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書

評

桐
島
菓
子
著

『晩
唐
詩
人
考
-
李
南
陽

･
温
庭
箔

･
杜
牧
の

比
較
と
考
察
-
』

(中
闘
書
店
'
一
九
九
八
年
'
二
四
八
頁
)

そ
も
そ
も
我
が
国
に
限
ら
ず
'
中
国
で
も
晩
唐
文
学
の
尊
者
は
と

い
え
ば
家
々
た
る
も
の
で
あ
る
｡
晩
唐
と
い
う
時
代
が
､
歴
史
的
事

案
と
し
て
唐
王
朝
の
衰
退
期
に
在
り
'
そ
し
て
そ
れ
が
文
学
に
反
映

さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
首
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

よ
う
.
し
か
し
な
が
ら
こ
の
晩
唐
文
学
を
具
膿
的
に
ど
の
よ
う
に
理

解
し
､
評
債
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
こ
の
王
朝
が
衰
退
期

に
在

っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
賓
が
研
究
者
た
ち
を
惑
わ
せ
て
き
た
こ

ヽ

と
も
'
ま
た
歴
史
的
事
案
で
あ
る
｡
つ
ま
り
晩
唐
は
晩
唐
に
過
ぎ
ず
'

盛
唐
や
中
庸
の
徐
煙
で
し
か
な
い
と
い
う
意
識
が
拭

い
き
れ
て
い
な

い
の
で
あ
-
､
よ
っ
て
晩
唐
文
学
が
確
か
に
盛
唐

･
中
庸
か
ら
繋

が

っ
て
乗
る
も
の
で
あ
り
､
そ
し
て
末
代
文
学

へ
と
伸
び
て
い
-
ち

の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な

い
｡
こ
れ
は
中
庸
文
学
研
究
に

と

っ
て
も
'
ま
た
末
代
文
学
研
究
に
と

っ
て
も
残
念
な
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
に
紹
介
す
る
桐
島
氏
の
著
書
は
久
々
に
晩
唐
文
学
の
尊
者
と

し
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
し
か
も
副
題
に

｢李
商
隠

･
温
庭

箔

･
杜
牧
の
比
較
と
考
察
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
時
代
を
代
表
す

る
詩
人
を
纏
め
て
扱
う
と
い
う
意
欲
を
も

っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
目
次
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
'
こ
れ
ら
三
人
の
詩
人

を
比
較
す
る
馬
に
成
さ
れ
た
工
夫
に
よ
っ
て
'
三
者
の
違
い
が
明
快

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
但
だ
時
に
補
足
が
必
要
で
あ

っ
た
り
'
ま
た

立
論
に
於
い
て
別
の
方
向
も
有
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

所
が
あ
る
｡
以
下
'
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
｡

本
書
に
は
最
後
に
附
論
と
し
て

｢唐
代
の
新
孟
光
考
｣
が
加
え
ら
れ

て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
取
-
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
｡
附
論
を
除
い

た
目
次
を
記
す
と
次
の
通
-
で
あ
る
｡

ま
え
が
き

第

一
章

政
局
と
詩
人



小

序

第

一
節

第

二
節

第
三
節

第
四
節

ま
と
め

第
二
章

小

序

第

一
節

混
乱

の
政
局

卜
牛
李
の
薫
争
-

李
商
隙

自
己
否
定
と
運
命
の
受
容

温
庭
鋳

自
己
解
放
と
忌
慣
無
き
行
為
に
見
る
外
向
性

杜
牧

官
界
の
人
脈
と
自
己
賓
硯
へ
の
執
着
に
見
る
祉
合

性

李
商
陰
と
杜
牧

妓
女
を
詠

ん
だ
作
品

(
-
)李
商
隠

妓
女
の
悲
哀
の
情
を
付
度
し
た
詠
出
法

(
2
)温
庭
箔

妓
女
の
悲
劇
性
を
華
麗
化
し
た
詠
出
法

第
二
節

女
道
士
に

つ
い
て
の
作
品

(
-
)唐
代
女
道
士
考

(
2
)李
商
隙

女
道
士
の
境
遇
と
心
情
を
主
題
と
し
た
表
現

(
3
)温
庭
箔

女
道
士
の
美
し
き
を
客
観
的
に
描
駕
し
た
表
現

第
三
節

懲
愛
を
詠
ん
だ
作
品

(
-
)李
商
隈

絶
望
的
懲
愛

の
受
容

書

評

(
2
)温
庭
筋

懲
愛

の
耽
美
的
な

一
場
面
と
し
て
の
措
駕

ま
と
め

第
三
章

李
商
隙
と
杜
牧
-
両
者
に
於
け
る
女
性
の
捉
え
方

･
懲
愛

観
と
憂
国
意
識
の
相
違
-

小

序

第

l
節

女
性

の
捉
え
方
と
懲
愛
観

(艶
な
る
世
界
)

(
1
)李
商
陰

自
己
の
寄
託
と
懸
愛
世
界

へ
の
偏
重

(
2
)杜

牧

客
観
的
親
線
と
懸
愛
世
界
の
1
時
性

第

二
節

憂
国
意
識

(豪
な
る
世
界
)

(
1
)李
商
隠

憂
国
意
識
と
そ
の
限
界

(
2
)杜

牧

憂
国
意
識
の
徹
底

ま
と
め

第
四
章

李
商
腰

意
識
の
私
的
世
界
へ
の
凝
集

-
悼
亡
詩
を
中
心
に
-

小

序

第

1
節

季
商
隙

の
結
婚

第
二
節

季
商
隙

の
悼
亡
詩
1
妻
の
幻
想
化

･
理
想
化
-

第
三
節

季
商
陰

の
悼
亡
詩
-
自
己
の
硯
害
に
封
す
る
焦
燥
の
願
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規
-

第
四
節

季
商
隙
の
悼
亡
詩
-
自
己
の
虚
脱

･
孤
猫
･
絶
望
の
溶

出
-

ま
と
め

お
わ
り
に

李
商
隠

･
温
庭
鋳

･
杜
牧
の
比
較
と
考
察
と

l
口
に
言

っ
て
も
､

そ
こ
に
は
焦
鮎
が
定
ま

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
そ
れ
は
こ

の
目
次
か
ら
明
白
に
見
て
取
れ
る
｡
つ
ま
り
本
書
は
李
南
陽
を
論
じ

る
こ
と
に
在
る
の
で
あ
-
'
温
庭
箔
や
杜
牧
は
李
商
隈
を
際
立
た
せ

る
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
確
認
し
た
と

こ
ろ
で
'
本
書
を
讃
ん
で
い
-
と
'
｢ま
え
が
き
｣
の
中
で

(李
商

陰

･
温
庭
箔

･
杜
牧
を
園
緯
す
る
政
治
的
杜
倉
的
情
勢

･
彼
ら
に
つ

な
が
る
個
人
的
な
人
間
関
係
や
家
庭
環
境
な
ど
､
い
わ
ば
三
者
の
創

作
活
動
を
宿
命
的
に
方
向
づ
け
た
客
観
的
要
因
の
共
通
鮎
と
相
違
鮎

を
比
較
槍
謹
L
t
か
か
る
客
観
的
要
因
に
多
か
れ
少
な
か
れ
安
協
し

な
が
ら
も
三
者
三
様
に
こ
れ
に
封
癒
し
た
言
行

･
心
情
な
ど
か
ら
彼

ら
に
内
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
的
要
因
を
探
り
出
す
こ
と
を
試
み

た
)
(第
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
｡
(客
観
的
要
因
)
及
び

(個
性
的

要
因
)
が
本
書
に
於
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
､
そ
れ
を
主
に
政

治
的
融
合
的
情
勢
と
の
関
わ
り
の
中
で
結
ほ
う
と
す
る
か
ら
に
は
'

｢政
局
と
詩
人
｣
を
第

一
章
に
置
-
こ
と
の
意
味
は
大
き
-
､
こ
こ

に
か
な
-
の
紙
面
を
費
や
す
の
も
､
著
者
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
'

酋
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
人
は
融
合
の
中
で
生
き
て
い
れ
ば
'
そ
の
融

合
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
な
い
｡
特
に
貢
撃
を
目
指
し
'

士
大
夫
た
ら
ん
と
し
た
三
人
が
菖
時
の
政
局

(著
者
は
牛
李
の
薫
事

を
中
心
に
据
え
て
い
る
)
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
｡
も

っ

と
も
牛
李
の
薬
事
に
つ
い
て
'
本
書
で
そ
の
歴
史
を
概
観
し
て
は
い

る
が
'
渡
遠
孝
氏
は

｢牛
李
の
薬
事
研
究
の
現
状
と
展
望
-
牛
李
煮

争
研
究
序
説
-
｣
(
l
九
九
四
年

『史
鏡
』
第
二
十
九
鋸

目
出
学
園
中

高
部
)
の
中
で
'
こ
の
藁
事
に
つ
い
て
の
研
究
史
と
問
題
鮎
と
を
整

理
し
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
'
牛
李
の
真
率
に
つ
い

て
末
だ
決
着
し
て
い
な
い
問
題
が
ど
れ
ほ
ど
多
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
波
速
氏
は
そ
の
薫
波
の
規
模
に
つ
い
て
も

(英
字
は
'
巨
大

な
ど
ラ
ミ
ッ
ド
型
薫
波
間
の
激
突
と
い
う
よ
り
も
'
朝
廷
中
枢
の

ー
ツ
プ

･
レ
ベ
ル
に
近
い
一
群
の
官
人
間
の
死
闘
で
あ

っ
た
と
見
た

方
が
'
賓
状
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
と
述
べ
て
お
-
'
こ
れ
は
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こ
れ
ま
で
文
学
史
に
紹
介
さ
れ
る
も
の
と
は
随
分
異
な
っ
て
お
り
'

我
々
は
史
学
の
成
果
に
絶
え
ず
注
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
｡
ま
た
李
商
隈
と
令
狐
絢
と
の
確
執
に
つ
い
て
も
へ
こ
の
薬
事

を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
'
そ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
も
､
従
来

は
相
野
す
る
李
薫
の
王
茂
元
の
娘
と
結
婚
し
た
開
成
三
年

(八
三

八
)
と
さ
れ
て
い
る
が
'
博
旋
環
氏
の

｢李
商
隠
研
究
中
的

一
些
問

題
｣
(『文
学
評
論
』

一
九
八
二
年
第
三
期
)
を
承
け
た
周
建
国
氏
の

｢試
論
李
商
隙
輿
牛
李
薫
争
｣
(
l
九
八
四
年

『文
学
評
論
叢
刊
』
第
二

十
二
輯
)
は
更
に

1
歩
踏
み
込
ん
で
'
そ
こ
を
起
鮎
と
す
る
の
は
否

定
し
な
い
が
'
大
中
元
年

(八
四
七
)
に
桂
管
観
察
僕
の
都
立
に

従

っ
た
こ
と
が
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
説
得
力
を
以
て
論
じ

て
い
る
｡
こ
れ
に
従
え
ば
李
商
隙
と
令
狐
絢
と
の
長
い
歴
史
に
は
自

ず
と
濃
淡
が
有
る
は
ず
で
あ
る
｡
と
は
い
え
以
上
の
こ
と
は
､
桐
島

民
が

｢ま
と
め
｣
の
中
で

(李
商
陰
の
方
は
葛
藤

･
絶
望
を
自
己
の

中
で
凝
縮
さ
せ
る
内
向
性
を
'

一
方
､
温
庭
箔
は
不
満

･
失
望
を
大

胎
に
外
へ
替
散
し

一
種
の
活
力
と
す
る
外
向
的
個
性
を
有
し
て
い
た
｡

次
に
'
こ
の
両
者
が
生
涯
を
費
や
し
て
手
裏
に
収
め
よ
う
と
し
た
後

楯
や
人
脈
を
生
来
得
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
杜
牧
は
'
言
動
に
自
己

書

評

矛
盾
を
包
含
し
っ
つ
も
世
業
へ
の
誇
り
と
経
国
の
志
を
堅
持
す
る
と

い
う
融
合
的
個
性
を
有
し
て
い
た
)
(第
五
五
頁
)
と
結
論
付
け
る
こ

と
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
る
も
の
で
は
な
-
､
こ
の
結
論
自
膿
も
概

ね
安
首
な
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
敷
宿
し
て

(政
局

で
見
せ
た
三
人
の
個
性
が
ど
の
よ
う
に
各
作
品
に
投
影
さ
れ
て
い
る

か
を
把
握
す
る
こ
と
が
'
李
商
隙
､
温
庭
箔
'
杜
牧
が
大
詩
人
と
稲

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
濁
白
の
文
学
世
界
の
創
作
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
)
(同
頁
)
と
述
べ
る

こ
と
に
は
不
安
を
覚
え
る
｡
確
か
に
'
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
董
乃

斌
氏
の

『李
商
陰
的
心
霊
世
界
』
(
l
九
九
二
年

L
海
古
籍
出
版
社
)

に
も
詩
人
研
究
に
於
て
必
要
な
も
の
と
詳
し
-
論
じ
ら
れ
て
は
い
る

が
'
ま
た
同
書
か
ら

(猫
白
の
文
筆
世
界
の
創
作
課
程
)
を

(客
観

的
要
因
)
で
あ
る
政
治
的
融
合
的
情
勢
と
の
関
わ
り
だ
け
か
ら
看

取
っ
た

(個
性
)
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
自
ず
か
ら
限
界
が
有
る

こ
と
も
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡

第
二
章
以
下
は
懸
愛
詩
に
つ
い
て
の
論
考
に
な
る
が
'
前
述
の
如

-
'
圭
と
な
る
の
は
李
商
陰
で
あ
る
｡
李
商
隙
の
懲
愛
詩
は
そ
れ
が
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特
異
な
る
が
故
に
'
研
究
者
の
関
心
を
惹
き
付
け
て
き
た
｡
例
え
ば

我
が
国
で
は
'
本
書
も
引
用
す
る
川
合
康
三
氏
の

｢李
商
隈
の
締
心愛

詩
｣
(
一
九
七
四
年

京
都
大
学

『中
国
文
学
報
』
第
二
十
四
竹
)
は
李
南

陽
の
懲
愛
詩
が

(知
的
精
神
)
が

(現
賓
と
非
硯
賓
と
の
間
に
た
ゆ

と
う
)
(腰
脱
と
し
た
雰
囲
気
)
を
作
り
出
す
こ
と
を
論
じ
'
ま
た

唐
蒲
江
氏
の

｢李
義
山
懲
愛
詩
試
論
-
士
大
夫
文
学
に
お
け
る
位
相

-
｣
二

九
九

l
年

『杏
林
大
学
外
囲
語
学
部
紀
要
』
第
三
髄
)
は
李
商
陽

に
ま
で
辿
り
着
-
懲
愛
詩
の
歴
史
を
述
べ
て
お
り
'
更
に
遡
れ
ば
山

之
内
正
彦
氏
の

｢李
商
隠
艶
詩
表
現
考

･
断
章
1
艶
話
を
中
心
と
し
て

1
｣
(
一
九
六
九
年

東
京
大
学
束
洋
文
化
研
究
所

『束
洋
文
化
研
究
紀

要
』
第
凶
十
八
冊
)
は
そ
の
艶
詩
を
中
心
と
し
た
'
詩
の
構
造

･
聾

想

･
イ
メ
ー
ジ
の
特
質
を
詳
細
に
分
析
す
る
が
'
こ
の
論
考
は
未
だ

に
そ
の
債
値
を
失

っ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
よ
り
更
に
遡

っ
て
高

橋
和
巳
氏
に

『詩
人
の
運
命
-
李
南
陽
詩
論
-
』
二

九
七
二
年

河

出

書
房
新
社

高
橋
和
巳
作
品
集
別
雀

後
に

『高
橋
和
巳
全
集
』
第
十
六
巻

所
収

一
九
八
〇
年

河
出
書
房
新
社
)
が
あ
-
'
こ
れ
以
後

の
李
商

隠
研
究
は
'
高
橋
氏
を
ど
れ
だ
け
越
え
る
か
'
或

い
は
い
か
に
高
橋

氏
と
異
な
る
新
機
軸
を
打
ち
出
す
か
に
よ
っ
て
'
そ
の
研
究
の
債
値

を
計
る
こ
と
が
で
き
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
｡
本
書
で

は
何
故
か
高
橋
氏
と
山
之
内
氏
の
著
作
を
掲
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
が
､
例
え
ば

｢第

一
節

妓
女
を
詠
ん
だ
作
品
｣
｢
(
-
)李
商
隠

妓
女
の
悲
哀
の
情
を
何
度
し
た
詠
出
法
｣
で

(
こ
の
よ
う
に
'
李
商

隈
が
妓
女
を
詠
む
時
は
彼
女
た
ち
の
表
面
的
美
し
さ
や
不
幸
を
客
観

的
に
措
皐
し
て
い
-
の
で
は
な
-
'
彼
女
た
ち
の
置
か
れ
た
立
場
を
'

自
己
の
経
験
を
踏
ま
え
て
'
理
解
し
'
同
情
し
た
上
で
'
彼
女
た
ち

の
心
情
を
推
し
量

っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
見
え
る
)
(第
六
七

頁
)
と
結
論
付
け
る
の
は
'
高
橋
氏
の

『詩
人
の
運
命
』
執
筆
の
基

礎
と
な

っ
た

『李
商
陪
』
(
l
九
た
八
年

岩
波
書
店

後
に

『高
橋
和

巳
全
集
』
第
十
六
奄
所
収

一
九
八
〇
年

河
出
書
房
新
社
)
の
序
文
に

(
｢歌
を
聞
-
｣
(二
九
ペ
ー
ジ
)
の
詩
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
'
権
力
者
の
庇
護
に
よ

っ
て
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
女
官
､
仕
え
る
人

の
死
に
あ
え
ば
掃

っ
て
行
-
と
こ
ろ
の
な
い
側
女
の
嘆
き
を
'
彼
が

繰
返
し
歌
う
根
様
の

1
つ
は
多
分
こ
の
あ
た
-
に
あ
る
)
と
の
示
唆

が
あ
り
'
大
い
に
参
考
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
｡

｢第
二
節

女
道
士
に
つ
い
て
の
作
品
｣
｢
(
2
)李
商
隙

女
道

180



士
の
境
遇
と
心
情
を
主
題
と
し
た
表
現
｣
は

(李
商
隙
が
女
達
士
を

描
-
場
合
'
彼
女
た
ち
が
今
ま
で
の
生
活
を
離
れ
､
通
観
で
'
隔
絶

さ
れ
て
暮
ら
す
と
い
う
無
情
な
境
遇
と
そ
の
心
情
を
主
題
と
し
て
述

べ
た
作
品
が
目
立

っ
て
い
る
)
と
結
論
付
け
る
が
'
李
商
隙
が
若
い

頃
'
通
観
で
学
ん
だ
こ
と
'
そ
し
て
未
と
い
う
女
道
士
と
成
就
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
懸
愛
に
落
ち
た
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
が
'
李
商
陰

の
文
学
'
例
え
ば
撮
臆
と
し
た
詩
境
を
開
拓
し
た
こ
と
'
詩
語
に
日

常
的
な
物
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
等
と
い
っ
た
も
の
に
多
大

な
影
響
を
輿
え
て
お
れ
ば
'
こ
こ
は
よ
-
深
い
意
味
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
'
次
の

｢
(
2
)温
庭
箔

妓
女
の
悲
劇
性
を
華
麗
化
し

た
詠
出
法
｣
と
同
列
に
扱
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
次

の

｢第
三
節

懲
愛
を
詠
ん
だ
作
品
｣
｢
(
-
)李
商
隠

絶
望
的
懲

愛
の
受
容
｣
の
中
で
著
者
が

(薫
ら
ぬ
懲
愛
)
と
述
べ
て
い
る
の
は
､

こ
れ
も
女
道
士
と
の
懲
愛
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
､
前
節
と
直
別

し
て
あ
る
の
は
'
温
庭
箔
と
の
比
較
を
優
先
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
李
商
隙
と
達
観
及
び
女
道
士
に
つ
い

て
は
鍾
来
薗
氏
が

｢唐
朝
道
教
輿
李
商
隙
的
愛
情
詩
｣
(原
載

『文
学

遺
産
』

l
九
八
五
年
第
三
期

後
に

『李
商
陰
研
究
論
集
』
に
持
載

l
九

書

評

九
八
年

贋
西
師
範
大
学
出
版
社
)
で
過
去
の
成
果
を
踏
ま
え
'

『遺

戒
』
を
活
用
し
た
劃
期
的
な
検
護
を
し
て
お
り
'
最
近
上
梓
さ
れ
た

『李
商
隙
愛
情
詩
解
』
(
一
九
九
七
年

撃
林
出
版
社
)
は
そ
の
集
大

成
と
し
て
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う
｡

｢第
三
章

李
商
隙
と
杜
牧
-
両
者
に
於
け
る
女
性
の
捉
え
方

･

懸
愛
観
と
憂
国
意
識
の
相
違
-
｣
は

(艶
な
る
世
界
)
と

(豪
な
る

世
界
)
を
比
較
す
る
と
い
う
切
り
口
で
､
雨
詩
人
の
違
い
を
浮
き
離

り
に
し
て
い
る
｡
桐
島
氏
は

(艶
な
る
世
界
)
は
女
性
に
'
(豪
な

る
世
界
)
は
憂
拭
意
識
に
関
わ
ら
せ
て
'
(李
商
隙
に
と
っ
て
は

｢艶
｣
な
る
世
界
が

｢蒙
｣
な
る
世
界
よ
り
'
彼
の
中
で
大
き
な
比

重
を
占
め
て
お
-
､

1
万
㌧
杜
牧
に
と
っ
て
は
'
｢豪
｣
な
る
世
界

が

｢艶
｣
な
る
世
界
を
は
る
か
に
凌
ぐ
重
要
性
を
有
し
て
い
た
｡
こ

の
相
違
は
二
人
の
内
在
す
る
個
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
)
(第

一
四
↓
頁
)
と
ま
と
め
る
｡
こ
れ
は

｢第

一

章

政
局
と
詩
人
｣
と
大
き
-
関
わ
っ
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
本
書
に

於
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
は

(個
性
)
で
あ
っ
た
が
'
著
者
は
そ

の

(個
性
)
を
政
治

･
家
庭
環
境
等
と
の
関
わ
り
の
中
で
看
取

っ
て
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い
た
｡
こ
の

(個
性
)
を
性
格
と
言
い
換
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
そ

し
て
ま
た
本
書
の
最
終
目
的
が
詩
人
の

(濁
白
の
文
学
世
界
の
創
作

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
)
こ
と
で
あ
れ
ば
'
こ
の

(個
性
)
を
育
ん

だ
も
の
に
､
時
代
の
文
学
を
も
含
め
た
､
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
要
因
も

加
味
す
れ
ば
'
詩
人
と
し
て
の

(個
性
)
の
賓
質
が
よ
り
明
確
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
著
者
の
い
う

(艶
な
る
世
界
)
と

(豪

な
る
世
界
)
は
別
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
'
私
と
公
に
置
き
換
え
ら
れ

る
が
､
詩
と
は
志
を
言
う
も
の
t
と
い
う
儒
教
の
理
念
に
支
え
ら
れ

た
こ
の
文
学
観
は
'
い
つ
の
時
代
に
於
い
て
も
決
し
て
覆
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
り
'
憂
国
の
情
を
表
明
す
る
こ
と
は
士
大
夫
た

ら
ん
と
す
る
者
に
と
っ
て
昔
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
が
公
で
あ
る
｡

問
題
は
私
の
方
で
あ
-
'
私
と
い
う
世
界
が
獲
得
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
李
商
陰
は

(艶
な
る
世
界
)
へ
と
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
私
の
世
界
の
獲
得
の
馬
に
晩
唐
に
先
立
つ
中
庸

の
詩
人
た
ち
は
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
川
合
康
三
氏
は

｢白
屠
易
閑
適
詩
放
｣
(
1
九
九

l
年

『末
名
』
第
九
披

後
に

『終

南
山
の
蟹
容
』
に
輔
載

一
九
九
九
年

研
文
出
版
)
で

(現
賓
が
幸
福

に
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
-
'
硯
賓
の
中
か
ら
幸
福
を
掬
い

取
っ
た
の
で
あ
る
)
と
述
べ
'
自
居
易
の
閑
適
詩
そ
の
も
の
が
政
治

の
桂
槽
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
｡
ま
た
著
者

も
引
用
す
る
中
原
健
二
氏
の

｢詩
人
と
妻
-
巾
唐
土
大
夫
意
識
の
l
断

而
-
｣
(
l
九
九
三
年

京
都
大
学

『中
岡
文
学
報
』
第
川
十
七
冊
)
で
も

(中
歯
の
士
大
夫
た
ち
は
'
個
人
と
し
て
の
生
活
や
そ
こ
か
ら
生
じ

る
私
的
な
感
情
を
'
慣
値
の
劣
る
も
の
だ
と
は
見
倣
さ
な
-
な
っ
た

の
で
あ
る
｡
私
的
な
生
活
や
感
情
も
'
や
は
り
か
れ
ら
の
世
界
の
1

部
で
あ
-
'
そ
れ
は
官
僚
と
し
て
の
公
的
な
世
界
に
封
置
し
得
る
も

の
な
の
で
あ
っ
た
)
と
論
じ
て
い
る
｡
韓
愈
が
奇
怪
な
ま
で
に
言
葉

を
程
ね
上
げ
て
新
し
い
詩
を
造
り
､
濁
臼
の
古
文
を
綴

っ
た
の
も
'

新
し
い
慣
値
観
を
尊
兄
す
る
と
い
う
精
神
に
於
い
て
､
通
ず
る
も
の

が
あ
る
｡
こ
の
時
代
に
於
け
る
晩
成
の
債
値
観
の
揺
ら
ぎ
と
新
し
い

慣
傍
観
の
尊
兄
は
'
文
学
の
世
界
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
-
'
副
島

年

『集
刊
東
洋
学
』
第
七
七
鍍
)
は
思
想
界
に
於
い
て
も
同
様
の
こ

と
が
有

っ
た
こ
と
を
明
快
に
論
じ
て
い
る
｡
李
商
陰
の

(艶
な
る
世

罪
)
が
李
賀
の
影
響
に
あ
る
と
い
う
の
も
'
こ
の
よ
う
な
大
き
な
流

れ
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
詩
人
の

八滴
臼
の
文
学
世
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罪
)
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
な
ら
ば
'
李
商
陰

･
温
庭
箔

･
杜
牧

の
比
較
だ
け
で
は
説
明
し
蓋
-
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
も
っ
と
も

(憂
国
意
識
)
に
つ
い
て
も
'
懲
愛
を
詠
う
も

の
は
事
象
と
し
て
捉
え
得
る
が
､
憂
国
意
識
と
は
あ
-
ま
で
も
意
識

で
あ
り
'
そ
れ
を
正
し
く
把
握
す
る
の
は
難
し
い
｡
本
書
で
李
商
陰

が
開
成
二
年

(八
三
七
)
に
作

っ
た

｢行
次
西
郊
作

一
百
韻
｣
詩
を

全
文
引
用
L
t
(
こ
の
詩
に
は
憂
国
の
士
と
し
て
の
意
識
が
よ
-
現

れ
て
い
る
)
(第
l
三
1
頁
)
と
だ
け
述
べ
る
が
'
こ
の
詩
か
ら
評
者

が
連
想
す
る
の
は
､
賓
暦
の
矯
奪
ぶ
り
を
秦
の
始
皇
帝
に
託
し
た
と

い
う
杜
牧
の

｢阿
房
宮
賦
｣
で
あ
-
'
こ
れ
も
李
南
陽
と
同
様
に
貢

ヽ
ヽ
ヽ

翠
及
第
前
と
い
う
若
い
時
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
こ
の
詩

の
存
在
自
膿
に
積
り
か
か
る
の
で
は
な
-
'
具
倦
的
に
詩
句
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
の

へ憂
国
意
識
)
を
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ

1つ

O
｢第
四
章

李
商
隠

意
識
の
私
的
世
界
へ
の
凝
集
-
悼
亡
詩
を

中
心
に
-
｣
は

｢第
二
節

季
商
隙
の
悼
亡
詩
-
妻
の
幻
想
化

･
理

想
化
-
｣
で
李
南
陽
の
妻
'
王
氏
の
馬
の
悼
亡
詩
が
取
り
上
げ
ら
れ
'

書

評

播
岳
以
降
､
近
-
は
元
積
の
そ
れ
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
｡
悼
亡

詩
の
歴
史
に
つ
い
て
は
､
前
掲
の
中
原
氏
の
論
文
が
中
庸
ま
で
を
カ

バ
ー
し
て
お
-
､
ま
た
元
積
と
の
比
較
に
於
い
て
も
川
合
氏
の

｢李

商
陰
の
愛
情
詩
｣
に
指
摘
が
あ
-
､
本
節
は
概
ね
そ
れ
ら
を
整
理
し

た
形
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
'
こ
れ
は

｢第
三
節

季
商
際
の

悼
亡
詩

-自
己
の
硯
賓
に
封
す
る
焦
燥
の
顕
現
-
｣
及
び

｢第
四
節

季
商
隙
の
悼
亡
詩

上
目
己
の
虚
脱

･
孤
濁

･
絶
望
の
溶
出
｣
の
論
旨

を
鮮
明
に
さ
せ
る
馬
に
不
可
映
な
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
第
二
節
で

は
詠
ま
れ
る
封
象
に
焦
鮎
が
菖
て
ら
れ
て
い
る
の
に
射
し
て
'
第
三

節
及
び
第
四
節
で
は
そ
れ
を
詠
む
作
者
自
身
に
焦
鮎
が
韓
じ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て

(貴
人
の
娘
婿
と
し
て
の
名
誉
と
誇

-
を
完
全
に
失
い
'
政
薫
間
の
闘
争
に
翻
弄
さ
れ
る
情
況
下
で
致
命

的
打
撃
を
受
け
た
｡
こ
の
た
め
彼
は
'
妻
の
死
を
軍
に
感
情
的
に
悲

し
む
だ
け
で
な
-
､
も
う

1
万
で
自
ら
の
こ
う
し
た
厳
し
い
現
責
を

覚
め
た
目
で
見
つ
め
､
そ
の
焦
り
や
悔
し
さ
)
(第

1
七
六
頁
)
や
'

(妻
の
死
と
い
う
不
幸
を
重
-
抱
え
込
み
'
出
世
を
願
う
覇
気
を
失

い
､
孤
猫
と
絶
望
の
中
で
落
晩
し
た
生
涯
)
(第
一
七
七
頁
)
が
李
商

隙
に
悼
亡
詩
を
作
ら
せ
'
ま
た

(妻
の
虚
像
を

一
つ
の
心
の
擦
り
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節
)
(第

1
七
六
頁
)
.と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
-
理
解
で

き
'
他
の
詩
人
と
は
異
な
る
悼
亡
詩
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
-

る

｡晩
唐
文
学
研
究
の
参
々
た
る
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
通
-
だ
が
'

但
だ
李
商
隠
だ
け
は
例
外
で
あ
-
､
ま
さ
に
甲
論
乙
駁
と
い
っ
た
盛

況
ぶ
り
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
も
中
国
に
在

っ
て
の
話
で
あ
る
が
'

そ
こ
に
は
全
-
新
し
い
方
法
を
以
て
李
商
隙
の
詩
を
解
明
す
る
も
の

も
出
て
き
て
い
る
｡
こ
れ
は
李
商
隠
研
究
が
批
判
的
に
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
結
果
な
の
で
あ
-
､
評
者
が
こ
こ
に
思
い
つ
き
に
等
し
い

考
え
を
付
し
得
た
の
も
'
桐
島
氏
の
著
書
が
有
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
｡

(京
都
女
子
大
学

愛
甲
弘
志
)
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