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 書
晁
補
之
所
藏
與
可
畫
竹
三
首 

其
一  

晁
補
之

ち
ょ
う
ほ
し

が
蔵
す
る
所
の
与
可

よ

か

の
画え

が

け
る
竹
に
書
す 

三
首 

１ 
與
可
畫
竹
時 

与
可
の 

竹
を
画
く
時  

 
 

 

２ 

見
竹
不
見
人 

竹
を
見
て 

人
を
見
ざ
り
き 

 
 

３ 

豈
獨
不
見
人 

豈
に
独 た

だ 

人
を
見
ざ
る
の
み
な
ら
ん
や 

 

４ 

嗒
然
遺
其
身 
嗒
然

と
う
ぜ
ん

と
し
て 

其
の
身
を
遺 わ

す

る 
 

 
 

５ 

其
身
與
竹
化 

其
の
身 
竹
と
化 か

し
て  

 
 

６ 

無
窮
出
淸
新 

無
窮 

清
新
を
出 い

だ
せ
り 

 
 

 

７ 

莊
周
世
無
有 

荘
周
は 

世
に
有
る
こ
と
無
し 

 
 

 

８ 

誰
知
此
疑
神 

誰
か 

此
の
神 し

ん

に
疑 に

た
る
を
知
ら
ん 

【
語
釈
】
○
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
五
十
二
歳
の
作
。
蘇
軾
は
前
年
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
都
に
在
っ
て
、

中
書
舎
人
お
よ
び
翰
林
学
士
と
な
っ
て
い
た
。
皇
帝
の
勅
書
お
よ
ぴ
親
任
官
の
辞
令
を
起
草
す
る
職
で

あ
り
、
こ
の
年
に
は
侍
読
の
職
を
兼
ね
、
幼
い
哲
宗
皇
帝
の
教
師
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
○
晁
補

之…

（
一
〇
五
三
～
一
一
一
〇
）
字
は
无
咎
。
鉅
野
（
今
の
山
東
省
鉅
野
県
）
の
人
。
父
の
端
友
が
杭

州
の
官
と
な
っ
た
機
会
に
蘇
軾
に
面
会
し
、
文
学
の
才
を
認
め
ら
れ
た
。
時
に
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
以

後
蘇
軾
の
門
人
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
蘇
門
四
学
士
の
一
人
。 

○
文
与
可…

（
一
〇
一
八
～
一
〇
七
九
）

文
同 

字
は
与
可
。
梓
潼
（
四
川
省
の
県
）
の
人
。
蘇
軾
と
は
い
と
こ
同
士
。
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が

詩
人
と
し
て
も
名
が
あ
り
、
詩
集
「
丹
淵
集
」
四
十
巻
が
あ
る
。
画
は
特
に
竹
の
画
が
有
名
。
蘇
軾
の

こ
の
詩
は
文
同
の
死
後
の
作
。
こ
れ
も
題
画
詩
。 

○
嗒
然…

心
う
つ
ろ
な
さ
ま
。
忘
我
の
境
地
に
達

し
た
さ
ま
。「
荘
子
」（
斉
物
論
篇
）
○
与
竹
化…

竹
と
融
合
同
化
す
る
。
○
無
窮
出
清
新…

無
窮
の
二

字
は
出
の
副
詞
。
清
新
を
出
だ
す
こ
と
窮
り
無
し
の
意
。 

○
疑
神
「
荘
子
」
の
『
志
を
用
い
て
分
た
ざ

れ
ば
、
乃
ち
神
に
凝
す
』（
達
生
篇
）
の
こ
と
ば
を
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
凝
は
疑
と
書
く
の
が
正

し
く
、
「
志
が
純
一
で
あ
れ
ば
、
鬼
神
か
と
疑
わ
れ
る
」
の
意
だ
と
い
う
（
王
先
謙
「
荘
子
集
解
」
の

説
）。
蘇
軾
の
こ
の
詩
も
凝
神
と
な
っ
て
い
る
本
が
あ
る
が
、
宋
本
は
疑
神
で
あ
る
の
に
従
う
。 

【
解
釈
】
文
与
可
が
竹
の
画
を
か
い
て
い
る
時
に
は
、
目
の
中
に
は
竹
だ
け
が
あ
り
、
人
な
ど
見
え
も

し
な
か
っ
た
。
人
が
目
に
は
い
ら
な
い
ば
か
り
か
、
自
身
の
肉
体
さ
え
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
の
だ
。

か
れ
自
身
が
竹
と
一
体
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
、
新
鮮
な
構
図
が
か
ぎ
り
な
く
現
れ
て
き
た
。
荘
周

の
ご
と
き
す
ぐ
れ
た
哲
学
者
は
今
の
世
に
は
決
し
て
な
い
。
と
す
れ
ば
。
此
の
画
の
奥
に
あ
る
精
神
の

純
一
を
理
解
す
る
人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
（
そ
れ
は
鬼
神
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
）。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
國
詩
人
選
集 

蘇
軾 

小
川
環
樹
よ
り
抄
出 

 

《
墨
竹
圖
》
文
同 
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其 

三  
１ 
晁
子
拙
生
事 

晁
子

ち
ょ
う
し 

生
事

せ

い

じ

に
拙せ

つ

に
し
て 

２ 

舉
家
聞
食
粥 

家
を
舉あ

げ
粥か

ゆ

を
食
ら
う
と
聞
く 

 
 

 
 

３ 

朝
來
又
絕
倒 

朝
来

ち
ょ
う
ら
い 

又
た
絶
倒

ぜ
っ
と
う

す 
 

 
 

 

４ 

諛
墓
得
霜
竹 

諛
墓

ゆ

ぼ 

霜
竹
を
得
た
り 

 
 

 
 

５ 

可
憐
先
生
盤 
憐

あ
わ
れ

む
可
し 

先
生
の
盤ば

ん 
 

 
 

 

６ 

朝
日
照
苜
蓿 

朝
日

ち
ょ
う
じ
つ 

苜
蓿

も
く
し
ゅ
く

を
照
ら
す 

 
 

 
 

７ 

吾
詩
固
云
爾 

吾わ
が

詩 

固も
と

よ
り
爾し

か
云
う 

 
 

 
 

８ 

可
使
食
無
肉
＊ 

食
に
肉 

無な

か
ら
使し

む
べ
し 

＊
吾
舊
詩
云 

可
使
食
無
肉
，
不
可
使
居
無
竹 

吾
が
舊
詩
に
云
ふ
食
に
肉
無
か
ら
使
む
可
し 

居
に
竹
無
か
ら
使
む
可
か
ら
ず
と 

【
語
釈
】
○
拙
生
事…

顔
真
卿
の
「
李
太
保
に
与
ふ
る
帖
」
に
「
生
事
に
拙
に
し
て
、
家
を
挙
げ
て
粥
を
食

ふ
」
○
絶
倒…

笑
う
に
せ
よ
、
悲
し
む
に
せ
よ
、
お
よ
そ
感
情
が
極
点
に
達
し
て
、
外
形
に
あ
ふ
れ
出
る
こ

と
。
○
諛
墓…

墓
に
諛(

へ
つ
ら)

う
。
金
を
も
ら
う
た
め
に
は
筆
を
曲
げ
て
も
死
者
を
ほ
め
そ
や
し
た
墓
誌
銘

を
書
く
こ
と
。
○
盤…

さ
ら
。
○
苜
宿…

う
ま
ご
や
し
。
唐
の
薛
令
之
は
東
宮
侍
読
と
な
っ
た
と
き
、
自
ら
そ

の
生
活
の
貧
寒
な
さ
ま
を
悼
む
詩
を
作
っ
た
。
「
朝
日
上
り
て
団
団
た
り
、
照
ら
し
見
る
先
生
の
盤
。
盤
中
何

ん
の
有
る
所
ぞ
、
苜
宿
長
じ
て
闌
干
た
り
。…

」
○
吾
詩
「
於
潜
の
僧
緑
筠
軒
」
を
さ
す
。 

書
李
世
南
所
畫
秋
景
二
首 

其
一 

（
一
〇
八
七
年
）  

１ 

野
水
參
差
落
漲
痕  

 

野
水 

参
差
と
し
て 

漲
痕 

落
つ 

２ 

疏
林
攲
倒
出
霜
根 

  

疏
林 

攲
倒
し
て 

霜
根
を
出
だ
す 

３ 

扁
舟
一
棹
歸
何
處  

 

扁
舟
一
棹 

何
の
処
に
か
帰
る 

４ 

家
在
江
南
黃
葉
村  

 

家
は 

江
南 

黄
葉
の
村
に
在
り 

【
語
釈
】
○
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）

52

歳
、
京
師
の
官
に
在
っ
て
作
る
。 

○
李
世
南…

字
は
唐
臣
、
安
粛
（
河
北
省
徐
水
県
）
の
人
。
官
は
大
理
寺
丞
に
な
り
、
画
家
で
山
水
画
に
長
じ
て

い
た
。
○
野
水…

野
な
か
の
流
れ
。
○
参
差…

ふ
ぞ
ろ
い
な
よ
う
す
。
こ
こ
は
水
が
い
く
す
じ
に
も
分
か
れ
て

流
れ
る
さ
ま
か
。
○
漲
痕…

水
量
が
多
い
と
き
、
つ
け
る
あ
と
。
○
攲
倒…

傾
き
倒
れ
る
。
○
霜
根…

根
は
痕

跡
。
○
扁
舟…

小
舟
。
扁
は
小
さ
い
の
意
は
平
声
、
平
た
い
の
意
は
去
声
。
○
櫂…

棹
、
長
い
の
を
櫂
。 

【
通
釈
】
野
中
の
流
れ
は
、
気
ま
ま
に
流
れ
て
、
水
か
さ
の
多
か
っ
た
と
き
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
ま
ば 

ら
な
林
は
、
傾
き
倒
れ
か
か
っ
て
、
霜
に
い
た
め
ら
れ
た
跡
も
あ
ら
わ
で
あ
る
。 

 

流
れ
に
さ
お
さ
す
一
艘
の
舟
が
帰
り
ゆ
く
の
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
家
は
、
川
の
南
、
木
々
の 

も
み
じ
し
た
村
に
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

漢
詩
大
系 

蘇
東
坡 

近
藤
光
男
よ
り
抄
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
通
釈
】
晁
さ
ん
は
生
計
を
た
て
る
に
は
拙
く

て
、
一
家
を
あ
げ
て
粥
を
す
す
っ
て
い
ら
れ

る
。
そ
れ
が
諛
墓
の
文
を
書
い
て
、
霜
竹
の
画

幅
を
得
ら
れ
た
と
聞
き
、
今
朝
ほ
ど
か
ら
、
わ

た
く
し
は
笑
い
こ
ろ
げ
て
し
ま
っ
た
。
お
き
の

ど
く
に
晁
先
生
の
今
朝
の
食
膳
の
お
皿
に
は

〔
唐
の
東
宮
侍
読
薛
令
之
そ
の
ま
ま
に
〕
う
ま

ご
や
し
が
盛
ら
れ
て
、
そ
れ
を
朝
日
が
照
ら
し

て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
が
以
前
作
っ

た
詩
に
は
こ
う
う
た
っ
て
は
い
る
ん
だ
が
。
❘

「
食
事
に
肉
が
な
く
て
も
よ
い
が
、
家
に
竹
が

無
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
。 

 


