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蘇
軾

に
お
け
る

「
東
坡
」
の
意
味

正

木

佐

枝

子

は
じ
め
に

宋

代
の
文
人
蘇
軾
は
、
筆
禍
事
件

で
あ
る

「鳥
台
詩
案
」

に
よ

っ
て
、
元
豊
三
年

(
一
○
八
〇
年
)、
齢
四
十

五
に
し
て
黄
州
に
流

誦
さ

れ
た
。
そ
の
処
遇
は

「
(蘇
軾
)
公
勅
に
準
じ
検
校
尚
書
水
部
員
外
郎
を
責
授
さ
れ
、
黄
州
團
練
副
使
に
充
て
ら

る
、
本
州
安
置
、

公
事

に
簸
書
す
る
を
得
ず
。
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
見
す
る
と
体
裁

の
良
い
職
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ

の
実
は
、
蘇
軾
は

黄
州

か
ら
出
ら
れ
ず
、
公
文
書

に
署
名
で
き
な
い
、

つ
ま
り
行
動
の
自
由
と
政
治
的
権
力
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
翌

年
、
蘇

軾
の
友
人
は
、
蘇
軾

の
日
に
日
に
困
窮

の
度
を
増
す
の
を
見
か
ね
て
荒
れ
地
を
借
り
受
け
、
蘇
軾
が
耕
作
で
き
る
よ
う
に
取
り

計
ら

っ
た
。
そ
こ
で
蘇
軾
は
そ
の
借
地
に

「
東
坡
」
と
名
づ
け
て
耕
作
を
始
め
、
有
名
な

「
東
坡
八
首
井
叙
」
(
以
下

「東
坡
八
首
」

と
略
称

)
詩
を
詠
ん
だ
。
ま
た
そ
の
翌
年
、
蘇
軾
は
在
家
仏
教
徒
の
表
明
で
あ
る

「東
坡
居
士
」
と
自
ら
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

さ

て
、
こ
こ
で
蘇
軾
が
用
い
た

「
東
坡
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
白
居
易
の

「東
坡
に
花
を
植
う
」
等
の
詩
に
由
来
し
、
蘇
軾
が
白

居
易

の
文
学
を
敬
慕
し
た
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
白
居
易
と
蘇
軾
の
経
歴
を
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
敬

慕
は
単
に
文
学
上
の
思
い
に
止
ま
ら
ず
、
政
治
上
の
思

い
を
も
含
む
と
考
え
る
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
ま
ず
蘇
軾
に
お
け
る

「東
坡

」
の
意
味
に

つ
い
て
再
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
意
味
と
、
蘇
軾
の

「
東
坡
居
士
」

の
名
号
や

「東
坡

八
首
」
詩

の
内
容
が
、

い

か
に
関
連
す
る
か
述

べ
て
み
た
い
。
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ま
ず
、
蘇
軾

に
お
け
る

「
東
坡
」

の
意
味
に
つ
い
て
、
従
来
の
説

の
出
所
を
確
か
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
南
宋

・
周
必
大
の
意
見
に

始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
言
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

白
樂
天

忠
州
刺
史
爲
り
し
と
き
、

「
東
坡
に
花
を
種
う
」

二
詩
有
り
。
又

「東
坡
に
歩
む
」
詩
有
り
て
云
ふ

「
朝
に
東
坡
に
上

り
て
歩
み
、
タ
ベ
に
東
坡
に
上
り
て
歩
む
。
東
坡
の
何
こ
ぞ
愛
す
る
と
こ
ろ
、
此
の
新
た
に
樹
に
成
り
ぬ
る
を
愛
す
」
と
。
本
朝

の
蘇
文
忠
公
輕
が
る
し
く
許
可
せ
ず
、
掲
り
樂
天
を
の
み
敬
愛
し
、
屡
し
ば
詩
篇
に
形
は
す
。
蓋
し
其
の
文
章

は
皆
な
群
達
を
主

と
し
、
而
し
て
忠
厚
な
る
こ
と
好
く
施
れ
、
剛
直
な
る
こ
と
言
を
蓋
し
、
人
に
情
有
り
、
物
に
著
く
無
く
、
大

略
相
ひ
似
る
。
黄

州
に
調
居
し
、
始
め
て
東
坡
と
號
す
、
其
の
原
は
必
ず
樂
天
忠
州
の
作
に
起
る
也
。

(
『
二
老
堂
詩
話
』
東
坡
立
名
条
)

こ
の
よ
う
に
周
必
大
は
、

「
白
居
易
が
東
坡
を
愛
し
て
い
た
こ
と
、
蘇
軾
は
た
だ
白
居
易
だ
け
を
敬
愛
し
、
そ
の
詩

に
は
し
ば
し
ば
白

居
易

の
詩
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
そ
の
文
学
は
白
居
易
と
似
た
面
を
持

つ
こ
と
」
を
述
べ
、

「
蘇
軾
が

『東
坡
居
士
』
と
名
号
し
た
の

は
白
居
易
の
詩
に
由
来
す
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
0
こ
の
説
は
今
日
ま

で
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
踏
襲
さ
れ
、
例
え
ば
、
小
川
環
樹

・

山
本
和
義
選
訳

『
蘇
東
坡
詩
選
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の
見
解
を
採

っ
て
い
る
。
但
し
、
蘇
軾
自
身
は
、

「
東
坡
」

の
命
名
の
由
来
に

つ
い
て
何
も
語

っ
て
い
な
い
。

で
は
以
下
に
、
白
居
易
の
詩

の
う
ち

「東
坡
」

の
語
が
使
わ
れ
る
も
の
と
、
そ
の
詩
を
書

い
た
時
の
白
居
易
の
官
位
か
ら
、
考
察
を

始
め
た
い
。
白
居
易
に
は
、
周
必
大
が
言
及
し
た

「
東
坡
に
花
を
種
う
」

二
詩
と

「
東
坡
に
歩
む
」
詩
の
他
に
、

「
東
坡
に
種
ゑ
し
花

樹
に
別
る
」
両
絶
詩
と

「
西
省
に
て
花
に
対
し
、
忠
州
の
東
坡
に
花
樹
新
た
な
ら
む
こ
と
を
憶

ひ
、
因
り
て
東
楼
に
寄
せ
題
す
」
詩
が

あ
る
。
白
居
易
は
元
和
十
年

(
八

一
五
年
)
越
権

の
責
め
に
よ

っ
て
江
州
司
馬
に
既
誦
さ
れ
、
同
十
三
年

(
八

一
八
年
)
忠
州
刺
史
に

除
せ
ら
れ
た
。
と
に
か
く
疑
誦
地
の
江
州
か
ら
脱
出
し
た
い
と
願

っ
て
実
現
し
た
地
方
官
で
あ

っ
た
が
、
忠
州
は
、
江
州
よ
り
都

に
近

い
と

は
い
え
、
疑
誦
に
は
違
い
な
く
、
白
居
易
は
自
ら
の
境
遇
を
嘆
く
こ
と
も
あ

っ
た
。
城
東

の
堤
す
な
わ
ち
東
坡

に
花
樹
を
植
え
た
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の
は

、

そ

の
消

憂

の

た

め

だ

っ
た

で
あ

ろ

う

。

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
詩
の
う
ち
に
、
単
な
る
植
花
や
消
憂
以
外
の
心
情
が
現
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

「東
坡
に
花
を
種
う
」
其
二
詩

で
は
、

養
樹
既
如
此
、
養
民
亦
何
殊
。

樹
を
養
ふ
は
既
に
此
の
如
し
、
民
を
養
ふ
も
亦
た
何
ぞ
殊
な
ら
む
。

將
欲
茂
枝
葉
、
必
先
救
根
株
。

ま
さ
に
枝
葉

茂
る
を
欲
せ
ば
、
必
ず
先
ず
根
株
を
救
は
む
と
す
。

と

い
う
0
白
居
易
の
治
政

へ
の
意
欲
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に

「東
坡
に
種
ゑ
し
花
樹
に
別
る
」
両
絶
詩

は
、
忠
州
に
別
れ

を
告

げ
、
尚
書
司
門
員
外
郎
と
し
て
朝
廷
に
返
り
咲
こ
う
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
其

一
詩
に
い
う
、

二
年
留
滞
在
江
城
、
草
樹
禽
魚
壼
有
情
。

二
年
留
滞
し
て
江
城
に
在
り
、
草
樹
禽
魚

壼
く
情
あ
り
。

何
庭
殿
勤
重
逼
首
、
東
坡
桃
李
種
新
成
。

何
虜
ぞ
股
勤
に
重
ね
て
首
を
迴
ら
さ
む
、
東
坡
の
桃
李

種
ゑ
て
新
た
に
成
る
。
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こ
の
よ
う
な

「
東
坡
に
植
え
た
桃
李
が
や

っ
と
大
き
く
な

っ
て
き
た
、
そ
の
樹
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
」
と
は
、
朝
廷
に
復
帰
す

る
と

い
う
喜
び
が
あ

っ
て
初
め
て
成
立
す
る
、
詩
人
と
し
て
の
気
取

っ
た
物
言
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
西
省
に
て
花
に
対
し

(
以
下

略
)
」
詩
は
、
後
に
白
居
易
が
中
書
省
の
花
を
見
て
、
か
つ
て
忠
州

の
東
坡
に
植
え
た
花
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
白
居
易

の
詩

に

「
東
坡
」

の
文
字
が
登
場
す
る
時
、
読
者
は
、
白
居
易
の
政
治
的
不
遇

の
消
憂
や
政
治

へ
の
意
欲
、
そ

し
て
今
や
朝
廷
に
復
帰
し
た
意
気
揚
々
と
し
た
気
分
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
蘇
軾
は
、
白
居
易
に
後
れ
て
生
ま
れ
る

こ
と

二
百
六
十
余
年
で
あ
る
か
ら
、
白
居
易
の

「東
坡
」
に
対
す
る
思
い
を

一
度
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
は
疑
誦
地

の
城

東

の
堤
に
す
ぎ
な
い

「東
坡
」
が
、
後
に
は
朝
廷

で
懐
か
し
く
思
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば

「東
坡
」
と
は
、
吉

兆
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
蘇
軾
は
借
地
に

「
東
坡
」
と
名
づ
け
、

「東
坡
八
首
」
詩
を
詠
み
、

「東
坡
居
士
」
と
名
号
し
た
の
で
あ
る
。

蘇

軾
が
日
頃
白
居
易

の
文
学
を
敬
慕
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
蘇
軾
が

「東
坡
」
を
用
い
て
命
名
し
た
所
以

蘇
軾
に
お
け
る
「東
坡
」
の
意
味

(正
木
)
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文
学
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十
五
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は
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
同
じ
既
誦
の
身

の
自
分
を
古
人
に
比
し
て
み
た
と
い
う
だ
け
で
も
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
、
白

居
易
と
同
様
に
い
つ
か
は
朝
廷
に
復
帰
し
た
い
と
い
う
経
歴
上
の
敬
慕

で
あ
り
、
密
や
か
な
、
そ
し
て
強
い
願
望
を
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
に
は
、
ふ
た

つ
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
第

一
は
、
蘇
軾
が
黄
州
流
誦
時
期
に
儒
教
経
典
に
注
釈

を
施
し
た
、
そ
の
動
機
に
あ
る
。
蘇
軾
が
こ
の
時
期
に

『
易
伝
』
と

『論
語
説
』
を
執
筆
し
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
執

筆
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
動
機
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た

い
。
蘇

軾
は

『
易
伝
』
と

『
論
語
説
』

の
う
ち
、
既
に
装
丁
の
で
き
た

『
論
語
説
』

五
巻
を
当
時
の
権
力
者
に
送

っ
た
。
以
下
の
書
簡
は
そ
の

『論

語
説
』
に
付
け
た
も

の
で
あ
る
。

多
難
に
窮
苦
し
、
壽
命
期
す
べ
か
ら
ず
。
恐
ら
く
は
此
の
書

一
旦
復
た
倫
没
す
れ
ば
傳
は
ら
ざ
ら
む
。
意
は
数

本
を
爲
し
て
人
間

に
留
め
む
と
欲
す
。
念
ふ
に
新
た
に
文
字
を
以
て
罪
を
得
ば
、
人

必
ず
以
て
凶
衰
不
祥
の
書
と
な
し
、
牧
藏

を
肯

へ
ん
ず
る
な

か
ら
む
。
又
自
ら

一
代

の
偉
人
に
非
ざ
れ
ば
、
託
す
る
に
足
ら
ず
。
以
て
必
ず
傳

へ
む
と
せ
ば
、
之
を
明
公
に
獄
ず
る
に
し
く
は

な
し
。

(
中
略
)
公

退
間
の
暇
に
、

一
た
び
爲
に
之
を
讃
ま
ば
、
就
ち
取
る
な
か
ら
し
む
る
も
、
亦
た
そ
の
窮
し
て
道
を
忘
れ

ず
、
老
い
て
能
く
學
ぶ
を
見
る
に
足
る
也
。

(
「
黄
州
に
て
文
瀦
公
に
上
る
書
」
)
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こ
の
書
簡

の
宛
名
は
、
文
酪
公
す
な
わ
ち
文
彦
博
で
あ
り
、
元
豊
年
間
に
西
京
の
太
尉
留
守
を
務
め
た
権
貴

の
者
で
あ
る
。
も
と
も
と

文
彦

博
は
枢
密
副
使
、
参
知
政
事
を
務
め
る
中
央
の
官
僚

で
あ

つ
た
が
、
王
安
石
と
対
立
し
て
地
方
官
を
歴
任
し
、

「身
は
外
に
在
る

と
い
え
ど
も
、
帝
春

の
加
ふ
る
有
り
。
」
に
よ

っ
て
、
留
守
太
守
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蘇
軾
は
そ
の
文
彦

博
か
ら
書
簡
を
受

け
取

り
、
こ
の
書
簡
を
以
て
返
書
と
し
た
。
文
中
に

「当
世

の
偉
人
で
な
け
れ
ば
託
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
託
す
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な

た
だ
」
と
い
う
の
は
、
王
安
石
に
対
立
し
た
文
彦
博
の
経
歴
に
、
蘇
軾
自
身

の
そ
れ
を
重
ね
て
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
当
時
の

人
は

幼
時
か
ら
の
目
標
と
し

て
、
科
挙
に
及
第
し
官
吏
に
な
り
経
世
済
民
の
政
治

に
参
与
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
た
。
蘇
軾
も
例
外

で

は
な

か

っ
た
。
し
か
し
今
、
蘇
軾
は
政
治
的
権
力
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
煩
悶
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。



そ
し

て
蘇
軾
は
な
お
も
士
大
夫
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
、
し
か
も
自
分
が
士
大
夫
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
他
人

に
知

っ
て
ほ
し

い

と
願

い
、
儒
教
経
典
に
注
釈
を
施
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
中
央
の
官
吏
に
そ
れ
を
送
り
、
そ
の
態
度
を
表
明
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
な

ん
と

い
う
儒
教
思
想

の
浸
透
ぶ
り
で
あ
ろ
う
か
。

次

に
、
筆
者
が
蘇
軾
の

「
東
坡
」
の
命
名
に
は
朝
廷
復
帰
願
望
が
あ
る
と
考
え
る
第

二
の
理
由
は
、
蘇
軾
が
黄
州
を
去

っ
て
二
年
後
、

翰
林
院
学
士
知
制
詰
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
、
す
な
わ
ち
朝
廷
に
返
り
咲
い
た
時
、
蘇
軾
自
ら

「
経
歴
的
に
自
分
は
白
居
易
に
よ
く
似
て
い

る
」

と
い
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下
の
詩

で
あ
る
。

軾

去
歳
春
夏
を
以
て
、
遍
英
に
侍
立
し
、
而
し
て
秋
冬
の
交
に
、
子
由

相
ひ
縫
ぎ
入
侍
す
、
絶
句
四
首
に
次
韻
し
、
各

々
懐

ふ
所
を
述
ぶ
。

其
四

微
生
偶
脱
風
波
地
、
晩
歳
猶
存
鐵
石
心
。

微
生

偶
々
風
波
の
地
を
脱
し
、
晩
歳

猶
ほ
鐵
石
の
心
を
存
す
。

定
似
香
山
老
居
士
、
世
縁
終
淺
道
根
深
。

定
め
て
似
る
香
山
老
居
士
の
、
世
縁
終
に
淺
け
れ
ど
も
道
根
深
か
り
し
に
。

公
自
注

(
前
略
、
蘇
軾
は
白
居
易
と
自
分
の
経
歴
を
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
る
)
出
盧
と
老
少
、
大
略
相

ひ
似
る
、
庶

幾
は
く
ば
復
た
此

の
翁
の
晩
節

の
閑
適
の
樂
を
享
け
む
こ
と
を
。
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蘇
軾

は
詩
中
の

「
鉄
石
心
」
を
黄
州
時
期
の
書
簡
の
中
で
も
使

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
蘇
軾
の
友
人
李
公
択
が
蘇
軾

の
販
誦
を
慰
め

た
の
で
、
蘇
軾
は
次
の
よ
う
に
返
書
し
た
の
で
あ
る
。

「
私
は
鉄
や
石
の
よ
う
な
固
い
心
で
あ
な
た
に
接
し
て
い
る

の
に
、
あ
な
た
は

ど
う
し
て
気
落
ち
し
て
い
る
の
か
。
私
は
人
の
行
う
べ
き
道

(道
理
)
も
忠
義
も
心
得
て
い
る
。
も
し
皇
帝
や
人
民

の
た
め
に
何
か
す

る
機
会
が
き
た
ら
、
捨
て
身

で
働
こ
う
と
思

っ
て
い
る
の
だ
」。

そ
し
て
蘇
軾
は
前
掲
の
詩

で

「
既
誦
さ
れ
て
も
道
理
と
忠
義
の
固
い

心
は
変
わ
ら
な

い
。
確
か
に
香
山
居
士
の
よ
う
に
世
俗

の
こ
と
に
は
恵
ま
れ
な
か

っ
た
が
、
修
道
に
は
な

っ
た
よ
う
だ
。」
と
詠
う
の

で
あ

る
。
さ
ら
に
自
注

で
は

「
奇
し
く
も
白
居
易
と
同
じ
年
頃
で
既
誦
さ
れ
、
今
ま
た
同
様
に
朝
廷
に
復
帰
し
た
、
晩
年
も
同
様
に
閑

適

の
楽
し
み
を
得
た
い
」
と
願

っ
て
い
る
0

つ
ま
り
蘇
軾
は
、
皇
帝

へ
の
忠
義
を
示
し
、
白
居
易

の
よ
う
な
晩
年

の
閑
適
の
楽
し
み
を

蘇
軾

に
お

け

る

「
東

坡
」
の
意
味

(
正
木

)
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得
て
、
官
吏
と
し
て

一
生
を
全
う
し
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
蘇
軾
に
は
、
既
誦
さ
れ
て
も
あ
く
ま
で
も
士
大
夫
と
し
て
の
生
き
方
を
全
う
し
た
い
と
い
う
、
並

々
な
ら
ぬ
儒
教
思

想
が
あ
る
。
そ
し
て
白
居
易
の
経
歴
に
自
分
の
そ
れ
を
重
ね
、
晩
年
の
閑
適
の
楽
し
み
を
も
得
た
い
と
願

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で

筆
者
は
、
蘇
軾
が
黄
州
流
誦
時
期
に
お

い
て

「東
坡
」
を
借
地
名
と
し
、
ま
た

「居
士
」
名
に

「東
坡
」
と
名
号
し
た
の
は
、
白
居
易

の
文
学
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
経
歴
を
敬
慕
し
、
白
居
易
と
同
様
に
朝
廷
に
復
帰
し
た
い
と
、
密
か
に
切
望
し
て
い
た

こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
る
。

二

 

で
は
、
蘇
軾
は
な
ぜ
仏
教

の
在
家
信
徒
の
表
明
で
あ
る

「居
士
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、

「居
士
」
名
に

「
東
坡
」

を
付

し
た
こ
と

で
は
な
く
、

「
居
士
」
と
称
し
た
こ
と
自
体
に
重
点
を
お

い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
蘇
軾

の
黄
州
流
誦

時
期

に
お
け
る
宗
教

へ
の
傾
倒
を
、
従
来

の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
略
述
し
、
そ
の
疑
問
点
も
述
べ
よ
う
。

蘇
軾
は
、
今
回
罪
を
得
た
こ
と
を
自
ら
反
鋼
し
、
自
己
の
生
き
方
の
枝
葉
末
節
を
ど
ん
な
に
改
め
て
も
、
根
本
を
改
め
な
い
こ
と
に

は
、

何
度
で
も
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
す
と
考
え
た
。
そ
こ
で
城
南
の
安
国
寺
に
足
繁
く
通

い
、
新
た
な
生
き
方
を
模
索
し
、

「身
心
皆

な
空
」
す
な
わ
ち

「
悟
り
」
の
境
地
に
ま

で
い
っ
た
と
い
う
。
以
下
に
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
蘇
軾
の

「黄
州
安
国
寺
記
」

の

一
部
を
掲

げ
る
。
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深
く
自
ら
省
察
す
れ
ば
、
則
ち
物
我
相
ひ
忘
れ
、
身
心
皆
な
空
に
し
て
、
罪
垢
の
從
り
て
生
ず
る
所
を
求
む
る
も
得
べ
か
ら
ず
。

ま
た
蘇
軾
は
道
教
に
も
興
味
を
示
し
た
。
元
豊
三
年
、
す
な
わ
ち
、
黄
州
に
到
着
し
た
年
の
暮
れ
に
道
観
に
籠

っ
た
。
こ
れ
は
思
索
す

る
よ
り
、
養
生
の
た
め

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
蘇
軾
が
、

こ
れ
ら
の
安
国
寺
通
い
、
道
観
籠
り
の
い
ず
れ
も

か
ら
、
そ
の
思
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
前
述

の
よ
う
に
儒
教
経
典
に
注
釈
を
し



て
士
大
夫
と
し
て
の
態
度
表
明
を
し
た
り
、
後
述

の
よ
う
に
自
重
を
表
明
し
た
り
す
る
公
的
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、

そ
れ
に
伴
う
緊
張

状
態
を
和
ら
げ
、
精
神

の
均
衡
を
保
ち
、
身
心
の
疲
労
を
防
ぎ
、
日
々
を
遣
り
過
ご
す
た
め
に
、
私
的
立
場
に
お
い
て
積
極
的
に
と

っ

た
手
段
と
い
え
よ
う
。

事
実
、

こ
の
時
期

の
蘇
軾
の
詩
に
は
、
仏
教
や
道
教
の
語
彙
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
以
下

の
詩
句
の
通
り
で

あ
る
。莫

把
存
亡
悲
六
客
、
已
將
地
獄
等
天
宮
。

存
亡
を
把

て
六
客
を
悲
し
ま
せ
る
莫
れ
。
已
に
地
獄
を
將

て
天
宮

に
等
し
。

(
「
元
素
に
答

ふ
る
に
次
韻
す
」
)

六
客

と
は
、
蘇
軾
及
び
詩
題
に
あ
る
元
素
す
な
わ
ち
楊
給
の
共
通
の
友
人
達

で
あ
り
、

こ
の
時
或
る
者
は
既
に
没
し
、
或
る
者
は
遠
方

に
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
詩
句
の
内
容
は

「友
人
達

の
存
亡
を
も

つ
て
、
六
人
の
友
人
を
悲
し
ま
せ
な
い
で
く
れ
給
え
、
私
は
す
で
に
地

獄
も
天
宮
に
等
し
い
悟
り
の
境
地
に
い
る
の
だ
か
ら
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「地
獄
も
天
宮
に
等
し
い
」

と
は
、
仏
教
経
典

に
見
え
る
よ
う
に
、

「念
仏
す
る
男
子
は
つ
い
に
覚
り
、
地
獄
も
天
宮
も
皆
な
浄
土
に
な

っ
て
感
じ
る
」
と
い
う
境
地
に
他
な
ら
な
い
。

蘇
軾

は
こ
の
時
自
ら
そ
れ
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
蘇
軾
の
弟
蘇
轍
は
、
蘇
軾
の
文
学
は
黄
州
に
誦
居
し
て
か
ら

一
変
し
、
と
て
も
自
分
に
は
及
び
も
つ
か
な

い
も
の
と
な

つ
た
、

と
い

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

既
に
し
て
黄
に
誦
居
し
、
杜
門
深
居
し
、
翰
墨
を
馳
駒
し
、
其
の
文

一
攣
し
、
川
の
方
に
至
る
が
如
く
、
而

し
て
轍

瞠
然
と

し
て
及
ぶ
能
は
ざ
る
矣
。
後
に
釋
氏
の
書
を
讃
み
、
深
く
實
相
を
悟
り
、
之
を
孔

・
老
に
参
し
、
博
辮
無
礫
、
浩
然
と
し
て
其
の

涯
を
見
ざ
る
也
。

(蘇
轍

「
亡
兄
子
謄
端
明
墓
誌
銘
」
『攣
城
集
』
巻

二
十
二
)
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以
上

の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

「居
士
」
と
称
し
た
か
ら
に
は
、
蘇
軾
に
宗
教
上
の
変
化
が
あ

つ
た
の
だ
と
考

え
る
の
は
、
自
然

蘇

軾

に
お

け
る

「
東
坡

」
の
意
味

(
正

木

)
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で
あ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、

こ
の
考
え
が
文
献
上
不
確
か
な
面
を
持

つ
こ
と
も
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第

一
に
、

蘇
軾

は
こ
の
時
期
に

「
居
士
」
と
称
す
と
明
言
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
東
坡
居
士
」
と
称
し
た
と
は
、
前
掲

の
蘇
轍
の
記
し
た

墓
誌
銘
に
拠

っ
て
い
る
。
な
ぜ
蘇
軾
は
明
言
し
て
詩
の

一
首

で
も
詠
ま
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま

た
従
来
の
研
究

で
は
、
蘇
軾
が
仏
教
に
傾
倒
し
、
悟
り
の
境
地
に
至

つ
た
こ
と
を
、
前
掲
の

「黄
州
安
国
寺
記
」
に
根
拠
を
求
め

て
い
た
。
し
か
し

こ
の
記
に
は
、
自
分
の
体
験

(前
掲
の
記
述
を
含
む
)
を
述
べ
た
後
、
寺

の
僧
継
連
の
逸
話
を
述

べ
、
さ
ら
に
以
下

の
説

明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

七
年
、
余

將

に
汝

へ
の
行
に
臨
む
あ
ら
む
と
す
。

連

曰
く
、

「
寺
に
は
未
だ
記
有
ら
ず
。」
石
を
具

へ
之

に
記
さ
む

こ
と
を

請

へ
り
。
余

群
す
る
を
得
ざ
り
き
。

つ
ま
り
、
こ
の
記
は
蘇
軾
が
自
発
的
に
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
安
国
寺
の
僧
継
連
に
委
託
さ
れ

て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
場
合
、
仮
に
蘇
軾
が
寺

で
何
も
得
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
率
直
に
告
白
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

寺
で

「身
心
皆
な

空
」

に
な

つ
た
と
述
べ
る
の
に
は
、
多
少

の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
記
を
も

つ
て
蘇
軾
が
仏
教

の
信
仰
を
深
め
た

と
考

え
る
の
は
、
早
計
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
蘇
轍
が
記
し
た
前
掲

の
墓
誌
銘

の
う
ち
、
後
半
の

「
後
に
釋
氏

の
書
を
讃
み
、

(螺
く
實
相
を
悟
り

(以
下
略
)
」
の

一
文

は
、

出
所
に
疑
問
が
あ
る
。

こ
れ
は
夙
に
故
吉
川
幸
次
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
部
分
は
蘇
轍

の

『
攣
城
集
』

に
は
あ
る
が
、
南
宋

.
施
元
之

の

『
施
註
蘇
詩
』
に
載
せ
る

「
墓
誌
銘
」
に
は
、
記
し
て
い
な
い
。
施
元
之
註
は
、
蘇
詩
註
の
中

で
も

重
視

さ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
部
分
を
記
さ
な
か

つ
た
の
か
。
果
た
し
て

「仏
典
を
読
ん
で
悟

つ
た
」
と
は
、
確
か
に
蘇
轍
の
言
葉

で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
も
疑
問
が
残
る
。
蘇
軾
が
こ
の
時
期
に
宗
教
に
傾
倒
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

さ
て
ど
こ
ま

で
信

仰
を
深
め
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
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三

 

で
は
こ
こ
で
観
点
を
変
え
、
宋
代
朝
廷
の
仏

・
道
教
政
策

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
代
朝
廷
は

そ
の
建
国
時
期
か
ら
積
極
的
に
仏
教
と
道
教
を
治
政
に
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
は
勿
論
、
儒
教
を
主
体
と
し
、
国
家
が
う
ま
く
治
ま
る
よ

う
に
、
宗
教
を
有
効
的
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

例
え
ば
出
版
物
か
ら
そ
れ
を
確
か
め
る
と
、
主
な
も

の
を
拾

っ
た
だ
け
で
も
、
宋
代
朝
廷
は
、
太
祖
開
宝
四
年

(
九
七

一
年
)
に
仏

典
の
集
大
成
で
あ
る

『
大
蔵
経
』
を
出
版
し
、
太
宗
太
平
興
国
初
年

(九
七
六
年
)
に
は

『
大
宋
僧
史
略
』
を
、
同

七
年

(九
八
二
年
)

に
は

『
大
宋
高
僧
伝
』
を
出
版
し
た
。
ま
た
太
宗
は
首
都
沐
京
や
蘇
州
に
道
観
を
建
立
し
、
真
宗
天
禧
三
年

(
一
○

一
九
年
)
に
は
道

蔵
経

で
あ
る

『
大
宋
天
宮
宝
蔵
』
七
蔵
を
成
し
た
。

こ
れ
ら
は
皆
な
国
家
事
業
の
成
果

で
あ
る
。

ま
た
、
詔
令
に
よ

っ
て
政
策

の
動
き
を
み
る
と
、
太
祖
は
、

「禁
寄
褐
道
士
詔
」
(勝
手
に
道
士
に
な

っ
て
は
な
ら
な
い
)
や

「
限

敷
度
僧
尼
詔
」

(僧
や
尼
に
な
る
に
は
、
年
ご
と
に
そ
の
数
を
限
る
)
な
ど
を
発
布
し
、
道
士
や
僧
侶

の
制
度
の
大
ま
か
な
枠
組
み
を

定
め
た
。

三
代
目
の
皇
帝
真
宗

に
な
る
と
、

「
召
河
陽
濟
源
道
士
蘭
栖
眞
詔
」
(道
士
を
宮
中
に
招
き
、
話
を
さ
せ
る
)
や

「
特
度
僧

道
詔
」
(寺
や
道
観
に
い
る
少
年

で
、
ま
だ
得
度
し
て
い
な
い
者
は
、
試
験
を
し

て
寺

で
は
百
人
の
う
ち
二
人
を
、
道
観

で
は
百
人
の

う
ち

一
人
を
、
得
度
さ
せ
る
)、

「
以
太
宗
御
製
妙
豊
集
編
入
佛
経
大
藏
詔
」
(太
宗
の
文
集
を

『
大
蔵
経
』
の
中
に
編
入
す
る
)
な
ど
、

よ
り
細
か
な
内
容
の
詔
令
を
発
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
詔
令
の
後
に
仏

・
道
教
関
係

の
詔
令
を
発
し
て
い
る
の
は
、
道
教
趣
味

で
知

ら
れ
る
八
代
目
の
皇
帝
徽
宗

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
太
祖
か
ら
三
代
目
の
皇
帝
真
宗
ま

で
の
間
に
、
宋
代
朝
廷
の
仏

・
道
教
政
策
は
、

そ
の
基
礎
が
固
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
を
受
け
て
六
代
目
の
皇
帝
神
宗
は
、
煕
寧
四
年

二

〇
七

一
年
)
の
春
と
、
同
七
年

二

○
七
四
年
)
の
春

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同

一
日

の
う
ち
に
、
道
観
と
寺
院
に
行
幸
し
て
い
る
。
神
宗
と
い
う
の
は
、
蘇
軾
が

「烏
台
詩
案
」
に
よ

っ
て
黄
州
流
誦
と
な

っ
た
、
ま

さ
に
当
時
の
今
上
皇
帝
で
あ
る
。
そ
の
神
宗
が
、
仏

・
道
教
を
共
に
尊
重
し
て
い
た

こ
と
は
、
記
憶
さ
れ
て
よ
い
。

要
す
る
に
、
蘇
軾
は
、

こ
の
よ
う
な
仏

・
道
教
を
有
効
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
政
策

の
下
に
、
活
動
し
て
い
た
士
大
夫
だ

っ
た
の

で
あ

る
。
蘇
軾
が
日
頃
そ
の
感
化
を
多
分
に
受
け
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
前
述

の
よ
う
に
、
蘇
軾
が
罪
を
得
た

蘇

軾

に
お

け

る

「
東
坡

」
の
意
味

(
正

木

)
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た
め

に
苦
悩
し
、
精
神
の
安
寧
を
得
た
い
と
願

っ
て
宗
教
に
接
近
し
た
と
い
う
説
に
は
、

一
理
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
精
神
的
欲
求
が

仏

・
道
教
に
向
か

っ
た
社
会
背
景
を
今

一
度
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
る
い
は
、
蘇
軾
が

「居
士
」
と
称
し
た
の
は
、

自
分
は
政
策
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
表
明
で
あ
り
、
な
ん
と
か
し
て
皇
帝
に
よ
く
思
わ
れ
た
い
、
朝
廷
に
復
帰
し
た

い
と
い
う
、
世
俗

上
の
願
望
を
も
含
み
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、

「
東
坡
」
と
い
う
名
と
、

「
居
士
」

の
名
号
と
は
、
同
じ
く
朝
廷
復
帰
願
望
を
含
む
と
い
う
点

で
結
び
つ
き
や
す
い

と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
前
章

で
述
べ
た
疑
問
を
再
考
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
蘇
軾
が

「
居
士
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
詩
が
な
い
こ
と

は
、

思
惑
の
あ
る

「
居
士
」
の
名
号
で
あ
る
か
ら
、
真
に
帰
依
し
た
と
い
う
詩
が
詠
み
に
く
い
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
寺

の
僧
と
親
し

く
し

て
そ
の
寺
の
記
を
書
い
た
こ
と
は
、
政
敵
や
皇
帝
に
対
す
る
自
己
防
衛
や
宣
伝
に
繋
が
る
。
さ
ら
に
、
施
元
之
註
が
、
蘇
轍
の

「蘇
軾
は
仏
典
を
読
み
深
く
悟

つ
た
」
と

い
う
部
分
を
欠
落
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
蘇
軾
が
本
当
に
帰
依
し
た
の
か
疑

っ
た
の
か
も
し

れ
な

い
。
そ
し

て
以
下
の
蘇
軾

の
書
簡
も
理
解
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

初
め
て
到
る
に
、

一
た
び
太
守
に
見

へ
、
自
鯨
杜
門
し
て
出
で
ず
。
閑
居
し
て
未
だ
書
を
看
る
を
免
れ
ず
、
惟
だ
佛
経
以
て
日
を

遣
り
、
復
た
は
筆
硯
を
近
づ
け
ざ
る
　
。

(
「章
子
厚
参
政
に
與
ふ
る
書

二
首
其

」
」
)
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実
際

に
は
こ
の
記
述

に
反
し
、
蘇
軾
は
黄
州
の
赤
鼻
磯
に
遊
び

「
前
後
赤
壁
賦
」
を
詠
ん
で
お
り
、
ま
た
、
友
人
に
も
手
紙
を
書
い
て

い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
中
央
官
吏
で
あ
る
参
政
、
す
な
わ
ち
参
知
政
事
の
章
惇

(字
子
厚
)
に
、
蘇
軾
は
い
か
に
自
分
が
罪
を
反
省

し
、
自
重
し
て
い
る
か
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
、
党
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
罪
を
得
て
も
、

い
か
に
生
き
抜
く
か
を
知

っ

て
い
る
、
蘇
軾
の
し
た
た
か
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

以

上
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
蘇
軾
が
借
地
名
と
居
士
名
に

「東
坡
」
と
命
名
し
た
の
に
は
、
白
居
易
の
文
学
を
敬
慕
し
た



こ
と

に
加
え
て
、
特
別
な
思
い
入
れ
、
す
な
わ
ち
朝
廷
復
帰
願
望
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
蘇
軾
が
黄
州
流
誦
時
期
に

詠
ん
だ
、
有
名
な

「東
坡
八
首
」
詩

の
内
容
と
、

こ
の
こ
と
が
い
か
に
関
わ
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず

「
東
坡
八
首
」
詩
の
読
解
か
ら
始
め
よ
う
。
思
う
に

「
東
坡
八
首
」
詩

の
最
大
の
特
徴
は
、
蘇
軾
が
そ
の
創
作
を
通
し
て
、
苦

悩
か
ら
希
望

へ
と

一
大
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
該
詩
の
叙
文
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

余

黄
州
に
至
り
て
二
年
、

日
々
以
て
困
匿
す
。
故
人
馬
正
卿

余

の
食

に
乏
し
き
を
哀
れ
み
、
爲
に
郡
中
に
於

い
て
故
螢
地
敷

十
畝
を
請
ひ
、
其
の
中
に
躬
耕
す
る
を
得
し
む
。
地

既
に
久
し
く
荒
れ
茨
棘

・
瓦
礫
の
場
と
爲
れ
り
、
而
し
て
歳
又
大
い
に
旱

す
れ
ば
、
墾
關
の
螢
、
筋
力

殆
ど
蓋
き
ぬ
。
来
を
釋

て
歎
き
、
乃
ち
是
の
詩
を
作
り
、
自
ら
其

の
勤
を
慰
む
、
庶
幾
は
く
は
來

歳

の
入
、
以
て
其
の
勢
を
忘
れ
む
こ
と
を
。

す
な
わ
ち
、
①
制
作
年
代
は
、
黄
州
に
到
着
し
て
か
ら

二
年
目
、
該
詩

の
内
容
か
ら
二
月
、
②
当
地
で
は
日
々
の
生
活

が
困
窮
し
て
い
つ

た
、
③
友
人
馬
正
卿
が
兵
営

の
跡
地
を
借
り
受
け
て
く
れ
た
、
④
借
地
は
荒
れ
放
題

で
あ

っ
た
が
、
蘇
軾
自
ら
耕
作

し
、
来
秋
の
収
穫

を
願

っ
て
い
る
こ
と
、
が
分
か
る
。
次
に
、
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
、
八
首
の
う
ち
其
の

一
、
七
、
八
を
掲
げ
、
そ
の
他
は
大
意
を
紹
介

す
る
。
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其

一

1
廃
塁
無
人
顧
、

3
誰
能
掲
筋
力
、

5
濁
有
孤
旅
人
、

7
端
來
拾
瓦
礫
、

9
崎
嘔
草
棘
中
、

11
唱
然
釋
来
歎
、

2
頽
垣
瀟
蓬
菖
。

4
歳
晩
不
償
勢
。

6
天
窮
無
所
逃
。

8
歳
旱
土
不
膏
。

10
欲
刮

一
寸
毛
。

12
我
庫
何
時
高
。

廃
塁

人
の
顧
み
る
無
く
、
頽
垣

蓬
苦
同

満

つ
。

誰
か
能
く
筋
力
を
掲

て
む
、
歳
晩

螢
を
償
は
じ
。

掲
り
孤
旅

の
人
有
り
、
天

窮
せ
し
め
て
逃
る
る
所
無
し
。

端
に
來
り
て
瓦
礫
を
拾
ふ
べ
き
も
の
の
、
歳

旱
し
て

土

膏
な
ら
ず
。

崎
嘔
た
る
草
棘
の
中
、

↓
寸
の
毛
を
刮
ら
む
と
欲
す
。

唱
然
と
し
て
来
を
釋
て
て
歎
ず
、
我
が
凍

何
れ
の
時
に
か
高
か
ら
む
。

蘇

軾

に
お

け

る

「
東
坡

」
の
意

味

(
正

木
)
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其
二

土
地
の
高
低
に
よ

っ
て
耕
作
に
適
し
た
作
物
が
あ
る
。
近
隣

の
蜀
人
が
桑
の
実
を
分
け
て
く
れ
る
。
そ
の
う
ち
我

が
家
を
築

こ
う
。

収
穫
は
覚
束
な
い
が
、
古
井
戸
が
見

つ
か

つ
て
飲
料
水
は
確
保
で
き
た
。

其
三

早
魑

の
た
め
泉
も
澗
れ
果
て
耕
作
が
困
難

で
あ

っ
た
が
、
昨
夜
雨
が
降
り
、
泥
の
中
に
は
芹
が
芽
を
僅
か
に
出

し
て
い
る
。
ゆ
く

ゆ
く
は
こ
れ
と
鳩
肉
を
和
え
物
に
し
よ
う
。

其
四

清
明
節
を
前
に
稻

の
種
を
蒔
く
。

や
が
て
春

に
は
苗
が
芽
生
え
、
夏
に
は
葉
先
が
風
に
翻
り
、
秋
に
は
実
り
が
あ
ろ
う
。
ゆ
く
ゆ

く
は
き

つ
と
新
米
が
味
わ
え
よ
う
。

其
五

畑
の
地
力
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
が
十
年
荒
れ
地
だ

っ
た
の
は
む
し
ろ
幸
い
で
あ

つ
た
。
桑

の
木
は
ま
だ
大
き
く
な
ら
な
い
が
、
麦

は
期
待

で
き
そ
う
だ
。
農
民
が

「
麦
の
苗
を
牛
羊
に
よ
く
踏
ま
せ
よ
」
と
助
言
し
て
く
れ
た
。
私
は
そ
の
言
葉

に
感
謝
す
る
。

其

六

黍
や
松
の
収
穫
は
十
年
以
上
も
先
の
こ
と
だ
が
、
私
の
計
画
は
た
だ
ひ
た
す
ら
。
か

つ
て
の
同
僚
が
三
寸
も
の
大
蜜
柑
を
届
け
て

下
さ

っ
た
が
、

こ
の
苗
が
手
に
入
ら
な
い
も
の
か
。
私
は
も
う
そ
の
実
が
な
る
の
を
想
像
す
る
。

其
七

う

1
播
子
久
不
調
、

3
郭
生
本
將
種
、

5
古
生
亦
好
事
、

7
家
有

一
畝
竹
、

9
我
窮
交
奮
絶
、

11
從
我
於
東
坡
、

2
沽
酒
江
南
村
。

4
費
藥
西
市
垣
。

6
恐
是
押
牙
孫
。

8
無
時
容
叩
門
。

10
三
子
濁
見
存
。

12
螢
餉
同

一
殖
。

播
子
は
久
し
く
調
せ
ら
れ
ず
、
酒
を
江
南
の
村
に
沽
る
。

郭
生
は

本

將
種
、
藥
を
西
市
の
垣
に
費
る
。

古
生
も
亦
た
好
事
、
恐
ら
く
は
是
れ
押
牙
の
孫
な
ら
む
。

家
に

一
畝
の
竹
有
り
、
時
無
く
門
を
叩
く
を
容
す
。

我

窮
し
て
交
奮
絶

つ
も
の
の
、
三
子

掲
り
存
め
ら
る
。

我
に
東
坡
に
從
ひ
、
勢
餉

一
殖
を
同
じ
く
す
。

一66一



13

可
憐

杜

拾

遺

、

14

事

與

朱

玩

論

。

15

吾

師

卜

子

夏

、

16

四
海

皆

弟

昆

。

其
八

1
馬
生
本
窮
士
、

3
日
夜
望
我
貴
、

5
我
今
反
累
君
、

7
刮
毛
亀
背
上
、

9
可
憐
馬
生
擬
、

11
衆
笑
終
不
悔
、

2
從
我

二
十
年
。

4
求
分
買
山
銭
。

6
借
耕
綴
薙
田
。

8
何
時
得
成
蔑
。

10
至
今
奄
我
賢
。

12
施

一
當
獲
千
。

憐
む
べ
し

杜
拾
遺

の
、
事

朱

・
玩
と
論
ず
る
を
。

吾

卜
子
夏
を
師
と
し
、
四
海
皆
な
弟
昆
と
な
ら
む
。

馬
生
は

本

窮
士
、
我
に
從
ふ
こ
と
二
十
年
。

日
夜

我
が
貴
を
望
み
、
買
山
の
銭
を
分
か
た
む
こ
と
を
求
む
。

我

今

反
て
君
を
累
は
し
、
借
耕
し
て
藪

の
田
を
綴
む
。

毛
を
亀
背
の
上
に
刮
る
に
、
何
れ
の
時
に
か
成
蔑
を
得
む
。

憐
れ
む
べ
し

馬
生
の
擬
な
る
を
、
今
に
至
る
ま
で
我
が
賢
を
奈
る
。

衆

笑

へ
ど
も
終
ひ
に
悔

い
ず
、

一
を
施
し
て
千
を
獲
る
に
當
る
。

さ

て
、
該
詩
八
首
を
通
し
て
、
蘇
軾
の
嘆
き
は
次
第
に
回
復
し
、
や
が
て
希
望
を
持

つ
に
到
る
。
該
詩
の
嘆
き
と
は
、
ま
ず
叙
文
に

い
う
、
耕
作
が
瓦
礫
と
旱
越

の
た
め
に
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
其

一
詩

Ⅱ
、
12
句
に
お
い
て
も
同
様
に
い
う
、

一
体
何
時
に
な

っ

た
ら

こ
の
地
か
ら
米
が
十
分

に
穫
れ
よ
う
か
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
荘
漠
と
し
た
将
来

へ
の
不
安

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
そ
れ
が
次
第
に
希
望

へ
と
変
化
す
る
。
以
下
、
そ
の
変
化
が
何
に
よ

っ
て
齎
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。
ま

ず
挙

げ
ら
れ
る
の
は
降
雨
で
あ
る
。

こ
れ
を
該
詩
八
首
の
時
間
の
推
移

の
中
で
捉
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
述

の
よ
う
に
叙
文
と

其

一
詩
に
お

い
て
、
瓦
礫
を
拾
い
耕
作
す
る
の
が
旱
越
の
た
め
に
困
難

で
あ
る
と
い

っ
て
い
た
の
が
、
其
三
詩
9
～

12
句

「昨
夜
南
山

雲
、
雨
到

一
梨
外
。
法
然
尋
故
漬
、
知
我
理
荒
蕾
。」

で
、
天
が
蘇
軾
の
耕
作
の
困
難
さ
を
知

つ
て
慈
雨
を
降
ら
し
、
そ
の
結
果
耕
作

が
楽

に
な

っ
た
と

い
い
、
そ
し
て
其
五
詩
1
、

2
句

「
良
農
惜
地
力
、
幸
此
十
年
荒
。
」

で
は
、
耕
作

に
苦
労
し
た
荒
れ
地
に
却

っ
て

地
力
が
あ
る
と
感
謝
す
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
其
二
詩
5
、
6
句

「
江
南
有
蜀
士
、
桑
果
已
許
乞
。」
及
び
其
五
詩
3
、
4

句

「
桑
柘
未
及
成
、

一
褒
庶
可
望
。
」
か
ら
、
其

二
詩
に
お

い
て
桑
の
実
を
近
隣

の
同
郷
人
か
ら
分
け
て
も
ら
う
予
定
だ

つ
た
の
が
、

其

三
詩
の
降
雨
を
経
て
、
其
五
詩
で
は
既
に
桑
の
実
を
植
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
其
三
詩

の
降
雨
を
境
に
蘇
軾
の

耕
作
は
好
転
し
、
桑
の
実
を
植
え
、
苦
労
し
た
荒
れ
地
に
却

っ
て
感
謝
す
る
心
の
余
裕
が
で
き
、
希
望
に
満
ち
て
く

る
こ
と
が
分
か
る

蘇
軾
に
お
け
る
「東
坡
」
の
意
味

(正
木
)
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の
で
あ
る
。

次

に
、
蘇
軾

に
希
望
を
齎
し
た
の
は
、
該
詩
八
首

に
登
場
す
る
人
々
で
あ
る
。
ま
ず
其

一
詩
5
、
6
句

で
、
蘇
軾

は
自
分
自
身
を
孤

掲
で
過
酷
な
状
態
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
が
、
其

二
詩
5
、
6
句

「
江
南
有
蜀
士
、
桑
果
已
許
乞
。
」

で
、
近
隣

の
同
郷
人
に
桑
の

実
を
分
け
て
も
ら
う
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
、
同
詩
11
、

12
句

「
家
憧
焼
枯
草
、
走
報
暗
井
出
。
」

で
、
蘇
軾

の
下
僕

が
古
井
戸
を
見

つ

け
た
と
報
告
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
其

五
詩
7
～
10
句

「
農
夫
告
我
言
、
勿
使
苗
葉
昌
。
君
欲
富
餅
餌
、
要
須
縦
牛
羊
。
」
で
、
農
民
が

耕
作

に
つ
い
て
助
言
し
て
く
れ
た
こ
と
、
其
六
詩
9
～
12
句

「
我
有
同
舎
郎
、
官
居
在
灌
…岳
。
遺
我
三
寸
甘
、
照
座
光
卓
矩
。」

で
は
、

か

つ
て
の
同
僚
が
大
蜜
柑
を
送

っ
て
く
れ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
う
。
こ
の
よ
う
に
、
同
郷
人
、
下
僕
、
農
民
、
か

つ
て
の
同
僚
と
範

囲
を
広
げ
て
、
蘇
軾
に
協
力
し
て
く
れ
る
人
々
を
詠
う
。
そ
し
て
其
七
詩
で
、
自
分
に
従

つ
て
く
れ
る
無
名
の
三
人
を
長
々
と
紹
介
し
、

「
吾
師
卜
子
夏
、
四
海
皆
弟
昆
。
」
と
詠

い
、

「
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
ト
商

(字
子
夏
)
が
い
う
よ
う
に
、
世
間
の
人
々
皆
な
と
兄
弟

の
よ
う
に
な
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
孤
掲
で
は
な

い
」
と
、
高
ら
か
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
名
は
、
市
井
の
人
々
で
あ
る

か
ら
蘇
軾
が
詩
に
書
き
残
し
た
こ
と

で
や

つ
と
後
世
に
伝
わ

つ
た
の
で
あ
る
。
よ

つ
て
記
名
は
、
蘇
軾
の
三
人
に
対
す
る
謝
辞
と
も
取

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
謝
辞
だ
け
で
は
な
く
、
蘇
軾
が
、
自
分
に
協
力
し
て
く
れ
る
身
近
な
人
々
か
ら
、
よ
り
広
く
世
間
の
人

と
兄
弟
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
宣
言
す
る
、
そ
の
過
程
の
橋
渡
し
的
存
在
を
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
三
人
は
、
血
縁
地
縁
関
係
で
は
な

く
、
友
情
に
よ

つ
て
こ
そ
蘇
軾
に
集
う
人
々
で
あ
り
、
こ
の
情
を
も

っ
て
す
れ
ば
、
孤
独
な
蘇
軾
も
ま
た
未
知

の
人

々
と
親
し
く
す
る

こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
伏
線
と
し
て
、
末
両
句
の

「
吾
師
卜
子
夏
、
四
海
皆
弟
昆
。
」
を
導
き
出
し
、
今
後
は
孤
掲
で
は

な
い
と
詠
う

の
で
あ
る
。
其
八
詩
は
、
そ
の
宣
言
の
余
波
の
よ
う
に
、
馬
正
卿
の
た
め
だ
け
に

↓
首
を
割
き
、
9
～

12
句
の
よ
う
に
、

た
だ
馬
生
に
感
謝
し
慈
し
む
気
持
ち
に
盗
れ
、
叙
文
に
述
べ
た
、
馬
生
の
援
助
を
得

て
開
墾
に
至

っ
た
こ
と
と
対
応
し
て
、
結
び
と
す

る
の
で
あ
る
。

さ

て
こ
こ
で
、
蘇
軾
に
希
望
を
齎
し
た
第
三
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
、
視
点
を
変
え
て
、
該
詩

の
土
台
を
構
成
す
る
も
の
か
ら
考

え
て
み
よ
う
。
そ
の
土
台
と
は
、
空
腹
で
あ
る
。
其

一
詩

Ⅱ
、
12
句
で
米
を
、
其

二
詩

13
、
14
句

「
一
飽
未
敢
期
、

瓢
飲
已
可
必
。
」

で

一
食
の
糧
と
水
を
、
其
三
詩
13
～

16
句

「泥
芹
有
宿
根
、

一
寸
嵯
猫
在
。
雪
芽
何
時
動
、
春
鳩
行
可
瞼
。
」

で
芹
と
鳩
肉
の
和
え
物

を
、
其
四
詩
17
、
18
句

「行
當
知
此
味
、

口
腹
吾
已
許
」

で
新
米
を
、
其
五
詩
9
～

12
句

「君
欲
富
餅
餌
、
要
須
縦

牛
羊
。
再
拝
謝
苦
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言
、

得
飽
不
敢
忘
。
」
で
餅
餌
を
、
其
六
詩

11
～
12
句

「
遺
我
三
寸
甘
、
照
座
光
卓
矩
。」

で
大
蜜
柑
を
、
其
七
詩
11
、

12
句
で

一
飯
を

そ
れ
ぞ
れ
詠
み
、
各
詩
が
食
物
に
関
す
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
飢
え
た
者
が
し
き
り
に
食
物

の
こ
と
を
思

う
よ
う
で
あ
り
、

か
つ
て
中
央
官
吏

で
あ

っ
た
蘇
軾
ほ
ど
の
人
物
が
、
流
誦
前
と
大
き
な
落
差
の
あ
る
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
其
八
詩

で
は
直
接
に
食
物

に
関
す
る
詩
語
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

前
述

の
よ
う
に
、
天
候
が
蘇
軾
に
味
方
し
た
こ
と
は
、
蘇
軾
に
と

つ
て
確
か
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
該
詩
の
背
景

に
す
ぎ
ず
、
主
眼
で
は
な
い
。
そ
の
主
眼
と
は
、
孤
濁
な
旅
人
が
、
身
近
な
人
か
ら
徐

々
に
範
囲
を
広
げ
、
広
く
人

々
の
協
力
を
得
て
、

つ
い
に
世
間
の
人
々
皆
な
と
兄
弟

の
よ
う
に
な
ろ
う
と
宣
言
し
、
以
後
は
孤
猫
で
は
な
い
と
い
う
喜
び
を
表
現
し
た

こ
と
、

つ
ま
り
、

詩
八
首
全
体
を
通
し
て
そ
の
頑
な
な
心
を
溶
か
し
て
ゆ
く
過
程
と
結
果
に
あ
る
。
振
り
返

っ
て
み
れ
ば
蘇
軾
は
、

「
烏
台
詩
案
」
す
な

わ
ち
そ
の
詩
文
の
た
め
に
御
史
台
に
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
れ
の
無
い
罪
を
着
せ
ら
れ
、

「東
坡

八
首
」
詩
を
詠
む
前
に
嘆
い
て

い
る
よ
う
に
、
宗
教
に
救
い
を
求
め
た
が
思
う
よ
う
に
身
心
の
緊
張
状
態
は
緩
和
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
孤
猫
な
旅

人
と
い
う
認
識
の

あ
る
蘇
軾
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、
人
々
の
協
力
と
い
う
温
か
み
の
た
め
で
あ

っ
た
。
餓
え

の
な
か
で
人
々
の

そ
の
温
か
さ
に
触
れ
る
う
ち
に
、
蘇
軾
は
つ
い
に
、
頑
な
な
心
も
餓
え
も
超
越
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
蘇
軾
は
、

其
八
詩
で
は
食
物

を
詠
ま
ず
、
ま
た
、
八
首
全
体

の
構
成
上
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
其
八
詩
を
叙
文
と
対
応
さ
せ
、
叙
文
で
言
及
し
た
馬
生
を
再
び
登

場
さ

せ
、
さ
ら
に
、
其

一
詩

の

「
一
寸
の
毛
を
刮
ら
む
と
欲
す
。
」
を
受
け
て
、
其
八
詩
で

「
毛
を
亀
背
の
上
に
刮

る
に
、
何
れ

の
時

に
か
成
蔑
を
得
む
。」
と

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
い
い
、
詩
人
と
し
て
の
態
度
を
取
り
戻
し
、
単
な
る
空
腹
の
詩

で
は
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
東
坡
八
首
」
詩
は
、

い
か
に
も
蘇
軾
の
噴
達
さ
を
表
わ
す
、
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
不
思

議
な

こ
と
に
、
該
詩
の
な
か
に
は
、
仏
典
や
道
教

の
聖
典
を
出
典
と
す
る
詩
句
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
該
詩
を
詠
む
前
に
は
、

蘇
軾
は
仏

・
道
教
書
か
ら
の
引
用
を
好
ん
で
詩
に
詠
み
込
み
、
そ
れ
が
役
に
立
た
な
い
と
嘆
き
、
該
詩
を
詠
ん
だ
後
は
次
第
に
仏
教
に

傾
倒
す
る
さ
ま
が
窺
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
該
詩
に
限

っ
て
そ
の
引
用
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
東
坡
」
と
い
う
、
後
に
は
居
士

名
に
も
な
り
、
宗
教
と
関
連
の
あ
り
そ
う
な
詩
題

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
。

「
東
坡
八
首
」
詩
の
鍵

に
な
る
句
は
、
前
述
の
よ
う
に
其
七
詩
の

「
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
ト
商
が
い
う
よ
う
に
、
世
間
の
人
々
皆
な

と
兄
弟
の
よ
う
に
な
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
孤
濁

で
は
な
い
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

『
論
語
』
顔
淵
篇
に
典
故
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
兄

蘇
軾
に
お
け
る
「東
坡
」
の
意
味

(正
木
)
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が
無
法
者
で
今
に
も
身
を
滅
ぼ
し
そ
う
な
た
め
、
弟
の
司
馬
牛
が
憂
え
て
い
う
、

「
人
に
は
皆
な
兄
弟
が
あ
る
の
に
、
私
だ
け
に
は
い

な
い
。」

そ
こ
で
ト
商
が

「
『
死
ぬ
も
生
き
る
も
定
め
が
有
る
』
と
聞

い
て
い
る
。
あ
な
た
の
兄
さ
ん
の
こ
と
も
仕
方
が
な
い
。
し
か

し
君
子
は
慎
ん
で
落
ち
度
が
無
く
、
人
と
交
際
す
る
の
に
礼
を
守

っ
て
ゆ
け
ば
、
世
界
中
の
人
は
皆
な
兄
弟
の
よ
う

に
な
る
。
君
子
は

ど
う
し
て
実
の
兄
弟
が

い
な
い
こ
と
な
ど
気
に
か
け
よ
う
か
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。

蘇

軾
は

「東
坡
八
首
」
詩

の
中
で
、
宗
教
で
は
な
く
、
自
分
が
幼
い
頃
か
ら
暗
記
し
て
、
肌
に
染
み

つ
い
て
い
る

『
論
語
』
を
思
い

だ
し
、
そ
の
境
地
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

い
か
に
儒
教
と
仏

・
道
教
の
思
想
に
共
通
す
る
点
が
あ
り
、
蘇
軾
に
仏

・
道
教
の
影
響
が
あ

っ

た
に
せ
よ
、

こ
の
詩
の
中

で
は
、
蘇
軾
は
儒
教
思
想
を
全
面
に
押
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
蘇
軾
の
根
本
に
は
儒
教
思
想
が
あ
る
。
そ
し
て
蘇
軾
が
そ
の

「東
坡
」
を
仏
教
居
士
の
名
に
し
た
の
は
、
儒
教
的
成
功

す
な
わ
ち
朝
廷
復
帰

へ
の
方
便
を
も
含
む
の
で
あ
る
。

「
東
坡
居
士
」

の
名
号
に
確
か
に
白
居
易
文
学

へ
の
敬
慕
や
精
神
の
安
寧

へ
の

渇
望
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
蘇
軾
の

一
面
を
見
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
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最
後
に
蘇
軾

の
生
涯
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。
王
水
照
氏
は
蘇
軾
を
論
じ
て
、

「
儒
教
思
想
が
そ
の
根
本
に
あ
る
が
、
在
職
時
期

は
儒
教
思
想
を
主
と
し
、
販
誦
時
期
は
仏

・
道
教
思
想
を
主
と
し
、
状
況
に
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
思
想
を
使
い
分
け

て
い
る
」
と
い
う
。

確
か

に
流
誦
時
期
に
政
治
的
発
言
を
す
れ
ば
、
ま
た
政
敵
に
陥
れ
ら
れ
る
こ
と
も
有
り
得
る
。
そ
こ
で
、
表
向
き
は
政
治
的
な
こ
と
を

い
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
宗
教

に
精
進
し
、
反
省
の
色
を
表
わ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
内
面
的
に
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
黄
州
流
誦
時
期
の

「東
坡
」

に
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
儒
教
思
想
と
、
密
や
か
な
切
望
が

あ
る
。

そ
の
流
誦
時
期
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
儒
教
思
想

の
発
露
を
見
て
こ
そ
、
蘇
軾
の
全
体
像
、
ひ
い
て
は
宋
代

の
文
人
像
が
初
め
て

根
底

か
ら
理
解

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注



*

底
本

に
は

、
清

・
王
文

詰
輯

註
、

孔

凡
礼

点
校

『
蘇

軾
詩

集
』

(
中
華

書
局

、

一
九

九

二
年

第

三
次

印
刷

)
、

孔

凡
礼
点

校

『
蘇
軾

文

集
』

(
中

華

書

局
、

一
九

九

二
年
第

三
次

印
刷

)
を

用

い
た
。

『
蘇

文
忠

公
詩
編

注
集

成

総
案
』

巻

十
九

鍾
来

因

『
蘇

軾
与

道
家

道
教

』

(
台

湾
学

生
書

局
、

民

国
七

十
九

年
、

三

一
○

頁

)

で
は

、
当

時

「
居
士

」

と
は

仏
教

徒
も

道
教

徒

も
称

し
た

も

の

で
あ

る

か
ら
、

蘇
軾

が
仏

教
徒

で
あ

っ
た

と
は
断

言

で
き

な

い
と

い
う

。

し
か

し
筆

者

は
、
従

来

の
説
通

り

「
東
坡

居
士

」
と

は
在

家

の
仏
教

徒
と

考

え
る
。

と

い
う

の
は
、
蘇

轍

が
書

い
た

「
亡
兄

子
謄

端

明
墓
誌

銘
」

に
、
蘇

軾

が
没

し
た
時

の
様

子
と

し

て

「
太

学

の
士

た
ち
が

仏
僧

に
施

し

し
た
」

と

い

い
、

ま
た
、

蘇
軾

の
散

文

は
、
道

教
よ

り
仏

教

に

つ
い

て
書

か
れ

た
も

の
が

明
ら

か
に
多

い
か

ら

で
あ

る
。

白

樂
天
爲
忠

州
刺

史
、
有

「
東
坡

種
花
」

二
詩
。

又
有

「
歩
東
坡
」

詩

云

「
朝
上
東

坡
歩
、

夕
上
東

坡
歩
。

東
坡
何

所
愛
、
愛

此
新

成
樹
。
」

本
朝

蘇
文

忠
公

不
輕

許

可
、
猫

敬
愛

樂

天
、
屡

形
詩
篇

。
蓋

其
文

章
皆

主
僻

達
、

而
忠

厚
好

施
、

剛
直
圭
宜
言
、

與
人

有
情

、
干

物
無

著
、

大
略

相
似
。

誦

居
黄

州
、

始
號

東
坡

、
其

原

必
起
子

樂
天
忠

州

之
作
也

。

岩
波

書
店

、

一
九

九

二
年

第

十

五
刷

、

一
八
○

頁
。

窮
苦

多
難

、
壽

命

不

可
期

。

恐
此
書

一
旦
復
漁

没

不
可
傳
、

意

欲
爲
数

本
留

人
間

。
念

新

以
文
字

得
罪

、
人

必
以
爲

凶
衰

不
祥

之
書

、
莫

肯
牧

藏
。

又
自

非

一
代
偉

人

不
足
託

、

以
必
傳

者
、
莫

若
献

之

明
公
。

(中

略

)
公
退

間
暇

、

一
爲
讃

之
、
就

使
無

取
、

亦
足

見
其

窮

不

忘
道

、

老
而
能

學

也
。

『
宋

史
』

巻

三
百

一
十

三
文

彦
博
伝

。

軾

以
去
歳

春
夏

、
侍

立

遷
英

、
而
秋

冬
之

交
、

子
由

相
縫

入
侍
、

次
韻

絶
句

四
首

、
各

述
所

懐
。

出
庭

老
少

、
大

略
相

似
、

庶

幾
復
享

此
翁

晩
節
閑

適

之
樂
焉

。

某
啓

。

示
及
新

詩
、

皆
有

遠
別

個
然

之
意

、
錐

兄
之
愛

我
厚

、
然

僕
本

以
鐵

心

石
腸
待

公
、

何
乃

爾
耶
。

吾
濟

錐
老

且
窮

、
而

道

理
貫

心

肝
、

忠
義

填
骨

髄

、
直

須
談

笑

於

死
生
之

際
、

(
中
略

)
、

兄
錐
懐

炊
填

於

時

、
遭
事

有

可
尊

主
澤

民
者

、
便

忘

躯
爲

之
、

禍
福

得

喪
、

付
與
造

物
。

(
「
與
李

公
澤

十

七
首
其

十

=

)

深
自

省
察
、

則
物

我

相
忘

、
身

心
皆

空
、

求
罪
垢

所
從

生
而

不

可
得
。

蘇

軾

に
お

け

る

「
東
坡

」
の
意
味

(
正
木

)
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中

国
文
学

論
集

第

二
十

五
号

道

不
足

以
御
氣

、
性

不
足

以
勝

習
。

不
鋤

其
本

、
而
転

其

末
、
今

錐
改

之
、

後

必
復
作

。
孟

蹄
誠

佛
僧

、
求

一
洗

之
。
得

城

南
精
舎

日
安

國
寺

、

(
中
略

)
間

=

一日
輔

往
。

(
「
黄
州

安

國
寺
記
」
)

非
久

、
冬

至
、

已
借

得
天
慶

観

道
堂

三
間

、
燕

坐
其

中
、

謝
客

四
十

九
日
、

錐

不
能
如

張
公

之

不
語

、

然
亦
常

閾

戸
反
視

、
想

當
有

深
益

也
。

(
「
與

王
定

國

四
十

一
首
其

八
」
)

善

男

子
。

一
切
障

磯

即
究
寛

畳

。
得

念
失

念
無

非
解
脱

。
成

法
破

法
皆

名
浬
藥

。

(
中

略

)
地
獄

天
宮
皆

爲
浄

上
。

(
『
大

方
廣

圓
毘
修

多

羅
了

義
経
』
)

既
而
誦

居

於
黄
、

杜

門
深

居
、

馳
騨

翰
墨

、
其

文

一
攣

、
如

川
之

方
至
、

而
轍

瞠

然

不
能

及
　

。
後

讃
釋

氏
書

、
深

悟
實

相
、

参
之

孔

・

老
、

博
辮

無
擬
、

浩

然

不
見
其

涯
也
。

七
年
、

余
將

有
臨

汝

之
行
。

連

日

「
寺
未
有

記
。
」

具

石
請

記
之
。

余

不
得
譜

。

吉

川
幸

次
郎

「
蘇

東

坡

の
文

学

と
仏

教
」

(
『
吉
川
幸

次
郎

全
集
』

巻

十

三

筑
摩

書
房

、

昭
和

四
十

四
年
、

二
七
〇
頁

)

銚
瀟

艇
主

編

『
宋

代
文

化

史
』

(
河

南
大

学
出

版
社

、

一
九
九

二
年

、
第

五
章

仏

道
的

流
行

与
儒

仏

道
思

想
的

融
合

、

一

一

一
～

三

二
○

頁
)
参

照
。

李

致
忠

「
宋

代
刻

書
述

略
」

(
『
文

史
』

十

四
輯

)
参

照
。

『
宋
大

詔
令

集
』

巻
第

二
百

二
十

三
、

政
事

七
十

六
、

道
釈

上

『
宋

史
』

巻

十

五

神

宗

本
紀

=

煕

寧

四
年
春

正
月

)
庚

子

、
幸

集
禧

観

宴
從

臣
、

又
幸

大

相

國
寺
、

御

宣
徳

門
観

燈
。
」
「
(
煕

寧

七

年

春

正
月

)
壬

子
、
幸

中
太

一
宮

宴

從
臣
、

又
幸

大
相

國
寺
、

御
宣

徳
門

観
燈

。
」

初

到
、

一
見

太
守

、
自

餓
杜

門

不
出
。

閑
居

未
免

看
書
、

惟
佛

経

以
遣

日
、

不
復
近
筆

硯

　
。

余

至
黄
州

二
年

、

日
以
困
置

0
故

人
馬

正
卿

哀
余

乏
食

、
爲
於

郡
中
請

故
螢

地
数

十
畝
、
使

得
躬

耕
其

中
。

地
既
久

荒
爲
茨

棘
瓦

礫
之
場

、

而

歳

又
大

旱
、
墾

關
之

螢
、

筋
力

殆
蓋

。
釋

来
而
歎

、

乃
作
是

詩
、

自
敗
心
其
勤

、
庶

幾
來

歳
之

入
以
忘

其
螢

焉
。

例

え
ば

「
空

山
古

寺
亦

何
有

、
蹄

路
萬

頃
青
破

璃
。
」

(
「
與

子
由

同
游
寒

渓

西
山
」

詩

)
等
。

例

え
ば

「
人

間
得

喪
了

無
愚

、

只
有

天
公
終

可
筒
。
」

(
「
任

師
中
挽

詞
」
)
等
。

王
水
照

選
注

『
蘇
軾

選
集

』

(
上
海

古
籍

出
版

社
、

一
九

八

四
年

、

八
～

九
頁

)
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