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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
11
）

『
従
軍
行
』『
出
塞
行
』　
　
王
　
昌
齢

　
　
辺
境
警
備
兵
士
の
心
境
を
詠
う
「
辺
塞
詩
」
二
題

【
意　
解
】

　

明
月
は
秦
の
時
代
と
同
じ
く
国
境
地
帯
に
輝
き
、
城
塞
は
漢
の

時
代
と
同
じ
く
昔
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
な
お

は
る
か
万
里
の
か
な
た
に
ま
で
遠
征
し
た
兵
士
た
ち
は
、
今
も
な

お
懐
か
し
い
故
郷
に
は
帰
っ
て
い
な
い
の
だ
。

　

も
し
「
龍
城
の
飛
将
軍
」
と
畏い

ふ怖
さ
れ
た
李
広
の
よ
う
な
名
将

が
今
の
世
に
い
た
な
ら
ば
、
異
民
族
の
騎
馬
隊
に
陰
山
山
脈
を
越

え
て
侵
入
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
に
。

　
従じ

ゅ
う 

軍ぐ
ん 

行こ
う　

　
　

 

王お
う　

昌し
ょ
う

齢れ
い

秦し
ん

時じ

の
明め

い
げ
つ
か
ん

月
漢
時じ

の
關か

ん

萬ば
ん

里り

長ち
ょ
う

征せ
い
ひ
と
い
ま

人
未
だ
還か

え
ら
ず

但た
だ

龍り
ゅ
う

城じ
ょ
う

の
飛ひ

將し
ょ
う

を
し
て
在あ

ら
し
め
ば

胡こ

ば馬
を
し
て
陰い

ん
ざ
ん山

を
度わ

た
ら
し
め
ず
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【
字　
解
】

従
軍
行　
三
国
時
代（
魏
の
王お

う
さ
ん粲
）以
来
の
楽
府
題
。
主
と
し
て
北
、

西
方
辺
境
へ
の
従
軍
兵
士
の
苦
し
み
を
描
く
。「
行
」
は

歌
・
吟
・
引
・
曲
な
ど
と
同
じ
く
歌
辞
的
詩
題
に
用
い

ら
れ
る
も
の
で
、「
う
た
」
の
意
味
。

漢
時
関　
漢
時
代
の
関
所
。
こ
こ
で
は
城
塞
を
い
う
。

人　
　
　

遠
征
の
兵
士
一
般
を
い
う
。

龍　
城　
匈
奴
の
聖
地
・
根
拠
地
。

飛　
將　
前
漢
の
武
帝
に
仕
え
た
名
将
軍
・
李
広

 

　
（
？
〜
前
一
一
九
）
の
こ
と
。

教　
　
　
「
使
・
令
」
な
ど
と
同
じ
く
使
役
の
助
字
。

【
鑑　
賞
】

　

こ
の
詩
は
辺
塞
詩
の
傑
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
「
秦

時
名
月
漢
時
関
」
と
詠
う
こ
の
第
一
句
が
優
れ
て
い
る
。

　

月
が
辺
境
の
城
塞
を
照
ら
す
と
い
う
発
想
に
、
秦
と
漢
の
名
を

加
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
複
雑
な
連
想
が
重
な
り
合
う
。
秦
・
漢

は
と
も
に
唐
人
に
と
っ
て
は
数
百
年
前
の
過
去
の
時
代
で
あ
る
、

し
か
し
、
唐
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
漢
は
強
大
で
長
く
栄
え
た
帝

国
と
し
て
深
い
親
近
感
が
あ
り
、
自
分
た
ち
の
国
家
を
そ
れ
に
な

ぞ
ら
え
る
こ
と
に
民
族
的
な
ほ
こ
り
を
感
じ
て
い
た
。
こ
れ
に
反

し
て
、
そ
の
直
前
の
帝
国
で
あ
っ
た
秦
は
、
同
じ
く
強
大
で
あ
り

な
が
ら
は
か
な
く
つ
い
え
去
っ
た
国
家
と
い
う
、
う
と
ま
し
さ
を

伴
う
過
去
の
時
代
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。

　

第
二
句
の
「
人
」
は
出
征
兵
士
を
指
し
、
こ
の
詩
を
出
征
兵
士

自
身
の
立
場
で
詠
う
と
す
れ
ば
「
わ
た
し
は
戦
争
に
来
て
ま
だ
帰
れ

な
い
」
と
な
り
、
兵
士
の
妻
の
立
場
で
詠
う
と
す
れ
ば
「
わ
が
夫

は
ま
だ
帰
ら
な
い
」
と
な
る
。
ど
ち
ら
で
も
通
る
が
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
後
者
の
方
が
楽
府
体
の
こ
の
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
の
場
合
、
前
半
よ
り
も
後
半
の
方
に
作
者
の
詠
い
た
い

力
点
が
あ
る
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
作
者
の
時
代
に
す
ぐ
れ
た
将
軍

が
い
な
い
た
め
に
戦
争
に
負
け
た
事
実
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
、

時
の
弱
体
化
し
た
軍
に
対
す
る
風
刺
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
意　
解
】

　
白
草
の
生
え
た
原
野
の
ほ
と
り
に
立
っ
て
、
都
の
方
を
望
ん
で
も

都
は
見
え
ず
、
た
だ
黄
河
の
水
が
東
に
流
れ
て
尽
き
る
時
が
な
い
。

　
出し

ゅ
つ 

塞さ
い 

行こ
う　

  　
　
王お

う  

昌し
ょ
う

齢れ
い

白は
く
そ
う
げ
ん
と
う
け
い

草
原
頭
京
師し

を
望の

ぞ

め
ば

黄こ
う

河が

水み
ず
な
が流
れ
て
盡つ

く
る
時と
き
無な

し

秋し
ゅ
う

天て
ん
こ
う曠
野や

行こ
う
じ
ん人
絶た

ゆ

馬ば

首し
ゅ
と
う
ら
い

東
來
知し

ん
ぬ
是こ

れ
た
れ誰
ぞ
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秋
空
の
も
と
、
は
て
し
な
く
つ
づ
く
広
漠
た
る
原
野
に
は
往
き

来
の
人
の
影
も
絶
え
た
。
そ
の
時
、
は
る
か
向
こ
う
か
ら
た
だ
一

人
馬
の
首
を
東
に
向
け
て
こ
ち
ら
へ
来
る
者
が
あ
る
。
都
へ
帰
っ

て
行
く
人
か
。
あ
れ
は
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
。

【
字　
解
】

出　
　
塞　
　

辺
境
の
塞と

り
で

を
出
て
戦
う
こ
と
。

白
草
原
頭　
　

白
草
の
生
い
茂
っ
て
い
る
原
野
の
辺
り
。

京　
　
師　
　

都
、
長
安
を
さ
す
。

秋　
　
天　
　

秋
の
空
。

曠　
　
野　
　

何
も
な
い
広
々
と
し
た
原
野
。

行　
　
人　
　

旅
ゆ
く
人
。

馬
首
東
來　
　

馬
の
首
を
東
に
向
け
る
。

知
是
誰　
　

誰
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

【
鑑　
賞
】

　
「
馬
首
東
來
」
を
、
馬
の
首
を
東
に
向
け
て
こ
っ
ち
へ
や
っ
て
来

る
、
と
す
る
と
、
こ
の
人
物
は
作
者
の
い
る
地
点
よ
り
更
に
西
の

方
か
ら
来
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
都
の
方
を
望
む
視
線（
東
の
方
）

と
逆
方
向
と
な
る
が
、
作
者
が
茫
然
と
し
て
立
ち
つ
く
し
て
懐
か

し
い
都
の
方
を
望
ん
で
い
る
、
と
い
う
姿
か
ら
郷
愁
が
か
も
し
出

さ
れ
る
。

　
「
三
体
詩
」
に
は
馬
首
西
来
と
あ
り
「
西
来
」
な
ら
東
の
方
か
ら

包頭（内モンゴル自治区）付近を流れる黄河
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や
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
視
線
の
方
向
と
矛
盾
し
な
い
。
句
の
意
味

は
、
こ
ち
ら
は
東
に
帰
り
た
い
気
持
ち
で
一
杯
な
の
に
、
東
か
ら

来
る
人
も
い
る
、
と
い
う
趣
向
に
な
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
情
景
で

は
あ
る
が
「
馬
首
東
来
」
の
語
に
は
「
自
分
の
国
へ
帰
っ
て
い
く
」

と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
東
来
」
の
「
来
」
は
「
く
る
」
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
東
へ
向
け
る
の
意
の
助
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
一
句
の
意
味
は
、
都
を
望
む
作
者
の
視
線
の
中
に
（
右
斜

ま
た
は
左
斜
の
方
向
か
ら
）
東
へ
馬
首
を
向
け
て
ゆ
く
旅
人
の
姿

が
と
ら
え
ら
れ
、
や
が
て
夕
も
や
の
中
へ
消
え
て
ゆ
く
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

【
備　
考
】

　
唐
代
の
詩
の
選
集
に
「
三
体
詩
」
が
あ
り
、
宋
の
周し

ゅ
う

弼ひ
つ

が
、
こ
の

詩
を
作
者
・
李り

き頎
、
題
を
「
旅
望
」
と
す
る
が
「
旅
望
」
な
ら
ば
楽

府
題
で
は
な
く
な
り
旅
の
眺
望
の
意
と
な
る
。
ま
た
字
句
の
異
同
と

し
て
白
草
原
を
白
華
原
に
、
馬
首
東
来
を
馬
首
西
来
と
あ
る
が
こ
こ

は
「
唐
詩
選
」
に
従
う
。

王
昌
齢
（
六
九
八
〜
七
五
五
？
）（
諸
説
あ
り
）

　

盛
唐
の
詩
人
。
字
は
少
伯
。
長
安
（
今
の
陝
西
省
内
）
の
人
。

開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
に
進
士
と
な
り
、
後
に
博
学
宏
詞
科
に

合
格
し
た
が
、
官
は
秘
書
郎
・
竜
標
の
尉
（
県
の
検
察
事
務
担
当
官
）

に
と
ど
ま
っ
た
。
安
禄
山
の
乱
の
と
き
郷
里
に
帰
り
、
刺
史
（
長

官
）の
閭り

ょ

丘き
ゅ
う
ぎ
ょ
う曉

に
憎
ま
れ
て
殺
さ
れ
た
。
詩
は
七
言
絶
句
に
す
ぐ
れ
、

辺
塞
を
詠
ん
だ
詩
に
佳
作
が
多
く
、王
之
渙
と
並
び
称
さ
れ
る
。「
王

昌
齢
詩
集
」
五
巻
が
あ
る
。

　

王
昌
齢
の
経
歴
の
中
で
軍
役
に
つ
い
た
様
子
は
な
い
。
こ
の
当

時
貴
族
た
ち
の
間
で
は
経
験
し
た
事
の
な
い
異
域
で
の
辛
苦
を
歌

う
風
潮
が
流
行
っ
た
。
王
之
渙
、
高
適
な
ど
サ
ロ
ン
詩
人
で
あ
る
。

当
時
塞
外
の
辺
地
に
出
征
し
た
詩
人
と
し
て
は
岑
参
と
李
益
の
み

と
い
わ
れ
る
。
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