
日
本
に
お
け
る
蘇
東
坡
受
容
の
揺
籃
期
（
上
）

吉
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

一

　

宋
の
文
人
で
あ
る
蘇
東
坡
（
名
は
軾
。
一
〇
三
六
～

一
一
〇
一
）
は
、
日
本
で
も
、
少
な
く
と
も
昭
和
の
半
ば
ま
で

は
、
李
白
や
杜
甫
あ
る
い
は
白
居
易
と
い
っ
た
唐
の
詩
人
た
ち

と
同
様
に
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
東
坡
を

主
人
公
に
据
え
た
谷
崎
潤
一
郎
の
戯
曲「
湖
上
の
詩
人（
１
）」や
、「
赤

壁
の
賦
」
に
見
立
て
た
成
島
柳
北
の
「
辟
易
の
賦（
２
）」
な
ど
、
そ

の
人
柄
や
原
作
を
読
者
の
多
く
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前

提
に
し
な
け
れ
ば
、
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
あ
る
い
は
も
っ
と
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、

瀧
廉
太
郎
の
作
曲
で
親
し
ま
れ
る
「
花（
３
）」
の
歌
詞
に
、「
げ
に

一
刻
も
千
金
の
、
な
が
め
を
何
に
た
と
ふ
べ
き
」
と
あ
る
の
は
、

あ
ま
り
に
も
有
名
な
東
坡
の「
春
し
ゆ
ん
し
よ
う
宵
一
刻 

値あ
た
い
千
金
」（「
春
夜（
４
）」）

の
句
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
謡

の
「
夏
の
名
残
の
バ
ラ
」
に
日
本
語
の
歌
詞
を
つ
け
た
「
庭
の

千
草（
５
）」
の
「
露
に
た
わ
む
や
、
菊
の
花
。
し
も
に 

お
ご
る
や
、

き
く
の
花
」
と
い
っ
た
表
現
も
「
菊
は
残お
と
ろえ
て 

猶
お
霜
に
傲お
ご

る
の
枝
有
り
」（「
劉
景
文
に
贈
る
」）
と
い
う
一
句
か
ら
き
て

い
る
こ
と
な
ど
、
ま
こ
と
に
些
細
な
例
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
に
一
層
日
本
文
化
に
根
付
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
東
坡
受
容
は
い
つ
頃
か
ら

本
格
化
し
、
ど
の
よ
う
に
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
先
ず
取
り
あ
げ
て
お
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き
た
い
の
が
、曹
洞
宗
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
道
元（
一
二
〇
〇

～
一
二
五
三
）
で
あ
る
。
そ
の
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
東
坡

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
「
渓
声
山
色
」
の
條
を
、
次
に
挙
げ
て

お
き
た
い
。

　
　

 

大
宋
国
に
東
坡
居
士
蘇
軾
と
て
あ
り
し
は
、
字
は
子
瞻
と

い
ふ
。
筆
海
の
真
龍
な
り
ぬ
べ
し
、
佛
海
の
龍
象
を
学
す
。

重
淵
に
も
游
泳
す
、
曾
雲
に
も
昇
降
す
。

こ
の
よ
う
に
東
坡
が
宋
の
文
壇
に
あ
っ
て
「
真
の
龍
」
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
龍
象
に
も
比
す
べ
き
大
徳
に
つ
い
て
学
ぶ
な
ど

仏
教
に
も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
賞
賛
し
て
の
ち
、

篇
名
に
も
な
っ
て
い
る
廬
山
で
詠
っ
た
偈
文
「
東
林
の
総
長
老

に
贈
る
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
二
十
三
）
へ
と
話
を
展
開
さ
せ
て

ゆ
く
。

　
　

渓
声
便
是
広
長
舌　
　

渓
声　

便
ち
是
れ
広
長
舌

　
　

山
色
無
非
清
浄
身　
　

山
色　

 

清
浄
身
に
非
ざ
る
無
し

　
　

夜
来
八
万
四
千
偈　
　

夜
来　

八
万
四
千
の
偈

　
　

他
日
如
何
挙
似
人　
　

他
日　

如
何
ぞ
人
に
挙こ

じ似
せ
ん（
６
）

渓
流
の
音
や
山
の
佇
ま
い
と
い
っ
た
、
本
来
情
を
持
た
な
い
も

の
の
中
に
佛
の
説
法
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
の
を
、
禅
宗
で
は

無
情
話
、
あ
る
い
は
無
情
説
法
話
と
呼
ぶ
が
、
道
元
は
東
坡
の

偈
文
に
そ
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
表
現
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ

う（
７
）。

そ
の
た
め
「
し
か
あ
れ
ば
、
聞
渓
悟
道
の
因
縁
、
さ
ら
に

こ
れ
晩
流
の
潤
益
な
か
ら
ん
や
」
と
述
べ
、
東
坡
が
渓
声
を
聞

い
て
悟
り
を
得
た
こ
と
は
、
後
学
の
者
に
も
利
益
を
も
た
ら
す

に
違
い
な
い
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
「
渓
声
山
色
」
の

く
だ
り
が
深
草
の
興
聖
寺
で
修
行
僧
を
前
に
説
か
れ
た
の
は
延

応
二
年
（
一
二
四
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
が（
８
）、
あ
る
い
は
道
元
が

東
坡
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
作
品
に
接
し
た
の
は
、
さ
ら
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
宋
に
渡
っ
て
い
た
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
か
ら

の
四
年
間
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
渡
宋
中
に
掛
錫
し
た
寺
院

の
う
ち
に
は
、
東
坡
所
縁
の
阿
育
王
山
広
利
寺
な
ど
が
含
ま
れ

て
お
り
、
若
き
日
の
道
元
が
そ
の
存
在
に
興
味
を
抱
い
た
と
し

て
も
、
何
の
不
思
議
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
道
元
の
東

坡
に
対
す
る
評
価
こ
そ
、
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
受
容
の
黎

明
を
告
げ
る
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
く
、
本
稿
で
取
り
あ

げ
る
時
代
の
下
限
を
十
三
世
紀
の
半
ば
に
設
定
し
た
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。

　

道
元
示
寂
の
の
ち
百
年
を
待
た
ず
し
て
南
北
朝
時
代
に
入
る
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が
、
そ
の
頃
に
な
っ
て
東
坡
受
容
の
流
れ
を
は
っ
き
り
と
現
出

さ
せ
た
の
が
、
同
じ
禅
宗
で
も
臨
済
宗
の
僧
徒
た
ち
で
あ
っ
た
。

と
く
に
京
都
や
鎌
倉
の
禅
林
五
山
で
は
、
東
坡
の
詩
は
黄
山
谷

の
そ
れ
と
と
も
に
詩
文
を
作
る
に
際
し
て
の
軌
範
と
さ
れ
、
抄

物
と
呼
ば
れ
る
注
釈
の
数
々
が
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
文
学
の

み
な
ら
ず
国
語
学
史
上
で
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に
な
る
と
そ
う
し
た
受
容
層
が
一
変
し
、

緇
流
へ
の
影
響
は
ご
く
限
定
的
な
も
の
と
な
り
、
か
わ
っ
て
文

人
や
学
者
を
は
じ
め
幅
広
い
階
層
の
人
々
に
親
し
ま
れ
、
漢
詩

文
は
も
と
よ
り
随
筆
や
小
説
の
類
い
、
ひ
い
て
は
書
画
に
至
る

ま
で
、
多
種
多
様
な
受
容
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し

て
見
て
く
る
と
、
冒
頭
に
引
い
た
明
治
以
降
の
作
品
の
数
々
は
、

江
戸
期
の
影
響
下
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
八
百
年
以
上
に
わ
た
る
日
本
の
東
坡
受
容
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
概
観
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
は
、
昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）
に
発
表
さ
れ
た
早
川
光
三
郎
氏
の
「
蘇
東
坡
と

国
文
学
」（『
斯
文
』
第
十
号
。
以
下
、
早
川
論
文
と
略
称
す
）
が
、

現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
時
代
を
追
っ
て
主
に
国
文
学
の
様
々
な
分
野
へ
の
影
響
を

俯
瞰
し
た
も
の
で
、
ま
こ
と
に
先
達
と
も
言
う
べ
き
役
割
を
果

た
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
方
面
に
わ
た
る
資
料
の
全
て
を
俎
上

に
載
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、個
々
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
掘
り
下
げ
は
後
世
の
研
究
に
任
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
っ
た
現
在
、

五
山
文
学
や
近
世
の
文
学
、
あ
る
い
は
書
画
な
ど
の
方
面
で
、

豊
富
な
資
料
と
そ
の
分
析
に
基
づ
い
た
論
考
が
次
々
と
生
み
だ

さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
い
ま
だ
に
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
時
代
や

分
野
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
最
た

る
も
の
の
一
つ
が
、
東
坡
の
名
と
作
品
が
漸
く
浸
透
し
て
き
た

時
期
、
つ
ま
り
道
元
以
前
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
論
考
が
見
当

た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
以
下
で
は
、
平
安
時
代

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
、
謂
わ
ば
東
坡
受
容
の

揺
籃
期
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
日
中

の
時
代
相
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
い
。
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二

　

こ
れ
ま
で
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
東
坡
の
名
が
記
さ
れ
た
最

も
早
い
例
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
早
川
論
文
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
藤
原
頼
長
（
一
一
二
〇
～
一
一
五
六
）
の
日
記
、『
台
記
（
宇

槐
記
抄
）』
の
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
九
月
二
十
四
日
の
條

で
あ
る（
９
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
久
安
六
年
に
宋
の
商
客
で

あ
る
劉
文
冲
が
史
書
に
名
籍
を
付
し
て
差
し
出
し
て
き
た
の
で
、

『
資
房
記
』
の
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
の
條
に
見
え
る
前
例

に
則
り
、
砂
金
三
十
両
に
要
書
目
録
を
添
え
て
与
え
た
と
言
う
。

そ
の
折
に
携
え
て
き
た
次
の
三
種
の
「
史
書
」
の
中
に
、
東
坡

が
著
し
た
と
さ
れ
る
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　
　

東
坡
先
生
指
掌
図　

二
帖

　
　

五
代
史
記　

十
帖

　
　

唐
書　

九
帖

こ
こ
で
当
時
の
日
中
間
の
通
商
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
の
初
め
に
は
盛
ん
で
あ
っ
た
遣
唐
使

も
菅
原
道
真
の
建
議
に
よ
っ
て
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
廃
止

さ
れ
、
以
後
は
日
本
の
商
客
に
よ
る
交
易
は
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、

入
宋
僧
を
除
け
ば
、
中
国
か
ら
の
通
商
船
が
大
陸
の
情
報
を
得

る
唯
一
の
手
段
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
通
商
船
は

三
年
に
一
度
の
来
航
に
限
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
高
利
を
得
よ
う
と
毎
年
の
よ
う
に
宋
船

が
来
朝
し
、
そ
の
際
に
規
定
違
反
を
大
目
に
み
て
も
ら
う
見
返

り
と
し
て
、
顕
官
に
様
々
な
品
を
献
上
す
る
の
が
通
例
と
な
っ

て
い
た）

（（
（

。
右
に
挙
げ
た
劉
文
冲
が
頼
長
に
贈
っ
た
書
物
も
そ
う

し
た
献
上
品
に
他
な
ら
ず
、
言
い
換
え
れ
ば
『
東
坡
先
生
指
掌

図
』は
賄
賂
と
し
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
っ

た
。

　

で
は
、
こ
の
東
坡
の
手
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
『
指
掌
図
』

と
は
ど
う
い
っ
た
書
物
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
書
は
詳
し
く
は
『
歴

代
地
理
指
掌
図
』
と
言
い
、
そ
の
書
名
が
物
語
る
よ
う
に
、
三

皇
五
帝
の
時
代
か
ら
北
宋
ま
で
の
歴
代
の
行
政
区
域
と
名
称
を

四
十
四
枚
の
地
図
に
書
き
入
れ
説
明
を
付
し
た
も
の
で
、
時
代

ご
と
の
変
遷
を
簡
便
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
一
種
の
工
具
書

で
あ
る
。
も
っ
と
も
本
書
が
東
坡
の
撰
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
宋
代
か
ら
異
論
も
多
く
、
現
在
で
は
、

も
と
も
と
蜀
の
税
安
礼
と
い
う
人
物
が
撰
し
た
も
の
を
、
坊
賈
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が
広
く
流
伝
す
る
よ
う
に
、
同
じ
蜀
の
著
名
人
で
あ
る
東
坡
の

撰
述
で
あ
る
か
の
よ
う
に
手
を
加
え
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
の

が
通
説
に
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
書
物
に
限
ら
ず
書
蹟
や
絵
画
に
至
る

ま
で
、
い
つ
の
世
も
東
坡
に
は
仮
託
や
偽
作
の
問
題
が
つ
い
て

回
る
が
、
こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
受
容
が
そ
う
し
た
類
い

で
始
ま
っ
た
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

因
み
に
、『
台
記
』
と
同
じ
内
容
の
記
事
は
、
約
百
年
後
に

橘
成
季
が
編
ん
だ
『
古
今
著
聞
集
』
巻
四
「
宋
客
劉
文
冲
宇
治

左
府
頼
長
に
典
籍
を
贈
る
事
」
の
條
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 

仁
平
の
比
、
宋
朝
商
客
劉
文
冲
、
東
坡
先
生
指
掌
図
二
帖
・

五
代
史
記
十
帖
・
唐
書
九
帖
、
名
籍
を
そ
へ
て
宇
治
左
府

に
た
て
ま
つ
り
た
り
け
り
。
返
事
は
文
章
博
士
茂
明
朝
臣

草
し
て
、
前
宮
内
大
輔
定
信
ぞ
清
書
し
た
り
け
る
。
尾
張

守
親
隆
朝
臣
が
奉
書
に
ぞ
か
き
た
り
け
る
。
砂
金
廿
両
を

た
ま
は
せ
け
り
。
又
要
書
目
六
を
も
つ
か
は
し
け
り
。
万

寿
三
年
に
、
周
良
史
と
い
ひ
け
る
も
の
、
名
籍
を
宇
治
殿

に
た
て
ま
つ
り
た
る
事
あ
り
け
り
。
そ
の
た
び
は
、
書
を

ば
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
け
り
。

『
古
今
著
聞
集
』
は
、
か
つ
て
の
王
朝
文
化
へ
の
懐
旧
の
情
か

ら
筆
を
執
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
頼
長
と
宋
商
と
の
や
り
と
り
は
、

ま
だ
成
季
に
と
っ
て
は
そ
の
余
香
を
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る

出
来
事
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
歴
代
地
理
指
掌
図
』
そ
の
も
の

は
東
坡
の
令
名
を
当
て
込
ん
で
の
坊
賈
の
出
版
物
に
過
ぎ
な
い

が
、
こ
う
し
た
記
録
が
残
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
し
、
早
川
論
文

は
「
と
も
あ
れ
平
安
末
期
に
東
坡
の
名
が
わ
が
国
に
知
ら
れ
、

そ
れ
と
前
後
し
て
そ
の
文
学
も
渡
来
し
た
の
で
あ
る
ま
い
か
」

と
推
察
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
で
、
さ
ら
に

別
の
角
度
か
ら
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

頼
長
は
右
の
文
を
記
し
た
五
年
後
に
保
元
の
乱
で
敗
死
し
た

が
、
そ
の
時
の
勝
者
で
あ
る
後
白
河
天
皇
の
側
に
、
や
は
り
当

代
を
代
表
す
る
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
通み
ち
の
り憲

（
一
一
〇
六

～
一
一
五
九
）
が
い
た
。
通
憲
が
家
蔵
し
て
い
た
書
に
つ
い
て

は
『
通
憲
入
道
蔵
書
目
録
』
一
巻
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
ど

う
い
っ
た
書
に
目
を
通
し
て
教
養
を
深
め
て
い
っ
た
か
を
知
る

手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る）

（1
（

。
同
書
の
中
に
は
、『
台
記
』
の
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よ
う
に
東
坡
の
名
や
そ
の
撰
述
し
た
と
さ
れ
る
書
物
に
つ
い
て

の
直
接
的
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
次
に
挙
げ
る
両
書
に
つ

い
て
は
少
し
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
つ
が
王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）
の
詩
を
集

め
た
「
臨
川
先
生
詩　

一
部
五
帖
」
で
あ
る）

（1
（

。
言
う
ま
で
も
な

く
王
安
石
は
北
宋
中
葉
に
あ
っ
て
政
治
改
革
を
断
行
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
東
坡
と
は
政
治
的
立
場
を
異
に
し

て
い
た
が
、
晩
年
に
致
仕
し
て
か
ら
は
親
し
く
言
葉
を
か
わ
す

機
会
も
あ
り
、
東
坡
の
詩
に
次
韻
し
た
作
品
な
ど
七
首
を
残
し

て
い
る）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
臨
川
先
生
詩
』
が
王
安
石
の

全
て
の
詩
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
通
じ

て
東
坡
に
も
僅
か
な
が
ら
繋
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
筆
談　

上
帙
十
巻
、
中
帙
十
巻
、
下
帙
三
巻
」

と
記
さ
れ
て
い
る
書
物
で
、
こ
れ
は
沈
括
（
一
〇
三
一
～

一
〇
九
五
）
が
著
し
た
随
筆
集
『
夢
渓
筆
談
』
を
指
し
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
同
書
を
沈
括
自
ら
『
筆
談
』
と
呼
び
、

少
な
く
と
も
南
宋
の
は
じ
め
頃
ま
で
は
一
般
に
も
そ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
他
の
筆
談
と
簡
称
し
う
る
書
物

に
比
べ
て
、
巻
数
が
現
在
通
行
し
て
い
る
二
十
六
巻
本
に
極
め

て
近
い
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
も
し
こ
れ
が
同
書
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

巻
九
に
は
こ
れ
も
僅
か
で
は
あ
る
が
東
坡
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
、

さ
ら
に
『
続
筆
談
』
に
は
父
蘇
洵
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

通
憲
が
右
に
掲
げ
た
書
物
を
入
手
し
た
時
期
は
不
明
で
、
こ

の
蔵
書
目
録
が
ま
と
め
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
『
台
記
』
の
記
事
と
相
前
後
し
て
東
坡
の
存
在

を
物
語
る
も
の
が
将
来
さ
れ
、
そ
の
名
が
徐
々
に
で
は
あ
っ
て

も
知
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
宋
朝
で
は
東
坡
の
大
才
は
生
前
よ
り
世
に
知
ら

れ
て
い
た
が
、
父
の
蘇
洵
と
弟
の
蘇
轍
も
文
人
官
僚
と
し
て
聞

こ
え
た
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
人
々
は
こ
れ
ら
父
子
を
尊
崇
の

念
を
込
め
て
三
蘇
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
東

坡
の
み
な
ら
ず
三
蘇
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
て
受
容
の
様
子
を
探
っ

て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
最
も
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
通
憲
の
目
録
に
見
え
る

「
蘇
子
由　

史
記
列
伝
廿
帖
」
と
い
う
記
載
で
あ
る
。
こ
の
蘇

子
由
と
い
う
の
は
、
前
述
の
三
蘇
の
一
人
、
弟
の
蘇
轍
を
字
で
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呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
蘇
轍
の
著
述
の
中
に
は
こ
う
い
っ
た
書

名
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
蘇
轍
が
『
史
記
』
に

つ
い
て
独
自
の
論
評
を
加
え
た
『
古
史
』
六
十
巻
の
う
ち
、
列

伝
を
取
り
あ
げ
た
巻
二
十
四
か
ら
巻
六
十
に
至
る
部
分
、

三
十
六
巻
の
全
巻
も
し
く
は
そ
の
一
部
を
指
す
も
の
と
み
て
間

違
い
は
な
い）

（1
（

。『
古
史
』
は
北
宋
の
頃
よ
り
何
度
か
刊
行
さ
れ

た
こ
と
が
書
目
に
見
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
内
の
一
つ
が
将
来

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、こ
れ
は
前
者
ほ
ど
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、『
台

記
』
に
も
父
蘇
洵
が
撰
述
し
た
も
の
と
同
名
の
書
物
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
東
坡
の
名
が
記
さ
れ
る
約
十
年
前
、
康
治
二
年

（
一
一
四
一
）
九
月
二
十
九
日
の
條
に
、
頼
長
は
こ
れ
ま
で
読

ん
で
き
た
書
物
の
名
を
悉
く
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
見

え
て
い
る
「
諡
法 

一
巻
」
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
諡

号
を
贈
る
に
あ
た
っ
て
の
規
範
に
つ
い
て
過
去
の
事
例
を
踏
ま

え
つ
つ
解
説
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
蘇
洵
も
『
太

上
因
革
礼
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
た
嘉
祐
年
間
に
、
同
名
の

書
を
著
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
『
諡
法
』
と
名
付
け

ら
れ
た
書
物
は
、
古
く
は
漢
の
劉
煕
、
梁
の
沈
約
や
賀
琛
な
ど

に
よ
っ
て
も
撰
せ
ら
れ
て
お
り
、
頼
長
の
読
ん
だ
の
が
蘇
洵
の

書
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は

そ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い）

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
坡
兄
弟
、
あ
る
い
は
三
蘇
の
著
述
が
、
ほ

と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
日
本
に
渡
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
偽
書
の
こ
と
は
さ
て
お

く
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
『
嘉
祐
集
』
や
『
東
坡
集
』、『
欒
城

集
』
と
い
っ
た
、
そ
の
本
領
を
発
揮
し
た
詩
文
集
の
よ
う
な
主

著
で
は
な
く
、
地
図
や
歴
史
を
簡
便
に
知
る
と
い
っ
た
実
用
の

面
に
重
き
を
お
い
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
当
時
の
日
本
の
政
治
的
、
文
化
的
状
況
が
か
な
り
逼
迫
し
、

新
た
な
宋
代
文
化
を
摂
取
す
る
だ
け
の
余
裕
に
欠
け
て
い
た
か

ら
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
そ
の
真
面
目
を
伺
う
に
は
程
遠
か
っ
た

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
坡
の
名
と
作
品
は
、『
台
記
』

に
そ
の
名
が
記
さ
れ
た
十
二
世
紀
の
半
ば
に
は
、
宋
代
文
化
が
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お
い
お
い
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
や
っ
と
一
部
の
人
々
の
間
で
知

ら
れ
つ
つ
は
あ
っ
た
が
、
ま
だ
そ
こ
に
は
唯
一
無
二
の
個
性
を

見
抜
い
た
上
で
の
受
容
と
言
う
に
は
、
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
平
安
時
代
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
め
と
も
な
る

と
、
質
的
に
も
量
的
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
徐
々
に
現
れ
は
じ

め
、
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
に
お
け
る
本
格
的
な
受
容
へ
の
橋

渡
し
の
役
目
を
担
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
下
の
章
で
は
、

こ
れ
ま
で
比
較
的
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、『
台
記
』
か
ら
『
正

法
眼
蔵
』
に
至
る
ま
で
の
約
九
十
年
間
の
受
容
相
に
つ
い
て
、

そ
の
詩
文
や
書
蹟
な
ど
多
方
面
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

東
坡
の
二
千
八
百
首
に
も
及
ぶ
詩
は
、
文
と
並
ん
で
そ
の
創

造
の
中
核
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
宋
代
の
詩
風
を
確
立
し
た
も

の
と
し
て
文
学
史
上
ゆ
る
ぎ
な
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、
そ
う

い
っ
た
蘇
詩
の
日
本
に
お
け
る
最
初
期
の
受
容
と
し
て
、
和
歌

の
註
釈
へ
の
引
用
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ

れ
は
新
井
栄
蔵
氏
の
「
中
世
前
期
古
今
和
歌
集
注
釈
書
四
種
引

書
一
覧
」（『
中
世
文
学
と
漢
文
学
Ⅱ
（
和
漢
比
較
文
学
叢
書
）』

一
九
八
七
年
、
汲
古
書
院
刊　

所
収
）
の
中
で
初
め
て
紹
介
さ

れ
た
も
の
で
、
顕
昭
の
『
古
今
集
注
』
に
一
箇
所
で
は
あ
る
が

東
坡
の
詩
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た

い
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
注
釈
書
は
後
世
夥
し
く
作
ら
れ
た
が
、

注
釈
者
と
し
て
と
り
わ
け
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
一
人
に
、
平

安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
顕
昭
（
一
一
三
〇

～
没
年
未
詳
）
が
い
る
。
顕
昭
は
六
条
家
左
京
大
夫
顕
輔
の
猶

子
で
、
若
く
し
て
比
叡
山
で
学
ん
だ
が
や
が
て
山
か
ら
下
り
、

六
条
家
の
歌
合
わ
せ
に
顔
を
出
す
一
方
で
、
数
多
く
の
和
歌
の

注
釈
書
や
歌
学
書
を
著
し
て
い
る
。
歌
人
と
し
て
の
評
価
の
さ

ほ
ど
高
く
は
な
い
彼
が
、
当
時
か
ら
こ
の
分
野
で
揺
る
ぎ
な
い

名
声
を
得
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
著
述
に
よ
っ
て
の
こ
と
で

あ
る
。
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
注
釈
書
の

一
つ
、『
古
今
集
註
（
管
見
抄
）』
の
巻
十
一
、
恋
歌
の
項
に
見

え
る
、
詠
み
人
知
ら
ず
の
和
歌
に
付
さ
れ
た
注
釈
で
あ
る
。

　
　

 

奥
山
の
菅す
が

の
根
し
の
ぎ
降
る
雪
の
消け

ぬ
と
か
い
は
む
恋
の

し
げ
き
に

　
　
　
（
訳
） 

奥
山
に
生
え
る
菅
の
根
を
押
し
分
け
て
降
り
積

も
る
雪
で
さ
え
消
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
え

間
な
く
わ
き
起
こ
る
恋
心
に
こ
の
身
も
消
え
さ

る
と
言
お
う
か
。
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こ
の
和
歌
に
対
し
て
、
顕
昭
は
頭
注
と
し
て
東
坡
の
「
再
び
前

韻
を
用
う
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
三
十
九
）
と
い
う
古
詩
の
冒
頭

の
部
分
を
引
い
て
い
る
（
引
用
は
原
文
の
み
）。

　
　

楽
天
双
鬢
如
霜
菅　
　

楽
天
の
双
鬢　

霜そ
う
か
ん菅
の
如
し

　
　

 

始
知
謝
遣
素
与
蛮　
　

始
め
て
知
る　

 

素
と
蛮
と
を
謝し
や
け
ん遣

せ
し
を

　
　
　

 

白
楽
天
は　

双
鬢
が
霜
の
降
り
た
菅
の
よ
う
に
白
く
な
っ

た
の
は

　
　
　

 

家
妓
の
樊
素
と
小
蛮
に
暇
を
出
し
た
た
め
だ
と
は
じ
め

て
気
が
つ
い
た

こ
こ
に
見
え
る
「
霜
菅
」
と
は
白
く
霜
が
降
り
た
菅す
げ

を
意
味
し

て
お
り
、
和
歌
に
あ
る
菅
の
根
を
押
し
分
け
る
ほ
ど
の
雪
に
対

す
る
注
釈
と
し
て
は
妥
当
性
に
欠
け
る
と
指
摘
さ
れ
て
も
仕
方

の
無
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
顕
昭
も
そ
れ
は
承
知
で
、

あ
え
て
人
々
の
あ
ま
り
知
ら
な
い
出
典
を
こ
こ
に
出
し
た
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
注
釈
は
、

平
安
の
末
に
な
っ
て
も
ま
だ
東
坡
の
詩
に
接
す
る
こ
と
の
で
き

る
人
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
も
な
り
得
る
で
あ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
顕
昭
が
『
古
今
集
註
』
を
守
覚
法
親
王
に
献
上

し
た
の
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
歌
注

は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
の
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
八

回
に
分
け
て
注
進
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
東

坡
の
詩
を
引
い
た
の
も
同
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

『
台
記
』
の
記
事
か
ら
三
十
四
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
こ
の
注
釈
の
記
述
が
、
現
存
す
る
中
で
、
日
本
に
お
け
る
東

坡
の
作
品
を
引
用
し
た
最
も
早
い
も
の
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

で
は
顕
昭
は
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
こ
の
注
釈

を
著
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
先
ず

念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
再
び

前
韻
を
用
う
」
の
詩
が
、
名
作
に
事
欠
か
な
い
東
坡
詩
の
中
に

あ
っ
て
は
、
け
っ
し
て
注
目
さ
れ
る
作
品
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
歴
代
の
詩
話
の
類
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
痕
跡
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
詩
の
選
集
に
載
せ

ら
れ
た
例
も
、
明
の
譚
元
春
の
手
に
な
る
『
東
坡
詩
選
』
十
二

巻
の
み
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と

顕
昭
が
目
に
し
た
の
は
、
全
て
の
詩
文
を
ま
と
め
た
『
東
坡
集
』

の
系
統
か
、
も
し
く
は
全
詩
に
つ
い
て
の
注
釈
本
の
何
れ
か
と
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い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
時
は
ま
だ
東
坡
受
容
が
端
緒
に

つ
い
た
ば
か
り
で
も
あ
り
、
詩
文
を
網
羅
し
た
前
者
で
は
な
く
、

王
安
石
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
ず
詩
集
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
こ
の
当
時
、
顕
昭
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
詩
集
と

は
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
に

東
坡
の
詩
の
注
釈
は
生
前
よ
り
数
多
く
作
ら
れ
た
が
、
南
宋
時

代
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
こ
に
自
説
を
加
え

た
も
の
が
現
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
一
つ
が
王
十
朋
が

呂
祖
謙
の
分
類
に
よ
っ
て
撰
し
た
と
さ
れ
る
『
王
註
蘇
詩
』
で
、

こ
れ
は
す
べ
て
の
蘇
詩
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
注
釈
を
付
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
や
は
り
全
詩
を
編
年
体
で
ま

と
め
た
施
元
之
の
『
施
註
蘇
詩
』
が
相
前
後
し
て
現
れ
、
こ
れ

ら
が
南
宋
時
代
に
お
け
る
蘇
詩
注
釈
の
二
つ
の
大
き
な
潮
流
を

形
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
や
が
て
こ
れ
ら
は
漸
次
日
本
に
も
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
喜
ば
れ
た
の
は
、
学
術

的
価
値
の
高
い
施
註
よ
り
も
、
分
類
と
い
う
初
学
者
に
と
っ
て

受
け
入
れ
や
す
い
体
裁
を
と
っ
た
王
註
の
方
で
、
後
に
は
開
版

を
重
ね
る
な
ど
東
坡
受
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
西
野
貞
治
氏
の
「
東
坡
詩
王
状
元
集

注
本
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
究
』
第
十
五
巻 

第
六
号 

一
九
六
四
年
）
や
、
倉
田
淳
之
助
氏
の
「
施
宿
編
東
坡
先
生
年

譜
の
発
現
」（『
東
方
学
報
』
京
都 

第
三
十
六
号 

一
九
六
四
年
）

の
中
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
文
に
よ

れ
ば
、
顕
昭
が
『
古
今
集
註
』
の
撰
述
に
際
し
て
目
に
す
る
こ

と
の
で
き
た
も
の
は
、
数
あ
る
版
本
の
中
で
も
ご
く
限
ら
れ
た

も
の
に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
『
施
註
蘇
詩
』
に
つ

い
て
言
え
ば
、
撰
者
で
あ
る
施
元
之
が
没
し
た
の
は
淳
煕
七
年

（
一
一
八
〇
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
そ

の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
三
十
年
余
り
後
の
嘉
定
六
年

（
一
二
一
三
）
の
こ
と
で
あ
り
、
顕
昭
が
目
に
し
た
と
は
ま
ず

考
え
ら
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
『
王
註
蘇
詩
』
に
つ
い
て
は
、
南

宋
か
ら
元
に
か
け
て
覆
刻
も
含
め
る
と
七
種
ほ
ど
の
版
本
が
確

認
さ
れ
る
が
、
そ
の
最
も
古
い
版
は
、
建
安
（
福
建
省
）
の
黄

善
夫
が
刊
行
し
た
家
塾
本
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
黄

善
夫
刊
本
は
、
孝
宗
の
諱
で
あ
る
「
真
」
と
同
音
の
「
慎
」
を

闕
筆
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
孝
宗
在
位
中
（
一
一
六
二

～
一
一
八
九
）
の
刊
本
と
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
刊
行
時
期
を
絞
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り
込
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
同
書
が
王
十
朋
と
呂
祖
謙
の
手
に

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
書
肆
が
両
人
に
仮
託

し
て
作
り
上
げ
た
書
で
あ
る
と
い
う
成
立
事
情
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
王
註
の
刊
行
は
、
乾
道
七
年

（
一
一
七
一
）
に
没
し
た
王
十
朋
や
淳
煕
八
年
（
一
一
八
一
）

に
没
し
た
呂
祖
謙
の
身
後
に
な
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
、
西
野

氏
が
「
淳
煕
末
年
の
出
版
で
な
い
か
と
推
定
」
し
、
倉
田
氏
も

「
淳
煕
九
年
（
一
一
八
二
）
頃
か
ら
慶
元
（
一
一
九
五
～

一
二
〇
〇
）
頃
の
間
に
出
来
た
も
の
と
推
定
」
し
て
い
る
の
も

そ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
事
情
を
勘
案
す

れ
ば
、
王
註
の
最
も
古
い
刊
本
は
、
刊
行
後
ほ
ど
な
く
し
て
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
、
い
ち
早
く
顕
昭
の
目
に
留
ま
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
丁
度
こ
の
こ

ろ
絶
頂
期
に
あ
っ
た
平
清
盛
の
政
策
に
よ
り
、
大
陸
と
の
交
易

が
に
わ
か
に
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
顕
昭
は
二
千
八
百
首
と
い
う
厖
大
な
作
品
の
中

か
ら
、
こ
の
目
立
た
な
い
作
品
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
平
安
期
に
親
し
ま
れ
た
白
居
易
と
の
関
わ
り
か
ら
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
顕
昭
は
将
来
さ
れ
た
ば
か
り
の
王

註
に
目
を
通
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
馴
染
み
の
あ
る
「
楽
天
」

の
語
が
目
に
は
い
り
、
そ
こ
に
「
霜
菅
」
と
い
う
見
慣
れ
な
い

詩
語
が
あ
る
の
に
気
付
い
た
結
果
、
何
と
か
そ
れ
を
注
釈
と
し

て
活
か
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
替
え
れ

ば
顕
昭
を
「
霜
菅
」
の
語
に
ま
で
導
い
た
の
は
、
偶
然
に
も
せ

よ
日
本
で
の
根
強
い
白
居
易
に
対
す
る
愛
好
で
あ
る
と
も
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
本
稿
は
「
日
本
に
お
け
る
蘇
東
坡
受
容
の
揺
籃
期
」

の
前
編
と
し
て
、
一
部
を
除
き
、
主
に
平
安
時
代
の
末
に
至
る

ま
で
の
受
容
を
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
王
朝
文
化
の
衰
退
の
中

で
東
坡
の
作
品
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
た
め
に
、
そ
れ
が
十
分
に

咀
嚼
吟
味
さ
れ
ず
、
文
化
的
影
響
が
大
き
な
流
れ
を
形
成
す
る

に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
平
安
時
代
の
初
、
中
葉
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
の
受
容

と
は
著
し
い
対
照
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の

時
期
に
将
来
さ
れ
た
も
の
の
全
て
が
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ

た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
徐
に
形
を
成
し
つ
つ
あ
っ
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た
次
の
半
世
紀
へ
の
布
石
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
後
編
で
は
主
に
鎌
倉
時
代
の
初
期
か
ら
、
道
元
が
『
正
法

眼
蔵
』
を
著
し
た
中
期
頃
ま
で
に
焦
点
を
あ
て
、
ゆ
っ
く
り
で

は
あ
っ
て
も
確
実
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
そ
の
受
容
相
を
さ
ぐ
っ

て
ゆ
き
た
い
。

注（
１
） 

谷
崎
潤
一
郎
「
蘇
東
坡
（
三
幕
）
―
或
は
「
湖
上
の
詩
人
」
―
」
の
初

出
は
『
改
造
』
二
十 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）。
後
に
『
谷
崎
潤
一
郎

全
集 

第
七
巻
』（
一
九
六
七
年
、
中
央
公
論
社
刊
）
所
収
。

（
２
） 

成
島
柳
北
「
辟
易
の
賦
」
の
初
出
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
八
月

十
七
日
の
『
朝
野
新
聞
』
所
載
。
後
に
『
明
治
文
学
全
集 

第
四
巻
』（
筑

摩
書
房
刊
）、『
日
本
近
代
思
想
大
系 

第
十
六
巻
』（
岩
波
書
店
刊
）
所

収
。

（
３
） 「
花
」
の
歌
詞
は
、
武
島
羽
衣
に
よ
り
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）

に
発
表
さ
れ
た
歌
曲
集
『
四
季
』
の
第
一
曲
に
収
め
ら
れ
た
。

（
４
） 「
春
夜
」
の
詩
が
は
じ
め
て
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
の
は
清
の
査
慎
行
『
東

坡
先
生
編
年
詩
』
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
楊
万
里
の
『
誠
斎
詩
話
』
や

呉
喬
の
『
圍
爐
詩
話
』、
魏
慶
之
の
『
詩
人
玉
屑
』
な
ど
の
詩
話
類
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

（
５
） 

一
八
〇
五
年
、
ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
謡
「
ブ
ラ
ー

ニ
ー
の
木
立
」
の
旋
律
に
新
た
に
歌
詞
を
つ
け
た
の
が
“T

he Last 
Rose of Sum

m
er

〟
の
歌
で
、
さ
ら
に
里
見
義た

だ
しの

作
詞
に
よ
る
「
庭

の
千
草
」
の
歌
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
『
小
学
校
唱
歌
集 

第
三
編
』
に
発
表
さ
れ
た
。

（
６
） 『
正
法
眼
蔵
』
に
引
か
れ
た
偈
文
の
「
山
色
無○

非
清
浄
身
」
の
句
は
、

通
行
の
詩
集
や
全
集
で
は
す
べ
て
「
山
色
豈○

非
清
浄
身
（
山
色 

豈
に

清
浄
身
に
非
ざ
ら
ん
や
）」
に
作
っ
て
お
り
、
宋
代
の
詩
話
類
も
同
様

で
あ
る
。
道
元
が
何
に
基
づ
い
て
記
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟

ち
た
い
。

（
７
） 

無
情
説
法
話
に
つ
い
て
は
『
正
法
眼
蔵
』
や
『
永
平
広
録
』
な
ど
に
し

ば
し
ば
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
道
元
の
和
歌
の
中
に
も
「
峰
の
い
ろ

谷
の
ひ
び
き
も
皆
な
が
ら
わ
が
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
と
」
と
、
明
ら
か

に
東
坡
の
偈
文
を
下
敷
き
に
し
た
一
首
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
和
歌
に
つ

い
て
松
本
章
男
氏
は
『
道
元
の
和
歌
』（
中
公
新
書
１
８
０
７　

二
〇
〇
五
年
刊
）
の
中
で
、
興
聖
寺
で
「
渓
声
山
色
」
を
説
く
の
に
先

だ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
記
し
て
い
る
。

（
８
） 「
渓
声
山
色
」
が
説
か
れ
た
時
期
と
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
條
の
末

に
「
爾
時
延
応
庚
子
結
制
後
五
日
在
観
音
導
利
興
聖
宝
林
寺
示
衆
」
と

見
え
て
い
る
。

（
９
） 

早
川
論
文
で
は
「
台
記
・
百
練
抄
の
仁
平
元
年
（
一
一
九
一
）
九
月
廿

四
日
の
條
」
と
記
す
が
、『
百
練
抄
』
の
條
に
は
こ
の
記
事
を
記
す
も

の
の
、『
東
坡
先
生
指
掌
図
』
な
ど
の
具
体
的
な
書
名
は
挙
げ
て
い
な
い
。

ま
た
仁
平
元
年
を
西
暦
の
一
一
九
一
年
と
し
て
い
る
の
は
一
一
五
一
年

の
誤
り
で
、「
実
に
彼
の
没
後
九
十
年
目
に
あ
た
る
」
と
の
記
述
は
、「
没

後
五
十
年
目
」
に
書
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
10
） 『
台
記
』
に
は
「
去
年
、
宋
国
商
客
劉
文
冲
、
与
史
書
等
副
名
籍
。

…
…
以
沙
金
卅
両
報
之
、
書
要
書
目
録
賜
文
冲
。
此
書
之
中
、
若
有
所
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得
、
必
可
付
李
便
進
送
之
旨
仰
含
了
。
件
目
録
、
先
年
為
召
他
宋
人
、

成
佐
書
之
。
撿
領
大
宋
国
客
劉
文
冲
進
送
書
籍
事
」
と
記
し
、
本
文
に

記
し
た
三
書
を
挙
げ
た
後
、
劉
文
冲
に
与
え
た
返
礼
の
書
簡
文
を
載
せ

て
い
る
。

（
11
） 

宋
と
の
交
易
に
つ
い
て
は
、
森
克
己
氏
の
「
宋
槧
史
書
の
需
要
」「
日

宋
交
通
と
宋
代
典
籍
の
輸
入
」（『
増
補 

日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題
』

（
二
〇
一
一
年
、
勉
誠
出
版
刊
）
所
収
）
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

（
12
） 『
歴
代
地
理
指
掌
図
』
に
つ
い
て
『
宋
史
芸
文
志
』
や
『
中
興
館
閣
書
目
』

は
と
も
に
二
巻
本
を
録
す
る
が
、
前
者
は
撰
者
名
を
記
さ
ず
、
後
者
は

撰
者
不
明
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
『
玉
海
』
や
、
明
刻
本
に
見
え
る
宋

の
趙
亮
夫
の
序
で
は
東
坡
の
手
に
な
る
と
す
る
が
、『
朱
子
語
類
』
は

東
坡
の
名
は
偽
託
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
費
袞
も
『
梁
溪
漫
志
』
の
中
で

「
何
人
の
作
る
と
こ
ろ
か
を
知
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
坡

以
外
の
撰
者
名
を
挙
げ
て
い
る
の
が
『
直
斎
書
録
解
題
』
で
、
そ
こ
に

は
蜀
人
の
税
安
礼
が
本
書
を
撰
し
、
元
符
年
間
に
朝
廷
に
奉
ろ
う
と
し

た
が
、
果
た
せ
な
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ

ら
撰
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
王
重
民
の
『
中
国
善
本
書
提
要
』
や
『
美

国
国
会
図
書
館
蔵
中
国
善
本
書
録
』
は
、
も
と
は
北
宋
時
代
に
蜀
の
税

安
礼
が
撰
し
た
が
、
坊
刻
本
で
は
そ
の
名
が
伏
せ
ら
れ
、
や
が
て
蜀
の

地
で
広
ま
る
に
つ
れ
、
同
じ
蜀
出
身
で
知
名
度
の
高
い
東
坡
の
名
を
偽

託
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
、
北
宋

の
末
か
ら
南
宋
の
初
め
に
か
け
て
の
記
述
が
見
え
て
い
る
点
も
問
題
に

な
る
が
、
こ
れ
は
傅
増
湘
が
『
蔵
園
羣
書
経
眼
録
』
で
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
趙
亮
夫
が
増
補
し
た
も
の
と
す
る
解
釈
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

 

　

な
お
同
書
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
唯
一
の
宋
刊
本
が
東
洋
文
庫
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
西
川
成
都
府
市
西
兪
家
印
」
の
刊
記
を

持
つ
南
宋
刊
本
で
あ
る
が
、『
台
記
』
の
記
事
よ
り
も
少
し
後
に
刊
行

さ
れ
た
よ
う
で
、
将
来
時
期
は
不
明
で
あ
る
。『
東
洋
文
庫
の
名
品
』

（
二
〇
〇
七
年
、
同
文
庫
刊
）
資
料
番
号
124
に
書
影
と
解
説
を
載
せ
る
。

な
お
同
書
は
、
後
に
東
福
寺
を
開
い
た
円
爾
弁
円
が
将
来
し
た
書
籍
の

目
録
『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
錄
』
に
も
そ
の
書
名
が
見
え

て
い
て
、
複
数
の
書
が
将
来
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
お
そ

ら
く
中
国
の
広
い
領
域
と
長
い
歴
史
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
は
便
利
な
書

物
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 『
通
憲
入
道
蔵
書
目
録
』
は
『
群
書
類
従
』
巻
四
百
九
十
五
、
お
よ
び
『
日

本
書
目
大
成 

１
』（
一
九
七
九
年
、
汲
古
書
院
刊
）
所
収
。
な
お
頼
長

や
通
憲
が
目
に
し
た
書
物
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
氏
の
「
平
安
時
代
の

読
書
人
」（『
漢
籍
輸
入
の
文
化
史
』
一
九
九
七
年
、
研
文
出
版
刊 

所
収
）

に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

（
14
） 『
臨
川
先
生
詩
』
と
い
う
書
名
は
諸
目
録
に
は
見
ら
れ
な
い
。
あ
る
い

は
王
安
石
の
詩
文
を
集
め
た
『
臨
川
先
生
文
集
』
百
巻
の
誤
り
か
。

（
15
） 

王
安
石
が
東
坡
の
詩
に
次
韻
し
た
も
の
と
し
て
は
、「
和
子
瞻
同
王
勝

之
游
蔣
山
」（『
臨
川
先
生
文
集
』
巻
十
六
）、「
読
眉
山
集
次
韻
雪
詩
五

首
」（
同
巻
二
十
六
）、「
読
眉
山
集
愛
其
雪
詩
能
用
韻
復
次
韻
一
首
」（
同

巻
二
十
六
）
の
七
首
が
確
認
で
き
る
。
詳
し
く
は
『
蘇
軾
資
料
彙
編
』

（
一
九
九
四
年
、
中
華
書
局
刊
）
王
安
石
の
條
参
照
。

（
16
） 
同
書
が
『
夢
渓
筆
談
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
南
宋
に
な
っ

て
三
十
年
余
り
が
経
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
『
筆
談
』
も
し
く
は

沈
存
中
『
筆
談
』（
存
中
は
沈
括
の
字
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
夢
渓
筆
談 

２
（
東
洋
文
庫
362
）』（
一
九
七
九
年
、
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平
凡
社
刊
）
に
付
さ
れ
た
梅
原
郁
氏
の
解
説
に
詳
し
い
。
な
お
こ
の

二
十
三
巻
本
に
つ
い
て
梅
原
氏
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
の
成

立
に
と
っ
て
興
味
深
い
資
料
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
夢

渓
筆
談
』
以
外
に
『
筆
談
』
と
簡
称
し
う
る
書
物
は
少
な
く
な
い
が
、

何
れ
も
巻
数
に
は
隔
た
り
が
あ
る
。

（
17
） 『
通
憲
入
道
蔵
書
目
録
』
に
は
『
皇
宋
百
家
詩
』
三
帖
と
い
っ
た
、
現

在
で
は
内
容
を
確
認
で
き
な
い
書
も
見
え
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
東
坡
の

詩
が
収
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

（
18
） 

岡
田
正
之
氏
は
『
日
本
漢
文
学
史 

増
訂
版
』（
一
九
五
四
年
、
吉
川
弘

文
館
刊
）
第
四
章
「
宋
学
の
伝
来 

上
」
の
中
で
、「
蘇
子
由
の
史
記
列

伝
二
十
帖
あ
り
、
此
は
蘇
氏
古
史
な
る
べ
し
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な

お
『
古
史
』
の
内
容
や
編
纂
過
程
、
刊
行
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
曾

棗
荘
・
舒
大
剛
編
『
三
蘇
全
書
』（
二
〇
〇
一
年
、
語
文
出
版
者
刊
）

史
部
の
「
古
史
叙
録
」
に
詳
し
い
。

（
19
） 

蘇
洵
の
撰
し
た
『
諡
法
』
に
は
四
巻
本
と
三
巻
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
沈
約
の
『
諡
法
』
は
十
巻
本
が
、
賀
琛
の
『
諡
法
』
に
は

三
巻
本
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
頼
長
が
記
し
た
一
巻
本
に
は
現
在
の
と
こ

ろ
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。

（
20
） 「
霜
菅
」
の
語
に
対
し
『
佩
文
韻
府
』
で
は
こ
の
東
坡
の
詩
を
初
出
と

し
て
い
る
。

（
21
） 

黄
善
夫
刊
本
『
王
状
元
集
百
家
注
分
類
東
坡
先
生
詩
』
二
十
五
巻
は
、

現
在
、
北
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
西
野
氏
の
論
考
で
は
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
本
も
同
版
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
黄
善
夫
の
刊
行
し

た
も
の
は
何
れ
も
善
本
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
に
現
存
し
て
い
る
『
史

記
』
や
『
漢
書
』
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
慶
元
二

年
（
一
一
九
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 

　

な
お
王
註
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
言
及
す
る
論
考
も
多
い
の
で
、
参
考

ま
で
に
こ
こ
に
は
本
文
に
引
い
た
も
の
以
外
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

 

劉
尚
栄
「『
百
家
注
分
類
東
坡
詩
集
』
考
辨
」（『
蘇
軾
著
作
版
本
論
叢
』

一
九
八
八
年
、
巴
蜀
書
社
刊 

所
収
）

 

曾
棗
荘
「
南
宋
蘇
軾
著
述
刊
刻
考
略
」（『
三
蘇
研
究
』
一
九
九
九
年
、

巴
蜀
書
社
刊 

所
収
）
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