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一　

は
じ
め
に

　

李
商
隠
（
八
一
三
～
八
五
八
）
の
「
李
賀
小
伝
）
（
（

」
に
は
、
詩
作
に

没
入
す
る
李
賀
（
字
、
長
吉
。
七
九
〇
～
八
一
六
）
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
李
賀
は
く
た
び
れ
た
よ
う
な
ロ
バ
に
乗
っ
て
散

策
し
な
が
ら
詩
想
を
練
り
、
思
い
つ
く
ご
と
に
書
き
取
っ
て
袋
に
し

ま
い
こ
ん
だ
。
帰
宅
す
る
や
母
親
が
袋
の
中
を
見
て
、「
こ
の
子
は

き
っ
と
心
を
吐
き
出
し
尽
く
し
て
し
ま
う
ま
で
は
や
め
な
い
だ
ろ

う
」
と
嘆
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
詩
作
に
没
入
し
た
李
賀

は
、
白
玉
楼
と
い
う
楼
閣
が
完
成
し
た
記
念
の
文
章
を
書
く
た
め
に
、

や
が
て
天
帝
に
よ
っ
て
天
上
に
召
さ
れ
た
と
い
う
。
天
帝
は
李
賀
の

表
現
者
と
し
て
の
特
異
性
を
高
く
買
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
李
賀
小
伝
」
の
逸
話
に
は
、
誇
張
や
虚
構
が
含
ま
れ
て
い
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
李
賀
が
と
り
も
な
お

さ
ず
表
現
者
と
し
て
生
き
、
そ
し
て
表
現
者
と
し
て
死
ん
だ
の
だ
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
李
賀
の

生
と
死
の
事
実
を
報
告
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
真
実
を
伝
え
る

た
め
に
「
李
賀
小
伝
」
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
李
賀
小
伝
」
は
李
商
隠
と
い
う
他
者
の
手
に
な
る
李
賀
の
表
現

者
像
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
李
賀
自
身
は
、

果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
表
現
者
と
し
て
の
自
己
を
自
作
の
中
に
描
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
書
客
」
の
語
を
手
が
か
り
と
し

な
が
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

二　
「
書
客
」
の
語
に
つ
い
て

　

本
稿
に
お
い
て
主
と
し
て
着
目
す
る
「
書
客
」
の
語
を
、
李
賀
は

「
高
軒
過
」・「
題
帰
夢
」・「
秋
来
」
の
三
首
に
お
い
て
用
い
て
お
り
、

後
述
す
る
と
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
李
賀
自
身
を
指
す
も
の
と

し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
）
（
（

。
ま
た
、「
高
軒
過
」
は
八
〇
九
年
、「
題
帰

 　
　

李
賀
の
詩
に
お
け
る
「
書
客
」
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　　

小　

田　

健　

太　
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夢
」
は
八
一
二
年
、「
秋
来
」
は
八
一
六
年
の
作
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
）
（
（

、
短
い
詩
作
期
間
の
中
で
は
あ
る
が
、

李
賀
は
「
書
客
」
と
し
て
の
自
己
を
継
続
的
に
意
識
し
て
い
た
と
い

え
る
。

　
「
書
客
」
の
語
は
、
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
詩
人
に
よ
っ
て
常
套
的

に
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
李
賀
に
特
徴
的
な
詩
語
で
あ

る
。
漢
魏
六
朝
期
の
詩
に
「
書
客
」
の
語
は
見
当
た
ら
ず
、
唐
詩
に

お
い
て
も
数
例
が
検
出
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
い
ず
れ
の
用

例
も
、
能
書
の
者
を
意
味
し
て
い
た
り
）
（
（

、
自
己
で
は
な
く
他
者
を
指

す
も
の
で
あ
っ
た
り
）
（
（

す
る
た
め
、
李
賀
と
同
断
に
は
扱
え
な
い
。

「
留
書
客
」
や
「
読
書
客
」
と
い
っ
た
よ
う
に
「
○
書
客
」
の
三
字

が
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
例
も
、
李
賀
の
「
書

客
」
と
は
区
別
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　
「
書
客
」
の
訳
語
に
つ
い
て
は
「
書
生
」
を
筆
頭
に
、「
文
学
青

年
」
や
「
文
学
者
」「
詩
人
」
な
ど
、
種
々
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
訳
語
と
し
て
は
種
々
の
語
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、

李
賀
と
し
て
は
そ
の
語
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
自
己
認
識
を
、

「
書
客
」
の
語
に
託
し
た
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
己

と
は
す
な
わ
ち
、
も
の
を
「
書
」
く
と
い
う
営
為
に
重
き
を
置
く
、

表
現
者
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
。

　

広
い
意
味
で
の
表
現
者
を
意
味
す
る
語
は
、
無
論
李
賀
以
前
か
ら

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
「
書
生
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

他
の
唐
詩
に
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
李
賀
も
一
例
の
み
で
は
あ
る
が

次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

１
男
児
何
不
帯
呉
鉤　
　

男
児　

何
ぞ
呉
鉤
を
帯
び
て

２
収
取
関
山
五
十
州　
　

関
山
五
十
州
を
収
取
せ
ざ
る

３
請
君
暫
上
凌
煙
閣　
　

請
ふ
君
暫
く
凌
煙
閣
に
上
れ

４
若
箇
書
生
万
戸
侯　
　

若い
づ
れ箇

の
書
生
か
万
戸
侯
た
る

�

（「
南
園
十
三
首
」〈
其
五
〉、
五
一
二
頁
）

　

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
原
田
憲
雄
『
李
賀
歌
詩
編
一　

蘇
小
小
の

歌
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
九
八
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。　

…
…
こ
の
詩
の
大
意
は
、
英
雄
に
な
ろ
う
と
い
う
ほ
ど
の
男

子
な
ら
手
段
を
選
ば
ぬ
。
…
…
。
本
を
読
ん
で
、
真
、
善
、
美

な
ど
に
感
激
し
て
い
る
よ
う
な
書
生
っ
ぽ
は
大
大
名
に
な
れ
っ

こ
な
し
。
万
戸
侯
に
な
る
た
め
に
は
、
学
問
な
ど
す
る
よ
り
、

武
芸
に
で
も
励
む
ほ
う
が
ま
し
さ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
九
四
頁
）

　

つ
ま
り
こ
の
詩
に
お
け
る
「
書
生
」
は
「
書
生
」
一
般
を
意
味
し

て
お
り
、
そ
の
範
疇
に
李
賀
自
身
が
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ

と
し
て
も
、「
書
客
」
が
李
賀
自
身
の
み
を
指
し
示
す
の
と
は
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
て
み
る
と
、
李
賀
は
従
来
に
お
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け
る
表
現
者
一
般
の
中
に
は
収
ま
ら
な
い
自
己
を
表
す
た
め
に
、

「
書
客
」
の
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、「
書
客
」
と
い
う
目
新
し
い
語
を
三
度
用
い
、
し
か
も
そ

の
こ
と
ご
と
く
が
李
賀
自
身
を
指
す
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る

点
か
ら
し
て
、
こ
の
語
が
表
現
者
と
し
て
の
李
賀
の
自
己
認
識
を
探

る
た
め
の
、
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は

章
を
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
つ
い
て
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三　
「
高
軒
過
」
―
―
飛
翔
せ
ん
と
す
る
「
書
客
」
―
―

　

元
和
四
年
（
八
〇
九
）
に
制
作
さ
れ
た
「
高
軒
過
」（
八
七
頁
）

は
、
李
賀
の
詩
才
を
聞
き
つ
け
て
尋
ね
て
き
た
韓
愈
と
皇
甫
湜
の
求

め
に
応
じ
て
詠
じ
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。

１
華
裾
織
翠
青
如
葱　
　

華
裾
は
翠
を
織
り
て
青
な
る
こ
と
葱
の

ご
と
く

２
金
環
圧
轡
揺
玲
瓏　
　

金
環
は
轡
を
圧
し
て
揺
ら
ぐ
こ
と
玲
瓏

た
り

３
馬
蹄
隠
耳
声
隆
隆　
　

馬
蹄
は
耳
に
隠
と
し
て
声
隆
隆
た
り

４
入
門
下
馬
気
如
虹　
　

門
に
入
り
て
馬
よ
り
下
れ
ば
気
は
虹
の

ご
と
し

５
云
是
東
京
才
子　
　
　

云
ふ
是
れ
東
京
の
才
子

　
　
　
　

文
章
鉅
公　
　

文
章
の
鉅
公
と

６
二
十
八
宿
羅
心
胸　
　

二
十
八
宿　

心
胸
に
羅つ

ら

な
り

７
元
精
耿
耿
貫
当
中　
　

元
精　

耿
耿
と
し
て
貫
き
て
中
に
当
た

る

８
殿
前
作
賦
声
摩
空　
　

殿
前　

賦
を
作
り
て
声
は
空
を
摩
す

９
筆
補
造
化
天
無
功　
　

筆
は
造
化
を
補
ひ
て
天
に
功
無
か
ら
し

む

10
龐
眉
書
客
感
秋
蓬　
　

龐
眉
の
書
客　

秋
蓬
に
感
じ

11
誰
知
死
草
生
華
風　
　

誰
か
知
ら
ん
死
草
の
華
風
に
生
ず
る
を

12
我
今
垂
翅
附
冥
鴻　
　

我
今　

翅
を
垂
れ
て
冥
鴻
に
附
す
る
も

13
他
日
不
羞
蛇
作
竜　
　

他
日
羞
ぢ
ず
蛇
の
竜
と
作な

る
を

　

来
訪
し
た
二
人
の
装
い
や
馬
具
の
き
ら
び
や
か
な
様
子
を
詠
じ
た

上
で
才
能
を
讃
え
、
末
尾
の
四
句
に
お
い
て
李
賀
自
身
の
抱
負
を
記

す
。
そ
こ
で
は
、
枯
れ
草
が
よ
み
が
え
る
よ
う
に
韓
愈
と
皇
甫
湜
の

二
人
に
引
き
立
て
て
も
ら
い
、
い
ず
れ
竜
と
な
っ
て
上
昇
し
よ
う
と

い
う
前
向
き
な
意
志
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
「
書
客
」
の
語
は
第
十
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
書
客
」
と
と
も

に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
「
龐
眉
」
と
は
つ
な
が
っ
た
眉
の
こ
と
で
、
李

賀
の
「
巴
童
答
」
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
李
賀
が
自
分

の
従
僕
で
あ
る
巴
童
に
向
け
て
詠
じ
た
「
昌
谷
読
書
示
巴
童
」
に
対

す
る
巴
童
の
返
答
を
、
李
賀
自
身
が
詩
に
仕
立
て
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
二
詩
を
並
べ
て
提
示
す
る
。
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１
虫
響
灯
光
薄　
　

虫
響
き
て
灯
光
薄
く

２
宵
寒
薬
気
濃　
　

宵
寒
く
し
て
薬
気
濃
し

３
君
憐
垂
翅
客　
　

君
は
憐
れ
む
翅
を
垂
れ
し
客
を

４
辛
苦
尚
相
従　
　

辛
苦
し
て
尚
相
従
ふ

（「
昌
谷
読
書
示
巴
童
」、
六
八
頁
）

１
巨
鼻
宜
山
褐　
　

巨
鼻　

山
褐
に
宜
し
く

２
龐
眉
入
苦
吟　
　

龐
眉　

苦
吟
に
入
る

３
非
君
唱
楽
府　
　

君　

楽
府
を
唱
ふ
る
に
非
ず
ん
ば

４
誰
識
怨
秋
深　
　

誰
か
怨
秋
の
深
き
を
識
ら
ん

（「
巴
童
答
」、
六
九
頁
）

　
「
龐
眉
」
は
巴
童
の
よ
う
な
他
者
か
ら
見
て
も
と
り
わ
け
目
に
つ

く
よ
う
な
李
賀
の
身
体
的
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、「
高
軒
過
」
に
お
け
る
「
書
客
」
は
、「
龐
眉
」
の
語
と
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
称
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
李
賀
は
、
身
体
的
特
徴
と
同
等
の
、

本
質
的
に
は
変
更
不
能
な
、
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
的

な
要
素
を
、「
書
客
」
の
語
に
込
め
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

巴
童
は
「
垂
翅
の
客
」
た
る
李
賀
を
憐
れ
み
、
辛
苦
を
と
も
に
し

て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
あ
な
た
が
楽
府
を
唱
え
て
く
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
誰
が
怨
め
し
い
秋
の
奥
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
」
と
述
べ
て
、
李
賀
の
「
苦
吟
」
に
価
値
を
与
え
て
い
る
。

　
「
垂
翅
」
の
語
は
、「
高
軒
過
」
に
も
見
え
て
い
た
語
で
あ
る
。
李

賀
が
「
垂
」
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
翅
」
と
は
、
韓
愈

や
皇
甫
湜
が
獲
得
し
て
い
た
よ
う
な
社
会
的
な
名
声
の
象
徴
と
し
て

の
機
能
を
有
し
つ
つ
も
、
よ
り
本
源
的
に
は
、
や
が
て
結
果
的
に
は

社
会
的
な
名
声
の
獲
得
に
つ
な
が
る
は
ず
の
、
表
現
者
と
し
て
の
自

負
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
巴
童
は
李
賀
の
内
な

る
表
現
者
に
憐
憫
を
垂
れ
、
励
ま
し
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　

さ
て
、「
高
軒
過
」
に
お
け
る
「
龐
眉
の
書
客
」
は
、「
翅
を
垂
れ

て
冥
鴻
に
附
す
る
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

や
が
て
「
竜
」
と
な
っ
て
上
昇
す
る
は
ず
の
も
の
で
も
あ
る
。「
冥

鴻
」
と
は
、
訪
問
し
て
き
た
韓
愈
と
皇
甫
湜
を
指
し
て
い
る
が
、
彼

ら
は
翅
を
広
げ
て
大
空
翔
け
る
も
の
で
あ
る
と
、
李
賀
は
捉
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
殿
前　

賦
を
作
り
て
声
は
空
を
摩

し
、
筆
は
造
化
を
補
ひ
て
天
に
功
無
か
ら
し
む
」
る
よ
う
な
存
在
で

も
あ
る
。

　

天
子
の
殿
前
に
お
け
る
賦
作
に
よ
っ
て
、
空
を
磨
き
上
げ
る
ほ
ど

に
二
人
の
声
価
は
高
々
と
上
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
二
人
の
筆
鋒
は
、

万
物
の
創
造
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
の
役
割
を
担
う
は
ず
の

天
の
功
績
を
無
み
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
李
賀
は
詠
じ
て
い
る
。

「
筆
補
造
化
天
無
功
」
の
句
に
つ
い
て
、
原
田
憲
雄
『
李
賀
論
考
』
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（
朋
友
書
店
、
一
九
八
〇
）
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
筆
は
造
化
を
補
う
」
と
い
う
と
き
、
な
お
天
地
の
徳
を
分

与
せ
ら
れ
た
人
間
の
功
業
を
た
た
え
る
こ
と
ば
と
し
て
伝
統
の

外
に
出
ず
る
も
の
で
は
な
い
。「
天
に
功
な
し
」
と
い
う
に
至

っ
て
は
、
ま
さ
に
殷
帝
武
乙
が
天
を
射
た
暴
虐
に
ひ
と
し
く
、

…
…
無
謀
の
語
で
は
な
い
か
。（
五
三
頁
）
（
（

）

　

ま
た
、「
…
…
こ
の
一
句
こ
そ
長
吉
の
芸
術
に
対
す
る
考
え
方
を

先
人
と
は
っ
き
り
分
つ
も
の
で
は
な
い
か
」（
五
四
頁
）
と
述
べ
た

上
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
先
に
引
い
た
巴
童
と
応
答
し
た
詩
に
言
及

し
つ
つ
、

　

万
物
を
造
化
す
る
の
は
確
か
に
天
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
万

物
の
万
物
た
る
意
味
を
見
出
し
た
の
は
芸
術
家
で
あ
る
。
芸
術

家
が
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
一
切
は
存
す
れ
ど
も
無
き
に
ひ
と

し
い
。
天
が
芸
術
家
の
筆
を
仮
っ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
芸
術

家
の
筆
が
天
の
こ
と
ば
を
摘
出
し
、
万
物
の
価
値
を
創
造
す
る

の
で
あ
る
。（
五
四
頁
）

と
指
摘
す
る
。
一
方
で
李
賀
は
、「
天
遣
裁
詩
花
作
骨
（
天
は
詩
を

裁
し
て
花
に
し
て
骨
を
作な

さ
し
む
）」（「
酒
罷
、
張
大
徹
索
贈
詩
、

時
張
初
効
潞
幕
」、
五
六
〇
頁
）
と
い
う
、
天
の
補
助
に
よ
っ
て
詩

の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
句
）
（
（

を
残
し
て
い
る
た
め
、
表
現

と
天
と
が
必
ず
し
も
拮
抗
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
詠
じ
た
「
天
に
功
無

し
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
原
田
論
文
に
あ
っ
た
と
お
り
の
重
大
な
意

味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
李
賀
自
身
の
内
に
も
「
天
に

功
無
か
ら
し
む
」
る
よ
う
な
表
現
者
と
し
て
の
能
力
が
胚
胎
し
て
い

る
こ
と
が
、
隠
微
な
形
と
し
て
で
は
あ
る
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
李
賀
は
「
今
」
は
「
翅
」
を
「
垂
れ
」
て
い
る
が
、

や
が
て
「
竜
」
と
な
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
韓
愈
や
皇
甫
湜
の
よ
う
な
高
い
文
学
的
境
地
へ
の
接

近
を
宣
言
し
た
の
に
異
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
自
分
も
「
天
に
功
無
か

ら
し
む
」
る
よ
う
な
「
書
客
」
た
り
う
る
の
だ
と
い
う
李
賀
の
展
望

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
「
題
帰
夢
」
―
―
現
実
の
生
活
に
苦
し
む
「
書
客
」
―
―

　

元
和
七
年
（
八
一
二
）、
長
安
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
「
題
帰

夢
」（
四
四
三
頁
）
に
は
、
故
郷
の
家
族
を
夢
に
見
て
、
一
家
を
支

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
圧
に
、
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
い
李
賀
の
姿

が
描
か
れ
る
。

１
長
安
風
雨
夜　
　

長
安　

風
雨
の
夜

２
書
客
夢
昌
谷　
　

書
客　

昌
谷
を
夢
む

３
怡
怡
中
堂
笑　
　

怡い

い怡
た
り
中
堂
の
笑
ひ
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４
小
弟
裁
澗
菉　
　

小
弟　

澗か
ん

菉り
ょ
くを
裁
す

５
家
門
厚
重
意　
　

家
門　

厚
重
の
意

６
望
我
飽
飢
腹　
　

我
に
飢
腹
を
飽
か
し
む
る
を
望
む

７
労
労
一
寸
心　
　

労
労
た
り
一
寸
の
心

８
灯
花
照
魚
目　
　

灯
花　

魚
目
を
照
ら
す

　

冒
頭
の
二
句
は
、
風
が
吹
き
雨
が
降
る
長
安
で
の
夜
、「
書
客
」

た
る
自
分
は
故
郷
で
あ
る
昌
谷
（
河
南
省
福
昌
県
）
を
夢
に
見
る
、

と
詠
じ
て
い
る
。
昌
谷
と
い
う
故
郷
の
地
名
と
と
も
に
一
句
を
構
成

し
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
も
「
書
客
」
は
李
賀
の
自
称
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

李
賀
の
「
書
客
」
が
他
で
も
な
い
自
己
を
表
象
す
る
た
め
の
語
で

あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
手
に
な
る
類
型
句
と
の
比

較
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
類
型
句
と
は
、

「
河
南
府
試
十
二
月
楽
詞
」〈
八
月
〉（
三
三
頁
）
に
詠
じ
ら
れ
て
い

る
、「
独
客
夢
帰
家
（
独
客
家
に
帰
る
を
夢
む
）」
と
い
う
句
を
指
す
。

こ
の
詩
は
、
題
に
あ
る
と
お
り
河
南
府
試
に
際
し
て
の
答
案
で
あ
り
、

ゆ
え
に
個
人
的
な
感
情
を
盛
り
込
む
と
い
う
よ
り
は
、
十
二
の
諸
月

の
種
々
相
を
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
多
角
的
に
描
い
た
作
品
と
な
っ

て
い
る
。

　

仲
秋
八
月
の
夜
長
が
人
恋
し
さ
を
募
ら
せ
て
、「
独
客
」、
孤
独
な

旅
人
は
、
故
郷
に
帰
る
夢
を
見
る
。「
題
帰
夢
」
に
あ
っ
た
「
書
客

夢
昌
谷
」
の
句
と
「
独
客
夢
帰
家
」
の
句
と
は
、
用
語
・
構
成
と
も

に
似
通
っ
て
い
る
が
、「
書
客
」
と
「
独
客
」
は
置
換
可
能
な
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
選
択
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

李
賀
は
「
書
客
」
と
し
て
の
自
己
自
身
を
明
確
に
意
識
し
て
お
り
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
を
表
現
す
る
際
に
用
い
る
語
彙
と
は

区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
李
賀
は
「
書
客
」
と
し
て
の
自
己
を
強
く
意
識
し

て
い
た
し
、「
高
軒
過
」
に
お
い
て
見
た
と
お
り
、
そ
れ
は
他
者
の

引
き
立
て
を
得
な
が
ら
や
が
て
天
高
く
飛
翔
し
て
い
け
る
は
ず
の
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、「
高
軒
過
」
に
も
登
場
し

て
い
た
皇
甫
湜
に
宛
て
た
、「
仁
和
里
雑
叙
皇
甫
湜
、
湜
新
尉
陸

渾
」（
九
一
頁
）
に
、

17
欲
雕
小
説
干
天
官　
　

小
説
を
雕
し
て
天
官
に
干も

と

め
ん
と
欲
す

る
も

18
宗
孫
不
調
為
誰
憐　
　

宗
孫　

調
せ
ら
れ
ず
し
て
誰
の
憐
れ
む

と
こ
ろ
と
為
ら
ん

と
あ
る
よ
う
に
、
首
尾
よ
く
引
き
立
て
を
得
る
こ
と
は
適
わ
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
誰
一
人
と
し
て
憐
憫
を
向
け
て
く
れ
る
者
と

て
な
い
孤
独
を
、
李
賀
は
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

表
現
者
と
し
て
の
孤
独
は
、「
長
歌
続
短
歌
」（
一
三
五
頁
）
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。
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１
長
歌
破
衣
襟　
　

長
歌　

衣
襟
を
破
り

２
短
歌
断
白
髪　
　

短
歌　

白
髪
を
断
つ

３
秦
王
不
可
見　
　

秦
王　

見
る
べ
か
ら
ず

４
旦
夕
成
内
熱　
　

旦
夕　

内
熱
を
成
す

５
渇
飲
壺
中
酒　
　

渇
し
て
壺
中
の
酒
を
飲
み

６
飢
抜
隴
頭
粟　
　

飢
え
て
隴
頭
の
粟
を
抜
く

７
淒
涼
四
月
闌　
　

淒
涼　

四
月
闌

た
け
な
はに

し
て

８
千
里
一
時
緑　
　

千
里　

一
時
に
緑
な
り

９
夜
峰
何
離
離　
　

夜
峰　

何
ぞ
離
離
た
る

10
明
月
落
石
底　
　

明
月　

石
底
に
落
つ

11
徘
徊
沿
石
尋　
　

徘
徊
し
て
石
に
沿
ひ
て
尋
ね

12
照
出
高
峰
外　
　

照
ら
し
出
だ
す
高
峰
の
外

13
不
得
与
之
遊　
　

之
と
遊
ぶ
を
得
ず

14
歌
成
鬢
先
改　
　

歌
成
り
て
鬢
先
づ
改
ま
る

　

詩
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
傅
経
順
主
編
『
李
賀
詩
歌
賞
析
集
』

（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
八
）
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
「
歌
成
」
句
既
是
対
尋
月
未
果
的
総
結
、
也
是
対
開
篇
両
句

的
呼
応
。
悲
歌
始
、
悲
歌
終
、
構
成
了
詩
人
失
望
―
―
希
望
―

―
失
望
的
郁
結
生
成
過
程
。
如
果
説
開
始
的
悲
歌
更
多
地
譲
人

感
到
是
激
烈
的
話
、
結
尾
悲
歌
則
更
多
地
譲
人
感
到
是
深
沈
。

（
一
二
八
頁
、
執
筆
は
王
守
国
）

　
「
歌
成
」
の
末
尾
の
句
は
、
月
を
尋
ね
た
が
そ
れ
を
果
た
せ
な
か

っ
た
こ
と
に
対
す
る
総
括
で
あ
り
、
冒
頭
の
二
句
に
呼
応
す
る
と
述

べ
る
。
そ
の
上
で
、
全
体
は
悲
歌
に
よ
っ
て
詠
い
起
こ
さ
れ
、
悲
歌

に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
円
環
的
構
成
を
有
す
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

第
五
・
六
句
の
「
渇
」「
飢
」
に
は
、
肉
体
的
な
飢
渇
感
だ
け
で

は
な
く
、
精
神
的
な
不
満
も
包
含
さ
れ
て
い
よ
う
。
酒
を
飲
む
だ
け

で
は
癒
せ
な
い
飢
渇
感
が
、
李
賀
を
夜
の
山
野
へ
と
駆
り
立
て
る
。

月
明
か
り
を
頼
り
に
歩
き
な
が
ら
、
李
賀
は
詩
句
を
練
り
上
げ
る
。

「
秦
王
」（
第
三
句
）
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
政
治
の
場
か
ら
阻
害
さ

れ
た
李
賀
は
、
第
十
三
句
の
「
之
」、
す
な
わ
ち
月
と
も
親
し
く
交

わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
李
賀
は
自
分
を
政
治
の
世
界
に
受
け
入
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
々
へ
の
不
信
を
、
月
と
も
親
し
く
交
わ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
、
自
然
物
に
ま
で
敷
衍
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

人
間
と
自
然
の
両
者
に
対
す
る
不
信
感
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
李
賀

は
詩
句
を
練
り
、
最
終
句
に
到
っ
て
そ
れ
が
「
成
る
」。
し
か
し
そ

う
し
た
詩
作
は
白
髪
を
生
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
労
苦
を
伴
う
作
業
な
の

で
あ
っ
た
。
先
に
『
李
賀
詩
歌
賞
析
集
』
の
指
摘
に
見
た
よ
う
に
、

詩
の
末
尾
に
お
い
て
完
成
し
た
「
歌
」
は
、
改
め
て
冒
頭
の
「
長

歌
」「
短
歌
」
を
連
想
さ
せ
る
。「
長
歌
続
短
歌
」
が
有
す
る
円
環
的



 
（58）

構
成
は
、
李
賀
の
不
遇
感
と
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
夜
の
散
策
、
そ
し

て
孤
独
な
表
現
者
の
姿
を
無
限
に
提
示
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

五　
「
秋
来
」
―
―
「
書
客
」
と
し
て
の
観
念
的
自
立
―
―

　

続
い
て
、「
秋
来
」（
六
八
八
頁
）
に
お
け
る
「
書
客
」
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
い
く
。

１
桐
風
驚
心
壮
士
苦　
　

桐
風　

心
を
驚
か
せ
て
壮
士
苦
し
み

２
衰
灯
絡
緯
啼
寒
素　
　

衰
灯　

絡ら
く

緯ゐ　

寒
素
に
啼
く

３
誰
看
青
簡
一
編
書　
　

誰
か
青
簡
一
編
の
書
を
看
て

４
不
遣
花
虫
粉
空
蠹　
　

花
虫
を
し
て
粉
と
し
て
空
し
く
蠹む

し
ばま
し

め
ざ
る

５
思
牽
今
夜
腸
応
直　
　

思
ひ
牽
か
れ
て
今
夜　

腸　

応
に
直
な

る
べ
し

６
雨
冷
香
魂
弔
書
客　
　

雨
冷
や
や
か
に
香
魂　

書
客
を
弔
す

７
秋
墳
鬼
唱
鮑
家
詩　
　

秋
墳　

鬼
は
唱
ふ
鮑
家
の
詩
を

８
恨
血
千
年
土
中
碧　
　

恨
血　

千
年　

土
中
の
碧

　

冒
頭
の
二
句
に
描
か
れ
て
い
る
貧
寒
に
加
え
、
自
分
が
書
き
残
し

た
「
青
簡
一
編
の
書
」（
李
賀
の
詩
集
）
を
誰
が
保
存
に
つ
と
め
て

く
れ
よ
う
か
、
と
続
く
第
三
・
四
句
に
、
李
賀
の
悲
愴
感
が
表
徴
さ

れ
る
。
そ
ん
な
李
賀
を
慰
撫
せ
ん
と
、
墳
墓
の
あ
た
り
で
幽
鬼
が
鮑

照
（
四
二
一
？
～
四
六
五
）
の
挽
歌
を
朗
唱
す
る
。
そ
し
て
恨
み
の

こ
も
っ
た
李
賀
の
血
は
、
土
の
中
で
千
年
の
後
に
碧
玉
に
硬
化
す
る

と
い
う
句
で
一
篇
は
閉
じ
ら
れ
る
）
（
（

。

　

近
い
将
来
に
お
け
る
消
失
が
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
詩
巻
に
対

す
る
愛
惜
と
感
傷
を
、
な
お
詩
の
形
式
に
よ
っ
て
表
象
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
逆
説
が
、「
秋
来
」
に
高
度
な
緊
張
感
を
も
た
ら
し
て

い
る
。

　

詩
全
体
を
眺
め
て
み
る
と
、
後
半
に
は
「
香
魂
」
や
「
鬼
」
と
い

っ
た
李
賀
な
ら
で
は
の
不
可
視
の
存
在
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
一

方
、
初
句
に
は
「
壮
士
」、
第
六
句
に
は
「
書
客
」
と
い
う
作
中
人

物
が
登
場
す
る
。
し
か
も
、
文
脈
か
ら
し
て
ど
ち
ら
も
李
賀
自
身
を

指
し
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
）
（
（

。

　

た
だ
し
、「
壮
士
」
と
「
書
客
」
が
内
包
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
異
な

る
。「
壮
士
」
と
い
え
ば
、
始
皇
帝
暗
殺
の
た
め
の
出
発
に
先
立
っ

て
荊
軻
が
歌
っ
た
、

風
蕭
蕭
兮
易
水
寒　
　

風
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
し

壮
士
一
去
兮
不
復
還　

壮
士
一
た
び
去
り
て
復
た
還
ら
ず

（『
史
記
』
巻
八
六
、
荊
軻
伝
）

と
い
う
句
が
と
み
に
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
唐
詩
に
お
い
て
も
、

李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
の
「
贈
友
人
三
首
」〈
其
二
〉（『
李
太

白
全
集
』
巻
一
二
）
に
、
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荊
卿
一
去
後　
　

荊
卿
一
た
び
去
り
し
後

壮
士
多
摧
残　
　

壮
士
多
く
は
摧
残

と
あ
る
よ
う
に
、
荊
軻
と
「
壮
士
」
を
結
び
つ
け
て
詠
じ
た
例
が
見

受
け
ら
れ
る
）
（1
（

。
ま
た
、
荊
軻
と
直
接
的
に
は
関
連
し
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
の
「
苦
戦
行
」（『
杜
詩
詳

註
』
巻
一
一
）
に
、

干
戈
未
定
失
壮
士　
　

干
戈
未
だ
定
ま
ら
ず
し
て
壮
士
を
失
ひ

使
我
嘆
恨
傷
精
魂　
　

我
を
し
て
嘆
恨
し
て
精
魂
を
傷
ま
し
む

と
い
う
よ
う
に
、
戦
乱
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
兵
士
に
対
し
て
「
壮

士
」
の
語
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。「
壮
士
」
と
は
、
荊
軻

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
過
酷
な
行
く
末
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る

勇
壮
な
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

そ
れ
で
は
李
賀
は
「
壮
士
」
の
語
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
。

「
秋
来
」
の
他
に
は
、
序
文
と
詩
句
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
出
せ

る
。
ま
ず
、「
公
莫
舞
歌
并
序
」（
六
九
九
頁
）
の
序
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

　

公
莫
舞
歌
者
、
詠
項
伯
翼
蔽
劉
沛
公
也
。
会
中
壮
士
灼
灼
於

人
。
故
無
復
書
。
且
南
北
楽
府
率
有
歌
引
。
賀
陋
諸
家
、
今
重

作
公
莫
舞
歌
云
（
公
莫
舞
歌
は
、
項
伯
の
劉
沛
公
を
翼
蔽
す
る

を
詠
ず
る
な
り
。
会
中
の
壮
士
は
人
に
灼
灼
た
り
。
故
に
復
た

書
す
る
こ
と
無
し
。
且
つ
南
北
の
楽
府
率お

お
むね

歌
引
有
り
。
賀　

諸
家
を
陋
と
し
、
今
重
ね
て
公
莫
舞
歌
を
作
り
て
云
ふ
）。

　
「
公
莫
舞
歌
」
と
い
う
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鴻
門
の
会
」
に
お

い
て
豪
傑
た
ち
が
集
合
し
た
場
面
を
背
景
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
こ
と

を
説
明
し
て
い
る
。『
史
記
』
巻
七
、
項
羽
本
紀
に
収
録
さ
れ
て
い

る
同
場
面
の
記
述
に
は
、「
壮
士
」
の
語
が
二
度
用
い
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
項
羽
が
樊
噲
に
呼
び
か
け
た
言
葉
と
な
っ
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
李
賀
の
作
品
中
に
は
、
項
羽
や
劉
邦
を
は
じ
め
、
范
増

や
項
荘
な
ど
も
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
会
中
の
壮
士
」
と

は
、「
鴻
門
の
会
」
に
登
場
す
る
人
物
全
体
を
指
し
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
確
か
に
登
場
人
物
た
ち
は
、
武
勇
の
人
で
あ
っ
て
も
、

知
略
の
人
で
あ
っ
て
も
、
漢
楚
の
攻
防
と
い
う
時
代
の
転
換
点
に
遭

遇
し
て
、
意
気
壮
ん
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

続
い
て
詩
中
に
お
け
る
用
例
と
し
て
は
、
元
和
七
年
（
八
一
二
）

の
作
で
あ
る
「
春
帰
昌
谷
」（
四
六
二
頁
）
の
末
尾
の
二
句
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

狭
行
無
廓
路　
　

狭
行　

廓
路
無
く

壮
士
徒
軽
躁　
　

壮
士　

徒
ら
に
軽
躁

　

隘
路
を
行
く
の
は
大
路
が
無
い
た
め
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
来
は
勇
ま
し
い
存
在
で
あ
る
壮
士
の
心
も
落
ち
着
き
な
く
そ

わ
そ
わ
す
る
と
い
う
。
自
身
の
境
遇
を
語
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、
李
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賀
が
自
分
を
「
壮
士
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

理
想
の
実
現
に
対
す
る
固
い
意
志
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
も
、
自
他
の

関
係
性
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
意
志
を
挫
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

り
、
自
分
一
個
の
努
力
に
よ
っ
て
は
意
に
沿
う
人
生
航
路
を
歩
む
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
李
賀
に
よ
る
「
壮
士
」
の
捉
え
方
で

あ
っ
た
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

勇
壮
な
者
と
し
て
の
「
壮
士
」、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

不
遇
者
で
も
あ
り
う
る
「
壮
士
」、
こ
う
し
た
「
壮
士
」
像
は
、
多

く
の
詩
人
が
繰
り
返
し
詠
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
型
性
を
強
化
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
書
客
」
は
、
先
述
の
と
お
り
常
套
的
な

詩
語
で
は
な
く
、
従
っ
て
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
壮
士
」
と
「
書
客
」
は
性
質
の
異
な
る
語
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
全
八
句
の
短
詩
に
李
賀
自

身
を
指
す
語
が
形
を
変
え
て
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
だ
。「
秋
来
」
は
換
韻
に
よ
っ
て
四
句
ず
つ
前
段
と
後
段
に
分
か

れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
に
「
壮
士
」
と
「
書
客
」
の
語
が
布
置
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
秋
来
」
に
お
け
る
自

己
表
象
の
内
実
を
究
明
し
た
い
。

　

前
段
と
後
段
を
比
較
す
る
と
、
複
数
の
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
ま
ず
、
第
一
句
の
「
桐
風
」
と
第
六
句
の
「
雨
冷
」
が

と
も
に
気
象
に
関
す
る
語
と
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
第
二
句
で
鳴

い
て
い
た
「
絡
緯
」
の
音
は
、
第
七
句
に
お
け
る
幽
鬼
の
歌
声
と
対

応
す
る
。
ど
ち
ら
も
聴
覚
的
に
捉
え
ら
れ
た
事
物
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
第
三
・
四
句
と
第
八
句
は
、
ど
ち
ら
も
未
然
の
事
態
を

詠
じ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
第
三
・
四
句
は
、
す
で
に
自
己
の
存

在
し
な
い
将
来
の
事
態
に
つ
い
て
詠
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
語
り
手

は
自
分
の
死
後
を
想
像
し
て
、
書
き
残
し
た
書
物
の
消
滅
と
い
う
、

お
そ
ら
く
確
実
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
事
態
に
思
い
至
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
第
八
句
も
「
千
年
」
と
い
う
厖

大
な
時
間
を
経
過
し
た
後
の
事
態
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
段
と
後
段
に
詠
じ
ら

れ
て
い
る
時
空
は
、
幽
鬼
が
登
場
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
相
違
点
を

含
み
つ
つ
、
そ
の
実
ま
っ
た
く
の
異
空
間
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
後
段
は
、
前
段

で
詠
じ
ら
れ
た
現
実
の
時
空
を
虚
構
化
し
た
上
で
、
も
う
一
度
そ
れ

を
語
り
な
お
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

後
段
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
空
間
は
、
い
わ
ば
糊
塗
さ
れ
た
現
実
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
前
段
と
は
無
関
係
な
別
種
の
時
空
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
香
魂
」
や
「
鬼
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

幻
視
的
な
事
物
が
詠
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
前
段
の
現
実
描
写

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
後
段
も
あ
く
ま
で
現
実
の
相
似
形
と
し
て
語
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

  
前
段
と
後
段
の
こ
う
し
た
関
連
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
壮
士
」
と

「
書
客
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
李
賀
自
身
を
示
す
語
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
理
由
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
秋
来
」
は
、「
壮

士
」
と
し
て
不
遇
を
か
こ
つ
自
己
を
、「
書
客
」
と
し
て
語
り
な
お

す
過
程
を
提
示
し
た
一
篇
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
自
己
を
語
る

0

0

の
で
は
な
く
、

語
り
な
お
す

0

0

0

0

0

こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
第
三
・
四
句
に
詠
じ
ら
れ
て

い
た
よ
う
な
詩
巻
消
滅
の
暗
い
想
像
は
、
表
現
営
為
に
重
き
を
置
く

「
書
客
」
と
し
て
の
李
賀
の
自
己
規
定
を
否
応
な
く
拒
ま
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
こ
で
李
賀
は
、
現
実
を
糊
塗
す
る
形
で
現
実
の
時
空
を
解

釈
し
な
お
し
、
そ
こ
に
「
書
客
」
と
し
て
の
自
己
を
観
念
的
に
定
立

し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
前
段
と
後
段
の
時
空
の
間
に
、
陽
画
（
ポ

ジ
）
と
陰
画
（
ネ
ガ
）
の
関
係
性
を
見
出
し
、
後
段
の
時
空
を
あ
く

ま
で
前
段
に
お
け
る
現
実
の
相
似
形
と
し
て
語
る
こ
と
で
、「
書

客
」
と
し
て
の
自
己
に
確
か
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
。

　
「
書
客
」
と
類
似
し
た
李
賀
の
詩
語
に
「
書
鬼
」
が
あ
り
、
次
の

よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

９
金
家
香
衖
千
輪
鳴　
　

金
家
の
香
衖　

千
輪
鳴
り

10
揚
雄
秋
室
無
俗
声　
　

揚
雄
の
秋
室　

俗
声
無
し

11
願
携
漢
戟
招
書
鬼　
　

願
は
く
は
漢
戟
を
携
へ
て
書
鬼
を
招
き

12
休
令
恨
骨
填
蒿
里　
　

恨
骨
を
し
て
蒿
里
を
填
め
し
む
る
を
休や

め
よ

（「
緑
章
封
事
」、
三
〇
六
頁
）

　

貴
族
が
栄
え
る
一
方
で
、
揚
雄
の
よ
う
な
文
人
は
顧
み
ら
れ
な
い

と
い
う
現
状
を
詠
じ
た
上
で
、「
書
鬼
」、
表
現
者
と
し
て
の
霊
魂
を

招
き
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
、
恨
み
の
こ
も
っ
た
骨
を
む
ざ
む
ざ
墓
所

に
う
ず
も
れ
た
ま
ま
に
し
な
い
で
ほ
し
い
と
天
帝
に
向
か
っ
て
祈
願

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
李
賀
は
表
現
者
と
し
て
の
霊
魂
に
思
い
を
致
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
「
秋
来
」
に
お
い
て
は
、
第
六
句
に
「
雨
冷
や
や

か
に
香
魂　

書
客
を
弔
す
」
と
あ
っ
た
と
お
り
、「
書
客
」
は
死
者

を
「
弔
」
す
る
主
体
た
る
べ
き
生
者
と
し
て
の
能
動
性
を
剥
奪
さ
れ
、

反
対
に
「
香
魂
」
に
慰
撫
さ
れ
る
よ
う
な
受
動
的
な
存
在
と
な
っ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
李
賀
は
「
書
客
」
と
し
て
の
自
己
の
窮
状
に
対
し
て
無

力
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
「
土
中
」
に
埋
没
せ
ざ
る
を
え
な
い

「
書
客
」
の
行
く
末
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
現
実
の
相
似
形
と
し
て
の

時
空
を
構
築
し
、
そ
こ
に
「
書
客
」
た
る
自
己
の
定
立
を
試
み
た
。

そ
し
て
李
賀
は
表
現
営
為
に
没
入
す
る
自
分
自
身
に
、「
秋
来
」
の

末
尾
の
句
が
物
語
る
よ
う
な
、
埋
没
し
た
碧
玉
と
し
て
の
価
値
を
認
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め
た
の
で
あ
る
。
埋
没
し
て
は
い
て
も
、
碧
玉
は
碧
玉
で
あ
る
限
り
、

後
世
の
発
掘
を
期
待
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
碧
玉
の
比
喩
に
よ
っ

て
、
李
賀
は
現
実
に
お
け
る
文
学
的
な
不
遇
を
相
対
化
し
、
表
現
者

た
る
自
己
の
在
り
様
を
、
他
で
も
な
い
、
詩
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
闡

明
し
た
の
で
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、「
書
客
」
の
語
を
中
心
と
し
て
、
李
賀
の
詩
に
お
け

る
表
現
者
と
し
て
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。

　
「
高
軒
過
」
に
お
け
る
「
書
客
」
は
、「
翅
」
を
「
垂
」
れ
ざ
る
を

得
な
い
で
い
る
が
、
や
が
て
韓
愈
や
皇
甫
湜
に
よ
っ
て
生
気
を
与
え

ら
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
表
現
営
為
へ
の
従
事
者
た
る

自
負
は
、
有
力
な
他
者
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
う
る
と
い
う
無
邪
気
な

信
頼
が
、「
高
軒
過
」
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
題
帰
夢
」
に
お
け
る
「
書
客
」
は
、
故
郷
で
あ
る
昌
谷
を
夢
に

見
て
、
そ
こ
に
残
し
て
き
た
家
族
の
期
待
に
沿
え
な
い
現
状
に
甘
ん

じ
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
い
わ
ば
敗
北
者
と
し
て
の
姿
を
露

呈
し
て
い
る
。

　
「
秋
来
」
の
「
書
客
」
は
、
表
現
者
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
巻
の
消

滅
に
よ
っ
て
そ
の
表
現
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
自
己
存
在
の
窮
状
に
あ
っ
て
、
李
賀
は
「
書
客
」
と
し
て
の

自
己
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
側
を
相
対
化
し
、

表
現
に
よ
っ
て
表
現
の
否
定
に
抵
抗
す
る
と
い
う
方
途
を
も
っ
て
、

表
現
者
と
し
て
の
自
己
を
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

李
賀
の
詩
に
お
け
る
「
書
客
」
は
、「
天
に
功
無
か
ら
し
む
」
べ

く
天
上
を
志
向
し
、
そ
れ
が
適
わ
ず
し
て
実
際
生
活
上
の
困
窮
に
あ

え
ぎ
、
そ
れ
で
も
「
書
客
」
が
「
書
客
」
と
し
て
あ
る
た
め
の
方
途

と
し
て
、
積
極
的
下
降
に
よ
っ
て
「
土
中
」
の
よ
う
な
地
下
を
志
向

す
る
。

　

上
昇
と
下
降
は
生
と
死
に
も
対
応
す
る
。「
高
軒
過
」
の
「
書

客
」
は
「
死
草
」
に
比
擬
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
韓
愈
や
皇
甫
湜

の
恩
沢
の
比
喩
で
あ
る
「
華
風
」
に
よ
っ
て
「
生
」
気
を
得
る
も
の

と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
た
。
対
し
て
「
秋
来
」
に
お
け
る
「
書
客
」

は
「
土
中
」
に
埋
葬
さ
れ
る
。
死
の
中
に
こ
そ
表
現
者
と
し
て
の
生

が
あ
る
と
い
う
逆
説
的
で
苦
々
し
い
認
識
が
、
李
賀
に
お
け
る
表
現

者
と
し
て
の
自
己
認
識
で
あ
っ
た
の
だ
。

　　
注

（
1
）
劉
学
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
文
編
年
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
、

二
二
六
五
頁
。

（
2
）「
客
」
字
を
構
成
要
素
と
す
る
語
を
も
っ
て
自
己
を
指
す
先
行
例
と
し

て
、
例
え
ば
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
の
手
に
な
る
「
酔
時
歌
」
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（『
杜
詩
詳
註
』
巻
三
）
の
「
杜
陵
野
客
人
更
嗤
、
被
褐
短
窄
鬢
如
糸
」

や
、
同
じ
く
杜
甫
に
よ
る
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
県
作
歌
七
首
」〈
其
一
〉

（『
杜
詩
詳
註
』
巻
八
）
の
「
有
客
有
客
字
子
美
、
白
頭
乱
髪
垂
過
耳
」

と
い
っ
た
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）
制
作
年
は
呉
企
明
『
李
長
吉
歌
詩
編
年
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一

二
）
に
依
拠
し
た
。
ま
た
、
李
賀
の
詩
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
書
に
拠

る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
際
し
て
は
頁
数
の
み
記
す
。

（
4
）
張
籍
（
七
六
六
？
～
八
三
〇
？
）
の
「
和
左
司
元
郎
中
秋
居
十
首
」

〈
其
五
〉（
徐
礼
節
・
余
恕
誠
『
張
籍
集
繫
年
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇

一
一
、
三
六
三
頁
）
に
、「
書
客
多
呈
帖
、
琴
僧
与
合
絃
」
と
あ
る
。

（
5
）
許
渾
（
七
八
八
～
八
六
〇
？
）
の
「
長
慶
寺
遇
常
州
阮
秀
才
」（
羅
時

進
『
丁
卯
集
箋
証
』
江
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
、
二
五
三
頁
）
に
、

「
高
閣
晴
軒
対
一
峰
、
毗
陵
書
客
此
相
逢
。
晩
収
紅
葉
題
詩
遍
、
秋
待
黄

花
醸
酒
濃
」
と
詠
じ
ら
れ
て
、
こ
こ
で
の
「
書
客
」
は
詩
人
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
許
渾
自
身
で
は
な
く
詩
題
に
い
う
「
常
州

の
阮
秀
才
」
を
指
し
て
い
る
。

（
6
）
引
用
中
の
旧
字
は
通
行
字
体
に
直
し
た
。
以
下
同
様
。

（
7
）
こ
の
句
の
と
り
わ
け
「
花
作
骨
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
李

賀
の
詩
に
お
け
る
『
花
作
骨
』
の
批
評
効
果
と
そ
の
淵
源
」（『
筑
波
中

国
文
化
論
叢
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
七
）
を
参
照
。

（
8
）「
秋
来
」
の
末
尾
の
句
は
、
例
え
ば
『
荘
子
』
外
物
篇
に
、「
人
主
莫

不
欲
其
臣
之
忠
、
而
忠
未
必
信
。
故
伍
員
流
於
江
、
萇
弘
死
於
蜀
、
蔵

其
血
三
年
、
化
而
為
碧
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
碧
血
故

事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
詩
賦
の
表
現
に
お
け
る
典
拠
と
し
て
の
碧
血
故

事
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
李
賀
詩
に
見
る
素
材
の
自
在
性
―
―
碧
血
の

系
譜
を
例
と
し
て
―
―
」（『
中
唐
文
学
会
報
』
第
二
二
号
、
二
〇
一

五
）
を
参
照
。

（
9
）
初
句
の
方
に
つ
い
て
は
清
人
で
あ
る
王
琦
の
注
に
、「
秋
風
至
則
桐
葉

落
、
壮
士

0

0

聞
而
心
驚
、
悲
年
歳
之
不
我0

与
也
」
と
あ
り
、
第
六
句
の
方

に
つ
い
て
は
明
人
で
あ
る
曽
益
の
注
に
、「
斯
時
也
、
誰
復
知
我0

、
則
惟

有
冷
雨
之
侵
、
香
魂
之
相
弔
而
已
」
と
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
虎
雄
『
李

長
吉
歌
詩
集　

上
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
）
は
、「
壮
士
」
を
「
壮

士
た
る
わ
た
し
」（
一
二
一
頁
）
と
訳
し
、「
書
客
」
に
つ
い
て
は
「
作

者
自
己
を
さ
す
」（
一
二
二
頁
）
と
語
釈
を
付
し
て
い
る
。

（
10
）
唐
代
ま
で
の
荊
軻
受
容
に
つ
い
て
は
、
松
本
肇
「
柳
宗
元
の
『
詠
荊

軻
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
荊
軻
受
容
の
視
角
」（『
唐
代
文
学
の
視
点
』
研

文
出
版
、
二
〇
〇
六
、
所
収
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
荊
軻
の
歌
が
荊
軻
自
身
の
「
悲
劇
的
結
末
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
」
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
谷
口
洋
「『
史
記
』
に

み
え
る
秦
末
漢
初
の
歌
と
伝
説
―
―
荊
軻
・
項
羽
・
劉
邦
・
呂
后
を
め

ぐ
る
歌
物
語
―
―
」（『
中
国
文
学
報
』
七
八
、
二
〇
〇
九
、
二
五
頁
）

に
指
摘
が
あ
る
。

（
茗
溪
学
園
中
学
校
高
等
学
校
）

　


