
■

か
っ
て
、
川
田
順
氏
は
「
和
歌
俳
句
の
相
関
」
と

い
う
文
章
（
昭
和
十
三
年
三
月
号
短
歌
研
究
所
載
）

の
中
で
、
啄
木
と
蕪
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

石
川
啄
木
に
唯
一
首
『
一
握
の
砂
』
か
ら
抹
消

し
去
っ
た
が
よ
い
と
思
冬
歌
が
あ
る
。
そ
肌
は

愁
ひ
来
て

丘
に
の
ぽ
、
恥
ば

宅
も
知
ら
ぬ
烏
啄
め
り
赤
・
き
茨
の
実

で
あ
る
。
．
悪
作
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
蕪
村
に
夙

く
、
、
も
つ
と
佳
い
の
が
あ
る
か
ら
致
し
方
が
な

い
・

愁
ひ
つ
つ
岡
に
の
ぼ
れ
ば
花
い
ば
ら
、

啄
木
一
‐
愁
ひ
來
て
丘
に
の
ぼ
れ
ば
」
の
歌

“
ぬ
》

ザ

と
い
ふ
句
だ
。
こ
れ
勿
論
偶
然
の
一
致
に
相
違
な

、
、

い
。
啄
木
は
他
人
の
真
似
を
す
る
や
う
な
け
ち
な

男
で
は
な
か
っ
た
。
と
に
か
し
、
蕪
村
の
方
が
す

ぐ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
啄
木
の
名
誉
の
た
め
に
抹
消

す
る
が
よ
い
。

ま
た
、
こ
れ
が
発
表
さ
れ
て
間
も
な
く
、
そ
の
年
の

四
月
初
旬
に
筆
を
と
ら
れ
た
暉
峻
康
隆
博
士
の
文
章

「
蕪
村
の
近
代
性
」
（
国
文
学
研
究
第
十
韓
所
収
）

に
も
こ
の
両
者
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
博
士

は
、
蕪
村
が
延
亨
二
年
、
東
北
旅
行
後
に
も
の
し
た

先
輩
早
見
晋
我
の
追
悼
曲

和
・
〃
田
繁
二
郎

君
あ
し
た
に
圭
ぬ
ゆ
ふ
へ
の
こ
き
ろ
干
々
に

何
そ
は
る
か
な
る

以
下
八
聯
か
ら
な
る
不
定
形
の
自
由
詩
を
あ
げ
て
、

「
こ
の
自
由
に
し
て
清
新
な
情
感
の
表
出
は
、
人
間

的
・
官
能
的
な
美
に
対
す
る
積
極
的
な
愛
情
と
共
に

理
解
さ
る
可
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
つ
づ
い

て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
郷
愁
の
思
ひ
に
満
ち
た
浪
漫
性
は

遠
く
二
十
年
の
昔
、
彼
の
詩
魂
を
ゆ
り
動
か
し
た

青
春
の
一
憂
愁
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

六
十
に
し
て
な
ぼ
失
は
い
こ
の
若
々
し
い
情
感

が
発
句
に
顕
れ
な
い
筈
が
な
い
。

愁
ひ
つ
呉
岡
に
の
ぼ
れ
ば
花
い
ば
ら

花
茨
故
郷
の
道
に
似
た
る
か
な

陽
炎
や
名
も
し
ら
ぬ
録
の
白
き
飛

目
に
嬉
し
恋
君
の
扇
真
白
な
る

何
と
い
ふ
若
為
し
い
情
感
で
あ
ら
う
。

博
士
ぱ
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
あ
と
で
、
二
十
七
歳

の
若
さ
で
亡
く
左
つ
た
啄
木
に
こ
ん
童
歌
が
あ
る

と
言
っ
て
、
前
掲
の
「
愁
ひ
来
て
」
の
歌
を
あ
げ

今

君
を
お
も
》
室
Ｌ
岡
の
へ
に
行
つ
遊
ぶ

ぞ
か
の
へ
何
そ
か
く
か
な
し
き

蒲
公
の
黄
隆
齊
の
し
ろ
う
咲
た
る

見
る
入
そ
な
き
． 三

四



一

「
蕪
村
の
『
慾
ひ
つ
つ
』
の
句
と
は
恐
ら
く
無
関
係
湛
へ
た
り
。
四
時
の
時
計
を
き
い
て
初
め
て
巻
を

な
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
上
に
同
じ
青
春
の
憂
愁
と
同
捨
て
燈
を
消
せ
り
。

様
な
意
匠
が
あ
る
」
と
さ
れ
、
．
世
紀
前
の
封
建
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
啄
木
が
蕪
村

時
代
に
、
啄
木
的
左
近
代
的
情
感
が
歌
は
れ
て
ゐ
る
句
集
を
読
み
、
し
か
も
一
方
な
ら
ぬ
感
銘
を
う
け
た

事
に
注
意
す
れ
ば
い
Ａ
の
で
あ
る
。
」
と
結
ん
で
お
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
愁
ひ
来
て
丘
に
の
ぼ
れ
ば
」
の
歌

こ
の
よ
う
に
川
田
、
暉
峻
両
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
は
．
握
の
砂
」
の
中
の
「
秋
風
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
」

た
、
蕪
村
・
啄
木
の
関
係
は
極
め
て
與
味
の
深
い
も
の
一
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
章
の
歌
、
五

の
が
あ
る
。
蕪
村
の
も
つ
近
代
性
に
つ
い
て
は
全
く
十
一
首
は
い
ず
れ
も
明
治
四
十
一
年
八
月
か
ら
九
月

目
を
見
は
る
思
い
で
あ
る
が
、
一
方
啄
木
の
歌
と
の
へ
か
け
て
の
作
（
岩
城
之
徳
氏
、
嚥
木
歌
集
研
究
ノ

相
似
性
も
驚
く
外
は
な
い
。
１
ト
、
七
頁
）
で
あ
っ
て
、
右
の
蕪
村
句
集
を
読
ん

と
こ
ろ
で
小
論
の
目
的
は
、
こ
の
相
似
性
に
つ
い
だ
時
期
を
包
含
し
て
い
る
。

て
明
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
両
氏
こ
れ
に
よ
っ
て
一
応
、
啄
木
の
こ
の
歌
は
、
蕪
村

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
こ
れ
勿
論
偶
然
の
一
致
に
を
摂
取
し
た
も
の
と
言
い
得
る
と
思
う
。

相
違
な
い
」
と
言
い
「
恐
ら
く
無
関
係
な
の
で
あ
ら

川
田
氏
が
「
啄
木
は
他
人
の
真
似
を
す
る
や
う
な

う
が
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
炉
か
な
男
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
何

結
論
的
に
言
っ
て
、
私
は
畷
木
が
蕪
村
を
摂
取
し
に
よ
っ
て
か
わ
か
ら
な
い
が
、
啄
木
は
む
し
ろ
他
人

た
も
の
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ち
早
い
発
の
真
似
を
し
た
方
で
あ
る
。
彼
の
初
期
の
短
歌
は
言

見
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
意
い
が
、
過
日
、
啄
木
・
う
ま
で
も
な
く
、
詩
へ
の
出
発
に
あ
た
っ
て
も
、
蒲

の
日
記
を
読
ん
で
い
て
こ
の
確
証
を
掴
ん
だ
の
で
あ
原
有
明
が
そ
の
原
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
す
ぎ
る

》
（
》
Ｃ

事
実
で
あ
る
。

啄
木
の
日
記
、
明
治
四
十
一
年
八
月
五
日
の
記
事
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
「
愁
ひ
来
て
丘
に
の
ぼ
れ

に
、
ぱ
」
の
歌
は
、
ま
だ
他
か
ら
も
摂
取
し
た
形
跡
が
あ

床
に
つ
き
て
蕪
村
句
集
を
読
む
、
唯
々
驚
く
に
る
。
を
れ
は
次
の
北
原
白
秋
の
詩
で
あ
る
。

啄
木
「
愁
ひ
来
て
丘
に
の
ぼ
れ
ば
」
の
歌

9

I

見
る
と
な
く
涙
な
が
肌
ぬ
。

か
の
小
鳥

在
れ
ば
ま
た
来
て

茨
の
な
か
の
紅
き
実
藍
啄
み
去
る
ぞ
。

あ
は
れ
ま
た
、

啄
み
去
る
を
。

（
「
心
の
花
」
明
治
四
一
年
七
月
号
所
収
）

こ
の
詩
の
二
行
目
と
四
行
目
、
「
か
の
烏
、
茨
の
な

か
の
紅
き
実
を
啄
み
去
る
」
を
摂
取
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
詩
を
私
が
見
つ

け
た
の
は
、
や
は
り
啄
木
の
日
記
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得

て
の
こ
と
で
あ
る
。

畷
木
の
日
記
、
明
治
四
十
一
年
九
月
一
日
の
記
載

に
、

泣
菫
の
詩
人
的
生
活
は
終
っ
た
。
有
明
も
亦
既

に
既
に
歌
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
人
に
な
っ
た
。
与

謝
野
氏
は
こ
ゑ
の
ま
だ
尽
き
ぬ
う
ち
に
、
胸
の
｝
中

が
虚
に
な
っ
た
。
今
、
唯
一
の
詩
人
は
北
原
君
だ
。

北
原
の
詩
で
、
官
能
の
交
錯
を
盛
ん
に
応
用
し

た
、
例
の
硝
子
の
に
ほ
ひ
の
詩
は
、
要
す
る
に
キ

ネ
オ
ラ
マ
に
過
ぎ
ぬ
が
、
此
頃
毎
号
心
の
花
に
出

し
て
ゐ
る
〃
断
章
“
の
短
か
い
叙
情
詩
に
至
っ
て

は
、
真
の
詩
だ
、
真
の
真
の
詩
だ
。
心
に
く
き
許

６
気
持
の
よ
い
詩
だ
。
今
の
詩
壇
の
唯
一
人
ば
北

三
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＝

原
だ
！

と
一
記
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
、
も
九
月
十
日
の
項
に
、

白
秋
の
詩
に
つ
い
て
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

お
な
じ
く
「
邪
宗
門
」
流
の
も
の
を
と
ら
家
い
で
、

「
心
の
花
」
の
「
断
章
」
を
現
下
詩
壇
の
一
品
と
す

る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
厩
木
は
す
で
に
白

秋
と
は
親
交
が
あ
っ
た
。
鉄
幹
宅
や
鴎
外
宅
で
の
歌

会
で
顔
を
あ
わ
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
年
の
七
月
末
、

彼
が
経
済
的
窮
迫
に
ま
け
て
、
自
殺
を
思
う
ま
で
に

な
っ
た
日
、
彼
は
白
秋
を
は
じ
め
て
そ
の
下
宿
に
た

ず
ね
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
み
て
、

か
ま
り
精
神
的
に
深
く
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
ば
明
か

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
白
秋
へ
の
傾
倒
か
ら
、
啄
木
は
右
の

白
秋
の
詩
の
「
か
の
烏
、
茨
の
な
か
に
紅
き
実
を
啄

み
去
る
」
を
摂
取
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
心
に
く

い
ば
か
り
の
う
ま
さ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
語
句

を
我
が
も
の
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
言
え
ば
、
右
の
白
秋
の
詩
の
載
っ
て
い

る
「
心
の
花
‐
｜
の
お
な
じ
・
ヘ
ー
ジ
に
、
お
な
じ
く
白

秋
の
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

あ
ば
れ
、
わ
が
、
君
お
も
ふ
《
ヰ
オ
ロ
ン
の
静
か

な
る
し
ら
べ
の
な
か
に
、

い
つ
も
い
つ
も
青
や
か
に
ま
ぎ
れ
入
り
、
．
鳴
き

夕

＆
づ

ル

さ
や
ぐ
騎
馬
の
に
ほ
ひ
よ
・

、
、
、
、

あ
ば
れ
、
か
の
、
野
辺
に
寝
ね
て
、
名
も
知
ら

、ぬ
花
の
お
も
て
に
、

あ
ば
れ
、
あ
ば
れ
、
酸
ゆ
き
Ｈ
の
な
げ
か
ひ
ぞ

わ
れ
ひ
と
り
喚
ぎ
そ
め
て
よ
り
。

（
傍
点
筆
者
）

「
名
も
知
ら
ぬ
」
と
い
う
語
句
な
ど
は
、
ど
こ
に

で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
ｌ
例
え
ば
、
前

掲
の
暉
峻
博
士
の
引
用
さ
れ
た
蕪
村
の
句
の
中
に
も

「
名
も
し
ら
ぬ
虫
」
と
出
て
き
て
い
る
が
、
ｌ
右

の
詩
と
お
な
じ
・
ヘ
ー
ジ
の
白
秋
の
詩
に
あ
る
も
の
と

し
て
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
も
形
を
変

え
て
「
名
も
知
ら
ぬ
烏
」
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。こ

う
見
て
く
る
と
、
「
愁
ひ
来
て
、
丘
に
の
ぼ
れ

ば
」
の
一
首
は
、
明
か
に
蕪
村
と
白
秋
と
か
ら
摂
取

さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

左
る
。
そ
し
て
そ
の
成
立
時
期
は
、
「
心
の
花
‐
一
七

月
号
を
手
に
し
た
時
よ
り
間
も
な
く
の
頃
と
推
定
さ

れ
る
。
前
述
し
た
、
明
治
四
十
一
年
八
月
か
ら
九
月

へ
か
け
て
と
い
う
の
と
決
し
て
矛
盾
は
し
な
い
。

啄
木
が
他
の
詩
人
の
作
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ

の
作
の
用
語
を
摂
取
し
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
当
時
の
短
歌
に
あ
っ
た
と
し
て

ﾛ

も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
著
し
く

コ
握
の
砂
」
全
体
の
価
値
を
下
げ
る
も
の
で
も
あ

る
ま
い
。
作
品
の
精
神
が
啄
木
の
も
の
に
な
り
き
っ

て
お
れ
ば
、
た
型
に
瓢
輯
と
し
て
お
と
し
め
る
必
要

も
な
い
と
思
う
。

た
だ
、
心
な
し
か
こ
の
作
に
は
、
啄
木
の
個
性
が

稀
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
あ
ま
り
に
道
具
が
揃

い
す
ぎ
て
い
る
し
、
愁
調
も
や
や
常
識
的
で
あ
る
と

さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
歌
会
で
、
さ

か
ん
に
題
詠
を
試
み
て
い
た
こ
と
と
思
い
あ
わ
し
て

そ
の
文
学
の
真
実
性
を
考
え
る
上
に
か
な
り
重
要
な

資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
思
う
。

（
五
五
・
一
・
五
稿
）

こ
こ
、

三
一
一
ノ
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