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書 評

宇

都

宮

清

吉

訳

『
顔

氏

家

訓

』
岡

村

繁

「
顔
氏

家
訓

』

二
十

篇

は
、
顔

之
推

(五
三

一
ー
五
九

一
?
)
と

い
う
才
識

ゆ

た
か

な
典
型

的
知
識

人
が
、
南

北

両
朝

の
争
乱
時

代

に
、
敗

残
者

と
し

て
南

朝

か
ら
北

朝

に
拉
致

さ
れ

、
さ
ら

に
北

朝
で
も

胡

族

の
下

に
禍

福
得

喪
常

な
き
波

瀾

万
丈

の
生
活

を
強

い
ら

れ
る

、
と

い
う
数

奇

な
運
命

を
た

ど

っ
た
末

に
、

そ

の
子

孫

た
ち
が

人
間

と
し

て
立
派

に
た
く
ま

し
く

生
き

ぬ

い

て
く

れ
る

よ
う

、
み
ず

か
ら

の
破

乱

に
み
ち

た
生
涯

の
経
験

に
基

づ

き

つ
つ
、

祈
る

よ
う

な
気
持

で
懇

切

周
到

に
書

き

の

こ
し
た
訓
戒

の
書
で

あ

る
。
従

っ
て
そ

の
内

容

は
、
家

庭

・
交

遊

・
学
問

・
詩

文

・
健
康

・
宗

教

・
諸
芸

な
ど

、
お

よ
び

知
識

人
と

し

て
弁

え
る

べ
き

生
活

の
万
般

に
わ

た

っ
て
お

り
、

そ

の
書

き

ぶ
り
も

、
時

に
興
味

あ

る
実

例
を
並

べ
た

て
、

時

に
ウ
イ

ッ
ト
の
き

い
た

ユ
ー

モ
ア
を
交

え

な
が

ら
、
あ

た

か
も
子
孫

に

直

接
話

し

か
け

て

い
る
よ

う
な
親

近
感
で

も

っ
て
書

か

れ

て
い
る
。

し
か

も
全
篇

を
貫

く
著

作
態

度

と
し

て
は
、

儒
教

を
は
じ

め
と

す

る
彼

の
深

い

教
養
を

根

底
と

し
、
厳

し
く
苛

酷

な
環
境

に
細

心

の
配
慮

を
加

え

つ
つ
も
、

人
間
社

会

の
裏

の
裏
ま

で
見

通
し

た
、
苦

労

人
な
ら
で

は

の
恐

ろ
し

い
ま

で

に
現
実
的

な

ド

ラ
イ
さ

さ
え
強
烈

に
感

じ

取
ら
れ

る
。

そ

れ
だ
け

に

こ

の
書

は
、
社

会

・
思
想

・
文
芸

・
言

語

な
ど

い
ろ

い
ろ

な
面
か

ら
、
当

時

の
生
き

た
実

態
を

探

る
上
で

、
極
め

て
貴

重

な
資

料

の
宝

庫
と

い

っ
て
過

言

で

は
な

い
。

し
か

し
な

が
ら

こ
の
書

が

、
そ

の
よ
う

に
多

面
的

な
内

容
を
包

蔵

し
、

か

つ
南

北
朝

と

い
う
史

上
稀

に
見

る
複
雑

非
情

な
時

代
社
会

を
背

景

に
し

た
所
産

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

は
、

と
り

も

な
お

さ
ず
、

こ
の
書

を
真

に

読

み

こ
な
す

こ
と

の
至

難
さ
を

意
味

す

る
も

の
で
あ

る
。
も

し

こ
の
書

を

作
者

の
心
情

に
添

う
よ

う

「
純

日
本

語

に
移
植

」
す

る
と

な
れ
ば

、
当

時

の
さ
ま

ざ
ま

な
史
実

・
思

潮

に
精
通

し
、

し
か

も
柔

軟
な

文
学
的

感
受

性

に
恵
ま

れ

た
真

の
意

味
で

の
碩
学

の
手
を

倹

た
ね
ば

な
ら

な

い
で

あ

ろ
う

。

そ
う
し

た
意
味

に
お

い
て
、

こ
の
書

の
本

邦
最

初

の
全
訳
者

に
宇
都

宮
氏

を

得
た

こ
と

は
、

わ
れ

わ
れ

こ
の
書

に
関

心
を

よ
せ

る
後
学

に
と

っ
て

こ

の
上
な

い
幸

せ
で

あ

っ
た
。

周
知

の
ご

と
く
訳

者

は
、
現

在

に
お

け
る
漢
魏

六

朝
史
学

の
泰

斗
で

あ

っ
て
、

こ
の
書

に

つ
い
て
も
、

す
で

に

「
顔

之

推
」

(「中
華
六
十
名
家
言
行

録
」
所
収
〉

・

「
顔

之
推

の
タ
ク

チ
ク

ス
」

(
「
田
村
博
士
頒
寿
東
洋
史
論
叢
」

所
収
)

・

「
関
中

生
活

を

送
る
顔

之
推

」
(
「東
洋
史
研
究
」
二
五
巻
四
号
)

・

「
北

斉
書

文
苑

伝
内

顔
之

推

伝

の

一
節

に

つ
い
て
」

(「
名
古
屋
大
学
文
学
部



研
究
論
集
」
史
学

一
四
〉
・
「
顔

氏
家

訓
帰

心
篇

覚
書

き

」
(同

一
五
)・

「顔

氏

家
訓

解

題
」

(
「
名
古
屋
大
学
文
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
」
所
収
)
な
ど
多

く

の

す
ぐ

れ
た

論
文

を
公

に
さ

れ

て
い
る
。

こ
の

「
顔

氏

家
訓
』

の
訳
注

は
、

こ
う
し

た
訳
者

の
長

年

に
わ

た

る
研
究

の

一
つ
の
成

果
と

し

て
見
事

に
結

実
し

た
珠

玉

の
作
と
思

わ

れ
る
。

も

っ
と
も

、

こ

の
全

訳
よ

り

以
前

に
、

ほ
ぼ

全
訳

に
近

い
も

の
と

し

て
高

橋
君

平
氏

に
よ
る
抄

訳

(
平
凡
社
刊

「
中

国
古
典
文
学
全
集
」
三
二
巻

「
歴
代
随
筆
集
」
所
収

・
昭
和
三
四
年
〉
が
あ

る
が

、
宇

都

宮
氏

の
訳

に
は
、
例

え
ば

比
及

数
歳

、
可
省

答
罰

。

(教
子
篇
)

の
解

釈
で

、
高

橋
氏
が

「
省

」

(留
意
す
る
)
の
意

味
を

誤
解

し

て

「
六

七

歳
以
後

に
な

っ
て
か
ら

折
濫

せ
ず

に
す

む

の
で
あ

る

」
二

八
六
頁
)

と

訳

し

て

い
る
の

に
対

し

て
、

こ
れ
を

正
し

く

「
五
六

歳

に
も

な

っ
た

ら

、
そ

ろ
そ

ろ
体

罰

を
加

え
る

こ
と
も

考
慮

す

べ
き

だ

ろ
う

」

(四
〇
七
頁
〉
と

訳

し
な

お
し

て

、
教
子

篇
全

般

の
趣
意

と
合

致

せ
し

め

て

い
る

よ
う

に
、
高

橋
氏

の
訳

を
訂

正
し

た
と

こ
ろ
が

少
な

く
な

い
。

ま

こ
と

に
宇
都

宮
氏

の

訳
は

、
全
篇

に
わ

た

っ
て
揺

ぎ
な

い
厳
密

さ
精

緻

さ
で
終

始

さ

れ
、
し

か

も

そ
の
行
文

に
は
、
作

者
と

訳
者

の
人
柄

を

も
偲

ば

せ
る

よ
う

な
人
間

的

な
暖

か
み

が
し

み
わ

た

っ
て

い
る
。
ま

た

二
五

二
段

に
も
及

ぶ
訳

文

に

一

一
つ
け
ら

れ
た
詳

細

な

「
注

」
は

、
巻
末

の

「
解

題

」
と
と

も

に
、

こ
の

書

の
読

解

に
益

す

る
の
み

な
ら
ず

、

ひ
ろ
く

当
時

の
諸

般

の
実
情

を

明
ら

か

に
し
、

最
近

の

い
ろ

い
ろ
な
学

問
的

研
究

を
知

る
上

に
も

多

く

の
貴

重

な
手

掛
り

を
提

供
す

る
は
ず

で
あ

る
。

と

は

い
え
、

こ
の
珠

玉

の
訳
文

に
も

、
精

し
く

点
検

す

れ
ば
疑

問

の
個

所
が

な

い
わ

け
で

は
な

い
。
今

そ
れ

に

つ
い
て
私

の
気

づ

い
た

す

べ
て
を

挙

げ

る
紙

面
上

の
余

裕
は

な

い
が
、

い
く

つ
か
特

に
目

立

っ
た
点

に

つ
い

て
卑
見

を

の

べ
、
そ

の
当
否

を

訳
者

な
ら

び

に
読
者

に
問

い
た

い
と
思

う
。

(
1

)
吾

家
風

教

、
素

為
整

密
。

昔
在

紹

此
、

便
蒙

講
誘

。
毎

従
両

兄

、
暁

夕

温
清

、
規

行

矩
歩

、
安

辞
定

色

、
鋳

鋳
翼

翼

、
若
朝

厳
君

焉

。
賜

以
優
言

、

間
所

好
尚

、
励

短
引

長

、
莫

不
懇
篤

。

(序
致
篇
〉

こ
れ
は

、
は
じ

め

の

二
句

「
吾

が
家

の
風

教

は
、
素

よ
り

整
密

た
り

」

か

ら
も

明
ら

か

な
よ

う

に
、
顔

家

の
家
庭

教

育
が

行
き

と
ど

い
た

も

の
で

あ

っ
た

こ
と

を
述

べ
た
と

こ
ろ
で
あ

っ
て
、

「
昔
在

」

以
下

は
、

そ

れ
に

つ
い
て

の
作

者
自

身

の
幼
時

に
お

け
る
体

験

の
回
想

で
あ

る

。
と

こ
ろ
で

宇

都
宮

氏
は

、

こ

の
回
想
部

分
1

と

く

に

「
毎
従

両

兄
」

以
下

を
、

二

人

の
兄

か
ら

受

け
た
指

導

の

「
整
密

」

さ

・

「
懇
篤

」

さ
を

述

べ
た
も

の

と

し

て
、

つ
ぎ

の
よ

う

に
訳
し

て
お
ら

れ
る
。

思

い
出

せ
ば

私

が
す

で

に
七

、
八
歳

に
な

っ
た

こ
ろ

に
は
、

…

…
私

は

い

つ
も

二
人

の
兄

上

た
ち

に
導

か

れ

て
、

両
親

に
対

す

る
朝
夕

の

御

挨
拶

、
折

目

正
し

い
立

ち
居

の
作

法
、

温
雅

な
言

葉
づ

か

い
や
表

情

な
ど

に

つ
い
て
指
導

を

受

け
た
。

私

は
ま

る
で
、

父
上

母
上

の
御

部

屋

に
参
上

し

て

い
る
気

持
ち

で
、

畏
ま

っ
て
ひ
た

す
ら

慎

み
深

く

素

直

に
、

そ

の
後

に

つ
い

て
廻

っ
た
も

の
だ

っ
た
。

兄
上

た
ち

は

兄

上

た
ち

で

、

い

つ
も

優
し

く

い
た
わ

っ
て
く
だ

さ

っ
た
し

、
欲

し

い

と
思

う
も

の
は

直
ぐ

用
意

し

て
く
だ

さ

っ
た
。

至
ら

ぬ
点

は
努

め

て

教

え

て
く

だ
さ

っ
た
し
、

長
所

は
見

逃

が
さ

な

い
で

賞
め

て
も

く
だ

さ

っ
た

。
全

く
至

れ

り
尽

く
せ

り

の
御

親

切
さ

だ

っ
た
わ

け
で

あ

る
。

(
四
〇
五
-
六
頁
〉

こ
の
よ
う

に
、

「
両

兄

」
か
ら

受

け
た
指

導

へ
の
回
想

と
し

て

こ
の
文
章

を
理

解
し

て

い
る

の
は
、

ひ
と

り
訳
者

だ

け
で
は
な
く

、
従
来

の
高

橋
君

61一



平
氏

の
訳

(前
出
)
や
小

尾
郊

「
氏

の
訳

(筑
摩
書
房
刊
「世
界
文
学
大
系
」
七
二

七

「
中
国
散
文
選
」
三

一
〇
頁
)
も

ま

た
同
様
で

あ

る
。

し
か

し
私

は
、

文
脈

上

こ
れ

ら

の
解
釈

は
す

べ

て
誤
り
だ

と
思

う
。

な
ぜ

な
ら
ば

、

こ

の
部

分

は
、
か

よ
う

に
文
脈

を

ね
じ
曲

げ
な

く
と

も
、
冒

頭

の

「吾

家

風
教

、
素

為

整
密

」
か
ら

素
直

に
演

繹
さ

れ
た

具
体

例
と

し

て
、
作
者

の
両
親

が

、

「
両

兄
」

を
も
含

め

た

三
人

の
息

子

に
対
し

て
施

し
た

家
庭

教
育

へ
の
回

想
、

と
理
解

し

て
十
分

に
意

味
が

通

る
は
ず

で
あ

り
、

む
し

ろ

そ

の
よ

う

に
解

釈
し
な

け
れ

ば
、

こ
の
文
章

の
後

に
直
結

す

る

「
年
始

く
九

歳

に
し

て
、
健
く

も
茶

蓼

(父
の
死
)
に
胸

う
」

云

々
が
・
全

く

木

に
竹
を

つ
い
だ

よ
う
な
恰

好

に
な

る
か
ら

で
あ

る
。

試

み

に
私

が

こ

の
部

分

を
訳

出

す
る

と

す
れ
ば

、

思

い
出

せ
ば

私
が

す
で

に
七

、

八
歳

に
な

っ
た

こ
ろ

に
は
、

早
く

も

躾

の
訓

育
を

受

け
た
も

の
で

あ

っ
て
、

い

つ
も

二
人

の
兄

上

の
う

し

ろ
に

つ
い
て
、
朝

な
夕

な

に
父
上

母
上

の
御
気

嫌
を

う

か
が

い
、
折

目

正
し

く
立
ち

居

ふ
る
ま

い
、
言

葉
づ

か

い
や

表
情

を

お
だ

や
か

に

す

る
よ

う
心
掛

け

て

、
そ

の
身
な

り

正
し

く
う

や

う
や

し

い
態
度

は

、

あ

た
か

も
峻
厳

な
主

君

に
お

月
通

り
す

る

よ
う

で
あ

っ
た
。

だ
が

、

す

る
と

父
上

母
上

は
、

や
さ

し

い
お
言

葉

を
か

け

て
下

さ

っ
て
、

好

き
な

欲
し

い
も

の
を

お
尋

ね

に
な

り
、

ま

た
短

所
を

厳
し

く

な

お
し

長
所

を
引

き

の
ば
す

べ
く
、

い

つ
も
懇

切
丁

寧

に
お

導
き

い
た

だ

い

た
。

と
訳

す
で

あ

ろ
う
。

思

う

に
、

訳
者

を

は
じ

め
と

す

る

三
氏

が
、

こ
の
部

分
を

「
両

兄
」

か
ら

受

け
た
指

導

を
追
懐

し

た
も

の
と
誤
解
さ
れ
た

の
は
、

ま

ず

「
毎
従

両

兄
」

の

「
従

」
を
、

ふ

つ
う

の

〈
追
随

す

る

〉
意

に
取

ら

な

い
で

〈
指

導

さ
れ

る
〉

と
解

釈

さ
れ

た
か

ら
で

あ

る
。
そ
し

て
さ
ら

に
、

そ
の
よ

う
な
無

理

な
解

釈
を

せ

ざ

る
を
得

な
か

っ
た

理
由

を
臆

測
し

て
み

る
と
、

原
文

「
鍋

銅
翼

翼

、
若

朝
厳

君
焉

」

に
お

け
る

「
厳

君

」

の
意
味

を

取

る
の

に
、

そ
の
趙

注

に
引
く

「
易

』

家
人

(象
伝
)

の

「
家

人
有
厳

君

焉

、
父

母
之
謂

也

」

(家
人
に
厳
君
有
り
と
は
、
父
母
の
謂
い
な
り
)
を
機

械

的

に
受

け
と

め

て
、

「
厳
君

」

ー

「
父
母

」

と

い

っ
た

図
式

を
作

っ
て
し

ま

わ
れ

た

こ
と

に
起
因

す

る

の
でて
は

な

い
か

と
思
わ

れ

る
。

「
易
』

に

い

う

「
厳

君

」
が
直

ち

に

「
父
母

」

そ

の
も

の
を

意
味

し

な

い
こ
と

は
、
「0

0

之
謂

也

」
と

い
う
比

喩
説

明

の
形

式
を

と

っ
て
い
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

明

ら
か

で
あ

る

。
趙

注
が

こ
こ
に

「
易
』

の
こ

の
文

を

示
し
た

の
は
、
単

に

「
厳

君

」

一
語
だ

け

の
出

典

と
し

て
で

は

な
く

て
、

「
周
易

正
義

』

が

「
父
母

は

一
家

の
主

。
家

人

の
尊
び

事

う
る

こ
と

、
国

に
厳
君

有

る

に
同

じ

」

と
解

釈
し

て

い
る

こ
と
か

ら
も

推

測
が

つ
く

よ
う

に
、

「
厳
君

に
朝

す
る
が

若
し

」

の
句

全
体

に

つ
い
て

の
出

典

と
し

て
拳
げ

た

の
で
あ

る
。

(
2

)簡

則

慈
孝

不
接

、
押

則
怠

慢
生

焉

。

(教
子
篇
〉

こ

の
二
句

を
訳
者

は

、

そ

っ
け
な

さ
過

ぎ

れ
ば
、

父
子

間

の
愛
情

の
疏

通

が
う
ま

く

ゆ
か

な

い
し

、
馴

れ
馴

れ
し

過
ぎ

て
は
け

じ
め

が

つ
か
な

い
恐

れ
が
あ

る

。

(
四
〇
九
頁
〉

と
訳

し

て
お
ら

れ

る
。

が
、

二
句

と
も

正
確

な
訳

で
は

な

い
。

こ

こ
は

、

下
句

の

「
怠
慢

」
と

い
う
熟

語
か

ら
も

ほ
ぼ

見
当

が

つ
く
よ

う

に
、
親

と

子
と

の
相

互
関

係

に

つ
い

て
述

べ
た

の
で
は

な
く

て
、

も

っ
ぱ

ら
子

の
方

が
親

に
対

し

て
と

る
好

ま
し

か
ら
ざ

る
態

度

を
言

っ
た

と

こ
ろ
で
あ

る
。

ま
ず

「
慈

孝

」
は

、
訳

の
よ

う

に
親

の

〈
慈
愛

〉

と
子

の

〈
孝

養

〉
と

に

分

か

れ
る

言
葉
で

は

な
く

、
下

句

の

「
怠

慢

」
と
対

立

す
る
熟

語

で
あ

っ

て
、
古

く
は

『
国

語
』

斉
語

に

「
不
慈

孝
於

父
母

」

(父
母
に
慈
孝
な
ら
ず
)
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と
あ

る
よ
う

に
、

二
字
で

〈
孝

養
〉

を
意
味

す

る
。
ま

た

「
接

」
は

、
当

時

「
接
給

」

と
か

「捷

給

」
と

か

い

っ
た

用
語
が

あ

る

こ
と
で
も

わ

か

る

よ
う

に
、

〈
す
ば

や
く
す

る
〉

意
で
あ

っ
て
、こ
の
文

に

即
し

て

い
え
ば

、

親

へ
の
孝

養

を
臨
機

に
す
ば

や

く
行

な
う

こ
と
で

あ

る
。
試

み

に
私

が

こ

こ
を
訳
出

す

る
と
す

れ
ば

、

(父

子

の
間
が

)

そ

っ
け

な

い
と
孝
養

が
敏

速

に
で

き

な

い
し

、
馴

れ

馴
れ
し

い
と
親

を

な
お
ざ

り

に
す

る
よ

う
に

な
る
。

と

で
も
訳

す

べ
き
だ

と
思

う
。
か

く

し

て
、

こ
の
下

に

つ
づ

く

『
礼

記
』

内

則
を

ふ
ま

え
た
文
章

に
も
抵
抗

な

く
結
び

つ
く

こ
と
に
な

る
で

あ

ろ

う
。

(3

)
人
或

交
天

下
之
士

、
皆

有
歓

愛

、
而
失

敬
於

兄
者

、
何

其
能

多
而

不

能
少
也

、

人
或
将

数

万
之
師

、
得

其
死

力
、

而
失

恩
於

弟
者

、
何

其

能
疏

而
不

能
親
也

。

(兄
弟
篇
)

こ

の
文

章

に
対
し

て
、

訳
者

は

そ
も

そ
も

人
間

と

い
う
も

の
は

、
多
勢

な
他

人

ど
も

の
世

間
と
交

際

し

て
、
宜

し
く
愛

敬

を

ふ
り
ま
き

、
肉

親
で

も

な

い
幾

万

の
将
兵

を

喜

ん
で
死

地

に
赴

か

せ

る
ほ
ど

の
恩
愛

を

具
え

る

こ
と
も

で
き

る

の

'

に
、

数
少

な

い
血

を

分

け
た
兄

弟

の
間
で

か
え

っ
て
、
愛
情

を
欠

き

敬
意

を
失

す

る

こ
と

の
多

い

の
は

一
体

ど

う
し

た
わ

け
な

ん
だ

!

と

訳
し

て

い
る
。

(四

一
三
頁
)
こ
の
訳
は

、

ほ
ぼ
相
似

た

形
を

と

る
前
半

と
後

半
と

を
手

際

よ
く

つ
き
混

ぜ

て
整

理

し
た

い
わ

ば
意

訳
で

あ

っ
て
、

必

ず
し
も

厳
密

な
逐

語
訳

で

は
な

い
が
、

ま
ず

問
題

な

の
は

「
皆
有
歓

愛

」

の
訳
で
あ

る
。

察
す

る
と

こ
ろ

「
宜

し
く
愛

敬

を
ふ

り
ま

き
」

が

こ
れ

に

当

る
訳

と
思
わ

れ

る
が
、

こ
れ
で
は

上
句

の

「
天
下

之
士

」
か

ら
感

じ
取

ら

れ
る
堅

い
気

分
が

全
く

だ
ら

け

て
し
ま

う
。

こ
の
よ

う
な
訳

に
な

っ
た

の
は
、
訳

者
が

「
歓

愛
」

の
意

味
を

つ
か

み
か

ね
た

か
ら

で
あ

っ
て
、

こ

の
語

は
、

例
え
ば

謝

霊

運

の

「
還

旧

園

作

、

見

顔

萢

二
中

書

」
詩

に
も

「
長
与

催
愛

別
、
永

絶

平
生

縁

」
(長
く
懐
愛
と
別
れ
、
永
え
に
平
生
の
縁
を
絶

つ
)

と
あ

る
よ

う

に
、
〈
親

し

い
友

人
〉

を

い
う
六

朝

用
語
で

あ

る
。
ま

た

「
何

其

能

多

而

不
能

少

也

」

・

「
何

其

能

疏

而

不
能
親

也

」

の

二
句

は

、
訳

文

を

一
見

す
る

と

こ
ろ

、
ほ

と
ん

ど
大
筋

の
意
味

だ
け

で
す

ま
さ

れ

て

い

る
よ

う
で
あ

る

が
、

念

の
た

め

に
今

こ
の

二
句
を

直
訳

す

る
な
ら

ば
、
「
多

勢

の
人

々

(
疏

遠
な

人

々

)
に
は

仲

よ
く
し

な
が

ら
、

数
少

な

い
兄

(
血

を

分
け

た
弟

)

に
だ
け

は
仲

よ

く
し

な

い
、
と

は

一
体
ど

う
し

た

こ
と
な

ん
だ

」
と

い
う
意

味

に

な
る
で

あ

ろ
う

。

こ
の
ば

あ

い
の

四

つ
の

「
能

」

字

は

、

い
ず

れ

も

〈
気
が

合

う
〉

と
か

〈
調

子

よ
く

い
く
〉

と
か

い

っ
た

意

味

の
動

詞
で
あ

っ
て

詩
古
く

「
詩

」

や

「
書

」
に
見

え
る
「
柔
遠
能

過

」

(遠
き
を
柔
ら
げ
近
き
を
能
く
〉
の

「
能

」
は

、
恐

ら
く

こ
の
源
流

を

な
す
で

あ

ろ
う
し

、
近

く
は

現
代

語

「
相
能

」

(気
が
合
う
〉

・

「
不
相

能

」

(気

が
合
わ
な
い
〉
も

、
や

は

り
同
じ

系
譜

上

に
あ

る
言
葉

で

は
な
か

ろ
う

か
。

と

に
か
く

私

に
は
、

非
常

に
生

命

の
長

い
言

葉

の
よ
う

に
思
わ

れ

る
。

(
4

〉
人
之

事
兄

、
不

可

同
於
事

父

、
何
怨

愛

弟
不

及
愛

子
乎
。

是

反
照

而

不
明

也
。

(兄
弟
篇

)

こ
の

一
段

は
非

常

に
難

解
で
あ

っ
て
、

そ
れ

だ

け
に
訳
者

の
苦
心

が

そ

の
行

文

に

に
じ

み
出

て
い
る

よ
う

に
感

じ
ら

れ

る
。
そ

の
訳

は

つ
ぎ

の
よ

う

に

い
う
、

、

弟

が
兄

に
対

す
る
態

度

は
、

子
が
父

に
対

す

る
態
度

と

同
じ

と

い
う

.

わ

け

に
は

い
か
な

い
。

だ
か

ら
自

明

の

こ
と

な
が

ら
、
兄

が

弟
を
愛

す

る
程
度

が

、
そ

の
子
を

愛
す

る
程

度

に
及
ば

な

い
か
ら

と

い

っ
て
、

不

平
が
ま

し

い

こ
と
を
鳴

ら

す
条

理
は

な

い
だ
ろ

う
。

こ

の
道
理

が

納
得

で
き

な

い
と

す
れ
ば

、

そ
れ

は
照

り
返

し

に
目
が
く

ら

ん
で

、

一一



か
え

っ
て
物

が
見

え
な

く
な

っ
た

の
だ

、
と
で

も

評
す

る
他

は
な

い

わ
け

で
あ

る
。

(
四

一
四
頁
)

こ
の

一
段

を
読

み

ほ
ぐ
す

に
あ

た

っ
て
、
ま

ず
考
慮

に
入

れ

て
お

い
て
よ

い
こ
と
は

、

「
人
之
事

応

」

補
舷
彼

兄
に
事
う
る
は
)
に
は
じ

ま

る

こ
の

一
段

が
、

つ
ぎ

に

つ
づ
く

二

つ
の
美
談
ー

劉
雌

が
兄

に
敬

事
し

た

話
し

と
、

王
玄

紹

の

二
弟

が
身

を
挺

し

て
兄
を

か
ば

っ
た
話

し

と

の
直
前

に
あ

っ
て
、

あ

た
か
も

こ
の

二

つ
の
括

話

の

〈
前

置
き

〉

の
よ
う

な
役

割
り

を
し

て
い

る
ら
し

い
と

と

で
あ

る
。

だ
と

す
れ

ば
、

現
行
本

の

「
人
之
事

兄

、
不
可

同
於
事
父

」

に

つ
い

て
、
慮
文

招
が

「
不

字

は
蓋
し
術

文

な
ら

ん
。

或

は

不
可

の
下

に

一
不
字

を
脱

去

せ
し
か

」
と

指
摘

し
た

字
句

異

同

の
推

定

、

お
よ
び

そ

の
推

定

ど
お

り

に
宋

の

「
少
儀

外
伝
』

・

「
戒

子
通

録
」

の
引

文

が

そ
ろ

っ
て

「
不
可

不
同

於
事
父

」
(父
に
事
う
る
に
同
じ
か
ら
ざ
る
可
か
ら

ず
)
と
作

っ
て
い
る
事

実

は
、

十

分

に
重
視

さ

れ
て
然

る

べ
き
も

の
と

考

え

る
。

つ
ぎ

に
、

「
是

反
照

而
不

明
也

」

に
お

け
る

「
是
…

…
也

」

と

い

う
表

現
形
式

は
、

上
文

の
趣

意
を

そ

の
ま
ま

イ

コ
ー

ル
で
直

接
受

け
止

め

る
言

い
方
で

あ

っ
て
、

こ
の
訳

の
ご
と

く
上

文

と

の
接

続

過
程

に

「
こ
の

道
理
が

納

得
で
き

な

い
と

す
れ
ば

」

と

い

っ
た

つ
な
ぎ

を
介

在

さ
せ

る
余

地

は
な

い
は
ず

で
あ

り
、

む
し

ろ

そ
う
し

た
文

脈

の
捻

転

を
拒
否

す

る
表

現
で

す
ら

あ
る

。
以

上

の
よ
う

な

こ
と
を

配
慮

し

つ
つ
、

試

み

に
こ

の

一

段

を
訳
出

す

れ
ば
、

弟
が

兄

に
仕

え
る
態

度

は
、
父

に
仕

え

る
の

と
同
様

で

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

従

っ
て
、
兄

の
弟

に
対
す

る
愛

情
が

、

そ

の
子

に
対

す

る

愛
情

ほ

ど

に
大
き

く
な

い
か

ら
と

い

っ
て
、

不
満

に
思

う

す
じ

は
な

い
。

そ

れ
は

、
照

り
返

し
が

(も
と
の
光
よ
り
)
明

る

く
な

い
よ

う
な

も

の
さ

。

と

い

っ
た
意

味

に
で

も
な

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う
か

。

こ
の
ば

あ

い

「
是

反

照
而

不

明
也

」

の

「
是

」
は

、
す

ぐ
上

の

「
愛

弟
不

及
愛

子

」
を
直

接

承

け

る

こ
と

に
な
る

。
兄

の
弟

に
対

す

る
愛
情

が

そ

の
子

に
対
す

る
愛

情

に
及
ば

な

い

こ
と
は

、
兄

弟
篇

冒

頭

の

一
段

に
あ

る

「
其

の
壮

な
る

に
及

ん
で

、
各

お

の
其

の
妻

を
妻

と
し

、
各

お

の
其

の
子
を

子
と

す

れ
ば

、
篤

厚

の
人
あ

り
と

錐
ど

も

、

(兄
弟
の
愛
〉
少
し

く
衰

え
ざ

る
能

わ

ず

」
と

い

う
趣

旨
と

照
応

す

る
意

識
で

あ

っ
て

、
作
者

は

、

こ
う
し

た
心

理
的

変
化

を
致

し
方

の
な

い
自

然

の
な

り

ゆ
き

と
認

め

て
い
た

よ
う

で
あ

る
。
ま

た

、

そ

れ
を
直

接
受

け
止

め

た
比

喩

「
反

照
而

不
明

」

は
、

「
是
…

…
也

」
と

い
う
表

現
形
式

か

ら
推

し

て
当
時

の
俗
諺

で
あ

っ
た

よ
う

に
思

わ
れ

る
が

、

作
者

は

そ

れ
を
利

用
し

て

〈
反
射

光

線

は
、
投

射
光

線

よ
り

明

る
く
な

い

も

の
だ

〉
、

す

な
わ
ち

〈
兄
か

ら
返

っ
て
く

る
愛
情

は

、
弟

が
兄

に
捧

げ

た
愛

情

よ
り

元
来

強

く
な

い
も

の
だ

〉

と
言
わ
う
と
し
た

の
で
は
な

い
か
。

な
お

、
こ
の
ば
あ

い

の
よ

う

に

「
而

」
が

主

語

の
名

詞

を
承

け
る

用
法

は
、

当

時
す

で

に
漢

訳
仏

典
で

は
珍

し
く

な

い
俗

語
的

用
法

と
し
で

あ

っ
た
。

(入
矢
義
高
氏
の
教
示
に
よ
る
)

(
5

〉後

母
之

弟

、
与

前
婦

之

兄
、
衣

服

飲
食

、
畏

及
婚
宙

、
至

於
士

庶
貴

賎

之

隔
、

俗
以

為
常

。

(後
姿
篇
)

こ

の
文

章

に
対

す

る
訳
者

の
訳

は
、

つ
ぎ

の
ご

と

く
で

あ
る

。

〔
死

ん

だ
〕

前
妻

の
子

と

〔
新

し

い
〕
後

妻

の
子

は
、
兄

と
弟

に
は

ち

が

い
な

い
が

、
実
際

は

衣
食

も
飲

食
も

、
乃
至

は
結

婚

も
仕

官
も

、

身

分
あ

る
士

族
と

そ

れ

の
な

い
平

民

ほ
ど

に
も

待
遇

に

へ
だ
た

り

が

あ

っ
て
、

そ
れ

が
当
り

前

の

こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

(四

一
六
頁
〉

こ
の
訳

で

の
問
題

は

、
ま
ず

、
原

文

で

「
後

母
之
弟

」

が

「
前

婦
之

兄

」

よ
り
順

序
を

先

に
し

て
拳

げ
ら

れ

て

い
る

こ
と

に
全

く
注

意
が

は

ら
わ

れ

うう



て

い
な

い
こ
と
で

あ

る
。

こ

こ
は
、

こ
の

訳

の
よ

う

に
両
者

が
同

じ
比
重

で
並

拳

さ
れ

て

い
る

の
で
は

な
く

、

「
後
母
之

弟

」

を
主
体

に
し

て
、

そ

れ

が

「
前
婦
之

兄

」

と
比
較

し

て
ど

ん
な

に
ひ
ど

い

扱
い

を
受

け
て

い
る

か

、
を
述

べ
た
も

の
と

考
え

る

べ
き

で
あ

る
。

な
お

、

こ
の
よ
う

に
訳
者

が
原

文

の
順

序

を

無
視
し

た

例
と

し

て
は
、

例
え

ば

家
人

妻

子
、
不
免

飢

寒

。

(
治
家
篇
)

が
あ

る
。

訳
者

は

こ

の
文

を

「
家
内

一
同
妻

や
子

ら
は

云

々
」
(
四
二
二
頁
)

と

訳
し

て
お

ら
れ

る
が

、

「
家

人

」
(
召
使
い
)

を

「
妻
子

」

よ
り
先

に
拳

げ

て

い
る
と

こ
ろ

か
ら

見

て
、

〈
家

人
は

も
ち

ろ

ん
妻

子
ま

で
も

〉
と

い

う
語
気
で

は

な

い
か

。

つ
ぎ

に
、

こ

の
文
章

に
は

「
畏

及
」

・

「
至
於

」
と

い

っ
た

一
般

の
使

い
方

と

は
全

く
異

な

る
独
特

な
用
語

が

混

っ
て
い

る

こ
と
を

、
訳

者
は
も

っ
と
重
視

さ

れ
る

べ
き

で
あ

っ
た
と
思

う
。
本

来

「
畏
及

」
は

、

そ
れ
ま

で

の
叙

述

か

ら
次

の
叙
述

に
移

る
際

に

、
そ

の
冒
頭

に
置
く
書

き
出

し

の

助
字

〈
…

に
至

っ
て
〉

で

あ

り
、
し

か
も

「
愛

及
末

葉

」
と

い

っ
た
よ

う

に
歴
史

的

な
記
述

に
用

い
ら
れ

る

の
が
普

通
で
あ

る

の
に
、

『家

訓
』

に

お

い

て
は
、
例

え
ば

畏

及
農

商

工
買

、
厩

役

奴
隷
、

釣
魚

屠
肉

、
飲

牛
牧

羊
、皆

有

先
達

、

可
為

師
表

。

(
勉
学
篤
)

先

達

、

の
ご

と

く
、
す

べ
て

〈
…

に
及

ぶ
ま

で
〉

と

い
う
意

味
で

用

い
ら
れ
、

か

つ
歴
史

的
記

述

と
は
無

関

係
で

あ

る
。

そ
う
し
た

意
味

で

、
訳

者

が

こ
の

語
を

「
乃
至

」

と

訳
さ
れ

た

の
は

一
応

こ

の
ば

あ

い
妥

当

で
あ

る

が
、
さ

ら

に
望

む

ら
く

は

「
家

訓
』

の
用
例

の
ど

こ
に
で
も

当

て
は
ま

る
訳

語
を

見

つ
け

て
ほ
し

か

っ
た
。

少

な
く
と

も
か
か

る
特

殊

な
助
字

の
ば

あ

い
、

恐

ら

く
は

そ

の
よ
う

に
訳

語
を

単
純
化

し
た

方

が
作
者

の
語
感

に
近

く
な

る
は
ず

だ
か

ち

で
あ

る
。
さ

ら

に
残

念

な

の
は

「
至

於

」

に
対

す
る

語
法

的
な
配
慮

が
全

く

な
さ

れ

て

い
な

い
こ
と

で
あ

る
。

い
う

ま
で

も

な

く

「

至
於
」

は

、

ふ

つ
う

〈
…

に
至

っ
て

は
〉

と
い
う
意

味

を
も

っ
て
、

そ
れ

ま

で

の
叙
述

と
趣
意

が

異
な

る

こ
と

を
標

示
す

る
の

に
用

い
ら

れ

る
が

、
「

家
訓
』

の
ば

あ

い
は
、

そ
う
し

た

一
般

的

用
法

と
全

く
異

な

り
、
例

え
ば

至
於
帝

王
、
亦

或
未

免

。

(文
章
篇
〉

の
よ

う
に

、

〈
…
ほ
ど

に
な

っ
て
も
〉

と

い
う

意
味
を

も

っ
て
、
程
度

の

極

致
だ

け
を

示
す

助
字
と
し

て
用

い
ら

れ

て

い
る
。

「
畏

及
」

に
せ

よ

「

至
於

」
に
せ

よ
、

恐
ら

く

こ
れ
ら

の
奇
妙

な
用
法

の
助

字
は
、

文
語

く
ず

れ

の
俗

語
的

用
法

と
思
わ

れ

る
が

、
そ

う
し

た
用

語

の
特

異
性

を
考

慮

に

入
れ

て
、
試

み

に

こ
の

一
文

を
訳
出

す

れ
ば

、

後

添

い

の
母

が
生

ん

だ
弟
が

、
先

妻
の
生

ん
だ
兄
と

比

べ
て
、
衣

服

・
飲
食
か

ら

、
さ

て
は
結
婚

・
仕
官

に
至
る

ま
で
、

月

と
す

っ
ぽ
ん

ほ
ど

の
大
き

な
隔
差

に
な

っ
て
も
、

世

間
は

当
た
り

前

の

こ
と
と

心

得

て

い
る
。

と

な

る
か

と

思
う
。

(6
)書

有
称

「
厳
寒

」
者
、
必
対
之

流
涕

、
不
省
取

記

、
多
廃

公
事

。

(
風
操
篇
〉

こ
れ

は
梁

の
蔵
逢
世

が

、
民
衆

か

ら

の
陳
情
書

の
中

に
亡

父

の
諌

の

「

厳
」

字
を

見

つ
け

る
た
び

に
、
亡

父

を

偲
ん
で

悲
し

ん
だ

話
し

で
あ

る
が
、

こ
の
文

章
に

対
す
る

訳
者

の
訳
は

つ
ぎ

の
ご
と

く
で
あ

る
。

彼

は

そ
れ
ら

の
書

類

の
中

に

「
厳
寒

云

々
」

と
書

い

て
あ

る

の
を
見

つ
け

る
と
、

必
ず
涙

を

流
し

て
そ

の

文
書
を

皆
ま
で
読

ま

ず

に
放

棄

し

て
し
ま

う
。
か

く
て

、
す

べ

て
の
公
務

は
殆

ど
停
滞

と

い
う

こ
と

に
相

成

る
。

(
四
二
八
頁
)

こ
の
訳
で

の
疑

問
は
、

原
文

の

「
不

省
取

記

」
が

ど

う
し

て

「
そ

の
文
書

一一



を
皆
ま

で
読

ま

ず
に
放

棄
し

て
し

ま

う
。
」と

い

う
意

味

に
な

る
の

か
、
も

一
つ
見
当

が

つ
き

か
ね

る

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
ば
あ

い

「
取
記

」

と
い

う

極
め

て
珍
し

い
言

葉
を

ど

う
理
解

す

る
か

に
焦

点
が

し

ぼ
ら
れ

る

と
思
う

が
、

こ
の

「
記

」

は
、
上

文

の

「
朧
書

」
ま
た

は

そ

の
省
略

の

「
書

」
を

更

に
言

い
換

え
た

の
で

は
恐

ら
く

な

い
で

あ
ろ

う
。

だ

と
す

れ
ば

、

そ
こ

で
参

考

に
な
り

そ

う
な

の
は
、

「
世

説
』

方

正
篇

の

劉
簡

、
桓

宣
武

の
別
駕

と

な
り

、
後

に
東
曹

参
軍

と
な

る
も

、
頗

る

剛

直
な

る

を
以

て
疎

ん
ぜ

ら
る
。

嘗

て
聴

記

せ
し

に
、

簡
都

く
言
な

し

。
宣

武
問

う

「
劉
東

曹
は

何

を
以

て
意
を

下

さ
ざ

る

」
と
。

答

え

て
日
く

「
会

ず

用
う

る
能

わ
じ

」
と

。

と

い
う
文
章

で

あ

る
。

こ
の

『
世

説
』

の
文

に
見

え
る

「
聴
記

」

も
、

や

は

り
実
際

政
治

に
関
係
し

た

場
面

に
出

て
来

て
お
り

、
推

測

す
る

と

こ
ろ

〈
意

見
を

聴
取

す

る
〉

意

味

に

用
い
ら

れ

て
い
る
よ

う
に
思

わ
れ
る

。

こ

れ

か
ら

大

胆

に
類

推

す
れ
ば

、

『
家
訓
』

に
見

え

る

「
取

記
」

は
、

あ

る

い
は

く
調

査
す

る
〉

と
か

〈
検

討

す

る
〉
と

か

い

っ
た
意

味

で
は

な
か

っ

た

ろ

う
か
。

「
聴
記

」

に
せ

よ

「
取

記

」

に
せ

よ
、

い
ず

れ
も
官

庁

用
語

で
あ

る
可
能

性
が

大

き

い
が

、

こ
の

二

つ
の
語

に
共

通
し

て

つ
け
ら

れ

て

い
る

「
記

」

は
、
想

像
す

る

に
、

い
わ

ば

接
尾

語

の
よ

う
な
も

の
で

、
〈
政

治
意

見

の
聴

取

〉

や

〈
陳
情

事
項

の
取
り

調

べ
〉

な

ど
官
庁

事
務

に
は

必

ず
記

録

が
伴

う
か
ら

、

こ
ん
な

生

硬
な

用
語
が

作

ら

れ
た

の
で
は

な

い
だ

ろ

う
か
。

ち

よ

う
ど

「
貯
録
」

と

い
う

当
時

の
動

詞

が
、
単

に

〈
貯

え

る
〉

と

い

う
意
味

で
し

か

な
か

っ
た

よ

う

に
。

唖

(
7
)
喪
出
之

日
、
門

前
然

火

、
戸

外
列

灰

、被

送

家

鬼

、
章

断
注

連
。
(
風
操
篇
)

こ
の
文

は
、
死

霊

が
再

び
帰

っ
て

来

な

い
よ
う

に

す

る
迷

信
的

な

俗
習

を

の

べ
た
と

こ
ろ
で

あ

っ
て
、
特

に

わ

が

国
で

は

「
注
連
」

へし
め
な
わ
)

と
い
う

語
が

最
初

に
見

え

る
文
章

と
し

て
古

来
非
常

に
有
名

で

あ

る
。
訳

者
は

こ

こ
を

つ
ぎ

の
よ

う
に
訳

す
。

葬

送
の
執

行

さ
れ
る

日
に
は

、
門
前

に

火
を
も

や
し

家
の

外
が
わ

に

は

、
ず
ら

っ
と
灰

を
ま
き

、
家

に
迷

い

こ
ん
だ

死
霊

を
追

い
払

い
、

〔
再

び

そ
れ
が
侵

入
し

な
い
よ

う

に
〕
断

ち
切

る
印

に
注

連
(
シ
メ
ナ

ワ
〉を

張

り
め

ぐ
ら

す
。

(
四
四

一
頁
)

と

こ
ろ
で

、

こ
の
文
章

で
従

来
難

解
と

さ
れ

て

い
る
個

所

は
最

後

の

「章

断

注
連
」

で
あ

っ
て
、

そ

の
点

訳
者

も

慎
重

に
わ

ざ
わ

ざ

〈
注

〉
を

施
し

て

「
シ
メ

ナ

ワ
を

マ
ジ

ナ
イ
に
張

り

め
ぐ

ら

す

こ
と

か
」

と
附

記
し

て
お

ら
れ

る
。

今
試

み

に
従
来

の
主
要

な
解

釈

を
紹
介

す

れ
ば

、
ま

ず
源
順

」九

=

i

九
八
三
〉
の

『
倭
名

類
聚
抄

』

(
調
度
部

・
祭
杷
具
)
に
は
、
師

説
と

し

て

「

注
連

」
を

シ
リ

ク

ヘ
ナ

ハ
と

訓
じ

「
章
断

」
を

シ
ト
タ

チ
と
訓
じ

て
お
り
、

狩
谷
抜

斎

(
一
七
七
五
ー

一
八
三
五
〉
の

『
箋
注
」

は

こ
れ

に
対

し

て

「
按
ず

る

に
章

断

注
連
、
其

の
義
詳

か
な

ら
ず

。
師

説

の
云
う

と

こ
ろ
、

何

に
拠

り
た

る
か

を
知
ら

ず
。
」

と

い

っ
て
、

そ

の
解
釈

を
保
留
し

て

い
る
。

つ

ぎ
に
橋

川

時
雄
氏

の

『
日
本

文
化

交
流
史

』

歳

時
篇

三
に
は

、

「
章

断
」

を

〈
彩

断
〉

す
な

わ
ち

五
彩

を
施

す

こ
と
と

解

し

て
お
ら

れ

る
。
最

後

に

沢

田
瑞
穂
氏

は

最
近

の
論
文

「
魂
帰

る
」
(
昭
森
社
刊

『
道
教
研
究
愚
第
二
冊

一

七

一
-
一
七
二
頁
)
に
お

い
て
、

『
抱
朴

子

』
内

篇
登

渉
第
十

七

に
い
う

「

古

の
人

の
山

に
入
る
者

は
、
皆

黄
神

越

章

の
印

を
偏

ぶ
。
…
…

封
泥

を

以

て
住

す

る
所

の
四
方
各

お

の
百
歩

に
著

く

れ
ば

、
則
ち

虎
狼

も
敢

え

て
其

の
内

に
近

づ
か
ざ

る
な
り
。

」

お
よ
び

「
若
し

山
川
社

廟

の
血

食

す

る
悪

神
の

能

く
禍
福

を
作

す
者
有

ら

ん

に
、

印

を
以

て
封
泥
し

、
其

の
道
路

を

断
た

ば

、
則

ち
復
た
能

く
神

た
ら
ざ

る

な
り

。
」

か
ら

ヒ

ン
ト
を

得

て
、

一一〇S一



「
章

断
注

連

」
は

「
注

連

に
章
断
す
」

と

訓
み

、
縄

の
要

所
に
印
章

を

捺

し

た
封

泥

を

懸
け

て
悪
鬼

の
通
行

を
断

つ
の
意
で

は
な

か

ろ
う
か

、
と

推

測
し

て
お

ら
れ

る
。

以
上

の
諸
説

は
、

い
ず

れ
も

「
注

連
」

を

シ

メ
ナ

ワ
と
解

釈
し

、

そ
の

解

釈

の
上

に
立

っ
て

「章

断

」
の
意
味

を
考

え
よ

う
と
し
た

も

の
で
あ

る
。

し

か
し

な

が
ら

、

「
家
訓
」

の

こ
の
文

章

に

限
定

し

て
考

え

た

ば
あ

い

(
「
家
訓
」
は
、わ
が

「倭
名
類
聚
抄
」
よ
り
更
に
四
百
年
ほ
ど
早
い
)
、

そ
の
文
章

構

成

は
、

ま

ず

「
門

前
然

火
、

戸
外
列

灰

」
と

い
う
完

全
な

対
句

に
よ

っ
て
、

悪

霊
被

い

の
手
段

と
し

て

の
迷
信
的

な

マ
ジ

ナ
イ
を

示
し
、

そ
れ
を

承
け

た

つ
ぎ

の
対

句

「被

送

家
鬼

、
章

断

注
連
」

に
お

い

て
、
前

の
二
句

に
示

し

た
迷

信
的
手

段

か
ら

結
果
と

し

て
期
待

さ
れ
る

効

能
を

の

べ
た

も

の
と

理

解
す

る

の
が

至

当
な

の
で

は
な

い
か

。
も

し

、
前

述

の
諸

説

の
よ

う
に

「
章
断
注

連

」
を

シ
メ

ナ
ワ
と
関

連

づ

け

て
解

釈
す

る
な
ら

ば
、

そ
れ

は

「
被

送

家
鬼
」

を

飛
び

こ
え

て
再

び

悪
霊

被
い

の
手
段

を
蒸

し
返
し

た

こ

と

に

な

り
、
文

章
構

成

の
上

か
ら

見

て
極

め

て
不
自
然

で

不
安

定
な
叙
述

と

い
わ

ね
ば

な
ら
な

い
。

だ
と

す
れ
ば

、

い

っ
た

い

「
注

連

」
と

は
何

で
あ

り

「
章

断

」
と

は

ど

ん

な
意
味
か

、

と

い
う

こ
と

に
な

る
が

、
ま

ず

「注

連

」

に

つ
い

て
は

、

か

っ
て
楊
聯

陞

氏

が

「
老

君

音

調
誠
纒
』

の

「
老

君
云

、
其

先
亡
祖

曽
父

母

、

幽
請

不
解

、

復
注
子

孫
」

と

い
う
文

に
対

し

て
、

『
家

訓
』

の

「
注

連

」

の

「注

」
は

こ
の

「
復
注

子
孫

」

の

「
注

」
で
あ

る
。
(
「歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
」
二
十
八
本
)と
、
指

摘
し

た

こ
と

を
重
視

す

べ
き
で
と
思
う
。
推
測

す

る
と

こ
ろ
、
こ
の
道
書

に

お
け
る

「
注
」

は

〈
死
霊

が
乗

り

う

つ
る
〉

意

の
よ

う
で
あ

る
が
、
も
し

そ
う
だ
と

す

れ
ば

、
そ

の

「
注

」
と

「
連

」

と
が

結

合
し

て

〈
ま
と

い

つ
く
〉
と

い
う
意

味

の

一
語
と

な
る
可
能

性

は

十

分

に
あ
る

。
そ
し

て

『
家

訓
』
で

は

そ
れ
が

名
詞

化

さ
れ

て

〈
愚

き
も

の
〉

の
意
と

し

て
用

い
ら

れ

た

の
で

は

な
い
だ

ろ

う
か
。

こ
の

よ
う

に
解

釈
す

る
と

、
上
句

の

「
家
鬼

」
と
意

味

の
上

で
う

ま

く
対
応

す

る

よ
う

に

な

る
。

ま
た

「
章

断
」
は

、

い
ろ

い

ろ
な
臆

説

が
あ

る
よ

う
だ
が

、

上
句

の

「
被

送
」

と

に
ら
み

合
わ

せ
た

ば

あ

い
、
さ

ほ
ど
複

雑

な
意

味
が

あ

る

よ

う
に

も
思

わ
れ
な

い
か

ら
、
あ

っ
さ
り

「
障
断

」

(
さ
え
ぎ
る
〉
と

解
し

て
は
ど

う
で
あ

ろ

う
か
。

こ
の
よ
う

に
考

え

る
と
、
相
応

ず

る

「
祓

送
」

「
障

断
」

の
二
語

は
、

い
ず

れ
も

上
字

「
被
」

「障

」

に
意

味
上

の
重

心

が
か

か

り
、

そ
れ
を
助

け

る
も

の
と
し

て
下
字

「
送

」

「
断

」

が
添
加

さ

れ

た
構
造

の

こ
と
ば
と

な
る

。

以
上
を
要

す

る
に

、

「
被

送
家

鬼

」
は
家

の
中

に
残

っ
て
い

る
死
霊

を

追

い
払

う
こ
と
を

い

い
、

「
章

断

注

連
」
は

一
旦

出

て
行

っ
た
死
霊

が

生

存
者

に
葱

く

の
を

シ

ャ

ッ
ト

・
ア
ウ

ト
す

る

こ
と
を

い

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

試

み

に
私

の
解

釈
を

示
せ
ば
、

葬
送

の
日
に
は
、

門

前
で
火
を

燃

や
し

た
り

、
戸
外

に
灰

を

な
ら

べ

た
り
し

て
、
屋

内

に
残

っ
て

い
る
死
霊
を
追

い
払

い
、
屋

外
か

ら
愚

こ
う

と
す

る
怨
霊

を
締

め
出

す
。

と
い

っ
た
意

味

に
な

る
。
少

な

く
と
も

こ
の
よ
う

に
解
釈

し

た
方

が

、
従

来
の

諸
説
よ

り

ス

ッ
キ

リ
し
た

も

の

に
な

る
と

思
う

が
ど

う
で

あ
ろ

う
か

。

(
8

〉
吾
初

入
邦
、

与
博

陵
崔
文
彦

交
遊

。

嘗
説

王
桑

集
中

難
鄭

玄
尚

書
事

。

崔
転
為

諸
儒

道
之

、

始
将

発

口
、

懸
見
排
畳

、
云

「
文
集

止
有

詩
賦

銘
諌

、
量
当

論
経
書

事
乎

。
且

先
儒

之

中

、
未

聞
有

王
桑
也

。
」

崔

笑
而
退

、
寛

不

以

集

示

之
。

(勉
学
§

こ
れ

は

「
俗

間

の
儒

士
が
群

書

に
渉
ら

な

い
」

こ
と
に

つ
い

て
、

作
者

自
身

が
経

験
し

た

一
つ
の
笑

え
な

い
実
話

で
あ

る
が

、
訳
者

は

こ
の
文
章

67一



を

つ
ぎ

の
よ
う

に
訳
し

て
い
る
。

私
が
響

行
っ
た
当
初
(五
五
七
年
頃
)・
博

氏
出
の
崔
彦

と
交

際
し

て

い
た

こ
と
が

あ

る
。

或

る
時

私
は

『
王

桀

集
』
中

の

「
難

書

事

(鄭
玄
の
尚
書
注
に
就
い
て
の
疑
問
)」
と

い
う
論

文

の

こ
と
を

話

題

に
し

て
彼

に
語
り
か

け
た

こ
と

が
あ

る
。

と

こ
ろ
が
崔

君

は
私

の
話
し

を
取

り
ち

が
え

て
、
私

以
外

の

「
他

の
学
者
た

ち

が
そ

う
言

っ

て
い
る
」

と
思

っ
た
ら

し

い
。
彼

は
や

お
ら

自
分

の
意

見
を
述

べ

よ
う

と
し

て
、

「
こ
ん
な

こ
と

を
言

え
ば

問

い

つ
め

ら
れ

る
か

も
知

れ

な

い
な
?

」

と

い

っ
た
風
な

タ

メ

ラ
イ
を

見
せ

つ

つ
も

、
遂

に

口

に
出

し
た
も

の
で
あ

る
。

「
文
集
な

る
も

の
は

、

詩
と
か
賦

と

か
碑

文
と
か

あ

る
い

は
追
悼

文
だ

け
が

、
収

録
さ
れ

て

い

る
も

の
で
ご

ざ

い
ま

し

ょ
う
!

そ
の
中

に
経

書

の
こ
と
を

論
じ

た

文
章

が
あ

る

な

ん

て
、
お
か
し

な

こ
と

で
ご
ざ

い
ま

す

ね
え
?

そ

の
う
え

、
儒

学

の
先
達

で

王
桀
な

ん

て
い
う

人
物

は
、
聞

い
た

こ
と
も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
よ
!

」

崔
君

は
笑

い
な

が
ら
辞

去

し

て
行

っ
た
が

、
遂

に
王

聚

の

文
集

そ

の
も

の
で
、
自
説

を

証
明

す

る

こ
と

は
し

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

(
四
六
八
=
四
六
九
頁
〉

こ
の
原
文

を
正

し

く
解

釈
で
き

る
か
否

か

は
、

「
崔
転
為

諸

儒

道
之

、
始

将
発

口
、
懸

見
排

豊
」

三
句

を

い
か

に
理
解
す

る
か
、
又

こ
れ
に

つ
づ

く

「
云
」

の
主

語
を
誰

に
措
定

す

る
か
、

の

二
点

に
か

か

っ
て

い
る

。
私

の

察

す

る
と

こ
ろ

、
訳
者

は

こ
の

三
句

を

「
崔
は
転

っ
て
諸
儒

の
之
を

道

え

り
と

為

う
。
始

め

て
将

に
口
を

発
か
ん

と

せ
し
も

、
排

整
せ

ら

れ
ん

こ
と

を

懸

め
見

り
」

と
訓
じ

て
い
る
よ

う
に

思
わ

れ
、

つ
づ

く

「
云
」

以
下

も

ま

た
同

じ
く
崔

文
彦

の
言
葉

と
し

て
取
り

扱

っ
て
お
ら
れ

る

。

し

か
し

な
が

ら
、

こ

の
よ

う

に

「
崔

転
為
諸
儒

道

之
」

か
ら

以

下
、

末

尾

の

「
意
不

以
粂
集

示

之
」

ま
で

、

一
貫
し

て
そ

の
主
語

を
崔

文
彦

で
通

し

て

い
る
と
し

た

な
ら
ば

、

い

っ
た

い

そ

の
途
中

で

、
わ
ざ

わ
ざ

「
崔

は

笑
い

て
退

き

…
…
」

と

い
う

よ
う

に
、
改

め

て
主

語

の
「
崔
」
を

持
ち
出

す

必
要
が
あ

る
で
あ

ろ

う
か

。

こ
れ

で

は
文
章
が

大

へ
ん

く
ど
く

な
り

、
し

か
も
内

容
は

反
対

に
単
調

に
な
り

す
ぎ

て
し
ま

う
。
思

う
に
、
作

者

が

こ

こ
で
改

め

て
主
語
を

持

ち
出
し

て
文

章
を

引
き

締
め

た

に

つ
い

て
は
、

崔

文
彦

が

「
笑
」

っ
た
対

象

と
し

て
、

崔

以
外

の
人

の
言

動
が

す

で

に
こ

の

前
に
あ

っ
た

か
ら
で

は
な

か

っ
た
か

。

そ
う

考
え

る
と

、

「
崔

は

笑

い
て

退
き
」

の
直

前

に
あ

る
文
章

「
云

う
、
文
集

に
は
止

だ
詩

賦
銘

諌
あ

る

の

み
。

堂

に
当

た
経
書

の
事

を
論
ぜ

ん
や
。

且

つ
先

儒

の
中

に
、
未

だ
モ

桀

あ

る

の
を
聞

か
ざ

る
な
り
」

の
主
語

は
、

作
者

に
あ

ら
ず
崔

君

に
あ
ら
ず

、

お
の
ず

か

ら

「
諸

儒
」

に
し

ぼ
ら
れ

て
く

る
。

だ
と

す
れ
ば

、

そ
こ
で

コ

ッ

ソ
リ
主
語

の
転

換
が

行
な

わ
れ
た

こ
と

に
な

る
が

、

こ
の
よ

う

に
何
食

わ
ぬ
顔

で
主

語
を

取
り

換
え

て
し
ま

う
現

象
は

、
気
軽

に
書

か

れ

た
ら

し

い

「
家
訓
』

の
ば

あ

い
特

に
頻

繁

に
見
ら

れ
る

と

こ
ろ
で
あ

っ
て
、

為
父

所

寵
、
失

於

教
義
。

(
学
士
は
父
か
ら
可
愛
が
ら
れ
た
が
、
そ
の
父
は

教
育
の
本
義
を
忘
れ
て
い
た
。
)
ー
1
教
子
篇
「

「う

梁

武
薄

其
為
人

、
多

被
抑
退

。

梁
の
武
帝
は
、
そ
の
人
柄
を
軽
ん
じ
て
、

そ
の
人
は
多
く
冷
遇
さ
れ
た
。
)
ー

う
風
操
篇
ー
-…

な
ど

は

そ
の

一
例
で
あ

る
。

ひ
る
が

え

っ
て

「
崔

転
為

諸
儒

道

之
。

始

将
発

口
、
懸

見
排

盛
」

三
句

の
意

味
を

考

え
る

に
、
ま
ず

「
崔
転

為

諸
儒

道
之

」

は
、

こ

の

一
句
だ

け

単

独
に
読
む

な

ら
ば
、

訳
者

の

い
う
よ

う

に
崔
文
彦

が
浅
学

で

あ

っ
て
顔

之
椎

の
話
し

を

取
り
ち

が
え
た

こ
と

を

述

べ
た
と

見
ら
れ

な

い

こ
と

は
な

い
が

、

こ
の
句

に
先

行
す
る

「吾

れ
初

め

て
鄭
に

入
り
、

博
陵

の

崔
文
彦

一う



と

交

遊
す

」
と

い

っ
た
書
き

出

し
ぶ
り

か
ら

見
れ
ば

、

作
者

は
崔
文

彦
と

交

遊

し

て

い
た

こ
と

を
、
む

し

ろ
子
孫

に
吹

聴
し

て

い
る
か

に
さ

え
感
じ

ら
れ

る
。

と
す
れ

ば

、

こ
こ
は
訳
者

の
解

釈

と
は
反

対

に
、
崔

文
彦

が
作

者

の
発
言

を
諒
と

し

て
、

そ
れ
を

諸
儒

に
知
ら

し
あ

る

べ
く

「
転
じ

て
諸

儒

の
為

に
之

を
道

」

っ
た

の
で

は
な

い
か
と
思

う
。

そ

し

て
そ
の
際

、
崔

文

彦

は

「
始

め

て
将

に

口
を

発
ら

か
ん
と

す

る
と
き

、
排

蓬
ら

れ

ん

こ
と

を

懸
見

(予
想
)
」

し
た

の
だ

と
思
わ

れ
る

が
、

こ
の
場

あ

い
「
排

燈
」
す

る

の
は
紛

う

か
た

な
く

「
諸
儒

」

の
は
ず
で

あ

る
。
だ

と
す

れ
ば

、

「
排
豊

」

の
直

後

に

「
云
」
だ

け
を

つ
づ

け

て
も

、

そ

の
主

語
が

「
諸

儒
」
で

あ

る

こ
と

は
作
者

に
と

っ
て
は
自

明

の

こ
と

で
あ

り
、

つ
い
自

然

に
筆

が
走

っ
た

の
で

あ
ろ
う

。

以
上

の
よ
う

に

こ
の

一
節

は
、
下

の
方

か
ら

論

理
的

に
押
し

上
げ

て

い

っ
て
も

、
上

の
方

か
ら

文
脈

を
た
ど

り

つ

つ
読

み
下

し

て

い

っ
て
も

、
や

は
り

「
云

」

の
主

語

は

「
諸
儒

」

に
落
ち

着
か

ざ

る
を
得

な

い
よ
う

に
思

う
。そ

こ
で

こ
の

一
節

を

私
な

り

に
訳
出
す

れ
ば

、

私
が
鄭
都
に
入
っ
て
き
鰭
硝
初
の
こ
ろ
、
博
鍔

鮭
文
鰺
社
咬
際
し

て

い
た
が

、
あ

る
時

、
王

棄

の
文

集

の
中

の

「
鄭
玄

の
尚

書

の
注

を

難

ず

る
論
文

」

に

つ
い
て
語

っ
た
と

こ
ろ
、
崔

君

は
ひ
る

が
え

っ
て

他

の
学

者

た
ち

の
た
め

に

そ
れ
を
教

え

て
や

ろ
う
と

し
た

。

い
ざ

こ

れ
か
ら

口
を

開

こ
う
と

し
た

と
き

、
彼
ら

か
ら

排
撃

を
食

う

こ
と
は

予
想

し

て
い
た

が
、
果

し

て
学

者

ど
も

は

「
文

集

に
は
、

た
だ

詩

・

賦

・
銘

・
諌

が

入

っ
て

い
る
だ

け
で
、

い

っ
た

い
経
書

に

つ
い

て
論

じ
た

も

の
な
ど

あ
る

は
ず

が
あ

り
ま
し

よ
う

か
。

の
み

な
ら
ず

、
儒

学

の
先

達

の
中

に
は
、

王
漿

な
ん

て

い
う
人
物

が

い
る
な

ど
聞

い
た

こ
と

も

ご

ざ

い
ま

せ

ん

よ
。
」

と

い

っ
た

。
そ

れ
を
聞

い
た
崔
君

は

苦
笑

し

な
が
ら

退
席

し
て

し
ま

い
、
結

局
王

緊

の
文
集

を

実
際

に
彼

ら

に
見
せ

て
立

証
し

よ
う
と
も

し

な
か

っ
た
。

と

な
る

。
な

お
原
文

の

「
懸

見

」
は
、
劉

漠

の

「
助

字
弁

略
」

(巻
二
)
が

「
家

訓
』

の

こ
の
文
を

例
証
と

し

て
説
明

し

て

い
る

よ
う

に
、

〈
前
も

っ

て
見

通
し

を

つ
け
る
〉

意

の
六

朝

語
で
あ

る
が

、
さ

ら

に
補

足
す

る

な
ら

ば

、

「
文

心
雛
竜

』
附
会

篇

の

「夫

れ
能

く
湊

理

(文
脈
〉
を
懸

識

し
、
然

る
後

に
文

節
お

の
ず
か

ら
会

す
。

」

に
見

え
る

「
懸
識

」
も

ま
た

極
め

て

こ
れ

に
近

似
す

る
言
葉
で

あ

る
。

以
上

、
非

礼

を
顧

み
ず
多

く

の
妄

説
を

つ
ら

ね
た

が
、

こ
れ

は
訳
者

の

こ

の
見
事

な
業
績

に
牽

き

こ
ま

れ

た
私

の
熱

意

に
よ

る
逸
脱

と
し

て
寛
恕

い
た

だ
け

れ
ば

幸

い
で

あ

る
。
と
も

か
く

訳
者

に
よ

る

こ
の
「
顔
氏

家

訓
』

が
、
近

来
稀

に
見
る
充

実
し

た
真

蟄

な
訳
注

で
あ

る

こ
と

は
疑

う
余

地

の

な

い
と

こ
ろ
で
あ

り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
わ

が
国

の

「
顔

氏
家

訓
」

の
研
究

が
貴
重

な
拠

り
所

を
得

た

こ
と

を
、

読
者

と
共

に
喜
び

た

い
と
思

う
。

(平
凡
社
刊

「
中
国
古
典
文
学
大
系
」
第
九
巻
)

二

九
七
0

ニ
ニ
・
九
)
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