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用
現
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語
訳 

 

蘇
東
坡

そ

と

う

ば

は
元
豊
の
時
代
（1

0
7
8

～1
0
8
5

年
）

に
断
罪
さ
れ
黄
州

に
流
罪
と
な
っ
た
。
元
祐
（1

0
8
6

～1
0
9
4

年
）

の
初
め
再
度
起
用
さ
れ
て
ま
ず
登
州
の

知
事
（
地
方
官
）

と
な
り
、
ま
も
な
く
礼
部
員
外
郎
（
中
央
官
）

と
し
て
政
界
に
復
帰

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
登
州
か
ら
都
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
道
中
偶

然
、
か
つ
て
彼
を
有
罪
と
し
た
裁
判
官
に
出
会
っ
た
。
そ
の
者
は
と
て
も
恥
ず

か
し
そ
う
に
し
て
い
る
。
蘇
東
坡
は
彼
に
冗
談
を
言
っ
た
。 

「
一
匹
の
蛇
が
人
に
噛
み
つ
い
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
蛇
は
死
後
、
冥
界

め
い
か
い

の
裁

判
官
に
生
前
の
罪
を
裁
か
れ
、
死
刑
に
該
当
す
る
と
宣
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
蛇

は
弁
解
し
た
。
『
た
し
か
に
罪
を
犯
し
ま
し
た
が
、
良
い
事
も
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
罪
を
償
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
』
裁
判
官
、
『
お
前
の
言
う
良
い
事
と
は

何
か
？
』
蛇
、
『
私
の
体
に
は
黄 こ

う

が
有
り
、
そ
れ
で
病
気
を
治
す
こ
と
が
で
き
、

す
で
に
数
人
の
命
を
救
っ
て
い
ま
す
。』
そ
こ
で
事
務
官
（
裁
判
官
の
助
手
）

が
調
査

す
る
と
ウ
ソ
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
無
罪
と
な
っ
た
。 

 

し
ば
ら
く
す
る
と
事
務
官
が
一
匹
の
牛
を
連
れ
て
法
廷
に
入
っ
て
き
て
言
う
。

『
こ
の
牛
は
角
で
人
を
突
き
殺
し
ま
し
た
。
こ
の
牛
も
死
刑
に
該
当
し
ま
す
。
』

牛
が
言
う
。『
私
の
体
に
も
黄
が
あ
り
、
そ
れ
で
病
気
を
治
し
、
蛇
と
同
様
数
人

の
命
を
救
っ
て
い
ま
す
。』
し
ば
ら
く
し
て
こ
の
牛
も
無
罪
と
な
っ
た
。
ま
た
し



ば
ら
く
す
る
と
事
務
官
が
一
人
の
人
間
を
法
廷
に
連
れ
て
来
て
言
っ
た
。『
こ
の

者
は
生
前
殺
人
の
罪
を
犯
し
な
が
ら
運
よ
く
死
刑
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
今
死
刑
に
処
す
べ
き
で
す
。』
被
告
人
は
あ
わ
て
て
自
分
の
体
に
も
黄

が
あ
る
と
言
っ
た
。
裁
判
官
は
激
怒
し
、
そ
の
者
を
の
の
し
っ
た
。『
蛇
黄
も
牛

黄
も
薬
に
な
る
こ
と
は
天
下
周
知
の
事
実
だ
。
し
か
し
お
前
は
人
間
で
あ
る
。

い
っ
た
い
（
お
前
の
体
内
に
）
ど
ん
な
黄
が
あ
る
と
い
う
の
か
！
』
裁
判
官
の

部
下
た
ち
が
か
わ
る
が
わ
る
訊
問
す
る
と
被
告
人
は
追
い
詰
め
ら
れ
、
遂
に
言

っ
た
。『
私
に
は
特
に
（
薬
に
な
る
）
コ
ウ(

黄 こ
う)

は
あ
り
ま
せ
ん
。
恥 は

じ

の
コ
ウ(

惶 こ
う)

が
ち
ょ
っ
と
あ
る
だ
け
で
す
。』」 

訳
注 

１
官
と
吏
：
官
僚
制
度
に
お
い
て
、「
官
」
は
高
級
官
僚
、「
吏
」
は
下
級
官
僚
。

し
た
が
っ
て
「
冥
官
」
は
現
在
の
日
本
に
お
け
る
裁
判
官
、
「
吏
」
「
獄
吏
」
は

裁
判
事
務
官
に
当
た
る
。 

音
読
用
書
き
下
し
文
※
音
読
の
た
め
ル
ビ
の
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は
今
の
か
な
づ
か
い
に
変
更
。 

 

東 と
う

坡 ば

元 げ
ん

豊 ぽ
う

の
間
に
御 ぎ

ょ

史 し

の
獄
に
繋 つ

な

が
れ
て
黄
州
に
謫 た

く

せ
ら
る
。
元 げ

ん

祐 ゆ
う

の
初
め
、

起
こ
さ
れ
て
登
州
に
知 ち

た
り
て
、
未 い

ま

だ

幾
い
く
ば
く

な
ら
ず
し
て
、
礼 れ

い

部 ぶ

員 い
ん

外
郎

が
い
ろ
う

を
以 も

っ

て
召 め

さ
る
。
道
中

偶
た
ま
た
ま

当
時
の
獄
官

ご
く
か
ん

に
遇 あ

ふ
に
、
甚

は
な
は

だ
愧 は

づ
る
色 い

ろ

有
り
。
東 と

う

坡 ば

之 こ
れ

に

戯
た
わ
む

れ
て
曰 い

は
く
、
「
蛇
有
り
て
螫 か

み
て
人
を
殺
し
、
冥
官

め
い
か
ん

の
追 つ

い

議 ぎ

す
る
所



と
為 な

り
、
法
は
死
に
当
た
る
。
蛇
前 す

す

み
訴
へ
て
曰
は
く
、『
誠

ま
こ
と

に
罪
有
り
、
然 し

か

れ

ど
も
亦 ま

た
功
有
り
、
以
て
自

み
ず
か

ら

贖
あ
が
な

ふ
べ
し
。
』
と
。
冥
官
曰
は
く
、
『
何
の
功

な
る
か
。』
と
。
蛇
曰
は
く
、『

某
そ
れ
が
し

に
黄 こ

う

有
り
、
病

や
ま
い

を
治 な

お

す
べ
し
、
活 い

か
す
所

と
こ
ろ

已 す
で

に
数
人
な
り
。
』
と
。
吏 り

考
験

こ
う
け
ん

す
る
に
固 も

と

よ
り
誣 し

ひ
ざ
れ
ば
、
遂 つ

い

に

免
ま
ぬ
か

る
る

を
得 う

。
良 や

や

久 ひ
さ

し
く
し
て
、
一
牛
を
牽 ひ

き
て
至 い

た

る
。
獄
吏

ご

く

り

曰
は
く
、『
此 こ

の
牛
触 つ

き

て
人
を
殺
す
。
亦 ま

た
死
に
当
た
る
。
』
と
。
牛
曰
は
く
、
『
我
も
亦
た
黄
有
り
、

以
て
病
を
治
す
、
亦
た
数
人
を
活
か
す
。
』
と
。
良 や

や

久 ひ
さ

し
く
し
て
、
亦
た

免
ま
ぬ
か

る

る
を
得 う

。
之 こ

れ

を
久
し
く
し
て
獄
吏
一
人
を
引
き
て
至
る
。
曰
は
く
、『
此
の
人
生

け
る
と
き
常 か

つ

て
人
を
殺
す
も
、
幸

さ
い
わ

ひ
に
し
て
死
を

免
ま
ぬ
か

る
。
今
当 ま

さ

に
命
を
還 か

え

す

べ
し
。』
と
。
其
の
人
倉 そ

う

皇 こ
う

と
し
て
妄 み

だ

り
に
亦 ま

た
黄
有
り
と
言
ふ
。
冥
官
大
い
に

怒
り
、
之 こ

れ

を
詰 な

じ

り
て
曰
は
く
、『
蛇 じ

ゃ

黄 こ
う

・

牛
ぎ
ゅ
う

黄 こ
う

皆 み
な

薬
く
す
り

に
入 い

る
こ
と
、
天
下
の
共

に
知
る
所
な
り
。
汝
は
人 ひ

と

為 た

り
、
何 な

ん

の
黄 こ

う

か
之 こ

れ
有
ら
ん
。』
と
。
左
右

交
こ
も
ご
も

訊 と

ふ
に
、
其 そ

の
人
窘 く

る

し
む
こ
と

甚
は
な
は

だ
し
く
し
て
、
曰
は
く
、
『
某
に
は
別 べ

つ

に
黄 こ

う

無

し
。
但 た

だ
些

い
さ
さ

か
の
慚
惶

ざ
ん
こ
う

有
る
の
み
。』」
と
。 

□
論
文
で
は
な
い
の
で
話
の
内
容
は
や
さ
し
い
が
、
や
さ
し
い
時
は
取
り
こ
ぼ

し
が
こ
わ
い
。
解
答
は
慎
重
に
。 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
読
む 



 
説
明
・
注
に
答
え
あ
り
！1

7
6

に
よ
り
、
原
文
で
は
な
く
第
４
問
の
説
明
文
か

ら
し
っ
か
り
読
む
。
原
文
は
傍
線
(1)
が
読
め
な
い
の
で
、
１
行
だ
け
で
読
む
の

を
停
止
。 

 

「
蘇
東
坡
は
…
捕
え
ら
れ
、
黄
州
に
流
さ
れ
、
復
権
…
」 

 

な
お
、
説
明
文
中
の
「
讒 ざ

ん

言 げ
ん

」
は
「
○
○
く
ん
が
悪
い
こ
と
を
し
て
ま
す
よ
、

と
皇
帝
に
チ
ク
ル
こ
と
」。
分
か
ら
な
く
と
も
支
障
は
な
い
。 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
読
む 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
10  

 

う
し
ろ
か
ら
な
が
め
て
、
読
め
る
文
は
最
終
行
だ
け
。 

 

「
そ
の
人
く
る
し
む
こ
と
甚
だ
し
く
し
て
曰
は
く
『
某
に
は
別
に
黄
な
し
。

た
だ
い
さ
さ
か
の
慚
惶
あ
る
の
み
』」 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

共
通
す
る
言
葉
を
探
す
が
、
説
明
文
に
は
答
え
が
あ
る
の
で
、
説
明
文
中
の

「
黄
州
に
流
さ
れ
た
」
を
含
む
選
択
肢
は
①
②
④
。
こ
の
①
②
④
と
最
終
行
で

共
通
項
を
確
認
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

最
終
行 

黄 

慚
惶 

 
 
 
 

①
黄 

 
 
 
 

②
黄 

 
 
 
 

④
黄 

慚
惶 



 
こ
れ
で
④
が
し
っ
か
り
正
解
候
補
に
な
る
。
そ
し
て
④
の
選
択
肢
が
話
の
全

体
像
だ
か
ら
、
こ
れ
を
読
ん
で
退
却
す
る
。 

問
１{

漢} 

（
１
）「
未
幾
」
の
読
み
と
意
味
は
「  

い

ま

ダ 

 

未
レ

 
 
 

ず
シ
テ 

幾

い
く
ば
く
ナ
ラ

：
未 い

ま

だ

幾
い
く
ば
く

な

ら
ず
し
て
：
し
ば
ら
く
し
て
」1

4
1

だ
か
ら
⑤
の
「
ま
も
な
く
」
が
正
解
。 

問
２{

ら
る}  

『
受
身
』
の
公
式

2
2

の
②
「
爲 な

ル
二

彼
女
ノ

所
と
こ
ろ
ト

一

振 ふ
ル

」（
彼
女
の
振
る
所

と
爲 な

る
・
彼
女
に
フ
ラ
れ
る
）
の
問
題
。
傍
線
部
の
「
為
冥
官
所
追
議
」
に
着

目
す
る
と
、
公
式
ど
お
り
「
冥
官
の
追
議
す
る
所
と
為
る
」
だ
か
ら
、
正
解
は

①
の
「
冥
官
の
追
議
す
る
所
と
為
り
」。 

問
３{

漢}{

熟} 

傍
線
部
の
「
然
れ
ど
も
」
の
読
み
と
訳
は
、「
然 し

か

り
・
そ
う
だ
」1

4
8

か
ら
「
然 し

か

れ
ど
も
・
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
→

…
だ
が
、」
と
な
り
逆
接
と
わ
か

る
。
そ
こ
で
「
…
で
す
が
、」
の
②
③
⑤
の
ど
れ
か
が
正
解
。
次
に
、
傍
線
部
の

「
誠
」
の
訳
は
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳

で
正
解
探
せ
！
」1

7
4

か
ら
、
「
誠
実
」
→
①
「
実
際
」、
あ
る
い
は
「
実
」
を
も

う
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
「
事
実
」
→
②
「
た
し
か
に
」
⑤
「
本
当
は
」。
傍
線
部
の

「
可
」
の
訳
も
熟
語
化
に
よ
り
、「
可
能
」
→
②
「
で
き
ま
す
」
、
あ
る
い
は
「
許

可
」
→
⑤
「
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
」。
あ
と
は
傍
線
部
「
有
功
」
の
単
純
な
訓

読
の
「
功
有 あ

り
」
か
ら
、
②
の
「
功
績
も
あ
っ
て
」
が
正
解
。
⑤
の
「
功
徳
に

よ
っ
て
」
な
ら
ば
傍
線
部
は
「

因

 

よ
リ

レ

功

 

こ
う
ニ

」
あ
る
い
は
「

由

 

よ
リ

レ

功

 

こ
う
ニ

」
と
な
っ



て
い
る
は
ず
だ
。 

問
４{

注} 
（ⅰ

）
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！
」1

7
6

に
よ

る
。
注
６
、
注
７
、
注
８
、
注
９
、
お
よ
び
問
２
の
選
択
肢
の
語
句
を
ひ
ろ
っ

て
最
初
の
Ｘ
の
前
を
訳
し
て
み
る
と
、 

「
蛇
有
り
て
…
人
を
殺
し
…
裁
判
官
…
罪
を
裁
く
…
死
に
当
た
る
。
蛇
…
訴
へ

て
曰
は
く
…
『
…
黄
有
り
…
活
か
す
所
已 す

で

に
数
人
な
り
』 

…
取
り
調
べ
る
と
…
い
つ
わ
っ
て
言
う
の
で
は 

な
い
の
で
←
ザ
レ
バ
＝
已
然
形
＋
ば 

遂 つ
い

に
Ｘ
。」 

ま
た
、
問
４
の
説
明
文
は
「（ⅰ

）
の
解
答
を
ふ
ま
え
て
…
判
決
理
由
を
説
明

し
た
も
の
と
し
て
…
（ⅱ

）
…
か
ら
選
べ
。」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、 

 
 
 

（ⅰ

）
＝
Ｘ
が
判
決 

 
 
 

（ⅱ

）
＝
判
決
Ｘ
の
理
由
＝
「
…
い
つ
わ
っ
て
言
う
の
で
は
な
い

の
で
」 

だ
と
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
（ⅰ

）
は
判
決
を
あ
ら
わ
す
言
葉
だ
。
こ
こ

で
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」

1
7
4

を
使
う
と
、
①
の
「
免
」
は
「
免
許
」
→
「
許
す
」
→
無
罪
。「
免
罪
（
無
罪
）」

と
い
う
熟
語
を
知
っ
て
い
た
ら
も
っ
と
簡
単
。
④
の
「
死
」
は
「
死
罪
」
→
「
死

刑
」。
他
の
選
択
肢
は
判
決
に
関
係
が
な
い
。 



次
に
、
注
11
「
蛇
黄
・
牛
黄
」
が
「
薬
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
蛇
が
「
訴

へ
て
」
言
っ
た
「
黄
有
り
…
活
か
す
所
已 す

で

に
数
人
な
り
」
の
「
黄
」
は
注
11
の

「
蛇
黄
」
＝
「
薬
」
で
あ
り
、
こ
の
薬
で
人
の
病
気
を
治
し
た
の
だ
か
ら
蛇
は

無
罪
。
よ
っ
て
正
解
は
①
。 

（ⅱ

）
①
の
「
死
罪
」
、
②
③
の
「
罪
を
償
わ
せ
る
」
は
キ
ズ
。
⑤
の
「
無
罪
」

は
ひ
っ
か
け
で
、
選
択
肢
⑤
の
「
大
勢
」
と
い
う
語
句
が
蛇
と
牛
の
訴
え
の
中

の
「
数
人
」
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
キ
ズ
。
そ
し
て
「
無
罪
」
を
ひ
と
ひ
ね
り

し
た
「
罪
を
許
す
」
④
が
正
解
。 

問
５ 

丁
寧
に
キ
ズ
を
探
す
。
①
は
「
理
路
整
然
」
が
傍
線
Ｄ
直
前
の
「
妄 み

だ

り

に
言
ふ
」
と
矛
盾
。
③
「
自
分
に
も
…
黄
が
欲
し
い
」
が
傍
線
部
直
前
の
「
黄

有
り
」
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
キ
ズ
。
④
「『
黄
』
の
用
い
方
を
知
ら
ず
」
は
本

文
に
な
い
。
残
っ
た
②
と
⑤
を
見
る
と
、
傍
線
Ｄ
が
わ
か
ら
な
い
と
し
て
も
、

最
終
行
の
結
論
部
分
に
「
某
に
は
別
に
黄
無
し
」
と
あ
る
の
で
、
②
の
「
人
も

…
体
内
に
『
黄
』
が
あ
る
の
を
良
い
こ
と
に
」
が
キ
ズ
と
な
り
、
⑤
の
「
体
内

に
『
黄
』
が
あ
る
と
…
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
う
」
が
正
解
。 

問
６{

ン
ヤ} 

反
語

6
6

①
「
何

な
ん
ノ 

Ａ コ
ト
カ 

之

 

こ
レ 

有 あ
ラ
ン

」「
ど
う
し
て
Ａ
で
あ
ろ
う
か
、
い

や
」。 

こ
の
公
式
中
の
Ａ
に
黄
を
代
入
す
る
と
、
③
「
何
の
黄
か
之 こ

れ
有
ら
ん
」

と
な
る
。 



問
１{
漢}{

熟}

（
２
）
傍
線
部
直
前
の
「
左
右
」1

4
8

の
訳
は
「
部
下
」。
あ
と
は
受

験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」1

7
4

か
ら
、
傍
線
部
の
「
交
」
と
傍
線
部
直
後
の
「
訊
」
の
熟
語
・
訳
を
探
っ
て
い

く
と
、「
部
下
が
交
互
に
訊 じ

ん

問 も
ん

す
る
と
」
と
い
う
訳
が
適
当
と
わ
か
る
。
す
る
と

「
交
互
」
→
②
「
か
わ
る
が
わ
る
」
が
正
解
。 

問
７{

主
張} 

理
解
し
て
解
こ
う
と
し
て
も
無
理
。
最
初
の
作
業
【
筆
者
の
主
張
を

つ
か
む
】
に
よ
り
、
最
初
の
２
行
（
説
明
文
を
含
む
）・
最
後
の
３
行
・
問
７
の

選
択
肢
で
共
通
す
る
言
葉
が
多
い
選
択
肢
を
探
す
と
、
正
解
候
補
は
④
だ
っ
た

ね
。
④
の
内
容
に
特
に
問
題
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
正
解
に
し
て
お
け
ば
よ
い
。

で
も
、
納
得
し
な
い
人
の
た
め
に
各
選
択
肢
の
キ
ズ
を
指
摘
し
て
お
く
。 

②
「
恨
み
の
気
持
ち
が
完
全
に
消
え
た
」
な
ら
ば
獄
官
を
「
恥
じ
て
恐
れ
入

る
」
注1

2

状
態
に
は
し
な
い
。
①
「
執
拗
…
気
迫
」
⑤
「
辛
辣
」
は
原
文
の
「

戯
た
わ
む

れ
て
曰
は
く
」
と
比
べ
て
強
す
ぎ
る
の
で
キ
ズ
。
③
は
よ
さ
そ
う
な
の
で
、
こ

れ
に
迷
う
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
格
的
説
明
を
行
う
。 

 

末
尾
の
其
人
の
弁
解
は
次
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

 

某
そ
れ
が
し

に
は 

 
 
 

黄 こ
う 

無
し 

 
 
 

 

但 た

だ 
 
 
 
 
 

惶 こ
う 

有
る
の
み 

 

こ
こ
で
「
黄
」
と
「
惶
」
は
同
音(

く
わ
う
＝
コ
ウ)

。「
無
し
」
と
「
有
る
」



は
反
対
概
念
。
つ
ま
り
、
其
人
の
セ
リ
フ
は
「
コ
ウ
は
な
い
け
ど
コ
ウ
は
あ
り

ま
す
」
と
い
う
し
ゃ
れ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
④
で
は
「
こ
の
『
黄 こ

う

』

と
同
じ
音
の
語
を
含
む
『
慚
惶 こ

う

』
を
話
の
結
末
に
効
果
的
に
用
い
る
」
と
し
て

い
る
の
だ
。
で
も
、
わ
ず
か
な
解
答
時
間
で
こ
こ
ま
で
わ
か
る
受
験
生
は
皆
無
。

だ
か
ら
、
不
安
な
気
持
ち
を
抱
え
つ
つ
、
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
筆
者
の
主
張
を

つ
か
め
ば
勝
つ
。
で
も
、 

 

「
コ
ウ
は
な
い
け
ど
コ
ウ
は
あ
り
ま
す
」
は
筆
者
の
主
張
な
の
か
？ 

 

そ
の
と
お
り
筆
者
の
主
張
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
末
尾
の
一
文
は
落
語
の
「
オ
チ
」

に
あ
た
り
、
論
文
の
結
論
と
同
じ
よ
う
に
、
話
し
手
・
書
き
手
が
ど
う
し
て
も

言
い
た
い
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
「
言
い
た
い
こ
と
」
は
「
主
張
」
だ
よ
ね
。 


