
杜
甫
に
お
け
る

「
遊
び
」

5王

は
じ
め
に

(J) 

と
が
名「

ふ了'陳
O~慨

し¥と
し1

イコ

。、〉

。〉

での
あ lt武
る言を
。」進

む
る
表-

度
之
述
作
、

随
時
敏
捷
、
揚
雄
枚
慕
之
徒
、

庄
の
述
作
は
、
ム
ハ
経
を
鼓
吹
2

ず
と
雌
も
、
沈
欝
頓
挫
、
随
時
敏
捷
な
る

枚
率
の
徒
も
、
企
及
す
べ
き
に
庶
き
な
り
。

{
沈
欝
頓
秘
」
は
、
「
随
時
敏
捷
」
と
結
び
付
け
る
べ

葉
で
あ
り
、
準
く
ふ
さ
が
っ
て
停
滞
し
て
い
る
~
玄
に
応
じ

て
す
ば
や
く
動
く
と
い
う
、
作
品
に
お
け
る
趣
の
変
化
を
示
し
て
い

る
Q

つ

ま

り

、

社

甫

は

か

ら

へ

の

変

化

を

自

身 る
こ
と
能
わ

揚
雄

て

の
用
伊j
を
中
Jい

111 

島

め
ぐ
み

て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
「
沈
鯵

る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
の
し

か
し
、
後
代
の
は
社
南
の
意
に
反
し
て
「
沈
欝
頓
総
」
の
部

分
の
み
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
「
糠
慨
ヘ
「
悲
壮
ヘ
ニ
強
厳
へ
と

い
っ
た
評
も
加
わ
っ
て
、
そ
の
憂
愁
の
詩
風
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
っ
従
来
、
社
詩
の
遊
興
や
諮
説
性
に
つ
い
て
の
研
究

が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
評
に
拠
る

所
が
大
き
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
σ

だ
が
、
杜
講
告
身
が
「
随
時
敏
捷
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
社
詩
の

中
に
は
、
精
神
を
由
自
に
解
放
す
る
こ
と
の
楽
し
み
を
詠
っ
た
詩
も

数
多
く
あ
り
、
社
詩
全
体
を
一

2

沈
欝
」
の
許
諾
だ
け
で
語
り
尽
く
す

こ
と
は
で
き
な
い
む
こ
う
し
た
精
神
を
解
放
し
楽
し
む
要
素
は
、
社

詩
に
お
け
る
「
遊
び
一
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
、
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
杜
詩

て
、
こ
の
「
遊
び
」
の
有
り
様
を
検
討

σ〉

の
特
徴
と
し
、

(25) 

。コ

。〉



し
、
さ
ら
に
酒
興
に
ま
つ
わ
る

す
る
も
の
で
あ
る
の

の
意
味
を
洗
い
な
お
そ
う
と

社
甫
の
「
遊
び
」

官
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
の
吋
遊
び
と
人
間
』
に
よ
れ
ば
、
「
遊
び
」

と
は
「
気
晴
ら
し
、
熱
狂
、
自
由
な
即
興
、
気
ま
ま
な
発
散
(
パ
イ

(
3ず

デ
ィ
ア
)
」
の
要
素
を
持
つ
行
為
で
あ
る
と
い
う
っ
本
章
で
は
、
こ

の
カ
イ
ヨ
ワ
の
定
義
を
用
い
、
杜
帯
が
臼
常
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
楽

し
み
、
気
晴
ら
し
ゃ
発
散
を
し
て
い
る
詩
を

a

取
り
上
げ
、
そ
の

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
っ

(
七
五
九
)
作
の

首

「
目
的
枝
村
に
草
堂
を
霞
《
地
を
一
一
噂
ね

其
一
」
(
吋
杜
詩
詳
説
』
巻
七
)
は
、

詩
趨
の
通
り
、
社
甫
が
友
人
で
あ
る
賛
公
と
共
に
、
秦
州
近
郊
の
西

校
村
で
草
堂
を
設
け
る
場
所
を
探
し
た
こ
と
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
つ

る。

賛
公
揚
休
徒

好
静
心
跡
素

は
湯
休
の
徒

静
を
好
み
て
心
跡
中
煮
な
り

昨
鍛
上
の
作
を
校
。
け

盛
ん
に
巌
中
の
越
を
論
ず

恰
然
と
し
て
共
に
手
を
携

意
を
怒
に
し
て
閉
じ
く
速
歩
す

議
論
巌
中
趣

羅
を
荊
り
て
先
登
す
る
に
渋
り

峨
に
階
り
て
反
顧
す
る
に
肱
す

求
め
ん
と
要
す
陽
岡
の
媛
か
な
る
を

捗
る
に
苦
し
む
陰
嶺
の
涯
な
る
を

横
慢
す
老
大
の
藤
に

沈
吟
す
思
婚
の
樹
に

居
を
ト
す
る
の
意
未
だ
展
べ
ず

策
を
杖
き
て
、
起
れ
ば
旦
に
暮
れ
ん
と
す

の
作
を
荘
、
げ
、
盛
ん
に
巌
中
の
趣
を
論
ず
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
遠
出
を
決
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、

賛
公
が
社
甫
に
西
校
村
の
す
ば
ら
し
さ
を
吹
聴
し
て
い
た
経
緯
が
あ

っ
た
守
し
か
し
、
「
印
刷
を
ト
す
る
の
意
未
だ
展
べ
ず
」
と
一
一
一
一
向
い
、
『
杜

臆
』
巻
一
一
一
に
「
深
山
に
隣
無
く
、
猿
数
を
信
と
為
す
。
置
に
安
伸
縮
す

る
こ
と
を
得
ん
や
J

と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
所
は
と
て
も
庵

(4) 

を
結
ぶ
に
適
す
る
よ
う
な
土
地
で
は
な
い
。
活
校
村
に
詳
し
い
賛
公

は
そ
の
こ
か
じ
め
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
こ
の
遼

秦
州
郊
外
の
自
然
を
満
喫
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

間
然
へ
「
恋
意
」
の
語
か
ら
は
、
社
甫
が
遠
出

ん
で
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
っ
た
に
つ
か

っ
た
り
、
振
り
返
っ
て
高
さ
に
舷
最
し
た

の
よ
う
で
あ
る
。

欄
れ
羅
渋
先
登

砂
織
舷
反
額

要
求
揚
問
問
媛

苦
砂
陰
嶺
涯

横
様
老
大
藤

沈
吟
毘
播
樹

杖
;こ策

趨
A旦
暮

出
の
棄
の

と
考
え
ら
れ
る
会

を
心
の
ま
ま

永
小
つ

(26) 

士、



路

遼
色
有
諸
嶺

長

光

棺

牒

瀧

柑

く

膝

臓

た

ら

ば

一
吏
越
西
南
頂
更
に
越
え
ん
剖
南
の
瑛
き
を

と
結
ぼ
れ
て
お
り
、
社
雨
が
さ
ら
に
奥
探
い
峰
々
を
求
め
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
危
険
な
状
況
は
恐
怖
で
も
あ
る
が
、
山
水
の
楽
し
み

を
究
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
ま
た
心
地
よ
い
興
欝
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
大
げ
さ
に
「
側
捜
ヘ
叶
沈
吟
」
し
て
不
満
を
述
べ
る

枇
甫
は
、
抑
圧
さ
れ
た
出
常
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
て
自
由
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
中
に
は
、
部
校
村
と
い
う
人
里
離
れ
た
場
所
で
、
賛
公
と

い
う
気
の
置
け
な
い
友
人
と
、
意
の
ま
ま
に
遊
ぶ
杜
甫
の
様
子
が
捕

か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
杜
帯
に
は
、
酔
っ
て
馬
に
乗
る
遊
び
の
楽
し
さ
を
表
現
し

た
詩
が
あ
る
。
踏
を
飲
ん
で
馬
に
乗
る
と
い
う
行
為
は
、
古
く
は
言
問

「
隠
逸
伝
」
の
山
簡
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で

路
な
ら
ん
や

出
為
佼
南
将
軍
、
都
替
荊
湘
交
一
広
間
州
諸
叢
事
、

仮
節
鎮
褒
陽
。
子
時
四
方
遊
乱
、
天
下
分
崩
、
ヤ
十
一
威
不
振
、
戦

野
危
耀
、
館
優
瀞
卒
歳
、
唯
沼
是
枕
。
諾
習
氏
、
荊
s

有
佳
麗
池
、
毎
鮪
出
嬢
遊
、
多
之
池
上
、
置
摺
純
一
酔
、

日
、
山
公
出
何
許
、
往
一
全
両
陽
泊
。
日

腕
間
前
無
所
知
。
時
時
能
騎
馬
、
倒
著
自
接
額
。
挙

何
如
井
州
児
。
磁
家
在
井
州
、
簡
愛
将
砲
。

出
で
て
征
南
将
軍
、
都
督
荊
湘
交
広
閤
州
諸
案

仮
節
し
て
饗
腸
に
鎖
す
。
特
に
四
方
波
乱
し
、
天

下
分
崩
し
て
王
威
振
る
わ
ず
、
朝
野
危
濯
す
る
も
、
簡
優
瀞
と

し
て
識
を
卒
え
、
唯
だ
摘
に
の
み
是
れ
耽
る
α

諸
習
氏
、
荊
土

の
豪
膝
に
し
て
、
住
き
翻
池
有
れ
ば
、
毎
に
額
出
で
て
嬉
遊
し
、

多
く
池
上
に
之
き
、
援
惜
し
て
瓢
ち
酔
い
、
之
に
名
づ
け
て
高

い
づ
〆
、

組
側
池
と
日
う
っ
時
に
童
児
有
り
て
歌
い
て
日
く
、
山
公
何
許
に

か
出
で
ん
、
投
き
て
高
揚
地
に
至
る
。
自
タ
倒
載
し
て
帰
る
も
、
幻

酪
町
し
て
知
る
一
助
無
し

9

時
時
能
く
馬
に
騎
り
、
自
接
織
を
倒

著
す
。
鞭
を
挙
げ
て
葛
轍
に
向
か
い
、
井
州
の
児
に
如
何
、
と
。

一
掘
の
家
井
川
刊
に
夜
り
、
簡
の
愛
将
な
り
。

各
地
で
抗
争
が
恕
ニ
り
、
間
家
崩
壊
の
危
機
に
あ
る
中
、
山
簡
は

何
食
わ
ぬ
顔
で
池
に
遊
び
、
溜
に
浸
る
。
夜
に
な
っ
て
馬
に
乗
り
帰

ろ
う
と
す
る
が
、
酪
前
状
態
で
嬬
子
を
さ
か
さ
ま
に
か
ぶ
っ
て
い
る

こ
と
も
分
か
ら
な
い
。
こ
の
滑
稽
で
、
脱
俗
的
な
人
物
は
、
詩
の
モ

チ
ー
フ
と
し
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
李
自
の
詩
の
中
に
は

山
簡
を
詠
じ
た
一
一
一
げ
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
と
し
て
、
「
議
陽
曲

〔

6
)

間
首
」
一
(
『
李
太
自
全
集
』
巻
五
)
を
挙
げ
よ
う
。

日

山
斜
陽
地
。



ハ
は
入
品
し
十
市
ゴ
恥
キ
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U
U
ド，の
A

訴
践
羽
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刊
陀
W

砂利

H
γ
1
5守
正
明
吋
ご

題
担
に
J
g
h

い限い
1
1

山
公
摘
に
酔
う
特

高
協
の
下
に
鶴
町
す

の

倒
著
還
鱗
馬
倒
著
し

こ
の
詩
に
は
、
山
簡
の
逸
話
が
そ
の
ま
ま
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
閉
じ
く
事
自
作
の
「
江
夏
贈
章
南
陵
氷
」
(
吋
李
太
'
日
全
集
」

a

)

に
は
「
山
公
酔
後
能
く
馬
に
隣
る
」
の
勾
が
、
「
議
楊
歌
」

全
集
b

巻
七
)
に
も
「
接
離
を
倒
着
し
花
下
に
迷
う
」
、
「
離

し
て
落
梅
を
歌
う
」
の
旬
、
が
あ
る
の
こ
の
よ
う
に
、
李
白

い
ず
れ
の
場
合
も
山
簡

が
酔
つ
て

の
典
故
か
ら
抜
け
出
すの

中
で
、
酔
っ
て
鰐

の
に
、
の
作
品
で
あ
る
「
飲
中
八
仙
歌
」

春
三
)
が
あ
る
の
八
人
の
淵
友
が
一
泊
仙
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ

の

最

初

に

、

酔

つ

で

し

、

に

落

ち

て

限

る

て
い
る
の

り

II民
花

は

j主主

111主

服
花
さ
き
井
に
落
ち
て
水
底
に
限
る

こ
し
て
い

の
で

あ
る
。
こ
の
ぷ
紙
花
」
と
似
通
つ

作
の

「

龍

内

閣

」

巻

九

)

に

も

見

受

け

ら

れ

る

。

巨
絃
鰻
雑
花
自
絃
み
て
雑
花
践
ち

一
関
嵐
吹
過
南
頭
開
制
過
雨
を
吹
く

絶
壁
に
取
り
付
け
ら
れ
た
頼
り
な
い
桟
道
を
仰
ぎ
見
て
の
句
で

あ
る
つ
種
種
の
諾
々
が
自
の
訴
に
お
ち
ゆ
く
よ
う
に
く
ら
く
ら
と
し
、

頭
に
嵐
が
吹
い
て
雨
が
吹
き
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
杜
甫
自
身
の
一

種
病
的
な
舷
最
の
感
覚
で
あ
る
。
社
甫
は
、
高
所
に
臨
ん
で
の
混
乱

状
態
を
敏
感
に
と
ら
え
、
そ
の
い
き
い
き
と
し
た
実
感
を
、
典
故
を

用
い
し
て
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
飲
中
八
仙
歌
」

の

の

表

現

と

同

じ

で

あ

り

、

馬

上

の

(
感
と
し
て
詠
じ
て
い
る
と
一
一
一
一
問
え
る
c

、
慶
州
で
の
作
「
催
評
事
弟
相
い

応
に
老
夫
泥
雨
を
晃
て
出
づ
る
を

し
、
筆
を
走
ら
せ
て
戯
れ

も
、
「
酔
於
潟
上
」
の

酔
い
に
よ

ま
た
、

(28) 

強
れ
、

見
ら
れ
る
つ

江
間
資
を
滋
う
る
に
馬
迎
を
許
す

身
花
開
を
過
ぐ



な
び〉し、

lことつ

こ

酔

い

て

の

こ

っ

人

て

、
-

b

t

J

1

L

 

朱

織

の

注

る

の

が

ど

う

し

て

好

い

こ

と

だ

酔
え
引
は
ぐ
っ
た
り
し
て
し
ま
う
の
に
、
ど
う
し
て
体
の
軽
い
こ
と
が

(S) 

あ
る
だ
ろ
う
か
J

と
述
べ
て
い
る
。
通
常
で
は
不
快
な
だ
け
の
一
端

沌
も
、
ほ
ど
よ
い
酔
い
が
心
地
よ
く
し
、
潟
上
の
往
来
も
楽
し
い
も

の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
こ
の
句
は
、
社
棋
が
惣
像
し
、
期

る
内
容
で
あ
り
、
酔
っ
て
馬
に
乗
る
こ
と
を
楽
し
い
こ
と
と
す

る。

に
引
く

日5
0) さ

ら
に
、
「
酔
い
て
馬
よ

つ
る
を
為
す
、
諸
公
摘
を
携
え
て

相

い

巻

十

八

)

の

詩

は

、

酔

っ

て

馬

に

乗

る

楽
し
み
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
の

甫
也
諸
侠
老
賓
客
南
は
諸
倹
の
老
賓
客

龍
、
制
酎
歌
拓
金
戟
摘
を
罷
め
て
酎
歌
金
戟
を
拓
る

。〉

散
締
法
熔
濯
蔚
石

蹄
を
散
じ

と
あ
る
が
、ら、

の
石

摘
を
飲
み
終
え
て
も
す
ぐ
砕
い

杜

識

は

上

機

嫌

で

し

A
W

ミ
尽
位
入
メ

品川
N

漏
出
開
、

c

で
'
な
い
の

い
頃
を
思
い
出

し
、
蹄
で
お
が
こ
て
し
ま
う
よ
う
な
犠
塘
峡
の
道
を
、

く
危
検
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
駆
け
て
い
く
。

江
村
野
堂
争
い
て
間
以
に
入
る

摘
を
歌
れ
粧
を
搾
れ
て
紫
悶
を
凌
ぐ

紅
顔
能
く
騎
射
す
る
に

安
ん
ぞ
知
ら
ん
臆
を
決
す
追
風
の
足

朱
行
勝
緯
猶
お
支
を
噴
く
に

虞
ら
ず
一
蹴
し
終
に
損
傷
す
る
を

人
生
意
を
快
に
す
れ
ば
辱
め
ら
る
る
所
多

(29) 

し

杜
甫
は
手
綱
を
し
っ
か
り
と
持
た
ず
、
手
放
し
の
よ
う
な
状
態

駆
け
て
い
く
が
、
結
局
は
疲
れ
き
っ
た
馬
が
つ
ま
ず
い
て
務
馬
し
、

け
が
を
負
っ
て
し
ま
う
っ
詩
の
後
半
部
は
、
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た

友
人
に
自
分
の
失
態
を
呈
示
す
る
目
的
で
、
い
さ
さ
か
自
暢
気
味

に
書
か
れ
て
い
る
む
し
か
し
、
飲
酒
に
よ
る
高
揚
感
と
、
騎
乗
の
快

楽
と
が
こ
の
詩
全
体
を
貫
く
主
題
で
あ
り
、
社
甫
の
体
感
す
る
近
景
、

遠
景
の
変
化
や
ス
ピ
ー
ド
感
が
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
構
成
で
描
き
込

ま
れ
て
、
鮮
や
か
に
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
李
自
の
詩
は
、
「
山

と
い
う
逸
話
を
典
故
と
す
る
こ
と
で
類
型
化
す
る
。
そ
れ
に



対
し
て
杜
講
の
詩
は
、
の
酔
い
の
感
覚
が
、
偲
人
的
体
感
と
し

て
よ
り
鋭
敏
に
表
現
さ
れ
、
独
創
性
が
高
い
。
特
に
「
酔
い
て
馬
よ

り
怒
っ
る
を
為
す
、
諸
公
酒
を
携
え
て
相
い
看
る
」
の
詩
は
、
馬
上

で
の
体
感
が
極
め
て
独
創
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
篤
上
の
酔
い
の

快
楽
を
文
学
表
現
に
昇
華
し
得
た
初
め
て
の
作
品
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
遊
び
」
の
詩
の
中
に
は
、
日
常
か
ら
脱
し
、

自
由
に
楽
し
む
社
甫
自
身
の
様
子
が
拙
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
「
遊

び
」
の
行
為
に
お
け
る
興
禽
や
怒
意
性
、
発
散
性
と
い
っ
た
特
徴
は
、

杜
甫
の
詩
中
で
用
い
ら
れ
る
「
狂
」
の
意
味
に
も
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
次
章
2

と

「

遊

び

」

と

の

つ

い

て

見

て
い
き
た
い
。

沼
興
と
「
清
狂
」

ア)七
Zに!呼
「始 L5; に
j武ま、は
疾つ
にて十
舟‘問
中大歳
枕) 詩 作
に五の
伏

四
載

¥
J
3
4
1
w
パ

M
け
4

予
当

。
匂
門
川
パ
ね
V
，刀

歳
の
作

磁
湖
南
の
親

一
)
ま
で
、
生
涯
を
通
じ

そ
の
中
で
特
に
詑
目
し
た
い
の
が
、

て

の
字
を
用
い
て
い

す
、
ノ
J

、ヨリ
L
ぷ
%
ト
ド
ド
〉

ノ

f
k
」

E
i
J
j
揺
が
1
0

上
元

巻
十
九
)
で
あ
る
。

欲
填
溝
袈
唯
疏
放

の
「
狂
夫
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
横
山
伊
勢
雄
氏
は
、

「
自
己
を
疎
外
す
る
外
界
を
腕
一
み
付
け
て
い
る
自
」
に
起
因
す
る
と

(md 

述
べ
て
い
る
つ
ま
た
、
谷
口
真
由
実
氏
は
、
こ
の
詩
が
「
狂
夫
」
の

語
を
直
接
的
自
称
と
し
て
用
い
た
初
め
て
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
こ
の
表
現
が
「
自
記
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
の
鋭
さ
」
に
よ

(
日
)

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
。
杜
甫
の
諌
外
感
や
自
身

に
対
す
る
冷
や
や
か
な
客
観
性
が
「
狂
夫
」
と
い
う
表
現
を
生
ん
で

い
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
遊
び
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

改
め
枚
持
に
お
け
る
「
狂
」
の
用
例
を
見
直
し
た
と
き
、
そ
れ
だ

な
い
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
手
始
め
に
、
「
清
狂
」
の
語
を
用
い
た
詩
を
取
り
上
げ
、

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

年
(
七
六
六
)
秋
、
饗
併
で
の
作
で
あ
る
「
壮
遊
」
(
『
杜

巻
十
六
)
は
、
社
甫
の
自
叙
伝
と
も
一
一
一
一
回
う
べ
き
内
答
を
持

り
し
頃
の
己
の
行
動
が
と
い
う
一
一
一
一
向

溝
整
に
填
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
唯
だ
疏
放

な
り

自
笑
狂
夫
者
更
狂

自
ら
笑
う

狂
夫
老
い
て
更
に
狂
た
る

を

こ
の

(30) 

け
で

つ
作
山
川
口
ね

4

d

l

 

ー

}

0

1
u
y
 



、1
ノ
同
開
勺

f
d
J

司
吋
，
P

。。

々
さ
き
買
い
守

E

h
p
'
i作
品
仲
間

I
d
H
r
f

袈
馬
頗
る
情
狂
な
り

の
と
に
敏
い

冬
は
背
丘

騰
を
呼
ぶ

献

を

濯

う

の

関

射
飛
ハ
智
縦
純
飛
を
射
て
曾
ち
粧
を
縦
つ

引
時
内
務
糊
餓
腎
を
引
き
て
櫛
織
を
落
と
す

以
上
の
句
は
、
郷
貢
進
士
と
し
て
都
に
上
る
も
及
第
せ
ず
、

か
ら
去
っ
た
後
、
島
出
に
遊
、
ひ
ま
わ
っ
た
領
の
様
子
を
詠
っ
た
部
分

で
あ
る
。
「
議
馬
」
は
、
去
州
凱
m
h
J雌
也
篇
の
「
肥
馬
に
乗
り
、
軽
装

、
な
衣
る
J

を
も
と
に
し
た
詩
で
あ
り
、
軽
い
皮
衣
を
着
て
、
肥
え

た
馬
を
軽
快
に
乗
り
こ
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
『
社
詩
趣
次
公

先
後
解
輯
校
b

戊
験
巻
十
に
は
「
杜
甫
が
裳
潟
に
(
清
狂
の
一
品
聞
を
)

用
い
て
い
る
の
は
、
護
馬
に
意
を
注
い
で
い
る
様
子
が
清
狂
の
よ
う

hu) 

で
あ
る
こ
と
を
一
寄
っ
て
い
る
の
で
あ
る
J

と
あ
り
、
馬
で
は
な
く

杜
甫
自
身
が
摺
狂
で
あ
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
。

「
清
狂
」
の
諾
は
、
社
甫
以
前
の
文
学
作
品
に
は
、
左
思
の
「
貌

都
賦
」
と
李
自
の
「
侍
郎
叔
に
惜
し
て
湘
躍
に
遊
ぶ
、
酔
後
一
一
一
首
」

其
の
一
の
詩
以
外
に
ほ
と
ん
ど
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
「
貌
都
賦
」

の
例
を
挙
げ
よ
う
。

呼
腐
向
中
概
林

の
林

客

翫
進憐
退嬰
之 jin
惟謝
谷日 IJ線
合、駕

非僕失
常党所
j謀?青o 。
市狂o有
無、観

の

、

呉

窃

の

二

客

は

一

、

し

て

棺

い

一

翻

し

て

所

を

失

う

。

蹴

替

の

容

有

り

て

、

神

お
い
形
茄
る
つ
気
、
を
弛
め
坐
を
離
れ
、
憐
翠
し
て
謝
し
て
臼
く
、

僕
が
党
議
狂
に
し
て
、
問
機
に
怖
迫
す
。
審
議
の
辛
を
忘
れ
た

る
に
習
い
、
進
退
の
惟
れ
谷
る
に
翫
う
。
常
に
藤
ね
て
覚
む
る

無
き
に
非
ざ
る
も
、
皇
輿
の
軌
燭
を
観
、
さ
り
き
。

時
間
切
公
子
の
街
都
の
話
、
東
呉
王
孫
の
呉
都
の
話
を
開
い
て
い
た

鶴
間
出
先
生
が
、
親
都
の
話
を
し
て
道
を
説
き
、
二
人
を
諌
め
た
後
の

部
分
で
あ
る
。
こ
の
用
例
で
は
、
自
分
た
ち
の
愚
か
さ
を
表
す
一
言
葉

と
し
て
、
「
構
筏
」
の
認
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
饗
轟
の
辛
を
忘
れ

た
る
に
習
い
、
進
退
の
縫
れ
谷
る
に
翫
う
。
」
と
は
、
琴
食
う
虫
が

辛
い
の
を
忘
れ
て
食
べ
、
進
退
窮
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
夢
虫
が
自
分
の
食
べ
る
葉
を
辛
い
と
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、
富

自
的
な
状
態
が
「
清
狂
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
司
漢
常
一
回
』
巻
六
十
一
一
一
「
日
間
口
出
哀
王
劉
縛
伝
」
に
も
{
清
狂
」

の
語
が
見
え
る
。
孝
室
帯
は
、
前
帝
で
あ
っ
た
賀
を
忌
み
嫌
い
、
饗

戒
し
て
い
そ
こ
で
、
山
陽
郡
の
太
守
で
あ
る
張
倣
は
、
退
位
後

(31) 



に
伝
え
た
っ
以
下
は
張
鍬

距。小

倣衣 18

坐衣
き3i斗r

問中議
庭

問
妻

少
須

と
徴
し
、

多
し
、
と
っ

て
日
く
、
然
り
つ

日
く
、
問
問
問
巴
嘉

賀
詞
の
か
た
長

り
、
東
の
か
た

と
っ
(
中
略
)
故

続
協
に

σ3 

し

il，訟
は

し
て
み
る

つ
け
、

な
い
で
た
ち
で
現
れ
る
の
張

で
あ
る
烏
の 。〉

し
て

賀
は
悪
意
と
取
ら
ず
に
素
直
に
受
け
答
え
を
し
て
い
る
。
張
散

は
、
賀
の
お
か
し
な
服
装
や
、
愚
か
で
素
直
な
話
し
振
り
を
観
察
し
、

「
情
狂
」
で
あ
っ
て
賢
く
な
い
人
物
と
結
論
付
け
て
い
る
c

こ
の
「
清

狂
」
に
つ
い
て
、
蘇
林
注
に
は
「
凡
そ
狂
と
は
、
絵
楊
の
脈
尽
く
濁
る
。

今
此
の
人
狂
せ
ざ
る
も
狂
者
に
似
る
、
故
に
清
狂
と
言
う
な
り
c

或

ひ
と
臼
く
、
色
理
清
徐
に
し
て
心
慧
か
ら
ざ
る
を
情
狂
と
臼
う
、
と
。

清

狂

は

、

今

の

の

ご

と

き

な

り

J

と
あ
る
。

為

i

町、、阜、
J
W

、♂

」人
L
B
ν

品川
N

て
い

り

、、
可
UM吋胃

こ
ろ
1
とyと
}
い
撫
う
フ
の
ば
、

の
狂
で
は

の
よ
う
に
見
え
る
人
の
こ
と
、
知
能
の
働
き
が
劣
つ

人
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
の
が
蘇
林
の
解
釈
で
あ
る
σ

の
詩
に
お
け
る
「
清
狂
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
待

椀
庭
に
遊
ぶ
、
酔
後
一
一
一
首
」
其
一
(
『
李
太
自
全
集
』

に
は
、
摘
を
飲
ん
で
「
清
狂
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

る。

(32) 

日

竹
林
の
宴

び〉

ねれ

小
院
を
容
れ

の
「
詩
人
が
清
狂
と
い
う
の
は
、

の
こ
と
で
あ
っ
て
、

て
い
る
。

の
解
釈
の
こ
と
で
あ
る
。

の
解
す
る

の
解
す
る
と

の
解
釈
に



従
え
ば
.
李
自
の
詩
に
お
け
る

作
を
楽
し
む
こ
と
で
あ
り
、

、h

、‘の

J
'九一

}
V

は
手
間
心
う
ま
ま

し
て
い
る
わ
け
で
は

。〉

一
民
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い糸、

千
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守
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)詩
!煩

て
お
り
、
ま
た

し1

し
て
j有

ら
れ

はて

釈に
で、

き心の
るの例
。いと

|司
じ
く

い
う
よ
う

こ
と
と
解

し
て
は
、
大
騒

以
外
に

吋
悶
を
遺
る
、
戯
れ

パ
)
が
あ
る
。

免
告
訴
を
寺
章
即

日
M
d
A
E
、dm
n
L
h
M
A
司
自
発
F
4
1

H

q

日

い
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吋
吋

4
3
1
A
1
1
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f
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f
h
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lま

。〉

客

の
客
人
、
か
、

て
い
る
。
気
兼
ね
な
く
い
備
を
飲
み
、
教
組

る
ま
い

と
あ
で
き
る
友
人
を

ザアて、

て
い

は
、
富
罰
的
で
か
な
こ

一
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
そ

の
作
品
に
お
け
る
「
情
狂
」
は
、
豪
放
に

…
子
を
ポ
し
て
お
り
、
肯
定
的
な
意
味
合

い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
補
を
飲
ん
で
節
度
を
失
い
、
思
う
ま
ま

は
、
単
な
る
愚
か
者
に
も
見
え
る
が
、
あ
る
前
で

々
し
さ
を
象
徴
し
て
も
い
る
つ
「
間
を
遺
る
、
戯

す
」
の
詩
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
酒
興

は
、
愚
か
さ
よ
り
も
む
し
ろ
野
性
的
な
勇
壮

て
お
り
、
「
清
狂
」
の
客
は
宴
会
に
花
を
添

t土

(33) 

え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
狂
い
に
擬
す
るる

自
己
の
様
子
を

と
形
容
す
る
だ

に
自
ら
を
擬
え
て
い
る
詩
も
あ

け
で
な
く
、

る
3

、
社
議
は
官
を
求
め
て
朝
廷
に
「
麟
の
賦
」

{
一
一
一
大
礼
の
賦
」
を
献
じ
て
い
る
。
し

つ
く
こ
と
は
な
く
、
杜
甫

かを
し敵
、じ



の
期
待
は
大
き
く
裏
切
ら
れ
た
っ
こ
の
献
獄
後
の
、
二
載

(
七
五
二
、
三
)
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
鄭
広
文
に
陪
し
て
何
将

軍
の
向
林
に
遊
ぶ
」
十
普
(
『
社
詩
詳
註
』
巻
一
一
)
は
、
広
文
館
博

土
で
あ
る
友
人
の
鄭
慶
と
共
に
何
将
軍
の
閤
林
で
遊
ん
だ
こ
と
を
詠

ん
だ
作
品
で
あ
る
。
党
ハ
一
か
ら
其
三
の
一
一
符
の
中
で
、
杜
蕗
は
美
し
い

、
お
い
し
い
食
べ
物
を
食
べ
て
、
無
邪
気
に
遊
興
に
耽
つ

し
か
し
、

て
い
る
。

現
れ
る
の

。〉
司山氏

zz口
比
M
外

U
林

尽
く
書
籍
を
捻
み
て
売
り

来
問
爾
東
家
来
た
り
て
舗
が
東
家
を
問
う

持
械
の
山
イ
能
な
ど
全
く
意
味
の
な
い
も
の
だ
か
ら
、
い
っ
そ
の
こ

殺
害
を
売
っ
て
山
林
に
隠
棲
し
た
い
、
と
い
う
思
い
は
、
献
賦
の

失
敗
と
い
う
背
景
に
起
悶
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
っ
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
杜
簡
が
遊
び
の
世
界
に
身
を
投
じ
る
の
は
、
官
を
得
ら
れ
な

い
こ
と
へ
の
不
安
を
解
消
し
、
自
分
の
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

へ
の
慎
り
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
と
言
え
る
の
主
ハ
八
の
詩
で
は
、
さ
ら

に
、
艇
を
飲
み
、
羽
目
を
は
ず
し
た
水
遊
び
に
つ
い
て
詠
う
。

協

過

楊

柳

鴻

楊

柳

の

渚

を

過

ぎ

し

と

き

工
な
る
も
益
無
し

山
林
跡
米
始

酔

把

青

荷

築

い

て

は

青

荷

葉

を

把

り

狂
遺
白
接
問
機
狂
し
て
は
自
接
離
を
遺
す

社
甫
は
定
毘
地
に
馬
を
走
ら
せ
、
酔
っ
て
蓬
の
葉
を
採
っ
て
み
た

り
、
白
い
嬬
子
を
忘
れ
た
り
し
た
こ
と
を
追
憶
し
て
い
る
。
「
荷
薬
」

の
語
に
つ
い
て
、
諸
注
は
貌
の
鄭
公
惑
が
大
き
な
蓮
の
葉
を
取
っ
て

溜
を
入
れ
、
穴
を
あ
げ
て
大
量
に
飲
ん
だ
話
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の

話
が
典
故
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
J

花
史
』
巻
八
十
九
、
芸
術
上
の
「
李

順
興
伝
」
に
も
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

本
ナ
鰻
興
、
京
兆
杜
陵
人
也
。
年
十
余
、
乍
態
、
乍
智
、
時
莫

識
之
。
其
一
一
一
日
未
来
事
、
時
有
中
者
。
盛
冬
単
布
衣
、
銑
行
氷
上
、

及
入
洗
浴
、
略
不
患
寒
。
家
嘗
為
斎
、
方
食
、
器
用
不
問
。
膜

箆
明
地
中
有
大
荷
葉
、
可
取
盛
餅
食
。
其
所
居
去
地
十

自
不
移
影
、
頗
輿
負
荷
葉
市
帰
、
脚
猶
泥
。
挙
坐
驚
異
。

は
、
京
兆
社
綾
の
人
な
り
。
年
十
余
に
し
て
、
乍
ち

智
に
し
て
、
時
に
之
を
識
る
英
し
。
其
の
未
だ
来
ら

言
え
ば
、
時
に
中
る
者
有
り
。
盛
冬
に
単
布
衣
に
し

を
銑
行
し
、
入
り
て
洗
浴
す
る
に
及
ぶ
も
、
略
ぼ
寒

υ

家
嘗
て
斎
を
為
し
、
食
す
る
に
方
り
、
器
用
周
ね

納
興
一
一
一
部
う
、
昆
明
池
中
に
大
帯
葉
有
り
、
取
り
て
餅

ベ
し
、
と
ち
の
印
刷
る
所
は
地
を
去
る
こ
と
十
数
盟

順

興

一

荷

葉

を

負

い

脚

(34) 

数
皇
、

て



は
猶
お
泥
あ
り
の

李
順
興
は
予
知
能
力
を
持
っ
て
い
た
り
、
の
水
浴
び
が

っ
た
り
と
、
常
人
と
は
異
な
る
才
能
を
持
っ
て
い
る
の
そ
し
て
餅
を

避
に
感
る
た
め
に
、
十
数
盟
の
道
の
り
を
進
み
、
人
並
み
は
ず
れ
た

速
さ
で
震
っ
て
く
る
の
吋
社
一
一
昨
詳
一
説
』
に
引
く
黄
希
注
に
は
、
吋
町
駅
麿

(

山

間

)

書
』
巻
八
十
三
の
「
安
楽
公
主
伝
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
昆
明

地
を
・
私
沼
と
為
さ
ん
と
鵠
う
も
得
ず
、
乃
ち
自
ら
定
毘
池
を
撃
つ
J

と
あ
っ
て
、
社
甫
の
遊
ん
で
い
た
「
定
見
池
」
が
、
水
チ
頗
興
が
蓮
の

葉
を
取
り
に
行
く
「
箆
明
地
一
」
を
模
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
甫
が
定
見
出
で
遊
ぶ

自
身
を
李
頗
興
に
擬
え
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
大
量

に
慨
を
飲
み
、
驚
く
べ
き
速
さ
で
馬
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
表
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
3
7
H
接
脇
陣
」
と
は
、
自
い
帽
子
の
こ

と
で
あ
り
、
先
に
馬
上
の
酔
い
の
典
故
と
し
て
挙
げ
た
、
言
問
書
』

の
山
織
の
伝
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
山
簡
は
、
間
家
崩
壊
の
時
世
に

あ
る
と
い
う
の
に
、
全
く
意
に
介
さ
ず
、
池
に
遊
び
ま
わ
っ
て
揺
を

飲
み
、
酪
町
状
態
で
「
自
接
様
」
を
さ
か
さ
ま
に
か
ぶ
っ
て
い
る
こ

と
に
す
ら
気
が
つ
か
な
い
。
朝
野
の
人
々
が
動
乱
に
お
び
え
る
中
、

…
人
世
の
中
か
ら
隔
絶
し
て
遊
び
酒
に
お
ぼ
れ
て
い
る
の
し
か
し
、

山
簡
の
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
時
い
世
相
を
生
き
抜
く
た
め
の

の
賢
い
方
法
で
も
あ
る
。

た
る
人
物
に
自
ら
を
擬
え
る
こ

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

Jr

認
め
ら
れ
な
い
才
能
を
持
つ
杜
甫
自
身
、
そ
し
て
社
会
か
ら

出
さ
れ
た
逸
脱
者
と
し
て
の
杜
甫
自
身
の
象
徴
で
あ
る
。
そ

の
逸
脱
の
「
狂
」
と
は
、
単
な
る
愚
か
な
「
狂
」
で
は
な
く
、
本
ナ
順

興
や
山
簡
の
よ
う
な
儲
慌
あ
る
「
狂
」
で
あ
る
。
「
遊
び
」
の
中
で
、

杜
甫
は
挙
鰻
輿
や
山
簡
に
扮
し
、
自
負
あ
る
逸
脱
者
と
な
っ
て
自
己

の
存
在
を
量
治
す
る
。
準
服
興
は
彼
の
本
質
と
し
て
才
能
あ
る
「
狂
」

を
生
き
、
山
簡
は
乱
れ
た
世
の
中
を
乗
り
切
る
一
つ
の
方
法
と
し
て

「
狂
」
を
生
き
た
。
彼
ら
の
生
き
方
に
は
逸
脱
者
と
し
て
の
誇
り
と

自
分
の
道
を
行
く
信
念
が
あ
る
。
社
甫
は
社
会
か
ら
逸
脱
し
て
い
く

自
分
を
一
客
観
的
に
意
識
し
な
が
ら
も
、
李
被
興
や
山
簡
に
自
ら
を
擬

え
る
こ
と
で
、
己
の
変
わ
ら
な
い
気
暁
の
輝
き
を
読
者
に
呈
示
し
よ

う
と
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
社
帯
の
「
夜
」
は
、
冷
や
や
か
な
客
観
性
に
と
ど
ま
り
き
ら
な

い
、
快
感
の
喜
び
を
伴
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
、
を
日
常
か
ら
解
放
す

る
こ
と
の
喜
び
、
精
神
の
高
揚
が
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
e

っ
て
、

と
は
、

と
は
、

十帆

Jコ

お
わ
り
に

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
杜
詩
の

(35) 

「
遊
び
」
に
は
、
快
楽
や
興
奮
、



気
ま
ま
な
気
晴
ら
し
と
い
っ

一
出
を
明
ら
か
に

あ
り

σ〉

「
敏
捷
」

遊
び
に

イ
ヨ
ワ
は
、

自
由
な
却
興
、

イ

デ

イ

ア

ご

つ

こ

と

と

、

さ

ら

に

日

常

離
し
た
活
動
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
し

文
に
絡
し
て
何
将
軍
の
山
林
に
遊
ぶ
」
其
八
の
詩
に

ι
へ
の
あ
や
か
り
は
、
日
常
か
ら
の
脱
自
の
み
な
ら
ず
、

る
気
概
を
持
つ
逸
脱
者
と
し
て
、
島
己
の
在
を
散
の
中
に

で

も

あ

っ

た

つ

こ

と

は

、

現

実

か
し

免
ら
れ
た

し

σ3 

コ
-
P

、、
J

.け叶，マ、月
V、

こ
の

雑
な
も
の
と
し
、

う
の
ま
た

)J 
で、

。〉

の

注

り
な
が
ら
もい

σ〉

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

で
も
あ
る
つ

。ヲ

い
て
い
る
の

に
時
し

お

け

る

へ

の

擬

え

は

、

現

っ
て
お
り
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
論
の
み
で
一
一
一
行
い

尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
愚
か
な
性
質
を
表
す
「
狂
」
、
遊
び
の

す
「
校
い
、
俗
僚
あ
る
才
能
や
生
き
方
を
表
す

の
意
味
の
量
一
一
層
性
が
、
社
痛
の

の
味
わ
い
を
探
め
て
い
る

ぴ〉

{
1
)
例
え
ば
、
厳
羽
の
「
詩
評
」
に
は
、
「
子
美
、
太
'
日

の

離

逸

を

為

す

こ

太

白

、

子

美

の

沈

欝

を

為

す

こ

と

能

わ
ず
一
一
と
あ
り
、
社
詩
の
特
質
の
第
一
に
「
沈
欝
」
で
あ
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
円
社
詩
詳
註
』
(
中
華
書
烏
)
鮒
一
慌
の
{
諸
家

論
一
社
」
に
引
く
屠
践
は
、
「
少
稜
様
概
深
沈
、
不
除
一
煩
熱
。
(
中
略
)

所
以
撞
場
当
時
、
称
雄
吉
代
者
、
別
多
得
之
悲
壮
魂
躍
、
沈
欝
頓
挫

少
綾
様
慨
深
沈
し
て
、
壊
熱
を
除
か
ず
。
(
中
路
)
当
時
に
捜
場
し

信
代
に
雄
た
ち
と
称
せ
ら
る
る
所
以
は
、
別
ち
多
く
之
を
悲
壮
魂
一
路
、

沈
欝
頓
搬
に
持
た
れ
ば
な
り
J
と
評
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
問
じ

く
「
諸
家
論
社
」
に
引
く
長
郷
の
吋
杜
詩
会
粋
』
に
は
、

3
仏
関
心
溺
泳

に
し
て
、
錦
繍
織
な
る
者
有
る
を
見
、
(
中
略
)
議
敢
な
る
者
有
る
を
見
、

沈
欝
頓
挫
な
る
者
有
る
を
見
る
J

と
あ
る
の

(
2
}
本
文
中
で
引
用
し
た
杜
持
は
、
全
て
仇
兆
額
『
杜
詩
詳
註
』
(
中

葉
書
局
、
‘
九
七
九
年
)
に
依
り
、
制
作
年
は
、
四
川
省
文
史
研
究

館
編
司
社
甫
年
譜
』
(
関
川
人
民
出
紙
社
…
九
五
八
年
)
に
依
っ
た
。

「
鶴
の
献
を
進
一
b
る
表
…
の
制
作
年
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
り
、
力

持
詳
一
一
一
誌
は
、
天
台
九
十
一
一
一
級
(
七
五
回
一
)
説
を
採
っ
て
い
る
。

(
3
)
R
-
カ

イ

ヨ

ワ

著

清

水

幾

太

郎

・

一

-

遊

び

と

人

間
b

九
七

O
年〉
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中
華
書



(

7

〉

っ

て

馬

に

乗

る

こ

山

鰐

の

ヱ

ピ

ソ

1

ド
を
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
外
と
し
て
、
三
一
章
に
挙
げ

た
「
賠
鄭
広
文
遊
仰
将
棋
山
林
」
十
館
(
吋
社
詩
詳
註
何
巻
叫

a

〉
や

克
携
一
前
高
亦
間
過
共
用
寒
学
」
(
内
社
詩
詳
註
b

巻
十
)
が
あ
る
の

(
8
〉
原
文
は
、
「
朱
輪
日
、
(
中
路
)
裕
滋
存
何
好
処
c

酔
別

得
体
腕
J

(
内
社
詩
詳
註
恥
巻
十
八
)

(
9
)
杜
持
に
お
け
る
「
狂
」
は
、

(
A
)
棋
に
酔
つ
て
の
由
己

ぷ
ご
と
表
し
た
も
の
、

(
B
)
李
白
ゃ

っ
た
も
の
、

(
C
)
具
体
的
な
飲
摘
の
表

と
称
し
た
も
の
、
(
口
)
や
よ

て
自
然
物
の
動

L

の、

に
類
別
で
き
る
の

(
叩
)
横
山
伊
勢
雄

九
七
四
年
)
巻
二(

筑
波
大
学
大
学
院
)

(37) 


