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和
陶
歸
園
田
居
六
首 

幷
引 

 

陶
の
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
六
首
に
和
す
幷
び
に
引 

紹
聖
二
年
（
一
〇
九
五
）
三
月
四
日
六
十
歳
、
恵
州
に
あ
っ
て
作
る
。 

「
帰
園
田
居
」
陶
淵
明
の
原
作
は
彭
沢
県
の
県
令
を
や
め
て
郷
里
の
田
園
に
帰
っ
た
と
き
の
作
。 

蘇
軾
は
そ
の
詩
の
韻
字
を
も
ち
い
た
だ
け
で
。
内
容
は
同
じ
て
は
な
く
、
自
身
の
経
験
を
述
べ
る
。 

三
月
四
日
、
遊
白
水
山
佛
迹
巖
、
沐
浴
于
湯
泉
、
晞
髮
于
懸
瀑
之
下
、
浩
歌
而
歸
。
肩
輿

卻
行
、
以
與
客
言
、
不
覺
至
荔
支
浦
上
。
晩
日
葱
曨
、
竹
陰
蕭
然
、
荔
子
纍
纍
如
芡
實
矣
。

有
父
老
年
八
十
五
。
指
以
告
余
曰
、
及
是
可
食
、
公
能
攜
酒
來
遊
乎
。
意
欣
然
許
之
。
歸

臥
旣
覺
、
聞
兒
子
過
誦
淵
明
歸
園
田
居
詩
六
首
、
乃
悉
和
其
韻
。
始
余
在
廣
陵
、
和
淵
明

飲
酒
二
十
首
。
今
復
為
此
、
要
當
盡
和
其
詩
乃
已
耳
。 

三
月
四
日
、
白
水
山
の
仏
迹
巌

ぶ
つ
せ
き
が
ん

に
遊
び
、
湯
泉

と
う
せ
ん

に
沐
浴
し
、
髪
を
懸
瀑

け
ん
ば
く

の
下
に
晞か

わ

か
し
、
浩
歌

こ

う

か

し

て
帰
れ
り
。
肩
輿

け

ん

よ

に
て
却
行
す
る
に
。
客
と
言
う
を
以
っ
て
覚
え
ず
荔
支
浦

れ

い

し

ほ

上
じ
ょ
う

に
至
れ
り
。
晩
日

は
葱
曨

そ
う
ろ
う

と
し
て
、
竹
陰
は
蕭
然
た
り
、
荔
子
は
累
累

る
い
る
い

と
し
て
芡け

ん

実じ
つ

の
如
き
な
り
き
。
父
老
有
り
、

年
八
十
五
な
り
。
指
さ
し
て
以
っ
て
余
に
告
げ
て
曰
く
、
「
是
の
食
う
可
き
に
及 お

よ

ば
ば
、
公 

能
く

酒
を
携
さ
え
て
来
り
遊
ば
ん
か
」
と
。
意

こ
こ
ろ

欣
然
と
し
て
之
を
許
す
。
帰
り
臥
し
て
既
に
覚さ

め
た
る

と
き
、
児
子

じ

し 

過 ※

の
淵
明
の
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
詩
六
首
を
誦
す
る
を
聞
き
、
乃
ち
悉
く
其
の
韻

に
和
せ
り
。
始
め
余
の
広
陵
に
在
り
し
と
き
、
淵
明
の
「
飲
酒
」
二
十
首
に
和
せ
り
。
今
復
た
此

を
為
る
、
要

か
な
ら

ず
当ま

さ

に
尽
く
其
の
詩
に
和
し
て
乃
ち
已や

ま
ん
耳の

み

。 

※
児
子 

過…

蘇
軾
の
男
子
三
人
の
末
子
、
字
は
叔
党
。
詩
人
で
「
斜
川
集
」
二
十
巻
が
あ
り
（
一
〇
七
二
ー
一
一
二

三
）
、
小
坡
と
よ
ぱ
れ
た
。
父
が
恵
州
に
流
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
に
従
っ
た
。 

【
解
釈
】
三
月
四
日
。
私
は
白
水
山
の
仏
跡
巌
に
遊
ん
だ
。
そ
こ
の
温
泉
に
入
浴
し
、
た
き
の
下
で
頭
髪
を
か
わ
か

し
て
か
ら
、
歌
を
う
た
い
つ
つ
帰
っ
て
来
た
。
か
ご
に
乗
っ
て
も
ど
る
途
中
、
同
行
の
人
た
ち
と
話
し
こ
ん
で
い
て
、

い
つ
の
ま
に
か
荔
子
浦
ま
で
来
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
夕
日
の
光
は
あ
わ
く
竹
の
木
か
げ
に
人
影
も
な
く
、
れ
い
し

の
実
が
ひ
し
の
実
の
よ
う
に
枝
も
た
わ
わ
に
な
っ
て
い
る
。
八
十
五
歳
に
な
る
と
い
う
土
地
の
老
人
が
い
て
、
そ
の

方
を
指
さ
し
、
私
に
話
し
か
け
た
。
「
あ
れ
が
食
べ
ら
れ
る
こ
ろ
に
な
っ
た
ら
、
ひ
と
つ
酒
を
持
っ
て
お
い
で
に
は

な
れ
ま
せ
ん
か
な
」
私
は
う
れ
し
く
感
じ
、
そ
の
約
束
を
し
た
。
家
へ
帰
っ
て
、
ひ
と
ね
い
り
し
、
目
が
さ
め
た
と

き
、
せ
が
れ
の
過
が
陶
淵
明
の
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
詩
六
首
を
朗
誦
し
て
い
る
の
が
耳
に
入
っ
た
の
で
、
そ
こ
で

そ
の
韻
に
あ
わ
せ
て
六
首
す
べ
て
作
っ
た
。
以
前
、
私
が
揚
州
に
い
た
こ
ろ
淵
明
の
「
飲
酒
」
の
詩
二
十
首
に
和
し

た
こ
と
が
あ
る
。
今
日
は
ま
た
こ
の
詩
を
作
っ
た
の
だ
が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
ぜ
ひ
、
か
れ
の
詩
の
全
部
に
次
韻
し
て
し

ま
い
た
い
も
の
だ
と
思
う
。 
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和
陶
歸
園
田
居
六
首 

其
二 

1

窮
猿
旣
投
林   

 

窮
き
ゅ
う

猿 え
ん 

既
に
林
に
投
じ 

2

疲
馬
初
解
鞅   

 

疲 ひ

馬 ば 

初
め
て
鞅

ほ
だ
し

を
解 と

く 

3

心
空
飽
新
得   

 

心
は
空 む

な

し
ゅ
う
し
て 

新
得

し
ん
と
く

に
飽
き   

4

境
熟
夢
餘
想   

 

境
き
ょ
う

は
熟
し
て 

余
想

よ

そ

う

を
夢
む   

5

江
鷗
稍
馴
集   

 
 

江
鴎

こ
う
お
う

は 

稍 す
こ

し
く
馴 な

れ
集
ま
り 

6

蜑
叟
已
還
往   

 
 

蜑
叟

た
ん
そ
う

は 

已
に
還
往

か
ん
お
う

す 

7

南
池
綠
錢
生   

 
 

南
池

な

ん

ち

に
は 

緑
銭

り
ょ
く
せ
ん 

生
じ  

8

北
嶺
紫
笋
長   

 
 

北
嶺

ほ
く
れ
い

に
は 
紫
笋

し
じ
ゅ
ん 

長
ず  

9

提
壺
豈
解
飮   

 

提 て
い

壷 こ 

豈
に 

飲 い
ん

を
解 か

い

せ
ん
や 

10

好
語
時
見
廣   

 

好
語

こ

う

ご 

時
に 

広 ひ
ろ

う
せ
見 ら

る 

11

春
江
有
佳
句   

 

春
江

し
ゅ
ん
こ
う  

佳
句

か

く 

有
り   

12

我
醉
墮
渺
莽   

 

我 

酔
う
て 

渺
莽

び
ょ
う
ぼ
う

に
堕 お

と

せ
り 

【
語
釈
】 

○
投
林…

林
へ
に
げ
こ
む
ヽ
と
び
こ
む
。
○
解
鞅…

鞅
は
馬
の
く
び
に
く
く
り
つ
け
る
革
ひ
も
。
○
境
熟 

…

境
は
自
己
の
周
囲
に
あ
る
物
・
熟
は
す
っ
か
り
親
し
み
ぶ
か
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
。
○
夢
余
想…

余

想
は
昼
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
の
延
長
。
○
蜑
叟…

蜑
民
の
老
人
。
○
還
往…

往
還
・
往
来
に
同
じ
、
ゆ

き
き
す
る
。
○
緑
銭…

銭
は
（
銅
貨
）
円
い
か
ら
蓮
の
葉
に
た
と
え
る
。
○
紫
筍…

筍
は
た
け
の
こ
。
紫

は
皮
の
色
。
○
提
壺…

野
鳥
の
名
。
提
壺
盧
と
も
い
う
。
な
き
声
が
「
壼
盧
を
も
っ
て
ゆ
け
」
と
聞
え
る

の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
○
豈
解
飲…

洒
を
の
め
る
は
ず
が
な
い
の
に
。
○
好
語…

う
れ
し
い
こ
と
ば
。 

【
解
釈
】 

追
い
詰
め
ら
れ
た
猿
が
林
に
逃
げ
込
み
、
一
息
つ
い
た
後
。
疲
れ
果
て
た
馬
が
く
び
き
の
紐
か
ら
放
た

れ
た
と
き
。
私
は
そ
ん
な
身
の
上
だ
。
心
か
ら
煩
わ
し
さ
は
す
べ
て
消
え
去
り
、
新
鮮
な
よ
ろ
こ
び
に
満

た
さ
れ
、
充
分
に
親
し
く
な
っ
た
物
の
す
が
た
が
溢
れ
て
夢
の
中
ま
で
入
り
込
む
。
川
の
か
も
め
も
だ
ん

だ
ん
に
、
な
れ
て
お
り
て
く
る
し
、
蜑
民
の
お
き
な
さ
え
、
今
は
も
う
心
お
き
な
く
ゆ
き
き
す
る
。
南
の

池
で
は
、
は
ち
す
の
円
い
葉
が
大
き
く
、
北
の
山
で
は
紫
の
た
け
の
こ
が
伸
び
て
い
る
ら
し
い
。
酒
の
味

は
知
ら
な
い
く
せ
に
、
提
壺
の
鳥
の
さ
え
ず
り
が
、
折
々
う
れ
し
い
言
葉
を
か
け
て
慰
め
て
く
れ
る
。
春

の
大
川
。
そ
こ
で
は
素
晴
ら
し
い
詩
句
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
が
、
私
は
酔
っ
払
っ
て
、
そ
い
つ
を
ど
こ
か

遠
い
と
こ
ろ
へ
忘
れ
て
き
た
と
見
え
る
。 
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 其
三  

1

新
浴
覺
身
輕   

新
浴 

身
の
軽
き
を
覚
え   

2

新
沐
感
髮
稀   

新
沐 

髪
の
稀 ま

れ

な
る
を
感
ず   

3

風
乎
懸
瀑
下   

懸
瀑

け
ん
ば
く

の
下 も

と

に 

風 ふ
う

し   
 

4

却
行
咏
而
歸   
却

き
ゃ
く

行 こ
う

に
は 

咏 え
い

じ
て
帰
ら
ん   

5

仰
觀
江
搖
山   

仰 あ
お

い
で
観
る 

江
の
山
を
揺 ゆ

る

が
す
を   

6

俯
見
月
在
衣   

俯 ふ

し
て
見
る 

月
の

衣
こ
ろ
も

に
在
る
を 

7

步
從
父
老
語   

歩 ほ

し
て 

父 ふ

老 ろ
う

に
従
っ
て
語
る   

8

有
約
吾
敢
違   

約
有
り 

吾 

敢
て
違 た

が 
は
ん
や  

其
四 

1

老
人
八
十
餘   

老
人 

八
十
余   

2

不
識
城
市
娛   

城
市

じ
ょ
う
し

の 

娯
た
の
し
み

を
識 し

ら
ず 

3

造
物
偶
遺
漏   

造
物 

偶
々

た
ま
た
ま 

遺 い

漏 ろ
う

す   

4

同
儕
盡
丘
墟   

同
儕

ど
う
せ
い 

尽
こ
と
ご
と

く
丘
墟

き
ゅ
う
き
ょ   

5

平
生
不
渡
江   

平
生

へ
い
ぜ
い 

江
を
渡
ら
ず   

6

水
北
有
幽
居   

水
北

す
い
ほ
く

に 

幽
居
有
り   

7

手
插
荔
支
子   

手
づ
か
ら 

荔
支

れ

い

し

の
子 み

を

挿
さ
し
は
さ

み 

8

合
抱
三
百
株   

合
抱 

三
百
株   

9

莫
言
陳
家
紫   

言
ふ
莫
れ 

陳
家

ち

ん

か

の
紫 し   

10

甘
冷
恐
不
如   

甘
冷

か
ん
れ
い 

恐 お
そ

ら
く
は
如
か
ず
と   

11

君
來
坐
樹
下   

君
来 き

た

り
て 

樹
下
に
坐
し   

12

飽
食
攜
其
餘   

飽
食

ほ
う
し
ょ
く 

其
の
余
を
携

た
ず
さ

へ
よ   

13

歸
舍
遺
兒
子   

舎 し
ゃ

に
帰
っ
て 

児
子 

に
遺 お

く

ら
ん  

14

懷
抱
不
可
虛   

懐
抱

か
い
ほ
う 

虚
し
う
す
可 べ

か
ら
ず 

15

有
酒
持
飮
我   

酒
有
り 

持 じ

し
て
我
に
飲
ま
し
む   

16

不
問
錢
有
無   

銭 ぜ
に

の
有
無

う

む

を 

問
わ
ず 

 

漢
詩
大
系 

蘇
東
坡 

近
藤
光
男 

中
国
詩
人
選
集
二
集 

蘇
軾
（
下
）
小
川
環
樹
よ
り
抄
出 

今
し
が
た
入
浴
を
終
え
た
ば
か
り
の
体
は
、

ひ
ど
く
軽
々
と
し
て
い
る
心
地
、
い
ま
洗
っ

た
ば
か
り
の
髪
の
毛
は
、
急
に
沢
山
抜
け
落

ち
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
白
水
山

に
か
か
る
瀑
布
の
滝
つ
ぼ
の
辺
り
で 

風
涼

み
し
、
帰
途
は
詩
を
吟
じ
つ
つ
帰
る
こ
と
と

し
よ
う
。 

仰
ぎ
見
れ
ば
、
た
ゆ
と
う
江
の
流
れ
に
山
が

ゆ
ら
ぐ
か
に
見
え
、
う
つ
む
け
ば
月
は
我
が

衣
に
照
っ
て
い
る
。
土
地
の
老
人
と
歩
を
あ

わ
せ
て
あ
ゆ
み
つ
つ
語
り
合
う
。(

荔
子
の

実
の
食
べ
れ
る
頃
、
ま
た
来
る
よ
と)

約
束

し
た
以
上
、
私
は
何
で
そ
の
約
束
を
た
が
え

よ
う
。 

 

八
十
の
坂
を
越
え
た
こ
の
老
人
は
、
こ
の
歳
ま

で
〔
も
っ
ぱ
ら
生
業
に
励
み
〕
、
ま
っ
た
く
城

市
の
歓
楽
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
た
ま
た
ま
造

物
主
の
お
目
こ
ぼ
し
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
同
輩
は
も
う
す
っ
か
り
土
ま
ん
じ
ゅ
う
に

な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
に
。
老
人
は
生
涯
、
江

を
渡
る
こ
と
な
く
、
川
の
北
岸
に
わ
び
住
ま
い

を
か
ま
え
て
い
る
。
そ
の
手
で
蒔
い
た
茘
枝
の

実
が
、
い
ま
で
は
ひ
と
か
か
え
も
あ
ろ
う
と
み

え
る
三
百
株
も
の
大
木
に
成
長
し
て
い
る
。 

老
人
は
い
う
。
「
〔
閩
中
一
の
茘
枝
〕
陳
家
紫
ほ

ど
に
は
、
す
が
す
が
し
い
甘
み
が
、
お
そ
ら
く

は
あ
る
ま
い
、
な
ど
と
は
お
っ
し
ゃ
る
な
。
あ

ん
た
、
ま
あ
わ
し
の
園
へ
お
い
で
に
な
っ
て
樹

の
下
に
坐
り
、
た
ら
ふ
く
め
し
あ
が
っ
て
、
食

べ
き
れ
ん
ぶ
ん
は
持
っ
て
帰
り
な
さ
い
」
と
。 

家
へ
帰
っ
て
息
子
に
た
べ
さ
せ
よ
う
。
こ
の
老

人
の
好
意
を
無
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
し

か
も
老
人
は
酒
を
持
ち
出
し
て
、
わ
た
く
し
に

飲
ま
せ
、
銭
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
、

た
ず
ね
も
し
な
い
。 

 


