
The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

白
居
易
の

「

月
」

の

詩

中

　
木

愛

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

は

じ

め

に

触

れ
て

み
た
い

。

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Lrterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

　
自

然

物
を

人

間
に

好
意

的
な

物
と

と

ら
え

て

詠
む

の

は
、

唐
詩

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ゆ

に

見

ら

れ
る

大
き

な

特
徴
で

あ
り

、

中
で

も
月
へ

の

親
し

み

に
つ

い

て

は
、

従
来

、

李

白
の

詩

が

多
く

考
察

対

象
と

さ

れ

て

き
た

。

白

居
易

も
ま

た
月
へ

の

親
し

み

を

多
く
詩

に

詠
ん

で

お

り
、

月

を

風

景
描
写
や

賞
翫
の

対
象
と

し

て

詠
み

込

む

も

の

の

他
に

、

白
居

易
の

方

か

ら

積
極

的

に

月

に

働

き
か

け
て

い

く

も

の

が

見

ら

れ

る．、

例

え
ば
、

江
州
左

遷

後
の

作
に

は
、

月

と

い

う

自
然
物
に

人

間
と

同
じ

情
を

認
め

て

人

格

化
し

た

り
、

自

分
の

日

常
に
よ

り
密

着
し

た

存

在
、

好

意
的
な

存
在

と
し

て

月
を

詠
む

も
の

が

現
れ
る

。

そ

こ

か

ら
は

、

苦

境
の

と

き

や
孤

独
の

と

き
、

白
居

易
が

月

と

い

う
自
然
物
か

ら

も

何
と
か

自

分
な

り
の

幸

福
を
す
く

い

取
っ

て

い

こ

う
と

し

た

こ

と

が

読

み

と

れ
る

よ

う
に

思

う
。

ま

た

晩

年
に

お

い

て

は
、

非

常
に

安
定
し

た

形
で

月

と

の

心

の

交
流

が

展

開
さ
れ

て

お

り
、

そ

こ

に

も
月

が

白

居

易
の

幸
福

感
を

増
す
一

要

素
と
な

っ

て

い

る

こ

と

が

窺
え

る
。

以

下
、

幸
福

感
と
の

関
係
を

軸
に

白

居
易
の

月

の

詩
を

考
察
し
、

併
せ

て

李
白
と

の

違
い

に
つ

い

て

も

一

　

賞
翫
の

対
象
と

し

て

の

月

　
白

居
易
の

詩

約
二

千
八

百

首
の

う
ち

、

月

が

詩

中
に

あ

ら
わ

れ

る
も
の

は

四
百

首
近
く

あ
る

。

そ
の

う
ち

単
な
る

風

景
描
写

と

は

別
に
、

月
へ

の

親
し

み

や
愛

着
を

詠
ん

だ
り

、

月

を

擬
人

化
し

て

詠
み

込

む

な
ど
、

月

に

対
す

る
特

別
な

意
味
づ

け
が

認
め

ら

れ
る

も
の

は
三

十
首

あ
ま
り

あ

る
。

　

本
章
で

は

ま

ず
こ

の

中
で
、

賞
翫
の

対
象
と

し

て

月

を

詠
ん

だ

詩
の

中
に

、

月
へ

の

親
し

み

が

詠
出
さ

れ
て

い

る

も
の

に
つ

い

て

見
て

お

き
た
い

。

江
州
左

遷
前
は

特
に

友
と

の

交

遊
の

中
で

月

を

詠
む

も
の

が

日
立
ち

、

宴

会
な
ど

娯

楽
の

場
で

の

詩
に

も
、

白
居

易
の

月
へ

の

親
し

み

を
見

る

こ

と

が

で

き
る

。

例
え

ば

「

霜
゜。

首

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

夏

同
諸

校
正

遊
開
元

觀
因
宿

玩
月
」

で

は
、

置
酒
西

廊
下

待

月

杯
行
遲

酒
を

西
廊
の

下
に

置
き

月

を

待
ち
て

杯

行
く
こ

と

遲
し
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と
、

酒

杯
を

手
に

月

の

出
を

待
ち
望
む

様

子
を

描
い

た

あ

と
、

須

臾
金

魄
生

若

與
吾

徒
期

須
臾
に

し

て

金

魄
生
じ

吾
が

徒
と

期
す

る
が

若
し

と

詠
ん

で

い

る
。

月
の

出

を
今
か

今
か

と

待
っ

て

い

る

と
、

ま

る

で

約

束
を

交
わ
し

て

い

た

か
の

よ

う
に

金

色
の

月

が

姿
を
現

し

た

と

言
い
、

白

居

易
は

宴
の

仲
間
を

迎
え

る

よ

う
に

月
を

迎
え
て

い

る
。

こ

こ

で

は

「

月

を

待

ち
て
」

「

吾
が

徒
と

期

す
る

が

若
し

」

と

い

っ

た

月
の

擬

人

化
に

、

月
を

愛
す
る

気

持
ち
が

よ

く
表
れ

て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な
月

を
待
つ

と

い

う
表
現
は
、

望

湖
憑

檻
久

　
　
　

湖
に

望
み

檻
に

憑

る

こ

と

久
し

く

待
月

放

杯
遲

　
　
　
月

を

待
ち

て

杯
を

放
つ

こ

と

遲
し

　
　

　

　
　

　

（

°。

 

一

江

樓
偶
宴

贈
同

座
、

長
安

↓
江

州
）

山

客
硯
前

吟
待
月

　
山
客
は

硯

前
に

吟
じ

て

月

を

待
ち

野
人

尊
前

醉
送

春
　

野
人

は

尊
前
に

醉
ひ

て

春
を

送
る

　

（

ω

OO

ω

和
裴

令
公
一

日

日
一

年

年
雜

言
見

贈、

退

居

後
）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
ま

獨

酣
還

獨
語

　

　

獨
り

酣
に

し

て

還

た

獨

り

語

り

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ま

待

取
月

明
迴

　
　
　
月

明
を
待

取
ち
て

迴
る

　
　

　

　
　

　

　
（

ω

零
゜。

對

新
家
醢

玩

自
種

花
、

退
居

後
）

な

ど
、

晩

年
に

至

る

ま

で

詩

中
に

散
見

す
る

。

ま

た
、

沙

鶴
上

階
立

潭
月

當

戸
開

沙

鶴

階
に

上

り

て

立

ち

潭
月

戸
に

當
り

て

開
く

此

中
留

我
宿

兩
夜

不
能

迴

月

留
三

夜
宿

春

引
四

山
行

此
の

中

我

を

留
め

て

宿
せ

し

め

　

　

か
へ

兩

夜

迴

る

能
は

ず

　

　

　
（

一

。。

 

仙
遊
寺

獨
宿
、

左

遷
前
）

月
留
め

て

三

夜
宿
せ

し

め

春
引
き

て

四

山
に

行
か

し

む

（

ω
卜。

お
早

春
題
少

室

東
巖

、

退
居

後
）

の

よ

う
に
、

美
し

い

月

が

私

を

引
き

留
め

る

と

い

っ

た

擬
人

化
も

見
ら
れ

る
。

こ

の

ほ

か
、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
と
し

　

　

戀

月

夜
同
宿

　

　
　
月

を

戀
ひ

て

夜
同

に

宿
し

　

　

愛

山

晴
共

看
　

　
　
山
を

愛
し

て

晴
れ
に

共

に

看
る

　

　

　
　

　

　
　

　
（

虧

ω

 

酬
李

少

府
曹
長

官
舍
見

贈
、

左

遷

前
）

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
お

そ

　

　

起
晩

憐
春

暖

　

　

　
起
く
る

こ

と

晩
く

し

て

春
の

暖
き
を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

憐
れ

み

　

　

歸
遲

愛
月

明

　

　
　

歸
る

こ

と

遲

く
し

て

月
の

明
ら
か

な

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

る

を

愛

す

　
（

N
。。

い。

G。

晩
起

、

退

居
後
）

　

　

愛
風

巖
上

攀
松
蓋

　
風

を

愛
し

巖
上

松
蓋
に

攀
り

　

　

戀
月

潭

邊
坐
石

稜

　
月

を

戀
ひ

潭
邊

石

稜
に

坐

す

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（

ω
一

〇
し。

香

山
寺
二

絶

其
二

、

退

居
後
）

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

な

ど

の

「

愛
月
」

「

戀
月
」

と
い

っ

た
ス

ト

レ

ー
ト

な

感

情
表

現

や
、

獨

到
山
下

宿

靜

向
月
中

行

獨

り

山
下
に

到
り

て

宿
し

靜
か

に

月
中
に

向
ひ

て

行
く

　

　

　

　
　

　
（

ω
卜。

心

山

下
宿
、

江
州
）
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寂

寞
挑
燈

坐

沈

吟

躡
月

行

起

向
月

下
行

來

就
潭

中
浴

歩
月

憐
清

景

眠

松

愛
緑

陰

小

宴
追

涼
散

平

橋
歩
月

回

な

ど
の
、

「

向
月
」

描

写
か

ら
も
、

き
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
か

か

　

寂
寞
と

し

て

燈
を

挑
げ
て

坐
し

　

　
　

　

　
　

　

ふ

　

沈
吟
し

て

月

を

躡
み

て

行

く

（

B
お
夏

夜
宿
直
、

忠
州

の

あ

と
の

長
安
）

　

起
き
て

月

下

に

向
ひ

て

行

き

　

來
り

て

潭
中
に

就
き

て

浴

す

　
（
卜。

卜。

Φ
 

香

山
寺
石

樓

潭
夜
浴
、

退

居
後
）

　

月
に

歩
み

て

清
景

を

憐
れ

み

　

松
に

眠

り

て

緑
陰

を
愛
す

　

　
　

　

　
　

　
（

黷
卜⊇
 

閑
詠

、

退
居

後
）

　

小

宴

涼
を

追
ひ

て

散
じ

　

　
　

　

　
　

　

　

か

へ

　

平

橋

月

に

歩

み
て

回

る

　

　
　

　

　
　

（

卜。

 

O
一

宴
散

、

退

居
後
）

「

跼
月
」

「

歩
月
」

と

い

っ

た

自
己

の

動

作
の

白
居

易
の

月
へ

の

親
し

み
を

見
て

取
る

こ

と
が

で

　

こ

の

よ

う
に

賞
翫
の

対

象
と
し

て

月
を

詠
じ

た
詩
で

は
、

左

遷

前
は

交
遊
の

場
で

、

左

遷

期
に

は

孤
独
や

寂
寥
の

中
で

、

晩
年
に

は

心

穏
や
か

な

状
態
で

静
か

に

月
に

向
か

う
も
の

が

多
い

と
い

う

よ

う
な

各
時

期
の

作

詩

背
景
に

お

け
る

特

徴
は

見
ら

れ
る

が
、

そ

こ

に

詠

出
さ
れ

た
月
へ

の

親
し

み

は

生

涯
を

通
し

て

変
わ
っ

て

い

な

い
。

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

な
お

、

唐
詩

に

お

け

る

擬
人
法
に
つ

い

て

は
、

澤
崎
久

和
氏

が

自

然
の

人

格
化
と

い

え
る

擬

人
法
が

唐
詩
で

活

発
に

使
用
さ

れ
る

こ

と

を

指
摘
さ

れ
、

自
然

物
を
「

送
」

「

迎
」

「

待
」

「

留
」

「

知
」

と

い

っ

た

動
詞

と
と

も

に

用
い

る

例

や
、

自

然
物
に

「

爾
」

「

汝
」

「

君
」

と

呼

び

か

け
る

例
な

ど

を

詳
細
に

考

察
さ

れ

て

い

る
。

臼

居

易
の

月
の

詩

に

も
「

留
」

や
「

待
」

の

語
を

用

い

た

擬
人

表

現

が

見
受
け

ら
れ

る

が
、

こ

こ

で

取
り

上

げ
た

の

は

賞
翫
の

対
象
と

し

て

の

月
へ

の

親
し

み

で

あ
る

。

こ

れ
と
は

別
に
、

賞
翫
や
風

景

描

写
の

域

を
超

え

た
、

月
に

対
す
る

特

別

な
意

味
づ

け

（

「

知
」

「

送
」

「

迎
」

と

い

っ

た

語
や

月
へ

の

語

り

か

け

を

含
む

も
の
）

が

見

ら

れ
る

も
の

に

つ

い

て

は

次
章

以
下

で

触
れ

る
。

二

　

月
へ

の

働
き
か

け

江

州
、

忠
州

左

遷

を

経
て

ー

　

白
居

易
の

月
へ

の

親
し

み

は
、

江
州
左

遷

を

経
て

大

き
く

増
長

し
、

月
へ

の

積

極
的

な
働

き
か

け
が

見
ら

れ

る
よ

う
に

な
る

。

江

州
左

遷
後
ま

も
な

く
の

作
、

「

O
°・

O

山
中

間
月
」

を

見

て

み

よ

う
。

O
°。

O

　
山

中
間

月

　
爲

問
長

安
月

　
誰

教
不

相
離

　
昔

隨
飛
蓋

處

　
今
照
入

山
時

　
借
助
秋

懐
曠

　
留

連
夜

臥
遲

　
如

歸
舊

郷
國

　
似

對
好

親
知

　
松
下

行
爲

伴

山
中

月
に

問
ふ

爲
に

問

ふ

長
安
の

月

に

誰
か

相
ひ

離
れ

ざ
ら
し

む

る

と

昔

蓋
を

飛
ば

す

處
に

隨
ひ

今

山

に

入
る

時
を

照
ら

す

　

　

　
　

　

　
　

　

　
む

な

助
け

を
借
り

て

秋

懷

曠
し

く

留
連
し

て

夜

臥
す
こ

と

遲
し

舊
郷

國
に

歸
る
が

如
く

好
親
知
に

對

す
る
に

似
た

り

松

下

行
き

て

伴
と

爲
し
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谿
頭
坐

有
期

千
巖
將

萬
壑

無
處
不

相
隨

谿
頭

坐
し

て

期
有
り

千

巖
と

萬
壑
と

處
と

し

て

相
ひ

隨
は

ざ
る

は

無
し

　
こ

の

詩
は

、

長

安
の

月

に
、

な
ぜ

私
と

離
れ

ず
に

江
州
ま

で

つ

い

て

き

た
の

か
、

と

問
う
こ

と

か

ら

始

ま
っ

て

い

る
。

「

昔

蓋

を

飛
ば

す
處
に

隨
ひ
、

今

山
に

入

る

時

を

照
ら

す
」

と

あ

る

よ

う
に

、

か

つ

て

朝
廷

に

出

仕
す
る

と

き
一

緒
だ
っ

た
長

安
の

月
が
、

今
こ

こ

で

も

自
分
を

照
ら

し

て

く
れ

る
こ

と

に

慰
め

ら

れ
る

思
い

　

　

　
　

　

　
　
　

が
し

た
の

だ

ろ

う
。

月

と

向
か

い

合

う
時
の

気
持
ち

を
、

「

舊
郷

國
に

歸
る

が

如
く
、

好
親
知

に

對
す
る

に

似
た

り
」

と

言

う
。

そ

し

て

白
居

易
は

、

松
の

下

を
月

を

伴
っ

て

歩

き、

渓
流
の

ほ

と

り

に

座
っ

て

月
と

約

束
を

す
る

。

幾
重
に

も
折
り

重

な
る

険
し

い

山

の

中
で

、

月

は

ど

こ
へ

で

も

ぴ
っ

た

り

と

白

居

易
に

つ

き
し

た

が

っ

て

い

た
。

こ

こ

で

詠
ま

れ

る

月

は
、

賞
翫
の

対
象
と

し

て

の

美

し
い

月

で

は

な
い

。

時
間

的
空

間
的
制

限
を
超
え

て

自
分
に

密

着

し

た

月
へ

の

愛

着
を
｝

句
一

句
懸

命
に

詠

み

込

ん

で

い

る
。

　

ま

た
、

忠
州
よ

り

帰
還

後
の

長
安
で

は
、

同
じ

く
月

が

自

分
に

つ

い

て

く
る

と

い

う

現
象
に
つ

い

て
、

次
の

よ

う

に

詠
み
、

月
に

情
を

認

め

て

い

る
。

 
刈

G。

　
客
中
月

　

客

從
江
南
來

　

來
時
月

上

弦

　

悠
悠

行
旅

中

　
三

見
清
光

圓

客

中
の

月

　
　

　

よ

客

江

南

從
り

來

る

來
る

時

月

上

弦

悠

悠
た
り

行
旅
の

中

　
　

　

　
　

　
ま
ど

か

三

た

び

清

光
の

圓

な

る

を
見

る

曉

隨
殘
月

行

夕

與
新
月

宿

誰
謂
月

無

情

千

里

遠

相
逐

朝
發
渭

水
橋

暮
入

長

安
陌

不
知
今

夜
月

又

作
誰

家
客

　

　

　
　

　
し
た

が

曉
に

殘
月

に

隨

ひ

て

行
き

夕

に

新
月

と

宿

す

誰
か

謂
ふ

月

に

情
無

し

と

千
里

遠
く

相
ひ

逐
ふ

朝
に

渭
水
の

橋
を
發

し

　

　

　
　

　
み

ち

暮
に

長

安
の

陌
に

入

る

知
ら

ず

今
夜
の

月

　

　

　
　

　

　
　

　
な

又

た

誰
が

家
の

客
と

作
る
を

　
こ

れ
は
、

旅
の

途

中
で

見

た

三

度
目

の

満
月

を

詠
ん
だ

も
の

で
、

「

曉
に

殘
月

に

隨
ひ

て

行
き

、

千
里

遠
く

相
ひ

逐

ふ
」

は
、

長
旅

の

道
中
、

月

が

白

居

易
と

と

も
に

あ
っ

た
こ

と
を

言
っ

て

い

る
。

「

誰
か

謂

ふ

月
に

情

無
し

と
、

千

里

遠
く

相
ひ

逐

ふ
」

、

つ

ま

り
、

月

は

無

情
だ

と

言
わ
れ

る
が

そ
ん

な
は

ず
は

な
く
、

情
が

あ

る
か

ら

こ

そ

千
里

も
の

道
の

り
を

も
つ

い

て

き
て

く
れ

る
の

だ

と

言
い
、

臼
居
易
が

月

を
情
あ

る

も
の

と

し

て

と

ら

え
、

こ

の

上

な

い

親
し

み

を
感
じ

て
い

る

こ

と
が

分
か

る
。

ま
た

末
二

句
は

、

長

安
に

到

着
し

た

白
居

易
が

、

今

夜
月
は

ど
こ

に

泊
ま

る

の

だ

ろ

う

か

と
心

配
し

て

い

る

よ

う
に

も

思
わ

れ
、

月
へ

の

思
い

や
り

が

感

じ

ら
れ

る
。

　
こ

れ

ら
二

首

は
、

い

つ

で

も
ど

こ

で

も

自
分
に
つ

い

て

き
て

く

れ
る

月

に
こ

の

上
な

い

親
し

み

を

感
じ

、

月

を

人
格

化
し

た

も
の

で

あ

る
。

　

次
に

挙
げ
る

「

 

 
ω

中

秋
月
」

は
、

先
に

挙

げ

た
「

山
中

間
月
」

と

同
年

、

江
州
で

の

作
で

あ

る
。

こ

こ

で

は

し

か

し
、

月
は

も
つ
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ば

ら
人
の

愁
い

を

引
く

も
の
、

人

界
と

隔
た
っ

て

人

情
を

解
さ

な

い

も
の

と

し

て

描
か

れ

て

い

る
。

¢

Φ
ω

　
中
秋

月

　

萬
里

清
光

不
可

思

　

添

愁
益

恨

繞
天

涯

誰

人
隴

外
久

征
戍

何

處
庭

前
新

別

離

失

寵
故

姫

歸
院
夜

沒

蕃
老

將
上

樓
時

照

他

幾
許
人

腸

斷

玉

兔
銀

蟾
遠

不

知

中
秋
の

月

萬
里
の

清

光

思
ふ
べ

か

ら

ず

愁

を

添
へ

恨

み

を
益

し

て

天

涯

を

め

ぐ繞
る

誰
人

か

隴
外
久
し

く

征
戍
す

る

い

つ

こ

何

處
の

庭

前
に

か

新
た

に

別
離

す

る寵

を
失
ふ

故
姫

院
に

歸
る

夜

蕃
に

沒

す
る

老

將

樓
に

上

る

時

幾
許
を

か

照

他
し

て

人

腸

斷
つ

玉

兔
銀

蟾

遠
く
し

て

知

ら

ず

一

年
の

う
ち
で

最

も

美
し

い

は

ず
の

月
、

楽
し

い

は

ず
の

中
秋

節

だ

が
、

こ

の

詩
は

「

月

は

も
の

思
う

こ

と

は

な

い
、

こ

の

世
の

あ

ち
ら

こ

ち
ら

に

愁
い

や
怨

み
を

増
し

て

空
を

め

ぐ
っ

て

い

る
」

と
、

深
い

嘆

き
で

始
ま
っ

て

い

る
。

そ

の

あ

と
、

兵

役
に

出

て

い

る

兵

士
、

庭

前
で

離
別

す
る

人
、

寵

愛
を

失
っ

た

姫
、

捕

虜
に

な
っ

た

老

将
と

、

今
宵
満
月

の

下
で

憂
え

て

い

る

で

あ

ろ

う

人
々

に

目

が

向

け
ら

れ
る

。

末
二

句
に

「

月

明
か

り

は

彼
ら

を
照

ら

し

て

断
腸

の

思
い

に

さ
せ

る

が
、

月

に

住
む

兔
や

蛙
は

知
ら

な

い
」

と

あ
る

よ

う
に

、

こ

こ

で

詠
ま

れ
て

い

る

月

は
、

人

界
か

ら

は

る

か

遠
い

世

界
の

も
の

で

あ
っ

て

人
事

を

解
さ

な
い

。

詩
全
体
が
一

貫
し
て

嘆
き
一

色

と
な
っ

て

い

る

が
、

こ

の

と

き

白
居

易
は

、

弟
白

行
簡

と

離
別

し

て

三

年
目

の

秋
で

も

あ
っ

た
。

家
族

や
故

郷
を
思

わ

せ

る

中
秋
の

月

に
、

白
居

易
の

心
は

と

り

わ
け

沈
ん

だ
の

で

あ
ろ

う
。

　

同
じ

江

州
の

廬

山
に

あ
っ

て
、

「

山

中

問
月
」

の

よ

う
に

積

極

的
に

月
を

友
と

し

親
し

み

を

感
じ

る

詩
が

あ

る

か

と

思
え
ば

、

人

を

憂
え

さ
せ

る

非
情
な

月

よ
、

と

嘆
き

の

詩

を

詠
む

。

こ

れ
は

、

当

時
白

居

易
の

心
の

振

幅
が

い

か

に

大
き
か

っ

た

か

を

物

語
っ

て

い

る

よ

う
に

も
思
わ

れ

る
。

江
州
左

遷
と
い

う

突
然
の

不
遇
に

見

舞
わ

れ
、

白

居
易
の

心

は

大

き

く
揺

れ
て

い

た
。

不
遇
か

ら
生
じ

る
マ

イ

ナ
ス

感

情
を

解
消

す
べ

く、

個
人

的
幸
福
の

領

域
を

耕
す

こ

と
に
エ

ネ
ル

ギ

ー
を

注
い

だ

こ

と

は

従
来
よ

り

指
摘
さ

れ
て

い

る
。

花
へ

の

傾

斜
が

そ
の
一

つ

で

あ

り
、

こ

の

時

期
白
居

易
は

積

極
的

に

花

を

自
分
の

庭
に

；

移

植
し

、

所
有
化
し

た

り

語
り

か

け

た

り

す

る
詩

を

作
っ

て

い

る
。

月
の

詠

み
方
を

通
し

て

も

ま

た
、

当

時
の

心
の

揺
れ
が

垣

間
見

ら

れ

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

こ

の

時
期
の

白
居

易
は
、

嘆

き

や
愁
い

を
引

く
要

素
を
十

分
に

持
ち

合
わ

せ

て

い

る

月
を
、

そ
の

ま
ま

詠
ん

で

憂
い

に

沈
む

だ

け

で

な

く
、

む

し

ろ

自

分
自
身
に

情
あ
る

も
の
、

自

分
自
身

に

好
意

的
な

も
の

と

し

て

必

死

に

詠
み

込

も
う

と

し

て

い

る
。

白

居
易
の

幸
福

を

構
成

す
る
｝

要
素
と

し

て
、

月

を

取
り

込

む

試
み

も
な
さ

れ
た
の

で

あ

る
。

　

そ

し

て

こ

の

あ
と

は
、

月

が

人

間
を

憂
え
さ

せ

る

と

言
う
な
ど

、

直

接
人

間
に
マ

イ

ナ

ス

に

作
用

す
る

こ

と

を

「

中

秋
月
」

の

よ

う

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

に

明

白
な

形
で

詠
む

例
は

見
ら

れ
な

く
な

る
。

こ

れ

以

後
は

確
実

に

自

分
に

親
し

い

も
の

と

し

て
、

月

を

見

る

目

が

安
定
し

て

い

っ

た

と

言

え
よ

う
。
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例
え
ば

、

次
の

赴
任
地

杭
州
へ

の

行
き

帰
り

に
、

白

居
易
は

自

分
を

送
っ

て

く
れ

る
月

を

詠
ん

で

い

る
。

ま

ず
、

長
安
か

ら

杭
州

へ

赴

く
と

き
の

作
「

一

ω

O
Φ

宿
陽
成

驛
對
月
」

を

挙
げ
る

。

お
O
 

　
宿

陽
成

驛
對
月

　
親
故
尋
回

駕

　
妻
孥

未
出

關

　
鳳
皇

池
上
月

　
送
我

過

商
山

　

陽
成
驛

に

宿
し

月

に

對
す

　

　

つ

い

　
　

　

　
　

か
へ

親
故

尋
で

駕
を

回

し

妻
孥

未
だ

關
を

出
で

ず

鳳
皇

池

上

の

月

我
を

送
り

て

商

山
を
過

ぐ

こ

れ
は

、

途

中
ま

で

見
送

り

に

来
て

く

れ

た

親
族

や
友
人

た

ち
が
、

み

な

車
を

引
き
返

し

て

帰
っ

て

し

ま

い
、

同

行
の

妻

子
は

は

る

か

後

方
に
い

る

と
い

っ

た

状
況
で

あ
る

。

風
光

明
媚
な
士

地

杭
州
へ

の

赴
任
に

幾
分
の

期
待
も

あ
っ

た

だ

ろ

う
が

、

左

遷
の

身
に

代
わ

り
は

な
か
っ

た
。

妻

子
も

あ
と

か

ら

も
来

る

と

は
い

え
、

こ

の

と

き
の

白
居

易
に

は
、

心

も

と
な

さ
や

憂
愁

、

ひ

と
り

ぼ
っ

ち
の

孤

独
や

寂

寥
な

ど
、

 
マ

イ

ナ
ス

感
情
が

生
じ

る

要

素
は

十

分
に

揃
っ

て

い

た
で

あ
ろ

う
。

そ

ん

な
と

き
、

白
居

易
は
「

鳳
皇

池
上

の

月
、

我
を

送
り

て

商
山
を

過
ぐ

」

と

詠
っ

た
。

月
が

商
山
ま

で

私

を
送

っ

て

く

れ
て

い

る

と
、

月
か

ら

慰
め

を

得
る
こ

と

が

で

き
た
の

で

あ
る

。

　

月

に

情
を

認

め

よ

う
と

す

る

姿
勢
は

、

次
の

「

・。

ω

 

宿
藍
溪
對

月
」

に

も
見

受
け

ら
れ

る
。

同

じ

く

杭
州
へ

の

道
中
に

詠
ん

だ

詩

で

あ

る
。

ω

ω

 

　
宿

藍
溪

對
月

　

　
藍

溪
に

宿

し

月

に

對

す

昨

夜
鳳

池
頭

今

夜
藍

溪
口

明
月

本
無

心

行

人
自
廻

首

新
秋
松

影
下

半

夜
鐘

聲
後

清
影
不
宜

昏

聊

將
茶

代
酒

　

　

　

　

　
ほ

と
り

昨

夜

鳳

池
の

頭

　

　

　

　

　
ほ

と
り

今

夜

藍
溪
の

口

明
月

本
よ

り
心

無
き

も

　

　

　

　
こ

ラ
ベ

　

め

ぐ

行
人

自
ら

首

を
廻

ら

す

新

秋

松

影
の

下

半

夜

鐘
聲
の

後

清

影

宜
し

く

昏
す
べ

か

ら
ず

　

　

　

　
も
つ

聊

か

茶
を

將
て

酒
に

代
ふ

こ

こ

で

は

「

明
月

本

よ

り

心

無
し

」

と

あ

り
、

一

見

月
に

は

心

が

な

い

と

客

観
的
事

実
を

冷
静
に

述
べ

て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

し

か

し

そ

の

あ

と

に

続
く

「

行

人

自
ら

首

を
廻

ら

す
」

と

は
、

月

に

心

が

な

い

と

分
か
っ

て

い

な
が

ら
、

そ

れ
で

も

自

ず
と
月

を

ふ

り

返
っ

て

見

て

し

ま

う
白

居

易
自
身
の

姿
で

あ
ろ

う
。

月
は

無

情
の

物

体
で

あ

る

が
、

そ
れ
で

も
ふ

り

返
っ

て

し

ま

う
の

は

な
ぜ

か
、

人

が

ふ

り

返

り

た

い

と

思
う

何
か

、

人

を
ふ

り

返
ら

せ

る

何

か

が

あ

る

か

ら
だ
と

、

白
居

易
は

思
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

月

は
、

「

新

秋

松

影
の

下
」

に

も

「

半
夜

鐘

聲
の

後
」

に

も
、

白

居
易
の

そ

ば

に

あ
っ

た
。

　
こ

の

詩
は
、

白
居

易
が
月

に

対
し

て

自

分
へ

の

情
を

認
め

よ

う

と
し

て

い

る

点
に

お
い

て

は
、

前
の

二

首
と

共

通
し

て

い

る
。

た

だ

前
の

二

首

で

は
、

「

爲
に

問
ふ

長

安
の

月

に
、

誰
か

相
ひ

離

れ
ざ

ら
し

む
る

と
」

と
、

誰
が

自
分
と

月
と

を

離
れ
さ
せ

な

い

よ

う
に

し

て

い

る
の

か

問
い

た

だ
し

た
り

、

ま
た

、

月

が

自

分
に

従

っ

て

来
な
い

と
こ

ろ

は

な
い
、

つ

ま
り

自
分
と

ぴ
っ

た

り

密

着
し
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て

い

る

様

子
を
、

「

千
巖
と

萬

壑
と

處
と

し

て

相
ひ

隨
は

ざ
る

は

無
し

」

と

二

重

否
定

を

用
い

て

強

調
し

た

り
、

さ

ら

に
、

月

に

盾

が

あ

る

の

だ

と

い

う

思
い

を
、

「

誰
か

謂

ふ

月
に

情
無
し

と
、

千

里

遠
く
相
ひ

逐

ふ
」

と

反
語

を
用
い

て

詠
む

な
ど

、

月
へ

の

強

い

働
き
か

け

を
必

要
と

し

て

い

る
心

情
が

そ
の

背
後
に

認
め

ら
れ

る
。

一

方

「

宿
藍

溪

對
月
」

で

は

こ

の

よ

う
な

技
法

は

用
い

ら
れ

て

お

ら

ず
、

末
二

句
で

酒
で

は
な

く

茶
を

入
れ
て

清
ら

か

な

月
に

向
か

お

う
と
い

う
よ

う
に

、

静
か

に

落

ち

着
い

て

月

と
の

交

流
を

感
じ

取
ろ

う
と

し

て

い

る

こ

と

が

読
み

と

れ

る
。

そ

れ
に

は
、

こ

の

詩
が

風

光

明

媚
な

土
地

杭
州
の

作
で

あ

る

こ

と
、

杭
州

に

あ
っ

て

精
神

的
な

落
ち

着
き
を

得
て

い

た

こ

と

な
ど

が

関
係
し

て

い

る

の

か

も

し

れ

な
い

画

　

同
じ

く
、

杭
州
を

去

る

と

き
も

次
の

よ

う
な

詩
を

詠
ん

で

い

る
。

ω

誤
　
別
萱

桂

　

使
君

竟
不

住

　

萱
桂

徒
栽

種

　

桂
有
留

人

名

　
茜
見

鉦
酬

亡
心

甘

愛
田
川

　
不

如
江

畔
月

　
歩
歩
來
相
送

萱

桂
に

別
る

　

　

　

　

と
ど

使
君

竟
に

住
ま

ら

ず

萱
桂

徒
に

栽
ゑ

種
う

桂
は

人

を

留
む

る

名
有
り

萱

は

憂
ひ

を

忘

る
る

用
無
し

し如
か

ず

江
畔
の

月

歩

歩
來
り

て

相
ひ

送
る

に

花
を

愛
し

木
々

を
愛
し

た

白

居
易
は

、

杭
州
で

も

萱
や

桂
を

植
え

て

楽
し

ん

で

い

た
が

、

洛

陽
へ

持
っ

て

帰
る

こ

と

は

で

き
な
か
つ

た
。

人
を

引

き
留
め

る

と
い

う

桂
や
実

際

は

憂
い

を

忘
れ

さ
せ

る

効
力
の

な
い

萱
よ

り
、

月
の

ほ

う

が

よ

い

の

だ

と

白
居

易
は

言
う
。

自
分

の
一

歩
一

歩

に

歩
調
を

合
わ
せ

て

見

送
っ

て

く
れ

る

と
い

う

末
句
か

ら

は
、

白

居

易
が

自

分
の

肌
身
で

感
じ

と
っ

た

月
へ

の

愛

着
が

感
じ

ら
れ

る
。

三

　

月
と

風
景

i
杭
州
、

蘇
州

、

洛

陽

ー

　

白
居

易
が

と

り
わ

け

杭
州
西

湖
の

風

景
を

愛
し

た

こ

と
は

よ

く

　

　

　

　
　

　

　

知

ら

れ
て

い

る

が
、

杭
州
で

は

風

景
も
ま
た

、

幸
福
を

感
じ

取
る

要

素
と

し

て

加
わ
っ

た

よ
う

で

あ
る

。

杭
州

期
の

詩
に

は
、

一

個

の

対

象
と
し

て

月

を

意
識

す
る

も
の

と

は

別

に
、

月
を

含
む

風
憬

全

般
を

詠
ん

だ

も
の

も
多
い

。

風

景
の

意
を

表
す
の

に

「

風
月
錚

の

語
が

あ

る

が
、

こ

れ
は

杭

州
赴

任
を

経
た

あ

た

り

か

ら

「

風

月

に

報
じ

て

知
ら

し

め

よ
」

と
、

「

風
月
」

を

擬
人

化
し

た

表

現
が

現
れ
る

点
で

興
味

深
い

。

・。

ω

2
　
杭
州

迴

舫

　

自
別

錢

塘
山
水

後

　

不

多
飲
酒

懶

吟
詩

欲
將
此

意

憑
迴

櫂

與
報

西

湖
風

月

知

杭
州

迴
舫

錢

塘
の

山
水
に

別

れ
て

よ

り

後

多
く

は

酒
を

飲
ま

ず

詩
を

吟
ず

る

　
も

のロ
ノ

に

懶

し

　

　
　

　
も
ら
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
ニ

コ

　

　
　

　

　
　

　

　
　
え
ひ

此
の

意
を

將
て

迴
櫂
に

憑
ま

ん

と

欲

す

た

め與
に

西

湖
の

風

月

に

報

じ
て

知

ら

し

め

よ

杭
州

滞
在
中、

白

居

易
は

し

ば

し

ば

宴
を

開
き
西

湖
の

美
し

い

風

景
を

賞
で

て

楽
し

ん

で
い

た
。

帰
京
と

は
い

え

美
し

い

杭
州
に

後
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ろ

髪
引
か

れ

る

思
い

で

あ
っ

た
だ

ろ

う
。

西

湖
を

離

れ
て

歌
に

も

酒
に

も

興
趣

が

湧
か

な
い

気
持
ち

を
、

舟
に

託
し

て

「

西

湖
の

風

月
に

知

ら
し

め
よ

」

と

言
う

。

こ

の

「

西
湖
の

風

月
」

は
、

「

句

目
の

「

錢

塘
の

山
水
」

と

同

じ

く
杭
州

西
湖
の

美
し

い

風

景
の

意

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

で

使

わ

れ
た

言

葉
で

あ

ろ

う
。

自
分
の

心

境

を
西

湖
の

風
月

に

伝

え

る

と
い

う
こ

と

は
、

西

湖
の

風
月

な
ら

そ

れ
を

分
か
っ

て

く
れ

る

と
、

白
居

易
が

見
な
し

て

い

る
こ

と
を

意
味
す
る

。

　

杭
州

を

離
れ

る
と

き
に

生

ま

れ
た

「

風
月

に

報
じ

て

知

ら
し

め

よ
」

と
い

う

表

現
を

、

白

居

易
は

後
に

も
二

度
使
っ

て

い

る
。

懐

か

し

い

蘇
州
の

風
月

に

「

爲
に

江
山
の

風
月

に

報
じ

て

知
ら

し

め

よ
、

今
に

至

る

も

白
使
君

猶
ほ

在
り

と
」

（

霸

ご

送

王

卿
使

君

赴

任
蘇
州
因

思

花
迎

新
使

感

舊
遊
寄
題

郡
中

木

蘭
西

院
一

別
）

と

我
が

身
の

安

否
を

知
ら

せ

る

も
の

と
、

こ

れ
か

ら

向
か

う

洛
陽
の

　

　

　

　

　

　

　
こ

風

月

に

「

東

都

箇
の

狂

賓
客
を

添
ふ
、

先
づ

報
じ

て

壺

觴

風
月

に

知

ら

し

め

よ
」

（

卜。

謬
N

將
至

東
都

先
寄

令

狐

留
守
）

と

事

前
の

挨

拶
を

寄
せ

る

も
の

で

あ
る

。

風

月

の

方
か

ら

白

居

易
に

働
き
か

け
る

も
の

は

見
ら

れ
な
い

が
、

自

分
の

気

持
ち

を
理

解
し

て

く
れ

る

前
提
の

も
と

に

風
月

に

伝
言
を

寄
せ

る
の

は
、

風
月
に

情
を

付

与

し

て

い

る

こ

と

の

表

れ
と

言
え
よ

う
。

　

と

こ

ろ
で

、

白

居

易
に

お
い

て

は

愛
す

る
気

持
ち

が

深
け
れ

ば

深

い

ほ

ど
、

そ

れ
に

情

を
認

め

て

友
達
同

士

の

よ

う

に

接
し

た

り
、

ま

た
、

そ
れ

を

自
分
の

も
の

だ

と
思

う
所

有
意
識
が

強
く

な
る

よ

う

で

あ

る
。

日

用
品
で

は

炉

や
衣
類

あ

る
い

は

家
な
ど

が
、

自
然

物
で

は

花

や

鶴
、

石

な
ど

が

そ

う
い

っ

た

対

象
で

あ
っ

た
。

　
と

く
に

洛

陽
の

新
居
に

移
っ

て

安

寧
の

地

を

得
た

白
居

易
は

、

そ
こ

に

赴
任
先
か

ら

持
ち

帰
っ

た

植
物

や

鶴
、

石

な
ど

お

気
に

入

り
の

も
の

を

集
め
て

庭

造
り

に

勤
し
ん

だ
。

風

景
に

対
す
る

情
の

付
与

と

所
有

意
識
は

、

杭
州
で

の

美
し

い

風

景
と
の

遭
遇
を

経
て
、

の

ち

に

ま

た
、

自
宅
の

庭
に

お

気
に

入

り
の

景

観
を

作
り

上

げ
る

こ

と

に
よ
っ

て
、

一

層

深
ま
っ

て

い

っ

た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か
。

杭
州

期
の

作
品

に

見
ら
れ

る

「

杭
越
の

風

光
詩

酒
の

主
、

相
ひ

看

　

　

　

　

　

　
と

も

　

　

　
　
ぺ

て

更
に

何

人

と

與
に

す

合
き
」

（

卜。

も。

＝

元

微
之

除

浙
東

觀

察
使

喜

得

杭

越

鄰

州

先

贈
長
句
）

、

「

爲
に

涼
風

清

景

に

向

ひ

て

道
ふ

、

今

朝

我

が

兩
三

人

に

屬
す

と
」

（
ω
一

c。

O

早

秋

登

天

宮

寺

閣

贈
諸

客
）

な
ど

は
、

風

景
を

所
有

化
す
る

発

想
で

あ

る
。

そ

し

て
、

洛

陽

帰
還

後
の

「

b 。

ω

c。

 

吾

廬
」

で

は

「

道
ふ

莫
か

れ

兩

都
空
し

く
宅

有

り

と
、

林

泉

風

月

是

れ

家
資
」

（

卜。

ω

。。

 

吾

廬
）

と

言

い
、

家

の

庭
で

目

に

す

る
こ

と
の

で

き
る

自
然

物
の

集
合
を

、

我
が

家
の

財
産

だ
と

所

有
化
し

て

い

る
。

退

居
後
の

洛

陽
で

江
南
の

風

景
を

再

現
で

き

た

と

き

は
、

「

白

藕
の

新

花

水

を

照

ら
し

て

開

き
、

　

　

　

　

　

　

　

ま
か

　

　
　

　

め

ぐ

紅

窟
の

小

舫

風
に

信
せ

て

迥

る
、

誰
か
「

片

の

江

南
の

興

を
し

て
、

我

を
逐

ひ

て

慇

懃
に

萬
里

に

來
ら

し

む

る
」

（

旨
ω

ω

白

蓮
池

汎
舟
）

と

詠
ん

で

い

る
。

こ

こ

に

月
は

登

場
し

な

い

が
、

舟
の

上

で

白

蓮
の

花
の

開
く
の

を
目

に
し

、

江
南
と

同

じ

風

を

感
じ

た

白

居
易
は
、

江
南
の

興
が

自

分
を
逐
っ

て

は

る

ば

る

や
っ

て

来

た

と

思
っ

た
の

で

あ
る

。

心

と
体
が

よ

ほ

ど

江
南
の

風

景
と

密

着
し

て

い

な
い

と

難
し

い

発

想
で

あ

ろ
う

。

個
体
と

し

て

意
識

す
る

月

に

加
え

、

構
成

要
素
と

し

て

月

を
含
む

「

風

月
」

も
ま

た
、

白
居

易

に

と
っ

て

情
を

通
わ

せ

る
こ

と
の

で

き
る

も
の

だ
っ

た
。

風
景

も

た

だ

美
し

い

と

賞
で

る

以
上

の

意
味

を
持
っ

て

い

た

の

で

あ

る
。
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「
N
ω

G 。

〇

九

日

思

杭
州

舊
遊
寄
周

判

官
及

諸
客
」

に

「

風

景
は

宮

　

　
し
た

が

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　　
ニ

き

相

に

隨

ひ

て

去

ら

ず
、

歡
娯
は

應
に

使

君
を

逐
ひ

て

新
た

な

る

べ

し
、

江
山

賓
客

皆
舊
の

如
し
、

唯
だ

是
れ

當
筵

主

人

を
換
ふ
」

と

詠

う
よ

う
に

、

杭

州
を
去

る

に

あ

た
っ

て

は
、

風

景
は

白
居

易

を
追
っ

て

来
な

か
っ

た
。

そ

れ
だ
か

ら
こ

そ
、

前
に

取
り

上

げ
た

「

歩

歩
來
り

て

相
ひ

送

る
」

£
ω

竃

杭
州

迴

舫
）

の

よ

う

に
、

自

分
に

つ

い

て

き
て

く
れ

る
月

と
い

う

個
体
へ

の

愛
着
は

ひ

と
し

お

の

も
の

で

も
あ
つ

た

だ

ろ

う
。

自
宅
の

庭

造
り

の

際
に

も
、

白
居

易
は

「

池
の

西

廊

を

結
構

し
、

池
の

東
樹
を

疏
理

す
。

此
の

意

人

知

ら

ず
、

月

を

待
つ

處
を

爲

ら

ん

と

欲

す
し

（
ω

c 。

→

池

畔
二

首

其
一
）

、

「

竹

徑
を
疏
通
し

月
を

迎
へ

ん

と

す
」

　
（

鵠
c 。

刈

題

新
居

奇
宣
州

崔

相
公
）

と
、

特
に

月
を

眺
め

る

場

所
を
セ

ッ

テ

ィ

ン

グ

し

て

い

る
。

四

　
月

と
の

心
の

交
流

i
晩

年

1

　
さ

ら

に

晩

年
に

な

る

と
、

白
居

易
の

月

は
、

人
の

死

と
い

う

悲

し

み

を

知

る

ほ

ど

情
の

あ

る

も
の

と

し

て

詠
ま

れ

る

よ

う
に

な

る
。

鸚
＄

　
過

元

家
履
信

宅

　

難
犬

喪

家
分
散

後

　

林

園
失
主

寂

寥
時

　

落

花
不

語

空

辭
樹

　

流
水
無

情

自
入

池

元

家
の

履
信

宅
に

過

ぎ
る

難
犬

家
を

喪

ふ

分

散
の

後

林

園

主

を

失
ふ

寂
寥
の

時

落

花

語
ら

ず

空
し

く

樹
を

辭
し

流

水

情
無

く

自
ら

池
に

入
る

風

蕩
醺

船

初
破

漏

雨

淋
歌

閣

欲
傾

敲

前

庭
後

院
傷
心

事

唯
是
春
風

秋
月

知

風

醺

船
を

蕩
ら

し

て

初
め

て

破

漏
し

　
　

　

　
　
そ

そ

雨

歌

閣
に

淋
ぎ
て

傾

敲
せ

ん

と

欲

す
前
庭
後

院

傷
心
の

事

唯
だ

是
れ

春

風

秋
月
の

み

知
る

　
元

家
と
は

元

宗
簡
の

家
の

こ

と

で
、

元
宗
簡
と

白
居

易
は

及

第

前
か

ら

親
交
が
あ

り
、

心
を

分
か

り

合
え

る

貴
重
な
友
の

一

人
だ

　

　

っ

た
。

忠
州
か

ら

長
安
へ

帰
還

後
、

白
居

易
は

念
願

か

な
っ

て

元

家
の

東

隣
に

新
居
を

構
え

る
の

だ

が
、

翌

年
の

春
、

元
宗

簡
は

病

死

す
る

。

「

α

ご
晩
歸
有
感
」

の

自

注
に

「

元

八

少

尹
、

今

春

櫻

桃
花

時
長
逝
」

と
あ

る

よ

う
に

、

桜
桃
が

咲
く
こ

ろ

だ
っ

た

ら

し

い
。

　

こ

の

詩

は

元

家
の

前
を
通

り

か

か

っ

た

白

居
易
が

、

十

年
前
に

亡

く

な
っ

た

親

友
を

偲
ん

で

詠
ん

だ

も
の

だ
が

、

元

宗
簡
が

病

逝

し

た

翌

年
の

春
、

同
じ

く

彼
の

死

を

悼
ん

だ

「

元
家
花
」

と
い

う

詩

が

あ

る
。

一

トこ

『

〇

　
一
兀

家
花

　
今
日

元

家
宅

　
櫻

桃
發
幾

枝

　
稀

稠
與
顏

色

　
一

似
去

年
時

　

失
却
東

園
主

　

春
風

可

得
知

元

家
の

花

今
［

口

元

家
の

宅

　

　

　

　
　

　
ひ

ろ

櫻
桃

幾

枝
を

か

發
く

さ
ち

ゅ

ラ

稀
稠
と

顏
色
と

一

に

去

年
の

時
に

似
た

り

東

園
の

主

を
失

却
す

　

　

あ
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

　

春

風

可
に

知

る

を

得
ん

や
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元

家
の

庭
に

は
、

去

年
と

同
じ

桜
桃
の

花
が

咲
い

て

い

た
。

花
の

咲
き

具
合

も
色

も
去

年
と

変
わ

ら

な

い

の

に

こ

の

家
の

主
は

も

う

い

な
い

と
、

白
居

易
は

変
わ
ら

ず
巡
っ

て

き
た

春
に

人

間
の

儚
さ

を

悲
し

ん

で

い

る
。

人

間
の

一

回
性
に

対
比

さ

れ

る

不
変
の

自

然
、

春
風
は

人

の

死

の

悲
し

み

な
ど

知
る
べ

く
も
な
か
っ

た
。

　

先
の

「

旨
 
O

過
元

家
履
信
宅
」

は
、

こ

れ

よ

り

十
年

後
の

作
で

　

　

　

　

　

　
あ

あ

る
。

「

春

風

可

に

知

る

を

得
ん

や
」

と
、

春
風

が

知

ら

な

か

っ

た

悲
し

み

は
、

＋

年
の

歳

哩
経
て

「

唯
だ

是
れ

春
風

秋
月

の

み

知

る
」

　

　

　

　
も
の

と

な
っ

て

い

る
。

　
と

こ

ろ

で
、

「

月
」

が

何
か

を

「

踟

る
」

と
い

う
表

現
は
、

同

じ

く

退
居

後
の

同
時

期
の

詩

「

失
婢
」

に

も
見

ら

れ
る

。

こ

の

詩

は
、

白
居
易
が

脱

走
し

た

婢
を
捜
し

求
め

る

掲
示

を

見
て
、

原
因

は

主
人

の

薄

情
さ

に

あ

る

と

批
判
し

た

あ

と
、

次
の

よ

う
に

続
い

て

い

る
。

籠
鳥
無
常
主

風

花
不

戀
枝

今

宵
在
何
處

唯

有
月
明
知

籠
鳥
に

常
の

主
無

く

風
花

は

枝
を

戀
は

ず

今
宵

何
處
に

か

在
る

唯

だ
月

明
の

み

知

る

有
り

、
王

人
か

ら
自

由
に

な
っ

た

彼

女
は

今
宵
ど
こ

に

い

る
の

だ

ろ

う
、

た

だ

月
だ

け
が

居

場

所
を
知
っ

て

い

る

と

言
う

白

居
易
は

、

彼
女

が

月

明
か

り

に

照
ら

さ

れ
て

い

る

様
子

を

想
像
し

た

の

だ
ろ

う
。

月
の

光
が

ど
こ
へ

で

も

届
く

も
の

で

あ

る
こ

と

を
考
え

る

と
、

月

が

人

の

居

場

所
を
知
っ

て

い

る

と

い

う
の

は

幾

分
発
想
し

や

す
い

か

も

し

れ

な
い

。

し

か

し
、

「

卜。

刈

OO

過

元

家

履
信
宅
」

の

「

春

風

秋

月
」

は
、

人
の

居

場

所
で

は

な
く
、

人
の

死

と
い

う
悲
し

み

を

解
し

て

い

る
。

こ

こ

で

は
、

月
が

白
居

易
の

心

を

解
し

て

く

れ
て

い

る
。

　

　
「

輔
 

Φ

過
元

家
履
信
宅
」

に

あ

る

「

春
風

秋
月
」

は
、

限

定
さ

れ
た

「

春
の

風
」

と

「

秋

の

月
」

で

は

な

く
、

「

風

月
」

と

同

じ

よ

う
に

賞
で

る
べ

き
美
し

い

自
然
を

代

表、

象

徴
す
る

も
の

と

も

考
え

ら
れ

る
。

心

を

通
わ

せ

あ
っ

た

知

己

と

の

思
い

出
は
、

と

も

に

春
を

楽
し

み
、

月

を
眺
め

た

往
事
と

と

も

に

よ

み

が

え

る

も
の

で

あ
っ

た

だ

ろ

う
。

た

だ

個
別
の

月
で

あ
れ

月

を

含
む
風

景
で

あ

れ
、

そ

れ

が

白

居

易
に

と
っ

て

悲
し

み

を
共
有
で

き

る

存

在
で

あ

り
、

悲
し

み

を
共

有
し

て

く
れ

る

も
の

の

存
在
を

感
じ

る

こ

と

に

よ
っ

て

慰
め

を

得
ら
れ

た

と

い

う
こ

と

は

言
え

る
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

晩

年
、

白
居

易
は

香

山
に

宿
泊

す
る
こ

と

が

多
く
な

り
、

そ
れ

は

自
ら

を

香
山
居
士

と

称

す
ほ

ど

の

愛
着
ぶ

り

だ
っ

た
。

香

山
を

と

り
ま

く
清

逸
な

風
景
、

閑
適
な

生
活
、

香

山
寺
の

僧

侶
た

ち

と

の

交
流
が

白
居

易
の

心

を
と
ら

え
た

の

だ
が

、

中
で

も
「

夜
來

風

翻

鍵
調

載
鷺
彎
轄

健
、
一

．

二
暑

閑
）

と

。。
b 。

認

　
初
入

香
山

院
對
月

　
老

住
香

山
初

到
夜

秋
逢
白

月
正

圓
時

初
め

て

香

山
院
に

入

り

月

に

對
す

老
い

て

香

山
に

住
ま

ん

と

し

初
め

て

到

る

夜

　

　

　

　

　

　
ま

ど
か

秋

白
月

の

正

に

圓

な
る

時
に

逢
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從

今
便
是

家
山

月

試

問
清

光
知

不

知

ふ　
よ
　

　
　
す

な
は

今
從
り

便

ち

是
れ

家
山
の

月

試
み

に
問
ふ

清
光

知

る

や

知

ら

ず

や
と

香
山

で

余
生

を
送
ろ

う

と

思
っ

て

初
め

て

宿

泊
し

た

夜
、

満

月
が

あ

ま

り

に

美
し

か
っ

た
。

白

居
易

は

月
に

対
し

て
、

「

こ

れ
か

ら

お

前
は

我
が

香
山
の

月

に

な
る

の

だ

が
、

そ
の

こ

と

を

知
っ

て

い

る

か
」

と
語

り

か

け

る
。

こ

こ

で

月

は

確
実
に

白
居

易
の

親
し

き

友
で

あ

り
、

月

に

対
す
る

情
の

付
与
と

所
有
化

が

色
濃

く
詠
出
さ

れ
て

い

る
。

　
ま

た

次
の

詩
に

も
、

白

居
易
と

月
の

深
い

心

の

交
流
が

詠
ま
れ

て

い

る
。

卜。

愛
 

　
對

琴
待
月

　

竹

院
新
晴

夜

　

松

窗
未
臥
時

　
共

琴

爲
老

伴

　

與
月
有

秋
期

　
玉

軫
臨
風

久

　
金

波
出

霧
遲

　
幽
音

待
清
景

唯
是

我
心

知

琴
に

對
し

月

を
待
つ

竹

院

新
た

に

晴

る
る

夜

松

窗

未
だ

臥
せ

ざ

る

時

琴
と

共

に

老

伴
と

爲
し

月

と

秋
期

有
り

玉

軫

風
に

臨
む

こ

と

久

し

く

金

波

霧
を

出
つ

る

こ

と

遲
し

幽

音

清

景
を

待
つ

唯
だ

是
れ

我

が

心

の

み

知

る

静
か

な

夜
、

白
居

易
は

床
に

就
か

ず

独
り

琴
を

弾
い

て

い

た
。

琴

も
ま

た
白

居
易
の

お

気
に

入
り

の
一

つ

だ

が
、

そ
の

琴
を

伴
に

月

と

秋
の

約

束
が

あ

る

と

言
う

。

「

玉

軫

風

に

臨
む

こ

と

久

し

く、

金

波

霧

を

出

つ

る

こ

と

遲
し

」

、

つ

ま

り
、

琴

が

風

に

な
で

ら

れ

る

よ

う
に

吹
か

れ
、

雲
間
に

隠
れ

た

月

が

な
か

な
か

出
て

こ

な

い

状

態
を
、

白

居

易
は

「

幽

音

清

景
を

待
つ
」

（

琴
の

音
が

月

の

出
を

待
っ

て

い

る
）

と

い

う

感
覚
で

切
り

取
っ

た
。

そ

し

て

そ

の

こ

と
は

た

だ

自

分
の

心
だ

け

が
知
っ

て

い

る

と

結
ぶ

。

琴
と

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

と

い

う
白

居

易
が

愛
し

た

も

の
、

大

好

き
な
も
の

が

あ
っ

て
、

そ

こ

に

は

確

か

に

情
が

通
い

合
っ

て

い

る

こ

と

が

分
か

る
。

五

　
李

白
の

詩

と
の

比

較

　

以

上
、

白

居
易
が

月
を

情
あ
る

も
の

と

し

て

と

ら
え

、

月

と

心

を

通
わ
せ

る

に

至
る

過
程
を

追
っ

て

き
た

。

従
来
の

研
究
で

は
、

月
と

の

交
流
に
つ

い

て

は

李
白
の

詩
が

考
察

対
象
と

さ

れ
、

李
白

に
と
っ

て

月
は

親
し

む
べ

き

友
で

あ
っ

た

こ

と

な

ど
が

指
摘
さ

れ

　

　

　

て

い

る
。

し

か
し

、

李
白
の

詩
に

見
ら

れ
る

月
へ

の

親
し

み

は
、

白
居

易
の

そ

れ
と

質

的
な
相

違
が

あ
る

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

以
下

、

李
白
の

月
を

詠
ん

だ

詩
の

代
表

作
と

白
居
易
の

月
の

詩

を
比
べ

て

み
よ

う
。

　

月

下

獨
酌
四

首

花

間

＝
亜

酒

獨

酌
無

相
親

舉
杯
邀

明
月

封
影
成
三

人

其
］

花
間

＝
笙

の

酒

獨
り

酌
み

て

相
ひ

親
し

む

無
し

　

　

　

　

　

　

　

　
む

か

杯
を

擧
げ
て

明
月
を

邀
へ

影
に

對

し

て

三

人
と

成
る
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月

既
不

解
飲

影
徒
隨

我
身

暫
伴
月

將
影

行
樂
須

及
春

我
歌
月

徘
徊

我
舞
影

凌
亂

醒
時
同

交
歡

醉
後

各
分
散

永
結
無

情
遊

相

期
邀
雲
漢

月

既
に

飲
む

を

解
せ

ず

　

い

た
づ

り

　

　

　

　

　

　

　

し
た

が

影

　
徒

に

我
が

身
に

隨

ふ

暫
く

月
と

影
と

を

伴
ひ

行
樂

須
ら

く

春
に

及

ぶ
べ

し

我

歌
へ

ば

月

徘

徊
し

我

舞
へ

ば

影

凌

亂
す

　

　

　
　

と

な

醒
む

る
時

同

に

交

歡
す
る

も

醉
ひ

て

後

各
お
の

分
散
す

永
く

無

情
の

遊
を

結
び

　

　

　
　

は

る

相
ひ

期

す

遡
か

な

る

雲

漢
に

李
白
は

、

月

と
月

明
か

り

に

よ
つ

て

で

き
る

自
分
の

影
と

を

酒
飲

み

友

達
と

し

て

迎
え

、

し

ば

ら

く
三

者
で

楽
し

も

う
と

言
う

。

月

や

影
は

酒
を

飲
む

こ

と

は

で

き
な

く
て

も、

李
白
の

歌
や
踊

り

に

反

応

し

て

く

れ
た

。

し

か

し
、

「

醒
む

る

時

交
歡
を

同

じ

く

す

る

も
、

醉
ひ

て

後

各

お
の

分
散

す
」

と

あ

る

よ

う
に
、

そ

の

交

わ

り

は
い

ず
れ

は

離
れ

ば
な

れ
に

な
る

も
の

で
、

李
白
は

そ

れ
を

「

無
情
の

遊
」

、

つ

ま

り

人

間
の

交
流

に

通
い

合

う
「

情
」

の

存

在
を

超
え

た

も
の

と
し

て

捉
え

て

い

る
。

李

白
は

酒
に

酔
っ

た

と

き
の

心

地

よ
い

境

地

を
、

「

三

杯

大
道

に

通
じ

、

一

斗
自

然
と

合

ふ
」

（

其
二
）

、

「

酔
ひ

て

後
天

地

を

失
ひ

、

兀

然

と

し

て

孤
枕

に

就
く
、

知

ら
ず

吾
が

身
有
る

を
、

此
の

樂
し

み
最
も

甚
だ

し

と

爲

す
」

（

其
三
）

と

表
し

て

い

る

が
、

「

無

情
の

遊
」

と
い

う
の

も
、

こ

れ

に

似
た

忘

我
の

境
地

、

人

界
を
超

越
し

宇
宙
や

自
然
と
一

体

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ゆ

に

な

る

か

の

よ

う
な

境
地
を

言

う
の

で

あ
ろ

う
。

月

や
影
と

再
会

を

期
す

場

所
も
「

遡
か

な

る

雲
漢
」

で

あ

り
、

李
白

独
特
の

世

俗

を

逸
脱
し

た

ス

ケ

ー
ル

の

大

き
な

宇
宙

観
、

自
然

観
が

窺
え

る
。

こ

こ

で

白
居

易
の

詩
を

思

い

返

す
と

、

李

白
の

「

無
情
の

遊
」

「

相

ひ

期

す

邀
か

な

る

雲

漢
に
」

は
、

そ
れ

ぞ

れ
白

居

易
の

「

誰
か

謂
ふ

月

に

情
無
し

と
」

（

 

G。
『

客
中

月
）
、

「

松

下

行

き
て

伴
と

爲

し
、

谿

頭

坐

し

て

期

有
り

」

（
Φ

G。

O

山

中

問

月
）

と
、

あ
ま

り

に

鮮

や
か

な
対

照
を

な
し

て

い

る
。

白
居

易
の

月

に

は

情
が

あ

り
、

白

居

易
が

松
の

下
を

歩

く
の

に

伴
い

、

川
の

畔
で

約
束
を

交
わ

す

と

い

う
よ

う
に

、

日

常
に

ぐ
っ

と

密
着
し

た

月

で

あ

る

こ

と

が

分

か

る
。

　

ま
た

李
白
に

は
、

白
居

易
の

「

O
°。

O

山

中

間
月
」

と

同

じ

く
、

刀

が

人

間
に

従
っ

て

来

る

現

象
を

詠
ん

だ

詩
が

あ

る
。

『

全

唐
詩
』

の

中
で

「

問
月
」

の

二

字
が

詩
題

に

含
ま

れ

る

の

は
、

李
白

と

白

居

易
の

こ

の

二

首
の

み

で

あ

り
、

白
居

易
が

李
白
の

詩
を

意
識
し

て

「

山
中
問
月
」

を
詠

ん

だ

可

能
性

は

大

き
い
。

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
と

　

把
酒

問
月

　

　

　

　

酒

を
把

り

て

月
に

問
ふ

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

こ

の

か

た

青
天
有
月

來

幾
時

　
　

青
天

に

月
有

り

て

來

　
幾
時
ぞ

我
今
停

杯
一

問
之

　
　

我

今

杯
を

停
め
一

た
び

之

に

問

　
　

　

　

　
　

　

　
　

ふ

人

攀
明
月

不
可

得

　

　

人

明
月

を

攀
ち

ん

と

す
る

も

得
べ

　
　

　

　

　
　

　

　
　

か

ら
ず

月

行
却

與
人

相
隨
　
　

月

行
き
て

却
っ

て

人

と

相
ひ

隨
ふ

　
　

　

　

　
　

　

　
　

と

皎

如
飛

鏡
臨

丹

闕

　

　

皎
と

し

て

飛

鏡
の

丹

闕
に

臨

む

が
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線
煙

滅
盡

清

輝
發

但
見

宵
從
海
上

來

寧
知

曉
向

雲

間
沒

白

兔
擣
藥
秋

復
春

嫦
娥
孤

棲

與
誰

鄰

今

人
不

見

古
時

月

今
月

曾
經

照
古
人

古

人

今
人
若

流

水

共

看
明

月

皆
如

此

唯

願
當

歌

對
酒

時

月

光
長

照
金

樽
裏

如

く

緑
煙
滅

し

蠱

き

清
輝

發

す

　
　

　

　
　

　

　

　
よ

但
だ

見
る

宵

海
上

從
り

來
た

る

を寧
ぞ
知

ら
ん

曉

雲
間
に

向
ひ

て

沒

す
る

を

白

兔

藥
を

擣
き
て

秋

復
た

春

嫦
娥

孤

り

棲

み
て

誰
と

鄰
せ

ん

今

人

古

時
の

月

を
見

ず

　
　

か

つ

て

今

月

曾

經

古
人

を
照
ら

せ

り

古

人
今

人

流

水
の

若
し

共
に

明

月
を

看
る

こ

と

皆

此

の

如
し

唯
だ

願
は

く

ば

歌
に

當
り

酒
に

對

す
る

の

時

　
　

と

こ

し
　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　
　

ノ
ち

月

光

長

へ

に

金

樽
の

裏

を
照

ら

さ
ん

こ

と

を

ど

う
し

て

人

間
に
つ

い

て

く
る

の

か

と

月
に

語
り

か

け

る

テ

ー
マ

は
、

白
居

易
の

詩

と

共

通
し

て

い

る
。

し

か

し
、

李
白
は

月
の

清

浄
さ

や
美
し

さ
、

神

聖
さ

な
ど

を

伝
説

を
用

い

て

詠
ん

だ

あ
と
、

「

今

人

古

時
の

月

を

見
ず
、

今
月

曾

經
古

人
を

照
ら
せ

り
。

古

人

今
人

流

水
の

若
し

、

共
に

明
月

を
看

る
こ

と

皆

此
の

如
し

」

と

言
い

、

月
が

人

を

照
ら

す
現

象
を
、

空

間

的
に

も

時
間
的
に

も

非

常
に

大

き
な
ス

ケ
ー

ル

で

捉
え

て

い

る

こ

と

が

分
か

る
。

月
が

照
ら

す
「

人
℃

は

李

白

個
人

で

は

な

く
、

歴

史
上

を

生

き

る

人

類

　

　

　
　

タ

の

意
で

あ
る

。

最
後
に

、

少

し

で

も

長
い

間
月
の

光

を
我
が

酒

杯

に

浴

び

て

い

た
い

と

言
う
の

は
、

月

と

い

う

永

遠
、

清
浄
、

神
聖

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

 

な

る

も
の

へ

の

果
て

し

な
い

憧

憬
の

表
れ

で

あ
ろ

う
か

。

　

こ

の

詩
の

よ

う

に

李

白
の

月
の

詩
に

は

伝
説

が

多

く
用
い

ら

れ

て

い

る

が
、

白

居
易
の

場

合
、

月
へ

の

親
し

み

を

詠
む

際
に

月

を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

神
聖

化
し

た

り

月

に

関
す
る

伝
説

を
用
い

る
こ

と

は

な
い

。

第
二

章
で

取
り

上

げ
た

「

＄
ω

中
秋

月
」

に

は
、

末
句
で

「

幾
許

を
か

照
他
し

て

人

腸

斷
つ

、

玉

兔
銀

蟾

遠

く
し

て

知

ら

ず
」

と

伝
説

が

用
い

ら

れ

て

い

た
が
、

こ

れ

は
、

人

間
は

月

を
見

て

様
々

に

憂

え

る

が

月

は

人

事
を

解
さ
な

い

こ

と

を

詠
ん

だ

も
の

で
、

月
へ

の

親
し

み

で

は

な
い

。

白

居

易
が

愛
し

た

月

は
、

伝
説
に

よ
っ

て
｝

般

化
さ
れ

た

り
、

現
実

を
超

え

た

も
の
、

神
聖

な

も
の

と
し

て

捉

え
ら

れ
る

こ

と

は

な
く
、

あ

く
ま

で

個
性

あ
る
一

個
の

存

在
と

し

て
、

白
居

易
の

日

常
に

近
い

と

こ

ろ

に

あ
っ

た
。

月

に

見
ら

れ
た

情
の

付
与

と

所
有

意
識

も
、

月

と

い

う

自

然
物
に

「

個
」

を

認
め

た

こ

と

の

表
れ

と

言
え

よ

う
。

こ

の

白

居
易
の

詩
に

お

け
る
【

個
」

の

問

題
に
つ

い

て

は
、

ま
た

稿
を

改
め

て

考
え

て

み

た

い
。

　
こ

の

よ

う
に

、

李
白
が

月
に

対
し

て

感
じ

た

親
し

み

は
、

普
通

の

人

間
の

問
に

通
い

合

う
「

情
」

が
ベ

ー
ス

と

な
る

よ

う
な

種
類

の

も

の

と

は

別

で

あ
っ

た
。

李

白
は

俗
世

間
か

ら

逸
脱
し

、

雲
間

遙
か

を

も

包
括

す
る

大

宇
宙
の

中
に

自

瑠
身
を

投
じ
、

そ
こ

で

そ

れ

ら

と
の

融
合
を

求
め

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
「

登

太

白

峯
」

に

あ

る

「

願
は

く

ば

冷
風

に

乘
り

て

去

り
、

直
ち
に

浮

雲
の

問
を

出
で

ん
。

手

を

擧

ぐ
れ

ば

月

に

近
づ

く
べ

し
、

前
行

山
無

き
が

若
し

」
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と
い

っ

た

句
は
、

李
白
の

方
か

ら
月
の

あ

る

世

界
へ

と

接
近

し

て

い

く

境
地
が

よ

く
表

れ
て

い

る

が
、

自

分

自
身
を

月
の

世

界
へ

飛

ば

す
媒

介
と

し

て
、

酒
が

作
用

し

て

い

た

の

か

も
し

れ

な
い

。

も

ち

ろ

ん

白
居

易

も
、

酒
を

飲
み

な
が

ら

月

を

眺
め

る

こ

と

は

あ
っ

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
よ
ろ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

も
つ

た

が
、

例
え

ば

「

清

影

宜

し

く
昏

す
べ

か

ら

ず
、

聊
か

茶
を

將

　
　
　

カ

て

酒

に

代
ふ
」

（

ω

ω

 

宿
藍

溪
對
月
）

の

よ

う

に
、

清
ら

か

な

月

を

前
に

眠
っ

て

し

ま
っ

て

は

よ

ろ

し

く

な
い
、

「

新

秋

松

影
の

下
」

「

半

夜

鐘

聲
の

後
」

と

常
に

傍
ら

に

あ

る

月

と

酒

を

介
さ

ず
に

向

き

合
っ

て

い

た

い

と
言

う
と

こ

ろ

な

ど

は
、

李

白
と

は

対

照

的
で

あ

る
。

お

わ
り

に

　

以
上

、

白

居

易
の

月
へ

の

親
し

み

を

時
代

を
追
っ

て

考
察
し

て

き

た
。

賞
で

る

も
の

と

し

て

の

月
へ

の

親
し

み
は
、

自

然
を

擬
人

化
し

人

間
に

好

意
的
な

も
の

と

し

て

詠
む

よ

う
に

な

る

当

時
の

流

れ

を

受
け

な
が

ら
、

生

涯
を

通
し

て

変
わ

る

こ

と

な

く

詠
わ

れ

て

い

た

が
、

月
に

対

す
る

そ
れ

以

上
の

特

別
な

意
味
づ

け
は
、

主
に

左

遷
と
い

う
不

遇
に

触

発
さ
れ

る

形

で

深
ま
っ

て

い

っ

た
。

江
州
、

忠
州
期
は
、

月

に

も
人

間
と

同
じ

よ

う
な

情
が

あ
る

こ

と
、

月

が

自
分
自
身
に

好
意

的
に

働
き

か

け

る

こ

と

を

随
時

確
認
す

る

か

の

よ

う
に

月
を

詠
み

込

ん

で

い

た
。

こ

う
い

っ

た

姿

勢
は

、

不
遇
の

中
で

慰
め

や

幸
福
を

得

る
要

素
と

し

て
、

積
極

的
に

月
を

取
り

込

む

試

み
が

な

さ

れ
た

も
の

と

考
え
ら

れ
、

以
後

徐
々

に

安
定

を
見

せ

る

よ

う
に

な

る
。

杭

州
期
は

、

赴

任
の

行
き

帰
り

に

自
分
を
送

っ

て

く

れ
る

月
へ

の

親
し

み

を

詠
む

ほ

か
、

風

景
も

ま
た

同

様
に

心

を

通

わ

せ

る

対
象
と

し

て

賞
で

る

以

上

の

意
味
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

た
。

そ

し

て

洛

陽
帰
還

後
に

は
、

月

や
風

景
を

自

分
の

も
の

だ
と

す
る

所
有

意
識
も

芽
生
え

て

い

っ

た
。

さ

ら
に

晩
年
に

な
る

と
、

月

は

友
の

死

と
い

っ

た

悲
し

み
や

、

風
情

あ
る

夜
の

ひ

と

と

き
の

幸
せ

を

も
共

有
で

き
る

存
在
と

し

て

詠
ま

れ
る

に

至
っ

た
。

　

李
白
の

月
へ

の

親
し

み
は
、

日

常
や
現

実
を

超
え
た

宇

宙
と

の

融
合、

一

体

化
と

い

う
形
で

詠
出
さ

れ
て

い

た
。

月

と

の

独
自
の

世

界
を

作
り

上

げ
て

そ

こ

か

ら

幸
せ

を

得
る

点
で

は

同
じ

で

も
、

白
居

易
の

場

合
は

日

常
の

現
実
の

中
に

月

と

い

う
も
の

を
ぐ
っ

と

引
き

寄
せ

、

情
を

付
与
し

時
に

は

所
有

化
し

な
が

ら
、

そ
の

親
し

み

を

深
め

て

い

っ

た
。

そ
し

て

実

際
人

間
の

問
に

交
わ

さ
れ

る

よ

う
な

心

の

交

流
を

月
と

交
わ

す
こ

と

に

よ
っ

て
、

慰
め

や

幸
福
を

得
る

こ

と

が

で

き

た
の

で

あ
る

。

こ

の

点
が

白

居
易
の

月
の

詩
の

特

徴
と

言
え

る

だ
ろ

う
。

（

注
）

 
澤
崎
久

和
「

唐
詩
に

お

け
る

擬
人

法
」

（
『

高
知

大

国

文
』

＝
二

、

一

九

　
八

二
）

参
照。

 
詩
題
上
の

数
字
は

、

花
房
英
樹
『

白
氏

文

集
の

批
判

的
研

究
』

（

彙
文

堂

　
書
店
）

の

「
綜

合
作
品
表
」

の

作
品
番

号
に

よ
る
。

 
『

全
唐
詩
』

に

お
い

て
、

「
戀
月
」

の

語
は

白
居

易
に

し

か

見

ら
れ

な
い

。

 
前
掲
注
 
論
文

。

 
波
戸

岡
旭
氏

は
「
白
居
易
の

詠
月
詩

に
つ

い

て
」
（
『

白
居

易
研
究

年

報
』
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第
三

号、

二

〇

〇
二
）

で
、

「

こ

の

詩
の

注
目

す
べ

き
は

、

山

中
に

居
る

　

白

居
易
が

そ
の

月
に

向
か

っ

て

「

長
安
の

月

よ
」

と

問
い

か

け
て

い

る

　

点
で

あ

る
。

大

都
長
安
は

白
居
易
の

心
の

故
郷
で

あ
り
、

か

つ

て

の

そ

　

の

中
央

官
僚
時

代
の

こ

と
に

も
思
い

は

馳
せ

ら

れ

る

の

で
あ
っ

て
、

長

　

年
住
み

慣
れ

た

都
の

空
の

月
こ

そ

が
、

彼

に

と
っ

て

の

伴
侶
な
の

で

あ

　

ろ

う、．

異

郷
の

空
に

上

る

月

も
、

白
居

易
の

目

に

は
、

長
安
の

月
が
、

　

随

身
と
し

て

そ

ば
か

ら

離
れ

ず
、

こ

の

地

に

ま

で

も
き

て

く
れ
て

い

る

　

の

だ
、

と

映
っ

た
の

で

あ
る

」

と

述
べ

ら
れ

て

い

る。

 
拙
稿
「

詠
花
詩
に

見

ら

れ

る

白
居

易
の

幸
福
感
」

（
『

中
國

學
研
究

論

集
』

　

七
、

二

〇

〇

；

で

論
じ

た
。

 
こ

れ

以
前
に

は

下

郊
の

「
卜。

器
效
陶
潜
體
詩
十
六

首

其
十

＝

に

「

月

明

　

　
人

を

愁
殺

す
」

と
あ

る
。

ま

た

直
接
月
が

人

を

憂
え
さ
せ

る

と
い

う

も

　

の

で

は
な

い

が
、

「
→

O
 

贈
内
」

に

「

月

に

對
し

て

往
事

を
思

ふ

こ

と

莫

　

か

れ
」

（
下

邦
）

、

「

 

眠
和
友
人

洛
中
春
感」

に

「

悲
し

む

莫
か

れ

金

谷

　

園

中
の

月
」

（
左

遷

前
）

と
い

っ

た

句
が

あ

る
。

 
こ

の

こ

ろ

李
崔
二

君

な

ど

同

僚
の

死

も

あ
り
、

杭
州
へ

の

道
中

詠
ん

だ

　

詩
に

は
、

「

一

ω

一

〇

商
山

路

有
感
」

「

一
ω

＝

重

感
」

「
一

ω

霜
山

泉
煎
茶

有
懐
」

　

な
ど

感
傷
的

な
も
の

が

多
い

。

 

杭
州
期
に

お

け

る

白
居
易
の

精
神

的
ゆ
と

り

に
つ

い

て
、

玉

城
要
氏

の

　

　
「

白
居

易
の

閑
適
詩

−
兼
済
と
独
善
の

意
識

を

中
心

に

し

て

t
」

（

『

筑

　

波
中
国

文

化
論
叢
』

＝
二

、

一

九

九

三
）

で

は
、

長
安
で

高
位
高
官
に

　

昇
っ

た

達
成
感
、

諌
官
と

し

て

長
安
で

や
る
べ

き
事

は

や
っ

た

と

い

う

　

満

足

感、

多
年
に

わ
た
り

窮

通

を
繰
り

返

し
て

き
た

こ

と

に
よ

る

達

観、

　

長

安
に

お

け

る

政

治
の

舞
台
裏
の

様
子
に

嫌
気
が

さ
し

た

こ

と

な

ど

を

　

挙

げ
て

説
明
さ

れ
て

い

る。

 
鎌
田

出
氏
の

「
白
居
易
の

愛
し

た

風

景

−
杭
州

「
西

湖」

へ

の

ト
ポ
フ

　

ィ

リ
ア

ー
」

（
『

中

國
詩
文

論

叢
』

　一

七
、

　一

九

九

八
）

で

は
、

白
居

易

　

に

よ
っ

て

西

湖
が

詩

材

と

し

て

確
立

し

た

こ

と、

ま

た
、

白

居

易
の

西

　

湖

に

対
す
る

態
度

に

は

景

色
に

能

動
的
に

関
与
し

よ

う
と

す

る

意
志
が

　

強

く

表
れ

て

い

る

こ

と

な

ど
が

指
摘
さ

れ

て
い

る
。

 
白
詩
に

お

け

る

「
風

月
」

の

語
の

使

用

例
は

三

十
二

例
に

の

ぼ

り
、

こ

　

れ

は

杜
甫
一

例
、

李

白

二

例

と

比
べ

て

も

統
計
的
に

多
い

が
、

特
に

時

　

期
的
な

偏
り
は

見

ら
れ

な
い

。

 
「
風

月
」

が

個

別
の

「
風
」

と

「
月
」

を

指
す
の

で

な

く
、

そ

れ

ら

に

　

代

表

さ

れ

る

風

景

全

般

を

指
す

も
の

で

あ
っ

た
と

し

て

も、

白

居
易
が

　

　「
風

月
」

と
い

う

言

葉
で

と

ら

え
た

杭
州
の

景
色

は
、

や

は

り

風

（
あ

　

る
い

は

風
の

も
た

ら

す

清
ら
か

さ
）

と

月

〔
あ

る

い

は

月
の

も
た

ら

す

　

明

る

さ）

を

抜
き

に

し

て

は

語

れ

な
い

と

も
考
え

ら

れ
る
。

「
郭
外
迎

人

　

月
、

湖
邊
醒
酒
風

、

誰
留
使
君
飲
、

紅
燭

在
舟
中
」

（
一

ω

謬

湖
上

夜
飲
）

、

　

　
「

風

吹
古
木

晴
天

雨、

月

照
平
沙
夏
夜
霜、

能

就

江

樓

銷
暑
否

、

比

君

　

茅
舍
較
清
涼
」

（
富

謡
江

樓
夕

望

招
客）

の

よ

う
に

杭
州
の

美
し

い

風

景

　

を

詠
ん

だ

詩

に

月
と

風

が

登
場
す
る

も
の

は

多
く
、

ま
た

「
可

憐
月

好

　

風
涼
夜

、

一

部
清
商
伴

老

身
」

（

卜。

 
。゚

聶

快
活
）

、

「
愛

風

巖
上

攀
松
蓋
、

戀

　

月

潭
邊
坐

石

稜
」

〔
ω

一

〇

ω

香

山

寺
二

絶

其
二
）

、

「
風

前
月

下

花
園
裏、

處

　

處
唯
殘

箇
老

夫
」

（
し。

卜。

 

。゚

老

夫
）

、

「

聞
道
郡

齋
還

有
酒、

花

前
月

下
對

何

　

人
」

（
器
O
°。

和
劉
汝

州
酬
侍
中
見

寄
長
句
因
書
集
賢
坊
勝
事

戲
而

問
之）

　

の

よ

う
に
、

風

や
月
の

あ
る

夜
と
は
、

酒
を

飲
ん

だ

り

琴
を

弾
い

た

り
、

　

散
歩

す

る

の

に

絶
好
の

条
件
で

あ

る

と

詠
っ

て

い

る
こ

と

か

ら
そ

れ

が

　

言
え

る。

 
「

迎
月
」

の

語
は

『

全
唐
詩
』

に

他

に

用

例
が

認

め

ら

れ

ら

れ

な
い

。
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「
長

安
千

萬
人、

出
門
各
有
營
、

唯
我

與
夫
子

、

信
馬

悠
悠
行
」

（
瑞
 

　

答
元
八

宗
簡
同
遊
曲
江
後

明
日

見

贈
）

、
「

吟

詠
霜
毛

句、

閑

嘗
雪

水

茶、

　

城
中
展

眉

處、

只

是

有
元

家
」

（
一
ト。

OO

吟
元
郎

中

白
鬚
詩

兼

飲
雪
水

茶

因

　

題

壁

上
）

な

ど
に

見

ら

れ

る
。

な

お
、

白
居

易

と

元

宗
簡
の

関

係
に

つ

　

い

て

は
、

小

松
英
生

氏
「

白
居
易
と

元

宗
簡
」

（
『

藤
原

尚
教
授
広

島
大

　

学
定

年

祝
賀
記
念

、

中
国
学
論

集
』

溪

水
社

、

一

九

九
七
∀

に

詳
し

い
。

 
「
可
」

は

反

語
を

表
す
当
時
の

俗
語
で
、

こ

こ

で

は

「
春

風
が

ど

う

し

　

て

主
の

死

を

知
ろ

う

か
、

い

や

知

ろ
う

は

ず
が

な
い
」

と

い

う

意
味
に

　

解
す

。

 
「

春
風
」

も

ま

た
、

白
居
易

の

生

涯
を

通

し

て
、

好
意
的

な

親
し

い

存

　

在
と

し

て

詠
ま

れ

る

も
の

で

あ

る
。

誰
に

と
つ

て

も
無
条
件
に

嬉
し

い

　

春
を

運
び
、

花
を

咲
か

せ
、

心

地

よ

さ
を

感
じ

さ
せ

る

と

い

っ

た

属
性

　

を
考
え
る

と

当
然
の

こ

と

で

あ

る

が
、

特
に

退

居
後
の

詩

に
、

「
春
風

先

　

發

苑
中
梅、

櫻
杏
桃
梨
次

第
開

、

薺
花

楡
莢
深

村
裏、

亦

道
春
風

爲
我

　

來
」

（
卜⊃

 

O
°。

春
風
）
、

「

春
風

爲
催
促、

副

取
老

人

心
」

（

G。

卜。

区

種

柳
三

詠

　

　

其
一
）

な

ど

臼

居
易
の

気
持
ち
を

解
す

る

も
の

が

現
れ

る

こ

と

は

注

　

目

に

値
す

る
。

春

風
へ

の

親
密
度
も、

晩

年
に

至

る

に

つ

れ

て

増
長

す

　

る

も
の

と

考
え

ら

れ

る
。

 
こ

の

詩
は

馬

本
に

は

収
め

ら
れ

て

お

ら

ず
、

宋
本

巻
二

十
六
、

汪

本

補

　

遺
に

よ

る
。

 
こ

の

詩

で

は

「
風

月
」

の

語
を

用
い

て

い

る
が
、

そ
の

他、

美
し

い

月

　

を

詠
ん

だ

香
山
の

詩
は

多
い

。

臼
卜。

毳

香
山
寺
石

樓
潭
夜
浴
」

「

器
O
→

舒

　

員
外
遊
香

山

寺
數
日

不

歸
兼
辱
尺
書
大

誇

勝
事

時
正

値

坐
衙

慮
囚

之

際

　

走

筆
題

長

句
以
贈
之
」

「
ω

〇

一

鼻

菩
提

寺
上

方

晩
望
香
山
寺
寄
舒
員

外
」

「

ω

　
O

謡
贈
皇
甫
六

張

十
五

李
二

十
三

賓
客」

「
ω
一

〇
ω

香
山

寺
二

絶
其
二
」

「

置

　
 
→

五

年

秋
病

後
獨

宿

香
山
寺
三

絶
句

其
二
」

β
参
 

題

香

山
新
經

堂
招
僧」

　

な
ど

。

 
こ

の

詩

で

は

琴
を

「
老

伴
」

と

言
っ

て

い

る

が
、

「
可

憐
月

好
風

涼

夜、

　
｝

部
清
商
伴
老

身
」
（
凹

 

゜。

心

快

活
）

の

よ

う
に
、

美
し

い

月
の

下

で

琴
を

　

弾
じ

る
様

子
を

詠

ん
だ

も
の

は

他
に

も
見

ら

れ
る
。

 
前
野

直
彬

氏

『

風

月

無
尽

−
中
国
の

古
典

と

自
然

ー
』

月

（
東
京

大

学

　

出
版
会、

一

九

七

二
V

、

竹
村
則

行
氏

「
李

白
の

月
と

杜

甫
の

月

−
李
杜

　

詠
月
詩
論

1
一

（
『

徳
島
大
学
教

養
部
紀

要
』

入

文
・

社

会
科
学、

｝

六
、

　
一

九

八
一
）
、

松

浦
友
久

氏

『

李
白

−
詩
と

心

象

1
』

飲
酒

、

月

光

（
社

　

会
思

想

社、
　一

九

八

四
）

ほ

か
。

詳

細
に

つ

い

て

は

次

注
以

下
参

照。

 
「
無

情
の

遊
」

に

つ

い

て
、

松

浦
友

久
氏

は
、

「
月
と

影
と

を

友
と

し

た

　

無
情
の

交
遊

。

そ

れ

は

無
情

な

る

が

ゆ
え

に

さ
び

し

く、

し

か

し
、

無

　

情
な
る
が

ゆ

え

に

永
続
す
る

。

人

間
同
士
の

交
わ

り

の
、

そ

れ

ゆ

え
に

　

生

ま

れ

る

暖
か

さ
と

冷
た

さ
、

堅
さ

と

脆
さ
。

そ

う
い

う

も
の

を

超

越

　

し

た

自
然
と
の

交

わ

り
が
、
「

無
情
の

遊
」

で

あ

る
」

と

説
明

さ
れ

て

い

　

る
。

（
『

李
白

−
詩

と

心

象

ー
』

飲
酒、

前
掲
注

 
V

。

ま

た
、

横
山

伊
勢

　

雄
氏

は

「
無
情
の

遊
は、

人

間

的
な

感
情
を

交

じ

え

な
い

清
ら
か

な
つ

　

き

あ

い

…

…

天
の

川

で

の

再

会
と

い

う
の

は
、

仙

人

と

な
っ

て

天

に

昇

　

る

こ

と
を

空
想
し

た

も
の

で

あ
ろ

う

が
、

そ

れ

は

精
神
の

高
き

飛

翔
を

　

意
味
し

て

い

る
」

「
有
情
の

遊

に

は

あ
き

た
か

ら
こ

そ、

無
情
の

遊

を
求

　

め

る

の

で

あ

ろ

う
。

月

と

酒
は
、

お
の

れ

を

裏
切

る
こ

と

の

な

い

友
と

　

し

て
、

こ

の

詩

人

が
こ

と
の

外
に

愛

し
、

数
多
く

詩
に

う
た

っ

た

も
の

　

で

あ
っ

た
」
（
『

唐
詩
の

鑑

賞
−
珠
玉

の

百

首

選

1
』 、

ぎ
ょ

う
せ

い
、

一

　

九

七

八
）

と

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

な
お
こ

の

詩
に

つ

い

て
、

竹

村
則
行

　

氏

は
「

李
白
の

月
と

杜
甫
の

月

−
李
杜
詠
月

詩

論
1」

（

前

掲
注

 ）

で
、
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「
月

は

「

既

に

飲
を

解
せ

ざ
る
」

も
の

で

あ
る
か

ら
、

「

我
歌
へ

ば

月
は

　

徘
徊
」

し

て
い

る

か

の

よ

う
に

李
白
が

勝
手
に

想
像

す
る

だ

け
の

も
の

　

で

は

あ

る

が
、

月

を

か

く
ま

で

に

擬
人

化
し

、

し

か

も
酒

席
の

相

伴
と

　

し

て

遇
す
る
こ

と

は
、

月

に

対

す
る

無
量
の

親
し

み

と

愛
惜
な

く

し

て

　

は
で

き

な
い

発

想

で

あ

ろ
う

」

「

李

白
に

と
っ

て

月
は

ほ

と
ん

ど

友
人
と

　

も

見
ま

が

う
べ

き
親
し
い

存
在
で

あ
っ

た
」

と
、

前

野

直
彬
氏
は

『

風

　

月

無
尽

−
中
国
の

古
典
と

自
然

1
』

（
前

掲
注

 
）

で
、

「

酒
が

ま

わ

っ

　

た

た
め

の

強

が

り

で

も
、

む

り

な
誇
張
で

も

な

く
、

月
は

李
白
が

呼
べ

　

ば
答
え

て

く
れ

る

友

人
で

あ
っ

た
」

「

李
白
の

詩

精
神
は
、

宇

宙
を

包
ん

　

で

い

た
。

月

も

星

も
、

山
も

川

も、

か

れ

が

親
し

み

の

目

を

も
っ

て

見

　

る

と

き
、

同
じ

親
愛
の

情
を

か

れ

に

投

げ
返

す
の

で

あ
っ

た
」

と

述
べ

　

ら

れ
て

い

る
。

 
「

月

は

峨

眉
に

出

で

て

滄
海
を

照

ら

し
、

人

と

萬
里

長

く

相
ひ

随
ふ
、

　

黄
鶴
樓

前

月

華
臼

く、

此
の

中
忽

ち

峨

眉
の

客
を
見
る
」

（

峨

眉
山

月

　

歌、

送

蜀
僧

晏
入

中

京
）
、

「

琴

は

弾
ず
松

風
の

裏
、

杯
は

勧
む
天

上
の

　

月、

風

月

長
く
相
ひ

知
る
、

世

人

何
ぞ

倏
忽
た

る
」
（
擬
古
十
二

首

其
十
）
、

　

「

我
に

萬
古
の

宅

有
り
、

嵩
山
の

玉

女

峰、

長
く
一

片
の

月

を

留
め
、

　

挂
け
て

東
溪
の

松
に

在
り

」

（
送

楊
山
人

歸
嵩
山）

な

ど

も
ス

ケ

ー
ル

の

　

大
き

さ

と
い

う
李
白
の

特

徴
が

よ

く
表
れ

て

い

る
。

 
松
浦
友

久

氏

は

『

李
白

i
詩
と

心

象

1
』

（

前
掲

注

 
）

に

お
い

て
、

月

　

が

李
白
の

心

を

と

ら

え
た

要
因

と
し

て
、

　
、

月
の

永
遠

性
・

不

変

性、

　

二
、

超
越
性
・

不

可

触
性、

三
、

月

光
の

も
つ

感
覚
的
な

特
色
・

透
明
、

　

清
澄

な

感
覚
と
い

っ

た

点
を
挙
げ
、

詳
し

く

考
察
さ
れ
て

い

る
。

ま

た

　

『

李
白

研
究

−
抒
情
の

構
造

1
』

第
二

章
（
三
）

李
白
詩
の

感

覚
的

基

　

調
（
三

省
堂
、

一

九

七

六
）

で

は

「

詩

人

と
し

て

の

李
白
の

資

質
あ

る

　

い

は

生

理

に

お
い

て
、

い

わ

ば

ア
・

プ

リ

オ

リ
に
、

透
明
な
輝
く

も
の

　
へ

の

憧
憬
が

存
在
す

る
と
の

見
る

の

が

自
然
で

あ
り
、

月

は

そ

う
し

た

　

要

素
を

も
っ

と

も

よ

く
そ

な

え

た

も
の

と

し

て
、

徹

底
し

た

賛
美
の

対

　

象

と

な

り

え

た

わ

け

で

あ

ろ

う
」

と

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

な
お

こ

の

詩

　

に

つ

い

て
、

竹

村
則
行
氏
は

「

李
白
の

月

と

杜
甫
の

月

−
李

杜
詠

月
詩

　

論

1」
（
前
掲
注

 
）

で
、

「
こ

こ

で

の

月

は
、

も
は

や

単

に

天

空

に

懸

　

か

る
一

景
物
と
し

て

あ

る
の

で

は

な
い
。

そ

こ

か

ら

脱
け

出
し

て
、

登

　

場
入

物
と

し

て

十

分

に

自
立

し

た

人

格
を

以

て

李
白

に

親
近
し

つ

つ

あ

　

る
か

の

よ

う
で

あ

る
。

そ

れ

は
つ

ま

り、

李
白
が

月

を

そ
の

よ

う

に

擬

　

人

化
し

て

見
て

い

る

か

ら
に

ほ

か

な
ら

な
い
」

「

月
そ
の

も
の

も

亦
た

李

　

白

に

向
か

っ

て

に
こ

や
か

に

微

笑
ん

で

い

る

か

の

よ

う
で

あ

り
、

そ

こ

　

に

所
謂

「
憂
思
」

の

翳
り

は

些
か

も

見
ら

れ

な
い

の

で

あ

る
」

と

述
べ

　

ら

れ
て

い

る
。

 
神
聖
な
月

と

対

比

し

て

汚
れ
た

現

実

を

諷

喩

す
る

内

容
の

詩

や
、

桂
の

　

木
、

女
性

な

ど
の

描

写

に

月

を

用
い

る
詩

に

は、

月
の

神

聖
化
や

伝
説

　

の

使
用
が

見
ら

れ

る
。

 
横
山

伊
勢
雄
氏

は

「

李
白
の

遊

び

に

お

け

る

快
楽
の

追
求

は
、

何

よ

り

　

も

精
神
の

純
一

化

に

お
い

て

な

さ

れ

た
の

で

あ
り
、

心

を

世
俗
か

ら

解

　

き

放
っ

て
、

自
然
の

清
ら
か

な

も
の

と

合
一

す
る

こ

と

に

あ
っ

た
」

（

前

　

掲

注

 ）

と

述
べ

ら

れ、

ま

た

日

加

田

誠
氏

は

「

李
白
は

天

才
の

常
と

　

し

て
、

平

凡

な

生

活

を
い

と
っ

て
、

更
に

高
く

、

更
に

自

由

な
、

更

に

　

永

遠
な

も
の

を

求

め

た
の

で

あ

ろ

う
。

だ

か

ら
天

上

の

仙

界
に

あ

こ

が

　

れ
、

酒
に

陶
酔
し

て
、

心

を
浮

き

世
の

外
に

遊
ば
せ

た
」

（

『

唐
詩

散
策
』

　

時

事
通
信

社、

　一

九

七

九
）

と

述
べ

ら
れ
て

い

る
。
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