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陶
淵
明

「

読
山

海
経
」

詩
に

つ

い

て

武

　
井

　
満

　
幹
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一

　

　

　
　

　
ゆ

　
『

陶
淵

明

集
』

の

巻

四

に

「

読

山

海
経
（

山

海

経
を

読
む
）
」

と

題
す
る

十
三

首
の

連
作
詩
が

あ
る

。

こ

の

詩
は

陶
淵
明
の

連
作

詩
の

中
で

は
、

「

飲
酒
」

二

十
首
に

次

ぐ
長
さ

と

な
っ

て

い

る
。

だ

が
、

「

飲

酒
」

詩
が

陶

淵
明
の

文
学
を

語
る

と

き

に

そ

の

中
心

に

位
置
づ

け
ら

れ

る

の

に

比
べ

て
、

「

読

山

海
経
」

詩
は
、

そ

れ

ほ

ど

高
い

評
価
は

与
え
ら

れ

て

い

な
か

っ

た

よ

う
に

見
受
け

ら

れ

る
。

た

だ

「

読
山
海
経
」

詩
の

中
で

も

く

其
一
V

に

限
っ

て

言
え

ば
、

『

文

選
』

に

も

収
め

ら

れ
て

お

り
、

評
価
は

高
か
っ

た

も

の

と

思
わ

れ
る

。

こ

の

連

作
詩
は
、

題
に

は
っ

き

り
と

読
後
の

感
を

述
べ

た

と

記
さ

れ

て

い

る
こ

と

か

ら
、

読
書
と
い

う

点
か

ら

注
目

す
べ

き

作
品
と

言
え

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

　

陶

淵
明
が

読
書
を

好
ん

で
い

た

こ

と

は
、

例
え
ば

、

隠
者
と

し

て

の

理

想
像
を
書
い

た

と

考
え

ら

れ

る

「

五

柳
先
生

伝
」

の

中
に

「

好
讀

書、

不
求
甚

解
。

毎

有
會
意、

便

欣
然
忘

食
（

書
を

讀
む

こ

と

を

好
む

も
、

甚
だ

し

く

は

解
す
る

こ

と

を

求
め

ず
。

意
に

會

す

る

有
る

毎
に

、

便
ち

欣

然
と

し

て

食
を

忘
る
）

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

も

知
る
こ

と

が

で

き

る
。

本
を

読
む
こ

と

は

陶
淵
明
の

み
に

見
ら

れ

る

特
徴
だ

と
い

う
わ

け

で

は

な

い

が
、

そ

の

読
書
の

仕
方

は

淵
明
に

お

い

て

は

特
異
で

あ

る

と

言
う
こ

と

は

で

き

る
。

淵
明

の

読
書
の

方
法
や

態

度
は

今
引
い

た

「

五

柳

先
生

伝
」

に
言
口

う
よ

う
に
、

→

字
一

句
に

と

ら

わ

れ

ず、

自
分
の

意
に

か

な
っ

た

部
分

を

楽
し

む

と

い

う

も

の

で
、

「

五

柳
先

生

伝
」

の

こ

の

部

分
は
、

当
時
行
わ
れ
て

い

た

経
書
や

老

荘
関
係
の

書

物
に

対
す

る

事
細
か

い

注
釈
を
意

識
し

て

の

も

の

で

あ

る

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

　

詩
人
が

ど
ん

な

書
物
を

読
ん

で
い

た

の

か

は
、

作
品

中
の

語
句

が

ど

う
い

う

書
物
に

よ
っ

て

作
ら

れ

て

い

る
か

、

つ

ま

り

ど

の

典

籍
を

出
典
と

す

る

言
葉
か

、

を

調
べ

れ

ば
お

お

よ

そ

の

見
当
が

つ

け

ら

れ

る

で

あ

ろ

う
。

陶
淵

明
の

場

合
も

そ

の

よ

う

な

調
査
に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
　

よ
っ

て

い

く
つ

か

候
補
が

上

が
っ

て

く
る

の

で

あ
る

が
、

『 −
山

海

経
』

を

愛

読
し

て

い

た
こ

と

は
、

「

読

山
海

経
」

と

い

う

詩

題
か

一 1−一
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ら

容
易
に

知
ら

れ
る
こ

と

で

あ
る

。

題
に

は

『

山

海
経
』

を

読
む

と

だ

け

書
か

れ

て

い

る

が
、

〈

其
一
〉

の

「

周

王

の

傳

を

汎

覽

す
」

と

い

う

句
や

〈

其
二
〉

以
降
の

詩
の

内
容
か

ら

『

山
海

経
』

だ

け

で

な
く

、

『

穆

天
子

伝
』

も

読
ん

で

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

『

山
海
経
』

は
、

中

国
古
代
の

地
理

書
で

、

著
者
や

成
立
年
代
は

と

も

に

不

明

で

あ
る

。

中
国
の

山

川
絶
域
や

そ
こ

に

住
む

奇
妙
な

鳥

獣
や

植
物
、

産
物
な

ど

に

つ

い

て

書
か

れ
、

神
話

伝
説
的
要
素

の

多
い

書
物
で

あ
る

。

ま

た
、

『

穆
天

子

伝
』

は

周
の

穆
王

が

八

駿

馬
に

乗
っ

て

黄
河
の

源
や

南
方
に

旅
行
し

た

こ

と

を

記
し

た

書

物
で

、

「

山

海
経
』

と

同
じ

く

作
者
や

成
立

年
代
は

不
明
で

、

神

話
や

伝
説
と

結
び

つ

い

た

話
を

多
く

載
せ

て

い

る
。

　
「

読
山
海
経
」

詩
は
、

〈

其
一
V

を

除
い

て
一

首
が

『

山
海
経
』

の

本
文
お

よ

び

郭
璞
注
を
ふ

ま

え

た

詩
句
と
、

そ

れ

に

対
す
る

淵

明
の

コ

メ

ン

ト

を

記
す
詩

句
と

か

ら

構
成
さ

れ

て

お

り
、

そ

れ

に

よ

っ

て

『

山
海

経
』

の

中
の

ど

う
い

う

記
事
に

興
味
を

引
か

れ
、

そ

れ

に

つ

い

て

ど

う
考
え
た

の

か

知
る
こ

と

が

で

き

る
。

陶
淵
明

が

取
り

上
げ
た

『

山
海

経
』

の

記

事
は

、

現
実
と

違
う

神
仙
世
界

を
描
い

た

部

分
と

復
讐

・

死
・

殺
人
と
い

っ

た

殺
伐
と

し

た

も

の

を

取

り
上

げ
た

部

分

の

二

つ

に

分

け

ら

れ

る
。

前

者
は
、

〈

其

二
〉

か

ら

〈

其
八
〉

ま

で
、

後
者
は

八

其
九
〉

か

ら

く

其
十
三
V

ま

で
、

と

い

う

よ

う
に

詩
の

配
列
に

よ

っ

て

き

れ
い

に

分
け

る

こ

と

が

で

き

る
。

　
こ

の

詩
に

つ

い

て

は
、

こ

れ

ま

で

現
実

社
会
と

強
く

結
び
つ

け

た

解
釈
が

行
わ

れ

て

き

た
。

そ

れ
は

、

こ

の

詩
は

劉
裕
の

晋
王
室

簒
奪
に

憤
り

を

発
し

て

書
か

れ

た

も
の

、

晋
宋
の

王

朝
交
替
期
の

社
会
を

風

刺
批
判
し

た

も

の
、

と
い

う

解
釈
で

あ

る
。

ま

た
、

劉

裕
で

は

な

く

桓
玄
が

簒

奪
を

し

て

国
号
を
楚
と

し

た
こ

と

を
批

判

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

 

し

て

い

る

と
い

う

解

釈
も

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

解
釈
を

成
り

立
た

せ

て

い

る

の

は
、

こ

の

詩
の

〈

其
九
〉

か

ら
く

其

十
三
V

が

復

讐

や

死
や

殺
人
と
い

っ

た

殺
伐
と

し

た

内
容
の

も
の

を

取
り

上

げ
て

お

り、

そ

の

た

め

何
ら

か

の

寓
意
が

込

め

ら
れ
て

い

る

よ

う
に

受

け

取
れ

る
か

ら

で

あ
る

。

確
か

に

〈

其
九
〉

か

ら

ハ

其
十
三
V

ま

で

の

詩
に

は

何
か

寓
意
が

あ
る

よ

う
な

内
容
に

な
っ

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

の

寓
意
が

晋
宋
の

交

替
時
期
に

お

け

る

社
会
の

混
乱
で

あ
っ

た

と

し

て

も
、

そ

れ
は

十
三

首
の

後
半
の

詩
か

ら

は

窺
わ
れ

る

も

の

の
、

前
半
の

詩
か

ら
は

導
き

出
す

の

は

難
し
い

と

思
わ
れ

る
。

従
来
も

〈

其
九
〉

以
降
の

詩
ば

か

り

が

根
拠
と

し

て

提
示
さ

れ
、

前

半
部
の

詩
か

ら

は

寓
意
が

読
み

取
れ

る

の

か
、

あ
る

い

は

現
実
批

判
と
い

う

観
点
か

ら
見
た

場
合
に

前
半
部
の

詩
を

ど

う
説

明
す

る

の

か
、

と
い

う

点
が

明
ら
か

に

さ

れ

て

い

な
い

よ

う
で

あ

る
。

そ

し

て
、

前

半
部
と

後
半

部
と

の

つ

な

が

り

を

説
明
す

る

の

に
、

ひ

ま

な
一

時
に

『

山
海
経
』

を

読
ん

で

そ

こ

に

展
開
す
る

世

界
に

入
っ

て

い

っ

た

が
、

そ
こ

に

現
実

社
会
の

投
影
を

見
て

現
実

に

引
き

戻
さ

れ

て

し

ま
っ

た
、

と

い

う

旨
が

言
わ

れ

て
い

る
。

　

私
の

こ

の

た

び
の

考
察
で

は
、

「

読
山

海
経
」

詩

十
三

首
全

体

を
視
野
に

い

れ、

こ

れ

ま

で

と

は

異
な
っ

た

解
釈
を

試
み

、

こ

の

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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詩
の

制
作
年

代
を

推
定
し

、

さ

ら

に

こ

の

よ

う

な

詩
を
作
っ

た

陶

淵
明

の

心
境
に

論
及
し

て

み

よ

う
と

思
う

。

　

さ

て
、

「

読
山
海

経
」

詩

十
三

首
を

解
釈
す

る

に

あ
た

り
、

初

め

に

こ

の

詩
に

お

け
る

第
一

首
の

役
割
に

つ

い

て

私
の

考
え

を

述

べ

て

お

く
。

〈

其
】
〉

は

十
三

首
の

中
で

〈

其
二
〉

以

降
と

句

数

や
内

容
を
異
に

し

て

い

る

が
、

読
書
を

す
る

環

境
と

読
書
が

陶
淵

明
に

と
っ

て

ど

ん

な

も

の

で

あ
っ

た

か

を

示
す

と

と

も

に
、

〈

其

二
〉

以

降
の

詩
が

『

山
海

経
』

や

『

穆
天
子

伝
』

に

関
係
す

る
こ

と

を
示

し

て

い

る

詩
で

も
あ
る

。

今
ま

で

〈

其
］
〉

は
こ

の

詩
の

序
的
役
割
を
担
っ

て

い

る

と

指

摘
さ

れ

て

い

る

が
、

そ

の

序
的
役

割
と

い

う
こ

と

を

も

う
少
し

重

視
し

た

い
。

つ

ま

り
、

〈

其
一
〉

に

よ
っ

て

「

読
山

海
経
」

と

題
す

る
一

連
の

詩
が

場
面
や

状
況
を

与
え

ら

れ
、

そ

の

内

容
が

〈

其
二
〉

以

降
の

十
二

首
全

部
に

か

か

っ

て

い

っ

て
い

る
と

い

う
よ

う

に

考
え

た
い

の

で

あ
る

。

そ

う

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
ふ

ぎ

や

う

で

あ
る

な
ら

ば
、

淵
明
は

〈

其
一
〉

を

「

俯

仰

に

宇
宙
を

終
ふ

、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
い

か

ん

樂
し

か

ら

ず
し

て

復
た

如
何
」

と

し
め

く

く
り

、

神
仙
め

い

た

世

界
を

描
い

た

書
物
を

読
む

の

が

彼
に

と
っ

て

心

底
楽
し

く

興

味
引

か

れ

る

こ

と

で

あ
る

と

言
っ

て

い

る

が
、

そ

の

よ

う

な

気
持
ち

は

く

其
二
V

以

降
の

詩
の

根
底
に

流
れ

て

い

る

は

ず
で

あ

り
、

〈

其

十
三
V

ま

で

「

山
海

経
』

や

『

穆
天
子

伝
』

を

読
み

、

書
物
の

世

界
を
か

け

め

ぐ
る

中
で

何
か

を

感
じ
て

い

る

陶

淵
明

の

姿
が

思
い

起
こ

さ

れ

る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

そ

こ

で
、

従
来

言
わ

れ

て

い

る

現

実
批

判
と
い

う
こ

と

に

と

ら

わ

れ

ず
、

陶
淵
明
は

純
粋
に

『

山

海

経
』

と
い

う

書
物
を
読
ん

で

興

味
の

引
か

れ

た
こ

と

を

詩
に

し

た

の

で

あ

り
、

よ
っ

て

十
三

首
の

内
容
は

そ

う
い

う

書
物
の

中
で

と

ら

え

る
べ

き

で

あ
る
と
い

う

観
点
に

立

ち
、

一

首
一

首
の

内
容
と

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
 

十
三

首
全

体
の

構
成
を

以
下
に

検
討
し

て

み

る
。

　
A

其
一
＞

1
　
孟

夏

草
木
長

2
　
遶

屋
樹
扶
疏

3
　
衆
鳥
欣
有
託

4
　
吾
亦

愛
吾
廬

5
　
既

耕
亦
已

種

6
　
時
還

讀
我
書

7
　
窮
巷
隔

深
轍

8
　
頗

迴
故
人
車

9

歡

言
酌
春
酒

　
　

摘
我
園
中
蔬

10　
　
微

雨
從
東
來

11　
　
好

風
與
之
倶

12　
　
汎

覽
周
王

傳

13　
　
流

觀
山
海
圖

M　
　

俯
仰
終
宇
宙

／5　
　
不

樂
復
何
如

16

孟

夏

　
草
木
長
じ

　
　
め

ぐ

屋
を

遶
り

て

樹
は

扶
疏
た

り

　
　

　
　
　

　
　
　

　
よ

ろ

こ

衆
鳥

　
託
す
る

有
る

を

欣
び

吾
も

亦
た

吾
が

廬
を

愛
す

既
に

耕
し

亦
た

已

に

種
う

　
　
か
へ

時
に

還
り

て

我
が

書
を
讀
む

　
　

　
　
　
　

だ

ち

窮
巷

　
深
き

轍
を

隔
つ

る

も

　
　

　
　
　

　
　
め

ぐ

頗
る

故
人
の

車
を

迴

ら

し

む

歡
言
し

て

春
酒
を

酌
み

我
が

園
中
の

蔬
を

摘
む

　
　

　
　
ヒ
よ

微
雨

東
從
り

來
り

好
風

　
之
と

倶
に

す

周
工

の

傳
を
汎

覽
し

山
海
の

圖
を
流

觀
す

ふ

ぎ
や

う

俯
仰

宇

宙
を

終
ふ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
い

か

ん

樂
し

か

ら

ず
し

て

復
た

何
如

一 3 一
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〈

其
一
〉

は
、

第
一

句
か

ら

第
六

句
ま

で

に

読
書

を
す

る

環

境
を

時
節
の

面
か

ら

詠
み
、

第
七

第
八

句
で

読
書
の

場
で

あ

る

我
が

家

が

俗

世
間
と

離
れ

た

と
こ

ろ

に

あ
る
こ

と

を

言
い

、

第
十
句
か

ら

第
十
二

句
は
こ

こ

ま

で

述
べ

て

き

た

環

境
に

さ

ら
に

本
を

読
み

や

す
い

状
況
を

つ

け
加

え

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

場
所
で

『

穆
天
子

伝
』

や

『

山
海
経
』

を

気
ま

ま
に

眺
め

て

い

る

こ

と

を

述
べ

て

か

ら
、

最
後
に
、

書

物
の

世
界
を

ぐ

る

り
と
一

め

ぐ
り

す

る

こ

と

が

本
当
に

楽
し

い

の

だ

と

言
っ

て

し

め

く
く
る

。

第
十
四

句
は

「

山

海
経
」

或
い

は

「

山

海
の

書
」

で

は

な

く
、

「

山
海
の

圖
」

と

な
っ

て

お

り
、

書
物
に

ふ

さ

れ
た

図
版
の

よ

う
な

も

の

を

　
　

　
　
　

　
　
　

　
ど

見
て

い

る

こ

と

が

窺
え

る

が
、

図
版
だ

け
で

な

く

「

山
海

経
』

の

本
文
お

よ

び

郭
璞
の

注
を

読
ん

で

い

た

こ

と

は
、

〈

其
二
〉

以

降

の

詩
句
が

明
ら
か

に

そ

れ

ら

を

ふ

ま

え
て

作
ら

れ

て

い

る
こ

と

か

ら

間
違
い

な

い

で

あ
ろ

う
。

図

版
は
、

陶
淵

明
に

と
っ

て

想
像

力

た
く
ま

し

く
書

物
の

世
界
に

入
っ

て

い

く
の

に

大
い

に

役
立
っ

た

と

思
わ

れ

る
。

　
〈

其
二
V

l
　
玉

臺

凌
霞
秀

2
　
王

母
怡
妙
顔

3
　
天
地
共
倶
生

4
　
不
知
幾
何
年

5
　
靈

化
無
窮
已

　
　
　

　
　
し
の

玉

臺

　
霞
を
凌
ぎ
て

秀
で

　
　
　

　
　
　
よ

ろ

こ

王

母
　
妙
顔
を

怡
ば

す

　
　
　
と
　
　

も

天
地
と

共
倶
に

生
き

　
　
　

　
い

く

ば

く

知
ら

ず

　
幾

何
の

年
な

る
か

を

　
　
　

　
　
　
や

靈

化
　
窮
ま

り

巳

む

こ

と

無
く

6
【
’8

館
宇
非
｝

山

高
酣
發
新
謡

寧
效
俗
中
言

館
宇

　
一

山
に

非
ず

高
酣

　
新
謡
を

發
し

な

ん

　
　

　

　
　
　
　
　
　

　
　

な

る

寧
ぞ

俗
中
の

言
に

效
は

ん

第
「

句
と

第
六

句
に

西
王

母
の

住
ま
い

を

述
べ
、

第
三

第
四

句
と

第
五

句
に

不
老
や

存
在
の

永
遠

性
が

詠
ま

れ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

か

ら
、

西
王

母
の

不

思

議
さ
、

霊

妙
さ

に

つ

い

て

関
心

を

寄
せ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
。

　
A

其
三
＞

1
　
迢
遞
槐
江
嶺

2
　
是
謂
元
圃

邱

3
　
西

南
望
焜
墟

4
　
光

氣
難
與
儔

5

亭
亭
明

珊
照

6
　
落
落
清
瑤
流

7
　
恨
不
及
周

穆

8
　
託
乘
一

來
游

ア
こ

つ

て

い

　

　

　

　

　
　
　
　
く

わけ
り

う

迢

遞
た

り

　

槐
江
の

嶺

　

　
げ

ん

ぽ

是
れ

元

圃
邱
と

謂
ふ

西

南
　
焜
墟
を

望
蹴

ば

光
氣

　
與
に

儔
し

難
し

亭
亭
と

し

て

　
明
耳

　
照
り

落
落
と

し

て

　
清
瑤

　
流
る

恨
む

ら

く
は

周

穆
の

託

乘
し

て
］

た

び

來
游
せ

し

に

及
ぼ

ざ

る

を

第
二

句
の

「

元
圃
」

は

周
の

穆
天

子
が

銘
を

作
っ

て

功
績
と

徳
行

を

石
に

刻
み
つ

け

た

場
所
で

あ

り
、

第
七

第
八

句
と

考
え

合
わ
せ

れ

ば
こ

の

詩
全

体
が

穆
天

子

に

寄
せ

る

思
い

で

貫
か

れ

て

い

る
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こ

と

が

わ
か

る
。

ま
た

、

第
三

第
四

句
に

「

槐
江
」

と

い

う

山
か

ら

眺
め

ら

れ

る

崑
崙
山
の

こ

と
、

第
五

第
六

句
に

槐
江
山
の

琅
幵

と

そ

こ

に

流
れ

る

川
が

詠
ま

れ
て

お

り
、

穆
天

子

だ

け
で

は

な

く

神
仙
界
の

美
し
い

風
物
に

も

関
心
を

寄
せ

て

い

る

と

言
え

る
。

　
〈

其
四
＞

1
　
丹

木
生

何
許

2
　
乃

在
蚩
山
陽

3
　
黄
花
復
朱

實

4

食
之

壽
命
長

5
　
白
玉

凝
素
液

6
　
瑾

論
發
奇
光

7
　
豈

伊
君

子
寶

8
　
見
重

我
軒
皇

　

　
　
い

つ

く

丹

木
　
何
許
に

か

生
ず
る

　

　
み
つ

ざ

ん

　
　
み

な
み

乃
ち
山

奉
山
の

陽
に

在
り

黄

花
に

し

て

復
た

朱
實
あ

り

之
を

食
ら
へ

ば

壽

命
長
し

白
玉

　
素
液
を
凝
ら

し

さ

ん

ゆ

瑾
瑜

　
奇
光
を

發
す

壼
に

伊
れ

君
子
の

寶
の

み

な

ら

ん

や

我
が

軒
皇
に

重

ん

ぜ

ら

る

第
三

第
四

句
に

人
の

寿
命
を

延
ば

す

丹
木
の

実
を
、

第
五

第
六

句

に

美
し
い

玉

を

そ

れ

ぞ

れ

詠
み

、

こ

れ

ら

は

黄
帝
に

重
ん

じ
ら
れ

た

と

言
う

。

こ

こ

で

は

淵
明
の

関
心
は

、

長
生
き

と

黄

帝
に

あ
る

。

　
〈

其
五
＞

1
　
翩
翩
三

青
鳥

2
　
毛
色

奇
可
憐

3
　
朝
爲
王

母
使

へ

ん
ぺ

ん

翩

翩
た

る

三

青
鳥

　

　
　
　

　
　
　
あ

は

毛

色
　
奇
に

し
て

憐
れ

む
べ

し

朝
に

王

母

の

使
と

爲
り

45678

暮
歸
三

危
山

我
欲
因
此
鳥

具

向
王

母
言

在
世
無
所
須

惟
酒
與

長
年

暮
に

三

危
山
に

歸
る

我

　
此
の

鳥
に

因
り
て

つ

ぶ

さ

具

に

王

母
に

向
か

ひ

て

言
は

ん

と

欲
す

　

　
　
　

　
も

ち

世
に

在
り

て

須
ふ

る

所

無
し

惟
だ

酒
と

長
年
と

の

み

と

第
一

句
か

ら

第
四

句
に

三

青
鳥
が

ど

ん

な

鳥
な

の

か

を

書
き
、

第

五

句
か

ら

第
八

句
で

は

西
王

母
の

身
の

回
り
に

い

る
三

青
鳥
に

言

葉
を

託
し
て

酒
と

長
生

き

が

欲
し

い

と

言
っ

て

い

る
。

こ

の

詩
で

は
三

青
鳥
の

こ

と

を

詠
っ

て

い

る

が
、

そ

う

す

る

こ

と

に

よ
っ

て

間
接
的
に

西
王

母
の

不

思

議
な

力
、

霊

妙
な

力
を

期
待
し

て

い

る

の

だ

と

考
え

ら

れ

る
。

そ

の

よ

う
な

力
に

興
味
を

持
ち

、

願
い

を

か

な

え

て

も

ら
い

た
い

も

の

と

願
っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
。

　
〈

其
六
＞

1
　
逍
遙
蕪

皐
上

2
　
杳
然
望

扶
木

3
　
洪

柯
百

萬
尋

4
　
森

散
覆

暘
谷

5
　
靈

人
侍
丹
池

6
　
朝
朝
爲
日

浴

7
　
神
景
】

登
天

8
　
何
幽
不
見
燭

ポ

か

う

蕪

皐
の

上

を

逍
遙
し

え
う

ぜ
ん

杳
然
と

し

て

扶
木
を
望
む

　
　

　
　
　
じ

ん

洪
柯

　
百
萬
尋

　
　

　
　
　
や

う
こ

く

森
散
と

し

て

暘
谷
を
覆
ふ

　
　

　
　
　

　
じ

靈

人

　
丹
池
に

侍
し

朝
朝

　
日

浴
を

爲
す

神
景

　
一

た

び
天

に

登
り

　
　

　
　
て

何
の

幽
か

燭
ら

さ

れ

ざ

ら

ん
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第
二

句
に

扶
木

、

第
四

句
に

暘
谷

、

第
五

句
に

丹
池
の

霊

人
（

即

ち

羲
和
）

と
い

う
よ

う
に

太

陽
に

関
係
の

あ

る

も

の

を

取
り
上

げ
、

関
心
を

み

せ

て

い

る
。

第
七

第
八

句
で

は

太
陽
の

光
を

「

神
景
」

と

表
現
し

、

太

陽
が
］

度
天

に

上
れ

ば
、

な

ん

で

も
照

ら

し

て

し

ま

う
と

言
う

。

日

常
い

つ

も

見
る
こ

と

の

で

き

る

太
陽
が

毎
日

き

れ
い

に

洗
わ

れ

て

い

る

の

を

見
て

、

そ

う
い

う
太

陽
な

ら

ば

地
上

の

す
み

ず
み

ま

で

照
ら

す

は

ず
だ

、

と
い

う
気
持
ち

な

の

で

あ
る

　
へ
　

　

　

　

と
田
」・
つ

　
〈

其
七
V

l
　
粲

粲
三

珠
樹

2
　
寄
生

赤
水

陰

3

亭
亭
凌
風

桂

4
　
八

幹
共
成
林

5

靈

鳳
撫
雲

舞

6
　
神
鸞
調
玉

音

7
　
雖

非
世
上

寳

8
　
爰
得
王

母
心

さ

ん
さ

ん

粲
粲
た

り

　
三

珠
樹

　
　
　
み

な
み

赤
水
の

陰
に

寄
生
す

　
　
　

　
　
　

　
し
の

亭
亭
た

り

　
風
を
凌
ぐ

桂

八

幹

　
共
に

林
を
成
す

靈

鳳
　

雲
を

撫
し

て

舞
ひ

　
　
　

　
　
　
と
と

の

神
鸞

　
玉

音
を

調
ふ

世
上
の

寳
に

非
ず
と

雖
も

ア
マロ爰

に

王

母
の

心
を

得
た

り

三

珠
樹

・

桂
の

林
・

霊
鳳
・

神
鸞
を

詠
み

、

神
仙
世
界
の

美
し

さ

に

関
心
を
示
し

て

い

る
。

最
後
に

こ

れ

ら
の

宝

物
が

西
王

母
の

お

気
に

入
り
で

あ

る

こ

と

を

述
べ

て

西
王

母
へ

の

関
心
を

の

ぞ

か

せ

て

い

る
。

　
〈

其
八
＞

1
　
自
古

皆
有
没

2
　
何
人

得
靈
長

3
　
不
死
復

不
老

4
　
萬
歳
如
平

常

5
　
赤
泉
給
我
飲

6
　
員
丘
足
我

糧

7

方
與
三

辰
游

8
　
壽
考
豈

渠
央

　
よ

古
自
り

　
皆
　
没
す
る

有
り

何
人
か

得
ん

　
靈

長
に

し

て

死
せ

ず
復
た

老
い

ず

萬
歳

　
平

常
の

如
く
な

る

を

赤
泉
も

て

我
が

飲
を

給
し

員
丘

も

て

我
が

糧
を

足
せ

ば

方
に

三

辰
と

游
び

　
　

　
　
　
に

わ
　

　

　
　

つ

壽
考
　

豈
に

渠
か

に

央
き

ん

や

〈

其
八
〉

は
、

長
生
き

を

話
題
に

し

て
い

る
。

冒

頭
の

句
は

淵

明

の

別
の

詩
に

そ
っ

く
り

そ

の

ま

ま

見
え

、

そ
こ

で

は

酒
を
飲
む
こ

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

と

に

よ
っ

て

気
持
ち

を

紛
ら

わ

そ

う
と

し

て
い

る
。

こ

こ

で

は

死

へ

の

思
い

を

紛
ら
す

た

め

に

長
生
き

を
願
っ

て

泉
の

水
や

木
の

実

を
求
め

て

い

る

と

い

う

よ

り
は

、

そ
う
い

う
も

の

を

見
た

時
に

人

間
の

永
遠
の

テ

ー
マ

と

も
い

え

る

死
の

問
題
に

思
い

至
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　
こ

こ

ま

で

は
、

『

山
海

経
』

に

描
か

れ

る

非

現

実
的
な

世
界
と

そ

の

世
界
の

持
つ

不

思

議
な

力
に

興
味
を
も
っ

て

詠
ん

で

い

る
。

七

首
中
三

首
に

西
王

母

の

こ

と

に

ふ

れ
ら

れ

て

お

り
、

関
心

の

多

く

は

西
王

母
に

向
け
ら

れ

て

い

る

と
い

っ

て

も

言
い

過
ぎ
で

は

な

い

だ

ろ

う
。

〈

其

八
〉

ま

で

の

関
心

が

こ

の

よ

う

で

あ
る

の

に

対

6
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し

て
、

次
の

〈

其
九
〉

か

ら
は

興
味
の

対
象
が

変
わ
っ

て

く
る

。

　
〈

其
九
＞

1
　
夸
父
誕
宏

志

2
　
乃
與

日
競

走

3
　
倶
至

虞
淵

下

4
　
似
若

無
勝

負

5
　
神
力

既
殊

妙

6
　
傾
河

焉
足

有

7
　
餡
迹

寄
都

林

8
　
功
竟

在
身

後

か

　
ほ

　
　

た

ん
く
わ

う

夸
父

　
誕
宏
の

志

乃
ち

日

と

競
走
す

倶
に

虞
淵
の

下
に

至

り

勝

負
無
き

が

若
く
に

似
た

り

神
力
　
既
に

殊
に

妙
な

り

河
を

傾
く
る

も

焉
ん

ぞ

有
る
に

足
ら

ん

よ

せ

き

　

　
と

う
り

ん

餘
迹

　

鄰
林
に

寄
せ

　

　
お

功
の

竟
は

る

は

身
後
に

在
り

〈

其
九
〉

は

太

陽
と

競
争
を

し

た

夸

父
が

詠
ま

れ

て

い

る
。

夸
父

が

死
ぬ

間

際
に

投
げ

た

杖
が

郡

林
と

い

う

林
に

な

り
、

そ

れ

に

よ
っ

て

後
の

人
人
は

夸
父
の

こ

と

を
知
る

。

こ

れ

は

人
の

名
声
は

そ

の

人
が

死
ん

で

か

ら

得
ら

れ

る

の

だ
と

い

う
こ

と

を
示

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
。

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

書
物
の

世
界
だ
け

で

は

な

く

現
実
の

世
に

も

当
て

は

ま

る

こ

と

で

あ

り
、

そ

の

点
に

陶
淵
明

は

関
心
を

示

し

た

と

思
わ

れ

る
。

　
〈

其
十
＞

1
　
精
衞
銜
微

木

2
　
將
以

填
滄

海

　
　

　

　
　

　
ふ

く

精
衞
　
微
木
を

銜
み

　
　

　

　
　

　

う
つ

將
に

以

て

滄
海
を

填
め

ん

と

す

3456
冖
♂8

形
天

舞
干
戚

猛
志

固
常
在

同
物
既
無
慮

化
去

不
復
悔

徒
設

在
昔
心

良
晨

詛
可
待

形
天

　
干
戚
を

舞
は

し

猛
志

　
固
よ

り

常
に

在
り

物
に

同
じ

き

も

既
に

慮
る

無
く

化
し

去

り
て

復
た

悔
い

ず

　
　

　

　
　

　

　

ま
う

徒
ら
に

在
昔
の

心
を
設
く

　
　

　
な

ん

良
晨
　

誣
ぞ

待
つ

べ

け

ん

や

復
讐
と

抵

抗
と
い

う
猛
猛
し
い

志
を
持
っ

た

も

の

が
二

人
詠
ま

れ

て

い

る
。

　 

人

は

精
衛
で

、

小
さ

な
木
を
口

に

く

わ

え
て

、

自
分

を
お

ぼ

れ

さ
せ

た

海
を
う
ず
め

よ

う
と

し

て

い

る
。

も
う
一

人
は

刑
天
で

、

帝
に

首
を

切
ら
れ

た

が
、

乳
を
目
と

し
へ

そ

を
口

に

し

て

斧
と

盾
を

持
っ

て

抵
抗
を

示
し

て

い

る
。

「

山

海
経
』

で

は
、

両

者
と

も

そ

の

志
が

か

な
え

ら
れ

た

か

ど

う
か

に

ま

で

は

ふ

れ

ら

れ
て

い

な
い

。

だ

が
、

淵
明
は

、

志
を

抱
い

て

い

て

も
か

な

う
日

は

期

待
で

き

な
い

と

詩
の

最
後
に

あ

き
ら

め

の

よ

う
な

こ

と

を

言
っ

て

い

る
。

こ

れ
は

、

志
を
か

な

え

る

と

い

う
こ

と

が
、

現
実

の

世
界
で

は

難
し

く
、

ま

た

淵
明
自
身
に

も
官

僚
と

し

て

の

志
を

抱
き

な

が

ら

も
結
局
か

な

え

ら

れ

な

か

っ

た
と

い

う
経
験
が

あ
っ

た
か

ら

で

あ
る

と

思
わ

れ

る
D

　
〈

其
十
一
＞

1
　
巨
猾

肆
威
暴

2
　
欽
鵄
違

帝
旨

さ

よ
く

わワ
　
　

　
　

　
　

ほ
し

い

ま

ま

巨
猾

　
威
暴
を

肆
に

し

き
ん

び
欽
鵐

　
帝
旨
に

違
ふ

一 7 一
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窒
竅
強
能

變

祖
江

遂
獨
死

明

明
上

天
鑒

爲
惡
不

可
履

長
枯
固
已

劇

鶲
鶚

豈
足

恃

あ
つ

ゆ

知

契

竄
　

強
ひ

て

能
く

變
じ

そ

か

う

祖
江

　
遂

に

獨
り

死

す

　
　

　
　
　

　
　
　
か

が

み

明

明
た

り

　
上

天
の

鑒

　
　

　
　
　

　
り

惡
を

爲
す
こ

と

履
す
べ

か

ら

ず

　
　

　
　
　

　
　
　
は

ぼ

長
枯
　
固
よ

り

已
に

劇
し

し

ゆ
ん

が

く

　
　

　
　

　

た

の

鶲

鶚
　

豈
に

恃
む

に

足
ら
ん

や

345678

念
彼
懐
王

世

當

時
數
來
止

青
邱
有
奇
鳥

自
言
獨

見
爾

本
爲
迷

者
生

不
以

喩
君

子

念
ふ

　
彼
の

懷
王

の

世
を

當
時

　
數
し

ば

來
り

止
ま

ら

ん

青
邱
に

奇
鳥
有
り

　

　
　
　

　
　
　
あ

ら

自
ら

言
ふ

　
獨

り
見
は

る

る

の

み

と

本

　
迷

者
の

爲
に

生
ず

　

　
　
　

　
さ
と

以
て

君

子

を

喩
さ

ず
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こ

の

詩
は

、

殺
し

た
者
と

殺
さ

れ

た

者、

殺
人

と

い

う

罪
に

対
す

る

天

帝
の

罰
に

つ

い

て
の

題
材
を

集
め

た

詩

で

あ
る

。

危
危
と
い

う
人
が

第
三

句
の

窒
竄
を

殺
し

、

か

せ

を

は

め

ら

れ

て

山
に

縛
ら

れ

る

と
い

う

罰
を

受
け

た
。

そ

れ

に

対
し
て
、

第
二

句
の

欽
鵡
は

第
四

句
め

の

祖
江
を
殺
し

た

が
、

天
帝
が

罰

を

与
え

る

前
に

鳥
に

姿
を
変
え

て

逃
げ
て

し
ま
っ

た
。

第
七
第
八

句
に

「

長

枯

　
固
よ

り
已
に

劇
し

、

鵝
鶚

　
豈

に

恃
む

に

足
ら
ん

や
」

と
い

う
よ

う

に
、

悪
事
を

行
っ

た

も
の

が

罪
を
受
け

ず
に

姿
を

変
え

て

逃
げ
て

も
、

罰
を

受

け
る

日

が

必

ず
訪
れ

る

こ

と

を

言
っ

て

い

る
。

悪

事
を

行
っ

た

も
の

が

罪
を

受
け

な
い

と

い

う
こ

と

は
、

現

実
の

世
界
で

も

起
こ

り

得
る

こ

と

で

あ

り、

そ

の

点
に

興
味
を
持
っ

て

詩
に

と

り

上

げ

た
も

の

と

思
わ

れ

る
。

　
〈

其

十
二
〉

　
　
　

　
　
　
な

ユ

　
鴪

鵝
見
城
邑

2
　
其
國

有
放
士

ち

う
が

鴪
鵝

　

城
邑

に

見
は

る

れ
ば

其
の

國
に

放
士

有
り

こ

こ

に

は
、

不

思
議
な

鳥
が
二

羽
詠
ま

れ

る
。

ま
ず
出
現
す

れ

ば

そ

の

国
に

放
逐
さ

れ

た

士

が

多
い

と

い

わ

れ

て

い

る

鳥、

次

に

青

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

こ

れ

ん
ニ

わ

へ

邱
山
の

鳥
で

あ
る

。

青

邱
山
の

鳥
は

名
を

灌
灌
と

言
い

、

そ

の

羽

を

身
に

つ

け

れ

ば
惑
い

が

な

く

な

る

と

言
わ

れ

て

い

る
。

放
逐
さ

れ

た

士
、

迷
え

る

人
に

関
連
す

る

鳥
で

あ
る
こ

と

か

ら
、

容

易
に

戦
国
の

楚
の

屈
原
の

こ

と

に

思
い

を

は

せ

る
こ

と

が

で

き

た

と

思

わ

れ

る
。

そ

の

こ

と
が

「

山

海
経
』

の

世
界
と

現
実
の

世
界
と

を

結
び

つ

け

る

要

因
と

な
っ

た

で

あ
ろ

う
。

現
実

世

界
に

、

『

山
海

経
』

の

中
の

鳥
が

出
て

く
る

よ

う

な

事
柄
が

起
こ

っ

て

い

る
、

と

い

う
こ

と

に

陶
淵
明
は

興
味
を

示

し

た

も

の

と

思
わ

れ

る
。

　
〈

其
十
三
＞

1
　
巖
巌

顯
朝
市

2
　
帝
者

慎
用

才

3
　
何
以
廢
共
鯀

4
　
重

華
爲
之

來

が

ん

ヴ
ん

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

あ
ら

巌
巖
と

し

て

朝
市
に

顯
は

る

帝
者
は

才
を

用
ふ

る

を
慎
む

　
　
　

　
さ

よ

うヨ
ん

何
を

以
て

共

鯀
を

廢
す

重

華
　
之
が

爲
に

來
る

一 8一
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5678

仲
父
獻
誠
言

姜
公

乃

見
猜

臨
没
告
飢

渇

當

復
何
及

哉

ち

ゆ

う
ほ

仲
父

　
誠
言
を

獻
ず
る

も

き

や

う
こ

う

　

　

　

　
　

　

　

う
た
が

姜
公
に

乃
ち

猜
は

る

没
す

る

に

臨
み

て

飢
渇
を

告
ぐ

る

も

當
に

復
た

何
ぞ

及
ぷ

べ

け
ん

や

〈

其
十
三
〉

は

共
工

や

鯀
が

廃
さ

れ

て

舜
が

登

用

さ

れ

た

話、

管

仲
の

忠
言
を

聞
か

な

か

っ

た

桓
公
が

飢
え
や

渇
き
の

中
で

死
ん

で

い

っ

た

話
に

基
づ

い

て

い

る
。

桓

公
の

こ

と

は

『

山
海
経
』

中
に

は

見
ら

れ

な
い

記

事
で

あ
る

し
、

冒
頭
二

句
に

為

政
者
は

人

材
の

登

用
は

慎
重

に

行
わ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う

意
味
の

こ

と

が

書
か

れ
て
い

る
の

で
、

『

山
海
経
』

の

世
界
か

ら

は

ず
れ

る

も

の

と

し

て

見
ら

れ

や

す
い

。

し

か

し
、

こ

の

詩
の

全
て

で

は

な
い

が

共
工
・

鯀
・

舜
の

こ

と

は

『

山
海

経
』

中
に

記

事
が

あ

る

の

で

あ
る

か

ら
、

こ

の

詩
も

『

山

海
経
』

と
い

う
書
物
の

中
に

置
い

て

考
え

る

べ

き

も
の

と

判
断
す

る
。

た

だ
、

共
工

ら
の

話
は

例
え

ば

『

尚
書
』

な

ど

に

も

見
ら
れ

る

記
事
で

あ

り、

桓
公
の

話
も

他
の

書
物
に

み

ら

れ
、

ま

た

内
容
が

人
材
の

登

用
に

関
す
る

も

の

で

あ

る
こ

と

か

ら
、

〈

其

十
二
V

ま

で

の

詩

以
上
に

現
実
と

結
び
つ

き

や

す
い

内
容
で

あ
る

と

言
う
こ

と

は

で

き

る
。

　
〈

其
九
〉

か

ら

〈

其
十
三
〉

ま

で

は
、

話
の

起
き

て

い

る

世
界

は

〈

其
八
〉

ま

で

に

詠
ま
れ

て

い

る

の

と

同
じ

で

あ
る

け

れ

ど

も、

そ

う
い

う

世
界
で

も

現
実
の

世
界
と

同
じ
よ

う
な

事
が

起
き

て

い

る
こ

と

に

お

も

し

ろ

さ

を
感
じ

て

い

る
と

考
え

ら

れ

る
。

書
物
の

世
界
か

ら

現
実
の

社
会
を

見
て
い

る

こ

と

に

な

る

が
、

そ
の

見
方

は

決
し

て

批
判
的
で

は

な
く
、

あ
く
ま

で

も

楽
し

ん

だ
目
で

見
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

以
上

を

ま

と

め
る

と
、

十
三

首
の

構
成
は

、

ま

ず
大
き

く

読
書

の

楽
し

み

を

述
べ

る

部
分
と

読
後
感
を

述
べ

る

部
分
に

分
け

ら

れ

る
。

始
め

の

読
書
の

楽
し

み

を

述
べ

る

部
分
は
こ

の

詩
全

体
の

序

に

あ
た
っ

て

い

る
。

読
後
感
を

述
べ

た

部
分
は
、

陶
淵
明
が

ど

う

い

う

点
に

興
味
を
持
っ

た

か

と
い

う

点
か

ら
二

つ

に

分
け

る
こ

と

が

で

き

る
。

一

つ

は

く

其
二
V

か

ら

〈

其
八
〉

ま

で

の

神
仙
世
界

の

現
実

離
れ

し

た

不

思

議
な

力
や

美
し

さ

に

引
か

れ

た

部
分
で
、

言
っ

て

み

れ

ば

非
現

実
的
な

世
界
へ

の

関
心

で

あ

る
。

も
う
一

つ

は

〈

其
九
〉

か

ら

〈

其
十
三
〉

ま

で

の

非

現
実

的
な

世
界
で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

現

実
と

同
じ

よ

う
な
こ

と

が

起
こ

っ

て

い

る

こ

と

に

引
か

れ

た

部

分
で
、

言
っ

て

み

れ

ば

非
現
実
世
界
に

見
ら

れ

る

現

実
性
へ

の

関
心
で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

陶
淵
明
の

興
味
と
い

う

点
で

「

読
山
海
経
」

詩
を

み

れ

ば
、

従
来
言
わ

れ

て

い

る

の

と

は

違
っ

た

内
容
の

詩
で

あ
る

可
能
性
が

十
分
あ
ら

わ

れ

て

く
る

。

陶
淵
明
は

書
物
の

中
か

ら

現

実
の

世
界
を

見
る

時
も

批
判

的
に

見
て

は
い

な

い
。

〈

其
二
〉

の

「

寧
ぞ

俗
中
の

言
に

效
は

ん
」

、

〈

其
四
〉

の

「

豈
に

伊
れ

君

子
の

寶
の

み

な

ら
ん

や
」

、

〈

其
六
〉

の

「

何

の

幽
か

燭
ら

さ

れ

ざ

ら

ん
」

、

〈

其
八
V

の

「

壽

考
　
豈
に

渠
か

に

央
き

ん

や
」

、

〈

其

十
V

の

「

良
晨

　
詛
ぞ

待
つ

べ

け

ん

や
」

、

〈

其

十
一
〉

の

「

鶲
鶚

　
豈
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に

恃
む

に

足
ら
ん

や
」

、

八

其
十
三
V

の

「

當
に

復
た

何
ぞ

及
ぶ
べ

け
ん

や
」

に

は

同
じ

よ

う
な

調
子
で

反
語
を

用
い

た

表
現
が

見
ら

れ
る

、

こ

れ

ら

は
、

反
語
と
い

う
比

較
的
強
い

語
気
の

た

め

に
、

特
に

く

其
十
V

以

降
で

は

『

山
海

経
』

の

世
界
だ

け
に

と

ど

ま

ら

な
い

淵
明
の

心

情
の

現
れ

と

と

ら
え

ら

れ

や

す
い

。

だ

が
、

十
三

首
全

体
を

視
野

に

い

れ

た

場
合

、

淵
明
の

激
し
い

心
情
の

現
れ

を

示
す

と
い

う
よ

り

は
、

陶
淵
明
が
〈

其
二
〉

か

ら

〈

其

十
三
〉

ま

で

書

物
の

世
界
に

見
ら

れ

る

事

柄
や

そ
こ

に

起
こ

る

事

件
を

眺
め
、

そ

れ

に

つ

い

て

の

感

想
を

述
べ

て

い

る

も

の

と

感
じ

ら

れ

る
。

こ

の

こ

と

は
、

淵

明
が

存
分
に

本
の

世
界
を

楽
し

ん

で

お

り
、

現
実

の

世

界
と

内
容
を

照
ら

し

合
わ
せ

る

時
も

批

判
的
な
視

点
か

ら

は

見
て
い

な

い

こ

と

の
一

つ

の

証
左
と

な

る

で

あ
ろ

う
。

　

次
に

「

読
山
海

経
」

詩
の

制

作
年
代
に

つ

い

て

考
え

て

み

る
、

従
来
は
、

初
め

に

示
し

た

よ

う
に

こ

の

詩
を

劉
裕
の

晋
王

室
簒
奪

に

憤
っ

て

作
ら

れ

た

も

の

と

と

ら

え

て
い

る

た

め
、

劉

裕
が

宋
を

建

国
し

た

年
の

翌

年
か

翌

翌

年
の

孟

夏
、

つ

ま

り

永

初
二
、

三

（

西
暦
四
二
】
、

二
〉

年、

淵

明
五

十
七、

八

歳
に

置
い

て

い

る
。

し

か

し
、

今
は

現
実

風
刺

、

現

実
批
判
と

い

う
こ

と

を

中
心
に

は

考
え

て

い

な
い

の

で
、

劉
裕
の

こ

と

は

年
代
を

推
定
す

る

際
の

根

拠
に

は

な
ら

な

い
。

〈

其
二
〉

以

降
は

書
物
の

世
界
を

詠
ん

で

い

る

の

で
、

制
作
の

年
を

推
定
す

る

鍵
は

〈

其
一
〉

に

あ

る

と

言
え

る
。

結
論
か

ら

言
え

ば
、

私
は
こ

の

詩
が

隠
遁
し

て

田

園
に

帰
っ

て

き

た

四

十
一

歳
頃
か

ら

遅
く
と

も

五

十

歳
頃
ま

で

に

作
ら

れ

た

の

で

は

な
い

か

と

考
え

て

い

る
。

　
〈

其
一
〉

の

第
二

第
四

句
で

は
、

夏
に

な
っ

て

草
木
が

茂
り

鳥

た

ち

が

巣
を

作
る

絶
好

の

場
所
が

与
え

ら

れ

た
。

鳥
た

ち

に

身
を

寄
せ

る

べ

き

場

所
が

あ

る

よ

う
に

、

私
に

も
こ

の

廬
が

あ
る

の

だ

と

言
っ

て

い

る
。

自

分
の

身
を
寄
せ

る

場

所
と

は
、

こ

こ

で

は

直

接
的
に

は

自
分
の

家
を

さ

し

て

い

る
が
、

そ

の

家
の

あ
る

故
郷
の

田

園
全

体
を

意

識
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
。

そ

れ

は

あ

た

か

も
、

わ

ず
ら

わ
し

い

世
俗
か

ら

離
れ
て

身
を

落
ち

着
け
る

こ

と

の

で

き

る
こ

の

廬
に

い

る

の

だ
、

と

い

う
口

吻
の

よ

う
に

受
け

取
れ

る
。

こ

の

よ

う
に

言
う

の

は
、

役
人
を
し

て
い

た

頃
と

対
比
し

て

そ

れ

と

は

全
く
違
う

と
こ

ろ

に

い

る
の

だ
と
い

う
気
持
ち
か

ら

で

あ
ろ

う
し

、

そ

う
い

う

気
持
ち

が

強
く

現
れ

る

の

は

比
較
的

役
人
を

し

て

い

た

時
期
に

近
い

頃
で

あ
る
と

思
わ

れ

る
。

ま

た
、

第
七
第
八

句
で

は
、

こ

の

廬
に

訪
ね

て

く
る

人
が

少
な
い

こ

と

を

言
う

。

田

園
に

帰
っ

て

き

て

間
も

な

く
の

頃
の

心
境
を

表
し

た

「

歸
園
田

居

（

園
田

の

居
に

歸
る

）

」

詩
〈

其
二
〉

に

「

野

外

罕
人

事、

窮
巷
寡

輪

　

　
　

　

　
　

　
ま

れ

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

り

ん

あ

う

す
く

鞅
（

野
外

　
人

事
罕
に

し

て
、

窮
巷

　
輪
鞅
寡
な

し
）
」

と
い

う

句
が

あ
り、

こ

れ
に

通

じ

る

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

そ

れ

か

ら
、

第
五

句
に

は

農
作
業
の

こ

と

が

詠
ま
れ
て

い

る
。

陶
淵
明

は

隠
遁
生
活
に

言
及

す

る

と

き

は

必
ず

農
耕
生

活
へ

の

憧
れ
の

気

持
ち

を
吐

露
し

、

そ

し

て

実

際
に

農
耕
そ

の

も

の

を

題
材
に

し

て

1〔｝
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何
篇
か

詩
を

作
っ

て
い

る
。

「

丙
辰

歳
八

月

中、

於

下
濮

田

舍
穫

　

　

　
　

　

　
　

　

か

そ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　
と

ワ
い

れ

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

（

丙

辰
の

歳
八

月
中

、

下
漢
の

田

舍
に

於
て

穫
す
）

」

と

い

う

詩

も
そ

の

中
の
一

つ

で

あ
る

。

丙
辰
の

歳
と

は
、

義
煕
十
二

（

西
暦

四
一

六
）

年
に

あ

た

り
、

こ

の

時
淵

明
五

十
二

歳
で

あ
っ

た
。

こ

の

詩
は

実
は

農
耕
の

楽
し

み

喜
び

を

積
極
的
に

詠
じ
た

最
後
の

詩

　

　

　
　

　
　

と

な
っ

て

い

る
。

五

十
二

歳
以
後
に

農
耕
の

詩
が

見
ら

れ

な

く

な

る

こ

と

か

ら
、

「

読
山

海
経
」

詩
〈

其
一
〉

の

「

既
に

耕
し

亦
た

已
に

種
う
」

と

い

う

発
言
が

五

十
二

歳
よ

り

前
で

あ
る

可
能
性
は

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
。

以
上

の

よ

う

な

理

由
に

よ

り
、

私
は
、

淵

明
が

隠
遁
を
し

て

か

ら

の

四

十
二

歳
か

ら

五

十
歳
頃
ま

で

の

問
の

い

ず
れ

か

の

年
に

、

「

読

山
海

経
」

詩

十
三

首
は

作
ら

れ

た

も
の

と

考
え

る

の

で

あ
る

。

四

　
こ

れ

ま

で

に

示
し

て

き

た
よ

う

に

「

読

山

海
経
」

詩
は

、

「

山

海
経
』

と

い

う

書
物
に

書
か

れ

た

記

事
に

対
す
る

陶
淵
明
の

興
味

と

い

う

観
点
か

ら

解
釈
す
る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

。

従
来
は
、

〈

其
八
〉

と

〈

其
九
〉

と

の

問
で

内

容
が

変
わ

る
こ

と

に

つ

い

て
、

『

山

海
経
』

の

中
の

記
事
に

現
実
社
会
の

投
影
を

見
て

現
実
に

引

き

戻
さ

れ

て

し

ま
っ

た

と

い

う
旨
が

言
わ

れ

て

い

る
こ

と

に

つ

い

て

は

先
に

述
べ

た
。

私
の

と

ら

え

方
で

は
、

そ

の

内
容
の

転
換
は

陶
淵

明
の

興
味
の

対
象
の

違
い

で

あ

り
、

後
半
の

詩
も

現
実
社
会

に

引
き

戻
さ

れ

た

の

で

は

な

く
、

『

山

海
経
』

と

い

う

書
物
の

中

か

ら
現

実
の

世
界
を

見
て

い

る

だ

け

で

あ
り

、

そ

の

見
方
も

批
判

的
で

は

な
い

、

と
い

う
こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
。

　

こ

の

よ

う
に
、

書
物
の

世

界
に

入
っ

て

か

け
め

ぐ

り
、

そ

し

て

自
由
に

自
分
の

思
い

や

感
想
を

述
べ

る
こ

と

は
、

陶
淵

明
に

と
っ

て

楽
し
み

の
一

つ

で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
な

読
み

方
が

で

き

た

の

は
、

「

甚
だ

し

く

は

解
す

る

こ

と

を

求

め

ざ
」

る

読

書

方

法
で

あ
っ

た
か

ら

で

あ

ろ

う
。

隠
遁
の

生

活
、

故
郷
の

田

園
で

の

生
活

は

憧
れ
て

い

た
こ

と

で

あ
り

、

願
っ

て
い

た

く
つ

ろ

ぎ
の

生

活
の

中
で

好
き

な

読
書
を

す
る

の

は

淵
明
に

と
っ

て

こ

の

上

な
い

喜
び

で

あ
っ

た

と

言
え

る
。

先
に

五

十
二

歳
を

境
と

し

て

農

耕
の

楽
し

さ

を

詠
ん

だ

詩
が

見
ら

れ

な

く

な
る
こ

と

に

つ

い

て

ふ

れ

た

が
、

農
耕
に

代
わ

る

よ

う

な

形
で

貧
窮
が

よ

く
詠

ま

れ

る

よ

う

に

な

る
。

も

ち

ろ

ん
、

貧
窮
に

つ

い

て

の

言
及
は

隠
遁

前
の

様
子

を

表
し

て

い

る

詩
に

も
み

ら

れ

る

も

の

の
、

現
実
に

陶

淵
明
の

前
に

立
ち

は

だ
か

る

問
題
と

し

て

詠
ま

れ

る

の

は
、

五

十
歳
以

降
に

作
ら

れ

た

と

推
定
で

き

る

作
品

に

お

い

て

で

あ
る

。

恐

ら

く

陶
淵
明
に

は
、

解
放
さ

れ

た

喜
び

に

満
ち

あ

ふ

れ、

現
実
に

お

こ

る

様
様
な

困
難

や

憂
い

と
い

っ

た

も

の

は

あ

ま

り
認
識
す
る
こ

と

の

な

か
っ

た

時

期
が

、

隠
遁
し

て

か

ら

の

あ

る

時
期
に

あ
っ

た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

そ

の

よ

う

な

時

期
に

精
神
を
自
由
に

書
物
の

中
に

飛
翔
さ

せ

て

作
っ

た

の

が
、

こ

の

「

読
山
海
経
」

詩
十
三

首
で

あ
っ

た

と

考
え
ら

れ

る
。

　
「

読
山

海
経
」

詩

十
三

首
は

、

現

実
社

会
を

批

判
、

風

刺
し

た
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作
晶
で

は

な

く
、

書
物
の

中
に

自
由
に

入
っ

て

そ

の

世
界
を

楽
し

ん

で

い

る

様
子
を
示

す
も

の

で

あ
る

。

そ

し

て
こ

の

詩
は

、

陶
淵

明
が

隠

遁
生
活
の

初
め

の

頃
に

、

願
っ

て

い

た

生

活
に

心
か

ら

く

つ

ろ

ぎ
を

感
じ

、

現
実
の

憂
い

と

か

社
会
的
な

関
心

と
い

っ

た

こ

と

と

は

距
離
を

置
い

て

見
て

い

た
こ

と

を

窺
わ
せ

る

作
品
で

あ
っ

た
。

そ

の

意
味
で

「

読
山

海
経
」

詩
は

陶
淵
明

の

隠
遁
生
活
の

始

め

の

十

年
間
に

お

け

る

閑
居
の

中
で

の

様
子

を

示
し

て
い

る

資

料

で

あ
る

と

言
え

る
。

（

注
）

 
テ

キ

ス

ト

に

は

清
の

陶

樹
の

『

靖

節

先
生

集
』

　（
一

九
五

六

　

年
・

文

學
占
籍
刊

行
社）

を

用
い

た
。

ま

た

淵
明
の

生

卒
年
は
、

　

東
晋
の

哀
帝
の

興

寧
三

（

西
暦
三

六

五
）

年
か

ら

劉

宋
の

文

帝

　

の

元

嘉
四

（

西
暦
四
二

七
）

年
で

六

十
三

歳
で

没
し

た
と

の

説

　

に

従
つ

て

い

る
。

 
小
川

環
樹
氏
は

「

五

柳

先
生

伝
と

方
山
子

伝
」

（
『

風
と

雲
ー

中

　

国
文

学
論

集
』

　」

九
七
二

年
・

朝
日

新

聞

社）

で
、

（
こ

の

部

　

分
が
）

「

た
い

へ

ん

皮
肉
な

言
い

方
だ

と

私
に

は

ひ

び

く
。

経

　

学
・

玄

学
す
べ

て

の

古

典
の

『

義
疏
』

類
が

お

び

た

だ

し

く

著

　

わ

さ

れ
た

六

朝
時
代
に

あ
っ

て
、

こ

の

発

言
は
、

か

れ

の

自
嘲

　

よ

り
も
む
し

ろ

驕
傲
を
あ
ら

わ

す
。

」

と

述
べ

る
。

 
沈
振

奇
氏
の

『

陶
謝

詩
之

比
較
』

二

九

八

六

年
・

台

湾

学
生

　

書
局）

に

よ

る

と
、

陶
淵

明
が

詩
を

作
る

際
に

ふ

ま

え

た

書
籍

　

で
一

番
多
い

の

は

『

詩
經
』

、

二

番
目
が

「

莊
子
』

、

三

番
目
が

　

『

史
記
』

、

四

番
目
が

「

楚
辭
』

、

五

番
目
が

『

論
語
』

で

あ
る

　

と

い

う
。

 
逮

欽

立

校
注
「

陶
淵

明

集
』

二

九

八

七

年
・

中

華
書
局

香

　

港）

附
録
→

「

關
於
陶
淵
明
」

　

五

「

陶
淵
明
的

刺
世
詩
」

 
例
え

ば
、

松
田

稔
氏

は

「

陶
淵

明
『

読
山
海
經
』

考
」

（

「

國

學

　

院
高

等
學

校
紀
要
』

第
十
九

輯
・

一

九
八

四

年）

中
で

、

「

閑

　

居
の

楽
し

み
と

し

て

眺
め
、

触

発
さ

れ

た

超
俗
の

仙
界
へ

の

憧

　

憬
を

（

中
略
）

詠
み

進
ん

だ

淵
明

は
、

其
九
以
降
に

は
、

不
老

　

不
死
と

い

う
個
人
的

願
望
で

済
ま

さ

れ

な
い
、

世
俗
と

同
じ

ど

　

ろ

ど

ろ

と

し

た

人

物
関
係
の

伝
承
に

、

閑
居
の
一

時、

忘
れ

か

　

け

て

い

た

社
会

的
関
心
が

頭
を

擡
げ

、

一

気
に

自
己
主

張
を

含

　

め

た

感

慨
に

流
れ

込
ん

で

い

っ

た
よ
・°

に

読
め

る
。

」

と

述
べ

　

る
。

 
松
田

稔

氏
は

前
掲

論
文
の

中
で

、

「

其
一

の

『

楽
し

ま

ず
ん

ば

　

復
た

何
如
』

と
い

う

心

で

あ
っ

た

の

は
、

其
二

か

ら

其
八

ま

で

　
の

七

編
で

あ
っ

た

よ

う
に

感
ぜ

ら

れ
る

。

」

と

述
べ

る
。

 
〈

其
二
〉

か

ら

の

詩
句
と

『

山
海
経
』

本
文
と

の

対
応
に

つ

い

　
て

は
、

大

矢
根
文
次

郎
氏
『

陶

淵
明

研

究
』

（

］

九
六

七

年
・

　

早

稲
田

大

学
出
版
会
）

第
六

篇
作
品
「

読
山

海
経
」

お

よ

び

松

　

田

稔
氏

前
掲
論
文
に

詳
し
い

の

で
、

こ

こ

で

は

省
略
す

る
。

 
「

頗
迴

故
人
車
」

に

つ

い

て
、

従
来
故
人
が

淵
明

の

家
に

や

っ

　
て

く
る
の

か

去
っ

て

い

く
の

か

二

通
り

の

解

釈
が

あ
る

。

故
人
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が

淵
明
の

家
か

ら

遠
ざ
か

る

方
向
で

解
釈
す
る

の

が

妥
当
で

あ

　

る
こ

と
、

門
脇
廣
文
氏
が

「

陶
淵

明
研
究
ノ

ー

ト

ー

『

讀
山
海

　

經
』

第
一

首
〈

頗
迴
故
人

車
〉

の

解
釋
に

つ

い

て

ー
」

（
『

東

洋

　

研
究
』

第
七

十
二

号
・

一

九

八

四

年
）

、
「

陶
淵
明
研
究
ノ

ー

　

ト

ー

『

讀

山
海
經
』

第
一

首
の

詩

的
世
界
に

つ

い

て

！
」

（
『

大

　

東
文
化
大

學
創
立

六

十

周
年
記
念
中
國

學
論
集
』

・
一

九
八

四

　

年
）

の

中
で

詳
し

く

論
じ

て

い

る
。

 
松
田

稔
氏
は

前

掲
論
文
の

中
で
、

郭
璞
に

は

『

山
海

経
図
讃
』

　

が

あ
り
、

淵
明
は
こ

れ

も

見
て

い

た

と

指
摘
す

る
。

 
淵
明
四

十
五

歳
の

作
で

あ
る

「

己
酉

歳
、

九
月
九
日

（

己

酉
の

　

歳、

九

月
九

日

ご

詩
に

「

…

從
古
皆
有

没
、

念
之

中
心

焦
。

　

何
以

稱
我
情

、

濁
酒
且

自
陶
…

（

古
從
り

皆
没
す
る

有
り
、

之

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
か
な

　

を

念
へ

ば

中
心
焦
が

る
。

何
を

以
て

我
が

情
に

稱
へ

ん
、

濁
酒

　

　
　
　

　
　
た
の

　

　

且
く

自
ら

陶
し

ま

ん
）
」

と

あ
る

。

 
宋
の

湯

漢
の

注
に

「

鵠
鵝
」

二

字
は

「

鴟
鴪
」

に

作
る
べ

き

こ

　

と

を

言
う

。

こ

れ

は

『

山
海

経
』

で

放
逐
に

関
係
の

あ
る

の

が

　

「

鵠
」

と
い

う
鳥
で

あ
る

こ

と

に

よ

る
。

そ

の

意
見
は

妥

当
で

　

あ
る

と

思
わ
れ

る

が
、

字
句
は

改
め

な

か

っ

た
。

 
遼
欽
立
氏

の

推
定
で

は
、

義
煕
三

年
（

西

暦
四

〇
七
）

か

義
煕

　

四

年
（

西

暦
四

〇
八
）

の

四

月
と

な
っ

て

い

る
。

 
「

貧
居

依
稼
穡、

戮

力
東
林
隈

。

不
言
春

作
苦
、

常
恐
負

所
懐

。

　

司
田

眷
有

秋、

寄
聲
與

我
諧

。

飢
者
歡
初
飽

、

束
帶
候
鳴
難

。

　

揚

橄
越
平
湖
、

汎
隨
清

壑
迥

。

鬱

鬱
荒
山
裏

、

猿
聲
閑
且
哀

。

　

悲
風
愛
靜
夜

、

林
鳥
喜
晨

開
。

日

余
作
此
來、

三

四

星

火

媚
。

　

姿
年
逝

已
老

、

其
事
未
云

乖
。

遙
謝

荷
篠
翁、

聯

得

從
君

棲
。

　
　

　
　
　
か
し

よ
く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
あ
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
ま

　

（

貧
居

　
稼
檣
に

依
る
、

力
を

戮
す

　
東
林
の

隈
。

言
は

ず

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
お

も
　
　
　
　
　
　
そ

む

　

春
作
苦
し

と
、

常
に

恐
る

　
懐
ふ

所
に

負
く
を

。

司

田

　
有
秋

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
か

な

　

を
眷
み

、

聲
を

寄
せ

て

我
と

諧
ふ

。

飢
ゑ

た

る

者
　
初
め

て

飽

　
　

　
び
ろ

こ

　

　

　

　

　

ま

　

か
い

あ

　

く
を
歡
ぴ
、

束
帯
し

て

鳴
難
を

候
つ

。

橄
を

揚
げ
て

平
湖
を
越

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

う

ち

　
え
、

汎
と

し
て

清
壑
に

隨
ひ

て

迴
る

。

鬱
鬱
た

り

　
荒

山
の

裏、

　
　

　
　
し
づ

　

猿
聲

　
閑
か

に

且
つ

哀
し

。

悲
風

　
靜
夜
を

愛
し

、

林
鳥
　
晨

　
　

　
　
　
　
こ
こ

　

な

こ

の

か

な

　

開
を
喜
ぶ

。

日
に

余

此
を

作
し

て

よ

り

來
、

三

四

星

火

　
　
く

ず

　
　

媚
る

。

姿
年

　
逝
く
ゆ

く

已
に

老
い

し

も
、

其
の

事

　
未
だ

　マ　
こ

　
云

に

乖
か

ず
。

遙
か

に

謝
す

荷
篠
翁

、

聊
か

君
に

從
ひ

て

棲
む

　

を
得
た
り
）
」

 
農
耕
に

つ

い

て

全
く

ふ

れ

ら

れ

な
い

と
い

う

わ

け
で

は

な
い

。

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

さ
と

　

晩
年
の

作
と

考
え

ら

れ

て

い

る

「

有
會
而

作
（

會
る
こ

と

有
り

　
て

作
る

）

」

詩
の

序
に

も

「

舊
穀
既

没
、

新
穀
未
登

。

頗

爲
老

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の

　

農、

而
値
年
災
（

舊
穀
　
既
に

没
き

、

新
穀

　
未
だ
登
ら

ず
。

　

頗
る

老

農
と

爲
る

も
、

而

る

に

年

災
に

値
ふ
）

」

と

あ

る
。

し

　
か

し

農
耕
の

楽
し

さ

を

詠
う
も
の

は

見
ら

れ

な
い

。

五

十
二

歳

　
以

降
の

詩
で

の

農
耕
は

、

貧
窮
を
招
く
原

因
と

し

て

描
か

れ

て

　
お

り
、

貧
を

詠
ず
る
こ

と

に

主
眼
が

あ
る

も

の

と

思
わ

れ

る
。

　

私
は

詩
の

題
材
が

農

耕
か

ら

貧
窮
へ

と

移
行
し

て

い

る

こ

と

が
、

　

陶
淵
明
の

隠
遁
生
活
に

お

け

る

何
ら

か

の

変

化
を

表
し

て

い

る

　
と

考
え

て

い

る
。
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本

論

文

中
に

『

山

海
経
』

の

本
文
は

引

用

し

て

い

な
い

が
、

　
『

山
海
経
』

の

テ

キ
ス

ト

と

し

て
、

清
の

都
懿
行
の

『

山
海

経

　
箋

疏
』

を

底
本
に

、

清
の

畢
沈
の

『

山

海
経
新

校
正
』

、

中

国

　
の

袁
珂
の

『

山

海
経

校
注
』

（

一

九

九
三

年
・

巴

蜀

書
社
）

を

　
参

照
し

た
こ

と

を
つ

け

加
え
て
お

く
。
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