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1

黄
州
時
代
の
蘇
軾
に
お
け
る
悲
哀
表
現

─
「
詩
成
却
超
然
、
老
淚
不
成
滴
」を
手
が
か
り
に

─

趙 

蕊
蕊

キ
ー
ワ
ー
ド
：
蘇
軾
／
超
然
／
悲
哀

一
　「
冬
至
日
贈
安
節
」詩
に
つ
い
て

　

元
豐
二
年
（
一
○
七
九
年
）、
蘇
軾
は
王
安
石
の
新
法
を
諷
刺
し
た
こ
と
に
よ
り
黄
州
に
左
遷
さ
れ
る
。
元
豐
四
年
（
一
○
八
一
年
）

の
十
二
月
、
蘇
軾
の
甥
（
従
兄
の
子
）
（
1
）

で
あ
る
安
節
は
、
科
挙
に
落
第
し
て
蜀
へ
と
帰
郷
す
る
途
中
、
黄
州
に
い
る
蘇
軾
の
も
と
を
訪
ね

る
。
そ
の
時
に
蘇
軾
が
作
っ
た
詩
に
「
冬
至
日
贈
安
節
」（『
合
注
』
巻
二
一
）
（
2
）
が
あ
る
。
詩
の
全
文
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

我
生
幾
冬
至　
　

我
が
生　

幾
た
び
の
冬
至
な
る
か

少
小
如
昨
日　
　

少
小　

昨
日
の
如
し
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當
時
事
父
兄　
　

當
時　

父
兄
に
事つ
か

え

上
壽
拜
脱
膝　
　

壽
を
上

た
て
ま
つり　

拝
し
て
脱
膝
す

十
年
閲
彫
謝　
　

十
年　

彫
謝
を
閲
し

白
髪
僱
衰
疾　
　

白
髪　

衰
疾
を
僱ま

ね

く

瞻
前
惟
兄
三　
　

前
を
瞻み

れ
ば
惟
だ
兄
三
あ
り
て

顧
後
子
由
一　
　

後
を
顧
み
れ
ば
子
由
の
一
の
み
な
り

近
者
隔
濤
江　
　

近
き
者
は
濤
江
を
隔
て

遠
者
天
一
壁　
　

遠
き
者
は
天
の
一
壁

今
朝
復
何
幸　
　

今
朝　

復
た
何
ぞ
幸
い
な
る

見
此
萬
里
姪　
　

此
の
萬
里
の
姪
を
見
る

憶
汝
總
角
時　
　

憶
う
汝
が
總
角
た
り
し
時

啼
哭
爲
梨
栗　
　

啼
哭　

梨
栗
の
爲
に
す

今
來
能
慷
慨　
　

今
來　

能
く
慷
慨
し

志
氣
堅
鐵
石　
　

志
氣　

堅
き
こ
と
鐵
石
の
ご
と
し

諸
孫
行
復
爾　
　

諸
孫　

行
く
ゆ
く
復ま

た
爾し
か

り

世
事
何
時
畢　
　

世
事　

何
時
か
畢お

わ

ら
ん

詩
成
却
超
然　
　

詩
成
り
て
却
っ
て
超
然
た
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

老
淚
不
成
滴　
　

老
淚　

滴
を
成
さ
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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ま
ず
冒
頭
の
四
句
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歳
月
を
回
想
す
る
。
父
兄
に
礼
を
尽
く
し
、
お
辞
儀
の
た
め
足
が
疲
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る

と
述
べ
る
。
続
い
て
、
詩
人
の
視
点
は
現
在
の
状
況
に
転
ず
る
。
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
、
役
人
生
活
の
浮
沈
を
経
て
、
今
や

す
っ
か
り
老
い
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
兄
弟
は
自
分
も
含
め
て
五
人
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
皆
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
、
会
う
の
は
極
め
て

難
し
い
。
そ
の
中
、
十
年
ぶ
り
に
甥
の
安
節
に
会
え
た
こ
と
は
、
な
ん
と
幸
運
な
こ
と
だ
ろ
う
と
感
嘆
す
る
。
そ
し
て
、
梨
と
栗
を
ほ
し

が
っ
て
泣
い
て
い
た
安
節
の
子
ど
も
時
代
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
、
そ
の
成
長
ぶ
り
を
喜
び
、
他
の
孫
た
ち
も
い
ず
れ
は
立
派
に
成
長
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
悠
然
た
る
時
の
流
れ
に
思
い
を
致
す
。
以
上
、
回
想
を
交
え
な
が
ら
自
身
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
を
受

け
て
、
最
後
の
二
句
に
「
詩
成
り
て
却
っ
て
超
然
た
り
、
老
涙 

滴
を
成
さ
ず
」
と
胸
中
の
感
慨
を
詠
出
す
る
。
拙
論
で
特
に
注
目
し
て

考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
の
二
句
に
表
現
さ
れ
た
蘇
軾
の
心
情
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
の
二
句
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
、
従
来
の
解
釈
は
揺
ら
い
で
い
る
。
そ
の
揺
ら
ぎ
は
主
に
「
超
然
」
と
「
不
成
滴
」
の
二

つ
の
語
に
よ
る
。「
超
然
」
は
、
大
き
く
は
「
俗
世
を
高
く
超
え
出
た
さ
ま
」
と
「
悲
し
み
、
が
っ
か
り
す
る
さ
ま
」
と
の
二
つ
の
意
味

に
分
か
れ
る
。「
不
成
滴
」
も
、
涙
が
「
滴
を
な
さ
な
い
、
つ
ま
り
流
れ
な
い
」
と
「
滴
と
な
ら
ず
、
線
状
の
流
れ
を
な
す
、
つ
ま
り
大

量
に
流
れ
る
」
と
の
二
つ
の
状
態
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
異
な
る
解
釈
が
生
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
久
保
天
随
等
註
解

『
蘇
東
坡
全
詩
集
』
は
、「
詩
成
り
て
却
っ
て
超
然
と
し
て
気
が
強
い
、
故
に
老
淚
滴
る
の
弱
い
念
は
起
こ
ら
な
い
」
（
3
）

─
世
間
の
煩
わ

し
さ
を
離
れ
て
強
い
気
概
を
持
つ
に
至
っ
た
た
め
涙
は
流
れ
な
い
と
解
す
る
。
し
か
し
、
張
志
烈
等
主
編
『
蘇
軾
全
集
校
注
』
の
解
釈
は

こ
れ
と
は
大
き
く
異
な
り
、「
超
然
」
に
つ
い
て
は
「
惆
悵
貌
（
悲
し
い
さ
ま
）」、「
不
成
滴
」
に
つ
い
て
は
「
言
成
線
下
流
、
極
言
傷
感

之
甚
（
涙
が
線
の
よ
う
に
流
れ
る
こ
と
を
い
い
、
悲
哀
の
深
さ
を
強
調
し
て
い
る
）」
（
4
）

と
い
う
。

　

蘇
軾
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
の
最
後
の
二
句
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
句
に
詩
人
は
ど
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の
よ
う
な
意
味
を
込
め
た
の
か
。
以
下
、
安
節
と
交
わ
し
た
詩
を
中
心
に
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
黄
州
在
任
時
の
蘇
軾
の
詩
に
お
け
る
悲
哀

感
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二
　「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」詩
に
つ
い
て

　
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
注
目
す
べ
き
作
品
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」（『
合
注
』
巻

二
二
）
と
題
さ
れ
る
詩
、「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
と
同
時
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
「
記
與
安
節
飲
」（『
文
集
』
巻

七
一
）
と
題
さ
れ
る
題
跋
、
や
は
り
同
時
期
の
作
で
あ
る
。

　

題
跋
「
記
與
安
節
飲
」
は
、
夜
に
安
節
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
こ
と
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

元
豐
辛
酉
冬
至
、
僕
在
黄
州
、
姪
安
節
不
遠
千
里
來
省
、
飲
酒
樂
甚

4

4

4

4

。
使
作
黄
鐘
『
梁
州
』、
仍
令
小
童
快
舞
一
曲
、
醉
後
書
此
、

以
識
一
時
之
事
。（
元
豊
四
年
の
冬
至
、
黄
州
に
い
た
時
、
甥
の
安
節
が
千
里
の
遠
方
か
ら
訪
ね
て
来
て
、
共
に
酒
を
飲
み
楽
し
ん

だ
。
黄
鐘
調
の
「
梁
州
」
を
作
ら
せ
、
小
童
に
快
舞
を
一
差
し
舞
わ
せ
た
。
酔
い
に
ま
か
せ
て
こ
こ
に
そ
の
楽
し
い
一
時
を
書
き
残

す
こ
と
に
し
た
。）

　

右
の
文
中
に
「
飲
酒
樂
甚
」
と
あ
る
が
、
こ
の
語
が
か
え
っ
て
詩
人
の
悲
哀
感
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。『
御
選
唐
宋

詩
醇
』
巻
三
七
に
は
、「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
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家
常
語
愈
淺
愈
眞
。
安
節
以
下
第
來
黄
州
、『
大
全
集
』
雜
說
有
「
姪
安
節
遠
來
、
飲
酒
樂
甚
。」
以
識
一
時
盛
事
之
言
。
此
三
詩
但

作
喟
歎
、
未
見
其
樂
也
。
然
以
謫
居
岑
寂
之
中
、
有
骨
肉
遠
來
聚
首
、
秉
燭
寒
宵
、
絮
語
不
倦
。
悲
之
所
發
、
即
其
樂
之
所
形
。
此

與
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
所
云
「
詩
成
却
超
然
、
老
淚
不
成
滴
」
者
、
情
懷
約
略
相
似
。（
日
常
の
言
葉
は
浅
け
れ
ば
浅
い
ほ
ど
真

実
に
近
づ
く
。
安
節
が
科
挙
に
落
第
し
て
黄
州
に
来
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
大
全
集
』
の
雑
説
に
は
「
甥
の
安
節
が
遠
方
か
ら
訪
ね

て
来
て
共
に
酒
を
飲
み
、
ま
こ
と
に
楽
し
か
っ
た
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
と
き
の
盛
事
を
記
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
三
首
の
詩

（「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」）
は
詩
人
の
悲
哀
を
歌
っ
た
も
の
ば
か
り
で
、
喜
び
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
貶
謫
さ
れ
孤
独

な
時
に
、
親
戚
が
遠
方
か
ら
訪
ね
て
来
て
く
れ
、
寒
夜
に
蝋
燭
を
灯
し
て
、
積
も
る
話
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
で
は
悲
哀
の

発
露
が
、
即
ち
詩
人
の
快
楽
の
表
れ
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
に
い
う
「
詩
成
却
超
然
、
老
淚

不
成
滴
」
と
、
そ
の
気
持
ち
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。）

　

こ
こ
に
見
え
る
「
悲
之
所
發
、
即
其
樂
之
所
形
」
と
い
う
説
明
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、「
悲
」
と
「
楽
」

と
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
葛
藤
す
る
蘇
軾
の
心
情
を
き
わ
め
て
的
確
に
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　
『
御
選
唐
宋
詩
醇
』
の
右
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」
は
、
そ
の
悲
哀
感
の
表
現
に
お
い
て
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩

と
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
以
下
、
こ
の
三
首
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
首
に
は
、
安
節
と
の
夜
坐
を
う
た
っ
て
次
の
よ

う
に
い
う
。

南
來
不
覺
歲
崢
嶸　
　

南
來　

歲
の
崢
嶸
た
る
を
覚
え
ず

夜
撥
寒
灰
聽
雨
聲　
　

夜
に
寒
灰
を
撥か

き
て
雨
聲
を
聴
く
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遮
眼
文
書
原
不
讀　
　

眼
を
遮
る
文
書
は
原も
と

よ
り
読
ま
ず

伴
人
燈
火
亦
多
情　
　

人
に
伴
う
灯
火
は
亦
た
多
情
な
り

嗟
予
潦
倒
無
歸
日　
　

嗟あ
あ　

予　

潦
倒
と
し
て
歸
日
無
く

令
汝
蹉
跎
已
半
生　
　

汝
を
し
て
蹉
跎
た
る
こ
と
已
に
半
生
な
ら
し
む

免
使
韓
公
悲
世
事　
　

韓
公
を
し
て
世
事
を
悲
し
ま
し
む
る
を
免
れ

白
頭
還
對
短
燈
檠　
　

白
頭　

還ま

た
短
燈
檠
に
對
す

　

夜
、
灯
火
の
も
と
、
安
節
と
寒
灰
を
掻
き
ま
わ
し
な
が
ら
外
の
雨
音
を
聞
く
様
子
が
う
た
わ
れ
る
。
し
と
し
と
降
る
雨
音
に
寂
し
さ
が

増
し
、
言
い
し
れ
ぬ
悲
哀
が
湧
き
起
こ
る
。
黄
州
に
左
遷
さ
れ
た
蘇
軾
、
科
挙
に
落
第
し
た
安
節
、
二
人
と
も
人
生
の
蹉
跌
の
味
を
噛
み

し
め
て
い
る
。
末
尾
の
二
句
は
、
韓
愈
の
「
短
燈
檠
歌
」（『
全
唐
詩
』
巻
三
四
〇
）
に
「
吁
嗟
世
事
無
不
然
、
牆
角
君
看
短
檠
棄
（
吁あ

あ嗟 

世
事　

然
ら
ざ
る
は
無
し
、
牆
角　

君
看
よ　

短
檠
の
棄
て
ら
る
る
を
）」
と
い
う
の
を
踏
ま
え
る
。
韓
愈
の
句
は
、
富
貴
な
生
活
の
中

で
貧
し
か
っ
た
頃
に
自
分
を
支
え
て
く
れ
た
「
短
燈
檠
」
の
こ
と
を
薄
情
に
も
忘
れ
去
っ
た
人
を
諷
刺
し
た
も
の
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
蘇

軾
は
い
う
。
か
つ
て
韓
愈
は
「
短
燈
檠
」
が
見
棄
て
ら
れ
る
の
を
嘆
い
た
。
だ
が
、
私
は
相
変
わ
ら
ず
困
窮
の
な
か
「
短
燈
檠
」
に
向
か

い
合
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
か
の
韓
愈
が
私
を
見
て
も
嘆
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
困
窮
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
我
が
身
を
、
韓

詩
の
意
を
借
り
つ
つ
自
嘲
を
込
め
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
首
は
全
体
と
し
て
言
う
な
ら
ば
悲
哀
を
う
た
っ
た
作
で
あ
る
。
特
に
第
六
句
ま
で
は
、
詩
人
は
も
っ
ぱ
ら
悲
哀
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
末
二
句
に
至
っ
て
そ
の
姿
勢
を
大
き
く
転
じ
る
。
こ
こ
で
詩
人
は
、
韓
詩
を
典
故
に
用
い
た
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
自
己
を
相
対

化
し
、
悲
哀
を
昇
華
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
続
い
て
第
二
首
を
見
て
み
よ
う
。
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心
衰
面
改
瘦
崢
嶸　
　

心
衰
え
面
改
ま
り
て
瘦
せ
て
崢
嶸
た
り

相
見
惟
應
識
舊
聲　
　

相
見
れ
ば
惟
だ
應
に
舊
聲
を
識
る
べ
し

永
夜
思
家
在
何
處　
　

永
夜　

家
を
思
え
ば
何
處
に
か
在
る

殘
年
知
汝
遠
來
情　
　

殘
年　

汝
の
遠
來
の
情
を
知
る

畏
人
默
坐
成
癡
鈍　
　

人
を
畏
れ
て
默
坐
す
れ
ば
癡
鈍
を
成
し

問
舊
驚
呼
半
死
生　
　

舊
を
問
い
て
驚
呼
す　

死
生
を
半
ば
に
す
と

夢
斷
酒
醒
山
雨
絕　
　

夢
斷
え
酒
醒
め
て
山
雨
絕
ゆ

笑
看
飢
鼠
上
燈
檠　
　

笑
い
て
飢
鼠
の
燈
檠
に
上
る
を
看
る

　

第
二
首
で
は
、
自
分
の
心
身
の
状
態
（
心
力
が
衰
え
、
容
顔
が
変
わ
り
、
憔
悴
し
た
顔
色
で
、
身
体
が
痩
せ
こ
け
て
い
る
状
態
）
を

叙
述
す
る
。
長
い
間
会
っ
て
い
な
い
故
郷
の
な
じ
み
が
自
分
の
こ
と
を
分
か
っ
て
く
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
舊
聲
（
お
国
な
ま
り
）」

に
よ
っ
て
だ
ろ
う
と
述
べ
る
言
葉
か
ら
は
、
安
節
と
出
会
っ
た
こ
と
で
掻
き
立
て
ら
れ
た
望
郷
の
念
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く

る
。
第
四
句
に
は
ま
た
韓
愈
の
詩
を
用
い
る
。
韓
愈
「
左
遷
至
藍
關
示
姪
孫
湘
」（『
全
唐
詩
』
巻
三
四
四
）
に
「
知
汝
遠
來
應
有
意
、
好

收
吾
骨
瘴
江
邊
（
知
る　

汝
の
遠
く
来
た
る
は
応ま
さ

に
意
有
る
べ
し
、
好
し　

吾
が
骨
を
瘴
江
の
辺
に
収
め
よ
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
、

悲
哀
感
を
醸
成
す
る
。
詩
人
は
こ
の
悲
し
み
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
話
題
を
転
換
し
て
友
人
の
近
況
を
尋
ね
る
が
、
故
郷
の
友
は
も
う
半
数

し
か
殘
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
に
、
か
え
っ
て
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
詩
は
第
六
句
に
至
る
ま
で
悲
哀
感
を
正
面
か
ら
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
第
一
首
と
同
様
、
末
二
句
に
至
っ
て
大



8黄州時代の蘇軾における悲哀表現

き
く
叙
述
を
転
換
さ
せ
る
。
飢
え
た
鼠
が
灯
火
の
油
を
な
め
よ
う
と
す
る
の
を
笑
う
自
分

─
こ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
滑
稽
味
が
感
じ
取

れ
る
。
蘇
軾
は
こ
こ
で
滑
稽
味
溢
れ
る
情
景
を
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
哀
を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

第
二
首
が
全
体
と
し
て
う
た
う
の
は
、
悲
哀
の
心
情
で
あ
る
。
末
尾
の
「
笑
」
は
、
詩
人
の
悲
哀
感
を
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
陰
影
を
よ
り
深
く
す
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
最
後
に
、
第
三
首
を
見
よ
う
。

落
第
汝
爲
中
酒
味　
　

落
第
し
て
汝
は
酒
に
中あ

た

る
の
味
あ
じ
わ
いを

爲
し

吟
詩
我
作
忍
飢
聲　
　

詩
を
吟
じ
て
我
は
飢
を
忍
ぶ
の
声
を
作
す

便
思
絕
粒
眞
無
策　
　

便
ち
思
う　

絕
粒
は
眞
に
無
策
に
し
て

苦
說
歸
田
似
不
情　
　

苦し
き

り
に
説
く　

歸
田
は
不
情
な
る
に
似
る
と

腰
下
牛
閒
方
解
佩　
　

腰
下　

牛
閒
に
し
て
方
に
佩
を
解
き

洲
中
奴
長
足
爲
生　
　

洲
中
の
奴
は
長
じ
て
生
を
爲
す
に
足
る

大
弨
一
弛
何
緣
彀　
　

大
弨　

一
た
び
弛
め
ば
何
に
緣
り
て
か
彀
せ
ん

已
覺
翻
翻
不
受
檠　
　

已
に
翻
翻
と
し
て
檠
を
受
け
ざ
る
を
覚
ゆ

　

安
節
が
科
挙
に
落
第
し
た
こ
と
か
ら
、
困
窮
す
る
我
が
身
に
思
い
を
致
す
。
詩
人
に
と
っ
て
、
道
家
の
養
生
術
は
採
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
し
か
し
帰
隠
も
し
っ
く
り
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
生
き
方
に
迷
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
頸
聯
に
は
、
自
分
に
は
帰
隠

の
志
望
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。「
腰
下
牛
閒
」
は
、『
漢
書
』
巻
八
九
・
龔
遂
傳
の
「
賣
劍
買
牛
」
の
故
事（5
）に
基
づ
き
、
官
職
を
抛
っ
て

農
に
勤
し
む
こ
と
を
い
う
。「
洲
中
奴
長
」
は
、
三
国
・
呉
の
孫
休
の
故
事（6
）に
基
づ
き
、
家
計
を
維
持
す
る
糧
と
な
る
ミ
カ
ン
の
木
が
成
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長
す
る
こ
と
を
い
う
。
蘇
軾
は
既
に
役
人
生
活
に
は
未
練
が
な
い
よ
う
で
、
剣
を
売
っ
て
牛
を
買
い
、
ミ
カ
ン
を
植
え
て
家
計
を
立
て
る

よ
う
な
隠
居
生
活
を
過
ご
そ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
受
け
て
尾
聯
で
は
、
自
ら
を
「
弦
が
緩
ん
だ
大
弓
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
う
。
い
っ
た
ん
弦
が
緩
ん
で
し
ま
っ
た
大
弓
は
、
ふ
た

た
び
緊
く
張
り
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
の
も
、
や
は
り
蘇
軾
の
諧
謔
精
神
で
あ
る
。
本
詩
に
お
い
て
蘇
軾

は
、
役
人
生
活
に
適
応
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
自
ら
の
運
命
に
関
し
て
悲
哀
を
正
面
か
ら
訴
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
第
一
・
二

首
と
同
様
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
自
嘲
の
な
か
に
悲
哀
を
昇
華
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

黄
州
赴
任
時
の
蘇
軾
に
と
っ
て
、
安
節
の
訪
問
は
極
め
て
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
酒
を
飲
み
語
り
明
か
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
喜
び
の
背
後
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
詩
人
の
強
い
悲
哀
感
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
右
に
見
た
三
首

に
は
悲
哀
感
を
増
幅
さ
せ
る
語
が
選
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
寒
灰
」、「
雨
聲
」、「
潦
倒
」、「
蹉
跎
」、「
白
頭
」、「
瘦
崢
嶸
」、

「
殘
年
」、「
飢
鼠
」、「
忍
飢
聲
」
な
ど
。
こ
う
し
た
語
を
連
ね
て
、
詩
中
に
は
時
間
が
過
ぎ
去
る
こ
と
へ
の
嘆
き
、
仕
途
の
不
順
や
異
郷

に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
る
苦
悶
、
加
え
て
友
人
の
死
や
生
活
の
困
窮
に
と
も
な
う
辛
酸
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
蘇
軾
の
詩

は
か
か
る
悲
哀
感
の
詠
出
に
終
始
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
三
首
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
末
尾
二
句
に
お
い
て
悲
哀
を
ユ
ー
モ
ア
へ
と
転
化

し
、
昇
華
す
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
御
選
唐
宋
詩
醇
』
が
い
み
じ
く
も
「
悲
之
所
發
、
即
其
樂
之

所
形
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
悲
」
と
「
楽
」
と
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
葛
藤
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
『
御
選
唐
宋
詩
醇
』
に
お
い
て
、
こ
の
三
首
の
詩
歌
は
「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
と
情
感
が
一
致
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

以
上
、
本
節
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
の
末
二
句
に
見
ら
れ
る
悲
哀
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
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三
　「
詩
成
却
超
然
、
老
涙
不
成
滴
」句
に
つ
い
て

　
「
超
然
」
の
語
は
、
古
く
か
ら
「
高
超
出
眾
」「
跳
過
、
越
過
」「
豁
然
」「
高
貌
、
遠
貌
」
そ
し
て
「
悵
然
、
惆
悵
」
な
ど
、
様
々
な
意

で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
蘇
軾
の
詩
に
「
超
然
」
の
用
例
は
全
部
で
十
例
あ
る
が
、
常
に
仙
界
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
多

く
は
「
高
く
抜
き
ん
出
て
い
る
こ
と
、
俗
世
を
離
れ
る
こ
と
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
7
）
例
え
ば
、「
送
張
安
道
赴
南
都
留
臺
」（『
合

注
』
巻
六
）
に
「
我
公
古
仙
伯
、
超
然
羨
門
姿
（
我
が
公
は
古
の
仙
伯
、
超
然
た
り
羨
門
の
姿
）」、「
送
張
職
方
吉
甫
赴
閩
漕
六
和
寺
中

作
」（『
合
注
』
巻
七
）
に
「
羨
君
超
然
鸞
鶴
姿
、
江
湖
欲
下
還
飛
去
（
君
が
超
然
た
る
鸞
鶴
の
姿
を
羨
む
、
江
湖
に
下
ら
ん
と
欲
し
て
還ま

た
飛
び
去
る
）」
と
い
う
よ
う
に
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
蘇
軾
の
文
に
は
「
超
然
」
を
「
悵
然
、
惆
悵
」
す
な
わ
ち
「
悲
し
み
、
が
っ

か
り
す
る
さ
ま
」
の
意
で
用
い
た
例
も
一
例
あ
る
。
（
8
）「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
の
「
詩
成
却
超
然
」
句
に
見
え
る
「
超
然
」
は
、
果
た
し

て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

蘇
軾
に
と
っ
て
、「
超
然
」
の
語
は
特
別
の
意
味
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
密
州
に
い
た
時
、
蘇
軾
は
台
を
築
き
、
弟
の
蘇
轍
に

「
超
然
臺
」
と
い
う
名
前
を
付
け
て
も
ら
っ
た
。
蘇
軾
は
こ
の
名
前
を
非
常
に
気
に
入
っ
て
い
た
ら
し
く
、「
超
然
臺
記
」（『
文
集
』
巻

一
一
）
の
中
で
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
「
以
見
予
之
無
所
往
而
不
樂
者
、
蓋
遊
於
物
外
也
（
以
て
予
の
往
き
て
樂
し
ま
ざ
る
所
無
き
は
、

蓋
し
物
外
に
遊
ぶ
な
ら
ん
こ
と
を
見あ

ら
はす

な
り
）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
遊
於
物
外
」
と
あ
る
が
、
蘇
軾
に
と
っ
て
「
超
然
」
と

は
す
な
わ
ち
「
遊
於
物
外
」
と
そ
れ
に
伴
う
「
楽
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
「
超
然
」
す
な
わ
ち
「
遊
於
物
外
」
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
徐
州
で
の
作
「
寶
繪
堂
記
」（『
文
集
』
巻
一
一
）
に
見
え
る
「
君
子
可
寓
意
於
物
、
而
不
可
留
意
於
物
（
君

子
は
意
を
物
に
寓
す
、
べ
き
も
、
意
を
物
に
留
む
べ
か
ら
ず
）」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。「
不
可
留
意
於
物
」
は
「
遊
於

物
外
」
と
同
じ
「
超
然
」
の
境
地
を
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
、
黄
州
時
代
に
書
か
れ
た
手
紙
か
ら
も
、
蘇
軾
の
「
超
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然
」
を
重
視
す
る
態
度
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
9
）

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
の
「
超
然
」
は
、
や
は
り
他
の
蘇
軾
詩
や
右
の
「
超
然
臺
記
」
と
同
様
、「
高
く
抜

き
ん
出
て
い
る
こ
と
、
俗
世
を
離
れ
る
こ
と
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
る
。「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
に
お
い
て
蘇
軾
は
、
悲
哀
感
に
没
入
す

る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
か
か
る
心
情
を
超
越
し
た
「
楽
」
の
境
地
に
達
し
た
人
物
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
超
然
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
蘇
軾
が
実
際
に
「
超
然
」
の
境
地
に
到
達
し
得
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
保
苅
佳
昭
氏
が
「
和
魯
人
孔
周
翰
題
詩
二
首
」（『
合
注
』
巻
十
四
）
に
見
え
る
「
超
然
」
の
語
に

つ
い
て
、「
超
然
を
標
榜
し
つ
つ
も
、
心
は
解
消
出
来
ず
に
い
る
不
満
、
苦
悩
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
」
（
10
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
蘇
軾
は

俗
世
間
を
離
れ
、
世
俗
的
な
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
状
態
を
求
め
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
容
易
に
は
そ
の
状
態
に
至
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
に
お
け
る
「
超
然
」
の
語
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
蘇
軾
は
、
悲
哀
を
超
越
し
た
と
表
面
で
は
い
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
の
背
後
に
逃
れ
ら
れ
ぬ
悲
哀
を
感
じ
て
い

た
の
で
あ
る
、
と
。

　

以
上
、「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
に
お
け
る
「
超
然
」
の
語
は
「
悲
哀
の
超
越
」
と
い
う
方
向
で
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

で
は
、
そ
れ
を
受
け
て
述
べ
ら
れ
る
末
句
「
老
涙
不
成
滴
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
「
老
涙
」
の
語
は
、
蘇
軾
の
詩
に
三
つ
の
用
例
が
あ
る
が
、
他
の
二
例
は
い
ず
れ
も
悼
亡
詩
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
涙
が
流
れ
る
様

子
を
表
し
て
い
る
。
（
11
）「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
で
は
、
そ
の
「
老
淚
」
に
つ
い
て
「
不
成
滴
」
と
い
う
の
だ
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
涙
が
流
れ
る
」
と
「
涙
が
流
れ
な
い
」
と
の
二
つ
の
意
味
に
解
釈
が
分
か
れ
る
。

　
「
不
成
滴
」
の
用
例
は
蘇
詩
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
蘇
軾
よ
り
後
代
の
用
例
を
見
る
と
、「
水
滴
を
形
成
し
て
流
れ
る
」
こ
と
を
い
う
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例
も
あ
れ
ば
、「
流
れ
な
い
」
こ
と
を
い
う
例
も
あ
る
。
（
12
）

だ
が
、
蘇
軾
詩
に
見
え
る
次
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
流
れ
な
い
」
こ
と
を

い
う
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

黄
州
左
遷
時
に
蘇
軾
が
創
作
し
た
「
雨
中
看
牡
丹
三
首
（
其
一
）」
に
は
「
霧
雨
不
成
點
、
映
空
疑
有
無
。
於
時
花
上
見
、
的
皪
走
明

珠
」
と
あ
り
、「
不
成
點
」
の
用
例
が
見
え
る
。
こ
の
「
不
成
點
」
は
、
こ
ぬ
か
雨
が
霧
の
よ
う
に
降
る
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
春
の

雨
は
靄
の
よ
う
に
煙
る
状
態
に
あ
り
、
水
滴
を
形
成
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
13
）「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
に
い
う
「
不

成
滴
」
は
、
こ
の
「
不
成
點
」
と
同
様
の
方
向
、
つ
ま
り
涙
が
流
れ
て
い
な
い
状
態
を
表
現
し
た
も
の
と
解
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
句
の
「
超
然
」
と
の
つ
な
が
り
も
よ
り
自
然
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
は
次
の
点
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
。
実
は
「
涙
を
流
さ
な
い
」
方
が
「
涙
を
流
す
」
よ
り
も
、
よ
り
強
く
悲
哀
感
を

表
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。『
世
説
新
語
』
に
見
え
る
「
王
戎
死
孝
」
の
故
事（14
）は
そ
の
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩

の
「
老
淚
不
成
滴
」
も
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
先
に
「
超
然
」
に
つ
い
て
、
言
葉
の
表
面
で
は
「
悲
哀
の
超
越
」
を

い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
は
逃
れ
ら
れ
ぬ
悲
哀
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
「
老
淚
不
成
滴
」
に
つ

い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
結

　

以
上
、「
冬
至
日
贈
安
節
」
詩
の
「
詩
成
却
超
然
、
老
淚
不
成
滴
」
は
、「
詩
を
書
き
終
え
る
と
、
思
い
が
け
ず
世
を
高
く
超
え
出
る

か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
こ
の
老
い
ぼ
れ
も
涙
を
流
す
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
時
期
の
「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」
に
見
ら
れ
る
の
は
、『
御
選
唐
宋
詩
醇
』
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
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「
悲
之
所
發
、
即
其
樂
之
所
形
」、
す
な
わ
ち
「
悲
」
と
「
楽
」
と
が
複
雑
に
絡
み
合
う
よ
う
な
心
情
で
あ
っ
た
。
本
詩
も
そ
れ
と
同
様
、

「
悲
」
と
「
超
然
」
の
「
楽
」
と
が
複
雑
に
絡
み
合
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
詩
成
却
超
然
、

老
淚
不
成
滴
」
に
つ
い
て
も
解
釈
が
さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
悲
」
と
「
楽
」
と
の
複
雑
な
絡
み
合
い

─
こ
の
こ
と
は
、
蘇
軾
の
黄
州
時
代
の
書
簡
「
與
杜
道
源
二
首
」
其
二
（『
文
集
』
巻

五
八
）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

九
郎
兄
弟
爲
學
益
精
、
猶
復
記
老
朽
否
。
愛
孫
想
亦
長
進
、
毎
想
三
人
旅
進
折
旋
俯
仰
之
状
、
未
嘗
不
悵
然
獨
笑
也
。
此
中
凡
事
如

昨
。
…
…
（
九
郎
ど
の
は
ま
す
ま
す
学
問
に
精
進
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
、
老
い
ぼ
れ
た
私
の
こ
と
を
ま
だ
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

だ
ろ
う
か
。
お
孫
さ
ん
た
ち
も
成
長
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
、
お
三
方
が
ご
挨
拶
に
来
て
下
さ
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
、

今
で
も
悲
し
く
な
っ
て
、
ひ
と
り
笑
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
の
時
の
こ
と
が
す
べ
て
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

…
…
）

　

杜
道
源
の
子
や
孫
の
成
長
に
思
い
を
致
し
た
と
き
の
感
慨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
悵
然
獨
笑
」
と
い
う
表
現
で

あ
る
。「
悵
然
」
た
る
悲
し
み
と
「
笑
」、
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
性
が
一
つ
に
混
在
し
、
複
雑
に
絡
み
合
う
心
情
が
、
一
語
に
集
約
す
る

形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
悵
然
獨
笑
」
こ
そ
は
、
拙
論
で
見
て
き
た
蘇
軾
詩
の
悲
哀
表
現
の
特
徴
を
言
い
あ
ら
わ
す
に
ふ
さ
わ
し

い
語
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



14黄州時代の蘇軾における悲哀表現

 

﹇
注
﹈

（
1
） 

清
・
查
慎
行
註『
蘇
詩
補
註
』巻
二
一「
姪
安
節
遠
來
夜
坐
三
首
」の「
安
節
」に
つ
い
て
の
注
に「
按
後『
冬
至
日
贈
安
節
』詩
云『
瞻
前
惟
兄
三
』。
本

集『
提
刑
公
墓
表
』所
謂『
不
欺
、
不
疑
、
不
危
」也
、
與
公
爲
從
兄
弟
、
安
節
于
三
人
中
、
不
知
爲
誰
之
子
。
詩
又
云『
見
此
萬
里
姪
』、
則
新
從
眉
州

來
明
矣
。
又『
小
詩
十
四
首
』中
云『
吾
兄
喜
酒
人
、
今
汝
亦
能
飲
』、
則
爲
不
疑
等
益
信
」と
あ
る
。

（
2
） 

以
下
論
文
中
に
引
用
す
る
蘇
軾
の
詩
に
つ
い
て
は
清
・
馮
應
榴
輯
注『
蘇
軾
詩
集
合
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
一
年
、『
合
注
』と
略
す
）、
散

文
に
つ
い
て
は
孔
凡
禮
點
校『
蘇
軾
文
集
』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
六
年
、『
文
集
』と
略
す
）に
よ
る
。

（
3
） 

久
保
天
随
・
岩
垂
憲
德
・
釈
清
潭
註
解『
蘇
東
坡
全
詩
集
』（
日
本
圖
書
中
心
、
一
九
七
八
年
）巻
二
一
、四
○
五
頁
。

（
4
） 

張
志
烈
・
馬
德
富
・
周
裕
鍇
主
編『
蘇
軾
全
集
校
注
』（
河
北
人
民
出
版
社
、
二
○
一
○
年
）巻
二
一
、二
二
九
九
頁
。

（
5
） 『
漢
書
』巻
八
九「
龔
遂
傳
」に
、「
民
有
帶
持
刀
劍
者
、
使
賣
劍
買
牛
、
賣
刀
買
犢
、
曰『
何
爲
帶
牛
佩
犢
』」と
あ
る
。

（
6
） 『
三
國
志
』巻
四
八「
孫
休
傳
」の
裴
松
之
注
に
引
く『
襄
陽
記
』に
、「（
李
）衡
字
叔
平
、
…
…
衡
姪
每
欲
治
家
、
妻
輒
不
聽
、
後
密
遣
客
十
人
於
武
陵

龍
陽
汜
洲
上
作
宅
、
種
柑
橘
千
株
。
臨
死
、
敕
兒
曰『
汝
母
惡
我
治
家
、
故
窮
如
是
。
然
吾
州
里
有
千
頭
木
奴
、
不
責
汝
衣
食
、
歳
上
一
匹
絹
、
亦
可

足
用
耳
』」と
あ
る
。

（
7
） 

こ
の
他
に「
大
雪
青
州
道
上
有
懷
東
武
園
亭
寄
交
代
孔
周
翰
」（『
合
注
』巻
一
五
）に「
超
然
臺
上
雪
、
城
郭
山
川
兩
奇
絕
」、「
次
韻
參
寥
師
寄
秦
太
虛

三
絶
句
時
秦
君
舉
進
士
不
得
」（『
合
注
』巻
一
七
）に「
秦
郎
文
字
固
超
然
、
漢
武
憑
虛
意
欲
仙
」、「
趙
閱
道
高
齋
」（『
合
注
』巻
一
九
）に「
超
然
已
了

一
大
事
、
掛
冠
而
去
真
秋
毫
」、「
冬
至
日
贈
安
節
」（（『
合
注
』巻
二
一
））に「
詩
成
却
超
然
、
老
淚
不
成
滴
」、「
再
過
超
然
臺
贈
太
守
霍
翔
」（『
合
注
』

巻
二
六
）に「
超
然
置
酒
尋
舊
跡
、
尚
有
詩
賦
鑱
堅
頑
」、「
次
韻
錢
越
州
」（『
合
注
』巻
三
一
）に「
髥
尹
超
然
定
逸
羣
、
南
遊
端
爲
訪
雲
門
」、「
送
襄
陽

從
事
李
友
諒
歸
錢
塘
」（『
合
注
』巻
三
六
）に「
髥
張
既
超
然
、
老
潛
亦
絕
倫
」、「
送
宋
君
用
游
輦
下
」（『
合
注
』巻
四
九
）に「
超
然
奮
躍
去
、
勢
若
鷹

離
鞲
」と
い
う
。

（
8
） 「
書
松
醪
賦
後
」（『
文
集
』巻
六
六
）に「
今
將
適
嶺
表
、
恨
不
及
一
別
、
故
以
此
賦
爲
贈
、
而
致
思
於
卒
章
、
可
以
超
然
想
望
而
常
相
從
也
」と
あ
る
。

（
9
） 「
答
秦
太
虛
七
首
」（『
文
集
』巻
五
二
）に「
寄
示
詩
文
、
皆
超
然
勝
絕
」、「
與
陳
大
夫
八
首
」（『
文
集
』、
巻
五
六
）に「
浮
幻
變
化
、
念
念
異
觀
、
閒
居

靜
照
、
想
已
超
然
」、「
與
上
官
彝
三
首
」（『
文
集
』巻
五
七
）に「
詩
篇
多
寫
洞
庭
君
山
景
物
、
讀
之
超
然
神
往
於
彼
矣
」と
あ
る
。

（
10
） 

保
苅
佳
昭「
蘇
軾
の
超
然
台
の
詩
詞

─
煕
寧
九
年
に
起
こ
っ
た
詩
禍
事
件
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』、
一
九
九
九
年
、
第
五
一
集
）七
○
頁
。
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（
11
） 「
蘇
潛
聖
挽
詞
」（『
合
注
』巻
一
四
）に「
惟
我
閒
思
十
年
事
、數
行
老
淚
寄
西
風
」、「
去
歲
九
月
二
十
七
日
、在
黃
州
生
子
遯
、小
名
幹
兒
、頎
然
穎
異
、

至
今
年
七
月
二
十
八
日
病
亡
于
金
陵
、
作
二
詩
哭
之
」（『
合
注
』巻
二
三
）に「
歸
來
懷
抱
空
、
老
淚
如
瀉
水
」と
あ
る
。

（
12
） 
北
宋
・
李
彌
遜
の「
六
月
四
日
飯
石
門
風
雷
大
作
而
雨
不
成
滴
戲
以
詩
趣
之
」（『
筠
谿
集
』巻
一
二
）の
場
合
は
、
詩
に「
雨
華
如
棼
絲
、
熟
視
乃
不
見
」

と
あ
る
の
で
、「
水
滴
を
形
成
し
な
い
」例
で
あ
る
。
王
之
道「
彥
嘉
通
守
當
今
之
俊
偉
人
也
余
心
向
慕
之
…
…（
其
二
）」（『
相
山
集
』巻
一
）に「
簷

聲
決
江
河
、
傾
瀉
不
成
滴
」と
あ
る
の
は
、「
多
く
流
れ
る
」例
。
南
宋
・
楊
冠
卿
の「
秋
懷
十
首
微
雲
淡
河
漢
疎
雨
滴
梧
桐
為
韻（
其
八
）」（『
客
亭
類

稿
』巻
一
一
）に
、「
晚
雲
蹔
垂
陰
、
零
露
不
成
滴
」、
明
・
史
鑒「
送
節
推
華
公
謫
官
」（『
西
村
集
』巻
二
）に「
浮
雲
忽
歸
山
、
霖
雨
不
成
滴
」と
あ
る
の

は
、
い
ず
れ
も「
水
滴
を
形
成
し
な
い
」例
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 

杜
甫「
雨
不
絶
」（『
全
唐
詩
』巻
二
二
九
）に
は「
鳴
雨
既
過
漸
細
微
、
映
空
搖
颺
如
絲
飛
」と
あ
っ
て
、
同
様
の
雨
の
姿
を
描
写
す
る
。

（
14
） 『
世
説
新
語
』德
行
に「
王
戎
、
和
嶠
同
時
遭
大
喪
、
俱
以
孝
稱
。
王
雞
骨
支
牀
、
和
哭
泣
備
禮
。
武
帝
謂
劉
仲
雄
曰『
卿
數
省
王
、
和
不
。
聞
和
哀
苦

過
禮
、
使
人
憂
之
』。
仲
雄
曰『
和
嶠
雖
備
禮
、
神
氣
不
損
。
王
戎
雖
不
備
禮
、
而
哀
毀
骨
立
。
臣
以
和
嶠
生
孝
、
王
戎
死
孝
。
陛
下
不
應
憂
嶠
、
而
應

憂
戎
』」と
あ
る
。

（
大
学
院
研
究
生
）
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SUMMARY

論黄州時期蘇軾悲哀感的表現
─以 “詩成却超然，老淚不成滴” 爲線索

 趙 蕊蕊

　　元豐二年，蘇軾因寫詩諷刺王安石新法主張，被貶黃州。元豐四年十一

月，科舉失意的姪子安節於回蜀途中繞道黃州前來探望，常與蘇軾飲酒夜坐，

交游賦詩。《冬至日贈安節》即此期間蘇軾贈與安節的詩歌。詩以 “詩成却超

然，老淚不成滴” 結束全篇，傳達給讀者豐富及不確定的情感想象，不同學者

對此二句也持有異議。本文將就此問題展開論述，通過分析蘇軾與安節交往的

詩歌創作，發現其在抒發情感時，內心常常形成兩種完全相反的情感趨向。這

兩種情感趨向交叉融合，以 “悲歡一體” 的方式呈現給讀者。本論文將著重闡

釋詩中 “超然”，“不成滴” 的含義，進而探究其作品中詩人在面對挫折時體現

的超然精神及其立身處世時採取的人生態度，並以此為基礎深入探討蘇軾悲哀

情感的表達方式。


