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駢
儷
⽂
︑
四
六
⽂
︑
そ
れ
を
合
わ
せ
て
四
六
駢
儷
⽂
と
も
呼
ば
れ
る
⽂
章
の
形
式
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
以
下
﹁
駢
儷
⽂
﹂
と
し
て
⾔
い

表
す
こ
と
と
す
る
が
︑
こ
の
駢
儷
⽂
は
六
朝
期
に
盛
ん
に
作
成
さ
れ
︑
そ
の
流
れ
は
唐
代
に
⾄
�
て
も
続
い
た
︒
そ
れ
故
に
︑
こ
の
時
代

の
⽂
物
を
積
極
的
に
取
り
⼊
れ
た
奈
良
︑
平
安
時
代
初
め
の
⽇
本
で
も
︑
古
事
記
序
な
ど
様
々
な
駢
儷
⽂
が
作
成
さ
れ
て
い
�
た
︒ 

 

さ
て
︑
駢
儷
⽂
の
⼤
き
な
特
徴
は
四
字
句
や
六
字
句
を
対
句
と
し
て
並
べ
る
視
覚
に
配
慮
し
た
︑
装
飾
性
の
⾼
い
⽂
体
と
い
う
点
︑

そ
し
て
典
故
を
多
⽤
し
て
⽂
意
を
充
実
さ
せ
る
点
に
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
六
朝
中
期
か
ら
初
唐
期
に
か
け
て
漢
字
⾳
︑
四
声
へ
の

理
解
が
深
ま
�
て
い
く
の
に
合
わ
せ
て
︑
対
句
中
の
漢
字
の
四
声
︑
実
際
に
は
平
仄
へ
の
配
慮
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
�
た
︒
そ
れ

は
︑
対
句
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
句
末
の
⽂
字
の
平
仄
を
異
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
︑
同
時
に
そ
の
句
末
を
基
準
と
し
て
句

中
で
も
語
句
の
切
れ
目
と
な
る
⽂
字
の
平
仄
を
交
互
に
配
置
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
駢
儷
⽂
の
特
徴
と
し
て
︑
散

⽂
で
あ
り
な
が
ら
聴
覚
的
な
要
素
が
求
め
ら
れ
る
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

︵
１
︶

︒ 
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だ
が
︑
駢
儷
⽂
に
お
け
る
平
仄
へ
の
配
慮
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
概
略
︑
全
体
的
傾
向
の
指
摘
に
留
ま
り
︑
具

体
的
な
個
々
の
作
品
で
の
考
察
は
数
多
く
存
在
す
る
駢
儷
⽂
に
⽐
し
て
多
く
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
�
て
福
井
佳
夫
⽒
の
﹃
六

朝
⽂
評
価
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院 

⼆
〇
⼀
七
・
⼆
︶
は
︑
六
朝
期
の
⼗
の
駢
儷
⽂
を
取
り
上
げ
︑
対
句
の
数
な
ど
の
調
査
に
加
え
て
︑

平
仄
を
付
し
て
そ
の
状
況
を
考
察
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
次
に
⽰
す
よ
う
に
奈
良
時
代
の
駢
儷
⽂
に
つ
い
て
は
︑ 

・
薬
会
﹁
古
事
記
序
⽂
の
性
格―

駢
儷
⽂
体
の
角
度
か
ら―

﹂︵﹃
古
事
記
年
報
﹄
四
六 

⼆
〇
〇
三
︶ 

・
福
井
佳
夫
﹁
太
安
万
侶
﹁
古
事
記
序
⽂
﹂
の
⽂
章
﹂︑﹁﹁
懐
風
藻
序
﹂
の
⽂
章
﹂︵﹃
六
朝
⽂
評
価
の
研
究
﹄
汲
古
書
院 

⼆
〇
⼀
七
・

⼆
︶ 

・
⾦
⽂
京
﹁
声
律
か
ら
⾒
た
﹃
萬
葉
集
﹄
お
よ
び
奈
良
時
代
の
漢
⽂
﹂︵﹃
萬
葉
集
研
究
﹄
三
七 

塙
書
房 

⼆
〇
⼀
七
・
⼀
⼀
︶ 

な
ど
で
︑
平
仄
に
つ
い
て
の
⾔
及
︑
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
今
後
更
に
充
実
が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
︒ 

 

で
は
︑
そ
れ
に
続
く
平
安
時
代
初
期
︑
漢
風
謳
歌
時
代
と
⾔
わ
れ
る
時
代
の
駢
儷
⽂
に
つ
い
て
の
平
仄
へ
の
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら

の
考
察
は
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
と
⾔
う
と
︑
こ
の
こ
と
を
直
接
対
象
と
す
る
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
︒ 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
漢
風
の
流
れ
の
到
達
点
を
三
つ
の
勅
撰
漢
詩
⽂
集
の
編
纂
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
序
⽂
の
駢
儷
⽂
に
は

対
句
な
ど
の
⼯
夫
だ
け
で
な
く
︑
平
仄
へ
の
配
慮
も
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
⾔
う
想
定
の
下
︑
駢
儷
⽂
と
し
て
の
平
仄
へ
の
配
慮

と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
序
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
考
え
る
︒ 

 

⼆⼆  
  

 

ま
ず
こ
こ
で
は
︑
駢
儷
⽂
の
平
仄
対
応
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
︑
初
唐
期
の
駢
儷
⽂
で
あ
る
︑
李
善
が
⽂
選
の
注

を
完
成
さ
せ
た
時
に
唐
の
⾼
宗
に
奉
�
た
上
表
⽂
を
通
し
て
確
認
し
︑
次
い
で
平
安
時
代
に
⾄
る
ま
で
の
様
⼦
を
知
る
た
め
に
奈
良
時
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代
の
駢
儷
⽂
の
例
と
し
て
懐
風
藻
の
序
を
⾒
て
お
き
た
い
︒ 

 

⼆⼆――

⼀⼀  
 

李
善
の
﹁
上
⽂
選
注
表
﹂
は
末
尾
に
書
か
れ
た
顕
慶
三
︵
六
五
⼋
︶
年
か
ら
数
え
る
と
︑
本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
凌
雲
集
以
下
の
勅

撰
漢
詩
集
か
ら
は
約
百
五
⼗
年
先
⾏
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 

今
回
︑
こ
の
上
表
⽂
を
駢
儷
⽂
の
平
仄
配
置
の
例
と
し
て
確
認
す
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑
唐
代
に
⼊
り
平
仄
へ
の

配
慮
が
⾼
ま
�
た
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
更
に
は
︑
こ
の
李
善
が
注
を
付
し
た
⽂
選
は
奈
良
時
代
以
前
に
⽇
本
に
齎
さ

れ
︑
様
々
な
⽂
章
作
成
に
利
⽤
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の
上
表
⽂
も
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
凌
雲

集
な
ど
の
序
は
︑
序
で
あ
り
な
が
ら
表
と
し
て
の
内
容
も
有
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
序
に
つ
い
て
論
じ
る
時
に
李
善
の
記
し
た
表
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
も
あ
る

︵
２
︶

︒ 
 

李
善
の
上
表
⽂
の
本
⽂
は
︑
富
永
⼀
登
⽒
の
﹁
李
善
の
﹁
上
⽂
選
注
表
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
広
島
⼤
学
⽂
学
部
紀
要
﹄
五
五 

⼀
九
九

五
・
⼀
⼆
︶
に
拠
�
た
︒
全
⽂
を
そ
こ
で
の
解
釈
に
拠
�
て
六
段
に
分
け
︑
対
句
の
構
成
が
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
配
置
し
て
⽰
し
た
︒

そ
の
上
で
対
句
に
順
に
番
号
を
付
け
︑
必
要
な
箇
所
に
平
仄
を
付
し
て
い
る

︵
３
︶

︒
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
平
仄
の
配
置
に
注
意
を
要
す

る
の
は
基
本
的
に
は
対
句
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
⾦
⽂
京
⽒
が
前
掲
論
⽂
で
﹁
駢
⽂
の
声
律
は
︑
⼀
般
的
に
は
対
句
に
つ
い
て
の
み
適

応
さ
れ
︑
い
わ
ゆ
る
散
句
は
適
応
外
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
︑
厳
密
な
対
句
で
な
く
と
も
︑
⼆
句
で
意
味
が
ま
と
ま
る
場
合

に
も
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
﹂
と
指
摘
す
る
の
に
倣
い
︑
散
句
や
散
⽂
箇
所
に
お
い
て
も
四
字
句
︑
六
字
句
を
並
べ
て
対
句
的
に
⽂

章
が
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
︑
そ
こ
で
の
平
仄
へ
の
配
慮
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
平
仄
を
付
し
た
︒ 
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︻︻
第第
⼀⼀
段段
落落
︼︼ 

 
⾂
善
⾔
︒ 

①
竊
以
︑
道
光○

九
野●

︑
縟
景
緯●

以
照
臨○

︑ 
 

 
 

 
徳
載●

⼋
埏○

︑
麗
⼭
川○

以
錯
峙●

︒ 

②
垂
象●

之
⽂○

斯
著●

︑ 
 

含
章○

之
義●

⾀
宣○

︒ 

③
恊
⼈
霊○

以
取
則●

︑ 
 

基
化
成○

⽽
⾃
遠●

︒ 

︻︻
第第
⼆⼆
段段
落落
︼︼ 

④
故
羲
縄○

之
前○

︑
⾶
葛
天○

之
浩
唱●

︑ 
 

 

媧
簧○

之
後●

︑
掞
叢
雲○

之
奥
詞○

︒ 

⑤
歩
驟●

分
途○

︑ 
 

星
躔○

殊
建●

︒ 

⑥
球
鍾○

愈
暢●

︑ 
 

舞
詠●

⽅
滋○

︒ 

⑦
楚
国●

詞
⼈○

︑
御
蘭
芬○

於
絶
代●

︑ 
 

漢
朝○

才
⼠●

︑
綜
鞶
帨●

於
遥
年○

︒ 

⑧
虚
⽞○

流
正
始●

之
⾳○

︑ 
 

気
質●

馳
建
安○

之
體●

︒ 

⑨
⻑
離○

北
度●

︑
騰
雅
詠●

於
圭
陰○

︑ 
 

化
龍○

東
騖●

︑
煽
風
流○

於
江
左●

︒ 

︻︻
第第
三三
段段
落落
︼︼ 

 

爰
逮●

有
梁○

︑
宏
材○

弥
劭●

︒ 
 

昭
明
太
⼦
︑ 

⑩
業
膺○

守
器●

︑ 
 

誉
貞○

問
寝●

︒ 

⑪
居
肅
成○

⽽
講
藝●

︑ 
 

開
博
望●

以
招
賢○

︒ 

⑫
搴
中
葉●

之
詞
林○

︑ 
 

酌
前
修○

之
筆
海●

︒ 

⑬
周
巡○

緜
嶠●

︑
品
盈
尺●

之
珍○

︑ 
 

楚
望●

⻑
瀾○

︑
捜
径
寸●

之
宝●

︒ 
 

故
撰
斯○

⼀
集●

︑
名
曰●

⽂
選●

︒
後
進●

英
髦○

︑
咸
資○

準
的●

︒ 

︻︻
第第
四四
段段
落落
︼︼ 

 

伏
惟
︑ 

⑭
陛
下
経
緯●

成
徳●

︑ 
 

 
 

⽂
思●

垂
風○

︒ 

⑮
則
⼤○

居
尊○

︑
耀
三
⾠○

之
珠
璧●

︑ 
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希
声○

応
物●

︑
宣
六
代●

之
雲
英○

︒ 
⑯
孰
可
撮
壌●

崇
⼭○

︑ 
 

 
 

導
涓○

宗
海●

︒ 

︻︻
第第
五五
段段
落落
︼︼  

⑰
⾂
蓬
衡○

蕞
品●

︑ 
 

 

樗
散●

陋
姿○

︒ 

⑱
汾
河○

委
筴●

︑
夙
非○

成
誦●

︑ 
 

崇
⼭○

墜
簡●

︑
未
議●

澄
⼼○

︒ 

⑲
握
玩●

斯
⽂○

︑
載
移○

涼
燠●

︑ 
 

有
欣○

永
⽇●

︑
実
昧●

通
津○

︒ 

⑳
故
勉
⼗
舎○

之
労○

︑ 
 

 

寄
三
余○

之
暇●

︒ 
 

⼷
釣●

書
部●

︑
願
⾔○

注
緝●

︑
合
成
六
⼗
巻
︒ 

︻︻
第第
六六
段段
落落
︼︼ 

 

殺
⻘○

甫
就●

︑
軽
⽤●

上
聞○

︒
享
帚●

⾃
珍○

︑
緘
⽯●

知
謬●

︒ 

㉑
敢
有
塵○

於
広
内●

︑ 
 

庶
無
遺○

於
⼩
説●

︒ 
 

謹
詣
闕
奉
進
︑
伏
願●

鴻
慈○

︑
曲
垂○

照
覧●

︒ 
 

謹
⾔
︒ 

 

顕
慶
三
年
九
⽉
⽇
︒
上
表
︒ 

  

こ
の
上
表
⽂
は
︑
僅
か
に
散
句
は
あ
る
も
の
の
︑
⼋
箇
所
の
隔
句
対
を
含
む
全
⼆
⼗
⼀
の
対
句
を
持
ち
︑
全
体
が
ほ
ぼ
対
句
で
構
成

さ
れ
て
い
る
︒﹁
四
六
⽂
﹂﹁
駢
儷
⽂
﹂
の
名
の
通
り
︑
四
字
句
︑
六
字
句
の
対
句
か
ら
成
る
⽂
章
で
あ
る
こ
と
は
⼀
目
瞭
然
で
あ
る
︒ 

 

で
は
︑
第
⼀
段
落
の
三
つ
の
対
句
を
例
に
平
仄
へ
の
配
慮
の
様
⼦
を
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒
ま
ず
冒
頭
の
対
句
①
︑
こ
こ
は
隔

句
対
と
な
�
て
い
る
が
︑
そ
の
四
つ
の
句
末
の
平
仄
を
⽰
す
と
﹁
●
○
○
●
﹂
と
な
�
て
︑
近
体
詩
で
の
反
法
︑
粘
法
の
よ
う
に
な
�
て

い
る
︒
加
え
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
句
中
︑
四
字
句
の
⼆
字
目
︑
六
字
句
の
三
字
目
は
句
末
の
平
仄
と
は
逆
と
な
り
︑
そ
の
全
体
を
図
⽰
す
る

と
﹁
○
●
●
○
●
○
〇
●
﹂
と
な
�
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
平
と
仄
と
が
対
⽴
と
並
置
を
繰
り
返
す
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
続
く
六
字
句
の
対
句
②
で
は
︑
句
末
は
﹁
●
〇
﹂
と
反
対
に
な
�
て
い
て
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
句
中
の
平
仄
が
﹁
●
○
●
〇
●

〇
﹂
と
全
体
が
逆
に
な
る
よ
う
に
⽂
字
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
対
句
③
は
句
末
が
﹁
●
●
﹂
と
共
に
仄
で

5



あ
り
︑
平
仄
が
逆
に
な
る
よ
う
に
は
な
�
て
い
な
い
︒ 

 
以
上
の
よ
う
に
︑
そ
の
全
て
が
完
璧
に
配
置
さ
れ
て
い
る
状
況
と
は
な
�
て
い
な
い
が
︑
第
⼆
段
落
以
下
を
⾒
て
も
︑
若
⼲
の
不
備

を
有
し
な
が
ら
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
対
句
内
で
平
仄
へ
の
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
︒ 

 

次
に
︑
散
句
に
付
し
た
平
仄
に
つ
い
て
⾒
て
い
く
︒
第
三
段
落
の
冒
頭
︑
同
段
落
⽂
末
な
ど
で
︑
全
体
で
七
箇
所
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
対

応
す
る
漢
字
の
意
味
や
⽂
法
構
造
な
ど
か
ら
対
句
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
が
殊
更
に
四
字
句
を
並
列
さ
せ
て

い
る
点
か
ら
し
て
︑
対
句
的
に
⽂
章
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
平
仄
配
置
を
確
認
す
る
と
︑
四
箇
所
は
句

中
句
末
共
に
適
切
な
状
況
で
︑
句
末
は
適
切
な
も
の
が
⼀
箇
所
︑
句
末
が
不
適
切
な
対
応
と
な
�
て
い
る
の
は
⼆
箇
所
で
︑
結
果
と
し

て
こ
こ
に
も
平
仄
へ
の
配
慮
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
︒ 

 

更
に
平
仄
へ
の
配
慮
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
句
の
中
だ
け
に
留
ま
ら
ず
︑
対
句
と
対
句
の
間
に
も
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
こ
と
を
分

か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
︑
先
の
本
⽂
に
付
け
た
平
仄
の
内
︑
句
末
の
平
仄
を
段
落
毎
に
図
⽰
し
た
も
の
を
次
に
載
せ
る
︒
括
弧
で
括

�
た
も
の
が
対
句
︑
括
弧
で
括
�
て
い
な
い
平
仄
は
同
じ
⽂
字
数
で
組
と
な
る
散
句
︑
そ
し
て
﹁
／
﹂
は
︑
第
⼀
段
落
冒
頭
の
﹁
⾂
善

⾔
﹂
の
よ
う
な
組
と
な
�
て
い
な
い
散
句
を
⽰
し
て
い
る
︒ 

第
⼀
段
落―

／
﹁
●
○
○
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
●
●
﹂ 

第
⼆
段
落―

﹁
○
●
●
○
﹂﹁
○
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
○
●
●
○
﹂﹁
○
●
﹂﹁
●
○
●
●
﹂ 

第
三
段
落―

○
●
／
﹁
●
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
○
●
﹂﹁
●
○
○
●
﹂
●
●
○
● 

第
四
段
落―

／
﹁
●
○
﹂﹁
○
●
●
○
﹂﹁
○
●
﹂ 

第
五
段
落―

﹁
●
○
﹂﹁
●
●
●
○
﹂﹁
○
●
●
○
﹂﹁
○
●
﹂
●
● 

第
六
段
落―

●
○
○
●
﹁
●
●
﹂
／
○
● 

対
句
を
跨
い
で
先
⾏
す
る
対
句
の
下
句
末
字
の
平
仄
と
同
じ
も
の
が
続
く
場
合
は
棒
線
を
︑
続
い
て
い
な
い
場
合
は
波
線
を
付
し
て
み
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る
と
︑
第
⼀
段
落
の
対
句
②
と
③
の
繋
が
り
︑
第
五
段
落
の
対
句
⑰
と
⑱
の
繋
が
り
の
よ
う
に
︑
こ
こ
で
も
上
⼿
く
繋
が
�
て
い
な
い

所
は
あ
る
が
︑
基
本
的
に
は
先
⾏
す
る
対
句
の
下
句
末
字
の
平
仄
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
続
く
対
句
の
上
句
末
の
平
仄
が
同
じ
に
な
�
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒ 

 

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
し
て
当
該
上
表
⽂
は
︑
駢
儷
⽂
に
お
け
る
平
仄
へ
の
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑
非
常
に
巧
み
に
な
さ
れ
て
い

る
と
⾔
え
よ
う
︒
富
永
⽒
︵
前
掲
論
⽂
︶
は
李
善
の
﹁
上
⽂
選
注
表
﹂
の
注
解
を
⾏
�
た
理
由
を
︑
従
来
⾼
い
と
は
⾔
え
な
い
李
善
の
⽂

章
家
と
し
て
の
評
価
を
注
解
を
通
し
て
︑
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
結
論
と
し
て
﹁
李
善
は
た
だ
の
博
学

で
は
な
く
︑
駢
⽂
創
作
の
才
も
兼
ね
備
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
﹂
と
︑
対
句
の
在
り
⽅
や
典
故
の
使
⽤
状
況
な
ど
か
ら
結
論
付
け
て

い
る
が
︑
今
回
の
平
仄
の
確
認
を
通
し
て
︑
こ
の
点
か
ら
⾒
て
も
李
善
の
駢
儷
⽂
を
作
成
す
る
能
⼒
の
⾼
さ
が
確
認
で
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒ 

   

⼆⼆――

⼆⼆  
 

次
に
懐
風
藻
の
序
を
⾒
て
い
き
た
い
︒
懐
風
藻
の
編
纂
は
天
平
勝
宝
三
︵
七
五
⼆
︶
年
︑
凌
雲
集
の
編
纂
よ
り
も
六
⼗
年
程
早
い
︒
な

お
懐
風
藻
の
編
者
︑
つ
ま
り
は
こ
の
序
の
執
筆
者
は
未
詳
で
あ
る
︒ 

 

懐
風
藻
の
序
の
平
仄
配
置
に
つ
い
て
は
︑
冒
頭
に
⽰
し
た
三
つ
の
論
⽂
に
⾔
及
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
改
め
て
確
認

し
直
し
た
も
の
を
提
⽰
す
る
︒ 

 

︻︻
第第
⼀⼀
段段
落落
︼︼  

①
逖
聴●

前
修○

︑ 
 

遐
観○

載
籍●

︑ 

②
襲
⼭○

降
蹕●

之
世●

︑ 
 

橿
原○

建
邦○

之
時●

︑ 

③
天
造●

草
創●

︑ 

7



 
⼈
⽂○

未
作●

︒ 
④
⾄
於
神
后●

征
坎●

︑ 
 

 
 

品
帝●

乗
乾○

︑ 

⑤
百
済●

⼊
朝○

︑
啓
龍
編○

於
⾺
厩●

︑ 
 

⾼
麗○

上
表●

︑
図
烏
冊●

於
⿃
⽂○

︒ 

⑥
王
仁○

始
導
蒙○

於
軽
島●

︑ 
 

⾠
爾●

終
敷
教●

於
訳
⽥○

︒ 

⑦
遂
使
俗
漸●

洙
泗●

之
風○

︑ 
 

 
 

⼈
趨○

⻫
魯●

之
学●

︒ 
 

逮
乎
聖
徳
太
⼦
︑
設
爵●

分
官○

︑
肇
制●

礼
義●

︒ 

⑧
然
⽽
専
崇○

釈
教●

︑ 
 

 
 

未
遑○

篇
章○

︒ 

︻︻
第第
⼆⼆
段段
落落
︼︼  

 

及
⾄
淡
海
先
帝
之
受
命
也
︑ 

⑨
恢
開○

帝
業●

︑ 
 

弘
闡●

皇
猷○

︑ 

⑩
道
格●

乾
坤○

︑ 
 

功
光○

宇
宙●

︒ 
 

既
⽽
以
為
︑ 

⑪
調
風○

化
俗●

︑
莫
尚●

於
⽂○

︑ 
 

潤
徳●

光
⾝○

︑
孰
先●

於
学●

︒ 

⑫
爰
則
建
庠
序●

︑ 
 

 
 

徴
茂
才○

︑ 

⑬
定
五
礼●

︑ 
 

興
百
度●

︒ 

⑭
憲
章○

法
則●

︑ 
 

規
模○

弘
遠●

︑ 
 

夐
古●

以
来○

︑
未
之○

有
也●

︒ 

⑮
於
是
三
階○

平
煥●

︑ 
 

 
 

四
海●

殷
昌○

︑ 

⑯
旒
纊●

無
為○

︑ 
 

巌
廊○

多
暇●

︒ 

⑰
旋
招○

⽂
学●

之
⼠●

︑ 
 

時
開○

置
醴●

之
遊○

︒ 
 

当
此
之
際
︑ 

⑱
宸
翰●

垂
⽂○

︑ 
 

賢
⾂○

献
頌●

︒ 
 

雕
章○

麗
筆●

︑
非
唯○

百
篇○

︒ 
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⑲
但
時
経○

乱
離○

︑ 
 

 
悉
従○

煨
燼●

︒ 
 

⾔
念●

湮
滅●

︑
軫
悼●

傷
懐○

︒ 

︻︻
第第
三三
段段
落落
︼︼  

 

⾃
茲○

以
降●

︑
詞
⼈○

間
出●

︒ 

⑳
龍
潜○

王
⼦●

︑
翔
雲
鶴●

於
風
筆●

︑ 
 

鳳
翥●

天
皇○

︑
泛
⽉
⾈○

於
霧
渚●

︒ 

㉑
神
納
⾔○

之
悲
⽩
鬢●

︑ 
 

藤
太
政●

之
詠
⽞
造●

︑ 

㉒
騰
茂
実●

於
前
朝○

︑ 
 

⾶
英
声○

於
後
代●

︒ 

︻︻
第第
四四
段段
落落
︼︼  

 

余
以
薄
官○

余
間○

︑
遊
⼼○

⽂
囿●

︒ 

㉓
閲
古
⼈○

之
遺
跡●

︑ 
 

想
風
⽉●

之
旧
遊○

︒ 

 

雖
⾳
塵○

眇
焉○

︑
⽽
餘
翰●

斯
在●

︒ 

㉔
撫
芳
題○

⽽
遙
憶●

︑
不
覚
涙●

之
泫
然○

︑ 
 

攀
縟
藻●

⽽
遐
尋○

︑
惜
風
声○

之
空
墜●

︒ 

㉕
遂
乃
収
魯
壁●

之
余
蠧●

︑ 
 

 
 

綜
秦
灰○

之
逸
⽂○

︒ 

㉖
遠
⾃●

淡
海●

︑ 
 

云
曁●

平
都○

︑ 
 

凡
⼀
百
⼆
⼗
篇
︑
勒
成
⼀
巻
︒ 

 

作
者
六
⼗
四
⼈
︑ 

㉗
具
題○

姓
名○

︑ 
 

并
顕●

爵
⾥●

︑ 
 

冠
于
篇
⾸
︒ 

  

余
撰
此
⽂
意
者
︑為
将
不
忘
先
哲
遺
風
︒故
以
懐
風
名
之
云
爾
︒ 

 

于
時
天
平
勝
宝
三
年
︑
歳
在
⾟
卯
︑
冬
⼗
⼀
⽉
也
︒ 

  

こ
の
懐
風
藻
の
序
は
⽂
章
も
⻑
く
︑
四
つ
の
隔
句
対
を
含
む
全
⼆
⼗
七
の
対
句
を
持
ち
︑
規
模
で
⾔
え
ば
後
に
⾒
る
凌
雲
集
や
⽂
華

秀
麗
集
の
序
よ
り
も
⼤
き
な
も
の
と
な
�
て
い
る
︒ 

 

そ
し
て
︑
本
稿
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
平
仄
の
配
置
状
況
に
関
し
て
は
︑
句
中
句
末
共
に
適
切
な
平
仄
配
置
に
な
�
て
い
る
も
の

9



は
⼆
⼗
七
箇
所
の
対
句
の
内
︑
⼗
箇
所
あ
る
︒
次
に
句
末
の
平
仄
と
対
句
相
互
の
繋
が
り
の
⾒
取
り
図
を
⽰
す
と
︑ 

第
⼀
段
落―

﹁
〇
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
●
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
○
●
●
○
﹂﹁
●
○
﹂﹁
○
●
﹂
○
●
﹁
●
○
﹂ 

第
⼆
段
落―

﹁
●
○
﹂﹁
○
●
﹂﹁
●
○
○
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
●
●
﹂﹁
●
●
﹂
○
●
﹁
●
○
﹂﹁
○
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
○
●
﹂
●
〇
﹁
○
●
﹂
● 

 
 

 
 

 
〇 

第
三
段
落―
●
●
﹁
●
●
○
●
﹂﹁
●
●
﹂﹁
○
●
﹂ 

第
四
段
落―

○
●
﹁
●
○
﹂
○
●
﹁
●
○
○
●
﹂﹁
●
○
﹂﹁
●
○
﹂
／
﹁
○
●
﹂ 

と
い
う
状
況
で
あ
り
︑
適
切
に
句
末
の
平
仄
が
対
応
し
て
い
る
の
は
︑
⼆
⼗
⼆
箇
所
あ
る
︒
そ
し
て
︑
七
箇
所
の
四
字
句
を
併
置
し
た
散

句
で
も
六
箇
所
が
句
末
の
平
仄
を
逆
に
し
て
お
り
︑
こ
こ
に
も
配
慮
が
あ
る
と
し
て
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
改
め
て
序
全

体
を
眺
め
て
み
る
と
︑
段
落
内
の
句
末
全
体
が
繋
が
り
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
程
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
懐
風
藻
の
序
の
在

り
⽅
か
ら
す
る
と
︑
既
に
奈
良
時
代
中
頃
に
は
駢
儷
⽂
で
の
平
仄
配
置
へ
の
理
解
は
⼗
分
に
あ
�
た
こ
と
が
わ
か
る

︵
４
︶

︒ 
 

三三  
  

 

凌
雲
集
︑
⽂
華
秀
麗
集
︑
経
国
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
序
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
な
お
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
本
⽂
は
全
て
⼩
島
憲
之
⽒

に
よ
る
次
の
注
釈
に
拠
�
た
︒ 

・
凌
雲
集―

﹃
国
風
暗
⿊
時
代
の
⽂
学 

中
︵
中
︶﹄︵
塙
書
房 
⼀
九
七
九
・
⼀
︶ 

・
⽂
華
秀
麗
集―

⽇
本
古
典
⽂
学
⼤
系
﹃
懐
風
藻 

⽂
華
秀
麗
集 
本
朝
⽂
粋
﹄︵
岩
波
書
店 

⼀
九
六
四
・
六
︶ 

・
経
国
集―

﹃
国
風
暗
⿊
時
代
の
⽂
学 

中
︵
下
︶
Ⅰ
﹄︵
塙
書
房 

⼀
九
⼋
五
・
五
︶ 
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三三――

⼀⼀  
 

で
は
︑
最
初
の
勅
撰
漢
詩
集
で
あ
る
凌
雲
集
の
序
か
ら
⾒
て
い
く
︒
凌
雲
集
の
完
成
は
弘
仁
五
︵
⼋
⼀
四
︶
年
で
︑
序
の
執
筆
を
担
当

し
た
の
は
⼩
野
岑
守
で
あ
る
︒ 

 

︻︻
第第
⼀⼀
段段
落落
︼︼ 

 

⾂
岑
守
⾔
︑ 

 

魏
⽂
帝
有
曰
︑ 

①
⽂
章
者
経
国●

之
⼤
業●

︑ 
 

 
 

 

不
朽●

之
盛
事●

︒ 

②
年
寿●

有
時○

⽽
尽●

︑ 

栄
楽●

⽌
乎○

其
⾝○

︒ 
 

信
哉
︒ 

︻︻
第第
⼆⼆
段段
落落
︼︼ 

伏
惟
︑
皇
帝
陛
下
︑ 

 

③
握
裒○

紫
極●

︑ 

御
弁●

丹
霄○

︒ 

④
春
台○

展
熙○

︑ 

秋
荼○

翦
繁○

︒ 

⑤
叡
知○

天
縦●

︑ 

艶
藻●

神
授●

︒ 

⑥
猶
且
学●

以
助
聖●

︑ 

問●

⽽
増
裕●

︒ 

属
世
機○

之
静
謐●

︑
託
琴
書○

⽽
終
⽇●

︒ 

⑦
歎
光
陰○

之
易
暮●

︑ 

惜
斯
⽂○

之
将
墜●

︒ 

︻︻
第第
三三
段段
落落
︼︼ 

爰
詔
⾂
等
︑
撰
集
近
代
以
来
篇
什
︒ 

⾂
以
不
才
︑ 

⑧
忝
承
絲
綸○

︑ 
 

 

命
渙
汗●

︒ 
 

代
⼤○

匠
斵●

︑
傷
⼿●

為
期○

︒ 
 

⾂
今
所
集
︑ 

⑨
掩●

其
瑕
疵○

︑ 
 

挙●

其
警
奇○

︑ 
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以
表
⼀
篇
盡
善
之
未
易
︒ 

⑩
得
道●

不
居
上●

︑ 
失
時○

不
降
下●

︑ 
無
⾔○

存
亡○

︑
⼀
依○

爵
次●

︒ 
 

⾄
若
御
製
令
製
︑ 

⑪
句
⾼○

象
外●

︑ 
 

韵
絶●

環
中○

︒ 
 

豈
⾂
等
能
所
議
乎
︒
⽽
殊
被●

詔
旨●

︑
敢
以●

採
択●

︒ 

⑫ 
 

氷
夷○

讚
洋○

詠
井●

之
⾒●

︑ 
 

不
及
⼤
陽○

昇
景●

化
草●

之
明○

︒ 
 

斯
迷
︑ 

⑬
博
我●

以
⽂○

︑ 

欲
罷●

不
能●

︒ 

辱
因○

編
載●

︑
巻
軸●

⽣
光○

︒ 

⑭
猶
川
含
珠○

⽽
⽔
清○

︑ 
 

 

淵
沈
⽟●

⽽
岸
潤●

︒ 

⑮
起●

⾃
延
暦●

元
年○

︑ 

終○

于
弘
仁○

五
年○

︑ 

作
者
⼆
⼗
三
⼈
︑
詩
総
九
⼗
⾸
︑
合
為
⼀
巻
︑
名
曰
凌
雲
新

集
︒ 

︻︻
第第
四四
段段
落落
︼︼ 

⾂
之
此
撰
︑
非
⾂
独
断
︒
与
従
五
位
上
⾏
式
部
少
輔
菅
原
朝

⾂
清
公
︑
⼤
学
助
外
従
五
位
下
勇
⼭
連
⽂
継
等
︑
再
三
詳

議
︒
猶
有
不
尽
︑
必
経
天
鑒
︒
従
四
位
下
⾏
播
磨
守
⾂
賀
陽

朝
⾂
豊
年
︑
当
代
⼤
才
也
︒
近
縁
病
不
朝
︑
⾂
就
問
簡
呈
︑

更
無
異
論
︑
従
此
定
焉
︒
⾂
岑
守
︑
謹
⾔
︒ 

  

ま
ず
第
⼀
段
落
の
対
句
①
︑
②
は
便
宜
的
に
番
号
を
付
し
︑
平
仄
も
確
認
し
た
が
︑
そ
の
全
体
が
魏
の
⽂
帝
の
﹁
典
論
﹂
か
ら
の
引

⽤
で
あ
る
た
め
︑
第
⼀
段
落
は
考
察
か
ら
除
外
す
る
︒
岑
守
の
叙
述
と
な
る
の
は
第
⼆
段
落
以
降
で
あ
る
︒
第
⼆
段
落
以
降
の
対
句
に

つ
い
て
⾒
て
み
る
と
︑
四
字
句
の
対
句
を
中
⼼
と
し
て
⼗
三
の
対
句
︑
た
だ
し
そ
の
全
て
が
単
対
で
の
構
成
と
な
�
て
い
る
︒
第
四
段

落
は
︑
対
句
を
持
た
な
い
散
⽂
の
段
落
で
あ
る
︒ 

12



平安時代初期の駢儷文の文体研究（渡邉）  
  

さ
て
こ
の
序
の
対
句
で
の
平
仄
対
応
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
︒
そ
こ
に
は
︑
対
句
③
や
⑪
の
よ
う
に
句
中
︑
句
末
の
平
仄
の
対
応

が
適
切
な
も
の
も
あ
る
が
︑
⼗
三
の
対
句
の
内
︑
七
つ
の
対
句
が
末
字
の
平
仄
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
句
中
の
平
仄
対
応
に

し
て
も
︑
対
句
④
が
﹁
○
○
○
○
﹂
と
な
�
て
い
る
よ
う
に
上
下
で
同
じ
平
仄
と
な
�
て
い
る
も
の
が
多
く
︑
適
切
に
平
仄
が
配
さ
れ

た
も
の
と
な
�
て
い
な
い
︒ 

 

次
に
︑
散
句
の
平
仄
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
︒
こ
ち
ら
も
第
三
段
落
の
対
句
⑧
と
⑨
の
間
に
置
か
れ
た
﹁
代
⼤
匠
斵
︑
傷
⼿
為

期
﹂
や
⑬
と
⑭
の
間
の
﹁
辱
因
編
載
︑
巻
軸
⽣
光
﹂
の
よ
う
に
規
則
に
適
�
た
所
も
あ
る
が
︑
や
は
り
全
体
的
な
状
況
と
し
て
は
平
仄

へ
の
配
慮
は
無
い
も
の
と
考
え
る
︒ 

 

そ
の
上
で
第
⼆
︑
第
三
段
落
中
の
対
句
末
字
︑
同
じ
字
数
句
を
繰
り
返
す
散
句
末
字
の
平
仄
を
︑
先
の
﹁
上
⽂
選
注
表
﹂
と
同
様
に

図
⽰
し
て
み
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒ 

第
⼆
段
落―

／
﹁
●
○
﹂
﹁
○
○
﹂
﹁
●
●
﹂
﹁
●
●
﹂
●
●
﹁
●
●
﹂ 

第
三
段
落―

／
﹁
○
●
﹂
●
○
／
﹁
○
○
﹂
／
﹁
●
●
﹂
○
●
﹁
●
○
﹂
／
●
●
﹁
●
○
﹂
﹁
○
●
﹂
●
○
﹁
○
●
﹂
﹁
○
○
﹂
／ 

こ
の
よ
う
に
図
⽰
し
て
み
る
と
⼀
部
平
仄
が
繋
が
�
て
い
る
所
も
あ
る
が
︑
全
体
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
結
果
的
に
繋
が
�
て
⾒
え
る

だ
け
で
あ
ろ
う
︒ 

 

結
論
︑
凌
雲
集
の
序
は
平
仄
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
駢
儷
⽂
と
し
て
は
不
⼗
分
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

  

三三――

⼆⼆  
 

続
い
て
︑
⼆
番
目
の
勅
撰
漢
詩
集
で
あ
る
⽂
華
秀
麗
集
の
序
を
⾒
て
い
く
︒
⽂
華
秀
麗
集
は
弘
仁
九
︵
⼋
⼀
⼋
︶
年
に
成
⽴
し
︑
そ

の
序
は
仲
雄
王
に
よ
�
て
書
か
れ
て
い
る
︒ 
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︻︻
第第
⼀⼀
段段
落落
︼︼ 

⾂
仲
雄
⾔
︑凌
雲
集
者
︑陸
奧
守
⾂
⼩
野
岑
守
等
之
所
撰
也
︒ 

①
起●

於
延
暦●

元
年○

︑ 
 

逮●

于
弘
仁○

五
載●

︒ 

凡
所
綴
緝
九
⼗
⼆
篇
︒⾃
厥●

以
来○

︑⽂
章○

間
出●

︒未
逾○

四
祀●

︑

巻
盈○

百
余○

︒ 

︻︻
第第
⼆⼆
段段
落落
︼︼  

②
豈
非
□
□
儲
聰○

︑
製
⽂○

之
無
虚
⽉●

︑ 

朝
英○

国
俊●

︑
掞
藻●

之
靡
絶
時○

哉
︒ 

③
或
気
骨●

弥
⾼○

︑
諧
風
騷○

於
声
律●

︑ 
 

或
軽
清○

漸
⻑●

︑
映
綺
靡●

於
艶
流○

︒ 

④
可
謂
輅
変
椎○

⽽
増
華○

︑ 
 

 
 

氷
⽣
⽔●

以
加
厲●

︒ 

⑤
英
声
因○

⽽
掩
後●

︑ 
 

逸
価
藉●

⽽
冠
先○

︒ 

⑥
⾄
瓊
環○

与
⽊
李●

⻫
暉○

︑ 
 

 

蕭
艾●

将
蘭
芬○

雑
彩●

︑ 

⑦
寔
由
緗
緹○

未
異●

︑ 
 

 
 

篋
笥●

仍
同○

者
矣
︒ 

︻︻
第第
三三
段段
落落
︼︼  

正
三
位
⼤
納
⾔
兼
⾏
左
近
衛
⼤
将
陸
奥
出
⽻
按
察
使
⾂
藤
原 

 

朝
⾂
冬
嗣
︑奉
勅
⾂
等
□
□
焉
︒⾂
謹
与
従
五
位
上
⾏
式
部
少

輔
兼
阿
波
守
⾂
菅
原
朝
⾂
清
公
︑
従
五
位
下
⾏
⼤
学
助
紀
伝

博
⼠
⾂
勇
⼭
連
⽂
継
︑
従
六
位
下
守
⼤
内
記
⾂
滋
野
宿
祢
貞

主
︑従
七
位
下
守
少
内
記
兼
⾏
播
磨
少
目
⾂
桑
原
公
腹
⾚
等
︑

各
相
平
論
︒
甄
定
取
舎
︒
若
有
難
審
︑
上
稟
睿
摹
︒
先
漏
凌
雲

者
︑
今
議
⽽
録
之
︒
並
皆
以
類
題
叙
︑
取
其
易
閲
︒
凡
作
者
廿

六
⼈
︑詩
⼀
百
四
⼗
⼋
⾸
︑分
為
三
巻
︒名
曰
⽂
華
秀
麗
集
︒ 

︻︻
第第
四四
段段
落落
︼︼  

⑧
鳳
掖●

宸
章○

︑ 
 

龍
闈○

令
製●

︑ 

⑨
雖
別
降●

綸
旨●

︑ 
 

 

俯
同○

縹
帙●

︑ 

⑩
⽽
天
尊○

地
卑○

︑ 
 

 

君
唱●

⾂
和○

︒ 
⑪
故
略
作
者●

之
数●

︑ 
 

 
編
採
摭●

之
中○

︒ 

⾂
謬
以●

散
材○

︑添
侍●

詮
簡●

︒重
承○

天
渙●

︑虔
制●

茲
序●

︒⾂
仲
雄
上
︒ 
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⽂
華
秀
麗
集
の
序
は
対
句
②
と
③
と
の
⼆
つ
の
隔
句
対
を
含
む
⼗
⼀
の
対
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
順
に
平
仄
を
確
認
し
て
い
き
た

い
と
思
う
︒ 

 
第
⼀
段
落
の
対
句
①
は
︑
⽂
華
秀
麗
集
が
詩
を
採
録
し
た
時
代
範
囲
を
⽰
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
様
の
記
述
は
凌
雲
集
の
序
に
も
あ

�
て
︑
そ
こ
で
の
対
句
⑮
で
は
﹁
起
⾃
延
曆
元
年
︑
終
于
弘
仁
五
年
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
の
句
末
は
共
に
﹁
年
﹂
で
平
声
で

あ
�
た
の
が
︑
⽂
華
秀
麗
集
の
序
の
対
句
①
で
は
句
末
が
﹁
年
﹂
︵
平
︶
と
﹁
載
﹂
︵
仄
︶
と
の
組
み
合
わ
せ
に
変
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
同
じ
語
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
の
意
図
も
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
後
の
⽂
華
秀
麗
集
の
序
の
平
仄
配
置
か
ら
考
え
て
︑

同
時
に
平
仄
を
逆
に
す
る
意
図
も
あ
�
て
の
こ
と
と
考
え
る
︒
し
か
も
︑
採
録
年
代
の
記
述
を
対
句
と
す
る
も
の
は
経
国
集
の
序
に
も

あ
り
︑
そ
の
対
句
㉜
で
も
末
字
が
⽂
華
秀
麗
集
の
序
と
同
様
に
﹁
年
﹂
と
﹁
載
﹂
の
組
み
合
わ
せ
と
な
�
て
い
る
︒
経
国
集
の
平
仄
配

置
状
況
と
も
併
せ
て
︑
や
は
り
凌
雲
集
の
序
か
ら
の
変
更
は
平
仄
へ
の
配
慮
の
結
果
と
判
断
さ
れ
る
︒
こ
の
対
句
︑
句
中
の
元
号
は
⽂

字
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
﹁
暦
﹂
︵
仄
︶
と
﹁
年
﹂
︵
平
︶
︑
﹁
仁
﹂
︵
平
︶
と
﹁
載
﹂
︵
仄
︶
と
上
⼿
く
対
応
し

て
︑
結
果
的
に
下
句
は
﹁
●
○
●
﹂
と
な
�
た
︒
だ
が
︑
上
句
は
冒
頭
が
﹁
起
﹂
︵
仄
︶
で
あ
る
た
め
に
﹁
●
●
○
﹂
と
な
り
︑
不
備

と
な
�
て
し
ま
�
て
い
る
︒
上
句
の
最
初
の
平
仄
に
つ
い
て
も
︑
配
慮
が
あ
�
て
欲
し
か
�
た
と
思
う
の
で
あ
る
︒ 

 

散
句
で
の
平
仄
配
置
に
つ
い
て
は
︑
第
⼀
段
落
の
最
後
は
四
字
句
が
四
つ
並
ぶ
が
︑
そ
の
末
字
の
平
仄
は
﹁
〇
●
●
〇
﹂
と
な
り
適

切
︑
句
中
と
の
対
応
も
四
番
目
の
四
字
句
が
﹁
〇
〇
﹂
と
な
る
も
の
の
︑
他
は
上
⼿
く
合
�
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
は
散
句
で
は
あ

る
が
平
仄
に
配
慮
し
た
⽂
字
選
び
︑
語
句
選
択
が
⾏
わ
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
︒ 

 

第
⼀
段
落
の
句
末
の
平
仄
の
並
び
は
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒ 

第
⼀
段
落―

／
﹁
○
●
﹂
／
○
●
●
○ 

 

続
い
て
︑
第
⼆
段
落
を
確
認
し
て
い
く
︒
結
論
か
ら
⾔
え
ば
︑
こ
こ
は
非
常
に
⾒
事
に
平
仄
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
段
落
で
あ
る
︒

句
末
︑
対
句
相
互
の
繋
が
り
を
図
⽰
す
る
と
︑ 
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第
⼆
段
落―

﹁
〇
●
●
〇
﹂
﹁
〇
●
●
〇
﹂
﹁
〇
●
﹂
﹁
●
〇
﹂
﹁
〇
●
﹂
﹁
●
〇
﹂ 

と
な
�
て
お
り
︑
途
中
に
散
句
を
挟
む
こ
と
も
な
く
︑
⼆
箇
所
の
隔
句
対
の
内
部
対
応
︑
単
対
で
の
対
応
︑
先
の
対
句
の
下
句
末
字
の
平

仄
を
次
の
対
句
の
上
句
末
字
が
引
き
継
ぐ
と
い
う
対
句
間
で
の
対
応
と
も
に
完
璧
で
あ
る
︒そ
し
て
︑各
句
中
の
平
仄
も
対
句
④
が﹁
〇

〇
●
●
﹂
と
な
�
て
い
る
の
が
唯
⼀
の
不
整
合
箇
所
で
︑
理
想
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
⼆
字
目
の
平
仄
が
逆
と
な
る
が
︑
そ
の
他
の
五
箇

所
の
対
句
は
句
中
の
平
仄
配
置
も
適
切
な
も
の
と
な
�
て
い
る
︒
な
お
︑
対
句
②
の
前
句
冒
頭
⼆
字
は
⽋
字
の
た
め
不
明
で
あ
る
︒ 

 

第
四
段
落
で
は
四
箇
所
あ
る
対
句
の
内
︑
平
仄
の
配
置
が
⼗
全
な
も
の
は
対
句
⑧
だ
け
で
︑
対
句
⑪
は
末
字
の
平
仄
は
適
切
で
あ
る

が
︑
句
中
と
の
対
応
が
不
適
切
︑
対
句
⑨
︑
⑩
で
は
ま
ず
配
慮
さ
れ
る
べ
き
句
末
の
平
仄
が
同
じ
も
の
と
な
�
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な

状
況
な
の
で
︑
対
句
相
互
で
の
平
仄
の
繋
が
り
も
不
整
合
で
あ
り
︑
第
⼆
段
落
と
は
⼀
転
し
て
平
仄
の
対
応
が
不
⼗
分
な
段
落
と
な
�

て
い
る
︒
ま
た
︑
第
四
段
落
末
の
四
つ
の
散
句
に
つ
い
て
は
︑
段
落
中
の
対
句
同
様
に
平
仄
配
置
は
不
⼗
分
な
状
況
で
あ
る
︒ 

第
四
段
落―

﹁
○
●
﹂
﹁
●
●
﹂
﹁
○
○
﹂
﹁
●
○
﹂
○
●
●
●
／ 

 

結
果
と
し
て
︑
⼀
︑
⼆
段
落
目
と
四
段
落
目
と
で
平
仄
配
置
の
状
況
に
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒ 

   

三三――

三三  
 

三
番
目
の
勅
撰
漢
詩
⽂
集
と
な
る
経
国
集
の
序
を
⾒
て
い
く
︒
経
国
集
は
天
⻑
四
︵
⼋
⼆
七
︶
年
の
成
⽴
で
︑
序
は
滋
野
貞
主
に
よ

�
て
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
序
は
隔
句
対
を
⼗
⼀
含
む
全
三
⼗
⼋
の
対
句
を
持
ち
︑
対
句
は
凌
雲
集
の
倍
︑
⽂
華
秀
麗
集
か
ら
は
三
倍

と
な
�
て
お
り
︑
三
つ
の
序
の
中
で
最
⻑
の
も
の
で
あ
る
︒ 

 

︻︻
第第
⼀⼀
段段
落落
︼︼ 

⾂
聞
︑ 

①
天
肇●

書
契●

︑ 
奎
主●

⽂
章○

︒ 
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平安時代初期の駢儷文の文体研究（渡邉）  
 

古
有
採
詩
之
官○

︑
王
者
以
知
得
失●

︒ 
故
⽂
章
者
︑ 

②
所
以
宣
上
下●

之
象●

︑ 
 

 
 

明
⼈
倫○

之
叙●

︒ 

窮
理
尽
性
︑以
究
萬
物
之
宜
者
也
︒且
⽂
質●

彬
彬○

︑然
後●

君
⼦●

︒ 

③
譬
猶
⾐
裳○

之
有
綺
縠●

︑ 
 

 
 

翔
⿃●

之
有
⽻
儀○

︒ 

︻︻
第第
⼆⼆
段段
落落
︼︼  

 

楚
漢●

以
来○

︑
詞
⼈○

踵
武●

︑
洛
汭●

江
左●

︑
其
流○

尤
隆○

︒ 

④
楊
雄○

法
⾔○

之
愚○

︑
破
道●

⽽
有
罪●

︑ 
 

魏
⽂○

典
論●

之
智●

︑
経
国●

⽽
無
窮○

︒ 
 

是
知
⽂
之
時
義
⼤
矣
哉
︒ 

⑤
雖
⻫
梁○

之
時○

︑
風
骨●

已
喪●

︑ 
 

 

周
隋○

之
⽇●

︑
規
矩●

不
存○

︑ 

⑥
⽽
沿
濁●

更
清○

︑ 
 

 

襲
故●

還
新○

︒︵
５
︶ 

 

必
所
擬●

之
不
異●

︑
乃
暗
合●

乎
曩
篇○

︒ 

︻︻
第第
三三
段段
落落
︼︼  

⑦
夫
貧
賎●

則
懾●

於
飢
寒○

︑ 

 
 

富
貴●

則
流○

於
逸
楽●

︒ 

⑧
遂
営○

目
前○

之
務●

︑ 
 

⽽
遺○

千
載●

之
功○

︒ 
 

是
以
古
之
作
者
︑ 

⑨
寄
⾝○

於
翰
墨●

︑ 
 

⾒
意●

於
篇
籍●

︒ 
 

不
託●

⾶
馳○

之
勢●

︑
⽽
声
名○

⾃
伝○

於
後●

︒ 

⑩
在
君
上●

則
天
⽂○

之
壮
観●

也
︑ 

 

在
⾂
下●

則
王
佐●

之
良
媒○

也
︒ 

⑪
才
何
世●

⽽
不
奇○

︑ 
 

世
何
才○

⽽
不
⽤●

︒ 

⑫
⽅
今
梁
園○

臨
宴●

之
操●

︑
瞻
筆●

精
英○

︑ 
 

 
 

縉
紳○

俊
⺠○

之
才○

︑
諷
託●

驚
抜●

︒ 

⑬
或
強
識●

稽
古●

︑ 
 

或
射
策●

絶
倫○

︒ 

⑭
或
苞
蓄●

神
奇○

︑ 
 

或
潛
摸○

旧
製●

︒ 
︻︻
第第
四四
段段
落落
︼︼  

 

伏
惟
︑
皇
帝
陛
下
︑ 
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⑮
教
化●

簡
樸●

︑ 
 

⽂
明○

欝
興○

︒ 
 

以
為
︑ 

⑯
伝
聞○

不
如○

親
⾒●

︑ 
 

論
古●

未
若●

徵
今○

︒ 

爰
詔
正
三
位
⾏
中
納
⾔
兼
右
近
衛
⼤
将
春
宮
⼤
夫
良
岑
朝 

⾂
安
世
︑
令
⾂
等
鳩
訪
斯
⽂
也
︒ 

⑰
詞
有●

精
麁○

︑
濫
吹○

須
弁●

︑ 
 

⽂
非○

⼀
骨●

︑
備
善●

維
雑●

︒ 

⑱
芳
無
琳
琅○

盈
光○

︑ 
 

 
 

琬
琰●

円
⾊●

︒ 

⑲
則
取
虬
龍○

⽚
甲●

︑ 
 

 
 

麒
麟○

⼀
⽑○

︒ 

︻︻
第第
五五
段段
落落
︼︼  

⑳
既
⽽
太
上●

聖
皇○

︑
推
⽟
璽●

⽽
蹤
寂●

︑ 
 

 
 

皇
帝●

叡
主●

︑
受
昭
華○

⽽
徳
隆○

︒ 

㉑
共
勉●

積
学●

之
添
明○

︑ 
 

固
要○

博
⽂○

之
助
道●

︒ 

㉒
慧
性●

並
懋●

︑ 

 

天
才○

俱
聰○

︒ 

㉓
雅
操●

⾶
⽂○

︑
似
両
龍○

之
分
燭●

︑ 
 

与
寄●

摛
藻●

︑
疑
双
曦○

之
⻫
暉○

︒ 

㉔
緊
健●

之
詞○

︑
體
物●

殊
聳●

︑ 
 

清
抜●

之
気●

︑
縁
情○

増
⾼○

︒ 

㉕
宝
跗●

染
毫○

︑
無
勝
負●

於
⼋
體●

︑ 
 

翡
翠●

開
匣●

︑
不
優
劣●

於
六
書○

︒ 

㉖
堯○

之
克
譲●

⽂
思●

︑ 
 

舜●

之
濬
哲●

好
問●

︒ 
 

先
聖●

後
聖●

︑
其
揆●

⼀
焉○

︒ 

㉗
⼜
先
歲●

昇
霞○

之
駕●

︑
叡
藻●

猶
遺○

︑ 
 

 

当
代●

重
輪○

之
光○

︑
精
華○

弥
盛●

︒ 

︻︻
第第
六六
段段
落落
︼︼  

 

⾂
閲●

史
籍●

之
巻●

︑
未
有●

如
此●

之
時○

︒ 

㉘
但
⾄
如○ 

製
令●

︑
不
敢●

評
論○

︑ 
 

 

特
降● 

綸
⾔○

︑
尚
俾●

商
確●

︒ 
㉙
尺
表●

測
景●

︑
⽇
⽉●

不
以
缺●

其
輝○

︑ 
 

寸
管●

候
時○

︑
陰
陽○

無
以
錯●

其
節●

︒ 

㉚
遂
使
龍
蛇○

同
⽳●

︑ 
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平安時代初期の駢儷文の文体研究（渡邉）  
  

 
 

⻲
⿂○

共
淵○

︑ 
㉛
屈
荊
⼭○

之
光○

︑ 
 

和
碔
砆○

之
質●

︒ 

︻︻
第第
七七
段段
落落
︼︼  

㉜
断●

⾃
慶
雲○

四
年○

︑ 
 

迄●

于
天
⻑○

四
載●

︒ 

作
者
百
七
⼗
⼋
⼈
︒賦
⼗
七
⾸
︑詩
九
百
⼗
七
⾸
︑序
五
⼗
⼀ 

⾸
︑
対
策
三
⼗
⼋
⾸
︑ 

㉝
分
為○

両
帙●

︑ 
 

編
成○

廿
巻●

︑ 
 

名
曰
経
国
集
︒ 

㉞
冀
映
⽇
⽉●

⽽
⻑
懸○

︑ 
 

 

争
⻤
神○

⽽
将
奥●

︒ 
 

先
⼊
秀
麗
者
︑
即
不
刊
之
書
也
︒
彼
所●

漏
脱●

︑
今
⽤●

兼
収○

︒ 

㉟
⼈○

以
爵
分○

︑ 

 

⽂○

以
類
聚●

︒ 

㊱
然
年
代●

遠
近●

︑ 
 

 

⼈
⽂○

存
亡○

︑ 

㊲
搜○

⽽
未
尽●

︑ 
 

闕●

⽽
俟
後●

︒ 

謹
与
参
議
従
四
位
上
⾏
式
部
⼤
輔
⾂
南
淵
朝
⾂
弘
貞
︑
従 

四
位
上
⾏
⼤
挙
頭
兼
⽂
章
博
⼠
播
磨
権
守
⾂
菅
原
清
公
︑
従

四
位
下
⾏
東
宮
学
⼠
⾂
安
野
宿
祢
⽂
継
︑
正
五
位
下
守
中
務

⼤
輔
⾂
安
部
朝
⾂
吉
⼈
等
︑
詳
挙●

甄
収○

︑
無
所●

隠
秘○

︒ 

㊳
⾂
等
学
非○

飽
蹠●

︑ 
 

 
 

智
異●

聚
沙○

︒ 

未
愚
之
上●

︑
逼
以
厳
命●

︒
辞
⽽
不
獲●

︑
敢
以
参
議●

︒
爵
次
姓
名 

 
 

列
之
如
左
︒
謹
上
︒ 

天
⻑
四
年
五
⽉
⼗
四 

 

第
⼀
段
落
の
検
討
に
⼊
る
前
に
︑
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
国
風
暗
⿊
時
代
の
⽂
学 

中
︵
下
︶
Ⅰ
﹄
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
対
句
①
の
下
句
﹁
奎
主
⽂
章
﹂
か
ら
対
句
③
よ
り
前
の
﹁
然
後
君
⼦
﹂
ま
で
の
⽂
章
は
︑
引
⽤
し
た
語
句
の
繋
ぎ

合
わ
せ
と
⾔
う
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
奎
主
⽂
章
﹂
は
﹃
初
学
記
﹄
︵
巻
⼆
⼗
⼀
⽂
部
⽂
字
︶
他
所
収
の
﹁
孝
経
援
神
契
﹂
か
ら
︑
﹁
古
有
採
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詩
之
官
︑
王
者
以
知
得
失
﹂
と
﹁
⽂
章
者
﹂
以
下
﹁
以
究
萬
物
之
宜
者
也
﹂
ま
で
は
﹃
藝
⽂
類
聚
﹄
︵
巻
五
⼗
六
雑
⽂
部
⼆
詩
︶
所
収
の

﹁
⽂
章
流
別
論
﹂
か
ら
︑
そ
し
て
﹁
⽂
質
彬
彬
︑
然
後
君
⼦
﹂
は
﹃
論
語
﹄
﹁
雍
也
篇
﹂
か
ら
引
⽤
さ
れ
た
も
の
で
︑
滋
野
貞
主
の
書
い

た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒ 

 

そ
の
上
で
︑
第
⼀
段
落
を
⾒
て
み
る
と
︑
対
句
①
の
上
句
は
典
故
に
拠
り
な
が
ら
貞
主
が
作
�
た
句
で
︑
下
句
は
﹁
孝
経
援
神
契
﹂

の
⽂
章
そ
の
ま
ま
で
は
あ
る
が
︑
末
字
の
平
仄
の
組
み
合
わ
せ
は
﹁
●
〇
﹂
と
な
る
︒
そ
れ
に
続
く
六
字
句
の
組
は
﹁
〇
●
﹂
︑
対
句

②
は
対
句
全
体
が
直
接
引
⽤
と
な
�
て
お
り
﹁
●
●
﹂
︑
続
く
論
語
か
ら
の
引
⽤
と
な
る
四
字
句
の
組
は
﹁
〇
●
﹂
︑
そ
し
て
対
句
③

は
﹁
●
〇
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
が
︑
貞
主
は
論
旨
に
沿
�
て
既
存
の
⽂
章
の
引
⽤
を
⾏

い
な
が
ら
︑
平
仄
配
置
に
も
配
慮
し
て
い
た
と
考
え
た
い
︒
そ
の
理
由
は
︑
経
国
集
の
序
の
第
⼆
段
落
以
降
で
は
対
句
で
も
散
句
で
も

句
末
の
平
仄
に
つ
い
て
は
明
確
な
配
慮
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

 

で
は
︑第
⼆
段
落
の
対
句
④
以
降
を
確
認
す
る
と
︑こ
の
後
︑対
句
末
字
の
平
仄
対
応
が
不
備
な
の
は
⼆
⼗
四
箇
所
あ
る
単
対
の
内
︑

対
句
⑥
他
の
五
箇
所
︑隔
句
対
の
⼗
⼀
箇
所
で
は
対
句
⑰
の
み
で
︑結
果
と
し
て
第
⼀
段
落
も
含
め
て
全
て
で
三
⼗
⼋
あ
る
対
句
の
内
︑

三
⼗
⼀
箇
所
は
平
仄
が
逆
に
な
�
て
い
る
︒
⼀
⽅
で
︑
対
句
全
体
で
の
平
仄
の
対
応
を
確
認
す
る
と
︑
⼗
⼀
箇
所
の
隔
句
対
の
全
て
が

全
体
と
し
て
は
整
�
て
お
ら
ず
︑
単
対
は
⼆
⼗
七
箇
所
中
⼆
⼗
⼆
箇
所
で
不
備
を
有
し
て
い
る
︒ 

 

次
に
︑
今
ま
で
と
同
様
に
段
落
毎
で
句
末
の
平
仄
の
繋
が
り
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒ 

第
⼀
段
落―

﹁
●
〇
﹂
○
●
／
﹁
●
●
﹂
／
○
●
﹁
●
○
﹂ 

第
⼆
段
落―

○
●
●
○
﹁
○
●
●
○
﹂
／
﹁
○
●
●
○
﹂
﹁
○
○
﹂
●
○ 

第
三
段
落―

﹁
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂
／
﹁
●
●
﹂
●
●
﹁
●
○
﹂
﹁
○
●
﹂
﹁
●
○
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂
﹁
○
●
﹂ 

第
四
段
落―

／
﹁
●
○
﹂
﹁
●
○
﹂
／
﹁
○
●
●
●
﹂
﹁
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂ 

第
五
段
落―

﹁
○
●
●
○
﹂
﹁
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂
﹁
○
●
●
○
﹂
﹁
○
●
●
○
﹂
﹁
○
●
●
○
﹂
﹁
●
●
﹂
●
○
﹁
●
○
○
●
﹂ 
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第
六
段
落―

●
○
﹁
●
○
○
●
﹂
﹁
●
○
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂
﹁
○
●
﹂ 

第
七
段
落―

﹁
○
●
﹂
／
﹁
●
●
﹂
／
﹁
○
●
﹂
／
●
○
﹁
○
●
﹂
﹁
●
○
﹂
﹁
●
●
﹂
／
○
○
﹁
●
○
﹂
●
●
●
●
／ 

経
国
集
の
序
は
⽂
章
が
⻑
い
た
め
︑
散
句
も
多
く
対
句
の
繋
が
り
が
分
断
さ
れ
る
所
も
多
い
が
︑
第
三
段
落
や
第
五
段
落
︑
第
六
段
落

な
ど
対
句
が
連
続
す
る
所
で
は
先
の
句
末
の
平
仄
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
決
ま
り
は
守
ら
れ
て
い
る
と
⾔
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
し
て
︑
同
じ
字
数
で
対
句
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
散
句
に
つ
い
て
は
︑
こ
ち
ら
も
句
中
の
対
応
は
不
備
が
目
⽴
つ
が
︑
句
末
の
対
応

は
配
慮
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
︒ 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
序
で
の
平
仄
へ
の
配
慮
は
︑
句
末
に
つ
い
て
は
そ
の
配
慮
は
認
め
ら
れ
る
が
︑
句
中
に
つ
い
は
不
⼗
分
な

状
況
に
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
を
序
の
作
成
者
の
⽴
場
で
捉
え
て
み
る
と
︑
句
末
は
平
仄
を
対
⽐

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
明
確
な
意
識
を
持
�
て
は
い
た
が
︑
句
中
に
つ
い
て
は
平
仄
を
配
慮
す
る
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
�
た
と

な
る
で
あ
ろ
う
︒ 

 

四四  
  

 

で
は
︑
今
ま
で
確
認
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
う
︒ 

 

ま
ず
⾔
え
る
こ
と
は
︑
三
者
三
様
と
⾔
う
こ
と
で
あ
る
︒
凌
雲
集
の
序
で
は
平
仄
へ
の
配
慮
は
認
め
ら
れ
ず
︑
⽂
華
秀
麗
集
の
序
は

第
⼆
段
落
に
絞
れ
ば
︑
平
仄
配
置
の
完
成
度
は
極
め
て
⾼
い
が
︑
そ
の
完
成
度
は
第
四
段
落
に
ま
で
は
及
ば
ず
︑
経
国
集
の
序
は
対
句

末
の
平
仄
対
応
︑
対
句
間
で
の
平
仄
の
繋
が
り
に
は
⾼
い
配
慮
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
︑
句
中
で
の
配
慮
は
認
め
ら
れ
な
い
と
⾔
う
こ

と
で
あ
る
︒ 

 

こ
れ
ら
三
つ
の
序
と
懐
風
藻
の
序
と
を
平
仄
配
置
の
観
点
か
ら
⽐
べ
て
み
る
な
ら
ば
︑
率
直
に
⾔
�
て
懐
風
藻
の
序
の
⽅
が
優
�
て
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い
る
状
況
と
考
え
ら
れ
る
︒
凌
雲
集
な
ど
の
序
に
つ
い
て
は
︑
懐
風
藻
の
序
の
流
れ
を
引
き
継
ぎ
︑
ま
た
勅
撰
漢
詩
⽂
集
の
序
と
⾔
う

こ
と
で
駢
儷
⽂
の
特
徴
を
全
て
に
お
い
て
⾼
い
⽔
準
で
達
成
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
た
が
︑
少
な
く
と
も
平
仄
配
置
に
つ
い

て
は
そ
う
で
は
な
か
�
た
︒ 

 

中
で
も
凌
雲
集
の
序
は
劣
る
状
況
に
あ
る
︒
こ
の
こ
と
︑
意
図
的
に
平
仄
を
整
え
な
か
�
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
︑
理
由
と
し

て
凌
雲
集
の
序
を
書
い
た
⼩
野
岑
守
に
は
駢
儷
⽂
に
お
け
る
平
仄
配
置
の
理
解
が
無
か
�
た
︑
⼜
は
そ
れ
を
⾏
う
だ
け
の
能
⼒
が
な
か

�
た
こ
と
に
な
る
︒
当
時
の
駢
儷
⽂
の
状
況
か
ら
し
て
後
者
で
あ
る
可
能
性
が
⾼
い
と
考
え
る
︒
勿
論
︑
序
⾃
体
の
出
来
は
平
仄
の
状

況
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
序
が
実
際
に
序
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
勅
撰
集
の
序
と
し
て
認

め
ら
れ
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒
だ
が
や
は
り
︑
不
⼗
分
な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う

︵
６
︶

︒ 
 

⽂
華
秀
麗
集
の
序
で
の
平
仄
配
置
の
完
成
度
は
︑
凌
雲
集
の
序
に
較
べ
る
と
⾼
い
も
の
で
あ
�
た
︒
そ
れ
は
凌
雲
集
の
序
の
平
仄
配

置
を
意
識
し
て
︑
仲
雄
王
は
本
来
の
駢
儷
⽂
が
求
め
る
句
中
の
平
仄
配
置
に
ま
で
気
を
配
り
適
切
な
も
の
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
三
番
目
の
勅
撰
集
と
な
る
経
国
集
の
序
は
句
末
の
平
仄
は
整
え
る
も
の
の
︑
句
中
の
平
仄
に
ま
で
気
を

配
�
た
駢
儷
⽂
で
は
な
か
�
た
︒
⽂
華
秀
麗
集
の
序
の
出
来
か
ら
す
れ
ば
︑
⼀
歩
引
い
た
よ
う
に
⾒
受
け
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
実
は
こ
の
平

仄
配
置
こ
そ
が
平
安
時
代
全
般
の
駢
儷
⽂
で
の
平
仄
配
置
で
あ
り
︑
経
国
集
の
序
の
状
況
が
典
型
な
の
で
あ
る

︵
７
︶

︒ 
 

繰
り
返
し
と
な
る
が
︑﹁
勅
撰
﹂
で
あ
る
﹁
漢
詩
⽂
集
﹂
の
三
つ
の
序
︑
し
か
も
⼗
年
余
り
の
⽐
較
的
短
期
間
で
連
続
し
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
が
︑
平
仄
の
配
置
に
お
い
て
句
末
対
応
を
主
と
す
る
も
の
と
な
�
て
い
く
こ
と
は
︑
つ
ま
り
こ
の
時
点
に
お
い
て
既
に
⽇
本
的

駢
儷
⽂
と
な
�
て
い
く
こ
と
を
⽰
し
て
い
よ
う
︒
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
未
だ
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
ま
で
の
個
々
の
駢
儷
⽂

を
確
認
し
︑
そ
の
変
化
を
通
時
的
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
今
後
は
そ
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

︵
８
︶

︒
そ
し

て
︑
そ
の
よ
う
な
調
査
の
進
⾏
に
よ
�
て
︑
奈
良
時
代
以
降
︑
漢
風
を
目
指
し
な
が
ら
も
︑
結
果
と
し
て
国
風
へ
と
変
容
し
て
い
く
⽂
化

の
⼀
端
︑
⽂
字
や
⽂
章
を
⾃
国
の
も
の
と
し
て
い
く
様
⼦
が
⾒
え
て
く
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒ 
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注注  １ 
駢
儷
⽂
の
特
徴
︑
⽇
本
で
の
受
容
と
変
化
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
籍
を
参
照
し
た
︒ 

・
⼤
曾
根
章
介
﹃
⽇
本
漢
⽂
学
論
集 

第
⼀
巻
﹄︵
汲
古
書
院 

⼀
九
九
⼋
・
六
︶ 

・
川
⼝
久
雄
﹃
三
訂 

平
安
朝
⽇
本
漢
⽂
学
史
の
研
究 

中
篇
﹄︵
明
治
書
院 

⼀
九
⼋
⼆
・
九
／
初
版
⼀
九
五
九
・
三
︶ 

・
鈴
⽊
⻁
雄
﹃
駢
⽂
史
序
説
﹄︵
研
⽂
出
版 

⼆
〇
〇
七
・
⼀
／
初
版
⼀
九
六
〇
︶ 

・
福
井
佳
夫
﹃
六
朝
美
⽂
学
序
説
﹄︵
汲
古
書
院 

⼀
九
九
⼋
・
⼆
︶ 

２ 

⽂
体
と
し
て
の
序
と
表
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
川
上
萌
実
﹁
勅
撰
三
集
序
の
⽂
体
に
つ
い
て―

嵯
峨
朝
の
官
撰
国
書
編
纂
の
あ
り
⽅―

﹂

︵﹃
懐
風
藻
の
詩
と
⽂
﹄
汲
古
書
院 

⼆
〇
⼆
三
・
五
︶
に
詳
し
い
︒ 

３ 

平
仄
の
確
認
は
︑﹃
校
正
宋
本
廣
韻
﹄︵
藝
⽂
印
書
館
︶
に
拠
�
た
︒ 

４ 

福
井
⽒
は
本
⽂
で
⽰
し
た
著
書
に
お
い
て
︑
懐
風
藻
序
を
総
合
的
に
調
査
し
︑
六
朝
期
の
駢
儷
⽂
と
⽐
較
し
た
結
果
と
し
て
︑﹁
対
偶
︑
平
仄
︑
句

法
︑
語
彙
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
︑
本
場
の
中
国
に
伍
す
る
技
法
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
�
た
︒
そ
の
意
味
で
﹁
懐
風
藻
序
﹂
作
者
の
⽂

才
は
︑
そ
う
と
う
た
か
か
�
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
現
在
︑
懐
風
藻
の
序
の
出
来
は
突
出
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ

が
ど
の
程
度
︑
時
代
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
︑
後
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
︑
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒ 

５ 

第
⼆
段
落
の
対
句
⑥
は﹁
⽽
沿
濁
更
清
︑襲
故
還
新
﹂の
本
⽂
を
採
⽤
し
た
が
︑下
句
末
の﹁
新
﹂は﹁
美
﹂と
の
異
同
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒﹁
美
﹂

は
﹁
上
声
第
五
旨
韻
﹂
で
﹁
仄
﹂
と
な
る
︒
こ
れ
で
あ
れ
ば
﹁
清
﹂
と
は
平
仄
が
逆
に
な
り
︑
適
切
な
配
置
と
な
り
︑
異
例
は
四
箇
所
と
な
る
︒
た
だ

現
状
︑
こ
の
異
同
を
決
定
す
る
だ
け
の
材
料
を
持
た
な
い
た
め
に
指
摘
に
留
め
て
お
く
︒ 

６ 

凌
雲
集
の
編
纂
は
⼩
野
岑
守
の
他
に
は
菅
原
清
公
と
勇
⼭
⽂
継
が
⾏
�
て
い
る
︒
三
⼈
の
内
︑
年
齢
は
岑
守
が
最
も
若
く
︑
ま
た
編
纂
時
の
位
階
は

岑
守
と
清
公
と
は
同
じ
従
五
位
上
で
あ
�
た
が
︑
岑
守
は
弘
仁
四
︵
⼋
⼀
三
︶
年
に
清
公
よ
り
⼀
年
早
く
叙
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
位
階
の
上

位
者
で
あ
る
こ
と
が
序
の
担
当
理
由
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
⽂
華
秀
麗
集
︑
経
国
集
で
は
そ
う
は
な
�
て
お
ら
ず
︑
序
の
担
当
が
ど
の
よ
う
に
決
め
ら

れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒ 

改
め
て
︑
⼩
野
岑
守
の
出
⾃
や
履
歴
︑
交
友
関
係
な
ど
に
つ
い
て
︑
⾦
原
理
﹁
⼩
野
岑
守
考
﹂︵﹃
平
安
朝
漢
詩
⽂
の
研
究
﹄
九
州
⼤
学
出
版
会 

⼀
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九
⼋
⼀
・
⼀
〇
︶︑
後
藤
昭
雄
﹁
⼩
野
岑
守
⼩
論
﹂︵﹃
平
安
朝
漢
⽂
学
論
考 

補
訂
版
﹄
勉
誠
出
版 

⼆
〇
〇
五
・
⼆
︶︑
井
上
⾠
雄
﹁
⼩
野
岑
守―

⽂

雅
の
廷
⾂―

﹂︵﹃
嵯
峨
天
皇
と
⽂
⼈
官
僚
﹄
塙
書
房 

⼆
〇
⼀
⼀
・
⼆
︶
か
ら
︑
ま
た
個
々
の
詩
に
つ
い
て
は
︑
本
⽂
に
⽰
し
た
⼩
島
⽒
の
著
書
で
確

認
し
て
み
る
と
︑
⼩
野
岑
守
が
皇
太
⼦
時
代
の
嵯
峨
天
皇
の
侍
読
を
務
め
た
こ
と
︑
嵯
峨
天
皇
と
の
唱
和
詩
の
多
さ
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ
る
関
係
の

親
密
さ
が
目
を
引
く
︒
そ
し
て
ま
た
多
く
の
詩
を
残
し
︑
弁
官
な
ど
も
歴
任
し
て
い
る
当
時
を
代
表
す
る
⽂
⼈
で
は
あ
�
た
が
︑
地
⽅
で
の
⾏
政
担

当
や
中
央
で
の
政
策
⽴
案
を
⾏
う
な
ど
実
務
官
僚
と
し
て
の
働
き
も
顕
著
で
あ
�
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒ 

そ
こ
か
ら
︑
岑
守
は
嵯
峨
天
皇
が
求
め
た
︑
序
の
⽂
頭
に
も
⽰
さ
れ
て
い
る
﹁
⽂
章
経
国
﹂
の
理
念
を
熟
知
し
︑
そ
れ
を
体
現
し
得
る
⼈
物
で
あ
�

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
岑
守
が
序
の
担
当
と
な
�
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

７ 

⼤
曾
根
⽒
は
平
安
期
の
駢
儷
⽂
の
平
仄
配
置
に
つ
い
て
﹁
我
国
で
は
⽂
章
を
漢
⾳
で
朗
読
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
中
国
の
よ
う
な
⾳
律
的
効
果

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
巧
緻
な
⾳
律
的
技
巧
は
不
要
で
あ
�
た
た
め
に
︑
対
句
の
末
尾
字
に
だ
け
平
仄
を
整
え
る
と
い
う
規
律
が
守
ら
れ
た
に

過
ぎ
な
い
﹂︵﹁
漢
⽂
体
﹂
注
１
掲
載
著
書
︶
と
述
べ
て
い
る
︒ 

８ 

平
安
時
代
中
期
の
駢
儷
⽂
に
つ
い
て
︑
特
に
平
仄
の
在
り
⽅
か
ら
研
究
を
⾏
�
て
い
る
も
の
と
し
て
︑
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ス
タ
イ
ニ
ン
ガ
�
﹁﹁
本
朝

的
﹂
駢
儷
体
の
形
成―

⽇
本
漢
⽂
学
史
に
お
け
る
平
安
中
期
を
考
え
る―

﹂︵﹃
⽇
本
⽂
学
研
究
ジ
�
�
ナ
ル
﹄
⼀
四 

⼆
〇
⼆
〇
・
六
︶
が
あ
る
︒
こ

こ
で
は
︑
⼤
江
匡
衡
の
駢
儷
⽂
の
平
仄
配
置
を
例
に
し
て
⽇
本
的
駢
儷
⽂
の
在
り
⽅
︑
⽇
本
化
す
る
漢
⽂
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒ 
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