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（

一
）

　

陸
機
の

楽

府
に

は
、

彼
の

懐
い

を

詠
ん

だ

所

謂
る

詠
懐
的
作
品
と

、

そ

う
で

は

な
い

非
詠
懐

的

作
品
が

あ

勞
し

か

し

陸
機
の

楽
府
の

う

ち
、

現
在
の

我
々

が

見
る

こ

と
が

で

き
る

限
り

に

お

い

て
、

と

い

う

条
件
が

付
く

も
の

の
、

陸
機
以
前
に

同

題
も
し

く
は

関
連
の

あ
る

作

品
が

現
存
し

て

い

る

も
の

が
、

そ
の

半

数
以
上

を

占
め

て

い

舊
し

た

が
っ

て

陸
機
の

楽
府
を

理

解
す
る

に

は
、

楽
府
の

文
学
的

特
質
上

、

前
代
の

諸
作
品
と
比

較

す
る

必

要
が

生
じ

鷲
本

論
文
で

は
、

陸

機

が

前
代
作
品
を

ど
の

よ

う
に

継
承
し

て

楽
府
を

制

作
し

た

の

か
、

と

い

う
こ

と

を

明
ら
か

に

す
る

と
と

も
に

、

陸
機
の

楽

府
制
作
の

意
図

を

考
え

る
こ

と

を
目

的
と

す
る
。

　

　

　
　
（

二
）

　

　
陸
機
「

門
有
車
馬
客

行
」

（

『

文

選
』

巻
二

八
）

1
門
有
車
馬
客
　
　
　
門
に

車
馬
の

客
有
り

2
駕
言

発
故
郷

3
念
君

久
不

帰

4
濡
迹

渉

江
湘
」

5
投
袂
赴
門
塗

6
鑽
衣

不

及
裳

7
拊
膺
携
客
泣

8
掩
涙

敍

温
涼
一

9
借
問
邦

族
間

10
惻
槍
論

存
亡

11
親
友
多

零
落

12
旧

歯
皆

彫
喪
一

13
市

朝
互

遷
易

14
城
闕
或
丘

荒

15
墳
壟
日

月
多

16
松
柏
鬱

芒
芒
一

17
天
道
信
崇
替

　
　
　
こ

こ

駕
し

て

言
に

故
郷
を

発
し

君
の

久
し

く

帰
ら

ざ
る

を

念
ひ

て

迹
を

濡
し

て

江

湘
を

渉
る

と

袂
を

投
じ

て

門
塗
に

赴
き

　
　
ヒ
こ

衣
を

攬
る

も

裳
に

及
ぼ

ず

膺
を

拊
し

て

客
を

携
へ

て

泣
き

涙
を

掩
ひ

て

温
涼

を

敍
ぶ

邦
族
の

間
を

借

問
す
る

に

惻
槍
と
し

て

存
亡

を

論
ず

松 墳 城 市 旧 親
柏 壟 闕 朝 歯 友

多

く

零
落
し

皆
な

彫
喪
す

互
ひ

に

遷
易
し

或
い

は

丘

荒
と
な
る

日

月

多
く

鬱
と

し

て

芒

芒
た

り
と

　
ま
こ噛
‘

天

道
す
ら

信

に

崇
替
す
る

に
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18
人

生
安
得
長

19
慷
慨
惟
平
生

20
俛
仰
独
悲
傷
」

　

　

　
い

つ

く

人
生

　

安

ん

ぞ
長

き
こ

と

を

得
ん

慷
慨
し

て

平

生
を

惟
ひ

俛
仰
し

て

独
り

悲
傷
す

「

門
有

車
馬

客
行
」

は
、

陸
機
の

望
郷
の

懐
い

が

詠
ま

れ

た

作
品
で

あ
る

が
、

彼
が

依
拠
し

た

作
品
は

、

曹
植
の

「

門

有
万
里

客

行
」

で

あ
る．、

　

　

曹
植

1
門
有
万
里

客

2
問
君
何
郷
人

3
婆

裳
起
従
之

4
果
得
心
所

親

5
挽
裳
対
我

泣

6
太

息
前
自
陳

7
本
是
朔
方
士

8
今
為
呉
越
民

9
行
行
将
復
行

10
去

去
適
西

秦
「

門

有
万
里

客
行
一

　

　

　
（

『

曹
子

建
集
』

巻
六
）

門
に

万

里
の

客
有
り

君
に

問
ふ

　
何
れ

の

郷
の

人
ぞ
と

　

　
か

か

裳
を
賽

げ
起
ち
て

之
に

従
ひ

果
し

て

心
の

親
し

む

所
を

得
た

り

裳
を

挽
き
我
に

対
し

て

泣
き

　

　

　

　
す

ナ

太
息
し

て

前
み

て

自
ら

陳
ぶ

本
は

是
れ

朔
方
の

±

な
る

に

今
は

呉
越
の

民
と

為
る

行
き
行
き
て

将
に

復
た

行
か

ん

と

し

去
り

去
り
て

西

奏
に

適
か

ん

と

　

曹
植
の

冒
頭
の

二

句
は
、

「

門
に

万

里

の

客

有
り

、

君
に

問
ふ

何
れ
の

郷
の

人
ぞ
と

。

」

と
、

客
に

対
し

て

主

人
が
、

ど
こ

の

人
か

と

尋
ね
る

だ

け
で

あ
る

の

に

対
し
、

陸

機
は

、

［

門
に

車
馬
の

客
有
り
、

　
　
　
こ

ニ

駕
し

て

言
に

故
郷
を

発
し
、

君
の

久
し

く

帰
ら
ざ
る

を

念
ひ

て
、

迹

を
濡
し

て

江

湘
を

渉
る

と
。

「

と
、

客
が

主

人
に

対
し

て

な

ぜ

や
っ

て

き
た

の

か

と
い

う
こ

と
を

語
ら
せ

る
。

客
が

門
前
に

訪
ね
て

く
る

と
い

う
場
面
設
定
は

曹
植
と

同
じ

で

あ
る

が
、

陸
機
は

発
話
の

主

体

を

巧
み

に

す
り

替
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

曹
植
は

、

冒

頭
の

二

句
に

　
　
　
　
　
　
か

か

続
い

て
「

裳
を
賽

げ
起
ち

て

之
に

従
ひ

、

果
し

て

心
の

親
し

む

所
を

得
た

り
。

」

と
、

主

人
が

客
を

出
迎
え

、

そ
の

人
は

親
し

む

所
で

あ
っ

た

と

す
る

。

陸
機
も
曹
植
の

三
・

四
句
を

受
け
て

「

袂
を

投
じ

て

門

　
　
　
　
　
　
　
と

塗
に

赴
き、

衣
を

撹
る

も
裳
に

及
ば

ず
。

」

と
、

客
を

出
迎
え

て
い

る

が
、

主

人
が

出
迎
え
る

時
の

描
写
を

対

句
を
用
い

て

二

句
に

増
や

し
、

そ
の

あ
わ
て

た

様
を

強

調
し

て

い

る
。

次
に

曹
植
の

五
・

六

句
が

　
　
　
ひ

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
す

す

｝

裳
を

挽
き

我
に

対
し

て

泣
き

、

太
息
し
て

前

み

て

自

ら
陳
ぶ

。

」

と、

客
が

主

人
の

裳
を

引
っ

張
っ

て

涙
を

流
し

、

た

め

息
を
つ

い

て

話
を
し

た

と

な
っ

て
い

る

の

に

対
し

、

陸
機
は

「

膺
を
拊
し

て

客
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

携
へ

て

泣
き

、

涙
を

掩
ひ

て

温

涼
を

敍
ぶ

。

」

と

し

て
、

ま

た

泣
く

主

体
を

曹
植
の

客
か

ら
主

人
に

変
え
て

い

る
．

　
曹
植
は
、

七

句
か

ら
一

〇

句
で

、

客
が

も

と

は

北

方
の

人

間
で

あ
っ

た

の

に
、

今
は

呉
越
の

地
に

住
ん

で

お

り、

さ
ら
に

旅
を
重
ね

て
、

西

秦
の

地
へ

こ

れ
か

ら
も

行
く
と
い

う
こ

と

を

述
べ

る
。

し

か

し

陸
機
は

、

九
・

一

〇

句
に

「

邦
族
の

間
を

借
問
す
る
に
、

惻
槍
と

し

て

存
亡

を

論
ず

。

」

と
、

曹
植
に

は

な
か
っ

た
、

主
人
が

客
に

故

郷

の

様
子
を

尋
ね
、

そ
れ
に

つ

い

て

客
が

答
え
る

と
い

う
二

句

を
挟
み

、

｝

一

句
以

下
に

続
く
内

容
に

必

然
性
を

持
た
せ

て

い

る
。

一

一

句

以

一2一
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下
の

内
容
は
、

変
わ

り

果
て

た

故

郷
の

様
子
で

あ
る
。

そ

れ
を

聞
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
こ

こ

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

い

つ

く

て
、

主

人
が

「

天

道
す
ら

信

に

崇
替
す
る

に
、

人
生

　
安

ん

ぞ
長

き
こ

と

を

得
ん

。

慷
慨
し

て

平
生
を

惟
ひ
、

俛

仰
し

て

独
り

悲
傷

す
。

」

と
、

故
郷
に

対
す
る

懐
い

を

述
べ

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

陸
機
は
、

曹
植
の

「

門
有
万
里

客
行
一

の
、

訪
ね
て

来
た

客
を

主

人
が

迎

え
る

と
い

う

場

面
設

定
を
ふ

ま
え

な
が

ら、

客

の

訪
問
理

由
を

明
ら
か

に

し
、

客
の

話
を

聞
い

て

主

人
が

思
い

を

述

べ

る
と
い

う
形
に

変
化
さ
せ

て

い

る
こ

と
が

わ

か

る
。

　
　
陸
機
「

苦

寒
行
」

1
北
遊
幽
朔
城

2
涼
野
多
瞼
難

3
俯

入

穹
谷
底

4
仰
陟
高
山
盤
」

5
凝

冰
結
重
澗

6
積
雪

被
長
巒

7
陰
雲
興
巌
側

8
悲
風
鳴
樹
端
一

9
不

覩
白
日

景

10
但
聞
寒
鳥
喧

11
猛
虎
憑
林
嘯

12
玄
猿
臨
岸
嘆
」

13
夕

宿
喬
木
下

（

『

文
選
』

巻
二

八
）

北
の

か

た

幽

朔
の

城
に

遊
け
ぽ

涼

野
に

は

瞼
難
多
し

俯
し

て

は

穹
谷
の

底
に

入

り

仰
い

で

は

高
山
の

盤
に

陟
る

凝

冰
は

重

澗
に

結
び

積
雪
は

長

巒
を

被
ふ

陰
雲
は

巌
側
に

興

り

悲
風
は

樹

端
に

鳴
る

白
日

の

景
を

覩
ず

但
だ

寒
鳥
の

喧
し

き
を

聞
く
の

み

猛

虎
は

林
に

憑
り

て

嘯
き

玄

猿
は

岸
に

臨
ん

で

嘆
く

夕
に

喬
木
の

下
に

宿
り

14
惨
愴
恒
鮮
歓

15
渇
飲
堅

冰
漿

逅

蝕
待
零
露
餐
」

17
離
思
固
已

久

18
寤
寐
莫
与
言

19
劇
哉
行
役
人

20
謙
慊
恒
苦
寒
」

惨
槍
と

し

て

恒
に

歓
び

鮮
し

渇
い

て

は

堅

冰
の

漿
を

飲
み

飢
ゑ

て

は

零
露
の

餐
を

待
つ

　
　
　
ま
ニ

と

離
思
は

固

に

已

に

久
し

く

寤
寐
に

与
に

言
ふ

も
の

莫
し

劇
し

き
哉
　
行

役
の

人

廉
慊
と
し

て

恒
に

寒
き
に

苦
し

む

「

苦
寒
行
」

は
、

北
方
の

行
役
に

従
事
す
る

兵
士

の

苦
し

み
の

様
を

詠
ん

だ
作
品
で

あ
る

が
、

陸
機
以

前
に

は
、

魏
武
帝
と

魏
明
帝
の

作

品
が

あ
る
。

そ
の

う

ち

陸
機
が

依
拠
し

た

の

は
、

魏
武
帝
の

作
品
で

あ

葉
　
　
　
魏
武

帝
「

苦
寒
行
」

（

『

文
選
』

巻
二

七
）

1
北
上

太
行
山

2
艱
哉
何
巍
巍

3
羊
腸

坂
詰
屈

4
車
輪
為
之
摧

5
樹
木
何

蕭
瑟

6
北
風
声
正

悲

7
熊
羆
対

我
蹲

8
虎
豹

夾
路
啼

9
渓
谷

少
人

民

10
雪
落
何
霏
霏

北
の

か

た

太
行
の

山
に

上

る

艱
な

る

哉
　

何
ぞ
巍
巍
た

る

羊
腸
　
坂
は

詰
屈
に

し

て

車
輪
は

之
が

為
に

摧
か

る

樹
木
　
何
ぞ

蕭
瑟
た

る

北
風

　
声
　
正
に

悲
し

熊
羆
は

我
に

対
し

て

蹲

り

虎

豹
は

路
を

夾
み
て

啼
く

渓
谷

　
入
民

少
な

く

雪
の

落
つ

る
こ

と

　
何
ぞ

霏
霏
た

る

一3一
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11
延
頚

長
歎
息

12
遠

行
多
所
懐

13
我
心

何

怫
鬱

14
思
欲
「

東

帰

15
水

深
橋
梁
絶

15
中
路
正

徘
徊

17
迷

惑
失
故
路

18
薄
暮
無
宿
棲

19
行
行
日

已
遠

20
人
馬
同

時
飢

21
擔
嚢
行
取
薪

22
斧
泳
持
作
糜

23
悲
彼
東

山
詩

24
悠
悠
令
我
哀

頚
を

延
ぽ
し

て

は

長
く

歎

息
し

遠
く

行
き
て

は

懐
ふ

所

多
し

我
が

心

　

何
ぞ

怫
鬱
た

る

ひ

と
一

へ

に

東
に

帰
る
こ

と
を

思
欲
ふ

水

　
深

く
し

て

　

橋
梁
　
絶
ゆ
れ

ば

中
路
に

し

て

正
に

徘

徊
す

迷
惑
し

て

故
路
を

失
ひ

薄
暮
に

宿
り

棲
む

無
し

行
き
行
き
て

日
に

已

に

遠
く

人
馬
　
同

時
に

凱
う

嚢
を

擔
ひ

て

行
き
て

薪
を

取
り

冰
を

斧
り
て

持
て

糜
を

作
る

彼
の

東
山
の

詩
を

悲
し
み

悠
悠
と
し

て

我
を
し

て

哀
し

ま

し

む

　

陸
機
は

、

魏
武
帝
の

五

句
か

ら
八

句
の

「

樹
木

　
何
ぞ

蕭
瑟
た

る
、

北
風

　
声

　
正
に

悲
し
。

」

と
い

う
二

句
を

「

悲
風

　
樹

端
に

鳴
る

」

と
い

う
一

句
に

凝
縮
し

、

「

陰
雲

　
巌
側
に

興
る

。

」

と
い

う
「

句
を

付
け

加
え

対
句
に

し
、

そ

の

前
に

「

凝
冰
は

重
澗
に

結
び
、

積
雪
は

長

巒
を

被
ふ

。

」

と

い

う
二

句

を

付
け
加
え
て

い

る
。

ま

た

「

熊
羆
は

我
に

対
し

て

蹲
り
、

虎
豹
は

路
を

夾
み

て

啼
く

。

」

に

は
、

「

猛

虎
は

林
に

憑
り

て

囎
き
、

玄
猿
は

岸
に

臨
み

て

嘆
く

。

」

と
、

動

物
同
士
の

対
応
を

行
っ

て

い

る

が
、

先
の

自

然
描
写
と

同

様
に

「

白
日
の

景
を

覩

ず
、

但
だ

寒
鳥
の

喧
し

き
を

聞
く
の

み
。

」

と
い

う

二

句

を

そ
の

前
に

付
け

加
え
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

陸
機
は

魏
武
帝
の

作
品
を

ふ

ま
え

な
が

ら
、

対
句

を
用
い

て

自
然
や

、

動
物
に

関
す
る

表
現
を

四

句
に

し
、

兵
±
の

周

囲
の

描
写
を

す
る
こ

と
に

力
を

注
い

で
い

る
こ

　
　

　

　
だ
う

と
が

わ
か

る
。

ま
た

兵
士

の

苦
労
に

つ

い

て

は
、

魏
武
帝
の

「

迷
惑

し

て

故
の

路
を

失
ひ
、

薄
暮
に

宿
り

棲
る

と

こ

ろ

無
し

。

行
き
行

き

て

日

に

已
に

遠
く

、

人

馬
　
同

時
に

飢
う

。

嚢
を

擔
ひ

て

行
き
て

薪

を

取
り、

冰
を

斧
り

て

持
て

糜
を

作
る

。

」

と
い

う
六

句
を
、

「

夕
に

喬
木
の

下
に

宿
り、

惨
愴
と

し

て

恆
に

歓
び

鮮
し

。

渇
い

て

は

堅
泳

の

漿
を

飲
み

、

飢
ゑ
て

は

零
露
の

餐
を

待
つ

。

」

と
い

う

四

句
に

ま

と
め

て

い

る
。

さ

ら
に

兵
士

の

望
郷
の

思
い

は
、

魏

武
帝
の

「

彼
の

東
山

の

詩
を

悲
し

み
、

悠
悠
と

し

て

我
を
し

て

哀
し

ま

し

む
。

」

と

い

う

『

毛

詩
』

幽
風
・

東
山
に

基
づ

い

た

表
現
を
、

陸

機
も
「

寤

寐
」

と
い

う

『

毛
詩
』

衛
風
・

考
槃
に

出

典
を

持
つ

語
句
を

用
い

て

表
現
し

て

い

る
。

　
魏
武
帝
の

作
品
は

、

自

ら
北

方
に

出

征
し

た

時
に

制
作
し

た

も
の

で

あ
り

、

一

一

句
か

ら
一

四

句
に

「

頚
を

延
ば
し

て

は

長
く

歎
息
し
、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ひ
と

遠
く
行
き
て

は

懐
ふ

所

多
し

。

我
が

心

　
何
ぞ

怫
鬱
た

る
、

一

へ

に

東
に

帰
る
こ

と

を

思
欲
ふ

。

」

と
、

魏
武
帝
自
身
の

懐
い

が

詠
ま

れ

て

い

る

が
、

陸

機
は

こ

の

魏
武
帝
の

懐
い

は

カ
ッ

ト

し

て

い

る
、

こ

の

よ

う
に

陸
機
は

「

苦
寒
行
」

に

お

い

て
、

魏
武

帝
と

兵
士

の

苦
労

と
い

う
主

題
は

同
じ

く
し

な
が

ら
も

、

そ
の

表
現
の

仕
方
を

変
え

よ

う
と

し

て

い

る

こ

と

が

わ
か

る
。
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陸
機
「

君

子
行
」

1
天
道
夷
且

簡

2
人
道
臉
而
難

3
休
咎
相
乗
躡

4
翻
覆
若
波
瀾
」

5
去
疾
苦
不

遠

6
疑
似
実
生
患

7
近
火
固
宜
熱

8
履
冰
豈
悪
寒
」

9
接

蜂
滅
天
道

10
拾
塵
惑
孔
顔

11
逐

臣
尚
何
有

12
棄
友
焉
足
歎
」

13
福
鐘
恒
有
兆

14
禍
集
非
無
端

15
天
損
未
易
辞

16
人
益

猶

可

懽
」

17
朗
鑒
豈

遠
假

18
取
之
在
傾
冠

19
近

情
苦
自
信

20
君

子

防
未
然
」

（

『

文
選
』

巻
二

八
）

天

道
は

夷
に

し

て

且
つ

簡

入

道
は

鹸
に

し

て

而
も

難
し

休

咎
は

相
ひ

乗
躡
し

翻

覆
す
る

こ

と

波
潤
の

若
し

　
　
す

疾
を

去
つ

る

も

遠
か

ら
ざ
る
に

苦
し

み

疑
似
は

実
に

患
を

生

ず

火
に

近
づ

け
ば
固
よ

り
宜
し

く

　

熱
か

る
べ

く

冰
を

履
め

ぽ
豈
に

寒
き
を

悪
ま
ん

や

蜂
を

振

り
て

天

道
を

滅
ぼ
し

塵
を

拾
ひ

て

孔

顔
を

惑
は

す

逐
臣

　
尚
ほ

何
か

有
ら
ん

棄
友

　
焉
ん

ぞ

歎
く
に

足
ら

ん

　
　
あ
つ

福
の

鐘
ま

る

は

恒
に

兆

有
り

禍
の

集
ま

る

は

端

無
き
に

非
ず

天

損
は

未
だ

辞
す
る

に

易
か

ら

ず

人

益
は

猶
ほ

懽
ぶ

可
し

朗

鑒
　
豈
に

遠

く

假
ら

ん

や

之
を

取
る

は

傾

冠
に

在
り

近
情
は

自

ら

信
ず
る

に

苦
し

み

君
子
は

未
だ

然
ら
ざ
る

に

防
ぐ

陸
機
以

前
に

は
、

「

君
子
行
」

古
辞
が

あ
る

。

　
　
「

君
子

行
一

1
君

子

防
未
然

2
不

処

嫌
疑
問

3
瓜
田

不

納
履

4
李
下
不
正

冠

5
嫂
叔
不
親
授

6
長
幼
不
比

肩

7
労
謙
得
其

柄

8
和
光
甚
独
難

9
周
公
下

白
屋

10
吐

脯
不

及
餐

11
一

沐
三

握
髪

12
後
世
称
聖
賢

古
辞
（

『

楽
府
詩
集
』

巻
三

二
）

　
　
君

子
は

未
だ

然
ら
ざ
る

に

防
ぎ

　
　
嫌
疑
の

間
に

処

ら

ず

　
　
瓜
田

に

履
を

納
れ

ず

　
　
李
下
に

冠
を
正

さ

ず

　
　
嫂
と

叔
と

は

親
し

く

授
け

ず

　
　
長
と

幼
と
は

肩
を

比
べ

ず

　
　
　
　
ヘ

ワ

く
だ

　
　
労
し

謙

れ
ば
其
の

柄
を

得
ん

　
　
光
を

和
ぐ
る

こ

と
甚
だ

独
り

難
し

　
　
周

公
は

白
屋
を

下

リ

　
　
　
　
　
　
　ノ
　

ら

　
　

脯
を

吐

き
て

餐
ふ

に

及
ば
ず

　
　
一

た

び

沐
す
る

に

三

た

び

髪
を

握
り

　
　

後
世
に

聖

賢
と
称
せ

ら
る

　
「

君
子
行
」

古
辞
の

構
成
ば

、

六

句
ず
つ

二

段
に

分

け
る

こ

と
が

で

き
る

。

各
段
そ
の

冒
頭
の

二

句
に
一，

君
子
は

未
だ

然
ら
ざ
る

に

防

ぎ
、

嫌
疑
の

間
に

処

ら

ず
。

」

、

［

労
し

謙

れ

ば
其
の

柄
を

得
ん

、

光

を

和
ぐ
る

こ

と

甚
だ

独
り

難
し

。

一

と
、

ま

ず
作
者
の

君

子
た

る

者

に

対
す
る

考
え
が

詠
ま

れ、

以
下
四

句
に

そ
の

具

体
例
が

示
さ

れ

て

い

る
。
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そ
れ
に

対
し

て

陸
機
は
、

結
句
に

「

君

子
は

未
だ

然
ら
ざ
る

に

防

ぐ
。

」

と
、

古
辞
に

見

ら
れ
る

表
現
を

そ
の

ま

ま

使

用
し

て

い

る

も

の

の
、

そ

の

構
成

、

内
容
は

大

き
く

変
え
て
、

冒
頭
四

句
に

「

天

道

は

夷
に

し

て

且
つ

簡、

人

道
は

嶮
に

し

て

而
も

難
し

。

休

咎
は

相
ひ

乗
躡
し

、

翻
覆
す
る

こ

と

波
瀾
の

若
し

。

」

な
ど
と
、

陸
機
の

思
想
と

思
わ

れ
る

抽
象
的
な

概
念
を

多
く

詠
ん

で
い

る
。

　
こ

の

よ

う
に

陸
機
は

、

「

君
子

行
」

と

い

う

楽
府
題
を

用
い

、

古
辞

に

見
ら

れ
た

表
現
の
一

部
を

そ
の

ま

ま

使
用
し

、

聞

き
手

（

読
み

手
）

に

古
辞
と
の

何
ら
か

の

関
連
を

思
わ
せ

な
が

ら、

実
際
は

自
分

の

思
想
を

詠
む
こ

と
に

力
を

注
い

で

い

る
。

つ

ま
り

表
現
を

部
分
的

に

重
ね

合
わ
せ

な
が

ら
、

自
分
の

主

張
を

述
べ

て
い

る

の

で

あ
る
．

　
　
陸
機
「

折
楊
柳
行
」

（

『

陸
士

衡
文
集
』

巻
七
）

　
　
　

　
　
　

　
　
　
は

る

1
遞

矣
垂

天
景
　
　

　
邁
か

な
る

矣

　
垂
天
の

景

2
壮
哉
奮
地
雷

3
豊

隆
豈
久

響

4
華
光
但
西
隣
」

5
日

落
似

有
竟

6
時
逝

恒
若
催

7
仰
悲
朗
月
運

8
坐
観
礎

蓋

迴
」

g
盛
門
無
再
入

10
衰
房
莫
苦
開

壮
な
る

哉
　
奮
地
の

雷

豊

隆

　
豈
に

久
し

く

響
か

ん

や

華・
光

　
但
だ

西

に

瞶
つ

る

の

み

日

の

落
つ

る

は

竟
り

有
る

に

似
た

り

　

　

　
　

　

　
　
せ

ぽ

時
の

逝
く
は

恒
に

催
る

が

若
し

仰
い

で

は

朗
月
の

運
る

を

悲
し

み

坐
し

て

は

瓏

蓋
の

迴
る

を

観
る

盛
門
　
再
び

は

入
る

こ

と

無
く

衰
房

　
苦
し

み

て

は

開
く
こ

と

莫
し

11
人
生

固
已

短

12
出
処
鮮
為
諧
」

13
慨
慨
惟
昔
人

14
興
此

千

載
懐

15
升
竜
悲
絶
処

16
葛
藷

変
條
枚
」

17
寤
寐
豈

虚
歎

18
曽
是
感
与
摧

19
弭
意
無
足

歓

20
願
言
有
余
哀
」

　

　
　
も
と

人
生

　
固
よ

り

已
に

短
く

出
処

　
諧
を

為
す
こ

と

鮮
な
し

慨
慨
と
し

て

昔
人

を

惟
ひ

此
の

千
載
の

懐
ひ

を

興

す

升
竜
　
絶
処
に

悲
し

み

葛
嘉

　
條
枚
に

変
ず

寤
寐
に

豈
に

虚
し

く

歎
か

ん

曽
ち

是
れ

感
と

摧
と

な
る

の

み

意
ふ

を

弭
め

ん

　
歓
ぶ

に

足
る

無
け
れ

ぽ

願
ひ

て

言
に

余

哀
有
ら

ん

「

折

楊
柳
行
」

は
、

陸
機
自
身
の

出
処

進
退
が

ま

ま

な
ら

な
い

こ

と

を

嘆
い

た

作
品
で

あ
る

が
、

陸
機
以
前
に

は

古
辞
と

魏

文
帝
の

作
品

が

あ
る
。

　

　

「

折
楊
柳

行
一

1
黙
黙

施
行

違

2
厥
罰

随
事
来

3
末
喜
殺
竜
逢

4
桀

放
於
鳴
條
一

解

5
祖

伊
言
不

用

6
紂
頭
懸
白
旄

古
辞
（

『

楽
府
詩
集
』

巻
三

七
）

　

黙
黙
と
し

て

施
行
違
へ

ぽ

　

厥
の

罰
は

事
に

随
ひ

て

来
る

　
末
喜
は

竜
逢
を

殺
し

　
桀
は

鳴
條
に

放
た

る
一

解

　
祖
伊
は

言
へ

ど

も
用
ひ

ら
れ

ず

　
紂
の

頭
は

白
旄
に

懸
け

ら
る
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7
指
鹿
用

為
馬

8
胡
亥
以
喪

魑
二

解

9
夫
差
臨
命
絶

10
乃
云

負
子
胥

11
戎
王

納
女
楽

12
以
亡

其
由
余

13
璧
馬

禍
及
縞

14
二

国

倶

為
櫨
三

駕

15
三

夫
成

市
虎

16
慈
母

投
杼
趨

17
卞
和
之
則

足

18
接
輿
帰
草
廬
匹

霹

　
　
魏
文
帝

1
西

山
一

何
高

2
高
高
殊
無
極

3
上
有
両
仙
僮

4
不

飲
亦
不
食

5
与
我
一

丸
薬

6
光
耀
有
五

色
一

解

7
服
薬
四

五
日

8
身
體
生
羽
翼

9
軽
挙
乗
浮
雲

鹿
を

指
し

て

用
て

馬
と

為
し

胡
亥
は

以
て

躯
を

喪
ぽ

す
二

解
二

馨

夫

差
は

命
の

絶

ウ
る

に

臨
ん

で

乃
ち
云
ふ

　
子

胥
に

負
く
と

戎
王
は

女

楽
を

納
れ

　
　
　
　
　
　
　
う
し

な

以
て

其
の

由
余
を

亡

ふ

璧
馬
に

て

禍
は

號
に

及
び

二

国
は

倶
に

嘘
と

為
る
三

解

三

夫
の

市
に

虎
あ
り

と
成
せ

ぽ

慈
母

は

杼
を
投
じ
て

趨
る

卞
和
は

之

き
て

足
を

胴

ら
れ

接
輿
は

草
廬
に

帰
る
刀

藜

（

『

楽

府
詩
集
』

巻
三

七
）

西

山
　
一

に

何
ぞ
高
き

高
高
と
し

て

殊
に

極
ま
り

無
し

上
に

両
仙

僮
有
り

飲
ま

ず
亦
た

食
は

ず

我
に
一

丸

薬
を

与
ふ

光
り

耀
き
五

色
有
り
一

解

服
薬
す
る

こ

と
四

五

日

身
體

　
羽

翼
を

生

ず

軽
挙
し

て

浮
雲
に

乗
り

10
倏
忽
行
万

億

11
流
覧
観
四

海

12
茫
茫
非
所

識
二

解

13
彭
祖
称
七

百

14
悠
悠
安
可

原

15
老

聴
適
西

戎

16
于
今
竟
不

還

17
王

喬
假
虚
辞

18
赤
松

垂
空

言
三

解

19
達
人
識
真
僞

20
愚

失
好

侫
伝

21
追

念
往

古
事

22
暇
嘖
千

万

端

23
百

家
多
迂

怪

24
聖
道

我
所

観
口

薜

倏
忽
と
し

て

行
く
こ

と

万

億

流
覧
し

て

四

海
を

観
れ
ぽ

茫
茫
と
し

て

識
る

所
に

非

ず
二

解

彭
祖
は

七

百
と

称
し

　
　
　
　
　
い

つ

ゴコ

悠
悠
と

し

て

安

ん

ぞ
原
ぬ

可

け
ん

や

老
聰
は

西

戎
に

適
き

今
に

于
て

竟
に

還
ら

ず

王

喬
は

虚

辞
を

假
り

赤
松
は

空

言
を

垂
る
三

解

達
人
は

真
僞
を

識
る

も

愚

夫
は

侫
伝

す
る
を

好
む

追
念
す

　
往

古
の

事

慣
債
た

り

　
千
万

端

百

家
　
迂

怪
多

き
も

聖
道

　
我
の

観
る

所
な

り
四

解

　
古
辞
は
、

愚
か

な

君
主
が

、

忠
臣
の

諌
言
を

聞
き
入
れ
な
か

っ

た

た

め

に

罰
を

被
っ

た

例
を

史
実
に

従
っ

て

あ
げ
て

お

り、

魏
文
帝
ば

、

仙
人
に

対
す
る

懐
疑
を

詠
ん

で

い

る
。

こ

れ
ら
と

陸
機
の

作
品
は
、

表
現

、

内
容
と

も
に

全

く
関
係
が

な

く、

陸
機
独

自
の

内
容
に

な
っ

て

い

る

こ

と

が

わ
か

る
。

　
以
上
の

こ

と

か

ら、

陸
機
に

お

け
る

前
代
作
品
の

継
承

方
法
を

ま

と
め

る

と
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（

1
）

冒
頭
の

場
面
設
定

を
ふ

ま

え

な
が

ら、

そ
の

主

題
を

変

　

　
　

え
る

。

（

「

門
有
車
馬

客
行
」

よ

り
）

　
　
（

2
）

主

題
を
同
じ

く
し

な
が

ら
、

表
現
の

仕
方
を

変
え
る

。

　

　
　

（

「

苦
寒
行
」

よ

り
）

　

（

3
）

表
現
を

部
分
的
に

重
ね

合
わ
せ

な

が

ら、

自
分
の

主

張

　

　
　
を

述
べ

る
。

（

「

君

子
行
」

よ

り
）

　

（

4
）

前

代
の

作
品

を
ふ

ま

え

ず
、

陸
機
独
自
の

内
容
に

す
る

。

　

　
　
　

（

「

折

楊
柳
行
」

よ

り
）

と
い

う
四

点
に

な
る
こ

と
が

わ
か

る
。

そ
し

て

陸
機
の

楽

府
全

体
に

お

け
る

割
合

を

見
て

行
く
と
、

（

1
）

（

2
）

（

3
）

の

継
承

方
法
を

用

い

て
、

何
ら
か

の

形
で

前
代
の

作
品
を

ふ

ま

え

て

い

る

も
の

が
、

ほ

　

　
　
　

　
　
　

　

　
あ

　

ぽ

半

数
に

及
ぶ

の

で

あ
る

。

　

　
　

　

　

（

三
）

　

陸
機
の

前
代
作
品
に

お

け
る

継
承

方
法
は

、

先
に

見
た

通
り
で

あ

る

が
、

果
た

し
て

こ

の

よ

う
な

方
法
は

、

陸
機
独
自
の

も
の

な
の

で

あ
ろ
う
か

。

こ

の

こ

と

を

明
ら
か

に

す
る

た

め
に

、

以

下
に

陸
機
以

前
の

楽

府
制

作
者
た
ち

に

お

け
る

前
代
作
品
の

継
承
方
法
に

つ

い

て

見
て

行
く
こ

と
に

す
る

。

　

ま

ず
魏
武
帝
や

魏
文

帝
は

、

い

く
つ

か

の

先
行
研
究
に

よ
っ

て

論

じ

ら
れ
て

い

る

よ

う
に

、

前
代
の

作
品
を
ふ

ま
え
て

い

る

と
は

言
え

な

疇
　

次
に

建
安
の

七

子
で

あ
る

陳
琳
と
王

粲
に

は
、

数
は

少
な
い

が

そ

れ
ぞ

れ
一

首
ず
つ

「

飲

馬
長
城
窟
行
」

と

「

従
軍
行
」

が

あ
る

。

［

飲

馬

長
城

窟
行
」

1
青

青
河

畔
草

2
緜
緜
思
遠
道

3
遠
道
不

可

思

4
夙

昔

夢
見
之

5
夢
見
在
我
售

6
忽
覚
在
他

郷

7
他
郷
各
異

縣

8
輾
転
不

可

見

9
枯

桑
知
天
風

10
海
水

知
天
寒

11
入

門
各
自
媚

12
誰
肯
相
為
言

13
客
従
遠
方
来

14
遺
我
双

鯉
魚

15
呼

児
烹
鯉
魚

聡

中
有
尺
素
書

茸

長

跪
読
素
書

18
書
中
竟
何
如

19
上

有
加

餐
飯

20
下

有
長

相
憶

　

古

辞
（

『

文
選
』

巻
二

七
）

青
青
た

り

　
河

畔
の

草

緜
緜
と
し

て

遠
道
を

思
ふ

遠

道
　
思
ふ

可
か

ら

ざ
る

も

夙
昔

　
夢
に

之
を

見
る

夢
に

見
る

と

き
は

我
の

傍
に

在
れ
ど

も

忽
と

し

て

覚
む
れ
ば

他
郷
に

在

り

他
郷
は

各
々

縣
を
異
に

し

輾
転
す
る

も
見
る

可
か

ら
ず

枯
桑
は

天

風
を

知
り

海
水
は

天

寒
を
知
る

　

　

　
　
　

　
お

り

お
の

門
に

入

り
て

は

各

自

　
媚
び

誰
か

肯
て

相
ひ

為
に

言
は

ん

客
の

遠
方
従
り

来
り
て

我
に

双
鯉

魚
を

遺
る

児
を

呼
び

て

鯉
魚
を

烹
る

中
に

尺
素
の

書
有
り

長
脆
し

て

素
書
を

読
む

書
中
　
竟
に

何
如

上
に

は

餐
飯
を
加
へ

よ

と

有
り

下
に

は

長
く
相
ひ

憶
ふ

と

有
り

陳
琳

「

飲
馬

長
城
窟
行
」

（

『

玉

台

新
詠
』

巻
一
）
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1
飲
馬

長
城
窟

2
水

寒
傷
馬

骨

3
往
謂

長
城
吏

4
慎
莫
稽
留
太
原

卒

5
官
作
自
有
程

6
挙
築
諧
汝
声

7
男
児

寧
当
格
闘

死

8
何
能
拂
鬱
築
長
城

　
　
（

中
略
）

11
辺
城
多
健
少

12
内
舍
多
寡
婦

13
作
書
与
内
舍

14
便
嫁
莫
留
住

15
善
事
新
姑
嶂

16
時
時
念
我
故
夬
子

17
報
書
往
辺
地

18
君
今
出
語
一

何
鄙

（

以

下
略
）

　
　
　
　
　
　

み

ず

か

馬

を

長
城
の

窟
に

飲

ふ

水

　
寒
く
し

て

馬
骨
を

傷
ま

し

む

往
き
て

長
城
の

吏
に

謂
ふ

廩
み

て

太
原
の

卒
を

稽
留
す
る

こ

と

莫
れ

と

官
作
　
自
ら
程

有
り

築
を

挙
げ
て

汝
が

声
を

諧
へ

よ

と

男
児
は

寧
ろ

当
に

格
闘
し

て

死
す
べ

し

何
ぞ
能
く

怫
鬱
と
し

て

長
城
を

築
か

ん

と

辺
城
に

は

健
少
多
く

内
舍
に

は

寡
婦
多
し

書
を

作
り
て

内
舍
に

与
ふ

便
嫁
し

て

留
住
す
る
こ

と

莫
れ

盖
口

く
新

姑
嶂
に

事
へ

時
時

　
我
が

故
夫
の

子
を

念
へ

と

報
書

　
辺

地
に

往
く

君
の

今

　
語
を

出
だ

す
こ

と

の
一

に

何
ぞ

鄙
な

る

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

ず
か

　
陳
琳
は

、

冒
頭
で

「

馬
を

長
城
の

窟
に

飲

ふ
、

水

寒
く
し

て

馬
骨

を

傷
ま

し

む
。

往
き
て

長
城
の

吏
に

謂
ふ
、

慎
み

て

太
原
の

卒
を

稽

留
す
る
こ

と

莫
れ
と

。

官
作
自
ら
程

有
り、

築
を

挙
げ
て

汝
が

声
を

諧
へ

よ

と
。

男

児
は

寧
ろ

当
に

格
闘
し

て

死
す
べ

し
、

何
ぞ

能
く
怫

鬱
と
し

て

長
城
を

築
か

ん

と
。

」

と

し

て
、

古
辞
で

は

具

体

的
に

出

て

来
な
か
っ

た
、

兵
士

で

あ
る

夫
を

登

場
さ
ぜ

て

い

る
。

ま

た

夫
の

い

る

場

所
を

「

長

城
の

窟
」

に

設
定
し
、

そ
こ

で

の

兵
役
の

不

満
を

夫
に

語
ら
せ
、

そ
れ
に

対
す
る

役
人
の

返

事
を

詠
む

。

こ

の

よ

う

な

設
定
は

、

以

下
に

続
く

内
容
を

詠
み

や
す

く
す
る

た

め

の

も
の

で

あ

る

と

考
え
ら

れ

る
。

そ
の

内
容
は

、

妻
と

夫
の

手

紙
の

や

り

取
り

で

あ
る
。

古
辞
で

は
「

客
の

遠
方
従
り
来
り

て
、

我
に

双
鯉

魚
を

遺
る

。

児
を

呼
び
て

鯉

魚
を

烹
る

、

中
に

尺
素
の

書
有
り

。

」

と
、

妻
が

夫
か

ら

手
紙
を

受
け

取
る

だ

け
で

あ
る

が
、

陳
琳
の

作
品
で

は

「

便
嫁
し

て

留

住
す
る

こ

と

莫
れ

、

善
く
新

姑
嶂
に

事
へ

、

時

時

　
我
が

故
夫

の

子
を

念
へ

と
。

報
書

　
辺
地
に

往
く

。

君
の

今

　
語
を

出
だ

す
こ

と

の
一

に

何
ぞ

鄙
な
る

と
。

」

な
ど
と

あ
る

よ

う
に

、

夫
の

手
紙

に

妻
が

返

事
を

書
き、

夫
が

そ
れ
を

受
け
取
る

内
容
が

詠
ま

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

陳
琳
は

、

男
女
の

情
愛
の

様
を

詠
ん

だ

古
辞
の

主

題
を

継
承
し

、

こ

れ

を

表
現
す
る

方
法
と
し

て
、

古
辞
に

あ
っ

た

手
紙
の

や

り

取
り
か

ら

発
想
を

得
て

、

そ

れ
を

具
体
的
に

発
展
さ
せ

て

い

る

こ

と
が

わ
か

る
。

　

王

粲
の

「

従
軍
行
」

に

は
、

彼
以
前
に

断
片
し

か

現
存
し
て

い

な

い

が

左

延
年
の

「

従
軍
行
」

が

あ
る

。
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左

延
年
「

従
軍
行
一

（

引
『

楽
府
詩
集
』

巻
三

二

　
　
　

行
｝

楽
府
解
題
）

1
苦
哉
辺
地
人

2
一

歳
三

従
軍

3
三

子

到
敦
煌

4
二

子

詣
隴
西

5
五

子

遠
闘
去

6
五

婦

皆
懐
身

　
　
王

粲

1
従
軍
有

苦
楽

2
但
間

所

従
誰

3
所
従
神
且

武

4
焉
得
久
労
師

5
相
公
征
関
右

6
赫
怒
震
天

威

7
→

挙
滅
狸

虜

8
再

挙
服
羌
夷

9
西

収
辺
地
賊

10
忽
若
俯
拾
遺

苦
し

い

哉

　
辺
地
の

人

一

歳
に

三

た

び

従
軍
す

三

子
は

敦
煌
に

到
り

　
　
　
　
　
　
い

た

二

子
は

隴
西
に

詣
る

五

子
は

遠
く

闘
ひ

去
り

五

婦
は

皆
な

懐
身
す

「

従
軍
詩
五

首
」

11
陳
賞
越
丘

山

「

従
軍

　
　

其
「

（

『

文
選
』

巻
二

七
）

軍
に

従
ふ

に

苦
楽

有
れ
ば

但
だ

問
ふ

　

従
ふ

所
は

誰
ぞ
と

従
ふ

所
は

神
に

且
つ

武
な
れ

ぽ

焉
ん

ぞ

久
し

く
師

を

労
ふ

を

得
ん

相
公
の

関
右

を

征
す
る

や

赫
怒
と
し

て

天
威
を

震
ふ

一

挙
し

て

黛

虜
を

滅
ぼ

し

再

挙
し

て

羌
夷
を

服
す

西

の

か

た

辺
地
の

賊
を

収
へ

忽
か

な
る

こ

と

俯
し

て

遺
ち

た

る

を

拾
ふ

が

若
し

賞
を

陳
ぬ

る

こ

と
丘

山
に

越

ぎ

12
酒

肉
踰
川
岻

13
軍
中
多
飫
饒

14
人
馬

皆
溢

肥

15
徒
行
兼

乗

還

16
空

出
有

余
資

17
拓
地
三

千
里

18
往
返
速
若
飛

19
歌
舞
入
鄰

城

20
所
願

獲
無

違

21
尽
日

処

大
朝

22
日

暮
薄
言
帰

23
外
参
時
明
政

24
内
不

廃
家
私

25
禽
獣
憚
為
犠

26
良

苗
実
已

輝

27
竊
慕
負
鼎
翁

28
願
属

朽
鈍
姿

29
不

能
效
沮

溺

30
相
随
把
鋤
犁

31
孰
覧
夫
子

詩

32
信
知

所
言
非

酒
肉
は

川
坂

に

踰
え
た

り

軍
中
に

は

飫
饒
多
く

人
馬
は

皆
な

溢
肥

す

徒
行
は

乗
を

兼
ね
て

還
り

空
し

く

出
つ

る

も

余
資
有
り

地
を

拓

く
こ

と

　
三

千
里

往
返

　
速
き
こ

と

飛
ぶ

が

若
し

歌

舞
し

て

鄭

城
に

入
り

願
ふ

所
　

獲
て

違
ふ

無
し

日

を
尽

く
し

て

大
朝
に

処
り

日

　
暮
れ

て

薄
か

言
に

帰
る

外
は

時
の

明
政
に

参
じ

内
は

家
私
を

廃
ら

ず

禽
獣
　
犧
と

為
る
を

憚
る

も

良
苗
　

実
に

已

に

輝
れ
り

竊
か

に

負
鼎
の

翁
を

慕
ひ

願
は

く
は

朽
鈍
の

姿
を

は

げ賦
ま

さ

ん
こ

と
を

沮

溺
に

效
ひ

て

　
　
　
　
　
　
　
　ロ
こ

相
ひ

随
ひ

て

鋤
犁
を

把
る

能
は

ず

つ

ら

つ

ら
孰

　

夫
子
の

詩
を

覧
る
に

信
に

言
ふ

所
の

非
な
る

を

知
る
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王

粲
の

一

従
軍
詩
五

首
｝

其
一

は
、

魏
武
膏

が

建
安
二

十
年
か

ら

二

十
一

年
に

か

け
て

張

魯
や

孫
権

を

攻
め

た

時
、

侍
中

と

し

て

加

わ
っ

た

王

粲
が
、

魏
武

帝
の

た

び

重

な
る

戦

勝
を
こ

と
ほ

ぎ、

そ
の

よ

う
に

す
ぼ

ら

し
い

魏
武
帝
に

仕
え
る

我
が

身
の

志
を

詠
ん

だ

も
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

王

粲
の

「

従
軍
詩
五

首
一

は
、

王

粲

自
身
の

個
人
的
な

事
柄
を

詠
ん

で

お

り
、

左
延
年
と

戦
地
と

い

う
枠

組
み

は

共

通
す
る

も
の

の
・

そ
の

表

現
を

書
え
て

い

る

と

は

言
え

な

疇

　
曹
植

も
魏
武
帝、

魏
文
帝

ら
と

同

様
に

前
代
の

作

品
を
ふ

ま
え
て

い

な

い

作
品
が

多
い

が
、

前

代
の

作

品
に

何
ら
か

の

影

響
を

受
け
た

と

思
わ

れ
る

作
品
が

い

く
つ

か

あ
る

。

　
　
「

塘
上

行
」

1
蒲
生

我
池

中

2
其
葉
何
離
離

3
傍
能

行
仁
儀

4
莫
若

妾
自
知

5
衆
口

鑠
黄
金

6
使
君

生
別
離

7
念
君

去

我
時

8
独
愁
常
苦
悲

9
想
見
君
顔
色

10
感
結
傷
心

脾

11
念
君

常
苦
悲

古
辞

（

『

楽
府
詩
集
』

巻
三

五
）

　
　
蒲
は

我
が

池
中
に

生

ず

　
　
其
の

葉
　
何
ぞ

離
離
た

る

　
　
傍
の

能
く

仁

儀
を

行
ふ

も

　
　
妾
の

自
ら

知
る

に

若
く
は

莫
し

　
　
衆
口

は

黄
金
を

鑠
か

し

め

　
　
君
を
し

て

生
別

離
せ

し

む

　
　
君
の

我
を

去
り
し

時
を

念
ひ

　
　
独
り

愁
ひ

て

常
に

苦
し

み

悲
し

む

　
　
君
の

顔
色

を

見
る

こ

と
を

想
ひ

て

　
　
感
は

結
ぼ

れ
て

心

脾
を

傷
ま
し

む

　
　
君
を

念
ひ

て

常
に

苦
し

み

悲
し

み

12
夜
夜
不

能
驟

13
莫
以
豪
賢
故

14
棄
捐
素
所
愛

15
莫
以
魚
肉
賤

16
棄
捐
葱
与
薤

17
莫
以
麻
菓
賤

18
棄
捐
菅
与
耐

19
出
亦
復
苦
愁

20
入

亦
復
苦
愁

21
辺
地

多
悲
風

22
樹
木
何
修
修

23
従
君
致
独
楽

24
延
年
寿
千
秋

　
　

曹
植

1
浮
萍
寄
清
水

2
随
風

東
西

流

3
結
髪
辞
厳
親

4
来
為
君

子

仇

5
恪

勤
在

朝
夕

6
無
端
獲
罪

尤

7
在
昔
蒙
恩

恵

8
和
楽

如
瑟

琴

夜
夜
　
寐
ぬ

る
こ

と

能
は

ず

豪
賢
の

故
を
以
て

も
と
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ナ
　

つ

素
の

愛
す
る

所

を
棄
捐
る
こ

と

莫
か

れ

魚
肉
の

賤
し

き

を

以
て

　
　
　
　

　
す

　
つ

葱
と

薤
と

を

棄
捐
る

こ

と

莫
か

れ

麻
菓
の

賤
し

き
を

以
て

　
　
　
　

　
ナ

　
つ

菅
と

剃
と
を

棄
捐
る

こ

と

莫
か

れ

出
で

て

も

亦
た

復
た

苦
し

み

愁
ひ

入

り
て

も

亦
た

復
た

苦
し

み

愁
ふ

辺
地
に

悲
風

多
く

樹
木
　
何
ぞ
修

修
た

る

君
に

従
ひ

て

独
り
の

楽
し

み

を

致
し

年
を

延
べ

て

寿
は

千
秋
た

ら
ん

「

蒲
生

行
浮
萍
篇
」

　

　

　
（

『

曹
H

子亠
建

集
』

巻
六
）

浮
萍

　
清
水
に

寄
り

風
に

随
ひ

て

東

西
に

流
る

髪
を

結
び
て

厳
親
を

辞
し

来
り

て

君
子
の

仇
と

為
る

恪
勤
し

て

朝
夕
に

在
る

に

端
無
く
し

て

罪

尤
を

獲
る

在
昔
　

恩
恵
を

蒙
り

和
楽
し

て

瑟

琴
の

如
し
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9
何
意
今
摧
頽

10
昿

若

商
与

参

11
茱
萸
自
有
芳

12
不

若
桂
与
蘭

13
新
人

雖

可

愛

h
無
若
故
所

歓

15
行
雲
有
返

期

16
君

恩
儻
中
還

17
廉
鎌
仰
天
歎

18
愁
心

将
何
愬

19
日

月
不

恒
処

20
人
生
忽
若
寓

21
悲
風

来
入

懐

22
涙
下

如
垂

露

23
発
筺
造
裳
衣

24
裁
縫
親

与
素

　
　
だ

も

何
ぞ

意
は

ん

　
今
　
摧
頽
し

昿
と
し

て

商
と

参
の

若

く
な
る

こ

と
を

茱
萸
　
自

ら
芳

有
れ
ど

桂
と

蘭
と
に

若
か

ず

新

人
　
愛
す
可
き
と

雖
も

故
の

歓
ぶ

所
に

若

く
は

無
し

行
雲
は

返
る

期

有
り

　
　
　
あ
る

ひ

君
恩
は

儻

は

中
ご

ろ

還
ら
ん

鎌
廉
と
し

て

天
を

仰
ぎ
て

歎
じ

　
　
　

　

　

　
　
　

う
っ
た

涙 悲 人 日 愁
　 風 生 月 心

将
に

何
く
に

か

愬
へ

ん

と

す
る

恒
に

処

ら

ず

忽
と
し

て

寓
の

若
し

来
り
て

懐
に

入

り

　
　
下
り

て

垂

露
の

如
し

　
　
ひ

ら

篋
を

発
き
て

裳
衣
を

造
り

綾

と

素
と

を

裁
縫
す

　

曹
植
の

「

蒲
生
行
浮

萍
篇
」

は
、

「

塘
上

行
」

古
辞
の

冒
頭
に

「

蒲

は

生

ず
」

と

あ
る

の

を
題
名
と

す
る

の

で
、

「

塘
上

行
」

古

辞
と

関
連

が

あ
る

と

思
わ

れ

鷲
そ
の

内
容
は
、

古
辞
と

同
様
に

讒
言
に

遭
・

て

男

性
に

棄
て

ら
れ

た

女
性
の

嘆
き
を

、

時

間
の

流
れ
を

詠
み

込

む

な
ど
し

て

整
理
し
、

主

題
を

同
じ

く
し

な
が

ら

表
現
の

仕
方
を

変
え

て

い

る
こ

と
が

わ

か

る
．

　
そ
し

て

魏
明
帝
に

至
っ

て
、

彼
以
前
の

楽
府
制
作
者
に

は

な
か
っ

た

継
承

方
法
を

用
い

た

作
品
が

登

場
す
る

。

　
　

魏
明
帝

1
種
瓜
東

井
上

2
冉
冉
自
喩
垣

3
与
君
新
為
婚

4
瓜
葛
相
結

連

5
寄
託
不

肖
躯

6
有
如
倚
太

山

7
菟
絲
無
根

株

8
蔓
延

自
登

縁

9
萍
藻
託

清
流

10
常

恐
身
不

全

11
被
蒙
丘

山

恵

12
賤
妾

執
拳
拳

13
天

日

照
知
之

14
想
君
亦
倶
然 ［

種
瓜
篇
」　
（

『

玉

台
新
詠
』

巻
二

）

瓜
を
種

う
　

東
井
の

上

冉
冉
と
し

て

自

ら
垣
を

喩
や

君
と

新
た

に

婚
を

為
し

瓜
葛

相
ひ

結
連
す

不

肖
の

驅
を

寄
託
す
る

は

太
山

に

倚
る

が

如
く
な

る

有
り

菟
絲
に

は

根

株
無
き
も

蔓
延
は

自
ら

登
縁

す

萍
藻
は

清
流
に

託
し

常
に

身
の

全
か

ら

ざ
ら

ん

こ

と

を

恐
る

丘

山
の

恵
を

被

蒙
り

賤
妾

　

執
り

て

拳
拳
た

り

天
日

　
之
を

照
知
す

相
ふ

に

君
も
亦
た

倶
に

然
ら
ん

　
［

種
瓜

篇
」

は
、

新
婚
の

女
性
の

懐
い

を

詠
ん

だ

作
品
で

あ
る
が

、

こ

れ
は

以
下
に

挙
げ
る

曹
植
「

種
葛
篇
」

の

冒
頭
を
ふ

ま

え
て
い

る

も
の

で

あ
る

。
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曹
植
「

種
葛
篇
」

1
種
葛
南
山

下

2
葛
蔓
自
成
陰

3
与
君
初
婚
時

4
結
髪
恩
義
深

　
（

以
下
略
）

冒

頭
（

『

玉

台
新

詠
』

巻
二
）

葛
を

種
う

　
南
山
の

下

葛
蔓
　
自
ら

陰
を

成
す

君
と

初
め

て

婚
せ

し

時

結
髪

　
恩

義

　
深
し

　
こ

の

よ

う
に

魏
明

帝
は

「

種
瓜
篇
」

に

お

い

て
、

曹
植
の

「

種
葛

篇
」

の

冒
頭
を
ふ

ま

え
て
、

曹
植

自
身
の

思
い

が

託
さ

れ
て

い

る

棄

て

ら

れ
た

婦
人
の

思
い

を
、

新
婚
の

女
性
の

夫
に

対
す
る

思
い

に

変

え
て

い

る
こ

と
が

わ
か

孺

　

次
に

西

晋
を

代
表
す
る

楽

府
制

作

者
で

あ
る

傅
玄
に

つ

い

て

見
て

行
く

。
　
　
傅
玄

1
青
青
河
辺
草

2
悠
悠
万
里

道

3
草
生
在
春
時

4
遠
道
還
有
期

5
春
至

草
不

生

6
期
尽
歎
鉦…
士

尸

7
感
物
懐
思

心

8
夢

想
発
中
情

「

飲
馬
長
城

窟
行
一

　
　
　
（

『

玉

台

新
詠
』

巻
二
）

青
青
た

り

　
河

辺
の

草

悠
悠
た

り

　
万

里
の

道

草
の

生
ず
る

は

春

時
に

在
り

遠
道
　
還
る
に

期

有
り

春

至
る

も

草
は

生
ぜ

ず

期
尽
き
て

声
無
き

を

歎
く

物
に

感
じ
て

は

思
心
を

懐
き

夢
に

想
ひ

て

は

中
情
を

発
す

9
夢
君

如
鴛
鴦

10
比

翼
雲
間

翔

U
既

覚
寂
無

見

12
昿
如
参
与
商

13
河
洛
自
用

固

14
不
如
中
岳
安

15
回
流
不

及

反

16
浮
雲
往
自
還

17
悲
風
動
思

心

18
悠
悠
誰
知

者

19
懸
景
無
停
居

20
忽

如
馳
駆
馬

21
傾
耳
懐
音
響

22
転
目
涙
双
堕

23
生
存
無
会
期

24
要
君

黄
泉
下

君
を

夢
み

る
に

鴛
鴦
の

如
く
し

て

翼
を

比
べ

て

雲

間
に

翔

け
る

既
に

覚
む
れ

ば

寂
と

し

て

見
る

こ

と

無
く

昿
と
し

て

参
と

商
の

如
し

河

洛
は

自
ら
用
て

固
し

と

す
る

も

中
岳
の

安
き
に

如
か

ず

回
流

　
反
る

に

及
ぼ

ず

浮
雲

　
往
き
て

自
ら

還
る

悲
風

　

思
心
を

動
か

し

悠
悠
と
し

て

誰
か

知
る

者
ぞ

懸
景
　
停
居
す
る
こ

と

無
く

忽
と
し

て

駟
馬
を

馳
す
る

が

如
し

耳
を

傾

け
て

音
響
を

懐
ひ

目
を

転
じ
て

　
涙

　
双

堕
す

生

存
に

会
す
る

期
無
く

君
を

黄
泉
の

下
に

要
た
ん

　
傅
玄
の

継
承

方
法
と

し
て

特
筆
す
べ

き
も
の

は
、

魏
の

楽
府
制
作

者
が

前
代
作
品

を
ふ

ま
え

な
か
っ

た

の

に

対
し

、

作
品
に

よ
っ

て

強

調
す
る

部
分
は

異
な

る

が
、

漢
代
の

古
辞
に

模

擬
し
た

作
品
を

制
作

し

て

い

る

こ

と
で

繋
。

「

飲
馬

長
城

窟
行
」

で

は
、

古

辞
の

冒
頭

「

青
青
た

り

　
河
畔
の

草、

緜
緜
と
し

て

遠
道
を

思
ふ

。

」

を
、

「

青
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青
た

り

　
河
辺
の

草
、

悠
悠
た

り

　
万

里
の

道
。

」

と

し

て

ふ

ま

え
、

古

辞
に

あ
っ

た

妻
が

夫
か

ら

手
紙
を

受

け
取
る

と
い

う

内
容
を
カ

ッ

ト

し

て
、

そ
の

前

半
に

あ
っ

た

夫
を

思
う

妻
の

心

情
を

よ

り

細
か

く

詠
ん

で

い

る
。

　

以
上

よ

り、

陸
機
以

前
の

主

要

な
楽

府
制
作
者
の

継

承
方
法

を
ま

と

め

る

と
、

以
下
の

よ

う
に

な

舊

　
　
（

A
）

前

代
作
品
に

関

係
な
く

、

そ
れ

ぞ
れ

独
自
の

内
容
に

す

　
　
　

る
。

　
　
（

B
）

大
き
な

枠
組
み

（

場
な
ど
）

は

同
じ

で

あ
る

が
、

内
容

　
　
　

は

異

な
る

。

　
　
（

C
）

主
題
を

同
じ

く
し

な
が

ら、

表
現
の

仕
方
を

変
え
る

。

　

（

D
）

冒
頭
の

場
面

設
定
を
ふ

ま

え

な
が

ら、

そ
の

主

題
を

変

　
　
　

え

る
。

　

（

E
）

漢
代
古
辞
の

模
擬
的
作
品

　
こ

れ

ら
と

（

二
）

に

挙
げ
た

陸
機
の

継
承
方
法
を

比
べ

て

み

る

と
、

そ
の

形
式
は

陸
機
以
前
の

楽

府
制
作
者
た

ち
に

既
に

見
ら

れ
る

も
の

で

あ
る

こ

と

が
わ

か

る
。

し

か

し

個
々

の

作
品
を

詳
し

く

検
討

す
る

と
、

陸
機
に

お

け
る

独
自
性
が

明

ら
か

に

な
る

。

そ
れ
は
、

陸
機
以

前
の

楽
府
制
作
者
た

ち
が
、

（

C
）

、

（

D
）

の

継
承
方
法
を

用
い

た

場

合
に

は
、

主
に

そ
れ

ぞ
れ
の

作
者
の

懐
い

が

詠
ま
れ
て

い

な
い

非

詠

懐
的

作
品
を

制
作
し

て

い

た

の

に

対
し
、

陸
機
は

表

現
面
で

の

対
応

も
し

な

が

ら、

彼
自

身
の

懐
い

を

詠
じ

た

詠
懐

的
作

品
を

制
作
し

て

い

る

こ

と
で

あ

鷲

　

　

　

　

　

　
（

四
）

　

そ
れ

で

は

な
ぜ

、

陸
機
は

以
上

見
て

き
た

よ

う
な
継

承
方
法
を

用

い

て

楽
府
を

制
作
し

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

冒
頭
で

述
べ

た

よ

う
に

、

陸
機
の

楽
府
に

は

詠
懐
的
作
品
と
、

非
詠
懐
的
作
品
が

あ
る

が
、

こ

こ

で

は

そ
れ

ぞ
れ
の

場
合
に

分

け
て

考
察
す
る
こ

と
に

す
る

。

　

陸
機
の

詠
懐
的
作
品
の

う
ち
、

（

4
）

の

前

代
作
品

を

全
く
ふ

ま

え

ず
、

陸
機
独
自
の

内

容
に

す
る

も
の

は
、

魏
の

楽
府
制
作
者
の

継

承

方
法
を

受
け

継
ぐ
も
の

で

あ
る

が
、

こ

れ
ら
の

特
徴
と
し

て

「

上

留
田

行

詳
除

ミ

独
白
の

形

式
に

な
・

て

い

る

こ

と
が

あ
げ
ら

れ

る
。

そ

れ
に

対
し

て

（

1
）

に

分
類
さ

れ
る

作
品
で

は
、

「

短

紮
」

を

除
き、

作
中
人

物
が

設
定
さ

れ
て

い

る
。

こ

こ

か

ら

（

1
）

に

分

類
さ

れ
る

作
品
で

は
、

陸
機
が

前
代
作
品
を
ふ

ま
え
る

時
に
、

自
分

の

懐
い

を

語
ら
せ

る
こ

と

が
で

き
る

作
中
人
物
が

設

定
さ

れ

て

い

る

作
品
を

選
ん

で

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

こ

の

よ

う
な
ふ

ま

え

方
を
し

た

理

由
と
し

て
、

先
人
の

作
品
に

載
せ

れ

ば

自
分
の

懐
い

が

述
べ

や

す
か

っ

た

と

い

う
こ

と

が

言
え
る

で

あ
ろ

う
。

そ
し

て

こ

の

先
人
の

作
品
に

載
せ

れ
ぽ

自
分
の

懐
い

が

述
べ

や

す
か

っ

た

と

い

う
こ

と

を

考
え
る

と
、

（

2
）

に

分
類
さ

れ
る

「

駕
言
出
北
闕
行
哉

ぜ
「

順
東

西

門
行
」

の
、

宴
を

催
し

て

今
を

楽
し

も

う
と
い

う
主

題
は
、

「

古
詩
十

九
首
」

な
ど
に

見
ら

れ
る

も
の

で

あ
る
の

で
、

そ
こ

に

陸
機
自
身
の

懐
い

を

挿
入

す
る

こ

と
は

簡
単
で

あ
り、

（

1
）

の

よ

う
に

作
中

人

物
を

設
定
す
る

必
要
が

な
か
っ

た

と

言
う
こ

と

も
で

き
る

。

こ

れ
は

、
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（

1
）

に

分
類
さ

れ
る

「

短
歌
行
一

で
、

陸
機
以
前
の

作
品
に

は

様
々

な

内
容
が

詠
ま

れ
て
い

る

の

に

か

か

わ

ら

ず、

ふ

ま
え

る

対
象

を
「

時
の

推
移
」

を

冒
頭
に

詠
ん

で

い

る

魏
武
帝
二

首
の

其
堪

ジ
選

ん

で

い

る
こ

と
か

ら

も
言
え
る
。

ま

た

（

3
）

の

「

君

子
行
」

も

古

辞
の

「

君

子
は

未
だ

然
ら
ざ
る

を

防
ぐ
。

」

と
い

う
表

現
か

ら

浮
か

ぶ

内

容
が

あ
っ

た

か

ら、

作
中
人

物
を

設

定
し

な
か
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

（

4
）

に

分
類
さ

れ
る

作
品
の

特
徴
で

あ
る

独
白
の

形

式
を

取
り
、

自
ら
の

懐
い

を

述
べ

る

の

は
、

魏
武
帝、

魏
文
帝
ら
の

楽
府
制

作
の

特
微
で

も

あ
り
、

（

1
）

に

分
類
さ
れ

る

作
品
の

特

徴
で

あ
る

作
中

人
物
を

設
定
し

て

自
ら

の

懐
い

を

述
べ

る

の

は
、

曹

植
の

特
徴
で

あ
っ

た

恭
で

し

て

傅
玄
は

非
詠
懐
的
作
品
の

み

で

あ
っ

た

が
、

前
代

作

品
を

模
擬
す
る
と
い

う
制
作
方
法
を

提
示
し

た
。

こ

の

よ

う

な
先

人
の

継
承

方
法
と

、

制
作
方
法
が
ま

ず
あ
り

、

陸
機
は

、

先
人
の

特

微
を

自
分
の

懐
卦

が

述
べ

や

す
い

よ

う
に

う

ま
く

利
用
し
、

融
合
さ

せ

て
、

詠
懐
的
作
品
を
制
作
し
た

と

言
え
る

。

そ
し

て

こ

の

よ

う
に

し

て

楽
府
を

制
作
す
る
こ

と
に

よ
っ

て
、

陸
機
自
身
の

懐
い

を
よ

り

深
く
聞
き
手
（

読
み

手
）

に

伝
え
よ

う
と

す
る

目
的
が

あ
っ

た
の

で

あ
ろ

う
。

　

ま
た

陸
機
以
前
の

楽
府
制
作
者
が

、

非
詠
懐
的
作
品
の

場

合
に

し

か

前
代
の

作
品
を
ふ

ま
え
る

も
の

を

制
作
し

な
か
っ

た

の

に

対
し

、

陸
機
は

詠
懐
的
作
品
に

お
い

て

も

前
代
の

作
品

を
ふ

ま

え
て

い

る
。

お

そ

ら

く
彼
は

そ

れ
に

よ
の、

て
、

新
し
い

楽

府
制
作
の

態
度
を

表
し
、

聞
き
手
（

読
み

手
）

に

対
し

て

文
才
を
示

す
こ

と
が

で

き
る

と

考
、

兄

て

い

た
の

で

あ
ろ

う
。

　
こ

の

文
才
を

示

す
と
い

う
こ

と
は

、

非
詠
懐
的

作
品
に

お
い

て

顕

著
に

示

さ

れ
て

い

る
。

模
擬
作
品
と
し

て

非

詠
懐
的

作
品
を

制
作
す

る

こ

と

が
、

傅
玄
に

よ
っ

て

行
わ
れ

る

よ

う
に

な

り
、

陸
機
も
そ
の

影
響
を

受
け
て

い

る

と

考
え

ら
れ
る

が
、

陸
機
は

傅
玄
の

よ

う
に

完

全
に

模
擬

す
る

の

で

は

な

く

二

畠
東
南
隅
行
」

垂
古
辞

や

傅
玄

が

羅
敷
に

つ

い

て

詠
ん

で

い

た
の

に

対
し

、

そ
の

冒
頭
を

ふ

ま
・

κ

な

が

ら、

内

容
を

全

く
変
え

て

高
台
の

美
女
に

つ

い

て

詠
む

な
ど

、

何

ら
か

の

形
で

前
代
作
品
を

ふ

ま

え
な
が

ら
も

、

陸
機

独
自
の

も
の

を

詠
も

う
と

し

て

い

殤

　
こ

の

よ

う
に

陸
機
は
、

楽
府
を

制
作

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

自
ら

の

懐
い

を

伝
え
る

と
と

も
に
、

そ

の

文

才
を
示

す
こ

と
を

目

的
と

し

て

い

た

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

で

あ
ろ

う
。

　
（

注
）

1
　
詠
懐
的
作
品
と

非
詠
懐
的

作
品
の

分
類
は
、

　
る

。

詠
懐

以
下
の

通
り

で

あ

飲
馬
長
城
窟
行、

門
有
車
馬

客
行、

長
安
有
狭
邪
行、

短
歌
行

、

籀
上

行、

猛
虎
行

、

順
東
西

門
行

、

駕
言

出

北
闕
行

、

君

子
行、

上

留

田
行、

悲
哉
行、

月
重

輪
行、

董
逃
行

、

梁
甫
吟

、

予

章
行

、

折
楊
柳
行、

秋
胡
行、

隴
西

行
、

長
歌
行

、

太
山

吟、

呉
趨
行、

東
武

吟
行、
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君
子

有
所
思

行、

斉
謳
行

、

鞠

歌
行、

日

重
光

行

　

非
詠
懐

　
日

出

東
南
隅

行、

苦
寒
行、

従
軍
行

、

燕
歌
行

、

挽
歌、

　
　
　
　
　

前
緩
声
歌

、

健

仔
怨

、

櫂
歌
行

2
　

注
1
に

挙
げ
た

作
品
の

う

ち
、

呉

趨
行

、

東
武

吟
行

、

君

子
有

　

所
思
行

、

斉
謳
行、

鞠
歌
行

、

日

重
光
行

、

悲
哉
行
を
除

く
も
の

　

が
、

前
代
に

同

題
及
び

関
連
の

あ
る

作
品
が

現
存
し

て

い

る
。

3
　

陸
機
の

時
代
に

は
、

漢
・

魏
の

古
曲
を

本
歌
と

し

て

制
作
さ
れ

　

た

歌
辞
が

楽

府
で

あ
っ

た
。

増

田

清
秀
氏

『

楽

府
の

歴
史

的

研

　

究
』

（

創
文
社
　
一

九
七
五

　
七

頁
）

参
照

。

4
　
魏
明

帝
「

苦

寒
行
」

（

『

楽

府
詩
集
』

巻
三

三
）

は
、

出
征
し

た

　

彼
が

魏
武
帝
に

関
わ
る

地

を
見
た

際
の

感
慨
を

詠
ん

だ

作

品
で

あ

　
る

。

5
　
佐
藤
利
行
氏
は

、

『

西

晋
文

学
研
究
』

（

白
帝
社

　
一

九
九
五

　
四

六
六

頁
）

に

お

い

て
、

陸
雲
が

「

南
征
賦
」

を

陸
機
に

添

削
し

　
て

も
ら
っ

た

こ

と
に

関
し

て
、

草
稿
と

完
成

稿
を
比

較
し

、

そ
の

　
添
削
過
程
に

お
い

て
、

も
と
の

二

句
を
そ
の

ま
ま

利
用
し

て
、

そ

　
れ
ぞ

れ
に

新
し
い

句
を
配
し

て

四

句
に

し

て

い

る

と

指
摘
さ
れ
て

　
い

る
。

こ

の

場
合
も

、

こ

の

よ

う

な
句

数
の

増
添
方

法
が

働
い

た

　
の

か

も
し

れ

な
い

。

6
　
全
作
品
を
分
類
す
る

と

以

下
の

よ

う
に

な

る
。

　
（

1
）

飲
馬
長
城
窟
行

、

門
有
車
馬

客
行

、

長
安
有
狭
邪
行

、

短

　
　
　
　

歌
行

、

塘
上

行
、

猛

虎
行
　
日

出
東

南
隅
行

　
（

2
）

順

東
西

門
行

、

駕
言
出
北
闕
行
　
苦
寒
行、

従
軍
行、

燕

　
　
　
　

歌
行

、

挽
歌

、

前
緩
声
歌、

睫
仔

怨

　
　
（

3
）

君
子

行

　
　
（

4
）

上

留
田

行
、

月

重
輪

行、

董
逃

行、

梁
甫
吟、

予
章
行

、

　
　
　
　

折

楊
柳
行、

秋
胡
行、

長
歌

行、

太
山

吟

　
櫂
歌
行

7
　
植

木
久

行
氏
は
、

「

曹
操

楽
府

詩
論

考
」

（

『

中
国

学
論

集
』

　
所

　

収

　
竜
渓
書

舎
　
「

九

七
四

　
「

〇
六

頁
）

に

お
い

て

「

曹
操
は
、

　

模

擬
作
品
を

多
作
し

な
が

ら、

歌

辞
内

容
の

面
で

は
、

全
く
新
鮮

　

な

詩
句
を
吐

露
す
る
。

そ

れ
は

、

時
に

は
、

全

く

古
辞
内
容
と
の

　

脈
絡
を

も
た

ぬ

作
品
と

な
り

、

ま

た
、

時
に

は
、

既
成
の

古
辞
内

　

容
に

知

識
人
と

し

て

の

理
性
に

基
づ

く

責
務
や
理

想
を

加
え
た

作

　

品
と

も
な
っ

て
、

強
い

論
理

性
を

帯
び

る

こ

と

に

な

る
。

」

と

指

　

摘
さ

れ
て

い

る
。

ま
た

鈴
木
修

次
氏
は
、

『

漢
魏
詩
の

研
究
』

（

大

　

修
館
書
店

　
一

九
六

七

　
四

九
九
頁
）

に

お
い

て
、

建
安
の

文
人

　
た

ち
は

「

楽

府
題
を
共
に

す
る

作
品
が

、

題
名
が

同
じ
で

あ
る

か

　
ら
と
い

っ

て
、

共

通
の

詩
的
主

題
を

有
す
る

と

は
、

一

般
的
に

は

　
考
え

ら
れ

な
い

。

た

だ
、

謳
わ

れ

る

曲
名
を

、

た

ま
た

ま
と

も
に

　
し

た

と
い

う
て

い

ど

に

と

ど
ま

る

よ

う
で

あ
る

。

」

と

指
摘
さ

れ

　
て

い

る
。

8
　
王

粲
「

従
軍
行
」

其
二

か

ら

五

も
戦
地
に

お

け
る

個
人
的

事
柄

　
を

詠
ん

だ

作
品
で

あ
る

。

9
　
曹
植
「

蒲
生

行
浮

萍
篇
」

は
、

『

玉

台
新
詠
』

巻
二

な
ど
で

は

　
「

浮

萍
篇
」

と

な
っ

て

い

る
。

10
　
魏
明

帝
の

作
風
に

つ

い

て

は
、

鈴
木
修

次
氏
が

『

漢
魏

詩
の

研
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究
』

（

大
修
館
書
店

　
一

九
六

七

　
六

七

七

頁
）

に

お
い

て

「

発
想

　
に

お
い

て

も
、

用
語
に

お

い

て

も
、

模
倣
が
め

だ

ち
、

な
お

そ
の

　
作
品
に

流
れ
る

統
｝

的
抒
情
牲
が

な

く、

し

ば
し

ば
代
作
を

予

想

　
さ
せ

る
。

」

と

指
摘
さ
れ

て

い

る
。

11
　

傅
玄
の

楽
府
に

つ

い

て

は
、

岡
村

貞
雄

氏
「

楽
府
題
の

継
承
と

　
傅
玄
」

（

『

支
那
学
研
究
』

三

五

　
一

九
七

〇
）

や
、

藤
井
守
氏

　
「

西

晋
時
代
の

楽
府
−

陸
機
を

中
心
と
し

て

ー
一

（

『

広
島
大
学

文

　
学
部
紀
要
』

三

六

　
｝

九

七
六
）

に

詳
論
が

あ
る

。

12
　

陸
機
以
前
の

主

要
な

楽
府
制
作
老
の

継
承
方
法
は

以
下
の

よ

う

　
に

な
る

。

（

A
）

魏
武
帝
　
善
哉
行

、

歩
出
夏
門

行
、

薤
露、

蒿
里

行、

陌
上

　
　
　
　
　
　
　
桑

、

秋
胡
行

　
　
　
魏
文
帝
　
善
哉
行

、

折
楊
柳
行、

秋
胡
行、

猛
虎
行、

飲
馬

　
　
　
　
　
　
　
長
城
窟
行

、

艶
歌
何

嘗
行

、

短
歌

行、

陌
上

桑、

　
　
　
　
　
　
　
月
重
輪
行

曹
植

魏
明

帝

岱

康
傅
玄

（

B
）

王

粲

　
　

曹
植

薤
露、

鍜
鮒

篇、

吁
嗟
篇

、

丹
霞
蔽
日

行、

怨
詩

行
、

怨
歌
行

、

予
章
行

、

箜
篌
引

善
哉
行

、

歩
出
夏
門
行

、

短

歌
行

、

長
歌
行

秋
胡
行

艶
歌
行
有
女
篇、

短
歌
行、

長
歌
行

、

予

章
行、

放
歌
行

、

惟
漢
行

、

董
逃
行
歴

九
秋
篇

従
軍
行

当
来
日

大
難

（

C
）

（

D
）

（

E
）

魏
明
帝

陳
琳

曹
植

魏
明
帝

傅
玄

魏
明
帝

傅
玄

傅
玄

13
　
曹
植
「

蒲
生
行
浮
萍
篇
」

　
植
の

懐
い

が

託
さ

れ
て

い

る

が
、

　
表
現

面
で

の

対
応
を

強
く
呈
し

て

い

な
い

。

　
珪

機
と

区
別
し

て

い

る
．

14
　
陸
機
「

上

留
田

行
」

（

『

陸
士

衡
文
集
』

巻
七
）

　
　
　
嗟
行
人

之
藹
藹、

駿
馬

陟
原
風
馳、

軽
舟
汎
川
雷

邁

　
　
　
寒
往
暑

来
相
尋、

零
雪

霏
霏
集
宇

、

悲
風
徘
徊
入

襟

　
　
　
歳
華
再
再
方
除、

我
思

纏
綿
未
紵

、

感
時
悼
逝
悽
如

15
　
陸
機
「

短

歌
行
」

（

『

文
選
』

巻
二

八
）

苦
寒
行

飲
馬
長

城
窟
行

蒲
生
行
浮
萍
篇

燕
歌
行

、

月
重

輪
行

怨
歌
行
朝
時
篇

、

秦
女
休
行

種
瓜
篇

墻
上

難
為
趨

（

秋
胡
行
二

首
）

、

飲
馬
長

城
窟
行、

艶
歌
行

、

美

女
篇

　
　
　
　
　
や

「

美
女
篇
」

な
ど
は

、

女
性
に

曹

　
　
　
　
　
　
　
陸
機
の

よ

う
に

前
代
の

作
品
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の

意
味
に

お

い

て

置
酒
高
堂、

時
無
重

至、

来
日

苦
短、

楽
以
会

興、

我
酒
既
旨

、

悲
風
臨
觴

、

華
不

再
陽

、

去
日

苦
長

、

悲
以
別

章
、

我

肴
既
臧

、

人

寿
幾

何
、

蘋
以
春
暉

、

今
我
不

楽
、

豈
日

無
感

、

短
歌
有
詠、

逝
如
朝
霜

蘭
以
秋
芳

蟋
蟀
在

房

憂
為
子
忘

長

夜
無
荒
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16
　
陸
機
「

駕
言

出
北

闕
行
｝

（

『

陸
士

衡
文

集
』

巻
七
）

　
　

　

駕
言
出

北

闕、

躑
躅
遵
山
陵、

長
松

何
鬱
鬱

、

丘

墓
互

相
承

　
　

　

念

昔
徂
歿
子、

悠
悠
不

可

勝、

安
寝
重
冥
廬

、

天

壌
莫
能
興

　
　

　

人

生
何
所
促、

忽

如
朝
霜
凝

、

辛
苦
百

年
間

、

戚
戚
如
履
冰

　
　

　

仁

知
亦
何
補

、

遷
化
有
明

徴
、

求
仙
鮮
克
仙、

太
虚
不

可

凌

　
　

　

良

会
轄
美
服

、

対
酒

宴
同
声

　
　

陸
機
「

順

東
西

門
行
」

（

『

陸
士

衡
文
集
』

巻
七
）

　
　

　

出
西

門、

望
天

庭、

陽
谷
既

虚
晦
磁

盈

　
　

　

感
朝
露、

悲
人
生

、

逝
者

若
斯
安
得
停

　
　

　

桑
枢

戒、

蟋
蟀
鳴、

我

今
不

楽
歳
聿
征

　
　

　
造

未

莫、

及
世

平、

置

酒
高
堂

宴
友
生

　
　

　
激

朗
笛、

弾
哀

筝、

取

楽
今
日

尽

歓

情

17
　
魏
武

帝
「

短
歌
行
」

冒

頭

（

『

文
選
』

巻
二

七
）

　
　

　
対

酒
当

歌、

人

生
幾
何、

譬
如
朝

露、

去
日

苦
多

18
　
こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

佐
藤

大

志
氏

「

鮑

照
楽

府
詩
の

特
質
」

　
　
（

『

中

国
中
世
文
学

研
究
』

二

八

　
一

九

九
五
）

に

既
に

指
摘
さ

　
れ

て

い

る
。

19
　

陸
機
「

日

出
東

南
隅
行
」

冒

頭
（

『

文
選
』

巻
二

八
）

　
　

　
扶
桑
升

朝
暉

、

照
此
高
台

端、

高
台

多
妖

麗、

邃

房
出

清
顔

　
　

　
「

陌
上

桑
」

古
辞
冒
頭
（

『

楽
府
詩
集
』

巻
二

八
）

　
　

　
日

出
東
南
隅、

照

我
秦
氏

楼、

秦
氏

有
好
女

、

自

名
為

羅
敷

20
　
例
え
ば

「

燕
歌
行
」

（

『

陸
士

衡
文

集
』

巻
七
）

で

は
、

魏

文
帝

　
の

二

首
に

大
き
く
拠

り
な

が

ら、

夫
を

思
う

妻
の

様
子
を

変

化
さ

せ

て

い

る
。
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