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は
じ
め
に

元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
蘇
軾
は
朝
廷
を
誹
謗
す
る
詩
を
書
い
た
罪
に
問
わ
れ
、
御
史
台
の
獄
に
繋
が
れ
た
。
旧
法
党
と
新
法
党

の
政
治
闘
争
の
中
で
起
こ
っ
た
筆
禍
事
件
、
い
わ
ゆ
る
烏
台
詩
案
で
あ
る
。
蘇
軾
は
下
獄
中
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
怖
と
常
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
十
月
十
五
日
、
太
皇
太
后
が
薨
じ
た
た
め
、
恩
赦
が
下
り
死
罪
を

免
れ
、
検
校
水
部
員
外
郎
・
黄
州
団
練
副
使
を
責
授
し
、
左
遷
地
の
黄
州
へ
と
赴
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
投
獄
・
左
遷
と
い
う
一
連

の
出
来
事
は
蘇
軾
に
と
っ
て
今
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
政
治
的
・
社
会
的
挫
折
で
あ
っ
た
。

元
豊
四
年
（
一
〇
八
一
）
の
冬
、
黄
州
滞
在
中
の
蘇
軾
の
も
と
を
、
科
挙
試
験
に
落
第
し
蜀
へ
帰
郷
す
る
途
中
の
甥
安
節
が
尋
ね
て

き
た
。
安
節
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
は
未
詳
だ
が
、
蘇
軾
の
従
兄
の
不
疑
（
字
は
子
明
）
の
子
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
る（

１
）。

蘇
軾
は
、
こ
の
甥
と
の
別
れ
に
際
し
て
「
伯
父
『
送
先
人
下
第
帰
蜀
』
詩
云
『
人
稀
野
店
休
安
枕
、
路
入
霊

関
穏
跨
驢
。』
安
節
将
去
、
為
誦
此
句
、
因
以
為
韻
作
小
詩
十
四
首
送
之
（
伯
父
の
「
先
人
の
下
第
し
て
蜀
に
帰
る
を
送
る
」
詩
に
云

蘇
軾
の
黄
州
左
遷
期
の
詩
に
つ
い
て

―
甥
安
節
を
送
る
詩
を
中
心
に

―

山　

上　
　
　

恵
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う
「
人
は
野
店
に
稀
に
し
て
枕
に
安
ん
ず
る
を
休や

め
よ
、
路
は
霊
関
に
入
れ
ば
穏
や
か
に
驢
に
跨
ら
ん
」
と
。
安
節
将
に
去
ら
ん
と

し
、
為
に
此
の
句
を
誦
し
、
因
り
て
以
っ
て
韻
と
為
し
小
詩
十
四
首
を
作
り
て
之
を
送
る
。）」
と
題
す
る
詩
を
書
い
て
い
る
（
合
注
巻

二
十
一
。
以
下
「
送
安
節
十
四
首
」
と
略
称
す
る
）。
詩
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蘇
軾
の
伯
父
に
も
科
挙
に
落
第
し
た
蘇
軾
の
父
、

蘇
洵
を
送
る
詩
が
あ
っ
た
。
蘇
軾
は
そ
の
詩
句
に
用
い
ら
れ
る
十
四
の
文
字
を
韻
字
と
し
て
十
四
首
の
五
言
絶
句
を
作
り
、
安
節
に

贈
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
蘇
軾
に
は
、
五
言
絶
句
の
連
作
は
こ
の
詩
以
外
に
も
七
例
あ
る
が
、
う
ち
六
例
は
叙
景
詩
で
あ
り
、
一
例
は

題
画
詩
で
あ
る）

2
（

。
こ
れ
ら
の
作
に
は
「
送
安
節
十
四
首
」
の
よ
う
に
自
ら
の
心
情
を
率
直
に
吐
露
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
点

か
ら
見
て
も
、
蘇
軾
詩
の
な
か
に
あ
っ
て
特
異
な
作
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

一
．
左
遷
へ
の
思
い

「
送
安
節
十
四
首
」
は
、
帰
郷
す
る
安
節
を
見
送
る
自
分
自
身
を
う
た
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

其
一

索
漠
斉
安
郡　

　

索
漠
た
り　

斉
安
郡

従
来
著
放
臣　

　

従
来　

放
臣
を
著つ

か
し
む

如
何
風
雪
裏　

　

如い
か
ん何

ぞ　

風
雪
の
裏う

ち

更
送
独
帰
人　

　

更
に
独
り
帰
る
人
を
送
る
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其
二

痩
骨
寒
将
断　

　

痩
骨　

寒
く
し
て
将
に
断
た
れ
ん
と
し

衰
髯
摘
更
稀　

　

衰
髯　

摘つ

め
ば
更
に
稀
な
り

未
甘
為
死
別　

　

未
だ
死
別
を
為
す
に
甘
ん
ぜ
ざ
る
も

猶
恐
得
生
帰　

　

猶な
お　

生
帰
を
得
る
を
恐
る

「
斉
安
郡
」
と
は
黄
州
の
こ
と
。
黄
州
が
物
寂
し
い
土
地
で
あ
り
、
朝
廷
か
ら
放
逐
さ
れ
た
臣
下
の
流
刑
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
第
一
首
に
は
「
風
雪
裏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
候
の
悪
い
中
安
節
を
見
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
悄
然
と
し
た
蘇
軾
の
心
境
が

う
た
わ
れ
る
。
第
二
首
で
は
、
自
ら
の
肉
体
の
衰
え
の
描
写
と
と
も
に
、「
未
甘
為
死
別
、
猶
恐
得
生
帰
」
と
、
帰
郷
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
分
か
ら
な
い
不
安
を
訴
え
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
死
別
」「
生
帰
」
の
語
を
詩
中
に
使
用
す
る
例
は
「
送
安
節
十
四
首
」

以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、
故
郷
へ
生
き
て
戻
れ
な
い
こ
と
へ
の
強
い
危
惧
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
二
首
に
は
、
帰
郷
が
叶
わ
ぬ
現
状
、
そ

し
て
今
後
罪
が
許
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
不
安
感
が
率
直
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
州
の
荒
涼
と
し
た
情
景
を
描
き
、
自
ら
の
不
安
な
心
境
を
述
べ
る
詩
は
黄
州
左
遷
期
の
詩
の
中
で
「
送
安
節
十
四

首
」
が
初
め
て
の
も
の
と
な
る
。
で
は
、
こ
れ
以
前
の
詩
に
左
遷
地
の
黄
州
は
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
黄
州
に
到

着
し
て
ま
も
な
い
頃
の
作
、「
初
到
黄
州
」（
合
注
巻
二
十
）
の
頷
・
頚
聯
で
は

長
江
繞
郭
知
魚
美　

　

長
江　

郭
を
繞め

ぐ

り
て　

魚
の
美う

ま

き
を
知
り
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好
竹
連
山
覚
筍
香　

　

好
竹　

山
に
連
な
り
て　

筍
の
香
ば
し
き
を
覚
ゆ

逐
客
不
妨
員
外
置　

　

逐
客　

妨
げ
ず　

員
外
の
置
な
る
を

詩
人
例
作
水
曹
郎　

　

詩
人　

例
と
し
て
水
曹
郎
と
作な

る

と
、
左
遷
地
で
あ
る
黄
州
の
こ
と
を
風
光
明
媚
な
土
地
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
黄
州
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
安
は
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
元
豊
三
年
（
一
〇
八
〇
）
五
月
末
に
弟
の
蘇
轍
が
左
遷
先
の
筠
州
か
ら
や
っ
て
来
た
時
の
詩
、「
暁
至
巴
河
口

迎
子
由
」（
合
注
巻
二
十
）
の
第
二
十
一
〜
二
十
四
句
で
も
、

此
邦
疑
可
老　

　

此
の
邦　

老
ゆ
べ
き
か
と
疑
う

修
竹
帯
泉
石　

　

修
竹　

泉
石
を
帯
ぶ

欲
買
柯
氏
林　

　

柯
氏
の
林
を
買
わ
ん
と
欲
す

玆
謀
待
君
必　

　

玆
の
謀

は
か
り
ご
と

　

君
の
必
と
す
る
を
待
つ

と
、「
初
到
黄
州
」
と
同
じ
く
、
左
遷
先
で
予
期
せ
ぬ
山
水
の
風
景
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
喜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
黄
州
で
晩

年
を
過
ご
す
た
め
に
土
地
を
購
入
し
た
い
と
望
み
、
蘇
轍
に
対
し
て
自
分
と
と
も
に
こ
こ
で
余
生
を
過
ご
さ
な
い
か
と
誘
っ
て
い
る
。

黄
州
で
の
生
活
に
対
す
る
不
安
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
黄
州
を
好
ま
し
い
環
境
だ
と
述
べ
る
こ
れ
ら
の
詩
と
「
送
安
節
十
四
首
」

の
差
は
一
体
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
詩
の
言
葉
が
向
け
ら
れ
る
相
手
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
暁
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至
巴
河
口
迎
子
由
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
詩
を
与
え
た
相
手
の
蘇
轍
は
蘇
軾
の
罪
に
連
坐
し
て
、
左
遷
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

人
物
で
あ
る
。
蘇
轍
と
同
じ
く
蘇
軾
の
罪
に
連
坐
し
た
友
人
で
あ
る
王
鞏
の
詩
に
次
韻
し
た
「
次
韻
和
王
鞏
六
首
」
其
一
（
合
注
巻

二
十
一
）
の
第
十
三
〜
二
十
句
で
も
、

我
来
黄
岡
下　

　

我　

黄
岡
の
下
に
来
た
り
て

欹
枕
江
流
碧　

　

枕
を
江
流
の
碧
に
欹そ

ば
だつ

江
南
武
昌
山　

　

江
南
の
武
昌
山

向
我
如
咫
尺　

　

我
に
向
か
う
こ
と
咫
尺
の
如
し

春
蔬
黄
土
軟　

　

春
蔬　

黄
土
軟
ら
か
く

凍
筍
蒼
崖

　
　

凍
筍　

蒼
崖

さ

く

茲
行
我
累
君　

　

茲
の
行　

我　

君
を
累
す
る
も

乃
反
得
安
宅　

　

乃
ち
反
っ
て
宅
に
安
ん
ず
る
を
得
た
り

と
、
自
分
の
住
む
黄
州
が
、
長
江
、
そ
し
て
武
昌
山
と
い
っ
た
名
所
に
も
近
く
、
気
候
も
穏
や
か
で
食
べ
物
に
も
不
自
由
し
な
い
土
地

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
左
遷
地
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
「
暁
至
巴
河
口
迎

子
由
」
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
送
安
節
十
四
首
」
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
蘇
轍
や
王
鞏
と
い
っ
た
自
分
の
罪
に

よ
っ
て
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
人
物
に
対
し
て
は
、
自
ら
の
現
状
に
対
す
る
不
安
感
を
訴
え
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
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る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
王
鞏
に
送
っ
た
「
次
韻
和
王
鞏
六
首
」
其
五
に
は
、

巧
語
屢
曽
遭
薏
苡　

　

巧
語　

屢し
ば
しば

曽
て
薏よ

く
い苡

に
遭
い

廋
詞
聊
復
託
芎
藭　

　

廋
詞　

聊い
さ
さか

復ま
た　

芎
き
ゅ
う
き
ゅ
うに

託
す

と
い
う
二
句
が
あ
る
。
前
句
は
讒
言
を
受
け
た
馬
援
の
故
事）

3
（

を
典
故
と
し
て
用
い
、
自
分
の
気
持
ち
を
巧
み
に
表
す
言
葉
の
せ
い
で
い

わ
れ
の
な
い
謗
り
を
受
け
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
る
。
後
句
に
は
、
楚
と
蕭
と
が
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
蕭
人
の
還
無
社
と
楚
人
の

申
叔
展
が
大
っ
ぴ
ら
に
話
す
こ
と
が
で
き
ず
、
謎
か
け
で
も
っ
て
会
話
し
た
故
事）

4
（

を
引
き
、
今
後
は
少
な
い
言
葉
の
中
で
隠
語
を
使
っ

て
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
い
っ
て
い
る
。
筆
禍
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
蘇
軾
は
、
詩
を
作
る
際
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く

な
り
、
親
し
い
人
物
に
向
け
た
詩
の
な
か
で
も
自
分
の
本
心
を
覆
い
隠
し
た
表
現
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
著
名
な
文
人
で
も
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
官
僚
で
も
あ
る
蘇
軾
の
作
品
は
、
常
に
第
三
者
、
特
に
朝
廷
の
権
力
者
の
批
判
の
目
に
晒

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
蘇
軾
が
詩
を
送
っ
た
相
手
で
あ
る
蘇
轍
や
王
鞏
も
蘇
軾
と
同
じ
立
場
で
あ
る
文
人
官
僚
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
彼
ら
に
送
っ
た
詩
は
、
自
ず
と
第
三
者
の
目
を
意
識
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
彼
ら

に
向
け
て
書
か
れ
た
詩
に
は
黄
州
で
の
不
安
が
直
截
に
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
左
遷
に
対
す
る

不
安
や
不
満
を
訴
え
る
こ
と
は
左
遷
中
の
身
と
し
て
は
当
然
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
甥
の
安
節
は
、
科
挙
試
験
に
落
第
し
官
僚
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
無
名
の
ま
ま
帰
郷
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
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「
送
安
節
十
四
首
」
其
十
二
の
第
三
・
四
句
に
も

汝
幸
無
人
知　

　

汝
幸
い
に
し
て
人
の
知
る
無
し

莫
厭
家
山
穏　

　

家
山
の
穏
や
か
な
る
を
厭
う
こ
と
莫
か
れ

と
、
安
節
が
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
無
名
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
に
対
し
て
贈
っ
た
詩
で
あ
る
た

め
、「
送
安
節
十
四
首
」
で
は
他
の
黄
州
左
遷
期
の
詩
と
は
異
な
り
、
蘇
軾
は
遠
慮
な
く
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
で
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
．
故
郷
へ
の
思
い

「
送
安
節
十
四
首
」
の
な
か
に
は
、
蘇
軾
が
故
郷
に
関
す
る
懸
念
を
安
節
に
伝
え
、
自
分
の
代
理
と
し
て
そ
れ
を
処
理
す
る
よ
う
に

依
頼
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

　

其
五

諸
兄
無
可
寄　

　

諸
兄　

寄
す
べ
き
無
し

一
語
会
須
酬　

　

一
語　

会か
な
らず

須
く
酬
ゆ
べ
し

晩
歳
倶
黄
髪　

　

晩
歳　

倶と
も

に
黄
髪
た
り
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相
看
万
事
休　

　

相
看
れ
ば　

万
事
休
す

其
六

故
人
如
念
我　

　

故
人　

如も

し
我
を
念お

も

え
ば

為
説
痩
欒
欒　

　

為
に
説
け　

痩
せ
て
欒
欒
た
り
と

尚
有
身
為
患　

　

尚な
お　

身
の
患
い
を
為
す
有
る
も

已
無
心
可
安　

　

已
に
心
の
安
ん
ず
る
べ
き
無
し

其
五
は
、
一
族
の
兄
た
ち
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
自
分
も
ま
た
年
老
い
て
人
生
の
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
言
葉
が
述

べ
ら
れ
る
。
甥
の
安
節
へ
の
詩
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
遠
く
離
れ
た
地
に
い
る
兄
た
ち
へ
人
生
に
対
す
る
あ
き
ら
め
に

も
似
た
心
境
が
伝
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
其
六
で
は
、
が
り
が
り
に
痩
せ
、
病
気
が
ち
の
体
だ
け
が
残
る
現
状
を
故

郷
の
友
人
に
伝
え
る
よ
う
安
節
に
依
頼
し
て
い
る
。
簡
潔
に
自
分
の
現
状
を
述
べ
る
こ
れ
ら
の
作
か
ら
、
蘇
軾
は
兄
た
ち
や
故
郷
の
友

人
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
兄
た
ち
や
友
人
へ
の
伝
言
だ
け
で
は
な
く
、
次
に
挙
げ
る
其
八
・
其
九
の
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
た
妻
の
墓
の
管
理
を
頼
む
言

葉
も
見
ら
れ
る
。

其
八
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東
阡
在
何
許　

　

東
阡　

何い
ず
く許

に
か
在
る

寒
食
江
頭
路　

　

寒
食　

江
頭
の
路

哀
哉
魏
城
君　

　

哀
し
い
か
な　

魏
城
君

宿
草
荒
新
墓　

　

宿
草　

新
墓
を
荒
ら
す

其
八
は
、「
東
阡
」、
す
な
わ
ち
故
郷
の
畦
道
の
回
想
か
ら
始
ま
る
。「
東
阡
」
の
語
は
蘇
軾
詩
の
な
か
で
「
送
安
節
十
四
首
」
の
其

八
・
其
九
・
其
十
に
し
か
用
例
が
な
く
、
弟
の
蘇
轍
や
父
の
蘇
洵
に
も
使
用
例
は
な
い
。
施
元
之
の
注
は
韓
愈
の
「
唐
正
議
大
夫
尚
書

左
丞
孔
公
墓
誌
銘）

5
（

」
に
「
東
阡
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

愈
又
曰
「
古
之
老
於
郷
者
、
将
自
佚
、
非
自
苦
、
閭
井
田
宅
具
在
、
親
戚
之
不
仕
与
倦
而
帰
者
、
不
在
東
阡
在
北
陌
、
可
杖

来

往
也
。
今
異
於
是
、
公
誰
与
居
。
且
公
雖
貴
而
無
留
資
、
何
恃
而
帰
。」

愈
又ま

た

曰
く
「
古
の
郷
に
老
い
る
者
は
、
将ま

さ

に
自
ら
佚
せ
ん
と
し
、
自
ら
苦
し
む
に
非
ず
。
閭り

ょ

井せ
い

田
宅
具と

も

に
在
り
、
親
戚
の
仕
え
ざ

る
も
の
と
倦
み
て
帰
り
し
も
の
は
、
東
阡
に
在
ら
ざ
れ
ば
北
陌
に
在
り
、
杖じ

ょ
う
く

し
て
来
往
す
べ
き
な
り
。
今
是
に
異
な
り
、
公
誰

と
与と

も

に
か
居
ら
ん
。
且
つ
公
貴
し
と
雖
も
留
資
無
く
、
何
を
か
恃た

の

み
て
帰
る
や
。」
と
。

こ
こ
で
の
「
東
阡
」
は
「
北
陌
」
と
対
を
な
し
、
故
郷
の
畦
道
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
「
送
安
節
十
四
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首
」
に
お
け
る
「
東
阡
」
は
単
な
る
故
郷
の
畦
道
で
は
な
い
。「
寒
食
」
と
い
う
節
句
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
・
四

句
で
妻
の
墓
が
荒
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
憐
れ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
妻
の
墓
へ
向
か
う
道
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
こ
の
妻
と
は

最
初
の
夫
人
王
弗
の
こ
と
で
あ
る
。
蘇
軾
が
彼
女
の
死
に
際
し
て
書
い
た
「
亡
妻
王
氏
墓
誌
銘
」（
文
集
巻
十
五
）
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。

　

治
平
二
年
五
月
丁
亥
、
趙
郡
蘇
軾
之
妻
王
氏
、
卒
于
京
師
。
六
月
甲
午
、
殯
于
京
城
之
西
。
其
明
年
六
月
壬
午
、
葬
於
眉
之
東
北

彭
山
県
安
鎮
郷
可
龍
里
先
君
先
夫
人
墓
之
西
北
八
歩
。

治
平
二
年
五
月
丁
亥
、
趙
郡
蘇
軾
の
妻
王
氏
、
京
師
に
卒
す
。
六
月
甲
午
、
京
城
の
西
に
殯
す
。
其
の
明
年
六
月
壬
午
、
眉
の
東

北 

彭
山
県
安
鎮
郷
可
龍
里 

先
君
・
先
夫
人
の
墓 

西
北
八
歩
に
葬
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
王
弗
は
治
平
二
年
（
一
〇
六
五
）
五
月
二
十
八
日
に
没
し
た
。
京
城
の
西
に
し
ば
ら
く
安
置
さ
れ
た
後
、
翌
年
六

月
に
蘇
軾
の
父
母
の
墓
の
傍
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
記
述
よ
り
蘇
軾
の
家
の
墓
は
眉
州
の
東
北
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
東
阡
」
と

は
、
漠
然
と
し
た
故
郷
の
東
の
道
な
の
で
は
な
い
。
一
族
の
者
な
ら
ば
具
体
的
に
想
像
で
き
る
「
東
の
道
」
を
指
し
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
正
月
十
八
日
蔡
州
道
上
遇
雪
、
次
子
由
韻
二
首
」　

其
一
（
合
注
巻
二
十
）
に
見
ら
れ
る
、
故
郷
の
旧
宅
の

南
軒
を
指
す
「
南
軒）

6
（

」
と
同
様
、
一
族
の
者
な
ら
ば
言
葉
だ
け
で
そ
の
対
象
を
具
体
的
に
想
像
で
き
る
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
妻
の
墓

が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
右
の
詩
に
は
、
久
し
く
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
妻
の
墓
参
り
が
で
き
な
い
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こ
と
に
対
す
る
自
責
や
悔
恨
の
念
も
重
ね
て
表
さ
れ
て
い
よ
う
。

妻
の
死
、
そ
し
て
妻
の
墓
に
つ
い
て
は
、
蘇
軾
は
詞
に
も
う
た
っ
て
い
る
。
熙
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
正
月
二
十
日
に
作
ら
れ
た
次

の
詞
（『
東
坡
楽
府
』
巻
下
）
が
そ
れ
で
あ
る）

7
（

。

【
江
城
子
】　

乙
卯
正
月
二
十
日
夜　

記
夢　

十
年
生
死
両
茫
茫
。
不
思
量
。
自
難
忘
。
千
里
孤
墳
、
無
処
話
凄
凉
。
縦
使
相
逢
応
不
識
、
塵
満
面
、
鬢
如
霜
。

夜
来
幽
夢
忽
還
郷
。
小
軒
窓
。
正
梳
粧
。
相
顧
無
言
、
唯
有
涙
千
行
。
料
得
年
年
腸
断
処
、
明
月
夜
、
短
松
岡
。

こ
の
十と

と
せ年

、
生
者
と
死
者
と
は
、
ま
す
ま
す
遠
く
な
っ
た
。
思
い
か
え
そ
う
と
は
し
な
い
。
で
も
、
忘
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
遠
い
遠
い
か
な
た
の
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
塚つ

か

。
こ
の
や
る
せ
な
さ
を
訴
え
よ
う
処
と
て
な
い
。
た
と
い
出
あ
え
た
と
し
て

も
、
お
ま
え
は
「
知
ら
な
い
ひ
と
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
私
は
塵ち

り

に
ま
み
れ
、
鬢び

ん

は
霜
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ゆ
う
べ
の
か
そ
け
き
夢
に
、
ゆ
く
り
な
く
故ふ

る
さ
と里

に
帰
っ
た
私
は
見
た
、
私こ

べ
や室

の
ま
ど
べ
、
お
ま
え
が
化
粧
し
て
い
る
の
を
。
私
の

ほ
う
を
ふ
り
む
い
た
が
、
こ
と
ば
は
な
く
、
た
だ
は
ら
は
ら
と
千ち

す
じ
の
涙
を
流
し
て
い
た
。
あ
あ
、
こ
れ
か
ら
は
、
来
る
年
も

来
る
年
も
、
は
ら
わ
た
ち
ぎ
れ
る
ば
か
り
思
い
つ
づ
け
る
の
は
、
き
っ
と
月
の
さ
や
か
な
夜
の
、
ま
だ
た
け
も
の
び
ぬ
松
林
の
丘

（
お
ま
え
の
お
く
つ
き
の
あ
る
場
所
。）

こ
の
詞
に
は
、
亡
妻
の
王
氏
、
そ
し
て
彼
女
の
墓
の
こ
と
を
思
う
蘇
軾
の
悲
痛
な
思
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
蘇
軾
は
故
郷

か
ら
遠
く
離
れ
た
密
州
に
知
事
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
妻
の
霊
が
寂
し
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
死
別
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の
悲
し
み
が
切
々
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
送
安
節
十
四
首
」
其
八
は
、
同
じ
よ
う
に
妻
へ
の
墓
が
う
た
わ
れ
て
い
る

と
は
い
う
も
の
の
、
右
の
詞
ほ
ど
に
は
妻
の
追
憶
を
直
接
表
し
て
は
い
な
い
。
墓
が
草
で
荒
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
妻
の
墓
の
管
理
が

行
き
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
る
。

其
九

臨
分
亦
泫
然　

　

分わ
か

れ
に
臨
み　

亦ま
た　

泫
然
た
り

不
為
窮
途
泣　

　

途み
ち

に
窮
ま
り
て　

泣
く
を
為
さ
ず

東
阡
時
一
到　

　

東
阡　

時
に
一
た
び
到
ら
ば

莫
遣
牛
羊
入　

　

牛
羊
を
し
て　

入
ら
し
む
る
莫
か
れ

其
九
は
安
節
と
別
れ
よ
う
と
す
る
場
面
へ
と
戻
る
。
そ
し
て
安
節
に
向
け
て
管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
妻
の
墓
が
こ
れ
以
上
荒
れ

な
い
よ
う
に
、
牛
や
羊
な
ど
の
家
畜
を
む
や
み
に
入
れ
る
な
と
頼
ん
で
い
る
。「
送
安
節
十
四
首
」
は
安
節
の
帰
郷
に
際
し
て
の
作
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
墓
の
管
理
の
依
頼
と
い
う
、
蘇
軾
が
抱
え
て
い
た
故
郷
に
ま
つ
わ
る
懸
念
が
前
面
に
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
兄
た
ち
や
友
人
へ
の
伝
言
、
そ
し
て
亡
妻
の
墓
の
管
理
に
つ
い
て
安
節
へ
頼
ん
で
い
る
作
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
い
ず
れ
も

平
易
な
言
葉
を
用
い
て
、
あ
た
か
も
手
紙
を
書
く
か
の
よ
う
に
、
帰
郷
す
る
安
節
に
故
郷
へ
の
思
い
を
託
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

望
郷
の
念
を
型
ど
お
り
に
う
た
う
詩
の
よ
う
に
、
観
念
的
に
故
郷
を
美
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
こ
と
が
ら
に
則
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

「
送
安
節
十
四
首
」
に
は
、「
未
甘
為
死
別
、
猶
恐
得
生
帰
」
の
よ
う
に
、
自
分
の
心
情
を
飾
ら
ず
に
率
直
に
表
現
し
た
詩
句
が
多

く
見
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
甥
の
安
節
と
い
う
、
気
心
の
知
れ
た
血
縁
者
に
あ
て
た
作
で
あ
る
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
安
節
が
政
治
的
に
全
く
無
名
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
と
も
に
左
遷
さ
れ
た
官
僚
で
あ
る
蘇
轍
や
王
鞏
と
の

や
り
と
り
と
比
べ
て
、
自
分
の
心
情
を
よ
り
素
直
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。

著
名
な
文
人
と
し
て
常
に
作
品
が
他
者
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
蘇
軾
が
、
自
ら
の
心
情
を
素
直
に
表

現
し
た
数
少
な
い
作
品
と
し
て
、「
送
安
節
十
四
首
」
は
注
目
す
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
よ
う
。

【
注
】※

本
稿
で
は
蘇
軾
の
詩
は
『
蘇
文
忠
公
詩
合
注
』（
馮
応
榴
輯
訂　

中
文
出
版
社　

一
九
七
九
年
）
を
底
本
と
し
、
文
は
『
蘇
軾
文
集
』（
孔
凡
礼

点
校　

中
華
書
局　

一
九
八
六
年
）
を
底
本
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
合
注
、
文
集
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
詞
は
『
東
坡
楽
府
』（
上
海
古
籍
出
版

社　

一
九
七
九
年
）
を
底
本
と
し
た
。
作
品
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
『
蘇
軾
年
譜
』（
孔
凡
礼
撰　

中
華
書
局　

一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
1
） 「
姪
安
節
遠
来
夜
坐
三
首
」（
合
注
巻
二
十
一
）
の
査
開
補
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
、
与
公
為
従
兄
弟
、
安
節
于
三
人
中
、
不
知
為
誰
之
子
。
詩
又
云
「
見
此
万
里
姪
」。
則
新
従
眉
州
来
明
矣
。

又
「
小
詩
十
四
首
」
中
云
「
吾
兄
喜
酒
人
、
今
汝
亦
能
飲
」。
則
為
不
疑
等
益
信
。
若
子
由
之
子
、
則
応
従
宦
游
筠
州
、
不
当
復
入
蜀
也
。」
と

あ
る
。
王
文
誥
（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
二
十
一　

中
華
書
局　

一
九
八
二
年
）
及
び
孔
凡
礼
（『
蘇
軾
年
譜
』
巻
二
十
）
は
、「
題
子
明
詩
後　

并

魯
直
跋
」（
文
集
巻
六
十
八
）
の
「
吾
兄
子
明
、
旧
能
飲
酒
、
至
二
十
蕉
葉
、
乃
稍
酔
。
…
…
（
中
略
）
…
…
姪
安
節
自
蜀
来
。
云
子
明
飲
酒
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不
過
三
蕉
葉
。
吾
少
年
望
見
酒
盞
而
酔
、
今
亦
能
三
蕉
葉
矣
。」
を
根
拠
と
し
、
安
節
を
不
疑
の
子
と
す
る
。

（
2
） 

蘇
軾
の
三
首
以
上
の
五
絶
連
作
の
題
を
以
下
に
挙
げ
る
。

  
「
次
韻
子
由
岐
下
詩
」（
合
注
巻
三
）〔
二
十
一
首
連
作
〕、「
出
都
来
陳
。
所
乗
船
上
有
題
小
詩
八
首
。
不
知
何
人
、
有
感
于
余
心
者
。
聊
為
和

之
。」（
合
注
巻
六
）〔
八
首
連
作
〕、「
盧
山
五
詠
」（
合
注
巻
十
三
）〔
五
首
連
作
〕、「
留
題
石
経
院
三
首
」（
合
注
巻
十
五
）〔
三
首
連
作
〕、

「
初
入
廬
山
三
首
」（
合
注
巻
二
十
三
）〔
三
首
連
作
〕、「
雍
秀
才
画
草
虫
八
物
」（
合
注
巻
二
十
四
）〔
八
首
連
作
〕、「
慈
雲
四
景
」（
合
注
巻

五
十
）〔
四
首
連
作
〕

（
3
） 『
後
漢
書
』
馬
援
伝

  

初
、
援
在
交
阯
、
常
餌
薏
苡
実
、
用
能
軽
身
省
欲
、
以
勝
瘴
気
。
南
方
薏
苡
実
大
、
援
欲
以
為
種
、
軍
還
、
載
之
一
車
。
時
人
以
為
南
土
珍

怪
、
権
貴
皆
望
之
。
援
時
方
有
寵
、
故
莫
以
聞
。
及
卒
後
、
有
上
書
譖
之
者
、
以
為
前
所
載
還
、
皆
明
珠
文
犀
。

（
4
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年

  

還
無
社
与
司
馬
卯
言
、
号
申
叔
展
。
叔
展
曰
「
有
麦
麹
乎
。」
曰
「
無
。」「
有
山
鞠
窮
乎
。」
曰
「
無
。」「
河
魚
腹
疾
奈
何
。」
曰
「
目
於

井

而
拯
之
。」「
若
為
茅

。
哭
井
則
己
。」
明
日
蕭
潰
。
申
叔
、
視
其
井
則
茅

存
焉
。
号
而
出
之
。

（
5
） 『
韓
昌
黎
文
集
校
注
』
巻
七
（
馬
其
昶
校
注　

馬
茂
元
整
理　

上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
七
年
）。
訓
読
は
『
韓
愈　

Ⅱ
』（
世
界
古
典
文

学
全
集　

清
水
茂
訳　

筑
摩
書
房　

昭
和
六
十
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
6
） 「
正
月
十
八
日
蔡
州
道
上
遇
雪
、
次
子
由
韻
二
首
」　

其
一
（
合
注
巻
二
十
）
第
五
・
六
句

  

憶
我
故
居
室
、
浮
光
動
南
軒
。

（
7
） 

訳
文
は
『
蘇
軾　

下
』（
中
国
詩
人
選
集　

小
川
環
樹
注　

岩
波
書
店　

昭
和
三
十
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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概　略

淺析蘇軾黃州左遷期的詩
―以送侄安節的詩爲中心―

山上　恵

本稿以蘇軾的〈〈伯父“送先人下第歸蜀”詩云“人稀野店休安枕、路
入靈關穩跨驢”。安節將去、爲誦此句、因以爲韻作小詩十四首送之〉〉詩 ( 以
下、略稱爲〈〈送安節十四首〉〉) 爲中心進行探討。這是蘇軾被左遷黃州的
元豐四年 ( 一○八一 ) 冬，送與科舉落第於返鄉途中來訪的侄子安節的作品。

此時的蘇軾，不僅僅是有名的詩人，也是身在朝廷的“官人”。他人特
別是中央政權如何理解自己的作品對他來說是不得不顧慮的事情。況且因爲
筆禍事件 ( 烏臺詩案 ) 而遭到左遷之後，這更是他深爲顧慮的。但是，在蘇
軾的〈〈送安節十四首〉〉中，他使用平易的語言率直的敘述自己的感慨，甚
而進一步涉及到了私人問題。這是值得注目的。

與蘇軾送給同樣是官人而遭到左遷的兄弟蘇轍、朋友王鞏等人的詩相比，
〈〈送安節十四首〉〉自由地抒發了作者蘇軾的感慨。其理由之一可以說是因
爲表達對象是深知自己性情的血緣親族。而作爲這一親族的安節在政治上是
完全不爲人所知的，這應該說是尤爲重要的一點吧。

キーワード：蘇軾,  安節,  黃州,  左遷,  故鄉




