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藤
州
江
上
夜
起
對
月
贈
邵
道
士   

蘇 

軾 
藤
州
江
上
夜
起
っ
て
月
に
対
し 

邵
道
士
に
贈
る 

元
符
三
年(
一
一
〇
〇)

九
月 

六
十
五
歳 

海
南
島
か
ら 

北
帰
の
途
上
藤
州
で
作
る 

 

一
韻
到
底 

上
平
十
四
寒 

1

江
月
照
我
心 

江
月 

我
が
心
を
照
ら
し 

2

江
水
洗
我
肝○ 
江
水 

我
が
肝き

も

を
洗
う 

3

端
如
徑
寸
珠 

端ま
さ

に 
径
寸

け
い
す
ん

の
珠た

ま

の
如
く 

4

墮
此
白
玉
盤 ○ 

此こ
こ

に
堕お

つ 
白
玉
の
盤 

5

我
心
本
如
此 

我
が
心 

本も
と 

此か
く

の
如
く 

6

月
滿
江
不
湍 ○ 

月 

満
ち
て 

江こ
う 

湍た
ん

せ
ず 

7

起
舞
者
誰
歟 

起た

っ
て
舞
う
者
は 

誰た
れ

か 

8

莫
作
三
人
看 ○ 

三
人
の
看か

ん

を 

作な

す
莫な

か

れ 

9

嶠
南
瘴
癘
地 

嶠

南

き
ょ
う
な
ん 

瘴

癘

し
ょ
う
れ
い

の
地 

10

有
此
江
月
寒 ○ 

此こ

の 

江
月

こ
う
げ
つ

の
寒
き
有
り 

11

乃
知
天
壤
閒 

乃す
な
わ

ち
知
る 

天

壌

て
ん
じ
ょ
う

の
間か

ん 

12

何
人
不
淸
安 ○ 

何
人

な
ん
び
と

か 

清
安

せ
い
あ
ん

な
ら
ざ
ら
ん 

13

牀
頭
有
白
酒 

牀

頭

し
ょ
う
と
う

に 

白
酒
有
り 

14

盎
若
白
露
漙 ○ 

盎あ
う

と
し
て 

白
露
の
漙た

ん

た
る
が
若
し 

15

獨
醉
還
獨
醒 

独
り
酔
い 

還
た
独
り
醒さ

む 

16

夜
氣
淸
漫
漫 ○ 

夜
気 

清せ
い 

漫
々

ま
ん
ま
ん

た
り 

17

仍
呼
邵
道
士 

仍な

ほ 

邵
し
ょ
う

道
士
を
呼
び 

18

取
琴
月
下
彈 ○ 

琴
を
取
っ
て 

月
下
に
弾
ず 

19

相
將
乘
一
葉 

相
将

あ
い
ひ
き

い
て 

一
葉

い
ち
よ
う

に
乗
じ 

20

夜
下
蒼
梧
灘 ○ 

夜 

下
ら
ん 

蒼
梧

そ

う

ご

の
灘た

ん 

●

藤
州…

い
ま
の
広
西
省
の
藤
県
。 

江
上…

西
江
の
ほ
と
り
。 

広
東
省
に
入

り
広
州
湾
に
注
ぐ
。 

●

邵
道
士 

送
邵
道
士
彥
肅
還
都
嶠
の
詩

が
あ
る
。
そ
の
詩
に
よ
れ
ば
「
老
ひ
て
名

を
求
め
ず
、
語
は
益
々
真
」
と
い
う
人
が

ら
で
、
東
坡
と
は″

相
随
ふ
こ
と
十
日
に

し
て
還
た
帰
り
去
る
と
い
う
因
縁
の
交
わ

り
で
あ
っ
た
。 

端
如
の
句…

端
は
真(

ま
こ
と
に)

の
意
。 

●

径
寸…

直
径
一
寸
。 

●

白
玉
盤…

月
を
い
う
。 

 

●

湍…

急
流
。 

●

起
舞
、
莫
作
三
人
看…

李
白
の
月
下
独

酌
の
詩
。
【
参
考
資
料
】
漢
詩
鑑
賞
事
典 

石
川
忠
久 

二
一
八
頁
参
照 

 

●

嶠
南…
嶠
は
山
み
ち
、
み
ね
。
嶺
南
と

い
う
に
同
じ
。
五
嶺
の
南
の
地
、
い
ま
の

広
東
・
広
西
両
省
。
嶺
表
と
も
い
う
。 

●

瘴
癘…

南
方
の
濕
地
に
多
い
熱
病
。
マ

フ
リ
ヤ
な
ど
。 

●

天
壤…

天
地
。 

 

●

白
酒…

清
酒
に
対
し
て
い
う
。 

●

盍…

み
ち
あ
ふ
れ
る
さ
ま
。 

●

漙…

露
の
多
い
さ
ま
。 

  

●

漫
漫…

な
が
く
遠
い
さ
ま
、
ひ
ろ
く
は

る
か
な
さ
ま
。
楚
辞
の
橘
頌
に
「
長
夜
の

漫
漫
た
る
を
終
へ
て
。」 

  

●

琴…

中
国
古
来
の
弦
楽
器
で
あ
る
七
絃

琴
で
、
箏
と
は
異
な
る
。
次
頁
参
照
及
び

参
考
資
料
参
照 

●

蒼
梧
灘…

蒼
梧
県
は
藤
州
の
東
約
50

㎞ 
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【
解
釈
】
江
上
の
月
は
わ
た
く
し
の
心む

ね

を
照
ら
し
、
江
の
流
れ
は
わ
た
く
し
の
肝は

ら

を
洗
い
清

め
て
く
れ
る
。
お
お
ぞ
ら
に
ま
ろ
ぶ
白
玉
の
盤
と
み
え
る
月
が
、
ま
さ
し
く
直
径
一
寸
の
真

珠
と
な
っ
て
、
今 

江
水
の
上
に
墜
ち
て
来
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
の
心
の
本
来
の
姿

な
の
だ
。
今
や
満
月
の
ご
と
く
欠
け
た
る
く
ま
も
な
く
、
静
ま
り
か
え
っ
た
江
水
の
ご
と
く

波
立
た
ぬ
。
（
こ
の
心
の
喜
び
に
）
起
ち
上
が
っ
て
舞
い
始
め
た
の
は
誰
だ
ろ
う
。
し
か
し

あ
の
李
白
よ
う
に
、
月
と
お
の
れ
と
お
の
が
か
げ
と
で
、
三
人
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
す
ま

い
。
こ
こ
は
五
嶺
の
南
、
健
康
に
害
の
多
い
湿
熱
の
土
地
が
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
冷
え

び
え
と
し
た
大
江
の
月
が
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
天
地
の
間
に
幸
福
で
な
い
人
間
な
ど
い
る
は

ず
は
な
い
で
は
な
い
か
。
寝
台
の
そ
ば
に
は
に
ご
り
酒
も
あ
っ
て
、
秋
の
露
の
丸
く
お
い
た

よ
う
に
、
な
か
だ
か
く
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
ひ
と
り
で
酔
い
ま
た
一
人
で
醒
め
よ
う
。
す

が
す
が
し
い
夜
の
空
気
は
無
限
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
や
は
り
邵
道
士
を
呼
び
、
こ
の
月
光

の
下
に
琴
を
弾
じ
て
も
ら
お
う
。
そ
し
て
一
緒
に
一
葉
の
小
舟
に
乗
っ
て
、
月
夜
の
蒼
梧
灘

の
流
を
下
る
と
し
よ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

漢
詩
大
系 

蘇
東
坡 

近
藤
光
男
よ
り
抄
出 

「琴」という漢字で「きん」と呼ばれる楽器

は、古代中国の「七絃琴」として知られる絃

楽器を指す。琴柱や琴爪は用いず、徽と呼ば

れる 13 個の目印により左手の指で絃の長さを

区切って音程を作り、右手の指で絃を弾きま

す。箏曲演奏家 福田恭子 HP より 

瑟は中国古代の弦楽器の一つ。箏(そう)の大きいもの。長さ一～二メート

ル、幅四〇～五〇センチメートル、普通は二五弦で、二三弦、二七弦なども

ある。周代から常に琴と合奏するときにつかわれた。柱(じ)で調弦し、両手

で弦をつまんで弾奏する。日本には奈良時代に伝えられ、正倉院に二四弦瑟

の残欠がある。 

精選版 日本国語大辞典 


