
1 陶淵明の詩作と心境の推移 

四
十
六
補
遺 

陶
淵
明
の
詩
作
と
心
境
の
推
移 

 

「
蝶
の
雑
記
帳
四
十
六
」
で
わ
た
し
は
、
陶
淵
明
と
い
う
人
の
こ
と
を
考
え
て
、
園
田
に
帰
っ
た
前
後

を
中
心
に
か
の
人
の
生
き
方
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
。
そ
こ
で
は
陶
淵
明
の
転
機
は
三
十
八
歳
か
ら
四
十
歳

に
か
け
て
の
時
期
に
あ
っ
た
と
し
た
が
、
も
う
少
し
長
め
に
と
れ
ば
、
三
九
九
年
か
ら
四
〇
五
年
ま
で
、

三
十
五
歳
か
ら
四
十
一
歳
ま
で
が
転
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
間
に
、
外
的
状
況
に
刺
激
さ
れ
内
心
の
思
い

が
整
理
さ
れ
、
行
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
淵
明
の
人
生
を
、
こ
の
転
機
の
期

間
お
よ
び
そ
れ
以
前
と
以
後
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
三
つ
の
時
期
の
心
境
は
詩
作

に
表
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
推
移
を
一
つ
一
つ
の
詩
文
を
味
わ
い
な
が
ら
た
ど
る
こ
と
が
、
こ
の
補

遺
の
目
的
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
『
陶
淵
明
全
集
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
文
が
い
つ
作
ら
れ
た
か
を
推
定
し

て
い
る
。
そ
れ
も
参
照
し
な
が
ら
順
に
考
え
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、
年
代
の
た
し
か
で
な
い
詩
が
考
察
か

ら
漏
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
も
う
一
度
注
記
し
て
お
く
。
淵
明
が
参
軍
と
し
て
幕
僚
に
加
わ
っ
た
人
物
が
だ

れ
か
に
つ
い
て
、
く
い
ち
が
う
二
つ
の
説
が
あ
り
、
定
説
は
劉
裕
と
し
、
対
立
説
は
劉
牢
之
と
す
る
。
先

の
議
論
で
わ
た
し
は
、
淵
明
の
詩
文
全
体
の
示
す
人
柄
か
ら
も
一
般
的
な
処
世
様
式
か
ら
も
、
劉
牢
之
説
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の
方
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
く
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
東
晋
王
朝
の
簒
奪
者
で
あ
る
劉
玄
や
劉
裕
に
「
仕
え
た
」
と
す
る
従
来
の
見
方
は
、
淵
明
の
人
生
と

詩
に
正
対
す
る
眼
を
曇
ら
せ
る
。
淵
明
は
、
彼
ら
を
そ
れ
な
り
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
、
発
言
を

聞
き
表
情
を
観
察
す
る
機
会
を
何
度
か
も
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
遠
く
か
ら
、
二
人
の
権
力
志
向
者
が
東

晋
の
政
治
を
牛
耳
ろ
う
と
し
て
社
会
が
混
乱
し
て
い
く
の
を
観
察
し
た
。
そ
の
「
失
望
の
時
代
」
が
彼
を

隠
退
生
活
に
誘
導
し
た
一
因
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
に
世
情
を
批
判
す
る
感
情
が
伴
っ
て
い

る
と
し
て
も
、
簒
奪
し
て
宋
王
朝
を
建
て
た
劉
裕
へ
の
非
難
や
当
て
つ
け
な
ど
を
好
奇
心
か
ら
過
分
に
推

量
し
て
詩
の
解
釈
に
混
ぜ
込
め
ば
、
詩
の
気
韻
を
そ
こ
な
う
。
淵
明
は
、
社
会
を
観
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か

に
し
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
生
活
に
根
ざ
し
て
人
生
を
見
つ
め
、
日
々
に
観
た
こ
と
や
心
の

動
き
、
さ
ら
に
思
索
に
浮
か
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
詩
に
詠
っ
た
、
世
情
は
彼
の
人
生
と
詩
の
主
要
な
主

題
で
は
な
か
っ
た
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 
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陶
淵
明
が
転
機
に
あ
っ
た
三
十
五
歳
か
ら
四
十
一
歳
ま
で
の
時
期
の
詩
文
の
表
題
を
、
こ
の
補
遺
の

「
本
文
」(

「
蝶
の
雑
記
帳
四
十
六
」) 

に
倣
っ
て
再
録
し
よ
う(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
『
全
集
』
の
順
番)

。 
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Ａ 

三
十
五
歳(

三
九
九
年)

、
詩(3

9
)

「
始
め
て
鎮
軍
参
軍
と
な
り
曲
阿
を
経
し
と
き
作
る
」 

 
Ｂ 

三
十
六
歳(

四
〇
〇
年)

、
詩(4

0
,4

1
)

「
庚
子
の
歳
五
月
中
都
よ
り
還
る
に
…
」 

 

Ｃ 
三
十
七
歳(

四
〇
一
年)

、
詩(1

9
)

「
斜
川
に
遊
ぶ
」 

序
に
「
辛
丑
正
月
五
日
」 

 

Ｄ 

三
十
七
歳(

四
〇
一
年)

、
詩(4

2
)

「
辛
丑
の
歳
七
月
赴
仮
し
て
江
陵
に
還
ら
ん
と
し
て
…
」 

 

Ｅ 

三
十
九
歳(
四
〇
三
年)

、
詩(4

3
,4

4
)

「
癸
卯
の
歳
始
春
田
舎
に
懐
古
す
」 

母
の
喪
中(

二
十
五
か
月) 

 

Ｆ 

三
十
九
歳(
四
〇
三
年)

、
詩(4

5
)

「
癸
卯
の
歳
の
十
二
月
中
作
り
従
弟
敬
遠
に
与
う
」 

 

Ｇ 

四
十
一
歳(

四
〇
五
年)

、
詩(4

6
)

「
乙
巳
の
歳
三
月
建
威
参
軍
と
な
り
都
に
使
い
し
て
…
」 

 

Ｈ 

四
十
一
歳(

四
〇
五
年)
、
「
帰
去
来
兮
の
辞
」 

序
に
「
職
を
去
る
、
乙
巳
の
歳
十
一
月
」 

  

Ｈ
で
隠
退
を
表
明
す
る
前
の
Ｂ
―
Ｇ
の
と
き
、
淵
明
は
人
生
の
岐
路
に
あ
る
と
意
識
し
、
ふ
り
か
え
っ

て
み
て
も
そ
う
考
え
た
と
推
察
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
詩
に
干
支
が
明
記
さ
れ
て
い
る
理
由
は
そ
れ
と
関
係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
表
題
に
干
支
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
巻
三
の
五
言
詩
で
あ
り
、
ほ
か
に
、

続
き
番
号4

8
-
5
1

の
四
詩
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
隠
退
後
、
四
〇
八
年
家
が
焼
け
た
と
き
、
四
〇
九
年
の
重

陽
の
節
句
、
四
一
〇
年
と
四
一
六
年
田
家
・
田
舎
に
住
ん
で
耕
作
し
た
と
き
の
作
で
あ
る
。
歳
月
を
意
識

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

淵
明
の
心
境
の
推
移
を
詩
文
に
沿
っ
て
観
察
す
る
た
め
に
、
作
品
を
上
に
述
べ
た
三
つ
の
時
期
に
分
け
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て
考
え
る
方
法
を
採
る
。
し
か
し
、
干
支
の
書
か
れ
て
い
な
い
詩
文
が
い
つ
つ
く
ら
れ
た
か
、
た
し
か
で

な
い
も
の
も
多
い
。
慎
重
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

 
２ 

 

ま
ず
、
転
機
の
時
期
に
詠
ま
れ
た
詩
が
Ａ-

Ｈ
以
外
に
な
い
か
探
そ
う
。
す
る
と
、「
雑
詩
そ
の
九(9

4
)

」・

「
そ
の
十(9

5
)

」
に
あ
る
「
東
逝
」
・
「
東
崖
に
逝
く
」
と
い
う
言
葉
が
目
を
引
く
。
詩9

4

は
、
「
役
目

で
遠
く
東
逝
し
て
、
家
庭
で
の
食
事
を
想
い
、
帰
り
た
い
」
と
旅
愁
を
詠
い
、
詩9

5

は
、
「
閑
居
し
て

気
ま
ま
に
し
て
い
た
の
に
役
に
駆
ら
れ
て
車
で
東
崖
に
来
た
ら
、
た
ち
ま
ち
時
が
過
ぎ
妻
と
離
れ
て
久
し

い
」
と
郷
愁
を
詠
う
。
淵
明
が
遠
く
へ
東
行
し
た
形
跡
は
、
『
全
集
』
の
中
で
、
こ
の
二
詩
の
ほ
か
に
Ａ
・

Ｂ
と
Ｇ
し
か
見
つ
か
ら
な
い
。
詩9

4
・9

5

は
い
ず
れ
か
の
東
上
の
お
り
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

岩
波
文
庫
『
全
集
』
は
、
Ａ
の
詩
を
四
〇
四
年(

四
十
歳)

の
作
と
す
る(

Ｂ
・
Ａ
・
Ｇ
と
三
度
東
上
し
た
こ
と

に
な
る)

の
で
、
詩9

4

・9
5

を
あ
い
ま
い
に
し
か
説
明
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
Ａ
が
三
九
九
年

の
作
で
あ
り
、
こ
の
二
詩
が
Ａ(

Ｂ)

と
同
じ
行
役
の
と
き
の
作
で
あ
る
蓋
然
性
が
ず
っ
と
高
い
。
な
ぜ
な

ら
、
滞
在
の
短
く
な
い
こ
と
を
言
う
詩

9
5

は
、
上
京
と
さ
ら
に
京
口
か
ら
曲
阿
を
経
て
浙
江(

東
崖
と
い

う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
だ)

へ
の
行
軍
を
含
む
三
九
九
・
四
〇
〇
年
の
期
間
に
ふ
さ
わ
し
い
。
詩9

5

に
は
「
寒
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気
」
や
「
歳
月
の
進
行
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
。
孫
恩
の
反
乱
は
三
九
九
年
十
月
に
起
き
て
い
る
か
ら
、

軍
事
行
動
は
冬
だ
っ
た
は
ず
で
、
淵
明
は
軍
に
あ
っ
て
年
明
け
を
迎
え
た
だ
ろ
う
。
こ
の
点
も
上
の
解
釈

を
支
持
す
る
。 

 

詩9
5

に
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
句
「
い
つ
の
ま
に
か
十
載
を
経
、
し
ば
ら
く
人
の
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
と

な
っ
た
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
仕
官
し
て
お
お
よ
そ
十
年
経
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

詩
「
飲
酒
そ
の
十
九
」
は
、
昔
を
回
顧
し
て
、
「
す
き
を
投
じ
て
仕
官
し
た
、
こ
の
時
、
立
年(

三
十
歳)

に
向
か
っ
て
い
た
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
仕
官
し
た
の
は
三
十
前
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
『
全
集
』
は
そ

れ
を
二
十
九
歳
と
す
る(

二
十
九
歳
以
前
も
排
除
で
き
な
い
だ
ろ
う)

。
仕
官
し
て
か
ら
三
十
六
歳(

四
〇
〇
年)

ま
で
を
概
数
で
十
年
と
表
現
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
の
解
釈
は
、
詩

1
4

「
園
田
の
居
に
帰
る
そ
の

一
」
の
「
誤
っ
て
塵
網
の
中
に
落
ち
、
一
た
び
去
っ
て
十
三
年
」
と
い
う
句
と
よ
く
調
和
す
る
。
母
の
喪

に
服
し
て
休
職
し
た
期
間
を
含
め
れ
ば
、
任
官
し
て
い
た
の
は
四
十
一
歳
ま
で
の
お
よ
そ
十
三
年
間
に
な

る
。
こ
う
し
て
、
先
に
「
本
文
」
で
議
論
し
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
と
確
認
さ
れ
る
。
初
め
て
仕
官
し
た

あ
と
す
ぐ
に
辞
め
た
と
い
う
『
隠
逸
伝
』
の
記
述
は
作
り
話
だ
っ
た
の
だ
。
陶
淵
明
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
一
般
的
な
人
の
在
り
方
か
ら
は
ず
れ
た
人
で
は
な
く
、
高
邁
だ
が
常
識

人
と
し
て
人
生
を
生
き
た
の
で
あ
る
。 
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詩9
4

・9
5

に
続
く
「
雑
詩
そ
の
十
一(9

6
)

」
は
、
「
我
が
行 

未
だ
こ
こ
に
遠
か
ら
ず
」
で
始
ま
る
。

こ
の
三
つ
は
同
じ
行
役
の
と
き
の
一
連
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
岩
波
文
庫
版
は
、
第
五
・
六
句
に
「
辺

雁 
所
無
き
を
悲
し
み
、
代
謝
し
て
北
郷
に
帰
る
」
と
あ
る
の
に
、
第
三
・
四
句
「
春
燕
応
節
起
、
高
飛

払
塵
梁
」
を
「
春
燕
が
季
節
の
到
来
に
応
じ
て
、
梁
の
塵
を
払
っ
て
南
方
へ
飛
び
立
っ
た
」
と
解
釈
す
る
。

そ
し
て
、
結
句
の
「
春
夜
長
し
」
を
「
秋
夜
」
に
作
る
べ
き
だ
と
す
る
一
説
が
あ
る
と
書
く
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
混
乱
が
あ
る
。
雁
が
北
郷
に
帰
る
の
は
燕
が
現
わ
れ
る
春
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
帰
郷
の
気
持
ち

が
強
く
な
っ
た
こ
と
を
詠
う
の
だ
か
ら
、
春
か
ら
夏
に
繁
殖
す
る
燕
が
家
に
帰
っ
て
き
て
「
梁
の
塵
を
払

っ
た
」
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
春
燕
の
回
帰
も
雁
の
北
帰
行
も
望
郷
の
念
を
つ
の
ら
せ
、
春
夜
を
長
く

感
じ
た
の
だ
。
結
句
の
前
の
「
愁
人
辞
を
為
し
難
し
」
は
ま
だ
い
と
ま
を
告
げ
ら
れ
な
い
愁
い
を
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｂ
の
詩
は
五
月
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
行
役
を
終
わ
り
た
い
と
い
う
希

望
は
春
も
過
ぎ
て
夏
に
な
っ
て
か
な
い
、
都
を
あ
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。 

 

「
雑
詩
」
と
は
表
題
の
な
い
詩
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
九
か
ら
十
一(9

4

・9
5

・9
6
)

は
、
そ
の
八
ま
で

と
明
ら
か
に
趣
が
ち
が
う
。
こ
れ
ら
三
詩
は
、
淵
明
の
文
箱
に
連
続
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
Ａ
・
Ｂ
の
三
詩(3

9

・4
0

・4
1
)

と
同
じ
行
旅
で
詠
ま
れ
た
と
な
れ
ば
、
六
つ
の
詩
の
書
き
つ
け
は
も

と
も
と
一
つ
束
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
『
全
集
』
に
編
ま
れ
た
と
き
に
は
、
Ａ
・
Ｂ

の
三
詩
は
Ｄ
―
Ｇ
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
わ
た
し
は
、
詩
人
自
ら
が
そ
う
し
た
の
で
は
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な
い
か
と
想
像
す
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
―
Ｇ
は
、
人
生
の
画
期
を
な
す
Ｈ
「
帰
去
来
の
辞
」

へ
と
つ
な
が
る
転
機
を
跡
づ
け
る
詩
群
で
あ
る
。
淵
明
は
、
自
作
の
詩
を
読
み
返
し
て
心
境
の
推
移
を
確

認
し
、
隠
退
後
の
心
構
え
と
し
た
、
と
想
像
で
き
る
。
詩

3
9
-
4
1

は
、
詩

9
4
-
9
6

と
同
じ
行
旅
で
詠
ま

れ
た
は
ず
な
の
に
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
詩
形
が
整
い
文
も
意
を
よ
く
表
現
す
る
。
詩
人

は
お
り
お
り
に
詩
を
推
敲
す
る
も
の
で
あ
る
。
淵
明
も
同
じ
こ
と
を
し
た
と
い
う
の
が
大
い
に
あ
り
そ
う

な
こ
と
だ
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
Ｂ
―
Ｇ
に
干
支
が
添
え
ら
れ
順
番
に
並
べ
ら
れ
た
の
は
そ
の
お
り
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
Ａ
で
は
劉
牢
之
の
参
軍
だ
っ
た
こ
と
を
あ
い
ま
い
に
し
た
か
っ
た
の
か
。 

 

大
事
な
こ
と
は
、
詩3

9

―4
1
と
詩9

4

―9
6

と
が
思
想
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
で

旅
愁
や
望
郷
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
前
者
で
は
人
生
行
路
に
つ
い
て
の
思
索
に
深
ま
り
、
心
持
が

変
化
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
も
推
敲
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
長
旅
か
ら
帰
っ
て
心
境
の

転
換
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
年
齢
的
に
も
そ
う
い
う
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。 

  

詩
と
心
境
の
進
歩
を
記
念
す
る
作
品
が
、
辛
丑(
四
〇
一
年)

三
十
七
歳
の
Ｃ
の
詩(1

9
)

「
斜
川
に
遊
ぶ
」

で
あ
る
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
詩
に
つ
い
て
は
、
「
本
文
」
の
注
１
で
、
鑑
賞
し
な
が
ら
、
四
〇
一
年
に
つ

く
ら
れ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
『
全
集
』
で
Ｃ
が
Ｂ
と
Ｄ
の
あ
い
だ
に
置
か
れ
な

か
っ
た
理
由
は
説
明
が
つ
く
。
こ
の
詩
は
二
、
三
の
隣
曲
と
舟
遊
び
を
し
た
と
き
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
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同
行
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
を
詠
み
年
齢
・
出
身
地
な
ど
を
記
し
年
月
と
日
付
ま
で
書
い
た
。
そ
れ
は
書
き

写
さ
れ
、
淵
明
も
ほ
か
の
人
た
ち
も
そ
れ
を
記
念
に
手
元
に
も
っ
た
は
ず
だ
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
ら
は
束
ね

ら
れ
る
か
な
に
か
し
て
文
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
淵
明
は
ほ
か
の
人
も
持
っ
て
い
る
自
作
の
詩
を
推

敲
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
こ
の
詩
は
、
小
舟
か
ら
見
る
臨
場
感
が
情
景
を
融
合
し
、
同
行
者
に

示
す
た
め
に
も
十
分
に
練
ら
れ
て
完
成
度
が
高
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
が
響
か
せ
る
情
感

は
、
「
帰
去
来
の
辞
」
以
後
の
心
構
え
の
変
化
し
た
詩
に
比
べ
て
強
い
、
と
わ
た
し
は
感
じ
る
。 

 

詩

1
9

の
あ
と
に
は
、
主
に
官
職
名
の
あ
る
人
と
の
応
答
詩
が
続
く
。
そ
の
中
の
詩

2
5

「
五
月
旦
作
、

戴
主
簿
に
和
す
」
に
は
、
日
付
が
入
っ
て
い
る
。
詩
中
に
「
星
紀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
丑
年
に
つ
く

ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
岩
波
文
庫
版
は
、
こ
れ
を
四
一
三
年
四
十
九
歳
の
作
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と
書
く

が
、
理
由
は
書
い
て
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
は
、
「
虚
舟
逸
掉
に
ま
か
せ
、
回
復
つ
い
に
窮
り
無
し
、

発
歳
始
め
て
俯
仰
し
、
星
紀
た
ち
ま
ち
将
に
な
か
ば
な
ら
ん
と
す
、
…
、
既
に
来
た
る
た
れ
か
去
ら
ざ
ら

ん
、
人
の
理
も
と
よ
り
終
り
あ
り
…
」
と
詠
う
。
わ
た
し
に
は
、
こ
の
詩
が
、
辛
丑
正
月
五
日
の
「
開
歳

た
ち
ま
ち
五
日
」
で
始
ま
る
斜
川
の
舟
遊
び
で
の
詩
と
、
語
句
の
対
応
が
あ
り
趣
旨
が
と
て
も
似
て
い
る

よ
う
に
聞
こ
え
る
。
こ
れ
は
正
月
の
詩
の
変
奏
曲
で
は
な
い
か
。
未
詳
と
さ
れ
る
戴
主
簿
は
斜
川
に
同
行

し
た
江
陵
州
府
の
同
僚
で
、
淵
明
が
休
暇
を
と
る
前
後
に
挨
拶
文
を
よ
こ
し
た
の
で
、
前
の
詩
の
内
容
を

知
っ
て
い
る
人
へ
の
応
答
詩
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
が
ふ
く
ら
む
。 
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３ 

 

も
う
少
し
、
三
十
五
歳
か
ら
四
十
一
歳
ま
で
の
転
機
の
時
期
の
詩
を
、
岩
波
文
庫
『
全
集
』
に
沿
っ
て

見
て
い
こ
う
。 

 

巻
頭
巻
一
の
四
言
詩(1

,2
,3

)

「
停
雲
」
・
「
時
運
」
・
「
栄
木
」
は
連
作
だ
ろ
う
。
詩3

「
栄
木
」
が
、

序
に
「
将
に
老
い
ん
と
す
る
を
お
も
う
」
や
「
白
首
」
、
句
中
に
「
四
十
に
し
て
聞
こ
ゆ
る
な
く
ん
ば
」

と
あ
る
か
ら
、
岩
波
文
庫
の
言
う
よ
う
に
四
十
こ
ろ
の
作
、
そ
れ
も
四
十
歳
を
前
に
し
て
の
心
持
ち
が
出

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
目
に
す
る
も
の
を
落
ち
着
い
て
見
つ
め
て
考
え
深
い
作
品
だ
と
思
う
。
母
の
喪

に
服
し
て
行
動
を
控
え
て
い
る
時
期
だ
ろ
う
か
、
淵
明
は
、
四
言
の
古
詩
に
学
び
な
が
ら
詩
境
を
開
拓
し

つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｆ
の
詩4

5
に
、
「
千
載
の
書
を
歴
覧
」
と
あ
る
の
も
、
思
索
を
深
め
て
い

た
こ
と
を
証
言
す
る
。
四
言
詩7

「
勧
農
」
も
同
じ
時
期
の
作
か
。
ゆ
く
ゆ
く
退
職
し
て
農
に
就
こ
う
と

す
る
気
持
ち
を
醸
成
し
て
い
る
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
に
は
修
得
し
た
教
養
を
知
的
に
働
か
せ
る

と
こ
ろ
が
見
え
る
。
歴
史
的
な
制
約
を
超
え
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
陶
淵
明
は
知
的
な
の
だ
。 

 

七
言
詩

3
1

・3
2

「
郭
主
簿
に
和
す
」
も
同
じ
こ
ろ
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
交
わ
り
を
や
め
て

閑
業
に
遊
び
」
や
「
い
さ
さ
か
冠
を
止
め
る
ピ
ン
を
忘
れ
る
」
の
句
が
、
職
務
を
離
れ
て
ま
も
な
い
こ
と



10 

を
言
っ
て
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
詩3

1

が
漢
字
は
異
な
る
が
四
言
詩1

と
同
じ
く
「
あ
い
あ
い
た
り
」

で
始
ま
る
こ
と
も
、
同
じ
時
期
と
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
詩
か
ら
、
町
中
か
ら
離
れ
た
家
で
、

田
園
で
の
生
活
を
初
め
て
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
を
詩
句
に
表
現

す
る
楽
し
み
も
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。 

  

詩3
1

・3
2

の
前
に
は
、
「
劉
柴
桑
に
和
す
」(2

9
)

と
「
劉
柴
桑
に
酬
ゆ
」(3

0
)

が
あ
る
。
劉
柴
桑(

劉
程

之)

は
、
淵
明
の
本
拠
の
地
柴
桑
の
県
令
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
隠
棲
し
、
淵
明
と
共
に
「
潯
陽
の
三
隠
」

と
称
せ
ら
れ
た
人
と
い
う
。
こ
の
詩
で
、(

あ
な
た
に)

隠
棲
を
誘
わ
れ
た
が
、
家
族
を
気
づ
か
っ
て
言
い

出
せ
な
い
で
い
る
と
答
え
て
い
る
。
詩3

1

・3
2

と
同
じ
時
期
の
作
品
だ
ろ
う
。
田
園
の
暮
ら
し
を
こ
ま

や
か
に
詠
い
、
淵
明
が
し
ば
し
ば
用
い
る
「
百
年
の
外
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
。
人
生
の
後
半
期
に
思
い

を
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
人
へ
の
応
答
詩
に
は
っ
き
り
と
は
語
ら
れ
な
い
が
、
心
中
に
そ
れ
を
構
想

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
岩
波
文
庫
は
、
詩2

9

に
出
る
「
弱
女
は
男
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
情
を
慰
む

る
こ
と
ま
こ
と
に
無
き
に
勝
る
」
の
句
を
、
娘
し
か
い
な
い
相
手
を
い
た
わ
っ
て
い
る
と
す
る
説
を
紹
介

し
て
い
る
が
、
詩3

0

に
も
「
童
弱
」
が
出
る
か
ら
、
自
分
の
幼
い
子
へ
の
慈
し
み
を
言
っ
て
い
る
と
解

釈
す
べ
き
だ
と
思
う
。
詩3

1

で
も
「
弱
子
は
我
が
か
た
わ
ら
に
戯
れ
」
と
詠
む
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
こ

の
こ
ろ
に
は
ま
だ
成
人
に
は
遠
い
子
が
い
た
の
で
あ
る
。
五
言
詩
の
末
尾
あ
た
り
に
離
れ
て
あ
る
詩

7
4
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「
子
を
責
む
」
も
、
十
六
歳
の
長
男
か
ら
九
歳
の
末
っ
子
ま
で
五
人
の
男
児
の
こ
と
を
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

し
か
し
親
の
気
が
か
り
を
こ
め
て
詠
う
。
こ
の
詩
も
、
転
機
の
時
期(

も
し
か
し
た
ら
隠
退
前
後)

の
こ
ろ

の
作
だ
ろ
う
。
「
帰
去
来
の
辞
」
の
序
に
も
「
幼
稚
室
に
盈(

み)

つ
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
。 

 

こ
れ
ま
で
淵
明
を
清
貧
な
隠
逸
の
士
と
し
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
と
ら
え
て
き
た
人
た
ち
に
欠
け
て

い
た
の
は
、
彼
の
生
活
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
だ
っ
た
。
陶
淵
明
は
、
思
索
し
、
詩
作
し
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
が
、
性
に
合
わ
な
い
役
所
勤
め
を
簡
単
に
辞
め
ら
れ
な
い
事
情
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
心
の
葛
藤
は
強
く
な
っ
て
い
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
あ

ふ
れ
出
る
「
帰
去
来
兮
の
辞
」
は
準
備
中
で
あ
っ
た
。 

  
 

 

４ 

 

わ
た
し
は
淵
明
の
も
っ
と
若
い
と
き
の
詩
を
知
り
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
制
作
年
が
よ
く
分
か
ら
な
い
詩

が
二
、
三
あ
る
も
の
の
、
岩
波
文
庫
版
が
推
定
す
る
よ
う
に
、
残
り
は
全
部
隠
退
後
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

転
機
の
時
期
よ
り
も
以
前
の
詩
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
の
は
、
四
言
詩

8

「
子
に
命(

な
づ)

く
」
だ
け
で

あ
る
。
長
男
が
生
ま
れ
て
八
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
だ
れ
し
も
、
子
に
命
名
の
由
来
や
父

祖
の
こ
と
を
語
る
と
き
に
は
、
改
ま
っ
た
調
子
に
な
る
。
昔
の
人
が
そ
れ
を
詩
に
詠
む
と
す
れ
ば
、
い
っ
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そ
う
か
し
こ
ま
っ
て
伝
統
の
語
り
口
に
似
る
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
だ
け
で
は
、
淵
明
が
若
い
こ
ろ
ど
ん
な
詩

を
つ
く
っ
て
い
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
教
養
と
し
て
ま
た
交
際
文
と
し
て
も
詩
を

学
ん
だ
だ
ろ
う
。
の
ち
の
詩
文
か
ら
見
て
も
、
詩
を
試
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、

詩
人
は
、
初
期
の
作
品
を
残
す
ほ
ど
の
も
の
と
考
え
な
か
っ
た
の
か
、
彼
の
文
箱
に
保
存
し
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
あ
る
い
は
、
「
命
子
」
を
つ
く
っ
た
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に
詩
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。 

  
 

 

５ 

 

「
帰
去
来
兮
の
辞
」
は
年
が
明
け
て
四
〇
六
年
初
め
に
完
成
し
た
の
だ
ろ
う
。
序
の
散
文
は
、
淵
明
の

事
情
と
心
持
ち
を
詩
よ
り
も
率
直
に
明
か
す
。
こ
こ
で
も
家
の
貧
し
さ
を
言
う
が
、
「
公
田
の
利
は
酒
を

つ
く
る
に
足
り
た
」
と
気
ど
る
ゆ
と
り
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
新
た
な
生
活
が
始
ま
る
。
先
々
五
人
の

息
子
た
ち
の
身
が
立
つ
よ
う
に
し
娘
た
ち
を
嫁
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
給
料
が
入
ら
な
く
な
っ

た
分
の
収
入
を
増
や
す
算
段
を
立
て
た
よ
う
だ
。
壮
年
ま
で
農
事
に
直
接
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
が(

詩4
3
)

、

母
の
喪
中
に
耕
作
の
研
修
を
し
た
の
で(

詩

4
3
,4

4
)

、
隠
退
し
て
か
ら
、
実
入
り
を
増
や
す
た
め
に
自
身

も
耕
作
に
従
事
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
詩1

4
-
1
8

「
園
田
の
居
に
帰
る
」
に
詠
ま
れ
て
い
る(

も
ち
ろ

ん
こ
れ
ら
の
詩
の
真
価
は
田
園
の
環
境
と
生
活
の
詠
い
ぶ
り
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も)

。
こ
こ
で
、
詩1

4
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の
中
の
「
荒
を
南
野
の
際
に
開
こ
う
と
す
る
」
が
注
目
に
値
す
る
。
日
本
で
い
う
小
作
地
も
所
有
し
て
い

た
だ
ろ
う
が
、
使
用
人
を
使
っ
て
の
耕
作
地
を
拡
大
す
る
努
力
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

淵
明
の
農
作
業
は
、
経
済
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
人
生
が
老
年
に
向
か
う
こ
と
を
考
量
し
た
上
で
の
生

き
方
の
選
択
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
彼
独
自
の
隠
逸
だ
っ
た
、
と
。 

  

引
退
後
の
生
活
は
、4

7

か
ら7

6

ま
で
の
詩
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
生
活
は
、
家
が
火
事

に
遭
い
、
成
人
し
た
子
供
た
ち
に
身
を
立
て
さ
せ
る
な
ど
す
る
う
ち
に
、
ゆ
と
り
を
失
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
地
方
一
帯
が
凶
作
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
、
米
び
つ
の
米
が
尽
き
る
こ
と
も
起
き
た
だ
ろ
う
。
し

か
し
陶
家
は
、
父
方
母
方
と
も
そ
れ
な
り
の
一
族
だ
っ
た
か
ら
、
飢
え
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
陶
淵
明
は
、

そ
の
暮
ら
し
に
慣
れ
て
い
く
。
生
活
を
詩
に
詠
み
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
昔
を
回
顧
し
、
今
を
楽
し
む
。

詩
境
は
し
だ
い
に
深
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
自
在
に
詠
う
よ
う
に
な
っ
た
。
人
生
に
つ
い
て
考
え
る

雑
詩8

6
-
9
3

が
、
思
索
の
深
か
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
「
飲
酒
」
二
十
首(5

2
-
7
1
)

、
「
止
酒
」(7

2
)

、
「
述

酒
」(7
3
)

は
、
酒
好
き
の
気
の
利
い
た
酔
歌
の
よ
う
で
い
て
、
下
戸
が
言
う
の
も
お
か
し
い
け
れ
ど
、
生

活
を
味
わ
っ
て
い
る
そ
の
詩
は
じ
つ
に
極
上
の
銘
酒
の
数
々
で
あ
る
。
下
戸
さ
え
酌
み
た
く
な
る
。 

 

知
と
情
の
合
金
の
よ
う
な
陶
淵
明
は
、
ゲ
ー
テ
の
言
う
意
味
の
広
い
詩
人
・
文
学
者
で
あ
っ
た
。
作
品

数
は
少
な
い
が
そ
の
詩
文
は
、
中
国
の
文
人
と
し
て
広
範
に
わ
た
る
。
書
物
を
読
ん
で
も
、
そ
れ
に
促
さ
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れ
て
詩
を
賦
し
文
章
を
書
い
た
。
自
分
の
手
本
と
す
べ
き
清
貧
の
士
や
心
を
動
か
さ
れ
た
人
、
刺
客
荊
軻

の
こ
と
ま
で
詩
に
詠
む
。
興
味
尽
き
な
い
『
史
記
』
な
ど
を
手
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
制
止
で
き
な
い
。
『
山

海
経
』
の
よ
う
な
神
話
伝
説
ま
で
題
材
に
な
る
。
そ
し
て
自
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
手
を
染
め
た
。
知
の

技
の
冴
え
た
「
閑
情
の
賦
」
を
白
璧
の
微
瑕
と
言
う
人
は
、
自
由
な
詩
情
を
束
縛
す
れ
ば
、
「
桃
花
源
の

記
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
蘇
東
坡
や
魯
迅

が
陶
淵
明
の
詩
文
を
称
揚
す
る
の
は
、
単
に
資
質
が
似
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。 

  
 

 

む
す
び 

 

大
部
分
隠
退
後
の
作
品
で
あ
る
陶
淵
明
の
詩
文
を
も
っ
と
鑑
賞
し
な
が
ら
観
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た

の
に
、
足
早
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
紙
幅
も
尽
き
た
。
わ
た
し
は
、
同
様
の
失
望
の
時
代
を
見
な
が

ら
淵
明
の
寿
命
を
だ
い
ぶ
超
え
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
文
明
の
得
失
の
得
の
方
の
お
か
げ
で
も
う
し
ば
ら

く
天
命
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
詩
人
の
歌
を
聴
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
六
年
、
十
月 

 



15 陶淵明の詩作と心境の推移 

 
 

 

松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注
の
岩
波
文
庫
『
陶
淵
明
全
集
』
と
石
川
忠
久
著
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』
に
導

 
 

か
れ
て
、
わ
ず
か
に
新
し
い
知
見
を
得
た
。
先
学
の
考
究
の
お
か
げ
で
、
敬
愛
す
る
陶
淵
明
に
い
っ
そ
う
近
づ

 
 

け
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。 
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