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辿
歌
の
妥
句
は
五
七
五 、
短
句
は
七
七
の
句
形
を
も
ち 、
ま
た
そ
れ
ら
が
一

．
組
と
な
っ

て
―
つ
の
詩
世
界
の
形
成
に
与
る
こ
と
は
和
歌
の
場
合
に
お
け
る
上

句・
下
句
と
同
じ
で
あ
る 。
し
か
し
辿
歌
の
各
句
に
は 、
和
歌
と
は
迩
っ

て 、

一
句
と
し
て
の
あ
る
程
度
の
独
立
性
と 、
そ
れ
が
次
に
前
句
と
な
っ

て
付
句
を

付
け
ら
れ
る
時
へ
の
配
殿
が
要
求
さ
れ
る。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
要
求
が
辿
歌

の
各
句
に
対
し
て
な
さ
れ
る
結
果
と
し
て
生
ず
る
外
的
表
象
の
最
も
著
し
い
も

の
は 、
多
分
各
句
の
句

末表
現
の
相
迩
で
あ
ろ
う。
そ
れ
は
例
え
ば
俊
頼
髄
脇

に
見
え
る
次
の
よ
う
な
君
説
か
ら
も
推
測
さ
れ
よ
う。

次
に
連
歌
と
い
へ
る
も
の
あ
り。
例
の
歌
の
な
か
ら
を
い
ふ
な
り。
本
末

心
に
ま
か
す
ぺ
し。
そ
の
な
か
ら
が
う
ち
に 、
い
ふ
ぺ
き
事
の
心
を
い
ひ
は

．
つ
る
な
り。
心
の
こ
り
て 、
つ
く
る
人
に
い
ひ
は
て
さ
す
る
は
わ
ろ
し
と
す。

例
え
ば 、
夏
の
夜
を
み
じ
か
き
も
の
と

け3投淡3
と
い
ひ
て 、
人
は
物
を

．

や
思
は
ざ
り
け
む
と
末
に
い
は
せ
む
は
わ
ろ
し。
此
歌
を
迎
歌
に
せ
む
時
は 、

夏
の
夜
を
み
じ
か
き
も
の
と

瑕バ奴硲
と
い
ふ
ぺ
き
な
り 。
さ
て
ぞ
か
な
ふ

べ
き。

私
が

しt
を
施
し
た
所
を
比
較
し
て
欲
し
い
と
思
う。
つ
ま
り
「
い
ひ
そ
め

し」
と
い
う
よ
う
な
句

末表
現
（
活
用
語
迎
体
形）
は
述
歌
に
は
不
逃
当
で
あ

り 、
「
思
ふ
か
な」
と
い
う
よ
う
な
句

末表
現
（
終
助
詞）
に
す
る
ぺ
き
だ
と

い
う
の
で
あ
る 。

論
を
明
腑
に
す
る
た
め
に
最
初
に
俊
顛
髄
屈
か
ら
の
引
用
を
し
た
が 、
実
は

こ
れ
は
主
と
し
て
二
句
唱
和
の
短
述
歌
を
論
の
対
象
と
し
て
述
ぺ
ら
れ
た
も
の

で
あ
り 、
そ
の
点 、
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト

に
長
辿
歌
に
対
し
て
も
あ
て
は
め

る
の
は 、
少
し
問
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。
し
か
し 、
同
様
の
苔
説
で
長
述
欧

を
論
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
の
確
か
な
も
の
と
し
て
は 、
類
徳
院
の
八
雲
御

抄
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る。
こ
れ
も
辿
歌
の
句

末表
現
に
対
す
る
配

殿
を
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
欲
し
い
と
思
う。

上
句
に
あ
し
ひ
き
の

な
ど
い
ひ
は
て
i 、

下
句
に
や
ま
と
い
は
で
は
い
ひ

に
く
き
や
う
な
る
事 、
す
ぺ
て
せ
ぬ
事
也。
あ
し
び
き
に
か
ぎ
ら
ず 、
し
も

と
ゆ
ふ
な
ど
し
て 、
か
づ
ら
き
と
人
ご
と
に
あ
ん
ず
る
事 、
尤
あ
し
き
事
也。

久
か
た
は
月
に
か
ぎ
ら
ず 、

堀
と
も
な
に
共
い
ひ
つ
ぺ
け
れ
共 、
す
べ
て
は

じ
め
に
い
ふ
が
ご
と
く 、
い
ひ
き
り
た
る
や
う
な
る
ぺ
し。
百
部
の
中
い
ひ

き
ら
ぬ
句
の
五
六
句
な
ど
に
あ
ま
り
た
ら
む
は 、
述
歌
お
も
て
あ
し
か
る
ペ

き
な
り。
よ
く

l＼
心
え
て
す
ぺ
し。

十
四
世
紀
中
期
の
長
連
歌
に
見
え
る

句
末
表
現
の
整
理
に
つ
い
て

勢

田

勝

郭

゜
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（
表
ム）

あ
ろ
う 。
私
は
そ
の
よ
う
な
見
通
し

の
も
と
に、
ま
ず
宗
祇一
座
の
連
歌
に
現

れ
る
句
末
表
現
を
い
く
つ
か
の
類
型
と
し
て
格
理
し
て
み
た。
次
表
が
そ
の
結

以
上
の
ご
と
く 、
連
歌
各
旬
の
句
末
表
現
に
は 、
和
歌
の
場
合
の
そ
れ
に
比

べ
て
よ
り
多
く

の
制
肘
が
加
わ
る
の
で
あ
る
が 、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は 、
連
歌
は
そ
の
最
初
か
ら
巡
歌
と
し
て
完
成
さ
れ
て
出
現
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
あ
る
而
に
お
い
て
は
和
歌
に
倣
い 、

和
歌
か
ら
多
く

の
も
の
を
受
け
つ
つ 、
ま
た
あ
る
面
に
お
い
て
は
和
歌
と
鋭
く

対
立
し
つ
つ 、
連
歌
は
次
第
に
述
歌
と
し
て
自
己
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た。
そ

の
よ
う
な
述
歌
の
歴
史
を
思
う
時 、
特
に
句
末
表
現
に
関
し
て
い
え
ば 、
連
歌

に
は
不
適
当
と
さ
れ
る
句
末
表
現
が
そ
の
最
初
か
ら
固
定
的
に
排
斥
さ
れ
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
ず 、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら 、
次
第
に
連
歌
に
適
当

な
も
の
の
み
を
残
し
て
整
迎
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
風
に
考
え
る
の
が
自
然
で

果
で
あ
る。

]][ JI I 類型 資料

裔 腐琶直 四 卒

五 一 三
閤 吟

葛三 旦 山

閤
＝ 

五 ＝ 吟

（
表
B)

表
に
0
印
で
示
し
た
項 、
長
句
の
場
合
十
種 、
短
句
の
場
合
七
稲
の
計
十
七

類
型
に
整
理
が
で
き
る。
そ
し
て 、
宗
祇一
座
の
述
歌
の
句
の
ほ
と
ん
ど
全
て

は 、
こ
の
十
七
類
型
の
い
ず
れ
か
に
分

類
さ
れ
る。
例
え
ば 、

も
っ
と
も
有
名

な
所
で
水
無
瀬
三
吟
と
湯
山
三
吟
と
に
対
し
て
こ
の
類
型
分
類
を
あ
て
は
め
て

み
る
と、
次
表
の
ご
と
く 、
共
に
そ
の
全
て
の
句
を
分
頻
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る。
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（長

双

）

娘
捨

の月

の昔
は
い

か
斗

（

文
明
十
二
年
八
月・
何
路・
一
七）

長
句
のVII
·

道
・

苅 、
短

句
のIX
i

双

の類
型
に
分
類さ

れ

るべ

き
句は

水

無
瀬
三
吟
と

湯山
三
吟

の中
に
は
存
在
し

な

い
が 、
次

のご
と

き
もので

あ

る。

（長

別

）虫
の

音
も あ
る

か

な

き
かの
夜をさ

む

｀

｀

‘

（三島千句
•

第

四
・

九

）

（長渭）おろ

か

な
る
身
を
も仏ときく物

を

（

三

島千句•

第
九•
四

三

）

計 囚I XI X lX Wl IV 

五

ニ―7―7― __Q_ 立

1 7 互旦

立:]

立立

／ 苔 __Q_ 

五 I I゜ ゜

囮
お

も
か

け
遠
く

月
は
霞
み
て

③

お

く
る
日
数を
を
も

ひ
つ
4
け
て

山
待
く
れ

のけ
ふ
よ
明
日
よ
と
過

き

っ
4

（

熊
野

千句
•

第

七
・

九八

）

（

熊
野

千句
•

第

七・
ニ

）

（
短
lX)
老

も
こ
と
し

も
末
に

な

り
つ
4

（

英
浪
十
花

千句
•

第
十・
三
四

）

（

短
x)

ものお

も
ハ
せ
て
我を
見
ん
と
や

（

何
椿

（

風

き

よ
し

）

二
六

）

（

短
Xl)
い
ら
は
や
山
に
し

るへ
な
く
と

も
（

明
応
九年

五
月
七
日
・

何
路・
八
四

）

（

短
双

）

い

のち

のう
ち
は
と
に
も

か
く
に

も

（

文
明
八
年
四

月
二
十

三
日
・

何
船・
七
八

）

各一
例を

あげ
た
が 、
同
様

の
句は

他
に
広
く

宗
祗一
座

の述
歌を
網
べ
れ

ば

か

な

り

の数
が
見
出さ

れ 、
こ
れ
ら

の
句末

表
現
が
決
し
て
排
斥さ

れ
て
は

い

なか
っ

た
こ
と
が
知
れ

る。
私
は
出
来

る

か
ぎ
り
多
く

の宗
祇一
座

の述
歌

に
つ
い
て
調
査
し
て
み
た。
そ

の数
は

千句が
七 、
百
制
が
五
十
八
で

あ
るが 、

そ

のう
ち
先

の十
七
類
型

のい
ず
れ
へ
に

も分
類
し
え

な

い

句は
次

の十一
例

注^四
＞

のみ
で

あっ
た。

図さ

き

そ
ふ
花

の枝を
重
て

（

熊
野

千句
•

第

三
・

ニ
0)

（

河
越

千句
•

第

四

·
二

）
10 



（
永
原
千
句・
悌
六・
ニ）

（
明
応
九
年
七
月
七
日・
何
人・
五
0)

叫
手
折
ら
ん
藤
ハ
雨
に
し
ほ
れ
て 注^五＞

醤
に
み
き
ハ
を
た
て
る
鷺
す
ら

（
河
越
千
句•
第
八・
ニ
0)

矧
み
ち
あ
る
御
代
に
民ハ
さ
か
え
て

・

（
文
明
四
年
十
月
二
十
六
日・
何
路·
1
0
0)

＾Bつ
から＞

m
つ
む
や
樅
を
す
4
く
水
か
ら

（
美

浪千
句•
第
四・
一
八）

⑧
こ
こ
ろ
を
人
は
よ
そ
に
へ
た
て
し

（
文
明
十
三
年
二
月
二
十
四
日・
何
船・
七
六）

注^六＞

⑨
な
を
霧
0
か
ふ
明
の
迪
か
に

un
お
り
ふ
し
は
等
閑
な
し
と
思
ふ
ま
て

（

第
誹
諧
独
吟
（
花
に
ほ
ふ）
四
五）

千
句
七
種、
百
領
五
十
八
稲
中
に
十一
句
で
あ
る
か
ら、
百
分
率
に
し
て
O·.

-
％
以
下
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
句
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
出
現
し
た
も

の
で
あ
る
の
か
は、
そ
の
め
い
め
い
に
つ
い
て
の

考察
を
必
要
と
す
る
が、
ス

ペ
ー
ス
の
都
合
上
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い。
た
だ
し、
い
ず
れ
も
何
か
特
殊
的、

も
し
く
は
偶
然
的
な
お
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
と
だ
け
は
い
っ
て
お
こ
う。

ま
た、
右
の
十一
句
の
う
ち
短
句
末
「
て」
の
例
が
六
句
で
あ
り、
こ
れ
は
あ

る
い
は一
項
を
立
て
る
に
値
す
る
例
数
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う。
し
か
し、
兼
戟
独
吟
千

句註（
俳
寄
叢
刊）
に
は
r
て
と
と
ま
る
下
句
お
ほ

く
ハ
有
ま
し
き
事
に
て
侍
り』
と
あ
り、
ま
た
矢
鳩
小
林
庵
何
木
百

領注
（
桂

を
の
つ
か
ら
た
4
く
水
珀
の
声
な
か
ら

宮

本叢
杏．．
 
辿
歌一
）
に
は
r
下
句
て
と
ま
り
の
事、
千
句
な
と
に
は
自
然一

二
有へ
し。
百
飴
に
は
割
酌
す
へ
し。
よ
く
首
尾
し
た
る
や
う
な
る
は、
稀
に

は
く
る
し
か
る
ま
し
き
様
に
申
侍
り」
と
あ
る。
つ
ま
り
後
世
の
辿
歌
に
お
い

て
は、
短
句
末
「
て」
は
「
よ
く
首
尾
し
た
る
や
う
な
る」
場
合
に
「
稀
に」

の
み
許
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
り、
例
え
ば
格
助
詞
「
の」
な
ど
の
ご
と
く
絶

対

的排
斥
で
は
な
い
に
し
ろ、
意
織
的
な
排
斥
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る。

い
さ
さ
か
論
を

端折
っ
た
が、
長
句
に
十
稲、
短
句
に
七
稲
の
類
型
を
た
て
る

と、
宗
祇一
座
の
辿
歌
に
つ
い
て
い
え
ば、
何
か
特
殊
的・
偶
然
的
事
情
に
よ

り
現
れ
た
と
思
わ
れ
る
極
く
少
数
を
除
い
て、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
句
が
そ

の
類
型
の
い
ず
れ
か
に
分
類
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
お
さ
え

て
頂
き
た
い
と
思
う。
そ
し
て、
次
の
問
屈
は、
同
様
の
こ
と
（
九
九・
九
％

前
後
の
句
が
十
七
類
型
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る）
が
果
し
て
比
較
的
古
い

時
期
の
巡
歌
に
つ
い
て
も
い
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
先
に
我
々
は
巳
に

八
雹
御
抄
に
お
い
て
「
あ
し
ひ
き
の」
な
ど
と
い
う
類
の
句

末表
現
が

排斥
さ

れ
て
い
る
の
を
見
た。
し
か
し、
八
雰
御
抄
当
時
排
斥
さ
れ
て
い
た
の
は、
そ

の
よ
う
な一
句
と
し
て
の
独
立
性
を
極
幼
に
危
く
す
る
極
く
限
ら
れ
た
句

末表

現
の
み
で
あ
り
（
そ
れ
は、
辿
歌
の
料
り
合
う
二
句
が
別
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
以
上、
自
然
発
生
的
に
も
な
か
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る）、

後
世
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
句

末表
現
の
多
く
は、
当
時
ま
だ
排
斥
さ

れ
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。
そ
れ
は、
例
え
ば、
菟
玖

波集
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
次
の
よ
う
な
句
を
引
用
す
れ
ば
明
ら
か
と
な
ろ
う。

11 



作
者
名
よ
り
全
て
ほ
ぼ
八
雲
御
抄
を
前
後
す
る
時
期
の
句
で
あ
る
こ
と
が
知

・
れ
る
が、
二
三
二
番
前
句
の
「
な
が
ら」、
七
四
二
番
前
句
の
「
ば」、
八
ニ―

番
付
句
の
「
の」
は、
後
世
長
句
末
に
も
短
句
末
に
も
用
い
ら
れ
な
く
な
る
も

の
で
あ
り、
一
八
六
0
番
付
句
の
「
に」
は、
長
句
末
に
の
み
用
い
ら
れ
る
よ

．
う
に
な
る
も
の
で
あ
る。

•
以
上
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と、
八
槃
御
抄
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
宗
祇
の
時

代
に
か
け
て
の
間
に、
徐
々
に
か、
あ
る
い
は
あ
る
時
期
に
お
い
て
急
激
に
か、

と
に
か
く
述
歌
の
句

末表
現
の
堕
理
が
な
さ
れ、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
な
が
ら」

と
か
「
ば」
と
か
「
の」
と
か、
あ
る
い
は
短
句
末
「
に」
と
か
の
句

末表
現

が
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い。
私
は
そ
の
経
緯
を

．
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て、
私
が
知
る
こ
と
の
で
き
た
十
三
ー
四
世
紀
中
の
連

歌

資料
に
先
の
類
型
分
類
を
あ
て
は
め、
そ
の

資料中
に、
長
句
十
種・
短
句

雪
な
ら
て
猶
待
え
た
る
今
夜
哉

千
と
せ
ふ
る
て
ふ
や
と
の
し
る
し
に

う
つ
ろ
ふ
色
を
か
へ
て
ま
ち
み
む

今
来
む
と
い
ひ
し
有
明
の
月
草
の

お
も
ひ
初
し
し
か
ま
の
か
ち
を
辱
れ
は

あ
ふ
に
ハ
か
ふ
る
市
人
も
な
し

さ
も
あ
け
や
す
き
夏
の
夜
半
か
な

前
大
納
言
為
家
（一
八
六
0)

従
二
位
家
隆
（
七
四
二）

後
鳥
羽
院
御
製
（
八
ニー
）

前
大
納
言
為
家
（
二
三
二）

紐＿

＿（
砂

隻
嗜
螂＿

字「

翌

譴
噴」
紙
背
巡
歌
°
一

九（一
）＿

ニ―

③
「
弁
内
侍
日
記」
所
収
述
歌
(-
―

六(-
)

-

二
五
0)

®＿

写

芸謳

悶」
所
収
辿
歌
一

八（一
）―

ニ

④一
麟
逗

噂

茫
蛭
吟
集」
紙
背
辿＿

八
八（
八）
l

-

九＿

⑤一

言

遠主

罪
連
歌
（一ーー
ニ―-
o
g一
ぷ
m

⑥＿

惰

謬

請
暉

噂
(

l

弓―
l―
七
七(1
1)一

―
七＿

®＿
這

鳴頭幸

ぬ

晴」
紙
背
迎
歌一

四
九（
二）一

七＿
＿
四・
ニ

③

鎌倉
称
名

寺迎
歌
（

三
三
ニ
ー一
二
九
八（
三）

四
八＿

一
芸二
三
頃）

⑨一
証
竺「
幸
鵡

祓

覆」
紙
背
迪＿ー
八
四（一
）＿

七一

⑩一
文
和
千
句
(-
三
五
五）

＿
四
九
九（
五）―
-
0-

＠＿
碑
聾「
雪
ま
て
の」
（一
岳ハ
0

言
0(-
)＿

-
―

⑫一
紫
野
千
句
(-
三
七
0
以
前）

―
10
(1
11
)一

七＿

（
表
C)

炎

0•
六
九一

-．
oo
 

一
六

七
種
の
類
型
に
は
分
類
で
き
な
い
句
ーー「
な
が
ら」
と
か
「
ば」
と
か
「
の」

と
か、
短
句
の
「
に」
と
か
同
「
て」
と
か
の
句

末表
現
の
句

ーー
が、
ど
れ

位
の

割合
を
占
め
て
い
る
か
を
調
ぺ
て
み
た
（
宗
祗一
座
の
辿
歌
な
ら、
先
に
＾注七＞

み
た
よ
う
に
そ
の
値
は
0·
一
劣
前
後
で
あ
る）。
次
表
が
そ
の
結
果
で
あ
る。

料
（
年
次）

百

分

率： 
一
六・
六
七

二
五•
O
O

二―
•
五
九

六・
三
六
し

一
七・
ニ
七

九・
六
〇―

三・
八
〇

二
·
O
O!
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⑩

云咲
「
神
垣
の」
(-
三
七
八
以9--
0
0(一
）一

，
石

胤
韻
(-
三
八
五）

―
11
0
0(一
）一

何
所
「
ち
り
ぬ
る
か」
(-
三
八_-
0
0（一
）

⑮一
八
以
前ノ．

|..Q_|..Q_1..Q_ 

0.
o
o

0·
0
0
 

0.
o
o，

十
三
世
紀
中
の

資料
の
句
数
の
十
分
で
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が、
®
ま
で

の

登料
に
お
い
て、
長
句
十
槌・
短
句
七
稲
の
類
型
外
の
句
数
は、
®
の
九・

六
0
％
を
最
低
と
し
て
多
少
の
高
低
は
あ
る
も
の
の
か
な
り
な
割
合
を
占
め
て

い
る。
し
か
し、
⑨
に
至
っ
て一
挙
に
三・
八
0
％
に
ま
で
減
少
し、
以
下
浙

次的
に
減
少
し
て
ゆ
く。
地
方
的
偏
差
を
当
然
考
屈
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が、
こ

の
表
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
推
測
で
き
る
所
を
い
え
ば、
句

末表
現
の
賂
理
は一

吾―-
0
年
代
後
半
か
ら
六
0
年
代
に
か
け
て
の
約
三
十
五
年
間
と
い
う
比

較的

短
い
間
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。
特
に
®
と
®
と
の
間
の
約
二
十

年
間
に
お
け
る
そ
れ
は、
か
な
り
急
激
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

®
に
つ
い
て
は、
あ
る
い
は
⑦
や
⑨
よ
り
も
古
い
形
を
残
す
も
の
で
は
な
い

A
注
八
＞

か
と
い
う
よ
う
な
紹
介
も
な
さ
れ
て
い
る
が、
句

末表
現
か
ら
見
る
限
り、
こ

の
巡
歌
は
®
以
前
に
比
ぺ
明
ら
か
に
新
し
い一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
も
の
で

あ
る。
特
に
目
に
立
つ
の
は、
ま
だ
®
に
お
い
て
は
®
以
前
に
現
わ
れ
る
十
七

類
型
外
の
句

末表
現
の
ど
れ
か
が
意
図
的
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
様
子
の

見
出
さ
れ
な
い
の
に
対
し、
⑨
に
お
い
て
は、
「
て」
類・
「
に」
類
が
は
っ
き

り
長
句
用
の
句

末表
現
だ
と
意
識
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
(
®
に
お

い
て
は、
長
句一
五
0
句
中
に
「
て」
類・
「
に」
類
の
句
は
計
五
七
句
で
三

八．
0
0
形、
ま
た
短
句一
四
八
句
中
に
「
て」
類・
「
に」
類
の
句
は
計
ニ

二
句
で一
四・
八
六
％
で
あ
る。
そ
れ
が
⑨
に
お
い
て
は、
長
句
九
七
句
中
に

は
三
三
句
で
三
四·
O
二
劣
と
そ
う
変
ら
な
い
の
に
対
し、
AJa
知
VA
七
句
中
に

は
わ
ず
か一
句
の
み
で一
・
一
五
％
と一
挙
に

割合
を
下
げ
る）。

ま
た
長
句

の
句

末表
現
に
つ
い
て
み
て
も、
⑨
の
長
句
九
七
句
中
に
表
わ
れ
る
長
句
用
の

十
類
型
外
の
句
末
表
現
は
「
ば」
四
例、
「
を」
「
ど」
各一
例
で、
⑧
の
長

句一
五
〇
句
中
に
現
れ
る
そ
れ
が
「
ば」
＋一
例、
「
な
が
ら」
四
例、
「
ど

も」
「
ど」
各
二
例、
「
は」
「
に
は」
「
と
て」
「
て
も」
「
よ
り」
各一

、
、
、
、

例
で
あ
る
に
対
し、
そ
こ
に
何
ら
か
の
排
斥
が
な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が

濯
取
さ
れ
よ
う
（
た
だ
し
具
体
的
に
ど
れ
と
ど
れ
が
排
斥
さ
れ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は、
こ
れ
だ
け
で
は
何
と
も
い
え
な
い）。

以
下、
⑨
以
後
の
時
代
の
辿
歌
に
つ
い
て、
句

末表
現
か
ら
み
た
各
時
代
の

特
徴
を
み
て
お
こ
う。

菟
玖
波
集
時
代
（
救
済
時
代）

表
C
の
⑩
し
⑬
の
時
代
で
あ
る
が、
こ
の
時
代
に
お
い
て
ま
だ
句

末表
現
の

批
迎
の
ま
だ
完
全
に
な
さ
れ
き
っ
て
い
な
い
こ
と
は、
表
に
見
え
る
通
り
で
あ

る。
⑩
し
⑲、
党
玖
波
集、
及
び
同
時
代
の
連
歌
玲
祖
か

ら判
断
し
て、
こ
の

時
代
排
斥
の
遅
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は、
長
句
末
「
ば」、

同
「
な
が

ら」、
同
「
よ
り」
の
三
種
で
あ
る
（
他
に
あ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い）。

ま
た
短
句
末
「
て」
と
な
ら
ん
で、
長
句
末
「
つ
4.」
と
短
句
末
「
に」
が
条

件
付
で
許
容
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る。

以
上
の
こ
と
は、
こ
の
時
代
の
述
歌
が、
寛
玖
波
集
が
編
纂
さ
れ
そ
れ
が
勅

撰
に
准
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、
前
代
に
比
し
大
い
に
自
ら
の

地
位
を
高
め
た
も
の
で
あ
り
な
が

らも、
ま
だ
過
渡
期
の
も
の
で
あ
り、
宗
祗

の
時
代
に
比
ぺ
れ
ば、
ど
こ
と
な
く
未
完
成
な
点
を
残
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

（一）
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（二）

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う。
特
に 、
宗
祗
が
「
連
歌
に
或
は
歌
の
上
の
句

又
は
歌
の
下
の
句
と
て
悪
し
き
由
申
す
は
如
何」
と
い
う
問
に
対
し

住
み
な
れ
し
昔
の
里
を
来
て
み
れ
ば

な
ど
云
ふ
句
の
事 、
か
様
の
を
ば
嫌
ふ
ぺ
し 。

と
答
え
（
吾
要
問
答） 、
歌
の
上
句・
下
句
の
よ
う
な
句
と
し
て
排
斥
す
べ
き
例

の
代
表

的
な
も
の
と
し
て 、
こ
の
時
代
ま
だ
排
斥
の
遅
れ
て
い
た
長
句
末

コと

．

の
句
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば 、
辿

歌と
し
て
の
独
自
性
の
自
党
（
各

句
の一
句
と
し
て
の
独
立
性）
に 、
ま
だ
今―
つ
充
分
で
な
い
所
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
ね
ば
なヽ

臼だ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
接
続
助
詞

Rと
の
ご
と
き一

句
を
他
句
の
単
な
る
条
件
節
と
せ
し
め
る
よ
う
な
句

末表
現
は 、
連
歌
と
い
う

も
の
が
各
句一
句
と
し
て
自
己
主
張
し
つ
つ
憐

り合
う
句
と
の
間
の
映
発
な
り

・
忌
合
な
り
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば 、
や
は
り 、
ま
ず
排
斥
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る。

救
済
没
後
し

応
永・
永
享
期

．
宗
祇
の
辿
歌
論
寄
に
お
い
て
「

中古」
と
呼
ば
れ
あ
ま

り高
い
評
価
を
与
え

ら
れ
て
い
な
い
時
代
で
あ
る
が 、
菟
玖

波梨当
時
ま
だ
排
斥
の
遅
れ
て
い
た
幾

稲
か
の
句

末表
現
は 、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
に
排
斥
さ
れ
て
い
る。

．
従っ
て
こ
の
時
代
の
述
歌
の
句

末表
現
は 、
宗
祇
の
時
代
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど

変

らな
い。
た
だ 、
短
句
末
に
「
に」
が
極
＜
例
外
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

注^十＞

••
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

こ
の
時
代
の
辿
歌
の
句

末表
現
に
は 、
前
代
に
比
ぺ
あ
る
い
は一
歩
後
退
か

と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
点
が
存
す
る。
例
え
ば
文
安
千
句
に
表
A
の

類型

分類

を
あ
て
は
め
て
み
る
と 、
九
五
〇
句
中
に一
〇
句
で一
•

O
四
彩
と
い
う
値
が

注̂+l
>

＾注＋1-
＞

得
ら
れ
る。
こ
れ
は
表
C
に
お
け
る
⑩
し

⑲
と
同
レ
ペ
ル
の
位
で
あ
る。
し
か

し
こ
の
よ
う
な

現象
は 、
前
代
の
「一
句
仕
立
て」
の
連
歌
に
対
す
る
ア
ン
チ

・
テ
ー

ゼ
と
し
て
の
試
行
錯
誤
的
な一
歩
後
退
と
見
る
ぺ

きも
の
で
あ
ろ
う。

例
え
ば 、
こ
の

時代
の
辿
歌
の
句

末表
現
で
特
徴
的
な
こ
と
は 、
前
代
に
は
用

い
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
た
長
句
末
「
つ
4」

が
再
び
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
（
文
安
千
句
に
四
例 、
宝
徳
千
句
と
初
瀬
千
句
に
各一
例 、
他
に
も
例

あ
り） 、

そ
れ
が
宗

峨
靭
病＞

に
な
る
と
ま
た
再
び
用
い
ら
れ
な
く
な
る
の
は

先
に
見
た
通
り
で
あ
る。

最
後
に
こ
こ
で
私
が
論
じ
よ
う
と
思
う
の
は 、
以
上
に
見
た
よ
う
に
十
四
世

紀
中
に
起
こ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
句

末表
現
の
整
迎
は 、
い
っ
た
い
誰
に
よ
っ

て
推
進
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
詳
細
に
論
を
尽
す
ス
ベ
ー

ス
が
な

い
の
で
私
見
の
概
略
を
記
す
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
が 、
ま
ず 、
善
阿
と
考
え

る
の
は

年代
か
ら
い
っ

て
無
理
で
あ
ろ
う。
ま
だ
句

末表
現
の
整
理
の
な
さ
れ

て
い
な
い
と
若
え
ら
れ
る
⑧
(-
三
三
二
し

三
年
頃）
は

鎌倉
連
歌
で
あ
る
が 、

当
時
の
京・

鎌倉閻
の
交
流
状
態
を
考
え
れ
ば 、
こ
れ
よ
り
数
十
年

以前
巳
に

京
辿
歌
に
お
い
て
句
末
表
現
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は 、
私
に
は
考
え

に
く
い。
そ
し
て 、
普
阿
の

没年
は
金
子
金
治
郎
氏
に
よ
れ
ば 、
大
体――
l

-―

＾
辛四＞

ニ
し

三
年
な
の
で
あ
る。•
こ
れ
は
後
二
十
年
程
下
げ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

（三）

宗
籾・
心
敬
時
代
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い
が、
正

和期
已
に
大
家
で
あ
っ
た
善
阿
が
そ
れ
以
後
最

晩年
に
な
っ
て
全
く

新
し
い
句
作
り
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
も
不
自
然
で
は
あ
る

ま
い
か。

．．
善
阿
で
な
い
と
す
れ
ば、
次
な
る
候

補者
は
彼
の
弟
子

ーー
順
覚・
償
昭・

救
済・
良
阿・
十
仏
な
ど
で
あ
ろ
う。
そ
の
う
ち
誰
か一
人
に
限
定
す
る
必
要

が
あ
る
な
ら、
私
は、
や
は
り
救
済
を
あ
げ
る
の
が
もっ
と
も
妥
当
だ
と
考
え

る。
彼
が
句

末表
現
の
整
理
に
意
を
用
い
て
い
た
こ
と
は、
彼
の
弟
子
で
あ
り

後

援者
で
あ
っ
た
二

条良
基
が一
三
四
五
年
に
著
し
た
僻
辿
抄
の
中
に
「
に
の

字
は
上
の
句
に
て
は
よ
し、
下
の
句
に
て
は
下
品
也。」

以
下
の
記
述
が
あ
る

A注十五
V

こ
と
に
よ
り
確
か
で
あ
る。
そ
し
て、
こ
の
記
述
が
新
段
階
で
の
（
八
雲
御
抄

の
段
階
に
対
し
て）
句

末表
現
の
墜
理
の
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
我
々
に
う

か
が
わ
せ
る
最
初
の
も
の
で
あ
り、
ま
た、
同
じ
く
良
基
が一
三
八
三
年
に
著

し
た
十
問
最
秘
抄
の
中
に
見
え
る
r
五
十
年
以
来
の
風
陵
は、
四
・

五
度
も
か

は
り
た
る
と
覚
ゆ
る
也。
普
阿
が
風
謄
古
盟
に
て、
救
済一
向
是
を
用
ゐ
ず。」

と
い
う
記
述
な
ど
と
つ
き
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば、
一
三
八
三
年
よ
り
五
十
年
前

ー
大
体一
三
三
0
年
代
前
半
か
ら
救
済
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て

新
風
連
歌
が
お
こ
さ
れ、
句

末表
現
の
整
理
も、
そ
の
救
済
の
新
風
が
連
歌
界

を

席巻
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て一
般
に
定
渚
し
て
行
っ
た
と
考
え
る
の
が

最も
自

然
で
は
あ
る
ま
い
か。
た
だ
し
救
済
が
推
進
し
た
の
は
（一
）
の
寃
玖
波
時
代

の
段
階
ま
で
で、
そ
れ
を（
二）
の
時
代
の
段
階
に
ま
で
推
し
進
め
た
の
は
当

時
の
群
小
巡
歌
師
述
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う。
句

末表
現
の
整
理
の
推

進
者
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
私
に
は
今
少
し
詳
し
く
諭
じ
る
準
備
も
あ
る
の
で

あ
る
が、
ス
ペ
ー
ス
が
許
さ
な
い。
次
の
機
会
を
待
っ
こ
と
に
し
よ
う。

A
注一
＞
辞
典
で
形
容
動
詞
の
語
幹
と
さ
れ
て
い
る
語
を
含
め
る。
ま
た
「
た

ぇ

卜＼」
「
ほ
の

卜＼」
「
む
ら

lヽ」
「
よ
な

（」
「
夜
す
が

ら」
「
道
す
が
ら」
等
の
語
は、
辞
典
で
は
副
詞
と
さ
れ
て
い
る
場

合
が
多
い
が、
連
歌
の
場
合
こ
こ
に
含
め
る
の
が
適
当
と
お
も
わ
れ

る。

＾注
二
＞
「
も
の
を」
は
別
に一
項
を
立
て
る。
ま
た
已
然
形
に
つ
い
た「
や」

は
全
て
こ
こ
に
含
め
る。

A
注一―l
>
指
定
助
動
詞
迎
用
形
「
に」、

形
容
動
詞
迎
用
形
「
IC」
は
「
IC」

類
に
分
類
す
る。

A
注
四
＞
囚
し
皿
の
テ
キ
ス
ト
は
江
藤
保
定
著
『
宗
祇
の
研
究」

資料
篇
に
よ

う
た。
ま
た、
山
し
問
の
熊
野
千
句
は
続
群

書類
従
に
よ
る
が、
横

山
砥
r
心
敬
作
品
集』
所
収
の
も
の
に
よ
れ
ば、
更
に
次
の
二
句
が

加
わ
る
（
左
側
は
続
群

杏類
従
の
句
形）。

.

.

uZl
長
夜
も
見
え
く
る
波ハ
しハ
し
こ
そ

長
き
夜
も
見へ
く
る
夢
は
し
は
し
に
て

（
第
ニ・
一
九）

．．

こ
そ

，
閥
広
き
野
を
守
と
も
見
え
ぬ
住
ゐ
に
て

ヒ

ヒ

広
き
野
を
守
と
も
み
え
ぬ
す
ま
ゐ
に
て

（
第
九・
三
五）

A
注
五
＞
「
鷺
す
ら」
は
多
分
「
鷺
む
ら」
と
あ
る
べ
き
所
で
あ
ろ
う。
そ
う

な
ら
こ
の
句
は
短
句
I
に
含
め
ら
れ
る。

A
注
六
＞
「
遠
か
に」
は
「
速
か
た」
と
あ
る
ぺ
き
所
で
あ
ろ
う。
そ
う
な
ら

・

短
句
I
に
含
ま
れ
る。

＾注
七
＞
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
も
の
に
よ
っ
た。
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®
®
頼
原
退
蔵
「
俳
諧
史
の
研
究』

⑨
小
西
甚一

（
本
学
大
学
院
二
回
生）

16 

①
伊
地
知

鉄乳
八

書
抄
揆
成
当
時
の
迎
歌
恢
紙」（

』
f
捻
●

贋
蝉）

®
日
本
文
学
全
帯
三
『
弁
内
侍
日
記」

③
岩
波
文
庫
「
問
は
ず
語
り」

④
伊
地
知
鉄
男
「
＋
四
世
紀
初
頭
の
述
歌
怯
紙
の
断
簡
五
十
八
紙

（
r
迎
歌
俳
諧
研）

．

究』
二
七
号

⑤
伊
地
知
鉄
男
「
善
阿
時
代

5声
呻

の
京
都
公
家
の
辿
歌
恢
紙」

国
歌
俳
諧
研一

（
究」

二
号

⑥
大
内
初
夫「

輝
新
田

神社
蔵
の

鎌倉
末
期
述
歌
懐
紙」(
Er
嘩
江
昨）

鸞
子
金
治
郎「
鎌
倉
末
期

褪醤
紙

醤」（

臨

翌

翌

字ず）

「

畢
七
年
の
伊
努
述
歌

よ譴

蒻

•

(
「
中
世
文
芸」

）

二
二
号

⑲
金
子
金
治
郎
「
文
和
千
句」

⑫
r
続
群

審類
従」
第
十
七
輯
上

⑬
®
伊
地
知
鉄
男
「
救
済
周
阿 、
二

条良
基
と
椛
少
僧
都
永
述
の
百
飢

r
連
歌
俳
諧
研）

．
句
集
に
つ
い
て」·-
E
二
四
号

A
注
八
＞
注
七
の
⑨
の
論
文

A
注
九
＞
次
の一
句
は
句
末
表
現
が
判
定
で
き
な
い
と
し
て 、
調
査
の
対
象
と

．
は
し
な
か
っ
た 。

み
な
と
に
波
の
ロ
ロ
ロ
ロ
て

こ
の
句
は 、
或
い
は
短
句
末
「
て」
類
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い。

＾

注十
＞
「
滑
聞
日
記」
紙
背
辿
歌
（
和
淡
は
除
外
す
る）
の
句

末表
現
を
問

,．
査
し
て
み
る
と 、
そ
の
長
句
ニー
一
三
句（
発
句
も
含
め
る）
は 、
全

て
表
A
の
長
句
用
十
類
型
に
分
類
で
き
る
も
の
で
あ
る。
ま
た
短
句

．
二
0
四
二
句
の
の
う
ち
表
A
の
短
句
用
七
類
型
に

分類
で
き
な
い
句

は 、
短
句
末
「
に」
の
二
句、
及
び
短
句
末
「
て」
の一
句
の
み
で

あ
る。
百
分
率
に
し
て
0·
I

％
以
下
で
あ
る。

＾
注
十一
＞
テ
キ
ス
ト

は
続
群

密類
従
に
よ
る。
そ
の
内
容
は 、
長
向
末
「
つ

A」
四
例 、
同
「
な
が
ら
（
「
そ
れ
な
が
ら」
も
含
め
る）
」
二
例 、

同
「
よ
り」
同
「
と」
短
句
末
「
て」
同
「
ば」
各一
例
で
あ
る。

A
注
十
二
＞
全
て
が
そ
ん
な
に
高
い
値
な
の
で
は
な
く 、
例
え
ば
宝
徳

千句
は

0•
四一
形
で
あ
る。
し
か
し
そ
れ
で
も
「
看
闘
日
記」
紙
背
述
歌

か
ら
得
ら
れ
る
値
よ
り
も
高
い。

A
注
十
三
＞
「
熊
野
千
句」
第
三・
11
0
の
長
句
末
「
つ
4」

一
例
は
前
代
の

・・

・
名
残
り
で
あ
ろ
う。

A
注
十
四
>
r
寃
玖
波
集
の
研
究」
一
六
五
ペ
ー
ジ

A
注
十
五
＞
注
意
す
べ
き
は
そ
の
中
に
あ
る
『
ば
と
と
ゞ
む
る
は
常
の
事
也。

は
と
は
せ
ず」
の一
文
で
あ
る。
こ
こ
を
日
本
古
典
文
学
大
系
「
辿

い
理
秘
抄」
の
補
注
は
r
は
と
と
ゞ

む
る
は
常
の
事
也。
ば
と
は
せ
ず
J

と
読
ん
で
し
ま
っ

て
い
る 。
ま
た
古
典
文
庫
も
r
は
と
は
せ
す」
の

上
の
方
の
「
は」
を
「
よ
力」
と
し
て
し
ま
っ

て
い
る。
（
撃
翠
抄

に
は
「
は
A
に
ど
り
て
は
も
ち
ゅ。
す
み
て
は
つ
か
ふ
ぺ
か
ら
ず。」

と
い
う
記
述
が
あ
る）。
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