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第

十

六

号

（

二

〇

一

一

年

十

一

月

三

十

日

） 

 

 

「

戀

」

す

る

潘

岳

 

―

―

漢

魏

西

晋

詩

歌

に

見

え

る

「

戀

」

字

と

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

に

つ

い

て

   

狩

野

 

雄

 
 

  
 

は

じ

め

に

―

―

手

に

負

え

な

い

恋

 

  

恋

と

は

い

っ

た

い

い

か

な

る

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

。

い

つ

ど

う

や

っ

て

生

ま

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

誰

し

も

が

心

の

な

か

に

持

っ

て

い

て

よ

く

知

っ

て

い

る

は

ず

の

感

情

で

あ

る

が

、

改

め

て

問

わ

れ

て

み

れ

ば

、

誰

に

も

し

か

と

は

わ

か

ら

な

い

。

そ

れ

は

、

ど

こ

か

わ

た

し

は

何

者

か

と

問

う

の

に

も

似

て

い

て

、

誰

も

が

直

観

的

に

そ

の

答

え

を

知

っ

て

い

る

よ

う

で

い

な

が

ら

、

そ

の

実

い

く

ら

問

う

て

も

つ

い

に

確

答

を

得

る

こ

と

が

叶

わ

な

い

類

の

問

い

な

の

で

あ

る

。 

 

誕

生

に

お

い

て

す

で

に

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

、

個

別

的

具

体

的

事

例

に

お

い

て

も

、

し

ば

し

ば

恋

は

答

え

を

用

意

し

な

い

。

そ

し

て

、

お

そ

ら

く

は

こ

の

た

め

で

あ

ろ

う

、

恋

に

は

、

あ

た

か

も

目

的

地

が

示

さ

れ

な

い

ま

ま

踏

み

押

さ

れ

て

ゆ

く

足

跡

の

よ

う

な

と

こ

ろ

が

あ

る

。

つ

ま

り

、

恋

に

は

現

象

の

み

が

あ

る

の

で

あ

り

、

恋

の

本

質

と

い

う

も

の

は

筆

者

の

手

に

負

え

る

考

察

対

象

で

は

な

い

よ

う

で

あ

る

。 

 

た

だ

、

筆

者

に

も

恋

の

様

相

の

追

憶

的

記

述

や

「

戀

」

字

の

誕

生

と

行

く

方

に

つ

い

て

な

ら

ば

、

若

干

の

考

察

が

可

能

で

あ

ろ

う

し

、

そ

う

し

た

営

み

の

足

跡

の

集

合

を

眺

め

直

し

て

み

る

こ

と

で

、

深

遠

な

る

恋

の

一

端

が

お

ぼ

ろ

げ

に

浮

か

び

上

が

る

こ

と

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

。 

 

本

稿

に

お

い

て

は

、

ま

ず

、

比

較

的

成

立

の

新

し

い

と

考

え

ら

れ

る

「

戀

」

字

が

、

成

立

時

期

に

近

い

漢

魏

西

晋

期

の

詩

歌

作

品

に

お

い

て

、

い

か

な

る

字

義

の

変

遷

・

拡

大

の

路

を

辿

っ

た

の

か

に

つ

い

て

考

察

を

進

め

、

つ

い

で

、

そ

の

包

含

す

る

意

味

を

、

字

義

の

一

転

折

点

と

な

る

と

思

わ

れ

る

西

晋

期

の

、

特

に

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

中

に

見

え

る

匂

い

の

表

現

と

の

関

わ

り

に

お

い

て

考

え

て

み

る

こ

と

と

し

た

い

。

本

稿

を

「

「

戀

」

す

る

潘

岳

」

と

題

す

る

所

以

で

あ

る

。 

  
 

一

 

遅

れ

て

き

た

「

戀

」

字

 

  

そ

れ

で

は

ま

ず

、

現

在

に

あ

っ

て

恋

と

い

う

い

さ

さ

か

厄

介

な

感

情

を

写

し

取

る

の

に

用

い

ら

れ

る

こ

と

の

多

い

「

戀

」

字

が

ど

の

よ

う

に

し

て

成

立

し

た

の

か

に

つ

い

て

、

諸

の

字

書

・

辞

典

の

記

述

を

確

認

す

る

こ

と

か

ら

始

め

て

み

る

こ

と

と

し

よ

う

。 

 

漢

和

辞

典

や

漢

語

詞

典

を

紐

解

い

て

み

る

と

、
「

戀

」

字

が

そ

れ

ほ

ど

旧

い

も

の

で

は

な

い

ら

し

い

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

『

大

漢

和

辭

典

』

と

『

漢

語

大

詞
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九
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典

』

に

載

せ

ら

れ

て

い

る

用

例

を

眺

め

て

み

て

も

、

「

蘇

武

」

の

「

詩

」

が

最

も

早

く

、

そ

れ

に

次

ぐ

の

が

王

粲

の

「

從

軍

詩

」

で

あ

り

、

漢

代

か

ら

先

に

遡

る

も

の

は

挙

げ

ら

れ

て

い

な

い

。

加

え

て

、

「

蘇

武

」

の

「

詩

」

は

も

う

少

し

後

の

世

の

作

だ

と

も

考

え

ら

れ

て

い

る

し

１

、

王

粲

の

「

從

軍

詩

」

に

つ

い

て

は

「

戀

」

字

そ

れ

自

体

に

関

し

て

異

同

を

含

ん

で

い

る

。

辞

典

の

用

例

の

次

元

に

お

い

て

既

に

種

々

審

ら

か

な

ら

ざ

る

と

こ

ろ

の

あ

る

「

戀

」

字

で

あ

る

が

、

実

際

、

十

三

経

や

先

秦

諸

子

な

ど

に

用

例

を

索

め

て

み

て

も

見

出

さ

れ

ず

２

、

こ

の

こ

と

と

平

仄

を

合

わ

せ

る

よ

う

に

、

『

爾

雅

』

『

説

文

解

字

』

『

釋

名

』『

方

言

』

と

い

っ

た

後

漢

ま

で

の

字

書

類

に

も

収

め

ら

れ

て

い

な

い

。

「

戀

」

字

の

用

例

と

し

て

、

管

見

の

限

り

で

最

も

早

い

の

は

―

―

こ

こ

に

は

ま

た

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

問

題

が

あ

る

よ

う

に

は

思

わ

れ

る

が

―

―

、

『

史

記

』

范

雎

蔡

澤

列

傳

に

見

え

る

「

戀

」

字

を

重

ね

た

「

戀

戀

３

」

と

い

う

も

の

で

あ

り

、

現

存

す

る

字

書

の

用

例

で

最

も

古

い

の

は

、

梁

の

顧

野

王

の

編

に

成

る

『

玉

篇

』

の

そ

れ

で

あ

る

よ

う

で

あ

る

。

『

玉

篇

』

の

「

戀

」

字

を

掲

げ

て

み

よ

う

。 

  
 

戀

、

力

絹

の

切

。

慕

な

り

。

（

戀

、

力

絹

切

。

慕

也

）

〔

玉

篇

 

心

部

〕 

  

同

じ

く

心

部

に

属

す

る

「

慕

」

で

も

っ

て

解

か

れ

て

お

り

、

こ

の

「

慕

」

を

「

し

た

う

」

と

訓

め

ば

、

今

日

の

わ

れ

わ

れ

に

も

理

解

し

や

す

い

も

の

と

な

る

。

『

玉

篇

』

に

先

行

す

る

も

の

と

し

て

は

、

「

戀

」

の

字

義

に

つ

い

て

解

く

も

の

で

は

な

い

が

、

「

戀

」

と

「

慕

」

を

類

義

の

語

の

よ

う

に

捉

え

る

例

が

後

漢

に

見

ら

れ

る

。 

  
 

思

舊

故

以

想

像

兮

 
 

舊

故

を

思

う

て

以

て

想

像

し 

 
 

長

太

息

而

掩

涕

 
 

 

長

く

太

息

し

て

涕

を

掩

う 

 
 

［

王

逸

注

］

朋

友

を

戀

慕

し

、

兄

弟

を

念

う

な

り

。

…

…

（

戀

慕

朋

友

、

念

兄

弟

也

。

…

…

）

 
 

〔

楚

辭

補

註

 

遠

遊

章

句

第

五

〕 

 

『

楚

辭

』

遠

遊

篇

に

見

え

る

「

舊

故

を

思

う

」

と

い

う

表

現

を

、

王

逸

が

「

朋

友

を

戀

慕

し

、

兄

弟

を

念

う

な

り

」

と

注

解

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

「

戀

」

と

「

慕

」

と

が

共

有

す

る

字

義

に

基

づ

い

て

、

連

文

的

に

用

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

、

『

玉

篇

』

が

「

戀

」

を

「

慕

な

り

」

と

解

く

ゆ

え

ん

の

一

つ

と

な

っ

て

い

る

か

も

知

れ

な

い

も

の

で

あ

る

。 

 

儒

家

経

典

や

先

秦

諸

子

に

用

例

が

な

く

、『

史

記

』

に

「

戀

戀

」

の

一

例

（

『

漢

書

』

に

二

例

）

を

認

め

る

も

の

の

、

後

漢

ま

で

の

字

書

は

収

め

な

い

、

と

い

う

「

戀

」

字

を

め

ぐ

る

状

況

は

、

「

戀

」

字

が

漢

代

に

な

っ

て

か

ら

成

立

し

た

と

い

う

推

測

に

向

か

わ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

次

章

で

考

察

を

試

み

る

詩

歌

作

品

に

お

け

る

「

戀

」

字

の

用

例

に

関

し

て

も

同

様

の

こ

と

を

指

摘

し

得

る

４

。

や

は

り

、

「

戀

」

は

少

し

遅

れ

て

き

た

字

で

あ

る

よ

う

だ

。

と

こ

ろ

で

、
「

戀

」

字

は

ど

の

よ

う

な

要

請

の

も

と

で

ど

う

や

っ

て

生

ま

れ

て

き

た

の

だ

ろ

う

か

。 

 

「

戀

」

字

に

関

わ

っ

て

、

し

ば

し

ば

取

り

上

げ

ら

れ

る

の

が

、
「

戀

」

の

「

心

」

を

「

手

」

に

換

え

た

「

攣

」

字

で

あ

る

。

と

も

に

「

特
」

を

声

符

に

持

つ

こ

二 
〇
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と

か

ら

通

ず

る

と

解

さ

れ

る

が

、

こ

の

あ

と

見

る

よ

う

に

、

『

周

易

』

に

用

例

が

あ

り

、

成

立

は

「

攣

」

字

の

方

が

格

段

に

早

い

。

「

攣

」

字

は

『

説

文

解

字

』

や

『

釋

名

』

に

も

見

え

て

お

り

、

『

説

文

』

に

「

係

な

り

」

と

あ

る

の

に

よ

れ

ば

、

手

で

も

っ

て

つ

な

ぐ

の

を

本

義

と

す

る

字

で

あ

る

。 

  
 

攣

、

係

な

り

。

手

に

从

う

、

特
聲

。

（

攣

、

係

也

。

从

手

、

特
聲

）

 

〔

説

文

解

字

注

 

十

二

篇

上

〕 

  

手

で

つ

な

ぐ

の

を

本

義

と

す

る

と

考

え

ら

れ

る

「

攣

」

字

で

あ

る

が

、

『

周

易

』

小

畜

に

見

え

る

「

攣

」

に

つ

い

て

、
『

経

典

釈

文

』

が

「

子

夏

傳

」

が

「

戀

」

に

作

っ

て

「

思

」

で

あ

る

と

解

い

て

い

る

と

指

摘

す

る

。 

  
 

九

五

 

孚

有

り

攣

如

た

り

、

富

其

の

鄰

と

以

に

す

。

（

九

五

 

有

孚

攣

如

、

富

以

其

鄰

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

周

易

 

小

畜

〕

 

 
 

攣

 

力

專

の

反

。

馬

云

う

、

連

な

り

、

と

。

徐

又

力

轉

の

反

。

子

夏

傳

戀

に

作

り

、

思

な

り

と

云

う

。

（

攣

 

力

專

反

。

馬

云

、

連

也

。

徐

又

力

轉

反

。

子

夏

傳

作

戀

、

云

思

也

）

〔

經

典

釋

文

 

周

易

音

義

 

小

畜

〕

 

 

こ

の

「

子

夏

傳

」

も

『

漢

書

』

藝

文

志

に

記

載

が

な

く

、

卜

子

夏

に

仮

託

し

た

後

世

の

書

で

あ

る

可

能

性

が

指

摘

さ

れ

て

お

り

５

、

そ

も

そ

も

用

例

と

し

て

そ

れ

ほ

ど

遡

る

も

の

で

は

な

さ

そ

う

で

あ

る

が

、
『

經

典

釋

文

』

の

こ

の

記

述

に

よ

っ

て

「

戀

」

字

は

「

攣

」

字

と

結

び

つ

き

つ

つ

、

「

思

」

と

い

う

意

味

が

見

出

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

こ

と

は

『

楚

辭

』

の

遠

遊

篇

に

見

ら

れ

た

「

思

」

を

「

戀

慕

」

「

念

」

と

読

み

換

え

る

の

と

通

ず

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

 

 

一

つ

の

可

能

性

と

し

て

、「

手

で

つ

な

が

る

、

手

で

ひ

っ

か

け

る

」

意

の

「

攣

」

字

を

元

に

つ

く

ら

れ

た

の

だ

と

す

れ

ば

、

「

戀

」

字

は

「

手

」

を

「

心

」

に

換

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

「

心

に

つ

な

が

る

、

引

っ

か

か

る

」

状

態

を

意

味

す

る

も

の

と

し

て

生

み

出

さ

れ

た

、

言

い

換

え

れ

ば

、

そ

れ

ま

で

は

「

攣

」

字

を

用

い

て

手

で

繋

が

る

よ

う

に

心

に

引

っ

か

か

っ

て

い

る

と

表

現

さ

れ

て

い

た

思

い

を

直

接

心

に

ひ

っ

か

か

る

と

表

現

す

べ

く

心

部

に

属

す

る

「

戀

」

字

が

誕

生

し

た

、

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

「

戀

」

と

は

、

心

の

な

か

で

引

っ

か

か

っ

て

（

思

わ

れ

て

）

仕

方

が

な

い

状

態

を

表

す

字

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

ほ

か

「

戀

」

字

は

、

成

り

立

ち

に

お

い

て

、

思

・

慕

・

念

・

眷

・

情

等

の

字

と

深

い

関

わ

り

を

有

し

て

い

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

６

。

 

 

続

い

て

、

本

章

に

お

い

て

考

察

を

試

み

た

「

戀

」

字

誕

生

に

近

い

時

期

で

あ

る

、

漢

魏

西

晋

期

の

詩

歌

作

品

に

見

ら

れ

る

「

戀

」

字

の

用

例

を

、

必

要

に

応

じ

て

辞

賦

作

品

に

も

触

れ

つ

つ

、

検

討

し

て

み

る

こ

と

と

し

よ

う

。 

   
 

二

 

漢

魏

西

晋

期

の

詩

歌

作

品

に

見

え

る

「

戀

」

字 

  

生

き

た

時

代

と

王

朝

名

と

が

厳

密

に

は

符

合

し

な

い

こ

と

も

間

々

あ

る

が

、

い

ま

便

宜

的

に

逯

欽

立

輯

校

の

『

先

秦

漢

魏

晉

南

北

朝

詩

』

の

区

分

を

主

た

る

基

準

と

し

て

考

察

を

進

め

る

こ

と

と

し

た

い

。
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（

１

）

漢

詩

の

「

戀

」

―

―

恋

し

や

ふ

る

さ

と 

 

漢

代

の

詩

篇

に

見

え

る

「

戀

」

字

の

扱

い

は

、

蘇

武

詩

し

か

り

李

陵

詩

し

か

り

、

作

者

に

関

し

て

異

説

が

指

摘

さ

れ

る

こ

と

が

し

ば

し

ば

あ

る

の

で

難

し

い

面

を

有

す

る

。

例

え

ば

、

『

文

選

』

に

収

め

ら

れ

、

蘇

武

の

名

が

冠

せ

ら

れ

る

詩

や

『

藝

文

類

聚

』

所

収

の

李

陵

「

贈

蘇

武

別

詩

」

に

は

次

の

よ

う

に

「

戀

」

字

が

見

出

さ

れ

る

が

、

逯

欽

立

氏

は

こ

れ

ら

を

い

ず

れ

も

「

後

漢

末

の

李

陵

」

の

も

の

で

あ

る

と

考

察

・

分

類

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

一

応

、

逯

氏

の

分

類

に

従

っ

て

後

漢

の

作

品

と

し

て

お

く

こ

と

と

す

る

。

 

  
 

征

夫

懷

遠

路

 

征

夫

は

遠

路

を

懷

い 

 
 

遊

子

戀

故

郷

 

遊

子

は

故

郷

を

戀

う 

〔

文

選

巻

二

十

九

 

「

蘇

子

卿

詩

四

首

」

其

四

〕 

 
 

戎

馬

悲

邊

鳴

 

戎

馬

は

邊

鳴

を

悲

し

み 

 
 

遊

子

戀

故

廬

 

遊

子

は

故

廬

を

戀

う 

〔

古

文

苑

巻

四

 

「

李

陵

贈

蘇

武

別

」

詩

〕 

 

こ

の

二

例

の

「

戀

」

字

が

表

す

の

は

、

い

ず

れ

も

「

遊

子

」

、

旅

の

空

に

あ

る

人

間

の

郷

愁

で

あ

る

。

こ

の

旅

愁

の

感

情

と

し

て

の

「

戀

」

は

、

後

漢

無

名

氏

の

楽

府

「

長

歌

行

」

古

辞

（

樂

府

詩

集

巻

三

十

）

に

も

「

遠

望

は

心

を

し

て

思

わ

し

め

、

遊

子

は

生

む

／

生

く

る

所

を

戀

う

（

遠

望

使

心

思

、

遊

子

戀

所

生

）

」

と

見

え

て

お

り

、

遠

く

望

ん

で

も

視

線

で

捉

え

ら

れ

な

い

こ

と

と

対

を

成

す

も

の

で

あ

る

と

理

解

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

今

に

伝

存

す

る

漢

代

の

詩

篇

の

「

戀

」

字

に

つ

い

て

敢

え

て

一

言

で

表

す

な

ら

、

わ

が

国

の

唱

歌

「

旅

愁

７

」

の

な

か

の

一

句

「

恋

し

や

ふ

る

さ

と

」

を

以

て

当

て

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

寄

る

辺

な

き

者

の

、

望

ん

で

も

視

界

に

捉

え

る

こ

と

は

叶

わ

な

い

が

確

か

に

存

在

す

る

、

馴

染

み

深

い

も

の

へ

の

切

な

る

想

い

と

言

い

換

え

る

こ

と

も

で

き

よ

う

。
「

李

陵

録

別

詩

二

十

一

首

」

の

一

首

で

あ

る

と

さ

れ

る

８

も

の

に

、

「

依

依

と

し

て

明

世

を

戀

い

、

愴

愴

と

し

て

久

し

く

懷

い

難

し

（

依

依

戀

明

世

、

愴

愴

難

久

懷

）

」

と

詠

じ

ら

れ

て

い

る

、

「

明

世

」

を

「

戀

」

う

る

感

情

も

、

こ

の

延

長

線

上

に

あ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

こ

う

し

た

故

郷

に

対

す

る

「

戀

」

の

感

情

は

、

『

説

文

解

字

』

の

「

慕

」

字

の

説

解

か

ら

も

窺

う

こ

と

が

で

き

る

。 

  
 

慕

、

習

な

り

。

心

に

从

う

、

莫

聲

。

（

慕

、

習

也

。

从

心

、

莫

聲

） 

 
 

［

段

注

］

其

の

事

を

習

う

者

、

必

ず

中

心

に

之

を

好

む

。

（

習

其

事

者

、

必

中

心

好

之

）

 
 

 
 

 
 

〔

説

文

解

字

注

 

十

篇

下

〕 

  

段

玉

裁

の

注

に

「

其

の

事

を

習

う

者

、

必

ず

中

心

に

之

を

好

む

」

と

あ

る

よ

う

に

、

人

の

心

に

は

慣

れ

て

馴

染

み

の

あ

る

も

の

を

好

も

し

い

と

思

う

傾

き

が

あ

る

が

、

な

か

で

も

生

ま

れ

故

郷

を

想

う

気

持

ち

は

ま

た

格

別

な

も

の

で

あ

る

。

こ

の

好

も

し

い

場

所

か

ら

引

き

離

さ

れ

て

い

る

の

が

遊

子

で

あ

り

、

そ

の

心

に

は

往

々

に

し

て

愁

い

が

生

ず

る

。

漢

代

の

詩

歌

に

見

え

る

「

戀

」

は

ま

さ

に

こ

の

こ

と

を

写

し

取

ら

ん

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 
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と

こ

ろ

で

、

こ

こ

ま

で

の

検

討

に

お

い

て

、

「

戀

」

字

の

な

か

に

異

性

へ

の

恋

情

は

見

出

さ

れ

て

い

な

い

。

も

ち

ろ

ん

こ

の

こ

と

は

そ

う

し

た

感

情

自

体

が

成

り

立

っ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

を

意

味

す

る

の

で

は

な

く

、
「

戀

」

字

が

担

う

に

至

っ

て

は

い

な

い

と

い

う

に

過

ぎ

な

い

。

更

に

、

亡

佚

し

た

詩

篇

の

な

か

に

そ

う

し

た

も

の

が

あ

っ

た

可

能

性

が

否

定

で

き

な

い

ば

か

り

か

、

こ

と

が

感

情

の

表

現

に

関

わ

る

こ

と

で

あ

る

の

で

、

筆

者

の

錯

誤

も

十

分

に

考

え

ら

れ

る

。

丁

福

保

『

全

漢

三

國

晉

南

北

朝

詩

』

が

「

漢

詩

」

に

収

め

て

い

る

こ

と

も

あ

り

、

例

え

ば

、

「

漢

詩

」

の

用

例

と

し

て

、

次

の

も

の

が

相

当

す

る

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

９

。 

  
 

既

含

睇

 

又

宜

笑

 
 

既

に

睇

を

含

み

 

又

宜

く

笑

う 

 
 

子

戀

慕

予

善

窈

窕

 
 

子

予

の

善

く

窈

窕

た

る

を

戀

慕

す 

〔

宋

書

樂

志

三

 

相

和

 

「

今

有

人

・

陌

上

桑

・

楚

詞

鈔

」

〕 

  

『

宋

書

』

樂

志

が

「

楚

詞

鈔

」

と

し

て

い

る

よ

う

に

、

こ

の

歌

辞

は

『

楚

辭

』

九

歌

の

「

山

鬼

」

に

基

づ

い

た

も

の

で

あ

る

。

比

較

の

た

め

に

「

山

鬼

」

の

該

当

箇

所

も

掲

げ

て

み

よ

う

。 

  
 

既

含

睇

兮

又

宜

笑

 
 

既

に

睇

を

含

み

又

宜

く

笑

う 

 
 

子

慕

予

兮

善

窈

窕

 
 

子

予

の

善

く

窈

窕

た

る

を

慕

う 

〔

楚

辭

 

九

歌

第

二

「

山

鬼

」

〕 

 

 

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に

、

『

楚

辭

』

遠

遊

篇

の

「

舊

故

を

思

う

」

に

施

さ

れ

た

王

逸

注

に

「

戀

慕

」

の

語

が

見

え

て

い

た

。

こ

こ

で

も

同

様

に

「

戀

」

が

「

慕

」

に

近

い

感

情

を

表

す

も

の

と

し

て

用

い

ら

れ

て

お

り

、

加

え

て

、

「

山

鬼

」

を

対

象

と

す

る

も

の

で

は

あ

る

が

、

異

性

的

存

在

を

慕

う

感

情

の

表

現

に

「

戀

」

字

が

用

い

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

丁

氏

に

従

え

ば

、

こ

の

「

楚

詞

鈔

」

は

漢

代

の

「

戀

」

字

を

用

い

た

恋

情

の

表

出

で

あ

る

こ

と

に

な

る

。

た

だ

、

か

か

る

異

性

的

存

在

を

対

象

と

す

る

際

に

、

王

逸

注

が

「

戀

」

字

を

使

用

し

て

い

な

い

１

０

こ

と

は

少

し

注

意

さ

れ

て

よ

い

だ

ろ

う

。 

 

「

楚

詞

鈔

」

は

、

本

歌

で

あ

る

『

楚

辭

』

九

歌

「

山

鬼

」

の

「

兮

」

字

を

消

去

し

て

三

・

三

・

七

言

句

に

整

え

る

際

に

「

戀

」

字

を

附

加

し

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

歌

辞

は

、

『

宋

書

』

樂

志

に

収

め

ら

れ

、

魏

の

明

帝

期

以

降

に

改

編

が

な

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

１

１

も

の

の

一

つ

で

あ

る

。

ま

た

、
『

樂

府

詩

集

』
（

巻

二

十

八

 

相

和

歌

辞

三

）

も

こ

の

歌

辞

を

収

め

て

「

晉

樂

所

奏

」

と

注

記

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

こ

の

「

楚

詞

鈔

」

の

「

陌

上

桑

」

は

魏

明

帝

期

以

降

の

宮

廷

に

お

い

て

演

奏

さ

れ

た

歌

辞

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

改

編

者

が

宮

廷

で

演

奏

す

る

の

に

相

応

し

い

も

の

と

す

る

べ

く

、
「

兮

」

字

を

処

理

し

、

そ

の

際

「

慕

」

に

添

え

ら

れ

た

の

が

「

戀

」

の

字

な

の

で

あ

る

。

更

に

、

い

ま

述

べ

た

よ

う

に

、

王

逸

は

こ

の

箇

所

に

注

を

し

て

「

戀

」

字

を

用

い

て

は

い

な

い

。

こ

う

し

た

こ

と

を

踏

ま

え

る

と

、

『

楚

辭

』

「

山

鬼

」

か

ら

「

楚

詞

鈔

」

「

陌

上

桑

」

へ

の

歌

辞

の

改

変

に

は

、

む

し

ろ

、

漢

代

の

詩

篇

に

用

い

ら

れ

た

「

戀

」

字

が

特

定

の

異

性

へ

の

恋

情

を

担

う

に

は

至

っ

て

い

な

い

状

況

が

映

し

出

さ

れ

て

い

る

と

考

え

る

べ

き

な
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の

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

 

漢

代

の

詩

歌

作

品

に

見

え

る

「

戀

」

は

多

く

故

郷

へ

向

け

ら

れ

る

思

い

を

表

出

し

た

も

の

で

あ

っ

た

と

考

え

て

お

く

こ

と

と

し

た

い

。

王

逸

の

注

に

お

い

て

既

に

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

は

あ

る

が

、

詩

歌

作

品

に

お

け

る

「

戀

」

字

は

、

次

の

三

国

期

に

至

っ

て

明

確

に

人

へ

と

向

け

て

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

の

で

あ

る

。 

  

（

２

）

三

国

詩

の

「

戀

」

―

―

な

つ

か

し

父

母 

 

前

節

で

見

た

よ

う

に

、

漢

代

の

詩

歌

に

お

け

る

「

戀

」

字

は

、

遠

く

離

れ

て

見

る

こ

と

の

で

き

な

い

故

郷

へ

の

想

い

、

郷

愁

を

表

す

も

の

と

し

て

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

こ

の

こ

と

は

、

右

に

掲

げ

た

楽

府

「

長

歌

行

」

古

辞

と

句

を

共

有

す

る

曹

丕

の

「

明

津

に

於

い

て

作

る

」

詩

１

２

の

存

在

が

端

的

に

示

す

よ

う

に

、

い

わ

ゆ

る

三

国

期

の

詩

篇

に

お

い

て

も

同

様

に

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

曹

丕

の

手

に

成

る

詩

歌

作

品

に

は

他

に

も

「

燕

歌

行

」

二

首

の

其

一

に

「

戀

」

字

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。 

  
 

慊

慊

思

歸

戀

故

郷

 
 

慊

慊

と

し

て

歸

る

を

思

い

故

郷

を

戀

い

ん 

 
 

君

何

淹

留

寄

它

方

 
 

君

何

ぞ

淹

留

し

て

它

方

に

寄

る 

 
 

賤

妾

煢

煢

守

空

房

 
 

賤

妾

煢

煢

と

し

て

空

房

を

守

り 

 
 

憂

來

思

君

不

敢

忘

 
 

憂

い

來

り

て

君

を

思

い

て

敢

え

て

忘

れ

ず 

〔

宋

書

樂

志

三

 

曹

丕

「

燕

歌

行

二

首

」

其

一

〕 

 

こ

の

「

燕

歌

行

」

に

も

遊

子

が

「

故

郷

」

を

「

戀

」

う

る

心

情

が

詠

わ

れ

て

い

る

が

、

こ

こ

で

は

空

閨

の

妻

の

想

い

、

す

な

わ

ち

、

本

来

自

ら

が

い

る

べ

き

場

所

＝

故

郷

へ

回

帰

せ

よ

と

い

う

想

い

と

重

ね

ら

れ

て

表

出

さ

れ

て

い

る

。

た

だ

存

在

す

る

だ

け

で

空

っ

ぽ

な

故

郷

な

ど

あ

り

は

し

な

い

。

本

来

い

る

べ

き

場

所

に

は

共

に

い

る

べ

き

存

在

が

い

る

も

の

で

あ

る

。

さ

き

ほ

ど

一

句

を

借

り

た

唱

歌

の

「

旅

愁

」

は

、

「

恋

し

や

ふ

る

さ

と

」

の

句

に

続

け

て

「

な

つ

か

し

父

母

」

と

唱

う

が

、

人

情

の

発

露

と

し

て

自

然

な

も

の

で

あ

る

。

「

燕

歌

行

」

で

は

「

戀

」

字

は

直

接

に

は

「

故

郷

」

に

向

け

ら

れ

て

い

る

が

、

「

戀

」

字

を

漢

詩

か

ら

引

き

継

い

だ

三

国

魏

の

詩

人

た

ち

は

、

故

郷

と

と

も

に

、

そ

こ

に

い

る

家

族

を

想

う

の

に

「

戀

」

を

用

い

る

よ

う

に

な

る

。

冒

頭

で

触

れ

た

王

粲

の

「

從

軍

詩

」

に

は

、

「

親

戚

」

（

家

族

）

を

恋

う

る

感

情

と

「

鄴

城

」

（

帰

る

べ

き

場

所

）

を

思

う

気

持

ち

と

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

１

３

。

特

定

の

場

所

を

恋

う

る

の

は

、

そ

こ

に

特

定

の

想

い

を

抱

く

人

が

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

辞

賦

作

品

で

積

極

的

に

祖

先

と

家

族

を

「

戀

」

う

る

表

現

を

し

た

曹

植

１

４

の

「

白

馬

王

彪

に

贈

る

」

詩

に

「

顧

み

瞻

て

城

闕

を

戀

い

、

領

を

引

き

て

情

は

内

に

傷

む

１

５

」

と

あ

る

の

も

そ

こ

に

想

い

を

寄

せ

る

べ

き

人

が

あ

る

こ

と

を

思

わ

せ

る

。 

 

と

こ

ろ

で

、

居

る

べ

き

場

所

か

ら

離

れ

て

し

ま

っ

た

人

の

心

情

は

、

こ

の

時

代

の

詩

歌

作

品

に

お

い

て

い

か

よ

う

に

表

現

さ

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う

か

。

鍾

嶸

『

詩

品

』

に

も

取

り

上

げ

ら

れ

、

曹

丕

の

代

表

作

の

よ

う

に

見

な

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

「

雜

詩

」

に

、

客

遊

の

人

の

、

「

我

が

郷

に

非

」

ざ

る

地

で

の

寄

る

辺

な

き

想

い

が

詠

じ

ら

れ

て

い

る

。

詩

の

後

半

部

分

を

掲

げ

る

。 
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５

吹

我

東

南

行

 
 

我

を

吹

き

て

東

南

に

行

き 

 
 

行

行

至

呉

會

 
 

行

き

行

き

て

呉

會

に

至

る

 

 
 

呉

會

非

我

郷

 
 

呉

會

は

我

が

郷

に

非

ず

 

 
 

安

能

久

留

滯

 
 

安

ん

ぞ

能

く

久

し

く

留

滯

せ

ん 

 
 

棄

置

勿

復

陳

 
 

棄

置

せ

ら

る

る

も

復

た

陳

ぶ

る

勿

か

ら

ん 

 

10

客

子

常

畏

人

 
 

客

子

は

常

に

人

を

畏

る 

〔

文

選

巻

二

十

九
 

曹

丕

「

雜

詩

二

首

」

其

二

 

全

十

句

〕 

 

詩

は

「

客

子

は

常

に

人

を

畏

る

」

と

結

ば

れ

て

い

る

。

こ

の

、
「

常

に

人

を

畏

」

れ

る

感

覚

は

、

こ

こ

は

自

ら

の

居

場

所

で

は

な

い

と

い

う

異

他

感

に

よ

っ

て

引

き

起

こ

さ

れ

る

も

の

で

あ

ろ

う

か

ら

、

無

条

件

に

心

魂

の

安

寧

を

与

え

て

く

れ

る

居

場

所

（

そ

れ

は

往

々

に

し

て

故

郷

で

あ

る

）

に

帰

還

す

る

ま

で

は

消

え

去

る

こ

と

の

な

い

基

底

音

と

し

て

響

き

続

け

る

も

の

で

あ

る

。

自

ら

が

居

る

べ

き

場

所

や

そ

こ

に

い

る

人

々

を

切

々

と

恋

う

る

感

情

は

ま

さ

に

こ

こ

に

生

ま

れ

る

の

で

あ

ろ

う

。 

 

繆

襲

の

手

に

成

る

「

魏

鼓

吹

曲

十

二

篇

・

舊

邦

」

に

も

、

異

郷

に

あ

る

「

游

士

」

が

「

故

」

を

「

戀

」

う

る

想

い

が

見

出

さ

れ

る

が

、

こ

こ

に

は

文

字

通

り

に

寄

る

辺

な

き

魂

も

詠

じ

ら

れ

て

い

る

。 

  
 

舊

邦

蕭

條

 

心

傷

悲

 
 

舊

邦

蕭

條

と

し

て

 

心

傷

悲

す 

 
 

孤

魂

翩

翩

 

當

何

依

 
 

孤

魂

翩

翩

と

し

て

 

當

に

何

に

か

依

る

べ

き 

 
 

游

士

戀

故

 

涕

如

摧

 
 

游

士

故

を

戀

い

て

 

涕

摧

く

る

が

如

し 

〔

宋

書

樂

志

四

 

繆

襲

「

魏

鼓

吹

曲

十

二

篇

・

舊

邦

」

〕 

 

こ

の

曲

辞

に

は

解

題

が

附

せ

ら

れ

て

お

り

、
「

漢

の

第

五

曲

翁

離

は

、

今

の

第

五

曲

舊

邦

に

し

て

、

曹

公

の

袁

紹

に

官

渡

に

勝

ち

、

譙

に

還

り

て

士

卒

の

死

亡

せ

る

を

收

藏

す

る

を

言

う

な

り

（

漢

第

五

曲

翁

離

、

今

第

五

曲

舊

邦

、

言

曹

公

勝

袁

紹

於

官

渡

、

還

譙

收

藏

士

卒

死

亡

也

）

」

と

あ

る

。

こ

れ

に

よ

れ

ば

、

中

原

の

覇

者

の

座

が

定

ま

る

こ

と

と

な

っ

た

官

渡

の

戦

い

の

後

に

、

曹

操

が

死

亡

し

た

兵

士

た

ち

の

亡

骸

を

収

め

て

葬

っ

た

こ

と

を

詠

じ

て

い

る

こ

と

に

な

る

が

、

曲

辞

は

む

し

ろ

生

者

も

死

者

も

含

め

た

帰

り

得

な

い

者

た

ち

す

べ

て

の

魂

の

哭

声

を

写

し

た

も

の

と

な

っ

て

い

る

１

６

。 

 

魂

が

ど

こ

へ

帰

る

の

か

と

言

え

ば

、

『

禮

記

』

郊

特

牲

に

「

魂

氣

は

天

に

歸

し

、

形

魄

は

地

に

歸

す

（

魂

氣

歸

于

天

、

形

魄

歸

于

地

）

」

と

あ

る

よ

う

に

第

一

義

的

に

は

天

な

の

で

あ

ろ

う

。

た

だ

、
「

舊

邦

」

と

い

う

曲

辞

に

あ

っ

て

「

孤

魂

」

が

望

ん

で

い

る

の

は

故

郷

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

こ

と

は

魂

が

天

に

帰

す

こ

と

と

大

き

な

齟

齬

を

生

ず

る

わ

け

で

も

な

い

。

例

え

ば

、

『

禮

記

』

禮

運

に

、

礼

に

関

す

る

言

偃

（

子

游

）

の

問

い

に

孔

子

が

答

え

る

場

面

が

見

え

、

「

是

の

故

に

夫

の

禮

は

必

ず

天

に

本

づ

き

、

地

に

殽

い

、

鬼

神

に

列

し

」

云

々

と

あ

る

が

、

鄭

玄

は

こ

こ

に

注

を

施

し

て

、

「

…

…

鬼

者

、

精

魂

の

歸

す

る

所

な

り

、

神

者

、

物

を

引

き

て

出

だ

す

、

祖

廟

山

川

五

祀

の

屬

を

謂

う

な

り

」

と

解

い

て

い

る

１

７

。 

 

寄

る

辺

な

く

「

翩

翩

」

た

る

「

孤

魂

」

が

「

孤

」

で

あ

る

の

は

、

ま

さ

し

二 
五

266



 

く

「

戀

」

う

る

対

象

で

あ

る

「

故

」

郷

に

帰

り

得

な

い

こ

と

に

因

っ

て

い

る

。

白

居

易

が

い

み

じ

く

も

「

新

豐

の

折

臂

翁

」

に

詠

ず

る

１

８

よ

う

に

、

従

軍

し

て

不

幸

に

も

異

郷

に

斃

れ

、

誰

に

も

「

骨

」

を

拾

わ

れ

る

こ

と

が

な

か

っ

た

な

ら

ば

、

「

望

鄕

の

鬼

」

と

な

っ

て

「

哭

く

」

よ

り

ほ

か

な

い

の

で

あ

る

。

寄

る

辺

な

く

ひ

と

り

彷

徨

う

魂

の

帰

る

べ

き

場

所

は

故

郷

に

ほ

か

な

ら

な

く

、

こ

の

意

味

に

お

い

て

、

故

郷

と

は

魂

に

恋

わ

れ

る

場

と

呼

び

得

る

空

間

な

の

で

あ

る

。 

 

こ

の

鼓

吹

曲

に

お

い

て

は

、

寄

る

辺

な

き

魂

と

異

郷

に

あ

る

者

が

故

郷

を

恋

う

る

心

と

が

同

質

の

も

の

と

し

て

詠

じ

ら

れ

て

い

る

。

次

章

に

お

い

て

改

め

て

論

ず

る

こ

と

と

な

ろ

う

が

、
「

戀

」

字

に

は

魂

と

の

関

わ

り

が

含

意

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

が

あ

る

よ

う

で

あ

る

。

例

え

ば

、

そ

れ

は

、

字

書

に

解

か

れ

る

字

義

か

ら

も

少

し

く

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

『

玉

篇

』

が

「

戀

」

を

解

く

の

に

「

慕

」

を

以

て

し

て

い

た

こ

と

か

ら

、

右

に

『

説

文

解

字

』

が

解

く

「

慕

」

字

の

本

義

を

見

た

が

、

『

釋

名

』

は

「

慕

」

を

以

て

「

墓

」

を

釈

い

て

い

る

。

 

  
 

墓

、

慕

な

り

。

孝

子

思

慕

す

る

の

處

な

り

。

（

墓

、

慕

也

。

孝

子

思

慕

之

處

也

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔

釋

名

 

釋

喪

制

〕 

 

子

が

思

慕

す

る

場

で

あ

る

の

で

「

墓

」

と

い

う

と

い

う

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

の

際

に

思

慕

す

る

対

象

は

、

父

母

を

は

じ

め

と

す

る

祖

先

の

御

霊

で

あ

る

。

曹

植

「

節

に

感

ず

る

賦

」

に

も

「

祖

宗

の

靈

丘

を

戀

う

（

戀

祖

宗

之

靈

丘

）

」

と

あ

る

よ

う

に

、

思

慕

す

る

こ

と

、

恋

慕

す

る

こ

と

に

は

、

魂

を

関

わ

ら

せ

る

か

た

ち

で

対

象

を

想

う

と

い

う

一

面

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

こ

れ

ら

を

受

け

継

ぎ

つ

つ

、

個

人

的

な

状

況

を

滲

ま

せ

な

が

ら

「

戀

」

字

を

用

い

た

の

が

、

阮

籍

で

あ

り

嵇

康

で

あ

る

。 

 

阮

籍

の

「

詠

懐

詩

」

に

「

一

身

す

ら

自

ら

保

て

ざ

る

に

、

何

ぞ

况

ん

や

妻

子

を

戀

う

る

を

や

（

一

身

不

自

保

、

何

况

戀

妻

子

）

」

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

こ

の

詩

に

お

い

て

、

ど

う

し

よ

う

も

な

い

焦

燥

感

と

と

も

に

用

い

ら

れ

る

「

戀

」

字

が

向

け

ら

れ

て

い

る

の

は

「

妻

子

」

で

あ

る

。

こ

れ

ま

で

も

「

戀

」

字

を

用

い

て

家

族

を

恋

う

る

情

は

詠

じ

ら

れ

て

き

た

が

、

こ

の

表

現

に

は

、

自

身

を

見

つ

め

る

視

線

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

一

般

化

さ

れ

る

前

の

具

体

性

が

あ

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。

ま

た

、

嵇

康

の

「

思

親

詩

」

に

は

、
「

親

は

日

び

遠

く

思

い

は

日

び

深

し

、

生

く

る

所

を

戀

い

て

涙

襟

に

流

る

（

親

日

遠

兮

思

日

深

、

戀

所

生

兮

涙

流

襟

）

」

と

い

う

従

前

と

同

様

の

「

戀

」

字

の

ほ

か

に

、

次

の

よ

う

な

も

の

が

見

出

さ

れ

る

。 

  
 

單

雄

翻

孤

逝

 
 

單

雄

翻

っ

て

孤

り

逝

き 

 
 

哀

吟

傷

生

離

 
 

哀

吟

し

て

生

離

を

傷

む 

 
 

徘

徊

戀

儔

侶

 
 

徘

徊

し

て

儔

侶

を

戀

ひ 

 

20

慷

慨

高

山

陂

 
 

慷

慨

す

 

高

山

の

陂 

〔

嵇

中

散

集

巻

一

「

兄

秀

才

公

穆

入

軍

贈

詩

十

九

首

」

其

一 

全

二

十

八

句

〕

 

 

詩

題

に

表

れ

て

い

る

よ

う

に

、

こ

こ

で

も

対

象

と

さ

れ

て

い

る

の

は

同

性

で

あ

る

兄

で

あ

る

の

だ

が

、

嵇

康

の

こ

の

詩

に

お

い

て

、

鳥

に

仮

託

し

た

か

た
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ち

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

、

引

き

裂

か

れ

た

伴

侶

へ

の

痛

切

な

想

い

が

「

戀

」

字

で

表

現

さ

れ

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。 

  

（

３

）

西

晋

詩

の

「

戀

」

―

―

対

象

の

広

が

り

と

潘

岳

「

内

顧

詩

」 

 

漢

詩

に

郷

愁

を

詠

じ

て

始

ま

る

「

戀

」

は

、

三

国

期

に

家

族

・

祖

先

へ

と

対

象

を

拡

げ

て

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

。

こ

の

多

様

化

の

傾

向

は

、

故

郷

や

家

族

へ

の

想

い

を

中

心

に

据

え

な

が

ら

、

対

象

に

「

德

」

１

９

や

「

行

邁

」

（

相

手

の

こ

れ

か

ら

の

道

行

き

２

０

）

等

を

含

み

込

み

つ

つ

西

晋

期

に

も

保

た

れ

て

ゆ

く

。

詩

の

形

式

と

し

て

は

贈

答

詩

中

に

多

く

用

い

ら

れ

る

の

を

特

徴

の

一

つ

と

す

る

。

か

か

る

流

れ

に

あ

っ

て

、

西

晋

期

の

文

学

を

代

表

す

る

と

さ

れ

る

潘

岳

・

陸

機

の

詩

歌

作

品

に

「

戀

」

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

の

は

自

然

な

こ

と

で

あ

ろ

う

。

 

 

陸

機

に

は

阮

籍

や

嵇

康

を

思

わ

せ

る

「

物

に

感

じ

て

堂

室

を

戀

う

、

離

思

一

に

何

ぞ

深

き

」

と

い

う

用

例

の

ほ

か

、

擬

古

詩

「

庭

中

に

奇

樹

有

り

に

擬

す

」

詩

に

、

冒

頭

の

句

に

「

歡

友

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

友

人

を

想

う

も

の

と

解

さ

れ

る

が

、

表

現

上

は

異

性

へ

の

情

愛

に

も

見

え

る

、
「

物

に

感

じ

て

歡

ぶ

所

を

戀

ひ

、

此

を

采

る

も

誰

に

貽

ら

ん

と

欲

す

る

」

と

い

う

表

現

が

見

ら

れ

る

２

１

。

 

 

一

方

の

潘

岳

の

詩

歌

作

品

に

は

、
「

懷

縣

に

在

り

て

作

る

二

首

」

第

一

首

の

末

尾

に

、

「

徒

だ

越

鳥

の

志

を

懷

き

、

眷

戀

し

て

南

枝

を

想

う

」

と

い

う

表

現

が

見

ら

れ

る

２

２

。

故

郷

を

離

れ

て

い

る

自

ら

の

想

い

を

「

越

鳥

」

の

「

志

」

に

重

ね

な

が

ら

、

「

南

枝

」

が

想

わ

れ

て

仕

方

が

な

い

と

詠

じ

て

お

り

、

従

前

の

表

現

を

踏

襲

し

つ

つ

変

奏

を

加

え

た

も

の

と

言

え

よ

う

２

３

。

こ

の

「

懷

縣

に

在

り

て

作

る

」

詩

に

は

、

続

く

第

二

首

に

も

一

箇

所

「

戀

」

字

が

見

出

さ

れ

る

。

冒

頭

の

四

句

を

掲

げ

る

。 

  

１

春

秋

代

遷

逝

 
 

春

秋

代

も

遷

り

逝

き

 

 
 

四

運

紛

可

喜

 
 

四

運

紛

と

し

て

喜

ぶ

可

し

 

 
 

寵

辱

易

不

驚

 
 

寵

辱

に

は

驚

か

ざ

る

こ

と

は

易

き

も 

 
 

戀

本

難

爲

思

 
 

本

を

戀

い

て

は

思

い

を

爲

し

難

し 

〔

文

選

巻

二

十

六

 

潘

岳

「

在

懷

縣

作

二

首

」

其

二

 

全

二

十

二

句

〕 

  

季

節

の

巡

り

、

自

ら

が

居

る

べ

き

場

所

と

の

懸

隔

、

こ

れ

ら

は

潘

岳

の

詩

に

習

見

さ

れ

る

悲

哀

で

あ

る

。

既

に

先

行

研

究

が

詳

細

に

論

じ

て

お

り

２

４

、

い

ま

詳

し

く

は

述

べ

な

い

が

、

こ

う

し

た

悲

哀

の

表

現

は

楽

府

古

辞

や

古

詩

に

頻

見

さ

れ

、

曹

丕

を

代

表

と

す

る

三

国

魏

の

詩

人

た

ち

に

も

愛

用

さ

れ

た

表

現

で

あ

る

。

潘

岳

は

、

こ

の

伝

統

的

な

、

安

ら

か

な

ら

ざ

る

心

魂

の

表

出

の

表

現

に

「

戀

」

字

を

織

り

込

ん

だ

の

で

あ

る

。

第

四

句

「

本

を

戀

い

て

は

思

い

を

爲

し

難

し

」

が

そ

れ

で

あ

り

、

「

本

を

戀

」

う

と

い

う

の

は

漢

詩

に

見

た

故

郷

へ

の

想

い

で

あ

る

。

た

だ

、

こ

こ

に

は

「

戀

」

と

「

思

」

が

異

な

る

働

き

を

有

す

る

も

の

と

し

て

、

あ

た

か

も

「

戀

」

と

「

思

」

の

担

う

範

囲

は

感

情

と

理

性

と

を

違

え

て

い

る

か

の

ご

と

く

に

詠

じ

ら

れ

て

い

る

。

こ

う

し

た

「

戀

」

字

へ

の

細

や

か

な

視

線

や

使

い

分

け

は

、

「

戀

」

が

詩

篇

の

語

と

し

て

成

熟

し

て

き

て

い

る

こ

と

を

窺

わ

せ

る

。
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「

戀

」

に

よ

っ

て

詠

じ

ら

れ

る

対

象

の

拡

が

り

や

深

ま

り

は

、

妻

と

い

う

特

定

の

異

性

へ

と

向

け

ら

れ

た

「

戀

」

情

の

表

出

を

、

潘

岳

の

手

か

ら

生

み

出

さ

せ

る

こ

と

に

な

る

。

一

つ

め

の

「

戀

」

字

は

「

内

顧

詩

二

首

」

第

一

首

の

な

か

ほ

ど

に

見

え

る

。 

  

７

初

征

冰

未

泮

 
 

初

め

征

き

し

と

き

冰

未

だ

泮

け

ざ

る

に 

 
 

忽

焉

袗

絺

綌

 
 

忽

焉

と

し

て

絺

綌

を

袗

る

 

 
 

漫

漫

三

千

里

 
 

漫

漫

た

り

三

千

里

 

 

10

苕

苕

遠

行

客

 
 

苕

苕

た

り

遠

行

の

客

 

 
 

馳

情

戀

朱

顏

 
 

情

を

馳

せ

て

朱

顏

を

戀

う

 

 
 

寸

陰

過

盈

尺

 
 

寸

陰

盈

尺

に

過

ぐ

 

 
 

〔

玉

臺

新

詠

巻

二

 

潘

岳

「

内

顧

詩

二

首

」

其

一

 

全

十

八

句

〕 

 

こ

の

詩

で

も

時

の

経

過

と

道

程

の

遙

か

さ

が

詠

ま

れ

、
「

遠

行

の

客

」

と

な

っ

た

詩

人

は

、

第

十

一

句

に

「

情

を

馳

せ

て

朱

顏

を

戀

う

」

と

詠

ず

る

。

詩

の

内

容

を

詩

人

の

人

生

と

重

ね

る

な

ら

ば

、
「

朱

顏

」

は

妻

楊

氏

の

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

先

行

研

究

が

指

摘

し

て

い

る

２

５

よ

う

に

、

潘

岳

と

い

う

人

は

、

阿

諛

追

従

の

人

で

あ

っ

た

と

さ

れ

る

現

実

社

会

で

の

振

る

舞

い

と

は

や

や

異

な

り

、

夫

婦

生

活

で

は

愛

情

濃

や

か

な

日

々

を

送

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

そ

の

「

内

つ

ま

」

を

「

顧

お

も

」

い

や

る

詩

の

な

か

の

、

ま

さ

に

妻

の

顔

容

を

想

う

句

に

「

戀

」

字

を

用

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

想

い

は

第

二

首

に

も

流

れ

込

ん

で

ゆ

く

。

二

つ

め

の

「

戀

」

字

が

詠

ま

れ

た

第

二

首

を

掲

げ

よ

う

。 

  

１

獨

悲

安

所

慕

 
 

獨

悲

安

く

に

慕

う

所

ぞ 

 
 

人

生

若

朝

露

 
 

人

生

朝

露

の

若

し 

 
 

緜

邈

寄

絶

域

 
 

緜

邈

絶

域

に

寄

せ 

 
 

眷

戀

想

平

素

 
 

眷

戀

し

て

平

素

を

想

う 

 

５

爾

情

既

來

追

 
 

爾

が

情

は

既

に

來

り

追

い

 

 
 

我

心

亦

還

顧

 
 

我

が

心

も

亦

た

還

顧

す

 

 
 

形

體

隔

不

達

 
 

形

體

は

隔

た

り

て

達

せ

ざ

る

も 

 
 

精

爽

交

中

路

 
 

精

爽

は

中

路

に

交

わ

る

 

 
 

不

見

山

下

松

 
 

見

ず

や

山

下

の

松

 

 

10

隆

冬

不

易

故

 
 

隆

冬

故

を

易

え

ず

 

 
 

不

見

陵

澗

柏

 
 

見

ず

や

陵

澗

の

柏

 

 
 

歳

寒

守

一

度

 
 

歳

寒

一

度

を

守

る

 

 
 

無

謂

希

見

疎

 
 

謂

う

無

か

れ

見

の

疎

な

る

を

希

う

と 

 
 

在

遠

分

彌

固

 
 

遠

き

に

在

り

て

分

彌

よ

固

し 

〔

玉

臺

新

詠

巻

二

 

潘

岳

「

内

顧

詩

二

首

」

其

二

〕 

  

第

一

首

に

、

こ

の

「

内

顧

詩

」

が

捧

げ

ら

れ

る

妻

を

想

う

「

戀

」

字

が

見

え

て

い

た

が

、

そ

れ

と

対

を

成

す

よ

う

に

、

第

二

首

に

も

第

四

句

に

、

今

度

は

「

眷

」

や

「

想

」

と

い

う

「

戀

」

字

と

関

わ

り

の

深

い

字

と

と

も

に

用

い

ら

れ

て

い

る

。

そ

う

し

て

考

え

て

み

る

と

、

第

一

句

の

「

慕

」

に

始

ま

り

、

人

の

生

の

は

か

な

さ

と

妻

と

の

埋

め

よ

う

の

な

い

隔

た

り

を

詠

ん

だ

句

を

挟

二 
八

263



 

ん

で

、

第

四

句

に

「

眷

」

「

想

」

、

第

五

句

に

「

情

」

、

第

六

句

に

「

心

」

「

顧

」

が

ま

る

で

想

い

を

重

ね

て

ゆ

く

よ

う

に

用

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

気

が

つ

く

。

想

い

を

重

ね

る

表

現

は

、

第

九

句

か

ら

繰

り

返

さ

れ

る

「

見

ず

や

」

の

問

い

か

け

や

、

末

句

に

見

え

る

遠

く

隔

た

っ

て

い

て

も

夫

婦

の

気

持

ち

は

変

わ

ら

な

い

と

い

う

誓

い

と

実

に

よ

く

響

き

合

っ

て

い

る

。 

 

一

目

会

い

た

い

と

い

う

想

い

が

遂

げ

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

も

の

の

、

第

五

・

六

句

で

妻

の

「

情

」

と

夫

の

「

心

」

は

求

め

合

い

、

第

八

句

で

は

「

精

爽

」

と

言

い

換

え

ら

れ

て

結

び

つ

き

、

懸

絶

さ

れ

た

夫

妻

の

中

間

に

交

わ

る

と

表

現

さ

れ

る

。

こ

の

「

精

爽

」

は

魂

の

謂

い

に

ほ

か

な

ら

ず

２

６

、

心

魂

の

交

わ

り

を

導

く

行

為

が

第

四

句

の

「

眷

戀

し

て

平

素

を

想

う

」

な

の

で

あ

る

。

前

節

に

お

い

て

述

べ

た

よ

う

に

、
「

戀

」

字

に

は

魂

と

の

関

わ

り

が

窺

わ

れ

る

が

、

潘

岳

「

内

顧

詩

」

に

も

同

様

に

継

承

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

心

魂

を

交

わ

ら

せ

る

よ

う

に

互

い

を

想

う

夫

婦

の

、

愛

情

濃

や

か

で

あ

っ

た

日

々

が

思

わ

れ

る

。 

 

と

こ

ろ

で

、

男

女

の

情

愛

、

い

わ

ゆ

る

恋

の

用

例

と

し

て

『

大

漢

和

辭

典

』

と

『

漢

語

大

詞

典

』

に

最

初

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

『

樂

府

詩

集

』

清

商

曲

辞

一

の

子

夜

四

時

歌

夏

歌

四

に

見

え

る

「

春

別

れ

て

猶

お

眷

２

７

戀

す

（

春

別

猶

眷

戀

）

」

の

句

で

あ

る

。

男

女

の

情

愛

の

直

截

な

表

現

が

短

い

歌

の

な

か

に

重

ね

ら

れ

る

子

夜

歌

系

統

に

「

戀

」

字

が

用

い

ら

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

を

挙

げ

て

い

る

こ

と

に

問

題

は

な

い

だ

ろ

う

。

た

だ

、

潘

岳

の

方

が

少

し

く

先

駆

け

る

だ

け

で

あ

る

。

そ

れ

に

、

高

橋

氏

が

言

わ

れ

る

２

８

よ

う

に

、

潘

岳

が

楽

府

古

辞

の

養

分

を

存

分

に

吸

収

し

て

自

ら

の

詩

歌

に

花

咲

か

せ

て

い

る

こ

と

に

鑑

み

れ

ば

、

六

朝

民

歌

で

あ

る

子

夜

四

時

歌

の

前

に

潘

岳

「

内

顧

詩

」

が

並

ん

で

い

た

と

し

て

も

別

段

怪

し

む

に

は

足

り

な

い

。 

 

漢

代

か

ら

詩

篇

に

現

れ

始

め

た

「

戀

」

字

は

、

故

郷

か

ら

家

族

・

祖

先

、

更

に

は

友

人

へ

と

そ

の

対

象

を

拡

げ

て

ゆ

き

、

潘

岳

「

内

顧

詩

」

に

到

っ

て

妻

へ

の

「

戀

」

情

を

表

す

こ

と

と

な

っ

た

わ

け

で

あ

る

が

、

す

ぐ

れ

た

容

姿

と

文

学

の

才

に

よ

っ

て

か

ち

得

た

、

都

洛

陽

の

女

性

た

ち

の

恋

心

２

９

に

は

目

も

く

れ

ず

に

、

潘

岳

が

一

心

に

愛

情

を

注

い

だ

と

さ

れ

る

楊

氏

へ

の

想

い

を

、

詩

歌

作

品

の

中

に

知

ろ

う

と

す

れ

ば

、
「

戀

」

字

こ

そ

用

い

ら

れ

て

い

な

い

３

０

が

、

や

は

り

、

そ

の

死

を

悼

ん

だ

「

悼

亡

詩

」

を

見

な

い

わ

け

に

は

ゆ

か

な

い

。

章

を

改

め

て

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

に

考

察

の

光

を

当

て

て

み

る

こ

と

と

し

よ

う

。 

   
 

三

 

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

に

見

え

る

匂

い

の

表

現

を

め

ぐ

っ

て

 

  

潘

岳

の

文

学

に

関

す

る

先

行

研

究

に

は

既

に

充

実

し

た

成

果

が

あ

り

３

１

、

「

悼

亡

詩

」

に

つ

い

て

も

十

分

に

検

討

が

な

さ

れ

て

い

る

の

で

、

「

悼

亡

詩

」

の

全

体

像

に

つ

い

て

の

新

た

な

知

見

を

本

稿

が

加

え

得

る

わ

け

で

は

な

い

。

た

だ

、

妻

を

「

戀

」

う

る

こ

と

を

詠

じ

、

そ

れ

ま

で

の

用

例

か

ら

一

歩

踏

み

出

す

か

た

ち

で

「

戀

」

字

を

用

い

た

潘

岳

の

手

に

成

る

作

品

で

あ

る

と

い

う

視

点

よ

り

、

詩

人

の

恋

情

が

い

か

よ

う

に

表

現

さ

れ

て

い

る

か

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

る

こ

と

に

は

い

さ

さ

か

の

意

味

が

あ

る

と

考

え

る

。

本

章

で

は

、
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第

一

首

に

見

ら

れ

る

匂

い

の

表

現

を

端

緒

と

し

て

、

魂

の

詠

じ

ら

れ

方

に

よ

り

多

く

の

視

線

を

注

ぎ

な

が

ら

考

察

を

試

み

る

こ

と

と

し

た

い

。 

 

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

は

三

首

よ

り

成

る

。

三

首

が

連

作

を

企

図

し

て

作

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

か

否

か

に

つ

い

て

ひ

と

ま

ず

措

く

と

す

れ

ば

、

つ

と

に

高

橋

和

巳

氏

が

例

を

挙

げ

つ

つ

指

摘

さ

れ

て

い

る

３

２

よ

う

に

、

江

淹

「

雜

体

詩

」

が

「

斅

」

う

べ

き

「

文

體

」

と

し

て

選

ん

だ

こ

と

を

は

じ

め

と

し

て

、

歴

代

の

詩

家

に

よ

っ

て

「

悼

亡

詩

」

が

潘

岳

の

詩

歌

作

品

の

代

表

作

と

見

な

さ

れ

て

き

た

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

異

論

が

呈

さ

れ

る

こ

と

は

な

い

よ

う

に

思

う

。

『

晉

書

』

の

本

伝

に

「

辭

藻

絶

め

て

麗

し

く

、

尤

も

善

く

哀

誄

の

文

を

爲

る

（

辭

藻

絶

麗

、

尤

善

爲

哀

誄

之

文

）

」

と

あ

る

の

は

、

唐

初

に

『

晉

書

』

が

編

ま

れ

る

ま

で

の

潘

岳

評

を

概

括

し

、

そ

の

後

の

評

価

に

も

一

定

以

上

の

影

響

を

与

え

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

興

膳

宏

氏

が

言

わ

れ

る

よ

う

に

、
「

ひ

た

す

ら

な

悲

哀

の

流

露

を

特

色

と

す

る

潘

岳

の

文

学

が

も

っ

と

も

得

意

と

し

た

領

域

、

そ

れ

は

人

の

死

を

悼

む

哀

傷

の

詩

文

に

あ

る

と

す

る

の

が

、

古

来

の

定

評

で

あ

っ

た

」

３

３

の

で

あ

り

、

「

悼

亡

詩

」

は

そ

の

典

型

的

作

品

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

そ

し

て

、

三

首

で

あ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

も

高

橋

氏

が

述

べ

て

お

ら

れ

る

よ

う

に

、
『

文

選

』

が

三

首

す

べ

て

を

収

め

た

こ

と

が

概

ね

引

き

継

が

れ

て

い

る

こ

と

に

鑑

み

れ

ば

、

た

と

え

結

果

的

に

と

い

う

こ

と

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、
「

悼

亡

詩

」

は

三

首

を

以

て

一

結

構

を

具

え

た

作

品

で

あ

る

と

見

な

し

て

差

し

支

え

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

紙

幅

の

都

合

で

三

首

の

全

て

の

句

に

触

れ

る

こ

と

は

叶

わ

な

い

が

、

考

察

の

姿

勢

と

し

て

は

本

稿

で

も

三

首

を

一

連

の

作

品

と

し

て

扱

う

こ

と

と

し

た

い

。 

 

「

悼

亡

詩

」

の

特

徴

と

し

て

第

一

に

指

摘

さ

れ

る

の

は

、

時

の

移

ろ

い

が

基

調

音

を

成

す

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

す

で

に

第

一

首

の

冒

頭

に

色

濃

く

表

れ

て

い

る

。 

 

１

荏

苒

冬

春

謝

 
 

荏

苒

と

し

て

冬

春

謝

し 

寒

暑

忽

流

易

 
 

寒

暑

は

忽

ち

流

易

す 

之

子

歸

窮

泉

 
 

之

の

子

窮

泉

に

歸

し 

重

壤

永

幽

隔

 
 

重

壤

は

永

く

幽

隔

す 

 

５

私

懷

誰

克

從

 
 

私

懷

誰

か

克

く

從

わ

ん 

 
 

淹

留

亦

何

益

 
 

淹

留

す

る

も

亦

た

何

の

益

か

あ

ら

ん 

 
 

僶

俛

恭

朝

命

 
 

僶

俛

と

し

て

朝

命

を

恭

み 

 
 

迴

心

反

初

役

 
 

心

を

迴

ら

し

て

初

役

に

反

る 

  

時

の

移

ろ

い

は

、

心

痛

を

和

ら

げ

る

も

の

で

あ

る

一

方

で

、

死

者

と

の

隔

た

り

を

否

応

な

く

厚

い

も

の

に

し

て

ゆ

く

。

第

四

句

の

「

重

」

と

「

永

」

と

「

隔

」

は

、

過

ぎ

ゆ

く

時

と

絶

望

的

に

響

き

合

う

。

そ

し

て

、

第

五

句

か

ら

の

四

句

に

、

こ

の

詩

の

時

の

流

れ

が

異

質

な

時

間

／

空

間

へ

の

推

移

で

も

あ

る

こ

と

が

詠

じ

ら

れ

る

。

詩

人

に

は

悲

哀

の

淵

か

ら

引

き

上

げ

る

こ

と

が

要

請

さ

れ

て

お

り

、

い

わ

ば

、

こ

の

時

の

詩

人

は

、

悲

哀

に

塗

り

込

め

ら

れ

た

服

喪

の

時

間

と

感

情

を

押

し

殺

す

現

実

の

時

間

と

い

う

二

類

の

時

間

の

狭

間

に

あ

り

、

狭

間

の

詩

人

は

亡

き

妻

の

こ

と

を

想

い

な

が

ら

家

を

眺

め

部

屋

に

入

る

の

で

あ

る

。 
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望

廬

思

其

人

 
 

廬

を

望

ん

で

其

の

人

を

思

い 
10

入

室

想

所

歷

 
 

室

に

入

り

て

歷

し

所

を

想

う

 

帷

屏

無

髣

髴

 
 

帷

屏

に

髣

髴

す

る

無

く 

翰

墨

有

餘

跡

 
 

翰

墨

に

餘

跡

有

り 

流

芳

未

及

歇

 
 

流

芳

は

未

だ

歇

む

に

及

ば

ず 

遺

挂

猶

在

壁

 
 

遺

挂

は

猶

お

壁

に

在

り 

15

悵

怳

如

或

存

 
 

悵

怳

と

し

て

或

い

は

存

す

る

が

如

く 

周

遑

忡

驚

惕

 
 

周

遑

と

し

て

忡

え

驚

惕

す 

 

か

つ

て

楊

氏

が

い

た

空

間

に

入

っ

て

も

、
「

帷

屏

」

に

面

影

が

見

出

さ

れ

る

こ

と

は

な

く

、

「

翰

墨

」

の

跡

形

が

遺

さ

れ

て

い

る

ば

か

り

で

あ

る

３

４

。

当

然

の

こ

と

な

が

ら

視

線

の

う

ち

に

妻

を

捉

え

る

こ

と

は

叶

わ

な

い

。

何

と

言

っ

て

も

妻

は

も

う

死

ん

で

い

る

の

で

あ

り

、

時

の

流

れ

は

巻

き

戻

せ

る

も

の

で

は

な

い

。

し

か

し

、

あ

る

こ

と

を

契

機

と

し

て

時

の

流

れ

が

常

と

は

異

な

る

こ

と

も

ま

た

あ

る

も

の

で

あ

る

。

第

十

三

・

十

四

句

の

「

未

」

「

猶

」

の

両

字

に

導

か

れ

る

か

の

よ

う

に

、

詩

人

は

亡

き

妻

の

遺

し

た

衣

か

ら

漂

う

芳

香

を

聞

き

、

妻

が

そ

こ

に

い

る

か

の

よ

う

な

―

―

こ

れ

は

決

し

て

甘

美

な

も

の

と

は

な

ら

ず

、

妻

が

い

る

か

の

よ

う

に

感

じ

た

分

だ

け

苦

い

哀

し

み

を

増

す

も

の

で

あ

る

が

―

―

錯

覚

に

囚

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

錯

覚

が

詩

人

に

と

っ

て

心

魂

を

鷲

掴

み

に

さ

れ

る

よ

う

な

衝

撃

を

伴

っ

て

い

た

こ

と

は

、

続

く

第

十

五

・

十

六

句

に

湧

き

出

た

か

の

ご

と

く

に

列

ね

ら

れ

る

「

悵

怳

」

（

ぼ

ん

や

り

と

す

る

）

「

周

遑

」

（

あ

わ

て

う

ろ

た

え

る

）

「

忡

」

（

う

れ

う

）

「

驚

惕

」

（

お

ろ

お

ろ

と

す

る

）

と

い

う

感

情

の

表

現

か

ら

知

ら

れ

る

。 

 

こ

の

、

詩

人

の

胸

中

に

溢

れ

出

し

た

多

く

の

感

情

を

詠

じ

た

、

印

象

深

い

表

現

３

５

は

、

亡

妻

の

残

り

香

に

触

れ

た

こ

と

に

よ

っ

て

生

ま

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が

、

詩

人

が

ふ

と

妻

は

ま

だ

生

き

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

た

の

は

な

ぜ

だ

ろ

う

か

。 

 

嗅

覚

に

つ

い

て

解

明

が

進

む

今

日

の

わ

れ

わ

れ

に

と

っ

て

み

れ

ば

、

情

動

的

記

憶

が

匂

い

に

よ

っ

て

喚

起

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

３

６

こ

と

に

関

連

づ

け

て

、

い

わ

ゆ

る

「

プ

ル

ー

ス

ト

現

象

」

と

し

て

考

え

る

こ

と

が

理

解

し

や

す

い

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

の

一

方

で

、

匂

い

が

妻

の

衣

服

か

ら

聞

こ

え

て

き

た

も

の

で

あ

る

こ

と

に

注

目

し

て

み

る

と

、

こ

の

表

現

に

関

し

て

、

ま

た

少

し

別

の

面

か

ら

考

察

す

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

古

来

死

者

の

魂

を

呼

び

戻

す

招

魂

儀

礼

に

お

い

て

、

死

者

の

衣

服

は

魂

の

「

依

代

」

と

し

て

用

い

ら

れ

た

の

で

あ

っ

た

３

７

。

『

禮

記

』

喪

大

記

に

よ

れ

ば

、

「

復

」

と

称

さ

れ

る

招

魂

儀

礼

で

は

、

主

君

・

夫

人

以

下

そ

れ

ぞ

れ

の

身

分

に

応

じ

て

、

「

卷

」

（

袞

服

）

や

「

屈

狄

」

と

い

っ

た

衣

服

が

用

い

ら

れ

た

３

８

と

い

う

。 

 

招

魂

儀

礼

に

お

い

て

強

く

意

識

さ

れ

て

い

る

の

は

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

霊

魂

で

あ

る

が

、

霊

魂

や

神

に

祈

り

を

捧

げ

る

に

際

し

て

、

特

に

周

代

に

あ

っ

て

は

、

匂

い

が

重

要

視

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

同

じ

く

『

禮

記

』

の

郊

特

牲

に

記

さ

れ

て

い

る

。 

  
 

有

虞

氏

の

祭

や

、

氣

を

用

う

る

を

尚

ぶ

。

血

腥

爓

に

し

て

祭

る

は

、

氣
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を

用

う

る

な

り

。 

 
 

殷

人

は

聲

を

尚

ぶ

。

臭

味

未

だ

成

ら

ざ

る

に

、

其

の

聲

を

滌

蕩

す

。

樂

三

た

び

闋

り

て

、

然

る

後

に

出

で

て

牲

を

迎

う

。

聲

音

の

號

は

、

天

地

の

間

に

詔

告

す

る

所

以

な

り

。 

 
 

周

人

は

臭

を

尚

ぶ

。

灌

ぐ

に

鬯

臭

を

用

う

。

鬱

鬯

に

合

し

、

陰

に

臭

し

て

淵

泉

に

達

す

。

灌

ぐ

に

圭

璋

を

以

て

す

る

は

、

玉

氣

を

用

う

る

な

り

。

既

に

灌

ぎ

て

然

る

後

に

牲

を

迎

う

、

陰

氣

を

致

す

な

り

。

蕭

を

黍

稷

に

合

せ

、

陽

に

臭

し

て

牆

屋

に

達

す

。

故

に

既

に

奠

し

て

然

る

後

に

蕭

を

焫

き

て

羶

薌

に

合

す

。

凡

そ

祭

に

は

諸

を

此

に

慎

む

。 

 
 

魂

氣

は

天

に

歸

し

、

形

魄

は

地

に

歸

す

。

故

に

祭

は

、

諸

を

陰

陽

に

求

む

る

の

義

な

り

。

殷

人

は

先

ず

諸

を

陽

に

求

め

、

周

人

は

先

ず

諸

を

陰

に

求

む

。 

 

（

有

虞

氏

之

祭

也

、

尚

用

氣

。

血

腥

爓

祭

、

用

氣

也

。

殷

人

尚

聲

。

臭

味

未

成

、

滌

蕩

其

聲

。

樂

三

闋

、

然

後

出

迎

牲

。

聲

音

之

號

、

所

以

詔

告

於

天

地

之

間

也

。

周

人

尚

臭

。

灌

用

鬯

臭

。

鬱

合

鬯

、

臭

陰

達

於

淵

泉

。

灌

以

圭

璋

、

用

玉

氣

也

。

既

灌

然

後

迎

牲

、

致

陰

氣

也

。

蕭

合

黍

稷

、

臭

陽

達

於

牆

屋

。

故

既

奠

然

後

焫

蕭

合

羶

薌

。

凡

祭

慎

諸

此

。 

 
 

魂

氣

歸

于

天

、

形

魄

歸

于

地

、

故

祭

、

求

諸

陰

陽

之

義

也

。

殷

人

先

求

諸

陽

、

周

人

先

求

諸

陰

）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

〔

禮

記

 

郊

特

牲

〕 

 

こ

こ

で

「

周

人

」

に

「

尚

」

ば

れ

る

も

の

と

し

て

匂

い

が

挙

げ

ら

れ

、

そ

の

こ

と

が

「

香

」

字

や

「

芳

」

字

で

は

な

く

「

臭

」

字

に

よ

っ

て

表

記

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

象

徴

的

で

あ

る

。

匂

い

と

魂

に

深

く

関

わ

り

が

あ

る

と

す

る

文

化

が

少

な

く

な

い

と

云

わ

れ

る

３

９

こ

と

が

あ

る

が

、

「

自

は

な

」

の

字

を

「

自

み

ず

か

ら

」

の

字

と

し

て

用

い

る

４

０

こ

と

と

し

た

漢

字

文

化

圏

は

、

お

そ

ら

く

本

来

的

に

は

そ

う

し

た

文

化

と

の

親

和

性

が

高

い

は

ず

で

あ

る

。

目

に

は

見

え

な

い

け

れ

ど

、

確

か

に

存

在

す

る

も

の

と

い

う

共

通

項

を

媒

介

に

し

て

成

立

す

る

と

思

わ

れ

る

、

こ

う

し

た

感

覚

は

、

今

日

の

わ

れ

わ

れ

か

ら

す

れ

ば

、

目

に

見

え

な

い

と

い

う

ま

さ

に

そ

の

一

点

に

よ

っ

て

心

許

な

い

も

の

と

映

る

が

、

匂

い

を

介

し

て

神

や

祖

先

と

繋

が

る

と

考

え

て

い

た

人

々

に

と

っ

て

み

れ

ば

、

間

違

い

な

く

そ

こ

に

在

る

も

の

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

か

ら

な

の

で

あ

ろ

う

、

や

が

て

失

わ

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

よ

り

実

感

的

に

理

解

し

て

も

い

る

の

で

あ

る

。 

 

「

流

芳

未

だ

歇

む

に

及

ば

ず 

遺

挂

猶

お

壁

に

在

り

」 

「

未

」

字

は

ま

だ

尽

き

て

い

な

く

て

、

そ

こ

に

漂

っ

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

と

同

時

に

、

や

が

て

は

尽

き

て

し

ま

う

こ

と

を

含

意

し

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

亡

妻

を

悼

む

時

間

が

そ

れ

ほ

ど

多

く

は

の

こ

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

告

げ

て

も

い

る

。

更

に

、

右

に

触

れ

た

『

禮

記

』

喪

大

記

の

「

復

」

に

関

す

る

記

述

の

末

尾

に

は

「

唯

哭

す

る

に

は

先

ず

復

す

、

復

し

て

後

に

死

事

を

行

う

」

と

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

復

」

は

死

者

の

魂

を

呼

び

戻

す

行

為

で

あ

る

と

同

時

に

、

葬

儀

の

起

点

で

も

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

を

併

せ

考

え

れ

ば

、

「

猶

お

壁

に

在

」

る

「

遺

挂

」

か

ら

漂

う

、

「

未

だ

歇

む

に

及

ば

」

な

い

「

流

芳

」

に

は

、

二

度

と

引

き

返

す

こ

と

の

で

き

な

い

、

終

わ

り

の

始

ま

り

の

意

味

も

含

ま

れ

て

い

る

と

言

え

そ

う

で

あ

る

。 
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詩

人

は

、

こ

の

後

、

「

雙

栖

」

の

鳥

や

「

比

目

」

の

魚

が

連

れ

合

い

を

失

っ

た

よ

う

な

も

の

だ

と

自

ら

を

喩

え

、

妻

と

寝

起

き

を

と

も

に

し

た

こ

と

は

い

つ

に

な

っ

て

も

忘

れ

ら

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

深

い

憂

い

は

降

り

積

も

っ

て

ゆ

く

の

だ

と

嘆

き

、

時

の

流

れ

の

な

か

で

悲

し

み

が

衰

え

る

こ

と

が

あ

る

こ

と

を

期

待

し

て

第

一

首

を

結

ぶ

。 

  

25

庶

幾

有

時

衰

 
 

庶

幾

わ

く

は

時

に

衰

う

る

有

ら

ん 

 
 

莊

缶

猶

可

擊

 
 

莊

缶

 
猶

お

擊

つ

べ

し 

〔

文

選

巻

二

十

三

 

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

其

一

 

全

二

十

六

句

〕 

  

第

一

首

に

見

ら

れ

た

匂

い

の

表

現

は

、

亡

き

妻

の

魂

と

重

ね

合

わ

さ

れ

て

お

り

、

詩

人

は

匂

い

を

仲

立

ち

と

し

て

魂

に

触

れ

た

と

錯

覚

す

る

の

で

あ

っ

た

。

得

よ

う

と

し

て

（

あ

る

い

は

、

得

た

と

思

っ

て

）

得

ら

れ

な

い

現

実

が

突

き

つ

け

ら

れ

る

と

い

う

図

式

は

第

二

首

に

も

繰

り

返

さ

れ

る

。

季

節

の

移

ろ

い

が

皮

膚

感

覚

に

も

た

ら

す

変

化

を

詠

じ

る

冒

頭

部

分

を

承

け

て

、

や

が

て

亡

妻

の

不

在

が

沁

み

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

て

ゆ

く

の

が

中

盤

部

分

以

降

で

あ

る

。 

  

11

展

轉

眄

枕

席

 
 

展

轉

し

て

枕

席

を

眄

れ

ば 

 
 

長

簟

竟

牀

空

 
 

長

簟

は

牀

の

空

し

き

に

竟

る 

 
 

牀

空

委

清

塵

 
 

牀

は

空

し

く

し

て

清

塵

に

委

ね

ら

れ 

 
 

室

虛

來

悲

風

 
 

室

は

虛

し

く

し

て

悲

風

來

た

る 

 

15

獨

無

李

氏

靈

 
 

獨

り

李

氏

の

靈

の 

 
 

髣

髴

覩

爾

容

 
 

髣

髴

と

し

て

爾

の

容

を

覩

る

こ

と

無

し 

 
 

撫

衿

長

歎

息

 
 

衿

を

撫

し

長

歎

息

し

 

 
 

不

覺

涕

霑

胸

 
 

覺

え

ず

涕

は

胸

を

霑

す

 

 
 

霑

胸

安

能

已

 
 

胸

を

霑

す

は

安

ん

ぞ

能

く

已

ま

ん 

 

20

悲

懷

從

中

起

 
 

悲

懷

中

從

り

起

こ

る 

 
 

寢

興

目

存

形

 
 

寢

興

に

目

は

形

を

存

し 

 
 

遺

音

猶

在

耳

 
 

遺

音

は

猶

お

耳

に

在

り 

 
 

上

慙

東

門

呉

 
 

上

は

東

門

呉

に

慙

じ 

 
 

下

愧

蒙

莊

子

 
 

下

は

蒙

莊

子

に

愧

ず

 

 

25

賦

詩

欲

言

志

 
 

詩

を

賦

し

て

志

を

言

わ

ん

と

欲

す

る

も 

 
 

此

志

難

具

紀

 
 

此

の

志

具

さ

に

は

紀

し

難

し 

 
 

命

也

可

奈

何

 
 

命

や

奈

何

す

べ

き 

 
 

長

戚

自

令

鄙

 
 

長

く

戚

い

て

自

ら

鄙

し

か

ら

し

む 

〔

文

選

巻

二

十

三

 

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

其

二

 

全

二

十

八

句

〕 

  

第

十

一

句

の

「

眄

」

は

「

牀

空

」

を

、

「

牀

空

」

は

「

室

虛

」

「

悲

風

」

を

、

視

覚

か

ら

触

覚

へ

と

感

覚

を

移

ら

せ

な

が

ら

順

に

引

き

起

こ

し

て

ゆ

く

。

こ

う

し

て

妻

不

在

の

状

況

に

つ

い

て

あ

ら

た

め

て

認

識

し

て

ゆ

く

こ

と

が

そ

の

ま

ま

悲

哀

の

度

を

深

め

て

ゆ

く

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

そ

の

こ

と

を

更

に

際

立

た

せ

る

よ

う

に

、

続

く

第

十

五

・

十

六

句

に

漢

の

武

帝

と

李

夫

人

に

ま

つ

わ

る

故

事

が

典

故

と

し

て

用

い

ら

れ

る

。
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「

獨

り

李

氏

の

靈

の

 

髣

髴

と

し

て

爾

の

容

を

覩

る

こ

と

無

し

」

 

 

先

行

研

究

が

指

摘

す

る

よ

う

に

、

第

一

首

に

も

そ

の

影

は

仄

見

え

て

い

た

の

で

あ

っ

た

が

、

こ

こ

で

そ

の

名

が

明

示

さ

れ

る

。

武

帝

の

寵

愛

を

一

身

に

受

け

て

い

た

李

夫

人

が

早

世

す

る

前

後

の

経

緯

を

『

漢

書

』

外

戚

傳

は

詳

述

す

る

４

１

。

な

か

で

も

よ

く

知

ら

れ

る

の

は

、

『

搜

神

記

』

（

巻

二

）

に

も

収

め

ら

れ

て

い

る

、

招

魂

さ

れ

た

茫

乎

た

る

李

夫

人

の

姿

を

見

た

武

帝

が

、
「

ま

こ

と

か

、

う

そ

か

（

是

邪

、

非

邪

）

」

と

歌

う

場

面

で

あ

ろ

う

。

こ

の

場

面

も

含

め

、

『

漢

書

』

外

戚

傳

の

李

夫

人

の

條

は

、

病

床

に

あ

る

夫

人

を

見

舞

っ

た

武

帝

が

い

く

ら

説

得

し

て

も

そ

の

か

ん

ば

せ

を

見

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

を

中

心

に

、

徹

底

し

て

視

覚

が

阻

碍

さ

れ

た

物

語

と

し

て

読

む

こ

と

が

で

き

る

４

２

。

後

世

、

「

返

魂

香

（

反

魂

香

）

」

と

い

う

物

語

が

生

み

出

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

４

３

の

は

、

伝

統

的

に

香

り

が

魂

に

通

ず

る

も

の

と

見

な

さ

れ

て

い

た

こ

と

と

と

も

に

、

原

物

語

で

あ

る

『

漢

書

』

に

お

い

て

視

覚

が

阻

碍

さ

れ

続

け

た

こ

と

に

も

一

因

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

思

う

。

こ

れ

は

ま

た

、

第

一

首

に

見

た

、

残

り

香

に

よ

っ

て

そ

こ

に

妻

が

い

る

か

の

よ

う

に

感

じ

た

と

い

う

表

現

と

も

通

底

す

る

も

の

と

し

て

理

解

さ

れ

る

。 

 

潘

岳

は

「

悼

亡

詩

」

に

典

故

と

し

て

李

夫

人

の

故

事

を

用

い

た

が

、

そ

れ

は

単

に

「

妻

」

と

い

う

存

在

を

喪

っ

た

哀

し

み

を

同

じ

く

す

る

も

の

と

し

て

重

ね

合

わ

せ

る

た

め

で

は

な

い

。

李

夫

人

を

詠

じ

込

む

こ

と

に

よ

っ

て

、

亡

き

人

の

芒

乎

と

し

た

面

影

さ

え

見

ら

れ

な

い

喪

失

感

は

武

帝

の

も

の

を

上

回

る

の

だ

と

言

わ

ん

と

し

て

い

る

の

で

あ

り

、

第

一

首

に

お

い

て

詠

じ

た

、

匂

い

に

よ

っ

て

喚

起

さ

れ

た

感

情

の

表

現

を

深

め

て

ゆ

く

の

で

あ

る

。

そ

の

後

の

句

で

悲

し

み

そ

の

も

の

が

続

け

て

描

写

さ

れ

る

こ

と

を

見

る

と

、

第

二

首

に

お

け

る

詩

人

の

悲

哀

は

こ

こ

に

極

ま

っ

て

い

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。 

 

亡

妻

の

姿

を

見

た

い

が

見

ら

れ

な

い

。

視

覚

的

欲

望

が

満

た

さ

れ

な

い

こ

と

へ

の

嘆

き

。

そ

の

思

念

が

形

を

な

し

た

か

の

よ

う

に

、

第

二

十

一

・

二

十

二

句

に

、

寝

て

も

覚

め

て

も

目

の

な

か

に

そ

な

た

の

姿

が

あ

り

耳

に

は

生

前

の

声

が

遺

っ

て

い

る

、

と

い

う

表

現

が

見

え

る

。

し

か

し

、

そ

れ

と

て

も

期

待

と

失

望

の

振

り

子

に

し

か

な

ら

ず

、

第

二

十

五

・

二

十

六

句

に

、

詩

を

賦

し

て

想

い

を

記

し

た

い

と

思

う

け

れ

ど

、

つ

ぶ

さ

に

記

す

こ

と

は

で

き

な

い

の

だ

、

と

述

べ

る

こ

と

に

な

る

。

悲

嘆

の

想

い

を

詩

に

し

て

詠

む

と

い

う

こ

と

は

、

確

か

に

感

情

の

昇

華

に

も

な

る

が

、

そ

の

一

方

で

、

と

も

す

れ

ば

哀

し

み

に

彩

ら

れ

た

言

葉

に

引

き

込

ま

れ

て

し

ま

う

こ

と

に

も

な

り

か

ね

ず

、

そ

れ

に

抗

う

た

め

と

い

う

ば

か

り

で

な

く

と

も

、

お

よ

そ

似

つ

か

わ

し

く

な

い

、

言

葉

を

揃

え

、

形

を

整

え

る

と

い

う

「

理

」

が

必

要

に

な

る

。

こ

の

意

味

に

お

い

て

は

、

已

む

こ

と

の

な

い

悲

し

み

を

詠

う

と

い

う

行

為

は

、

本

質

的

に

矛

盾

を

孕

む

営

み

な

の

で

あ

り

、

詩

人

の

筆

は

ま

さ

に

そ

こ

を

捉

え

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

第

一

首

で

匂

い

に

よ

っ

て

喚

起

さ

れ

た

も

の

は

、

単

に

亡

妻

の

記

憶

と

い

う

に

は

あ

ま

り

に

生

々

し

い

、

ま

る

で

そ

こ

に

ま

だ

彼

女

が

い

る

の

で

は

な

い

か

と

感

じ

た

と

錯

覚

で

あ

り

、

魂

に

触

れ

た

と

で

も

呼

ぶ

べ

き

も

の

で

あ

っ

た

。

続

く

第

二

首

で

は

、

李

夫

人

の

物

語

に

重

ね

合

わ

せ

な

が

ら

、

李

夫

人

の

魂

に

触

れ

得

た

か

も

知

れ

な

い

武

帝

の

悲

哀

よ

り

深

い

悲

し

み

に

沈

む

自

ら

を

詠

じ

た

。

こ

れ

ら

の

、

亡

妻

の

魂

に

関

わ

る

描

写

は

第

三

首

に

あ

る
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種

の

諦

念

を

見

出

す

こ

と

に

な

る

。

第

三

首

第

二

節

中

の

亡

妻

の

衣

服

に

関

わ

る

句

に

続

い

て

、

第

三

節

に

当

た

る

箇

所

を

掲

げ

る

こ

と

と

し

よ

う

。 

  
 

爾

祭

詎

幾

時

 
 

爾

が

祭

詎

ぞ

幾

時

な

ら

ん 

 
 

朔

望

忽

複

盡

 
 

朔

望

忽

ち

複

た

盡

く 

 

15

衾

裳

一

毀

撤

 
 

衾

裳

一

た

び

毀

撤

す

れ

ば 

 
 

千

載

不

復

引

 
 

千

載

復

た

引

べ

ず 

 
 

…

…

 
 

 
 

 

…

… 

 

25

徘

徊

不

忍

去

 
 

徘

徊

し

て

去

る

に

忍

び

ず 

 
 

徙

倚

歩

踟

蹰

 
 

徙

倚

し

て

歩

み

て

踟

蹰

す 

 
 

落

葉

委

埏

側

 
 

落

葉

埏

側

に

委

り 

 
 

枯

荄

帶

墳

隅

 
 

枯

荄

墳

隅

を

帶

る 

 
 

孤

魂

獨

焭

焭

 
 

孤

魂

は

獨

り

焭

焭

た

り 

 

30

安

知

靈

與

無

 
 

安

ん

ぞ

知

ら

ん

靈

あ

る

と

無

き

と

を 

 
 

投

心

遵

朝

命

 
 

心

を

投

じ

て

朝

命

に

遵

い

 

 
 

揮

涕

強

就

車

 
 

涕

を

揮

い

て

強

い

て

車

に

就

く 

 
 

誰

謂

帝

宮

遠

 
 

誰

か

謂

わ

ん

 

帝

宮

は

遠

し

と 

 
 

路

極

悲

有

餘

 
 

路

極

り

て

悲

し

み

は

餘

り

有

り 

〔

文

選

巻

二

十

三

 

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

其

三

 

全

三

十

四

句

〕 

  

妻

の

死

よ

り

一

年

余

り

、

公

務

に

復

帰

し

つ

つ

、

私

的

な

服

喪

も

続

け

る

な

か

で

、

妻

を

祭

っ

て

そ

の

魂

に

触

れ

ら

れ

る

時

間

が

短

い

と

嘆

き

、

遺

さ

れ

た

衣

服

を

捨

て

て

し

ま

っ

た

ら

永

遠

に

広

げ

ら

れ

る

こ

と

が

な

い

と

嗟

く

。

第

十

五

句

の

「

衾

裳

」

は

第

一

首

に

見

え

た

「

遺

挂

」

を

含

む

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

こ

そ

は

亡

き

妻

の

匂

い

を

も

っ

と

も

含

み

込

ん

だ

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

う

し

て

「

歇

」

み

つ

つ

あ

る

匂

い

に

想

い

を

募

ら

せ

な

が

ら

、

墓

参

し

た

足

が

そ

こ

を

離

れ

る

こ

と

を

た

め

ら

う

こ

と

を

詠

ず

る

の

を

承

け

て

、

第

二

十

九

・

三

十

句

に

「

魂

」

と

「

靈

」

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

。 

 

「

孤

魂

は

獨

り

焭

焭

た

り

 

安

ん

ぞ

知

ら

ん

靈

あ

る

と

無

き

と

を

」

 

こ

こ

で

詩

人

が

問

い

か

け

て

い

る

の

は

霊

魂

の

有

無

で

あ

る

。

一

つ

の

区

切

り

を

つ

け

よ

う

と

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

、

そ

れ

ま

で

触

れ

た

い

と

願

い

続

け

た

霊

魂

に

つ

い

て

、

あ

る

の

か

な

い

の

か

わ

か

ら

な

い

と

言

い

、
「

心

を

投

じ

て

朝

命

に

遵

い

 

涕

を

揮

い

て

強

い

て

車

に

就

く

」

の

で

あ

る

。

妻

の

死

を

自

ら

の

人

生

の

一

部

に

収

斂

さ

せ

て

ゆ

こ

う

と

す

る

か

の

よ

う

な

こ

の

句

は

、

第

一

首

に

生

じ

た

「

悵

怳

と

し

て

或

い

は

存

す

る

が

如

く 

周

遑

と

し

て

忡

え

驚

惕

す

」

と

い

う

感

覚

に

対

す

る

詩

人

の

答

え

で

も

あ

る

。 

 

し

か

し

、

わ

か

ら

な

い

と

い

う

答

え

は

「

無

い

」

こ

と

に

は

な

ら

な

い

。

常

に

両

義

的

で

、

す

ぐ

さ

ま

「

有

る

」

に

転

じ

得

る

の

で

あ

る

。

後

漢

末

の

乱

世

に

あ

っ

て

際

立

っ

た

合

理

主

義

者

に

見

え

た

、

か

の

曹

操

に

も

、

も

し

霊

魂

と

い

う

も

の

が

あ

る

な

ら

ば

と

自

問

す

る

こ

と

が

あ

っ

た

と

伝

え

ら

れ

る

４

４

の

は

、

こ

の

問

い

が

い

か

に

拭

い

き

れ

な

い

も

の

で

あ

る

か

を

よ

く

物

語

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

あ

る

の

か

な

い

の

か

わ

か

ら

な

い

な

ど

と

言

っ

て

み

た

と

こ

ろ

で

悲

哀

が

消

え

去

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

あ

り

、

そ

の

こ

と

は

、

末

句

の

末

字

に

「

餘

」

を

配

し

た

詩

人

自

身

が

よ

く

知

っ

て

い

る

こ

と

で

あ
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る

。

「

餘

」

は

、

第

一

首

の

「

未

」

字

が

そ

う

で

あ

っ

た

よ

う

に

、

悲

哀

の

調

べ

が

い

つ

ま

で

も

響

く

こ

と

、

そ

し

て

、

そ

れ

す

ら

も

や

が

て

は

「

歇

」

む

こ

と

が

あ

る

こ

と

を

表

し

て

い

る

。 

 

本

章

の

冒

頭

に

述

べ

た

よ

う

に

、

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

に

は

全

篇

に

わ

た

っ

て

時

の

流

れ

が

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

の

時

の

流

れ

は

決

し

て

一

様

で

は

な

い

。

な

か

ん

づ

く

、

生

き

る

者

に

は

生

き

る

者

の

時

間

が

流

れ

、

死

せ

る

者

に

は

死

せ

る

者

の

時

間

が

流

れ

る

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

時

の

流

れ

は

亡

き

妻

の

魂

と

の

懸

隔

を

厚

く

し

て

ゆ

く

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

死

者

を

悼

む

と

は

、

生

者

の

時

間

と

死

者

の

時

間

、

こ

の

二

つ

に

引

き

裂

か

れ

な

が

ら

二

つ

な

が

ら

同

時

に

向

き

合

う

こ

と

の

謂

い

で

あ

る

の

か

も

知

れ

な

い

。

そ

の

時

、

悼

む

者

の

心

は

、

変

わ

ら

な

い

こ

と

を

願

い

つ

つ

、

変

わ

る

こ

と

を

ど

こ

か

で

期

待

し

て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。 

 

実

際

の

と

こ

ろ

、

時

の

流

れ

の

な

か

で

悼

む

人

も

ま

た

変

わ

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

「

悼

亡

詩

」

に

あ

っ

て

も

、

妻

の

魂

へ

の

向

き

合

い

方

は

少

し

く

変

化

を

見

せ

て

い

た

。

こ

れ

ま

で

も

繰

り

返

し

述

べ

た

よ

う

に

、

目

に

は

見

え

な

い

け

れ

ど

確

か

に

存

在

す

る

（

と

感

じ

ら

れ

る

）

と

い

う

意

味

に

お

い

て

、

匂

い

に

は

魂

と

の

類

似

性

が

認

め

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

性

質

に

拠

り

な

が

ら

、

匂

い

は

、

い

か

に

抗

お

う

と

も

時

と

と

も

に

移

ろ

わ

ざ

る

を

得

な

い

、

亡

き

人

の

魂

と

の

関

係

性

を

象

徴

的

に

表

現

す

る

も

の

と

し

て

「

悼

亡

詩

」

に

詠

ま

れ

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

時

間

を

か

け

な

が

ら

や

が

て

尽

き

て

ゆ

く

匂

い

こ

そ

が

、

亡

妻

を

想

う

詩

人

の

心

情

に

同

期

し

て

寄

り

添

う

も

の

で

あ

っ

た

の

だ

と

考

え

た

い

。

そ

し

て

、

そ

れ

は

ま

た

、
「

内

顧

詩

」

に

お

い

て

妻

に

「

戀

」

情

を

向

け

た

こ

と

と

も

轍

を

一

に

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 

   
 

結

び

に

代

え

て

―

―

恋

に

ゆ

れ

る

心

ひ

と

つ

 

  

本

稿

で

は

こ

れ

ま

で

、

漢

魏

西

晋

期

の

詩

歌

作

品

に

お

い

て

「

戀

」

字

の

辿

っ

た

道

筋

と

、

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

に

見

ら

れ

る

匂

い

の

表

現

の

有

す

る

意

味

に

つ

い

て

考

察

を

試

み

て

き

た

。

そ

の

過

程

に

お

い

て

、「

戀

」

字

に

は

、

遠

く

離

れ

て

望

み

得

な

い

が

、

心

か

ら

大

切

で

あ

る

と

感

じ

ら

れ

る

も

の

に

対

し

て

已

む

こ

と

な

く

焦

が

れ

る

と

い

う

意

味

が

あ

り

、

匂

い

の

表

現

に

は

、

目

に

は

さ

や

か

に

見

え

な

い

け

れ

ど

、

や

は

り

間

違

い

な

く

そ

こ

に

在

っ

て

わ

れ

わ

れ

の

心

に

深

く

訴

え

か

け

る

も

の

と

し

て

立

ち

の

ぼ

る

と

い

う

意

味

が

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

と

考

え

る

。
「

戀

」

と

匂

い

に

は

共

通

す

る

と

こ

ろ

が

あ

る

が

、

そ

れ

は

両

者

に

認

め

ら

れ

る

魂

と

の

類

似

性

と

も

関

わ

り

が

あ

り

、

こ

の

意

味

に

お

い

て

は

、

「

戀

」

字

を

詩

歌

作

品

に

積

極

的

に

用

い

た

潘

岳

の

手

に

成

る

「

悼

亡

詩

」

に

匂

い

の

表

現

が

印

象

的

に

な

さ

れ

て

い

た

こ

と

は

、

む

し

ろ

自

然

な

こ

と

と

言

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。 

 

潘

岳

よ

り

や

や

年

長

で

、

同

じ

時

代

を

生

き

た

何

劭

４

５

が

作

っ

た

、

あ

る

士

人

の

伝

記

の

な

か

に

、

亡

妻

へ

の

切

な

る

想

い

を

窺

わ

せ

る

も

の

が

見

出

さ

れ

る

。

詩

歌

辞

賦

作

品

で

は

な

く

、

「

戀

」

字

が

出

て

く

る

わ

け

で

も

な

い

が

、

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

と

は

ま

た

違

っ

た

か

た

ち

で

、

し

か

し

、

ど

こ

か

響

き

合

う

よ

う

に

し

て

恋

情

が

浮

き

彫

り

に

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
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そ

こ

で

、

こ

の

文

章

か

ら

滲

み

出

て

く

る

恋

情

に

つ

い

て

若

干

の

考

察

を

行

い

、

本

稿

が

そ

の

一

端

で

も

捉

え

よ

う

と

し

て

き

た

「

戀

」

情

に

別

の

角

度

か

ら

光

を

当

て

る

こ

と

を

以

て

結

び

に

代

え

る

こ

と

と

し

た

い

。 

 

後

漢

末

の

乱

世

、

い

わ

ゆ

る

三

国

志

の

時

代

の

前

半

に

あ

っ

て

、

「

魏

」

の

曹

操

の

参

謀

と

し

て

中

心

と

な

っ

て

支

え

た

の

は

、

曹

操

自

身

に

「

吾

が

子

房

（

漢

の

高

祖

劉

邦

の

謀

臣

張

良

）

な

り

」

と

云

わ

し

め

た

、

荀

彧

で

あ

る

。

何

劭

が

作

っ

た

の

は

、

こ

の

荀

彧

の

息

子

の

一

人

荀

粲

の

伝

４

６

で

あ

る

。

荀

粲

の

人

と

為

り

や

妻

と

の

関

わ

り

が

窺

わ

れ

る

箇

所

を

掲

げ

る

こ

と

と

す

る

。

 

  
 

何

劭

粲

の

傳

を

爲

り

て

曰

く

、

粲

字

は

奉

倩

。

粲

の

諸

兄

並

び

に

儒

術

を

以

て

論

議

す

、

而

る

に

粲

は

獨

り

好

ん

で

道

を

言

い

、

常

に

以

爲

え

ら

く

、

子

貢

は

夫

子

の

性

と

天

道

と

を

言

う

は

、

得

て

聞

く

べ

か

ら

ず

と

稱

す

、

然

ら

ば

則

ち

六

籍

は

存

す

と

雖

も

、

固

よ

り

聖

人

の

糠

秕

な

る

の

み

、

と

。

粲

の

兄

俁

難

じ

て

曰

く

、

「

…

…

」

と

。

粲

答

え

て

曰

く

、

「

…

…

」

と

。

當

時

の

能

く

言

う

者

も

屈

す

る

能

わ

ざ

る

に

及

ぶ

。

…

…

粲

常

に

以

え

ら

く

婦

人

な

る

者

は

、

才

智

は

論

ず

る

に

足

ら

ず

、

自

ず

か

ら

宜

し

く

色

を

以

て

主

と

爲

す

べ

し

、

と

。

驃

騎

將

軍

曹

洪

の

女

は

美

色

有

り

、

粲

是

に

於

い

て

焉

を

娉

る

。

容

服

帷

帳

甚

だ

麗

し

く

、

房

を

專

ら

に

し

て

歡

宴

す

。

歴

年

の

後

、

婦

病

み

て

亡

る

。

未

だ

殯

せ

ざ

る

に

、

傅

嘏

往

き

て

粲

を

喭

う

。

粲

哭

せ

ず

し

て

神

傷

る

。

嘏

問

い

て

曰

く

、

「

婦

人

才

色

並

び

に

茂

ん

な

る

を

難

し

と

爲

す

。

子

の

娶

る

や

、

才

を

遺

て

て

色

を

好

む

。

此

れ

自

ら

遇

い

易

し

。

今

何

ぞ

哀

し

む

こ

と

の

甚

だ

し

き

や

」

と

。

粲

曰

く

、
「

佳

人

再

び

は

得

難

し

。

顧

る

に

逝

く

者

は

傾

國

の

色

有

る

能

わ

ざ

る

も

、

然

れ

ど

も

未

だ

之

を

遇

い

易

し

と

謂

う

可

か

ら

ず

」

と

。

痛

悼

し

て

已

む

能

わ

ず

、

歳

餘

に

し

て

亦

た

亡

る

、

時

に

年

二

十

九

。

…

…

 

〔

三

國

志

巻

十

 

荀

彧

傳

注

引

「

荀

粲

傳

」

〕 

  

妻

を

め

と

ら

ば

才

た

け

て

、

み

め

美

わ

し

く

情

あ

る

―

―

よ

く

知

ら

れ

る

与

謝

野

鉄

幹

「

人

を

恋

ふ

る

歌

」

の

冒

頭

部

分

に

は

、

条

件

と

い

う

よ

り

も

理

想

と

し

て

結

婚

相

手

に

具

え

て

い

て

欲

し

い

性

質

が

謳

わ

れ

て

い

る

が

、

荀

粲

は

、

こ

の

引

用

に

な

ぞ

ら

え

て

言

え

ば

、

前

半

を

捨

て

て

後

半

を

取

る

よ

う

に

女

性

の

容

貌

を

第

一

の

条

件

と

考

え

て

い

て

、

そ

れ

を

公

言

し

て

も

い

た

よ

う

で

あ

る

。

そ

う

し

て

そ

の

考

え

の

ま

ま

に

、

「

美

色

有

」

る

曹

洪

の

娘

を

娶

り

、

仲

睦

ま

じ

く

暮

ら

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

数

年

の

後

、

荀

粲

は

愛

妻

曹

氏

に

先

立

た

れ

て

し

ま

う

。 

 

自

失

す

る

荀

粲

の

も

と

を

友

人

で

あ

る

傅

嘏

が

弔

問

に

訪

れ

、

荀

粲

の

婚

姻

に

つ

い

て

触

れ

た

。

君

は

娶

る

に

際

し

て

、

才

を

遺

て

て

色

を

好

ん

だ

の

だ

。

そ

の

よ

う

な

女

性

と

は

こ

れ

か

ら

も

ま

た

め

ぐ

り

逢

え

る

だ

ろ

う

。

な

ぜ

そ

ん

な

に

哀

し

ん

で

い

る

の

か

、

と

。

こ

の

問

い

か

け

は

、

平

生

の

二

人

の

間

の

や

り

取

り

を

知

る

者

か

ら

す

れ

ば

、

そ

れ

ほ

ど

意

外

で

は

な

く

、

い

つ

も

の

こ

と

と

感

ず

る

類

の

も

の

で

あ

ろ

う

。

彼

ら

は

常

に

自

分

の

主

張

を

理

屈

に

載

せ

て

ぶ

つ

け

合

う

４

７

の

で

あ

る

か

ら

。

た

だ

、

今

ば

か

り

は

、

妻

を

亡

く

し

て

自

失

し

て

い

る

友

人

に

向

け

て

の

問

い

か

け

で

あ

る

。

あ

る

い

は

、

純

粋

な

疑

問

と

い

う

よ

り

は

、

む

し

ろ

荀

粲

の

人

と

為

り

を

理

解

す

る
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数

少

な

い

友

人

の

一

人

と

し

て

、

荀

粲

の

心

に

寄

り

添

い

つ

つ

慰

撫

せ

ん

と

す

る

気

持

ち

か

ら

発

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

の

か

も

知

れ

な

い

。

そ

も

そ

も

荀

粲

に

友

人

が

少

な

い

の

は

、

尊

大

で

歯

に

衣

着

せ

ぬ

物

言

い

を

す

る

か

ら

４

８

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

相

手

を

論

破

す

る

能

力

が

添

え

ら

れ

て

い

る

の

だ

か

ら

始

末

が

悪

い

。

そ

ん

な

人

間

に

対

し

て

友

人

を

自

任

す

る

傅

嘏

で

あ

る

。

彼

に

は

荀

粲

を

確

か

に

理

解

し

得

て

い

る

と

い

う

自

負

も

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

 

 

傅

嘏

の

発

話

で

前

提

と

な

っ

て

い

る

「

才

を

遺

て

て

色

を

好

ん

だ

」

と

い

う

言

葉

は

、

曹

氏

を

娶

る

前

の

荀

粲

が

常

々

言

っ

て

い

た

言

葉

―

―

婦

人

な

る

者

は

、

才

智

は

論

ず

る

に

足

ら

ず

、

自

ず

か

ら

宜

し

く

色

を

以

て

主

と

爲

す

べ

し

（

女

性

と

い

う

も

の

は

、

頭

の

出

来

な

ど

問

題

に

は

な

ら

な

い

、

と

に

か

く

見

た

目

が

大

切

な

の

だ

）

―

―

を

言

い

換

え

た

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

し

て

、

実

際

、

そ

の

よ

う

な

方

針

と

合

致

す

る

、

「

美

色

」

の

所

有

者

で

あ

る

曹

氏

を

選

ん

だ

わ

け

で

あ

り

、

少

な

く

と

も

そ

の

時

点

ま

で

の

荀

粲

の

言

動

に

は

理

屈

に

適

う

一

貫

性

が

保

た

れ

て

い

る

。

あ

く

ま

で

も

荀

粲

を

理

の

人

と

し

て

扱

う

傅

嘏

は

、

荀

粲

自

身

の

理

に

則

り

な

が

ら

、

荀

粲

を

説

得

し

つ

つ

そ

の

心

を

慰

撫

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

と

考

え

た

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

荀

粲

の

答

え

は

意

外

な

も

の

で

あ

っ

た

。 

 

―

―

そ

ん

な

こ

と

を

言

っ

て

く

れ

る

な

。

あ

ん

な

人

に

は

も

う

め

ぐ

り

逢

え

な

い

の

だ

。

 

 

慰

安

し

た

い

と

い

う

気

持

ち

が

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

こ

ん

な

風

に

答

え

ら

れ

た

傅

嘏

は

い

い

面

の

皮

で

あ

る

。

た

だ

、

人

を

、

特

に

異

性

を

想

う

気

持

ち

は

、

安

易

な

言

語

化

を

許

さ

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。

荀

粲

が

好

ん

だ

と

い

う

老

荘

の

書

に

渾

沌

の

ま

ま

に

あ

る

こ

と

の

重

要

性

が

説

か

れ

て

い

る

一

段

が

見

え

る

４

９

が

、

恋

情

は

ま

さ

に

そ

の

よ

う

に

渾

沌

と

し

て

い

る

の

が

本

態

で

あ

り

、

理

屈

で

は

切

り

分

け

ら

れ

な

い

も

の

な

の

で

あ

ろ

う

。

異

性

へ

の

恋

情

で

は

な

い

も

の

の

、

右

に

見

た

潘

岳

の

「

懷

縣

に

在

り

て

作

る

」

詩

に

「

本

を

戀

い

て

は

思

い

を

爲

し

難

し

（

戀

本

難

爲

思

）

と

あ

っ

た

ご

と

き

は

、

「

戀

」

字

の

意

味

を

端

的

に

表

し

て

い

る

も

の

と

い

え

よ

う

。 

 

荀

粲

の

本

心

が

ど

こ

に

あ

っ

た

の

か

に

つ

い

て

は

、

も

と

よ

り

確

答

を

得

る

こ

と

な

ど

で

き

は

し

な

い

。

た

だ

、

こ

こ

で

は

、

「

當

時

の

能

く

言

う

者

も

屈

す

る

能

わ

ざ

る

に

及

ぶ

」

と

評

さ

れ

る

よ

う

な

人

物

で

あ

っ

た

彼

の

論

理

が

破

綻

し

て

い

る

こ

と

に

注

目

し

て

お

き

た

い

。

荀

粲

の

言

動

の

な

か

に

窺

わ

れ

る

亡

妻

へ

の

想

い

―

―

そ

れ

は

恋

情

と

呼

ん

で

も

い

い

も

の

で

あ

る

―

―

は

、

婚

前

に

女

性

観

を

公

言

し

て

友

人

た

ち

と

共

有

し

て

い

た

こ

と

と

は

矛

盾

す

る

、

決

し

て

他

者

に

開

か

れ

た

論

理

に

は

乗

ら

な

い

、

至

っ

て

個

人

的

な

も

の

で

あ

っ

た

。

す

な

わ

ち

、

論

理

が

破

綻

を

き

た

し

他

者

と

共

有

さ

れ

る

か

た

ち

で

は

言

語

化

さ

れ

な

い

と

こ

ろ

、

言

っ

て

み

れ

ば

、

論

理

の

手

が

及

ば

な

い

と

こ

ろ

に

こ

そ

、

荀

粲

の

、

妻

曹

氏

に

対

す

る

想

い

の

本

質

は

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

潘

岳

が

「

悼

亡

詩

」

に

お

い

て

亡

妻

楊

氏

へ

の

想

い

を

詠

っ

て

、

匂

い

を

詠

じ

込

ん

だ

際

に

、

そ

の

描

写

に

続

け

て

な

さ

れ

た

感

情

の

表

現

が

充

分

に

は

整

理

さ

れ

な

い

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

や

、

詩

を

賦

す

こ

と

に

つ

い

て

、

想

い

を

記

し

た

い

が

つ

ぶ

さ

に

記

す

こ

と

は

で

き

な

い

と

詠

じ

た

こ

と

と

も

通

底

し

て

い

よ

う

。

第

一

章

で
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「

戀

」

字

の

成

り

立

ち

に

つ

い

て

触

れ

て

、

「

攣

」

字

を

出

自

と

す

る

可

能

性

を

述

べ

た

が

、

あ

る

い

は

、

「

戀

」

は

会

意

的

に

成

り

立

っ

た

の

か

も

知

れ

な

い

。

「

特
」

字

を

『

説

文

解

字

』

は

、

「

亂

な

り

。

一

に

曰

く

治

な

り

。

一

に

曰

く

絶

え

ざ

る

な

り

。

言

絲

に

从

う

」

と

解

く

５

０

。

「

亂

」

と

「

治

」

の

間

に

揺

れ

続

け

る

心

こ

そ

、

本

稿

で

追

い

か

け

て

き

た

「

戀

」

字

に

は

相

応

し

く

思

わ

れ

る

。 

 

「

悼

亡

詩

」

三

首

や

「

悼

亡

賦

」

「

哀

永

逝

文

」

と

い

っ

た

作

品

が

楊

氏

の

み

に

宛

て

ら

れ

て

詠

ま

れ

た

も

の

で

は

な

い

の

と

同

様

に

、
「

内

顧

詩

」

二

首

も

ま

た

楊

氏

一

人

に

読

ま

れ

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

た

、

い

わ

ゆ

る

恋

文

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

た

だ

、

こ

の

「

内

顧

詩

」

ば

か

り

は

、

生

前

の

楊

氏

も

読

む

こ

と

が

可

能

で

あ

っ

た

作

品

で

あ

る

点

に

お

い

て

、

意

味

を

少

し

く

異

に

し

て

い

る

。 

 

漢

魏

の

頃

ま

で

の

「

戀

」

字

は

、

故

郷

を

想

う

こ

と

を

起

点

と

し

て

、

先

祖

や

家

族

を

思

慕

す

る

感

情

を

映

し

出

す

も

の

と

し

て

用

い

ら

れ

て

い

た

わ

け

で

あ

る

が

、

西

晋

に

至

っ

て

対

象

が

広

が

り

を

見

せ

る

な

か

で

、

潘

岳

は

そ

れ

ま

で

の

「

戀

」

字

を

承

け

継

ぎ

つ

つ

、

一

人

の

異

性

で

あ

る

妻

へ

向

け

た

、

う

ま

く

言

の

葉

に

載

り

に

く

い

想

い

を

詠

ず

る

の

に

「

戀

」

字

を

用

い

た

。

こ

う

で

な

け

れ

ば

表

現

し

得

な

い

と

詩

人

が

考

え

た

の

だ

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

、

こ

の

時

代

に

お

け

る

恋

情

の

再

発

見

と

も

呼

び

得

る

も

の

で

あ

る

。

 

 

「

内

顧

詩

」

を

、

詩

を

宛

て

ら

れ

た

当

の

本

人

で

あ

る

楊

氏

も

実

際

に

読

む

こ

と

が

あ

り

、

言

語

化

は

し

難

い

の

だ

け

れ

ど

確

か

に

心

に

満

ち

て

い

る

想

い

が

あ

っ

て

、

そ

れ

が

「

戀

」

字

に

込

め

ら

れ

て

い

る

の

だ

と

伝

わ

っ

た

と

し

た

ら

、
「

内

顧

詩

」

は

そ

の

題

の

示

す

ま

ま

に

素

敵

な

恋

文

と

な

っ

た

こ

と

で

あ

ろ

う

。

安

易

な

言

語

化

を

拒

み

、

理

屈

で

も

な

く

定

量

で

き

る

も

の

で

も

な

い

、

恋

に

ゆ

れ

る

心

は

、

ど

ん

な

時

で

も

特

別

で

一

つ

き

り

で

あ

る

。

そ

し

て

、

だ

か

ら

こ

そ

、

人

は

そ

れ

を

言

葉

に

し

た

い

と

切

に

願

う

の

で

あ

る

。 

     

注

 

                                        

             

 

１ 

逯

欽

立

『

漢

魏

六

朝

文

學

論

集

』

（

陝

西

人

民

出

版

社

、

一

九

八

四

年

）

第

一

編

「

漢

詩

別

録

 

辨

僞

第

一

 

甲

蘇

・

李

詩

」

は

、

宋

斉

の

時

期

ま

で

蘇

武

詩

に

言

及

す

る

文

献

が

見

当

た

ら

な

い

こ

と

、

用

語

に

後

漢

末

の

も

の

だ

と

思

わ

れ

る

も

の

が

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

て

、

蘇

武

の

詩

は

す

べ

て

後

漢

の

李

陵

集

か

ら

出

た

も

の

で

あ

る

と

す

る

。

同

『

先

秦

漢

魏

晉

南

北

朝

詩

』

（

中

華

書

局

、

一

九

八

三

年

第

一

版

／

一

九

九

五

年

北

京

第

三

次

印

刷

）

漢

詩

巻

十

二

・

古

詩

は

、

こ

の

詩

を

「

後

漢

文

士

」

の

手

に

成

る

「

李

陵

録

別

詩

」

と

し

て

収

め

て

、

同

様

の

こ

と

を

述

べ

、

『

古

今

同

姓

名

録

』

に

は

「

後

漢

の

李

陵

」

が

存

在

し

て

い

る

こ

と

も

記

し

て

い

る

。 

２ 

諸

子

の

な

か

で

は

、

後

世

の

成

立

か

と

考

え

ら

れ

る

『

列

子

』

に

一

例

見

ら

れ

る

。

張

競

『

恋

の

中

国

文

明

史

』

（

筑

摩

書

房

、

一

九

九

三

年

。

の

ち

一

三 
九
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九

九

七

年

、

ち

く

ま

学

芸

文

庫

）

「

序

章

・

第

二

節

「

恋

と

そ

の

言

語

表

現

」

」

参

照

。 

３ 

范

睢

曰

、

「

汝

罪

有

三

耳

。

…

…

然

公

之

所

以

得

無

死

者

、

以

綈

袍

戀

戀

、

有

故

人

之

意

、

故

釋

公

」

。

乃

謝

罷

。

入

言

之

昭

王

、

罷

歸

須

賈

。

 

〔

史

記

巻

七

十

九

 

范

睢

蔡

澤

列

傳

〕

 

 

『

漢

書

』

に

も

「

戀

戀

」

が

王

商

史

丹

傳

の

史

丹

の

伝

に

一

例

あ

り

、

加

え

て

「

攣

攣

」

が

外

戚

傳

の

李

夫

人

の

條

に

一

例

見

え

て

い

る

が

、

後

者

に

つ

い

て

顏

師

古

が

次

の

よ

う

に

注

を

し

て

い

る

。 

 
 

夫

人

曰

、

「

所

以

不

欲

見

帝

者

、

乃

欲

以

深

託

兄

弟

也

。

我

以

容

貌

之

好

、

得

從

微

賤

愛

幸

於

上

。

夫

以

色

事

人

者

、

色

衰

而

愛

、

愛

則

恩

絕
。

上

所

以

攣

攣

顧

念

我

者

、

乃

以

平

生

容

貌

也

。

…

…

」 

 
 

師

古

曰

、

攣

音

力

全

反

、

又

讀

曰

戀

。 

〔

漢

書

巻

九

十

七

上

 

外

戚

傳

上

 

孝

武

李

夫

人

〕 

顏

師

古

は

『

漢

書

』

本

文

中

の

「

攣

」

字

を

「

戀

」

に

読

み

か

え

ら

れ

る

と

云

う

。

こ

れ

は

、

「

攣

攣

」

と

「

戀

戀

」

が

通

ず

る

も

の

で

あ

る

こ

と

と

、

顏

師

古

の

時

代

に

あ

っ

て

は

、

こ

の

よ

う

な

場

面

に

用

い

ら

れ

る

も

の

と

し

て

、

「

攣

攣

」

よ

り

も

「

戀

戀

」

の

方

が

解

さ

れ

や

す

い

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

が

、

必

ず

し

も

「

戀

戀

」

が

古

い

形

で

あ

る

と

言

え

る

も

の

で

は

な

い

。

『

漢

書

』

に

は

、

史

丹

傳

の

「

意

中

戀

戀

」

の

ほ

か

に

、

張

騫

傳

の

「

蠻

夷

戀

故

地

、

又

貪

漢

物

」

云

々

と

い

う

の

が

あ

る

。 

４ 

こ

の

傾

向

は

、

辞

賦

作

品

に

つ

い

て

も

同

様

で

あ

り

、

『

先

秦

・

兩

漢

・

三

國

辭

賦

索

引

』

（

富

永

一

登

・

張

健

編

、

研

文

出

版

、

一

九

九

六

年

）

に

あ

た

っ

て

み

て

も

、

漢

代

を

遡

る

用

例

は

見

出

さ

れ

な

い

。 

５ 

『

四

庫

提

要

』

經

部

一

・

易

類

一

・

子

夏

易

傳

十

一

巻

。 

                                        
 

６ 

注

２

前

掲

書

は

、

「

戀

」

字

に

関

わ

る

も

の

と

し

て

、

慕

・

思

・

色

・

愛

・

情

等

の

字

を

挙

げ

て

い

る

（

序

章

・

第

二

節

「

恋

と

そ

の

言

語

表

現

」

）

。 

７ 

「

旅

愁

」

犬

童

球

渓

作

詞 

 
 

更

け

行

く

秋

の

夜 

旅

の

空

の 

わ

び

し

き

思

い

に 

ひ

と

り

な

や

む 

恋

し

や

ふ

る

さ

と 

な

つ

か

し

父

母 

夢

に

も

た

ど

る

は 

故

郷

の

家

路 

８ 

『

古

文

苑

』

巻

八

は

「

蘇

武

「

答

詩

」

」

と

す

る

。 

９ 

注

２

前

掲

書

は

、

丁

福

保

の

分

類

に

従

っ

て

該

詩

歌

を

漢

代

の

も

の

と

し

て

扱

う

。

ま

た

、

同

書

は

漢

代

の

、

異

性

を

想

う

情

を

詠

じ

た

も

う

一

つ

の

用

例

と

し

て

、

漢

の

枚

乗

の

「

雜

詩

」

（

蘭

若

生

春

陽

）

を

挙

げ

る

が

、

逯

欽

立

書

は

、

現

行

『

玉

臺

新

詠

』

（

巻

一

）

が

収

め

る

詩

に

つ

い

て

も

、

「

古

詩

」

と

し

て

扱

い

、

「

戀

」

を

「

念

」

に

作

っ

て

い

る

。

ち

な

み

に

、

「

雜

詩

」

（

蘭

若

生

春

陽

）

は

『

文

選

』

が

唯

一

「

古

詩

十

九

首

」

と

し

て

い

な

い

も

の

で

も

あ

る

。 

１

０ 

こ

の

箇

所

に

つ

い

て

王

逸

は

、

そ

の

ま

ま

「

慕

」

字

を

使

っ

て

、

「

子

謂

山

鬼

也

。

窈

窕

、

好

貌

。

詩

曰

、

窈

窕

淑

女

。

言

山

鬼

之

貌

、

既

以

姱

麗

、

亦

復

慕

我

有

善

行

好

姿

、

故

來

見

其

容

也

」

と

注

し

て

い

る

。 

１

１ 

こ

の

歌

辞

は

、

『

宋

書

』

樂

志

に

収

め

ら

れ

て

お

り

、

歌

辞

が

並

べ

ら

れ

る

前

の

一

段

に

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。 

 
 

相

和

、

漢

舊

歌

也

。

絲

竹

更

相

和

、

執

節

者

歌

。

本

一

部

、

魏

明

帝

分

爲

二

、

更

遞

夜

宿

。

本

十

七

曲

、

朱

生

・

宋

識

・

列

和

等

復

合

之

爲

十

三

曲

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔

宋

書

樂

志

三

〕 

１

２ 

遙

遙

山

上

亭

、

皎

皎

雲

閒

星

。

遠

望

使

心

懷

、

遊

子

戀

所

生

。

驅

車

出

北

門

、

遙

望

河

陽

城

。 〔

藝

文

類

聚

巻

二

十

七

 

曹

丕

「

於

明

津

作

」

詩

〕 

四 
〇
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１

３ 

涼

風

厲

秋

節

、

司

典

告

詳

刑

。

我

君

順

時

發

、

桓

桓

東

南

征

。

汎

舟

葢

長

川

、

陳

卒

被

隰

坰

。

征

夫

懐

親

戚

、

誰

能

無

戀

情

。

拊

衿

倚

舟

檣

、

眷

眷

思

鄴

城

。

…

…

〔

文

選

巻

二

十

七

 

王

粲

「

從

軍

詩

五

首

」

其

二

〕 

『

文

選

』

所

収

の

も

の

に

は

「

戀

情

」

と

い

う

語

が

見

出

さ

れ

、

「

親

戚

」

を

対

象

と

し

て

「

戀

情

」

が

起

動

し

て

い

る

こ

と

が

看

取

さ

れ

る

。

た

だ

、

冒

頭

に

も

触

れ

た

よ

う

に

、

『

藝

文

類

聚

』

（

巻

五

十

九

）

に

収

め

ら

れ

て

い

る

該

詩

に

は

「

戀

」

字

は

な

く

、

「

誰

能

無

此

情

」

に

作

っ

て

い

る

。 

１

４ 

曹

植

の

辞

賦

作

品

に

は

、

「

感

節

賦

」

や

「

懷

親

賦

有

序

」

、

「

慰

子

賦

」

等

に

「

戀

」

字

の

用

例

が

認

め

ら

れ

る

ほ

か

、

「

離

思

賦

有

序

」

や

「

釋

思

賦

有

序

」

の

序

に

も

「

戀

」

字

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。 

１

５ 

伊

洛

廣

且

深

、

欲

濟

川

無

梁

。

汎

舟

越

洪

濤

、

怨

彼

東

路

長

。

顧

瞻

戀

城

闕

、

引

領

情

内

傷

。

〔

文

選

巻

二

十

四

 

曹

植

「

贈

白

馬

王

彪

」

其

一

〕

 

１

６ 

軍

楽

で

あ

る

鼓

吹

曲

の

歌

辞

に

こ

う

し

た

表

現

が

見

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

は

、

あ

る

い

は

、

「

戀

」

字

を

用

い

て

故

郷

を

恋

う

る

気

持

ち

が

よ

り

広

汎

に

理

解

さ

れ

る

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

を

意

味

す

る

か

も

知

れ

な

い

。 

１

７ 

言

偃

復

問

曰

、

「

如

此

乎

禮

之

急

也

」

。

孔

子

曰

、

「

夫

禮

、

先

王

以

承

天

之

道

、

以

治

人

之

情

、

故

失

之

者

死

、

得

之

者

生

。

詩

曰

、

相

鼠

有

體

、

人

而

無

禮

。

人

而

無

禮

、

胡

不

遄

死

。

是

故

夫

禮

必

本

於

天

、

殽

於

地

、

列

於

鬼

神

（

※

）

、

達

於

喪

・

祭

・

射

・

御

・

冠

・

昏

・

朝

・

聘

。

故

聖

人

以

禮

示

之

、

故

天

下

國

家

可

得

而

正

也

」

。 

［

※

鄭

注

］

聖

人

則

天

之

明

、

因

地

之

利

、

取

法

度

於

鬼

神

以

制

禮

、

下

教

令

也

。

既

又

祀

之

、

盡

其

敬

也

、

教

民

嚴

上

也

。

鬼

者

、

精

魂

所

歸

、

神

者

、

引

物

而

出

、

謂

祖

廟

山

川

五

祀

之

屬

也

。

 

〔

禮

記

 

禮

運

〕 

１

８ 

白

居

易

の

「

新

豐

折

臂

翁

」

に

、

次

の

よ

う

な

句

が

見

え

る

が

、

ま

さ

                                        
 

に

故

郷

か

ら

離

れ

た

地

で

戦

没

し

た

者

た

ち

の

想

い

で

あ

ろ

う

。 

 
 

不

然

當

時

瀘

水

頭

、

身

死

魂

孤

骨

不

收

。

應

作

雲

南

望

鄕

鬼

、

萬

人

冢

上

哭

呦

呦

。

 
 

 
 

 
 

〔

白

氏

文

集

巻

三

「

新

豐

折

臂

翁

」

〕 

１

９ 

軒

冕

峩

峩

、

冠

葢

習

習

。

戀

德

惟

懐

、

永

歎

弗

及

。 

〔

藝

文

類

聚

巻

二

十

九

 

張

華

「

祖

道

趙

王

應

詔

詩

」

〕 

２

０ 

悠

悠

塗

可

極

、

別

促

怨

會

長

。

銜

思

戀

行

邁

、

興

言

在

臨

觴

。 

〔

文

選

巻

二

十

五

 

陸

雲

「

答

兄

機

二

首

」

〕 

２

１ 

感

物

戀

堂

室

、

離

思

一

何

深

。

 

〔

文

選

巻

二

十

六

 

陸

機

「

赴

洛

二

首

」

其

一

〕 

 
 

歡

友

蘭

時

往

、

苕

苕

匿

音

徽

。

虞

淵

引

絶

景

、

四

節

逝

若

飛

。

芳

草

久

已

茂

、

佳

人

竟

不

歸

。

躑

躅

遵

林

渚

、

惠

風

入

我

懷

。

感

物

戀

所

歡

、

采

此

欲

貽

誰

。

 
 

 
 

〔

文

選

巻

三

十

 

陸

機

「

擬

庭

中

有

奇

樹

」

〕 

 

こ

の

ほ

か

、

陸

機

の

文

章

に

は

、

「

戀

」

を

「

執

着

」

の

意

で

用

い

て

い

る

と

思

わ

れ

る

も

の

も

見

出

さ

れ

る

（

「

大

暮

賦

序

」
「

弔

魏

武

帝

文

」

）

。

ま

た

、

弟

の

陸

雲

に

は

、

誄

や

讃

の

ほ

か

、

友

人

に

宛

て

た

書

簡

や

詩

の

な

か

に

「

戀

」

字

を

頻

用

し

て

い

る

。 

２

２ 

自

我

違

京

輦

、

四

載

迄

于

斯

。

器

非

廊

廟

姿

、

屢

出

固

其

宜

。

徒

懷

越

鳥

志

、

眷

戀

想

南

枝

。 

〔

文

選

巻

二

十

六

 

潘

岳

「

在

懷

縣

作

二

首

」

其

一

〕 

２

３ 

夏

侯

湛

「

夜

聽

笳

賦

」

に

も

「

越

鳥

戀

乎

南

枝

、

胡

馬

懐

夫

朔

風

」

と

い

う

同

様

の

表

現

が

見

ら

れ

る

。 

２

４ 

高

橋

和

巳

「

潘

岳

論

」

〔

『

中

國

文

學

報

』

第

七

冊

（

一

九

五

七

年

）

、

の

ち

『

高

橋

和

巳

作

品

集

９

 

中

国

文

学

論

集

』

（

河

出

書

房

新

社

、

一

九

七

二

年

）

所

収

〕

（

本

論

［

一

］

）

参

照

。 

四 
一

250



 

                                        
 

２

５ 

こ

の

点

に

関

し

て

、

興

膳

宏

氏

は

、

「

政

治

的

に

は

、

過

酷

な

乱

世

の

波

に

余

儀

な

く

さ

れ

た

と

は

い

い

な

が

ら

も

、

い

く

た

び

か

の

変

節

を

重

ね

て

き

た

潘

岳

だ

っ

た

が

、

身

近

な

人

々

と

り

わ

け

妻

子

に

注

ぐ

愛

情

は

、

常

人

以

上

に

純

粋

だ

っ

た

。

」

（

『

潘

岳

 

陸

機

』

（

筑

摩

書

房

、

一

九

七

三

年

）

一

一

四

頁

）

と

さ

れ

、

松

本

氏

は

、

摯

虞

の

「

新

婚

箴

」

を

挙

げ

つ

つ

、

「

い

つ

の

時

代

も

男

女

の

再

婚

は

め

づ

ら

し

い

こ

と

で

は

な

い

の

に

、

こ

と

さ

ら

に

潘

岳

の

再

婚

を

揶

揄

す

る

の

は

、

か

え

っ

て

潘

岳

が

終

生

そ

の

妻

を

い

と

し

み

つ

づ

け

て

き

た

か

ら

で

あ

る

。

」

（

『

魏

晉

詩

壇

の

研

究

』

（

朋

友

書

店

、

一

九

九

五

年

）

五

五

八

頁

）

と

述

べ

ら

れ

る

。 

２

６ 

潘

岳

「

寡

婦

賦

」

（

文

選

巻

十

六

）

に

も

「

睎

形

影

于

幾

筵

兮

、

馳

精

爽

于

丘

墓

」

と

、

霊

魂

の

意

で

「

精

爽

」

が

用

い

ら

れ

て

い

る

。 

２

７ 

春

別

猶

眷

戀

、

夏

還

情

更

久

。

羅

帳

爲

誰

褰

、

雙

枕

何

時

有

。 

〔

樂

府

詩

集

巻

四

十

四

 

清

商

曲

辞

一

〕 

 

宋

本

は

「

眷

戀

」

を

「

春

戀

」

に

作

る

が

、

中

華

書

局

本

の

校

語

に

従

っ

て

改

め

る

。 

２

８ 

注

24

前

掲

高

橋

和

巳

「

潘

岳

論

」

参

照

。 

２

９ 

潘

岳

が

容

姿

に

す

ぐ

れ

、

詩

才

に

溢

れ

て

い

た

こ

と

、

ま

た

若

い

こ

ろ

に

彼

に

恋

心

を

抱

く

女

性

が

少

な

く

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

に

つ

い

て

、

『

世

説

新

語

』

等

の

記

述

を

襲

い

な

が

ら

、

『

晉

書

』

の

本

伝

は

次

の

よ

う

に

伝

え

る

。 

 
 

岳

美

姿

儀

、

辭

藻

絕

麗

、

尤

善

爲

哀

誄

之

文

。

少

時

常

挾

彈

出

洛

陽

道

、

婦

人

遇

之

者

、

皆

連

手

縈

繞

、

投

之

以

果

、

遂

滿

車

而

歸

。 

〔

晉

書

巻

五

十

五

 

潘

岳

傳

〕 

３

０ 

楊

氏

の

死

後

、

「

悼

亡

詩

」

に

先

行

し

て

作

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

「

悼

                                        
 

亡

賦

」

（

藝

文

類

聚

巻

三

十

四

）

に

は

、

「

目

眷

戀

以

相

屬

」

と

い

う

表

現

が

見

出

さ

れ

る

。 

３

１ 

こ

こ

で

は

、

本

稿

が

成

る

に

お

い

て

特

に

示

教

を

得

た

先

行

研

究

を

掲

げ

る

こ

と

と

す

る

（

わ

が

国

の

も

の

に

限

っ

た

）

。 

・

高

橋

和

巳

「

潘

岳

論

」

〔

『

中

國

文

學

報

』

第

七

冊

（

一

九

五

七

年

）

、

の

ち

『

高

橋

和

巳

作

品

集

９

 

中

国

文

学

論

集

』
（

河

出

書

房

新

社

、

一

九

七

二

年

）

所

収

〕 

・

内

田

泉

之

助

・

網

祐

次

『

文

選

（

詩

篇

）

上

』

〔

明

治

書

院

、

一

九

六

三

年

（

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

は

網

氏

が

担

当

）

〕 

・

興

膳

宏

「

妻

に

さ

さ

げ

る

哀

歌

―

「

悼

亡

詩

」

―

」

〔

『

潘

岳 

陸

機

』

（

筑

摩

書

房

、

一

九

七

三

年

）

一

一

一

―

一

三

七

頁

〕 

・

同

「

潘

岳

年

譜

稿

」

〔

『

名

古

屋

大

學

教

養

部

紀

要

』

第

一

八

号

（

一

九

七

四

年

）

、

の

ち

『

亂

世

を

生

き

る

詩

人

た

ち

』

（

研

文

出

版

、

二

〇

〇

一

年

）

所

収

〕 

・

松

本

幸

男

「

潘

岳

の

傳

記

」

〔

『

立

命

館

文

學

』

第

三

二

一

号

（

一

九

七

二

年

）

〕 

・

同

「

潘

岳

の

「

悼

亡

詩

」

に

つ

い

て

」

〔

『

學

林

』

第

三

号

、

一

九

八

四

年

〕

 

・

同

「

潘

岳

の

伝

記

と

文

学

（

下

）

」

〔

『

魏

晉

詩

壇

の

研

究

』

（

朋

友

書

店

、

一

九

九

五

年

）

五

四

一

―

五

六

五

頁

〕 

・

齋

藤

希

史

「

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

論

」

〔

『

中

國

文

學

報

』

第

三

十

九

冊

（

一

九

八

八

年

）

〕 

・

興

膳

宏

・

川

合

康

三

『

文

選

』

〔

角

川

書

店

、

一

九

八

八

年

（

潘

岳

「

悼

亡

詩

」

は

川

合

氏

が

担

当

）

〕 

３

２ 

注

24

前

掲

「

潘

岳

論

」

参

照

。 

四 
二

249



 

                                        
 

３

３ 

注

25

前

掲

『

潘

岳

 

陸

機

』

「

妻

に

さ

さ

げ

る

哀

歌

―

「

悼

亡

詩

」

―

」

参

照

。 

３

４ 

川

合

康

三

氏

は

、

「

帷

屏

」

に

李

夫

人

の

故

事

を

、

「

翰

墨

」

に

名

筆

楊

氏

の

背

景

を

読

ま

れ

る

。

前

者

は

、

第

二

首

に

李

夫

人

の

こ

と

が

詠

ぜ

ら

れ

る

伏

線

と

し

て

機

能

す

る

も

の

と

し

て

理

解

さ

れ

る

（

注

31

前

掲

興

膳

宏

・

川

合

康

三

『

文

選

』

「

悼

亡

詩

三

首

」

其

一

）

。 

３

５ 

潘

岳

の

文

学

に

つ

い

て

興

膳

氏

が

さ

れ

た

指

摘

に

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。 

 
 

し

か

し

、

親

友

や

親

戚

・

家

族

の

死

を

悼

ん

で

書

か

れ

た

作

品

と

な

る

と

、

話

は

お

の

ず

か

ら

別

で

あ

る

。

身

近

な

人

で

あ

れ

ば

あ

る

ほ

ど

、

そ

の

死

は

彼

に

と

っ

て

深

刻

な

意

味

を

持

っ

た

。

あ

と

か

ら

あ

と

か

ら

こ

み

あ

げ

る

悲

嘆

の

情

は

、

い

く

ら

精

巧

に

練

ら

れ

た

レ

ト

リ

ッ

ク

を

も

っ

て

し

て

も

、

と

も

す

れ

ば

破

綻

に

瀕

す

る

ほ

か

は

な

く

、

そ

れ

を

懸

命

に

支

え

き

ろ

う

と

す

る

意

志

と

の

間

に

、

一

種

の

張

り

つ

め

た

緊

張

関

係

が

生

じ

て

、

読

者

に

も

人

ご

と

な

ら

ぬ

悲

し

み

を

分

与

す

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

（

『

潘

岳

 

陸

機

』

一

一

四

頁

）

 

 

悲

哀

の

迸

り

が

時

と

し

て

破

綻

を

生

じ

さ

せ

る

の

だ

と

し

た

ら

、

こ

の

箇

所

は

作

品

に

生

じ

た

綻

び

と

も

言

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

し

か

し

、

綻

び

で

あ

る

こ

と

は

必

ず

し

も

問

題

で

は

な

く

、

そ

の

分

か

え

っ

て

「

分

与

」

さ

れ

る

も

の

も

大

き

く

深

く

な

る

の

か

も

知

れ

な

い

。 

３

６ 

に

お

い

か

ら

想

起

さ

れ

る

記

憶

を

自

伝

的

記

憶

（

自

分

自

身

が

関

わ

っ

て

い

る

過

去

の

出

来

事

）

に

限

定

し

た

場

合

に

は

、

自

伝

的

記

憶

は

視

覚

的

手

が

か

り

や

聴

覚

的

手

が

か

り

よ

り

も

嗅

覚

的

手

が

か

り

（

に

お

い

）

で

喚

起

さ

れ

る

こ

と

が

も

っ

と

も

多

く

、

し

か

も

そ

の

場

合

、

記

憶

の

内

                                        
 

容

は

よ

り

情

動

的

で

あ

る

こ

と

が

多

い

こ

と

が

実

験

か

ら

も

示

さ

れ

て

い

る

。 

〔

綾

部

早

穂

他

編

著

『

に

お

い

の

心

理

学

』（

フ

レ

グ

ラ

ン

ス

ジ

ャ

ー

ナ

ル

社

、

二

〇

〇

八

年

）

６

に

お

い

の

認

知

と

記

憶

〕 

３

７ 

西

岡

弘

『

中

國

古

代

の

葬

禮

と

文

學

（

改

訂

版

）

』

（

汲

古

書

院

、

二

〇

〇

二

年

）

は

、

『

楚

辭

』

招

魂

篇

と

『

禮

記

』

喪

禮

篇

に

工

祝

・

招

具

・

嘯

呼

の

共

通

点

が

認

め

ら

れ

る

と

指

摘

し

て

民

俗

学

的

考

察

を

行

う

が

、

そ

の

際

「

招

具

」

た

る

死

者

の

衣

に

つ

い

て

熏

ぜ

ら

れ

た

可

能

性

に

つ

い

て

触

れ

て

い

る

（

四

六

九

―

四

七

二

頁

）

。 

３

８ 

復

、

有

林

麓

則

虞

人

設

階

、

無

林

麓

則

狄

人

設

階

。

小

臣

復

、

復

者

朝

服

。

君

以

卷

、

夫

人

以

屈

狄

、

大

夫

以

玄

赬

、

世

婦

以

襢

衣

、

士

以

爵

弁

、

士

妻

以

税

衣

、

皆

升

自

東

榮

、

中

屋

履

危

、

北

面

三

號

、

卷

衣

投

于

前

、

司

服

受

之

、

降

自

西

北

榮

。

其

爲

賓

、

則

公

館

復

、

私

館

不

復

。

其

在

野

、

則

升

其

乘

車

之

左

轂

而

復

。

復

衣

不

以

衣

尸

、

不

以

斂

。

婦

人

復

、

不

以

袡
。

凡

復

、

男

子

稱

名

、

婦

人

稱

字

。

唯

哭

先

復

、

復

而

後

行

死

事

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔

禮

記

 

喪

大

記

〕 

３

９ 

匂

い

＝

魂

と

捉

え

る

こ

と

に

つ

い

て

、

例

え

ば

、

ラ

イ

ア

ル

・

ワ

ト

ソ

ン

『

匂

い

の

記

憶

』

（

旦

敬

介

訳

、

光

文

社

、

二

〇

〇

〇

年

）

は

、

ア

ン

ダ

マ

ン

諸

島

に

住

む

オ

ン

ギ

ー

族

の

人

び

と

が

匂

い

を

「

根

源

的

な

宇

宙

の

原

理

」

と

し

て

捉

え

て

い

て

、

「

「

自

分

自

身

」

の

こ

と

を

指

し

示

す

と

き

に

は

、

人

差

し

指

で

自

分

の

鼻

の

て

っ

ぺ

ん

を

指

す

」

こ

と

も

含

め

、

生

死

と

密

接

に

関

わ

る

も

の

と

し

て

い

る

こ

と

な

ど

に

触

れ

な

が

ら

、「

命

と

呼

気

と

匂

い

を

関

連

し

あ

っ

た

も

の

と

し

て

と

ら

え

て

い

る

文

化

は

少

な

く

な

い

」

と

指

摘

す

る

（

一

九

頁

）

。 
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４

０ 

「

鼻

」

と

「

自

」

に

つ

い

て

、

『

説

文

解

字

』

は

以

下

の

よ

う

に

字

義

を

解

い

て

い

る

。 

 
 

鼻

、

所

以

引

气

自

畀

也

。

从

自

畀

。

 
 

〔

説

文

解

字

注 

四

篇

上

〕 

 
 

自

、

鼻

也

。

象

鼻

形

。

 
 

 
 

 
 

 

〔

説

文

解

字

注 

四

篇

上

〕 

４

１ 

孝

武

 

李

夫

人

、

本

以

倡

進

。

初

、

夫

人

兄

延

年

性

知

音

、

善

歌

舞

、

武

帝

愛

之

。

每

爲

新

聲

變

曲

、

聞

者

莫

不

感

動

。

延

年

侍

上

起

舞

、

歌

曰

、

「

北

方

有

佳

人

、

絕

世

而

獨

立

、

一

顧

傾

人

城

、

再

顧

傾

人

國

。

寧

不

知

傾

城

與

傾

國

、

佳

人

難

再

得

」

。

上

嘆

息

曰

、

「

善

、

世

豈

有

此

人

乎

」

。

平

陽

主

因

言

延

年

有

女

弟

、

上

乃

召

見

之

、

實

妙

麗

善

舞

。

由

是

得

幸

、

生

一

男

、

是

爲

昌

邑

哀

王

。

李

夫

人

少

而

蚤

卒

、

上

憐

閔

焉

、

圖

畫

其

形

於

甘

泉

宮

。

…

… 

 
 

初

、

李

夫

人

病

篤

、

上

自

臨

候

之

、

夫

人

蒙

被

謝

曰

、

「

妾

久

寢

病

、

形

貌

毀

壞

、

不

可

以

見

帝

。

願

以

王

及

兄

弟

爲

託

」

。

上

曰

、

「

夫

人

病

甚

、

殆

將

不

起

、

一

見

我

屬

託

王

及

兄

弟

、

豈

不

快

哉

」

。

夫

人

曰

、

「

婦

人

貌

不

修

飾

、

不

見

君

父

。

妾

不

敢

以

燕

媠

見

帝

」

。

上

曰

、
「

夫

人

弟

一

見

我

、

將

加

賜

千

金

、

而

予

兄

弟

尊

官

」

。

夫

人

曰

、

「

尊

官

在

帝

、

不

在

一

見

」

。

上

復

言

欲

必

見

之

、

夫

人

遂

轉

鄉
歔

欷

而

不

復

言

。

於

是

上

不

說
而

起

。

夫

人

姊

妹

讓

之

曰

、「

貴

人

獨

不

可

一

見

上

屬

託

兄

弟

邪

。

何

爲

恨

上

如

此

」

。

夫

人

曰

、

「

所

以

不

欲

見

帝

者

、

乃

欲

以

深

託

兄

弟

也

。

我

以

容

貌

之

好

、

得

從

微

賤

愛

幸

於

上

。

夫

以

色

事

人

者

、

色

衰

而

愛

氈

、

愛

氈

則

恩

絕
。

上

所

以

攣

攣

顧

念

我

者

、

乃

以

平

生

容

貌

也

。

今

見

我

毀

壞

、

顏

色

非

故

、

必

畏

惡

吐

棄

我

、

意

尚

肯

復

追

思

閔

錄

其

兄

弟

哉

」

。

及

夫

人

卒

、

上

以

后

禮

葬

焉

。

其

後

、

上

以

夫

人

兄

李

廣

利

爲

貳

師

將

軍

、

封

海

西

侯

、

延

年

爲

協

律

都

尉

。 

                                        
 

 
 

上

思

念

李

夫

人

不

已

、

方

士

齊

人

少

翁

言

能

致

其

神

。

乃

夜

張

燈

燭

、

設

帷

帳

、

陳

酒

肉

、

而

令

上

居

他

帳

、

遙

望

好

女

如

李

夫

人

之

貌

、

還

幄

坐

而

歩

。

又

不

得

就

視

、

上

愈

益

相

思

悲

感

、

爲

作

詩

曰

、
「

是

邪

、

非

邪

。

立

而

望

之

、

偏

何

姍

姍

其

來

遲

」

。

令

樂

府

諸

音

家

絃

歌

之

。

上

又

自

爲

作

賦

、

以

傷

悼

夫

人

、

其

辭

曰

、

… 

〔

漢

書

巻

九

十

七

上

 

外

戚

傳

上

 

孝

武

李

夫

人

〕 

４

２ 

右

の

注

に

外

戚

傳

の

当

該

箇

所

を

掲

げ

て

示

し

た

よ

う

に

、

李

夫

人

は

、

天

賦

の

楽

才

に

よ

っ

て

武

帝

に

寵

愛

を

受

け

て

い

た

兄

李

延

年

が

御

前

で

歌

っ

た

、
「

北

方

に

佳

人

有

り

」

の

句

で

始

ま

る

歌

を

き

っ

か

け

と

し

て

寵

愛

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

。

や

が

て

、

夫

人

は

一

男

子

を

も

う

け

李

家

は

わ

が

世

の

春

を

謳

う

が

、

夫

人

は

早

世

し

て

し

ま

う

。

夫

人

の

没

後

、

武

帝

は

甘

泉

宮

に

夫

人

の

画

を

描

か

せ

た

―

―

。 

 

李

夫

人

の

伝

は

、

こ

の

最

初

の

一

段

に

続

け

て

病

床

に

在

る

夫

人

を

武

帝

が

見

舞

っ

た

と

き

の

こ

と

を

小

説

的

に

活

写

す

る

が

、

一

目

顔

を

見

た

い

と

切

望

す

る

武

帝

に

対

し

て

夫

人

は

拒

絶

を

繰

り

返

し

、

そ

の

ま

ま

他

界

す

る

。

甘

泉

宮

に

夫

人

の

画

を

描

か

せ

た

こ

と

や

、

そ

の

後

夫

人

を

思

っ

て

已

ま

れ

ぬ

武

帝

に

方

士

が

「

其

の

神

を

致

す

」

と

言

っ

て

招

魂

を

す

る

も

の

の

、

つ

い

に

は

っ

き

り

と

は

見

ら

れ

ず

、

武

帝

は

そ

の

思

い

を

歌

と

賦

と

に

表

す

ほ

か

な

か

っ

た

こ

と

な

ど

、

『

漢

書

』

外

戚

傳

の

李

夫

人

の

條

は

、

武

帝

が

視

覚

を

阻

碍

さ

れ

続

け

る

物

語

と

読

む

こ

と

が

で

き

る

。 

 

武

帝

が

作

っ

た

と

い

う

賦

に

つ

い

て

は

、

後

藤

秋

正

「

悼

亡

賦

論

」

『

中

国

中

世

の

哀

傷

文

学

』

（

研

文

出

版

、

一

九

九

八

年

）

を

参

照

の

こ

と

。

ま

た

、

こ

の

賦

の

中

に

見

ら

れ

る

視

覚

と

嗅

覚

を

め

ぐ

る

感

覚

表

現

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「

輝

け

る

香

り

、

芳

し

き

光

り

」

『

狩

野

直

禎

先

生

傘

寿

記

念

三

国

志

論
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集

』

（

三

国

志

学

会

、

二

〇

〇

八

年

）

も

参

照

さ

れ

た

い

。 

４

３ 
江

戸

中

期

の

絵

師

鳥

山

石

燕

の

手

に

成

る

絵

の

一

幅

に

「

返

魂

香

」

と

い

う

も

の

が

あ

る

。 

 

鳥

山

石

燕

『

今

昔

百

鬼

拾

遺

』

「

返

魂

香

」 

〔

『

鳥

山

石

燕

画

図

百

鬼

夜

行

全

画

集

』

（

角

川

書

店

、

二

〇

〇

五

年

）

所

収

〕

 

こ

う

し

た

も

の

は

、

後

世

の

想

像

の

所

産

で

あ

る

と

す

べ

き

で

あ

ろ

う

が

、

白

居

易

の

新

楽

府

「

李

夫

人

」

に

「

九

華

帳

深

夜

悄

悄

、

反

魂

香

降

夫

人

魂

。

夫

人

之

魂

在

何

許

、

香

煙

引

到

焚

香

處

」

と

あ

る

の

を

は

じ

め

、

そ

の

由

来

は

そ

れ

ほ

ど

新

し

い

も

の

で

も

な

い

。

ま

た

、

こ

の

「

返

魂

香

」

の

元

に

な

っ

た

の

が

『

漢

書

』

で

あ

る

だ

け

で

な

く

、

李

時

珍

の

『

本

草

綱

目

』

が

西

晋

の

張

華

「

博

物

志

」

を

引

い

て

、

西

域

将

来

の

「

返

生

神

藥

」

な

る

香

と

し

て

「

返

魂

香

」

を

理

解

し

て

い

る

の

は

な

か

な

か

興

味

深

い

。

必

ず

し

も

可

能

性

が

高

い

と

は

思

わ

れ

な

い

が

、

も

し

、

事

実

で

あ

る

な

ら

ば

、

潘

岳

                                        
 

の

時

代

に

も

既

に

「

返

魂

香

」

と

い

う

物

語

が

存

在

し

た

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。 

 
 

時

珍

曰

、

張

華

「

博

物

志

」

云

、

武

帝

時

、

西

域

月

氏

國

、

度

弱

水

貢

此

香

三

枚

、

大

如

燕

卵

、

黑

如

桑

椹

。

値

長

安

大

疫

、

西

使

請

燒

一

枚

辟

之

、

宮

中

病

者

聞

之

即

起

、

香

聞

百

裡

、

數

日

不

歇

。

疫

死

未

三

日

者

、

熏

之

皆

活

、

乃

返

生

神

藥

也

。

此

説

雖

渉

詭

怪

、

然

理

外

之

事

、

容

或

有

之

、

未

可

便

指

爲

謬

也

。

〔

本

草

綱

目

 

木

之

一

「

返

魂

香

」

〕 

４

４ 

『

三

國

志

』

后

妃

傳

・

卞

皇

后

の

條

に

卞

氏

が

正

室

と

な

っ

た

際

の

こ

と

が

記

さ

れ

、

そ

こ

に

附

せ

ら

れ

た

裴

松

之

の

注

に

「

魏

略

」

が

引

用

さ

れ

て

い

る

。

丁

夫

人

に

は

子

が

な

か

っ

た

が

、

劉

夫

人

が

早

く

逝

去

し

た

後

は

正

室

と

し

て

「

子

脩

を

養

」

っ

た

。

こ

の

「

子

脩

」

が

曹

操

の

長

子

曹

昂

で

あ

る

。

そ

の

後

、

曹

操

が

一

旦

降

り

な

が

ら

改

め

て

反

旗

を

翻

し

た

張

繡

と

の

戦

い

に

敗

れ

た

際

に

、

曹

操

に

馬

を

譲

っ

た

曹

昂

が

落

命

し

た

こ

と

が

原

因

で

夫

婦

関

係

は

隙

を

生

ず

る

こ

と

と

な

る

。

凍

て

つ

い

た

夫

人

の

心

を

開

か

せ

る

こ

と

が

で

き

ず

に

離

縁

す

る

こ

と

と

な

っ

た

曹

操

は

、

後

年

、

病

に

臥

す

な

か

で

、

も

し

霊

魂

と

い

う

も

の

が

あ

っ

て

「

子

脩

」

の

霊

に

「

母

（

丁

氏

）

」

の

所

在

を

訊

ね

ら

れ

た

ら

ど

う

答

え

た

ら

い

い

だ

ろ

う

か

と

言

っ

た

と

い

う

。 後

太

祖

病

困

、

自

慮

不

起

、

歎

曰

、

「

我

前

後

行

意

、

於

心

未

曾

有

所

負

也

。

假

令

死

而

有

靈

、

子

脩

若

問

我

母

所

在

、

我

將

何

辭

以

答

」

。 

〔

三

國

志

巻

五

 

后

妃

傳

 

武

宣

卞

皇

后

注

引

「

魏

略

」

〕 

４

５ 

『

晉

書

』

何

劭

傳

に

は

、

武

帝

司

馬

炎

（

二

三

六

―

二

九

〇

）

と

同

年

で

あ

っ

た

と

あ

る

。

そ

う

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

何

劭

は

潘

岳

の

一

回

り

ほ

ど

年

長

で

あ

る

。 
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４

６ 

何

劭

爲

粲

傳

曰

、

粲

字

奉

倩

。

粲

諸

兄

並

以

儒

術

論

議

、

而

粲

獨

好

言

道

、

常

以

爲

子

貢

稱

夫

子

之

言

性

與

天

道

、

不

可

得

聞

、

然

則

六

籍

雖

存

、

固

聖

人

之

糠

秕

。

粲

兄

俁

難

曰

、

「

…

…

」

。

粲

答

曰

、

「

…

…

」

。

及

當

時

能

言

者

不

能

屈

也

。

…

…

粲

常

以

婦

人

者

、

才

智

不

足

論

、

自

宜

以

色

爲

主

。

驃

騎

將

軍

曹

洪

女

有

美

色

、

粲

於

是

娉

焉

。

容

服

帷

帳

甚

麗

、

專

房

歡

宴

。

歴

年

後

、

婦

病

亡

。

未

殯

、

傅

嘏

往

喭

粲

。

粲

不

哭

而

神

傷

。

嘏

問

曰

、

「

婦

人

才

色

並

茂

爲

難

。

子

之

娶

也

、

遺

才

而

好

色

。

此

自

易

遇

。

今

何

哀

之

甚

」

。

粲

曰

、

「

佳

人

難

再

得

。

顧

逝

者

不

能

有

傾

國

之

色

、

然

未

可

謂

之

易

遇

」

。

痛

悼

不

能

已

、

歳

餘

亦

亡

、

時

年

二

十

九

。

…

… 
 

 

〔

三

國

志

巻

十

 

荀

彧

傳

注

引

「

荀

粲

傳

」

〕 

４

７ 

引

用

で

は

中

略

し

た

箇

所

に

議

論

の

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

。 

 
 

太

和

初

、

到

京

邑

與

傅

嘏

談

。

嘏

善

名

理

而

粲

尚

玄

遠

、

宗

致

雖

同

、

倉

卒

時

或

有

格

而

不

相

得

意

。

裴

徽

通

彼

我

之

懷

、

爲

二

家

騎

驛

、

頃

之

、

粲

與

嘏

善

。

夏

侯

玄

亦

親

。

常

謂

嘏

・

玄

曰

、

「

子

等

在

世

塗

間

、

功

名

必

勝

我

、

但

識

劣

我

耳

」

。

嘏

難

曰

、

「

能

盛

功

名

者

、

識

也

。

天

下

孰

有

本

不

足

而

末

有

餘

者

邪

」

。

粲

曰

、

「

功

名

者

、

志

局

之

所

獎

也

。

然

則

志

局

自

一

物

耳

、

固

非

識

之

所

獨

濟

也

。

我

以

能

使

子

等

爲

貴

、

然

未

必

齊

子

等

所

爲

也

」

。 

 

こ

れ

ら

の

応

酬

に

続

い

て

、

引

用

の

「

粲

常

以

婦

人

者

」

の

一

段

が

あ

る

。 

４

８ 

引

用

箇

所

に

続

い

て

、

荀

粲

が

「

常

人

」

と

は

付

き

合

え

ず

、

交

わ

っ

た

の

は

「

一

時

の

俊

傑

」

た

ち

で

あ

っ

た

こ

と

、

葬

儀

に

赴

い

た

者

は

わ

ず

か

に

十

数

名

で

あ

っ

た

こ

と

が

記

さ

れ

る

。 

 
 

粲

簡

貴

、

不

能

與

常

人

交

接

、

所

交

皆

一

時

俊

傑

。

至

葬

夕

、

赴

者

裁

十

餘

人

、

皆

同

時

知

名

士

也

、

哭

之

、

感

動

路

人

。 

                                        
 

４

９ 

例

え

ば

、

『

老

子

』

に

は

、

「

愚

人

の

心

」

の

ま

ま

「

沌

沌

」

た

る

「

我

」

が

述

べ

ら

れ

、

『

莊

子

』

に

は

、

知

ら

ぬ

ま

ま

に

「

渾

渾

沌

沌

」

た

る

こ

と

の

重

要

性

が

説

か

れ

て

い

る

。 

 
 

絶

學

無

憂

。

唯

之

與

阿

、

相

去

幾

何

。

善

之

與

惡

、

相

去

若

何

。

…

…

 

 
 

我

獨

泊

兮

其

未

兆

、

如

嬰

兒

之

未

孩

、

儽
儽
兮

若

無

所

歸

。

 

 
 

衆

人

皆

有

餘

、

而

我

獨

若

遺

。

我

愚

人

之

心

也

哉

。

沌

沌

兮

。 

 
 

俗

人

昭

昭

、

我

獨

昏

昏

。

俗

人

察

察

、

我

獨

悶

悶

。 

〔

老

子

道

德

經

 

二

十

章

〕 

 
 

解

心

釋

神

、

莫

然

无

魂

。

萬

物

云

云

、

各

復

其

根

、

各

復

其

根

而

不

知

。

渾

渾

沌

沌

、

終

身

不

離

。

若

彼

知

之

、

乃

是

離

之

。

无

問

其

名

、

无

闚

其

情

、

物

固

自

生

。

 
 

 
 

 
 

 

〔

莊

子

 

外

篇

 

在

宥

〕 

５

０ 

特
、

亂

也

。

一

曰

治

也

。

一

曰

不

絶

也

。

从

言

絲

。 

〔

説

文

解

字

注

 

三

篇

上

〕 
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