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「
屈
原
と
楚
辞
」
第
二
回 

  
 

 

「
離
騒
」「
漁
父
」
以
外
の
「
主
要
な
詩
」
テ
キ
ス
ト 

 

目

次 

１
．
九
歌
（
屈
原
） 

 

神
々
と
の
饗

宴

き
ょ
う
え
ん

の
歌
で
あ
る
。
天
の
唯
一
絶
対
神
で
あ
る
「
東
皇
太
一
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

天
上
界
・
自
然
界
の
神
々
を
祭
る
う
た
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。 

① 

東
皇
太
一 

２
．
天
問
（
屈
原
） 

 

天
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
る
。
天
地
創
造
の
は
じ
め
か
ら
、
神
話
の
世
界
に
語
ら
れ
る
い
に

し
え
の
物
語
、
そ
し
て
人
間
世
界
の
道
理
か
ら
地
理
歴
史
の
知
識
に
至
る
ま
で
、
あ
わ
せ
て
一
七

二
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。 

① 

第
一
段 

３
．
九
辯

き
ゅ
う
べ
ん

（
戦
国
楚
の
宋
玉
） 

 

宋
玉
が
屈
原
の
心
に
な
っ
て
、
深
く
そ
の
意
を
哀
れ
に
思
い
、
屈
原
の
辞
句
を
用
い
て
、
屈
原

の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
九
辯
は
楚
辞
の
中
で
も
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。 

① 

九
辯
の
第
一
段 

② 

九
辯
に
影
響
を
受
け
た
後
世
の
詩 

４
．
招
魂
（
宋
玉
） 

 

逃
れ
去
る
魂
を
招
き
よ
せ
る
歌
。
体
か
ら
抜
け
出
し
た
魂
を
招
き
よ
せ
る
歌
。
体
か
ら
抜
け
出

し
た
魂
に
向
っ
て
、
そ
の
行
先
が
苦
難
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
う
た
い
、
「
帰
っ
て
お
い
で
」
と

呼
び
か
け
る
歌
で
あ
る
。 

① 

招
魂
の
第
二
段 

② 

招
魂
と
は
、
招
魂
と
蛍 
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九
歌
（
屈
原
） 

神
々
と
の
饗
宴

き
ょ
う
え
ん

の
歌
で
あ
る
。
天
の
唯
一
絶
対
神
で
あ
る
「
東
皇
太
一
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
天
上
界
・
自
然
界
の
神
々
を
祭
る
う
た
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。 

九
歌

き

ゅ

う

か 

（
一
）
東
皇

と

う

こ

う

太
一

た

い

つ

、（
二
）
雲
中

う
ん
ち
ゅ
う

君く

ん

、（
三
）
湘
君
、（
四
）
湘
夫
人
、
（
五
）
大
司

だ

い

し

命め

い

、

（
六
）
少
司
命
（
七
）
東
君
、（
八
）
河か

伯は

く

、（
九
）
山
鬼
、（
十
）
国
殤

こ
く
し
ょ
う

、
（
十
一
）
礼
魂 

最
初
の
「
東
皇
太
一
」
は
、
祭
り
の
初
め
に
当
た
っ
て
神
を
迎
え
る
迎
神
曲
、
最
後
の
「
礼

魂
」
は
祭
り
が
終
わ
っ
て
神
を
見
送
る
送
神
曲
、
そ
の
間
に
な
ら
ぶ
九
篇
は
、
降
臨
し
た
神
に

捧
げ
ら
れ
る
歌
舞
劇
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

東
皇
太
一 

 
 

 

東
皇
太
一‥

最
高
神
。 

吉
日
兮
辰
良 

穆
將
愉
兮
上
皇 

 
 

吉
日

き
ち
じ
つ

の
辰し

ん

も
良よ

し
。
穆

つ
つ
し

み
て
将ま

さ

に
上
皇
を
愉

な
ぐ
さ

め
ん
と
す
。 

撫
長
劔
兮
玉
珥 

璆
鏘
鳴
兮
琳
琅 

 

長
剣

ち
ょ
う
け
ん

の
玉
珥

ぎ

ょ

く

じ

を
撫ぶ

す
れ
ば
、
璆
鏘

き
ゅ
う
し
ょ
う

と
琳
琅

り

ん

ろ

う

鳴な

る
。 

瑶
席
兮
玉
瑱 

盍
將
把
兮
瓊
芳 

 
 

瑶た

ま

の
席

む
し
ろ

に
玉

ぎ
ょ
く

の
瑱て

ん

、
瓊け

い

芳ほ

う

を
盍あ

わ

せ
将も

ち
把と

り
、 

蕙
肴
蒸
兮
蘭
藉 

奠
桂
酒
兮
椒
漿 

 

蕙け

い

肴こ

う

を
蒸す

す

め
蘭ら

ん

を
藉し

き
、
桂け

い

酒し

ゅ

と
椒
漿

し
ょ
う
し
ょ
う

と
を
奠そ

な

う
。 

揚
枹
兮
拊
皷 

疏
緩
節
兮
安
歌 

 
 

枹ば
ち

を
揚あ

げ
て
鼓

つ
づ
み

を
拊う

ち
、
節せ

つ

を
疏
緩

そ

か

ん

に
し
て
安

や
す
ら

か
に
歌う

た

う
。 

陳
竽
瑟
兮
浩
倡 

 
 

 
 

 
 

 
 

竽
瑟

う

し

つ

を
陳つ

ら

ね
て
浩
倡

こ
う
し
ょ
う

す
。 

靈
偃
蹇
兮
姣
服 

芳
菲
菲
兮
滿
堂 

 

霊
偃

れ

い

え

ん

蹇け

ん

と
し
て
姣
服

こ

う

ふ

く

し
、
芳ほ

う

菲
菲

ひ

ひ

と
し
て
堂ど

う

に
満み

つ
。 

五
音
紛
兮
繁
會 

君
欣
欣
兮
樂
康 

 

五
音

ご

い

ん

紛ふ
ん

と
し
て
繁
会

は
ん
か
い

す
れ
ば
、
君き

み

欣
欣

き
ん
き
ん

と
し
て
楽ら

く

康
こ
う

す
。 

（
解
説
・
通
釈
） 

よ
き
日
よ
き
時
を
選
ん
で
、
謹
ん
で
「
上
皇
」
、
す
な
わ
ち
太
一
神
を
お
迎
え
す
る
準
備
が
整

え
ら
れ
る
。
ま
ず
長
剣
を
か
ざ
し
て
の
剣
舞
が
舞
わ
れ
る
。 

今
日
の
良
き
日
の
時
刻
も
良
い
。
こ
こ
に
敬

つ
つ
し

ん
で
上
天
の
神
を
慰
め
奉
ろ
う
。 

仕
え
ま
つ
る
巫
が
長
剣
の
玉
の
柄
頭

つ
か
が
し
ら

を
握
れ
ば
、
ち
り
り
ん
と
帯
び
玉
が
鳴
る
。 

次
に
、
神
霊
を
お
迎
え
す
る
玉
座
と
、
奉
げ
ら
れ
る
供
物
が
歌
わ
れ
る
。 

美
し
い
い
玉
の
席

む
し
ろ

に
、
白
玉
の
押お

も

石し

を
置
い
て
あ
る
。 

玉
の
よ
う
に
美
し
い
香
り
の
よ
い
花
を
合
わ
せ
取
り
持
っ
て
献
げ
、
蕙
草
の
香
気
高
い
肉
を

薦す

す

め
て
蘭
を
そ
の
下
に
敷
き
、
桂
酒
（
金
木
犀

き

ん

も

く
せ

い

を
漬
け
込
ん
だ
酒
）、
椒

し
ょ
う

漿
し
ょ
う

（
山
椒
を
混
ぜ

込
ん
だ
ス
ー
プﾟ

）
を
供
え
る
。 
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次
に
供
さ
れ
る
の
は
音
楽
と
舞
踏
。 

そ
こ
で
、
枹ば

ち

を
振
り
上
げ
て
鼓
を
打
ち
、
拍
子
を
緩
や
か
に
し
て
の
ど
か
に
歌
い
、
竽う

吹
き

な
ら
し
瑟し

つ

を
弾
い
て
高
ら
か
に
唱う

た

う
と
、
し
な
や
か
に
舞
う
巫
女
は
美
し
く
装
い
芳
ば
し
い

香
り
は
立
ち
こ
め
て
広
間
に
満
ち
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
剣
の
舞
い
、
玉
座
の
し
つ
ら
え
、
香
り
高
い
供
物
と
お
お
が
か
り
な
音
楽
を

背
景
に
、
神
を
降
ろ
す
巫
女
が
、
美
し
い
衣
装
を
な
び
か
せ
て
登
場
し
て
舞
う
。 

か
く
て
、
巫
女
の
足
に
踏
み
し
だ
か
れ
た
香
草
が
、
あ
た
り
一
面
を
強
い
香
り
で
満
た
し
、
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
が
壮
大
な
音
楽
を
奏
で
る
中
に
、
「
君
」
す
な
わ
ち
太
一
神
は
降
臨
し
た
ま
い
、

よ
ろ
こ
ば
し
げ
に
こ
の
祭
り
を
享
受
し
た
ま
う
。
そ
ん
な
祭
り
の
一
部
始
終
が
こ
こ
に
は
歌

わ
れ
て
い
る
。
五
音
入
り
ま
じ
っ
て
合
奏
す
れ
ば
、
神
は
よ
ろ
こ
ば
し
げ
に
し
て
安
ん
じ
楽

し
み
給
う
。 

 

注
）
竽‥

竹
製
の
管
楽
器
。
笙
の
大
型
の
も
の
で
笙
よ
り
一
オ
ク
タ
ー
ブ
低
い
。（
コ
ト
バ
ン

ク
）
霊‥

巫
女
の
こ
と
。
偃
蹇‥

舞
う
姿
の
形
容
。
し
な
や
か
。 

姣
服‥

み
め
よ
く
装

よ
そ
お

う
。 

 

（
新
釈
漢
文
大
系
「
楚
辞
」
七
〇
頁
、
「
詩
経
・
楚
辞
」
一
七
六
頁
） 

（
参
考
） 

日
本
で
の
神
社
の
神
事
の
進
行
は
、
一
般
的
に
次
の
順
序
で
行
わ
れ
る
。 

（
ネ
ッ
ト
） 

手
水
（
て
み
ず
） 

修
祓
（
し
ゅ
ば
つ
）…

心
身
を
祓
い
清
め
て
、
神
に
近
づ
く
（
参
列
者
全
員
）。 

神
饌
（
し
ん
せ
ん
）
の
供
え 

宮
司
の
祝
詞
（
の
り
と
） 

玉
串
（
た
ま
ぐ
し
）
拝
礼 

巫
女
の
舞
（
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
） 

神
饌
を
撤
し
直
会
（
な
お
ら
い
） 

（
参
考
）
輞も

う

川せ

ん

集 
 

 

王
維 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
王
維
一
〇
〇
選
一
三
〇
頁
） 

 

椒
園 

 
 

 
 

椒
し
ょ
う

園え

ん 

桂
尊
迎
帝
子 

 

桂け

い

尊そ

ん

も
て
帝
子

て

い

し

を
迎
え 

杜
若
贈
佳
人 

 

杜
若

と

じ

ゃ

く

を
佳
人

か

じ

ん

に
贈
る 

椒
漿
奠
瑶
席 

 

椒
漿

し
ょ
う
し
ょ
う

を
瑶よ

う

席せ

き

に
奠て

ん

し 

欲
下
雲
中
君 

 

雲
中

う
ん
ち
ゅ
う

君く

ん

を
下
さ
ん
と
欲ほ

っ

す 

（
訳
） 

匂
い
よ
き
桂

か
つ
ら

の
樽
酒
を
用
意
し
て
、
湘

し
ょ
う

夫
人

ふ

じ

ん

を
お
客
に
迎
え
、
香
し
き
杜
若
を
と
っ
て
佳よ

き
人
に
贈
ろ
う
。
ま
た
香
も
高
き
椒
漿

し
ょ
う
し
ょ
う

を
、
玉
の
敷
物
に
お
供
え
し
て
、
雲
の
神
を
下
界
に

下
し
て
、
神
々
と
交
遊
し
た
い
。 
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天 

問
（
屈
原
）  

天
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
る
。 

三
五
四
句
か
ら
成
り
、
楚
辞
中
離
騒
に
次
ぐ
長
編
。
宇
宙
・
人
生
に
関
す
る
一
七
二
の
疑
問

を
連
ね
て
天
に
詰
問
し
た
。
懐
疑
文
学
の
代
表
作
。
ま
ず
神
話
に
伝
え
る
宇
宙
の
混
沌
未
分

の
状
態
に
始
ま
り
、
天
地
開
闢

か
い
び
ゃ
く

に
及
び
、
山
川
の
経
営
か
ら
歴
代
帝
王
の
政
治
を
叙
し
、
幾
多

の
疑
問
を
連
ね
た
す
え
、
最
後
に
楚
国
の
史
実
を
叙
べ
て
、
そ
の
滅
亡
に
対
す
る
自
己
の
感

慨
と
決
意
に
終
わ
る
。 

天
問
の
題
意
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
屈
原
は
放
た
れ
て
山

野
を
さ
ま
よ
う
う
ち
、
楚
の
先
王
の
廟
に
天
地
山
川
の
森
羅
万
象
を
描
い
た
図
を
見
て
、
そ

れ
に
詩
を
供
え
た
と
す
る
も
の
で
、
一
種
の
画
賛
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
楚
辞
の

ほ
か
の
詩
と
異
な
っ
て
、
四
言
で
一
句
を
な
し
て
お
り
、
し
か
も
兮
の
字
を
用
い
な
い
。
こ
れ

は
画
賛
の
手
法
に
従
っ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

尚
、
本
篇
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
老
荘
「
淮
南
子
」
そ
の
他
の
諸
書
に
類
型
が
み
ら
れ
る
、

と
の
こ
と
。 

全
篇
は
十
段
に
分
か
た
れ
る
。 

第
一
段
：
天
文
に
関
す
る
疑
問 

第
二
段
：
鮌
・
禹
の
治
水
伝
説
に
つ
い
て
の
疑
問 

第
三
段
：
地
上
の
怪
異
に
つ
い
て
の
疑
問 

第
四
段
：
夏
代
の
故
事
に
関
す
る
疑
問 

第
五
段
：
仙
人
や
神
な
ど
の
奇
怪
な
説
話
に
対
す
る
疑
問 

第
六
段
：
虞
・
夏
・
殷
三
代
に
お
け
る
婦
人
関
係
の
説
話
を
主
と
し
た
疑
問 

第
七
段
：
殷
の
王
朝
及
び
そ
の
祖
先
の
伝
説
に
関
す
る
疑
問 

第
八
段
：
周
代
の
故
事
を
述
べ
、
殷
の
紂
王
の
事
に
及
ぶ 

第
九
段
：
周
の
祖
先
と
文
王
・
武
王
の
故
事
を
主
と
し
て
述
べ
る 

第
十
段
：
古
代
の
雑
事
を
述
べ
る 

こ
こ
で
は
最
初
の
一
段
を
紹
介
す
る
。
尚
、「
淮
南
子
」
天
文
訓
及
び
精
神
訓
に
類
似
の
話

が
あ
る
。 

 
 

曰
遂
古
之
初 

誰
傳
道
之 

 

曰
く
遂す

い

古こ

の
初
め
は 

誰
か
こ
れ
を
傳で

ん

道ど

う

せ
る 

 
 

上
下
未
形 

 

何
由
考
之 

 

上
下
未
だ
形
あ
ら
ず 

何
に
由
り
て
か
之
を
考
ふ
る 
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そ
も
そ
も
天
地
の
初
め
の
こ
と
は
、
誰
が
言
い
伝
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
と
地
が
ま
だ
形

も
な
い
と
き
に
、
何
に
よ
っ
て
そ
れ
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か 

 
 

冥
昭
盲
暗 

誰
能
極
之 

 

冥め

い

昭
し
ょ
う

盲
暗

ぼ

う

あ

ん

な
る 

誰
か
能
く
之
を
極
む
る 

 
 

馮
翼
惟
像 

何
以
識
之 

 

馮
ひ
ょ
う

翼
よ
く

と
し
て
惟た

だ
像

し
ょ
う

の
み
あ
り 

何
を
以
て
か
之
を
識
れ
る 

昼
夜
も
ま
だ
分
か
れ
ず
混
沌
と
し
て
暗
か
っ
た
と
き
に
、
誰
が
そ
う
し
た
情
況
を
見
極
め

た
の
だ
ろ
う
か
。
気
が
盛
ん
に
浮
動
し
て
形
象
も
な
か
っ
た
時
に
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
姿

を
識
別
し
た
の
か
。 

以
上
の
二
章
は
、
宇
宙
の
混
沌
未
分
の
状
態
に
つ
い
て
の
疑
問
。 

 
 

明
明
暗
暗 

惟
時
何
為 

 

明
を
明
と
し
暗
を
暗
と
す 

惟
れ
時こ

れ
何
を
か
為
せ
る 

 
 

陰
陽
三
合 

何
本
何
化 

 

陰
陽
三
合
す 

何
れ
か
本
に
し
て
何
れ
か
化
な
る 

合
し
て
万
物
が
生
じ
た
と
き
、
ど
れ
が
本も

と

で
ど
れ
が
変
化
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
章
は
、
天
地
開
闢

か
い
び
ゃ
く

の
際
に
お
け
る
造
化
の
働
き
に
対
す
る
疑
問
。
本
件
は
宋
代
の
儒
者

に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
で
、
朱
子
他
が
哲
学
的
思
索
を
記
し
て
い
る
。 

 
 

圜
則
九
重 

孰
營
度
之 

 

圜
則

え

ん

そ

く

は
九
重
な
る
と 

孰た

れ
か
之
を
營
度
せ
る 

 
 

惟
茲
何
功 

孰
初
作
之 

 

惟
れ
茲こ

れ
何
の
功
ぞ 

孰
れ
か
初
め
て
之
を
作
れ
る 

天
は
丸
く
九
重
の
形
を
な
し
て
い
る
と
い
う
が
、
誰
が
こ
れ
を
設
計
し
て
つ
く
っ
た
の
か
。

是
は
誰
の
し
た
仕
事
な
の
か
。
誰
が
は
じ
め
て
作
っ
た
の
か
。 

 
 

斡
維
焉
系 

天
極
焉
加 

 

斡
維

あ

つ

い

焉い

づ

く
に
か
系か

か

る 

天
極
焉
く
に
か
加
は
る 

 
 

八
柱
何
當 

東
南
何
虧 

 

八
柱
は
何
く
に
か
當
る 

東
南
は
何
ぞ
虧か

け
た
る 

天
の
回
転
の
た
め
の
軸
や
綱
は
ど
こ
に
つ
な
が
れ
、
天
柱
は
ど
こ
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
、
八
柱
は
ど
ち
ら
の
方
角
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
東
南
が
欠
け
て
い
る
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 
 

九
天
之
際 

安
放
安
屬 

 

九
天
の
際
は 

安い

づ

く
に
か
放い

た

り
安
く
に
か
屬つ

く 

 
 

隅
隈
多
有 

誰
知
其
數 

 

隅
隈
多
く
有
り 

誰
か
其
の
數
を
知
れ
る 

九
天
の
境
界
は
、
ど
こ
ま
で
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
隅
々
は
多
く
あ
る
と
い
う

が
、
だ
れ
が
そ
の
数
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 
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天
何
所
沓 

十
二
焉
分 

 
 

天
何
れ
の
所
か
沓か

さ

な
る 

十
二
焉
く
に
か
分
か
て
る 

 
 

日
月
安
屬 

列
星
安
陳 

 
 

日
月
安い

づ

く
に
か
屬つ

き 

列
星
安
く
に
か
陳つ

ら

な
る 

天
は
ど
こ
で
地
と
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
十
二
の
星
次
は
ど
こ
で
分
か
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
日
月
は
ど
こ
に
繋
が
れ
て
い
る
の
か
、
星
星
は
い
か
な
る
配
置
に
な
っ
て

い
る
の
か
。 

以
上
四
章
は
天
空
に
関
す
る
疑
問
。 

 
 

出
於
湯
谷 

次
於
蒙
汜 

 

湯
谷
よ
り
出
で
て 

蒙
汜

も

う

し

に
次や

ど

る 

 
 

自
明
及
晦 

所
行
幾
里 

 
明
よ
り
晦か

い

に
及
ぶ
ま
で 

行
く
所
幾
里
ぞ 

太
陽
は
朝
東
方
の
湯
谷
を
出
て
、
暮
に
西
方
の
蒙
汜
に
沈
む
と
い
う
が
、
朝
か
ら
暮
の
間

に
、
ど
れ
く
ら
い
の
距
離
を
行
く
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
章
は
太
陽
の
運
行
に
関
す
る
疑
問
。 

 
 

夜
光
何
德 

死
則
又
育 

 

夜
光
何
の
德
ぞ 

死
す
れ
ば
則
ち
又
育
す 

 
 

厥
利
維
何 

而
顧
菟
在
腹 

厥そ

の
利
維
れ
何
ぞ 

而
し
て
顧
菟

こ

と

腹
に
在
り 

夜
光
（
月
）
に
は
何
の
徳
が
あ
っ
て
、
欠
け
た
（
死
）
と
思
っ
た
ら
ま
た
満
ち
て
く
る
（
育
）

の
か
。
何
の
利
が
あ
っ
て
、
腹
に
ウ
サ
ギ
を
住
ま
わ
せ
て
い
る
の
か
。 

こ
の
章
は
月
に
つ
い
て
の
疑
問
。 

 
 

女
岐
無
合 

夫
焉
取
九
子 

女じ

ょ

岐き

は
合
ふ
こ
と
無
し 

夫
れ
焉な

ん

ぞ
九
子
を
取
れ
る 

 
 

伯
強
何
處 

惠
氣
安
在 

 

伯
強

は
く
き
ょ
う

は
何い

づ

れ
の
處
ぞ 

惠
氣
安い

づ

く
に
か
在
る 

女
岐
（
神
女
）
は
夫
と
男
女
の
交
わ
り
も
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
九
子
を
産
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

か
、
伯
強
（
疫
病
神
）
は
ど
こ
に
い
る
の
か
、
和
気
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

こ
の
章
は
、
前
後
と
関
係
が
な
い
。
恐
ら
く
錯
簡
で
あ
ろ
う
。 

 
 

何
闔
而
晦 

何
開
而
明 

 

何い

づ

く
に
か
闔と

じ
て
晦く

ら

く 

何
く
に
か
開
き
て
明
る
き 

 
 

角
宿
未
旦 

曜
靈
安
藏 

 

角か

く

宿
し
ゅ
く

未
だ
旦あ

け
ざ
る
と
き 

曜
靈

よ

う

れ

い

は
安
く
に
か
藏か

く

る
る 

天
の
ど
こ
の
戸
を
閉
じ
る
と
暗
く
な
り
、
ど
こ
の
戸
を
開
く
と
明
る
く
な
る
の
か
、
東
方

が
ま
だ
明
け
な
い
時
、
太
陽
は
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

（
漢
詩
と
中
国
文
化
（
ネ
ッ
ト
）、
「
楚
辞
」
集
英
社
一
〇
七
頁
） 
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九
き
ゅ
う 

辯 べ
ん 

（
戦
国
楚
の
宋
玉
作
） 

宋
玉
が
屈
原
の
心
に
な
っ
て
、
深
く
そ
の
意
を
哀
れ
に
思
い
、
屈
原
の
辞
句
を
用
い
て
、
屈

原
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
九
辯
は
楚
辞
の
中
で
も
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
第
一
段
か
ら
第
九
段
ま
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
第
一
段
を
示
す
。 

第
一
段 

 

秋
の
寂
し
い
季
節
感
か
ら
触
発
さ
れ
て
、
旅
人
、
つ
ま
り
屈
原
の
心
境
を
想
像
し
て
述
べ

た
導
入
部
。 

第
二
段
～
九
段 

追
放
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
屈
原
に
な
り
代
わ
っ
て
悲
し
み
、
旅
の
よ
う
す
を

描
写
し
つ
つ
、
王
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
価
値
観
が
世
の
中
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と

を
嘆
い
て
絶
望
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
王
の
側そ

ば

に
い
る
よ
こ
し
ま
な
臣
下
た
ち
を
批
判
す
る
。

そ
し
て
最
後
は
と
う
と
う
引
退
を
決
意
し
て
、
新
た
な
旅
に
出
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。 

要
す
る
に
、
全
体
と
し
て
は
屈
原
の
「
離
騒
」
を
リ
ラ
イ
ト
し
た
内
容
に
な
る
。
最
後
の
旅
に

は
風
の
神
、
不
思
議
な
鳥
な
ど
お
供
が
た
く
さ
ん
い
て
、
い
か
に
も
「
楚
辞
」
ら
し
い
が
、
じ

つ
は
「
九
弁
」
で
は
そ
う
い
っ
た
「
離
騒
」
的
な
部
分
よ
り
も
、
こ
の
第
一
段
の
方
が
後
世
へ

の
影
響
が
大
き
い
。 

最
初
の
四
句
が
導
入
。
冒
頭
の
二
行
で
秋
の
本
質
を
ず
ば
り
と
言
い
切
っ
た
感
。 

（「
漢
詩
を
読
む
①
」
七
六
頁
） 

 

第
一
段 

悲
哉
秋
之
為
氣
也 

 
 

 
 

 
 

悲
し
い
か
な 

秋
の
気
た
る
や 

蕭
瑟
兮 

草
木
搖
落
而
變
衰 

 
 

蕭
瑟

し
ょ
う
し
つ

と
し
て 

草
木
搖
落

よ

う

ら

く

し
て
変
衰
す 

憭
慄
兮 

若
在
遠
行 

 
 

 
 

 

憭
慄

り
ょ
う
り
つ

と
し
て 

遠
行
に
在
る
が
若ご

と

く 

登
山
臨
水
兮 

送
將
歸 

 
 

 
 

山
に
登
り
水
に
臨
み
て 

将ま

さ

に
帰
ら
ん
と
す
る
を
送
る 

泬
寥
兮 

天
高
而
氣
清 

 
 

 
 

泬
寥

け
つ
り
ょ
う

と
し
て 

天
高
く
気
清
し 

寂
寥
兮 

收
潦
而
水
清 
 

 
 

 

寂
寥

せ
き
り
ょ
う

と
し
て 

潦
を
収
め
て
水
清
し 

憯
悽
增
欷
兮 

薄
寒
之
中
人 

 
 

憯
悽

さ

ん

せ

い

と
し
て
欷な

げ

き
を
増か

さ

ね 

薄
寒
の
人
に
中あ

た

る
ご
と
く 

愴
怳
懭
悢
兮 

去
故
而
就
新 

 
 

愴
怳
懭
悢

そ
う
き
ょ
う
こ
う
り
ょ
う

と
し
て 

故こ

を
去
り
て
新
に
就
く 

坎
廩
兮 

貧
士
失
職
而
志
不
平 

 

坎
廩

か

ん

り

ん

と
し
て 

貧
士
職
を
失
い
て
志
平た

い

ら
な
ら
ず 

廓
落
兮 

羈
旅
而
無
友
生 

 
 

 

廓
落

か

く

ら

く

と
し
て 

羈き

旅
に
あ
り
て
友
生

ゆ

う

せ

い

無
し 

惆
悵
兮 

而
私
自
憐 

 
 

 
 

 

惆
悵

ち
ゅ
う
ち
ょ
う

と
し
て 

私ひ

そ

か
に
自
ら
憐
れ
む 
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燕
翩
翩
其
辭
歸
兮 

蟬
寂
漠
而
無
聲 

 

燕
は
翩
翩

へ

ん

ぺ

ん

と
し
て
そ
れ
辞
し
帰
り 

蟬
は
寂
漠
と

し
て
声
無
し 

鴈
廱
廱
而
南
遊
兮 

鶤
雞
啁
哳
而
悲
鳴 

鴈が

ん

は
廱
廱

よ

う

よ

う

と
し
て
南
に
遊ゆ

き 

鶤
雞

こ

ん

け

い

は
啁
哳

ち
ょ
う
た
つ

と
し

て
悲
鳴
す 

獨
申
旦
而
不
寐
兮 
哀
蟋
蟀
之
宵
徵 

 

独
り
旦

あ
し
た

に
申い

た

り
て
寝い

ね
ら
れ
ず 

蟋
蟀

し
つ
し
ゅ
う

の
宵よ

る

征ゆ

く
を
哀
し
む 

時
亹
亹
而
過
中
兮 

蹇
淹
留
而
無
成 

 

時
亹
亹

び

び

と
し
て
中
を
過
ぐ 

蹇け

ん

と
し
て
淹
留

え
ん
り
ゅ
う

し
成

る
無
し 

 

（
語
釈
） 

●

潦‥

秋
の
水 

●

坎
廩

か

ん

り

ん‥

う
ら
ぶ
れ
る 

●

廓
落

か

く

ら

く‥
ひ
っ
そ
り 

●

鶤
雞

こ
ん
け
い‥

鳥
の
名 

と
う
ま
る 

●

啁
哳

ち
ょ
う
た
つ‥

声
高
く
鳴
く 

●

蟋
蟀

し
つ
し
ゅ
う‥

こ
お
ろ
ぎ
。
●

蕭
瑟‥
秋
の
風
の
ふ
く
さ
ま
。
も
の
さ
び

し
い
さ
ま
。
●

憭
慄‥

心
が
悲
し
み
痛
む 

●

泬
寥‥

む
な
し
く
晴
れ
て
雲
の
な
い
さ
ま 

●

寂

寥‥

虚
静
の
意 

●

憯
悽‥

悲
痛
の
貌 

●

愴
怳‥

心
が
悲
し
み
の
た
め
に
ぼ
ん
や
り
す
る 

 

●

懭
悢‥

心
が
む
な
し
く
愁
え
る 

●

羈
旅‥

旅
路 

●

惆
悵‥

心
う
れ
え
て
ぼ
ん
や
り
と
な
る 

 

●

廱
廱‥

雁
の
和
し
て
鳴
く
声 

●

亹
亹‥

時
の
過
ぎ
ゆ
く
形
容 

●

淹
留‥
久
し
く
留
ま
る 

 

注
）
こ
の
第
一
段
は
独
特
の
風
調
を
示
す
も
の
で
、
の
ち
の
楚
辞
文
学
の
展
開
に
一
つ
の
方

向
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

（
訳
） 

悲
し
い
し
い
こ
と
よ
、
秋
の
気
と
い
う
も
の
は
！ 

風
は
さ
わ
さ
わ
と
草
木
に
吹
き
さ
び

し
く
鳴
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
草
木
は
葉
を
落
と
し
、
吹
き
散
り
、
色
を
変
わ
っ
て
お
と

ろ
え
る
。 

逝
く
秋
に
は
心
が
い
た
み
悲
し
む
も
の
で
、
そ
れ
は
遠
い
旅
路
で
、
山
に
登
っ
た
り
、
水
辺

に
立
っ
た
り
し
て
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
人
を
送
る
時
の
気
分
の
よ
う
で
あ
る
。 

秋
の
眺
め
は
む
な
し
く
雲
も
な
い
。
大
空
は
高
く
な
り
、
空
気
は
清
々

す

が

す

が

し
い
も
の
と
な
る
。

秋
の
野
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
く
る
し
、
物
影
も
な
く
な
る
の
だ
。
長
雨
で
出
来
た
道
の
溜
り

水
も
収
ま
り
引
い
て
、
秋
の
水
は
澄
ん
で
く
る
の
だ
。 

心
は
痛
み
悲
し
ん
で
、
次
第
に
す
す
り
泣
く
の
で
あ
る
、
は
だ
寒
い
秋
の
気
は
次
第
に
人

の
身
に
し
み
る
寒
さ
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
物
悲
し
く
う
つ
ろ
な
心
に
な
り
、
気
力

も
う
ち
し
お
れ
、
住
み
な
れ
た
土
地
を
去
っ
て
見
知
ら
ぬ
国
に
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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そ
の
よ
う
な
境
遇
で
あ
れ
ば
心
は
楽
し
い
も
の
で
は
な
く
、
貧
し
い
士
太
夫
、
そ
の
人
は

心
中
お
だ
や
か
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
た
だ
広
々
と
し
て
寂
し
い
の
は
そ
の
地
も
、
心
も
そ

う
な
の
だ
。
そ
の
地
を
離
れ
て
こ
の
旅
の
空
に
友
達
も
い
な
い
の
で
あ
る
。 

心
は
い
た
み
悲
し
み
、
そ
し
て
ひ
そ
か
に
自
分
を
憐
れ
に
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
悲
愁
の
候
、
貧
士
失
燭
、
自
ら
憐
れ
む
と
は
、
宋
玉
が
屈
原
に
代
わ
っ
て
そ
の
心
中
を
述
べ
る
。） 

燕
は
ひ
ら
り
と
飛
ん
で
別
れ
を
告
げ
て
去
り
、
蟬
は
も
う
静
か
に
影
も
な
く
声
が
聞
こ
え

な
い
。
雁
は
鳴
き
つ
れ
て
南
へ
旅
を
し
、
鶤
雞

と

う

ま

る

は
い
や
な
声
で
悲
し
く
鳴
い
て
い
る
。 

私
は
夜
あ
け
ま
で
眠
ら
れ
ず
、
こ
お
ろ
ぎ
の
夜
ど
お
し
鳴
く
の
を
哀
し
む
。
時
は
過
ぎ
易
く
、

す
で
に
今
年
も
盛
り
を
過
ぎ
た
の
に
、
あ
あ
久
し
く
な
っ
て
も
何
一
つ
で
き
上
が
ら
な
い
。 

（
紀
頌
之
の
漢
詩
ブ
ロ
グﾞ

2
1

3
4

、
新
釈
漢
文
大
系
「
楚
辞
」
二
八
二
頁
、「
中
国
の
古
代
文

学―

神
話
か
ら
楚
辞
へ
」
四
〇
七
頁
） 

 

（
詩
語
）
秋
の
情
景
・
思
い
の
詩
語
の
宝
庫
で
あ
る
。 

蕭
瑟
、
草
木
搖
落
、
登
山
臨
水→

登
臨
、
天
高
而
氣
清
、
寂
寥
、
廓
落

か

く

ら

く

、
羈き

旅
、

惆
悵

ち
ゅ
う
ち
ょ
う

、
翩
翩

へ

ん

ぺ

ん

、
寂
漠
、
鴈

が

ん

、
啁
哳

ち
ょ
う
た
つ

、
蟋
蟀

し
つ
し
ゅ
う

、
等
々
。 

 

注
１
） 

「
楚
辞
」
以
前
の
中
国
に
は
、
秋
を
〝
悲
し
い
季
節
〟
と
し
て
表
現
し
た
作
品
が
な
い
。

「
詩
経
」
に
も
け
っ
こ
う
秋
は
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
穫
り
入
れ
、
収
穫
の
季
節
と
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
。(

「
漢
詩
を
読
む
①
」
七
七
頁
） 

注
２
） 

宋
玉
の
師
に
あ
た
る
屈
原
は
寂
し
い
秋
を
詠
い
ま
す
が
、
明
確
に
秋
は
悲
し
い
と
は
い
い

ま
せ
ん
。
秋
は
悲
し
い
と
い
う
の
は
、
宋
玉
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
「
悲ひ

秋
し
ゅ
う

」
の
文
学

が
連
綿
と
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

（
鷲
野
正
明
「
漢
詩
の
美
し
い
言
葉
」
一
七
八
頁
） 
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九
辯
に
影
響
を
受
け
た
後
世
の
詩 

 

 

『
秋
風
辞
』 

武
帝  

『
秋
風
辞
』
は
前
漢
の
絶
頂
期
を
つ
く
っ
た
武
帝
四
四
歳
の
詩
で
す
。
河
東
汾
陰
（
現
山
西

省
）
で
土
地
神
を
祭
っ
た
帰
り
、
治
世
も
早
三
〇
年
近
く
、
漢
王
朝
絶
頂
期
で
あ
り
な
が
ら
秋

風
に
ふ
と
感
じ
た
寂
し
さ
、
老
い
の
予
感
が
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。 

秋
風
起
兮
白
雲
飛 

 
 

秋
風
起
こ
り
て 

白
雲
飛
ぶ 

 

草
木
黄
落
兮
雁
南
帰 

 
草
木

そ

う

も

く

黃
落

こ

う

ら

く

し
て 

雁か

り 

南
に
帰
る 

蘭
有
秀
兮
菊
有
芳 

 
 

蘭
に
秀

し
ゅ
う

有
り 

菊
に
芳ほ

う

有
り 

懐
佳
人
兮
不
能
忘 

 
 

佳
人
を
懐お

も

い
て 

忘
る
る
能あ

た

わ
ず 

泛
楼
船
兮
済
汾
河 

 
 

楼
船
を
泛う

か

べ
て 
汾ふ

ん

河が

を
済わ

た

り 

橫
中
流
兮
揚
素
波 

 
 

中
流
に
横

よ
こ
た

わ
り
て 
素
波

そ

は

を
揚あ

ぐ 

簫
鼓
鳴
兮
発
棹
歌 

 
 

簫
し
ょ
う

鼓こ

鳴
り
て 

棹
歌

と

う

か

を
発
す 

歓
楽
極
兮
哀
情
多 

 
 

歓
楽
極
ま
り
て 

哀あ

い

情
じ
ょ
う

多
し 

少
壮
幾
時
兮
奈
老
何 

 

少
壮
幾
時

い

く

と

き

ぞ 

老
い
を
奈
何

い

か

ん

せ
ん 

（
訳
） 

秋
風
が
吹
き
白
い
雲
が
飛
ん
で
い
く 

草
木
は
黄
ば
ん
で
散
り
、
雁
は
南
に
帰
る 

蘭
は
美
し
い
花
を
咲
か
せ
、
菊
に
は
芳
香
が
あ
る 

出
会
っ
て
き
た
佳
人
の
面
影
は
消
え
る
こ
と
が
な
い 

屋
形
船
を
浮
か
べ
て
汾
河
を
渡
ろ
う
と 

流
れ
の
中
ほ
ど
に
船
を
横
た
え
れ
ば
白
波
が
立
つ 

船
の
中
で
は
笛
や
太
鼓
の
音
、
舟
歌
の
声 

楽
し
み
が
極
ま
れ
ば
哀
し
み
が
胸
に
迫
る 

若
く
元
気
な
日
々
は
あ
と
ど
の
く
ら
い
か
、
や
が
て
来
る
老
い
を
ど
う
し
た
ら
い
い
も
の
か 

 

（
解
説
） 

表
題‥

「
辞
」
は
韻
文
の
一
種
。 

第
１
句…

「
兮
」
は
調
子
を
整
え
る
言
葉
で
、
中
国
語
で
は
「
シ
ー
」
と
読
み
ま
す
が
、
漢

文
で
は
読
み
ま
せ
ん
。『
楚
辞
』
や
楚
調
（
『
楚
辞
』
の
影
響
を
受
け
た
調
べ
）

の
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。 

第
２
句…

「
黄
落
」
は
木
の
葉
が
黄
ば
ん
で
落
ち
る
こ
と
。 

第
３
句…

「
秀
」
は
「
花
」。 
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第
４
句…

「
佳
人
」
は
朝
廷
の
美
女
説
、
賢
臣
説
、
土
地
を
守
る
女
神
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

現
代
語
訳
で
は
美
女
説
を
採
り
ま
し
た
。
美
し
い
花
や
宮
廷
の
美
女
た
ち
は
ま
さ

に
人
生
の
歓
楽
を
象
徴
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。 

第
５
句…
「
楼
船
」
は
「
二
階
建
て
仕
様
の
船
」。「
泛
」
は
「 

浮
か
ぶ
」。「
汾
河
」
は
山
西

省
を
流
れ
て
い
る
川
の
名
前
で
す
。「
済
」
は
「
渡
る
」
。 

第
６
句…

「
素
波
」
は
「
白
波
」。 

第
７
句…

「
簫
鼓
」
は
「
縦
笛
と
太
鼓
」。
「
棹
歌
」
は
「
舟
歌
」。 

第
８
句…

「
哀
情
」
は
「
哀
し
み
」。 

第
９
句…

「
少
壮
」
は
「
若
く
血
気
盛
ん
な
年
ご
ろ
」
。「
幾
時
」
は
「
い
つ
ま
で
続
く
こ
と
か
」

「
奈
～
何
」
は
「
～
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
」。 

 

武
帝
の
詩
は
も
の
寂
し
げ
な
秋
の
情
景
で
始
ま
り
ま
す
。 

や
が
て
美
し
い
蘭
の
花
や
菊
の
香
り
、
宮
廷
の
美
女
た
ち
の
面
影
。 

さ
ら
に
汾
河
を
渡
る
豪
勢
な
屋
台
船
と
そ
こ
で
奏
で
ら
れ
る
蕭
や
太
鼓
の
音
、
舟
歌
の
朗
々

た
る
声
。
土
地
神
へ
の
祈
り
の
行
事
が
終
わ
っ
て
、
ホ
ッ
と
し
た
帝
王
や
臣
下
た
ち
の
宴
会

の
音
が
に
ぎ
や
か
で
す
。 

お
酒
も
入
っ
て
お
お
い
に
笑
い
楽
し
ん
だ
そ
の
時
、
ふ
と
哀
し
み
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
す
。 

歓
楽
の
時
も
必
ず
終
わ
る
、
我
が
命
も
必
ず
終
わ
り
を
迎
え
る
。 

充
実
し
た
気
力
で
国
を
動
か
せ
る
の
も
あ
と
ど
の
く
ら
い
だ
ろ
う
。
老
い
を
迎
え
た
ら
ど
う

し
た
ら
い
い
も
の
か
。 

武
帝
は
一
六
歳
で
即
位
し
六
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
四
四
歳
と
い
え
ば
ち
ょ

う
ど
そ
の
治
世
の
真
ん
中
。
活
力
も
ま
だ
充
分
み
な
ぎ
っ
て
い
た
頃
で
す
。
大
帝
国
の
権
力

を
一
手
に
握
り
、
衛
青
や
霍
去
病

か

く

き

ょ
へ

い

な
ど
自
分
が
抜
擢
し
た
天
才
将
軍
の
活
躍
で
、
不
倶
戴
天

の
敵
・
匈
奴
と
の
戦
い
で
は
連
戦
連
勝
。
張
騫

ち
ょ
う
け
ん

の
活
躍
で
西
域
と
の
交
流
も
始
ま
り
、
領
土
は

増
え
、
順
風
満
帆
で
す
。
そ
の
さ
な
か
に
書
か
れ
、
ま
さ
に
「
歓
楽
極
ま
っ
て
哀
情
多
し
」
、

歓
楽
の
極
み
に
不
幸
な
晩
年
の
予
感
が
よ
ぎ
っ
た
よ
う
な
詩
で
す
。 

こ
の
頃
か
ら
武
帝
は
神
仙
思
想
に
取
り
つ
か
れ
て
い
き
ま
す
。
始
皇
帝
と
同
じ
く
絶
大
な

権
力
を
握
っ
た
人
物
は
、
不
老
長
寿
を
夢
見
て
こ
の
世
も
あ
の
世
も
支
配
し
た
い
と
思
う
の

で
し
ょ
う
か
。
老
い
へ
の
不
安
が
そ
れ
を
一
層
か
き
立
て
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

と
も
あ
れ
こ
の
詩
の
最
後
の
二
句
は
、
あ
る
年
齢
以
上
に
な
る
と
人
は
誰
し
も
多
か
れ
少

な
か
れ
抱
く
感
慨
で
し
ょ
う
。 

そ
れ
だ
け
に
あ
の
大
皇
帝
に
し
て
も
そ
う
な
の
か
と
、
人
の
胸
打
つ
詩
文
と
し
て
後
世
に

残
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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（
形
式
・
技
法
） 

こ
の
詩
は
全
部
で
９
句
か
ら
で
き
て
い
て
、
漢
詩
と
い
え
ば
五
言
絶
句
や
七
言
律
詩
が
浮
か

ぶ
私
た
ち
に
と
っ
て
は
９
句
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
詩
型
な
ん
だ
ろ
う
と
い
ぶ
か
し
く
感
じ

ま
す
。
実
は
漢
詩
の
典
型
的
な
形
式
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
唐
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
武
帝

の
時
代
か
ら
七
〇
〇
年
も
後
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
、
絶
句
や
律
詩
、
五
言
や
七
言

と
い
う
私
た
ち
に
お
な
じ
み
の
型
が
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
に
作
ら
れ
た
韻
文
で
す
。 

詩
句
の
間
に
「
兮け

い

」
と
い
う
合
い
の
手
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
語
で
は
「
シ
ー
」

と
読
み
、
戦
国
時
代
の
楚
の
民
謡
の
特
徴
で
す
。
楚
の
歌
と
い
え
ば
屈
原
や
『
楚
辞
』
が
浮
か

び
ま
す
が
、『
楚
辞
』
の
中
の
屈
原
や
宋
玉
の
詩
に
も
こ
の
「
兮
」
が
出
て
き
ま
す
。 

漢
代
に
な
ぜ
楚
の
歌
謡
の
特
徴
が
？
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
戦
国2

大
大
国
・

秦
と
楚
の
う
ち
、
楚
が
秦
に
敗
れ
始
皇
帝
の
王
朝
が
成
立
し
ま
す
。
そ
の
後
始
皇
帝
が
急
死

す
る
と
秦
王
朝
は
た
ち
ま
ち
崩
壊
。
項
羽
軍
と
の
一
騎
打
ち
を
経
て
劉
邦
の
漢
が
建
ち
ま

す
。
劉
邦
も
項
羽
も
、
さ
ら
に
は
劉
邦
に
付
き
従
っ
た
大
勢
の
武
将
も
皆
旧
楚
の
人
々
で
し

た
。
秦
を
倒
し
た
の
は
実
は
滅
ぼ
さ
れ
た
楚
の
遺
民
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
漢
王
朝
初
期
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
み
な
楚
出
身
で
、
彼
ら
が
詠
う
詩
は
ど
れ
も
楚

歌
の
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
劉
邦
が
建
国
後
故
郷
に
凱
旋
し
た
時
の
詩
、
そ
の
前
劉
邦

軍
に
包
囲
さ
れ
た
時
の
項
羽
の
『
垓
下

が

い

か

の
歌
』
、
み
な
こ
の
「
兮
」
と
い
う
楚
民
謡
の
合
い
の

手
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
傾
向
は
劉
邦
（
？
～B

C
.1

9
5

）
の
ひ
孫
で
、
前
漢
王
朝
第
７
代
皇
帝
で
あ
る
武
帝

（B
C

.1
5

6

～B
C

.8
7

）
の
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
の
で
し
た
。 

ま
た
武
帝
の
こ
の
詩
は
、『
楚
辞
』
の
中
の
宋
玉
の
詩
『
九
弁
』
の
最
初
の
二
行
の
影
響
が

色
濃
く
見
え
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。『
九
弁
』
は
「
悲
し
い
か
な
、
秋
の
気
為
る
や
。
蕭

瑟
と
し
て
、
草
木
揺
落
し
て
変
衰
す
」
と
い
う
二
行
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
秋
は
悲
し
い
」
と

い
う
日
本
の
和
歌
に
も
あ
る
情
緒
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

秋
は
本
来
収
穫
の
季
節
、
皆
で
歌
い
踊
り
豊
作
を
喜
び
合
う
季
節
で
す
。
と
こ
ろ
が
平
安

以
降
の
日
本
の
和
歌
で
は
「
秋
は
も
の
悲
し
い
」
と
い
う
歌
が
た
く
さ
ん
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。 

実
は
こ
れ
、『
文
選

も

ん

ぜ

ん

』（
古
代
中
国
の
名
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
詞
華
集
）
を
通
し
て
伝
わ
っ
た

こ
の
宋
玉
の
詩
の
影
響
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
秋
は
も
の
悲
し
い
」
は
宋
玉

の
詩
が
伝
わ
っ
た
奈
良
・
平
安
以
降
の
日
本
の
情
緒
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
日
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本
固
有
の
情
緒
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。 

注
）
平
安
以
前
の
文
学
作
品
と
い
え
ば
「
万
葉
集
」
で
す
が
、
こ
れ
に
収
め
ら
れ
た
秋
の
歌
の

中
に
、
秋
を
悲
し
い
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
「
漢
詩
を
読
む
」
① 

七
七
頁
） 

 

け
れ
ど
も
平
安
以
降
「
秋
は
も
の
悲
し
い
」
は
日
本
人
の
情
緒
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま

し
た
。
収
穫
の
秋
で
は
あ
っ
て
も
、
太
陽
の
力
も
植
物
の
生
命
力
も
次
第
に
衰
え
、
秋
は
確
か

に
も
の
悲
し
い…

日
本
人
の
腑
に
落
ち
る
感
覚
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
「
秋
は
も
の
悲
し
い
」
は
万
国
共
通
の
感
情
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ

ス
の
作
家
エ
ミ
リ
・
ブ
ロ
ン
テ
の
『
嵐
が
丘
』
後
書
き
に
「
秋
の
木
の
葉
が
散
っ
て
い
く
喜
び
」

が
詠
わ
れ
た
詩
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
時
び
っ
く
り
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

当
時
中
学
生
で
し
た
が
、
木
の
葉
が
散
っ
て
い
く
の
を
見
る
の
は
も
の
悲
し
い
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
二
千
数
百
年
前
に
生
き
た
宋
玉
の
影
響
力
畏
る
べ
し
で
す
。 

 

武ぶ 

帝
て

い

（B
C

.1
5

6

～B
C

.8
7

） 

武
帝
は
前
漢
王
朝
第
７
代
皇
帝
で

B
C

.1
4

0

年
一
六
歳
の
時
に
即
位
し
、
前
漢
の
黄
金
時

代
を
築
き
ま
し
た
。
国
内
で
は
政
治
経
済
改
革
を
進
め
、
対
外
的
に
は
そ
れ
ま
で
じ
っ
と
我

慢
し
て
い
た
匈
奴
の
横
暴
に
対
し
、
愛
妃
（
後
の
衛
皇
后
）
の
親
族
で
あ
っ
た
衛
青
、
霍
去
病

か

く

き

ょ
へ

い

を
抜
擢
し
連
戦
連
勝
の
快
挙
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
西
域
に
対
し
て
も
積
極
策
を
打
ち
出
し
、

国
土
を
広
げ
ま
し
た
。
晩
年
は
神
秘
思
想
に
傾
き
、
若
い
頃
の
英
明
さ
を
失
っ
て
、
李
陵
将
軍

を
匈
奴
に
追
い
や
っ
た
り
、
李
陵
を
か
ば
っ
た
司
馬
遷
に
む
ご
い
刑
罰
を
与
え
た
り
し
ま
し

た
。
詩
や
賦
に
も
た
け
、
７
首
の
詩
が
残
っ
て
お
り
、『
秋
風
辞
』
は
そ
の
一
つ
で
す
。 

（
ネ
ッ
ト
、
中
国
語
ス
ク
リ
プ
ト
） 

（
漢
詩
鑑
賞
辞
典 

二
六
頁
に
採
録
） 
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詠
懐
古
跡
五
首 

其
二 

杜
甫 

戦
国
楚
の
文
人
宋

そ

う

玉
ぎ
ょ
く

（B
C

.2
9

8

～B
C

.2
2

2

）
の
旧
宅
を
詠
う 

搖
落
深
知
宋
玉
悲 

 

搖
落

よ

う

ら

く 

深
く
知
る
宋
玉
の
悲
し
み 

風
流
儒
雅
亦
吾
師 

 

風
流 

儒じ

ゅ

雅が 

亦
吾
が
師
な
り 

悵
望
千
秋
一
灑
淚 

 

千
秋
を
悵
望

ち
ょ
う
ぼ
う

し
て
一ひ

と

た
び
涙
を
灑そ

そ

ぎ 

蕭
條
異
代
不
同
時 

 

蕭
條

し
ょ
う
じ
ょ
う

と
し
て
代
を
異
に
し
時
を
同
じ
う
せ
ず 

江
山
故
宅
空
文
藻 

 
江
山
の
故
宅 

空
し
く
文
藻

ぶ

ん

そ

う

あ
り 

雲
雨
荒
臺
豈
夢
思 

 

雲
雨
の
荒こ

う

台だ

い 

豈あ

に
夢
思

む

し

な
ら
ん
や 

最
是
楚
宮
俱
泯
滅 

 

最
も
是
れ
楚
宮 

倶と

も

に
泯
滅

び

ん

め

つ

す 

舟
人
指
點
到
今
疑 

 

舟
人
指
点

し

て

ん

し
て
今
に
到
り
て
疑
う 

（
語
釈
） 

●

搖
落‥

揺
れ
動
い
て
落
ち
る 

風
に
木
の
葉
が
搖
落
す
る 
●

儒
雅‥

儒
教
に
お
け
る
道
理
。

●

悵
望‥

心
を
い
た
め
て
思
い
や
る 

●

蕭
條‥

ひ
っ
そ
り
と
し
て
物
寂
し
い 

●

異
代‥

宋
玉

と
自
分
は
時
代
を
と
も
に
し
て
い
な
い
。 

●

雲
雨
荒
台‥

 

楚
の
懐
王
が
夢
に
神
女
に
会
っ
た
話
が
あ
る
。 

宋
玉
の
『
高
唐
賦
』
に
「
昔
者
先
王
嘗
遊
高
唐
怠
而
晝
寢
夢
見
一
婦
人
曰
：
妾
巫
山
之
女
也 

爲
高
唐
之
客 

聞
君
遊
高
唐
願
薦
枕
席 

王
因
幸
之 

去
而
辭
曰
：
妾
在
巫
山
之
陽
高
丘
之

阻
旦
爲
朝
雲
暮
爲
行
雨 

朝
朝
暮
暮
陽
臺
之
下
」
と
あ
る
。 

●

泯
滅‥

滅
ん
で
な
く
な
る 

（
大
意
） 

秋
風
搖
落
の
風
情
に
宋
玉
の
悲
し
み
が
身
に
沁
み
る
。
か
の
風
流
を
愛
し
儒
道
に
則
る
進

退
も
ま
た
わ
が
師
表

し

ひ

ょ

う

で
あ
る
。
彼
我
を
隔
て
る
一
千
年
。
そ
の
懸
隔

け

ん

か

く

に
涙
を
そ
そ
ぎ
、
時
代

を
と
も
に
で
き
な
か
っ
た
寂
莫
を
噛
み
し
め
る―

―

彼
だ
っ
た
ら
今
を
ど
う
生
き
た
だ
ろ
う

か
と
。
江
山
の
旧
宅
は
す
で
に
失
せ
、
残
っ
た
も
の
は
文
藻
（
詩
賦
）
の
み
。「
高
唐
賦
」

で
の
雲
雨
荒
台
は
夢
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。
さ
れ
ど
、
宋
玉
の
み
な
ら
ず
、
楚
王
の
宮
殿

も
楚
の
国
さ
え
も
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
が
宮
跡
だ
と
指
さ
す
舟
人
も
、
か
つ
て
本
当
に
あ
っ

た
の
か
を
疑
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。 

 

宋
玉
は
、
戦
国
時
代
、
楚
の
詩
人
。
秋
を
絶
唱
し
た
「
九
弁
」
の
他
に
、
楚
の
王
が
巫
山

の
神
女
と
夢
で
逢
っ
た
こ
と
を
詠
じ
た
「
高
唐
賦
」
な
ど
が
あ
る
。
雲
雨
荒
台
は
そ
の
「
高

唐
賦
」
に
、
楚
の
王
が
高
唐
に
遊
び
、
昼
寝
の
中
で
巫
山
の
神
女
と
会
い
、
神
女
が
去
り
ぎ

わ
に
、
私
は
朝
に
雲
に
、
暮
れ
に
は
雨
に
な
り
ま
す
と
言
っ
た
話
。 

（
杜
甫
の
昭
君
と
詠
懐
古
跡
五
首
（
ネ
ッ
ト
）
、
杜
甫
一
〇
〇
選 

二
七
三
頁
） 
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寄
劉
蘇
州 

 
 

 

劉
蘇
州

り
ゅ
う
そ
し
ゅ
う

に
寄
す 

 
 

 
 

白
楽
天 

去
年
八
月
哭
微
之 

 

去
年

き

ょ

ね

ん

八
月 

微
之

び

し

を
哭

こ

く

し 

今
年
八
月
哭
敦
詩 

 

今
年
八
月 

敦
と

ん

詩し

を
哭
す 

何
堪
老
涙
交
流
日 

 

何
な

ん

ぞ
堪
え
ん 

老
涙 

交
流

こ
う
り
ゅ
う

の
日 

多
是
秋
風
搖
落
時 

 
多
く
は
是
れ 

秋
風 

搖
落
の
時
な
る
を 

泣
罷
幾
回
深
自
念 

 
泣
罷

な

き

や

ん
で 

幾
回

い

く

か

い

か 

深
く
自

み
ず
か

ら
念

お

も

い 

情
來
一
倍
苦
相
思 

 

情
来

き

た

り
て 

一
倍 

苦
ね
ん
ご
ろ

に
相あ

い
思
う 

同
年
同
病
同
心
事 

 

同
年 

同
病 

同
心
事

し

ん

じ 

除
卻
蘇
州
更
是
誰 

 

蘇
州

そ

し

ゅ

う

を 

除
却

じ
ょ
き
ゃ
く

す
れ
ば 

更
に
是
れ
誰

た

れ

ぞ 

 

（
語
釈
） 

 

●

劉
蘇
州‥

劉
禹
錫
は
蘇
州
の
長
官
で
あ
っ
た
。 

●

哭‥
大
声
で
泣
い
て
悲
し
む
。 

●

微

之‥

元
稹
。
●

敦
詩‥

崔
群
。 

●

交
流‥

こ
も
ご
も
な
が
る
。 
●

搖
落‥

ゆ
れ
お
ち
る
。 

●

苦‥

ね
ん
ご
ろ
。
苦
し
い
。
は
な
は
だ
し
く
。 

●

相
思‥

あ
い
お
も
う
。
①
お
互
い
に
思

う
②
あ
な
た
を
思
う
。
②
が
一
般
的
。
●

同
心
事‥

同
じ
心
も
ち
。 

●

除
卻‥

卻
は
助
字
、

無
意
味
。 

（
訳
） 

昨
年
の
八
月
は
元
稹

げ

ん

じ

ん

の
死
を
哭
し
、
今
年
の
八
月
に
は
崔
羣

さ

い

ぐ

ん

の
死
を
哭
し
た
。
老
い
の
涙

が
こ
も
ご
も
流
れ
る
日
が
、
い
つ
も
秋
風
が
吹
き
、
木
の
葉
が
散
る
時
期
と
は
、
な
ん
と
も

堪
え
き
れ
な
い
。
泣
き
や
ん
で
何
度
も
深
く
自
分
の
こ
と
を
思
い
、
情
が
わ
い
て
し
き
り
に

君
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
年
も
同
じ
、
病
も
同
じ
、
考
え
方
も
同
じ
、
と
い
う
人
は
、
君
、

劉
禹
錫
を
の
ぞ
い
て
は
誰
も
い
な
い
。 

（
鑑
賞
） 

 

太
和
六
年
（
八
三
二
年
）、
白
居
易
六
一
歳
、
親
友
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
他
界
す
る
こ
と
を
悲

し
ん
だ
。 

去
年
八
月
哭
微
之
，
今
年
八
月
哭
敦
詩
、
同
年
同
病
同
心
事
，
な
ど
、
白
居
易
に
は
、
同

一
句
の
中
に 

同
一
の
繰
り
返
し
の
用
法
が
よ
く
あ
る
。
平
仄
規
則
の
無
視
も
見
ら
れ
る
。 

（
寄
劉
蘇
州 

唐 

白
居
易 

漢
詩
を
楽
し
む
（
ネ
ッ
ト
）、
白
楽
天
一
〇
〇
選 

二
八
八
頁
） 
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暮 

立 
 

 
 

 
 

 

暮
く

れ

に
立
つ  

白
楽
天 

 
 

 
 

 
 

 
 

黃
昏
獨
立
佛
堂
前 

 

黄
昏

こ

う

こ

ん 

独
り
立
つ
仏
堂
の
前 

滿
地
槐
花
滿
樹
蟬 

 

地
に
満
つ
る
槐

か

い

花か 

樹
に
満
つ
る
蟬 

大
抵
四
時
心
總
苦 

 

大
抵

た

い

て

い 

四
時

し

じ 

心
総す

べ
て
苦
し
け
れ
ど 

就
中
腸
斷
是
秋
天 

 

就
中

な
か
ん
づ
く 

腸
は
ら
わ
た

の
断
た
れ
る
は 

是
れ
秋
天 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
白
楽
天
一
〇
〇
選 

一
五
七
頁
） 

 

（
秋
の
哀
し
さ
で
な
く
、
秋
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
っ
た
詩
） 

秋 

思 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

劉
り
ゅ
う

禹う

錫
し
ゃ
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

自
古
逢
秋
悲
寂
寥 

 

古
い
に
し
え

自よ

り
秋
に
逢
う
て 

寂
寥
を
悲
し
む 

我
言
秋
日
勝
春
朝 

 

我
は
言
う 

秋
日 
春
朝
に
勝

ま

さ

る
と 

晴
空
一
鶴
排
雲
上 

 

晴
空
一
鶴 

雲
を
排
し
て
上

の

ぼ

る 

便
引
詩
情
到
碧
霄 

 

便
す
な
わ

ち 

詩
情
を
引
い
て 

碧
霄

へ
き
し
ょ
う

に
到
る 

（
白
楽
天
一
〇
〇
選 

二
九
一
頁
） 

（
大
意
） 

昔
か
ら
人
は
秋
に
な
る
と
、
も
の
寂
し
く
悲
し
い
思
い
を
す
る
が
、
自
分
は
秋
の
日
な
か

の
方
が
春
の
朝
に
も
勝
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
。 

晴
れ
わ
た
っ
た
秋
空
高
く
一
羽
の
鶴
が
、
雲
を
押
し
分
け
る
よ
う
に
し
て
舞
い
上
が
っ
て

行
く
。
そ
れ
は
人
の
歌
心
を
誘
う
よ
う
で
、
共
に
大
空
の
上
ま
で
昇
り
つ
め
る
よ
う
で
あ
る
。 

（
語
釈
） 

●

寂
寥‥

物
静
か
で
さ
み
し
い
。 

●

秋
日‥

こ
こ
で
は
春
朝
に
対
し
て
秋
の
日
差
し
の
輝
く

時
。 

●

便‥

そ
れ
は
。 

●

碧
霄‥

碧
空
。
あ
お
ぞ
ら
。「
霄
」
は
天
空
。 

（
鑑
賞
） 

悲
運
の
作
者
に
差
し
込
ん
だ
希
望
の
光 

確
か
に
多
く
の
詩
人
は
、
秋
と
い
え
ば
物
静
か
で
さ
び
し
い
情
を
詠
ん
で
い
る
。
承
句
の
「
春

朝
」
に
は
孟
浩
然
の
「
春
暁
」
が
想
定
さ
れ
る
が
、
「
秋
日
」
を
際
立
た
せ
る
伏
線
で
あ
る
。

後
半
２
句
は
無
条
件
に
明
る
い
。
一
羽
の
鶴
が
真
っ
青
な
天
空
に
舞
い
上
が
り
、
作
者
も
そ

の
光
景
に
誘
わ
れ
て
詩
情
が
湧
く
と
い
う
明
朗
さ
は
、
な
か
な
か
他
の
詩
に
み
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
鶴
が
群
れ
を
離
れ
て
一
羽
の
み
上
空
に
舞
い
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
に
は
あ

り
え
な
い
か
ら
、
作
者
の
空
想
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
が
、
そ
の
詮
索
は
今
置
い
て
お
く
。
も
し

か
す
る
と
長
い
地
方
役
人
か
ら
解
放
さ
れ
て
都
に
帰
還
を
許
さ
れ
た
折
の
詩
か
も
し
れ
な
い
。

希
望
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。 

し
か
し
劉
禹
錫
の
も
っ
と
も
有
名
な
詩
は
「
秋
風
の
引い

ん

」
で
、
や
は
り
秋
の
感
慨
を
詠
じ
て

い
る
。
同
じ
作
者
の
趣
向
が
違
っ
て
い
て
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
が
、
読
み
比
べ
て
み
る
と

一
層
鑑
賞
が
深
ま
る
。 
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秋
風
引 

 
 

 
 

秋
風
の
引 

 

劉
禹
錫 

 
 

何
処
秋
風
至 

 
 

何
れ
の
処
よ
り
か 

秋
風
至
り 

 
 

蕭
蕭
送
雁
群 

 
 

蕭
蕭

し
ょ
う
し
ょ
う

と
し
て 

雁
群
を
送
る 

 
 

朝
来
入
庭
樹 

 
 

朝
来 

庭
樹
に
入
り 

 
 

孤
客
最
先
聞 

 
 

孤
客 

最
も
先
に
聞
く 

（
訳
） 

ど
こ
か
ら
吹
い
て
く
る
の
か
、
秋
風
が
訪
れ
て
、
雁
の
群
れ
を
寂
し
く
南
の
方
へ
吹

き
送
っ
て
い
る
。
今
朝
方
か
ら
庭
の
植
え
込
み
に
吹
き
込
ん
で
、
梢
を
さ
ら
さ
ら
鳴
ら

し
て
い
る
が
、
真
っ
先
に
そ
れ
を
聞
き
つ
け
て
、
ひ
し
ひ
し
と
秋
を
か
み
し
め
て
い
る

者
は
、
孤
独
な
旅
人
で
あ
る
こ
の
自
分
で
あ
る
。 

こ
の
詩
は
彼
の
代
表
作
で
あ
る
。「
秋
思
」
に
比
べ
れ
ば
明
と
暗
の
違
い
が
あ
り
、
か

な
り
湿
っ
ぽ
い
。
地
方
に
左
遷
さ
れ
た
期
間
が
十
年
以
上
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、

故
郷
へ
の
思
い
は
募
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
句
が
こ
と
に
有
名
で
あ
る
。
誰
よ
り
も
秋
風

の
訪
れ
を
真
っ
先
に
知
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
先
に
秋
の
寂
寥
感
を
感
じ
、

望
郷
の
念
に
沈
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秀
才
の
作
者
に
も
訪
れ
た
悲
運
の

日
々
を
思
う
と
き
、
こ
の
詩
は
普
遍
性
と
説
得
力
が
あ
る
。 

二
題
の
詩
を
通
し
て
、
波
乱
の
生
涯
を
送
っ
た
人
間
劉
禹
錫
が
理
解
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。 

（
ネ
ッ
ト
情
報
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

錦 

繍 

①  

錦
に
し
き

と
、
刺
繍

し

し

ゅ

う

を
し
た
織
物
。
美
し
い
織
物
。 

② 

日
本
： 

木
々
が
紅
葉
し
て
、
錦

に
し
き

の
織
物
の
よ
う
に
美
し
い
秋
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。

（
日
本
人
の
秋
に
対
す
る
感
性
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
） 

③ 

中
国
： 

捜
韻
で
の
用
例
二
三
四
〇
首
。
後
藤
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
春
の
詩
が
多
い
。 

例
え
ば
、「
錦
繍
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
「
西
省
対
花
、
憶
忠
州
東
坡
新
花
樹
、
因
寄
題
東

楼
」（
白
楽
天
、
白
氏
文
集
巻
一
九
）
は
春
の
詩
。 
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西
省
對
花
憶
忠
州
東
坡
新
花
樹
因
寄
題
東
樓 

 
 

 

白
楽
天 

西
省
に
て
花
に
對
し
、
忠
州
東
坡
の
新
花
樹
を
憶
い
、
因
っ
て
東
樓
に
寄
題
す 

每
看
闕
下
丹
青
樹 

 

每
つ

ね

に
闕

け

つ

下か

丹
青
の
樹
を
看
て 

不
忘
天
邊
錦
繡
林 

 

天
邊 

錦
繡

き
ん
し
ゅ
う

の 

林
を
忘
れ
ず 

西
掖
垣
中
今
日
眼 

 
西
掖

さ

い

え

き

の 

垣
中

え
ん
ち
ゅ
う 

今
日

こ

ん

に

ち

の
眼 

南
賔
樓
上
去
年
心 

 

南
賔

な

ん

び

ん

の 
樓
上 

去
年
の
心 

花
含
春
意
無
分
别 

 

花
は
春
意
を
含
ん
で 

分
别
無
く 

物
感
人
情
有
淺
深 

 

物
は
人
情
を
感
ぜ
し
め
て 

淺
せ

ん

深
し

ん

有
り 

最
憶
東
坡
紅
爛
熳 

 

最
も
憶
う 

東
坡 

紅
こ

う

爛
熳 

野
桃
山
杏
水
林
檎 

 

野
桃 

山
さ

ん

杏
き
ょ
う 

水
す

い

林
檎

り

ん

き

ん 

 

（
語
釈
） 

●

西
省
、
西
掖‥

中
書
省
。
宮
中
の
西
に
あ
る
。 

 

●

天
邊‥

天
の
は
て
。
忠
州
を
指
す
。 

 

●

南
賔‥

忠
州
の
古
名
。 

●

春
意‥

春
の
風
情
。 

●

水
林
檎‥

リ
ン
ゴ
の
一
種
。 

（
訳
） 

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
宮
中
の
紅
緑
と
り
ど
り
の
花
樹
を
眺
め
て
い
る
と
、天
の

果
て
忠
州
の
錦
繍
の
よ
う
に
き
ら
び
や
か
な
花
樹
の
林
を
思
い
出
す
。
今
日
、
私
は

こ
う
し
て
中
書
省
の
垣
牆
の
中
で
花
を
眺
め
て
い
る
が
、
昨
年
は
忠
州
の
楼
上
に
あ

っ
て
愁
い
に
沈
ん
で
い
た
も
の
だ
。
花
は
忠
州
も
宮
中
も
区
別
無
く
春
の
風
情
を
つ

つ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
花
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
人
の
心
情
は
深
浅
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
と
り
わ
け
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
忠
州
の
東
坡
に
私
が
植
え
た
花
樹
の
林
。
今

ご
ろ
は
野
桃
や
山
杏
、
そ
れ
に
水
林
檎
の
紅
い
花
が
爛
漫
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。 
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招 

魂 

「
楚
辞
」
の
「
招
魂
」
篇
。
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
屈
原
の
魂
を
巫
祝
（
シ
ャ
ー
マ

ン
）
が
呼
び
戻
す
、
と
い
う
設
定
で
、
屈
原
の
弟
子
の
宋
玉
が
作
っ
た 

。 

「
招
魂
」
篇
は
第
一
段
か
ら
第
十
段
ま
で
あ
る
。 

第
二
段
～
三
段
で
は
、「
魂
兮
帰
来
（
魂
よ
帰
り
来
れ
）
」
と
い
う
招
魂
の
一
句
が
繰
り
返

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
魂
の
逃
れ
去
ろ
う
と
す
る
四
方
、
す
な
わ
ち
東
西
南
北
と
、
天
上
地
下

の
各
方
向
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
辛
く
居
心
地
の
悪
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
反
対
に
戻
る

べ
き
こ
の
世
界
が
、
極
め
て
居
心
地
の
良
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を
歌
う
。 

例
え
ば
、
東
方
に
は
十
個
の
太
陽
が
代
わ
る
代
わ
る
出
て
き
て
、
全
て
の
も
の
を
溶
か
し

て
し
ま
う
、
南
方
に
は
入
れ
墨
を
し
た
野
蛮
人
が
人
の
肉
を
喰
ら
う
、
西
方
に
は
砂
漠
が
広

が
り
水
も
な
く
、
北
方
は
氷
で
閉
ざ
さ
れ
た
吹
雪
の
世
界
、
そ
し
て
天
上
に
は
虎
と
豹

ひ
ょ
う

が
い

て
下
か
ら
来
る
人
を
嚙
み
殺
し
、
地
下
の
門
に
は
奇
怪
な
姿
の
土ど

伯は

く

が
い
て
人
を
追
い
回

す
、
と
。 

第
四
段
～
九
段
で
は
、
そ
し
て
戻
る
べ
き
こ
の
世
は
、
高
い
立
派
な
建
物
と
美
し
い
庭

園
、
贅ぜ

い

を
凝こ

ら
し
た
部
屋
に
は
豪
華
な
食
事
と
美
女
た
ち
、
そ
し
て
音
楽
と
舞
踊
と
楽
し
い

遊
戯
と
い
う
、
こ
の
世
の
快
楽
が
満
ち
て
い
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。 

魂
の
向
か
う
先
の
苦
痛
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
の
快
楽
と
い
う
歌
い
方
は
、
童
謡
「
ほ
た
る
こ

い
」
の
「
あ
っ
ち
の
水
は
苦
い
ぞ
、
こ
っ
ち
の
水
は
甘
い
ぞ
」
と
共
通
す
る
も
の
で
す
。 

 

（
牧
角
「
詩
経
・
楚
辞
」
二
一
六
頁
） 

 

以
下
に
第
二
段
の
前
半
を
示
す
。 

（
第
二
段
） 

魂
兮
帰
来
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

魂
よ
、
帰
り
来き

た

れ
。 

去
君
之
恆
幹
、
何
為
四
方
些
。 

 
 

君
の
恆こ

う

幹か

ん

を
去
り
て
何
す
れ
ぞ
四
方
す
る
。 

捨
君
之
楽
処
、
而
離
彼
不
祥
些
。 

 
 

君
の
楽
処
を
捨
て
て
、
而
し
て
か
の
不
祥
に
離

か
か

ら
ん
か
。 

タ
マ
シ
イ
よ
、
帰
っ
て
こ
い
。 

お
ま
え
の
か
ら
だ
を
去
っ
て
、
ど
う
し
て
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
？ 

お
ま
え
の
楽
し
い
場
所
は
こ
こ
な
の
に
、
そ
れ
を
棄
て
て
不
幸
せ
な
目
に
遭
い
た
い
と
い
う

の
か
？ 

 

続
い
て
東
に
向
か
っ
て
（
何
か
儀
式
を
し
な
が
ら
詠
う
の
で
し
ょ
う
）、 
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魂
兮
帰
来
、
東
方
不
可
以
託
些
。 

魂
よ
、
帰
り
来
れ
、
東
方
は
以
て
託
す
べ
か
ら
ず
。 

長
人
千
仞
、
惟
魂
是
索
些
。 

長
人

ち
ょ
う
じ
ん

は
千
仞

せ

ん

じ

ん

、
た
だ
魂
の
み
こ
れ
索も

と

む
。 

十
日
代
出
、
流
金
鑠
石
些
。 

十
日

じ
ゅ
う
じ
つ

代
わ
り
出
で
、
金
を
流
し
石
を
鑠と

か
す
。 

彼
皆
習
之
、
魂
往
必
釋
些
。 

彼
は
み
な
こ
れ
に
習
う
も
、
魂
は
往
か
ば
必
ず
釋と

け
ん
。 

帰
来
兮
不
可
以
託
些
。 

帰
り
来
れ
、
以
て
託
す
べ
か
ら
ず
。 

タ
マ
シ
イ
よ
、
帰
っ
て
こ
い
、
東
の
方
は
身
を
寄
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。 

身
の
丈
千
仞
（
一
六
〇
〇
ｍ
位
？
）
の
巨
人
が
い
て
、
ひ
と
の
タ
マ
シ
イ
ば
か
り
を
探
し
求
め

て
い
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
世
に
は
十
の
太
陽
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
毎
日
交
代
で
日
の
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
残
り
の
九
つ
は
東
の
地
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
熱
で
金
属
も
流
れ
鉱
物
は
融
け
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

東
方
に
棲
む
モ
ノ
は
そ
の
世
界
に
慣
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
タ
マ
シ
イ
が
そ
こ
に
行
け
ば

必
ず
融
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

帰
っ
て
こ
い
、
そ
こ
は
身
を
寄
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。 

古
代
の
楚
の
地
方
で
は
、
東
方
に
巨
人
や
太
陽
が
い
た
（
と
信
じ
て
い
た
）
わ
け
で
す
。
ワ
ク

ワ
ク
し
ま
す
ね
。 

次
い
で
、
今
度
は
南
の
方
に
向
か
っ
て
呼
び
か
け
る
。 

魂
兮
帰
来
、
南
方
不
可
以
止
些
。 

魂
よ
、帰
り
来
れ
、南
方
は
以
て
止と

ど

ま
る
べ
か
ら
ず
。 

雕
題
黒
歯
、
得
人
肉
以
祀
、 

題
に
雕ほ

り
歯
を
黒
く
し
、
人
肉
を
得
て
以
て
祀ま

つ

り
、 

以
其
骨
為
醢
些
。 

そ
の
骨
を
以
醢か

い

と
為
す
。 

蝮
蛇
蓁
蓁
、
封
狐
千
里
些
。 

蝮ふ

く

蛇だ

蓁
蓁

し

ん

し

ん

と
し
て
、
封ほ

う

狐こ

は
千
里
す
。 

雄
虺
九
首
、
往
来
倏
忽
、 

雄
虺

ゆ

う

き

九
首
あ
り
て
、
往
来
す
る
こ
と
倏
忽

し
ゅ
っ
こ
つ

、 

呑
人
以
益
其
心
些
。 

人
を
呑
み
て
以
て
そ
の
心
を
益ま

す
。 

 

帰
来
兮
不
可
以
久
淫
些
。 

帰
り
来
れ
、
以
て
久
し
く
淫あ

そ

ぶ
べ
か
ら
ず
。 

タ
マ
シ
イ
よ
、
帰
っ
て
こ
い
、
南
の
方
は
止
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。 

ひ
た
い
に
入
れ
墨
を
入
れ
、
お
は
ぐ
ろ
を
し
た
蛮
人
が
住
ん
で
い
て
、
や
つ
ら
は
ニ
ン
ゲ
ン

の
肉
を
得
て
は
こ
れ
を
礼
拝
し
、
骨
付
き
の
ま
ま
で
シ
オ
カ
ラ
に
し
て
食
べ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

マ
ム
シ
や
ヘ
ビ
が
う
よ
う
よ
・
も
じ
ょ
も
じ
ょ
と
い
て
、
巨
大
な
キ
ツ
ネ
が
千
里
を
走
り
回

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

九
つ
の
頭
の
あ
る
オ
ス
の
大
蛇
が
、
す
ば
や
く
行
き
来
し
て
い
る
が
、
こ
い
つ
は
ニ
ン
ゲ

ン
を
食
べ
る
と
そ
の
心
臓
（
生
命
力
）
が
補
強
さ
れ
る
と
い
う
や
つ
な
の
だ
。 

帰
っ
て
こ
い
、
そ
こ
は
長
く
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。 
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●

雕
題‥

は
ひ
た
い
に
彫
り
モ
ノ
（
タ
ト
ゥ
ー
）
を
す
る
。
●

黒
歯‥

歯
を
黒
く
染
め
る
、
い

わ
ゆ
る
、
お
は
ぐ
ろ
風
習
。
●

醢
（
か
い
）‥

は
砕
い
て
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
し
て
塩
漬
け
に
し

て
腐
ら
せ
た
食
べ
物
、
要
す
る
に
シ
オ
カ
ラ
。
●

蝮
蛇‥

マ
ム
シ
と
ヘ
ビ
、
●

蓁
蓁‥

集
ま
っ

て
さ
か
ん
な
る
こ
と
。
●

封
狐‥

大
き
な
キ
ツ
ネ
。
●

雄
虺‥

お
す
の
大
蛇
。
●

倏
忽‥

た
ち

ま
ち
す
ば
や
く
。 

 

南
の
方
は
、
さ
ら
に
コ
ワ
い
で
す
ね
。
お
は
ぐ
ろ
人
肉
シ
オ
カ
ラ
族
、
マ
ム
シ
、
九
頭
大
蛇
、

巨
大
キ
ツ
ネ…

。
ワ
ク
ワ
ク
。
ド
キ
ド
キ
。
あ
あ
西
や
北
も
コ
ワ
い
ん
だ
ろ
う
な
あ
。 

そ
う
な
ん
で
す
、
タ
マ
シ
イ
へ
の
「
帰
っ
て
こ
い
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
西
と
北
（
第
二
段

後
半
）、
さ
ら
に
天
上
と
地
下
（
第
三
段
）
に
も
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
遭
遇
す
る
お

そ
ろ
し
い
ド
ウ
ブ
ツ
、
魔
物
、
自
然
現
象
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
読
ん
で
い
る
だ
け
で
冒
険
者

魂
が
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く
る…

の
で
す
。 

（
漢
文
日
録2

6

．5

．2
3

、
ネ
ッ
ト
） 
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招

魂

祭 

（w
ik

i

よ
り
抜
粋
） 

 
招
魂

し
ょ
う
こ
ん

祭
の
ま
つ
り

は
日
本
の
陰
陽
道
・
中
国
の
道
教
で
行
わ
れ
る
祭
祀
・
呪
術
の
ひ
と
つ
。
宮
中
で

も
行
わ
れ
た
。
近
代
に
新
し
く
招
魂
社
・
靖
国
神
社
な
ど
で
死
者
に
対
し
て
始
め
ら
れ
た

「
招
魂

し
ょ
う
こ
ん

祭さ

い

」
に
つ
い
て
は
靖
国
神
社
参
照
。 

概
略 日

本
の
陰
陽
道
で
は
衰
弱
し
て
い
る
生
き
た
人
間
の
活
性
化
の
た
め
、
中
国
の
道
教
で
は

死
者
の
霊
魂
の
離
散
防
止
の
た
め
と
し
て
行
わ
れ
る
。
神
道
の
生
者
・
死
者
の
双
方
に
対
す

る
鎮
魂
祭
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。 

中
国
の
道
教 

道
教
で
は
死
者
に
対
し
て
も
招
魂
祭
を
行
う
。
但
し
、
復
活
の
儀
式
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

紀
元
前
の
戦
国
時
代
の
『
楚
辞
』
に
は
宋
玉
の
「
招
魂
篇
」
で
は
罪
な
く
奸
人
に
追
わ
れ
て
死

ん
だ
屈
原
を
偲
び
、
そ
の
魂
の
離
散
を
恐
れ
、
呼
び
戻
す
為
に
行
わ
れ
て
い
る
。『
楚
辞
』
九

歌
の
「
国
殤

こ
く
し
ょ
う

」
に
は
「
身
既
に
死
し
て
神
以
て
霊
・
魂
魄

こ

ん

ぱ

く

毅
と
し
て
鬼
雄
と
な
る
」
と
あ
る
。

現
在
で
も
死
ん
で
か
ら
一
～
三
年
後
に
常
設
の
「
神
主

し

ん

し

ゅ

」（
儒
教
で
も
用
い
る
。
仏
教
の
位
牌

に
あ
た
る
も
の
。）
に
名
前
を
記
し
、
新
た
な
先
祖
と
し
て
祀
る
。
す
る
と
、
一
種
の
鬼
で
あ

り
つ
つ
、
子
孫
の
幸
福
・
安
全
を
守
る
先
祖
と
な
る
と
さ
れ
る
。 

 

螢 

招
魂
歌 

  
 

 
 

 
 

（
墨
場
必
携:

漢
文
、
ネ
ッ
ト
） 

 
 

 

捕
螢
歌
（
ほ
た
る
が
り
の
歌
） 

民
間
伝
承 

亮
火
虫 

夜
々
紅 

 

天
上
去 

雷
打
你 

 
 

下
地
来 

火
焼
你 

 

快
来 

快
来 

我
保
你 

 

（
訳
）
螢
、
螢
、
夜
な
夜
な
あ
か
い
。
天
に
上
り
や
、
雷
さ
ま
が
う
つ
ぞ
。 

 
 

 
 

地
に
下
り
や
、
火
が
や
く
ぞ
。
早
く
来
い
、
早
く
来
い
、
お
前
を
大
事
に
し
て
や
る
ぞ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

捕
螢
歌
（
ほ
た
る
が
り
の
歌
） 

民
間
伝
承 

江
蘇
省
杭
州 

 
 

火
燄
虫 

的
的
飛 
 

 

飛
上
来 

飛
下
去 

 

（
訳
）
螢
、
螢
、
ぴ
か
り
ぴ
か
り
と
と
ん
で
。
飛
ん
で
は
上
り
、
飛
ん
で
は
下
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

捕
螢
歌
（
ほ
た
る
が
り
の
歌
） 

民
間
伝
承 

江
蘇
省 

 
 

游
火
虫 

夜
々
紅 

 
 

 

飛
到
西 

飛
到
東 

 
 

好
像
一
盞
小
燈
籠
来 

 

（
訳
）
螢
、
螢
、
夜
な
夜
な
あ
か
い
。 

 
 

 
 

西
に
飛
ん
で
、
東
に
飛
ん
で
、
ち
い
ち
ゃ
な
提
灯
そ
っ
く
り
だ
。 
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「
長
恨
歌
」
よ
り
抜
粋 

 
 

 

白
居
易 

夕
殿
螢
飛
思
悄
然 

 

夕
殿

せ

き

で

ん

螢
ほ
た
る

飛
ん
で 

思
い
悄

し
ょ
う

然
ぜ

ん

た
り 

 
 

孤
燈
挑
盡
未
成
眠 

 

孤
燈
挑

か

か

げ
尽
く
し
て 

未
い

ま

だ
眠
り
を
成
さ
ず 

 
 

遅
遅
鐘
鼓
初
長
夜 

 

遅
遅
た
る
鐘
鼓 

初
め
て
長
き
夜 

 
 

耿
耿
星
河
欲
曙
天 

 

耿
耿

こ

う

こ

う

た
る
星

せ

い

河が 

曙あ

け
ん
と
欲
す
る
天 

  
  

鴛
鴦
瓦
冷
霜
華
重 

 
鴛
鴦

え

ん

お

う

の
瓦
冷
や
や
か
に
し
て
霜

そ

う

華か

重
く 

翡
翠
衾
寒
誰
与
共 

 

翡
翠

ひ

す

い

の
衾

し
と
ね

寒
く
し
て
誰

た

れ

と
共

と

も

に
せ
ん 

悠
悠
生
死
別
経
年 

 

悠
悠

ゆ

う

ゆ

う

た
る
生
死 

別
れ
て
年
を
経へ

た
り 

魂
魄
不
曾
来
入
夢 

 

魂
魄

こ

ん

ぱ

く

曾か

つ
て
来
た
り
て
夢
に
も
入い

ら
ず 

 

（
訳
） 

夜
の
宮
殿
に
蛍
が
一
つ
二
つ
飛
ぶ
の
を
見
て
は
、（
玄
宗
皇
帝
は
）
も
の
思
い
に
と
ら
わ
れ

る
。
ぽ
つ
ん
と
一
つ
置
か
れ
た
燈
火
の
芯
を
か
き
た
て
尽
く
し
て
も
、
眠
れ
な
い
。 

時
刻
を
告
げ
る
鐘
や
太
鼓
の
音
も
、
じ
れ
っ
た
い
ほ
ど
間
遠
く
、
秋
の
夜
長
を
初
め
て
思
い

知
ら
さ
れ
る
。
や
が
て
天
の
川
が
明
け
よ
う
と
す
る
空
に
し
ら
じ
ら
と
輝
く
。 

皮
肉
に
も
お
し
ど
り
の
形
を
し
た
屋
根
の
瓦
は
冷
た
く
、
霜
の
花
が
重
く
降
り
、
翡
翠

か

わ

せ

み

の
縫

い
取
り
を
し
た
か
け
ぶ
と
ん
は
寒
く
、
共
に
寝
る
人
は
い
な
い
。 

生
死
の
境
を
異
に
し
て
二
人
は
遠
く
へ
だ
た
り
、
別
れ
て
か
ら
久
し
く
年
が
過
ぎ
た
け
れ
ど

も
、
楊
貴
妃
の
魂
は
夢
の
中
に
さ
え
一
度
も
訪
れ
て
こ
な
い
。 

 

（
白
楽
天
一
〇
〇
選 

九
一
頁
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
源
氏
物
語 

四
一
帖
「
幻

ま
ぼ
ろ
し

」
」
に
て
引
用 

（
螢
の
飛
ぶ
姿
に
光
源
氏
が
故
人
（
紫
の
上
）
を
偲
ぶ
） 

螢
ほ
た
る

の
、
い
と
、
多お

ほ

う
飛
び
か
ふ
も
、「
夕せ

き

殿で

ん

に
螢
と
ん
で
」
と
、
例れ

い

の
、
ふ
る
ご
と
も
、
か
ゝ

る
筋す

じ

に
の
み
、
口
馴な

れ
給
へ
り
。 

 
 

 

夜
を
知
る
螢

ほ
た
る

を
見
て
も
か
な
し
き
は
時と

き

ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り 
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「
ほ
た
る
こ
い
」 

 
 

ほ
、
ほ
、
ほ
た
る
こ
い
。 

 
 

あ
っ
ち
の
水
は
苦
し
い
ぞ
。 

 
 

こ
っ
ち
の
水
は
甘
い
ぞ
。 

 
 

ほ
、
ほ
、
ほ
た
る
こ
い
。 

夏
の
夕
べ
の
清
流
に
光
を
点
滅
さ
せ
る
蛍
、
そ
の
姿
の
は
か
な
さ
と
懐
か
し
さ
は
、
人
に

死
者
の
魂
を
連
想
さ
せ
る
。
人
の
肉
体
か
ら
あ
く
が
れ
出い

づ

る
魂
を
、
日
本
の
古
典
は
蛍
に
譬

え
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
の
童
歌
に
歌
わ
れ
る
蛍
も
ま
た
死
者
の
魂
を
、
そ
し
て
こ
の

歌
は
そ
れ
を
呼
び
招
く
招
魂
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
牧
角
「
詩
経
・
楚
辞
」
二
一
五
頁
） 

 

万
葉
集
で
の
「
螢
」 

万
葉
集
の
蛍
は
長
歌
に
わ
ず
か
一
首
の
み
、
し
か
も
短
い
と
い
う
比
喩
に
用
い
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。 


