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カ
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マ
ン

｢
李
恩
の
詞
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中
開
歌
詩
の
垂
術
性
に
つ
い
て

の
手
引
き
と
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ェ
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｢
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月
-

宋
代
の
詞
を
附
せ
る
木
版
董
集

I
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こ
の
二
書
は
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
詞
す
な
わ
ち
詩
飴
の
翻

琵
で
あ
る
が
､
こ
れ
ま
で
に
数
少
な
い
詩
飴
の
欧
米
語
評
と
し
て
極

め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
ぽ
か
り
で
な
く
､
特
に
前
者
は
そ
の
詳
解

に
お
い
て
､
贋
く
こ
れ
ま
で
の
中
国
古
典
詩
詞
の
歓
米
語
講
の
中
に

全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
濁
特
の
方
法
を
用
い
､
し
か
も
注
目
す
べ
き

成
績
を
患
さ
め
て
い
る
｡

1
被
に
詩
の
部
課
が
散
文
の
場
合
に
比
し
て
困
難
で
あ
る
と
い
う

の
は
､
韻
律
等
外
型
上
の
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
と
し
て
'
詩

と
い
う
も
の
が
､
そ
の
メ
デ
ィ
ア
ム
で
あ
る
個
々
の
こ
と
ば
が
示
す

事
物
よ
り
も
､
そ
の
こ
と
ば
に
ょ
つ
て
呼
び
起
さ
れ
る
連
想
暗
示
と

い
っ
た
も
の
に
依
存
す
る
慶
合
い
が
高
い
と
い
う
こ
と
が

l
つ
の
大

き
な
理
由
で
あ
ろ
う
｡
中
開
の
古
典
詩
の
場
合
､
こ
の
傾
向
は
殊
に

強
度
で
あ
り
､
更
に
詩
飴
の
場
合
は
極
端
で
あ
る
と
す
ら
い
え
よ
う
｡

そ
の
上
に
中
国
古
典
文
挙
の
1
蚊
的
な
特
徴
と
し
て
極
度
に
魔
縮

し
た
簡
潔
な
表
現
が
尊
ば
れ
る
と
い
う
傾
向
が
詩
詞
で
は
更
に
甚
だ

し
い
o
こ
う
し
た
理
由
か
ら
中
国
詩
の
1
句

(
そ
れ
は
殆
ん
ど
が
五

言
と
七
言
の
二
種
な
の
で
あ
る
が
)
の
意
味
す
る
す
べ
て
を
詩
文
の

頭
者
に
倦
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
極
度
の
パ
ラ
フ
レ
ィ
ズ
が
必
要

で
あ
り
､
フ
ォ
ン
･
ツ
ァ
ソ
ハ
氏
の
あ
の
蒐
大
な
翻
詳

(註
l
)
は
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そ
の
代
表
的
な
例
と
い
え
よ
う
0
1

･
ハ
イ
タ
ワ
ー
教
授
が
許
し
た

(註
2
)
よ
う
に
彼
は

｢
西
欧
に
お
け
る
最
も
多
産
に
し
て
正
確
な

る
中
国
詩
の
覇
諸
家
｣
で
あ
り
､

｢
中
国
詩
を
研
究
し
ょ
う
と
す
畠

欧
米
人
に
封
し
て
｣
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
詩

文
は
極
端
な
パ
ラ
フ
レ
ィ
ズ
の
結
果
と
し
て
詩
文
の
み
を
謹
む
者
に

は
詩
句
の
意
味
す
る
こ
と
は
知
り
待
て
も
､
そ
の
詩
句
の
詩
情

･
詩

境
と
い
っ
た
面
に
つ
い
て
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
｡
ツ

ァ

ッ

ハ
氏
の
翻
謹
白
鰐
を
詩
と
し
三
読
む
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
'
彼

自
身
も
恐
ら
く
は
そ
れ
を
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
O
し
か

し
ツ
ァ
ッ
ハ
氏
の
醜
詩
の
方
法
は
申
開
詩
の
欧
米
語
講
の
中
で
は
む

し
ろ
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
他
の
大
部
分
の

離
諸
家
の
方
法
は
､
な
る
べ
く
平
易
な
詩
を
選
ん
で
洗
練
さ
れ
た
諾

詩
を
作
る
こ
と
で
､
こ
の
よ
う
な
場
合
諜
詩
の
成
功
の
度
合
は
む
し

ろ
評
者
の
詩
作
能
力
に
か
か
り
､
こ
れ
ま
で
賓
際
に
成
功
し
て
い
る

と
い
え
る
も
の
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
O
A
･
ウ

ェ

ィ
リ
イ
氏
の
部
課

(註
2
)
な
ど
は
彼
の
地
で
可
成
り
好
評
を
得
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
､
そ
う
し
た
比
較
的
優
れ
た
離
詩
の
場
合
で
も
､

そ
れ
が
中
国
詩
そ
の
も
の
の
詩
情
を
ど
れ
程
偉
え
て
い
る
か
と
い
う

書

評

鮎
に
な
る
と
'
な
お
疑
問
が
残
る
の
は
首
席
で
あ
ろ
う
O

カ
フ
マ
ン
氏
の

｢
李
厘
の
詞
｣
は
現
存
す
る
李
後
主
の
詞
四
十
五

首
の
す
べ
て
に
詳
解
を
濁
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
方
湊
は
こ
れ

ま
で
の
部
課
と
は
重
く
趣
き
を
異
に
す
る
｡
そ
の
詳
解
は

一
首
毎
に

次
の
如
き
構
成
を
も
っ
て
い
る
｡

(
)

)

t
ib
e
rse
tzu
n
g

(
詩
文
)

(

2

)
A
n
m
e

rklulg

(註
解
)

(3

)
l

nhatt

(
主
題
)

(4
=)

Interpretittion
(解
詮
)

山の

詩
文
は
原
詩
の
面
影
を
で
き
る
だ
け
保
存
す
る
た
め
に
可
能

な
る
限
り
の
逐
語
諾
と
し
､
ド
イ
ツ
語
の
文
章
と
し
て
成
立
さ
せ
る

た
め
に
や
む
な
え
ず
補
っ
た
こ
と
ば
は
括
弧
の
中
に
入
れ
て
区
別
し

て
あ
る
.
同
時
に
語
序
も
ド
イ
ツ
語
と
し
て
可
能
な
る
限
り
原
文
の

形
を
保
存
す
.る
よ
う
に
努
め
て
い
る
｡
い
わ
ば
日
本
に
お
け
る
書
き

tL･し
と
よ
ば
れ
て
い
る
方
法
に
近
い
も
の
で
あ
る
｡

潮
に
虫
い
て
は
各
句
ご
と
に
S
の
逐
語
詩
の
み
で
は
理
解
し
難
い

語
句
に
つ
い
て
註
解
が
濁
さ
れ
る
｡
し
か
も
そ
れ
は
里
に
事
物
の
説

明
に
と
ど
ま
ら
ず
､
そ
の
語
句
の
三

ア
ン
ス
､
あ
る
い
は
そ
の
語
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中
国
文
革
報

第

二
放

句
が
讃
者
に
期
待
し
て
い
る
イ
メ
ー
'･b
と
い
つ
.た
も
の
に
つ
い
て
も

進
ん
で
分
析
的
な
詮
明
を
試
み
て
い
る
｡
殊
に
詩
飴
に
特
有
な
連
想

や
暗
示
カ
の
豊
富
な
語
句
に
つ
い
て
は
､
ペ
ー
ジ
を
惜
し
ま
ず
に
解

詮
を
加
え
て
そ
の
語
句
の
内
包
す
る
す
べ
て
を
譲
者
に
理
解
さ
せ
よ

う
と
す
る
努
力
が
み
ら
れ
､
本
書

の
大
き
な
特
長
と
な
っ
て
い
る
｡

例
え
ば
第
七
首
喜
連
鷺
の
第
四
句

｢
夢
回
芳
草
息
併
任
｣
の
註
解
に

点
い
て
､

｢
芳
草
｣
と
い
う
こ
と
ば
を
次
の
よ
う
に
詮
明
す
る
.
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42
)

〔
帯
革
(
か
ぐ
わ
し
き
葦
原
)
､
楚
齢
に
お
い
て
人
の
美
徳
に
つ

い
て
用
い
ら
れ
た
こ
の
こ
と
ば
は
､
詞
に
虫
い
て
は
遺
徳
の
マ

ン
ト
を
脱
い
で
､
愛
す
る
人
へ
の
限
り
な
い
憧
操
の
､
極
め
て

重
要
な
連
想
に
と
む
表
現
に
成
長
し
た
｡
そ
れ
は
攻
の
よ
う
な
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思
考
経
路
を
含
ん
で
い
る
o
早
春
､
自
然
が
新
た
な
る
練
で
装

わ
れ
る
頃
に
は
､
遠
く
に
あ
る
愛
人
へ
の
思
慕
の
情
は
こ
と
さ

ら
に
つ
の
つ
て
く
る
｡
か
ぐ
わ
し
い
春
の
綾
な
す
草
原
が
は
て

し
な
く
横
が
つ
て
い
る
よ
う
に
､
愛
人

･
天

･
兄
弟

･
子
供
へ

の
思
慕
の
情
は
造
か
に
は
て
し
な
く
漂
う
-

一
年
の
中
の
'

ま
た
生
涯
の
最
も
美
し
い
日
々
を
悲
し
い
孤
喝
と
虚
脱
の
中
に

費
や
す
こ
と
な
く
､
愛
す
る
人
と
と
も
に
花
を
株
を
奨
し
ま
ん

こ
と
を
求
め
て
｡
芳
草

(
春
の
匂
え
る
草
原
)
は
そ
れ
故
'
別

離
-
憧
燥
-
遼
遠
-
春
の
輝
や
き
-

及
び
移
ろ
い
ゆ
く
任
き
も

の
へ
の
不
安
～

を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
｡
芳
草
夢

･
落
花

夢
の
ご
と
き
表
現

-
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
は
遠
く
に
あ
る
愛

人
へ
の
夢
を
遠
ま
わ
し
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
Ⅰ

そ

れ
ら
は
詞
の
優
れ
た
表
現
方
法
で
あ
り
､
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な

連
想
に
と
む
鮎
で
､
こ
れ
ら
行
情
詩

に
つ
い
て
典
型
的
で
あ

る
｡〕

l
々
の
語
句
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
に
丁
寧
な
説
明
に
よ
っ
て
読

者
は
詞
の
拝
惰
性

につ
い
て
可
成
り
理
解
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
が
､

更
に
次
の
籾
で
は
そ
の
1
首
Q
主
題
を
簡
選
に
ま
と
め
て
中
心
を
見

書

評

失
な
わ
な
い
よ
う
に
注
意
を
喚
起
し
､
最
後
の
㈲
で
は

一
首
仝
鰐
に

つ
い
て
の
詳
細
な
パ
ラ
フ
レ
ィ
ズ
が
あ
る
｡
こ
こ
で
も
詞
に
う
た
わ

れ
で
い
る
事
柄
だ
け
で
な
く
､
そ
の
詞
の
か
も
し
出
す
詩
情
ま
で
を

も
讃
者
に
偉
え
よ
う
と
す
る
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
｡
繁
を
厭
わ

ず
更
に

1
例
を
奉
げ
よ
う
｡

(第
二
十
首
'
結
締
子
令
)

深
院
静
､
小
産
室
､
断
績
塞
砧
断
綬
風
､
無
奈
夜
長
人
不
探
､
数

整
和
月
到
簾
権
､
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a
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h
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liegt
てib
er
d
e
r

tic
r
e
n

Il.111C
h
t

(l
c
r

J
1
～レf
c
.

llnd

w

e
ltv
e
rlo
re
n

er
.

i;ch
e
iJtt
d
e
r

k
tei
n
e
I]
of
.
i
n

d
e
n

d
e
r
D
ic
ht
e
r

s
i°

h

zur
Lic
k
g
e
･LO
g
e
n

h
LLt
･.
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第

二
筋

N
i
cht
s
d

rir)gt
zu
m
m
L7ut
S
n
u
r

d
e

r
f
e

rn
e,d
o
c

h
ve
r
n
eh
m
l)ar
e

K
k.m
g
un
d

eint
O
n
ig
e

t
u
ythm
u
s

d
e
r

S
c

hl
age
l
d
e

r
n

och
in

s
p
mite
n

A
b
e
n
d
s
tu
n
d
e
n

Lu
n

W

e
id
e
n
u
f
e
r

d
e
s

S
t
ad
tg
r
a
b
e
n
s

w
a
s
c
h
e
n
d
e
n

F
r
a1terl.
-

ein
K

Lang.
d
e

n
damn
und

wpnn

e
in

h
erb
s
tl
ic

h･frisc
h
en
W

in
d
s
t
o
LS

dur
c
h

d
i
e
k
tare
"

L･.b
e
n
d
･

)
ic
h
e
K

iih
l
e

t
r
itg
t
.

W

i
e
star
k

b
e
w

eg〓
n

d
ie

sel
H
er
b
s
t
･

M

o
n
d
Ju
L
Ch
t
d
ie

S

eh
nsuc
h
t
t
u
ch
ge
t
ie

bt
e
n

M

en
s
c

h
en
(H
e･

im
a
t

u
s
w
.)
s
e
in

e
Bru
s
t
!
D
o

ch
n
ic
h
t
e
in

M

e
n

sch
,
n
ich
e
c
in

t
r
i3
Stli
che
r

G
ed
tm

k
e

ver
s
ch
LLfft
i
h
m
R
l
lh
e
i
n
d
ies
er
uller･

t
rEtg/lich
ltulgen
N
L..Cht.
StLttt
e
i
n
e
s

T
r
o
FJt
･eS
Ilie
h
t
s

w
e
lt
e
r

ti
s
d
LLS

un
LLb
tELs
s
lg
･
m
On
O
t
O
n
e

P

oche
n

u
n
d

d
e

r
fern
e
K
IL,.r)g

de
s
W

Zts
c
h
e
s
c
h
ti
ig
els.
d
ie

n
it
de
ln
k
alten
S

itb
e
r
gtan
z
d
es

M

o
n
d
t
ic
h
t
s
.
d
e
m

u
r

d
i
e

W

e

h

m
tlt
u
n

d
d
ie

S
e
lm

s
u
c
h
t
e
r
･

w
e
c
k

t,i
n
d
ie

v
er
t
o
r
e
n
e
S
t
ilt
e
d
e
s

G
eln
L･bC
h
s

d
r
in
苛

つ
.(1).9
8
)

〔
主
題

孤
猫
な
秋
の
夜
〕

〔
解
説

や
る
せ
な
い
し
ず
け
さ
の
雰
園
衆
､
奥
ま
っ
た
庭
の

孤
猫
が
'
月
あ
か
り
を
通
-
抜
け
て
造
か
に
偉
わ
つ
て
く
る
砧

の
苦
を
耳
に
す
畠

と
い
う
単
純
な
表
現
法
で
形
成
さ
れ
る
O
こ

の
.詩
は
詩
人
白
身
の
.こ
と
と
せ
ず
に
あ
る
孤
喝
な
女
性
に
つ
い

て
の
詩
と
し
て
も
よ
い
｡
1

夜
の
静
寂
が
奥
深
く
連
な
る
庭

を
掩
う
｡
詩
人
の
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
小
さ
い
庭
は
外
界
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
夜
ふ
け
に
城
の

外
堀
の
､
柳
の
木
の
あ
る
岸
で
洗
濯
し
て
い
る
女
の
う
つ
砧
の

か
す
か
な
響
､
畢
調
な
リ
ズ
ム
1

時
折
り
澄
み
切
っ
た
夜
の

冷
菜
を
吹
き
披
け
る
涼
や
か
な
秋
風
が
も
た
ら
す
そ
の
響
だ
け

が
彼
に
迫
っ
て
く
る
｡
こ
の
秋
さ
な
か
の
月
の
夜
'
愛
す
る
人

(
故
郷
そ
の
他
)
へ
の
思
慕
の
情
が
ど
ん
な
に
彼
の
的
な
し
め

つ
け
る
こ
と
か
｡
だ
の
に
彼
に
は
こ
の
耐
え
が
た
い
長
夜
に
や

す
ら
い
な
輿
え
て
く
れ
る
人
も
､
慰
め
と
な
る
よ
う
な
思
い
も

な
い
｡
あ
る
も
の
は
た
だ
慰
さ
め
に
あ
ら
ず
し
て
悲
し
み
と
思

慕
を
さ
そ
う
冷
た
い
銀
色
の
月
の
光
と
と
も
に
'
こ
の
小
室
の

;lじ
吏

や
る
せ
な
い
静

寂

に

せ
ま
っ
て
単
調
に
響
い
て
く
る
砧
の
青
だ

け
で
あ
る
｡〕

こ
う
し
て
一
首
の
詞
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
各
項
を
頭
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
ょ
つ
て
､
素
養
あ
る
中
国
人
が
李
後
主
の
詞
を
讃
ん
で
感
ず

る
で
あ
ろ
う
詩
情
を
か
な
り
の
程
度
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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こ
の
よ
う
に
詩
の
雰
固
束
ま
で
を
掘
り
下
げ
て
説
明
す
る
た
め
に
は
､

原
詩
に
つ
い
て
の
通
り

一
連
で
な
い
高
度
の
理
解
と
ー
そ
の
上
に
充

分
な
表
現
力
を
も
た
れ
ぼ
な
ら
.な
い
が
､
ネ
フ
マ
ン
氏
の
場
合
､
仝

鰭
と
し
て
注
目
す
べ
き
成
功
聖
不
し
て
い
る
と
思
う
O
彼
の
詳
解
が

申
開
の
詩
に
つ
い
て
無
智
な
人
々
に
封
し
て
恐
ら
く
こ
れ
ま
で
の
欧

米
に
お
け
る
ど
の
醜
詩
よ
り
も
中
国
詩
の
境
地
を
よ
く
俸
え
て
い
る

で
あ
ろ
う
し
､
夏
に
原
詩
に
接
す
る
人
々
に
も
極
め
て
有
益
な
助
言

を
輿
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
あ
る
ま
い
｡
し
か

し
な
が
ら
個
々
の
詩
文
又
は
註
解
を
と
り
出
せ
ば
安
富
を
炊
く
と
思

わ
れ
る
も
の
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
｡
例
え
ば

叫
へ
第
十
首
子
夜
歌
の
第
六
句

｢
禁
苑
春
節
税
｣
の

｢
春
蹄
｣
を

｢
春
に
人
が
障
る
｣
と
い
う
風
に
詳
し
て
い
る

[lm

F
riih
lin
g
k
ehrt

m
Ltn
SpEtt
vom
kaisertichen
p

ark
zuriick
.(i).
51)]が
､
春
が

過
ぎ
て
行
く
の
を

｢
蹄
｣
と
い
う
字
で
表
現
す
る
の
は
詩
詞
に
お
い

て
ご
く
普
通
の
こ
と
で
､
こ
こ
だ
け
が
例
外
で
あ
る
筈
は
な

い
｡

(
春
鰐
何
虚
､
寂
莫
無
行
路
'
若
有
人
知
春
去
虚
､
喚
取
締
釆
同
位

苦
庭
竪

清
卒
栄
.
願
春
暫
留
､
春
蹄
如
過
襲

用
邦
彦

六
醜
)

佃､
第
十
三
首
吏
漏
子
の
第
三
句

｢花
外
漏
草
道
避
｣
に
忠
い
て

書

評

｢
漏
啓
｣
を

｢
雨
の
し
た
た
る
普
｣
[D
rtm
B

en
(bei
d
en
)B
tu
m
en

das
tropfen
d
e

G
erih
sc
h
(
d

es
R
e
gen
s
k
ti】･g
t
w
ie
)LLuS
W
eite
r

F

e

rr)C
1)nd
unttblmissig
.
(p
.
5
5)
]
と
解
し
て
い
る
が
唐
突
に
す
ぎ

る
｡
｢
漏
啓
｣
を

｢
漏
刻
の
音
｣
と
い
う
意
味
以
外
に
使
っ
て
い
る

例
を
私
は
知
ら
な
い
｡

次
に
解
程
の
原
則
的
な
面
で
の
不
満
を
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
､
ホ

フ
マ
ン
氏
は
戴
景
素
氏
の
編
す
る

｢
李
後
主
詞
｣

(註
4
)
を
底
本

と
し
て
い
る
が
､
戴
氏
は
李
後
主
の
詞
作
を
三
つ
の
時
期

1

糾
'
機
宜
小
周
后
之
前
後
1

歎
娯
生
活
中
的
作
品

囲
う
経
書
入
朝
至
金
陵
失
格

1
外
力
塵
迫
下
的
作
品

籾
､
北
従
京
師
以
後
-

停
虜
生
活
中
的
作
品

に
分
ち
､
個
々
の
作
品
を
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
配
し
て
い
る
｡
こ
の
戴
氏
の
配
列
は
全
く
牽
強
附
合
で
あ
る
ぽ
か

り
で
な
く
､
詩
飴
の
理
解
鑑
賞
を
甚
だ
し
く
誤
ま
る
も
の
で
あ
る
｡

な
ぜ
な
ら
､宋
以
後
の
詞
で
は
､あ
る
場
合
に
は
作
品
と
事
案
と
の
関

係
が
明
ら
か
で
あ
り
､
時
に
は
そ
の
事
寛
を
知
ら
ね
ば
そ
の
詞
を
解

し
難
い
こ
と
も
あ
る
が
､
初
期
す
な
わ
ち
唐
五
代
の
詞
で
は
作
者
す

ら
直
ち
に
断
定
で
き
る
も
の
は
少
な
く
､
ま
し
て
世
に
俸
え
ら
れ
る
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夢

二
か

本
尊
の
ご
と
き
は
概
ね
後
人
の
附
合
に
す
ぎ
な
い
｡
更
に
詩
飴
の
生

命
と
も
い
う
べ
き
は
､
そ
の
極
め
難
い
無
限
定
的
な
感
情
の
世
界
で

あ
っ
て
､
個
々
の
作
品
を
張
い
て
具
鰭
的
な
事
覚
に
結
び
つ
け
る
の

は
､
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
､
却
っ
て
詩
飴
の
生
命
を
傷
つ
け
て

し
ま
う

ので
あ
る
｡
カ
フ
マ
ン
氏
が
戴
氏
の
テ
ク
ス
ト
を
底
本
と
し

て
そ
の
時
期
区
分
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
､
従
っ
て
解
詮
に
お
い
て
時

折
り
李
後
主
の
境
遇

(
そ
の
多
く
は
偉
詮
に
す
ぎ
な
い
)
と
結
び
つ

け
て
詮
明
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
は
魂
念
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ

ら
も
彼
の
仕
事
の
債
値
を
損
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
｡

更
に
此
の
書
は
李
後
主
詞
の
発
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
詩
飴

に
つ
い
て
の
文
畢
史
的
解
説
､
李
後
主
の
倖
記
､
詞
牌
に
つ
い
て
の

解
詮
'
李
後
主
詞
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
が
附
さ
れ
て

い
る
｡
こ
れ
ら
は
従
来
の
通
詮
を
ま
と
め
た
も
の
で
､
特
に
創
見
と

み
る
べ
き
も
の
は
な
い
が
､
詩
徐
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た

も
の
と
し
て
は
最
も
よ
く
整
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
又
最
後
の
附
録

の
中
ー
各
詞
毎
の
語
句
の
註
解
を

1
殻
的
な
形
に
ま
と
め
た
も
の
は
､

(註
5
)
そ
の
濁
特
の
詮
明
方
法
に
よ
り
､
い
わ
ば
詞
帯
解
と
も
い

う
べ
き
も
の
と
し
て
参
考
す
る
に
足
る
｡
ま
た
同
じ
く
附
録
の
中
の

｢
李
短
詞
の
翻
詩
の
日
録
｣
と

｢
参
考
書
目
｣
の
中
の
欧
洲
語
の
部

分
と
は
､
こ
れ
ま
で
の
欧
米
に
お
け
る
詩
飴
の
研
究
状
況
を
知
る
た

め
に
便
利
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
｡
ま
た
末
尾
に
李
後
主
詞

の
全
文
を
附
し
て
い
る
の
も
こ
れ
ま
で
の
欧
米
に
お
け
る
戯
評
に
は

殆
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
述
べ
た
よ
う
に

｢李
煩
の
詞
｣
は
詩
飴
の
詳
解
と
し
て
懇
切

丁
寧
を
き
わ
め
､
し
か
も
相
常
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､

中
国
語
を
解
し
な
い
盛
者
に
と
っ
て
こ
れ
を
反
覆
玩
味
す
る
の
は
や

は
り
可
成
り
根
気
を
要
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
に
封
し

｢
春

花
秋
月
｣
は
更
に
虞
汎
な
読
者
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
｡
こ
の
書
は

｢申
開
版
喜
史
圏
錬
｣

(註
6
)
中
に
景
印
さ
れ
た

｢
詩
徐
董
譜
｣

(註
7
)
よ
り
二
十
首

(李
景

1
首
､
詑
仲
掩

一
首
､

采
郁

一
首
､
欧
陽
修
二
首
､
王
安
石
二
首
､
蘇
戟
二
首
､
黄
庭
堅

一

首
､
秦
観
六
首
､
越
今
時

一
首
｣
張
孝
群

一
首
'
程
仲
殊

一
首
､
李

清
照

1
首
)
を
選
ん
で
離
詳
し
､
木
版
墓
の
.影
印
に
添
え
た
も
の
で

あ
る
が
､
な
る
べ
く
解
詮
を
必
要
と
し
な
い
平
易
な
も
の
を
選
ん
だ

よ
う
で
詩
文
は
極
め
て
流
暢
で
あ
る
｡
し
か
も
な
お
末
尾
に

1
首
に

138



つ
き
二
頁
か
ら
三
貢
程
度

の
解
詮
を
附
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
詩
文

の
頭
者
ぽ
か
り
で
な
く
､
原
詞
を
謹
む
人
に
も

一
説
に
債
す
る
｡
叉

木
版
葦
の
影
印
は
非
常
に
鮮
明
で
彼
の
地
の
好
事
家

の
眼
を
楽
し
ま

せ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
｡

以
上
を
以
て
ネ
フ
マ
ン
氏
の
二
書

の
紹
介
を
忠
わ
る
が
､
中
国
の

古
典
詩
は
い
わ
ゆ
る
漢
詩
と
し
て
､
日
本
で
は
首
く
か
ら
親
し
ま
れ

て
乗
た
し
､
現
在
ま
で
多
く
の
単
著
に
よ
っ
て
'
研
究
上
の
業
績
は

勿
論
､
更
に
廉

い
讃
者
の
た
め
の
詳
解
も
､
欧
栄
に
お
け
る
そ
れ
ら

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
豊
富
な
も
の
が
あ
る
が
､
こ
と
詩
飴
に

関
し
て
は
'
こ
こ
に
採
り
上
げ
た
二
者
に
比
肩
す
べ
き
も
の
を
知
ら

な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
.

〔附
託
〕

こ
の
二
書
に
つ
い
て
は
既
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
草
の
ハ
イ
タ
ワ
ー
教

授
の
書
評
が
あ
る

(琵
8
)
｡

同
教
授
の
評
は
全
鮭
と
し
て
適
確
で
'
此
の
稿
を
作
る
に
嘗
っ
て
も
大
い

に
参
考
に
し
た
が
'
た
だ
作
品
を
時
期
に
分
つ
こ
と
と
作
品
を
孝
枝
主
の
境

遇
と
結
び
つ
け
て
解
す
る
こ
と
を
'
一
腰
は
批
判
し
っ
つ
も
原
則
的
に
認
め

て
い
る
鞘
は
承
服
し
難
い
.
ホ
フ
マ
ン
が
巻
末
に
掲
げ
た
李
爆
詞
の
全
文
に

書

評

つ
い
て
こ
れ
以
上
の
テ
ク
ス
ト
を
求
め
得
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
も
俄
か
に

は
首
肯
し
か
ね
る
｡
又
こ
の
書
評
で
は
ホ
フ
マ
ソ
の
二
苦
と
並
べ
て
こ
れ
ら

よ
り
少
し
-
先
に
出
版
さ
れ
た
孝
枝
主
詞
の
英
讃

(註
9
)
を
評
し
て
い
る

が
'
こ
れ
は
ハ
イ
タ
ワ
ー
教
授
も
評
し
て
い
る
よ
う
に
翻
譜
と
し
て
特
に
成

功
を
元
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く

殊
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
何
等
参
考

す
べ
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わ
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