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で
す
。
対
句
構
成
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
際
立
て
て
し
ま
い
ま
す
と
承

句
と
転
句
が
付
き
過
ぎ
て
、
起
承
転
結
の
変
化
が
弱
く
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
難
し
さ
が
あ
り
、
面
白
さ
も
あ
る
と
い
う
わ

け
で
、
作
る
人
は
、
対
句
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
な
が
ら
対
句
を
構
成

し
て
い
る
の
で
す
。「
鞭
聲
肅
肅
・
・
」
の
詩
が
間
対
格
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
て
い
な
い
人
が
多
い
の
は
そ
う
い
う
次
第
だ
か
ら
で
す
。

　
話
が
と
り
と
め
も
な
く
あ
ち
こ
ち
へ
飛
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
た

ま
に
は
こ
ん
な
話
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
た
は
ら
に　
秋
草
の
花　
か
た
る
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
び
し
も
の
は　
な
つ
か
し
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
山
牧
水

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
20
）

『
鹿
　
　
柴
』　
　
王
　
維

　
　
ど
ん
な
人
も
自
然
に
あ
こ
が
れ

　
　
　
　
　
い
つ
か
は
自
然
の
中
に
帰
り
た
い

空
山
不
見
人　
空
山
人
を
見
ず

但
聞
人
語
響　
但
人
語
の
響
き
を
聞
く
の
み

返
景
入
深
林　
返
景
深
林
に
入
り

復
照
青
苔
上　
復
照
ら
す
青
苔
の
上

意　
解　
鹿
の
囲
い

　
も
の
寂
し
い
山
に
は
人
の
姿
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
静
か
な
小
亭

に
座
し
て
い
る
と
、人
の
話
し
声
だ
け
が
か
す
か
に
聞
こ
え
て
く
る
。

　
（
静
か
に
の
ん
び
り
と
日
を
暮
し
、
や
が
て
夕
暮
れ
を
迎
え
る
）

す
る
と
夕
陽
の
照
り
返
し
が
こ
の
奥
深
い
林
の
中
に
ま
で
さ
し
込
ん

で
き
て
、
み
ず
み
ず
し
く
青
々
と
し
た
苔
の
上
を
照
ら
し
始
め
る
。

返
景
に
つ
い
て

　
「
景
」
は
日
の
光
。「
返
景
」
は
多
く
の
本
に
「
夕
陽
の
照
り
返
し
」

と
あ
る
。「
西
か
ら
延
び
る
光
が
地
上
に
あ
た
っ
て
周
囲
を
照
ら
す

光
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
今
一
つ
具
象
し
き
れ
な
い
。「
唐
詩
鑑
賞

辞
典
」（
東
京
堂
出
版
）
に
は
「
要
す
る
に
暮
れ
方
の
淡
い
光
の
こ

と
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
、
さ
ら
に
鑑
賞
欄
に
「
夕
暮
れ
の
陽
光
は

赤
味
を
帯
び
、
地
上
の
す
べ
て
の
物
の
色
は
日
中
と
ま
っ
た
く
ち

が
っ
て
く
る
。
い
つ
も
は
光
の
と
ど
か
な
い
木
の
下
陰
に
密
生
し
た

苔
の
青
さ
が
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
美
し
さ
で
う
か
び
あ
か
っ
て
く
る
。」

と
解
説
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
状
況
が
鮮
明
に
な
る
。
や
は
り
直
射

の
光
で
は
な
く
、
地
上
か
ら
の
照
り
返
し
が
淡
い
光
と
な
っ
て
奥
深

い
林
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
王
維
の
感
覚
の
こ
ま

や
か
さ
を
感
じ
る
。

こ
の
詩
の
作
ら
れ
た
「
輞
川
荘
」
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ　

　

初
唐
の
詩
人
宋
之し

問も
ん

の
別
荘
で
あ
っ
た
も
の
を
王
維
が
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四
十
二・三
歳
こ
ろ
買

い
取
っ
た
。
長
安
か

ら
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
南
東
の
、
藍
田
の

地
に
あ
る
。
そ
こ
に

は
輞
川
の
渓
谷
が
流

れ
、
別
荘
は
や
や
谷

が
開
け
る
辺
り
に
設

け
ら
れ
て
い
る
。
別

荘
と
い
っ
て
も
、
今

日
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
軽
井
沢
や
伊
豆
な
ど
の
規
模
の
小
さ
い
も
の
で

は
な
い
。
甲
子
園
球
場
を
十
い
く
つ
も
合
わ
せ
た
ほ
ど
も
あ
る
と

言
っ
た
人
が
い
た
が
、と
に
か
く
広
い
。そ
の
敷
地
の
中
に
は
、農
田
・

菜
園
・
果
樹
園
・
花
園
・
牧
草
地
・
山
林
・
沼
や
沢
・
中
州
そ
し
て

舟
を
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
小
川
ま
で
流
れ
て
い
る
。
ま
た
建
物

も
風
雅
で
、
亭
閣
が
連
な
り
、
農
作
業
用
の
倉
庫
や
使
用
人
の
宿
舎

も
完
備
し
て
い
る
。
そ
し
て
風
光
の
良
い
と
こ
ろ
に
は
東あ

ず
ま
や屋
風
の
休

息
所
が
あ
る
。
耕
地
は
広
く
、
そ
こ
か
ら
私
租
を
微
収
す
る
の
で
、

経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
。
一
つ
の
村
が
そ
の
領
域
と
考
え
れ
ば
妥
当

で
あ
ろ
う
。
王
維
は
こ
の
別
荘
を
、
急
流
が
車
輪
の
よ
う
に
う
ず
を

巻
い
て
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
輞
川
荘
」
と
命
名
し
た
。
こ
の

広
大
な
敷
地
に
は
、
数
十
メ
ー
ト
ル
あ
る
い
は
数
百
メ
ー
ト
ル
隔
た

り
な
が
ら
二
十
の
名
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
孟
城
坳お

う

・
華
子
岡こ

う

・
文

杏
館
・
斤き

ん

竹
嶺
・
鹿
柴
・
木
蘭
柴さ

い

・
竹
里
館
…
…
な
ど
で
あ
る
。
王

維
は
任
務
の
な
い
日
々
に
は
一
人
こ
の
別
荘
に
入
り
、
香
を
焚
き
な

が
ら
詩
を
謡
い
、
墨
絵
を
描
き
、
琴き

ん

を
弾
き
、
ま
た
知ち

己き

の
人
と
語

り
つ
つ
、
静
か
に
時
を
過
ご
し
た
。
晩
年
仏
教
に
帰き

依え

し
た
彼
は
死

を
前
に
し
て
こ
の
壮
大
な
別
荘
を
す
べ
て
寺
に
寄
進
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

静
中
動
あ
り
・
動
中
静
あ
り
の
名
閑か

ん

寂じ
ゃ
く

詩

　
「
鹿
紫
」
は
鹿
を
飼
っ
て
お
く
木
の
柵
。「
輞
川
荘
の
一
部
に
こ
う

し
た
放
牧
場
が
あ
っ
た
。
そ
の
周
囲
は
小
高
い
丘
に
な
っ
て
い
る
。

農
作
業
を
し
て
い
る
人
な
の
か
、
静
か
な
中
に
わ
ず
か
に
話
し
声
だ

け
が
聞
こ
え
る
。
ほ
か
に
音
の
す
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。
こ
の
静

か
さ
の
表
現
が
至し

高こ
う

と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り「
空
山
人
を
見
ず
」

の「
静
」
に
対
し
て「
人
語

の
響
き
」の「
動
」を
並
べ
な

が
ら
無
限
の「
静
」
を
表
現

す
る
。
芭
蕉
の
「
古
池
や

蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」の
静

寂
さ
に
通
ず
る
手
法
で
あ

る
。
ま
た
転
結
句
で
も「
夕

陽
が
苔
を
照
ら
す
」と
い
う

「
動
」に
対
し「
青
々
と
何
年

も
わ
ず
か
に
生
き
続
け
る

●李杜王と併称される盛唐の詩人。
　仏教に帰依し、自然を愛した自然派の
　代表。詩仏。

黄河

　

川
荘

長
安

長江
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苔
」
を
「
静
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
静
」
と
「
動
」

は
凡
人
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
中
に
我
々
は
自
然
が
生
み
出
す
無
限
の
閑
寂
さ
に
引
き
込
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
南
宋
の
詩
人
蘇
軾
は
特
に
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、「
摩ま

詰き
つ

（
王
維
の
こ
と
）
の
詩
を
味
わ
え
ば
、
詩
中
に
画
有
り
。
摩
詰
の

画
を
観
れ
ば
、
画
中
に
詩
あ
り
」
と
評
し
た
こ
と
も
有
名
な
話
で
あ

る
。

輞
川
荘
で
の
詩
の
紹
介

　
教
本
Ａ
54
に
あ
る
「
竹
里
館
」
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
に
も
有
名
な
の
で
別
の
詩
を
紹
介
し
よ
う
。

　
孟
城
坳
（
も
う
じ
ょ
う
お
う
）

新
家
孟
城
口　
　
新
た
に
家
す
孟
城
の
口ほ

と
り

古
木
餘
衰
柳　
　
古
木
衰
柳
を
餘
す

来
者
復
爲
誰　
　
来
者
は
復
た
誰
と
爲
す

空
悲
昔
人
有　
　
空
し
く
悲
し
む
昔
人
の
有
な
り
し
を

　
　
　
　
　
　
　

坳
…
く
ぼ
み　
　
有
…
所
有
す
る

意　
解

　
新
し
い
家
を
孟
城
の
入
り
口
近
く
に
建
て
た
。
古
木
の
中
に
衰
え

た
柳
が
ま
だ
残
っ
て
何

と
か
生
き
て
い
る
。（
そ

の
木
も
や
が
て
朽
ち
果

て
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の

よ
う
に
私
も
い
つ
ま
で

も
こ
こ
に
住
み
続
け
る

わ
け
で
は
な
い
）
将
来

こ
こ
に
住
ま
い
す
る
人

は
誰
で
あ
ろ
う
、
そ
の

人
か
ら
「
こ
の
別
荘
は

誰
か
昔
の
人
が
所
有
し

て
い
た
の
だ
」
と
思
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
が

な
ん
だ
か
悲
し
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
21
）

『
江
　
　
雪
』　
　
柳
　
宗
元

　
　
一
幅
の
山
水
画
を
思
わ
せ
る
叙
景

　
柳
宗
元
の
詩
の
中
で
も
っ
と
も
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
有
名
な
詩

と
い
え
ば
「
江
雪
」
と
題
す
る
五
言
古
詩
と
「
漁
翁
」
と
題
す
る
七

七
〇
一

七
〇
九

七
一
五

七
一
七

七
二
一

七
三
〇

七
三
四

七
三
七

七
四
一

七
四
二

七
五
二

七
五
五

七
五
六

七
五
八

七
五
九

七
六
一

191217213034374142525556585961

山
西
省
太
原
に
生
ま
れ
る
。（
一
説
に
六
九
九

年
う
ま
れ
。）

辞（
韻
文
の
一
体
）を
作
る
。

こ
の
頃
長
安
に
遊
学
す
る
。

「
九
月
九
日
憶 

山
東
兄
弟 

」

進
士
に
及
第
、
大
楽
丞（
音
楽
官
）に
な
る
が
済

州
に
左
遷
さ
れ
る
。

こ
の
頃
妻
と
死
別
、以
後
は
独
身
で
過
ご
す
。

右
拾
遺（
天
子
の
諫
官
）と
な
る
。

監
察
御
史
（
裁
判
刑
罰
を
司
る
官
）
と
な
り
涼

州
に
。「
使
至 

塞
上 

」

長
安
に
帰
る
。

左
補
闕（
天
子
の
諫
官
）か
ら
庫
部
郎
中（
武
器

庁
次
官
）に
な
る
。

文
部
郎
中（
文
部
次
官
）に
な
る
。

安
禄
山
の
乱
起
こ
る
。

賊
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。粛
宗
即
位
。

中
書
舎
人（
宮
中
文
書
係
）か
ら
給
事
中（
詔
勅

担
当
官
）に
再
任
。

尚
書
右
丞（
内
閣
書
記
官
長
）と
な
る
。

病
に
よ
り
没
す
る

                      

た
い 

げ
ん

              

こ
ろ

                                

お
も
フ            

ノ            

ヲ

                                         

だ
い 

が
く
じ
ょ
う                                                      

さ
い

  

う 

し
ゅ
う 

い                           

か
ん 

か
ん

 

か
ん 

さ
つ 

ぎ
ょ  

し                                                                                         

り
ょ
う

                       

シ  

テ   

ル
さ
い
じ
ょ
う
ニ

  

さ     

ほ 

け
つ                                                           

こ

 

ぶ
ん       

ろ
う
ち
ゅ
う

 

あ
ん 

ろ
く 

ざ
ん

                                                                

し
ゅ
く
そ
う

ち
ゅ
う
し
ょ
し
ゃ 

じ
ん                                                        

き
ゅ
う 

じ
ち
ゅ
う

し
ょ
う
し
ょ 

う 

じ
ょ
う

二

一

二

一
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