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岑

参

の

詩

に

つ

い

て

動

詞

の

用

法

　

「

饋
中
作
」

　
「

胡
加
歌
」

で

有
名
な、

唐
の

詩
人
岑
参

は
、

現

在、

王

昌
齢

や

高
適
と
と

も
に

「

辺

塞
詩
人
」

と

称
さ
れ

て

い

る
。

確
か

に

他
の

詩
人
た

ち

の

作
品
と

比
較
す
る

と
き

、

岑

参
の

辺

塞
詩
は

特
異
で

あ
る

。

そ

の

地
理

的
な

広
が

り、

素
材
・

詠
風
等
は

、

辺
塞

詩
人
と

呼
ば
れ

る

詩
人
達
の

中
で

も

群
を

抜
い

て

異

国
情
趣
に

溢
れ
て

い

る
。

そ

れ

故、

岑
参
と
い

え

ば

辺
塞

詩
し
か
無

い

か
の

よ
う
に

評
価
さ

れ
が

ち
で

あ
る

が
、

岑

参
詩
の

圧
倒
的

多
数
は

辺
塞
詩

で

は
な

い
。

加
え
て

、

そ

れ
ら
辺

塞
詩
以

外
の

作
品
は

あ
ま

り

芳
し
い

評

価
を

得
て

は
い

な
い

。

岑
参
と
い

う
同
一

詩
人
の

作
品
の

中
の
、

辺
塞

詩
と、

そ

れ

以

外
の

作
品

と
の

間
に

断
層
が
存
在
す
る
の

だ
ろ
う
か

。

ま
た、

多
く
の、

平

凡
で

あ
る

と

見
做
さ

れ
て

い

る

作

品
に

は
、

特
色
あ
る
一

握
り
の

作
品
に

竪
が

る

も
の

が

無
い

の

だ

ろ
う
か

。

そ

れ
を

検
討

す
る
に

は、

ま
ず
岑

参
の

作
品
全

休

を
通
し
て

、

そ

の

特
徴
を

探
る

必
要
が

あ
ろ
う

。

　
ま

た
、

　
「

岑
嘉
州
詩
集
序
」

に、

杜

確
は
つ

ぎ
の

よ

う
に

言
う

。

　
　
属
辞

尚
清、

用
意

尚
切

。

其
有
所
得、

多
入
佳
境

、

迥
抜
孤

秀、

出

於
常

　
　
情

。

毎
一

篇
絶
筆

、

則

人
人

伝
写

、

雖
閣
里

士
庶、

戎
夷
蛮

貊
、

莫
不

諷

　
　
誦
吟

習

焉
。

時
議
擬
公

於
呉

均
何

遜、

亦
可
謂
情
当
矣

。

こ

う
し
た

批
評

が

具
体
的
に

ど

う
い

う
こ

と

を
言
っ

た

も
の

な
の

か
、

岑
参
の

詩
の
、

特
に

そ
の

表
現
面
の

特
徴
に

つ

い

て
、

少
し
で

も
明
ら
か
に

し

て

み
た

い
。

新

免

恵

子

　

方
法
と
し
て

は、

岑
参
の

詩
に

つ

い

て
、

　
「

語
」

「

句
」

「

対

象

の

捉

え

方
」

　
「

篇
」

そ

れ
ぞ

れ
の

面
か
ら

検
討
を
加
え

、

そ
の

特
徴
が
現

れ

て

い

る

と

思
わ
れ
る

部
分
を
と

り
出
し
て
、

そ

れ
を

同
時
の

詩
人
で

あ
る
、

李
白

・

杜

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
注

 

甫
・

王

維
・

高
適
の

作
品
と

比

較
し

、

そ

れ
に

よ
っ

て
、

岑
参
の

特
徴
葬

明
ら

か
に

す
る
こ

と

を
試
み
た

。

　

初
め

に
、

　
「

語
」

の

面
か

ら
岑
参
の

作
品
を
検

討
し
て

み
る

と
、

岑
参
独

自

の

用

語
に

気
づ

く
。

つ

ま
り、

岑
参
の

作
品
に

の

み

用
い

ら
れ
て

い

る

語
や、

岑
参
以

前
に

は
例
が

無
く
岑

参
以
後
に

は

じ
め
て

用
例
の

見
ら
れ
る

よ

う
な

語

が
あ
る

の

で

あ
る

。

た
と

え
は、

　
　
　
　
　

　

ロ

　
　
渺
渺
雲

智
遠

　
幽

幽
海
懐
長

　
（

上
嘉
州

青

衣
山

中
峯

題
悪

浄

上
人
園

居

寄
兵

部
楊

郎
中

）

「

雲

智
」

は

雲
の

ご
と
き

智
と
い

う
意
味
で

、

楊
郎

中
の

こ

と
を

か

く
言
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う

が、

岑

参
詩
以

外
に

は

例
を
見
な
い

。

ま
た

、

　
　
　
　
　
　

　

　
ほ

　

む

　
　
帆
前
見
禹
廟
　
枕
底
聞
厳
灘
　
（

謹
堀
）

「

枕
底
」

は

枕
の

底
。

舟
に

寝
て

、

枕
の

下
の

方
か
ら

「

厳
灘
」

の

音
が

響
い

て

く
る

。

こ

れ
に

つ

い

て

は
、

唐
末
の

方

干
に

、

　
　
　
　
　
　

　
　
む

　

　

　
　
檣

辺
走
嵐
翠

　
枕
底
失
風

湍
　
（

泊
）

の

例
が

あ
る

が
、

岑
参
に

先
立
つ

例
は

無
い

。

か

く
の

ご
と

く、

岑

参

詩

に

は、

独

自
の

用
語
が
認
め

ら
れ
る

。

　
第
二

に
、

「

句
」

の

面
か
ら

検
討

を
加
え
る
と

、

論
理

的
に

筋
の

通
っ

た

句
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構
成
を
し
て

い

な
い

、

類
似

表
現
が

多
用
さ
れ
て

い

る

等
の

特
徴
に

気
づ

く
。

　

論
理

的
に

筋
の

通
っ

た

構
成
を
し
て

い

な
い

点
に

つ

い

て

は

た

と

え
ば、

　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

む

　
ロ

　
む

　

む

　

　

夜
深
露
湿

箪
　
月
出

風
驚
嬋
　
（

送

永
涛

王

疑

府
遙
漏

県

）

の

句

を

見
て

み
る

と、
　
「

月
出
」

と
「

風

驚
嬋
」

と
の

問
に

果
た

し
て

ど
の

程

度
の

関

連
が

あ
る
の

か
。

杜
甫
に

、

　

　
天

寒
鳥
巳

帰
　
坪
睡

曲
鐘

静

　
（

西

校
村
尋

置
草

堂

塊
夜

富
賛
公

土
室
二

首

其
二

）

の

句
が

あ
る
が、

こ

れ
は

月
が

上
る

と

山
は
そ

れ
ま
で

よ

り
一

層
し

ん
と

静
ま

り
か

え
っ

た
よ
う
に

思
わ
れ

た

の

で

あ
ろ
う

。

し
た
が
っ

て

「

月
出
」

と

「

山

更

静
」

と
の

問
に

は

緊
密
な

関
係
が
あ
る

。

だ
が
前

出
の

岑

参
の

例

で

は、

「

月
が
出
」

て
、

た
ま
た
ま
そ

の

時
「

風
が

嬋
を

驚
か

せ
」

た

の

で
、

二

つ

を
並

べ

た
と

考
え
て

誤

り
で

は

あ
る

ま
い

。

こ

れ

ら
の

例
に

は
、

大

概
十
分
な

説
明

も
な
さ

れ
ず、

自
己
の

直
感
の

ま
ま
に

言
葉
を
並
べ

た
か

の

よ

う
な
も
の

が

少

な

く
な

い
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

ま

た

類
似
表
現
を

多
用

し
て

い

る

点
に

つ

い

て

は、

た

と
え

ば
、

　

　
　

　
む

　
む

　
む

　
　
　
む

　
　
　
む

　
む

　
む

　

　
客
舎

草
斬
出
　
関
門
花
欲
飛

　（
饕
罅
鰭
亭）

　

　
ロ
　
　
む

　
　
む

　
　

む
　　
む
　

　
　
　

む
　

　
ロ

　
　

ロ

　

む
　　
む

　

　
渭
北

草
新
出
　

関
東
花
欲
飛

　
（

腿
眺

雛
3

　

　
む

　
む

　

む

　
む

　
む

　
　

　
　

　
　
　
む

　

　
渭
北

草
新
出

　
江
南

花
已
開

　
（

送
江
睡

泉

少
府

赴

任
便
呈

籍
荊
州

）

の

如

く、

ほ

と
ん

ど、

或
い

は

全

く
同
じ

句
を

、

二

度
三

度
と

用
い

た

場
合
が

あ

り、

ま
た

二

句
に

わ
た
っ

て

類
似

し
て

い

る

場
合
も
あ
る

。

こ

れ
ら
は

特
に

儀
礼
的
傾
向
の

強
い

五

言
の

送

別
詩
に

顕
著
で、

中
に

は

つ

ぎ
は
ぎ
し
た

か
の

ご
と

き

詩
や

、

展
開

も
句
も

類
似
し
た

作
品
さ
え

認
め

ら
れ

る
。

　
こ

の

よ

う
に
、

岑
参
の

句
は

論
理

的
な
構
成

が
な

さ
れ
て

お

ら
ず、

彼
自
身

の

直
感
の

ま
ま
に
、

従
来

り
言

葉
の

用
法
の

枠
に

拘
束
さ
れ
る
こ

と

な

く

組
み

立
て

ら
れ
て

お

り、

類
似
表
現
が

多
く、

あ
っ

さ

り
し
た

対
句

も
多
い

。

　
第
三

に、

　
「

対
象
の

捉
え
方
」

に

つ

い

て

見
て

み
る
と、

擬

人
的

な

捉
．
凡

方、

具
体

的
な

捉
え
方、

感
覚
的
な

捉
え

方
な

ど

が

あ
る

。

ま

ず
擬
人
的

な
捉

え

方
、

た

と
え

ば
、

　
　
む

　

め

　

む

　

む

　

む

へ　
　

り

　

む

　

む

　

む

　
り

　
　

澗
水
呑
樵
路

　
山
花
酔
薬
欄

　
（

初
授

官
題

高
冠

葦

堂
）

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

ほ

　
　

　
　

昨
夜
山
北

時
　
星
星

聞
此

鐘

　
（

秋

夜

宿
仙

遊
寺

菊

涼
室

呈
葬
道

人

）

の

ご
と

き
例
は

枚
挙
に

暇
が

な

い
。

　
つ

ぎ
に

具
体
的
な

捉
え
方
の

例
と

し
て

、

例
え

ば

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
む

　
け

　

む

　

　
縄

頭
落
花
没
馬
蹄
　
昨
夜
微
雨

花
成
泥

　
（

舗

蜊
照
餝

更

）

の

ご

と
き
も
の

が
あ
る

。

雨
が
降
っ

て

花
が

落
ち

る

例
は

他
の

詩
人

に

も
見

ら

れ
る
が

、

雨
が
降
っ

て

驕
蹄
に

踏
み

拉
か
れ
た

花
が
泥
に

な

る

と
こ

ろ

ま
で

見

て

詠

じ
た

例
は
知
ら

な
い

。

　
「

花
」

と
「

泥
」

の

取

り
合
わ
せ

は

意

外

で

あ

る
。

だ

が
、

読
者
も
そ

の

こ

と
に

格
別
の

抵
抗
を
感
じ
る

こ

と

な

く、

句
を

読

む

と

同
時
に

、

描
き
出

す
情
景

を
思
い

浮
か
べ

る

こ

と

が
で

き
る

。

こ

の

よ

う

に
、

わ
か

り
や

す
く、

具
体
的
な

対
象
の

捉
え

方
を
岑
参
は

し

て

い

る
。

　
感
覚
的
な

捉
え
方
の

例
と

し
て

は
、

　

　
　

　
む

　
む

　
　

　
　

　
　

　
　
　

む

　
む

　

む

　

　
開
瓶
酒

色
嫩
　
踏

地
葉
声

乾
　（
獅
晒

鷺
）

酒
の

色
が
「

や

わ
ら
か
い
」

、

落
葉
を

踏

む
音
が
カ

サ

コ

ソ

と
「

乾

い

て

い

る
」

、

こ

う
し
た

現
代
的
と

も
言
え

そ

う
な

表
現
は、

岑
参
独
特
の

も
の

の

よ

う
で

あ
る

。

　
こ

の

他
に

も
岑
参
独

特
の

「

対
象
の

捉
え

方
」

が

あ
る

が、

そ

の

多
く
は

、

お

そ

ら
く
岑

参
自
身
の

直
感
に

よ
〔、

て

捉
え

ら
れ
た

も
の

で

あ
ろ

う
と

思
う

。

他
に

例
を
見
な
い

表
現
で

あ
り
な

が

ら、

読

者
の

前
に

極
め

て

鮮
か

な

映
像
を

易

々

と

描
き
出

す
の

が、

岑
参
の

「

対
象
の

捉
え
方
」

の

特
徴
で

あ
る

。
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第
四
に

、

　
「

篇
」

を
単
位
に

岑
參
の

特
徴
を
見
て

み
た
い

。

岑
参
は

、

作
詩

の

主
旨
と

は
関

係
の

薄
い

こ

と
に

言
葉
を

多
く

費
す

傾
向

を
持
つ

。

こ

れ
に

つ

い

て

は、

す
で

に

「

白
雪

歌

送

武
判

官
帰
京
」

詩

を
通

じ
て

の

指

摘
が
あ
る

　

 

が
、

こ

の

傾

向
は、

岑
参
詩
の

全

般
に

亘
っ

て

言
え

る

事
の

よ
う
で

あ
る

。

ま

た
岑

参
に

は
送

別
の

五

言

詩
が

非
常
に

多
い

が、

そ

れ
ら
に

用
い

ら
れ
て

い

る

擬
人
的
な

表
現、

故
事
の

引

用
等
の

位

置
は

、

ほ
ぼ

決
ま
っ

て

い

る

よ
う
で

、

展
開
の

類
似
性
が
認

め
ら
れ
る
。

さ
ら
に、

前
述
の

如
く
岑
参
は

、

論
理

的
に

筋
を
通

し
て

句

を
構
成
す
る
こ

と

は
せ

ず
、

飛
躍
し

た
構
成

を
し
て

い

る

が
、

篇
の

構
成
に

っ

い

て

も
同
様
の

こ

と

が

言
え

る
。

た
と
え

ば、

「

胡
茄
」

詩
を

見
る

と
、

　
　
　
　
　
 

　
　
黒
姓

賢
王

貂
鼠

裘

　
葡
萄
宮
錦
酔
纏
頭

　
　
関
西
老
将

能
苦
戦
　
七
レ

行
兵
仍
未
休

僅
か

四

句
の

絶

句
で

あ
り

な
が
ら

、

前
半
二

句
と
後
半
二

句
と
の

意
味
の

つ

な

が

り
が

薄
い

。

こ

の

よ

う
に

岑
参
の

詩
は、
　「

篇
全

体
が
主

旨
の

下
に
一

貫
し

て

流
れ

て

お

ら

ず
、

統
一

性
に

欠

け
る

印
象
を

与
え

る

よ
う
な

篇
の

構
成
に

な

っ

て

お

り、

中
に

は

類
似
し

た

展
開
に

な
っ

た

作
品

も
見
ら
れ
る

の

で

あ
る

。

　
以

上
の

よ
う

な

特
徴
が
岑

参
の

詩
に

は

見
ら
れ
る

が
、

こ

れ

ら
の

特
徴

を
考

察
す
る

上
で

先
ず
調
べ

る

必

要
が
あ
る
と

思
わ
れ
た

こ

と
の
一

つ

に
、

岑

参
の

動
詞
の

用
法
が

あ
る

。

そ

こ

で

本
稿
で

は、

岑

参
の

動
詞
の

用
法
に

つ

い

て

見

て

み
る

こ

と
に

す
る

。

な
お
テ

キ

ス

ト

は
、

四
部
叢
刊
本
「

岑
嘉
州
詩
」

を

使

用
し
た

。

（一）

ま

ず
「

侵
」

に

つ

い

て

見
て

み
た
い

、

岑
参
に

、

 
小
吏
遡
竹
逕

 
城
辺

楼
枕
海

　
　
　
む

訟
庭

侵
薬
睦
　
（

蝋

嚠

纛
鮪

謔
）

　
　
　
む

郭
裏
樹
侵
湖
　
（

粛

掻
法

鶴

禰

）

の

例
が
あ
る

。

訟

庭
が

薬
畦
に

、

樹
が

湖
に

「

入
り
こ

ん

で

い

る
」

と
い

う
。

杜
甫
に

も
、

　
　
　
　
む

　
　
野
樹
侵
江
闊
　
春
蒲
長
雪

消
　
（

野望
）

の

例
が
あ
る
が

、

　
「

侵
」

は

「

漸
進
」

　
（

「

説
文
」

）

次
第
に

入
り
こ

む
意
で

あ
る

か

ら、

岑
参
も
杜
甫
も

、

原
義

通
り
に

「

侵
」

を

用
い

て

い

る

と
い

え
よ

う
。

し

か
し

、

目
前
の

風

景
に

「

侵
」

を
用
い

て

詠
じ
た
例

は
あ
ま
り

無
い

。

　
ま
た

次
の

累
，

参
の

例
、

　
　
　
　
む

　
 

草
根
侵
柱

礎
　
苔
色
上

門
関

　
（

敬

醸
李

判

官
使

院
則

事
見

呈

）

　
　
　
　
　
　
む

　
 
雨
滋
苔
蘚

侵
増
緑
　
秋
颯

梧
桐
覆
井
黄
　
（

租

タ
読

書
秋

幽

興

献

兵
部

李

侍

郎

）

に

似
た

例
と

し
て

李
白
に

、

　
　
　
　
　
　
　

　

む

　
　
欲
覧
碑
上

文
　
苔
侵
豈
堪
読

　
（

無
皺

）

の

例
が

あ
る

。

　
こ

こ

で

気
づ

く
の

は、

杜

甫
や
李
白
の

例
で

は、
　
「

侵
」

の

持
つ

動
き
そ

の

も
の

よ

り
も
「

侵
」

の

結
果

ど
う
な
っ

た

か

が
述
べ

ら
れ
て

い

る

の

に

対
し、

岑

参
の

例
で

は

「

侵
」

の

動
き
そ

の

も
の

が

述
べ

ら
れ
る

、

と
い

う
こ

と
で

あ

る
。

つ

ま
り

、

杜
甫
の

「

野
望
」

詩
で

は
「

闊
」

と
い

う
情
景
に
、

李

白

の

「

陵

敲
台
」

詩
で

は
「

豈
堪
読
」

と
い

う
事
実
に

中
心
が

あ
る

。

だ
が

岑

詩
で

は
そ

う
で

は

な
い

。

こ

の

こ

と
は

次
の

例
か
ら
一

層
明
ら
か
に

な
ろ

う
。

　
 

水
痕
憐
岸
柳
　
山
翠
借

厨
煙
　
（

漠
上

題

鞏

氏
荘
）

「

水
痕
」

の

詩
は

岑
参
以

外
に

用
例

を
見
な
い

。

水
に

濡
れ
た

痕
と
も

考
え

ら
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れ

よ
う

が
、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
コ
　

　の

　
　

薬
椀
揺
山
影

　
魚
竿
帯
水
痕

　
（

春

尋
河

陽
聞

処
士

園

業

）

と

い

う
も
う
一

つ

の

用
例
と
合
わ

せ

考
え
る

と

き、

水
の

動
く
痕

、

す
な

わ
ち

波

紋

あ
る
い

は
さ

ざ
な
み
と

考
え
た
方
が

良
か
ろ

う
。

さ
て
、

波

紋
が

岸
の

柳

を

「

侵
す
」

、

描
か

れ
て

い

る
の

が
「

侵
」

と
い

う
動
き
そ

の

も
の

で

あ
る
こ

と
は

明
白
で

あ
ろ
う

。

こ

の

ほ

か

次
の

ご

と
き
例
も
あ
る

。

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

　

 

鳥
向
望
中
滅
　
雨
侵

晴
処

飛
　
（

南
楼

送

巍
湾

）

「

雨

が

晴
れ
て

い

る

処
を
侵
し
て

飛
ぶ
」

、

こ

の

よ

う
な
「

侵
」

の

例
は

他
の

詩
人
に

は

見
ら
れ

な
い

。

上
の

「

向
」

と

殆
ど

同
義
に

用
い

た

も
の

ら

し

い

が、
　
「

侵
」

を
用
い

た

こ

と
に

よ
っ

て
、

晴
れ
た

処
を
次

第
に

狭
め

て

飛
ん

で

ゆ

く

雨
の

動
き
が

、

よ

り
一

層
鮮
か
に

浮
か
ん

で

く
る

。

　

こ

の

「

侵
」

の

よ
う
に、

そ

れ

自
体

が
具
俵

的

な
動
き
を

持
っ

た
動

詞
を

用

い

て
、

そ
の

動
き

を
鮮
明
に

浮
か

び
あ
が

ら
せ
る
の

が、

岑

参
の

動
詞
の

用
法

の

特
徴
の
一

つ

と
思

わ
れ

る
。

　
つ

ぎ
に

「

呑
」

に

つ

い

て

見
る

こ

と
に

す
る

。

　
王

維
に

「

呑
」

の

用
例
は

無
い

。

杜

甫
の

場
合
は

「

呑
声
」

が

そ
の

過
半
数

を
占
め

、

当
然
そ
の

主
語
は

人
間
で

あ

り
、

　
「

香

声
」

以

外
の

例
の

主

語
も

殆

ど
が
人

閲
で

あ
る

。

李
白
の

場
合
も、

主
語
の

ほ

と
ん

ど
が

人
間
と
動

物
で

あ

る
。

　
「

呑
」

は

咽
か

ら
物
を
飲
み
こ

む
動
き

を
意
味
す
る
の

で

あ
る

か

ら
、

杜

甫
や

李
白
の

こ

う

し
た
用

法
は

、

至

極

当
然
で

あ
る

と
い

え
よ

う
。

だ
が

岑
参

の

例
に

は
、

入
間
や

動
物
を

主
語
に

持
つ

例
が
無
い

。

た

と
え

ば、

　
　
　
　
　

　

 
石
門

呑
衆
流

　
絶

岸
呀

層
轡
　
（

云｝
石

籃
崖
ロ

潭

旧
醒
摺
王

享

±

）

の

例
で

は

「

石

門
」

が

主
語
で

あ
る

。

　

水
の

流
れ

を

呑
む
例
は、

六

朝
宋
の

飽
照
に

、

　
　
　
む

　

む

　
　

呑
吐
百

川
　
写
泄

万
壑

　
（

登
大

罵

岸
与
畦

書

i
飽

氏

集
巻
九

）

と

あ
り

、

百
川

の

水
が

呑
み

こ

ま
れ、

万

壑
に

吐
き
出

さ

れ
る、

そ

の

水
の

動

き
に

「

呑
」

を
用
い

て

い

る
。

李
白
に

も、

　
　
　
　

　

む

　
　

漏
流
昔
呑
翕
　
沓
浪
競
奔

注
　
（

早
過

漆
林

渡
寄

万
巨

）

の

例
が

あ
り

、

周
霞
の

山
々

か
ら
流
れ

出
た

水
が

、

昔
よ

り
、

呑
み
こ

ま

れ
あ

つ

め

ら
れ、

そ

う
し
て

水
か

さ
の

増
し

た

流
れ
は

競
っ

て

娟
に

奔
り
注
い

で

き

た
、

と

水
の

動
き

を
表
現
し
て

い

る
。

　

だ
が

、

鮑
照
の

例
に

し

て

も、

李
白
の

例
に

し
て

も、

そ

こ

に

流
れ

こ

む
水

の

動
き
の

み

が
描
か
れ
て、

岑
参
の

 
の

例
の

「、
石
門
」

の

よ

う
に

口

を
あ
け

て

呑
む

、

そ

の

主
体
の

姿

は
ど
こ

に

も
無
い

。

次
の

杜

甫
の

例
も
同

様

で

あ

る
。

　
　

楚
設
関

城
険
　
呉
呑
水

府
寛

　（
聽
灘

譜
讒
コ

薙
咽

醒）

こ

こ

で

は、

楚
に

関
城
が

設

け
ら
れ
て

往
来
が
難

し
く
な
っ

て

い

る

こ

と
と

、

呉
の

水
か

さ
が
増

し
て

水
浸
し

に

な
っ

て

い

る
こ

と

を
述
べ

て

お

り
、

　
「

水

府
」

を

呑
み

込

む
主

体
は
姿
を
現

し
て

い

な

い
。

　

と
こ

ろ
が

岑
参
の

 
の

例
で

は、

千
尺
余
り
の

高
さ
の

溪
谷
の
、

蛟

龍
が

蟠

っ

て

い

る

か
の

ご

と
き

潭
の

入
り
凵

に

あ
る

「

石
門
」

が、

口

を
開
け
て

衆
流

を

呑
み
込
ん
で

い

る、

そ

の

姿
を
こ

そ

描
い

て

い

る
。

下
に

「

絶
岸
肝

層
轡
」

と

あ
る

の

は、

切

り
立
っ

た

岸
が、

幾

重
に

も
重

な
っ

た

山
々

に

向

か

っ

て

「

呀
」

、

大
き

く
口

を
あ
け
て

い

る

か

の

よ
う
だ
と

い

う
の

で

あ
ろ

う
か、

そ

れ
と

も
浪
の

ぶ

つ

か
り

合
う

音、

渦

巻
く
音
を

言
っ

て

い

る
の

か
。

　
「

呀
」

の

用
例
と
し

て

は、

李
白
に

だ
け
一

例
、

　
　

双

鯉
卵
岬

鰭
鬣

張
　
跋
刺
銀

盤
欲
飛
去

　
（

縄

中
師

小
吏

携
斗
菌

馭

魚
於

逆
腺

見
魁

）
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と

あ
り、

「

牙
岬
」

で

多
く
の

声
の

や

か

ま
し
い

さ

ま
を
述
べ

て

い

る

よ
う
で

　

　
　

　
　
卩

あ
る

。

い

ず
れ
に

せ

よ

岑
詩
の

例
で

は

「

絶
岸
」

の

姿
に

中
心
が

置
か
れ
て

い

る
。

結
局

岑
参
は
こ

の

二

句
で

、

こ

れ
に

続
く
「

幽

趣
倏
万
変

　
奇

観
非
一

端
」

の

情
景
を
描
こ

う
と
し
た

の

で

あ
ろ

う
。

だ
か
ら
こ

そ

「

石

門
」

が
宛
も
生
き

物
で

あ
る

か
の

ご

と
く
「

呑
む
」

と

言
っ

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ
う
な

岑
参
の

「

呑
し

の

用
法
は

特
異
で

あ
る

。

そ

れ
で

も
、

呑
ま
れ

る

の

は

水
で

あ
る
と
い

う
点
で

は
他
の

詩

人
と

異
な
ら
な

い
。

　

だ
が

、

岑
参
に

は、

水
が
「

呑
む
」

と
い

う
逆
の

例
も
あ

る
。

　

 
澗
水
卻
樵
路
　
山
花
酔
薬

欄
　
（

初

授

官
題

高
羅

草
知
）

谷

川

が
増
水
し
て

、

樵
夫
の

通
い

路
が

通
れ
な
く
な
っ

た
と

い

う
。

こ

う
い

う

「

呑
」

の

用
例
は

、

他
の

詩
人
に

は

無
い

。

李
白
の

次
の

例、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
む

　
む

　

　
鳴
皐

微
茫
在
何
処
　
五

崖
峡
水

横
樵
路

　
（

輪

皐
歌

奉
饅

従
翁

清
周
五

崑
山

房

）

と

比
較
す
る
と

き
、

描
き

出
さ
れ
た

情
景
中
の

動
き
の

量
に

、

格

段
の

差
を

感

じ
ず
に

は
い

ら

れ
な
い

。

岑
詩
の

「

呑
」

に

は、

水
か
さ

を
増
し
た

澗
水
の

呑

み
込

む
動
き
が

感
じ

ら
れ

る
が、

李

詩
の

「

横
」

か

ら
は

停
止
し
た

情
景
し

か

浮
か

ん
で

こ

な
い

。

　

こ

の

こ

と
は

次
の

例
に
っ

い

て

も
言
え
る

。

　

 
繚
繞
斜
習
鉄
関
樹
　
氛

氤
半
掩

交
河

戌
　
　
（

火
山

雲

歌

送
別
）

主
語
は
火
山
の

雲
で

あ
る

。

雲
が
ま
と
い

つ

く

よ
う
に

鉄

関
の

樹
々

を
斜
め
に

呑
み
こ

ん
で

い

る
と

い

う
こ

の

描

写
は

、

ま
る
で

動

物
の

よ

う
な
雲
の

動
き

を

彷

佛
と

さ

せ
る

。

ほ

か

に

次
の

例
が

あ
る

。

　

　
　
む

　

 
勢
呑
月
窟
侵
太
白

　
気
連
赤
坂
通

単
于
　
（

離
靆

置）

熱

海
の

勢
い

は
、

月
窟
を
呑
み

太
白

星

を
侵
さ
ん

ば
か

り、

熱
海
の

気
は、

赤

坂
に

連

な

り
単
于
に

通
じ
る
ほ

ど
で

あ
る
、

と
い

う
の

で

あ
る

が
、

こ

の

場
合

、

前
述
の

「

石
門
」

や
「

澗
水
」

　
「

火
山
雲
」

と

同
列
に

論

ず
る

わ

け
に

は
い

く

ま
い

。

な
ぜ
な
ら
「

勢
」

は

最
早
実
相
で

は

な
い

か
ら
で

あ
る

。

李
白
に

も
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　

　
奔

蹙
横
澄
潭

　
勢
呑
落
星

石
　
（

済

溪
南
藍

山
下

有

落
盤

石

可
以

卜

築
余

禎

母
石

土

婿

何
判
官
昌

浩

）

　

　

み

ね

藍
山
の

岑
の

勢
い

は

落
星

石
を

呑
み

込
ん
で

し

ま
い

そ

う

だ
、

と
い

う
句
が
あ

る
。

こ

の

二

つ

の

「

勢
呑
」

例
と

、

前

出
の

「

呑
」

例
と
の

間
に

は

明
ら
か
に

開
き

が
あ
る

。

　
「

勢
い

が

呑
む
（

か

の

よ
う
で

あ
る

）

」

と
い

う
場
合
は、

あ

く
ま
で

呑

む
か

の

ご
と

く
見
え
る
と
い

う
に

す

ぎ
な
い

。

一

方、

前
出
の

三

例

で

は、

作
者
は
「

呑
む
」

と

言
い

切
っ

て

い

る
。

だ
が
「

勢
呑
」

と

い

う

表
現

も、

や

は

り
当
時
と
し
て

は
珍
し

か
っ

た
も
の

の

よ
う
で

、

こ

の

二

例
し

か

見

あ
た

ら

な
い

。

そ
れ
ゆ

え
一

層、

岑
参
の

「

呑
」

例
が

際
立
っ

て

見
え

る

の

で

あ
ろ

う
。

　

以

上、
　
「

呑
」

に

っ

い

て

も
「

侵
」

と

同
様
に、

具
体
的

な
動

き
を

元
来

備

え

て

い

る
動

詞
を
用
い

て、

そ

の

動
き

を
鮮

明
に

浮
か

び
あ
が

ら

せ

て
、

生
き

生
き

と
し
た

情
景
を

描
き

出
し
て

い

る
の

で

は

な

か
ろ
う
か

と

思
わ
れ
る

。

　
さ
ら
に

「

呑
」

と

同
じ
く、

本
来
殆
ど
人

間
に

限
っ

て

用

い

ら

れ

る

動
詞

「

吐
」

に

つ

い

て

も
見
て

み
た

い
、

　
「

吐
」

が
人
間
以

外
に

用
い

ら
れ
た

例
と

し
て

は
「

吐
月
」

「

吐

花
」

が
あ
る

　
月
と
「

吐
」

の

組
合
せ

が
、

岑
参
に

は
三

例
あ
る

。

　
　
ロ

　
　
　
　

　

む

　
 

月
輪
吐

山
郭
　
夜
色
空
清

澄
　
（

出

濁

経
華

岳
寺

訪

法

華
雲
公

）

　
　

　
　

　
　

　
　

の

　

ゆ

　
 
江
雲

入
袈
裟
　

山
月
吐

縄

牀
　
　
（

ヒ

嘉
粥
青

衣
山

中
峯

髯
惠

浄

上
人

四

居
寄
兵

部
揚

郎

中

）

　
　

　
　

　
む

　

　ロ

　
 

水
烟
晴
吐

月
　
山
火
夜
焼

雲
　
　
（

江

行

伎
宿
龍

吼

灘

臨
眺

思

蛾

眉

隠
者
胎・
寄
幕
中
諸

公
）

杜

甫
に

も、

月
が

山
か

ら
上
る
こ

と

を
「

吐
」

と

表
現
し
た
例
が

あ
り

、

　
　

　
　

　
　

　
　　

　
　

四
吏

山
吐

月
　
残
夜
水
明

楼

　
　
（

月
）

王

維
に

も、
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ロ
　
　

む

　

　

不
見

郷
書
伝
雁
足

　
唯
看
新
月
吐

峨
眉

　
　
（

層
遠
二

菅
其
二

）

　

　
ロ
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
む

　

　

月
従

断
山
口

　
遙
吐
柴

門
端
　
（

東

演

飯

月
）

の

二

例
が

あ
る

。

ま
た、

逆

上
っ

て

六

朝
梁
の

費
昶
の

詩
に

も
見
る

こ

と
が

で

き
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

　

閭

闔
下

重
関
　
丹

塀
吐
明

月
　
愈

黠
呻

謡
醐

馨
し

王

維
の

例
は、

こ

の

費
昶
の

例
に

似
て

お

ろ
う

。

つ

ま
り
「

吐
」

を
「

出
」

や

「

上
」

と

ほ

ぼ

同
義
に

用
い

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ひ

　

そ

れ
に

対
し
て、

岑
参
の

 
の

例
「

月
輸
吐
山
郭
」

で

は

「

山
郭
」

、

杜
甫

　

　
　

　
　
む

の

「

四
更

山
吐
月
」

で

は
「

山
一

と、

そ

れ

ぞ
れ

「

吐
」

の

主
語

が
明
示
さ
れ

て

い

る
。

そ

れ

ゆ
え

「

吐
」

の
一

般
的
用
法
と
思

わ
れ
る

「

吐
棄
」

　
「

吐
混
」

「

吐
血
」

等
の

、

口

か

ら
物

を
出

す
動
作
に

関
す

る
用

法
に

近
く

感
じ

ら
れ

、

「

吐
」

本
来
の

動
き

が

浮
か
ん

で

く

る
。

こ

れ
は

前
述
の

岑
参
の

特
徴
と
【

致

し
て

い

る

と
い

え

よ

う
。

　

っ

ぎ
に

 
の

例
で

は
、

　
「

縄

牀
」

　
（

背
も
た

れ

の

あ
る

肘
か

け
椅
子）

か
ら

山
月
が
吐
き

出
さ
れ
て

い

る
。

　
「

江
雲
が

袈
裟
に

入
り

、

椅
子
の

と
こ

ろ

か
ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
を

山
月
が

吐
き
出
さ

れ

る
し

の

で

あ
る

か

ら、

青

衣
山
の

「

屹
然

迥
絶
」

の

様
が

窺
え
る

。

李
白

に

も、

　

　
江
寒

早
啼
猿
　
松
暝
已
吐

月
　

侖

髏
鋳
難
齪

鞭
虻

）

と
い

う
例
が

あ

り、

松
が

月
を
吐

く
と
解
さ

れ

る
。

月
を
吐

く
主
語

が
山
に

限

定

さ
れ
ぬ

点

が、

李
白

と

岑
参
と
に

共
通
し
て

い

る
と
い

え

よ

う
。

「

吐
」

と

は

無
縁
の

ご

と
き
語

を
主
語
に

用
い

て、

し

か
も
そ

こ

に

「

吐
」

本
来
の

動
き

が

感
じ

取
れ

る
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　

岑
参
の

 
の

例
「

水
烟
晴
吐

月
　
山
火
夜

焼
雲
」

で

は
、

水
烟

が
晴
れ
て

月

が
現
れ

る
様
子
を

、

た

だ
こ

れ
だ

け
で

あ
り

あ
り
と
思
い

描
く
こ

と
が
で

き

る
。

　
　

薫
炉
含
好
気

李
白
に

は

L

　
　

所
以
桃
李

樹

　
　

池
開
照
胆
鏡

岑
参
に

も
、

　
　

　
　
　
　

　
　

　
む

　
 

六
月

花
新
吐

と
い

う
例
が
あ
る

。

晴
れ
る

に

従
っ

て

月
を
吐

き
出
し
て

ゆ
く

水
烟
の
、

宛
も
生
き

物
の

如
き
動
き

が

鮮
か

で

あ
る

。

　
こ

う

し
た

こ

と
に

よ

り
、

同
じ
く

月
と
「

吐
」

と

を
結
び
つ

け
た

表
現
で

あ
り

な
が

ら、

岑
参
の

例
で

は

「

吐
」

本
来
の

動
き
が

生
き
て

い

る

と

言
え
よ
う

。

　
そ

れ
で

は

「

吐

花
」

に

つ

い

て

は

ど
う
か

。

現

代
語
で

も、

花
が

碇
ぶ

こ

と

を
「

吐

花
」

と、
言

う
。

古
く
は
梁
の

簡
文
帝
に

つ

ぎ
の

例
が
あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（

爆

美
人

−
玉

台

新
詠

巻

六

）

　
　

　
　

　
　

　

庭
樹
吐

華
滋

む

　
　
の

吐

花
竟
不
言

　
む

　

　
　

　

　
　

の

林
吐
破
顔

花

（

古
風
五

＋

九

甘

i
其
二

＋

五

）

（

宴

陶
家

亭

子

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
（

臨
龍

龍
興

寺
玄

上
人

院

同

詠

青
木
香
彊

）

　
　

　
　

　
　

　
　
三

春
葉
巳
長

　
　

　
　

　
　

　
　
す
る
と、
　
「

吐
花
」

は
既
に

固
定
化
さ

れ
、

慣
用

化
さ

れ

た

表
現
だ
っ

た

の

で

あ
ろ
う
か

。

　

だ
が

、

岑
参
に

は

さ

ら
に

次
の

加
き

例

も
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

　
む

　
 
桂
林
蒲
萄
新
吐

蔓
　
武
城

刺
蜜
未
可
餐
　

（

彑．
搬
皿
浄

道
別

長
佃、

嬢

呈
嫩
八

侍
御

）

　
　

　
　

　
む

　
 
江
柳
秋
吐

葉
　
山
花
寒
満
枝
　
（

送
鰾

評

事

入

京
）

蒲
萄
が
蔓

を
出

す
こ

と

を
「

吐
」

と

言
い

、

葉
を
落
と

す

こ

と

も

や

は

り

「

吐
」

と

言
う

。

　
「

吐

花
」

と
固
め
ら
れ
た

表
現
か

ら

は
、

こ

う
し

た

表
現
は

出
て

来
な
い

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

　
ま
た
別
の

例
も
あ
る

。

　
　

　
　
む

　
 
霜
畦
吐

寒
菜
　
沙

雁
噪
河
田

　
（

鼬

練
騾

漲
王

）

こ

れ

は、

花
や

葉
に

用
い

た

「

吐
」

の

用
法
を
更
に

拡
大
し
た

も
の

と
考
え

ら

れ
る

が
、

こ

れ
に

つ

い

て

は

梁
の

江
洪
に

、
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凄
葉
流
晩
暉
　
虚
庭
幽

寒
菜
　

（

秋
風
二

首

其
一

−

玉

台
鋳

詠
巻
＋

）

と
い

う
類
似
の

句
が
あ
る

。

従
っ

て

岑
参
独
自
の

表
現
と

言
う
こ

と
は

出
来
な

い

が
、

こ

れ
ら
に

近
い

例
が

他
の

詩
人
に

は

見
あ
た
ら
な

い

こ

と
に

よ

り
、

こ

れ

も
、

岑
参
独
自
の

用

法
に

適
っ

た

表
現
で

あ
る
と
い

え

よ

う
。

た

だ
し
こ

こ

で

は
「

吐
」

と
い

う
動
き
の

鮮
か
さ

に

は
乏

し
く、

む
し
ろ

「

吐
」

の

使
用

範

囲
を
限
定
せ
ぬ

と
い

う

点
に

特
徴

を
認
め

る

こ

と
が

で

き

る

だ
ろ

う
。

　

蛇
足

だ
が、

李
自
に

も
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

　
枯
枝
無
醜
葉
　
涸
水
吐

清

泉
　
（

長
歌

行

）

の

例
が

あ
り、
　
「

滔
水
」

と
「

清
泉
」

の

組
合
せ

に

「

吐
」

を
用
い

て

意
外
な

用
法
の

ご
と

く

見
え

る
。

だ
が

「

清
泉
」

は

も
と
よ
り
水
で

あ
っ

て、

水
を
呑

吐

す
る

例
な

ら
ば
珍
し

く
は

な

い
。

し
た
が
っ

て
、

発
想

と
し
て

は

特
異
な

も

の

で
は

あ
る

ま
い

。

　

　
　

　
　
⇔

　

既
述
し
た

加
く、

そ

れ

自
体
が

具
体

的
な
動
き

を
伴
う
動
詞

を
用
い

て、

そ

の

動
き
を
鮮
明
に

浮
か

び
上
が

ら
せ

る

の

は
、

岑
参
の

特
徴
の
一

つ

で

あ
る

が
、

こ

の

他
に、

組
み

合
わ
せ

の

意

外
さ
に

よ

っ

て

情
景
を

鮮
か
に

描
き
出

す
と
い

う

特
徴
も
あ
る
と
思

わ
れ
る

。

そ

こ

で
、

次
に

数
例
の

動
詞

を
取
り

あ
げ
て
、

そ

れ

ぞ
れ
の

端
的
な

例
を

見
て

み

た
い

。

　

3
　
雑

　

　

急
管
瀞
青
静

玉
瓶

屈
金

危

（

冬
宵

家
会

銭
享

郎

司

兵
赴
同

州
）

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
り
　
　　
　

　サ

　

　

置
酒

宴
高

館
　
嬌
歌

雑
青
糸
　
（

過
梁

州

奉
蹴

張

尚
書
大

夫
公

）

　

　
　

　
む

　
　
　

　
　ロ

　

　
細

管
雑
青
糸
　
千
杯
倒
接
罷
　
（
鬻
撥
濃
）

　

　
嬌
歌
急

纂
業
銀

燭
金
杯
映
翠
眉

（

使
君

席
夜

送

戴

河
南

赴
艮

水

）

四
例
と
も
「

青
糸
に

雑
じ
る
」

と
い

う
。

「

青
糸
」

は
、

対
応

す
る

語
が
「

接

羅
」

　
「

翠
眉
」

で

あ
る
と
こ

ろ

か

ら、

黒
髪
（

の

人
）

を
指
す
ら
し
い

。

李
白

に

も
、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　コ
　
　　ロ

　

　
君
不
見

　
高
堂

明
鏡
悲
白
髪

朝
如
青

糸
暮
成

雪

　
（

将
進

酒

）

と
い

う

例
が
あ
る

。

　

で

は
、

黒
髪
に

歌
や

音

楽
が

「

雑
じ
る
」

と
は
ど
う
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う

か
。

　
n
首
楽
と

「

雑
」

の

組
み

合
せ

と
し
て

は
、

李
白
に

次
の

例
が

あ
り

、

　

　

新
鴬
飛
繞
上
林
苑

願
入
簫

艱
爨
（

恃
従
宣

春

苑
奉

詔
賦

龍
池

柳
色
初

青
轟
新

鴬
百

囀
歌
）

物
や

色
と

同
様、

音
も
入
り

雑
じ
る

こ

と

が

わ
か
る

。

こ

こ

で

は

「

新
鴬
」

の

囀

り
と、
　
「

簫
韶
」

や

「

鳳
笙
」

の

音
と
い

う

同
質
の

も
の

が

雑
じ
る
の

で

あ

る

か

ら、

こ

の

「

雑
」

の

用
法
は

臼
然
で

あ
る

。

　

だ
が、

岑

参
の

「

雑
」

は
違
っ

て

い

る
。

　
「

急
管
」

　
「

細

管
」

の

音

色
、

「

嬌
歌
」

の

声
が
、

宛
も
生
き

物
の

如
く
に

「

青
糸
」

　

お
人
々
）

の

間
に

流

れ
て

ゆ
き

、

入
り
込

む
の

で

あ
る

。

心

行
く

ま
で

酒
に

酔
い
、

音
楽
に

浸
り
切

っ

て

い

る

人
々

の

様
子、

そ
の

坐
の

情
景
を

、

こ

う

表
現

し
た

も
の

で

あ
る

。

「

雑
」

を

用
い

た

こ

と
に

よ

り、

人
々

の

間
を
流
れ

、

人
々

を
包
ん

で

ゆ
く

音

楽
の

形
が
、

模
糊
と
で

は

あ
る

が
、

浮
か

ん

で

来
る
よ

う
に

思
う

。

実
際、

岑

参
は

同
じ

宴
席
に

居
な
が

ら
、

酔
っ

た

人
々

と、

彼
ら
を

包
む
音
楽
と

を
な
が

め
て

い

た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

四

度
も
用
い

て

い

る

こ

と
か

ら
、

岑
参
は
こ

の

表
現
が

気
に

入
っ

て

い

た
の

で

は
あ
る

ま
い

か
と
想

像
さ

れ
る

。

　

 
　
帯

　

　
　
ゆ

　

　

雲
帯
歌
声
飃

　
風

飄
舞
袖
翻

　
　（
澣

飜
鸚

丞）
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「

帯
」

は

原
義
の

「

紳
」

か

ら

派
生

し
た

種
々

の

意
味
を

持
ち

、

そ

の

用

法
も

多
様
で

あ
る

。

就
中、

こ

の

例
で

は
、

　
「

雲
」

が

「

歌
声
」

と
一

緒

に

「

飃

が
」

っ

て

行
く

と
い

う
。

　
「

雲
」

が

音

楽
を
理
解
す
る

も
の

と

し

て

詠
じ
ら
れ

た

例
は

多
く、

「

雲
」

と

「

歌
声
」

の

組
合
せ

は
無
く
は

な

い
。

「

風
」

が

「

舞
袖
」

を
「

飄
す
」

場
面
を

容
易
に

想
像
で

き
る

よ

う
に

、

　
「

雲
」

が

「

歌

声
」

を
つ

れ
て
「

颶
が

る
」

場
面
も
想

像
が
で

き
そ

う
な
気
が

す
る

。

し

か
し、

こ

う

し
た

例
は

、

他
の

詩
人
に

は

無
い

。

　

◎

　
搏

　

　
む

　

 
搏
壁

躋
半
空
　
喜
得
登
上

頭

　
（

牝．
髭

内

郎
候

封
大

夫

受
降
回

軍

献
上

）

　

　
　

　
つ

　

 
側
径

擣
青
壁

　
危
橋
透

滄
波
　
（
叢
齲

讎
）

「

搏
」

は

詩
に

頻
用
さ

れ
る

語
で

は
な
い

。

杜
甫
に

、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

　
梁
聞
燕

雀
休

驚
怕
　
亦

未
搏
空
上

九
天
　
（

萋

楚
公

画

角

鷹
歌

）

の

例
が

あ
る
が

、

こ

れ

は
、

岑
参
の

、

　

　
　

　
　

　
　

　
の

　

　
撃

水
翻

滄
海

　
縛
風
透
赤
害

　
（

齣
覿

餌

馘

韻
矧

鰍
）

と

同
じ
く
、

　
「

縛
」

を

「

う
つ
」

意
で

用
い

て

い

る
。

「

麺
撃
」

の

語

も

あ

り
、

「

う
っ

」

意
で

の

用
例
が

多
い

。

だ
が

岑
参
に

は

そ

れ
以

外
の

例
が

あ
る

。

李

白
に

次
の

例
が

あ
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

　
自

言
歴
天
台

　
搏
壁

躡
翠
屏
　
（

贈
噌

騰
公
）

コ

説
文
」

の

「

搏
は

索
持
な

り
」

、

段
注
に

「

索
持
は

模
索
し

て

之
を

持
す
る

を

謂
う

」

と

あ
る

説
明
が
あ
た

る
よ

う

で

あ
る

。

壁
に

手
を

つ

け、

さ

ぐ
り

さ

ぐ

り
擱
っ

て
、

険

し
い

「

翆

屏
」

を

越
え
て

有
く
こ

と
を

言
う
ら
し
い

。

こ

れ

は

岑
参
の

 
の

例
に

も
あ
て

は

ま
る

。

　
 
の

例
の

「

側
径
」

は
謝

霊
運
に

も
、

　

　
側

径
既
窈
窕

　
環

洲
亦

玲
瓏
　
　
爺

糟
祖

黯
講
沖）

の

例
が

あ
る

が
、

　
「

側
径
」

の

語
の

与
え
る

印
象
は
ず
い

ぶ

ん

毳

う
。

岑
参
の

「
、

側

径
」

は

崖
の

狭
く
険
し

い

山

道
の

よ
う
で

あ
る

。

こ

の

二

句
に

続

け
て
、

一

汗
流
出
鳥
道

、

胆
砕

窺
龍
渦
」

と
あ
る

か

ら、

作
者
達
が
啣

こ

の

「

側

径
」

を

行
く

に

は
違
い

な
い

。

下
の

「

危
橋
透
澹
波
」

句
か
ら

考
え
て、
　
「

側
径
」

の

険
し

い

様
子
を

言
う
ら
し
い

。

「

側
径
」

が

「

青

壁
」

に

貼
付
い

た
か
の

よ

う

な
情

景
を
描

写
し
た

も
の

だ
ろ
う

。

こ

こ

で

の

「

掩
」

の

主
語
は

「

側
径
」

で

あ
る

。

こ

こ

に

も
岑
参
の
、

思
い

が

け
な

い

主
述
の

組
合
せ

と
い

う
特
徴
が

表

わ
れ
て

い

る
と

い

え
よ

う
。

　

 

　
在

　

　
　

　
　

　
　

　
　
ロ

　

　
雷
声

傍
太
白
　
雨
在
八

九
峯
　
（

田

仮
哺

臼

隅

西
草

彙
）

雨
に

は

「

降
」

や

「

下
」

を

用
い

る

の

が

常
で

あ

り、

他
の

詩
人
に

は

例
が

無

い
。

　

 

作

　

　
　

　
　

　
け

　

　
帰
夢
秋

能
作
　
郷
書

酔
嬾
題

　
　
龕

礁
離

彎

「

作
」

字
は

甚
だ

広
い

範
囲
に

用
い

ら
れ
る

字
で

は

あ
る

が
、

　「、

夢
」

と

組
み

合
わ

せ

た

例
は

見
な

い
。

　

 

対

　

　
　

　
　
ロ

　

　
巻

簾
山
対
酒

上
馬
雪

沾
衣

（

驥
融
韜

中）

「

簾
を

巻
け
ば
山
は

酒
に

対

す
」

と
い

う
。

簾
を

巻
く
ま
で

酒
に

対

し
て

い

た

の

は

人

間、

そ

れ
が

簾
を

巻
い

た
こ

と
に

よ
り、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
む

　

　
映

硯
時

見
鳥
　
巻
簾
晴
対
巾［

（

敬

醐
李

判
官

使

院

即

事
見
呈

）

と

同
じ
く
、

山
が

見
え

た
。

す
る
と、

室
内
の

酒
に

山
が

対
し
た
、

向
か

い

合

っ

た

気
が

し

た
の

で

あ
る

。

人
間
が

酒
に

「

対
す
る
」

の

で

な

く、

人

間
が

山

に

「

対
す
る
」

の

で

も
な
い

。

入
間

を
抜
き
去
っ

た
、

山
と
酒

だ
け
の

関

係
に

「

対
」

を
用
い

て

い

る
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
「

対
」

の

用

法
が、

唐
突
な
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印
象
を

与
え
ぬ

で

あ

ろ
う
か

。

　

 

　
依

　
　

　
　
む

　
　

水
雲
依
錦
席
　
岸
柳
覆
金
覆
　

爺

親
齲）

他
の

詩
人
に

は
「

席
に

依
る
」

と
い

う

表

現
は

無
い

。

だ
が

「

依
は

倚
な
り

」

　
（
「

説

文
」

）
、

つ

ま
り

「

も
た

れ

る
、

よ

り
か

か

る
」

と

い

う

意

味

で

あ
れ
ば

コ

錦
席
に

依
る
」

と
い

う

表
現

も
理

解
で

き
る

。

た

だ、

主

語
の

「

水

雲
」

と
「

依
」

の

組
み
く
冂

わ

せ、

こ

れ

は

些
か

唐
突
で

あ
る

と
い

え

よ

う
。

同

時
に、

唐
突
で

あ
る
か

ら
こ

そ

新
鮮
な

の

だ
ろ

う
。

　

 
　
引

　
　

　
　
　

　
　

秋
風
引

帰
夢

昨
夜
到

汝
顆

（

郊

行
寄

杜

位

）

「

秋
風
が
、

帰
郷
の

夢
を
引
い

て、

夢
の

中
で

昨

夜
汝
穎
に

到
る

こ

と
が
で

き

た
」

と
い

う
。

風
が

「

引
く

」

例
は、

李

白
に

も、

　
　

　
　
　

　
　

東

風
引
碧

草
　
不

覚
生
華
池

　
（
驫
難
琶

と

あ
り、

風
が

吹
い

て

な

び
く
の

を
こ

の

よ

う
に

表
現
し
た

も
の

で

あ
る

。

だ

が
、

対
象
が

「

帰
夢
」

と
い

う
の

は

珍

し
い

。

　
「

帰
夢
」

に

つ

い

て

は
李

白
に

　
　

苦
竹
寒
声
動

秋
月
　
独
宿
室
廉
帰

夢
長
　
（

労
労

亭

歌
）

の

例
が

あ
る

。

こ

の

例
で

は

「

帰
郷
の

夢
を

見
続
け
る
」

の

で

あ
り
、

　
「

帰

夢
」

と
い

う

物
の

存
在
を
意

識
し
て

は
い

な

い
。

　
「

帰
夢
」

の

捉
え

方
が

他
の

詩
人
と

異
っ

て

具
象
的
で

あ
る
た

め
に
、

岑
参
に

は

「

秋
風
引
帰

夢
」

の

例
が

あ

る
の

だ

ろ
う

。

　

さ
て

こ

こ

で

視
点
を

稍
ず
ら
し
て

み

る

と
、

他
の

詩
人
に

比
較
し
て

特
異
な

対
象
で

あ
る

「

帰
夢
」

に

殊
更

働
き
か

け
た
の

は

何
故
か、

そ

こ

に

「

秋
風
」

の

意
志
を

認
め

ら
れ

ま
い

か
。

自
然
物
が

或
る

対
象
に

働
き
か

け
る

、

格
別
そ

の

物
に

と
っ

て

は

特
殊
な

働
き
か

け
で

な

く
と

も
、

そ
の

対
象
が

特

異

な

場

合、

特
に

そ

れ
が

人
間
と

深
く

結
び
つ

い

て

い

る

場
合
に

、

そ

の

働

き

か

け

は、

単
な

る

自
然

現
象
で

は

な

い

特
別
の

意
味
を
持
つ

と

解
さ
れ
る

の

で

は
あ

る
ま
い

か
。

そ
れ

を
擬
人

法
と

呼
べ

る

と
す
れ

ば
、

岑

参
に

は
他
の

詩
人
に

は

例
の

無
い

、

数

多
く
の

擬
人

法
が

あ
る

。

組
み

合
わ
せ

の

か

わ
っ

て

い

る

例
を

眺
め
る
と

き、

こ

の

よ

う
に
、

特
異
な

対
象
の

捉

え
方

、

擬

人
法
と
い

う
特
徴

も
見
え
て

く
る
よ
う
で

あ
る

。

働

　
9
で

は、

動
詞
本
来
の

動
き
を
鮮
明
に

浮
か

び
あ
が

ら
せ

た

例
を

、

　
口

で

は、

組
み

合
わ
せ

の

意

外
な

例
を

見
て

き
た

が
、

さ
ら
に

そ

の

他
に

も、

思
い

が

け
な

い

動
詞
を

用
い

て
、

情
景
を
実
に

具
体
的
に

描
き

出
し
た

例
を
見
て

み

た

い
。

　

 
　
借

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

水

痕
侵
岸
柳
　
山
翠

借
厨
煙
　
（

漢

上
題

隼
氏

荘
）

杜
甫
に

も、

　
　

　
り

　
　

色

借
繍
湘
闊
　
声
駆
礎
瀕
深
　
（

長
江

二

首
其
二

）

の

例
が

あ
る

。

長

江
が
「

色
は

瀟
湘
に

借
り
て

闊
い
」

と
い

う
。

こ

れ
は

色
に

限
定

し
て

い

る
こ

と
か
ら

も
明
か
な

よ
う
に
、

単
に

色
の

相
似
を
言
う
に

過
ぎ

な
い

。

だ
が

岑
参
の

例
で

は
、

山
翠
が
厨

煙
を
借

り
て

き
て

、

共
に

そ
こ

に

け

ぶ

っ

て

い

る
と
い

う
。

杜
甫
の

「

借
」

に

は
そ

れ
ら

し
い

動
き
が

無
く、

岑
参

の

例
に

は

そ

れ
が
あ

る
。

 

懸

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
 

西
郊
候
中
軍
　
平
沙
懸

落
暉

　
（

北
癡

西

郊
候
封

大

夫

曼
降
回

軍

献
上

）

沙
漠
の

広
々

と

し
た

地
平

線
に

、

落
ち
か

け
た

夕
陽
が

「

ぶ

ら
さ

が
る

」

よ

う

に

残
っ

て

い

る

情
景
で

あ
る

。

岑
参
に

は

他
に

も
、
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野
曠
不

見
山

白
日

肇
頭

（

翼

州
客

舎
酒

瞭
』

王

埼
寄

題
南
楼

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
む

　
　

送
君
一

酔
夭

山
郭
　
正

見

夕
陽
海
辺
落
（

雛
靆

峯
）

な
ど
の

類
似
し
た

表
現
が

あ
る

。

だ
が
こ

れ
ら
は

「

落
」

の

事
実
を
叙
べ

た

も

の

で

あ
り、

 
の

例
の

ご
と

く

情
景
を

叙
べ

た

も
の

で

は

な
い

。

　

杜
礒
に

次
の

例
が
あ
る

が
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
む

　
　

踈
燈
自
照

孤
帆
宿
　
新
月
猶
懸
双

杵
鳴
　
（

被
）

「

新
月
」

が

何
処
に

「

懸
」

か
っ

て

い

る
の

か

明
確
で

な

い
。

同
じ

く
杜

蒲
の
、

　
　

　
　
ユ

　
　

中
天
懸
明

月

A
・

厳

夜
寂
寥

（

鷺
蓍
）

こ

こ

に

言
う
「

中
天
」

も
模
糊
と

し
て

い

る
。

単
に

「

空
」

と

言
う
の

と

大
差

無
い

。

む
し
ろ

六
朝
宋
の

柳
憚
の

例、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
　

秋
風

吹
緑
潭

　
明
月

懸
高

樹
　
（
攤
碧
埀
．）

こ

の

方
が、

余
程
「、
懸
」

が

生
き
て

い

る
。

そ

し
て
爆

，

参
の

例
で

は

さ

ら
に

ス

ケ

ー

ル

の

大
き
さ
が

加
わ
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

　

次
の

ご
と

き
例

も
あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
 
春
雲
濱
深
水
　
秋
雨
懸
空

山
　

兪

鍵
撒
難
畤V

「

秋
雨
」

が

「

空
山
一

に

集
中

的
に

降
っ

て

い

る

の

で

あ

ろ
う
。

岑

参
の

他
の

例、
　
　

　
　
む

　
　

崖
凵

懸
曝
流

　
半
天
白
皓
帖

　
（
瀦

霧
燥

騏
）

の

ご

と

く
「

漫
流
」

が
「．
懸
」

の

例
な

ら
ば
少
な

く
な

い
。

慰
，

参
は
  ，
空
山
」

に

降
り
注

ぐ
「

秋
雨
」

を

「

爆
流
」

の

よ

う
だ
と
捉

え
た

の

で

あ

ろ
う

。

赴
甫

の
、　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
サ

　
　

風
起

春
燈
乱
　

江
鳴
夜
雨

懸

　（
聾
鞨
蠶
罐
琶

こ

の

例
で

は、

ど
こ

に

「

懸
か

る
」

の

か
不

明
で

あ
る

。

　
「

懸
」

に

は

高
さ

が

感
じ

ら

れ
る

の

が
一

般
的
だ
が、

こ

の

杜
甫
の

例
に

は
そ

れ

が

無
い

。

韻
を

無

視
し
て

言
え
ば、
　
「

降
」

で

も
「

下
」

で

も
構
わ
ぬ

の

で

は
あ
る

ま
い

か
。

そ

れ
に

対
し
て

岑

参
の

「

空

山
」

に

は

高
さ

が
あ
る

。

其
れ

故
に

容
易
に

こ

の

情

景
を

思
い

描
く
こ

と

が
で

き
る

の

で

あ

ろ
う

。

　
「

平
沙
に

落

琿
が
懸
か
る
一

と
言
い

、

「，
秋
雨

が
空
山
に

懸
か

る
」
と一、
学
つ

。

一

瞬
、

こ

の

「

懸
一

に

は

戸
惑
い

を

覚
え
る
。

そ
れ

は

「

平

沙
」

と
「

落
畷
」

、

「

秋
雨
」

と
［．

空
山
」

を

結
び
つ

け
る

に

は、

従
前
使
い

慣
ら
さ

れ

た

動
詞
が

他
に

存
在
す
る
た

め
で

あ
る

。

だ
が

岑
参
は

敢
て

「

懸
」

を
使
用
し

て

い

る
。

そ
れ
は

恐
ら
く、

彼
自
身
の

見
た
「．
落
麗
」

は

確
か
に
「，
平
沙
に

懸
か
っ

て
」

い

た
た

め
で

あ
ろ

う

し、
　一，
秋
雨
一

が
確
か

に
【

空

山
に

懸
か
っ

て
」

い

た

た

め

で

あ

ろ
う
。

　

高
適
に

も、

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　

　

新
碑
亦
崔

地
　
佳
句

懸
日
月

　
（

同

観

陳
＋

六

史

興
匪

）

　

　

群

峯
懸
中
疵

　
石
壁

如
ヴ

釐
　
（

藹
無

）

な
ど
「

懸
」

の

使
用
例
が
あ
り
、

こ

れ
ら

も
岑
詩
と

同
様
に

不
安
定
な

印
象
を

与
え

る
が、

大
き
な
違
い

が
一

点
あ
る

。

そ

れ
は、

黙
，

詩
で

は

「

懸
」

の

使

用

11一
よ

っ

ヴ

丶

　一

層
鮮
か

な

情
景
が

容
易
に

目
前
に

想
起
で

き
る

の

に

対
し
て
、

高
詩
で

は

む
し
ろ
「

懸
」

の

使

用
に

よ

っ

て

具
体
的
な

情
景
の

想
起
が

困
難
に

な
っ

て

い

る
と
い

う
点
で

あ
る

。

こ

の

違
い

は
「

懸
」

の

捉
え

方
の

相
違
に

よ

る

も
の

か
も
知
れ

な

い
。

そ

れ

な

ら
ば、

こ

の

違
い

は

他
の

動
詞
の

捉
え
方
に

つ

い

て

も

言
え

る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

　

 
　
網

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

　
驟

雨
暗

溪
谷
　

帰
雲

網
松
蘿
　
へ

職

鞭

鮪
経

）

松
蘿
に

帰
雲
が

網
の

よ

う
に

「

網
っ

」

て

い

る

と

い

う
。

こ

う
い

う
「

網
」

の

用
法
は

他
に

例
が

見
え

な

い

が、

実
に

具
体

的
な

表
現
で

、

情
景

も
は
っ

き

り
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と

浮
か
ん
で

く
る

 

　

 

穿

　

 
剣
鋒
可
惜
虚
用

尽
　
馬
蹄
無
專

今
巳
穿
　
（

送
曹
r

帰
武
飢

）

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　

 
還
家

剣
鋒
尽
　

漁
塞
馬
蹄

穿
　
（

送
都

購

東

帰

）

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
サ

　

 
別

多
人

換
鬢

　
行
遠

馬
蹄

穿

　
（

祐
凶

再

赴

μ

南

別

詩
）

馬
は

頻
繁
に

詩
の

材
料
と

し
て

取
り
あ
げ
ら

れ

る
。

だ
が
「

馬
蹄
」

に

限

れ

ば、

数
が

限
ら
れ

る
。

李

白
と
土

維
に
一

例
ず
つ
、

杜
甫
に

も
六
例
の

み
で

あ

る
。

杜
甫
の

六
例
は、

　
　

門
径
従
榛

草
　
無
心

待
馬
蹄

　
（

燈
）

　
　

書
籖
薬
裹

封
蛛
網
　
野
店
山
橋
送
馬
蹄

　
（

将
赴

成

都
草
堂

藤

中
有

作

先

寄
厳

鷆
公
五

盞
其

ヨ

）

　
　

老

去
参

戎
幕
　
帰
来

散
馬
蹄
　
（

悃
）

の

ご
と

く、

馬
の
一

部
と

し
て

し
か

「

馬
蹄
」

を
捉
え

て

は
い

な
い

。

仮

に

「

馬
蹄
」

を

コ

馬
」

に

置
き
換
え

て

も、

意
味
上
大
き
な

変
化
は

認

め
ら
れ
ま

い
。

　

王

維
の

例
で

は、

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
の
　
　
　ロ

　
　

草
枯
鷹
眼
疾
　
雪

尽
馬
蹄

軽
　
（

猟
）

多
少

「

馬
蹄
」

を

意
識
は

す
る
が、

「

馬
蹄

軽
」

は

や

は
り

馬
の

足
の

速
い

こ

と
の、
言

い

換
え
で

し
か
な
い

。

杜
甫
も
王

維
も、

ま
た

李
白

も、

「

馬
蹄
」

そ

の

も
の

に

注

目
し
た

わ
け
で

は
な
い

の

で

あ
る

。

さ
ら
に

、

高
適
の

辺
塞

詩
を

探
し
て

み
て

も、

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

絶
域

眇
難
路

　
悠
然

信
馬
蹄
　
（
靆
酬

」

と
い

う
程
度
に

し
か

扱
わ
れ
て

い

な
い

。

　
一

方
、

 
〜
 
の

岑
参
の

例
で

は
、

い

ず
れ

も
、

遠
く

険
し
い

行
程
の

た

め

「

馬
蹄
」

に

穴
が

あ

く
と

述
べ

て

い

る
。

　
「

馬
蹄
」

自
体
に

焦
点
を

あ
て
、

そ

れ

に

穴
が

あ
く

と

述
べ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

行

軍
の

苦
し
さ

を
具
体

的
に

示
し

た

の

で

あ
る

。

　
つ

ま
り、

岑

参
は
、

　「、
馬
蹄
」

を

具
体
的
に

捉
え
、

そ

こ

に

「

穿
」

と
い

う

具
体
的
な

画
面
を
結
ぶ

動

詞
を
用
い

て
、

極
め

て

具
体
的
な

情
景
を

描
き

出
し

た
の

で

あ．
る

。

　

「

穿
」

の

例
は

他
に

も

あ
る
。

　

 
献
賦
頭
欲
白

　
還
家
心

巳
鏈
　
（

送

五
仁

鶏
幽

胤

蜂
猶

醗

）

「

心

に

穴
が
あ

く
」

、

ぽ
っ

か

り
と
心

に

穴
が
空
い

た

よ

う
な、

ど
う
し

よ

う

も
な
い

気
持
ち
を

こ

う

表
現
し
て

い

る
。

現
代
の

我
々

に

は

抵
抗
無
く
受

け
容

れ
ら
れ

る

表
現
だ

と
思

う

が、

当
時
こ

う
い

う

表
現
を
用
い

た

の

は

珍

し
い

よ

う
で

あ
る

。

杜
甫
に

は
、

　
　

　
　

　
　
　

　
　

平
生
心
巳

折
　
行
路
日

荒

蕪

　
（

埴隅
）

の

ほ

か
、

数
例
の

「

心
が

折
れ

る
」

例
が
あ
る

。

こ

れ

は
そ

れ

ま
で

に

貶
に

あ

っ

た、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む

　
　

歓
沈
難
落
興

　
心
乱
誰
為
理

　
（

陸

臓
・
為

顧
彦

先
贈

掃

二

首

其

7
菜

選
巻
二

十

瞬

）

　
　

　
む

　
　

心

悲
易
感
激
　
俛

仰
涙
流

衿
　
（

張
華
・
情

詩
五

首

其
】
−
t
台
新
詠

巻
二

）

の

ご

と
き

「

心

乱
」

　
「

心
悲
」

等
の

表
現
と

大
き
く

変
わ
る

も
の

で

は

な
か

ろ

う
。

そ

れ
は、

い

ず
れ

に

せ

よ、

心
の

形
を
意

識
し
て

述
べ

た

も
の

で

は

な

い

か

ら
で

あ
る

。

そ

の

た

め
、

読
者
も、
　
「

已
に

折
れ
」

た
心
の

形
を
具

体
的
に

思
い

浮
か
べ

る
こ

と

は

で

き
な
い

。

李
白
に

は
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
む
　

む

　
　

寄
君
罫

中
歌
　
曲
罷
心

断
絶

　
（
軅

黷
雪）

の

例
が

あ
り、

他
に

「

心

断
」

　「．
心

絶
」

の

例

も
あ
る

。

岑
参
に

も
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リ

　
ロ

　

　
杉
冷
暁

猿
悲
　

楚
客
心
欲

断
　
（

下
外
江

、

舟

中

懐

綾
南

旧
居

）

の

例
が

あ
る

。

こ

れ
ら
に

つ

い

て

は、

既
に

六
朝
に
、

　

　
　

　
　
サ
　
　

　

　

　
涕
零
心

断
絶
　
将

去
復
還
訣
　
（

飽

照
東

門
行

1

文
選
巻

二

÷

八
）

と
い

う

例
が

あ
る

。

こ

れ

ら
の

例
で

も
や

は
り

心
が
ど
の

よ

う
な
形
に

な
る

こ

と
を

言
う
の

か

不
明
で

あ
る

。

観
念

的
に

は

理

解
し
得
て

も、

実
感
を

伴
う
具

体
的
理

解
は
難

し
い

。

む
し
ろ

高
適
の

次
の

例
が
 

例
に

近
か

ろ

う
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
拝
迎

官
長
心

欲
砕
　
鞭
錘
黎
庶
令
人

悲
　
（

封
丘

県

）

岑

参
の

「

心

巳
穿
」

、

心
に

穴
が
あ
い

た

状
態
は

「

穿
」

の

用
法
と
し

て

は

意

外
な
気

も

す
る

が、

述
べ

よ

う
と

す
る

内
容
は、

実
感
を

伴
っ

て

具
休

的
に

理

解
で

き
る

。

　

と
こ

ろ
で

「

穿
」

を
身
体
に

用
い

た

例
が、

杜
甫
に
一

例
だ

け
あ
る

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ロ

　

　
折
尾

能
一

掉
　
飽

腸
皆
已

穿
　
（

羲鴨
）

「

腸
」

に

穴
が
あ
く

。

　
「

蒼
鷹
」

の

雛
を

食
べ

た
「

白

蛇
」

に、

親
鳥
に

代
わ

っ

て

「

義
賠
」

が
仇

を
討
つ

の

だ
が

、

そ
の

時

「

白
蛇
」

の

「

飽
腸
」

に

穴
が

空

け
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

こ

れ
は

事
実
を
そ

の

ま
ま
述
べ

た

だ

け
で

、

極
く

当

た

り
前
の

用
法
で

あ
る

。

こ

れ
に

対
し
て

岑

参
は、

や

り
き

れ
ぬ

気

持
ち
と
い

う

抽
象
的
な

も
の

を、
　
「

心
」

に

穴
が
あ

く
と

具
象
化
し

て

表
現
し

て

い

る
。

こ

れ
は、

抽
象

的
な

事
柄
を

具
象

化
し

て

述
べ

る

と
い

う
岑

参
の

表
現
上
の

特

色
の
一

つ

で

あ
る

。

　
な
お

付

言
す
れ

ば
、

杜
甫
の

「

飽
腸

皆
巳
穿
」

の

如

く
酷
い

リ

ア

ル

な

表
現

は、

岑
参
は

決
し
て

用
い

ぬ

で

あ
ろ

う
と

思
わ
れ、

こ

れ
も

両
者
の

違
い

と

言

え
る

だ
ろ
う

。

 
　
費

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ロ

　

　
漢
月
垂

郷
涙
　
胡
沙
費
馬
蹄

　
（

障
西
頭

送

李

判
官

入
京

）

岑
参
が

他
の

詩

人
と
は

異
っ

て、

馬
蹄

自
体
に

注

目
し

て

い

た
こ

と

は

既
述
の

通
り
で
、

こ

こ

に

挙

げ
た

例
に

つ

い

て

も
同
様
の

こ

と
が

言
え

る
。

沙
漠
に

行

き

悩
ん

で

な
か

な

か
進

め
な

い
、

そ

の

た

め
に

馬
蹄
が

磨
り

減
っ

て

し
ま

う
。

金

銭
や

日

数
を
「

費
す
」

よ

う
に
、

馬
踊

を
「

費
さ
」

ね

ば
な

ら
ぬ

の

で

あ

る
。

　

　
　

　
　

　

　
闥
人

費
素
手
　
採
輯
作
締
絡

　
（

黄

望

篇

）

こ

れ

は

李
白
の

例
で

あ
る

。

　
「

素
手
」

は
す

り
減
る

も
の

で

は
な
い

。

こ

こ

で

「

費
素
手
」

と
は

「

手
数
を
か

け
る
」

意
で

あ

る
。

　
「

財

用

を

散

ず

る

な

り
」

　
（

「

説

文
」

）

か
ら
は

離
れ

た
用

法
だ
ろ
う

。

こ

れ
に

対
し

て

岑
参
の

例

で

は、

軣
実

磨
り
減
っ

た

（
費
さ
れ

た
）

馬
蹄
に、

沙
漠
の

行
程
の

難

儀
さ

が

具
体
的
に

、

象
微
的
に

現
わ
さ

れ
て

い

る
。

（四 ）

　

以
上、

動
き
を

伴
う
動
詞

を
用
い

て

そ

の

動
詞

本
来
の

動
き
を

浮
か

び
あ
が

ら
せ

た

例、

か

わ
っ

た

組
合
せ

の

中
で

の

意
外
な
動

詞
を
用
い

て

情

景
を

極
め

て

具
体
的
に

描
き

出
し
た

例
に

つ

い

て

見
て

き
た

。

無
論、

こ

う
し

た

分
類
は

便
宜
上
の

も
の

で

あ
る

か

ら
、

相
互
に

重
複
す
る

部
分
も
か
な

り
あ
り、

そ

こ

に

は、

全
て

に

共
通

す
る

岑

参
の

特
徴
が

窺
え
る

。

そ

れ
は、

岑
参
が
、

そ

の

動

詞
本
来
の

意
味
を

生
か

し
て
、

ほ

ぼ

原

義
通
り
に

用
い

て

い

る

と
い

う

特
徴

で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

す
で

に

挙
げ
た

例
の

他
に
、

原
義
通
り
の

用
法
と
い

う

点
に

絞
っ

て
、

い

く

つ

か
の

例
を
見
て

み

た

い
。

　

 

透

　

　
側

径
搏
青
壁

　
危
橋
趣
滄
波

　
（

赴

纏
為

搓

賑

閣
道

）

高
く

架
か

っ

た

橋

を
渡
る

と、

足
元
の

隙
間
か

ら
「

滄
薮
」

が

見
え

る
。

　
「

胆

12
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は
砕
か

れ、

龍
渦
を

窺
う
」

（

目詩
）

架
橋
で

の

描
写
で

あ
る

。

　
そ

も
そ

も
「

透
」

字
は

詩
に

用
い

ら
れ

た

例
が

稀
で
、

杜
甫
に
一

例
、

李
白

に

は

無
い

。

岑

参
に

は
こ

の

他、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
む

　
　

月
色

冷
楚
城
　
淮
光
透
霜
空
　
（

送

王

著
赴

淮

西
幕

府
作

）

　
　

春
景
み
高
戟
　
江
雲

箋
長
麾
　
（

過

梁

州
奉
贈

張

尚

審

大

夫
公

）

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
む

　
　

水

駅
風
催
訪

　
江
楼
月
透

床

　
（

送

許
員
外

江

外

置
常
平

倉
）

と
い

う
「

透
」

の

例
が

あ
る

。

王

維
に

も
、

　
　

九

蔑
広
楽

百

勢
名
香

（

奉
釈

聖
髪

十
五

夜
懲

燈
継

以
醵

寡
応

制

）

　
　

花

轎
欝
茶

嘉
竹

叢

（

洞
南

厳
尹

弟
見

宥
弊

蹟
訪
騎
人

賦
＋

韻

）

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
む

　
　

瓊
峯
当
戸
拆

金
澗
透
林

鳴

　
（

遊

蟲
化
寺
）

　
　

水
穿
盤
石
渉
　
藤
繋

古
松

生

　
　
（

奏
過
賀

遂

員
外
渠

園
）

こ

れ

ら
か

ら

考
え
て

み
る
に

、

王
維
の

「

透
」

は
、

　
「

間

を
縫
う
よ
う
に

と
お

っ

て

い

く
」

意
の

よ

う
で

あ
る

。

岑

参
の

「

透
」

が、

い

ず
れ

も
「

直
線
的
に

と
お

り
ぬ

け
る
」

の

と
は

違
っ

て

い

る
。

ま
た、

王

維
の

例
で

は
、

最
後
の

例

以
外
の

三

例
と

も
、

　
「

透
」

の

様
子

を
視
覚
的
に

捉
え
る
こ

と

が

で

き
な
い

の

に

対
し、

岑
参
の

例
は、

ど
れ

も
目
前
に

浮
か

ん
で

く
る
か

ら、

こ

の

点
に

於

て

も
ま
た

違
っ

て

い

る
と
い

え
る

。

岑
参
の

動
詞
の

用
例

と
し
て

こ

れ

ま
で

に

あ
げ
た

例
で

は
、

い

ず
れ

も
、

殆
ど
そ

の

字
の

原
義
通
り
の

用
い

方

を
し
て

い

る
。

　
「

透
」

の

原
義
は
は
っ

き

り
し
な

い

が
、

　
「

つ

き
ぬ

け
る．一

意
の

よ
う
で

あ
る

か

ら、

こ

こ

で

も
同
じ
こ

と
が

言
え
る
の

で

は
な

識

ろ
う
か

。

　

 
　
撲噛

 

留
花
底
恒

衾

霧
玉

缸
春

馨
（

章

員
外

家

花

樹
歌

）

　
 
花
蜘
征

衣
看
似
癲
　
雲

随
去
馬
色

疑
穂
　
（

青
門

歌
送

棄

台

張
籾

官

）

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ロ

　
 
朝
歌
城
辺
柳

貍
地

　
邯
戰
道
上

花
撲
人

　
（

鸚
乂

）

「

花
撲
」

の

例
は

他
の

詩
人
に

は

無
い

。

　
「

撲
」

の

用

例
と
し
て

は
、

に
、　

　

廛
閏
攤
麺
　
歌
吹
沸
天

　
（

蕉
誠

賦
1
文

選

巻
＋
一

）

が

あ
り、

李
善
の

注
に

、

　
　
　
　
　

　
む

　
　

方
言
B、

撲
尽
也

。

郭
撲
日
、

今
種
物
皆
生、

云

撲
地

出
也

。

と
あ
る

。

後
に

王

勃
も

、

　
　
　
　
む

　

　コ

　
　

閭
閣
撲
地
　
鐘
鳴
鼎

食
之

家

鮑

照

　

　
綱
艦
迷

津
　
青
雀
黄
龍
之

軸
　
翕
旺
）

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

つ

と

用
い

て

い

る
。

こ

の

二

例
の

「

撲
地
」

は

と
も
に

「

地
を

撲
く
す
」

、

人

家

の

密
集
し
て

い

る

状
態
を

言
っ

た

も
の

の

よ

う
で

、

　
「

撲
」

に

全

く
動
き
が

無

い
。

　
「

撲
地
」

の

例
は
岑

参
に

も
あ
る

。

　

　
　
　
　
　
　

　
む

　
　　

　

　
寒
天

高
堂
夜
　
撲

地
飛
雪
時
　
（

冬
宵

家
会
鰹

李

郎
司

兵
赴
同

州
）

李
善
注
を
こ

こ

に

あ
て

は
め

る

と

「

地
い
っ

ぱ
い

に

飛
雪
の

あ
る

時
」

と
い

う

こ

と
に

な

ろ
う
か

。

無

論
こ

れ
で

不

都
合
は

な
い

が
、

そ

れ
で

も
や

は
り
ど

う

し
て

も
「

撲
っ

」

動
き
が

飛
ぶ
雪
の

動
き
の

中
に

含
ま
れ
て

い

る

よ

う
な

気
が

し
て

な

ら
な

い
。

　

岑
詩
に

は

ま
た

同
様
の

例
が

あ
る

。

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
む

　

　
蒲
海
暁
霜
凝
馬
尾
　
葱
山
夜
雪
撲
旌
竿
　
（

　
封
大

夫

破
播

仙

鰌　
歌

六
章

其
二

）

「

昨
夜
の

雪
が

旌
に

降
り
つ

け
、

今
は

び
っ

し
り
と
そ
の

旌
竿
に

つ

い

て

い

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
ロ
つ

る
」

と

言
う
の

だ
ろ
う

。

昨
夜
ず

っ

と

雪
が

旌
竿
を
「

撲
」

っ

て

降
り
続
け、

今
朝
は
そ

の

雪
が

旌
竿
に

い

っ

ぱ
い

に

っ

い

て

い

る、

こ

の

「

撲
」

に

は
や

は
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り
動

き
が

感
じ
ら

れ
る
。

　

さ
ら
に

、

つ

ぎ
の

例
も

あ
る

。

　

　
　

　
ほ

　

　

沙
塵
撲
馬

汗
　
霧

露
凝

貂
裘
　
（

窃
鵜

碗
田

途

中

卩
輩
文
判

官

）

沙
塵
が

馬
の

佐

を
叩
き
付

け
る

ご
と

く
「

撲
ち
」

、

そ

れ
が

「

馬
の

汗
」

に

び

っ

し
り
と

は
り
つ

い

た

よ

う
に

な
っ

て

い

る
様
子

を

言
う
の

だ

ろ
う。

今
挙
げ

た

二

例
に

共
通
す

る

こ

と

が
あ
る

。

そ

れ

は、

「

撲
」

に

対

応

す

る

の

が

「

凝
」

字

で

あ
る

点

で

あ
る

。

「，
馬
尾
一

が

凍
て

つ

き
、

「

貂

裘
」

が

芯
ま
で

濡

れ

て

こ

り
か

た

ま
っ

た

よ

う
に

な
っ

た
状

態
が

想
像
で

き
る

。

　
「

撲
」

は、

こ

の

「

凝
」

と
対
応

す
る
の

で

あ
る
か

ら、

旌
竿
や

馬
汗
に

い

っ

ぱ
い

に

貼
り
つ

い

た

雪
や

沙
隈
の

状
態

を
言

っ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

よ
う

。

し
か
も

同
時
に
、

そ

の

状
態
を

作
り
出

し
た

動
き

を
も
含
ん

で

い

る

に

違
い

あ
る

ま
い

。

　

以

上
を

踏
ま
え

て
、

　
「

花
撲
一

の

例
に

戻
っ

て

考

察
を
加
え
て

み

た
い

。

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
サ

　
　
ロ

　

 
朝
回

花
底
恒

会
客
　
花
撲

玉
紅

春
酒

香
　
（

車

員

外
象

花

崩

歌

）

花
が
k
虹
に

び
っ

し
り
と

散
り
か

か

り
、

其
故

「

春
酒
一

が
一

層
「

香
」

し
く

な

る
と
い

う
。

確
か
に

こ

こ

に

も
、

玉
訌
に

散
り
か
か
る

花
の

動
き
と、

び
っ

し

り
と

散
り
か

か
っ

た

花
の

状

態
と
の

両

義
が

認

め
ら
れ
る

。

　

 
花
撲
征

衣

看
似
協
　
雲
随
去
馬
色

疑
懿
　
（

鳶

門
歌

送
東

台

悵
糊

官

）

花
は

征
衣
に

散
り
か

か

り、

び
っ

し
り
と
付

着
し
て

「

み

る

み
る

醫
の

よ

う
に

な
っ

て

ゆ
く

」

様
子
が

描
か
れ
て

い

る
。

　

 
朝

歌
城

辺
柳゚
暉
地

　
邯
軋
道
上

花
撲
人

　
（
禁
び

こ

の

例
で

も、

花
は
人
に

散
り
か
か

り、

そ
の

頭
や

肩
な

ど
に

つ

い

て

い

る
。

し

た
が
っ

て

「

花
が
撲
つ

一゚

場
合
の

「

撲
」

に

つ

い

て

も
、

や

は

り
「

撲
っ

」

動

き
と、

い

っ

ぱ
い

に

な
っ

た
状

態
の

両
方
を
意

味
し
て

い

る
と

考
え
て

よ

か

ろ

う
。

（五 ）

　

言
葉
は

変
化

す
る

も
の

で

あ
る

。

時
代
と

共
に

用

法
は
変
化
し、

そ

れ
と

同

時
に

固
定
化
し
て

ゆ

く
も
の

の

よ

う
で

あ
る

。

だ
が、

岑
参
の

用

法
に

限
っ

て

言
え

ば
、

本
稿
で

取
り
あ
げ
た、

動
詞

本
来
の

動
き
を

大
切
に

し
た

も
の

や
、

動
詞

を
具
体
的
に

用
い

た

も
の

は

言
う
ま
で

も
な

く
、

そ

の

他

た

と

え

ば

「

透
」

　
「

撲
」

の

例
に

つ

い

て

も、

動

詞
の

原
義
を

離
れ
て

お
ら

ず、

原
義
に

忠
実
に

、

原

義
を

生
か

し
て

用
い

て

い

る
と
い

う

こ

と
が

言
え
る
の

で

は

な

か

ろ
う
か

。

　
黒

，

参
「

動
詞
の

用

法
に

は
、

他
の

詩
人
に

は

例
の

無
い

も
の

が

多
い

。

ま
た

そ

の

動
詞

自
体、

殆
ど

詩
に

は

用
い

ら
れ

て

い

な
い

よ

う
な

場
合
も
少
な
く
な

い
。

し
か
し、

だ

か

ら
と、
員
っ

て
、

岑

参
が

勝
手
に

気

靂
に

使
用
し
た

と

は

言

え

な
い

よ
う
に

思
わ

れ

る
。

縦
ん

ば
他
に

同
様
の

用
例
が

無
く
と

も、

そ

の

動

詞
本
来
の

意
味
と
掛
け

離
れ

た
用

法
は
し
て

い

な

い

か
ら
で

あ
る

。

た

だ、

少

な

く

と

も
、

歴
史
の

中
で

変
化
し

固
定
し
た

用
法
の

枠
に

縛
ら
れ
る
こ

と
は

な

か
っ

た
。

そ

の

こ

と
が、

岑
参．
の

動
詞
の

用

法、

ひ

い

て

は

句
の

構
成
を

特
徴

づ

け
て

い

る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

そ

う
し
て

、

そ
の

点
を

っ

き
つ

め

て

ゆ

け

ば、

岑

参
独
自
の

も
の

の

見
方、

対
象
の

捉
え

方
に

及
ん

で

行
く
よ

う

に

思

う。

だ

が

そ

の

こ

と
に

つ

い

て

は
ま
た

稿
を

改
め

て

考
え

る

こ

と
に

す

る
。

　
最
後
に

次
の

例
を
見
て

み
た

い
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
　
胡
塵

浄
古
塞

　
兵
気
宅

辺
空
　
（

安

西
館

中

思

長
安

）

「

宅
」

を
人

間
以

外
の

も
の
、

例
え
ば
こ

の

「

兵

気
」

の

如
き

無
生
物
に

用
い

た

の

は
、

岑

参
に

も
此
の
一

例
の

み
で

あ

り
、

ま
た

他
の

詩
人
に

も
例
が
無
い

。

「

全

唐
詩
」

で

は

「

宅
」

を

「

屯
」

に

作
っ

て

お

り
、

そ

の

場
合
な
ら
ば、
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む

　
　

虜
塵
兵
気
連
雲

屯
　
戦

場
白

骨
纏
草
根
　
（

翰

台

歌
搴
送

封

大

夫
出

踊
酉

征
）

の

他
、

例
も
多
い

。

ま
た
「

屯
」

と
「

宅
」

は

形
が

似
て

も
い

る
。

だ
か

ら
と

い

っ

て

「

宅
」

は

「

屯
」

の

書
き

誤

り
だ
と

冨

う
の

は
ど
う
で

あ
ろ

う
か

。

寛

保
本
も
「

宅
」

に

作
っ

て

い

る
。

鮒

例
が
見
え

ぬ

か
ら
「

屯
」

の

誤
り
と

断
定

す
る
の

は

早
計
に

過

ぎ
よ

う
。

岑
参
は

従
来
の

用

法
の

粋
に

は

ま
ら
ぬ

動
詞
の

用
い

方
を

す
る

し
、

擬
人

法

も
非
常
に

多
い

。

「

胡
塵

、

古
塞
に

浄
き
」

中、

「

兵
気
」

が
「

辺
空
」

に

住
み

つ

い

て

じ
っ

と
と

ど
ま
っ

て

い

る
。

い

つ

戦
い

が

始
ま
る

か

も
知
れ
ぬ

不
気

味
さ

が

伝
わ
っ

て

来
る

よ
う

な

気
も
す
る

。

　
結
局

、

岑
参
の

動
詞
を
雄
て

み
る
と

、

意

味
は

原

義
に

忠
実
に

、

用

法
は

独

自
に

、

と

い

う
こ

と
に

な
り
そ

う
で

あ
る

。

　
こ

の

特
徴
は、

岑
参
独
自
の

用
語

、

つ

ま

り
岑
参
の

作
品

に

の

み
用
い

ら
れ

て

い

る

語
や、

岑

参
以

前
に

は
例
が

無
く
岑

参
以

後
に

は

じ
め
て

用
例
の

見
ら

れ
る

よ
う

な
語

が
あ
る
と

い

う、

既
に

述
べ

た

特
徴
の
一

端
で

も
あ
る

。

っ

ま

り
語
を

使
用
す
る

際
に
、

用

法
の

粋
と

か
詩

語
の

観
念
の

枠
と

か
に

捉

わ
れ

る

こ

と

な
く

、

岑

参
臼
身
が

独

自
に

主
体

的
に

語
み．
択
び
表
現
し

た

も
の

で、

動

詞

も
例
外
で

は

な
か
っ

た
と
い

う
こ

と

が
わ
か
る

。

　
つ

ぎ
に

類
似
表
現
の

多
用
と

い

う

面
で

言
え

ば
、

た

と

え
ば

本
稿
で

既
に

言

及
し
た
、

　
　

　
　
む
　
　コ
　

　　

　
　

急
管

雑
青
糸

　
モ

瓶
屈
金

危

　
（

冬

宵

家
会
銭

李

価

司
兵

赴
腮

州
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
む

　
り

　　り

　
　

置
酒
宴
高
館
　
嬌
歌
雑
青
糸

　
（

過

梁

州
翠
蛸

張

尚
壽
六

夫
公

）

　
　

　
　
む

　

　ロ
　

　ロ

　
　

細
管
雑
青
糸
　
千
杯
倒
接

籬
　
（

賠
封
大
夫

宴

滑
海
亭
納
涼
）

　
　

　
　

　
　
　
　
　　
　
　
ロ

　
　

嬌
歌
急
管
雑
青

糸
　
銀

燭
金
杯
映
翠
眉

　
（

使
君

席

褒
送
戦

河
繭
赴

長
水

）

の

ご
と

く
、

心

ず
し

も
安
易
な

態
度
に

因
る

類

似
と
は

考
え

ら
れ

ぬ

例

が

あ

る
。

こ

の

こ

と
か

ら、

岑

参
自
身
が
、

自
分
の

表
現
で

あ
る

と

意
識
し

て

用
い

た
独

自
の

表
現
が
あ
っ

た

ろ

う
こ

と

が
推
測
さ
れ

る
。

　
さ
ら
に

岑
参
に

は、

対
象
の

捉
え

方
が

特
異
で

あ
る
と
い

う

特
徴

も

あ
っ

た
。

そ

れ
は

既
に

触
れ

た
よ

う
に

、

岑
参
自
身
の

直
感
に

よ
っ

て

捉
え

ら
れ
た

も
の

で

あ

ろ
う。

こ

の

岑

参
独

自
の

も
の

の

見
万

、

対
象
の

捉
え

方

に

よ

っ

て
、

彼
独
自
の

動

詞
の

用

法
が

必
然
的
に

生
ま
れ
た

の

で

は
な

い

か
。

ま
た、

こ

の

よ

う
に

動
詞
を

従
来
の

用

法
の

枠
に

縛
ら
れ
ず
に

用
い

る

こ

と

が
で

き
た

か
ら
こ

そ
、

独

特
の

感
覚
で

捉

え
た

対
象
を

、

読
老
に

表
現
し

伝
達

す
る

こ

と

が
可

能
に

な
っ

た

の

で

は

な
い

か
。

他
に

例
を
見
な

い

表
現
で

あ

り
な
が
ら

、

読
者
の

眼
前
に

極
め

て

鮮
か
な

映
像
を
易
々

と

描
き

出
す
こ

と
が

で

き

た

の

は、

原

義
に

忠
実
に

各
お

の

の

動
詞

を
使
用
し
た

こ

と
に
、

一

部
起
因
す
る

と

思
わ
れ

る
。

　
以
ヒ

述
べ

て

き
た

よ
う
に、

従
来
の

剳

法
の

枠
に

と

ら
わ
れ

ず
、

原
義
を
生

か
し
て

動
詞
を

使
用
し、

句
を
構
成
し

た

岑
参
で

あ
っ

た
れ
ば
こ

そ
、

辺

塞
詩

に

於
け
る

独

自
の

境
地
も

創
り

得
た

の

で

は

な
い

だ

ろ
う
か

。

　
な

お

附
言
す
れ

ば、

動

詞
の

用
法
と
い

う
観
点
か

ら
見
る
時、

比

較
し
た

各

詩
人
の

う
ち
王

維
と
は

殆

ど
共
通
点
を

見

出
す
こ

と

が
で

き
ず、

高
適
と

も
「

部
の

例
を
除
い

て

共
通
点

が
見
当
ら
な

か
っ

た
。

杜

甫
と
は

近
い

例
も
あ
っ

た

が、

対
象
の

捉
え

方
に

於
て

根

本
的
な

違
い

も
あ

り
、

語
の

使
用
の

態
度
も

、

岑
参
と

は

違
っ

て

従
来
の

用
法
の

粋
を

尊
重
し
て

い

る

よ
う
に

思
わ
れ
た

。

「

対

象
の

捉

え

方
の

自
虫
さ
と
い

う

点
で
、

四

人
の

中
で

は

李
自
が

最
も
近
か
っ

た

よ

う
に

思
う

。

し
か

し、

こ

れ

ら
に

つ

い

て

は

更
に

検
討
を
加
え

て

み
た
い

と

思
っ

て

い

る
。

一 15 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Chinese Literature of the Middle Ages

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Chlnese 　Llterature 　of 　the 　Mlddle 　Ages

　
　
　
注

 

テ

キ

ス

ト

は
、

李
自
に

つ

い

て

は

静
嘉
堂

文
庫
本
「

李
太
白
文
集
」

、

杜
甫
は

九

家
集

注
本
「

杜
詩
」

、

王

維
は

趙
松
谷

本
「

王
右
丞

詩
」

、

高
適

は

四
部
叢
刊

本
「

高
常
侍
集
」

を
使

用
し
た

。

 
　
拙
稿

「

岑
参
の

詩
に

つ

い

て

1
同
一

表
現
の

多

用
ー

」

　（
「

日

本
中

国

学
会
報
」

第
三

十
三

集
所
収
）

 
　
鈴
木

修
次
「

唐
代
詩
人
論
」

　
（
鳳
出

版

　
一

九
七
三

年）
、

　
「

唐
詩

1

そ

の

伝
達
の

場
1

」

　
（

NHK

ブ
ッ

ク

ス

　
一

九
七

六
年
）

の

中
に

次
の

記

戴
が
あ
る

。

　

第
三

の

部
分
…

…

こ

の

部
分

は
さ
き
に

掲
げ
た

「

白

雪
歌
」

の

描
写
と
よ

　
く

似
て

い

る

が、
　
「

白
雪

歌
」

よ

り

も
少
し
く

劣
る

。

あ
る
い

は

「

白
雪

　
歌
」

よ
り

も
前
に

作
ら
れ
た

も
の

か
。

 

賢
王

「

全

唐
詩
」

は
「

蕃
王
」

に

作
る

。

 

文

字
の

異
同
に

つ

い

て

は
、

「

全
唐
詩
」

、

寛
保
本
「

岑
嘉
州
詩

集
」

、

　
「

文
苑
英

華
」

を
参
照
し

た
。

 

同
詩

序
文
中
の

語
。
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