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蘇
軾
の
詠
画
詩

―
 

元
祐
年
間
を
中
心
に―

和　

田　

英　

信　
　

一

熙
寧
年
間
、
絵
画
を
詩
に
詠
う
と
い
う
行
為
の
な
か
で
、
蘇
軾
は
い
ろ
い
ろ
な
表
現
の
あ
り
か
た
を
試
み
て
い
た
。
そ
れ
は
�
言

で
い
う
な
ら
ば
、
画
面
内
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
絵
画
を
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
開
い
て
い
く
行
為
で
あ
っ
た
。
画
面
に

収
ま
る
静
態
と
し
て
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
、
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
鑑
賞
空
間
と
絵
画
世
界
と
の
交
感
、
絵
画

に
向
け
る
鑑
賞
者
の
ま
な
ざ
し
、
絵
画
と
鑑
賞
者
と
の
あ
い
だ
の
感
応
、
あ
る
い
は
絵
画
を
め
ぐ
る
物
語
、
そ
う
し
た
総
体
が
生
き

る
場
と
し
て
の
絵
画
の
領
分
を
、
詩
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
開
く
営
み
で
あ
っ
た纊
。

本
稿
で
は
、
前
稿
に
取
り
扱
っ
た
時
期
の
あ
と
、
お
も
に
元
祐
期
の
作
品
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
。
新
法
を
推
進
し
て
き
た
神
宗

が
亡
く
な
り
、
幼
く
し
て
帝
位
に
つ
い
た
哲
宗
を
太
皇
太
后
高
氏
が
摂
政
し
、
新
法
を
廃
し
た
こ
の
時
期
、
蘇
軾
は
中
書
舎
人
と
し

て
都
に
呼
び
戻
さ
れ
、
つ
い
で
翰
林
学
士
と
な
っ
た
。

こ
の
時
期
の
蘇
軾
詠
画
詩
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
他
の
詩
人
と
の
唱
和
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
京
師
に
あ
っ
た
こ
と
、
彼

の
周
囲
に
蘇
轍
や
黄
庭
堅
を
は
じ
め
知
友
が
多
く
い
た
こ
と
、
そ
し
て
絵
画
作
品
の
鑑
賞
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
理
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由
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
唱
和
詩
の
増
加
は
詠
画
詩
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
前
稿
で
取
り
扱
っ
た
蘇
軾
ひ
と
り
に
よ

る
制
作
と
の
ち
が
い
、
複
数
の
作
者
に
よ
る
唱
和
の
な
か
で
詠
わ
れ
た
絵
画
と
文
学
の
あ
り
か
た
を
み
て
お
く
こ
と
も
、
蘇
軾
の
詠

画
詩
の
多
様
な
あ
り
か
た
を
考
え
る
材
料
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
作
品
は
「
次
韻
子
由
書
李
伯
時
所
藏
韓
幹
馬
」（『
合
注
』
巻
�
�褜
）。
元
祐
�
年
、
翰
林
学
士
と
し
て
京
師
に

あ
っ
て
の
作
。
詩
題
に
み
え
る
韓
幹
は
唐
代
の
画
家
。
馬
の
絵
で
知
ら
れ
た
。
ま
た
李
伯
時
（
名
は
公
麟
）
は
蘇
軾
と
同
時
の
人鍈
。

当
時
の
画
人
と
し
て
最
も
知
ら
れ
た
�
人
。
諸
人
の
詩
題
お
よ
び
詩
の
内
容
を
み
る
な
ら
ば
、
韓
幹
の
原
画
を
李
伯
時
が
模
写
し
、

そ
れ
を
み
て
各
人
が
詩
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
段
落
を
区
切
り
な
が
ら
読
ん
で
い
こ
う
。

蘇
軾
「
次
韻
子
由
書
李
伯
時
所
藏
韓
幹
馬
」

潭
潭
古
屋
雲
幕
垂 

潭
潭
た
る
古
屋
に
雲
幕
垂
る

省
中
文
書
如
亂
絲 

省
中
の
文
書　

乱
糸
の
如
し

忽
見
伯
時
畫
天
馬 

忽
ち
見
る
伯
時
の
天
馬
を
画
け
る
を

朔
風
胡
沙
生
落
錐 

朔
風 

胡
沙 

落
錐
に
生
ず

―

奥
深
き
建
物
の
雲
な
す
帳
の
な
か
、
と
り
散
ら
か
る
役
所
の
文
書
に
囲
ま
れ
る
。
そ
こ
で
ふ
と
目
に
し
た
の
は
、
李
伯
時
の
描

い
た
馬
の
画
。
朔
風
吹
き
抜
け
る
胡
沙
の
地
の
広
が
り
は
李
の
筆
先
に
生
じ
る
。

翰
林
院
に
あ
っ
て
文
書
に
取
り
囲
ま
れ
る
憂
鬱
か
ら
詩
は
詠
い
起
こ
さ
れ
る
。
奥
深
く
閉
鎖
・
囲
繞
さ
れ
た
閉
塞
感
と
絵
画
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
開
放
感
の
対
比
。
作
者
が
位
置
す
る
空
間
と
絵
画
が
創
出
す
る
空
間
と
の
質
的
・
距
離
的
な
隔
た
り
が
、
咫
尺
に
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万
里
を
描
き
出
す
絵
画
の
喚
起
性
を
強
調
す
る
。

天
馬
西
來
從
西
極 

天
馬 

西
よ
り
来
た
る
は
西
極
従
り
す

勢
與
落
日
爭
分
馳 

勢
は
落
日
と
争
い
て
分
馳
す

龍
膺
豹
股
頭
�
尺 

龍
膺　

豹
股 

頭
�
尺

奮
迅
不
受
人
間
羈 

奮
迅 

受
け
ず 

人
間
の
羈

元
狩
虎
脊
聊
可
友 
元
狩
の
虎
脊 

聊
さ
か
友
と
す
べ
し

開
元
玉
花
何
足
奇 
開
元
の
玉
花 

何
ぞ
奇
と
す
る
に
足
ら
ん

―

さ
て
画
に
描
か
れ
た
天
馬
は
西
の
果
て
か
ら
や
っ
て
き
た
。
ち
ょ
う
ど
西
に
沈
み
往
く
太
陽
と
勢
い
を
分
か
ち
合
う
よ
う
に
、

行
き
違
い
ざ
ま
に
東
に
馳
せ
か
け
て
く
る
。
龍
の
胸
に
豹
の
股
、
�
尺
の
頭
の
堂
々
た
る
体
躯
。
奮
い
立
つ
勢
い
は
人
の
世
の
拘
束

を
超
越
し
た
も
の
。
漢
代
の
虎
脊
、
唐
代
の
玉
花
と
い
っ
た
名
だ
た
る
名
馬
に
、
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。

太
陽
の
運
行
、「
天
馬
」「
人
間
」
と
い
う
語
彙
、
元
狩
年
間
（
漢
武
帝
の
年
号
）
の
「
虎
脊
」、
開
元
年
間
（
唐
玄
宗
の
年
号
）
の

「
玉
花
」
と
い
う
、
過
去
の
名
馬
へ
の
言
及
。
こ
の
箇
所
の
表
現
は
、『
漢
書
』「
禮
樂
志
」
に
、「
天
馬
徠
、
從
西
極
、
渉
流
沙
、
�

夷
服
、
天
馬
徠
、
出
泉
水
、
虎
脊
兩
、
化
若
鬼
」
と
み
え
る
の
踏
ま
え
て
い
る
。「
虎
脊
」
は
應
劭
の
注
に
「
馬
毛
色
如
虎
脊
有
兩
也
」

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
毛
色
を
い
う
よ
う
だ
が
、
の
ち
駿
馬
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
�
方
「
玉
花
」
は
、
杜
甫
「
丹
青
引

贈
曹
將
軍
霸
」（『
詳
注
』
巻
�
�
）
に
「
先
帝
天
馬
玉
花
驄
、
畫
工
如
山
貌
不
同
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
玄
宗
の
開
元
期
の
名
馬
と

し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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最
初
の
パ
ー
ト
を
承
け
て
こ
こ
で
も
ま
た
、
空
間
そ
し
て
時
間
の
大
き
な
広
が
り
の
中
に
馬
が
詠
わ
れ
る
。『
漢
書
』
等
古
典
の
こ

と
ば
を
襲
用
し
、
時
空
の
高
み
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
こ
の
馬
は
、
し
か
し
画
面
の
な
か
に
具
体
的
な
像
を
結
ば
な
い
。
あ
く
ま
で
も

理
想
の
名
馬
、
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
あ
る
。

伯
時
有
道
真
吏
隱 

伯
時 

道
有
り 

真
の
吏
隠

飲
啄
不
羨
山
梁
雌 

飲
啄 

羨
ま
ず 

山
梁
の
雌

丹
青
弄
筆
聊
爾
耳 
丹
青 

筆
を
弄
し 

聊
か
爾
る
の
み

意
在
萬
里
誰
知
之 
意
は
万
里
に
在
る
も 

誰
か
之
を
知
ら
ん

―

画
い
た
李
伯
時
は
官
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
実
は
道
を
知
る
隠
者
そ
の
も
の
。
見
過
ぎ
世
過
ぎ
に
縛
ら
れ
俸
禄
を
貪
る
気
配

は
な
し
。
気
分
次
第
に
筆
を
揮
え
ば
自
ず
と
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
画
が
で
き
あ
が
る
。
世
の
人
は
知
ら
な
い
が
、
彼
が
そ
の
心

を
方
外
に
寄
せ
る
の
は
、
そ
の
画
く
馬
が
万
里
に
心
を
馳
せ
る
の
と
同
じ
こ
と
。

つ
づ
く
こ
の
�
段
は
絵
画
の
作
者
、
す
な
わ
ち
模
写
者
で
あ
る
李
伯
時
に
対
す
る
賞
賛
。「
意
在
萬
里
」
は
無
論
、
魏
・
武
帝
の
楽

府
と
伝
え
ら
れ
る
「
老
驥
伏
櫪
、
志
在
千
里
」
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

幹
惟
畫
肉
不
畫
骨 

幹
は
惟
だ
肉
を
画
き 

骨
を
画
か
ず
と

而
況
失
實
空
留
皮 

而
る
を
況
や
実
を
失
し
て
空
し
く
皮
を
留
む
る
も
の
を
や

煩
君
巧
説
腹
中
事 

君
を
煩
わ
し
て
巧
み
に
腹
中
の
事
を
説
か
し
む

妙
語
欲
遣
黄
泉
知 

妙
語
黄
泉
を
し
て
知
ら
し
め
ん
と
欲
す 
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君
不
見
韓
生
自
言
無
所
學 

君
見
ず
や　

韓
生
自
ら
言
う
学
ぶ
所
無
く

厩
馬
萬
匹
皆
吾
師 

厩
馬 

万
匹 

皆
な
吾
が
師
な
り
と

―
こ
れ
ほ
ど
の
画
馬
の
名
手
韓
幹
で
あ
っ
て
も
「
肉
を
画
い
て
骨
を
画
か
ず
」
と
評
さ
れ
た
。
ま
し
て
世
の
他
の
画
師
た
ち
の
空

し
く
皮
相
の
み
を
描
い
た
画
馬
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
馬
の
画
を
描
き
、
そ
こ
に
馬
の
実
体
を
と
ら
え
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
君

（
蘇
轍
）
の
詩
は
（
画
の
な
か
か
ら
）
巧
み
に
馬
の
心
中
を
は
か
り
と
ら
え
た
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
こ
と
ば
を
、
地
下
の
韓
幹
に
知
ら

せ
た
い
も
の
。
韓
幹
は
か
つ
て
自
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
な
く
、
厩
の
数
多
く
の
馬
こ
そ
が
我
が
師
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。

最
後
の
�
段
は
、
原
画
の
作
者
、
韓
幹
に
つ
い
て
の
論
評
。
な
ら
び
に
、
そ
の
画
を
詠
ん
だ
蘇
轍
の
詩
に
つ
い
て
。「
幹
は
惟
だ
肉

を
画
き 

骨
を
画
か
ず
」
と
は
、
杜
甫
「
丹
青
引
」
に
そ
の
ま
ま
み
え
る
こ
と
ば
。
ま
た
韓
幹
の
こ
と
ば
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
「
厩

馬 

万
匹 

皆
な
吾
が
師
な
り
」
は
、『
宣
和
畫
譜
』
に
「
幹
曰
く
、
臣
自
ら
師
有
り
、
今
陛
下
内
廏
の
馬
、
皆
臣
の
師
な
り
。」
と
み

え
る銈
。

こ
の
部
分
は
、
表
現
と
論
理
的
な
脈
絡
が
分
か
り
に
く
く
、
韓
幹
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
解
釈
が
正
負
両
様
に
分
か
れ
る蓜
。
わ

た
し
は
次
に
み
る
蘇
轍
詩
の
ほ
か
、
黄
庭
堅
詩
な
ら
び
に
か
つ
て
の
蘇
軾
詩
に
お
け
る
韓
幹
評
価
を
も
と
に
、
韓
幹
を
評
価
す
る
も

の
と
し
て
右
の
よ
う
に
解
し
た俉
。
こ
こ
で
蘇
轍
の
原
唱
を
み
て
お
こ
う
。

蘇
轍
「
韓
幹
�
馬
」

老
馬
側
立
鬃
尾
垂 

老
馬 

側
立
し
て 

鬃
尾 

垂
る

御
者
高
拱
持
青
絲 

御
者 

高
く
拱か
か

え
て 

青
糸
を
持
す 

心
知
後
馬
有
爭
意 

心
に
知
る 

後
馬
に
争
意
有
る
を
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兩
耳
微
起
如
立
錐 

両
耳 

微
か
に
起
ち
て 

錐
を
立
つ
る
が
如
し

中
馬
直
視
翹
右
足 

中
馬 

直
視
し
て 

右
足
を
翹あ

ぐ 
眼
光
未
動
心
先
馳 

眼
光 

未
だ
動
か
ざ
る
も 

心
先
ず
馳
す

僕
夫
旋
作
奔
佚
想 

僕
夫 

旋よ
う
やく
作
す 

奔
佚
の
想

右
手
正
控
黄
金
羈 

右
手 

正
に
控ひ

く　

黄
金
の
羈

雄
姿
駿
發
最
後
馬 

雄
姿 

駿
発 

最
後
の
馬

回
身
奮
鬣
真
權
奇 
身
を
回
ら
し 

鬣
を
奮
い
て  

真
に
権
奇

圉
人
頓
轡
屹
山
立 
圉
人 

轡
を
頓と
ど

め
て 

屹
と
し
て 

山
立
つ

未
聽
決
驟
爭
雄
雌 

未
だ
決
驟
し
て
雄
雌
を
争
う
を
聴ゆ
る

さ
ず　

物
生
先
後
亦
偶
爾 

物
の
先
後
を
生
じ
る
は 

亦
た
偶た
ま

た
ま
爾し
か

る
の
み

有
心
何
者
能
忘
之 

心
有
り
て
何
者
か
能
く
之
を
忘
れ
ん

畫
師
韓
幹
豈
知
道 

画
師 

韓
幹 

豈
に
道
を
知
ら
ん
や

畫
馬
不
獨
畫
馬
皮 

馬
を
画
い
て
独
に
馬
皮
を
画
く
の
み
な
ら
ず

畫
出
�
馬
腹
中
事 

画
き
出
す
�
馬 

腹
中
の
事

似
欲
譏
世
人
莫
知 

世
を
譏
ら
ん
と
欲
す
る
に
似
る
も 
人
の
知
る
莫
し

伯
時
�
見
笑
不
語 

伯
時 

�
た
び
見
て　

笑
い
て
語
ら
ず

告
我
韓
幹
非
畫
師 

我
に
告
ぐ 

韓
幹
は
画
師
に
非
ず
と
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第
�
句
か
ら
第
�
句
が
「
老
馬
」、
第
�
句
か
ら
第
�
句
が
「
中
馬
」、
第
�
句
か
ら
第
十
�
句
が
「
最
後
馬
」
と
、
各
�
句
づ
つ

を
割
り
当
て
て
、
画
中
の
�
匹
の
馬
が
描
写
さ
れ
る
。
後
足
立
ち
す
る
「
老
馬
」
は
耳
を
す
ま
し
、
前
へ
と
駆
け
だ
そ
う
と
す
る
「
中

馬
」
の
様
子
に
気
を
張
り
つ
め
る
。「
中
馬
」
の
「
僕
夫
」
も
そ
の
気
配
を
感
じ
取
っ
て
手
綱
を
ひ
く
手
に
力
が
漲
る
。
そ
し
て
「
最

後
馬
」
は
雄
々
し
く
た
て
が
み
を
奮
わ
し
て
、
今
し
も
雌
雄
を
決
せ
ん
と
す
る
緊
張
感
が
頂
点
に
迫
る
。

「
心
有
り
て
何
者
か
能
く
之
を
忘
れ
ん
」―

先
後
を
争
う
画
馬
の
よ
う
す
の
中
に
人
間
世
界
に
通
じ
る
心
の
あ
り
よ
う
を
見
い
だ

し
そ
れ
を
描
き
出
し
た
韓
幹
を
、「
画
師
韓
幹 

豈
に
道
を
知
ら
ん
や
（
道
を
知
る
も
の
で
あ
ろ
う
）。
馬
を
画
い
て
独
に
馬
皮
を
画
く

の
み
な
ら
ず
。
画
き
出
す
�
馬
腹
中
の
事
。
世
を
譏
ら
ん
と
欲
す
る
に
似
る
も
人
の
知
る
莫
し
。」
と
評
価
す
る
。
こ
こ
を
み
れ
ば
先

の
蘇
軾
詩
の
末
尾
の
解
釈
を
め
ぐ
る
�
説
の
う
ち
、
韓
幹
の
画
業
を
肯
定
・
評
価
す
る
も
の
と
す
る
後
説
を
と
る
べ
き
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
（
末
尾
�
句
「
伯
時
�
た
び
見
て
笑
い
て
語
ら
ず
。
我
に
告
ぐ
韓
幹
は
画
師
に
非
ず
と
」
は
、
韓
幹
は
手
業
の
持
ち
主
と
し

て
の
単
な
る
「
絵
描
き
」
で
は
な
い
、
の
意
か
）。

絵
画
を
再
現
す
る
詩
の
表
現
に
目
を
と
め
た
と
き
、
蘇
軾
の
詩
に
詠
わ
れ
る
馬
に
比
べ
て
こ
の
蘇
轍
の
馬
は
き
わ
め
て
具
体
的
で

あ
る
。
画
に
見
え
る
（
と
思
わ
れ
る
）
六
つ
の
モ
チ
ー
フ―

�
匹
の
馬
と
人
（
御
者
・
僕
夫
・
圉
人
）
は
す
べ
て
詩
の
な
か
に
書

き
込
ま
れ
る
。
互
い
を
意
識
し
今
ま
さ
に
先
後
を
争
お
う
と
す
る
緊
迫
し
た
瞬
間
が
、
�
馬
各
様
の
個
性
を
描
き
分
け
つ
つ
詠
わ
れ

る
。先

に
見
た
よ
う
に
、
蘇
軾
の
詩
に
詠
わ
れ
る
馬
は
観
念
的
・
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
画
に
描
か
れ
る
馬

の
具
体
相
に
即
し
て
詠
わ
れ
る
蘇
轍
の
原
唱
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
べ
く
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
絵
画
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の

文
学
的
展
開
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
他
を
侵
さ
ぬ
よ
う
に
、
他
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と

は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る
。
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蘇
轍
の
原
唱
で
は
ま
ず
絵
画
世
界
が
再
現
さ
れ
、
そ
の
画
を
描
い
た
画
師
が
賞
賛
さ
れ
る
。
つ
い
で
そ
れ
を
承
け
て
蘇
軾
詩
で
は
、

馬
な
る
も
の
の
理
想
を
馬
を
め
ぐ
る
古
典
テ
ク
ス
ト
の
用
語
を
駆
使
し
て
詠
っ
た
う
え
で
、
原
唱
に
述
べ
ら
れ
る
蘇
轍
の
見
解
が
参

照
さ
れ
て
詠
い
お
さ
め
ら
れ
る
。
絵
画
と
馬
を
め
ぐ
る
諸
相
と
想
念
が
、
詩
か
ら
詩
へ
と
い
う
流
れ
の
な
か
に
大
き
く
構
成
さ
れ
る
。

複
数
の
詩
篇
の
意
味
と
音
の
リ
ズ
ム
が
�
篇
�
篇
の
詩
の
完
結
性
を
超
え
て
、
唱
和
詩
な
ら
で
は
の
さ
ら
に
複
雑
で
多
様
な
響
き
を

奏
で
る
の
で
あ
る
。
な
お
李
伯
時
・
韓
幹
の
画
馬
を
詠
っ
た
詩
と
し
て
は
、
蘇
轍
・
蘇
軾
の
ほ
か
、
黄
庭
堅
（
�
首
、
下
に
挙
げ
る

�
首
の
他
「
詠
李
伯
時
摹
韓
幹
�
馬
次
子
由
韻
簡
伯
時
兼
寄
李
德
素
」）・
蘇
頌
・
劉
攽
・
王
欽
臣
の
も
の
が
今
に
の
こ
っ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
黄
庭
堅
「
次
韻
子
瞻
和
子
由
觀
韓
幹
馬
因
論
伯
時
畫
天
馬
」（『
山
谷
内
集
注
』
巻
�
）
の
�
部
（
さ
き
に
引
い
た
蘇
軾

詩
末
尾
の
解
釈
に
関
連
す
る
部
分
）
を
掲
出
し
よ
う
。

…
…
（
前
略
）

曹
霸
弟
子
沙
苑
丞 

曹
霸
の
弟
子 
沙
苑
の
丞

喜
作
肥
馬
人
笑
之 

喜
び
て
肥
馬
を
作
し 
人 

之
を
笑
う

李
侯
論
幹
獨
不
爾 

李
侯 

幹
を
論
ず
る
は
独
り
爾し
か

ら
ず

妙
畫
骨
相
遺
毛
皮 

妙
画 

骨
相 

毛
皮
を
遺わ
す

る
と

翰
林
評
書
乃
如
此 

翰
林 

書
を
評
す
る
も 

乃
ち
此
の
如
し

賤
肥
貴
瘦
渠
未
知 

肥
を
賤
し
み 

瘦
を
貴
び
て 

渠か
れ 

未
だ
知
ら
ず
と

…
…
（
後
略
）



蘇
軾
の
詠
画
詩

�
�

「
曹
霸
の
弟
子 

沙
苑
の
丞
」
と
は
韓
幹
の
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
「
之
を
笑
う
」
者
と
し
て
ま
っ
さ
き
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
幹
は
惟
だ
肉
を
画
き
て
骨
を
画
か
ず
」（「
丹
青
引
贈
曹
將
軍
霸
」、『
詳
注
』
巻
�
�
）
と
詠
っ
た
杜
甫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
「
妙
画 

骨
相 

毛
皮
を
遺わ
す

る
と
（
韓
幹
は
骨
相
を
こ
そ
と
ら
え
、
皮
相
は
見
向
き
も
し
な
い
）」
と
「
李
侯
（
伯
時
）」
の
見
解

が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
「
翰
林
（
蘇
軾
）」
の
「
肥
を
賤
し
み 

瘦
を
貴
び
て 

渠か
れ 

未
だ
知
ら
ず
」
と
い
う
書
法
に
関
す
る
見
解
が
重

ね
ら
れ
る
。

右
の
�
節
は
、
杜
甫
「
李
潮
�
法
小
篆
歌
」（『
詳
注
』
巻
�
�
）
詩
に
「
書
は
痩
硬
を
貴
び
て
方
め
て
神
に
通
ず
（
書
貴
痩
硬
方

通
神
）」
と
詠
い
、
そ
れ
に
対
し
蘇
軾
の
「
孫
莘
老
求
墨
妙
亭
」
詩
（『
合
注
』
巻
�
）
が
「
杜
陵
の
書
を
評
す
る
は
瘦
硬
を
貴
ぶ
、

此
の
論
未
だ
公
な
ら
ず
吾
憑
ら
ず
。
短
長
肥
瘠
各
お
の
態
有
り
、
玉
環
飛
燕
誰
か
敢
え
て
憎
ま
ん
（
杜
陵
評
書
貴
瘦
硬
、
此
論
未
公

吾
不
憑
。
短
長
肥
瘠
各
有
態
、
玉
環
飛
燕
誰
敢
憎
）」
と
述
べ
る
の
を
承
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
幹
の
画
馬
に
関
す
る
評
価
に
発

し
て
さ
ら
に
書
画
�
般
に
関
す
る
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る炻
。

前
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
、
熙
寧
期
の
詠
画
詩
の
よ
う
な
実
験
的
な
表
現
の
冒
険
・
開
拓
は
、
そ
の
後
は
む
し
ろ
目
立
た
な
く

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
蘇
軾
の
表
現
営
為
の
後
退
や
詠
画
詩
に
対
す
る
関
心
の
低
下
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
蘇
軾
に
よ
っ

て
切
り
開
か
れ
た
詠
画
詩
と
い
う
表
現
領
域
の
成
熟
を
物
語
る
も
の
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

と
り
わ
け
元
祐
期
以
降
、
絵
画
を
詩
に
詠
じ
る
と
い
う
営
み
が
蘇
軾
を
中
心
と
し
た
士
大
夫
ら
の
中
に
浸
透
し
た
結
果
、
表
現
主

題
の
ひ
と
つ
と
し
て
確
立
し
、
さ
ら
に
は
�
幅
の
絵
画
を
め
ぐ
る
、
複
数
の
詩
人
に
よ
る
連
携
・
参
照
・
引
用
・
対
話
・
競
作
が
、

文
学
表
現
の
�
形
式
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
に
目
を
と
め
て
お
き
た
い
。
前
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
な
、
絵
画
と
詩
人
と
の
交

感
・
感
応
が
行
き
か
う
場
と
し
て
の
詠
画
詩
は
、
複
数
の
詩
人
に
よ
る
様
々
な
文
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
広
が
り
と
奥
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行
き
を
有
す
る
、
絵
画
と
文
学
の
新
た
な
領
分
を
切
り
開
い
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二

本
稿
で
は
次
に
、
詠
画
唱
和
詩
に
み
え
る
よ
う
な
様
々
の
文
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
蘇
軾
ひ
と
り
が
連
作
に
よ
っ
て
試
み
た
作
品

を
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。
複
数
の
詩
篇
が
織
り
な
す
共
鳴
、
そ
れ
に
対
す
る
蘇
軾
の
創
作
意
識
を
、
個
人
制
作
に
か
か
る
連
作
の

構
想
の
中
に
、
よ
り
明
瞭
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

「
郭
熙
秋
山
平
遠
」
�
首
（『
合
注
』
巻
�
�
、
元
祐
�
年
）

其
� 

目
盡
孤
鴻
落
照
邊 

目
は
尽
く 
孤
鴻 

落
照
の
辺

遙
知
風
雨
不
同
川 

遥
か
に
知
る 
風
雨 

川
を
同
じ
く
せ
ざ
る
を

此
間
有
句
無
人
識 

此
の
間 

句
有
る
も 
人
の
識
る
無
し

送
與
襄
陽
孟
浩
然 

送
与
せ
ん 

襄
陽
の
孟
浩
然
に

―

視
線
の
尽
き
る
先
、
落
照
の
空
を
ひ
と
り
飛
び
ゆ
く
鴻
。
か
た
や
目
を
転
ず
れ
ば
遥
か
彼
方
は
風
と
雨
。
そ
し
て
「
此
の
間
に

句
有
り
」―

こ
の
世
界
が
詩
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
知
る
も
の
、
詠
い
う
る
も
の
は
、
か
の
孟
浩
然
の
み
。

其
�

木
落
騷
人
已
怨
秋 

木 

落
ち
て 

騷
人 

已
に 

秋
を
怨
む
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不
堪
平
遠
發
詩
愁 

平
遠
に
堪
え
ず
し
て 

詩
愁
を
発
す 

要
看
萬
壑
爭
流
處 

万
壑
の
争
い
流
る
る
処
を
看
ん
こ
と
を
要
む
れ
ば

他
日
終
煩
顧
虎
頭 

他
日 

終
に
煩
わ
さ
ん 

顧
虎
頭
を

―

落
ち
る
木
の
葉
�
枚
に
秋
の
愁
い
を
知
る
詩
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
平
遠
の
景
に
接
し
て
愁
い
を
詩
に
発
し
な
い
も
の
は
い
な
い
。

さ
ら
に
か
の
江
南
の
地
の
万
壑
流
れ
落
ち
る
景
を
、
い
つ
か
顧
愷
之
を
煩
わ
せ
て
描
い
て
も
ら
い
た
い
も
の
。

其
�
で
は
画
の
世
界
に
詩
的
興
趣
を
よ
み
と
り
、
其
�
で
は
絵
画
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
詩
作
へ
の
情
動
が
表
出
さ
れ
る
。
其
�

第
�
句
「
万
壑
の
争
い
流
る
る
処
」
は
『
晉
書
』
顧
愷
之
伝
に
、「
人
問
う
に
会
稽
山
川
の
状
を
以
て
す
。
愷
之
云
う
、
千
巌
秀
を
競

い
、
万
壑
争
い
流
る
…
」
と
見
え
る
こ
と
ば
。

其
�
の
「
孟
浩
然
」、
其
�
の
「
顧
虎
頭
（
愷
之
）」
は
、
詩
と
絵
画
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
過
去
の
人
物
。
と
も
に
蘇
軾
の
知

人
・
友
人
の
誰
か
を
暗
に
指
し
て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
主
題
で
あ
る
「
秋
山
平
遠
」
の
作
者
・
郭

煕
を
顧
愷
之
に
な
ぞ
ら
え
る
例
は
、
蘇
軾
の
他
の
詩
に
も
み
ら
れ
る
。『
�
河
入
海
』
は
其
�
の
「
要
看
萬
壑
爭
流
處
」
に
つ
い
て
、

外
任
を
乞
う
意
を
寓
す
る
も
の
と
指
摘
す
る
。
そ
う
と
れ
ば
こ
の
詩
は
、
蘇
軾
と
そ
の
知
友
の
、
絵
画
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
映
し
た
も
の
と
し
て
、
現
実
の
世
界
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
こ
の
詩
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
喚
起
す
る
。
過
去
の
詩
人
・
画
人
が
あ
た
か
も
今
あ
る
か
の
ご
と
く
言
い
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
と
は
別
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界―

過
去
か
ら
現
在
へ
と
線
的
に
流
れ
る
時
間
、
視
界

に
捉
え
ら
れ
る
現
実
の
空
間
、
そ
う
し
た
日
常
的
な
時
空
の
枠
が
相
対
化
さ
れ
た
、
絵
画
（
す
な
わ
ち
文
学
）
に
の
み
許
さ
れ
た
世

界
が
現
れ
る
。
そ
の
時
、「
萬
壑
爭
流
處
」
は
、「
平
遠
」
の
彼
方
に
夢
想
さ
れ
る
幻
想
の
空
間
で
あ
り
、
抒
情
発
動
へ
の
衝
動
が
投
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げ
か
け
ら
れ
る
場
所
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
姿
を
み
せ
る
。

�
首
は
と
も
に
、
詩
と
絵
画
と
の
重
な
り
あ
う
、
あ
る
い
は
互
い
に
行
き
交
う
情
調
・
意
境
を
詠
う
も
の
で
あ
る
が
、
其
�
末
尾

の
孟
浩
然
と
其
�
末
尾
の
顧
愷
之
と
い
う
詩
人
と
画
人
の
対
比
に
、
意
識
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
へ
の
志
向
を
見
て
取
る
こ
と
は
容
易

で
あ
ろ
う
。
其
�
で
は
絵
画
か
ら
詩
、
其
�
で
は
詩
（
詩
人
）
か
ら
絵
画
、
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
�
首
あ
わ
せ
て
循
環
を
な
す
。

折
り
重
ね
合
わ
さ
れ
る
屏
風
あ
る
い
は
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
、
�
首
�
組
の
詩
は
彼
此
た
が
い
に
映
し
あ
い
照
ら
し
あ
っ
て
、
小
体

な
す
が
た
の
な
か
に
、
詩
画
が
奏
で
る
響
き
が
無
限
の
往
還
を
繰
り
返
す昱
。

注（
1
）　

拙
稿
「
蘇
軾
の
詠
画
詩―
熙
寧
年
間
を
中
心
に
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
』
�
十
�
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
蘇
軾
詩
は
、
馮
應
榴
『
蘇
文
忠
詩
合
注
』
に
よ
り
、『
合
注
』
と
略
称
す
る
。

（
3
）　

蘇
軾
に
よ
る
韓
幹
の
馬
を
詠
っ
た
詩
と
李
伯
時
の
絵
画
を
詠
っ
た
詩
の
�
覧
を
次
に
掲
げ
る

　

蘇
軾
の
韓
幹
馬
詩

巻
�
�　

書
韓
幹
《
牧
馬
圖
》

巻
�
�　

韓
幹
馬
十
�
匹

巻
�
�　

次
韻
子
由
書
李
伯
時
所
藏
韓
幹
馬

巻
�
�　

書
韓
幹
�
馬

　

蘇
軾
の
李
伯
時
画
詩

巻
�
〇　

次
韻
黃
魯
直
畫
馬
試
院
中
作

巻
�
〇　

次
韻
黃
魯
直
書
伯
時
畫
王
摩
詰 

巻
�
〇　

和
王
晉
卿
題
李
伯
時
畫
馬 

巻
�
〇　

戲
書
李
伯
時
畫
御
馬
好
頭
赤 

巻
�
〇　

書
林
次
中
所
得
李
伯
時
《
歸
去
來
》《
陽
關
》
�
圖
後

巻
�
〇　

題
李
伯
時
畫
《
趙
景
仁
琴
鶴
圖
》
�
首

巻
�
�　

李
伯
時
畫
其
弟
亮
工
《
舊
隱
宅
圖
》
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�
�

（
4
）　
『
宣
和
畫
譜
』
巻
十
�
「
韓
幹
長
安
人
。
王
維
�
見
其
畫
、
遂
推
奨
之
。
官
止
左
武
衛
大
將
軍
。
天
寶
初
、
明
皇
召
幹
入
為
供
奉
。
時
陳
閎

乃
以
畫
馬
榮
遇
�
時
、
上
令
師
之
、
幹
不
奉
詔
。
他
日
問
幹
、
幹
曰
、
臣
自
有
師
、
今
陛
下
内
廏
馬
、
皆
臣
之
師
也
。
明
皇
於
是
益
奇
之
」。

（
5
）　

当
該
箇
所
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
『
�
河
入
海
』
が
説
く
�
説
を
掲
げ
る
（
括
弧
内
は
和
田
が
補
っ
た
も
の
）。

　
　
　
「〝
而
況―

〟
言
ハ
〝
畫
肉
不
畫
骨
（
肉
を
画
い
て
骨
を
画
か
ざ
る
）〟
程
ニ
實
ヲ
ハ
失
シ
テ 

空
只
ウ
ハ
カ
ワ
（
上
皮
）
ハ
カ
リ
ヲ
カ
イ
タ
ソ
。

コ
コ
ハ
チ
ツ
ト
韓
幹
ヲ
ソ
シ
リ
タ
サ
ウ
ナ
ソ
。〝
煩―

〟
言
ハ
子
由
ヲ
煩
シ
テ
詩
ヲ
作
ラ
シ
メ
テ
幹
カ
馬
ノ
腹
中
ヲ
ヨ
ウ
モ
不
知
シ
テ
カ
カ
ヌ

程
ニ
子
由
ニ
馬
ノ
腹
中
ノ
事
ヲ
説
盡
（
と
き
つ
く
）
サ
シ
メ
テ
地
下
ノ
幹
ヲ
シ
テ
知
シ
メ
ン
ト
云
ソ
。
黄
泉
ハ
地
下
ヲ
云
ソ
。
君
ハ
子
由
ヲ
云

ソ
。」

　
　
　
「
桃
翁
云
〝
幹
惟―
〟
以
下
�
句
ハ
ヨ
ク
ヨ
ク
子
（
ネ
）
ン
コ
ロ
ニ
此
ヲ
見
レ
ハ
前
ノ
韓
幹
牧
馬
圖
ノ
詩
ニ
〝
肉
中
畫
骨
誇
尤
難
〟
と
作
タ

ソ
其
心
ト
同
モ
ノ
ソ
。〝
幹
惟
畫
肉
不
畫
骨
〟
ト
モ
其
肉
中
ニ
骨
相
ヲ
カ
イ
タ
ソ
。
是
カ
大
事
妙
処
ソ
。
サ
テ
〝
幹
惟―

〟
ト
云
ソ
。〝
而
況―

〟

ト
云
ハ
、
言
ハ
世
間
ノ
畫
工
ノ
畫
馬
ハ
失
實
シ
テ
空
ク
ウ
ハ
（
上
）
皮
ハ
カ
リ
ヲ
カ
ク
ソ
。〝
煩―

〟
言
ハ
サ
テ
幹
カ
肉
中
畫
骨
此
理
ヲ
子
由

ニ
説
セ
テ
其
ノ
子
由
カ
語
ヲ
地
下
ノ
幹
ニ
シ
ラ
セ
ウ
ト
テ
ソ
。
…
〝
君
不―

〟
世
間
人
ニ
カ
ケ
テ
云
ソ
。〝
韓―

〟
言
ハ
幹
ハ
名
筆
テ
有
程
ニ

自
モ
云
ソ
畫
ノ
師
ト
云
テ
別
ニ
學
フ
ヘ
キ
処
ハ
ナ
イ
ソ
。
天
子
厩
ノ
馬
コ
ソ
馬
ノ
手
本
ヨ
ト
云
タ
ル
名
人
ソ
。
桃
翁
ノ
義
ニ
此
ノ
坡
カ
〝
韓
生

―

〟〝
厩
馬―

〟
ノ
句
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
後
ノ
説
カ
ヨ
イ
ソ
。
前
説
ハ
ワ
ル
イ
ケ
ナ
ソ
。」

　
　
　

�
説
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
　

 

前
説
：
韓
幹
は
「
肉
を
画
い
て
骨
を
画
か
ざ
る
」
者
、（
こ
の
画
馬
な
ど
は
）
ま
し
て
馬
の
実
体
を
捉
え
き
れ
ず
皮
相
の
み
を
描
い
た
に
過
ぎ

な
い
。
君
（
蘇
轍
）
の
詩
は
み
ご
と
、
馬
の
腹
中
の
思
い
ま
で
も
と
ら
え
た
。
ど
う
か
地
下
の
韓
幹
に
聞
か
せ
て
や
り
た
い
も
の
だ
。
…

　
　

 

後
説
：
（
こ
れ
ほ
ど
の
画
馬
の
名
手
）
韓
幹
で
あ
っ
て
も
「
肉
を
画
い
て
骨
を
画
か
ず
」
と
評
さ
れ
た
。
ま
し
て
（
世
の
他
の
画
師
た
ち
の
）

空
し
く
皮
相
の
み
を
描
い
た
画
馬
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
（
馬
の
画
を
描
き
、
そ
こ
に
馬
の
実
体
を
と
ら
え
る
の
は
む
つ
か
し
い―

―

皮
相
の

み
を
画
く
他
の
画
人
と
は
異
な
り
、
韓
幹
は
肉
の
奥
に
骨
相
を
と
ら
え
て
い
る
）。

（
6
）　

た
と
え
ば
蘇
軾
の
「
書
韓
幹
牧
馬
圖
」
詩
（『
合
注
』
巻
�
�
）
に
は
「
先
生
曹
霸
弟
子
韓
、
厩
馬
多
肉
尻
脽
圓
。
肉
中
畫
骨
夸
尤
難
、
金

羈
玉
勒
繡
羅
鞍
。
鞭
箠
刻
烙
傷
天
全
、
不
如
此
圖
近
自
然
」
と
そ
の
画
馬
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

と
き
に
�
篇
の
詩
と
し
て
の
完
成
度
や
完
結
性
を
超
え
て
、
連
携
と
相
互
参
照
の
流
れ
に
根
ざ
し
た
共
同
制
作
の
意
識
が
、
こ
の
時
期
の
蘇
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軾
の
詠
画
詩
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
は
挙
げ
な
い
が
、「
次
韻
黃
魯
直
畫
馬
試
院
中
作
」（『
合
注
』
巻
�
〇
）
の

よ
う
に
、
原
唱
者
で
あ
る
黄
庭
堅
に
対
す
る
言
及
に
終
始
し
て
、
結
果
と
し
て
絵
画
そ
の
も
の
に
は
直
接
触
れ
な
い
作
品
も
作
ら
れ
る
。
さ
き

に
触
れ
た
蘇
軾
詩
末
尾
の
解
釈
の
分
岐
も
ま
た
、
右
の
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
と
思
う
。
ま
っ
た
く
正
反
対
の
解
釈
が
生
じ
る
措
辞
・
表
現
。

い
ず
れ
の
解
釈
を
と
る
に
し
て
も
、
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
な
感
は
否
め
な
い
。
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
蘇
軾
の
表
現
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
知
友
ら
と
の
共
通
認
識
を
前
提
に
表
現
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
準
じ
て
受
容
さ
れ
る
テ
ク
ス

ト
。
そ
れ
は
�
編
の
ま
と
ま
り
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
欠
点
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
�
面
で
は
、
�
幅
の
絵
画
を
主
題
と
し
複
数
の
詩
人
が
詩
を
作
り
合
う
と
い
う
、
唱
和
詠
画
詩
の
表
現
様
式
と
し
て
の
特
質
を
、
端
的
に
示

し
て
も
い
る
。

（
8
）　

作
詩
時
期
は
右
の
詩
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
る
元
豐
�
年
の
「
高
郵
陳
直
躬
處
士
畫
雁
」
�
首
（『
合
注
』
巻
�
�
）
に
お
い
て
も
、
其
�
で

は
絵
画
か
ら
詩
、
其
�
で
は
詩
か
ら
絵
画
と
い
う
、
や
は
り
対
比
的
構
成
が
え
ら
び
と
ら
れ
て
い
る
。
其
�
の
後
半
で
は
、
陳
直
躬
の
画
が
詩

の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
。
�
方
、
其
�
の
後
半
、
陳
へ
の
依
頼
の
こ
と
ば
に
続
く
、「
依
依
と
し
て 

円
沙
に
聚
ま
り
、
稍
稍
と
し
て

斜
月
に
動
く
。
先
づ
鳴
き
て
獨
り
翅
を
鼓
し
、
吹
き
て
亂
す
蘆
花
の
雪
」
は
、
未
だ
描
か
れ
ざ
る
幻
想
の
画
面
、
す
な
わ
ち
詩
に
よ
っ
て
あ
ら

か
じ
め
描
か
れ
た
（
や
が
て
陳
に
よ
っ
て
画
か
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
）
絵
画
世
界
で
あ
る
と
読
み
た
い
。
以
下
に
全
篇
を
示
し
て
お
く
。

「
高
郵
陳
直
躬
處
士
畫
雁
」

　

其
�

野
雁
見
人
時 

野
雁 

人
を
見
る
時

未
起
意
先
改 

未
だ
起た

た
ざ
る
に 

意
は
先
ず
改
ま
る

君
從
何
處
看 

君 

何
れ
の
処
従
り
看
て

得
此
無
人
態 

此
の
人
無
き
と
き
の
態す
が
たを
得
た
る

無
乃
槁
木
形 

乃
ち
槁か
れ
き木
の
形
に
し
て

人
禽
兩
自
在 

人ひ
と
と
と
り
と禽　

両ふ
た

つ
な
が
ら
自
在
な
る
無
か
ら
ん
や
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�
�

北
風
振
枯
葦 

北
風 

枯
葦
を
振
る
い

微
雪
落
璀
璀 

微
雪 

落
ち
て 

璀
璀
た
り

慘
澹
雲
水
昏 

慘
澹
と
し
て 

雲
水 

昏
く

晶
熒
沙
礫
碎 

晶し
ょ
う
け
い熒
と
し
て 

沙
礫 

碎こ
ま

や
か
な
り

弋
人
悵
何
慕 

弋よ
く

人 

悵
と
し
て 

何
ぞ
慕
わ
ん

�
舉
渺
江
海 

�
挙
し
て 

江
海
に
渺は
る
かな
り

 　

其
�

眾
禽
事
紛
爭 
衆
禽 

紛
争
を
事
と
し

野
雁
獨
閑
潔 
野
雁 

独
り
閑
潔

徐
行
意
自
得 

徐
に
行
き
て 

意 

自
得
し

俯
仰
若
有
節 

俯
仰 
節
有
る
が
若
し

我
衰
寄
江
湖 

我 

衰
え
な
ば 
江
湖
に
寄
す

老
伴
雜
鵝
鴨 

老
伴 

鵝
鴨㋔
㋒

を
雑ま
じ

え
ん

作
書
問
陳
子 

書
を
作
り
て
陳
子
に
問
う

曉
景
畫
苕
霅 

暁
景 

苕
霅
㋛
ョ
㋒を
画
け

依
依
聚
圓
沙 

依
依
と
し
て 

円
沙
に
聚
ま
り

稍
稍
動
斜
月 

稍
稍
と
し
て 

斜
月
に
動
く

先
鳴
獨
鼓
翅 

先
づ
鳴
き
て 

独
り
翅は
ね

を
鼓
し

吹
亂
蘆
花
雪 

吹
き
て
乱
す 

蘆
花
の
雪




