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植
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建
安
の

文
学
と
い

う
と

き
、

現
代
の

文
学
史
に
一

様
に

書
か

れ
て
い

る

評
語

は
、

「

建
安
之
気
骨
」

と
い

う

語
で

あ
る

が
、

こ

の

「

気
骨
」

と
い

う
語
の

出

所
は

、

も
と

曹
植
の

詩
に

与
え

ら
れ
た
こ

と
ば
で

あ
る

。

そ

れ

は

「

詩
品
」

「

詩
籔
」

「

古
詩
帰
」

等
の

批
評
に

見
え
る
こ

と
ば
で

あ
る

。

（
注

；

　
も
と
は

個
人
に

与
え

ら
れ
た

評
語
が

、

あ
た

か

も

建
安
時
代
を
総
括
す
る
こ

と
ぽ
の

如
く

用
い

ら
れ
て

い

る
。

こ

う

な
っ

て

き
た
ひ

と
つ

の

理
由
は

、

曹
植

が

建
安
を
代
表
す
る
に

ふ

さ

わ
し

い

詩
人
と

考
え
ら

れ
て

き
た

た

め

で

あ

ろ

う
。

け

れ
ど
も

、

曹
植
の

生
涯

と
建
安
時
代
と
の

か
か

わ

り

あ
い

を

見
る
と

、

曹
植
は

、

建
安
時
代
の

詩
人
と
し

て

名
を
連
ね

る
人
々

の

中
で

は

最
も
年
少
で

あ
る

。

建
安
の

文
運
の

中
で

才
能
を

養
い

は
し
た

が
、

曹
植
の

文
学
は

、

建
安

の

七
子
な
ど
が

死
ん

で

後
に

、

は

じ
め

て

真
の

曹
植
ら
し

い

文
学
と

な
っ

て

ぎ

た
。

建

安
時
代
が
終
わ
っ

た

と

き
、

曹
植
は
こ

十
八

歳
。

そ
れ

か
ら

後
の

詩
歌

は
、

「

気
骨
」

と
い

う

感
じ

か

ら
は

遙
か

に

離
れ
て
、

悲
哀
と

怨
訴
に

満
ち
た

抒
情
作
品
と

な
っ

て

い

る
。

い

か
な

る
経
過
を
た
ど
っ

て
、

こ

う
い

う

内
容
の

抒
情
作
品
と

な
っ

た
か

を
、

こ

の

論

文
の

中
で

探
っ

て

み
た
い

。

一
、

前
半
期
の

交
友
と
作
品
に

つ

い

て

ま
ず
建

安
期
に

書
か

れ
た

曹
植
の

作
品
の

中
か

ら
ご

つ

を
と
り

上
げ
て

、

そ

の

時
代
に

臀
植
が

置
か

れ
て

い

た

境
遇
と

、

そ
の

境
遇

を
曹
植
が
ど
の

よ

う
に

認
識
し

、

自
覚
し
て
い

た

か
一

と
い

う
こ

と
に

触
れ
て

み

た
い

。

一，一
つ

の

う
ち

の

ひ

と
つ

は

手
紙
で

あ
る

。

　
「

与
楊
徳
祖
書
」

…
は

彼
の

文
学
観
を

う
か
が

う
う

え
に

最
も
た
い

せ

っ

な
資
料
で

あ
る

。

こ

の

手
紙
は

ほ

ぼ
三

段
に

分
け
ら
れ
る

。

第
一

段
で

は
、

建

安
の

詩
人
を
列

挙
し
て

、

こ

の

人
々

は

天
網
に

よ
っ

て
、

わ

が
父
曹
操
の

幕
下

に

集
う
よ

う
に

な
っ

た
が

、

筆
頭
に

挙
ぐ

べ

き
孔
融
さ

え
、

わ
が

眼
を
以
て

す

れ
ぽ

、

妄
り
に

歎
称
す
る

わ
け
に

は

い

か

ぬ

と
い

う
。

即
ち

、

建
安
文
壇
に

対

す
る

忌

憚
な

き
批
判
な
の

で

あ
る

。

第
二

段
は

、

文
章
の

訂
正
に

当
っ

て

古
人

が

ど
の

よ

う
な

見
解
を
持
っ

て

い

た
か

を
述
べ

、

曹
植
自
身
は

、

他
人
の

識
り

を
喜
ん

で

受
け

入
れ
る

態
度
で

い

る

こ

と
を

強
調
す
る

。

第
三

段
は

、

楊
徳
祖

に

辞
賦
一

通
を

送
り
、

吾
が

志
は

政
治
の

上
で

手

腕
を
ふ

る

う
こ

と

で

あ
っ

て
、

文
辞
を

本
領
と

す
る

も
の

で

は

な
い

け
れ

ど
も

、

わ
が

道
が

行
な
わ

れ
な

け
れ
ば

、

文
学
に

お

い

て
一

家
の

言
を
成
さ
ん

こ

と

を
願
っ

て

い

る
、

と
い

う

述
懐
で

あ
る

。

　
彼
の

列
挙
し

た

当
時
の

文
人
は

、

い

わ

ゆ
る
建

安
七
子
で

あ
る

。

こ

の

七

人

は

曹
植
が

文
章
を

作
る
に

当
っ

て
、

常
に

意
識
し
、

あ
る

と

き
は

眼
前
の

到
達

目

標
と
し

た

人
物
で

あ
っ

た

ろ
う
。

　（
こ

の

姿
勢
は

兄
曹
丕
に

あ
っ

て

も
同
じ

で

あ
る

。

そ
の

「

典
論

論
文
」

で

は
ま

ず
孔
融
以

下
の

七
子
を

列
挙
し

、

そ
の

力
量
を

賛
え

、

つ

い

で

各
々

の

長
短
を

評
価
す
る

。

両
者
を
合
わ

せ

竈
む
と

、
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彼
ら

兄
弟
は

、

過

去
に

お
い

て
は

こ

の

建
安
七

子
の

名
声
を

望
み

つ

つ

研
鑚
を

積
ん
で

き
た

が
、

今
や
七

子
を
凌
駕
し
た

と
、

互
い

に

自
負
し
て

い

た
と

察
せ

ら

れ
る

。

）

こ

の

書
簡
で

曹
植
の

切
望
し

て

い

る

こ

と
は

、

己
が

文
章
を
い

か

に

し

て

練
磨
上

達
せ

し

む
る

か

と
い

う

問
題
の

よ

う
で

あ
る

。

そ
の

た
め

に
、

常

に

他
人
の

批
判
を

受
け
入
れ

、

時
に

応
じ

て

改
正
し

た
い

と
述
べ

て
い

る
。

内

心
に

は
、

「

文
の

佳
し

悪
し
は

、

自
分
に

は

ち
ゃ

ん

と
分
っ

て

い

る
。

後
世
の

奴
ら
に

わ
が

文
章
の

評
定
を
し
て

も
ら
う
に

は

及
ば

ぬ
。

」

（

交
之
佳
悪

、

吾
自

得
之

、

後
世
謹

相
知

定
吾
文
者
邪）

と

言
っ

た

友
人
丁

敬
礼
の

言
に

共
鳴
し

て

い

る

が
、

な

お

広
く

人
々

の

好
み
に

応
ず
る
た

め

に
、

他
人
の

批

評
や
他
人
の

作
品
と
の

比

較
を
し

き
り
に

欲
し

て
い

る
。

彼
の

詩
の

大
半
が

、

「

贈
○
○
」

と
い

う

題
名
の

贈
答
詩
で

あ
る
の

も
、

そ

う
い

う
た
め

で

あ
っ

た

ろ
う

。

　

こ

の

書
簡
で

も
う
ひ
と
つ

重

要
な
こ

と
は

、

太
子
の

候
補
と
し
て

、

彼
の

形

勢
の

不
利
が

明
ら
か

に

な
り
は

じ
め

た
こ

ろ
、

建

安
二

十
一

年
（
二

十
五

歳）

に

書
か

れ
た

も
の

で

あ
る
と
い

う
こ

と
。

彼
は

自
分
の

廁
近

、

楊
徳

祖
に

む
か

っ

て
、

「

若
し

吾
が
志

、

未
だ

果
さ
れ
ず

、

吾
が

道
、

行
な
わ

れ
ず
ん

ば
」

と

い

う
不
利
な
状
況

を
告
白
し
て

い

る

が
、

こ

こ

で

言
い

た

か

っ

た
の

は
、

む
し

　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

ニ

と

ろ
、

　
「

時
俗
の

得
失
を

弁
じ

、

仁
義
の

衷

を

定
め

、

一

家
の

言

を
成
さ

ん
」

と
い

う
高
い

理

想
の

方
で

あ
っ

た
ろ

う
。

こ

れ
は

v

そ
の

後
の

彼
の

運
命
を

考

え

合
わ
せ

れ
ば

、

白
分
の

将
来
に

対
し

、

ま
こ

と
に

甘
い

見

方
し

か

持
っ

て

い

な

か
っ

た

と
言
え
る

。

　

次
に

「

賊
王

粲
」

の

詩
を
と
り

上
げ
て

み

よ

う
。

こ

の

詩
は

ま

え
の

手
紙
よ

り
一

層
プ

ラ

イ
ベ

イ
ト

な
内
容
に

触
れ
て

い

る
と

思
わ

れ
6
の

で

あ
る
が

、

従

来
の

解
釈
に

は

必
ず
し

も
そ
う
し
た

関
心
は

払
わ
れ
て

い

な
い

。

こ

の

点
に

つ

い

て

少
し

検
討
し
て

み

た
い

と

思
う

。

そ
の

贈
答
詩
は

次
の

よ

う

な
五

言
十
六

句
か

ら

成
る

。

端
坐

苦
愁
思

攬
衣
起
西

遊

樹
木

発
春

華

清
池
激

長
流

中
有
孤
鴛
鴦

哀
鴫
求
匹

鋳

我
願
執
此

鳥

惜
哉
無
軽
舟

欲
帰

忘
故
道

顧
望
但

懐
愁

悲

風
鳴
我
側

羲
和
逝

不
留

重
陰
潤
万
物

何
懼
沢
不
周

誰
令
看
多
念

自
使
懐
百

憂

端
坐
し

て

愁

思
に

苦
し
み

衣
を
攬
り
て

起
っ

て

西
遊

す

　

　
　

　
　

　
　
ひ

ら

欄
木
は

春
の

華
を

発
ぎ

　

　
　

　
　

　
　
　
む

せ

清
池
は

長
き
流
れ
に

激
ぶ

中
に

孤
な
る

鴛
鴦

あ
り

　

　
　

　
　

つ

　
れ

哀
鳴
し
つ

つ

匹
梼
を
求
む

　

　
　

　
　
　
とり
り

我
れ

此
の

鳥
を
執

え
ん

こ

と

を

題
え
ど
も

惜
し
い

哉

　
軽
舟
無
し

帰
ら
ん
と

欲
す
る

も
故
の

道
を
忘
れ

か

え
り

み

顧
望
つ

つ

但
だ

愁
い

を

懐
く

　

　
　

　
　
か

た

わ

ら

悲

風
　
我
が

　
側
　
に

鳴
り

ひ

あ

し

穀
和
　
逝
き
て

留
ま
ら

ず

重
陰
は

万
物
を
潤

す

　

　
　

　
　
め

ぐ

み

　
　
あ
ま

ね

伺
ぞ
壥
れ
ん

沢

の

周

か

ら
ざ
る
を

誰
か

君
を
し

て

念
い

多
か

ら
し

め

自
ら

百
の

憂
い

を

懐
か

し

む
る

　
こ

の

詩
に

つ

い

て

従
来
の

研
究
者
の

説

を
う
か

が

う
と

、

あ
る
解
釈
で

は
、

「

十
六

句
の

う
ち

十
二

句
ま
で

は
、

作
者
自
身
の

叙
景
的
小
抒
情
で

あ
っ

て
、

終
り
の

四

句
に

お

い

て
よ

う
や

く
主
題
に

ふ

れ
る
」

と

解
せ

ら
れ

て

い

る
。

こ

の

詩
が

そ
う
い

う

叙
景
的
性
格
を
持
つ

も
の

か

ど
う
か

、

私
は

こ

の

詩
の

本
来

の

目

的
は

そ
の

飄

諭
の

中
に

あ
る
と

見
る

の

で

あ
る

が
、

そ
の

諷
諭
の

内
容
や

根

拠
に

つ

い

て

は

後
で

述
べ

よ

う
。

　
黄
節

氏
の

注
解
ば

、

曹
植
の

詩
を
読

む
人
の

拠
り
ど
こ

ろ

に

さ

れ

て

い

る

が
、

氏
は

こ

の

詩
を

、

曹
櫨
が

王
桀
の

身
に

な
っ

て

作
っ

た

も
の

だ
と

さ

れ
て

い

る
。

初
め

王
粲
が

詩
を

作
っ

た
、

そ
の

内
容
は

、

憂
情
を

抱
き
な
が

ら
西
の

一 2 一
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園
を
そ
ぞ
ろ

歩
き
し
て

い

る
と

、

気
の

ど

く
に

も
、

つ

れ
を

失
っ

た
一

羽
の

鳥

が
い

る
云
々

ー
と
い

う
詩
を
作
っ

た
。

そ
の

形
式
を

模
擬
し
て

曹
植
も
王

粲

の

立
場
に

な
っ

て

贈
答
詩
を

作
っ

た
。

建
安
時
代
は
こ

う
い

う
模
擬
の

詩
を

作

る
こ

と
が

往
々

に

し
て

行
な

わ
れ
て

い

た
の

だ
と
い

う
。

（

注
二
）

　
私
は

、

そ
ん

な
模
擬
作
品
で

は

な
く

、

こ

こ

に

は

も
っ

と

切
実
な

、

し

か

も

秘
密
に

ち

か
い

内
容
が

盛
り

込
ま

れ
て

い

る
と

見
る

。

で
、

王
粲
の

詩
か

ら
先

ず
見
て

行
く
と

、

日
暮
遊

西

園

冀
写
憂
思
情

曲
池
揚

素
波

列
樹
敷
丹
栄

上

有
特
棲
鳥

懐
春
向
我
鳴

窶
袵
欲
従
之齟

路

険
不
得
征

俳
飼
不
能
去

伴
立
望
爾
形

風
繕
揚
塵
起

白
日

忽
己

冥

回

身
入

空
房

託

夢
通
精
誠

人
欲
天
不
違

何
惚
不
合
井

日

暮
れ
て

西
園
に

遊
ぶ

こ

い

ね

が

　
冀

わ

く
は

憂
思
の

情
を

写
さ
ん

　

　
　
し
ろ

曲
池
は

素
き
波
を
揚
げ

な
み

き

　

あ

か

　
は

な

ざ
か

列
樹
は

丹
き

栄

り

を
敷
く

　

　
ひ

と

、
上
に

特
り

棲
め

る

鳥
あ
り

　

　
お

も

春
を
懐
い

我
に

向
か

っ

て

鳴
く

す

そ
　

か

か

袵
を

霙
げ
て

之
に

従
わ
ん

と

欲
す
れ
ど

も

　
　
け
わ

路

　
険
し

く
し
て

征
く
を

得
ず

徘
徊
し
て

去
る

能
わ

ず

た

た

ず

　

　

な
ん

じ

　
か

げ

佇
立
み
て

爾

が

形
を

望

む

風
鼬
は

塵
を

揚
げ
て

起
こ

り

ウ

う
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

白
日
は

忽
ち
已
に

冥
れ

ぬ

　
　
か
え

身
を
回

し
て

空
房
に

入
り

夢
に

託
し
て

精
誠
を

通
ぜ

ん
と

す

わ

れ
人
は

天
の

違
わ

ざ
ら
ん

こ

と

を
欲

す
る

の

み

　

　
お

そ

何
ぞ
懼
れ
ん

合
井
せ

ざ
る

を

　
こ

の

諸
中
に

出
て

く
る
【．
鳥
」

が

問
題
に

な
る

と

思
わ
れ
る

が
、

詩
の

意
味

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

し

ろ

を
ざ
っ

と

述
べ

て
み

る
と

　
　
夕
方
に

西

園
に

遊
ん

で

曲
池
の

素
き
波
を

見
、

　
　
　
曹
植
の

楽
府
（

岡
村
）

な

み

き
　
　
あ

か

列
樹
の

丹
い

花
を
眺
め

、

我
に

鳴
き
か

け
る

鳥
の

声
を
聴
く
。

　
（

こ

の

あ
た

り

ま
で

の

鳥
の

描
写
は
ご

く
自
然

な
の

で

あ
る
が

、

次

を
見
る
と
）

作
者
は

す
そ

を
か

か

げ
て

こ

の

鳥

を
追
っ

か

け
よ

う
と

す
る

。

路

が
険
し

く
て
つ

い

て

い

け

な

く
な
る

。

そ

れ
で

も
あ
き
ら
め

き
れ
ず

、

た

た

ず
ん

だ
ま

ま

鳥

影

（

詩

で

　
　
む

は

「

爾
形
」

）

を

見
つ

め

て

い

る
。

タ
ペ

の

風
が
起
こ

り
、

日

が

暮
れ

た
が

、

家
に

帰
っ

て

も
ま
だ

鳥
か

げ
が

気
に

か
か
る

。

で

何
と
か
し

て

夢
に

託
し
て

な

　
　

　
　

　
ま
こ

と

り
と

も
わ

が
精
誠
を

通
ぜ
ね
ぽ
な
ら
ぬ

。

わ
た

し
は

、

ひ
た

す
ら
天
道
の

違
わ

な
い

よ

う
に

と

願
っ

て

い

る
。

・
（

そ
れ
さ

え
達
せ

ら
れ
る

な

ら
）

他
の

事
は
お

も
い

通
り
に

な
ら

な

く
と

も
よ

い

ー
と
い

う
意
味
に

受
け
と
ら
れ
る
。

こ

の

「

鳥
」

は

叙
景
的
な

鳥
で

は
な

く
、

何
か

諷
諭
の

た

め
に

用
い

ら
れ
た

も
の

に

違
い

な
い

。

　
右
の

詩
に

対
す
る

曹
植
の

贈
答
詩
も
や

は

り
、

鳥
で

以
て

答
え

ら

れ

て

い

　
　

　
　

　
　

　
　

と

ら

る
。

　
「

我
れ

此
の

鳥
を
執
え
ん

こ

と

を
願
え
ど

も
、

惜
し
い

哉
　
軽
舟
無
し
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

か

え

り
み

帰
ら
ん

と
欲

す
る

も
故
の

道
を

忘
れ

、

顧
望
つ

つ

但
だ

愁
い

を

懐
く
云
々

。

」

こ

の

鳥
の

諷

諭
し
て
い

る

も
の

は

何
か

、

文
選
の

李
善

注
に

は

そ
れ
が

明
示
し
て

あ
る

。

　
言
願
執
鳥
而

無
舟

、

以

喩
己

之
思

粲
而
無
良
会
也

。

（

文
選
巻
二

四
）

　
即
ち

、

こ

の

鳥
は

二

人
が

求
め
よ

う
と
し
て

い

る

「

良
会
」

チ

ャ

ン

ス

な

の

だ
と

注
し

て

い

る
。

す
る
と
二

人
が
贈
答
し

合
っ

た

内
容
を
要
約
す
る

と
、

初
め

王
粲
の

方
が

、

「

鳥
を
追
っ

か

け
る
よ

う
に

、

あ
な
た
と

お

会
い

す
る

機

会
を

捜
し
て

い

ま

す
。

天
道
は

あ
な
た
の

上
か

ら

外
れ
よ

う
と

し
て
い

る
の

で

す
よ

。

」

と
い

う

警
告
を
発
し

た
こ

と
に

な
る

。

曹

植
の

答

え

は
、

「

ぼ
く
も

チ

ヤ

ソ

ス

良

会
を
求
め

て

い

る

ん

だ

が
、

渡
し

舟
が

な
い

。

だ

が

太
祖

（

曹
操
）

は
、

万

吻
に

恵
み

を

垂
れ
て

く
だ
さ

る
お

方
だ
か

ら
、

君
の

よ

う
に

心

配
は
し
な

く

て

い

い
。

」

と
い

う
返
事
を

送
っ

た
こ

と
に

な
る

だ
ろ

う
。

こ

れ
は

全
く
李
善
注

一 3 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

，
厂
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に

基

く
解
釈
で

あ
る

が
、

後
世
の

注

釈
者
が
先
に

検
討
し
た

よ
う
に

、

な
ぜ

李

善
注
を

避
け
て

各
自
ち
が

う
説
を

出
し
て

い

る
の

か

私
は

不
審
に

思
う

。

　

さ
て

、

王
粲
が

危
惧
し
た

と
お
り
、

曹
植
は

太
子
に

就
任
す
る
こ

と
は

で

き

な
か

っ

た
。

王

粲
は
こ

の

よ

う
な
予

言
め

い

た

警
告
の

み

を
遺
し

て
死
ん

だ
．

そ
の

本
伝
に

、

　
「

建
安
二

十
一

年
、

征
呉
に

従
い

、

二

十
二

年
春

、

道
に

て

病

に

卒
す

、

時
に

年
四

十
一

。

」

と

あ
る

。

曹
丕
が

太
子
に

即
位
し
た

の

は

同
じ

年

の

冬

十
月
で

あ
る
か

ら
、

王

粲
は

そ
の

半
年
余
り

ま
え
に

死

ん
だ

と
い

う
こ

と

に

な
る

。

　

こ

の

建
安
二

十
二

年
は

曹
植
に

と
っ

て
は

、

そ
の

生
涯
の

明
暗
を
分
け
る

境

界
と
な
っ

た
が

、

建
安
の

文
壇
に

と
っ

て

も
、

ま
っ

た

く
悲
劇
の

年

と

な

っ

た
、

こ

の

年
に

疫
病
に

か

か
っ

て

死
ん

だ
の

は
、

王
粲
の

ほ

か

に
、

徐
幹
・

陳

琳
．

応
現
．

劉
槙
の

五

人
で

、

世
に

い

う
建
安
七

子
は
一

人
も
い

な

く

な
っ

た
．

　
（

他
の

二

人
、

孔

融
と
阮

珸
は
こ

れ
よ
り

九
年
ま

え
と
五

年
ま

え
に

亡

く

な
っ

た
。

）

　

以
上
は

曹
植
の

書
簡
と

贈
答
詩
に

つ

い

て

検
討
を
加
え
た

の

で

あ
る
が

、

こ

れ
に

よ
っ

て

言
い

得
る
こ

と
は

、

曹
植
は

身
辺
の

者
と

甚
だ

親
密
な

思
い

の

ま

ま
の

詩
文
を
か

わ
し
て

い

た

と
い

う
こ

と
、

太
子
候
補
よ

り

失
落

す

る

こ

と

は
、

そ
れ
ほ

ど

悲
運
と

は

思
っ

て
い

な
か
っ

た

と
い

う
こ

と

が
、

　
（

そ
の

内
心

は

わ
か

ら
ぬ

け

れ
ど

も
、

少
く
と

も
表
現
さ
れ
た

範
囲
で

雷
え
ば

、

楽
観
し

て

い

た

と
）

言
え
よ

う
。

　

そ
れ
だ

け
に

建
安
二

十
二

年
を
境
と
し

て

次
々

に

重
な

る

不
祥
事
は

、

予

想

外
の

こ

と

と
し

て

悲
し

み
に

あ
ま

る
も
の

で

あ
っ

た

に

違
い

な

い
。

け

れ

ど

も
、

残

念
な
が
ら

そ
れ

ら
の

事
件
は

作
品
の

上
に

は

遺
さ
れ
て

い

な
い

。

生
前

あ
れ
ほ

ど

贈
答
詩
を

交
わ

し
た

詩
友
た

ち
で

あ
っ

た
の

に
、

そ
の

死
に

当
た
っ

て

は
、

「

王
仲
宣
誄
」

以

外
に

は
遺
っ

て

い

な
い
。

こ

れ
は

何
故
で

あ
ろ
う
か

。

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

鵬

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

 

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　、

”

七

子
・

死

亡

毳
い

・
、

側
近
の

楊
徳

禦
誅

殺

真
（

萋
）

更
に

血

翌
々

年
は

丁

儀
．

丁
慶
の

兄

弟
が
誅
殺
さ
れ
る

が
、

・

れ
ら
に

関
す
る

作
品

も
・

皿

伝
わ
っ

て
は

い

な
い

。

　

　

　

　

　

婆
ん

　

　
 

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

 

　

こ

の

時
期
の

曹
植
は
監

国
謁
者
の

湛
均
か

ら
「

酒
に

酔
っ

て

悖
慢
に

も
使
者

を

劫
や
か
・

た
」

・
い

靠
状
を

箋
さ
れ

、

重

罪
に

処
せ

ら

れ

そ

う

に

な

皿

る
。

地
位
は
臨

蕾
侯
か

ら
安
郷

侯
に

左
遷
（

黄
初
2

）

、

翌
年
は

郵
城
王
に

封
地

が

え

（

黄
初
3
）

、

次
の

年
は
雍
丘
王
に

移
さ
れ
る

（

黄
刧
4

）

と
い

う
ふ
う
で

あ
っ

た
。

そ
の

た

び
ご

と
に

「

封
00

謝
表
」

を

奉
っ

て
い

る
が

、

感

情
を

殺

し
て

身
を

守
る
た
め

に

書
か

ね
ば
な

ら
ぬ

感
謝
の

上

奏
文
で

あ
っ

た
の

で

は

あ

る
ま
い

か
。

こ

の

時
期
に

感

情
を
吐

露
す
る
詩
歇
作
品
が
な
い

の

は
、

む
し
ろ

、

当
然
の

こ

と
か

も
知
れ
な
い

。

。

の

空
白
期
を
経
た

の

ち
、

曹
植
の

詩
歌
の

後
半
期
が

始
ま
る

。

従
来
の

建

輯

安
的
な
気
風
を
離
れ
て

、

曹
植
独
自
の

も
の

が

発
彈
さ
れ
る
よ

う
に

な
る

。

曹
　

4

植
の

場
合

、

詩
は

特

定
の

友
に

う
ち
あ

け
る
ブ

ラ

イ
ヴ
ニ

イ
ト

な

内
容
を
盛
る

　
一

に

ふ

さ

わ
し
い

も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

友
の

亡

く
な
っ

た

後
は

、

曹
植
の

感
情

は
よ

り

多
く
楽

府
と
い

う

様
式
に

よ

っ

て

表
現
さ
れ
る

よ

う
に

な
る

。

　
　
　

二
、

後
半
期
の

楽
府
に

つ

い

て

　

曹
植
の

楽
府
を
論
ず
る
に

当
っ

て
、

ま
ず
父
曹
操
に

つ

い

て

少
し
触

れ
る
必

要
が

あ
る

。

吉
川
幸
次

郎
氏
は

雑
誌
「

世
界
」

に

連
載
（

昭
31
）

さ
れ
た

「

曹

氏
父

子
伝
」

で
、

「

曹
操
が

文
学
の

歴
史
に

与
え
た

最
も

大
き
な

変
化
の
一

つ

と
し
て

あ
げ
ら

れ
る

も
の

は
、

こ

れ

ま
で

は

民
謡
と
し

て

存
在
し

、

し

た
が
っ

て

無
名
の

作
者
に

よ

っ

て

作
ら

れ
る
こ

と

を

習
慣
と

し
て

い

た

歌
謡
曲
の

作
詞

に
、

彼
み

ず
か

ら
が
の

り

出
し
た
こ

と
で

あ
る

。

」

と

述
ぺ

、

「

こ

れ
は

従
前
の

研
究
老
が

あ
ま
り
強

調
し
て

い

な
い

こ

と
だ
」

と
全

集
の

跋

文
で

追
記
し
て

お

ら

れ
る
。

い

ま

曹
操
の

歌
謡
曲
の

作
詞

、

即
ち

楽
府
作
品
の

今
日
に

伝
わ
る

も
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の

を
数
え
る
と

、

有
名
な
短

歌
行
・

蒿
里
行
を
は

じ
め

と
し
て

全
部
で

二

十
八

首
あ
る

。

楽
府
作
品
は

こ

の

よ

う
に

数
多
あ
る
け

れ
ど

も
、

詩
は
一

首
も
伝
わ

ら
な
い

。

従
っ

て

曹
操
の

作
品
は
す
べ

て

歌
わ

れ
る
た
め

に

作
ら
れ
た

と
言
う

こ

と

が
で

き
そ
う
で

あ
る

。

　

暫
植
の

作
品
も

、

黄
節
「

曹
子
建

詩
註
」

の

分
類
に

よ

っ

て

数
え
る
と

、

詩

30
首

、

楽
府
41
首
と
な
っ

て
い

て
、

楽
府
の

比
率
は
詩
よ

り

も
高
い

。

曹
植
の

楽
府
は

父

曹
操
を
受
け

継
い

で

ど
の

よ

う
に

発
展
さ
せ
た

と
言
い

得
る
の

で

あ

ろ

う
か

。

例
の

建
安
二

十
二

年
を
中
心
に

し
て

、

そ
れ
ま
で

を

前
期
作
贔

、

そ

れ
か

ら

を
後
期
作
品
に

分
け
て

考
え
る

と
、

そ
こ

に

い

か

な
る

変
遷
が

見
ら
れ

る
で

あ
ろ

う
か
。

こ

の

点
に

主
眼

を
お
い

て
、、・

曹
植
の

楽
瞭
作
品

を
検
討
し

て

み

よ

う
。

　

楽
府
作
品
の

内
容
で

ま
ず
気
付
く
こ

と
は

、

そ
れ
ら

が

宴
会
の

席
で

歌
わ

れ

た

関
係
上

、

そ
の

歌
辞
に

も
酒

宴
用
の

も
の

が

多
い

こ

と
。

こ

の

傾
向
は

、

漢

の

古
辞
に

も

濃
厚
に

現
わ
れ

て
い

る
が

、

武
帝
曹
操
の

作，
品
も
大

半
が

宴
会
用

の

歌
辞
で

あ
る

。

そ
の

歌

辞
も

、

短
歌
行
の

如
く
、

作
者
の

感
懐
を
直
叙
し

た

も
の

は

意
外
と

少
く

、

大
多
数
が

神
仙
思
想
を
テ

ー
マ

と

す
る
概
念

的
な

歌
で

あ
る

．

武
帝
で

い

う
な

ら
ば

、

二

十
八

首
の

う
ち

、

神
仙
思
想
を
テ

ー
マ

と

す

る

も
の

が
八

首
を

占
め
る

。

　
こ

う
い

う

傾

向
は

曹
植
に

お
い

て

も
同
じ

よ
う

な
こ

と

が
言
え
る

。

宴
会
用

の

神
仙
歌
と

言
う
べ

ぎ
も
の

が
、

全

体
の

約
三

割
を

占
め

る
。

　（
升
天
行
・

僊

人
篇

、

妾
蒋
命
二

首
一

箜
篌
引

、

灘

露
篇

、

遊

僊
、

五

遊

詠
、

平
陵
東

、

苦
思

行
、

遠
遊
篇

、

桂
之
樹
行

、

飛
龍

篇
、

駆
車
篇
）

こ

れ
ら
の

歌
辞
は

、

我
々

か

ら
見
れ
ば

、

同
じ
よ

う
な

内
容
で

マ

ン

ネ
リ

ズ

ム

も
相
当
な
も
の

で

あ
る
が

、

当
時
に

あ
っ

て

は
、

主
人
と

賓
客
が
互
い

の

長
寿
を
こ

と
ほ

ぎ
、

神
仙
歌
を
う

た

う
こ

と

は
、

酒
宴
で

の

習

慣
と
な
っ

て
い

た
の

で

あ
る

。

　
　
　
曹
植
の

楽
府
（

岡
村
）

　
こ

う
い

う

神
仙
歌
は

、

文
字
は

華
や
か

で

あ
る
が

、

内
容
は

没
個
性
的
で

、

制
作
年
代
の

推
定
も
甚
だ

困
難
で

あ
る

。

古
直
氏
・

黄
節
氏
も

、

こ

う
い

う
種

類
の

歌

辞
は

制
作
年
時
を
し
か

と
は

推
定
し

な
い

。

ま
た

選
集
と
し

て

曹
植
の

作
品
が

選
ば

れ

る
と

き
に

は
、

普
通
こ

う
い

う

宴
会
の

神
仙
歌
は

、

ま

ず
多
く

が

選
よ

り
は

ず
さ

れ
て

し
ま

う
。

　
こ

う
い

う

儀
礼
的
な

作
品
を
除
い

て
、

曹
植
の

特
徴
を

代
表
す
る

作
品
に

視

点
を
む

け
る
と

き
、

前
期
の

作
品
に

つ

い

て

言
い

得
る
こ

と
は

、

政
治
的

功
業

を

彰
わ

さ
ん

と
す
る

自
負
を

歌
う
作
品
で

あ
る

。

そ
の

た
め

屡
々

戦
乱
の

現
実

に

目
を

む
け

、

往
古
の

聖
賢
の

高
い

理
想
を

疆
歌
す
る

。

け
れ
ど
も
こ

の

時
期

の

作
品
は

、

辞
句
の

修
飾
に

過

分
の

力
が

注
が
れ

て
い

る
。

そ
の

点
に

つ

い

て
、

明

胡
応

麟
は

次
の

よ

う
に

批

評
す

る
。

「

子
建
の

名
都

・

白
馬
・

美
女
の

諸

篇
は

、

辞
極
め
て

瞻
麗
な
れ
ど

も
、

句
に

頗
る
工

を

尚
ぴ

、

語
に

多
く
飾
を

致
す

。

東
西

京
の

楽
府
を
視
れ
ば

、

天
然
の

古
質

、

殊
に

自
ら

同
じ
か

ら

ず
。

」

、

（

詩
藪
内
篇
）

こ

う
い

う
修
辞
と
客
気
の

勝
っ

た

作
晶
を

挙
げ
れ
ば

、

右
の

三

篇
の

他
に

な
お

盤
石
篇

、

闘
鶏
・

薤
露

行
・

遠
遊
篇
が

あ
る

。

更
に

こ

う
い

う

気
負
っ

た

姿
勢
は

初
期
作
品
の

み

に

止

ま
ら

ず
、

曹
植
の

傾
向
と
し
て

生
涯
つ

づ
い

た

と
考
え
ら
れ

る
。

一

例
を
あ
げ
る
な
ら
ば

、

三

十
七

歳
の

と
き
明
帝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も

奉
っ

た

「

求
自
試
表
」

に

言
う
、

「

使
し

、

西

属
大
将
軍
た
る

を
得
ば

、

一

校

の

隊
に

当
ら
ん

、

若
し

、

東
属
大
司

馬
た

ら
ん

に

は
、

編
師
の

任
を
続
べ

ん
。

必
ず
危
に

乗
じ

、

険

姦
み

・

舟

鼻
せ

・

く

魔
ギ

．

葎
．

せ
・

刃
に

毅
り
・

鋒

　
　
　
　
　
　
　
　

な

に

触
れ

、

士

卒
の

先
と

為
ら
ん
」

こ

れ
は

壮
士
の

気
慨
と
す
る
な

ら
ば

立

派
で

あ
る
が

、

真
に

三

軍
の

将
と
な

る
人

、

天
子
の

補
佐
た

る

こ

と
を

願
う
人
の

夊

章
と

し

て
は

、

客
気
が

多
く
誇
張
に

過
ぎ
る

。

ほ
ぼ

同
時
代
に

書
が

れ
て
い

る

「

出
師
表
」

な
ど
と
比

較
す
る

な
ら
ば

、

曹
植
の

文
章
の

虚

勢
は
い

っ

そ
う

顕

著
に

な
っ

て

く
る

。
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従
来

、

曹
植
の

作
品
に

対

す
る
批
評
は

、

鍾
曚
が

詩
品
で

、

　
「

陳
思
の

文
章

に

於
け
る

や
、

人
倫
の

周
孔
有
る
に

譬
う
云
々

」

と

称
え
て

以
来

、

賛
辞
を

以

て

満
た
さ

れ
て

い

る
。

先
に

引
用
七

た

詩
籔
が

修
飾
の

過

多
を
指
摘
し
た

よ

う

な
批
判
的
な

評
語
は

稀
な
る

例
で

あ
る

。

　
（

「

魏
晋
南
北
朝
文

学

史
参

考

資

料
」

に

は

十
四

家
の

評
語
を

列
挙
し

て
い

る
。

）

曹
植
に

限
ら
ず

、

建

安
文
学
と

い

え
ば

、

従
来
い

つ

も
理
想

的
な

例
と
し
て

引
き
合
い

に

出
さ
れ

る
が
、

そ
の

割
に

は

我
々

の

実
感
か

ら
納
得
で

き
る
よ
う

な
説

明
は

少
な
い

よ

う
に

思
う
。

そ
う
い

う

な
か
で

、

岡
村
繁
氏
が

「

建
安
交
壇
へ

の

視
角
」

　
（

中
国
中
世
文
学

研
究

　
第
5
号
）

と
い

う

論
文
に

お
い

て
、

曹
植
の

書
簡

、

「

与
楊
徳
祖
」

「

与

呉
質
書
」

を
と

り
上

げ
、

そ
の

交
章
の

不
自
然
で

あ
る

所
を
例
示
し

て
、

　
「

こ

こ

に

意
識

的
な
虚

栄
の

ポ
ー

ズ

が
み

え
る

。

一

般
に

建

安
の

夊
壇
に

は
、

実
力

以

上
の

虚

栄
を
張

り

合
う

傾
向
が

あ
っ

た
」

と

指
摘
L
て

お
ら

れ
る
の

は
、

極

め

て

興
味
深
い

も
の

が

あ
る
。

　

以
上
は

曹
植
の

作
品
に

お

け
為
常
套
的
な
内
容
と

、

修

辞
の

過

多
に

つ

い

て

触
れ
た
の

で

あ
る

が
、

こ

れ

ら
は

、

前
期
作
品
に

よ

り
多

く
表
わ
れ
た

傾
向
で

あ
っ

て
、

曹
植
の

楽
府
は

後
期
に

お
い

て

そ
の

特
色
が

発
揮
さ

れ
る
。

鄰
都
の

王
子

、

あ
わ
よ

く
ば

次
の

天
子
と

な
る

身
分
か

ら
、

急
転
し
て

、

監
視
付
き
で

年
毎
に

左
遷
の

封
地

換
え
を
さ
せ

ら

れ
る
身

分
へ

と

転
落
し
た

。

そ
の

本
伝
に

は
、

曹
植
の

晩
年
を

記
し
て

、

「

法

制
藩
国
を
待
つ

に

既
に

自
ら

峻
迫
に

し

て
、

寮
属
は

皆
な
翼
豎
下

才
な
り
。

兵
人
に

は

そ
の

残
老
を

給
し
、

大
数
二

百
人
に

過
ぎ
ず

。

ま
た

植
は

前
過
あ
る
を

以
て

事
々

に

後
た

半
ば
を
減
じ

、

十
一

年
中

に

三

た
び

都
を

徙
さ
る

。

常
に

汲
汲
と
し

て

歓
び

無
く

、

遂
に

疾
を
発
し
て

薨

ず
。

時
に

年
四

十
一

，

」

と

あ
る

。

周
囲
は

文
学
の

わ
か

ら
ぬ

商
人

や

下

才
の

者
、

こ

の

孤
独
な

環
境
の

中
で

曹
植
は

歎
き
憂
え

な
が

ら
、

結
果
と
し
て

こ

れ

ま
で

に

無
い

多
く
の

抒
情
作
品
を
完
成
さ

せ

た
。

も
と

も
と

曹
植
の

文
学
的
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ニ

と

想
は

、

「

時
俗
の

得
失
を
弁
じ

、

仁
義
の

衷

を
定
め

ん
」

　（
与
楊
徳

祖
書
）

と
い

う
、

言
わ
ば

社，
会
秩
序
の

樹
立
者
と

な
る
こ

と
を
目

標
と
し
て

い

た
。

け

れ

ど

も
、

次
々

に

見
舞
う

不
幸
に

よ
っ

て
、

そ
の

理
想
は

変
貌
し
て

、

己
れ
一

個
の

孤

独
．

悲

哀
と

取
り

組
む
文
学
に

相
関
わ

る

こ

と

と
な
っ

た
。

こ

う
い

う

抒

情
の

文
学
は

曹
植
の

予
想
せ
ぬ

と
こ

ろ
で

あ
っ

た

ろ

う
。

け
れ

ど
も

、

さ
ポ

に

紹

介
し
た

楊
徳

祖
に

贈
っ

た

書
簡
の

中
に

は
、

こ

の

後
半
期
の

文
学
と

関
係

を
持
つ

重
要
な

部
分
が

あ
る

。

即
ち

、

「

夫
の

街
談
巷
話
に

も
必
ず
舛
る
べ

き

も
の

有
り

、

撃
轅
の

歌
に

も

風
雅
に

応

ず
る

も
の

有
り
、

匹
夫
の

思
い

も
未
だ

軽
棄
す
る
こ

と

易
か

ら
ず

。

」

　
と
い

う

語
で

あ
る

。

こ

の

文
句
は

書
簡
の

中
で

は
、

匹
夫
の

思
い

に

も
、

簡
単
に

お

い

そ
れ
と

棄
て

る
わ
け
に

は
い

か

な
い

も

の

が

含
ま
れ
て
い

る
よ

う
に

、

自
分
の

辞
賦
に

も
取
る

ぺ

き
点
が

認
め

ら
れ
る

か

も
知
れ

ぬ
、

と
い

う

謙
遜
の

辞
と
し
て

語
ら

れ、
た

も
の

で

あ

る
。

け

れ

ど
・

も
、

こ

こ

で

車
引
き
た
ち
の

歌
う
こ

と
ば
（

撃
轅

歌）

に

も
、

詩
経
の

風

雅
に

応
ず
る

も
の

が

有
る

ー
と
い

う

庶
民

文
学
に

対
す
る
価
値
認
識
は

、

後
半

期

の

曹
植
の

文
学
に

豊
か

な
実
の

り

を
与
え
た

。

こ

の

書
簡
が

書
か
れ
た

時
点
で

は
、

ま
だ

主
と
し
て

辞
賦
が

念
頭
に

置
か

れ
て

い

る
が

、

も
し

そ
の

貴
族
的
な

辞
賦
の

分
野
に

の

み

止
ま
っ

て
い

た

な
ら
ば

、

曹
植
の

特
色
は

そ
れ

ほ
ど

発
鼠

で

き
な
か

っ

た

で

あ
ろ

う
。

け
れ

ゼ
も
、

互
い

に

詩
や

辞
賦
を
贈

答
し
あ
っ

て

い

た
友

人
儺

近
を
一

時
に

失
っ

た

あ
と

、

辞
賦
の

世
界
で

持
っ

て
い

た

対
抗
意

識
、

修
辞
過

多
、

虚
栄
的
ポ

ー

ズ

な
ど

を

捨
て

去
り
、

自
分
の

孤
独
を
見
つ

め

つ

つ
、

名
も
な
い

民
衆
の

伝
え
て

き
た

衷
現
方
法
に

よ
っ

て
、

わ
が
抒
情
を

う

た
う
よ

う
に

な
る

。

そ
れ
は

往
々

に

し

て

直
叙
の

形
式
を
避
け

、

自
分
を

表
面

に

表
わ
さ

ず
、

こ

の

世
の

不
幸
な

も
の

を

写
す
こ

と
に

よ
っ

て
、

間
接
的
に

自

分
の

感
情
を

訴、
尺

よ

う
と

す
る
も
の

で

あ
る
。

そ
う
い

う

不
幸
な

も
の

の

象
徴

と
し
て

、

屡
々

と
り

あ
げ
ら
れ
る

も
の

に

棄
婦
・

転
蓬
が

あ
る

。

そ
の

例
と

し
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て

次
に

「

吁

嵯
篇
」

を
か
か

げ
る

。

こ

れ
は

転
蓬

が
本
根
か

ら

千

切

れ

飛

ん

で
、

吹

き
ま

う
ぶ

様
を
う
た
っ

て
、

自
分
の

飄

泊
者
に

似
た

生
活
と

、

骨
肉
離

別
の

悲

哀
を

諷
し
た

も
の

で

あ
る
。

曹
植
の

選

集
に

は

必
ず
収
録
さ

れ
て

い

る

代
表
作
で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
あ
　
　
　

　
　
　

ま

ろ

　
　
　
　
　

よ

も

ぎ

　
群

嗟
此
転
蓬

　
吁
嗟

　
此
の

転
び
ゆ

く

蓬

／

　

居
世
何
独
然

　

世
に

居
る

何
ぞ
独
り

然
る

　
　
　
　
　
　
ロ
と

お

　

長
去
本
根
逝

　
長
く
本

根
を

去
り
て

逝
き
　

　
　

　

　
　

　
．

　
　
　
　
　
　
　
よ

も
す

が

　

い

　

こ

　

宿
夜
無
休
間

宿

夜
ら

林
間
う
と
こ

ろ

無
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

ち

　
　
わ

た

　

東
西
経
七

陌

　
東
西
に

七
つ

の

陌
を

経
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

ち

　

南
北
越

九
阡

南
北
に

九
つ

の

阡
を
越

ゆ

　
　
　
　
　
　
　
に

わ

　

卒
遇
回
風

起

卒
か

に

回
風
の

起
こ

る
に

遇
い

　
吹
我
入

雲
間
　
我
を

吹
き
て

雲
間
に

入
ら
し

む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

も

　
臼
謂
終
天
路

　
自
ら

天
路
を

終
え
ん

と
謂
い

し

に

　
忽
然
下
沈
淵

忽
然
と
し

て

沈
淵
に

下
る

　
　
　
　
　
　
　
に

わ

　
　
　
　
　

ひ

よ

う
　
　

　

　
　
　
つ

　
　
　
　

　

　
　
た

　

驚
颱

接
我
出
　
驚
か

な

る

颱

は

我
を

接
れ
て

ま
い

出
ち

　
　
　
　
　
　

こ

と

さ

ら

　
故
帰
彼
中
田

　

故

に

彼
の

中
田
に

帰
ら
し

む

　
当
南
而
更
北
　
当
に

南
す
べ

く
し
て

更
に

北
し

　

謂
爽
而
反
西

　
東
せ

ん

と

謂
う
に

反
っ

て

西
す

　
　
　
　
　
　
　
と

う
と

う
　

　

　

　

　

　

　

ユ

　

宕
宕
当
恂
依
　
宕

々

と
し

て

当
た

何
れ
に

か

依
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
ニ

つ

　
　
　
　

う
　
　
　
　
　
　
　
な
が

ら

　

忽
亡
而
復
存

忽
と
し
て

亡
せ

て

復
た

存

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

ぐ

　

瓢
竊
周
八

沢

　
飄
々

と
し

て
八

沢
を

周
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　

述
翩

歴
五

山

　
連
翻
と
し

て

五

山
を

歴
た

り

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
う

　
　

　
　

つ

ね

　

流
転
無
恒
処
　
流
れ

転
び
つ

つ

恒
の

処

な
し

　

誰

知
吾
苦
艱
　
誰
か

吾
が
苦
艱
を

知
ら
ん

　

願
為
中

林
草
　
願
わ

く
は

中
林
の

草
と

な
り

　
　
　

暫
植
の

楽
府
（

岡
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や

　
秋
随
野
火
燔

　
秋
　
野
火
に

随
っ

て

燔
か
れ

ん
、

　
　
　
　
　
　

び

め
つ

　
糜
滅
豈
不
痛

　
糜
滅
す
る
は

豈
に

痛
ま
し
か

ら
ざ
ら
ん

や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ウ

が
い

　
つ

ら

な

　
願
与
株
亥
連
　
願
わ

く
は

株．
亥

と

連
ら
ん

　
も
と
の

根
を
離
れ
た

蓬
が

風
の

ま

ま
に

吹
き
た

だ
よ

う
て

い

る

姿
を

目
撃
す

る
う
ち
に

、

作
者
は

い

つ

の

ま
に

か

わ
が

身
を

忘
れ
て

、

そ
の

転
蓬
に

な
り
か

　
　
　
　
　
　
　
む

わ
り

、

回

風
が

「

我
を
吹
き
て

雲

間
に

入

ら
し

む
」

と

言
い

、

以
下
風
に

も
て

あ

そ
ば

る
る

転
蓬
の

運
命
を

、

わ
が

身
の

上
の

こ

と
と

し
て

語
り

継

い

で

ゆ

く。

こ

の

よ

う
に

歌
う
べ

き
対
象
物
に

自
分
自
身
が
没
入
し
て

、

そ
の

境
遇
や

運
命
を
我
が

身
の

こ

と
と
し

て

語
り
つ

づ

け
る
と
い

う

や
り

方
は

、

漢
古
辞
に

し
ば

し
ば
見
出
す
こ

と
の

で

き
る

民
歌

特
有
の

表
現
技
法
で

あ
る

。

（

注

三
）

　
当
時
こ

う
い

う
民
歌
の

手
法
を
利
用

す
る
こ

と
は

、

建

安
詩
人
の

流
行
に

な

っ

て

い

た
と

思
わ
れ

る
。

一

例
を

あ
げ
れ
ぽ

、

曹
丕
に

も
浮
雲
が

風
の

ま
に

ま

に

吹
き
流
さ

れ
る

さ

ま
を

詠
じ

た

次
の

よ

う
な

作
品
が

あ
る

。

　
西

北
に

浮
雲
有
り

　
亭
亭
と

し
て

車
蓋
の

如
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

ぽ

た
ま

　
階
し

い

哉

　
時
に

遇
わ

ず

　
適
々

飄
風
と

会
う

　
む

　
我
を
吹
い

て

東
南
に

行
か

し
め
．

行
々

呉
会
に

至
る

　
　
　
　
む

　
呉
会
は

我
が

郷
に

非
ず

　
安
く
ん

ぞ
久
し

く
留
滞
す

る
を

得
ん

　
ま

ま

　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ

れ

　
棄
置
よ

復
た

陳
う
こ

と

勿
ら
ん

　
客
子
常
に

人
を

畏
る

（

雑
詩
　
其
二
）

　
こ

の

浮

雲
と
転
蓬
と
は

、

ど
ち

ら
も

風
に

吹
か

れ
る

も
の

の

悲
運
を

歌
っ

た

も
の

で

あ
る

が
、

主
題
展

開
の

広
範
囲

な
こ

と

と
、

抒
情
の

深
甚
な
る

度
合
い

に

お

い

て
、

曹
丕
の

作
品
は

曹
植
に

及
ば
な
い

。

　
浮
雲

・

転
蓬
の

ほ

か
に

、

こ

の

世
の

不
幸
な

も
の

と

し
て

比

擬
さ
れ

る
も
う

一

つ

の

題

材
は

離
婦
で

あ
る

。

曹
植
は

し

き
り
に
、

夫
と

別
れ
た

女
性
の

悲
し

み

を
歌
う
。

　
昔
為
同

池
魚

　
昔
は
同

池
の

魚
た

り

・
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5

今
為
商
与
参

往
古
皆
歓
遇

我
独

困
於
今

在
昔
蒙
恩

恵

和
楽
如
瑟

琴

何
意
今
催

頽

畷
若
商
与
参

茱
萸
自
有
芳

不
若
桂
与
蘭

新
人
雖

可
愛

無
若
故
所

歓

西
北
有
繊
婦

掎
縞
何
繽
紛

明
展
棗
機
杼

B
昃

不
成
文

太
息
終
長
夜

悲
噺
入

青
雲

妾
身
守
空
閨

良
人
行
従
軍

今
は

商
と

参
と
な
る

往
古
は

皆
な

遇
う
を

歓
び
し
に

　
　
　
　
　
　
く

ゐ

鰹
独
り
A

雍
咽

し

晢
、

、

（

鐚
篳

在
昔
恩
恵
を
蒙
り
し

と
き

和
ら

ぎ
楽
し

む
こ

と

瑟
琴
の

如
く
な
り

き

何
の

意

ぞ
　
今
や
摧
頽
し

て

曠
た

る
こ

と

商
と

参
と
の

ご

と
し

茱
萸
は

自

ら
芳
有
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
し

桂
と

蘭
と
に

は

若
か

ず

新
人
　
愛
す
べ

し

と
雖

ど
も

故
の

漱

鐘
所
に

は

若
か

ず
・
・

、

（

浮
萍
篇）

西
北
に

織
る

婦
あ
り

綺
縞
何
ぞ
縮
紛
た

る

　
　
　
　
　
　
と

明

艮
に

機
杼
を

秉
り

　
か

た

む

　
　
　
　
あ
や

日

昃

け
ど

も
文
を

成
さ

ず

太
息
し
て

長
夜
を
終
え
ん

と
し

悲
嘯

青
雲
に

入

る

妾
が

身
は

空

閾
を

守
る

良
人
は

行
き
て

軍
に

従
え
り

二
．

　
（

雑
詩
　
其
三
）

　
こ

う
い

う
内
容
の

作
品
で

も
最

も
傑
出
し

て
い

る
の

は
、

次
に

示
す
「

七
哀
」

で

あ
る

。

こ

の

作
品
は

、

題

名
を

変
え
て
い

ろ
ん

な
選
集
に

採
ら
れ
て

い

る
。

（

文
選

「

七

哀
」

、

玉

台
新
詠
「

雑
詩
」

、

宋
書
楽
志
「

楚
調
怨
詩
」

、

楽
府
詩
集

「

怨
詩
行
」
）

　

明
月
照

高
楼
　
明
月
　
高
楼
を
照
ら

し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

な

が

流
光
正

徘
徊
　
流

光
　
正
ら
徘
徊

す

上

有
愁
思

婦

悲
歎

有
余
哀

借
問
歎
者
誰

自
云

客
子
妻

君
行
躪

十
年

孤

妾
常
独
棲

君
若

清
路
塵

妾
若

濁
水
泥

浮
沈
各
異
勢

会
合
何
時
諧

願
為
西
南
風

長
遞

入
君
懐

君
懐
良
不
開

踐
妾
当
何

依

　

こ

の

詩
で

哀
れ

な
の

は
、

で
、

従
来
「

西
南
風
」

い

う
の

臓
、

屈
原
の

「

悲
回

風
」

と
い

う

詩
の

「

寧
逝
死

而
流
亡

兮
」

を
意

識

し

た

句
だ

と
い

う
．
・

と
に

な
っ

て

い

る
。

す
る

と
、

い
・

そ
の

こ

と
・

死
ん

で

あ
の

人
の

所
へ

行
き
た
い

が
、

懐

を
開
い

て

迎
え
て

く
れ

な
か
っ

た
ら
ど

う
し

ょ

う
カ

…
，，，

と
い

う

哀
切
な

歌
と
な
。

て

く
る

。

こ

れ
は

ま

え
に

挙
げ
た
「

吁

嗟

篇
」

で
、

根
茎
よ

り

吹

享
切
ら
れ
た

転
蓬
に

つ

い

て

述
べ

ら
れ
て

い

た

最

後
が

、

　
願
為

中
林
草
　
秋
随
野
火
燔

　
糜
滅
豈
不
痛
　
顯
与
株
菱
連

．
」

結
ば

れ
て

い

た
の

と
同
じ

く
、

「

た
と

え

命
を
か

け

て
も

・

愛
す
る

人
の

上
に

愁
思
の

婦
有
り

　
　
　
　
た
え

悲
歎
し
て

余
ぬ

哀
し
み

有
り

借
問
す
　
歎
ず
る

者
は

誰

ぞ

自
ら
云

う

　
客
子
の

妻
な
り

と

　
　
　
　
　
　
　
　
こ

君
　
行
き
て

十
年
を
踰
え

　
　
　
　
　

くゐ
り

孤

妾
常
に

独
り

棲
す
「

君
は

清
路
の

塵
の

若
く

妾
は

濁

水
の

泥
の

若
し

　
　
　
　
　
さ
だ

浮
沈

　
各
々

勢
め

を
異
に

す

　
　
　
　
　
　
　
か

な

会
合

何
れ
の

時
か

諧
わ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　

な

願
わ

く
は

西

南
の

風

と
為
り

と

お

　
　
　
　
　
　
　
5
と

こ

ろ

長
く
逝
き
て

君
が

懐

に

入

ら
ん

　
　
　
　
ま

こ

と

君
が

懐
切

良

に

開
か

ず
ん

ぱ

賤
妾

当
た

何
れ
に

か

依
ら
ん

　
　
　
　
「

願
為
西

南
風

、

長
逝
入

君
懐
」

と
い

う

と
ひ

ろ

　
　

萇
遯
」

に

は
い

ろ
ん

な
注
が

あ
る
が

、

「

長
逝
」

と
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所
へ

帰
れ
た

ら
本

望
で

あ
る
L

と
い

う

悲
願
を
こ

め

た

結
び
で

あ
る

、

と
い

う

こ

と
が
で

き
よ

う
。

　
こ

う
い

う
作
品
を
拾
い

あ
げ
て

共
通
し
た

内
容
を
引
き
出
し

て

み

る

と
、

晩

年
の

曲
植
が

と
り

あ
げ
る
楽

府
や

詩
の

題

材
は

、

　
「

根
茎
か

ら
千
切
ら
れ
た

転

蓬
」

「

良
人
に

棄
て

ら

れ
た

離
婦
」

「

水
に

流
さ
れ
る

浮

萍
」

「

故
郷
を

失
っ

た

遊

子
」

と
い

う
ふ

う
な
一

連
の

系
譜
が
出
て

く
る

。

こ

れ

ら
は

、

「

肉
身
や

朋
友
と
断
絶
状
態
に

あ
る
自
分
」

と
い

う
も
の

を
歌
い

あ
げ
よ

う
と
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
、

こ

れ
ら
は

直
叙
の

形
式
で

述
べ

る

に

は

あ
ま
り
に

も
苦
渋
に

満
ち

て

お

り
、

ま
た

そ
の

境
遇
を

理
解
し
て

く
れ
る

相
手
も
身
辺
に

い

な
い

の

で
、

離
婦
・

転
蓬
の

如
き
第
三

者
を

設
け
る

こ

と
に

よ

っ

て
、

積
り
つ

も
っ

た

感
情

を
吐

き
出
す
ほ

か

は

な
か

っ

た

も
の

と

想
嫁
さ

れ
る

。

前
期

作
晶
が

作
ら
れ
た

と
き
は

、

そ
れ

を
贈
る

相
手
が
お

り
、

他
の

文
人
と
で

き
ば
え
を

競
う
気
負
う

た

表
現
も
見
ら
れ
る

。

け
れ
ど

も
、

後
期
作
品
は

漢
代
民
謡
の

無
名
作
家
と

同

じ
よ

う
な

孤
独
の

中
で

、

わ
が

感
慨
を

昆
謡
の

曲
中
に

流
し
た

の

で

あ
ろ

う
。

　
こ

う
い

う

点
で

は

曹
植
の

作
品
は

漢
代
民

歌
の

精
神
の
一

面
を

代
表
し
て

い

る
。

け
れ

ど
も

、

建
安
期
の

他
の

詩

人
の

楽

府
作
品
を

通
覧
し

て

い

く
と
、

曹

植
の

作
晶
に

は

見
出
す
こ

と
の

で

き
な
い

他
の

面
で

の

傑
れ
た

作
品
が

あ
る

。

阮

齲
「

駕

出
北
郭
門
行
」

、

陳
琳
「

飲
馬
長
城
窟
行
」

、

王
粲
「

七

哀
」

等
で

あ

る
。

こ

れ

ら
の

内
容
は

社
会
の

悲
惨
な
実
情
を

、

民
衆
の

言

動
を

通
じ
て

叙
事

的
に

描
い

て

お

り
、

漢
古
辞
で

い

う
な

ら
ば
、

「

戦
城
南
」

「

平
陵
東
」

「

東

門
行
」

「

孤
児
行
」

等
の

流
れ

を
汲
む

、

王
瑤
の

い

う

「

楽

府
詩
中
の

精
華
」

で

あ
る

が
、

こ

う
い

う
祉
会
的
叙
事
詩
は
残

念
な
が

ら
曹
植
の

作
品
中
に

は

求

め

る
こ

と
は
で

き
な
い

．

例
を
「

七
哀
」

に

と
る

と
、

王

粲
の

「

七
哀
」

は
、

動
乱
の

た
め

に

中
国
か

ら
逃

れ
よ

う
と

す
る

作
者
が

、

路

傍
で

目

撃
し

た

婦

人
、

飢
え
て

草
の

間
に

わ
が

子
を

棄
て
て

ゆ
く
女

、

の

様
子
を

描
い

た

も
の

で

　
　
　

暫
植
の

楽
府
（
岡
村
）

あ
り

、

曹
植
の

「

七

哀
」

は

先
に

掲
げ
た

と
お

り
、

夫
と

離
別
し
て

再
会
の

望

み
の

な

く
な
っ

た

婦
人
の

悲
し
み

を
述
べ

た

も
の

で

あ
る
。

こ

の

両
作
品
は
共

に

詩
的

な
虚
構
に

よ
っ

て
一

層

深
い

真
実
を
え

ぐ
り

出
す
作
品
と
な
っ

て

い

る

が
、

そ
の

虚
構
が

、

王
粲
の

場

合
は

社
会
の

悲
惨
を
よ

り
リ

ア

ル

に

す
る
た
め

、
に

捨
子
の

情
景
が

借
用
さ

れ
、

曹
植
の

場
合
は

、

自
分
の

悲
哀
を
抒
す
る
た
め

に
、

人
の

同
情
を
よ
り
さ

そ
う
よ

う
に

離
婦
の

境
遇
が

借
用
さ

れ
て

い

る
。

曹

植
の

関
心
は

あ
く
ま
で

「

己
れ
ひ

と
り

」

に

む

け
ら
れ
る

性
質
の

も

の

で

あ

る
。

こ

こ

に

曹
植
の

楽
府
が

社
会
的
叙
事
詩
と

な
ら
ぬ

理

由
が

存

す

る

と

思

う
。

　

何
故
こ

の

よ
う
に

自
己
の

抒
情
に

終
止
し

た

か
、

そ
の

理
由
は

、

彼
の

境
遇

が

彼
を
そ
の

よ
う
に

さ
せ

た

の

だ
、

と

言
っ

て

し

ま
え
ば
そ
れ

ま．
で

で

あ
る

が
、

私
は

、

初
め

に

考
察
し

た
よ

う
な

、

前
半
期
の

特
別
に

親
密
で

あ
っ

た
コ

ミ

ニ

ニ

ケ

イ

シ

ョ

ン

が
、

後
半

期
に

は

全
く
無
く
な
っ

た

ー
こ

の

断
絶
感
が

曹
植
に

と
っ

て

特
別
に

耐
え

ら
れ
ぬ

も
の

で

あ
っ

た

た
め
だ

と

思

う
。

曹

植

は
、

あ
ら
ゆ
る

不
幸
の

庫

因
が
み

な

肉
身
と
の

断
絶
に

あ
る
と

考
え
て

お

り
、

こ

の

考
え

方
は

終
生
変
ら
な

か
っ

た

よ

う
で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

む

（

注
一
）

魏
陳
思
王
植

、

其
源

出
于

国
風

、

骨
気
奇
高

、

詞

采
華
茂

、

情
兼
雅

　

怨
、

体
被

交
質

。

粲
溢

今
古

、

卓
爾
不
筆

。

嗟

乎
棟
思
之

於
文
章
也

、

譬

　

人

倫
之
有
周
孔

、

鱗
羽
之

有
龍
鳳

、

音
楽
之
有
琴
笙

、

女
工
之

有
贓
載

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

鍾
蠑
「

詩
品
」

〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
む

　

子
建
柔
情
麗
質

、

不
減
文
帝

。

而
肝
腸
気
骨

、

時
有
塊
磊
処

、

似
為
過

　

之
。

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

（

鍾
惺

「

古
詩
帰
」

巻
七
）

　

子
建
雑
詩

、

全
法
十
九

首
意
象

、

規
摸
酷
肖

、

而
奇
警
絶
到

弗
如

。

送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　

応
氏
、

贈
王

祭
等
篇

、

全
法

蘇
李
詞

藻
、

気

骨
有
余

、

而
清

和

婉

順

不
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足
、

然
東
西

京
後

、

惟
斯
人
得
其
具
体

。

　
　（
胡
応
麟
「

詩
籔
内
篇
」

）

（

注
二
）

粲
詩
或

為
植
而
発

、

植
此
詩
蓋
擬
粲
詩
作
也

。

自
羲
和
姻

不
留
句
以

　

上
、

皆
逐
句
相
擬

。

　
「

重

陰
」

二

句
、

乃

擬
粲
詩 ．
「

人
欲
」

二

句
。

　
「

誰

　

令
云

云
」

始
是
植
意

。

君
指
王
粲

、

多
念
百

憂
指
粲
詩
言
也

。

建

安
諸
子

　

為
詩

、

往
往
互
相
墓
擬

、

不
独
此
篇
矣

．

植
雖
擬
粲

詩
為
贈

、

然
亦
就
粲

　

之
身

世
立

言
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
（

黄
節
「

曹
子
建
詩
注
」

）

（

注
三
）

漢
古
辞
か

ら

例
を
あ
げ
る
と

、

「

婦
病
行
」

で

は
、

そ
の

作
者
は

、

　

病
め

る

婦
と

な
っ

て
、

　
「

我
が
児
を
し

て
、

饑
え
且
つ

寒
か

ら
し
む

る
莫

　

れ
…・．，

」

と
夫
に

む
か
っ

て
、

い

ま
わ
の

き
わ
の

懇
願
を
述
べ

て

い

る
。

　
　
「

皺
歌
何
嘗
行
」

で

は
、

そ
の

作
者
は

、

臼
鵠
と
な
っ

て
、

病
に

か

か

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　

た

妻
に

、

　
「

吾
れ

汝
を

負
う
て

去
か

ん

と

欲
す
れ

ど
も

、

毛
羽
の

催

碩
せ

　
　

い

か

ん

　

る

を
何
せ

ん
」

と

同
行
で

き
な
く
な
っ

た
悲

運
を

嘆
く
。

い

ま
曹
植
が

、

　

わ
が

身
を

転
蓬
に

擬
し

て
、

風
に

も
て

あ
そ
ば
れ
る

運
命
を

細
か

に

描
写

　

し
た
の

は
、

こ

う
い

う
民
歇
の

手
法
に

よ

っ

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

一 10 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Llterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

・

噛


