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松尾肇子

は
じ
め
に

既

婚

の
中

国
女

性

と
話

す
と

不
思
議

に
思
う

こ
と
が

い
ろ

い
ろ
あ

っ
た
。
結
婚

し
て
も
姓

が

か

わ
ら

な

い

こ
と
、

夫
も

子
供

も
故
郷

に
残

し

た

ま
ま
単

身

留
学

に
来

て

い
る

こ
と
、

食
事

は

余
裕

さ

え
あ

れ
ば

買

い
求

め
た

い
こ
と
、

な
ど

な

ど
。

け
れ

ど

も
何

人

か
に
理
由

を
尋

ね

て
も

そ

の
返
事

は
必
ず

し
も

一
致

し

な

い
し
、
答

え

が
胴

に
落

ち

な

い
こ
と
も
多

か

っ
た
。
「日
本

と

は
違

う

か
ら

」

と

い
う
返
事

で
は
何

も
わ

か
ら

な

い
。

日
本

と
中

国

と

で
は
何

が
ど

う
違

う

の

か
。

単
純

に
男
女

平
等

だ

か
ら

と

い
う
理
由

で

は
な

い
ら
し

い
こ
と

は
想
像

で
き
た

し
、
制

度

の
問
題

だ
け

で
は
な

い
こ
と
も
分

か

っ
た
。

加

え

て
、
「女

は
天

の
半
分

を
支

え

る
」
か

ら

「女

は
家

へ
帰

れ

」

へ
、

「下

陶
」

「女

児
失
学

」

へ
、

一
体

何

が
、

ど

こ

で
ど
う

し

て
起

こ

っ
て

い
る

の
か
を

つ
か

み

き
れ

な

い
ま
ま
次

々

と
新

し

い

言
葉

が
運

ば

れ

て
く

る

ほ
ど
、

こ

こ
二
〇
年

余

り

の
中

国
女
性

を
と

り
ま

く
状
況

の
変

化

は
急

速

で
あ

る
。

本
書

は
、

そ

ん
な
中

国
初

心
者

の
疑

問

に
答

え
く

れ

る
。

そ

し

て

「家
」

や

「女

」

は
、

私
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的

領
域

に
止

ま
ら
ず

、
社

会

と
結

ぼ

れ
た

問
題

な

の
だ
と

い
う

こ
と
を

明
ら

か

に
す

る
。

構

成

と

内

容

本
書

は
論

文

集

で
あ

る
。

た
だ

し

、
大
学

生

を
読
者

対
象

と
す

る
た

め
、

原
文

を

そ

の
ま
ま

引

用

す

る
よ

う
な
硬

い
も

の

で
は
な

く
、

一
般

読

者

に
も

比
較

的
読

み
や
す

い
。

南
北

朝
時

代

四
世
紀

以
降

一
九

七
〇

年
代

ま

で
を
対

象

と
し

て

い
る
。
こ

の
長

い
年

月

に
わ
た

っ
て
、
家

は
、

時

代

と
社

会

の
な

か

で
そ

の
内
容

を
変

化

さ
せ

つ

つ
存
在

し

て
き
た
。

そ

し

て
そ
れ

に
対

す

る

女

の
対
処

、

男

の
か

か
わ

り
方

も

一
様

で
は
な

い
。以

下
、

構
成

と
内
容

と

を
紹
介

し
、

若
干

の

コ
メ

ン
ト
を

加

え
た

い
。

全

体

は
六

部

一
六
編

の
論

文

で
構
成

さ

れ

て

い
る
。

以
下

に
目
次

を
掲
げ

る
。

1

女
の
役
割
と
家

晴
唐
時
期

の
医
書
に
み
え
る
出
産
観
l
l
家
の

継
承
と
女
性

"
中
純
子

中
国
近
代
に
お
け
る
家
事
科
教
育
-

そ
の
導

入
と
抵
抗

日
杉
本
史
子

何
香
凝
l
I
家
と
政
治
に
生
き
た
女
性
指
導
者
"

竹
内
理
樺

H

女
の
規
範
と
家

宋
元
か
ら
明
清
時
代
の
家
法
が
規
定
す
る
男
女

の
役
割

"
減
健

賢
な
ら
ざ
る
婦
と
は

女
訓
書
に
見
る
家
と

女

"
林
香
奈

白
話
小
説
に
描
か
れ
る
商
家
の
妻

"
伊
藤
徳
子

m

語
ら
れ
る
家
と
女

女
と
門
風

『世
説
新
語
』
に
お
け
る
話
柄

と
し
て
の
妻

H
大
平
幸
代

士
大
夫
が
語
る
家
の
中
の
女
た
ち
ー

ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
視
点
か
ら
の
古
典
研
究
の
試
み

　
野

村
鮎
子

清
末

の
客
家

・
五
世
同
堂
の
女
性
た
ち

"
覧
久

美
子

W

家
を
拒
む
女
、
家
を
求
め
る
女

自
杭
女
の
家
l
l
広
東
の
婚
姻
文
化
　成
田
静
香

生
家
を
出
た
娘
た
ち

民
国
期
の
恋
愛
小
説

を
読
む

"
濱
田
麻
矢

保
栂
た
ち
の
家

へ
の
渇
望

王
安
国
『富
捧
』

と

『鳩
雀

一
戦
』
に
つ
い
て

"
劉
小
俊

V

女
性
解
放
論
者
の
家
と
妻

胡
適
と
江
冬
秀

民
国
時
期

一
知
識
人
の
家
"

西
川
真

子

徐

志
摩

の
結
婚

と
離

婚

"
鉋
家

麟

W

家

の
か
た
ち

、
女

の
す

が
た

「
五

口
之

家
」
と

「
一
家

百
余

口
」
1
ー
唐

宋
変

革
期

の

「家
族

」
を

め
ぐ

っ
て

"
大

澤
正

昭

衰

雪
券

と
上

海

の
越

劇
I
l
家

と
女

を

め
ぐ

っ

て

"
中
山

文

第

一
部
は
、
家
の
中
で
の
性
別
役
割
と
し
て

三
つ
の
面
を
論
じ
て
い
る
。

中
論
文
は

「産
む
性
」
と
し
て
の
、
そ
れ
も

男
児
を
産
む
道
具
と
し
て
の
女
の
役
割
を
取
り

上
げ
る
。
医
書
に
は
男
女
産
み
分
け
の
み
な
ら

ず
腹
中
の
女
児
を
人
為
的
に
変
性
さ
せ
る
方
法

も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
医

書
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

現
在
の
中
国
に
お
け
る
不
自
然
に
高
い
男
児
の

出
生
比
率
は
人
権
問
題
と
し
て
非
難
を
浴
び
た

が
、
二
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

杉
本
論
文
は
、
日
本
の
女
学
校
に
お
け
る
家

事
科
教
育
を
中
華
民
国
の
女
子
教
育
に
導
入
し

よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

中
国
の
富
裕
階
層
は
家
内
の
仕
事
を
使
用
人
に

委
ね
る
。
そ
の
実
態

は
第
六
部
大
澤
論
文
に
詳
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し
い
。
都
市
中
間
層
が
生
ま
れ
る
以
前
の
民
国

時
代
に
女
子
が
教
育
を
受
け
ら
れ
た
階
層
は
、

こ
う
し
た
富
裕
層
す
な
わ
ち
主
婦
が
家
事
を
行

わ
な
い
階
層
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
ア
メ
リ
カ
風

の
社
会
性

の
あ
る
女
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
選
ん

だ
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
都
市
の
富
裕
層
は
、

農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
女
性
や
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た

女
性
を
住

み
込
み
や
通
い
の

「保
娚
」
や

「阿

嬢
」
と
し
て
雇
う
し
、
日
本
人
女
性
の
多
く
が

感
じ
る
だ
ろ
う
後
ろ
め
た
さ
は
な
い
。
最
近
中

国
で
も
都
市
部
の
若
い
女
性
に
専
業
主
婦
願
望

が
高
ま

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
決
し
て
日
本
人

の
イ
メ
ー
ジ
す
る
専
業
主
婦
像
で
は
な
い
こ
と

は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

竹
内
論
文
は
、
夫
と
な
っ
た
屡
仲
榿
を
通
じ

て
革
命
思
想
を
学
ん
だ
何
香
凝
が
、
屡
仲
榿

の

死
後
に
は
、
そ
の
未
亡
人
と
し
て
国
民
党
内
に

高
い
地
位
を
維
持
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
家
庭

内
の
寡
婦

の
地
位
が
高

い
こ
と
は
第
三
部
収
録

の
覧
論
文
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
竹

内
は
政
治

の
場
に
お
い
て
も
同
じ
力
学
が
働
い

た
と
言
う
。
孫
文
夫
人
宋
慶
齢
、
蒋
介
石
夫
人

宋
美
齢
、
周
恩
来
夫
人
郡
頴
澄
ら
、
中
国
近
代

史
に
は
著
名
な
政
治
家
夫
人
が
多
く
い
る
。
毛

沢
東

に
お
け

る
江
青

を

以

っ
て
終

わ
り

を
告

げ

た

よ
う

だ
が

、
近
代

日
本

に
は
な

か

っ
た

こ

の

よ
う

な
女
性

と
政
治

の
関

わ
り
方

は
興
味
深

い
。

か

わ

っ
て
現
在

の
中

国
中

央
政

界

に

お

い
て
は

女
性

政
治

家

の
退
潮

が
著

し

い
。
中

国
女

性

が

政
治

的

発
言
力

を
伸

ば
す

に
は
ど

う
す

れ
ば

い

い

の
か

、
打
開

は
簡

単

で

は
な

い
よ
う

に
感

じ

ら

れ

る
。

第

二
部

は
、
旧
時

女
性

に
課

せ

ら
れ

た
規
範

が

い
か

に
機
能

し
た

か

を
家

と

の
関

係

で
考
察

し

た
も

の
で
あ

る
。

林
論
文

は
、
妻

に
対

す

る

規
範

に

つ
い
て
論

じ
る
。
定

義

の
あ

い
ま

い
な

「賢

」
に
対

し

て

「不
賢

」
は
極

め

て
具
体

的

か

つ
厳

し
く
、
家

の
外

か

ら
来

た
妻

に
忍
従

を
強

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
家

の
安
泰

と
発

展

を
図

っ

た

こ
と

、

一
方

夫

に
対

し

て
は
嫁
取

り

の
基
準

を

示

し
、
ま

れ

に
再

婚

を
禁
ず

る
程
度

で
あ

る

こ
と
、

つ
ま

り

は
家
庭

内

の
秩
序

の
崩

壊

は

す

べ

て
妻

に
転
嫁

さ

れ
た
と

す

る
。
国

の
崩
壊

の

責
任

が

一
人

の
傾
国

の
美

女

に
背

負

わ

さ
れ

た

よ
う

に
、
ど

こ
の
家

も
破
家

の
美
女

が
生

ま

れ

る
可

能
性

を
秘

め

て

い
た

。

そ
れ
を
防

止

す

る

た

め

に
は
、
道

徳
を

教

え
導

く

女
訓
書

だ

け

で

は
十

分

で
は
な

い
の
だ

ろ
う
。
減

健
論

文

か
ら

は
、
明
清

で
は
再

婚
禁

止
な

ど

の
項
目

が
宋
朝

よ
り

も
厳

し

く
な

っ
た

こ
と

な

ど
、
妻

の
実

際

の
行
動
規

範

と
し

て
機
能

し

た
家

法

の
影
響

力

の
大
き

さ
が
分

か

る
。

ま
た
商

人

の
社

会

で
も

女

性

に
対

す

る
規

範

は
異

な

る

も

の

で
は

な

か

っ
た

こ
と

を
伊
藤

論
文

は
論

じ

て
い
る
。

こ

れ
ら

の
規

範

は
江

戸
時
代

に
は
翻
案

さ
れ

て
日

本

女
性

に
も
要

求

さ

れ
、

今

で
も
女

の
お

し

ゃ

べ
り
や
自

己
主

張

の
強

さ
が
非

難

の
対
象

と

な

る
な
ど
、

こ
こ
に
論

じ

ら
れ

る
規
範

は
過
去

の

も

の
と

な

っ
た
よ

う

で

い
な

が
ら

、
両

国
と

も

に
そ

の
影
響
を
引

き
ず

っ
て

い
る
と

い
え

よ
う
。

第

三
部

で
は
知
識

人

が
そ

の
作

品

に
お

い

て

女
性

を

ど

の
よ
う

に
語

っ
た

か
を
考

察

す

る
。

大
平
論
文

は
、
婚
姻

が

一
族

同
士

の
も

の
で
あ

っ

た
六

朝
時

代

の

エ
ピ

ソ
ー
ド
を

題
材

に
、

夫
婦

は
そ
れ

ぞ
れ
実
家

の
代
表

選
手

で
あ
り
、

結
婚

は
家

門
を

巡

る
攻

防

戦

の
様

相

を
呈

し
、

外
部

の
人

間

の
興
味

の
的

で
も

あ

っ
た

こ
と

を
論

じ

る
。

結
婚

が
単
純

に
夫

婦

二
人

だ

け

の
問

題

で

は
な

い
こ
と
は
現
在

も
あ
ま

り
変

わ
ら
な

い
が
、

結
婚

し
た
女

性

は
改
姓

し

て
婚
家

の
人
間

に
な

る
と

い
う
考

え

が
強

か

っ
た
日
本

と

、
あ

く
ま

で
も
他
家

の
人
間

で
あ
る

こ
と

を
示
す
中

国

と
、
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そ

の
感
情

の
理
解

は
難

し

い
の
か

も

し
れ
な

い
。

野
村
論

文

は
唐
宋
時

代

の
科

挙

と
古

文

復

興
と

が
、

士
大
夫

階
層

の
核
家

族
化

を
進

め
、

男
性

に
家
庭

内

の
女
性

に

つ
い
て
語

る
手

段

を
得

さ

せ
た

と
述

べ
る
。
覧

論
文

は
、
纏

足

に
反
対

し

た
黄
遵

憲

の
文
章

か
ら

、
彼

が
大

家

族

の
中

の

女
性

た
ち

の
姿
を

い
か

に
見

た

の
か
を
解

き
明

か
す

。
野
村

論
文

の
趣
旨

を

具
体

化

し

た

と

い

え

よ
う
。

な

お
第

三
部

は
富
裕

階

層

に
お

い

て

の
論

考

で
あ

る
が
、

庶

民
階
層

に

お
け

る

そ
れ

は

ど
う
だ

っ
た

の
か

に

つ
い

て
も
知

り

た

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

第

四
部

で
は
、
結

婚

し
な

い
意

志

を
表

す

た

め

に
既
婚
女
性

と
同
様

に
髪

を
結

い
上
げ

る

「自

杭
女

」
、

恋
愛

を
発

見

し

て
し

ま

っ
た
未

婚

女

性

、
住

み
込

み
家

政

婦

「保

姻

」

と

い

っ
た

、

結

婚

の
外

に

あ

っ
た
女

性

が
家

と

ど

う

向

き

合

っ
た

か
が
論

じ
ら
れ

る
。
自

流

女

の
中

に

は

女
性

同
士

で
共
同
生

活

し
た

り
、
自

分

の
家

を

持

っ
た

り
し
た
者

も
あ

り
、
前

近

代

で

は
珍

し

い
存

在

で
あ

る
。

そ
し

て
生

き

る
た

め

の
多

様

な
家

に
加

え

て
、
死

後

の
祭

祀
空

間

も
多

様

で

あ

っ
た
。

し

か
し

こ
れ

は
例
外

で
あ

り
、
普

通

に
は
結
婚

し
な

い
と

い
う

こ
と

は
実

家

と

の

つ

な

が
り
を
絶

て
な

い
と

い
う

こ
と

だ
。
近

代
的

自

我

に
目
覚

め

て
実

家

の
力

の
及
ぼ

な

い
と

こ

ろ

へ
脱
出

し

よ
う

と
し

て
も

、
恋
愛

し
結

婚

し

た
結

果
は
別

の
家

が
待

っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

濱

田
論

文

の
若

い
女

性

主

人
公

た

ち

の
姿

は
、

日
本

の
そ

れ

と
極

め

て
近

い
。

劉
論

文

で
は

、

住
宅

難

の
七
〇

年
代

上
海

を
舞

台

に
、
住

む
場

所

と
し

て

の
家

を
手

に
入
れ

る
た

め

に
養

子

を

迎

え
た

り
同

じ
境

遇

の
女

性

に
取

り
入

っ
た

り

と
様

々

に
画
策

す

る
保
娚

た

ち

の
姿

が
取

り
上

げ

ら
れ

て

い
る
。
家

と

は
ま

さ
し

く
不
動

産

と

し
て

の
家

が
根
本

な

の
だ
と

い
う
意
味

で
、
他

の
論
文

と

は
家

の
捉

え
方

が
異

な

る
。
し
か
し
、

家

を
持

つ
こ
と

が
人

生

の
大

き
な

目
標

で
あ

る

の
は
、
普
遍

的

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
第

四
部

の
論
文

三
篇

の
女

性

た
ち

は
、

一
九

世
紀

か

ら

二
〇
世

紀
前

半

の
珠

江

デ

ル
タ
、
五

四
時

期

か

ら
抗

日
戦
争

時
期

ま

で
の
都

市

、
七

〇
年

代
上

海
と

、

い
ず

れ

も
か

な

り
限
定

さ

れ
た
時

期

と

場
所

に

お
け

る
特

殊

な
存
在

を
取

り
上
げ

た
と

い
う
点

で
共

通

す

る
。
中

国

に
長
く
普

遍

的

に

存

在

し
た
結

婚

の
外

に
あ

る
女

性

と
し

て
、
妓

女

を
題

材

と
し

た
論
考

が
あ

れ
ば
、

こ
れ
ら

三

編

の
論

文

の
意
味

も

よ
り

明
確

に
な

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
思

う
。

第

五
部

は
、

胡
適

と
徐

志
摩

と

い
う
著
名

な

二
人

の
近
代

文

学
者

が
、

と

も

に
親

の
決

め

た

相

手

と
結
婚

し

て

い
る

こ
と
、

そ

し

て
そ

の
結

婚

の
な
か

で
夫

も
妻

も
苦

し

み
も

が

い
た

こ
と

を
論

じ

る
。

胡

適

は

ア
メ
リ

カ

に
留

学
中

、
故

郷

に

い
る
文

盲

の
婚

約
者

と
文

通

に
よ

る
恋

を

し
た

い
と
強

く

願

う
。

そ
れ

は
先
進

的

な
男
女

の
関
係

だ

っ
た

が
、

彼
女

に
は
全
く

理
解

で
き

な
か

っ
た

。
だ

が
、

人
生

を
共

に
す

る
中

で
手

紙

を
書

く

ま

で
に
成

長

す

る
女

性

の
姿

は
、
新

し

い
時

代

を
迎

え

た
中
国

を
象

徴

し

て
、
胸

が

熱

く

な

る
。

飽

論
文

で
は
、
徐

志
摩

の
離

婚

の

原

因

は
自
分

の
父
親

か

ら
妻

へ
の
性

暴
力

だ

と

す

る
。

妻

の
妊

娠

に
対

し

て
不
義

の
子

で

は
な

い
か

と
疑

い
堕

胎

を
要
求

す

る
夫

も
、
捨

て
ら

れ

る
妻

も

、
と

も

に
哀

れ

で
あ

る
。

義

父
か

ら

嫁

へ
の
ド

メ

ス
テ

ィ

ッ
ク

バ
イ
オ

レ
ン

ス
が
古

く
か

ら
存
在

し
た

こ
と

は
俗

諺
な

ど
か

ら
も
想

像

さ

れ

る

の
だ
が
、

研
究

と

な

る
と
全

く
不
十

分

で
あ
り

、
今

後

の
進

展

の
待
た

れ

る
題

目

の

ひ
と

つ
で
あ

る
。

第
六

部

は
、
問
題

の
総

体
的

な
論

述

で
あ

る
。

大
澤
論

文

は
家

と

は
何

か
を

問

い
か
け

、
本
書
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全
体
を
整
理
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
伝
統
的

な
家
は
大
澤
が

「家
族
」
と
称
す
る
血
縁
者
に

加
え
て
非
血
縁
者
を
多
く
抱
え
て

「世
帯
」
を

構
成
し
、
夫
婦

・
親
子

・
兄
弟
以
外
に
も
、
複

雑
な
関
係
が
存
在
す
る
。
唐
宋
時
期
に
は
家
族

単
位
の
結
合
が
徐
々
に
強
ま
り
、
男
児
を
残
そ

う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
非
血
縁
者
と
の

関
係
に
お
い
て
、
大
澤
は
、
鞭
打

つ
行
為
が
誰

か
ら
誰
に
行
わ
れ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

唐
朝
に
は
主
人
が
家
の
秩
序
を
統
制
し
妻
は
主

人
の
家
の
圏
外
に
あ

っ
た
の
が
、
宋
朝
に
な
る

と
夫
の
立
場
が
強
化
さ
れ
、
妻
は
家
を
管
理
す

る
権
限
を
手
に
し
た
と
結
論
す
る
。
中
山
論
文

は
共
産
党
と
越
劇
の
関
係
を
、
強
い
父
と
そ
の

父
に
愛
さ
れ
た
娘
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
。
社

会
の
様
々
な
人
間
関
係
に
お
い
て
、
家
族
関
係

が
中
国
人

の
行
動
の
規
範
と
な

っ
て
い
る
と
言

わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
例
外
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

家

は
女

だ
け

で
構

成

さ

れ

て

い
る

の
で
は

な

く
、
男
性
も

そ

こ

に
暮

ら

し

て

い
た
。
し
か

し
、

外

の
世
界

も
有

す

る
男

性

と
違

い
、

ほ
と
ん

ど

の
女
性

に
と

っ
て

は
家

の
中

が
世

界

の
す

べ
て

だ

っ
た
。

女

が
家

を
拒

否

し

て
も
別

の
家

に
し

か
居

場

所
を

求

め
ら

れ
な

か

っ
た
時
代

が
あ

っ

た
。

そ

し

て
そ

れ

は
今

で
も
あ

ま
り
変

わ

っ
て

い
な

い

の
か
も

し
れ

な

い
。

は

じ
め

に
書

い
た

と
お

り
、
本

書

が
取

り
上

げ

る

の
は
七

〇
年

代

ま

で
で
あ

り
、
今

現
在

を

対
象

と
し
た

論
考

が
収

録

さ
れ

な

い
の
は
残
念

で
あ

る
。

た
し

か

に
現

在

だ
け

を
切

り
取

っ
て

論
ず

る

の
で
は
問

題

を
正

し
く
把

握

で
き
な

い

の

で
は
あ

る
が
、

歴
史

を
押

さ

え
た
上

で
今

日

的

事
象

の
分

析

に
挑
戦

す

れ
ば

お
も

し
ろ
か

っ

た
だ

ろ
う
。

ま

た
主

に
文
字

資
料

に
よ
る
研
究

で
あ

る
た

め
、
古

代

や
周
辺

に
位

置

し
た
人

々

に

つ

い
て

の
言
及

が

ほ
と

ん
ど

な

い
の
も
惜

し

ま
れ

る
。

と

は

い
え
、
長

い
歴

史

を
有

す

る
中

国

に
お

い
て
、
女

が
あ

る

い
は
男

が
、
家

と

い
か

に
切

り
結

ん

で
き
た

の
か
を
概
観

す

る

の
に

こ
の
上

な

い
本

で
あ

る

こ
と

は
間
違

い
な

い
し
、
様

々

な
今

日
的
問

題

を
読

み
解

く
鍵

に
あ

ふ
れ

て

い

る

こ
と
を
述

べ
て

お

こ
う

。
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訊》《書●βoo々

詞
源
研
究
会

編
著

宋
代
の
詞
論
-

張
炎
『詞
源
』

〈中
国
書
店

・
二
〇
〇
四
年

三
月

〉

中

国

で
は
詩

詞

と

い
う

呼

称

は

一
般

的

で

あ

る
が
、

日
本

で
は
、

詩

が
漢

詩

・
唐

詩

と

し

て
広

く
知

ら
れ

る

の

に
対

し

て
、
詞

を
知

る
人

は
少

な

い
。
書

名

を

み
て

「詩

論

」

の

誤
植

だ
と
思

う
人

も
あ

る

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。
詞

は
唐

の
時

代

の
民
間

歌
謡

に
は

じ

ま

る
歌
辞
文

芸

で
、
宋
朝

で

は
洗

練

を
加

え
、

詩

よ
り
も
高

雅
な
韻

文

形

式

だ
と
認

識

さ

れ

る
に
至

っ
た
。

し
か

し
宋

王
朝

の
滅

亡

と
呼

応

す

る

よ
う

に
急
速

に
衰

退

し
忘

れ
ら

れ
、

音
楽

を
失

っ
た
詞

が
韻

文

の

一
種

と

し

て
復

興

し
た

の
は
清
朝

以
後

の

こ
と

で
あ

る
。

副
題

の
張
炎

は
宋
滅

亡

後
元

王
朝

に
仕
官

し
な

か

っ
た
遺

民
と
呼

ば

れ

る

一
群

の
人

々

の

一
人

で
あ

り
、
『
詞

源
』
は
張

炎
晩

年

の
著

作

と
言

わ
れ

る
。
失

わ
れ

た
祖

国

と
失

わ

れ

つ

つ
あ
る
詞

を
愛

惜

す

る
か

の
よ

う

に
、
実

作

者

と

し

て
も
高

い
評
価

を
受

け

る
彼

の
、

学

識

を
傾

け

た
文

芸
論

が

語

ら
れ

て

い
る
。

本

書

は
、
『詞

源
』
巻

下

の
訳
注

で
あ
る
。

な
ぜ
巻
下

か
。

巻
上

の
音
楽

論

は
詞

が
音

楽

を
失

っ
た
た

め

に
後

世

に
直

接

的

に

は
影

響

し
な

か

っ
た

の
に
対

し

て
、
歌

辞
論

で
あ
る

巻
下

は
韻

文
論

と

し

て
時

代

と
文
体

を
越

え

て
読

ま

れ

た

か

ら

で
あ

る

。

そ

の
篇

目

は

「序

・
音
譜

・
拍

眼

・
製
曲

・
句

法

・
字
面

・

虚
字

・
清

空

・
意

趣

・
用
事

・
詠
物

・
節
序

・

賦
情

・
離

情

・
令
曲

・
雑
論

・
作

詞

五
要

」
。

訳

注
と

は
な

に
か
。

ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
術

語

に
日
本
語

訳

を
与

え
、

そ

の
言

葉

が
有

す

る

背

景
を
記

す
。

だ

か
ら
、

読

み
や

す

い
と

は

言

え
な

い
。
現

在

の
出
版

界

の
流

れ

に
逆

ら

う

よ

う

な
本

で
あ

る
。

し

か

し
、

文

献

の

デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

の
目
覚

し

い
進
展

の
な
か
、

検
索

は
簡

単

に
な

っ
た

が
そ

れ
を

研
究

の
成

果

に
す

る

こ
と

に
は
必
ず

し

も
成

功

し

て
い

る
と

言

え
な

い
現
在

、

「検

索

の
後

」

の
あ

り
方

の
ひ
と

つ
の

モ
デ

ル
と

い
え

る
か
も

し

れ
な

い
。
本
書

の
注

は
、
詞
論

・
詩
論

・
文

論

な
ど

の
文
学

論

の
ほ
か
、

人
物

評

・書

論

・

画

論

と

い

っ
た

文
芸

批

評

に
も

目
配

り

し
、

中

国
芸

術
論

の
総
合

的

な
傭

瞭

を
試

み

て

い

る
。

そ
れ

に
よ

っ
て
知

識
人

の
精

神
世

界

の

構

成

を
窺

お
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
な

お
、

本

書

に
は
諸

本
異

同
表

、

引
用

詞

の
日
本

に

お
け

る
訳
詞

の
所
在

な
ど

、

四
種

の
付
録

が

つ
け

ら
れ

て

い
る
。

そ

れ
ら

も
ま

た
詞

を
研

究

す

る

に
あ
た

っ
て
有

用

で
あ

る
。

若
干

の

訂
正

を
記

す
。

二

頁

『
周
易

』
↓

『
禮
記

』
、

三
五
頁

「月
禮

」
↓

「月

令
」
、

一
二

二
頁

「戌

角

」
↓

「戌
角

」
、

一
八
九

頁

「長
戌

客
」
↓

「長

戌

客
」
'
>>10
九

頁

『夢

梁
録

』
↓

『
夢
梁

録
』
。

最
後

に
最
近

二
〇

年
間

に
出

版

さ
れ

た
詞

に
関

す

る
書

籍

を
挙

げ

る

の

で
参

照
さ

れ
た

い
。
今

後

は
本

書

を
基
礎

と

し

て
、
当
該

分

野

の
発
展

が
望

ま

れ

る
。

(松

尾
肇

子

)

村
上
哲
見

『
宋
詞

の
世
界
』
大
修
館
書
店

あ

じ
あ
ブ

ッ
ク

ス
、
二
〇
〇
三
。

中
田
勇
次
郎

『
読
詞
叢
考
』
創
文
社
、

一
九

九
八
。

中
田
勇
次
郎

『歴
代
名

詞
選
』
集
英
社

漢
詩

選
、

一
九
九
七
。

宇
野
直
人

『中
国
古
典
詩
歌

の
手
法
と
言
語

ー

柳
永
を
中

心
と
し

て
』
研
文
出
版
、

一
九
九

一
。

中
原
健

二
他

『宋
代
詩
詞
』
角

川
書
店

鑑
賞

中
国

の
古
典
、

一
九
八
八
。

佐
藤
保

『宋
代
詞
集
』
学
習
研
究
社

中
国

の

古
典
、

一
九

八
六
。
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