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（
国
文
学
研
究
室
）

序

　
中
島
敦
の
「
狐
愚
」
は
、
昭
和
一
七
年
七
月
筑
摩
書
房
か
ら
上
梓
さ
れ
た
第
一
短

篇
集
『
光
と
風
と
夢
』
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
古
諄
」

四
篇
の
冒
頭
に
位
置
す
る
作
品
で
も
あ
る
。
「
古
課
」
は
、
「
海
錨
」
、
「
木
乃
伊
」
、
「
山

月
記
」
、
「
文
字
禍
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
従
来
評
家
の
議
論
は
多
く
「
山
月
記
」

に
集
中
す
る
傾
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
山
月
記
」
（
と
「
文
字
禍
」
）
が
単
行
本

に
先
行
し
て
、
昭
和
一
七
年
二
月
雑
誌
『
文
学
界
』
に
掲
載
さ
れ
、
中
島
敦
の
文
壇

的
処
女
作
と
な
っ
た
こ
と
や
、
又
、
そ
の
内
実
か
ら
い
っ
て
も
、
他
の
三
篇
に
比
べ

て
群
を
抜
い
た
完
成
度
を
備
え
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
だ
が
、
中
島
は
、
自
己
の
第
一
短
篇
集
の
巻
頭
に
敢
て
、
「
山
月
記
」

で
は
な
く
「
古
言
」
を
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
其
処
に
は
「
古
言
」
四
篇
の
構
成
、

配
列
等
々
の
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
彼
に
と
っ
て
は
「
狐
愚
」
に
対
す
る
或
る
思
い
入

れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
従
来
一
個
の
作

品
と
し
て
は
余
り
議
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
く
な
か
っ
た
「
狐
愚
」
に
つ
い
て
、

若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
尚
、
論
者
は
、
先
に
、
中
島

敦
の
作
晶
群
に
登
場
す
る
表
現
者
達
の
系
譜
に
つ
い
て
さ
さ
や
か
な
考
察
を
試
み
た

　
　
　
ハ
　
　
　

こ
と
が
あ
る
。
R
・
L
・
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ソ
（
「
光
と
風
と
夢
」
）
、
李
微
（
「
山
月
記
」
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
馬
遷
（
「
駒
場
」
）
等
々
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
乍
ら
、
こ
の
「
狐
愚
」
の
語
り

　

ベ
シ
ャ
ク
に
つ
い
て
も
多
少
の
言
及
を
為
し
た
。
然
し
、
そ
れ
等
は
極
め
て
概
括
的

な
も
の
で
あ
り
、
「
減
縮
」
の
素
材
や
主
題
、
そ
の
他
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
は
殆

ど
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
今
回
改
め
て
「
狐
愚
」
を
取
り
上
げ
、
本
稿
を
「
狐

愚
」
追
考
と
題
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
「
青
島
」
の
作
中
世
界
は
古
代
社
会
で
あ
る
。
中
島
は
こ
の
ネ
ウ
リ
部
落
を
「
後

に
単
解
人
が
ス
キ
ュ
テ
イ
ア
と
呼
ん
だ
未
開
の
人
種
」
社
会
で
あ
り
、
主
人
公
シ
ャ

醇

中
島
敦
「
狐
愚
」
追
考
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ク
を
「
ホ
メ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
た
盲
人
の
マ
エ
オ
ニ
デ
ェ
ス
」
に
先
行
す
る
人
類
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

の
詩
人
と
し
て
遇
し
て
い
る
。
物
語
の
冒
頭
で
、
「
ネ
ウ
リ
部
落
の
シ
ャ
ク
に
愚
き

も
の
が
し
た
と
い
ふ
評
判
で
あ
る
」
と
い
う
中
心
命
題
を
提
示
し
乍
ら
、
そ
れ
と
は

直
接
関
係
し
な
い
湖
上
民
族
の
生
活
振
り
を
衣
食
住
に
亘
っ
て
細
叙
し
、
特
に
、
「
牝

馬
の
腹
に
獣
骨
の
管
を
挿
入
れ
、
奴
隷
に
之
を
吹
か
せ
て
乳
を
垂
下
ら
せ
る
古
來
の

奇
法
」
ま
で
を
持
ち
出
し
、
古
代
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
象
化
し
よ
う
と
努
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ス
ト
リ
ア

る
。
因
み
に
、
之
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
巻
四
（
メ
ル
ポ
メ
ネ
の
巻
）
の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
い

二
節
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
述
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
で
は
…
乳
は
次
の
よ
う
に
し
て
搾
る
。
竪
笛
に
よ
く
似
た
骨
製

の
管
を
手
に
と
り
、
こ
れ
を
牝
馬
の
陰
部
に
挿
入
し
、
口
で
吹
い
て
膨
ら
ま
せ
、

一
人
が
管
を
吹
い
て
い
る
間
に
別
の
者
が
乳
を
搾
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
と
、
牝
馬
の
血
管
が
吹
き
膨
ら
ま
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
乳
房
が
下
へ
さ
が
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
（
巻
町
第
二
節
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
リ
ア

以
上
は
最
も
顕
著
な
例
だ
が
、
そ
の
他
に
も
、
中
島
は
、
『
歴
史
』
中
の
種
々
の
記

述
を
援
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
戦
死
し
た
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
や
頭
部
が
奪
い
去
ら

れ
、
そ
れ
が
戦
勝
者
達
の
爪
付
き
手
袋
や
燭
駿
杯
に
な
る
と
い
う
記
述
は
、
同
じ
巻

四
の
「
敵
の
死
体
の
右
腕
の
皮
を
爪
ご
と
剥
い
で
、
矢
筒
の
被
い
を
作
る
も
の
も
多

い
」
（
第
六
四
節
）
と
か
、
「
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
に
は
…
首
級
そ
の
も
の
は
次
の
よ
う
に

扱
う
…
眉
か
ら
下
の
部
分
は
，
鋸
で
切
り
落
し
、
残
り
の
部
分
を
綺
麗
に
掃
除
す
る
。

…
牛
の
生
皮
を
被
せ
た
上
、
さ
ら
に
内
側
に
黄
金
を
張
り
、
盃
と
し
て
用
い
る
の
で

あ
る
」
（
第
六
五
節
）
等
々
の
記
述
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
シ
ャ
ク
が
殺

さ
れ
食
肉
化
さ
れ
る
と
い
う
結
末
は
、
イ
ッ
セ
ド
ネ
ス
人
の
風
習
を
描
い
た
次
の
よ

う
な
記
述
、

…
あ
る
家
の
父
親
が
死
亡
す
る
と
、
親
戚
縁
者
が
こ
と
ご
と
く
家
畜
を
携
え
て

集
ま
り
、
こ
れ
を
屠
っ
て
肉
を
刻
み
、
さ
ら
に
そ
の
家
の
主
人
の
死
亡
し
た
父

親
の
肉
も
刻
ん
で
混
ぜ
合
せ
、
こ
れ
を
料
理
に
し
て
宴
会
を
催
す
の
で
あ
る
。

（
巻
四
第
二
山
細
節
）

か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
「
麻
布
」
（
第
七
四
節
）
の
製
法
と
か
、
「
羽
毛
に

似
て
い
る
」
雪
片
（
第
三
一
節
）
と
い
っ
た
細
か
な
事
実
や
表
現
ま
で
、
中
島
は
、

　
ヒ
ス
ト
リ
ア

『
歴
史
』
の
記
述
に
拠
り
つ
玉
巧
み
に
古
代
社
会
の
生
活
振
り
を
再
現
し
よ
う
と
努

め
て
い
る
。
　
だ
が
、
本
来
祭
政
一
致
で
あ
り
、
呪
術
的
な
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
た

真
の
古
代
社
会
で
は
、
シ
ャ
ク
の
如
き
愚
重
心
が
唯
の
娯
楽
提
供
者
と
し
て
軽
く
扱

わ
れ
、
簡
単
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ク
は
真
の
愚
曲
者
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
と

い
う
議
論
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
シ
ャ
ク
が
処
刑
さ
れ
る
に
到
る
過
程
で
、
彼

の
不
吉
な
存
在
と
雷
鳴
と
を
結
び
付
け
て
彼
に
死
の
宣
告
を
与
え
る
他
の
占
師
の
場

合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
彼
も
、
又
、
好
謡
な
長
老
に
よ
っ
て
牛
角
杯
二
箇
で
簡
単

に
買
収
さ
れ
て
お
り
、
さ
し
た
る
権
威
も
な
く
甚
だ
古
代
的
で
は
な
い
。
雷
鳴
を
恐

れ
た
古
代
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
の
間
に
、
柳
の
枝
を
用
い
る
占
師
の
い
た
こ
と
は

　
ヒ
ス
ト
リ
ア

『
歴
史
』
中
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
超
自
然
的
な
も
の
が
畏
怖
さ
れ
た
真
の
古
代
社

会
で
あ
れ
ぽ
、
期
か
る
漬
神
的
行
為
を
為
し
た
長
老
の
方
が
、
逆
に
天
罰
を
受
け
る

に
価
し
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
展
開
さ
れ
る
愚
二
者
シ
ャ
ク
の
悲
劇
は
、
古
代
社
会

に
於
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
装
っ
た
近
代
社
会
に
於
い
て
展
開
さ
れ
る
に
相
応
し

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
こ
そ
、
作
品
の
寓
意
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

囎



二

　
で
は
、
先
ず
、
シ
ャ
ク
と
は
｝
体
何
物
で
あ
る
の
か
、
そ
の
認
定
か
ら
始
め
よ
う
。

彼
は
、
元
々
ネ
ウ
リ
部
落
の
凡
庸
な
一
生
黄
老
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
が
、
そ
の
彼
が

表
現
者
と
な
る
に
到
っ
た
過
程
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
北
方
侵
略
民
に

殺
さ
れ
た
弟
デ
ッ
ク
の
死
を
悼
み
、
そ
の
失
わ
れ
た
頭
部
や
右
手
の
行
先
を
憤
う
し

く
考
え
て
い
る
内
に
、
デ
ッ
ク
の
霊
が
シ
ャ
ク
に
乗
り
移
っ
た
時
か
ら
シ
ャ
ク
は
愚

依
者
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
愚
依
老
の
出
現
が
、

決
し
て
単
純
な
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
言

う
の
も
、
シ
ャ
ク
は
、
初
め
奇
妙
な
誰
言
を
喋
べ
り
出
す
が
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も

正
体
の
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
周
囲
の
人
々
も
、
そ
れ
は
、
生
ぎ
乍
ら
皮

を
剥
が
れ
た
野
獣
か
何
か
の
霊
の
仕
業
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
程
で
あ
る
。
だ
が
、
一

同
が
色
々
考
え
た
末
に
、
そ
れ
は
、
切
り
取
ら
れ
た
デ
ッ
ク
の
右
手
が
喋
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
外
部
か
ら
の
直
営
に
よ

っ
て
初
め
て
、
シ
ャ
ク
は
、
如
何
に
も
デ
ッ
ク
の
霊
が
喋
る
に
相
応
し
い
諸
々
の
言

葉
を
喋
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
詰
り
、
人
々
が
信
じ
た
よ
う
に
、
死
ん
だ
弟
の
霊
が

兄
に
乗
り
移
っ
た
の
で
は
な
く
、
兄
の
方
が
弟
に
乗
り
移
っ
た
よ
う
に
し
て
愚
依
者

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
ま
で
の
愚
依
者
と
は
区
別
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
の
シ
ャ
ク
は
、
一
時
平
静
に
復
し
た
後
、
再
び
奇
妙

な
言
言
を
喋
り
始
め
る
の
だ
が
、
そ
の
時
点
で
は
、
も
う
、
本
来
彼
に
は
関
係
の
な

い
動
物
や
人
間
の
言
葉
を
自
在
に
喋
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
多
く
の
聴
衆
を

期
待
す
る
よ
う
に
さ
え
な
る
。
そ
の
聴
衆
の
一
人
が
、
「
シ
ャ
ク
の
言
葉
は
、
蒔
き

も
の
が
し
や
べ
つ
て
る
る
の
で
は
な
い
そ
、
あ
れ
は
シ
ャ
ク
が
考
へ
て
し
ゃ
べ
っ
て

み
る
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
い
を
抱
く
が
、
こ
れ
は
、
尤
も
な
疑
問
で
あ
る
。
シ
ャ

ク
は
、
狂
気
染
み
た
忘
我
の
状
態
で
無
意
識
に
喋
・
る
の
で
は
な
く
、
条
理
立
て
エ
音
心

識
的
に
喋
っ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ク
自
身
の
側
で
も
、

自
分
に
愚
い
て
い
る
も
の
が
普
通
の
愚
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
半
ば
自
覚
さ
れ
て
い

る
し
、
そ
れ
が
完
全
な
作
為
で
は
な
い
に
し
ろ
、
自
己
の
想
像
を
以
っ
て
自
分
以
外

の
も
の
に
乗
り
移
る
作
業
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
文
学

と
か
小
説
と
か
い
っ
た
概
念
の
成
立
し
得
な
い
未
開
社
会
に
あ
っ
て
は
、
シ
ャ
ク
は
、

自
ら
を
表
現
者
と
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
彼
は
、
矢
張
り
、
前
人
未
踏

の
マ
エ
オ
ニ
デ
ェ
ス
へ
の
道
を
辿
り
始
め
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
後
の
彼
は
、
半
ば
は
自
己
の
内
な
る
表
現
欲
求
に
衝
き
動
か
さ
れ
つ
玉
、
半
ば

は
聴
衆
の
期
待
に
促
さ
れ
つ
N
、
専
門
的
な
語
り
べ
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。

次
第
に
聴
衆
が
増
し
彼
等
の
表
情
が
、
自
分
の
物
語
の
一
帰
一
張
に
つ
れ
て
、

或
ひ
は
安
堵
の
・
或
ひ
は
恐
怖
の
・
憾
な
ら
ぬ
色
を
浮
べ
る
の
を
見
る
に
つ

け
、
此
の
面
白
さ
は
抑
へ
切
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
空
想
物
語
の
構
成
は
日
を

逐
う
て
巧
み
に
な
る
。
想
像
に
よ
る
情
景
描
爲
は
益
々
生
彩
を
加
へ
て
來
る
。

自
分
で
も
意
外
な
位
、
色
々
な
場
面
が
鮮
や
か
に
且
つ
微
細
に
、
想
像
の
中
に

浮
か
び
上
っ
て
來
る
の
で
あ
る
…
…
：

三

　
こ
う
し
て
シ
ャ
ク
と
村
人
の
関
係
は
良
好
に
推
移
す
る
の
だ
が
、
長
い
冬
籠
り
を

挟
ん
で
、
そ
れ
は
一
変
す
る
。
即
ち
、
シ
ャ
ク
は
、
眼
の
光
も
鈍
く
呆
け
た
よ
う
に

な
り
、
以
前
の
よ
う
に
魅
力
あ
る
物
語
を
語
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
強
い
て
求
め

ら
れ
て
も
、
以
前
の
蒸
し
返
し
し
か
出
来
な
い
。
こ
う
し
た
シ
ャ
ク
の
状
態
は
、
後

に
、
表
現
者
対
生
活
感
と
い
う
対
立
図
式
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ

の
前
に
、
彼
は
、
何
故
こ
う
し
た
状
態
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
島
は
、
そ
れ

を
明
確
に
説
明
し
て
は
い
な
い
の
で
、
総
て
は
読
者
の
側
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い

鵬

中
島
敦
「
狐
愚
」
追
考



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

る
。
或
い
は
、
シ
ャ
ク
は
才
能
を
浪
費
し
、
想
像
力
を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
或
い
は
、
今
日
謂
う
処
の
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
終
始
彼

を
ホ
メ
ロ
ス
に
先
行
す
る
詩
人
と
呼
ん
だ
中
島
は
、
後
者
に
近
い
考
え
方
の
よ
う
で

あ
る
。
才
能
を
乱
費
し
重
く
し
て
シ
ャ
ク
が
元
の
凡
庸
人
に
還
っ
た
の
だ
と
す
れ
ぽ
、

彼
の
悲
劇
は
詩
人
の
悲
劇
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
物
語
は
唯
の
人
食
い
人
種

の
怪
奇
謳
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
節
の
引
用
に
見
ら
れ
る
如
く
、
彼

の
創
る
物
語
は
、
単
純
な
鷹
や
牝
牛
の
物
語
か
ら
次
第
に
周
囲
の
人
間
に
題
材
を
取

っ
た
も
の
へ
と
複
雑
化
し
、
美
し
い
男
女
の
恋
物
語
や
長
老
に
対
す
る
課
刺
と
い
っ

た
も
の
に
ま
で
高
度
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ラ
ン
プ
は
、

初
心
者
に
で
は
な
く
一
定
の
水
準
に
達
し
た
者
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
。
稽
々
大
袈

裟
に
言
え
ば
、
シ
ャ
ク
に
は
、
作
家
の
処
女
作
時
代
に
お
け
る
豊
饒
な
才
能
の
噴
出

は
望
み
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
想
像
を
逞
し
ゅ
う
す

れ
ば
、
部
落
全
体
の
冬
籠
り
は
、
彼
の
才
能
を
誘
導
し
て
い
た
聴
衆
か
ら
彼
を
切
断

し
、
孤
独
に
陥
れ
て
い
る
。
こ
の
孤
独
の
意
味
は
看
過
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、

元
々
、
自
分
に
清
い
て
い
る
も
の
が
所
謂
普
通
の
愚
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
し
、
何
故
こ
ん
な
に
奇
妙
な
仕
草
を
何
ヶ
月
に
も
亘
っ
て
続
け
て
倦
ま
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
抱
い
て
い
た
。
聴
衆
の
期
待
に
応
え
て
物
語
を
作

り
続
け
て
い
た
聞
は
、
結
局
何
か
の
愚
ぎ
も
の
x
所
為
に
違
い
な
い
と
無
理
矢
理
に

納
得
し
て
い
た
彼
も
、
孤
独
の
中
で
は
、
当
然
自
己
の
行
為
に
対
し
て
一
層
自
覚
的

と
な
り
、
懐
疑
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
は
、

も
う
、
膨
気
乍
ら
も
作
家
の
自
意
識
が
発
現
す
る
筈
で
あ
る
。

　
勿
論
、
以
上
は
読
者
の
側
の
恣
意
的
な
想
像
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
此
処
で
問
題

を
単
純
な
シ
ャ
ク
か
ら
作
家
中
島
へ
、
厳
密
に
は
作
家
た
ら
ん
と
し
て
い
た
時
期
の

中
島
へ
移
行
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
懐
疑
の
内
実
は
、
同
じ
「
古
諜
」
中
の
「
山

月
記
」
に
其
の
極
大
化
さ
れ
た
形
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
山
月
記
」
の

詩
人
李
徴
は
、
詩
家
と
し
て
の
名
声
を
後
世
に
遺
さ
ん
と
一
度
官
を
辞
し
故
山
に
籠
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っ
て
詩
作
に
耽
け
る
が
、
文
名
は
容
易
に
挙
ら
ず
、
半
ば
は
己
れ
の
詩
才
に
絶
望
し
、

半
ば
は
妻
子
の
衣
食
の
為
に
再
び
役
人
に
復
帰
す
る
。
然
し
、
そ
の
役
人
生
活
に
も

満
足
出
来
ず
、
遂
に
虎
へ
と
変
身
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
彼
の
詩
人
へ
の
志
望
を

妨
げ
た
原
因
の
一
つ
は
、
孤
独
の
中
で
肥
大
化
さ
せ
た
「
尊
大
な
蓋
世
心
と
臆
病
な

自
尊
心
」
と
い
う
近
代
人
の
自
我
分
裂
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
単
に
芸
術
家
に

と
ど
ま
ら
ず
、
外
界
の
役
割
と
内
面
の
真
実
と
を
分
裂
的
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

近
代
人
の
自
意
識
の
悲
劇
だ
が
、
思
い
切
っ
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
近
代
芸
術
家

に
お
け
る
創
造
的
精
神
と
批
評
的
精
神
の
相
克
と
し
て
捕
え
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
即
ち
、
本
来
創
作
家
の
も
の
で
あ
る
自
尊
心
は
、
自
己
に
対
す
る
批
評
的
精
神

の
所
産
で
あ
る
臆
病
さ
に
付
き
ま
と
わ
れ
、
又
、
批
評
家
の
も
の
で
あ
る
べ
き
差
恥

心
は
、
創
作
家
の
自
負
の
源
で
あ
る
尊
大
さ
に
彩
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
が
「
臆
病
な

自
尊
心
と
尊
大
な
差
恥
心
」
と
い
う
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
表
現
さ
れ

た
分
裂
的
な
精
神
状
況
で
あ
ろ
う
。
文
字
通
り
に
古
代
的
な
ミ
ュ
ー
ズ
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、
芋
苗
状
態
の
中
で
創
作
三
昧
に
耽
け
る
と
い
っ
た
幸
福
な
芸

術
家
の
在
り
方
は
、
近
代
に
お
い
て
大
き
く
屈
折
し
、
意
識
的
、
方
法
的
に
芸
術
創

造
を
追
求
す
る
結
果
、
自
己
の
内
に
創
作
家
と
同
時
に
批
評
家
を
も
住
ま
わ
せ
、
苦

悩
に
充
ち
た
芸
術
家
を
誕
生
さ
せ
た
。
彼
等
は
、
必
然
的
に
自
己
批
判
と
自
己
否
定

を
胚
胎
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
晰
な
論
理
性
と
過
剰
な
理
解
力
に
富
ん
で
い
た
中
島

の
場
合
、
二
つ
の
精
神
の
相
克
は
熾
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
自
己
直
証
は
、
彼
の
創
作
活
動
を
内
部
か
ら
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
意
昧
合
い
に
お
い
て
、
「
山
月
記
」
は
、
「
鷺
宮
」
の
空
白
部
分
を
埋
め
、
そ

の
外
側
か
ら
為
さ
れ
た
問
い
か
け
を
告
白
形
式
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
答
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
作
家
内
面
の
苦
悩
な
ど
は
、
断
る
ま
で
も
な
く
、
「
狐
愚
」

に
は
直
接
見
出
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
表
現
者
の
自
覚
す
ら
明
確
で
は
な
い
単
純
な

シ
ャ
ク
に
其
れ
を
荷
わ
せ
る
こ
と
は
、
土
台
無
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
ス
ラ
ン
プ

脚



は
、
唯
、
周
囲
の
人
々
か
ら
も
（
作
者
か
ら
も
？
）
「
愚
き
も
の
が
落
ち
た
」
と
規

定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
中
島
は
、
こ
う
し
た
シ
ャ
ク
の
ス
ラ
ン
プ
を
、
今
わ
ぽ
当

然
の
成
行
と
し
て
、
次
に
表
現
型
と
生
活
者
の
対
立
図
式
へ
と
作
品
の
主
題
を
進
行

さ
せ
て
ゆ
く
。
最
早
、
物
語
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
語
り
べ
シ
ャ
ク
の
存
在
は
、

彼
と
村
人
と
の
良
好
な
関
係
を
突
き
崩
し
、
彼
を
悲
劇
的
な
死
へ
と
立
ち
到
ら
せ
る

か
ら
で
あ
る
。

四

　
シ
ャ
ク
を
死
に
到
ら
し
め
た
直
接
の
原
因
は
、
彼
に
年
甲
斐
も
な
い
恋
の
失
態
を

颯
刺
さ
れ
た
長
老
の
策
謀
で
あ
る
。
だ
が
、
長
老
は
、
既
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
語
り

べ
シ
ャ
ク
の
存
在
を
自
然
に
撚
る
も
の
と
し
て
、
排
除
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
。
そ

の
時
点
で
は
、
シ
ャ
ク
は
、
村
人
を
充
分
魅
了
し
満
足
さ
ぜ
る
物
語
を
提
供
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
長
老
に
と
っ
て
は
、
シ
ャ
ク
の
如
き
表
現
者
存
在
そ
の
も
の
が
部

落
の
秩
序
を
破
る
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
シ
ャ
ク
の
死

の
原
因
は
、
彼
が
偶
然
に
権
力
者
三
際
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
又
、
彼

の
ス
ラ
ン
プ
が
村
人
を
満
足
さ
せ
得
な
く
な
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
根
本
的
に
は
、

彼
が
表
現
者
と
し
て
存
在
し
始
め
た
こ
と
自
体
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
シ
ャ
ク
の
死
は
、
最
終
的
に
は
村
人
全
体
の
意
志
決
定
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。　

長
老
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

シ
ャ
ク
は
釣
を
し
な
い
。
シ
ャ
ク
は
馬
の
世
話
を
し
な
い
。
シ
ャ
ク
は
森
の
木

　
　
　
　
　
か
は
う
そ

を
伐
ら
な
い
。
獺
の
皮
を
剥
が
な
い
。
ず
っ
と
以
前
、
北
の
山
々
か
ら
鋭
い
風

が
黒
毛
の
様
な
雪
片
を
運
ん
で
來
て
以
來
、
誰
か
、
シ
ャ
ク
が
村
の
仕
事
を
す

る
の
を
見
た
老
が
あ
る
か
？

こ
う
し
て
シ
ャ
ク
が
生
産
共
同
体
と
も
い
う
べ
き
部
落
の
中
で
無
用
の
消
費
者
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
、
村
人
の
注
意
を
向
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
冬
籠
り
を
前
に
食
物
を

分
配
す
る
時
、
人
々
は
改
め
て
其
の
事
実
に
思
い
到
る
が
、
そ
の
時
は
、
未
だ
、
シ

ャ
ク
の
物
語
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
熱
心
な
一
部
の
聴
衆
が
、
不
承
無
承
に
食
物
を
シ

ャ
ク
に
分
け
与
え
た
。
だ
が
、
冬
籠
り
の
後
、
シ
ャ
ク
が
彼
等
を
満
足
さ
せ
る
物
語

を
語
り
得
な
く
な
っ
た
時
、
先
の
事
実
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
比
処
で
、
シ

ャ
ク
が
再
び
元
の
勤
勉
な
生
活
者
に
復
帰
す
れ
ぽ
、
事
態
は
平
穏
の
内
に
解
決
し
た

で
あ
ろ
う
。
で
は
、
シ
ャ
ク
は
何
故
に
元
の
生
活
老
に
復
帰
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
中
島
は
、
殆
ど
何
も
説
明
し

て
い
な
い
。
此
処
で
も
、
総
て
は
、
最
善
の
側
で
想
像
す
る
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
シ
ャ
ク
が
物
語
の
創
作
と
い
う
精
神
活
動
に
熱

中
し
て
、
生
活
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
ま
で
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。
働
き
も
せ
ず
、
さ
り
と
て
物
語
を
創
る
こ
と
も
せ
ず
、
毎
日
ぼ
ん

や
り
湖
を
眺
め
て
ぽ
か
り
い
る
シ
ャ
ク
の
姿
は
、
こ
う
し
て
疲
労
困
慰
し
た
彼
の
内

面
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
シ
ャ
ク
が
、
唯

食
物
を
得
る
為
に
だ
け
働
く
と
い
っ
た
所
謂
手
か
ら
ロ
へ
の
動
物
的
存
在
を
脱
し

て
、
精
神
的
な
、
敢
て
言
え
ば
形
而
上
的
な
世
界
へ
踏
み
込
ん
だ
為
に
、
再
び
元
の

状
態
へ
は
復
帰
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
想
像
を

逞
し
く
す
れ
ば
、
彼
は
、
既
に
何
か
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
未
開
人
で
は
な
く

文
化
人
な
の
だ
。
そ
の
創
作
活
動
の
中
で
人
生
を
対
象
化
し
、
生
活
の
意
味
を
問
い
、

自
己
存
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
目
覚
め
て
し
ま
っ
た
彼
は
、
最
早
、
即
自
的
な
生
活

者
で
は
在
り
得
な
か
っ
た
。
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
思
索
と
行
動
の
間
に
亀
裂
を
生
じ
、

内
な
る
瞑
想
に
陥
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
彼
は
、
こ
の
無
味
乾
燥
な

現
実
以
外
の
別
の
世
界
を
垣
間
見
、
其
処
に
生
き
る
生
命
の
充
実
と
精
神
の
自
由
を

知
っ
た
の
で
あ
る
。
殆
ど
理
屈
抜
き
で
表
現
す
る
歓
び
に
没
入
し
て
い
っ
た
シ
ャ
ク

恥

中
島
敦
「
狐
愚
」
追
考



越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

の
姿
か
ら
類
推
す
る
と
、
矢
張
り
、
彼
は
、
こ
う
し
た
第
二
の
考
え
方
に
よ
り
、
平

凡
な
生
活
者
へ
の
帰
路
を
断
た
れ
た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
「
山
月
記
」
中
の
玉
葛
の
内
面
告
白
は
、
シ
ャ
ク
で

は
な
く
、
シ
ャ
ク
を
描
い
て
い
る
中
島
の
内
面
を
知
る
手
掛
か
り
の
一
つ
と
な
る
か

も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
無
恥
は
、
先
に
見
た
通
り
、
詩
人
（
表
現
者
）
と
役
人
（
生

活
面
）
と
の
聞
を
往
還
し
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
役
人
に
復
帰
し
た
原
因
の
一

つ
は
、
妻
子
の
衣
食
の
為
で
も
あ
っ
た
。
彼
ぱ
、
現
実
社
会
の
中
で
直
接
、
間
接
に

生
産
に
携
り
、
労
働
し
、
家
庭
を
保
つ
生
活
者
の
総
て
を
犠
牲
に
し
て
、
只
管
芸
術

家
と
し
て
生
き
る
に
は
余
り
に
倫
理
的
な
人
間
で
あ
っ
た
。
此
処
で
は
、
一
人
の
人

間
の
内
部
で
、
表
現
者
と
生
活
者
に
分
裂
し
た
精
神
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

李
徴
は
一
度
は
表
現
者
か
ら
生
活
者
へ
復
帰
し
た
わ
け
だ
が
、
快
々
と
し
て
楽
し
ま

ず
、
遂
に
は
虎
へ
と
変
身
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
此
処
で
も
、
］
度
表
現
者
た

ら
ん
と
し
た
者
に
は
、
最
早
、
平
凡
な
生
活
者
へ
の
帰
路
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
殆
ど
運
命
的
な
こ
と
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

　
そ
し
て
、
更
に
、
虎
と
な
っ
た
李
徴
は
、
友
人
蓑
惨
に
己
れ
の
詩
業
の
伝
録
を
頼

ん
だ
後
、
残
し
て
き
た
妻
子
の
生
活
保
護
を
依
頼
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
土
は
、
先
ず
、
此
の
事
（
註
匡
妻
子
の
生
活
保
護
）
の
方
を
先
に
お
願
ひ
す

べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の

　
　
　
　
　
　
お
の
れ

こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
氣
に
か
け
て
み
る
様
な
男
だ
か
ら
、

こ
ん
な
獣
に
身
を
堕
す
の
だ
。

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
表
現
者
の
生
き
方
に
対
す
る
生
活
者
の
側
か
ら
の
批
判
で
あ

る
。
専
ら
生
産
や
消
費
と
い
う
物
質
生
活
次
元
に
お
い
て
現
わ
れ
た
シ
ャ
ク
と
村
人

達
と
の
対
立
図
式
と
は
異
な
り
、
問
題
は
、
道
徳
上
の
葛
藤
と
い
っ
た
趣
を
呈
し
て

い
る
が
、
表
現
者
対
生
尋
者
と
い
う
図
式
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
島
は
、

シ
ャ
ク
の
場
合
に
は
死
を
李
徴
の
場
合
い
に
は
狂
気
と
い
う
罰
を
与
え
、
表
現
者
存

在
の
方
へ
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
だ
が
、
恐
ら
く
、
他
人
で
は
な
く
李
徴
自

身
に
其
の
非
人
間
性
を
告
発
さ
せ
た
中
島
の
立
場
は
、
生
活
者
の
側
に
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
生
活
者
の
倫
理
を
充
分
に
承
知
の
上
で
尚
も
表
現
者
た

ら
ん
と
し
て
い
る
己
れ
に
対
す
る
自
己
処
罰
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
も
の
に
違
い
な

い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
処
罰
は
苛
酷
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

五

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
島
は
、
表
現
者
と
生
活
者
を
峻
別
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
発
想
の
根
底
に
は
、
彼
が
芸
術
の
自
律
性
を
重
視
し
、
所
謂
人
生

の
為
の
芸
術
で
は
な
く
、
芸
術
の
為
の
芸
術
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。
彼
が
東
京
帝
大
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
「
耽
美
派
の
研
究
」
の
中
に
は
、

鴎
外
か
ら
荷
風
や
潤
一
郎
に
到
る
芸
術
派
の
作
家
に
対
す
る
親
近
は
示
さ
れ
て
い
て

も
、
例
え
ば
、
「
白
樺
」
派
や
自
然
主
義
派
に
対
す
る
共
感
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

理
想
主
義
的
で
は
あ
っ
て
も
「
白
樺
」
派
は
、
基
本
的
に
は
人
生
の
為
の
芸
術
で
あ

り
、
日
本
の
自
然
主
義
は
人
生
と
芸
術
を
地
続
き
で
捕
え
る
私
小
説
的
風
土
の
上
に

築
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
若
し
、
彼
に
人
生
の
為
の
芸
術
と
か
、
中
国
に
お

け
る
文
人
政
治
家
の
在
り
方
と
い
っ
た
緩
や
か
な
芸
術
観
が
許
さ
れ
て
い
た
な
ら

ぽ
、
「
狐
愚
」
や
「
山
月
記
」
の
よ
う
な
作
品
は
書
か
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
又
、
「
狐
愚
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
其
処
に
は
、
芸
術
を
所
謂
上
部
構
造
と
見
る

唯
物
史
観
的
芸
術
観
の
裏
返
し
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
中
島
が
学
生
生
活
を
送

っ
た
昭
和
初
期
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
全
盛
の
時
代
で
あ
り
、

彼
の
第
一
高
等
学
校
時
代
の
習
作
「
巡
査
の
居
る
風
景
一
一
九
一
ご
二
年
の
一
つ
の
ス

ケ
ッ
チ
i
」
や
「
D
市
七
月
敲
景
ω
」
等
に
は
、
独
占
資
本
に
結
び
付
い
た
日
本
帝

伽



国
主
義
に
対
す
る
批
判
の
如
き
も
の
も
灰
見
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
D
市
七
月
叙

景
ω
」
に
は
、
溺
洲
大
連
市
の
三
つ
の
風
景
が
オ
ム
「
｝
パ
ス
風
に
描
写
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
構
成
に
は
自
ら
階
級
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
一
の
風
景
は
、
瀟

洲
の
王
様
と
も
い
う
べ
き
鳥
脇
鉄
道
総
裁
が
主
人
公
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
最
上
層

の
資
本
家
階
級
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
権

力
老
た
る
彼
が
吃
逆
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
滑
稽
な
設
定
か
ら
は
、
作
者
の
皮
肉
な

意
図
も
看
取
出
来
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
風
景
は
、
そ
の
漏
洲
鉄
道
に
勤
務
す
る
日

本
人
社
員
一
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
層
階
級
の
代
表
で
あ
り
、

其
処
で
は
、
そ
の
小
市
民
的
家
庭
生
活
が
細
叙
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
第
三
の
風
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
　

は
、
無
銭
飲
食
を
す
る
中
国
人
苦
力
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
下
層
階
級
の
代

表
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
作
者
は
、
露
わ
な
社
会
批
判
や
イ
デ
オ
μ
ギ
ー

的
主
張
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
作
品
の
主
題
は
自
ら
明
確
で
あ
る
。
昭
和
初
期
の
極

端
な
不
景
気
の
中
で
、
そ
う
し
た
時
代
思
潮
に
影
響
さ
れ
つ
x
彼
も
生
き
て
い
た
筈

で
あ
る
。
旺
盛
な
知
識
欲
と
理
解
力
に
恵
ま
れ
た
中
島
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
芸
術

観
に
鈍
感
で
あ
っ
た
筈
は
な
い
。
上
部
構
造
た
る
芸
術
は
下
部
構
造
た
る
生
産
関
係

に
支
配
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
芸
術
観
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
生
産
力
の
低

い
未
開
社
会
で
は
、
非
生
産
的
な
芸
術
家
は
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
芸
術
観
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
生
来
の
芸
術
至
上
主
義
的
芸
術
観
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
表
現
者

存
在
の
意
味
を
問
う
眼
差
し
を
尖
鋭
な
も
の
に
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
中
島
は
、
シ
ャ
ク
と
い
う
最
も
単
純
な
表
現
者
を
原
始
共
産
社
会
と
も
い
う
べ

き
最
も
単
純
な
未
開
人
部
落
に
置
き
、
表
現
者
た
ら
ん
と
し
て
い
る
自
己
の
生
き
方

を
眺
め
直
し
、
表
現
者
存
在
の
現
実
的
悲
惨
と
悲
劇
的
宿
命
を
描
こ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

ぽ
な
い
も
の
で
あ
る
。
其
処
に
は
、
主
人
公
の
死
に
到
る
過
程
が
充
分
な
論
理
と
説

明
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
。
論
者
は
、
時
に
、
「
山

月
記
」
の
詩
人
と
重
ね
合
わ
せ
、
時
に
昭
和
初
期
を
生
き
た
中
島
自
身
の
問
題
に
ま

で
敷
歯
し
つ
＼
、
読
み
進
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
必
要
も
感
じ
た
。
然
し
、
比
量
に
示

さ
れ
た
表
現
者
存
在
に
対
す
る
単
純
な
、
そ
れ
故
に
誠
実
な
問
い
か
け
に
は
、
矢
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　

り
、
近
代
的
な
衷
現
者
た
ら
ん
と
し
て
い
た
中
島
の
真
情
の
一
端
が
投
影
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
島
が
何
故
に
第
一
短
篇
集
の
巻
頭
に
此
の
作
品
を
据
え
た

か
も
、
ほ
ゴ
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
シ
ャ
ク
の
死
が
持
つ
別
の
意
味
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
と
言

う
の
も
、
シ
ャ
ク
は
、
確
か
に
、
生
産
共
同
体
か
ら
浮
き
上
っ
た
無
用
者
と
な
っ
た

為
に
殺
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
其
処
に
は
、
又
、
搾
る
積
極
的
な
意
味
合
い
も
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
詰
ま
り
、
シ
ャ
ク
の
創
る
物
語
は
幼
稚

な
鳥
獣
の
話
か
ら
人
間
の
其
れ
へ
と
高
度
化
し
、
次
第
に
具
体
的
事
実
を
追
求
す
る

も
の
と
な
り
始
め
て
い
た
。
彼
の
長
老
謁
刺
は
多
分
に
偶
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
村
を
支
配
す
る
権
威
の
欺
隔
性
を
衝
く
も
の
と
な
り
得
て
い
た
の
は
、
こ
う

し
た
成
長
の
自
ら
な
る
帰
結
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
シ
ャ
ク
が
ス
ラ
ン
プ

を
脱
し
て
更
に
才
能
を
伸
展
さ
せ
た
な
ら
ぼ
、
其
処
に
は
、
人
間
的
真
実
を
追
求
す

る
文
学
の
芽
生
え
の
如
き
も
の
が
現
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
、

一
見
無
用
の
行
為
と
見
え
る
彼
の
表
現
は
、
既
に
、
現
実
的
な
力
を
持
ち
始
め
て
い

た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
中
島
は
、
こ
の
物
語
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
シ
ャ
ク
を

ホ
メ
ロ
ス
に
先
行
す
る
人
類
最
初
の
詩
人
と
し
て
葬
る
の
だ
が
、
其
処
に
は
、
如
上

の
陰
騎
も
、
又
、
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鵬

　
以
上
、
「
狐
愚
」
に
内
在
す
る
幾
つ
か
の
間
題
を
順
次
検
討
し
て
き
た
。
一
個
の

作
品
と
し
て
み
れ
ば
、
「
狐
愚
」
は
、
矢
張
り
、
「
山
月
記
」
の
完
成
度
に
は
遠
く
及

註
1
．
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