
續
々 

倭
詩  

そ
の
十

まほろば主人

顔
眞
卿

　

唐
代
の
政
治
家
に
し
て
書
家
。

　

傾け
い
せ
い城
の
楊
貴
妃
に
て
太
宗
は
衰
運
、こ
れ
に
逆
賊
・

安
禄
山
が
跳

ち
ょ
う
り
ょ
う
ば
っ
こ

梁
跋
扈
し
た
唐
末
。

　

忠
臣
・
顔
眞
卿
、
叛は

ん
と徒
を
迎
え
撃
つ
こ
と
果
敢
豪

猛
、
だ
が
30
名
の
親
族
を
一
挙
に
喪

う
し
な
う
。

　

父
と
伴
に
姪テ

ツ

・
顔
季
明
、
若
く
し
て
壮
絶
非
業
な

る
死
を
遂
げ
た
。

　

こ
こ
に
悲
哀
哀
絶
極
ま
り
な
き
断
腸
の
祭
文
を
捧

げ
て
弔

と
む
ら

っ
た
。

　

そ
の
劇
的
書
跡
、
名
付
け
て
『
祭さ

い
て
つ
ぶ
ん
こ
う

姪
文
稿
』、
本

邦
初
の
公
開
と
な
る
。

顔
が ん

眞
し ん

卿
け い

『祭
さ い て つ ぶ ん こ う

姪文稿』は語る

顔眞卿〔709（景龍 3）年～ 785（貞元元）年〕
字は清臣。本貫は琅邪郡臨沂県。中国史上、
屈指の忠臣、また当代随一の学者・芸術家
であった。なお、姪は当時オイとメイ共に
同字が使われ、季明は甥である。
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信
じ
ら
れ
な
い
長
蛇
の
列

　

上
野
の
国
立
博
物
館
平
成
館
に
て
開
催
。

　

タ
イ
ト
ル
「
王
羲
之
を
超
え
た
名
筆
」

　

出
張
時
に
知
り
、
早
朝
か
ら
長
蛇
の
列
に
飛
び
込

む
。

　

こ
の
書
道
愛
好
家
し
か
知
ら
ぬ
は
ず
の
名
蹟
、
今

の
時
代
に
何
故
、
か
く
も
鑑
賞
者
が
居
る
の
か
。

　

―
―
―
信
じ
ら
れ
な
い
。

　

だ
が
、
前
後
に
列
す
る
人
波
か
ら
中
国
語
が
多
く

囁さ
さ
やか
れ
る
。

　

か
の
大
戦
の
最さ

な
か中
、
蒋
し
ょ
う
か
い
せ
き

介
石
が
北
京
よ
り
、
台
湾

に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
天
下
の
至し

ほ
う寶
。

　

台
湾
国
立
故
宮
博
物
院
で
も
3
年
に
一
度
の
開

陳
。

　

大
陸
の
書
家
・
好こ

う
ず事
家
は
初
め
て
日
本
で
鑑み

る
こ

と
の
出
来
る
絶
好
の
好チ

ャ
ン
ス機
だ
っ
た
の
だ
。

　

天
皇
皇
后
両
陛
下
、
御
観
覧
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
も

手
伝
っ
て
か
、
何
重
に
も
巡
る
列
に
は
感
嘆
の
声
。

　

記
録
に
よ
る
と
10
万
人
越
え
、
80
分
待
ち
の
渋
滞

行
列
。

　

―
―
―
考
え
ら
れ
な
い
。

　

た
っ
た
一
枚
の
わ
ず
か
30
㎝
の
書
稿
。

顔眞卿書『祭姪文稿』



3 続々 倭詩 その 10

　

書
に
疎
遠
な
る
現
代
人
を
、天
下
各
国
の
人
々
を
、

こ
う
も
動
か
す
ほ
ど
の
力
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る

の
か
、
ど
こ
に
在
る
の
か
。

現
代
に
可
能
か

　

現
代
人
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
文
を
綴
れ
る
か
、
こ
れ

ほ
ど
の
書
が
遺
せ
る
か
。

　

ど
こ
に
ワ
ー
プ
ロ
、
誰
が
ス
マ
ホ
に
か
か
る
感
動

を
人
に
与
え
得
る
も
の
か
。

　

法
帖
（
書
の
手
本
）
を
見
て
臨
書
し
て
も
、
己
の

字
に
非
ず
、
己
の
生
き
方
に
非
ず
、
ま
ざ
ま
ざ
と
そ

れ
に
気
付
く
。
写う

つ

し
は
写
し
、
コ
ピ
ー
は
コ
ピ
ー
で

あ
っ
て
、
創
造
に
は
成
り
得
な
か
っ
た
。

　

書
の
た
め
の
書
、
書
家
の
書
を
も
っ
と
も
忌い

み
嫌

っ
た
の
は
、
僧
・
良
寛
さ
ん
だ
っ
た
。

艱
難
の
半
生

　

顔
眞
卿
は
直
言
を
疎う
と

ま
れ
、
妬ね
た

ま
れ
、
左
遷
さ
れ
、

安
禄
山
等
の
「
安
史
の
乱
」
以
後
、
不
遇
の
中
、
つ

い
に
殺
害
さ
れ
た
。

　

あ
の
字
は
、
激
変
の
乱
世
か
ら
、
生
ま
れ
た

悲ひ
ふ
ん
こ
う
が
い

憤
慷
慨
の
筆
跡
だ
っ
た
。

　

人
に
見
せ
よ
う
と
も
、
展
覧
会
で
賞
を
取
り
た
い

と
い
う
の
で
も
な
い
。
只
々
、
そ
の
時
の
心
情
を

赤
裸
々
に
吐
露
し
た
一
瞬
の
軌
跡
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
一
瞬
が
1
3
0
0
年
の
時
を
超
え
て
、

人
の
胸
に
永
遠
の
時
を
刻
む
の
だ
。

空
海
も
王
羲
之
も

　

空
海
の
あ
の
『
風
信
帖
』
も
し
か
り
。

　

最
澄
に
宛
て
た
一
通
の
書
信
、
手
紙
に
過
ぎ
な

い
の
だ
。

　

王
羲
之
に
傾
倒
し
た
と
は
い
え
、
す
で
に
自
家

薬や
く
ろ
う籠
中ち
ゅ
うの
物
と
し
て
自
在
無む

げ碍
だ
っ
た
。

　

古
今
の
名
蹟
、
そ
の
王
羲
之

の
『
蘭ら

ん
て
い
じ
ょ

亭
之
序
』
も
、
興
に
乗

っ
て
そ
の
日
、
曲
水
の
宴
を
記

録
し
た
草
案
だ
っ
た
。
幾
度
か

書
き
直
し
た
が
、
二
度
と
そ
の

氣
雰
を
再
現
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
う
。

　

坂
本
龍
馬
の
『
船
中
八
策
』

も
、
海
援
隊
と
船
の
中
、
天
下

再
建
の
構
想
を
闊か

っ
た
つ達
に
誰
に
気

兼
ね
な
く
綴
っ
た
か
ら
こ
そ
生

き
て
い
る
。
そ
れ
も
、
龍
馬
の

メ
モ
紙
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

空海書『弘法大師筆尺牘三通
（風信帖）』

王羲之書『蘭亭之序』（八柱第三本）

坂本龍馬書『船中八策』
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生
き
ざ
ま
が
筆
跡
に

　

一
瞬
一
瞬
の
勝
負
と
も
い
え
る
、そ
の
生
き
ざ
ま
、

そ
の
死
に
ざ
ま
。

　

芸
術
と
い
う
概
念
も
な
い
太
古
、
用
の
美
と
し
て

日
常
の
具
に
過
ぎ
な
か
っ
た
筆
墨
。

　

し
か
し
、
顔
眞
卿
の
×バ

ツ

有
り
、
直
し
あ
り
、
書
き

殴
り
の
激
情
的
筆
跡
が
遺の

こ

っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な

い
。

　

顔
回
の
末
裔
、
24
歳
で
科
挙
の
進
士
に
受
か
り
、

当
時
文
官
の
超
エ
リ
ー
ト
と
し
て
文
筆
を
振
る
っ

た
。

　

公
文
書
を
留
め
、辞
書
を
作
し
、陸
続
と
し
て
数
々

の
歴
史
的
碑
文
を
遺
し
た
。「
多
宝
塔
碑
」「
顔
勤
礼

碑
」「
麻
姑
仙
壇
記
」「
顔
氏
家
廟
碑
」
等
々
。

　

そ
れ
が
今
日
の
手
本
、
法
帖
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
れ
は
、
骨
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
草
行
に
て
も

芯
が
崩
れ
な
い
の
だ
。

　

基
本
基
礎
の
日
常
的
鍛
錬
の
大
切
さ
、
必
要
性
を

物
語
る
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
遺
す
た
め
に
遺
し
た
の
で
は
な

い
。

　

若
い
頃
、
訳
も
分
か
ら
ず
独
習
し
て
い
た
『
祭
姪

文
稿
』。

　

今
に
し
て
、
こ
う
い
う
歴
史
的
激
動
の
人
生
が
あ

っ
た
の
か
と
感
動
し
て
い
る
。

　

生
き
る
！

　

そ
の
後
に
こ
そ
、
何
事
も

　

本
当
の
足
跡
が
付
い
て
来
る
と
信
じ
ら
れ
た
。

　

人
生
の
一
瞬
一
瞬
を
、
命
を
懸
け
て
走

り
抜
い
た
古
人
の
息
遣
い
に
し
て
足
跡
な

の
だ
。

　

大
き
な
天
下
国
家
分
け
目
の
狭は

ざ
ま間
に
、

時
の
悪い

た
ず
ら戯
か
も
し
れ
ず
、
遺の
こ

る
べ
く
し
て

残
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
。


