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彭
薛

裁
知
恥

貢
公

未
遺
栄

或
可

優

貪
競

豈
足
繕

達
生

伊

余
秉
微
渮

抽

訥

謝
浮
名

臟

闘

当
棲
巖

卑

位

代

躬
耕

頭
己

雖

自

許

心

迹
猶
米
并

無

庸
妨

周
任

有
病

像
長

卿

畢
娶
類
徇
子

薄
遊
似

邨
生

恭

承

古
人

意

促
装
返

柴
荊

牽
絲
及
元

興

解
龜

在
皺
平

彭
と

薛
と
は

嬲
か
に

恥

を

知

り

貢
公
は

未
だ

栄
を

遺
れ

ず

或
は

貪
り

競
ふ

こ

と

よ

り

優
れ

た

り
と

す
可

き

も

豈
に

達

生

と

稱

す
る

に

足
ら

ん

や

ニ

こ
伊
に

余

れ
微
尚
を

秉
り

拙

訥
に

し
て

浮
名
を

謝
ら
ん

と

す

　
　
　
か
く

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　ロ

廬
園
は

棲
る
る

巖
に

当

た

り

卑
位
は

躬
ら

耕
す
に

代
は

る

己

を

顧
み
て

自
ら
訐

す
と

雖

も

　
　
　
　
　
　
　

　
あ

心

と

迹
は

猶
ほ

未
だ

并
は

ず

い
さ

ほ

庸
無
く

し
て

周

任

を
妨
げ

　
　
　
　
　
　
　
に

病

有
り
て

長

卿
に

像
た

り

め

と

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
に

娶
る

を

畢
は

る
は

徇
子
に

類

い

ぢ

さ

薄
か

遊
ぷ

は

郁
生
に

似
た

り

恭
し
く

古

人
の

意

を

承
け

装
を
促
し
て

柴
荊
に

返

ら
ん

絲
に

牽
か
る

る
は

元

興
に

及
び

亀

を

解
く
は

景
平
に

在
り

　
貢
心

二

＋

載

　
心

に

員

く
こ

と
二

十

載

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
お
く

　
於

今
廢
將
迎

　
今
に

於
て

將
り

迎
へ

を

廢
す

　
　
　
　
　

　

　

　

　
あ

や
つ

　

　
　
　
　

　
　
は

や

　
理

樟

造
還
期
　
樟
を
理

り
還
る

期

を
逋
め

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
な
ぱ

　

は

ら

　

　
は

　
道

渚

驚
修
墹

　
渚
κ

遵
っ

て

修
き
鋸

を

鶩
す

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
わ
た

　

遡
漢
終
水

渉

溪
を
遡

り
終
ひ

に

水
渉
り

し

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
あ

る

　

登
嶺
始
山
行
　
嶺
を

登

り

始

め

て

山
行

き

す

　
野

曠

沙
岸

浄

野
麋
し

く
し
て

沙
岸
浄
く

　
天

高
秋
月
明

　
天

高

く
し
て

秋

月

明

ら
か

な

り

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
た
き
つ

せ

　

　
く

　
憩
石
握
飛
泉
　
石
に

憩
ひ

て

飛
泉
を

握
み
・

　
　
　
　
　

　

　

　

　
ひ

　
　
　
　
　
　
　

は

な
び

ら

　
樊
林

搴
落
英
　

林
を

樊
き
て

落
つ

る
英
を

搴
る

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
や

　
戦
勝
謄
者

肥

　
戦
勝
ち
て

膠

せ
た
る

者
肥
へ

　
鑑
止

流
歸

停

　
止
ま
る

に

鑑
み
て

流
れ

停
ま

る
に

歸
す

　
即
是
義
唐

化
　
是
の

義
唐
の

化
に

即
い

て

　
獲

我

撃
壌
情

　
我
が

繋

壌
の

情

を
獲
た

り

　
右
の

詩
は

、

そ
の

題
に

も
示

す
如
く

、

謝
霊

運
が

、

左

遷
さ
れ

た
永

嘉
郡

（

浙
江

温

州
）

の

太

守

を
辞
任
し
て

去

る

道
中
の

詩
で

あ
る

。

そ

も
そ

も
彼
が

永

嘉
郡
の

太

守
と
な
っ

た
の

は
中

央
の

太
子

左
衞

率
が
ら

の

左
遷
で

あ
り

、

追
放
で

も
あ
っ

た
。

劉
裕
が
噛

天
下

を
取
っ

て

宋
と
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号

し
た

時
、

謝
霊

運
を
遇
す
る
の

は

必

ず
し

も
厚
い

と

は
言
え

な
か
っ

た
。

劉
裕
か

ら

見

れ
ば

、

謝
霊
運

は

豪
族
謝
家
の
一

員
で

あ
り

、

前
朝

晋
の

功
臣
の

家
で

も
あ
っ

て
、

　｝

目
を

置
か

ざ
る

を

得
な
い

入

物
で

あ

る
。

あ
ま
つ

さ

え

自
分
の

対
抗

人

物

劉
毅
に

仕
え

た

も
の

で

あ
っ

て

み

れ

ば
、

好
ま

し
く

な
い

存
在

と

考
え
る
の

は

当
然
の

こ

と
で

あ
る

。

政

治
の

中

核
に

参

与

さ

せ
よ

う

な
ど

と

は
毛

頭

も
考

え
な

か
っ

た

に

違
い

な
い

。

た

だ

前

朝
に

於
て

外
敵
の

侵

入
を
防
い

だ

功

臣
の

子

孫
と

し
て

い

さ

さ
か

遇

し
、

且
つ

文

学
の

才
が

あ
る

と
い

う

点
に

於
て

彼
を

認
め

る
に

過

ぎ
な

か
っ

た
。

し

か

も
彼
は

「

性
襯
激
に

し
て

、

多
く

礼
度
を

愆
る
」

（

宋
害
本
伝
）

人

物
で

あ
っ

て

み
れ

ば
、

実

際
の

政

務
を
担

当

さ

せ

る

わ
け
に

は

ゆ

か
な

か
っ

た

ら

し
い

。

と
こ

ろ
が

霊
運
の

方
か

ら

見
る

と
、

自

分
は

豪
族
の

家
柄
で

あ

り
、

こ

の

家
柄
の

繁

栄
を
謀
る

た

め
に

は
、

政

治
的
に

も
経

済
的
に

も
、

そ

の

地

歩
を
固
め

る

必
要
が

あ
っ

た
こ

と
い

う

ま
で

も
な
い

。

そ

れ

が
か

な

え

ら
れ

す
、

し
か

も

そ

の

才

能
あ

り
と

自
認

し
て

い

る

も
の

が

認
め

ら

れ
な

か
っ

た
の

で

あ
る

か

ら

こ

こ

に

憤

愚
が

出
て

く
る

の

は

当
然

で

あ

ろ
う

。

こ

の

こ

と

を
彼

の

本
伝
で

は

「

自

ら

謂
へ

ら
く

、

才
能
宜

し

く

権
要
に

参

す
べ

し
と

。

既
に

知

ら

れ
ざ
れ

ば
、

常
に

憤
慣

を

懐
く

。

」

と

記
し
て

い

る
。

　

天

子
劉

裕
に

認
め

ら

れ
ぬ

憤
憑
か
ら

、

自

然
に

謝
霊

運
は

裕
の

次

子

嚢

真
と
結
託

す
る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

れ

は

霊

運
の

方
か

ら
も
何
か

利

用

し
よ

う
と
求

め

た
の

で

あ

ろ
う

し
、

羲

真
の

方
に

も
野
心

が

あ
っ

て

霊
運

ら
を
利
用

し

よ

う

と
し
た

の

か

も

知
れ

ぬ
。

こ

の
一

味
に

は
ほ

か

に

丈
人
の

顔「
延

之
、

僧
侶
の

慧

琳
が
い

党
。

彼

ら
の

行

蠶
は

不

穏
で

あ

り
、

何
か

を
企
て

て

い

た
こ

と

は
、

劉
義
真
の

「

志
を

得
る
の

口

に

は
、

霊
運

、

延

之
を

以
っ

て

宰
相

と

為
し

、

慧
琳
を
西

豫
州
都
督
と

為
さ

ん
」

（

宋
書

、

劉

義
真
伝
）

と
い

っ

た

こ

と

ば
に

よ
っ

て

推
察
ざ
れ
る

。

こ

の

不

穏
な
空

気
を

見
抜
い

て
、

心
好

く

思
わ
な

か
っ

た

の

が
、

野
心

家

の

実

力

者
徐

羨
之
で

あ

る
。

彼
は

義
真
一

党
を
解
散
さ

せ
よ

う
と

し
、

先

ず
義
真
を
廃
す
る

上
奏
文

を
上

り
、

つ

い

で

殺

し
て

し
ま

う
。

そ

し

て

顔
延
之
は

始
安
の

太

守
に

、

霊
運
は

永
嘉
の

太

守
に

、

慧
琳
も

建
康

を
そ

れ

ぞ

れ

追
放

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

霊
運
に

は

永

嘉
の

太

守

と

し
て

赴
任
す
る

時
の

詩
が

残
っ

て

い

る
。

「

永

初
三

年
七

月
十

六

日
、

　
　
お
も

む

郡
に

之

か
ん

と

し
、

初
め
て

都
を

発
つ

」

詩
が

そ

れ
で

あ
り

、

時
に

霊

運

三

十

八

歳
の

こ

と
で

あ
る

。

　
こ

れ

か

ら
｝

ク

年
、

太

守
と

し
て

永

嘉
に

あ
る
の

で

あ
る

が
、

こ

の

時
の

彼
の

心

中

は
償

懣
に

満
ち
て

い

た

こ

と
推
察
に

難
く

な
い

。

朱
售

の

本
伝

に

は

永
嘉

時
代
を

簡
略
に

次
の

如
く
述
べ

て

い

る
。

　
郡
に

名
山

水

有
り

。

霊
運
の

素
よ

り

愛
好
す
る

所
な

り
。

出
で

て

守

　
と
な

り
既
に

志

を

得
ざ

れ
ば

、

遂
に

意
を
撫，
に

し

て

遊

遨
す

。

偏

く

　
　
　
　
へ

　
諸

懸

を
歴

、

動

も
す

れ
ば

旬
朔

を

踰
ゆ

。

民
閲
に

訟
を

聴
く
こ

と
、

　
復
た

懐
に

騾
け

ず
。

至
る

所

輒
ち

詩

詠
を

為

り
、

以
っ

て

其

意

を

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
め

ぐ

　
致

す
。

郡

に

在
り
て
一

周
り

し
、

疾
と

称

し
て

職
を

去
る
。

　
ま
た

永
嘉

時
代
に

作
ら
れ

た
二

＋

首
余
り
の

詩
に

よ
っ

て
、

彼
の

心

中

が

那
辺
に

あ
っ

た

か
つ

ぶ

さ
に

知

る
こ

と
が
で

き
る

。

彼
は

し

ば
し

ば

失

意
の

寂

し

さ

を

訴
え

、

故

郷
の

始
寧
に

退

隠
し

た
い

と

希

望

し
て

い

る
。
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さ
て

そ
の

宿
願
が

達
せ

ら
れ
て

、

こ

こ

に

太

守
の

職
を
放

擲
し
て

、

故
郷
の

始
寧
に

帰
る

時
の

詩
が

、

冒
頭
の
「

初
め
て

郡
を

去
る
」

詩
で

あ

る
。

こ

の

詩
に

は

し
た

が
っ

て
、

太

守
の

職
を
辞
し
て

自
由
の

身
と
な

る
こ

と
が
で

き
る

喜
び
の

心
境

を

歌
っ

て

い

る

こ

と
が

予
想
さ

れ
る

。

　

先
ず

最
初
の

四

句
で

は

漢
の

彭

宣
、

薛
広

徳
、

貢
禹
の

出

処

進
退
に

批
評

を
加
え

、

　
か

れ

ら
の

行
動
を
一

応
は

是
認
し
つ

つ

も
、

　
し

か

し

コ
蓮

生
」

の

道
理

を
会
得
し

た

も
の

と
は

い

え
な

い

と
い

い
、

次
の

六

句
で

は
，

太

守
の

職
に

つ

い

て
、

隠

遁
者
と

同
じ

気
持
で

い

る

が
、

そ
れ

で

は

名
実
一

致
し
な
い

か

ら
辞
職
し
た
い

と
い

う
。

更
に

次
の

六
句

は
、

自
分
の

現

在
の

状

態
は

、

周
任
ら
の

よ

う
な

古
人

と
よ

く
似
て

い

る
。

そ

れ
を
思
え
ぱ

ま

す
ま
す
隠

遁
し
て

故
郷
に

帰
ら
ね
ば

な

ら
ぬ

と
い

い
、

そ

し
て

次

の

四

句
は

、

過

去
の

二

＋

余

年
の

官
吏
生

活

は
、

自
分
の

本

志

で

な

か
っ

た
こ

と

を

述

懐
し

、

今
や

わ

ず

ら
わ
し
い

役
人

生
活
を

断

乎
や

め
て

し
ま
っ

た

と
述
べ

る
。

　

こ

の

詩
で

彼
が

心

境
を

述
べ

る

と

す

れ
ば

、

以

上
で

大

体
尽

き
て

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
お

く

る

よ
う
に

思
う
。

さ

れ

ば

彼
は
「

今
に

於
て

将
り
迎
へ

を

廃
す
」

と

い

っ

て
、

彼
の

述
懐
に
「

応
の

終
止

符
を

打
っ

て

い

る
。

述

懐
の

詩

と

し

て

は

以

上
二

十

句
で

十

分
で

あ
る

よ

う
に

も

感
ぜ

ら

れ
る

。

と
こ

ろ
が

こ

の

詩
に

於
て

は
、

次
に

突

如
と

し
て

故
郷
に

帰
る

道
中

の

叙
景
が

な

さ

れ
て

い

る
。

「

棹
を
理

め
て
」

の

句
よ

り
、

　
「

林

を
樊
き
て
」

の

句

に

到

る

ま
で

が

そ

れ
で

あ
る

。

こ

の

詩
の

半

分
以

上
を

費
し
て

辞
任
に

到
る

心

境

を

述
べ

て
、

突
如
場

面

は

変
っ

て
、

旅
の

道
中
の

風
景
と
な

る
。

そ

し
て

ま
た

最
後
に

場
面
は
一

転

し
て

再

び

彼
の

述

懐
と
な

る
。

即

ち

最
後
の

四

句
で

は
、

断
乎
退
隠
を

決

意
七

、

再
び
仕
官
生

活
に

牽

か

れ
ぬ

こ

と
を
い

っ

て
、

以

後
上
古
の

よ
う
な

「

帝
力

我
に

於
て

何
か

有
ら
ん
」

と
い

う

生

活
を
送

り
た
い

も
の

だ
と
い

う
。

こ

の

最
後
の

述

懐
は
い

わ
ば
前
半
の

し
あ

く
く
り
と

し
て

述
べ

ら

れ
て

い

る

よ

ヶ

で

も

あ
っ

て
、

い

さ

さ
か

も
す
ぐ

前
の

叙
景

と
は
結
び
っ

か

な
い

。

つ

ま

り

映
画
で

譬
え
る

な

ら
ば

、

最
初
の

二

十

句
は

、

謝
霊
運
が
永

嘉
の

官
舎

で
一

人

感
慨
に

耽
っ

て

い

る

姿
が

大

写
し
に

さ
れ
て

い

る

と
こ

ろ

と
見

ら

れ

よ
う

。

次
な

る

叙
景
の

八

句
は

、

溪
流
を

遡

り
、

山
道
を

歩
く
旅

の

道
中

の

姿
が

、

移
動
ヵ

メ

ラ

が

捉
え
て

い

る

と
見
ら
れ
よ

う
。

最

後

の

四

句
は

、

と
あ
る

と
こ

ろ
に

休

息
し
て

か

な
た

を
眺

め

な
が

ら

感
慨

に

耽
っ

て

い

る

姿
が

想
像
さ

れ
る

。

一

連
の

画
面
で

あ

り
、

中
心

に

な
る

の

は

作
者
で

あ
る

が
、

そ

の

背
後
に

な
る

も
の

が

異
な

り
、

場

面
，

場

面
は

急
激

に

転

換
し
て

い

る
。

　
こ

れ
が

こ

の

詩
の

大

き
な

特
色

で

あ

り
、

ま
た

謝

霊

運
の

詩
全

体
を

通

じ
て

、

極

め

て

顕
著
に

み

ら
れ

る

特

色
で

あ
る

。

場
面
と

場
面
と
い

う
の

は
、

換
言

す
れ

ば

抒

情
と
叙
景
と

と
い

う
こ

と
で

も
あ
る

。

そ

し
て

そ
の

排
列
は

概
ね

叙
景
が

先
で

抒
情

が

後
で

あ
る

。

そ
の

叙

景
と

抒

情
は

概
ね

は

交
錯
し
な
い

。

伝
統
的
な

描
写

法
と
し
て

は
、

詩
経
が

示

す
如
く
先

立
つ

叙
景
か

ら
次

な

る

情
が

導
き

出
さ

れ
た

り
、

或
い

は

叉

叙
景
は

抒
情
の

背
景
と
な
っ

て

重
な

り

あ
っ

た

り
す
る

。

詩
経
の

例
は

あ
げ
る

ま
で

も
な

か

ろ

う
。

後
者
の

例

を

あ
げ

よ

う
。

晉
の

左

思
の

「

娃
詩
」

に

　
秋

風
何
冽
冽
邑

秋
風
何

ん
ぞ

冽
々

た

る

　
白
露

為

朝
霜

　
白
露
朝

霜
と
為
る
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柔

條
旦

夕
勁

緑
集
日

夜
黄

明

月

出
雲

崖

鐓

嗷
流

素
光

披
軒
臨
前
庭

柔

き
條
は
旦

夕
に

勁
く

’

緑
の

葉
は

日

寝
黄
ば

む

明

月
震
崖
よ

り
出
で

嗷
た

と

し
て

素

光

を
流

す

軒
を

披
き

前
庭
に

臨
め

ば

　
暾

峨

侵
雁

翔
」

嗷
々

と
し
て

晨

雁

翔
く

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
か

ぎ

　
高
志

局

四

海
　
高
志

四

海
に

局
ら

れ

　
塊
然
守

空
堂

　
埋

然
と

し
て

空
堂
を

守
る

　
壮

頗
不

恒

居

　
壮

歯
恒
に

は

居
ら
ず

　
歳

暮
常
既

慷
　
歳

暮
常
に

慨
慷
す

　
と
あ
る

が
、

右
の

「

嗷
汝

晨
雁

翔
」

ま
で

は

秋
の

景
色
で

あ
っ

て
、

人

を

し
て

楽
し

ま
せ

る

景
色
で

は

な
い

。

草

木

黄
落
の

秋
で

あ
る

。

作

者
は
こ

の

景
色
を
み

て

「

壮

歯
は

恒
に

は

居

ら
ず
」

「

槐
然
と
し

て

空

堂

を

守
る
」

感

慨

を

催
す

。

こ

の

秋
の

景
色
か

ら

感
慨
が

引

起
さ

れ
た

も
の

で

あ
る

。

感
慨
を
起
す
作
者
の

背
後
に

は

秋
の

景
色
が

あ
る

、

叙

景
の

部
と

抒

情
の

部
と
は

重
な

り

あ
っ

て
、

全

篇
は
抒

情
詩
と

し
て

見

る
こ

と

が
で

き
る

。

　
と
こ

ろ

が

謝
霊
運
の

詩
ば

叙

景
の

部
と

抒
惰
の

部
と

は

は
っ

き
り

対

立

し
て

い

る
。

先

に

あ
げ
た

例
を

と
っ

て

み

る

と
、

中

間
に

位
す
る

秋

の

叙
景
と

後
に

来
る

感
概

と

は

殆
ん
ど

無
関
係
で

あ
る

。

秋
の

叙

景
か

ら

後
の

感

慨

が

導
き

出
さ

れ

る
こ

と
は
な

い
。

少

く
も

読

者
に

と
っ

て

は
そ

う

感
ず
る

。

む
ろ
ん

作
者．
に

あ
っ

て

は
】

連
の

詩
で

あ
る

以

上
、

こ

の

叙

景

か

ら
後
の

感
慨

が

導
き
出
さ

れ

た
こ

と

と

息
う
が

、

作
者
は

こ

れ

を

従

来
の

如
く
強

く
結
び
つ

け
ず
殆
ん

ど

無

関

係
の

如
く

歌
っ

て

い

る
。

こ

の

描

写
法

こ

そ

謝

詩
の
一

つ

の

特
色
で

あ
る

と
考
え
た

い
。

こ

う

し
た

描

写

法
を

し

て
い

る

も
の

に
、

な

お

「

鄰
里

相
送
至

方
山
」

「

過
始
寧

墅
」

「

富
春
渚
」

「

過
白

岸
亭
」

「

遊
赤
石

進
帆
海
」

「

登

永

嘉

緑

嶂
山
」

　
「

遊
嶺

門
山
」

「

田

南
樹
園

、

激
流

植
援
」

「

石

門
新

営
所

住
、

四

面
高
山

、

　
廻

溪
石

瀬
、

茂
林
惰

竹
」

　
「

石
壁

立

招
提
精

舎
」

「

入

東

道
路

詩
」

「

登

石

門
最
高

頂
」

「

石

鬥
厳
上

宿
」

　
「

石

室

山
」

「

入

彭
蠡
湖
口

」

「

発
帰
瀬
三

瀑
布

望
両

溪
」

「

従
京
口

北
固
応

詔
」

な

ど
が

あ
る

。

こ

れ

ら
の

詩
は

景
色
を

歌
っ

て

は
い

る

が
、

そ

の

景
色
か

ら

何
か

が
比

喩

さ

れ
た

り

す
る

も
の

で

は

な
い

。

ま
た

そ

の

景

色
に

は

悲

哀
と
か

歓
喜
の

感
情
が

投

影
さ

れ

て

い

る

も
の

で

も
な

い
。

っ

ま

り

叙

景
は

叙

景
と

し
て

独

立

し
、

感
概
を

述
べ

る

部
分
は

、

そ
れ

と

し
て

独
立

し

た

も
の

と

見
な
さ

れ

る
。

こ

の

描
写
法

は

謝
霊
運

の

詩

の
｝

つ

の

大

き
な

特

色
と
い

わ
な

く
て

は

な

ら

な
い

。

　

右
の

例
は
叙

景

と

抒
情
と

対
立

し
て

い

る

も
の

を
挙

げ
た

も
の

で
、

謝
霊

運
の

詩
全

体
か

ら
見
れ

ば
、

約
半

数
が

そ

れ
で

あ
る

。

あ
と
の

半

数
は

叙

損
の

部

と

抒
情
の

部
が

何
ら
か
の

薫

味
で

関
係
あ

り
と

認
め

ら

れ
る

詩
で

あ
る
。

た

だ

そ

の

関
係
の

仕
方
が

あ
ま

り
密

接
で

な

い

と
い

え

よ

う
。

叙

景
と

抒
情
が

深
く

交
錯

し
な
い

、

或
い

は

密

接
に

重
な

り

合

わ
ぬ

と
い

う
こ

と
が

で

き
ょ

う
．

例
え
ば

次
の

詩
は

永

嘉
の

太
守

に

在

任
中

、

永

嘉

郡
の

甫

亭
に

遊
ん
で

、

初
夏
の

夕
方
の

景
色
を
眺

め
な

が

ら
、

時
聞
の

推
移
を
感

じ
、

は

て

は

故

山
に

隠

棲
し
た

い

希
望

を

述

べ

た

も
の

で

あ
る

。
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翻霊運 の 「初めて郡を去 る」詩

「

南
亭
に

遊
ぷ
」

　

時
寛
タ
澄
霽

　
時
竟

り
て

夕
澄
み

霽
れ

　

雲

帰
日

西
馳
　
雲

帰
り
日

西
に

馳
す

　

密
林
含
餘
清

　
密

林

餘
清
を
含
み

　

遠
峯
隠
半
規

　
遠

峯
半

規
を
隠
せ

り

　

先
づ

初
夏
の

夕
方

、

雨

後
の

澄
ん

だ

景
色
を

描

写

す
る

。

陳
構
父

が

「

真
景
目
に

在
り

、

晝
も
及
ぷ

能

は

ず
」

と

評
す
る

如
く

、

真
景
が

浮

ぴ
、

そ

れ
こ

そ

絵
の

様
な

景
色
が

想

起

さ
れ

る
。

こ

こ

に

は

作
者
の

美

意
識
だ

け
が

感
ぜ

ら

れ
、

喜
怒
哀
楽
の

感
情
の

影
は

微
塵

も
感
ぜ

ら
れ

ぬ
。

後
の

唐
詩

な
ど

を

見

る
と

、

夕

陽
の

描

写
に

は

何
か

感
傷

を

感
じ

さ
せ

る

も
の

が

描
写

さ

れ
て

い

る
が

、

　
こ

こ

に

は
そ

れ

が

見
ら

れ

な

い
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

や

　
久

癌
昏
塾

苦
　
久

し
く

昏
塾
の

苦
し
み
に

癒
み

　

旅
館
眺

郊

岐

　
旅
館
に

て

郊

岐

を

眺
む

永

雨

か
ら
解
放
さ

れ
て

野

外
を

眺

め
る

と
、

　

沢
蘭
溝
被
径

　
沢
の

蘭
は

漸

く

径
を
被
ひ

　
芙

蓉
始
発

池
　
芙
蓉
始
め

て

池
に

発
く

　

陳
倩
父
の

評
に

随
え

ば
「

沢
蘭
の

二

語
は

、

漸
の

字
始
の

字

始
の

字

有
れ

ば
、

則
ち

被
の

字

発
の

字

始
め

て

活
く

。

短

よ

り
長

じ
、

苞
よ

り

長
じ

、

物
色
生

動

す
」

で

あ
る

。

「

此
れ
康
楽
の

檀
場
に

し

て
、

他
人

の

能
は
ざ
る

な

り
」

で

あ
る

か

ど

う
か

分
ら
な

い

が
、

少

く

も

「

物

色
生

動

す
る

」

が

如
く
感
ぜ

ら

れ
る

こ

と
は

事
実
で

あ

る
。

作
者

は

沢

蘭
、

芙
蓉
の

眺
め
に

初
夏
を
感
じ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
に
　
る

　

未
厭

育
暮

好

　
未
だ

青
春
の

好

き
に

厭
か

ざ
る
に

、

　

己

観

朱
明
移

　
巳
に

朱

明
の

移
れ
る

を
観
る

と
歌
い

、

時
間
の

推
移

を

覚
え
る

。

初

夏
の

景
色
に

時
間
の

推
移
を

感

じ
、

　

感

悪

感
物

歎

　
感
丸

と
し

て

物
に

感

じ
て

歎
き

　

星

星

白
髪
垂

　
星
々

と
し
て

白

髪
垂

る

　

と
い
っ

て

衰
老
の

歎
き

を

歌
う
の

で

あ
る

が
、

従

来
の

詩
で

あ
る

な

ら

ば
「

物
に

感
じ

て

歎
く
」

場
合
に

は
、

歎
く
に

ふ

さ
わ

し
い

風
物
が

描

か

れ
の

が

常
で

あ
っ

た
。

晉
の

張
載
の

「

秋
」

の

詩
に

し
て

も
、

「

物
を

覩
て

時
の

移
る

を
識
り

、

己

を
顧

み

て

節
の

変
ず
る

の

を

知
る
」

と

歌

う
の

は
、

草

木
の

黄
落

す
る

秋
を

見

た

た

め
で

あ
り

、

詩

に

は
詩

人

を

感
動
さ

せ

る
に

ふ

さ

わ
し

い

秋
の

描
写
が

な

さ

れ
て

い

る
。

だ
が
こ

の

謝
霊
運

の

詩
に

於
て

ど

う
で

あ
ろ

う
か

、

　
「

物
に

感
じ

て

歎
く

」

に

ふ

さ

わ

し
い

風
景
の

描

写
が

な

さ
れ

て

い

な

い
。

　
「

沢
蘭
漸
く

径

を

被

ひ
、

芙
蓉
始
め
て

池
に

発
く
」

は
、

初
夏
の

風
物
で

、

こ

の

表
現
に

は

何
ら

作
者
の

感
情
の

投

影
は

無
い

。

い

う
ま

で

も
な

く
こ

の

表
現

は

本

つ

く
所
が

あ
る

。

沢

蘭
の

句
は

楚
辞
の

招
魂
の

「

皐

蘭
径
に

被
り
て

斯

　
　
ひ
く

の

路

漸
れ

ぬ
」

に

本
づ

き
、

　
芙
蓉
の

句
は

同
じ

く

　
「

芙
蓉
始
め
て

発

き
、

菱
荷
を
雑
ふ
」

に

本
つ

く
も
の

で

あ
り

、

い

ず

れ
も
春
の

景
色
の

如
く
で

あ
る

が
、

こ

の

招
魂
自
体
の

描
写
に

は

特
に

傷
心

を
催
さ

せ
る

よ

う

な

も
の

は

な
い

。

た

だ

前
者
は

招
魂
の

乱
に

あ
る

句
で

「

朱

明

夜

を
承
け
時
は

以
っ

て

淹
む

可

か
ち

ず
」

を
承
け
て

「

皐

蘭
は

餐
に

被
り

新
の

路
漸

る
」

と

歌
い

、

続
い

て
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湛
湛
た

る

江
水

上
に

楓

有
り

　

目

は

千
里

を

極
め

て

春
心

を
傷
ま
し
む

　

魂
よ

帰
り
来
れ
江
南
を

哀
し
む

　

と

結
ば

れ
て

い

る
。

つ

ま

り
皐
蘭
と

か

江
水
と

か

楓
は

森
の

物
で

あ

り
、

作
者
に

と
っ

て

は

春

心

を
傷
ま

し

め
る

も
の

と

し
て

写
る

、

ま

た

も
う

春
が

来
た

と
い

う

感

慨
を
催
す

も
の

で

も
あ
る

。

そ

の

意
味
ま
で

含
め

て
こ

こ

で

は

使
っ

て

い

る

と

す
れ
ば

下
の

「

未
だ

青
春
の

好

き

を

厭
は

ざ
る

に
、

已
に

朱
明

の

移
る

を

覩
る
」

と
い

う

句
が

出
て

来
る
の

も
理

解
で

き
ぬ

こ

と

も
な
い

。

し

か
し

芙
蓉
の

句
に

も
招

魂
で

は

何

ら

感
慨
を
催
す
情
は

こ

め

ら
れ

て

は
い

な

い
。

考
え
て

み
る
に

、

沢
蘭
に

し
て

も
招
魂
に

お
い

て

は

描

写

自
体
に

は
そ

う
強
い

感

慨
が

こ

め
ら

れ

て

い

る

と

見
ら
れ

な
い

、

春
の

あ
た

り
ま

え
の

風
景
で

あ
る

と
見
て

も

よ
い

。

謝
詩
に

お
い

て

も
招
魂

に

も
と
づ

き
つ

つ
，

春
の

あ

た

り
ま

え
の

風
物
を

詠
じ
た

も
の

と

考
え
て

よ
か

ろ

う
。

つ

ま

り
「

感
女

と

し
て

物
に

感
じ

て

歎
き

、

星
々

と
し
て

白
髪
垂
る

」

と

歌
う

ほ

ど
の

気
持
を
反
影

す
る

も
の

が
、

前
の

叙
景
に

は

な
い

。

や

は

り
前
述
の

晉
代
の

詩
と
比

べ

て

み
る

と
「

物
に

感
ず
る
」

描
写
が

異
な
る

。

謝
霊
運
は

続
い

て

歌
う

薬
餌
情
所
止

衰
疾

忽
在

斯

逝
将
侯

秋

水

息
景
偃
旧

崖

我
志

誰

興
亮

賞
心

唯

良
知

薬

と

餌
と
は

傭
と

し
て

止

む
所

に

し
て

衰
と

疾

と
は

忽
ち

斯
に

在
り

こ

こ逝
に

将
に

秋
水
の

こ

ろ

を
候
ち
て

　
　
　
　
　
ル

る
さ

と

　
　
　
　
　
　
　

　
ゐ

か
ら

に

　
や

す

頻
を

息
め

て

惜
崖
に

偃
さ

ん

と

す

我

が

志

誰

と
與
に

か

亮
に

せ

ん

賞
心

の

み

唯
だ

良
知

な

り

　
衰
疾
の

身
で

あ
る

か

ら
、

激
に

な
っ

た

ら
故

郷
に

隠

棲
し
た
い

と
い

う
。

こ

の

後
の

感
慨

は

叙
景
か

ら
導
き

出
さ

れ

た

も
の

で

は
あ
る
が

、

前
の

叙
景
に

は

そ

の

感
慨
に

ふ

さ

わ
し
い

抒
情
的
描

写
が

な
さ

れ
て

は

い

な
い

。

や

は

り
こ

れ

は

謝
霊
運
の

詩
の
一

特
色
と
い

っ

て

も
よ
か

ろ

事
つ
o

　
も
っ

と
も

謝
霊

運
の

詩
に

は
、

感
慨
を
催
す
に

ふ

さ

わ

し
い

「

物
」

が

詠
じ

ら
れ

ぬ

で

は

な
い

。

「

七

里

瀬
」

　
　
　

　

　

　

　
た

び

覊
心

積
秋
晨

長
積
展
遊

眺

孤

客
傷
逝

湍

徒
旅

苦
奔
蝟

覇
の

心
は

秋
の

晨
に

積
も
り

晨
に

積
っ

て

遊
眺
を

展
ぷ

　
　
　
　
　
は
や

せ

孤

客
は

逝

く

瀧
に

傷
し

み

　
　
　
な
お

　

　
　
ぽ

し

徒
旅
は

奔
る

る

峭
に

苦
し
む

　
孤

客
、

徒
旅

と
い

い
、

ま
た

傷
、

苦
と
い

い
、

詩
人
の

感
情
を

露
わ

に

現

わ

し
て

い

る
。

陳

倩
父
が

「

遊
目
感
を
生

じ
、

百

端

交
々

集
ま

る
」

と
指
摘

し

て

い

る

の

は

詩
人
の

旅
の

憂

愁

を
い
っ

た

も
の

で

あ
る

。

　
石

浅
水

潺
渓

　
石
浅
く

し

て

水

潺
渓
た

り

　
B
落
山

照

曜

　
日

落
ち
て

山
照

曜
す

　
荒
林

紛
沃

若

　
荒
林
紛

と

し
て

沃
若
た

り

　
哀
禽
相

叫
嘯

　
哀
禽
相

叫
嘯
す

　
荒
林
と

い

い

哀
禽
と
い

い
、

こ

こ

に

も
詩
人
の

感
情
が

あ
ら
わ
に

現

わ
れ
て

い

る
。

こ

こ

で

も

陳
情
父
の

評

を

借
り
よ

う
。

即

ち

「

荒
林
の

荒
字

、

哀
禽
の

哀
字

、

目
に

触
る

る

も
の

、

悲
楚
に

非
ざ
る

無
き
を

覚

ゆ
」

で

あ
る

。

石
浅
の

二

句
も
恐

ら
く

憂
愁
の

情
の
含
ま
れ

た

表
現

と

受
け
と
る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

さ
れ

ば

以

上
の

叙
景
は

す
べ

て

憂
愁
の

情

N 工工
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を
た

た

え
た

抒
情
詩
で

あ

る

と
い

え
よ

う
。

詩
人
は

か

か
る

憂
愁

を
か

き
た

て

る

外
物
に

遭
っ

て
、

彼
の

常
に

ロ

に

す
る

感
慨
が

起
こ

る
。

遭
物
悼
遷
斥

存

期
得
要
妙

既

秉
上
皇
心

豈

屑

末
代

誚

目
覩
厳
子

瀬

想
属
任

公

釣

誰
謂
古
今

殊

異
代
可

同
調

物
に

遭
ひ

て

遷
斥
を

悼
み

期
を

存
す

れ

ば
要
妙
を

得

既

に

上

皇
の

心

を

秉
り

　
　
　
　
　
そ

し

り
　
か
へ

豈
に

末

代
の

誚
を
屑
り
み
ん

や

目
に

厳
子

瀬
を

観

想

は

任
公
の

釣
に

属
す

誰
か

謂
ふ

古
今
殊
な

る

と

異
代

調
を

同
じ

く

す

可

し

　

周
圍
の

風
物
を
み
て

左

遷
の

寂
し

さ

が

悲
し
ま
れ
る

と
い

う
。

し

か

し

最
後
の

彼
の

感
慨
は

魏

晋
の

抒

情

詩
の

よ

う
に

寂

し

き

物
思
い

で

終

っ

て

は
い

な
い

。

隠

遁
こ

そ

す
ぐ

れ

た

道
で

あ
る

と
い

う

隠

遁
賛
美
に

終
っ

て

い

る
。

　

右
の

詩
は

抒
情
詩

で

あ
っ

て
、

叙

景
に

は

作
者
の

感
情

が

籠
め

ら

れ

て

お

り
、

そ
の

叙
景
に

よ
っ

て

次

な

る

感
慨
が

引

き

起
さ

れ
て

来

た

も

の

で

あ
る

が
、

最
後
の

感
既
は
必

ず

し

も
前
の

七

里

瀬
の

叙
景
に

は

関

係
し
な

く
て

も
、

彼
の

常
に

口

に

す
る

隠

遁
賛
美
の

口

吻
で

あ
る

。

　
一

体
彼
の

詩
は

殆
ん

ど

が

叙
長
を

先
に

し

感
概
を

後
に

す
る

、

時
に

は

更
に

先
立
つ

に

感
慨
を
以
っ

て

す
る
こ

と

も
あ
ゐ

け

れ
ど

も
、

叙
景

を
先
に

お
い

て

感
慨
を

後
に

す
る

も
の

が

大

部

分
で

あ
る

、

ま
た

そ

の

叙
景
の

多
く
は

、

い

う
ま
で

も
な
く
山
水

で

あ
り

、

そ
の

感

慨
の

多
く

は
、

老

荘
の

道
の

賛
美
か

臆

遁
の

賛
美
で

あ
る

。

右
の

詩
は
そ

の
一

例

で

あ
る

が
、

先
立
つ

叙
景
は

憂
愁
の

感
情
を
現

わ

す
叙
景
で

あ
り

な

が

ら
、

そ
の

感
情
は

最
後
ま
で

持

続
し

な
い

。

途

中
で

切
れ
て

、

最
後
に

は

隠
遁
賛
美
に

終
わ
る

。

こ

れ
も

謝
霊
運
の

詩
の
】

特
色
で

あ
っ

て
、

且
つ

そ
の

特
色
は

叙

景
と

感
慨
と
の

非

連
続
な

る

が

如
き
感
じ

を
、

読

者
に

与

え
る
こ

と
で

あ
る

。

冒
頭
に

挙
げ
た

「

初
め
て

郡
を

去
る
」・

詩

は
、

そ

の

最
も
好

適
例
と
い

え
よ

う
。

「

初
め
て

郡

を
去
る
」

詩
に

於
て

、

　
や

は

り

叙
景
の

次
に

来
る

も
の

は
、

隠
遁
の

賛
美
で

あ
る

。

「

戦
勝
曜
者

肥
」

の

句
以

下
が

そ

れ
で

あ

る
。

こ

れ

ら
の

感

慨
が
一

見
先

立
つ

叙
景
と

非
連
続
の

如
く
見

え

る
の

は
、

実

は
そ
の

感
慨
が
概
ね

隠

遁
に

つ

い

て

か
、

ま
た

老

荘
の

道
に
つ

い

て

述
べ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

詩
に

於
て

は

叙
景
の

都

は

む
ろ

ん

何
ら
喜
怒

哀
楽
の

情
を

感
じ

さ

せ

る
よ

う
な
こ

と
ば

は

用
い

ら
れ

て

い

な
い

。

換

言

す
れ

ば

風
景
を

客

観
的
に

描
写
し

て

い

る

と
い

っ

て

も

差
支
え
な
い

。

た

だ

次
に

来
る

感
慨
が

悲
哀
憂
愁
な

ど
の

感
慨
に

関
す

る

も
の

で

あ
る

な

ら
ば

、

前
者
の

叙
景
必

ず
し

も
客
観
的

叙゚
景
と
は

理

解
さ

れ

ぬ
で

あ
ろ

う
。

次

な

る

感
慨
が
隠

遁
や

老
荘
の

賛
美

な

れ
ば
こ

そ
、

前
者
の

叙
景
は

浮
立
つ

て

来
る

。

た

と
い

叙
景
部
が

「

七

里

瀬
」

の

如
く
抒
情
詩
で

あ
っ

て

も
、

叙
景
部
は

叙
景
と

し
て

強

く

読
者
に

卸

象
を
与

え

る
。

つ

ま

り
叙
景
部
は

、

そ

れ

自
体
独
立

し
て

存

在
す
る

か

の

如
き

印

象
を
与

え
る

。

そ
の

主

な
る

原

因
は

詩
の

最
後
を

隠

遁
、

老

荘

を
激
う
こ

と

を

以
っ

て

収
め

る

か
ら
で

あ

る
。

　
な
お

謝
霊

運
の

詩
に

は
、

叙

景
に

先
立
っ

て

感
慨
が

述
ぺ

ら
れ
て

い

る
こ

と
が

あ
る

。

そ

の

場
合
で

も
必
ず
叙
景
の

後
に

は
再
び

感

慨
が

述
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ぺ

ら
れ
て

0⊃

る
。

冒

頭
に

挙
げ
た

詩
が

そ

う
で

あ
る

。

ま

た

「

過

始
寧

墅
」

「

登
池

上

楼
」

「

田
南

樹

園
、

激
流

植
援
」

「

還
旧
園

作
、

見
顔

范
二

中

書
」

な

ど

が

そ
れ

で

あ
る

。

こ

れ

ら
の

詩
の

始
め
に

来

る

感
慨

も
概
ね
隠
遁

、

老

荘

賛
美
の

方
向
に

あ
る

。

喜
怒

哀
楽
の

感
情
を

示

し

た

も
の

で

は
な

い
。

　

以

上
の

よ

う
に

詩
の

始
め
に

せ

よ

終
り
に

せ

よ
、

隠

遁
を
歌
い

、

老

荘
の

道
を
口

に

す

る
こ

と

は
、

彼
の

人
生

観
の

那

辺
に

在
る

か

を
示

す

も
の

で

あ
る

が
、

そ

う
し
た

老
荘

的
人

生

観
の

み
に

重

点
を

置
い

て

歌

っ

て

い

る

の

が
、

前
代
の

晋
の

詩
で

あ
り

、

蘭
亭
の

詩
な

ど

は
、

そ
れ

を
最
も
好
く
示

し
て

い

る
。

こ

う

し
た

傾

向
に

あ
る

詩
と
叙
景
詩
と
を

接
合
さ
せ

た
の

が

謝
霊
運
で

あ
る

。

そ

の

接
合
の

仕
方

は

叙
景
を

先
に

し

感
慨
を

後
に

し
て

い

る
。

ま
た

そ

れ
に

加
え

る
に

感
慨

を
更
に

先
立

た
せ

て

い

る

の

も
あ
る

。

そ
の

接
合
の

し
か

た

は
、

交
錯
さ

せ

た

り
、

重

ね
た

り

は
し

な
い

で
、

継
ぎ

足

し
て

ゆ

く
し

く

み
で

あ
る

。

「

初
め

て

都
を
去
る
」

詩
は

最
も

好
き
例
で

あ
る

。

と
こ

ろ
で

主

題
の

こ

の

詩

に

再
び

返
っ

て

来
る

が
こ

の

詩
で

作
者
は

何
を
い

わ
ん

と

し

て
い

る

か

と
問
え

ば
、

や

は

り

念
願
称
っ

て

故
郷
に

帰
隠

す
る

こ

と
の

で

き
た

感

慨
を
述
べ

た

も
の

で
、

そ

の

背
後
に

流

れ

る

も
の

は

隠

遁

賛
美
の

人
生

襯
で

あ

る
。

そ

の

な
か

に

帰
隠
の

途
中
の

風
景
を

挿
入
し
た

も
の

で
、

そ
れ

は

前
後
に

あ
ま

り

関
係
な

ぐ
挿
入
さ

れ
て

い

る
。

こ

の

詩
の

人

を

牽
き
っ

け
る

も
の

は

感
慨

、

景
、

感
慨

と
い

う

場
面
の

転

換
の

あ
ざ

や

か

さ
に

あ

る
。

一

方

か

ら

考
え
る

と

景
と
感

慨
と
が

交

錯

し
な
い

よ

う

に

感
ぜ

ら

れ
る

こ

と
は

詩
の

未
熟
さ

を
思

わ

せ

る

か

も

知

れ
な

い
。

後

世
の

杜
甫
の

抒
倩

詩
に

出
て

来
る

叙

景
と

は

程
遠
い

も
の

が

あ
る

。

し

゜

か

し
だ

か

ら

と
い

っ

て

謝

霊
運
の

詩
が

価
値

な

き

も
の

と

は

思
わ

れ

ぬ
。

謝
詩
の

特
色
の
一

つ

は

そ
の

未
熟
さ

に

あ
る

。

景
と

感
慨
の

対
立

し

て

い

る
所
に

そ

の

特
色
が

あ

る
。

そ
の

薄
立
こ

そ

謝
詩
を
山
水

詩
と

い

わ

し

め
た

原

因
と

な
っ

て

い

る
。

　

彼
の

詩
を
後
世
山

水
詩
と

呼

ぶ
。

し
か
し

彼
の

詩

自
体
は

山

水
の

描

写
の

み
に

終

始
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

。

山
水

の

景
の

描
写
の

後
に

は
、

必

ず
感
慨
が

洩
ら
さ

れ
て

お

り
、

そ
の

感
慨
の

多
く
は

隠

遁
、

老

荘
に

関

す
る
こ

と
で

あ
る

。

む
し

ろ

彼
の

歌
わ

ん

と

す
る

主

旨
は

最
後

の

感

慨
に

あ
っ

た
の

か
も
知

れ
ぬ

。

と
す
れ

ば

彼
の

詩
は

隠

遁
詩
と

名

づ

け

ら
れ

、

老

荘
詩

と
名
づ

け
ら

れ
る

こ

と
が

で

き
る

．

つ

ま
り
所
謂

玄

言

詩
で

あ
る

。

そ

の

玄
言

詩
が

伺
故

山

水
詩

と

呼
ば

れ

る
か

。

い

う

ま

で

も

な

く
前
代
に

は

出
現

し

な
か
っ

た

新
鮮
な

山
水

描
写
が

突
如
詩
中

に

現

わ

れ
た

こ

と

が

第
一

の

原
因
で

あ
る

。

そ

れ
は
当
時
の

人
々

を

魅

了

し
た
こ

と

想
像
に

難
く
な
い

。

会
稽
に

隠

棲
し

て
い

る

頃
の

本
伝

が

い

う
「

】

詩
有
り
て

都
邑
に

至
る

毎
に

、

貴
賤
競
っ

て

写

さ
ざ
る

莫

し
」

と
は

、

新
鮮
な

山
水

美
を

描
写
し
た

詩
が

、

都
会
の

人
々

の

眼

を
奪
っ

た

も
の

と
思

わ

れ
る

。

し
か

も
そ
の

歌
い

方
が

慈
慨
と

対

立
さ

せ
、

交

錯
さ

せ
ぬ

こ

と
に

於
て

、

山

水

描

写
は
よ

り
人
々

に

強
い

印
象
を

与
え

る
。

も
し

そ

の

叙
景
が

抒

情
的
で

あ
っ

た

な

ら
、

ま
た

そ
の

感
慨
が

喜

怒
哀

楽
に

関

す
る

抒

情
で

あ
っ

た

な

ら
、

こ

れ
ほ

ど

ま
で

に

山
水

描
写

は

め

だ
ち

は
し

な

い

で

あ
ろ
う

。

謝
眺

の

詩
が

謝
霊
運
ほ

ど

山

水
が

浮

立
っ

て

来

な
い

の

は
、

そ

の

叙

景

が
抒

情

的
な

た

め
で

あ

る
。

、

N 工工
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以

上

「

初
め
て

郡

を
去
る
」

詩
を
例
に

と

り
、

謝
霊
運
の

詩
の

景

と

感

慨
と
の

組
み

合
わ
せ

の

あ
り
方
を

論
じ

、

彼
の

山
水
詩
と
し

て

の
一

つ

の

特
色
を

明

ら
か
に

し
た

。

　
な

お

本
稿
は

か
っ

て

畏
友
高
木
正
一

氏
が

発
表

さ
れ

た

「

謝
霊

運
の

詩

風
に

つ

い

て

の
一

考

察
」

（

立

命
館

文
学
一

八

〇
1

橋
本
循
先

生

古

稀
記

念

特
輯

ー
）

の

脚
注
の

よ

う
な

も
の

で

あ
り

、

主

要
な
る

点

に

つ

い

て

は
高
木

氏
の

論
文
に

尽

き
て
い

る
。
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