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「

楊
柳
枝
詞
」

に

つ

い

て

は

じ

め

に

　
白
居
易

（

七

七
二

〜
八

四
六
）

の

開
成
三

年
（

▲、
］

八
）

「

醉
吟
先
生

傳
」

（

二

九
五
一

　
ご

二
）

に
、

次
の

よ

う
に

い

う
。

の

作

　

宦

遊
す
る
こ

と

三

十
載

、

將
に

老
い

ん

と

し
、

洛
下
に

退
く

。

…

…

良
辰
美
景

あ
る

毎
に

、

或
い

は

雪
の

朝
　
月
の

夕
べ
、

事

を

好
む

者
　
相
ひ

過
れ

ば
、

必
ず
之

れ

が

爲
に

先
づ

酒

罍
を

拂

ひ
、

次
い

で

篋
を

開
く

。

詩

酒
　
既
に

酣
に

し

て
、

乃

ち

自
ら

琴
を

援
き
、

宮

聲
を

操
り

、

秋
思
一

遍
を

弄
づ

。

若
し

興

の

發

す
れ

ば
、

家
僮
に

命
じ

て

法

部
の

絲

竹
を

調
へ
、

寛

裳

羽
衣
一

曲
を

合
奏
せ

し

め
、

若
し

歡
の

甚
だ

し

け

れ

ば
、

又

た

小

妓
に

命
じ

て

楊
柳
枝
の

新
詞
十

數
章
を

歌
は

し

め
、

情
を
放
っ

て

自

ら

娯
し

み
、

酩

酊
し

て

後
に

已

む
。

…

…

此
く
の

如
き
こ

と

凡
そ

十
年、

其
の

問
　
日
に

詩
を

賦
す
る
こ

と

約
千

餘
首

。

（

宦
遊
三

十
載

、

將

老、

退

洛
下

。

…

…

毎
良
辰

美

景、

或

雪

橘

英

　
範

朝
月
夕、

好
事
者

相
過
、

必
爲
之
先

拂
酒

罍、

次
開
篋

。

詩

酒

既
酣
、

乃

自
援

琴、

操
宮
聲、

弄

秋
思
一

遍
。

若
興
發

、

命
家
僮
調

法
部
絲
竹

、

合
奏
霓
裳
羽
衣
一

曲
。

若
歡
甚、

又

命
小
妓
歌

楊
柳
枝
新
詞

十
數
章、

放
情
自
娯
、

酩

酊
而
後
巳

。

…・

如
此

者
凡
十
年

、

其

問
日

賦
詩
約
千
餘
首

。

）

　
こ

こ

に

記
さ

れ

て
い

る

よ

う
に

、

白
居
易
は
、

大
和
三

年
（

八

二

九
）

以

後
の

洛
陽
で

の

生

活
に

お

い

て
、

妓
女
に

「

楊

柳
枝
」

の

曲
を

歌
わ
せ

る

こ

と

を

喜
び
と

し

て

い

た
。

彼
は

こ

の

曲
の

歌

詞
で

あ
る

「

楊
柳
枝
詞
」

八

首
（

三

＝
二

八

〜
三
一

四
五
）

を

残

し

て

お

り
、

親
友
で

あ
っ

た

劉
禹
錫
（

七
七
二

〜
八

四

二
）

に

も

「

楊
柳
枝
詞
」

九

首
（

三

三

三

〜
三

四
一
）

が

あ

る
。

こ

れ
ら

は

詞
（

嗔
詞
）

の

初
期
の

作
品
と

し

て

名
高
く

、

ま

た

劉
の

其
六

は
、

『

唐
詩
選
』

に

も

選
ば

れ
て

い

て
、

我
が

国
で

も

よ

く

知
ら

れ

て

い

る
。

　
こ

の

「

楊
柳
枝

詞
」

に

つ

い

て

は
、

従
来

、

詞
の

初
期
の

作
品
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と

し

て

言
及
さ

れ

る

こ

と

が

多
く
、

ま

た

『

唐
詩
選
」

に

選
ば
れ

た

た

め

か
、

劉
禹
錫
の

其
六

に

つ

い

て

単
独
に

鑑

賞
さ

れ

る
こ

と

が

多
か

っ

た

よ

う
に

思

わ

れ
、

連
作
と

し

て
、

ま

た

唱
和
詩
と

し

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
ヨ

て

論
じ

ら

れ

る

こ

と

は

あ

ま
り

な

か
っ

た

よ

う
で

あ

る
。

　

筆
者
は

現

在
、

中
唐
の

唱

和
詩
を

研
究
テ

ー
マ

と

し
、

劉
白

唱

和

詩
を

読
み

進
め

て

い

る

が
、

こ

の

作
品

を

連
作
で

あ
り
、

唱

和

詩
で

あ
る

と
い

う

観
点
か

ら

読
ん

で

み

て
、

従
来
あ
ま

り

論
じ

ら

れ

な

か
っ

た
い

く
つ

か

の

点
に

気
付
い

た
。

本
稿
で

は
、

そ

れ

を

記
し

て

博
雅
の

御
教
示

を

請
い

た
い

と

思
う

。

　
な

お
、

本
稿
と

関
わ

る

樊
素
と
い

う
女

性
に

つ

い

て

は
、

「

自

　
　
　

　
　
　

　
　
　
すゴ

居

易
と

樊
素
」

で

触
れ

た
。

別
稿
も

合
わ

せ

て

御
参
照

頂
け

れ

ば

幸

甚
で

あ
る

。

一
、

白

居
易
「

楊
柳

枝
詞
」

八

首
の

構
成

　

本

節
で

は

白
居

易
の

八

首
の

構
成
を

考
え

て

み

た

い
。

以

下
、

本
文
と

試
訳
と

を

示
し
、

続
い

て

構
成
に

つ

い

て

考
え

る

こ

と

に

す

る
。

な
お

、

中
純
子
氏

「

白
居
易
と

詞
」

は
、

こ

の

八

首
の

連

作
を
】

首
］

首
解
説
し

て

お

ら

れ

る
。

参
考
に

さ
せ

て

頂
い

た
。

白

居
易
「

楊
柳
枝
詞
」

　
六

幺

水
調

家
宀

豕

唱

　
占
口

競
ヨ

梅
肺

化

處
虍
拠

吹

　
古

歌
舊
曲

君
休
聽

八

首
　
其
→

　
六

幺

水

調

　
白

雪
梅
花

古
歌
舊
曲

（

三
一

三

八
）

家

家
に

唱
へ

處
處
に

吹
く

君

　
聽
く

を

休
め

よ

　

聽
取
新
翻
楊
柳
枝

　

　
聽
取
せ

よ

　

新
翻
の

楊
柳
枝

　

　
「

六

幺
」

や

「

水

調
」

は

ど
の

家
で

も
唱
っ

て

い

る

し

　

　
「

白
雪
」

や

「

梅
花
」

は

あ
ち
こ

ち

で

吹
奏
し

て

い

る

　

　

占
い

歌
や

昔
の

曲
は

　
聴
く

の

を

や

め

な

さ
い

　

　
お

聴
き

な

さ
い

　

新

曲
の

楊
柳
枝
を

其
二

（

＝

二

三

九
）

　

陶
令
門
前
四

五

樹
　
　

陶
令
の

門
前

　
四

五

樹

　

亜

夫
營
裏
百

千
條
　
　
亜

夫
の

營
裏

　
百
千
條

　

何
似
東
都
正
二

月

　
　
何
似

　
東
都
の

正
二

月

　

黄
金

枝
映
洛
陽
橋

　
　
黄
金

の

枝
の

洛
陽

橋
に

映
ず
る

に

　

　

陶
淵

明
の

門
の

前
に

あ
る

四

五

本
の

柳

　

　
周

亜

夫
の

軍
営
の

中
に

あ

る

百
千
本
の

枝

　

　
そ

れ

ら

は

ど

う
だ

ろ

う
　

東
都
の
一

二

月
頃

　

　
黄
金
の

枝
が

洛
陽
橋
に

照
り

映
え

て

い

る

の

と

較
べ

て

其
三

（

コ

＝

四

〇）

　

依
依
搦
嫋
復

青
青
　
　
依
依
　

搦
嫋

　
復
た

青
青

　

　
　
　

　
　
　
お　

　

勾
引
清
風
無

限
情
　
　
清
風
を

勾
引
し

て

　
無
限
の

情
あ

り

　

白
雪
花
繁
空
撲
地

　
　
白
雪
花

繁
く

し

て

　
空
し

く
地
を

撲
ち

　

緑
絲
條
弱
不
勝

鶯
　
　
緑
絲
條
弱
く

し

て

　
鶯
に

勝
へ

ず

　

　
盛
ん
に

茂
り

　
風
に

揺
れ

　
ま

た

青
々

と

し

て

　

　
清
ら
か

な

風
を

引
き

寄
せ

て

　
限
り
な
い

情
趣
が

あ
り

ま

す

　

　
白
い

雪
の

よ

う

な

花
は

　
む

な

し

く
地
面
を

打
つ

ば
か

り

　

　
緑
の

糸
の

枝
は

弱
々

し
く

　
鶯
の

重
み

に

も
耐
え

ら

れ

ま

せ
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ん

其
四

（

＝

＝

四
一
）

　

紅
板
江
橋

青
酒
旗

　

館
娃
宮
暖
日

斜
時

　
可

怜
雨
歇

東
風
定

萬
樹

千
條
各
自
垂

　
　

赤
い

板
張
り
の

江
の

橋

　
　

日
が

斜
め

に

差
す

時

　
　

本
当
に

美
し
い

　
　

万

も

の

木
　
千
も
の

枝
が

其
五

（

＝

＝

四
二
）

　

蘇
州

楊
柳
任
君

誇
　
　
蘇
州
の

楊
柳
　
君
が

誇
る

に

任
す

　

更
有
錢
塘
勝
館
娃

　
　
更
に

錢

塘
の

館
娃
に

勝
る

有
り

　

若
解
多
情
尋
小
小

　
　
若
し

多

情
を

解
さ

ば

　
小

小
を

尋
ね

よ

　

緑
楊
深

處
是
蘇
家
　
　

緑
楊
の

深
き

處
　
是
れ
蘇
が

家
な

り

　
　

蘇
州
の

柳
は

　
御
自
由
に

自
慢
な
さ
い

　
　

銭
塘
に

も

　
館
娃
に

勝
る

柳
が

あ
る
の

で

す

　
　

も
し

多
情
が

お

分
り

な
ら

　
蘇
小
小
を
尋
ね

な

さ
い

　
　

緑
の

柳
の

深
い

所
が

　

彼
女
の

家
で

す

其
六

（

＝

＝

四

三
）

　

蘇
家
小
女

舊
知

名

　
　
蘇
家
の

小
女

　
舊
よ

り

名
を

知
る

　

楊
柳
風

前
別

有
情
　
　
楊
柳
　
風
前

　
別
に

情

有
り

　
紅
板
の

江

橋
　
青
き

酒
旗

　
館
娃
宮
暖
か

に

し

て

　
日

斜
め

な

る

時

　
怜
れ

む
べ

し

　
雨
歇
ん
で

　
東
風
定
ま

　
　
り

　
萬
樹

千
條
　
各
自
垂

る

　
　
　
青
い

酒
屋

の

旗

　
　

館
娃
宮
は

暖

か

で

あ
る

雨
が

上

が

り

　
春
風

が

止

ん

で

　
　
　

　
そ

れ

ぞ

れ

垂

れ

て

い

る
の

は

　

剥

條
盤

作
銀
環
様
　
　
條
を
剥
い

で

盤
げ
て

作
す

　
銀
環
の

様

　

巻
葉
吹

爲
玉

笛
聲
　
　
葉
を

巻
い

て

吹
き

て

爲
す

　
玉

笛
の

聲

　
　

蘇
の

家
の

少
女
は

　
も

と

も
と

名
前
を

聞
い

て

い

ま

し

た

が

　
　

柳
に

吹
く

風
の

も

と

で

は

　
格
別
に

情
趣
が

あ
る

も
の

　
　

枝
を
は

ぎ

　
曲
げ
て

　
銀
の

輪
の

形
に

し

　
　

葉
を

巻
き

　
吹
い

て

　
玉

の

笛
の

音
を

出
し

ま

す

其
七

（

コ

＝

四

四
）

葉

含
濃
露
如
啼
眼

枝

嫋
輕
風
似
舞
腰

小

樹
不

禁
樊
折
苦

乞
君

留

取
兩
三

條

　

　
葉
は

濃
い

露
を
含
ん

で

　

　
枝
は

軽
や
か

な

風
に

揺
れ

て

　

　
小
さ

な

樹
は

　
手
折
る

苦
し

み

に

耐
え

ら

れ
な
い

か

ら

　

　
あ
な

た

　
二

三

本
の

枝
は

残
し

て
お

い

て

下
さ
い

其
八

（一一

＝

四
五
）

　
人

言
柳
葉
似
愁

眉
　
　
人

は

言
ふ

　
柳

葉
は

愁
眉
に

似
た

り

と

　
更

有
愁
腸
似
柳

絲
　
　
更
に

愁
腸
の

柳

絲
に

似
た

る

有
り

　
柳

絲
挽
斷
腸
牽

斷
　

　

柳

絲
挽
き

斷
え
て
　

腸
牽
き

斷
ゆ

　
彼
此

應
無
續
得
期

　
　
彼
此

　
應
に

續
ぎ
得
る

期

無
か

る

べ

し

　

　
人
は

言
う

柳
の

葉
は

愁
え

る

人
の

眉
に

似
て

い

る

と

　

　
愁
え
る

人
の

は

ら

わ
た
に

は

　
も
っ

と

似
た

と

こ

ろ

が

あ

る

葉
は

濃
露
を

含
ん

で

　

啼
眼
の

如
く

枝
は

輕
風
に

嫋
と

し

て

　
舞
腰
に

似
た

　
り

小
樹
は

禁
へ

ず
　
樊
折
の

苦
し

み

に

君
に

乞
ふ

　
留
取
せ

よ

　
兩
三

條

　
　
泣
い

て

い

る

眼
の

よ

う
で

　
　

　
　
踊
っ

て

い

る

腰
の

よ

う
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柳
の

枝
が

引
き

ち

ぎ
ら

れ

　
は

ら

わ

た

が

ひ

き
さ

か

れ

る

と

ど

ち

ら
も

　

繋
ぐ
こ

と

の

で

き

る

時
は

来
な
い

だ

ろ

う

　

以
上
の

八

首
で

あ

る
。

こ

の

八

首
は

ど

の

よ

う

な

構
成
に

な
っ

て

い

る

だ

ろ

う
か

。

ま

ず
全

体
を

概
観
し

て

み

る
。

こ

の

詩
が

は

や

り

歌
の

歌
詞
と

し

て

作
ら

れ

た
こ

と

も
考
慮
し

て

み

た
。

　

其
一

は
、

「

古
い

歌
や

曲
を

聞
く

の

は

や

め

な

さ

い
、

こ

れ

か

ら

歌
う

新
翻
の

楊
柳
枝
を

聞
き

な

さ
い

」

と

「

君
」

に

呼
び

掛
け

て

お

り、

こ

の

連

作
の

総
序
的
な

役

割
を

果
た

し

て

い

る
。

「

六

幺
」

「

水
調
」

「

白
雪
」

「

梅
花
」

は

古
く

か

ら
あ

る

歌

曲
・

笛
の

曲
の

名
。

と

も

に

白
居

易
の

時
代
に

も
演
奏
さ

れ

て

い

た

よ

う

だ
。

　

其
二

で

は
、

陶
淵
明
の

門
前
に

あ
っ

た

柳
、

周
亜

夫

の

軍
営
に

あ
っ

た

柳
よ

り

も
、

一

月
二

月
の

頃
、

赤
い

洛
陽
橋
と

照
り
映
え

合
う

柳
の

方
が

美

し
い

こ

と

を

述
べ

る
。

橋
の

赤
と

柳
の

緑
の

他

に

水
の

青
さ

を

暗
示

し

て
、

色
彩
に

満
ち

た

情
景
で

結
び
と

す
る

。

陶
淵
明
の

句
は

「

五

柳
先
生

伝
」

を
用
い

た

も

の

で

あ
り

、

周
亜

夫
の

句
は

細
柳
と

い

う

地

に

軍
営
を

設
け
て

い

た

と
い

う

本
伝
の

故
事
を
用
い

た

も
の

で

あ

る
。

　

其
一

に

お

い

て

も
、

白
は

古
く
か

ら

の

歌

曲
よ

り

も

新
し

い

「

楊
柳
枝
」

の

歌
を

讃
え
る

が
、

こ

こ

で

も

古
く

か

ら

歌
に

名宀
咼

い

陶

淵
明
や

周

亜

夫
の

柳
よ

り
も

、

洛
陽
の

柳
を

推
奨

し
、

い

わ

ば

新
た

な

価
値

観
を

提
示

し

て

い

る
。

な

お
、

今
は

「

新
た

な
価

値
観
」

と

呼
ん

だ

が
、

こ

の

連
作
の

基
調
と

な
っ

て

い

る
こ

の

概

念
を
、

中
氏
は

「

今
」

と
い

う

こ

と

ぼ
で

と

ら

え
て

説
明
し
て

お

ら

れ

る
。

　

其
三

で

は
、

柳
の

具

体
的
で

細
か

な
描
写
と

な

る
。

そ

れ

は
、

其
二

の
、

洛
陽
橋
と

彩
り
を
競
う

柳
を
近
付
い

て

細
か

く
描
写
し

て

い

る

か
の

よ

う

で

あ

る
。

ま

た
、

な

よ

な

よ

と

「

清
風
｝

を

引

き

寄
せ

る

柳
に

は
、

男
性
を
誘
惑
し

魅
了

す
る

女
性
の

姿
が

重

ね

合
わ
せ

ら

れ
て

い

よ

う
。

中
氏
の

い

う

よ

う

に
、

「

楊

柳
枝
」

を

踊

る

姿
で

あ

ろ

う
か

。

　
「

依

依
」

「

嫋
嫋
」

一
、

青

青
」

と

も
に

柳
を

形

容
す
る

場
合
の

常

套

句
で

あ
り
、

「

花
」

（

柳

絮
）

を

雪
に

喩
え

る

の

も

よ

く
見
ら

れ

る

表

現
だ
が
、

そ

の

弱
い

枝
は

鶯
に

も

た

え

な
い

、

と
い

う
表
現

は

新
し
い

工

夫
と
い

え

よ

う
。

　

其
四
に

は
、

其
二

に

見
ら

れ

た

橋
の

赤
さ

と

柳
の

緑
に

加
え

て
、

酒
旗
の

青
の

色
が

顕

在
す

る
。

た

だ
、

舞
台
は

洛
陽
か

ら

蘇
州
に

移
っ

て

お

り
、

蘇
州
の

柳
を

詠
ず
る

。

蘇
州

の

柳
は

従

来
あ
ま

り

詩
に

詠
じ

ら

れ

た

も
の

で

は

な

く
、

新
た

な

価
値
観
の

提
示
は
こ

こ

に

も

見
ら

れ

る

と

い

え
よ

う
。

白
居
易
自
身
が

蘇
州
の

柳
を
愛

し
、

「

蘇
州

柳
」

〔
二

四
六

四
）

の

詩
が

あ

る

こ

と

等
、

中
氏
前
掲

論
文
に

詳
し
い

。

さ

ら

に
、

柳
の

詩
と
い

え

ば

風
が

つ

き

も

の

で

あ

り
、

従
来
の

詩
が

風
に

な

び

く
柳
の

美

し

さ

を
述
べ

る

ば
か

り

で

あ

る

の

に

対
し

、

こ

こ

で

は

風
が

や

ん

で

枝
が

そ

れ
ぞ

れ

垂

れ

て

い

る

と

こ

ろ

に

静
的
な

美
を

見
出
だ
し

て

い

る

よ

う
で

あ
り

、

こ

れ

も

新
た

な

価

値
観
の
】

つ

と

い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
。
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な

お
、

前
の

詩
の

「

清
風
」

が

男
性
の

喩
え

で

あ

る

と

す

れ

ば
、

こ

こ

で

は

そ

れ

が

「

定
」

ま
っ

た

時
の

美
し

さ

を

詠

じ

て

お

り
、

き

ま
っ

た

男
性
の

い

る

女

性
の

美
し
さ
が

暗
示

さ

れ

て

い

る

と

も

考
え

ら

れ
、

ま

た
、

前
の

詩
が

「

楊
柳

枝
」

を

踊

る

女
性
の

姿
を

歌
っ

て

い

る

と

す
れ

ば
、

こ

こ

で

は

踊
り
の

途

中
ま

た

は

踊
り

終

わ

り

に
、

静
止

し

て

い

る

姿
を

暗
示
し

て

い

る

と

も

考
え

ら

れ

る
。

あ
る

い

は

さ

ら

に

想
像
を
た

く
ま

し

く

す
れ

ば
、

「

風
雨
」

の

終

わ
っ

た

後
の

柳
の

美
し

さ

と

は
、

も
っ

と

な
ま
め

か

し

く、

情

事

の

終
わ
っ

た

後
の

女

性
の

姿
態
の

暗
示
と

も

解
釈
で

き

る

か

も

し

れ

な
い

。

　

続
く

其
五

で

は
、

其
四
で

提
出
し

た

蘇
州
の

柳
の

美
に

対
し

て
、

新
た

な

場

所
の

柳
を

持
ち

出

す
。

「

蘇

州
の

柳
を

自

漫
す

る

な

ら

自
慢
な

さ
い

、

さ

ら

に

勝
れ

た

杭
州
の

柳
が

あ
る

ん

で

す

よ
。

」

そ

し

て
、

今
ま

で

は

表

面
上

に

は

現
れ

て

い

な

か

っ

た
、

女
性
が

登

場
す
る

。

杭

州
の

蘇
小
小

で

あ
る

。

「

若

解
多
情

尋
小
小
、

緑

楊
深

處
是
蘇

家
」

は

よ

く

分
か

ら

な
い

が
、

男
女
の

機
微
が

お

分

り

な

ら
、

蘇
小
小
の

と

こ

ろ
へ

い

け
ば

、

楽
し

い

思
い

が

で

き

ま

す

よ
、

と
い

っ

た

意
味
で

あ
ろ

う
か

。

　
な

お
、

長

慶
三

年
（

八
二

三
）

の

白
の

「

杭

州
春

望
」

2
三

六

四
）

の
、

陳
結
之
の

こ

と

を

歌
っ

た

と

思

わ

れ

る

「

柳
色

春
藏

蘇
小
家
」

の

句
は

、

こ

の

詩
の

結
句
と

関

連
し

て

い

る
で

あ
ろ

う
。

　

其
六

は
、

其
五

を

承
け

て

い

る
。

第
三

句
「

剥

條

盤

作

銀
環

様
」

は

柳
の

枝
の

皮
を

剥
い

で

そ

れ

を

曲
げ
た

り

丸
め

た

り

し
て

椀
輪
等
に

す
る
こ

と

を
い

う
ら

し
い

。

「

巻
葉

吹

爲
玉

笛
聲
」

柳

の

葉
で

草
笛
を
作
る
こ

と

を
い

う
の

で

あ
ろ

う
。

　

其
四
で

、

「

杭
州
に

は

蘇
小
小
と
い

う

美

人
が
い

ま

す

よ
、

風

流
な

ら

ば

尋
ね

て

ご

覧
な

さ
い
」

と

言
わ

れ
て

「

そ

の

人
な

ら

以

前
か

ら

名
前
を
知
っ

て
い

た
」

と

返
答
す
る

内

容
に

な
っ

て

い

る

よ

う
だ

。

其
四

・

其
五

・

其
六

は
、

会
話
の

よ

う

に

流
れ

て

行
く

。

そ

し

て
、

そ

の

女
性
の

姿
が

詠
じ

ら

れ

る
。

柳
の

枝
を

は

い

で

銀

の

腕

輪
を

作
り、

柳
の

葉
で

草
笛
を

作
る

あ
ど

け

な
い

少
女
の

姿

で

あ
る

。

　

其
七

は
、

露
を

含
ん

だ

柳
の

葉
と

風
に

な
び

く

枝
と

を
、

涙
を

た

め

た

女

性
の

眼
と

舞
を
踊

る

腰
と

に

喩
え

る

対
句
で

歌
い

起
こ

さ

れ
る

。

そ

れ

は

柳
を
女

性
に

喩
え

て

い

る
と

同
時
に
、

女

性
を

柳
に

喩
え

た

も

の

で

あ
る

。

こ

の

二

句
の

表
現

は

伝
統
的
な

柳
と

女

性
の

比

喩
を

踏
襲
し

て

い

る
。

其
六

の

女
性
の

描
写
を

承
け
て

い

る

が
、

こ

こ

で

は

哀
し

げ
で

弱
々

し
い

女
性
の

姿
が

歌
わ

れ

る
。

そ

し

て
、

最
後
の

二

句
で

再
び

「

君
」

に

対
し

て

語
り

か

け

る
。

「

小
さ

な

木
は

折
り

取
る

苦
し
み

に

耐
え

ら

れ

な
い

か

ら
、

二
一．
一

本
の

枝
を

残
し

て

お

き

な
さ
い

。

」

　
「

樊
折
」

は
、

有
名
な

韓
朗
の

「

章

台
柳
」

（
『

全

唐
詩
』

巻
二

四

五

は

「

寄
柳

氏
」

と

す
る
）

に
、

「

縱

使
ひ

　
長

條
の

舊
に

似

て

垂
る

る

も
、

也
た

應
に

他
人
の

手
に

攀
折
せ

ら

る
べ

し

（

縦
使

長
条
似
舊
垂
、

也

應
攀

折
他
人

手
）

」

と

い

う

句
が

あ

り
、

他
人

の

も

の

に

な
る

こ

と
、

別
の

男
性
に

よ
っ

て

愛
さ

れ

る

こ

と

を

39

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Lrterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

「

攀
折
」

と
い

う
こ

と

ば

で

表

現
し

て

い

る
。

白

居
易
の

こ

の

句

も
、

柳
が

女
性
の

比

喩
で

あ
る
こ

と

を
考
え

る
と
、

こ

の

詩
は

か

な

り

艶
っ

ぽ
い

意

味
が

含
ま

れ

て

い

る

の

か

も
し

れ

な
い

。

　

最
後
に

其
八

で
、

柳
の

葉
が
女

性
の

眉
に

似
て

い

る

と

い

う

常

套

的
な

表
現

に

対
し
、

悲
し

む

は

ら

わ

た

が

柳
の

枝
に

似
て

い

る

と

い

う

表
現
を

提
出
す

る
。

ど

ち

ら

も
一

度
切
れ

る

と

繋
げ

な
い

と

い

う

の

で

あ

る
。

其
七

に

表
れ

た

悲
し

み

の

情
が

、

こ

の

詩
に

も

表
れ
、

余

韻
を

残
し

て

締
め

く
く
っ

て

い

る
。

　

以
上
、

大
ま

か

に

い

う
と

、

其
一

が

総
序

、

其
二

〜
三

で

洛
陽

の

柳
の

美
し

さ

を

述一
べ

、

其
四

で

柳
か

ら

女

性
へ

、

洛
陽
か

ら

蘇

州
へ

と

対
象
が

移
り
、

其
五

〜
八

で

は

さ

ら

に

杭
州

の

女
性
の

美

し

さ

と

恋

愛
を

歌
う
と

い

う
よ

う

な

構
成
で

あ
る
と

思
わ

れ
る

。

こ

の

よ

う
な

構
成
が

認
め

ら
れ

る

の

で

あ

る

か

ら、

こ

の

作
品
は

、

】

時
に

作
ら

れ

た

連

作
で

あ
る

と

考
え

て

よ
い

で

あ
ろ

う
。

ま

た
、

こ

の

詩
の

制

作
地
で

白

居
易
の

晩
年
の

隠

棲
の

地
で

あ
る

洛
陽

、

刺
史
と

し

て

赴

任
し

た

蘇
州
・

杭
州
の
＝

、

か

所
が

歌
わ
れ
て

お

り
、

白
居
易
の

実
体

験
と

思
い

出
と
が

色
濃
く
反

映
さ

れ

た

作
品
と
い

え

よ

う
。

そ

し

て
、

こ

の

連
作
で

は
、

柳
に

借
り

て

女
性
を

詠
じ

、

そ

の

女

性
に

対
す
る

恋
愛
感
情
が

歌
わ

れ
て

お

り
、

白
居

易
の

恋

愛
体
験
に

ま
つ

わ
る

も

の

と

思
わ

れ

る
。

　
こ

の

構
成
を

さ

ら
に

検
討
し
て

み

た
い

。

特
に

其
四

〜
六

に

顕

著
で

あ

る

よ

う

に
、

こ

の

連
作
は
一

人
の

人
物
の

視
点
か

ら

の

み

歌
わ

れ

て

い

る

わ
け
で

は

な
い

こ

と

が

注
目
さ

れ
る

。

八

首
の

中

で
、

其
四

〜
六

が

会
話
の

よ

う
に

流
れ

て

い

る
こ

と

を
、

全

体
に

拡

大
す
る
こ

と

も

可
能
な

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

「

君
」

と

い

う

呼
び

掛
け

も

其
一

・

其
五

と

其
七

の

奇
数
の

詩
に

見
え

て

お

り
、

偶
数
の

詩
と

奇
数
の

詩
と

が

会

話
す
る

よ

う
な

形
式
で

続
け
ら

れ

て

い

る

と

解

釈
で

き

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

そ

し

て

そ

れ

は
、

女
性
と

男
性
と

の

会

話
に

な
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

　

す

な

わ

ち
、

簡

単
に

記
せ

ば

以

下
の

よ

う

に

な

ろ

う
か

。

 
古
い

歌
よ

り

も

私
の

歌
う
新
し

い

歌
を

聞
い

て

下
さ
い

。

i
女

 
歌
に

名
高
い

柳
よ

り
も

洛
陽
の

柳
こ

そ

美
し
い

。

1
男

 
な
よ

や

か

な

柳
は

美
し

く
、

「

清
風
」

を
誘
惑
し

ま

す
。

　

女

 
風
が

止

ん

だ
一

瞬
の

、

蘇
州
の

柳
は

美
し
い

。

1
男

 
蘇
州
の

柳
も

美
し

い

で

し

ょ

う

が
、

杭
州
の

蘇
小

小
（

す
な

わ

　

ち

私
）

も

美
し
い

で

す
よ

。

ー
女

 
小

小
の

こ

と

は

以
前
か

ら

知
っ

て

い

た
、

あ
ど

け
な
い

可
愛
い

　

少
女

。

1
男

 
ま

だ

ま

だ

小
さ
い

の

で
、

手
折
る

苦
し

み

に

耐
え
ら

れ

ま
せ

ん
。

　

ー
女

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
サロ

 
別
れ

の

苦
し

み

は
、

は
ら

わ

た

が

千
切
れ

そ

う

な

も
の

。

1
男

　

男

性
か

女

性
と

い

う
こ

と

に

は

あ
ま

り

こ

だ

わ

る

必
要
は

な
い

か

も

し

れ

な
い

が
、

こ

の

連

作
の

視
点
が

複

数
あ

る
こ

と

を

会
話

形
式
で

構
成
さ

れ
て

い

る

と

仮

定
し

た

ら
、

白
居
易
が

こ

の

形
式

で

作
っ

た

の

は
、

実
際
に

歌
わ
せ

る

時
の

形
態
を

意
識
し

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。
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あ
る
い

は

こ

の

連

作
は
、

二

者
の

掛
け

合
い

・

デ
ュ

エ

ッ

ト

形

式
で

演
じ

ら

れ

た

可
能

性
が

あ
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

白

居

易
の

代
弁
者
と

し

て

の

男
性
役
の

歌
い

手
（

そ

れ

が

女
性
で

あ
っ

た

と

し

て

も
）

と

女
性

役
の

歌
い

手
が
い

た
の

で

は

な
い

だ

ろ

う

・
卿
゜

カ　
こ

の

よ

う
に

、

実
際
の

演
奏
の

こ

と

を

考
え
る

と
、

さ

ら

に

白

居
易
の

家
妓
で

あ
り
、

楊
柳
枝
の

曲
を

歌
う
の

が

上

手
で

あ
っ

た

た

め

に

「

楊
柳

枝
」

と

い

う

別
名
が

あ
っ

た

樊

素
と

い

う

女
性
と

関
わ
っ

て

く
る

と

思

わ
れ

る
。

劉

稿
に

述
べ

た

よ

う
に

、

「

楊
柳

枝
」

と
い

え

ば

樊
素
（

あ
る
い

は

樊
素
と

小

蛮
の

二

人
）

が

想
起

さ

れ

る
。

中
氏
も
、

こ

の

連
作
に

お

け
る

柳
の

姿
態
は

「

今
の

杭

州
の

妓
女
に
、

そ

し

て

こ

れ

を

唱
っ

て

い

る

樊
素
へ

と

重
な
っ

て

い

く

の

だ
」

と

述
べ

て

お

ら

れ

る
。

　
こ

の

樊

素
と

い

う

女

性
は
、

実
際

、

杭
州
の

妓
女
と

重
な
っ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

別
稿
で

述
べ

た
よ

う
に
、

杭
州
の

妓
女
で

、

大

和
六

年
（

八

三

二
）

ま

で

の

十
年
間

、

杭
州
刺
史、

蘇
州
刺

史、

長

安
時
代
か

ら

洛
陽

時
代
ま

で

を

連
れ

添
っ

た

「

桃
葉
」

と

呼
ば

れ

る

陳
結
之

と
い

う

妓
女
が
い

た
。

大

和
六

年
に

こ

の

妓
女
を

杭

州
に

帰
し
て

別
れ

、

そ

の

同
じ

大
和
六

年
頃
か

ら
こ

の

樊
素
と

い

う
女

性
が

詩
に

歌
わ

れ

始
め

る
。

当
初
は

樊
素
を

陳
結
之

に

重
ね

合
わ
せ

て

い

た

と

い

う

卑
見
が

正
し

け

れ

ば
、

こ

の

連
作
に

お

い

て

も

か

な

り

重

要
な
意

味
を
持
っ

て

く
る

の

で

は

な
い

か
。

　
こ

の

連
作
が

樊
素
が

歌
う
た
め

に

作
ら

れ、

樊

素
を

陳
結
之
に

重
ね

合
わ
せ

て

白
居
易
が

填
詞
し

た

も

の

と

し

た

ら
、

こ

の

連
作

の

内
容
は

次
の

よ

う
に

考
え

ら

れ

る

の

で

は

な
い

か
。

 
日

那
さ

ま、

古
い

曲
な
ど

聞
く
の

は

や

め

て
、

私
が

歌
い

ま

す

　

新
曲
の

楊
柳

枝
を

お

聞
き

下
さ
い

。

1
樊

 
柳
と
い

え
ば

、

昔
か

ら

の

故

事
も

あ

る

が
、

こ

の

洛
陽
の

柳
は

　

美
し
い

も
の

だ
。

1
白

 
柳
と
い

う
の

は

わ

れ

わ
れ

女
の

よ

う

な

も

の
、

な

よ

な

よ

と

殿

　

方
を

お

誘
い

す

る

の

で

す
。

ー
樊

 
嘗
て

暮
ら

し

た

風

光
明
媚
な

蘇
州
の

静
か

な

柳
、

蘇
州
の

女
も

　

あ

の

通
り
静
か

で

美
し

か
っ

た
。

ー
白

 
蘇
州
よ

り
も
杭
州
に

美
し
い

お

方
が

お

ら

れ

る

の

で

し
ょ

う
、

　

色
好
み

の

量

那
さ

ま
。

ー
樊

 
あ
の

娘
の

こ

と

は

子

供
の

頃
か

ら
知
っ

て

い

る
、

ほ

ん

と

う
に

　

あ
ど

け

な

く、

可

愛
か
っ

た
。

1
白

 
私
な

ど

は

ま
だ

ま

だ

子
供

、

お

情
け

を
承
け

る

の

に

耐
え

ら

れ

　

ま
せ

ん

が
。

1
樊

 
あ
の

娘
と

の

別
れ

は

本
当
に

悲
し

か

っ

た

よ
。

1
白

　
こ

こ

ま

で

考
え

る

と

穿
ち

す

ぎ
で

あ
る

か

も

し

れ

な

い

が
、

白

居
易
と

樊

素
と

陳

結
之

と

の

関
係
を
考
え
れ

ば
、

白
居
易
が

こ

の

よ

う
な

意

識
で

こ

の

連

作
を

作
っ

た

可
能
性
は

あ

る

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

考
え

る

と
、

こ

の

連
作
が
、

最

初
は

よ

り
一

般

的

な

柳
讃
歌
で

あ
っ

た

の

が
、

次
第
に

白
の

個
人
的
な

感
慨
の

表

出
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へ

と

変

化
し

て

い

る

こ

と

も

見

え

て

く
る

。

　
こ

れ

に

和
し
た

と

さ

れ

る

の

が
、

劉
の

「

楊
柳
枝
詞
」

九

首
の

う

ち

の

其
一

〜
八

で

あ
る

。

次
節
で

は
、

こ

の

八

首
の

構
成
に

つ

い

て

述
べ

る

こ

と

に

す
る

。

二
、

劉
禹

錫

「

楊

柳
枝
詞
」

九

首
其
一

〜
八

の

構
成

　
本

節
で

は

劉

禹

錫
の

「

楊

柳

枝

詞
」

九

首

其
一

て

考
え

て

み

た

岡
。

ま

ず

本
文
と

試
訳
を

記
す

。

〜
八

に

つ

い

劉

禹
錫
「

楊
柳
枝
詞
」

九
首

　
其
一

（

三

三

三
）

　
塞

北
梅

花
羌
笛
吹

　

　
塞
北
の

梅
花
　
羌
笛
の

吹

　

淮
南
桂

樹
小

山
詞

　
　
淮
南
の

桂
樹
　
小
山
の

詞

　

請
君
莫
奏

前
朝
曲

　

　
君
に

請
ふ

　
奏

す

る

莫
れ

　
前
朝
の

曲

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
を

　

聽
唱
新
翻

楊
柳
枝

　

　
唱
ふ

を

聽
け

　
新
翻
の

楊

柳
枝

　
　
と

り
で

の

北
の

梅
の

花
（

梅

花
落）

は

　
羌
笛
が

吹
奏
し

　
　

淮
南
の

桂
の

樹
（

淮
南
王
）

は

　
小

山
が

作
詞
す

る

　
　

君
に

請
う

　
こ

ん

な

昔
の

朝

代
の

曲
は

演
奏
し

な
い

で

く

れ

　
　

新
曲
の

楊
柳
枝
を

歌
う

の

を

聴
い

て

く

れ

其
二

（

三

三

四
）

　

南
陌
東
城
春

早
時

　
　
南
陌
東
城

　
春

早
き

時

　

相
逢
何
處
不

依
依

　
　
相
ひ

逢
ひ

て

　
何
處
か

依
依
た

ら

ざ
ら

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ん

　

桃
紅
李

白
皆
誇
好

　
　
桃
は

紅
く
李
は

白
く

　
皆
好
き

を

誇
る

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
も

　

須

得
垂

楊
相
發
揮

　
　
垂

楊
を

須
ち

得
て

　
相
ひ

發
揮
す

　
　

南
方
の

道

　
城
の

東
側

　
春
ま

だ

浅
い

こ

ろ

　
　

（

柳
に
）

出
逢
う
と

　
心
を

惹
か

れ

な
い

こ

と

は

な
い

　
　

桃
は

赤
く

　
李
は

白
く

　
み

な

そ

の

美
を

誇
っ

て
い

る

が

　
　
し

だ

れ

柳
を

ま
っ

て

　
初
め

て

ひ

き

た

つ

の

だ

其
三

（

三

三

五
）

　

鳳
闕
輕
遮
翡

翠
緯
　
　
鳳
闕

輕
く

遮
る

　

翡
翠
の

幃

　

龍
池

遥
望
麹
塵

絲

　

　
龍
池
遥
か

に

望
む

　

麹
塵
の

絲

　

御
溝
春
水

相
暉

映

　
　

御
溝
の

春
水

　
相
ひ

暉
映
し

　
狂

殺
長
安
年
少
兒

　
　
狂
殺
す

　
長
安

年
少

の

兒

　
　

鳳
闕

　
軽
く

さ

え

ぎ
る

の

は

　
翡
翠
の

と

ば
り

　
　
龍
池
の

方

　
遥

か

に

見
え

る

は

　
麹
の

塵
の

糸

　
　
御
苑

の

溝
の

春
の

水
と

　
照
り

映
え
合
っ

て

　
　
長
安
の

若
い

衆
を

　
狂
お

し

く

さ

せ

る

其
四

（
＝

＝ ．一

六
）

金
谷

園
中
鶯
乱
飛

銅
駝

陌
h
好
風
吹

城
東

桃
李
須
臾
盡

爭
似
垂

楊
無
隈
時

　
金
谷

園
の

中
に

　
銅
駝

陌
の

上
を

　
金

谷
園
中
　
鶯
乱
れ

飛

び

　

銅
駝
陌
上

　

好
風
吹
く

　

城
東
の

桃
李
　
須
臾
に

し

て

書
き

　

爭
で

か

似
ん

　
垂

楊

　
無
限
の

時
に

鶯
が

乱
れ

飛

び

心
地
よ

い

風

が

吹
く
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其
五

　
弾

化
芭
万

櫻亠
削

初〃
湮

時

　

美
人

樓
上

闘
腰
支

　

如
今
抛

擲
長
街
裏

　

露
葉
如
啼
欲
恨
誰

　
　

花
萼
楼
の

前
に

　
　

今
は

其
六

（

三

三

八
）

　

煬
帝
行
宮
沐
水
濱

　

數
株
殘

柳
不

勝
春

　

晩
來
風
起

花
如

雪

　
飛
入

宮
牆
不

見
入

　
　

煬
帝
の

行

宮

城
東
の

桃
や

李
の

花
は

　
す

ぐ

に

枯
れ

る

ど

う
し

て

及
ぼ

う

　
し

だ

れ

柳
の

無
限
の

時
に

（
三

三

七
）

　

花
萼
樓
前

　
初
め

種
え

し

時

　

美
人

　
樓
上
に

　
腰
支
を

闘
は

す

　

如
今

　
抛
擲
せ

ら

る

　
長

街
の

裏

　

露
葉
啼
く
が

如
く

誰
を
か

恨
ま

ん

と

欲

　

　

す

植
え

た

ば

か

り

の

頃

　

　

美

人
が

楼
上
で

腰
付
き

を

戦
わ
せ

た

　

　
　
　

　

長

街
に

捨
て

去
ら

れ

　

　

露
を

帯
び

た

葉
は

啼
い

て
い

る

よ

う

　
誰
を

恨
む

か

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

煬
帝
の

行
宮

　
沐
水
の

濱

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

數
株
の

殘
柳

春
に

勝
へ

ず

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

晩
來
風
起
こ

り
て

　

花
は

雪
の

如
く

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

飛

ん

で

宮

牆
に

入
る

も
　
人

を

見
ず

　

　
　
　

　
　
　

　

沐
水
の

ほ

と

り

　

　

幾

株
か

の

残
り

柳
は

　
春
に

た

え
ら

れ

な
い

　

　

夕
暮
か

ら

風
が

起
こ
っ

て

　
花
は

雪
の

よ

う

　

　
飛

ん

で

宮
殿
の

塀
の

中
に

入
る

が

　
人
は

見
当
ら

な
い

其
七
（

三

三

九
）

　

御
陌

青
門
拂
地
垂

　
　
御
陌
青
門

　
地
を

拂
ひ

て

垂

る

　

千
條
金
縷

萬
條
絲

　
　
千
條
の

金

縷
　
萬
條
の

絲

　

如
今
綰
作

同
心
結

　
　
如
今
　
綰
げ
て

作
す
　
同
心
の

結

　

將
贈
行
人
知

不
知

　
　
將
に

行
人

に

贈
ら

ん

と

す

　
知
る

や

知

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ら

ず
や

　
　

宮
殿
の

道

　
青
門
の

そ

ば

　
地
面
を

払
っ

て

垂

れ

る

　
　

千
本
の

金
の

糸
　
万
本
の

糸

　
　

今
　
結
ん

で

　
同
心

結
び

に

し

て

　
　

旅
立
つ

あ
な
た
に

送

ろ

う

と

思
い

ま

す

が

　
お

分
り
で

す

か

其
八

（

三

四

〇
）

城

外
春
風
吹
酒

旗

行
人

揮
袂
日
西

時

長
安．
陌
上

無
窮

樹

唯
有
垂

楊
管
別

離

　
城

外
の

春
風
が

　

　
旅
人
は

手
を

振
っ

て

旅
立
つ

　

　
長
安
の

道
の

ほ

と

り
に

は

　

　
た

だ

柳
だ
け

が

　
以

上

の

九

首
の

構
成
に

つ

い

て

順
に

考
え

て

み

た
い

。

　
ま

ず

其
一

で

あ
る

が
、

劉
の

場

合
も

其
一

は

総
序
的
な

役
割
を

果
た

し

て

お

り、

白
の

其
一

と

非

常
に

よ

く

似
た

形
式
の

第
］

首

で

あ
る

。

「

塞

北
梅

花
羌
笛

吹
」

は

笛
の

曲
で

あ
る

「

梅
花
落
」

、

「

淮

南
桂
樹
小

山
詞
」

は

楽
府
「

淮

南
王
」

。

白
の

其
一

と

同

様、

　

城
外
の

春
風

　
酒

旗
を

吹

き

　

行
人

袂
を
揮
ふ

　
日
の

西

す

る

時

　
長
安

陌
上

　
無
窮
の

樹

　
唯
だ

垂

楊
の

別
離
を

管
す

る

有
る

の

み

酒
旗
を

吹
き

　
　

　
　
　

日
も

西
に

傾
く
こ

ろ

　
　

　
　
色
々

な

多
く
の

樹
が

あ
る

が

別
れ

を
つ

か

さ

ど

る

の

で

あ
る
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古
い

曲
を

聞
か

な
い

で
、

こ

の

新
曲
を

聞
い

て

下
さ
い

、

と

い

う
。

こ

の

非

常
な

類
似
か

ら
、

白
居
易
の

「

楊
柳
枝

詞
」

八

首
と

劉
の

こ

の

連
作
と

が

唱

和
詩
で

あ
る

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
。

　

其
二

は

柳
讃
歌
で

あ
る

。

春
に

な

り

長
安
の

都
の

あ

ち
こ

ち

の

柳
は

心
惹
か

れ

る

様
子、

赤
い

桃
の

花
も

白
い

李
の

花
も

、

柳
の

緑
が

あ
っ

て

初
め

て

美
し

さ

を

強
調

で

き

る

の

だ
、

と
い

う
。

こ

の

詩
の

表

現
は
、

常
套
句
的
な

も
の

が

ほ

と

ん

ど
で

あ
る

が
、

柳

や

李
と

い

う

春
の

代
表
的
な

花
の

美
し

さ

を

さ

さ

え

る

存
在
と

し

て

柳
を
理

解
す

る

の

は

珍
し
い

も

の

で

あ
ろ

う
。

白
の

も

の

と

同

様、

新
た
な

価
値
観
の

発

見
が

詠
じ

ら

れ

て

い

る

よ

う
だ

。

　
「

南
陌

東
城
」

は

劉
が

長
安
の

町
を

表
現

す

る

の

に

よ

く

用
い

る

こ

と

ば

で
、

こ

の

詩
の

舞
台
は

長
安
の

よ

う
だ

「

依

依
」

は

白

居
易
も

其
二

で

用
い

て

い

た
。

］

桃

紅
李
自
」

は

春
の

美
し
い

花

を

表

現
す
る

場

合
の

常
套

句
で

あ
る

。

　

其
三

は

其
二

に

続
い

て

長
安
の

柳
の

表
現

で

あ
る

。

若
者
た

ら

を
惑
わ

せ

る
、

宮
殿
の

柳
の

美
し

さ

で

あ
る

。

そ

れ
は

女
性
の

美

し

さ

と

も

通
じ

る

も

の

で

あ
ろ

う
。

「

麹
塵
」

は

こ

の

頃
の

詩
人

が

柳
の

色
を

表
現
す

る

場

合
の

常
套

的
比

喩
。

「

御

溝
」

は

柳
の

名
所
の
一

つ

と

し

て

よ

く

詩
に

歌
わ

れ

る
。

　

其
四

は

土

地
が

移
り

、

洛
陽
の

柳
で

あ

る
。

「

洛

陽
城

東

桃
李

花
」

（

劉

希
夷
〉

と

歌
わ

れ

る

洛
陽
の

名
花
も
、

す
ぐ

に

枯
れ

て

し

ま
い

、

柳
の

無
限
の

時
に

は

及
ぼ
な
い

と
い

う
。

柳
を

無
限
の

存
在
と

す

る

例
は

珍
し
い

よ

う

に

思
わ

れ

る
。

新
た

な

価
値
観
を

提
示
し

た

も

の

の
一

つ

で

あ

る

と

い

え
よ

う

か
。

ま

た
、

桃
李
を

挙
げ
て

比

較
し
、

柳
を

讃
え

て

い

る

の

は

其
二

と

通
ず
る

も

の

が

あ
る

。

　

こ

の

詩
で

は

「

金
谷

園
」

「

銅

駝
陌
」

が

歌
わ

れ

て

い

る

が
、

こ

れ

は

劉

禹

錫

が

白
居

易
の

家

妓
で

あ

る

樊

素
（

別

名
「

春

草
」

）

に

贈
っ

た

詩
「

憶

春

草
」

（

六

八
二
V

に

も

用

い

ら

れ

て

お

り、

樊
素
と
こ

の

連
作
と

の

関
わ

り

を

示
す
資

料
の
一

つ

と

な

し

う
る

こ

と

ば
で

あ
ろ

う
。

別

稿
を

参
照
い

た

だ
け
れ

ば

幸
い

で

あ

る
。

　

続
く
其
五

は

再
び
長

安
に

戻
り

、

其
四

よ

り

も
其
三

と

の

繋
が

り

が

深
い

よ

う

だ
。

「

花
萼

櫻
」

は

興

慶
宮
に

あ
っ

た

花
萼

相
輝

楼
を
い

う
。

玄
宗
が

『

毛

詩
』

に

基
づ

い

て

兄
弟
相
い

和
す

る

意

を

取
っ

て

名
付
け

た

も

の

で

あ
る

。

「

美
人

樓
上

闘

腰

支
」

の

句

は
、

美
人
が

柳
と

な

よ

や

か

な

腰
付
き

を
競
い

合
っ

た

と

い

う

の

で

あ
ろ

う
。

初
め

の

二

句
で

玄

宗
の

花
萼

相
輝
楼
が

歌
わ
れ
、

柳

と

と

も

に

楼
上
の

宮
女
が

歌
わ

れ

る
。

往
時
の

華
や

か

さ

を

偲
ば

せ

る

も
の

で

あ
る

が
、

そ

れ

は

今
や

地
面
に

打
ち

捨
て

ら

れ
て

い

る
。

地

面
に

捨
て

置
か

れ
、

露

の

涙
に

く

れ

る

柳
は

、

楼
上

の

美

人

の

そ

の

後
の

運

命
の

象
徴
で

も

あ

る
。

こ

れ

は

懐
古
の

詩
で

あ

る

と

い

え
よ

う
。

　
な

お
、

こ

の

詩
の

表
現
と

「

楊
柳
」

の

詩
で

あ
る

こ

と

か

ら

考

え

る

と
、

こ

こ

に

歌

わ

れ

る

楼
上

の

美
入

は
、

楊
貴
妃
を

指
す

と

考
え

る

こ

と

も
可

能
な

の

で

は

な
い

か
と

思
う

が
、

管

見
の

及
ぶ
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限
り
で

は

そ

う
い

っ

た

解
釈
は

な

さ

れ

て

い

な
い

よ

う

で

あ
る

。

　

其
六

は

有
名
な

作
品
で

あ
る

。

こ

の

其
六

も
其
五

と

同
様、

懐

古
の

作
品
で

あ
る

。

舞
台
は

沐
水
の

ほ

と

り

に

あ
る

隋
の

煬
帝
の

行

宮
で

あ
る

。

風
に

吹
か

れ

て

飛
ぶ

柳

絮
が

宮
殿
の

中
に

入
っ

て

い

く

が
、

そ
こ

に

は

人
の

姿
は

な
い

。

余

韻
の

あ
る

結
び
で

傑
作

の

名
に

恥
じ

な
い

。

　

其
五

と

其
六
の

二

首
が

、

懐

古
の

詩
で

あ

る

と

い

う

繋
が

り
が

あ
る

と

す
れ

ば
、

其
七
と

其
八

の

二

首
は

別

離
の

柳
で

あ
る

と

い

う
点
で

繋
が
っ

て
い

る
。

　

其
七

は
、

長
安

城
の

東
門
で

あ

る

「

青
門
」

で

の

別
離
が

歌
わ

れ

る
。

長
安
か

ら

旅
人
が

出
発
す

る

前
に

は
、

こ

の

門
の

と

こ

ろ

で

送
別
を
し

た

ら

し

い
。

女

性
と

男

性
と

の

別

離
で

あ
る

ら

し

く、

柳
の

枝
を

、

愛
を

誓
う

「

同
心
結
」

に

し

て

贈
っ

て
い

る
。

男
性

は

旅
に

出、

そ

れ

を

女

性
が

待
つ

と

い

う

中
国
の

詩
の
〜

つ

の
パ

タ

ー
ン

を

踏
襲
し

た

も

の

で

あ
る

。

　

其
八

で

は
、

旅
人
が

出
発
す
る

場

面
か

ら

歌
い

起
こ

さ

れ

る
。

「

行
人
」

は
、

其
七

に

用
い

ら

れ

て

い

た

の

を

直

接
に

承

け

て

い

る
の

で

あ
ろ

う
。

「

管
別
離
」

「

管
」

は

管
理

す
る

。

別
離
の

こ

と

を
つ

か

さ

ど

る

と
い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

長
安
に

は

色
々

な

種
類

の

多
く

の

木
が

あ

る

が
、

別
離
の

こ

と

に

関
す

る

の

は

柳
の

木
だ

け
で

あ

る

と

述
べ

る
。

別

離
に

関
係
す
る

木
と

し

て

柳
が

歌
わ

れ

て
い

る
。

　
以

上
の

よ

う

に

考
え

る

と
、

こ

れ

に

も
連

作
と

し

て

の

流
れ

が

感
じ

ら

れ

る
。

其
一

の

総
序
を

承
け
て

其
二

・

其
三

が

長
安
の

柳
、

其
四

は

洛
陽
の

柳
だ
が

挑
李
と

の

比
較
と

い

う

点
な
ど

か

ら

其
二

と

繋
が

り
、

其
五

は

長
安
の

興

慶
宮
の

柳
と

い

う
こ

と

で

其
三

と

繋
が

る
。

其
六

は

其
五

を
承
け

て

懐
古
の

詩
で

あ
ウ

、

其
七
・

其

八

は

別

離
の

詩
と
い

う
こ

と

で

繋
が
っ

て

い

る
。

白

居
易
の

も

の

と

同
様

、

一

時
に

作
ら

れ

た

連

作
と

考
え

る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　

さ

ら

に
、

こ

の

連
作
に

つ

い

て

も
、

桃
や

李
と

柳
を
比

較
す

る

の

が

偶
数
の

其
二
・

其
四

で

あ
る
こ

と
、

ま

た
や
は

り

偶
数
の

其

八

で

も

他
の

樹

木
と

比

較
し

て

い

る
こ

と
、

前
半
の

四

首
が

両
都

の

柳
で

ま

と

ま
り

、

後
半
の

四

首
が

懐
古
と

別
離
で

二

首
ず
つ

ま

と

ま

る

こ

と

な
ど

か

ら

考
え

る

と
、

二

者
に

よ

る

掛
け
合
い

を

想

定
し

て

作
ら

れ

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ
れ

る
。

た

だ

し
、

男

性

と

女

性
と
い

う
意

識
は

あ
ま

り

な
い

よ

う
で

あ
る

。

　

簡
単
に

ま

と

め

る

と

次
の

よ

う

に

な
ろ

う
か

。

 
古
い

歌
よ

り
こ

の

「

楊
柳
枝

詞
」

を

お

聞
き

下
さ
い

。

ー
A

 
春
の

盛
り

の

桃
や

李
も、

柳
が

あ
っ

て

こ

そ

美
し

い
。

iB

 
皇
居
の

お

堀
の

柳
の

色
が
、

都
の

若
い

衆
を

迷
わ
せ

る
。

lA

 
歌
に

名
高
い

洛
陽

の

桃
李
も

、

永
遠
の

柳
に

は

及
ば
な
い

。

…

　

B
 
玄
宗
の

御

世
の

柳
も
、

今
は

振
り

向
く

人
と

て

な
い

。

IA

 
煬

帝
の

行
宮
の

柳
の

花
が
、

荒
れ
た

御
殿
に

飛

び

舞
う

。

ー
B

 
同
心

結
び

に

こ

め

た

思
い

を
、

旅
立
つ

あ
な

た

は

御
存
じ

で

　

し
ょ

う
か

。

ー
A
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長

安
の

多
く
の

木
々

で
、

柳
だ

け

が

別
れ

に

関
わ
る

。

IB

　
こ

の

よ

う
に

、

二

首
ず
つ

が

関
連
し
、

対
に

な
っ

て

構
成
さ

れ

て

い

る

の

は
、

や

は

り
二

者
に

よ

る

掛
け

合
い

の

形
で

歌
わ

れ

て

い

た
こ

と

を
反

映
し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
。

　

以
上
、

本
節
で

は
、

劉
禹
錫
の

八

首
の

構
成
に

つ

い

て

述
べ

た
。

三
、

両

者
の

関
係
に

つ

い

て

　

以

上
、

そ

れ

ぞ

れ

の

連

作
の

構
成
に

つ

い

て

述
べ

た

が
、

本

節
で

は

劉
白
の

連
作
の

問
の

共
通

点
と

相
違
点
を

考
え

て

み

た

い
。

　

ま

ず

共
通
点
の

方
を

挙
げ

る

と
、

第
一

に
、

ど

れ

も

柳
に

関
す

る

も
の

で

あ
る

こ

と

で

あ

る
。

初
期
の

詞
で

は

詞

牌
と

内
容
と

が

一

致
し
て

い

る

の

が

普
通

で

あ
る
か

ら

当
た

り
前
の

こ

と

で

は

あ

る

が
、

最
も

基

本
的
に

、

柳
の

詩
で

あ
る

と
い

う

点
で

共

通
し

て

い

る
。

　

第
二

に

は
、

新
た

な

価
値
観
の

発

見
と
い

う
態
度
が

、

強
弱
の

差
は

あ
れ

、

と

も

に

見
ら

れ

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

白

居
易
は
、

従
来
柳
の

名
所
で

は

な
か

っ

た

蘇
州
や

杭
州
の

柳
を

取
り

挙
げ
、

風
の

止
ん

だ
一

瞬
の

柳
の

静

的
な

美
を
歌
う

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は

中
氏
の

論
文

に

詳
し

い
。

劉
禹
錫
は

、

柳
の

名
所
に

つ

い

て

歌
っ

て

は

い

る
が
、

桃
や

李
の

美
を

さ

さ

え

る

存
在
と

し

て
、

ま

た

無
限
の

存
在
と

し

て

柳
を

歌
う

。

こ

の

よ

う
に
、

新
し
い

革
袋

に

は

新
し
い

酒
を
盛
る

と
い

う
態

度
は
、

両

者
に

共

通

し

て

あ
る

よ

う
に

思

わ

れ

る
。

中
氏

の

い

う
「

今
」

は

劉
禹
錫
に

も

見
ら

れ

る

の

で

あ
る

。

　

こ

れ

は
、

「

楊
柳

枝
」

と

い

う
曲
が
、

当

時
最
新
流

行
の

曲
で

あ
っ

た

た
め

、

自
分
達
が

新
し
い

歌
詞
を

作
ろ

う
と

い

う
こ

と

に

な
っ

た

時
、

古
い

内
容
を

避
け

て
、

新
し
い

内

容
を

盛
り

込

ん

だ

歌
詞
を

制
作
し

た
こ

と

に

よ

る

の

で

あ
ろ

う
。

　

さ

ら
に

、

二

人

の

歌
い

手
に

よ

る

歌
唱
が

想

定
さ

れ

て

い

た

と

思
わ

れ
る

点
で

あ

る
。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は
、

前
二

節
に

お

い

て

述
べ

た
の

で

こ

こ

で

は

繰
り

返
さ

な
い

。

　

続
い

て

相
違
点
に

つ

い

て

述
べ

よ
う

。

　

相
違
点
の

第
一

は
、

自
の

八

首
が

、

個
人
的
な

経
験
を
背
景

に

持
っ

て

い

る

の

に

対
し

て
、

劉
禹
錫
の

も
の

は
い

わ

ば
一

般
的
な

も

の

が

歌
わ

れ

て

い

る
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

蘇

州
や

杭
州
の

柳

の

美
は

自
居
易
の

体
験
を

通
し

て

認
識
さ

れ

た

も

の

で

あ
る

し
、

杭
州
の

蘇
小

小
と

し

て

登
場
す

る

女
性
も

、

あ
る

個
人
、

す
な

わ

ち

陳

結
之
が

意
識
さ

れ

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

こ

れ

に

対
し

て

劉

禹
錫
の

場
合
は
、

い

わ

ゆ

る

柳
の

名
所
と

し

て

沐
水
の

ほ

と

り
の

柳
を
歌
い

、

ま

た

長
安

の

別
離
の

地
で

あ

る

青
門
で

の
→

般
的
な

別
離
を
歌
う

。

　

こ

の

連
作
を

流

行
歌
の

歌
詞
と

し

て

考
え

た

時、

白

居
易
の

も

の

は

作
詞
家
の

個
人

的
な

感
情
の

よ

う
な

も

の

が

強
く

表
れ

て

お

り
、

作
詞
家
個
人

と

重

な

る

体
験
を

持
つ

人

に

と
っ

て

情
は

切

実

で

あ

る

が
、

万

人
向
け

で

は

な
い

に

思
わ

れ

る
。

そ

れ

に

対
し
て

劉

禹
錫
の

も

の

は
、

誰

に

聞
か

せ

て

も
よ

い
、

と
い

う
よ

う
な

性
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質
を

持
っ

て

い

る

よ

う
だ

。

　

こ

れ

は
、

ま

ず

第
】

に
、

こ

の

曲
を
歌
う
妓
女
と

詩
人
と

の

関

係
に

よ

る

の

で

あ
ろ

う
。

白
は

自
分
の

家
妓
で

あ

る

か

ら
彼
女

達

と

の

個
人

的
な

体
験
を

歌
わ
せ

る

こ

と

も

で

き

よ

う

が
、

劉
と

し

て

は
、

友
人

の

寵
妓
で

あ
っ

て

個
人

的
な

関
わ

り

は

薄
か
っ

た

た

め
、

こ

の

よ

う
な
一

般

的
内
容
の

も

の

と

な
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

第
二

に

は
、

こ

の

詞
の

原
初
的
な

演
奏
の

形
態
と

関
わ

る

の

で

あ

ろ

う
か

。

白
居
易
が

、

自
ら
の

家
妓
に

自
作
の

歌
詞
を

歌
わ
せ

て

個
人
的
に

楽
し

む

の

で

あ
れ
ば

、

個
人

的
な
内
容
が

ま

さ

し

く

ふ

さ

わ

し
い

で

あ
ろ

う
。

　

こ

れ

に

対
し
、

劉
の

場
合、

白
の

連
作
と

同
様
な

形
式
を

用
い

て

制
作
し

て

い

る

か

ら
、

白
が

こ

の

連
作
を

家
妓
に

（

そ

れ

も
二

人

の

掛
け

合
い

形
式
で
）

歌
わ
せ

る

こ

と

を

察
し

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
。

た

だ
、

劉
に

と

っ

て

は

自
が

ど

の

よ

う
な

場
で

こ

の

歌
を

歌
わ

せ

る
の

か

分
か

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う
。

そ

れ

を

も

配
慮

し

て

こ

の

よ

う

な

内
容
の

違
い

が

表
れ

た

の

で

あ
ろ

う

と

思
わ

れ

る
。

　

第
三

に
、

第
二

の

理

由
と

も
関
わ

る
が
、

こ

の

唱

和
が

行
な

わ

れ

た

時、

劉
が

蘇
州
に

い

た
こ

と

に

も
よ

る

で

あ
ろ

う
。

白
が

演

奏
さ

せ

る

時
の

形
態
が

分
か

ら
な
か

っ

た

の

で

あ

ろ

う
。

　

相
違
点
の

第
二

は
、

新
し
い

も
の

を
盛
り

込

も

う
と

い

う

態
度

の

中
で
、

白
の

場
合
は

表

現
面
に

も

そ

の

工

夫
が

及
ん

で

い

る

の

に

対
し
、

劉
の

方
は

表
現
の

面
で

は

多
く

常
套

的
な

表

現
を

用
い

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

こ

れ

も

歌
う
妓
女
と

の

関
わ

ワ
や

演
奏
の

形
態

、

劉
と

白
が

離

れ

て

い

た

こ

と

に

よ

る

の

で

あ
ろ

う
。

白
が

個
人

的
に

楽
し

む

場

合
は

自
分
な

り

の

表
現
を
す

る

こ

と

が

可
能
で

あ

る

の

に

対
し

、

劉
の

場
合
は

友
人

の

家
妓
に

歌
わ
せ

る

も
の

で

あ

り
、

そ

の

場
が

ど

の

よ

う
な

場
か

分
か

ら

な
い

か

ら
、

表
現
の

面

で

も

あ．
ま

り
奇

抜
な

こ

と

を
工

夫

す
る

を
避
け

た

の

で

あ
ろ

う
。

不
特
定
多
数
の

聴
衆
を

も

想

定
し

て

作
っ

て
い

る

と
い

え
る

。

　

今
、

劉
の

「

楊
柳
枝
詞
」

が
、

白
の

家
妓
に

よ
っ

て

歌
わ

れ
る

こ

と

を

想
定
し

て

作
ら

れ

た
と

し
て

考
え

て

み

た

が
、

実
際
に

白

の

家
妓
が

歌
っ

た

の

か

ど

う
か

、

確
証
は

な
い

。

た

だ
、

冒
頭
に

引
用
し

た

開
成
三

年
（

八

三

八
）

の

「

醉

吟
先

生

傳
」

（

二

九
五

三
）

に
、

「

又

た

小
妓
に

命
じ

て

楊
柳
枝
の

新

詞
十

數
章
を

歌
は

し

め
」

と

い

っ

て

い

る

の

は
、

自
の

八

首
と

劉
の

八

首
と

を

合
わ

せ

た

数
で

あ

る

と

も

考
え

ら

れ

る
。

　

ま

た
、

こ

の

連
作
を
唱
和
詩
と

し

て

考
え
る

場

合、

ど

ち

ら
が

原
唱
で

ど

ち

ら

が

和
篇
か

と
い

う
こ

と

も

問
題
に

な

る
。

決
め

手

は

な
い

が
、

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に
、

白
居
易
の

も

の

に

個
人
的

な

内
容
が

多
い

と

言
う
こ

と
か

ら

す
れ

ば
、

白
は

最
初
は

個
人
の

愉
し

み

と

し

て
こ

の

連
作
を

作
っ

た

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

そ

れ

を

蘇
州
に

い

る

劉

に

見
せ

、

そ

れ
で

は

と
い

う
こ

と

で

劉
が

作
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

劉
は

白
の

連

作
を

見
て
、

そ

れ

が
二

者
の

掛
け

合
い

の

形
で

演
奏
さ

れ

る

こ

と

を

感
じ

と
っ

た

の

で

は

な
い

だ

ろ
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う
か

。

そ

し

て
、

劉
も
そ

れ

に

合
わ
せ

て

連
作
を

構
成
し

た

の

で

あ
ろ

う
。

そ

れ

を

送
ら

れ

た

白
が
、

両
者
の

歌
詞

を

家
妓
に

歌
わ

せ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

白
の

「

楊
柳

枝
」

に

関
す

る

言
及
の

多
い

こ

と

か

ら

考
え

て

も
、

白
が

原
唱

で

劉
が

和
篇
で

あ
る

と

考
え
て

よ
い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

な

お
、

瞿

蛻
園
氏
『

劉
禹

錫
集
箋
証
』

は

そ

う

判
断
し

た

理

由
に

つ

い

て

は

触
れ

な
い

が
、

白
が

原

唱
で

劉
が

そ

れ

に

和
し

た

と

し

て

い

る
。

　

以

上、

本
節
で

は
、

こ

の

連
作
の

構
成
に

つ

い

て

述
べ
、

と

も

に
〜

時
に

作
ら

れ

た

連

作
で

あ
る

こ

と
、

さ

ら

に

こ

れ

ら

の

連
作

の

相
違
点
・

共
通
点
に

つ

い

て

述
べ

、

唱

和
の

実
際
に

つ

い

て

考

え

て

み

た
。

終
わ

り

に

　

劉
白
に

と

っ

て

こ

の

「

楊
柳
枝

詞
」

の

制
作
に

は
、

一

体
ど

の

よ

う
な

意
味
が

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う

か
。

　

白
に

と
っ

て

は
、

家
妓
と

の

細
や

か

な

心
の

交
流
の
一

コ

マ

で

あ

り
、

老

齢
に

達
し

た

彼
の

慰
め

の
一

つ

で

も
あ
っ

た

ろ

う
。

そ

れ

に

親

友
の

劉
禹

錫
が

加
わ
っ

て
、

こ

の

楽
し

み

を

分
か

ち

合
っ

た

の

で

あ

ろ

う
。

劉
は

そ

の

家
妓
と

深
い

関
係
が

あ
る

訳
で

は

な

く
、

ま

た

蘇
州
に

い

た
と

も

考
え

ら

れ

る

の

で
、

白
の

よ

う
に

私

的
な

内

容
に

終
始
す
る

も
の

で

は

な

か

っ

た

が
、

劉
も

白
の

家
妓

に

親
し
み

を

抱
き
、

楽
し

ん

で

い

た

様
子

が

う
か

が

え
る

。

　
こ

の

唱
和
は
、

韻
を

同
じ

く

し

て

表

現
を

競
い

合
う
和
韻
詩
の

よ

う
な

主

知

的
・

理
性
的
な

楽
し

み
で

は

な

く
、

主

情
的

・

感

情

的
な

楽
し

み

で

あ
っ

た

と

い

え

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

も
し

こ

の

唱
和
が

そ

の

よ

う
な

意

味
を

持
つ

も

の

で

あ

る

と

し

た

ら
、

そ

れ

は

ひ

と

え

に

白
居
易
の

家

妓
の

存
在
に

よ

る
こ

と

が

大
き
い

と
い

え

る

の

で

は

な
い

か
。

　

本
稿
で

は
、

劉

白
の

「

楊
柳

枝
詞
」

を

連
作
と

し

て
、

ま

た

唱

和
詩
と

し

て

読
む
こ

と

を
試
み

、

特
に

白
の

場
合
に

は
、

別
項
で

述
べ

た
、

家

妓
の

樊
素
な

ど

と

の

関
係
か

ら

こ

の

楊
柳

枝
詞
の

構

成
を

考
え

て

み

た
。

彼
ら

に

と
っ

て

こ

の

唱
和
は

、

民

歌
に

取
材

し

て

填
詞
の

魁
の

作
品

を

作
っ

て

み

た

と
い

う

以
上
に

、

白
と

家

妓
・

劉
と

白
の

精

神
的
交
流
の

側
面
が

大
き

か

っ

た

と

思
わ

れ

る

の

で

あ

る
。

（

注
）

 

白

居
易
の

詩
文
の

テ
キ

ス

ト

に

は

四

部
叢
刊

所
収
の

那
波
本

　

を

用
い
、

花
房

英
樹

博
士

『

白
氏
文

集
の

批

判

的
研

究
」

へ

彙

　

文
堂
書
店

、

一

九

六

〇

年
）

に

よ

る

作
品
番
号
を

記
す

。

 

劉
禹
錫
の

作
品

の

テ

キ

ス

ト

に

は

四

部
叢
刊

本
を

用
い

、

花

　

房
英

樹
博
士
『

劉

禹
錫

作
品

資
料
表
』

（

京
都
府
立

大

学、

一

　

九
五

八

年
）

に

よ

る

作
品

番
号
を

記
す

。

 

中
氏
前
掲
論
文
に

お

い

て
、

す

で

に

こ

の

作
品
が

連
作
で

あ

　

る

と
い

う
立
場
が

取
ら

れ

て

い

る
。
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『

広
島
大

学
文
学

部
紀
要
』

第
五

十
四

巻、

一

九
九
四

年
。

　
以
下

別
稿
と

称
す
る

。

 

太

田

次
男

他
編
『

白

居
易

研
究
講
座
』

第
一

巻
「

白

居
易
の

　
文
学
と

人
生
1

」

所
収

。

勉

誠
社、

一

九

九

三

年
。

 

那

波
本
は

「

無
恨
情
」

に

作
る

。

他

本
に

よ
っ

て

改
め

る
。

 

　
掛
け

合
い

で

は

な
い

が
、

白
居
易
が

問

答
形
式

・

対

話
形
式

　
の

詩
を

好
ん

で

作
っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は
、

澤

崎
久

和
氏

の

　
「

白

居
易
の

詩
に

お

け

る

『

自

問
』

に

つ

い

て
」

（

『

福
井
大

学

　
教
育
学
部
紀
要
』

人
文

科
学

第
三

十
八

号
、

］

九

九
〇
年
）

に

　
詳
し

い
。

 

連
作
の

構
成
を

男
女
の

問
答
と

考
え

た

場

合
、

女
性
の

側
に

　
あ
た

る

作
品
に

お

い

て

も
、

柳
や

女

性
の

表
現
は
一

貫
し

て

男

　
性
の

目
か

ら

見
た

も
の

で

あ
る

こ

と

が
、

一

見
矛

盾
し

て

い

る

　
よ

う
に

見
え
る

。

つ

ま

り

女

性
が
、

「

私
は

美
し

い

の

だ
」

と

　
い

っ

て

い

る
こ

と

に

な
っ

て
、

不

自
然
で

あ
る

よ

う
に

も

感
じ

　
ら

れ

る
。

こ

れ

は

恐
ら

く
、

こ

の

連

作
が

最
初
か

ら

架
空
の

問

　
答
を

構
築
し

よ

う

と
い

う

明
ら

か

な

意
図
を

も
っ

て

作
ら

れ

た

　
の

で

は

な
く

、

歌
う

形
式
に

よ
っ

て

半
ば

無
自
覚
に

選
択
さ

れ

　
た
方

法
で

あ
る
か

ら

で

あ
ろ

う
。

す
な

わ

ち
、

白

居
易
自

身
の

　
思
い

を
二

人
の

歌
い

手
に

交
互

に

歌
わ
せ

る

こ

と

を

想
定
し

て

　
作
詩
し
た

結

果
、

自
然
に

二

者
の

立
場
が

出
て

き
た

の

で

は

な

　
い

だ

ろ

う
か

。

そ

の
］

方
が

「

楊
柳
枝
」

を

歌
う
女

性
と

い

う

　
立
場
に

近
く

、

も
う
一

人
が

白

居
易
の

立

場
に

近
い

と

い

う
こ

　

と

で

あ

ろ

う
。

注
9
参
照

。

ま

た
、

特
に

後
半
に

お

い

て

は
、

　

樊

素
が

白
居

易
か

ら

見
た

陳
結
之

を
歌
う
と
い

う
多
重

構
造
も

　

関
わ
っ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

 

残

念
な

こ

と

に
、

「

楊
柳

枝
二

十
韻
」

等
の

「

楊
柳

枝
」

の

　

演
奏
の

様
子
が

詠
ま

れ
て

い

る

資
料
か

ら
は

、

二

者
の

掛
け

合

　
い

形
式
で

あ
る

こ

と

は

う
か

が

え

な
い

が
、

開
成
三

（

八

三

　

八
）

の

白
の

「

天
寒
晩
起

、

引
酌
詠
懐

、

寄
許

州
王

尚
書
汝
州

　

李

常
侍
」

（

三

三

九
五
）

に

「

f
年
貧

健

是
樊

蠻
」

と

い

う

の

　
が

樊
素

・

小

蛮
の

二

人
の

妓
女
を
い

い
、

翌

開
成
四

年
の

白
の

　

「

病
中

詩
」

十
五

首

其

十
二

「

別
柳

枝
」

（

三

四
】

九
）

に

　

「

兩
枝

楊
柳
小
樓
中
」

と

い

っ

て

い

る

の

も
、

こ

の

二

人

の

妓

　

女
を
指
し
て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

こ

の

二

人
の

妓
女
が

掛
け
台

　
い

形
式
で

歌
っ

て

い

た

可
能

性
は

あ

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

　
な
お

、

白
居
易
自
身
も
、

こ

の

「

楊
柳
枝
」

が

踊
れ

た

と

思

　
わ

れ

る
こ

と

は
、

大
和
七

（

八
三

三
）

年
の

白
の

「

劉

蘇
州
寄

　

醸
酒
糯
米

、

李
浙
東
寄
楊
柳
枝

舞
衫

、

偶
因
嘗
酒

試
衫
、

輒
成

　

長
句
寄
謝
之
」

　
（

三

二

二

三
）

の

詩
に

よ
っ

て

分
か

る
。

　

　
ま

た
、

　
「

楊
柳
枝
詞
」

は

民
歌
を

題
材
に

し
た

も
の

と

さ

れ

　
る

が
、

民

歌
に

お

い

て

は
、

六

朝
の

頃
か

ら

掛
け

合
い

の

形
式

　
で

歌
わ
れ
た
と

思
わ

れ

る

資

料
が

残
っ

て

お

り
、

現
在
ま

で

民

　

衆
の

間
で

歌

合
戦
（

歌
垣
）

な
ど

が

行
な

わ

れ
て

い

る
こ

と

等、

　
大

木
康
氏
「

馮
夢
龍
『

山
歌
』

の

研
究
」

（
『

東
洋
文
化
研

究
所

　

紀
要
』

第
百
五

冊
、

一

九

八

八

年
）

に

詳
し

い
。

劉

禹
錫

の
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「

竹
枝
詞
」

の

連
作
に

つ

い

て

も

詳
し

く

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

 

こ

こ

で

い

う

蘇
州
の

女

性
も
、

具

体
的
な

人
物
が

意
識
さ

れ

　

て
い

た

の

か

も

し

れ

な

い

が
、

未
詳

。

 

劉
禹
錫
「

楊
柳
枝
詞
」

九

首
其
九
（

三

四
一
）

は
、

こ

こ

で

　

は

考
察
の

対

象
か

ら

外
す
こ

と

に

し

た
。

其
九
は

次
の

よ

う

な

　

作
品
で

あ
る

。

輕
盈

嫋
娜
占

年
華

舞
謝
妝
樓
處
處
遮

春
盡

絮
飛
留

不
得

隨

風
好
去
落

誰
家

　
こ

れ

は

開
成
四

年

五

首
其

十
二

の

「

別
柳

枝
」

た

も

　
の

で

あ
る

。

兩
枝

楊
柳
小

樓
中

　
　
兩
枝
の

楊
柳
　
小
樓
の

中

搦
郷

多
年
伴
醉
翁

　
　
嫋
郷

　
多
年
　
醉
翁
に

伴
ふ

明
日

放
歸
歸
去
後

　
　
明
日

放

歸
し

て

　
歸
り
去
り
て

後

世

間
應

不
要
春
風

　
　
世
問

　
應
に

春
風
を

要
せ

ざ

る
べ

し

　

さ

ら

に

劉
の

詩
を

承
け
て
、

白
居
易
が

「

前
有
別
柳

枝
絶
句

、

夢

得
継
和
云

、

春
尽

絮
飛
留
不

得
、

随
風
好
去
落
誰
家

、

又

復

戯
答
」

（

三

四

四

八
V

の

詩
を

作
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

年
が

明

け
て

開
成
五

年
（

八

四

〇）

の

作
で

あ
る

。

柳
老
春

深
日

又

斜

　
　
柳
は

老
い

春
は

深
く

　
凵

又
た

斜
め

な

輕
盈

搦

娜
と

し

て

　
年
華
を

占
め

舞
謝
歉

樓

　
處
處
に

遮
る

春
蠱
き

絮
飛
ん

で

　

留
め

得
ず

風
に

隨
ひ

好
し

去
っ

て

　
誰
が

家
に

か

　

落
つ

る

（

八

三

九
）

、

白
居
易
の

「

病
中
詩
」

十

　
　

（

三

四
一

九
）

を

承
け

て

作
ら

れ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

り

　

任
他
飛
向
別
人
家

　
　
任

他
す

　
飛
ん

で

別
人
の

家
に

向
ふ

に

　
誰

能
更
學
孩
童
戲
　

　

誰
か

能
く
更
に

孩
童
の

戲
を

學
ん

で

　
尋
逐

春
風
捉
柳
花
　
　
春
風
を

尋
逐
し

て

　

柳
花
を

捉
へ

ん

や

　

　
こ

れ

ら

の

詩
は

開
成
四

〜
五

年
頃
の

樊

素
と

の

別
離
を

背
景

　
に

し
て

い

る

の

だ

が
、

劉
の

「

楊
柳
枝
詞
」

其
一

〜
八

は
、

次

　
の

よ

う
な

点
か

ら

大
和
八

年
頃

の

制
作
と

思
わ

れ

る
。

1
白
が

曲
と

し

て

の

楊
柳
枝
の

曲
を

詩
に

歌
い

始
め

た

頃
で
、

こ

　
の

曲
が

白
の

興
味
を

引
い

た

の

は
こ

の

頃
と

思
わ

れ

る

こ

と
。

　
両
者
の

第
｝

首
に

「

新
翻
」

と

あ
る

か

ら
、

こ

の

曲
に

関
心
を

　
持
っ

て

か

ら

遠
く

な
い

時
期
に

作
ら

れ

た

と

考
え

る

の

が

自
然

　
で

あ
ろ

う
。

2
「

楊
柳

枝
二

十
韻
」

に

「

洛
下

新
聲
也
」

の

注
が

あ
る
こ

と
。

　
こ

れ

も
ー

と

同
じ

よ

う

に
、

其
一

の

「

新
翻
」

と

い

う
表

現
と

　
関
連
さ
せ

て

考
え

る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

3
白
居
易
の

集
の

中
で
、

大
和
八

年
の

作
品
の

あ

る

第
六

卜
四

巻

　
の

末
に

置
か

れ
て

い

る
。

開
成
四

〜
五

年
の

作
の

律
詩
は

巻
六

　
十
八

あ
た

り
に

入

れ

ら

れ

る

べ

き
で

あ
る
こ

と
。

4
両
者
の

第
】

首
の

表

現
の

類
似
と

「

新
翻
」

の

語
か

ら

見

て
、

　
白
の

作
と

劉
の

作
は
、

あ

ま

り

時
期
を

隔
て

ず

に

唱

和
さ

れ

た

　
と

思
わ
れ

る

こ

と
。

　

　
以
上

の

こ

と

に

加
え

て
、

も
し
、

其
の
一

〜
八

も

開
成
四

　
〜
五

年
頃
の

作
で

あ
る

と

す

る

と
、

樊

素
と

の

別
離
と

ほ

と

ん
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ど

同
時

期
で
、

「

醉
吟

先
生

傳
」

の

記

述
に

「

如

此

十
年
」

と

い

う
表

現
と

か

け

離
れ
て

し

ま

う
。

　

ま
た

、

構
成
の

上

か

ら

考
え

て

も
、

其
七
・

其
八
は

、

女
性

が

旅
立
つ

男
性
を

見
送
る

設

定
で

あ
り

な

が

ら
、

其
九

で

そ

の

立

場
が

逆

転
し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

こ

れ

は
、

其
七
・

其
八

は
一

般
的
な

別
離
で

あ
り

な

が

ら
、

其
九
が

白
と

樊
素
と

の

具

体
的
な
甥

離
で

あ
る

こ

と

に

よ

る
。

ま

た
、

其
八
に

お

い

て
、

別
離
の

こ

と

か

ら

歌
い

起
こ

し

て
、

別
離
に

関
係
す

る

木
は

た

だ

柳
の
み

と

結
ん

で

お

り
、

い

わ

ば

柳
讃
歌
と

な
っ

て

い

る

の

は
、

其
八

で

こ

の

連
作
が
一

旦

ま

と

ま
っ

た

か

ら

で

あ
ろ

う
。

　

以

上
の

よ

う
な

理

由
で

、

劉
の

連
作
の

う
ち
、

苴

二

〜
八

と

其
九
と

は

切
り
離
し

て

考
え

る
べ

き

で

あ
る
と

思

わ

れ

る
。

　

そ

う
な

る

と
、

な
ぜ

こ

の

其
九
が

前
の

八

首
と

と

も

に

九
首

に

纏
め

ら

れ

て

文

集
に

載
せ

ら

れ

る
こ

と

に

な
っ

た

の

か

と

い

う

点
が

問
題
に

な

る

が
、

九

首
に

纏
め

た

の

が

劉
禹
錫

自
身
か

ど

う
か

を
含
め

て
、

現

在
の

と

こ

ろ
よ

く

分
か

ら

な
い

。

　
な

お
、

「

洛

F
新
聲
也
」

の

注
は

、

中
氏

前
掲
論

文
に

い

う

よ

う
に
、

陳
の

徐
陵
の

「

折

場
柳
」

に

基
づ

く

表
現
で

あ
り

、

必

ず
し
も

中
唐
の

新
曲
と

解
さ

な

く
て

も
よ
い

と

も

考
え

ら

れ

る
。

た

だ
、

「

楊

柳
枝
」

の

曲

が

白
の

詩
に

現
れ
は

じ
め

る

の

が

こ

の

時
期
で

、

そ

の

後
は
コ

ン

ス

タ
ン

ト

に

詩
に

歌
わ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

考
え

て
、

表
現
と

し
て

は

徐
陵
に

よ
っ

た

も

の

で

も
、

や

は

り
こ

の

時
期
の

新
曲
と

考
え

て

よ
い

の

で

は

な
い

　

だ

ろ

う

か
。

 

四

部
叢
刊

本
「

龍
塚
」

に

作
る

。

紹
興

本
に

よ
っ

て

改
め

る
。

 

上

海
古
籍
出
版

社
、

一

九

八

九
年
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