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書 評

郭
沫

若
著

「李
白
与

杜
甫
」

の

「美

干
杜
甫
」

に

つ
い
て

安

東

俊

六

文
化

大
革

命

期

の
沈
黙

を
最

初

に
破

っ
て
本
書

が

刊
行

さ
れ

た
と
き

、

本
書

は
興
奮

に
も
似

た
異
常

な

関
心

を
も

っ
て
迎
え

ら
れ

た
。

そ

れ

は
、

文

化
大
革

命

中

に

「
破

四

旧
」

や

「
反

動
的

学
術
権

威

打
倒

」
な

ど

の

ス

ロ
ー

ガ

ン

の
も

と

に
次

々
と
批

判

・
否
定

さ

れ
た
学

術
研

究
が
、

今
後

い

か
な

る
方

向
を

た

ど
る

の
か

と

い
う

、
尽

き
な

い
関

心

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

殊

に
、

著
者

郭
沫

若
氏

は

、
文
化

大
革

命

の
渦
中

に

お

い
て
、
劇

的
な

自

己
批

判
を
行

っ
て
衝
撃

を

与

え
た
人

で
あ

っ
た
だ

け

に
、
弥
増

し

に
注

目
を

集

め
、

み
な

こ
ぞ

っ
て
、

こ
の
大
学

者

が
、
文

化
大
革

命
中

に

学
者

に
集

中

さ
れ

た
数

々
の
批

判

を

い
か
な

る
形

で
消
化

吸
収

し
、

自
己

批

判

後

の
研
究

を

い
か
な

る

形

で
結
実

さ

せ
た
か
を

さ
ぐ

り

と
ろ
う

と
し

た

の
で
あ

っ
た
。

し

か

し
、

そ

の
期
侍

か
あ

ま
り

に
も
大

き
す

ぎ

た
た

め

で
あ

ろ
う

け

れ
ど
も

、
本
書

の
問

題

点
の
設
定

の
仕
方

は
、
本
書

の
壁

頭

に
掲

げ

る
毛
主

席
語

録

の
立
場

を

ほ

は
生

の
ま
ま
踏

襲
し

た
も

の
で
あ

っ

て
、

そ

れ
は

必
ず

し
も

わ
れ

わ
れ

に
満

足

の

い
く
解

答

で
は
な

か

っ
た
。

ま

た
そ

れ
は

、
本
書

を

貰
く

人
民

畦
を
問

う

と

い
う

視
点

が

、
李
白

と
杜

甫

の
文

学
を

論
ず

る
場

合

の
視
点

・㌧
て
も

っ
と
も

適

切
な
も

の
で
あ

る

か
ど
う

か

の
検
討

を
経

て
採

用
さ

れ
h
∵
u
の
で
は
な

く

、
む

し
ろ
視

点

の

ほ
う

が
先

行
し

て
、

こ
の
視
点

に
よ

っ
て
李
白

と
杜
甫

と
を

見

る
と

ど
う

な

る
か

と

い
う

、

い
わ

ば
わ

が
国

で
は
あ

ま
り

採
ら

れ
な

い
方
法

で
あ

っ

た

こ
と

に
も
よ

る
。

こ
う

し

た
方
法
論

の
違

い
は
、
当

然

の
こ
と
な
が
ら
、

自

ら
我

々
と
は
、
論

究

の
重
点

の
置

き

ど

こ
ろ

の
違

い
を
生

み

、
あ

る
種

の
論
証

で
は
多

少
無

用

も
し
く

は

冗
長

で
は

な

い
か
と
思

わ

せ
る
し

、

又

逆

に
言

及

が
足
り

な

い
の

で
は
な

い
か

と
思

わ
れ
る

点
も
多

く

生
じ

て

い

る
。

し

か
し

こ
れ

ら
に

つ

い
て

こ

こ
で
論

ず

る

こ
と
は
避

け
た

い
。
す

て

に

こ
れ
ら

の
点

に

つ
い
て

は
、
森
瀬

寿

三

『
書

評

・
郭
沫

若
著

「
李

白

と

杜

甫

」
』

(野
草
八
号
)
。

箆

久
美

子

『
書

評

・
郭

沫
若

「
李
白
与

杜

甫
」
』

(中
国
文
学
報
第
二
十
三
冊
)
。

入

谷
仙
介

「郭

沫
若

先
生

の
杜

甫
観

」

(野
草
十

号
)

他

の
言

及

が
あ

っ
て
、

こ
れ

で
充

分

で
あ

る

と
考

え
る
か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
以

上

に

こ

の
点

に

つ
い
て
言

及
す

る

こ
と

は
、
も

は

や
、

視
点
を

異

に
す

る
も

の

で
あ

れ

ば
当
然
持

ち
う

る

異
論

を
披
歴

す

る

こ
と
に

ほ
か
な

ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、

そ

れ
も
わ

が
国

に

お
け
る

研
究

の
常
識

の
域

を
出

な

い
浅

学

の
力

で
は
、

無
意

味

に
近

い
と
考

え
る

か
ら

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
こ

こ
で
は
、

本
書

が
試

み

た
多

く

の
考
証

に
啓
発
さ
れ
て
、

本

書

が
引

用
す

る
二
篇

の
詩

に

つ
い
て
疑
問

を
提

出
し

て

み
た

い
。

そ

の

164



第

一
は
、

「
自

京
赴

奉
先

県

詠
懐
」

詩

が

い

つ
作

ら
れ

た
か

と

い
う

疑
問

で
あ

り
、
第

二
は
、

「
秋

日
菱

府
詠

懐
」

詩

に
お
け

る
解

釈
上

の
疑

問

で

あ

る
。

念

の
た

め

に

こ
と
わ

っ
て
お
か
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
の
は
、

私

の

力

を
も

っ
て
は
疑

問

の
指

摘

が

「
美

干
李

白
」

に

及

べ
な

か

っ
た

こ
と

で

あ

り
、

私

が

こ
こ
に

と
り
あ

げ

た

「
美
干
杜

甫

」

に
引

用

さ
れ

る
二
篇

の

詩

も
、

論
述

の
上

で
鍵

を

握

る
と

い
っ
た
重
要

な

い
み
を

も

つ
詩

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
毛

を
吹

く

の
感

を
ま

ぬ

が
れ

が
た

い
の

で
は
あ

る
け

れ

ど
も

、
し

か
し

、
第

一
の
点
は

、
杜
甫

の

「
自
注

」

の
信

愚
性

と

王
株
本

「
杜

工
部
集

」

の
性
格

と

に
関
連
す

る
問
題

を
含

む

も

の

で
あ

り

、
第

二

の
点

は
、
本
書

に
お
け

る
着

眼

と
し

て
は
最

も
斬
新

で
興

味
あ

る

、
杜
甫

の
仏
教

信
仰

の
問

題

と
か

か
わ

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、

あ

え
て

こ

こ
に
と

り
あ

げ

て
検
討

を
加

え

て
み

る

こ
と
に
し

た
。

郭
沫

若

氏

は
、
杜

甫

の
解
褐

の
官
を
太

子
右

衛
率

府
胃

曹
参

軍

と
す

る

(平
装
本

「李
白
与
杜
甫
」
一
六
〇
頁
〉
。

こ
れ

は

「
新

唐
書

」

の
説
を

採
用

し
た

も

の
で
あ

っ
て
、
郭

氏

は
あ
え

て

、

こ
ん
に
ち

わ

れ
わ
れ

が

ほ
ぼ
常

識
的

に
採

用
し

て

い
る

「
自

注
」

の
太

子
右

衛

率
府

兵
曹

参

軍

の
説

を
採

ら
な

い
。

周

知

の
と

お
り

、

い
わ

ゆ
る

「
自

注
」
な

る
も

の
は
、
杜
甫

が
自

ら

ほ
ど

こ
し

た
も

の
と

伝
え

ら

れ
る
注
記

の

こ
と

で
あ

っ
て
、

一
九

五

七
年

に
上
海

の
商

務
印
書

館

が
覆
製

し

た
、
杜

甫

の
集

の
諸
本

の
祖

で
あ

る
北

宋

の
王

沫

の
編
纂

に
な

る

「
宋
本

杜

工
部
集

」

(以
下
宋
本
と
い
う
)
に

、
す

で
に
双

行

の
わ
り

注

と
し

て
見

ら
れ

る
も

の

で
あ

る
。

「
兵
曹
参

軍
」

の

注
記

は

、
宋
本

巻

九

・
「
官
定

後

戯
贈

」
詩

の
題

下

に
、

「時

免
河

西
尉

為

右
衛

率

府
兵
曹

」

と
見

え

る
も

の

で
、

従
来

こ
れ
を
杜

甫
が

自
ら

注
記

し

た

も

の
と

み

て
、
起

家

の
官

を

い
う

場
合

の
根

拠

と
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

い
う

ま

で
も
な

く

、
郭

氏

が

こ

の

「
自
注

」
を

疑

っ
て
あ

え

て
採
用

し
よ

う

と

し
な

い
の
は
捺

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
て

の
こ
と

に
ち

が

い
な

い
が
、
残

念

な

が
ら

、

そ

の
判
断

の
根
拠

と
な

っ
た
資
料

は
提

示
さ

れ

て

い
な

い
。

と

こ
ろ

で
、

い
ま

こ
こ

の
場

合

、

「
自
注
」

・

「
新
唐
書

」

ど
ち

ら

の

説
を

採

用
す

べ
き

か

、
そ

の
判
定

は

一
応
置

く
と

し

て
も

、

い
わ

ゆ
る

「

自
注

」

な

る
も

の

が
は

た
し

て
本

当

に
自
注

で
あ

る

の
か
ど
う

か
を

原
点

に
た
ち

か

え

っ
て
疑

っ
て

み
る

こ
と

に
は
、

私
も
多

大

の
興
味
を
覚

、え
る
。

そ
し

て

こ
の

「
自
注

」
の

信

葱
性

を
究

明
す

る

こ
と

は
、
杜
甫

の
研
究

を

す

す

め
る
う

え

に
必
須

の
底

本

た
る

べ
き

「
宋
本

」

の
性
格

を
考

え

る

に

あ

た

っ
て
も
、

重
要

な

意
味

を

も

つ
も

の
で
あ

る
と
考

え

ら

れ
る
。

「
自
注

」
な

る

も

の
を
詳

細

に
検
討

し

て

み
る
と

き
、
そ

の
中

に

明
ら

か

に
自
注

で
な

い
も

の

が
混

入

し

て

い
る

こ
と
は
、

「
大
雲

寺
賛

公
房

」

詩

(黍

巻
一
)

の
題

下

に

「
同

作

四
首
、
其

二
在
別

巻
」
と
あ
る
こ
と
や
、

「
述
懐

」
詩

(宋
本
巻
二
)

の
題

下

に

「
此
已

下
自

賊
中

窟
帰

鳳
翔

作
」

と

あ

る

こ
と
な

ど

が
物

語

る
と

お
り

で
あ

っ
て

、
郭
氏

が

「自

注

」

に
疑

い

を

懐

か

れ

た

の
も

領

け

る

こ

と

が
あ

る
。
し
か
し

、
「
兵
曹

参

軍
」

と

い

う

自
注

に
疑

い
の
目

を
向

け

ら
れ

た
郭
氏

は

、
そ

の
す
ぐ

後

に
引
用

さ

れ

る

「自

京
赴

奉

先
県

詠
懐

」
詩

(平
装
本

一
六

一
頁
⊥

六
二
頁
)

の

「
自

注
」

に

つ
い
て
も
疑

い
を

懐

か

れ
る

べ
き

で
は
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

か
。

こ
の

詩

の
注
記

は
、

「
官

定

後
戯

贈
」

詩

の
「
自

注
」
よ
り
更

に
多

く

の
問

題
を

含

ん

で

い
る

よ
う

に
私

に

は
思

わ
れ

る
。

「
宋
本

」

の
覆
製

を

企
画

遂
行

さ

れ
た
張

元
済
氏

の

「
宋
本

」

の
蹟

に

よ

れ
ば

、

「
宋
本

」

の
巻

一
は
、
王

現
本
を

汲
古
閣

毛

氏

が
影
写

し
た

版

本

に
依

っ
た
も

の
で
あ

る
。

と
す

る
と

、
宋
本

巻

一
に
収

録

さ

れ
る

「
自

165



京
赴

奉
先

県

詠
懐

」
詩

の
題

下

の

「
天
宝

十

四
載

十

一
月

初
作

」

と

い
う

注

記

は
、

疑

っ
て

み
る
な

ら

ば
、
杜

甫

の
自
注

だ
と

考
え

ら
れ
る
ほ
か
に
、

王

沫

(
も
し
く
は
偽
托
し

た
別
人

)
の
注

記
あ

る

い
は

王
瑛

の
注
記

の
、
こ
の

二

つ
の
場

合
も

考
え

ら

れ
る

わ
け

で
あ

る
。
結

論
を
先

に
言

え
ば

、
こ
の

「

天
宝

十

四
載

十

一
月

初
作

」

と

い
う

注
記

は
、
断
定

す

る

に
足

る
資

料

に

は
欠

け

る
け

れ
ど

も
、
杜

甫

の
自
注

で
あ

る
と

い
う

よ

り
も

、
む
し

ろ
後

二
者

の
注
記

の

い
ず

れ

か

で
あ

る
可
能

性
を

よ
り
確

率
高

く
も

つ
よ
う

に

思

わ

れ

る
。

と

い
う

の
は
、
自

注

と

み
な

す

に
は
あ

ま
り

に
も
否

定

的

な

要

素

が

い
く

つ
か
指

摘

で
き

る

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
第

一
の
点

は
、
製

作
年

月

を
記
し

た

こ

の
注

記

の
特
異

さ

に
関

し

て

の
疑

問

で
あ

る
。
「
宋
本

」

に

お
け
る

題
下

の
注
記

を

一
覧
し
て
み
る
に
、

製
作

年
月

を

注
記
す

る
詩

は
わ
ず

か

に
四
首

し
か

な

い
。

就
中

三
首

の
詩

は

と
も

に
巻

一
に
収
録

さ

れ
た
古

体
詩

で
あ

っ
て
、
し

か
も

こ
れ

ら

の
詩

は

、
㈲

「
自
京

赴
奉

先

県
詠

懐

」
詩
を
先

頭

に
、
⑧

「
白
水
県

崔

少
府

十

九
翁

高

斎
」
詩

、

◎

「
三

川
観
水

滋
」

詩

の
順
序

に
並

ん

で

い
る
。

こ

の

よ
う

に
注
記

を

ほ
ど

こ
し

た
詩

が
三
篇

並

ん

で

い
る

と

い
う

こ
と

は
、
あ

る

示
唆

を
含

ん

で

い
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

三

首

の
詩

の
注
記

を

並
記
す

れ

ば
、

㈲

天
宝

十

四
載

十

一
月
初

作

E

天

宝

十
五
載

五
月

作

剛

天
宝
十
五
年
七
月
中
嚢

時
作

「
載

」

が

「
年

」

に
改

め
ら

れ

た

の
は
乾
元

元
年

で
あ

っ
て
、

何
故

に

◎

詩

の
注
記

が
天
宝

十
五

年

と

い
う

初
歩

的
な

誤
り

を
し

て

い
る

の
か
よ

く

分

ら
な

い
け

れ
ど

も
、

そ

れ
は

と
も

か
く
も

、
三

つ
の
注
記

は
、

天
宝

十
四
載

と
天
宝

十
五

載

と

で
あ

る
。

杜

甫

が
、
も

し
例

外
的

に
、

天
宝
十

四
載

か
ら

十
五

載

に
か
け

て
詩

に
製
作

年
月

を
注
記

し

た

と
仮
定

し

て
み

る
な

ら
ば

、

こ

の
時

期

の
作

に
な
る
他

の
詩

に
も
製

作

年
月

を
注
記

し

た

も

の
が
あ

っ
て
よ

さ
そ
う

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

そ
う

し

た
詩

は

一
首
も

な

く

、
注
記

は
あ

く
ま

で
も

こ
の
巻

一
に
並
列

す

る
三
首

の
詩

に

か
ぎ
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ
は

、
偶
然

と

い
う

に
は
あ

ま
り

に
も
偶

然
す

ぎ

る
不
自

然

な

現
象

で
は
な

か

ろ
う

か
。

ま

た

い
ま
、

こ
の
三

つ
の
注
記

を
、

今

一
つ

の

製

作

年

月

を

記

す

「
揚

旗

」

詩

」宋
本
巻
五
〉
の

注

記

と

比

較

し

て
み
る

と
き

、
そ

の
注
記

の
性

格

に
は

は
な

は

だ
し

い
差
異

が

み
と

め
ら

れ

る
。

「
二
年

夏

六
月

、
成
都

サ
鄭

公
置
酒

高
堂

、
観

騎
士

試
新

旗
幟

」

と

い
う

「
揚

旗
」
詩

の
注

記

は
、

(
広
徳

)
二
年

六
月

(厳

)
鄭

公

(
武

)

が
成

都
府

の
堂

に
宴

を
催

し

、
そ

の
列

に
連

っ
た
杜
甫

が
、

騎
兵

が
新

し

い
旗
幟
を

試

用
す

る

の
を

見

た
と

い
う

、

作
者

で

で
も

な
け

れ

ば
説

明

の

及

ば
な

い
特
殊

な
詩

作

の
情

況
を
記

し

た
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
自

注

と
み
な
す

に
充

分
納

得

の

い
く

内
容

を
含

ん

で

い
る
。

と

こ
ろ

で

一
方

、

先

掲

の
三

つ
の
注
記

は

ど
う

で
あ

る
か

と

い
え

ば
、
他

の
多

く

の
詩

を
差

置

い
て
ま

で
殊

更

に
製
作

年
月

を
注

記
し

て

お
く
必
然

を

こ

の
三
首

の
詩

の
内
容

が
含

ん

で

い
な

い
ば

か
り

で
な
く

、
◎
詩

の
注

記

に
至

っ
て
は
、

製

作
年
月

と

「
避
冠

時
作

」

と
を
並

記
し

て

い
る
け

れ
ど
も

、

却

っ
て
そ

れ
は
重
複

に
す

ぎ

て
、
作

者

が

ほ
ど

こ
す

注
記

と
し

て
は

む
し

ろ
く

ど
す

ぎ

る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

こ
れ

が
第

一
の
疑
う

べ
き
点

で
あ

る
。

第

二
は
、

「
自

京
赴
奉

先

県
詠
懐

」
詩

の
詩

の
内
容

か

ら
生

じ
る
疑

問

で
あ

る
。

こ

の
詩

は

、

「
杜

陵
有

布
衣

」

の
詠

い
出

し

に
始

ま

る
五

十
韻

の
長
篇

詩

で
あ

る
。

前

半

の
十

六
韻

は

、
年
老

い
て
な
お
隠

棲
す

る
で
も

な
く

、
愚

か
に
も

古

の
賢
人

に
己

が
身

を
比
し

て
不

浄

の
官

界

に
入

ろ
う

と
す

る
杜
甫

の
自
画
像

的
表

白

で
あ

る
。

続

い
て
旅

中

の
叙

述

に
入

り
、
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そ

こ
で
は
同

時

に
、
麗

山

の
温
泉

宮

に
繰
広

げ
ら

れ

る
奢
修

三
昧

な
天

子

と
高

級

官
僚
達

の
遊

び
が
、

批
判

を
含

み

つ
つ
詳

細

に
語
ら

れ
る
。

後
半

部

は
、

困
難

な
旅

を
凌

い
で
や

っ
と
奉

先
県

に
着

く

と
、
愛

し

い
幼

子

は

栄
養

失
調

で
亡
く

な

っ
た

と

こ
ろ
、
親

と
し

て

の
至

ら
な

さ

に
塊
じ

つ

つ
、

そ

の
な

げ
き

は
失

業

と
遠
征

と

に
苦
し

む
世

の
人

々

へ
の
思

い

へ
と
お
し

広
げ

ら

れ

て

い
く
。

先

づ
自

ら
を

「
布

衣
」

・
無
官

で
あ

る

と
詠

い
出
す

こ
の
詩

は
、

詠

い
出
し

か
ら

末
尾

ま

で

「
杜
陵

の
布
衣
」

が
主

語

で
あ

っ

て
、
役
人

に
な

っ
て
云

々
と

い

っ
た

ふ
う

な
主

語

の
転
換

は

み
ち

れ
な

い
。

も
し

仮

り
に

、

こ

の
詩

が
太

子
右

衛
率

府
兵
曹

参

軍

に
任

ぜ
ら
れ

た
後

に

作
ら

れ

た
も

の

で
あ

っ
て
、
前

半

の
部

分

が
全

面
的

に
回
想
的

叙
述

で
あ

る
な

ら
ば

、
詩

の
途

中

に
主
語

の
転

換

が
当
然

あ

る

べ
き

で
あ

る
。

し

か

し

こ

の
詩

を

ご
く
素

直

に
読

む

か
ぎ
り

、
そ

れ
は
な

い
。

と
す

れ
ば

、
太

子
右

衛
率

府
兵

曹
参

軍

に
任

ぜ
ら

れ
た

後

の
詩

が
、

な

ぜ

「
布

衣
」

の
語

で
詠

い
出

さ

れ
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

な

る

ほ
ど
郭
沫

若
氏

も
指

摘
さ

れ

て

い
る

よ
う

に
、

杜
甫

は
太

子
右

衛
率

府
兵

曹
参

軍

の
官

に
満

足

し
な

か

っ

た
ら

し

い
。

杜

甫

が
展
開

し

た
執

拗
な

ま

で
の
就
職

運
動

の
仕

方
や

、
彼

自
身

進
士

の
落

第
者

で
あ

り

な

が
ら
、

当
時

の
明

経
科

や
進
士

科

の
及
第

者

の
ご
く

普
通

の
起

家

の
官

で
あ

る
県

尉
を
拒

ん

で

い
る
事
実

な

ど
か
ら

察
す

る

に
、
杜

甫

は
は

じ

め
か
ら
清

資

官

に
よ
る
起

家

を
ね

ら

っ
て

い
た

と
考

え

ら
れ

る
。

そ

の
杜

甫

に

と

っ
て
み
れ

ば
、
太

子
右

衛
率

府
兵
曹

参

軍

は
不

足
な
官

で
あ

っ
た

に
相
違

な

い
。

し

か
し

、

い
か

に
不

満
足

な
官

職

で
あ

っ
た

に
せ

よ
、
仕

官

の
後

に
自

ら
を

「
布
衣

」

の
臣

と
称
す

る

こ

と

は
あ

り
え
な

い
。

こ
れ

が
第

二

の
疑

問

に
思

う
点

で
あ

る
。

た

だ
し

か

し
、

こ
の
第

二

の
点

に

つ

い
て

は
、
も
う

一
つ
は

っ
き

り
し

な

い
点

が
あ

る
。

と

い
う

の
は

、
詩
中

の

「
生
常

に
租
税
を

免

れ
、
名

は

征
伐

に
隷

せ

ず
」

と

い
う

表

現

が

み
え
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
方

面

の
知

識

に
乏

し

い

た

め
に
、

租
税

や
兵

役
を

免

れ
る
身

分

・
階
級

が
ど

の
よ
う

な
範

囲

に
及

ん

だ

の
か
わ

か
り

か
ね

る
が
、

「
唐
大

詔
令

集
」

な

ど
を
調

べ
て
み

て
も
、

官

に
就
く

と
租

税

・
兵
役

が
免

ぜ
ら

れ
る

と
は
見

え

な

い
。

ま

た
新

旧
唐

書

に
よ

っ
て
当

時

の
人

々

の
伝

記
を
調

べ
て

み
て
も

、
自

ら
求

め

て
節

度

使

の
幕

下

に
加

っ
て
戦
場

に
赴

い
た
り
、
任

ぜ
ら

れ

て
軍
職

に
就

い
た
記

録
は

み
え

る
け

れ

ど
も
、
兵

役

に
応
じ

て
軍

に
従

っ
た
例

は

み
ら

れ
な

い
。

し
た

が

っ
て

こ
う

し

た
免

除
は

、
杜
甫

が

「
常
」

に

と
詠
う

ご

と
く
、

士

族

階

級

に
暗

黙

の
う

ち

に
許

さ

れ

た
特

権

で
は
な

か

っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。

以

上
右

に
掲

げ
た

二

つ
の
疑

問
点

は
、
あ

く
ま

で
も
疑

問

の
余

地

が
あ

る

こ
と
を
物

語

る
も

の
で
あ

っ
て
、
断

定
す

る

に
足

る
説
得

力
を

持

た
な

い
。

し

か
し

こ
の
両
者

を
考

え
合

せ
て
み

る
と
き

、
両
者

は
相

乗

的

に
作

用
し

て
、

「
天

宝
十

四
載

十

一
月

初
作

」

と

い
う

注
記

は
、
自

注

と

は
縁

遠

い
も

の
に
思

わ
れ

て
く

る
。

む
し

ろ

こ
の
注
記

は
、
王

沫

に
偽

托
し

た

後
世

の
注
記

者

か
あ

る

い
は
王
瑛

か

い
ず

れ
か

の
注
記

で
あ

っ
て
、
王
沫

か

「
自

京

赴
奉
先

県

詠
懐

」
詩

を
太

子
右

衛
率

府
兵

曹
参

軍

に
任

ぜ
ら

れ

た
直

後

の
作

「
去
　

行
」

の
す

ぐ
あ

と

に
配
し

て

い
る

こ
と
か

ら
、

そ

れ

を
受

け

て

「
天

宝
十

四
載

」

の
作

と

み
な
し

、
詩

の
内
容

か

ら

「
十

一
月

初

」

を
わ

り
出

し

て
注
記
し

た

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

続

く

二
首

の
詩

に

全

く

同
様

の
注
記

を

ほ
ど

こ
し

た

の
も

、
王
株

の
編

次
を
肯

定
す

る

た
め

の
所
業

で
は

な

か

っ
た
ろ
う

か
。
私

は

、

「
自
京

赴
奉

先
県

詠
懐

」
詩

は

天
宝

十
三

載

の
作

だ
と
考

え

て

い
る
。

二

「杜

甫
的

宗

教
信

仰
」

の
章

は
、
な

る

ほ
ど
覧
氏

が
す

で

に
指
摘

し

た
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よ
う

に
、
黒

川
氏

の
研
究

な

ど

が
不
問

に
付

さ

れ

て

い
る
ば

か
り

で
な

く
、

論
述

が
図
式

的

で
き

わ

め

て
き

め

が
粗

い
こ
と

も
否

め
な

い
。

し
か

し
、

杜
甫

に
お
け

る
儒

・
仏

・道

、

殊

に
仏

・
道

に

つ

い
て

こ
れ

ほ
ど

に
論

及
し

た

も

の
は

、
私

の
知

る

か
ぎ

り

、
ま

れ

で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

そ

の

意

味

で
、

こ

の
章

は
本
書

に
お

け

る
も

っ
と

も
興

味
あ

る
部

分

で
あ

る
と

言

え
よ
・つ
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
章

を
読

ん
で
先

づ
気

づ

く

こ
と

は
、

こ

の
章

が
他

の

章

と
論

究

の
方

法

が
異

な

る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

他

の
章

で
は
、

桂

甫

が
詩

中

に
言

っ
て

い
る

こ

と
が

ら

に
対

し

て
必

ず
そ

の
反
証
を
提
示
し
、

反

証

の
方

が
よ

り
事
実

に
近

い
こ
と
を
強

調
し

て
結
論

を
導

こ
う
と
す

る
、

と

こ
ろ
が

こ
の
章

で
は

、
杜

甫

が
詩

に
詠

う

こ
と

が
あ
ま

り

に
も
事

実

と

し

て
あ

つ
か
わ

れ

、
果

し

て
そ

れ

が
文
字

づ

ら
だ

け

の

こ
と

で

は
な

い
か

と
疑

っ
て
、
そ

の
点

を

吟
味

し

て

み
る
周

到

さ

に
欠

け

て

い
る
。

こ
と

が

思

想

・
宗

教

信
仰

に
係

る

問
題

だ
け

に
、
他

の
章

で
行

っ
た
史
的

事
実

の

考

証

な

ど
よ

り
も

、
更

に
緻
密

な
検

証

が
な

さ

れ
な
け

れ

ば
な
ら

な

い
は

す

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
事

実

は
全
く

逆

に
な

っ
て

い
る
。

こ

の
章

に

こ
う

し

た
吟
味

を

欠

い
た

こ
と

は

、
結
果

と

し

て
、
杜

甫

の
仏
教

理
解

の
仕

方

を
誤

認
す

る

こ
と

に
な

っ
た

よ
う

に
私

に

は
思

わ
れ

る
。

杜

甫

は

「
"
詩

聖

"

と
称
す

る
よ
り

も
、

む

し
ろ

"
詩
仏

"

と
称
す

る

ほ
う

が
安

当

で

は
な

い
か
」

と

い
っ
て
、

こ

の
章

は
結

ば

れ

て

い
る
。

"
詩
聖

"

と
か

"
詩
仏

"
と
か

言

っ
た
呼

称

に
拘
泥

す

る
必
要

も
な

い
が
、

杜

甫
を

一
言

で
蔽

う

の
に
。

詩
仏

"
と

い
う

の
は
必
ず

し
も

当
を

得

た
も

の
で

は
な

い
。

杜
甫

の
内

的

精
神

生
活

に

お

い
て
、

仏
教

は
そ

れ

ほ
ど

に

絶

対
的

な
位

置

を
占

め

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

た
し

か

に
、
郭

氏

が
列

挙

さ

れ

た
十
四

例

の
詩
句

に
み
ら

れ

る
よ
う

に
、
杜
甫

の
詩

に
は
求

仏

の

願

い
が

切

々
と
詠

わ
れ

て

い
る
。
そ

し

て

こ
れ

ら

の
詩

句
を

見

る
な
ら

ば
、

経
典

を
博

覧

し

て

い
た

で
あ

ろ
う

こ
と
も

容
易

に
う

か
が

え
る
。

し

か
し

杜
甫

が

い
か

に
経
典

を
博

覧

し
、
詩

に
仏

語
を

多

用
し

て
求

仏

の
願

い
を

切

々
と
詠

っ
て

い
る
と

し

て
も
、

そ

の
こ
と

が
そ

の
ま
ま

、
仏
教

が
杜

甫

の
内

的
精

神
生

活

に
お
け

る

血

で
あ

り
肉

で
あ

っ
た

と

い
う

証
左

に
は
な

り

え
な

い
。
願

望

は
所

詮
願

望

に
す

ぎ

な

い
の

で
あ

っ
て
、
願

望
を
く

り

返

し
詠
う

そ

の
回

数

の
多

寡

は
、

そ

の
ま
ま
内

的
深
さ

を
測

る
尺

度

と
は

な

ー-
-え
な

い
の

で
あ

る
、

杜

甫

の
求

仏

の
願

い
は

、
現
実

の
自

己

に
深
く
根

ざ
し

た
も

の
で
は
な

く

、
願

望

に
終
始

し

た
よ
う

で
あ

る
。

そ

の

こ
と

は
列
挙

さ

れ
た
十

四
例

の
詩
句

か
ら

も
う

か

が
え

る
.、
こ

こ
に
例
示

さ
れ

た
詩

は
ほ

ぼ
十
余

年

間

に
わ

た

'
で

い
る
が
、

そ

の
内
容

に
は
と
り

た

て
て
言
う

に
足

る
進

歩

の

跡

は
全

く
見

え
な

い
。

た

し
か

に
、
仏

寺

に
出
入

り
し

た
り
、

法
話

を

聞

い
た

り
す

る
た

び

に
、

た

え
ず
求

仏

の
念
を

呼

び
起

こ
し
て

い
る
。

し

か

し

、
「
宋

だ
妻
子

を
割

く
能

は
ざ

る
も

、
宅

を
ト
し

て
前

峰

に
近
づ

か
ん

」

(
「謁
真
諦
寺
禅
師
」
董

の
句

に
み
ら

れ
る

よ
う

に
、
出
家

と

い
う
形

骸
的

な

行
為

を
あ

た

か
も
求

仏

の
最

大
要
件

で
あ

る

か

の
ご
と
く

に
考

え
て

、

そ
れ

に
拘
泥

し

て

い
る
。
杜

甫

の

こ
う

し

た
求
仏

の
態
度

は

、
自
ら

帰
依

し

た

こ
と
を

詩

に
詠
う
南

宗
禅

の
立
場

と
は

お
よ

そ
縁
遠

い
も

の
で
あ
る
。

ま
し

て
、

「
僧

宝
よ

り
も

な

お
敬
・度

に
仏
道

を
求

め

た
人

」
の
も

の
と
は

考

え
が

た

い
も

の
で
あ

る
。

杜

甫

の
求

仏

の
態
度

を

こ
の
よ
う

に
把

握
す

る
と
き

、
郭

沫
若
氏

の

「

秋

日
夢
府

詠

懐

」
詩

の

「
勇
猛

為
心
極

清

瀬
任

体

屠
」

の
解
釈

に

は

い

さ
さ

か

の
疑

問

を
懐

く
。

氏

は

こ
の
両
句

を

「心

か

ら
煩
悩

を
す

っ
か
り

除

か
ね
ば

な
ら

な

い
。

体

は
よ

し

ん
ば
衰
老

残
廃

し

よ
う

と
も

か
ま
わ

な
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い
。

」

(平
装
本

一
九
二
頁
)
と
解

釈
さ

れ

る
が
、
果
し

て
そ
う

で
あ

ろ
う

か
,

こ

の

一
百
韻

に
及

ぶ
長

篇

の
排

律

の
脚
韻

は
、

「
広
韻

」

で

い
え
ば
通

用

の

「
先

」

・

「
仙

」
韻

で
あ

っ
て
、
上

掲

の
句

の
脚
韻

の
字

「
屏
」

は

「

仙
」

韻

で
あ

る
。
い
ま

「
仙

」
韻

の

「
屠
」
字

の
字
義

を
考

え

て
み
る

に
、

こ
購
漢
書

」

張

耳
伝

の

「
吾

王

屏
王
也

」

に
顔

師
古

は
注
し

て

「音

士

連

反

」
と

い
い
、
孟

康

の
注

「翼

州

人

謂
儒
弱

為

屠
」
を

引

い
て

い
る
。

「

大

広

益
会

玉
篇

」

や

「
集
韻

」
な

ど

の
韻
書

の
注

記

が
、

「
仙
」
韻

「
屡
」

字

に
、

「
儒

弱
見

」

と

か

「翼

州

人
謂

儒
弱

日

屡
」

と
か

い
う

の
も

、

こ

れ
を
襲

っ
て

の

こ
と

で
あ

る
。

こ
う

し

て

み
る

と
、

「仙

」
韻

「
屠
」
字

は
、
儒

弱

つ
ま

り
心

が

ふ
る

い
た

た
な

い
よ

わ
よ

わ
し

さ

の
意

で
あ

っ
て

郭

氏

が
解
釈

す

る
よ
う

な

「衰

老
残

廃
」

と

い

っ
た
強

い
語
気

を

「
屠
」

字

は
も

た
な

い
、
ま

た
杜

甫

が

「
屠
」
字

を
儒

弱

の
意

に
用

い
て

い
る

こ

と

は
、

他

の
詩
中

の

い
ま

一
つ
の

「
屠
」
字

の
用
例

を
見

て
も

明
ら

か

で

あ

る
。

「
信

に
甘

ん
ず
屡

儒

に
嬰

る
を

独

り
凍
餓

の
泊

る

の

み

に
あ

ら

ず

」

(
「石
櫃
閣
」
詩
)
と

い
う

「
屡

儒

」

の
語
を

用

い
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
詩

は
同

谷

か
ら
成

都

に
向

う
途

次

で
作

っ
た
も

の
で
、
こ
の
両
句

は
、

転

地

養
生

の
意

味

を

も
含

ん

で
成
都

に
向

う

こ
と
を

述

べ
た
部
分

で
あ
る
。

「
房

儒

に
嬰

る
」

と

は
当

時

の
す

ぐ

れ

ぬ
健
康

状
態

を
言

っ
た
も

の
で
あ

る
。

当
時

杜
甫

は

瘡
疾

に
お
か

さ

て

い
た
。

発

作
を

お

こ
し

て
熱

や
悪

寒

に
悩

ま
さ

れ

た
よ

う

で
あ

る
。

し
か
し

天

下

の
険
路
を

旅
し

て
成

都

に
向

っ
て

い
る

の

で
あ

る

か

ら
、
常

識
的

に
考

え

て
も

「
衰
老

残
廃

」

で
は
な

い
。

し

た

が

っ
て

「
体

屠
」

と

は
、
慶

州

に
お
け

る
詩

作
当
時

の
病
弱

な

状
態

を

言

っ
た
も

の
に

ほ
か
な

ら
な

い
。

ち
な

み
に
、
「
清
醸

」
の
語
は

、

不

空
訳

「
新

翻

密
厳

経
」

巻

一
に
見

え

る
。

恵
琳

は

「
一
切
経

音
義

」
巻

三

十

一
で

こ
の
語

に
注
し

て

、

「案

資
清

巌
者

如
苦

行
仙

人
形

也
。

」

と

い
う

。
清

顧

と

は
苦
行

に
耐

え

て
痩

せ
細

っ
た
体
を

い
う

の

で
あ

っ
て
、

杜

甫
は
己

の
衰

え

た
身

を

こ
の
仏
教

臭

の
濃

い
語

に
よ

っ
て
表

現
し

た

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
考

え

る
と
き

、

「
勇
猛

為
心
極

、
清

漸
任

体

屠
」

の
両
句

は
、

"
勇

猛
心
を

奮

い
お

こ
し

て
求

道

に
す
す

も
う

と
思
う

け

れ

ど

も
、

こ

の
痩

せ
衰

え

た
身

は
病
弱

な
ま

ま

に
委

ね

る
し

か
な
く

、

(
そ

れ
も

で
き
ず

に

い
る

)
"
と
解

釈
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。

「
清
醸

任

体
屡

」
を

"
身

は
よ
し

ん
ば

衰
老
残

廃
し

て
も

か
ま

わ
な

い
"

と
解
釈
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
郭
沫

若
氏

は
、
杜

甫

の

「
心

情

が
僧
宝

よ

り
も
教
慶

で

あ

る
」

こ
と
を
確

信

さ
れ

る

の
で
あ
ろ
う
。

し

か
し

な

が
ら

こ
の
両

句

は
、

む
し

ろ
そ

れ
と

は
全
く

逆

の
、
杜
甫

の
求

仏

の
態

度

が

い

か

に
不

徹
底

な
も

の
で
あ

っ
た

か
を
も

の
が

た
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

体
が
弱

い
の
で
求

仏

の
道

に
は
入

れ
な

い
で

い
る

と
は
、

は
な

は
だ

こ
じ

つ
け
が

ま
し

い
い

い
わ

け

に
す

ぎ

な

い
。

こ
こ
で
も

や
は

り
、
先

に
述

べ

た
出

家

の
場
合

と

同
様

に
、
病

弱
な

肉
体

を

お
し

て
ま

で
苦

行

に
耐

え
な

け

れ
ば
仏

道

が
得

ら
れ

ぬ
か

の
ご

と
く

に
考
え

て
、
あ

く
ま

で
も

そ
う

し

し

形
に

と
ら

わ
れ

て

い
る
。

し

か

し
、
妻

子
が

い
る

と
か
、
病

弱

だ

と
か

い

っ
た

こ
と

は
、
求

仏

の
行
為

そ

の
も

の
と
は
直

接
的

に
は
無

関
係

で
あ

る
。

そ
う

し

た

い

い
わ
け

が
ま

し
さ

の
中

に

こ
そ

、
杜
甫

の
求

道

を
阻

ん

だ
根

源

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
.、
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