「

擬
行
行
重

行
行
」

と

謳
わ

ず
、

初
句
に

お

い

て

原

詩

句
の

襲

句
を

し

て

い

な

け
れ

ば
、

「

別

離
」

を

共
通
の

テ

ー
マ

と

し
、

換
韻

位
置
が

同
じ
で

あ
る

以

外
に

、

こ

の

詩
が

「

十
九

首
」

中

の

「

行
行
重

行
行
」

詩
を
原

詩
と

す

る

擬

作
詩
で

あ
る

証
し

は

無
い

。

そ

う
な

る

と

「

擬
古
」

で

は

あ
る

か

も
し

れ

な
い

が
、

も

は

や

「

擬

行
行
重

行
行
」

と

は

言
え
な
い

。

陸
機、

劉
爍

、

韋
應
物
に

先

行
作

が

あ
り

、

「

行

行
重

行

行
」

詩
を

特
徴
づ

け
る

例
え
ば

「

胡

馬
・

越

鳥
」

の

二

句
を

、

陸
機
は

　
　
王

鮪
懐
河
岫

、

晨
風
思
北

林
。

と

承
け
、

劉
爍
は
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寒
蟹
翔
水
曲

、

秋
兎

依
山
基

。

と

承
け

、

韋
應
物
は

　

　

流
水

赴
大
壑

、

孤
雲
還

暮
山

。

と

承
け

る

と

こ

ろ

を
、

洪
迢
は

も

は

や

擬
作
し

よ

う
と

し
な
い

。

全

く

無
視
し

た
わ

け
で

な

く
、

形

式

面
で

は

擬
作
し

な
い

か

に

見
え

、

内
容

面
で

は

「

臭
味
（

相
同
じ

）

」

と

い

う

語
で

承
け

て

は

い

る
。

そ

し

て

擬
作
し

よ

う
と

す

る

配
慮
は

確
か

に

各
句
随
所
に

見
ら

れ

る
。

「

別

離
」

を

は

じ

め
、

「

各
」

「

（

遊
）

」

「

人
」

「

重
」

コ
」

「

日
」

「

相
」

「

且
」

「

知
」

「

思
」

「

衣
」

な

ど

の

語
を

何
気
な

く

共
通

さ

せ

て

い

る

こ

と

が

そ

れ

を

物
語
る

。

し

か

し

だ

か

ら
と

言
っ

て

そ

れ

だ

け

で

こ

の

 
が

「

行
行
重

行

行
」

詩
を
擬

作
し

た

も
の

だ

と

は

言
い

難
い

。

二

句
目
で

「

倦
游
」

の

語
を

出
し

て

テ

ー

マ

を

夫
婦
か

ら

官

游

に

お

け

る

別

離
に

変
え

た

ま

で

は

よ

い

が
、

そ

の

後、

「

昔
人
」

の
一

般
論
を

展

開
し

た

時
点
で

、

唐
代

以

降
の

い

わ

ゆ

る

単
な

る

「

擬

古
」

の

域
に

陥

る
。

例
え
ば

「

胡
馬
・

越
鳥
」

を

承

け

て

い

な

い

こ

と

は
、

や

は

り
こ

の

詩
の

「

構
成
・

展

開
の

効
果
」

が

上

が

る

か

否
か

に

と
っ

て

致

命
的
で

あ
る

と

思
え

る
。

少
な
く
と

も

原

詩
に

特
微
的
な

比
擬
の

対
象
は
、

対
応

関
係
を
残
し
て

お

く
必

要
が

あ

ろ

う
。

　

洪
迢
が

「

十
三

首
」

の

第
一

首
に

す
で

に

こ

の

よ

う
な

取
り

組
み

を

見
せ

た
こ

と

は
、

洪
這
も
唐

代
以

降
の

擬

作
詩
の

風
潮
の

影

響
を

一

方
で

は

被
っ

て

い

る
こ

と

を
も

の

が

た

る
。

　
こ

の

 
は

既
述
の

 
と

同
じ

構
造
を

備
え

る

と

思
わ
れ
る

。

そ

の

他、

次
の

 
も

同
様
で

あ
る

。

　

 
明
月
何
皎
皎

舒

光
瑩
窓
綺

宛

轉
羞

空
床

披
軒

歩
庭
際

故
愛

同
】

心

新
愁

今
兩
耳

咫
尺

相
會
難

蓍
蓍
若

千
里

況
復

千
里

隔

憂
端
無

窮
已

擬

明
月
何
皎
皎

明
月

　
何
ぞ

皎
皎
た

る

　

　

　
　

　

か

が
や

舒
光

　
窓
綺
を
瑩
か

す

宛
転
と

し

て

空
床
を

羞
ぢ

軒
を

披
き

て

庭
際
を

歩
む

故
よ

り
一

心
を
同
じ

く

す

る

を

愛
せ

し
も

新
た

に

今
の

両
耳
な

る

を

愁
ふ

咫

尺
す

ら

相
会
ひ

難
く

蓍
著
と

し

て

千
里

の

ご

と

し

況
ん

や

復
た

千
里

隔
た

り

憂

端
　
窮
ま

り

己

む

無
き

を
や

前
半
四

句
で

原

詩
の

構
成
に

沿
っ

て

展
開
し

予
測
を

誘
っ

て

お

き

な

が

ら
、

五

六

句
目
で

原
詩
の

「

客
行
雖
云
樂、

不

如
早
旋

歸
」

を
い

か

に

言
い

換
え
る

か

に

期
待
が

か

か

る

と

こ

ろ

を
、

全
く

肩
透
か

し

の

「

兩

耳
」

の

喩
え
を

持
ち

出
し

、

「

故

愛
・

新
愁
」

以

下
の

後
半

六

句
を

原
詩
と

対
峙
す

る

場
か

ら

降
ろ

し

て

し

ま
っ

て

い

る
。

そ

れ

は

陸
機、

劉
爍

、

韋

應
物
に

先
行

作
が

あ

り、

そ

の

中
の

劉
爍
の

結

二

句
「

河
廣
川
無

梁
、

山
高
路
難

越
」

を

承
け
て

地
理
的

概
念
を
導

入

し
、

「

兩
耳
」

の

喩
え

を
用
い

て

夫

婦
の

隔
た

り

を

詠
も

う
と

し

た

か

ら

で

は

な
い

か
。

陸

機
お

よ

び

そ

れ

を

承
け

た

韋

應

物
は

、
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劉
・

洪
と

は

ま

た

別
の

展
開
を
す

る
。

そ

の

点
で

こ

の

 
は

擬

作
詩

の

擬
作
詩
で

あ

り
、

更
に

そ

の

後
半
は

大

幅
な

変
換
を

行
な
っ

て
い

る

た

め

に
、

原
詩
と

の

対
応
関
係
を

欠
く
に

至
っ

て

い

る
。

先
行

作

を

含
め

た
あ
ら

ゆ

る

対
応

関
係
を

想
起
し
な

け

れ

ば

擬

作
効
果
が

得

ら

れ

ず
、

そ

の

た

め

に

自

ず

と

煩

瑣
な

操
作
を

要
求

さ

れ
、

「

構

成
．

展
開
の

効

果
」

に

疑

問
が

生
ず
る

。

展

開
に

期
待
し
て

も

応
え

ず、

意

表
に

訴
え
る

も
の

も

乏
し

い
。

原
詩
と

対
時
し

な
け

れ

ば

擬

作
詩
と

し

て

の

成
立
は

危
ぶ

ま

れ

る

の

で

は

な
い

か
。

　
こ

こ

で
、

以
上
を

仮
に

C
類
と

し

た
い

。

　

 
青
青
陵
上

柏

櫨
楠

庭
中
竹

人
壽
能
幾
何

譬
彼
電
過

目

一

觴
命
曠
交

且
以

慰
心
曲

駕
言
長
安
游

川
光

晨
可
掬

神
州

何
赫
戲

高
城

矗
延
屬

嶢
棚
干
星

斗

彫
輌
錯
珠
玉

擬
青
青

陵
上

柏
青
青
た

り

陵
上
の

柏

楠

楓
た

り

庭
中
の

竹

人

寿
　
能
く

幾
何
ぞ

彼
の

電
の

目
を

過
ぐ
る

に

譬
へ

ら
る

→

觴
　
曠
交
に

命
じ

且
つ

以
つ

て

心

の

曲
を

慰
め

ん

駕
し

て

言
に

長
安
に

游
べ

ば

　
　
　

　
　
す

く

川

光

　
晨
に

掬
ふ
べ

し

神
州
　
何
ぞ

赫

戯
た

る

　
　
　

　
　
　

　
　
　
つ

ら

高
城
　
矗
と

し

て

延
び

属
な
る

嶢
樹
は

星
斗
を

干
し

　
　
　

　
　
　
ま

じ

彫
粫
は

珠
玉

を
錯
ふ

鱗
鱗
王

公

第

華
纓
夾

繍
轂

放
懐
恣
槃
虞

端
憂
竟
誰
逐

鱗
鱗
た

り

王

公
の

第

華
纓

　
繍
轂
を

夾
む

懐
ひ

を

放
ち

て

槃
虞
を
恣
に

す

れ

ば

端
憂
　
竟
に

誰
か

逐
は

ん

や

構
成
・

展
開
を
は

じ
め

、

テ

ー
マ

も

概
ね

原
詩
に

沿
っ

て
い

る
。

前

半
で

は

先
ず、

原
詩
が

「

客
」

に

喩
え

た

人
生

を
何
に

喩
え

る

か

に

期

待
が

か

か

る

が
、

そ

れ

を

擬
作
詩
で

は

「

雷
」

に

喩
え

て
い

る

点

に

洪
這
の

独
自

性
が

窺
え

る

と

言
え

ば

言
え

る
。

な

お
、

「

川
光
を

掬
す
」

に

は
、

後
に

触
れ

る

よ

う

に
、

「

曠
交
」

す
な

わ

ち

昵

懇
の

盟

友
と

自
然

観
賞
に

埋

没
し

よ

う

と

す
る

洪
這
の

主
張
が

集

約
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

 
は

先
行
す
る

陸
機、

鮑
照

、

韋
應
物
の

作
に

比
べ
、

特
に

取
り

立
て
て

言
う
べ

き

新
概
念
が

提
示
さ

れ

て

お

ら

ず、

擬
作

詩
と

し

て

の

妙
味
は

あ

ま

り
感
じ

ら

れ

な
い

。

　
こ

の

 
は

 
と

同
じ

構
造
を

備
え

る

と

い

え
る

。

そ

の

外

 
 
 

も

同
様
で

あ
る

。

　
 

今
日

良
宴
會

朋
簪
故
人
家

搖
情
緑
綺
琴

度
曲
漁

陽
麺

放
歌

掀
醉
髯

擬
今
日

良
宴

會
今
日

　
良
き

宴
会

　
　
　

　
　
　

　
あ
つ

朋
は

故
人

の

家
に

簪
ま

る

情
を
搖
が

す
緑
綺
の

琴

　
　
は
か

　
　
　

　
　

　

つ

づ

み

曲
を
度
る

漁
陽
の

樋

　
　
　

　
　
　

　
あ

放
歌
し

て

醉
髯
を

掀
げ
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晤
語

粲
春
葩

列
坐

各
知
心

游
揚

相
齒
牙

芬

芳
須
及
時

東
扶
忽
西
斜

胡
不
属
逸
翩

天

津
問

仙
槎

無
爲
甘
寂
漠

痼
疾
守
煙

霞

　

　

　

　
　

　

か

が
や

晤

語
し

て

春
葩
を

粲
か

す

列
坐

　
各
お

の

心
を
知
り

游

揚
と

し

て

相
齒
牙
す

芬

芳

　
須
ら

く

時
に

及
ぷ

べ

し

東
扶

　
忽
と

し

て

西
の

か

た

斜
く

胡
ぞ

逸
翩
を

属
ま

し

天

津
に

仙
搓
を

問
は

ざ
る

為
す

無
か

れ

寂
漠
に

甘
ん

じ

痼
疾
　
煙
霞
を

守
る

を

形
式

的
に

は

原
詩
に

沿
っ

て

富
貴
を

求
め

よ

と

の

呼
び

掛
け

を

行
な

う
が

、

テ

ー
マ

は

「

煙

霞
の

痼
疾
」

す

な

わ

ち

自
然
観
賞
へ

の

没

入

を

指
向
し

、

原
詩
と

は

趣

向
を

異
に

す

る
。

　

構
成
を

見
る
と

、

前

半
で

は

心
を

同
じ

く
し

て

宴
会
に

集
ま

っ

た

者
た

ち

が
、

音

楽
に

よ
っ

て

自
分
た

ち

の

「

意
」

を

表
明
す
る

場

面

を

描
く

。

そ

の

際
、

原
詩
は

彼
等
の

「

意
」

が

込
め

ら

れ

た

音

楽
を

「

逸

響
」

、

「

新
声
」

と

だ

け

言
い
、

彼
等
は

ま

た

「

意
」

は

皆
同
じ

で

あ
る
こ

と

を

感
じ
つ

つ

も
、

気
ぐ

ら
い

が

高
く

本
音
を

伸
べ

る
こ

と

を

し

な
い
、

と

す

る
。

と

こ

ろ

が
、

擬

作
詩
で

は

「

緑
綺
の

琴
」

や

「

漁

陽
の

翹
」

で

音

楽
を

演
奏
す

る

場
面
を
描
き
、

漢
の

司

馬
相

如
や

、

魏
の

武

帝
の

不

興

を

買
っ

て

太

鼓
吏
に

落
さ

れ

た

禰
衡
の

よ

う
な
人

物
の

集
ま

り

で

あ

る

こ

と

を
イ

メ

ー
ジ

さ
せ

、

そ

の

よ

う

な

人
物
た

ち

が

歯
に

衣
を

着
せ

ず
に

「

醉
髯
を

掀
げ
」

、

李
白

粲
花
の

論
同
然
に

銘
々

の

思
い

を

議
論
し

合
う

姿
を

描
く

。

ま
た

後

半
の

展

開
で

は

人
生

は

時

間
が

無
い

こ

と

を

言
い
、

「

な

ん

ぞ

…

…

ざ
る
」

、

「

…

…

為
す

無
か

れ
」

と

言
っ

て

人
生
の

有
効
な

過
ご

し

方

を

提
示

す

る

が
、

原
詩
が

出
仕
せ

よ

と

言
う
と

こ

ろ

を

擬
作
詩
は

隠
退
の

方

向
へ

向
か

う
。

そ

こ

に

は

晩
年
に

盤
洲
に

隠
居
し

て

自
然
の

中
で

自

適
の

生

活
を

送
る

こ

と

に

な

る

洪

這
独

自
の

価
値
観
が

反
映
さ

れ

て

い

る

と

見
た

い
。

こ

の

 
は

「

窮
賤
を

守
る

無
か

れ
」

「

要

路
の

津

に

拠
れ
」

と

い

う

古
詩
的
人

生

観
に

対
し

、

そ
の

意
表
を

衝
い

て

「

寂
寞
に

甘
ん

ず
る

無
か

れ
」

「

仙
槎
を

問
へ

」

と
い

う
別
概
念
を

対

峙
さ
せ

、

人
生
の

在
り
方
に

改
め

て

論
議
を

醸
し
、

古
典
的
先
入

見

に

再

考
を

促
す
構
造
を
持
た
せ

て

い

る

こ

と

言
う

ま

で

も

な

い
。

陸

機
に

先
行

作
が

あ

る
。

　
 

西

北
有
高
樓

偃

蹇
軼
千
門

綺

權
納
飛
月

璧

礑
礙

翔
雲

上

有
絃
歌
女

哀

聲
啓
鶯
唇

誰
能
爲

此
曲

無
乃
返

香
人

一

章
三

致

志
擬
西
北
有
高

樓
西
北
に

高
楼
有
り

　
　

　

　
　

　

　

　
す

偃
蹇
と

し

て

千
門
に

軼
ぐ

綺

権
　
飛
月
を
納
め

　
　

　

　
　
　
は
ば

璧

礑
　
翔
雲
を
碍
む

上
に

絃

歌
の

女
有
り

哀
声

　
鶯
唇
を
啓
く

誰
か

能
く

此
の

曲
を

為
す

乃
ち

返

香
の

人
無
か

ら
ん

か

一

章
に

三

た

び

志
を
致
し
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脩
蛾
有
餘
顰

不

惜
饒
清
響

暗
驚
梁
上

塵

所
悲

聽
者
心

中
無
湮

渭
分

願
作

南
冥
鳥

夕
飲
玉

池
津

脩
蛾
に

餘
顰
有
り

　

　
　
　

　
　
お

は

惜
ま
ず

清
響
の

饒
き

を

暗
か

に

梁
上
の

塵
を

驚
か

す

悲
し

む
所
は

聴
く

者
の

心
の

中
に

浬

渭
の

分
無
か

ら

ん

こ

と

願
は

く
は

南
冥
の

鳥
と

作
り

夕
べ

に

玉

池
の

津
に

飲
ま
ん

こ

と

を

求
め

る

「

双

鳴
の

鳥
」

と

な
り

た
い

と

す
る

の

も
一

つ

の

見
解
で

あ

る

が
、

「

南
冥
の

鳥
」

と

な

り
「

玉
池
」

（

天

池
）

に

翼
を

休
め

た
い

と

す
る

の

も

ま

た
一

つ

の

見
解
と

し

て

存
在
す

る
こ

と

に

気

付
か

さ

れ

る
。

擬
作
詩
は

こ

の

よ

う
に

既

成
の

先
入

概
念
に

効
果
的
に

作
用

し
、

そ

れ

を

活
性
化
さ
せ

、

再

考
を

促
す
と

い

う

心
理

的
反
応
を

呼

び

起
こ

す

と
こ

ろ

に

そ
の

特
性
が

見
ら

れ
る

と

言
え

る
。

陸

機
、

韋

應
物
に

先
行

作
が

あ
る

。
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前
半
で

は

原
詩
の

構
成
に

沿
い

、

悲
哀
を

帯
び

た

声
で

「

絃
歌
」

す

る

女

性
の

居
る

場
所
を

描
い

て

展
開
の

予

測
を

誘
い

、

原
詩
句
の

襲

用
に

近
い

口

調
の

七
、

八

句
目
「

乃
ち

…

…

無
か

ら

ん

か
」

に

繋
い

で

女

性
の

資
質
を

規
定

す
る

。

そ

の

際、

女

性
に

嫦

娥
の

棲
ま

う

「

飛
月
」

と

仙
界
の

「

翔
雲
」

が

見
え

る

部
屋
に

居
る

イ

メ

…

ジ

を

付
与
し
、

原

詩
の

「

杞
梁
妻
」

を

「

返
香
人
」

で

言
い

換
え

て

神

仙

的
雰
囲
気

を

帯
び

さ

せ

る
。

「

返
香
の

入
」

は

亡
く

な
っ

た

者
の

魂

を

「

返

魂
香
」

（

「

返
生

香
」

）

を

用
い

て

呼
び

戻
そ

う
と

す

る

人

の

こ

と

で

あ
る
か

ら
、

原
詩
の

夫
を

亡
く

し

た

「

杞
梁
の

妻
」

を

解
釈

し

た

語
で

あ
る

と

同
時
に

、

単
に

同
じ

概

念
を

別
な

語
で

言
い

換
え

た

だ

け
で

な

く
、

よ

り
悲

壮
感
を

添
え

、

し

か

も

仙
気
を

覚
え

る

よ

う
に

作
っ

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

「

十
九

首
」

の

「

杞
梁
妻
」

は

著

名
に

過
ぎ

、

権
威
的
で

あ
る

。

そ

の

権
威
的

先
入

見
に

対
し

、

擬
作

詩
で

は

別
の

見

解
を

対
峙
さ

せ

て

新
た

な

論

議
を

提
供
す
る

。

し

た

が
っ

て

後
半
以

降
、

例
え

ば

結
二

句
で

も
、

原

詩
の

よ

う
に

知

音
を

　

 
人
生
不
滿

百

蜷
蛄

等
春

秋

花
月
多
風
雨

何
不
蝋
屐
游

朱
光
忽
以
馳

退

舎
未
易

留

生

前
一

杯

樂

難
與
昧
者
謀

臨
流
羨
芳

沚

歡
言
泛
輕
舟

擬
入
生

不
滿
百

人
生

　
百
に

満
た

ざ
る

に

　
　
　
　

　
　
　

　
ま

蟋
蛄
の

ご

と

春

秋
を
等
つ

花
月
に

は

風
雨

多
き

に

何
ぞ

屐
に

蝦
し

て

游
ば

ざ
る

朱
光
は

忽
と

し

て

以
つ

て

馳
せ

退
舎
は

未
だ

留
め

易
か

ら

ず

生
前

　一

杯
の

楽
し

み

は

昧
者
と

与
に

は

謀
り
難
し

流
れ

に

臨
み

て

芳
沚
に

て

　
　
か
た

歓
び

言
り
て

軽

舟
を

泛
ぶ

る

を

羨
む

概
ね

原
詩
の

主
題
に

沿
っ

て

二

句
一

聯
ご
と

に

原
詩

句
を
言
い

換
え

つ

つ

も
、

前
半
は

『

荘
子
』

逍
遙
遊

篇
に

典
故
の

あ
る

「

蜷

蛄
」

を

は

じ

め
、

「

花

月
」

、

「

風
雨
」

、

「

朱
光
」

、

「

退

舎
」

な

ど

の

自
然

景

一25一
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物
を

出
し

て

時

間
の

推

移
を

表
現
し
よ

う

と

す
る

点
で

原
詩
に

異
な

る
。

そ

し
て

原
詩
の

「

昼
は

短

く

夜
は

長
し
」

に

対
し

、

「

花
月
に

は

風
雨
多
し

」

と

展
開
し

て

対
峙
す
る

と
こ

ろ

に
、

こ

こ

で

も

ま

た

洪
遁
独
自
の

自
然
観
賞
の

精
神
が

現
れ

る
。

ま

た
、

原

詩
と

同
じ
口

調
の

「

何
ぞ

…

…

ざ
る

」

で

予

測
を

誘
っ

て

お

い

て
、

原
詩
の

「

燭

を

秉
る

」

に

対
し

て

「

屐
に

鑞
す
」

を

出
す

点
は

、

そ

の

故
事
の

典

拠
で

あ
る

屐
に

蟻
を

塗
っ

て

贅
を

尽
く

し

た

晋
の

阮
孚
の

ほ

か

に
、

特
製
の

展
で

山
水
を
跋
渉
し

た

宋
の

謝
霊

運
が

想
起
さ

れ
、

自
然

観

賞
が

テ
ー

マ

と

し

て

焦
点

化
さ

れ

る
。

そ

し

て

そ

れ

は

原

詩
の

よ

う

に

「

王

子

喬
」

す

な

わ

ち

仙
人

に

対
す
る

断
ち

き

れ

な

い

思
い

を

詠

む

の

で

な

く
、

結
句
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

逆
に

「

昧
者
」

で

な
い

者

達
と

花
咲
く
汀
で

船
を

浮
か

べ

な
が

ら

語
ら

う
よ

う

な

自
然

観
賞
に

対
し

て

洪
造
が

積
極
的
な

姿
勢
を
示

そ

う
と

し

て
い

る

点
に

い

っ

そ

う

顕

著
で

あ
る

。

恐

ら

く
原

詩
が

問
題
と

し

て

投
げ

掛
け

る

「

遊

び
」

を
ど

う
遊
ぶ

の

か

の
一

つ

の

解
答
と

し

て

賢
者
と

の

自
然

観
賞

を
提
示
し
、

そ

う
す

る
こ

と

の

如

何
を

論
議
と

し
て

醸
し

出
そ

う

と

し

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

こ

の

自
然
観
賞
の

精
神
が

洪
這
に

と
っ

て

更
に

ど

の

よ

う
な

意

味
を

持
つ

の
か

は

詳
述
し

な

い

が
、

そ

れ

が

こ

の
一

連
の

擬
作

詩
群
の

主
要
テ

ー
マ

の
一

つ

で

も

あ
る

こ

と

を
、

こ

こ

に

改
め

て

付
記
し

て

お

き

た
い

。

先
行
作
は

見
当
ら

な
い

。

　
以

上

を

仮
に

A
類
と

し

た
い

。

 

擬

渉
江
采
芙
蓉

渉
江

采
芙
蓉

芳
莚

蔭
幽
沚

相
思

不
相
見

芬
香

欲
誰
遺

秋
容

感
人
心

浪
浪
睫
涵
涙

不
如
膝
上
琴

哀
音
入

君
耳

江
を

渉
り

て

芙
蓉
を

采
れ

ば

　
　

　
　
　

　
お

ほ

芳

薙

幽
沚
を
蔭
ふ

相
思
ふ

も

相
見
ず

芬
香

　
誰
に

か

遺
ら
ん

と

欲
す
る

秋
容

　
人

心
を

感
ぜ

し

め

　
　

　
　
　

　
　
　

う
る

ほ

浪
浪
と

し

て

睫

　
涙
を

涵
す

如
か

ず
膝
上
の

琴
の

哀
音

　
君
が

耳
に

入
る

に

前
半
四
句
は

原
詩
に

擬
作
し

た

が
、

後
半
四

句
は

望
郷

の

念
を

ど

の

よ

う
に

承
け
る

か

に

期
待
が

か

か

る
と

こ

ろ

を
、

展
開
を

か

な

り
変

え
、

ま

ず

秋

景

色
に

話

題
を

移
す

。

そ

し

て

結
二

句
で

陶

渕

明
の

「

閑

情
賦
」

に

典
故
を

と

る

「

膝
上

琴
」

を

用
い

、

原

詩
の

「

同
心

而

離
居
」

を

承
け

て

離
れ

た

く
な
い

思
い

を

強
く

出
す

。

微
妙
な

と

こ

ろ

で
一

見
二

句
一

聯
の

対

応
を

欠
き

、

「

展

開
・

構
成
の

効
果
」

に

疑

問
が

残
る

が
、

意
表
に

訴
え

る

要
素
は

削
が

れ

て

い

な
い

の

で

は

な
い

か
。

陸

機
に

先
行

作
が

あ
る

。

 

擬
庭

前
有
奇
樹

庭
前
有
奇
樹

黄
鳥
巣
其
枝

之

子
不
顧
反

失

此
煕
春
期

庭
前
に

奇

樹
有
り

黄
鳥

　
其
の

枝
に

巣
く
ふ

之
の

子

　
顧
み

反

ら

ず

此
の

煕
春
の

期
を

失
ふ
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采
采
未
盈

菊

夕
風
己

紛
披

路
遠
悵
莫
致

雖
多
亦

奚
爲

　

　
　

　

　

　
　
さ

く

采
り

采
り
て

未
だ

菊
に

盈
た

ざ
る
に

夕

風

已
に

紛
披
す

路

遠
け
れ

ば

致
す
莫
き

を
悵
く

　

　
　

　

　

　
　
な
に

雖
ひ

多
き

も

亦
た

奚
を

か

為
さ
ん

や

一

篇
八

句
と

短
い

た

め
、

よ

ほ

ど

工

ま

な
い

限
り

、

「

展

開
・

構
成

の

効
果
」

は

期
待
で

き

な
い

。

そ

の

た

め

か
、

原
詩
の

手
法
と

は

異

な

り
、

早
く
も

第
二

句

目
で

『

詩
』

の

六

義
の

「

比
」

の

手
法
を

用

い

て

「

黄
鳥
」

を

引
き

合
い

に

出
し
、

「

奇
樹
」

を
女

性
に

比

擬
す

る
。

そ

し

て

前
半
で
、

原

詩
が

「

奇
樹
」

の

花
を
こ

れ
か

ら

贈
ろ

う

と

す
る

意
志
を
描
く

と

こ

ろ

を
、

擬

作
詩
は

早
く

顧
み
な
い

と

花
の

時

期
を

失

う
と

展

開
し

、

夫

を

待
つ

女
の

移
ろ
い

易
い

「

煕

春
の

期
」

に

対
す
る

危

機
感
を
始
め

か

ら

強
調
す
る

。

ま

た

後
半
で

は

原

詩
が

花
が

袖
い

っ

ぱ
い

に

「

盈

ち
」

た

と

展
開
し
て
い

る

と

こ

ろ

を
、

擬
作
詩
で

は

未
だ

「

盈

ち
」

な
い

う
ち

に

「

夕
風
」

が

花
を

散
ら
せ

た

と

展

開
し

、

「

盈
ち
」

る

ま

で

待
て

な
い

思
い

を

強
調
す

る
。

そ

の

際、

擬
作
詩
で

は

原
詩
に

無
い

「

夕

風
」

の

概
念
を

導
入
し

て

展

開
し

、

女

性
の

「

春
」

に

対
す

る

危
機
感
を

技
巧

的
に

強
め

る

働
き

を

担
わ

せ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

「

夕
風
」

は

例
え
ば

陸
雲
の

「

答

顧
處
微
」

詩
に

「

朝
華
未
厭

、

夕
風
已

扇
」

と

見
え

、

時
を

待
た

な

い

も
の

の
一

つ

の

代
表
で

あ
る

。

な

お

こ

の

 
に

関
し

て

感
想
を

言

え

ば
、

原
詩
と

の

対
応

関
係
は

保

ち
つ

つ

も

「

展

嗣
・

構

成
の

効

果
」

は

工

ん

だ

ほ

ど

顕

著
で

な
い

よ

う
に

思
う

。

陸
機、

韋
應
物
に

先
行
作
が

あ
る

。

　
こ

の

 
 
は

 
 
と

同
じ

構
造
を

備
え

る

と

見
、

B
類
と

し

た
い

。

こ

れ

ら

を
仮
に

　
以

上

か

ら
、

A
類
（

 
 
 
 
 ）

は

原
詩
と

の

対
応
関
係
が

明

確
で
、

「

構
成

・

展
開
の

効
果
」

を

得
て

い

る

と

言
え
る

の

で

は

な

い

か
。

B
類
（

 
 
 
 
 
）

も
、

原
詩
と

の

対
応

関
係
に
一

部
明

確
で

な
い

箇
所
が

あ
る

も

の

の
、

ほ

ぼ

「

構
成

・

展

開
の

効
果
」

は

得
て
い

る

と

思
わ

れ

る
。

C
類
（

 
 
 
）

は

原
詩
と

の

対
応
関
係

が

か

な

り

不
明

確
で

、

「

構
成
・

展
開
の

効
果
」

も

薄
い

。

従
っ

て
、

A
類
と

、

微
妙
で

は

あ
る

が

B
類
は

、

汪
師
韓
指
摘
の

上

記
四

首
を

含
む

も

の

で

も

あ
り

、

「

古
意
」

を

存
す

る

と

言
っ

て

よ
い

が
、

C

類
は

そ

れ

を

失
っ

て

い

る

と

見
た

い
。

つ

ま

り、

擬
作
詩
の

成
否
を

決
定
す

る

「

古

意
」

と

は
、

「

構

成
・

展

開
の

効

果
」

と
い

う

要
素

の

有
無
に

係
っ

て

い

る

と

言
え

な

い

だ

ろ

う
か

。

　
こ

の

型
の

擬
作
詩
に

は

原
詩
も
し
く

は

模
倣
対
象
が

確
か

に

有
る

も

の

と
、

漫
然
と

し

て

分
か

ら

な

い

も

の

と
が

あ
り

、

汪

師
韓
の

論

調
で

は

後

者
は

「

古
意
」

を

存
し

な
い

こ

と

言
う
ま
で

も
な
い

が
、

前
者
で

も

単
に

原
詩
も

し

く

は

模
倣
対

象
の

テ

ー
マ

を

会
得
し

て

い

る

だ

け
で

は

「

古
意
存
す
」

と

は

な
ら

な
い

。

原
詩
も

し

く

は

模
倣

対
象
と

の

対
応
関

係
が

は
っ

き

り
と

見
ら

れ

る

上
に

、

「

構
成
・

展

開
の

効
果
」

す
な

わ

ち

擬

作
効
果
に

よ

っ

て

擬
作
詩
人
側
の

主

張
が

鮮
明
に

さ

れ

る

擬
作
詩
こ

そ

本
来
の

擬

作
詩
た

り

得
る

要
素
を

備
え
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た

も

の
、

す

な

わ

ち

「

古
意
」

る

と

結
論

付
け

た
い

。

四

を

失
わ

な
い

擬
作
詩
で

あ
る

と

言
え

　

洪
這
の

「

十
三

首
」

の

よ

う
な
型

の

擬

作
詩
に

於
け

る

「

古
意
」

と

は
、

「

構
成
・

展
開
の

効

果
」

が

得
ら

れ

る

要
素
を

備
え

る

こ

と

で

あ
る

と

す
る

と
、

六

朝
時
代
に

は

殆
ど

見
ら

れ

な
か

っ

た

さ

き

に

触
れ
た

李
白
や

更
に

明
の

高
啓
ら

が

取
り
組
ん

だ
、

原

詩
の

判
然
と

し

な

い
、

し

た

が

っ

て

模
倣

対
象
と

の

関
係
を

加
味
し

な

が

ら

読
む

こ

と

の

難
し
い

擬

作
詩
の

構
造
も、

勢
い

見
え

て

く
る

の

で

は

な
い

か
。

　

そ

れ

に

は
、

既

述
し

た

よ

う
に
、

「

古

意
」

を
失
っ

た

と

見
做
せ

る

C
類
が

重

要
な

関
鍵
と

な

る

と

考
え
る

。

C
類
は

擬
作

意
識
は

A

類
B
類
に

同
じ

で

あ

る

が
、

不
即
不
離
の

原
則
に

沿
わ

ず
に

擬
作
さ

れ

た

た

め

に
、

原
詩
か

ら
乖

離
し

て

い

る
。

し

た

が
っ

て

詩
題
に

そ

れ

と

明
示

さ

れ

な

け

れ

ば

（

首
句
に

直
に

「

古

詩
十
九
首
」

の

首
句

を

襲
用
す

る

こ

と

は

今
は

措
い

て
）

模
倣

対
象
が

喚
起
で

き

ず
、

換

言
す

れ

ば
、

も

は

や

原
詩
の

判
然
と

し

な
い
、

類
似
し

つ

つ

対
峙

す

る

際
に

生
ず
る

擬

作
効
果
も

漫
然
と

し

か

得
ら

れ

な
い

擬

作
詩
に

極

め

て

近
く
な
っ

て

い

る
。

そ

し
て

そ

の

上
で

な

お

「

十
九
首
」

の

残

像
を

保
存
し

よ

う
と

す

る
。

そ
れ

が

C
類
の

特
徴
で

あ
る

。

な

ぜ
か
、

或
い

は

な
ぜ

C
類
は

結
果
的
に

原
詩
の

構
成
・

展
開
に

は

模
倣
せ

ず
、

部
分
的
な

詩
句

・

語

句
の

み

を

模
倣
す
る

の

か
。

そ

れ

は
一

つ

に
、

類
似
語
句
に

よ
っ

て

（

恰
も
典
故

表
現
の

よ

う

に
）

部
分
々

々

で

の

み

「

十
九

首
」

の

詩
句
を

想
起
さ
せ
、

そ

れ

と

独
自
の

斬
新
な

句
造

り

と

を
、

あ
く
ま

で

も

部
分
に

お

い

て

対
峙
さ

せ

る
こ

と

で

意
表
に

訴
え

、

自
ら

の

主

張
を

印
象
的
に

表
現

し

よ

う

と

す
る

か

ら

で

は

な

い

か
。

典
故
表
現
の

よ

う

に

オ

ー
バ

ー
ラ

ッ

プ

効
果
を

得
る

の

で

な

く
、

あ

く
ま

で

詩
句
・

語
句
造
り

の

斬

新
さ

を

表
現
の

決
め

手
と

す

る
。

｝

篇
全
体
の

搆
成
を

知
っ

て

い

て

展

開
を

予

測
で

き

る

擬
作
詩

ほ

ど

の

効
果
が

得
ら

れ

る

か

は

疑
問
だ

が
、

古

典
的
な

先
入

見
を

対

時
の

場
に

呼
び

出
し

、

部
分
的
に

論
議
を

醸
す
こ

と

は

で

き

る
。

原

詩
が

明

確
で

な
い

唐
代
以

降
の

、

例
え
ば

漫
然
と

「

十

九
首
」

に

似

て
い

る

「

擬

古
詩
」

は
、

恐
ら

く
こ

の

C
類
と

同
じ

よ

う
な
レ

ト

リ

カ

ル

な

効
果
を

狙
っ

て

作
っ

て

あ
る

の

で

は

な
い

か

と

考
え

る
。

　

洪

這
の

「

十
三

首
」

は
、

恐
ら
く

陸
機
や

韋
應

物
の

取
り
組
み

に

触
発
さ

れ
、

擬

作
と
い

う
取
り

組
み

そ

の

も

の

に

先
ず

真
似
た

も
の

で

あ
ろ

う
が

、

元

来、

擬
作
詩
人
が

模
倣
対
象
を

求
め

る

の

は
、

一

般
に

そ

れ

を
偽

装
の

道
具
と

し
て

利
用
し

た

り、

或
い

は

そ

の

作
品

と

し

て

の

良
さ

を

顕
彰
し

て

称
賛
し

た

り

す

る

ほ

か
、

時
に

は

擬

作

詩
人

側
の

主
張
と

合
わ

な
い

点
を

改
変
し

た

も

の

（

す

な

わ

ち

擬
作

詩
）

を

対
方
に

据
え
、

対
峙
効
果
を

利
用

し

て

考
え

方
の

相
違
を
浮

き

彫
り

に

し
た

り
も
す

る
。

「

擬
」

型
の

擬

作
詩
は

模
倣
と
い

う
レ

ト

リ
ッ

ク

を
用
い

て

原

詩
と

類
似
さ
せ

な

が

ら

対
峙
さ
せ

、

意
味
の

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

を

鮮
明

に

す
る

文

体
で

も

あ
る

と

す
れ

ば
、

洪
這
の
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取
り

組
み

の

意
図
は

ま

さ

に

そ
こ

に

あ
る

。

原
詩
に

選
ば
れ

る

詩
は

も
と

も

と

由

緒
あ
る

古

典
で

あ
っ

て
、

い

わ

ば
一

種
の

先
入

見
を

植

え

付
け

て

い

る
。

「

擬
」

型
の

擬

作
詩
は

ま

ず
類
似

す
る
こ

と

で

そ

の

よ

う

な
古

典
を

想
起
さ

せ
、

模
倣
対
象
と

し

て

比
較
の

場
に

呼
び

込
む

。

そ

し
て

そ

の

先
入

見
と

対

峙
し
、

自
己
の

主

張
を
鮮

明
に

展

開
す
る

。

類
似
的
展
開
で

は

先
入

見
を

覆
す
こ

と

な

く
権
威
的
な

表

現
で

安

定
感
を

与
え

る

が
、

対
立

的
展
開
は

意
表
を

衝
く
発
想
の

お

も
し

ろ

さ
、

先
入

見
を

破
る

斬
新
な

見
解
を

知
ら

し

め

る
。

擬

作
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

は

反
権

威
側
に

回

る

と
パ

ロ

デ
ィ

に

な
る

。

し
か

し
、

当
時
の

擬

作

詩
の

多
く
は

文

学
の

担
い

手
の

性
質
上

、

ど

ち

ら
か

と
い

え
ば

ま

だ

権
威

側
に

あ
っ

た

よ

う

で

あ
る

。

洪
遒
も
例
に

漏
れ

ず
、

安
定
指
向

で

あ
る

。

そ

の

殻
を

破
る

の

は

恐
ら

く

魯
迅

ら

近

代
に

入
っ

て

か

ら

　
　
　
 

で

あ
ろ

う
。

　

洪

逅
は

作
詩
す

る

際
、

日

常
の

飲
酒
の

よ

う
な

拘
泥

の

無
い

境
地

で

古
人

や

古
詩
の

語
に

倣
え

ば
充
分
で

あ
る

と

し
、

奇

抜
な

語
を

用

い

て

人
の

意

表
に

出
る

詩
を

企
図
す

る

こ

と

を

好
ま

な

か
っ

た

よ

う

で

あ

る
。

『

盤
洲

文
集
』

巻
八

に

次
の

よ

う

な

五

絶
（
「

盤

洲
雜
韻
」

上
・

一

詠
亭

詩
）

が

あ
る

。

有
水

足
浮
醴

寧
拘
秋
與
春

共
將
詩
擬
古

不
必

語
驚
人

水
の

醴
を

浮
か

ぶ

る

に

足
る

有
れ

ば

寧
ぞ

秋
と

春
と

に

拘
ら

ん

や

共
に

詩
を

将
つ

て

古
に

擬
す

れ

ば

必
ず
し

も

語
人
を

驚
う

か

さ

ず

盟

友
と

自
然
の

中
に

埋

没
す
る
こ

と

を

指
向
す
る

洪

這
は

、

擬
作
詩

に

お

い

て

も

安
定
し

た

権
威
を
覆
す

取
り
組
み

豪

で

は

し

な

か
っ

た

と

思
わ

れ

る
。

　

　

　

注

 

「

清
詩
話
」

所

収
の

「

雜
詩

雜
擬
之

別
」

を

テ

キ

ス

ト
と

す

る
。

 

『

盤
洲

文
集
聴

巻
一

（

「

四

部
叢
刊
」

所
収
）

に

登

載
の

本
文
を

テ

　

キ
ス

ト

と

す
る

。

 

『

世
界
の

歴
史
』

6
コ

宋

朝
と

モ

ン

ゴ

ル
」

（

社
会

思

想
社
「

教
養

　

文

庫
」

所
収）

に

拠
る

。

 

模
倣
対

象
を
一

首
に

限
定
し

た
、

い

わ

ゆ

る

替
え

歌、

も
じ

り

歌
の

　

類
を

指
す

。

た

だ

し、

洪

這
の

場
合
は

パ

ロ

デ
ィ

ー

性
は

な

い
。

 

原

詩
に

対
し

て

陸

機
は

「

涼

風
・

寒
嬋
」

、

韋
應

物
は

「

芳

樹
・

春

　

禽
」

の

語
を
そ

れ
ぞ

れ

新
た

に

喩
え
と

し
て

導
入

し
、

夫
婦
の

あ
る
べ

　
き

姿
を

詠
む

。

 

六

朝
時
代
で

は

陶
淵
明
の

「

擬
古
」

九
首

、

鮑
照

の

「

擬
古
」

八

首

　
が

そ

れ

に

該

当
す

る
。

 

佐
藤
信
夫

『

レ

ト

リ
ッ

ク

認
識
』

第
8
章
「

暗
示

引
用
」

（

「

講
談

社

　

学
術
文
庫
」

所
収）

を
参
照
し

た
。

 

魯
迅
に

後

漢
の

張

衡
の

「

四

愁
詩
」

に

擬
し
た

「

我

的
失
恋
」

詩
が

　
あ

る
。

「

四

愁
詩
」

を

権
威
的
な

失
恋
詩
と

見、

そ

の

パ

ロ

デ

ィ

ー

を

　

作
っ

て

先
入

見
に

基
づ

く

当
時
の

恋
愛
観
を

覆
し
た

。
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