
三
三

喪
失
と
清
景

【
書
評
】

　
　
　
喪
失
と
清
景

黒
田
眞
美
子
著
『
韋
應
物
詩
論
　「
悼
亡
詩
」
を
中
心
と
し
て
』

水  

津  

有  

理

二
〇
〇
七
年
、
陝
西
省
西
安
市
長
安
区
で
一
人
の
唐
代
詩
人
の

墓
誌
が
発
掘
さ
れ
た
。
盛
唐
の
王
維
・
孟
浩
然
、
ま
た
中
唐
の

柳
宗
元
と
と
も
に
「
王
孟
韋
柳
」
と
併
称
さ
れ
、
唐
代
を
代
表

す
る
自
然
詩
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
韋
応
物
（
七
三
五
？
―

七
九
〇
？
）
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
み
つ
か
っ
た
も
の
の
中

に
は
、
詩
人
自
身
の
手
に
な
る
妻
・
元
蘋
（
七
四
〇
―
七
七
六
）

の
墓
誌
が
含
ま
れ
て
い
た
。
安
史
の
乱
に
よ
る
長
安
陥
落
の
年

（
七
五
六
）
に
結
ば
れ
、
二
女
一
男
を
な
し
て
そ
の
後
の
二
十
年

を
と
も
に
し
た
妻
の
墓
誌
に
は
「
余
は
年
強
壯
〔
四
十
歳
〕
を
過
ぎ
、

晚
に
し
て
傷
み
易
し
。
昏
を
望
み
て
門
に
入
る
毎
に
、
寒
席
に
主

無
し
。
手
沢
衣
膩じ

、
尚
ほ
平
生
を
識
り
、
香こ

う

奩れ
ん

粉ふ
ん

囊の
う

、
猶
ほ
故
処

に
置
く
。
器
用
百
物
、
復
た
視
る
に
忍
ば
ず
。
況
ん
や
生
き
て
は

貧
約
に
処
り
、
歿
し
て
は
第
宅
無
き
を
や
。
永
し
へ
に
以
て
負
と

為
す
」
と
記
さ
れ
、
詩
人
に
と
っ
て
世
界
の
崩
壊
に
も
等
し
か
っ

た
盛
唐
の
「
太
平
の
世
」
の
終
わ
り
か
ら
共
に
手
を
携
え
て
生
き

て
き
た
女
性
に
対
す
る
、
深
い
喪
失
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。

韋
応
物
は
元
蘋
の
死
後
十
年
の
長
き
に
渡
り
、
折
に
触
れ
、
景

に
触
れ
、
妻
の
死
を
悼
む
「
悼
亡
」
の
詩
を
詠
い
継
い
だ
。
そ
の

十
年
は
、
韋
応
物
の
創
作
意
欲
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
に
重

な
る
。
韋
応
物
の
「
悼
亡
」
の
詩
は
、
現
行
『
韋
蘇
州
集
』
巻
六

「
感
歎
」
に
十
九
首
の
連
作
詩
で
あ
る
と
し
て
収
め
ら
れ
る
が
、
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黒
田
眞
美
子
氏
は
さ
ら
に
「
寄
贈
」「
行
旅
」「
雑
興
」
な
ど
に

各
々
分
類
さ
れ
た
作
品
の
な
か
に
十
四
首
の
「
悼
亡
」
の
詩
が
み

と
め
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
現
存
五
百
五
十
余
首
の
う
ち
三
十
三

首
。『
韋
應
物
詩
論
　「
悼
亡
詩
」
を
中
心
と
し
て
』（
汲
古
書
院 

二
〇
一
七
）
は
、
こ
の
「
韋
悼
」
三
十
三
作
を
詳
細
に
分
析
す
る

こ
と
に
よ
り
、
従
来
、
自
然
詩
の
妙
手
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
詩

境
を
「
清
」
あ
る
い
は
「
幽
」、
ま
た
そ
の
特
色
は
「
景
情
融
合
」

に
あ
る
と
評
さ
れ
て
き
た
詩
人
が
、
感
傷
文
学
の
系
譜
に
お
い
て

も
一
定
の
地
位
を
占
め
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
自
然

詩
に
お
け
る
韋
応
物
の
詩
境
の
創
造
に
、
妻
の
死
に
よ
る
喪
失
の

哀
し
み
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
論
証
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。

　
悼
亡
詩
は
西
晋
の
潘
岳
を
嚆
矢
と
し
、
六
朝
か
ら
隋
に
か
け
て

散
見
さ
れ
る
も
、
初
盛
唐
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
途
絶
え
て

い
た
流
れ
を
継
ぎ
、
新
た
な
局
面
を
ひ
ら
い
た
の
が
中
唐
の
韋

応
物
で
あ
る
。
そ
の
作
品
群
は
先
行
悼
亡
詩
の
み
な
ら
ず
、「
長

門
の
賦
」
な
ど
の
「
思
婦
」
の
作
や
「
古
詩
十
九
首
」
な
ど
を
受

容
・
継
承
し
、
と
き
に
反
転
的
に
踏
襲
し
つ
つ
、「
模
擬
と
い
う

営
為
を
十
全
に
駆
使
し
な
が
ら
新
た
な
る
創
造
を
試
み
た
」。
そ

の
創
造
の
試
み
は
た
と
え
ば
、
妻
や
遺
さ
れ
た
子
の
形
象
を
織
り

込
み
、
夢
の
モ
チ
ー
フ
を
導
入
す
る
な
ど
内
容
的
な
新
し
さ
と
し

て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
韋
応
物
の
成
果
は
後
に
中
唐
の

元
稹
、
北
宋
の
梅
堯
臣
の
悼
亡
詩
に
連
な
り
、
古
今
の
系
譜
を
つ

な
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
以
下
、
著
書
中
に
引
か
れ

る
い
く
つ
か
の
作
品
を
引
き
な
が
ら
、
些
か
簡
略
で
は
あ
る
が
著

者
の
論
考
の
あ
と
を
追
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
不
復
見
故
人
　
　
復
た
故
人
を
見
ざ
る
に

　
　
一
來
過
故
宅
　
　
一
た
び
来
た
り
て
故
宅
を
過
る

　
　
物
變
知
景
暄
　
　
物
変
は
り
て 

景
の
暄
か
な
る
を
知
り

　
　
心
傷
覺
時
寂
　
　
心
傷
み
て 

時
の
寂
し
き
を
覚
ゆ

　
　
池
荒
野
筠
合
　
　
池
荒
れ
て
野
筠
合
し

　
　
庭
綠
幽
草
積
　
　
庭
緑
に
し
て
幽
草
積
も
る

　
　
風
散
花
意
謝
　
　
風
散
じ
て
花
意
謝し

ぼ

み

　
　
鳥
還
山
光
夕
　
　
鳥
還
り
て
山
光
夕
た
り

　
　
宿
昔
方
同
賞
　
　
宿
昔 

方
に
賞
を
同
に
す
る
も

　
　
詎
知
今
念
昔
　
　
詎
ぞ
知
ら
ん 

今 

昔
を
念
う
を

　
　
…
…

　
こ
の
作
品
「
昭
国
里
に
故
第
を
過
る
」（
韋
悼
10
、
巻
六
）
は
、

詩
人
が
妻
の
遺
品
を
収
め
る
た
め
に
旧
居
を
再
訪
し
た
折
の
情
景



三
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を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
昭
国
里
」
は
長
安
朱
雀
門
大
街
か
ら

東
第
三
街
に
あ
る
坊
里
で
、
こ
こ
に
詩
人
が
妻
と
最
後
に
暮
ら
し

た
官
舎
が
あ
っ
た
。
黒
田
氏
は
、
妻
在
り
し
昔
日
の
歓
び
を
、
そ

の
歓
び
が
喪
わ
れ
た
今
の
哀
し
み
か
ら
詠
う
と
い
う
今
昔
の
対
比

が
、
韋
悼
に
お
い
て
は
「
空
間
の
移
動
」
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と

指
摘
し
、「
そ
の
往
還
の
中
で
詩
人
は
現
実
の
時
空
を
超
え
た
幽

な
る
世
界
に
入
っ
て
行
く
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
今
昔
を
往
還
し

つ
つ
創
出
さ
れ
る
韋
応
物
の
詩
的
空
間
を
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な

時
空
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
こ
に
も
「
旧
居
の
再
訪
」
と
い
う
形
で
空

間
を
移
動
し
つ
つ
、
喪
わ
れ
た
時
間
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
詩

人
の
形
象
が
描
か
れ
る
。
こ
の
再
訪
は
、
妻
の
亡
く
な
っ
た
冬
が

あ
け
て
の
春
。
暖
か
な
陽
射
し
に
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
、
ふ
と

見
れ
ば
「
主
無
き
旧
宅
の
庭
は
荒
れ
果
て
、
池
の
ほ
と
り
の
野
生

化
し
た
植
物
は
伸
び
る
に
任
せ
、
緑
濃
い
草
も
鬱
蒼
と
茂
っ
て
い

る
」（
第
五
・
六
句
）。「
同
じ
こ
の
庭
を
『
宿
昔
』
は
二
人
で
『
同
に
』

美
し
さ
を
『
賞
』
し
た
の
に
今
、
ま
さ
か
一
人
で
昔
を
偲
ぶ
こ
と

に
な
ろ
う
と
は
」（
第
九
・
十
句
）。
眼
前
に
あ
る
春
の
庭
、
か
つ

て
妻
と
眺
め
た
そ
の
美
。
今
昔
が
二
重
写
し
に
な
っ
た
こ
の
空
間

は
、
春
の
美
景
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廃
園
の
美
を
湛
え
た
ど
こ
か

荒
涼
と
し
た
景
観
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
昭
国
里
」
再
訪
の
詩
に
も
「
風
散
じ
て
花
意
謝
み
、
鳥

還
り
て
山
光
夕
た
り
」
と
風
と
光
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
著

者
は
ま
た
、
詩
人
の
自
然
詠
の
多
く
に
風
が
吹
い
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
韋
悼
に
お
け
る
例
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ
る
「
除
日
」（
韋

悼
６
）
に
つ
い
で
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
芳
樹
に
対
す
」（
韋
悼
７
）

で
あ
る
。

　
　
迢
迢
芳
園
樹
　
　
迢
迢
た
る
芳
園
の
樹

　
　
列
映
清
池
曲
　
　
列
な
り
映
る
清
池
の
曲

　
　
對
此
傷
人
心
　
　
此
れ
に
対
し
て 

人
心
を
傷
ま
し
む

　
　
還
如
故
時
綠
　
　
還
た
故
時
の
緑
の
如
し

　
　
風
條
灑
餘
靄
　
　
風
条 

余
靄
を
灑ち

ら
し

　
　
露
葉
承
新
旭
　
　
露
葉 

新
旭
を
承
く

　
　
佳
人
不
再
攀
　
　
佳
人
は
再
び
は
攀
ぢ
ざ
る
も

　
　
下
有
往
來
躅
　
　
下
に
往
来
の
躅あ

と

あ
り

　「
長
安
の
曲
江
池
を
思
わ
せ
る
屈
曲
し
た
池
畔
に
果
て
し
な
く

樹
木
が
連
な
り
、
清
ら
か
な
水
面
を
緑
に
染
め
て
い
る
」
と
詠
い

出
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
第
五
・
六
句
に
は
、
朝
も
や
の
名
残
り
を

散
ら
す
風
と
、
葉
上
の
露
を
き
ら
め
か
せ
る
日
の
光
が
描
か
れ

る
。「
春
風
は
池
に
さ
ざ
波
を
起
こ
し
、
光
の
粒
子
が
露
か
ら
零

れ
る
よ
う
に
、
水
面
は
銀
色
に
揺
れ
て
い
る
」
―
―
こ
の
情
景
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は
、
韋
応
物
の
自
然
詩
の
特
徴
で
あ
る
「
清
」
な
る
美
景
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
か
え
っ
て
詩
人
の
心
を
哀
し
ま
せ
る
。
な
ぜ
な
ら

「
昔
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
緑
」（
第
四
句
）
の
な
か
に
い
た
「
佳

人
」
は
も
は
や
帰
ら
な
い
か
ら
だ
。
か
つ
て
溢
れ
ん
ば
か
り
の
光

と
歓
び
の
な
か
に
あ
っ
た
景
が
、
い
ま
哀
惜
の
情
に
満
た
さ
れ
て

眼
前
に
あ
る
。「
循
環
し
て
再
来
す
る
〈
自
然
〉
は
、
彼
に
と
っ

て
は
、
今
だ
け
で
な
く
昔
時
を
も
含
む
、
い
わ
ば
二
重
写
し
に
し

て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。

　
韋
応
物
の
「
清
」
な
る
景
―
―
「
清
景
」
は
、
風
が
「
池
や
露
、

川
と
い
っ
た
水
分
豊
か
な
景
物
と
戯
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
の
澄

明
感
を
生
み
出
し
」
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
月
夜
」

（
韋
悼
８
）
は
、
こ
の
「
清
景
」
の
語
を
織
り
込
ん
で
、
次
の
よ

う
に
詠
う
。

　
　
皓
月
流
春
城
　
　
皓
月 

春
城
に
流
れ

　
　
華
露
積
芳
草
　
　
華
露 

芳
草
に
積
も
る

　
　
坐
念
綺
窗
空
　
　
坐
ろ
に
念
ふ 

綺
窗
の
空
し
き
を

　
　
翻
傷
清
景
好
　
　
翻
っ
て
傷
む 

清
景
の
好
き
を

　
　
清
景
終
若
斯
　
　
清
景 

終
に
斯
の
若
し

　
　
傷
多
人
自
老
　
　
傷
多
く 

人 

自
ず
か
ら
老
ゆ

月
光
が
水
の
ご
と
く
流
れ
る
春
の
夜
。
草
に
置
く
露
は
月
光
を

映
し
て
き
ら
き
ら
と
光
る
。
そ
の
露
の
よ
う
に
儚
く
消
え
た
妻
の

す
が
た
。
そ
の
す
が
た
が
か
つ
て
あ
っ
た
閨
房
の
窓
。
こ
こ
に
描

か
れ
る
「
清
」
な
る
景
は
、
か
つ
て
そ
こ
に
い
た
人
の
不
在
、
そ

の
喪
失
感
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
、
故
に
い
っ
そ
う

美
し
い
。
韋
応
物
の
自
然
詠
の
特
色
、「
景
情
融
合
」
の
実
現
を
象

徴
す
る
の
が
「
清
景
」
の
語
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
「
清
景
」
の

語
が
「
妻
の
死
後
に
初
め
て
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

韋
悼
諸
篇
が
韋
詩
全
体
の
特
質
を
方
向
付
け
る
重
要
な
意
味
を
有

す
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
哀
し
み
、
こ
と
に
持
続
す
る
哀
し
み
に
は
人
の
心
を
浄
化
す
る

作
用
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。「
清
景
」
と
は
哀
感
に
よ
っ
て
浄
化

さ
れ
た
心
が
と
ら
え
た
風
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冴
え
冴
え
と

し
た
月
光
、
春
の
の
び
や
か
な
風
、
芽
吹
き
を
う
な
が
す
微
雨
、

に
じ
む
よ
う
に
広
が
っ
て
ゆ
く
鐘
の
音
。
そ
れ
ら
が
空
間
を
満
た

し
て
い
く
と
き
、
あ
る
地
点
で
ふ
と
、
そ
こ
に
満
ち
て
い
る
も
の

は
深
い
哀
惜
の
情
で
あ
る
と
気
づ
く
。
そ
れ
は
詩
人
が
内
な
る
心

を
外
な
る
世
界
の
な
か
に
見
出
し
た
瞬
間
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
哀
惜
の
景
が
美
と
し
て
感
受
さ
れ
る
刹
那
、
詩
人
は
ふ
と
さ

ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
世
界
を
越
え
、
時
を
遡
っ
て
喪
わ
れ

た
も
の
の
在
り
し
日
の
す
が
た
を
追
い
求
め
る
。
韋
応
物
の
ノ
ス
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タ
ル
ジ
ッ
ク
な
時
空
―
―
黒
田
氏
の
描
く
韋
応
物
の
「
悼
亡
詩
」

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
心
の
軌
跡
が
み
え
た
気
が
し
た
。

明
末
清
初
の
詩
論
家
・
王
夫
之
（
一
六
一
九
―
一
六
九
二
）
は
、

詩
に
お
け
る
景
と
情
の
融
合
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
情

と
景
は
一
つ
は
心
の
な
か
に
、
一
つ
は
事
物
の
な
か
に
あ
る
と
い

う
違
い
は
あ
る
が
、
実
は
景
が
情
を
生
み
、
情
が
景
を
生
ず
る
の

で
あ
る
。
哀
楽
の
情
が
動
け
ば
、
栄
枯
の
景
が
こ
れ
を
迎
え
る
。

情
と
景
は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
（
情
景
雖
有
在
心

在
物
之
分
、
而
景
生
情
、
情
生
景
、
哀
樂
之
觸
、
榮
悴
之
迎
、
互

藏
其
宅
）
」。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
う
。「
楽
景
を
用
い
て
哀
情

を
写
し
、
哀
景
を
用
い
て
楽
情
を
写
せ
ば
、
そ
の
哀
楽
は
い
っ
そ

う
増
す
（
以
樂
景
寫
哀
情
、
以
哀
景
寫
樂
情
、
一
倍
增
其
哀
樂
）
」

（
と
も
に
『
薑
齋
詩
話
』
巻
一

（
1
）

）。
こ
の
著
書
を
読
了
し
た
あ
と
、

彼
が
編
ん
だ
唐
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
唐
詩
評
選
』
を
繙
い
て
み

た
。
韋
応
物
詩
は
、
巻
二
「
五
言
古
詩
」
に
十
四
首
採
ら
れ
、
杜

甫
（
十
九
首
）、
李
白
（
十
七
首
）
に
次
い
で
突
出
し
て
お
り
、

目
を
ひ
く
。
他
の
詩
体
を
見
渡
し
て
も
、
李
杜
以
外
に
こ
こ
ま
で

の
入
選
は
七
律
の
李
商
隠
（
十
三
首
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
韋

応
物
は
王
夫
之
に
こ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
た
詩
人
の
一
人
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）
原
文
テ
キ
ス
ト
は
『
四
溟
詩
話 

薑
齋
詩
話
』（
人
民
文
学
出

版
社
　
一
九
六
一
）
に
よ
る
。
ま
た
訳
文
は
劉
若
愚
・
佐
藤
保
訳

『
新
し
い
漢
詩
鑑
賞
法
』（
大
修
館
書
店 

一
九
七
二
）
を
参
照
。


