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六
月
二
十
日
夜
渡
海 

 
 

六
月
二
十
日 

夜 

海
を
渡
る 

蘇 

軾 

 

元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
六
十
五
歳 

六
月
二
十
日
、
海
南
島
を
離
れ
北
へ
海
を
渡
る
船
中
で
作
る
。 

１ 

參
橫
斗
轉
欲
三
更 

参 し

ん

横
よ
こ
た

は
り 

斗 と

転
じ
て 

三
更
な
ら
ん
と
欲 す 

２ 

苦
雨
終
風
也
解
晴 

苦
雨

く

う 

終
風 

也ま

た
解よ

く
晴は

る 

３ 

雲
散
月
明
誰
點
綴 
雲
散
じ 

月
明あ

き

ら
か
に
し
て
誰た

れ

か
点
綴

て
ん
て
つ

せ
ん 

４ 

天
容
海
色
本
澄
淸 

天
容

て
ん
よ
う 

海
色

か
い
し
ょ
く 

本も
と 

澄
清

ち
ょ
う
せ
い 

５ 

空
餘
魯
叟
乘
桴
意 

空
し
く
余
す 
魯
叟

ろ

そ

う 

桴ふ

に
乗
ず
る
の
意 

６ 

粗
識
軒
轅
奏
樂
聲 

粗ほ
ぼ 

識し

る 

軒
轅

け
ん
え
ん 

楽
を
奏
す
る
の
声 

７ 

九
死
南
荒
吾
不
恨 

南
荒

な
ん
こ
う

に
九
死
せ
る
も
吾わ

れ

は
恨う

ら

み
ず 

８ 

茲
游
奇
絕
冠
平
生 

茲こ

の
游ゆ

う 

奇
絶
な
る
こ
と 
平
生

へ
い
ぜ
い

に
冠か

ん

た
り 

【
語
釈
】
●

渡
海…

査
注
に
引
く
王
氏
の
交
広
春
秋
に
よ
れ
ぱ
、
雷
州
半
島
の
先
の
徐
聞

県
か
ら
、
晴
れ
た
無
風
の
日
に
は
海
南
島
が
み
え
、
風
向
き
が
よ
け
れ
ば
一
日
一
夜
で

渡
る
、
と
い
う
。
●

参
横
斗
転…

夜
の
時
間
の
経
過
を
あ
ら
わ
す
。
●

終
風…

終
日
吹
き

や
ま
ぬ
風
。●
誰
点
綴…

こ
の
晴
れ
渡
っ
た
空
の
明
月
に
微
雲
を
点
綴
す
る
こ
と
な
ど
誰

が
し
よ
う
か
」
と
い
う
こ
と
。
●

魯
叟…

孔
于
の
こ
と
。
孔
子
は
魯
の
国
の
人
。
叟
と
は

長
老
の
称
。
●

乗
桴…

論
語
の
公
冶
長
篇
に
み
え
る
孔
子
の
こ
と
ぱ
、「
道
行
は
れ
ず
、

桴
に
乗
っ
て
海
に
浮
か
ば
ん
。
我
に
従
ふ
者
は
其
れ
由
か
」
を
指
す
。
こ
の
詠
嘆
の
こ

と
ぱ
の
う
ら
に
は
、
熾
烈
な
時
世
救
済
の
意
欲
が
う
か
が
え
る
。
●

軒
轅
奏
楽
声…

上
古

の
理
想
の
帝
王
、
黄
帝
は
、
軒
轅
氏
。
荘
子
の
天
運
篇
に
黄
帝
が
「
咸
池
の
楽
」
を
洞
庭

の
野
に
演
奏
す
る
の
を
北
門
成
が
聞
い
て
、
始
め
懼
れ
、
中
ほ
ど
で
怠
り
、
終
わ
り
に

は
惑
う
た
と
い
う
。
黄
帝
は
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
き
か
せ
、
悟
道
の
境
界
に
入
る
次

第
を
教
え
る
。
●

南
荒…

荒
は
と
お
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。 
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【
解
釈
】
参
宿
は
横
た
わ
り
斗
杓
も
転
じ
て
、
夜
は
ま
も
な
く
三
更
に
な
る
。
人
を
悩
ま
す
な
が
雨
も
、

ひ
ね
も
す
吹
き
す
さ
ぷ
風
も
晴
れ
る
時
が
来
れ
ば
晴
れ
る
も
の
な
の
だ
。 

 

い
ま
、
雲
は
散
り
つ
く
し
月
が
明
ら
か
に
照
る
夜
空
に
は
、
む
ら
く
も
一
つ
も
点
ず
る
こ
と
は
許
さ

れ
ま
い
。
大
空
の
よ
う
す
も
海
の
色
も
、
か
よ
う
に
清
く
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
の
が
本
来
の
す
が
た
な

の
だ
。
む
か
し
孔
子
が
、「
道 

行
は
れ
ず
、
桴
に
乗
り
て
海
に
浮
ば
ん
」
と
言
わ
れ
た
、
そ
う
し
た
気

も
ち
も
、
わ
た
し
の
心
に
ま
だ
い
く
ら
か
残
っ
て
は
い
る
が
、
い
ま
で
は
も
う
無
意
味
な
こ
と
。
む
し

ろ
、
そ
の
か
み
の
黄
帝
、
軒
轅
氏
が
洞
庭
の
野
で
奏
さ
れ
た
と
い
う
古
楽
の
妙
味
が
、
少
し
は
わ
か
り

か
か
っ
て
来
た
よ
う
に
思
う
。 

漢
詩
大
系 

近
藤
光
男
よ
り
抄
出 

【
参
考
】 

『
咸
池
の
楽
』
と
は
？
音
楽
に
よ
る
魂
の
目
覚
め
｜
道
家
の
中
国
古
代
音
楽 

「
咸
池
楽
論
」
は
道
家
の
音
楽
の
哲
学
を
代
表
す
る
音
楽
論
。
＊
咸
池
と
は
咸
（
あ
ま
ね
く
）
池
（
う

る
お
す
）
の
意
味
。 

 

こ
の
楽
は
、
日
常
的
な
生
活
に
埋
も
れ
、
常
識
的
な
価
値
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
々
が
、
そ
の
音
楽

を
聞
く
こ
と
で
「
道
」
の
世
界
に
目
覚
め
、
自
己
の
生
存
の
根
源
を
意
識
し
、
求
道
者
の
三
つ
の
精
神

的
な
状
態
（
懼
れ
、
怠
り
、
惑
い
）
を
経
験
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

第
一
奏 

懼お
そ

れ 

日
常
的
自
我
の
崩
壊 

最
初
の
段
階
で
、
音
楽
は
春
雷
の
よ
う
に
天
地
を
揺
る
が
し
、
常
に
変
化
し
続
け
る
響
き
を
展
開
し
ま

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
聴
衆
は
恐
れ
や
不
安
を
感
じ
、
日
常
的
な
自
己
の
崩
壊
を
体
験
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
世
俗
的
な
価
値
観
や
思
考
が
打
ち
破
ら
れ
、
真
実
な
る
世
界
（
道
）
に
目
覚
め
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

第
二
奏 

怠
ぐ
ん
な

り 

忘
我 

次
に
、
音
楽
は
聴
衆
の
心
の
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
心
を
怠
り
ぐ
ん
な
り
と
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
聴
衆
は
自
己
の
葛
藤
や
妄
執
か
ら
解
放
さ
れ
、
道
の
世
界
や
絶
対
無
分
節
、
無
限
の
「
方
外
」
の
世

界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

第
三
奏 

惑
と
ま
ど

い 

和
光
同
塵 

惑
い
（
と
ま
ど
い
）
最
後
に
、
音
楽
は
万
物
が
混
沌
と
し
、
生
死
虚
実
を
超
え
て
現
象
す
る
真
実
在
の

世
界
を
表
現
し
ま
す
。
聴
衆
は
常
識
的
な
思
慮
分
別
を
超
え
、
言
語
や
思
考
に
縛
ら
れ
ず
、
無
知
無
欲

の
愚
者
と
な
り
、
無
為
自
然
の
道
と
調
和
し
、
無
方
の
世
界
に
逍
遥
遊
ぶ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
音
楽
体
験
を
通
じ
て
、
個
人
の
魂
が
覚
醒
し
、
浄
化
さ
れ
、
救
済
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
道
家
の
哲
学
や
音
楽
の
理
念
が
、
音
楽
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
、
求
道
者
の
精
神
的
な
変
容
を
促
す

役
割
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

福
永
光
司
訳
「
荘
子
」
天
運
篇
、「
芸
術
論
集
」
咸
池
楽
論
よ
り
抜
粋
し
て
要
約
。 


