
歌

仙

俳

諮

の

発

生

と

付

俳
諮
に
お
け
る
歌
仙
形
態
(
以
下
、
歌
仙
と
略
称
)
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発

生
し
、
完
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
説
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
在
二
、
実
状
が
ま
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
な
か

っ
た
点
も
多
い
。
そ
の
理
由
の

一
つ
と
し
て
、
考
察
に
必
要
な
資
料
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。

貞
門

・
談

林

・
蕉
門
初
期
を
通
じ
て
、
紗
し
い
歌
仙
が
作
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

の
作
品
、
こ
と
に
古
い
も
の
ほ
ど
散
供
し
て
、
今
日
我
々
の
限
に
ふ
れ
る
も
の

は
、
極
め
て
僅
か
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
僅
か
な
も
の
か
ら
当
時
の
俳
諮
の
全
貌

を
つ
か
む
事
は
甚
だ
困
難
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
他
に
拠
る
べ
き
も
の
が

な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
も
止
む
を
得
な
い
事
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
事
は

必
ず
し
も
こ
の
テ
l
マ
に
限

っ
た
事
で
は
な
く
、
俳
諮
研
究
全
体
、
あ
る
い
は

古
典
研
究
全
体
に
わ
た
る
共
通
の
困
難
で
も
あ
る
。
ま
た
、
考
え
よ
う
に
よ

っ
て
は
、
貞
門

・
談
林
時
代
の
俳
諮
は
概
ね
型
が
定

っ
て
い
る
の
で
、
僅
か
の

資
料
を
も

っ
て
も
、
割
合
に
多
く
の
事
を
類
推
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
も
か
く
、
私
は
今
、
手
元
に
あ
る
資
料
を
十
分
活
用
し
て
、
歌
仙
俳
消
の
発

生

・
完
成
に
関
す
る
私
な
り
の
考
え
を
纏
め
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
俳
諮
は
近
世
期
に
入
っ
て
か
ら
も
数
十
年
に
わ
た

っ
て
、
百

韻
形
態
(
以
下
、
百
韻
と
略
称
)
が
正
式
の
も
の
と
さ
れ
、
歌
仙
は
略
式
で
あ

り
、
世
人
も
多
く
こ
れ
を
用
い
な
か

っ
た
。
こ
の
事
を
最
も
早
く
、
最
も
明
確

に
書
い
て
い
る
の
は
、
山
岡
元
隣
が
寛
文
六
年
(
二
ハ
六
六
)
に
刊
行
し
た

ウ
一
ん

成

東

明

T佐

「
歌
仙
ぞ
ろ
へ
」
の
序
文
で
あ
る
。

「
歌
仙
俳
諮
と
い
ふ
事
は
、
そ
の
か
み
或
人
三
十
六
歌
仙
名
を
句
毎
に
立

入
二
折
と
し
、
文
雪
月
花
な
ど
分
て
発
句
に
つ
ら
ね
ら
れ
し
よ
り
事
ひ
ろ
ご

り
で
、
其
後
は
其
名
を
立
入
れ
ず
し
て
も
、
品
川
六
句
を
連
て
歌
仙
の
数
の
俳

諮
と
云
ベ
き
を
詞
を
省
て
、
歌
仙
は
い
か
い
と
云
り
。
そ
れ
俳
諮
は
歌
の
一

体
な
れ
ば
、
祈
時
に
も
慶
賀
に
も
多
く
催
し
て
、
神
を
す
す
し
め
人
を
悦
ば

し
む
る
第

一
也
け
れ
と
、
時
に
取
て
友
す
く
な
く
し
て
、
座
の
み
て
ぬ
事
有

て
事
調
ら
ぬ
様
に
も
物
し
侍
れ
ば
、
句
数
す
く
な
く
し
て
も
速
に
み
て
侍
る

の
よ
ろ
こ
は
し
き
を
あ
ま
な
い
て
、
今
は
名
匠
も
多
く
此
三
十
六
句
を
も
て

は
や
し
給
へ
り
(
後
略
)
」

元
隣
の
こ
の
言
に
よ

っ
て
、
寛
文
六
年
ご
ろ
に
な

っ
て
も
、
百
韻
が
あ
く
ま

で
正
式
の
も
の
で
あ
り
、
歌
仙
も
次
第
に
注
目
さ
れ
、
愛
則
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
は
来
た
も
の
の
、
そ
れ
は
連
衆
の
数
が
す
く
な
い
場
合
な
ど
、

一
巻
を
渦

尾
す
る
の
に
時
間
が
か
か
ら
ぬ
の
を
よ
ろ
こ
ば
れ
て
の
事
で
、
ま
だ
百
韻
に
か

わ
っ
て
歌
仙
を
俳
請
の
最
も
中
心
的
な
形
態
に
し
よ
う
と
い
う
俳
壇
全
体
の
空

気
も
司
能
性
も
な
か

っ
た
事
が
知
ら
れ
る。

ま
た
、
こ
こ
に
は
歌
仙
俳
諮
と
い

う
も
の
が
、
元
々
は
三
十
六
人
の
歌
仙
の
名
を
詠
み
こ
み
、
あ
る
い
は
雪
月
花

な
ど
に
分
け
て
発
句
を
つ
ら
ね
る
よ
う
な
形
式
か
ら
転
化
し
て
来
た
事
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
わ
ば
古
い
形
式
の
歌
仙
俳
請
を
、
寛
文
三
年

三

六

六
一
二
〉
に
出
版
さ
れ
た
「
尾
畑
集
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
尾
側
集
」
は
柿
本
人
麿
以
下
三
十
六
歌
仙
を
左
右
に
配
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
画
像
と
和
歌
を
掲
げ
、
そ
の
和
歌
に
因
ん
だ
発
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
こ
れ
は
歌
仙
俳
措
の

一
種
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
歌
仙
の
連
勾
で
は
な

く
歌
仙
の
発
句
集
な
の
で
あ
る
。
そ
の
次
に
「
万
治
辛
丑
三
月
中
旬
離
牧
子

定
清
」
と
い
う
年
記

・
署
名
が
あ
り
、
野
々
口
立
圃
の
本
歌
取
り
に
関
す
る
文

章
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
部
分
ま
で
は
万
治
四

年

(
一
ムハ六

一
)
ま
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
さ
ら

に
そ
の
後
に
「
追
加
」
と
し
て
、
著
者
服
部
定
清
の
友
人
た
ち
が
巻
い
た
歌
仙

俳
講
一
巻
を
加
え
、
別
に
新
し
い
政
文
が
あ
り
、
「
寛
文
三
灸
卯
暦
初
夏
望
日

鵬
鶴
子
書
在
三
洛
下
書
堂
谷
口
三
余
板
行
」
の
刊
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の

政
文
に

「服
部
氏
定
清
者
此
道
達
人
也
。
曾
本
三
十
六
人
集
之
本
歌
、
或
取
其

心
、
或
摘
其
言
葉
、
妙
著
発
句
而
集
之
成

一問、

友
人
流
味
山
県
喫
之
、
特
以

一

句
感
賞
之
、
遂
使
同
志
者
連
句
附
其
後
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
成

立
の
事
情
が
よ
く
分
か
る
。
万
治
四
年
の
歌
仙
俳
諮
が
、
歌
仙
に
因
ん
だ
発
句

を
三
十
六
句
列
ね
た
発
句
集
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
寛
文
三
年
の
歌
仙
俳
詰

は
、
そ
の
発
句
の
か
わ
り
に
、
長
句
・
短
句
を
次
い
で
ゆ
く
歌
仙
連
句
の
段
階

に
入

っ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
連
衆
の
数
が
句
数
に
ひ
と
し
く
三
十
六
人
を
揃

え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
付
廻
し
の
方
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
こ
と
の
葉
は
心
の
花
の
取
木
か
な
流
味
」
を
発
句
に
、
「
の
ど
け

き
口
仰
の
あ
る
は
居
相
撲
同
和
」
を
挙
句
と
す
る
こ
の
一
巻
は
、
作
品
全
体
と

し
て
は
整

っ
て
お
り
、
悪
い
出
来
で
は
な
い
。
連
衆
各
人
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
こ

の
歌
仙
形
態
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る。

尤
も
、
当
時
の
俳
泊

で
は
百
韻
と
歌
仙
と
で
、
付
け
進
め
方
に
根
本
的
な
違
い
か
あ

っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、
百
句
を
三
十
六
句
に
、
懐
紙
四
枚
を
二
枚
に
縮
め
た

だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
歌
仙
俳
諮
の
前
に
は
、
歌
仙
連
歌
の
長
い
伝
統
が
存
在

し
た
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
歌
仙
連
歌
の
伝
統
に
つ
い
て
は
く
わ
し
い
説
明
を

省
略
す
る
が
、
当
時
の
人
に
取
っ
て
は
俳
諮
と
連
歌
と
の
差
が
後
世
ほ
ど
は
ひ

ら
い
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
仙
俳
一
請
が
珍
し
い
試
み
だ

っ
た
と
し

て
も
さ
ほ
ど
の
抵
抗
も
な
く
、
整

っ
た
作
品
が
自
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
尾
畑
集
」
の
刊
行
が
歌
仙
俳
識
の
流
行
に
直
接
の
影
響
を
与
え
た
と
い

う
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
三
年
後
に
「
歌
仙
ぞ
ろ
へ
」
を
刊
行
し
た
山

岡
元
隣
が
、
京
都
で
出
版
さ
れ
、
野
々
口
立
圃
も
筆
を
取

っ
て
い
る
こ
の
書
を

知
ら
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
元
隣
は
「
尾
雌
集
」

の
刊
行
に
刺
戟
を
受
け
、
歌
仙
俳
請
の
将
来
性
を
認
識
し
た
の
で
は
な
か

っ
た

か
。
そ
の
可
能
性
は
大
き
い
の
で
、
「
尾
側
集
」
は
「
歌
仙
ぞ
ろ
へ
」
を
誘
発

し
た
点
で
歌
仙
俳
識
の
流
行
に
、
す
く
な
く
と
も
間
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と

い
う
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

「
歌
仙
ぞ
ろ
へ
」
は
、
北
村
季
吟
が
奥
州
磐
城
平
赤
目
崎
の
飯
野
八
幡
宮
へ

奉
納
し
た
独
吟
歌
仙
俳
讃
を
巻
頭
に
、
同
じ
く
西
山
宗
困
、
松
江
重
頼
、
松
山

玖
也
が
そ
れ
ぞ
れ
奉
納
し
た
独
吟
歌
仙
を
つ
ら
ね
、
そ
の
後
に
元
隣
独
吟
の
鳥
・

虫
・
獣
の
名
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
こ
ん
だ
歌
仙
俳
諮
三
巻
、
恋
・
「
日
本
国
尽
」

の
独
吟
歌
仙
俳
諮
二
巻
、
さ
ら
に
「
是
よ
り
異
国
」
と
し
て
、
高
麗

・
オ
ラ
ン

ダ

・
ル
ス
ン

・
カ
ウ
チ

・
チ
ャ
グ
ツ
・
リ
ウ
キ
ウ

・
ナ
ン
パ
ン

・
タ
ッ
タ
ン

・

エ
ゾ

・
マ
ツ
マ
エ
の
国
名
を
詠
み
こ
ん
だ
表
四
句

・
袈
六
句
の
連
句
を
収
め
て

い
る
。
そ
の
作
品
の
成
立
は
玖
也
の
も
の
が
寛
文
五
仲
秋
日
、
季
吟
の
も
の
が

寛
文
六
年
正
月
三
日
で
あ
る
。

宗
因

・
重
頼
の
も
の
に
は
日
付
け
が
落
ち
て
い

る
が
、
俳
潜
大
辞
典
の
解
説

〔喜一〉

に
よ
れ
ば
、
両
巻
と
も
寛
文
五
年
の
作
と

推
定
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て

「
歌
仙
ぞ
ろ
へ

」
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
の
は
寛
文
六
年
正
月
、
刊
行
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
「
季
吟
門
の
元
隣
が
師

の
奉
納
歌
仙
を
得
て
、
飯
野
八
時
に
ゆ
か
り
の
あ
る
宗
因

・
維
舟
(
重
頼
)

玖
也
の
奉
納
俳
諮
が
、
た
ま
た
ま
歌
仙
形
式
で
あ

っ
た
の
に
興
味
を
感
じ
て
、

一
集
を
思
い
立
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
元
隣
が
歌
仙
俳

諮
に
興
味
を
懐
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
単
に
興
味
を
懐
い
た
だ



歌仙俳讃の発生と完成

け
で
は
な
く
、
彼
は
当
時
次
第
に
流
行
し
て
来
た
歌
仙
俳
誌
を
先
取
り
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
元
隣
は
「
宝
蔵
」

在
四
)
に
よ
れ
ば
、
「
不
求
発

功
名
於
当
世
、
惟
欲
絶
塵
俗
於
市
中
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
筆
者
元

恕

在
五
)
の
身
品
民
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
十
日
く
は
「
列
伝
体
小
説
史
」

在
六
)
に
水
谷
不
倒
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
「
可
な
り
名
を
成
す
に
急
」
な

人
で
あ

っ
た
事
は
、
そ
の
別
号

「
而
岨
斎
」
の
意
味
す
る
所
で
も
分
か
る
の
で

あ
る
(
注
七
三

-
既
に
仮
名
草
子
・
古
典
注
釈

・
俳
諮
警
の
著
者
と
し
て
、
常
に

自
己
の
名
声
を
求
め
た
彼
が
俳
壇
に
あ
ら
わ
れ
た
か
す
か
な
胤
芽
を
見
遁
さ

ず
、

一
書
を
ま
と
め
て
即
刻
出
版
し
た
事
は
、
結
果
的
に
は
歌
仙
俳
識
の
流
行

.
普
及
に
貢
献
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
歌
仙
ぞ
ろ
へ

」
に
作
品
を
列
ね
た
季
吟
・

重
頼

・
宗
因

・

玖
也
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
仙
俳
描
の
普
及
に
一
役
か

っ
た
事
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
も
殊
に
重
頼
は
、
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)
に
俳
書
「
制
措

時
勢
粧
」
を
出
版
し
、
そ
の
中
に
多
く
の
歌
仙
俳
諮
を
収
録
し
て
い
る
事
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
る
。
「
訓
諮
時
勢
粧
」
は
百
韻
四
十
八
巻
に
対
し
て
、
十
巻
の

歌
仙
俳
潜
を
収
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
十
巻
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
が
寛
文

五
年
(
一
巻
)
、
そ
の
他
は
寛
文
八
年
(
一
巻
)
、
寛
文
十
年
(
一
巻
)
、
寛
文

十
一
年
(
七
巻
)
と
な

っ
て
い
る
。
寛
文
五
年
は
例
の
「
飯
野
八
幡
宮
奉
納
歌

仙」

が
作
ら
れ
た
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
奉
納
歌
仙
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て、

彼
は
歌
仙
俳
請
を
作
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
寛
文

年
間
に
こ
れ
だ
け
の
歌
仙
俳
諮
を
作
り
、
そ
れ
を
刊
行
し
た
人
は
外
に
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
彼
を
歌
仙
俳
譜
採
用
の
先
駆
者
と
認
め
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
次
の
延
宝
時
代
に
な
る
と
、
彼
の
門
人
の
高
野
幽
山
や
池
西
言
水
な
と

が
、
歌
仙
俳
描
の
発
展
に
力
を
尽
す
事
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し

く
述
べ
る
が
、
重
頼
及
び
彼
の
門
下
が
歌
仙
俳
誌
の
発
展
に
果
し
た
役
割
は
極

め
て
大
な
る
も
の
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
重
頼
ら
が
「
飯
野
八
時
宮
奉
納
歌
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仙
」
を
作
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
内
藤
風
虎
の
存
在
も
歌
仙
俳
識
の
展
開
を
考

え
る
時
、
見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
奥
州
磐
城
平
七
万
石
の
城
主
、
俳
諮

が
す
き
で
、
早
く
か
ら
季
吟

・
重
頼

・
宗
困
ら
と
風
交
が
あ

っ
た

(注
八
百
重

頼

・
宗
困

・
玖
也
は
遠
く
磐
城
ま
で
来
訪
し
て
い
る
。
ま
た
風
虎
の
江
戸
溜
池

の
藩
邸
に
は
多
く
の
俳
人
が
出
入
し
、
風
虎
は
そ
の
子
露
出
と
と
も
に
俳
人
た

ち
の
パ

ト
ロ

ン
的
存
在
と
し
て
、
文
学
サ
ロ
ン
の
観
を
呈
し
た
と
言
わ
れ
る
。

さ
き
の
「
飯
野
八
幡
宮
奉
納
俳
話
」
が
す
べ
て
歌
仙
俳
識
で
あ
る
の
は
、
風
虎

の
意
に
よ
る
の
か
否
か
、
そ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
が
、
彼
の
藩
邸
に
出
入
し
た

俳
人
の
中
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

重
頼
の
門
人
高
野
幽
山
、
同
じ
く
池
西

言
水
が
あ
り
、
彼
ら
は
江
戸
で
、
特
に
延
宝
三
年
の
宗
国
東
下
を
迎
え
、
そ
の

前
後
花
々
し
い
活
動
を
一不
す
の
で
あ
る
。
松
尾
桃
青
(
芭
蕉
)
も
幽
山
ら
に
従

い
、
風
虎
の
庇
護
を
得
て
、
次
第
に
俳
壇
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
述

の
通
り
、
こ
の
言
水
や
桃
青
の
活
躍
が
、
歌
仙
俳
討
の
発
展
と
完
成
と
に
直
接

つ
な
が
る
事
を
思
う
時
、
や
は
り
彼
ら
の
背
後
に
あ

っ
た
風
虎

・
露
枯
の
存
在

意
義
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
寛
文
年
間
(
一
六
六

一
ーー

一
六
七
一二
)
に
お
け
る
歌
仙
俳
請

は
、
寛
文
五
・
六
年
以
後
、
風
虎
ら
と
の
関
連
を
縁
に
、
松
江
重
頗
な
ど
が
中

心
と
な

っ
て
、
ま
だ
は

っ
き
り
と
し
た
意
識
は
な
い
ま
ま
に
、
次
第
に
世
に
広

が
り
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

tコ

延
宝
年
間
(
一
六
七
三

|
一六
八
O
)
に
・
人
る
と
、
歌
仙
俳
諮
は
急
激
に
噌

加
す
る
。
今
、
延
宝
三
年
(
一
六
七
五
)
か
ら
延
宝
七
年
(
一
六
七
九
〉
ま
で

に
作
ら
れ
、
ま
た
は
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

延
宝
三
年

o
訓
諮
絵
合

菅

肝
谷
高
政

天

百
韻
十
巻
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延
宝
四
年

延
宝
六
年

延
宝
七
年

地

百
韻
九
巻

歌
仙
二
巻

。

草

枕

片

岡

序
文
に
歌
仙
二
十
巻
と
あ

れ
ど
上
巻
の
み
現
存
。

。
「
肇
の
雪
」
歌
仙

。
虎
渓
の
橋

三
吟
百
韻
三
巻

歌
仙

一
巻

。
江
戸
新
道

独
吟
歌
仙
四
巻

。
江
戸
十
歌
仙

歌
仙
十
巻
追
加
一
巻

。
江
戸
通
り
町

歌
仙
一
巻

。
溜
池
河
御
座

溜
池
十
歌
仙

河
御
座
四
歌
仙

。
中
時
姿

歌
仙
九
巻

。
仙
台
大
矢
数

歌
仙
九
巻

。
江
戸
蛇
の
鮮

百
韻
一
巻
歌
仙
一
巻

。
見
花
数
奇

両
吟
歌
仙
十
巻

。
苧
く
そ
頭
巾

両
吟
歌
仙
一
巻

。
わ
す
れ
貝

歌
仙
十
五
巻

旨
立11目、

延
宝
三
年
か
ら
同
七
年
ま
で
と

言

え
ば
、
談
林
派
の
運
動
が
全
盛
期
と
な

り
、
や
が
て
高
政
の
「
中
間
姿
」
に
対
す
る
貞
門
の
攻
撃
を
き

っ
か
け
に
、
談

林
派
の
内
部
で
も
分
裂
・
抗
争
が
激
し
く
な
る
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
延

宝
四
年
の
「
草
枕
」
に
は
、
上
巻
の
み
の
連
衆
名
を
見
て
も
、
梅
翁
(
宗
因
)

・
西
鶴

・
元
順
・
信
章
・
重
安

・
意
朔

・
如
貞
・
季
吟

・
湖
春
・
昌
数
・
本
秋

・
尺
蓮
・
四
舟
・
凶
タ
ら
、
上
方
に
お
け
る
新
旧
各
派
の
へ
テ
ラ
ン
や
新
人
を

網
羅
し
た
豪
華
な
顔
触
れ
を
見
る
が
、
延
宝
七
年
ご
ろ
に
な
る
と
こ
の
よ
う
な

企
画
も
な
く
な

っ
た
よ
う
で
、
上
方
俳
壇
全
体
に
よ
る
歌
仙
俳
譜
へ
の
盛
り
上

が
り
は
見
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
江
戸
に
お

い
て
は
、
延
宝
四
年

に
桃
青
と
杉
風
と
が
対
吟
し
た
「
華
の
雪
」
歌
仙
な
ど
が
最
も
早
い
時
期
の
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
延
宝
三
年
に
宗
因
が
江
戸
に
下
る
き

っ
か
け

に
な

っ
た
の
は
、
例
の
内
藤
風
虎
の
招
待
で
あ

っ
た
。
芭
蕉
も
こ
の
頃
風
虎
の

文
学
サ
ロ
ン
に
出
入
を
許
さ
れ
て
、

宗
因
と
一
座
す
る
機
会
を
得
、
そ
れ
以
後

彼
は
宗
国
の
作
風
に
心
酔
し
た
。
彼
は
そ
の
頃
す
で
に
「
員
お
ほ
ひ
」
を
出
版

し、

高
野
幽
山
の
執
筆
を
し
て

い
た
と
も
言
わ
れ
、
俳
諮
師
と
し
て
の
将
来
を

考
え
て
い
た
時
で
あ
る。

新
し
く
出
入
を
許
さ
れ
た
風
虎
に
縁
の
あ
る
「
歌
仙

ぞ
ろ
へ
」
の
中
に
は
、
彼
の
旧
師
で
あ
る
季
吟
の
作
品
、
そ
し
て
現
在
私
淑
し

て
い
る
宗
因
の
作
品
も
載

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
無
関
心
で
は
居
ら
れ
な
か
っ

た
筈
で
あ
る
。
「
歌
仙
ぞ
ろ
へ
」
が
「
華
の
雪
」
歌
仙
の
生
ま
れ
る
原
因
と
は

言
え
な
い
ま
で
も
、
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
事
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
俳
諸
に
お
け
る
新
し
い
流
行
を
い
ち
早
く
と
ら
え
、
我
物
に
し
て
発

表
す
る
と
い
う
、
先
に
「
貝
お
ほ
ひ
」
に
於
て
一
が
さ
れ
た
彼
の
特
性
を
、
こ
こ

で
も
我
々
は
見
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
華
の
雪
」
歌
仙
は
作
品
と
し
て

は
ま
だ
言
う
に
足
り
な
い
も
の
で
、
談
林
調
の
軽
快
な
運
び
に
彼
の
才
気
が
し

の
ば
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
彼
自
身
に
と

っ
て
も
、
こ
れ
は
単
な
る
試
み

で
あ
っ
た
よ
う
で
、
歌
仙
俳
諮
の
江
戸
に
お
け
る
櫛
芽
の

一
つ
で
は
あ

っ
て

井松
原尾

西桃
鶴青

池
西

号三子

水

青
木

春
澄

神
田
二
葉
子

松
江

重
頼

菅
貯
谷
高
政

大
淀
三
千
風

池
西

言
水

中
村

西
国

前
原

勝
士
口

中
国

'し、
友



歌仙俳諮の発生と完成

も
、
未
だ
本
格
的
な
文
学
運
動
と
は
見
ら
れ
な
い
。

江
戸
を
中
心
と
し
た
歌
仙
俳
譜
が
花
々
し
く
一
種
の
文
学
運
動
と
し
て
展
開

さ
れ
た
の
は
、
延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
青
木
春
澄
に
よ

っ
て
「
江
戸
十
歌
仙
」

が
刊
行
さ
れ
た
頃
か
ら
で
あ
る。

春
澄
は
こ
の
年
の
秋
京
か
ら
江
戸
に
下
り
、

幽
山

・
言
水

・
泰
徳

・
如
流
・
似
春
・
桃
青
ら
を
連
衆
と
し
て
歌
仙
十
巻
を
作

り
、
京
に
帰
っ
て
自
悦
と
の
両
吟

一
巻
を
追
加
と
し
て
出
版
し
た
。
本
書
に
つ

い
て
は
「
当
時
は
大
阪
・
江
戸
・
京
都
を
通
じ
て
談
林
調
の
極
盛
期
で
あ
り
、

本
書
の
句
風
も
概
ね
そ
の
影
響
下
に
あ
る
が
、
団
代
松
意
ら
の
江
戸
談
林
の
具

体
と
は
や
や
臭

っ
て
、
調
子
は
高
い
が
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
難
渋
で
は
な
く
、

既
に
何
ら
か
の
新
風
の
兆
を
は
ら
ん
で
い
る
」

在
九
)

と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
事
は
本
書
の
巻
八

・
巻
九

・
巻
十
に
見
え
る
桃
青
と
の
両
吟
を
、
先
の
「
華

の
雪
」
歌
仙
に
比
較
し
て
み
れ
ば
歴
然
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ

う
な
内
容
的
な
新
し
さ
と
と
も
に
、
歌
仙
形
態
の
俳
詰
を
最
も
早
く
、
最
も
積

問
機
的
に
採
用
し
た
点
に
、
一

層
の
功
績
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
春
澄
が
何

故
こ
こ
で
歌
仙
形
態
を
採
用
し
た
か
、
私
は
彼
が
重
頼
門
で
あ

っ
た
為
と
考
え

る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、こ

の
「
江
戸
十
歌
仙
」
の
連
衆
の
中
で
、
一
座
し
た
回

数
が
春
澄
に
次
い
で
多
い
の
は
池
西
言
水
で
あ

っ
た
事
実
在
一
O
)
と
も
関
連

す
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
言
水
も
「
仏
兄
七
久
留
万
」
在
一
一
)
に

「
池
西

言
水
誹
諸
に
業
を
た
て
て
世
の
中
に
副
ふ
あ
か
れ
ぬ
人
の
数
に
て
、
維
舟
の
流

れ
を
汲
な
か
ら
、
し
か
も
そ
の
舟
に
つ
な
が
れ
ず
:
:
・:
:
」
と
書
か
れ
て
い
る

通
り
、
維
舟
(
重
頼
)
と
深
い
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
俳
諮
大
辞
典
に
よ
れ

ば
、
「
両
者
の
師
弟
関
係
は
、
そ
れ
を
認
め
る
に
し
て
も
、
維
舟
の
最
晩
年
に

な
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る

(
空
二
百

重
頼
の
死

は
延
宝
八
年
六
月
の
事
で
あ
る
が
、
彼
は
最
晩
年
は
俳
壇
か
ら
孤
立
し
て
不
遇

で
あ
っ
た
。
他
方
、
言
水
は
延
宝
四

・
五
年
以
降
江
戸
に
住
み
、
着
々
と
名
を

な
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
彼
が
不
遇
な
最
晩
年
の
重
頼
に
入
門
す
る

5 

と
い
う
事
は
納
得
し
か
ね
る
。
た
だ
、
同
時
代
の
鬼
貫
が
無
根
の
事
を
書
く
い

わ
れ
も
な
い
か
ら
、
何
時
、

い
か
な
る
事
情
で
入
門
し
た
か
、

詳
細
は
疑
問
に

し
て
も
、
「
維
舟
の
流
れ
を
波
み
な
が
ら
」
と
い
う
師
弟
関
係
の
存
在
は
、
大

筋
に
お
い
て
認
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
「
江
戸
十
歌
仙
」
は
重
頼
門

の
春
澄
と
言
水
と
が
協
力
し
彼
ら
の
師
た
る
重
頼
の
意
を
体
し
て
、
江
戸
に
お

い
て
歌
仙
俳
譜
の
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン

を
行
な
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま

l
v
ム
μ言

水
は
同
じ
延
宝
六
年
、
処
女
撰
集
と
し
て
「
江
戸
新
道
」
を
刊
行
し
た
。

こ
の
書
の
前
半
に
は
風
虎

・
露
泊

・
立
志

・
幽
山
・

似
春

・
蝶
々
子

・
露
言

・

松
意

・
桃
青

・
浩
徳
・
才
麿

・
在
色
・
調
和
な
ど
、
当
時
の
江
戸
俳
壇
各
派
の

主
だ

っ
た
俳
人
の
四
季
発
句
を
収
め
、
江
戸
俳
壇
に
進
出
し
た
言
水
の
交
友
圏

を
示
し、

後
半
に
は
彼
の
独
吟
の
四
歌
仙
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
翌
延

宝
七
年
に
彼
は
「
江
戸
蛇
の
俳
」
を
刊
行
、
こ
れ
に
も
百
韻

一
巻
と
と
も
に
歌

仙
一
巻
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
延
宝
八
年
の
彼
の
著
「
江
戸
弁
慶
」
は

上
巻
の
み
が
現
存
し
て
い
る
が
、
連
句
ま
た
は
付
句
を
収
め
た
と
思
わ
れ
る
下

巻
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
歌
仙
が
何
巻
か
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る。

延
宝
九
年
の
「
東
日
記
」
は
、
乾
の
巻
に
春

・
夏

・
秋
三

季
の
発
旬
、
坤
の
巻
に
冬
の
発
句
と
言
水
独
吟
の

二
歌
仙
の
ほ
か
、
幽
山
・
才

丸
・
昨
今
非
・
暁
タ
事

・
恕
流
・

立
吟

・
友
静

・
重
直

・
正
友

・
友
タ

・
玉
タ

ら
を
相
手
と
す
る
両
吟

・
三
吟
そ
の
他
の
歌
仙
七
巻
を
収
め
て
い
る
。
延
宝
六

年
か
ら
毎
年
こ
の
よ
う
に
句
集
を
刊
行
し
、
そ
の
度
毎
に
歌
仙
俳
諮
を
掲
載
し

て
い
る
の
を
見
て
も
、
彼
の
歌
仙
形
態
キ

ャ
ン
ペ

ー
ン

の
努
力
を
察
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
の
労
は
酬
い
ら
れ
、
延
宝
末
年
ご
ろ
に
な
る
と
歌
仙
形
態
の

俳
潜
が
左
の
通
り
、

三
都
だ
け
で
な
く
地
方
都
市
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
言
水
や
春
澄
の
努
力
の
賜
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
や
は
り
一
つ

に
は
時
の
勢
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
の
内
部
的
理
由
が
存
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在
し
た
の
で
あ
る
。

延
宝
八
年

松
3・1二
也

。
軒
端
の
独
活

歌
仙
九
巻

。
桃
青
門
弟
独
吟
廿
歌
仙

杉
風
等
独
吟
歌
仙
廿
巻

追
加
歌
仙

一
巻

。
名
取
川

歌
仙
六
巻

。
制
枕歌

仙
十
二
巻

。
雪
之
下
草
歌
仙

歌
仙
十
六
巻

。
一
夜
庵
建
立
縁
起

百
韻

一
巻

歌

仙

一
巻

。
功
用
群
鑑

歌
仙
五
巻

。
東
日
記

独
吟
歌
仙
二
巻

国

代
松
江

重
頼

高
野

幽
山

、
『1

1

AJ
H川

出T
水

延
宝
九
年

岡
西

HJ~ 
rt 

田
代

松
意

そ
の
他
歌
仙
七
巻

右
の
通
り
、
そ
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
俳
害
す
べ
て
に
歌
仙
俳
識
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
百
韻
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
俳
書
よ
り
次
第
に
数

の
上
で
優
勢
に
な

っ
て
来
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
こ
れ
は
数
年
前

に
く
ら
べ
て
驚
く
べ
き
事
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸

・
京

・
大
坂
の

三
都
だ
け
で

な
く
、

「
雪
之
下
草
」
歌
仙
の
よ
う
に
、
地
方
都
市
の
俳
埴
に
ま
で
も
歌
仙
形

態
が
浸
透
し
た
こ
と
は
、
特
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
雪
之
下
車
」

歌
仙
は
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
説
明
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
加
賀
の
金
沢
に
お
い
て
作
ら
れ
た
歌
仙
十
六
巻
を
集
め
た
も
の
で
あ
る。

連

衆
は
立
花
松
葉

・
小
川
野
水

・
円
藤
廻
一同一

・
立
花
可
融

・
見
好
可
静

-m中
不

能

・
宇
野

一
畑

・
村
沢
柳
糸
の
八
人
。
こ
の
中
の
小
川
野
水
に
つ
い
て
は

「
寛

文
比
俳
諮

耕一地井
-名
誉
人
」
に
、
「
小
川
徳
右
衛
門
酎
軒
草
加
州
金
沢
加
々
守
家

中
野
水
」
と
あ
り
、
彼
が
本
書
の
編
者
で
あ
る
事
が
分
る
。

ま
た
立
花
松
葉
は

後
の
立
花
牧
童
で
、
立
花
北
枝
の
兄
で
あ
る
。
本
書
は
書
籍
目
録
に
お
け
る
配

置
な
ど
か
ら
、
延
宝
七

・
八
年
こ
ろ
の
も
の
と
見
ら
れ
、
ま
た
、
野
水
と
廻
一同

の
両
吟
の
中
に
、
「
小
短
冊
に
は
惣
木
寺
判
」
と
い
う
旬
、
が
あ
る
の
で
、
京
の

菅
野
谷
高
政
の

一
派
と
近
い
関
係
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る

在
一言
。
延
宝
末
年

ご
ろ
に
は
‘
全
国
各
地
に
歌
仙
俳
諮
を
楽
し
む
ク
ル

l
プ
が
他
に
も
多
く
存
在

し
た
と
思
わ
れ
、
寛
文
年
間
の
状
況
と
く
ら
べ
る
時
、
全
く

一
変
し
て
い
る
事

が
分
か
る
。

同

先
に
歌
仙
俳
泊
の
盛
行
に
は
、
そ
れ
な
り
の
内
部
的
理
由
が
あ
る
と
述
べ

た
。
歌
仙
俳
話
が
当
時
の
俳
人
た
ち
の
意
識

・
感
情
を
表
現
す
る
に
、
最
も
適

し
た
形
態
に
な

っ
て
行

っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
、
い
か
に
言
水
な
り
、
春
澄
な

り
が
キ

ャ
ン
ペ

ー
ン
を
行
な

っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
大
勢
を
動
か
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
に
つ

い
て
こ
こ
で
触
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
百
韻

形
態
の
俳
諮
と
の
比
較
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
当
然
の
事
な
が

ら
、
歌
仙
三
十
六
句
は
百
韻
に
対
し
て
ほ
ぼ
三
分
の

一
の
分
量
で
あ
る
。
だ
か

ら
百
韻
を
巻
く
に
要
す
る
時
間
の

三
分
の

一
で
済
む
答
で
あ
り
、
手
軽
で
便
利

だ
と
い
う
計
算
は
確
か
に

一
応
理
に
叶

っ
て
い
る
。
山
岡
元
隣
が
「
歌
仙
ぞ
ろ

へ
」
の
序
文
の
中
で
「
句
数
す
く
な
く
し
て
速
に
も
み
て
侍
る
こ
と
の
よ
ろ
こ

は
し
き
を
あ
ま
な
い
て
」
と
言

っ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
る
。

し

か
し、

果
し
て
元
隣
の
言
の
通
り
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前

に
百
韻

一
巻
を
櫛
尾
す
る
に
は
平
均
し
て
ど
れ
程
の
時
聞
を
要
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
正
確
に
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
資
料
は
乏
し
い
。
た
と
え



ば
矢
数
俳
諮
に
お
い
て
は

一
日
千
句
と
か
、
極
端
な
場
合
に
は

一
日
四
千
句

在
一回
て
あ
る
い
は
二
万
三
千
五
百
句
在
一
E
と
い
う
よ
う
な
膨
大
な
数
が
記

録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
も
の
で
、
一

般
・
に
行
な
わ
れ
た
俳
席
の
速

度
の
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
俳
話
の
規
範
に
な
っ
て
い
た
連
歌
に
お
い
て
は
、

百
韻
を
満
尾
す
る
の
に
三
刻
あ
る
い
は
四
刻
が
普
通
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
古
く
は
心
敬
の
「
さ
さ
め
こ
と
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ

る
。
「
閉
会
ほ
と
り
の

一
座
は
、
昼

っ
か
た
に
過
ぎ
、
遅
き
は
未
の
刻
な
ど
に

退
散
す
。
こ
れ
よ
り
柳
か
も
時
移
り
侍
れ
ば
、
道
な
ら
ぬ
様
に
つ
ぶ
め
く
人
侍

り
。
い
か
さ
ま
に
あ
る
べ
き
や
ら
む
。
人
の
語
り
侍
り
し
は
、
二
条
の
大
閤
様

の
や
む
ご
と
な
き
御

一
座
は
、
毎
々
朝
よ
り
深
更
に
及
び
侍
り
し
と
也
。
そ
れ

ば
か
り
こ
そ
侍
ら
ず
と
も
、
朝
天
よ
り
日
晴
に
至
ら
ざ
ら
む
席
は
、
心
憎
く
も

侍
ら
ず
」
在
二
ハ〉。
朝
天
か
ら
日
暮
ま
で
と
は
大
体
十
時
間
前
後
(
五
刻
)
で
、

心
敬
は
こ
れ
だ
け
の
時
聞
を
か
け
な
け
れ
ば
十
分
な
作
品
は
出
来
な
い
と
思
う

の
だ
が
、
大
方
は
そ
れ
よ
り
も
早
く
終
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
私
用
抄
」

(注
一さ
に
も
同
意
の

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
標
準
は
三
刻

乃
至
四
刻
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
貞
門
時
代
の
俳
消
は
そ
の
形
式
に
お
い
て

連
歌
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
か
ら
連
歌
の
張
行
時
聞
は
そ
の
ま
ま
俳
話

に
准
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
的
確
な
資
料
が
見
当
ら
な
い
。
貞
徳

の
「
天
水
抄
」
に
、
宗
牧
法
師
の
興
行
が

い
つ
も
夜
に
入

っ
て
満
尾
し
た
事
を

述
べ
、
早
く
終

っ
た
時
の
懐
紙
は
床
し
が
る
者
が
居
な
か

っ
た
と
あ
る
の
は
、

「
さ
さ
め

こ
と
」
の
言
う
と
こ
ろ
に
同
じ
で
、
貞
徳
に
お
い
て
も
、
宗
牧
の
会

が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
事
は
逆
に

言
え
ば
、
貞
門
の
俳
諮
に
お
い
て
も
、
百
韻
は
大
体
朝
か
ら
昼
す
ぎ
、
あ
る
い

は
未
刻
あ
た
り
ま
で
、
一
即
ち
、
早
く
て
三
刻
(
六
時
間
余
)
、
大
体
四
刻
(
八

時
間
余
)
で
は
終
っ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
在

一
八百

今
、
か
り
に
百
韻
を
五
刻
(
十
時
間
余
〉
で
満
尾
し
た
と
す
れ
ば
、

日放イIlif;l'fo告の発'1'.と完成7 

一
時
間

に
平
均
十
旬
、
一

句
平
均
の
持
ち
時
聞
は
約
六
分
と
い
う
事
に
な
る
。

そ
の
ま
ま
歌
仙
の
句
数
に
掛
け
て
み
る
と
、
三
十
六
句
で
約
三
時
間
半
余
と
な

る。

こ
れ
は
現
在
、
私
ど
も
が
実
際
に
歌
仙
を
張
行
し
た
経
験
か
ら
推
し
て
、

か
な
り
早
い
ス
ピ

ー
ド
で
あ
る
。
今
日
の
連
句
も
そ
の
や
り
方
、
連
衆
の
数
や

質
に
よ

っ
て
違
う
で
あ
ろ
う
が
、
大
体
歌
仙

一
巻
を
首
尾
す
る
の
に
四

・
五
時

間
と
い
う
の
が
平
均
で
あ
ろ
う
在
一

九
百

そ
れ
に
く
ら
べ
て
、

三
時
間
半
余
で

満
尾
す
る
に
は
よ
ほ
ど
急
が
な
く
て
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
、
百
組

を
四
刻
の
ス
ピ

ー
ド
で
は
歌
仙
が
二
時
間
五
十
分
余
、
三
刻
の
場
合
は
歌
仙
で

二
時
間
そ
こ
そ
こ
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
付
け
進
み
方
で
は

殆
ん
ど
不
司
能
に
近
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
貞
門
時
代
の
俳

請
は
、
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
ス
ピ

ー
ド
で
進
行
し
て

い
た
。
そ
し
て
そ
の
ス
ピ

ー
ド
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
当
時
の
俳
人
た
ち
の

能
力

・
修
錬
の
外
に
、
物
付

・
心
付
と
よ
ば
れ
る
付
け
方
と
、
今
日
の
匂
い
付

と
の
違
い
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
百
韻
俳
話
を
首
尾
す
る
に
は
最
低
六
時
間
、
普
通
は
八
時
間
以
上
の

時
聞
を
要
し
た
。
そ
の
事
は
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
、
俳
潜
を

来
し
む
事
は
で
き
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
俳
討
が
次
第
に
庶
民
階
級
に
ひ
ろ

が
っ

て
来
た
時
、
朝
天
か
ら
日
暮
ま
で
の
張
行
が
次
第
に
無
理
に
な
っ

て
来
た

で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
百
韻
か
ら
歌
仙
へ
の
転

換
は
、
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
間
的
な
障
害
を
数
の
上
か
ら

打
破
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
て

い
た
事
は
否
定
で
き
な
い
。

次
に
、
百
韻
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
も
、
そ
の
形
態
を
連
歌
の
時
代
か
ら

受
け
つ
い
で
、
一

日
が
か
り
で
悠
々
と
興
行
で
き
た
こ
ろ
は
、
何
の
懐
疑
も
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
次
第
に
生
活
が
忙
し
く
な
り
、
章
一頼
な
ど
に
よ

っ
て
歌

仙
形
態
の
作
品
が
次
々
に
作
ら
れ
発
表
さ
れ
る
と
、
自
然
に
そ
れ
と
の
形
態
的

な
得
失
が
吟
味
さ
れ
る
。
百
韻
は
懐
紙
四
枚
に
苦
か
れ
、
初
折
表
八
句
・
同
一
袋

こ
れ
を
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十
四
旬
、
二
折
表
十
四
句

・
同
一
袋
十
四
旬
、

三
折
表
十
四
句

・
向
哀
十
四
旬
、

名
残
折
表
十
四
句

・
同
一
袋
八
句
の
構
成
を
持
ち
、
序

・
破
・
急
の
理
念
と
月
・

花
の
座
な
ど
に
よ
っ
て
、
性
格
づ
け
ら
れ
変
化
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
百
韻
に
お
け
る
序

・
破

・
急
は
実
は
暖
味
で
、
二
条
良
基
の
こ
ろ
に

は
初
折
が
序
、
二
の
折
が
破
、
三

・
名
残
の
折
が
急
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
急
の
部
分
の
比
重
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
、
後
に
は
面

十
句
を
序
、
十

一
旬
目
よ
り
二

・
三
の
折
を
ふ
く
め
全
部
を
破
、
名
残
の
折
が

急
と
い
う
事
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
百
韻

一
巻
に
お
け
る
焦
点
が
必
ず
し
も

は
っ
き
り
定
ま
ら
ず
、
二
折

・
一二
折
あ
た
り
は
破
に
も
急
に
も
な
り
得
る
暖
昧

さ
が
あ

っ
た
事
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
初
一
一袋
か
ら
三
折
裏
ま
で
を
磁

の
部
分
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
と
、

A

初
裏
十
四
句
(
十
句
目
月

・
十
三
句
目
花
)

B

二
折
表
十
四
句
(
十
三
句
目
月
)

C

二
折
衷
十
四
句
(
十
句
目
月

・
十
三
句
目
花
)

D

三
折
表
十
四
句
(
十
三
句
目
月
)

E

三
折
裏
十
四
句
(
十
句
目
月

・
十
三
句
白
花
)

の
五
つ
の
部
分
と
な
る
。
政
の
段
は

一
巻
の
面
白
さ
の
顕
わ
る
る
と
こ
ろ
で
、

古
か
ら
「
心
を
沈
め
地
文
を
お
き
て
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
、
二
の
裏

・
三
の
表

一
裁
に
か
け
て
は
玄
々
妙
々
と
希
う
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実

際
の
と
こ
ろ
、
十
四
句
の
五
倍
、
七
十
句
も
玄
々
妙
々
を
続
け
る
事
は
大
変
な

手
腕
を
要
し
た
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
A
と
C
と
E
・
B
と
D
と
は
そ
れ
ぞ
れ

同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
名
残
折
表
も
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
急
の
段
に
入

る
の
で
あ
る
か
ら
除
外
す
る
と
し
て
も
、
同
じ
位
置
に
月
が
出
、
同
じ
位
置
に

花
が
出
る
事
は
、
も
ち
ろ
ん
実
作
の
場
合
に
は
、
毎
同
必
ず
月

・
花
を
そ
の
定

座
に
お
く
と
い
う
事
は
な
く
、
そ
の
場
の
捌
き
に
よ

っ
て
自
由
に
上
げ
下
げ
し

た
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
重
複
感
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
の
重
複
感

は
時
間
的
余
裕
が
あ
り
、
且
つ
一
座
が
盛
り
上

っ
た
時
に
は
、
連
衆
に
十
分
な

満
足
を
与
え
、
堪
能
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
次
第
に
世
の
中
が
忙
し
く
な
り
、

或
は
一
座
の
気
分
が
揃
わ
な
い
よ
う
な
時
に
は
、
か
え

っ
て
単
調
な
煩
わ
し
き

.
退
屈
さ
と
な

っ
て
来
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る。

そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
歌
仙
形
態
で
は
最
初
か
ら
表
六
句
が
序

・
哀
十
二
句
と

名
残
表
十
二
句
あ
わ
せ
て
二
十
四
句
が
破

・
名
残
裏
六
句
が
急
と
な

っ
て
い

る
。
こ
の
破
の
部
分
は
一
袋
も
名
残
表
も
と
も
に
十
二
句
ず
つ
で
、
ダ
ブ
っ
て
い

る
よ
う
で
も
あ
る
が
、

初
袈
十
二
句
(
八
句
目
月

・
十
一
句
目
花
。
た
だ
し
、
あ
と
で
月
は
七
句

目
と
な
る
)

名
残
表
十
二
句
(
十

一
旬
目
月
)

右
の
よ
う
に
月

・
花
の
数
と
位
置
に
変
化
が
あ
る
。
ま
た
、
百
韻
の
磁
の
段

に
く
ら
べ
て
、
月
は
五
個
か
ら
二
個
へ

、
花
は
三
個
か
ら

一
個
へ
と
滅

っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
連
衆
の
よ
ろ
こ
ぶ
景
物
が
そ
れ
だ
け
す
く
な
い
と
い
う
欠
点
の

反
面
に
、
数
の
す
く
な
く
な

っ
た
月
や
花
を
大
切
に
変
化
を
付
け
て
行
く
と
い

う
別
の
楽
み
を
も
た
ら
す
事
に
な
っ
た
。
百
韻
の
よ
う
に
同
じ
磁
の
段
に
月
が

五
つ
・
花
が
三
つ
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
を
持
た
せ
る
事
は
容
易
で
は

な
い
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
月
が
二
つ
、
花
は

一
つ
と
な
れ
ば
、
初
一
袋
の
方
は

月
と
花
と
を
ど
の
よ
う
に
こ
の
面
に
配
す
る
か
、
名
残
表
で
は
表
と
初
裏
に

一

句
ず
つ
出
た
月
と
ど
の
よ
う
に
変
化
を
付
け
る
か
、
そ
の
点
に
微
妙
な
味
、
が
生

ま
れ
る
の
で
あ
る。

こ
の
様
に
、
百
韻
の
方
が
大
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歌

仙
の
方
は
、

単
な
る
量
の
変
化
だ
け
に
止
ら
ず
、
自
然
に
全
体
の
質
に
も
変
化

が
生
ま
れ
て
来
る
。

以
上
、
百
韻
と
歌
仙
と
を
比
較
し
た
が
、
こ
の
比
較
に
は
百
韻
よ
り
も
歌
仙

の
方
に
よ
り
フ
ァ
ミ
リ
ア

ー
で
あ
る
現
代
人
の
主
観
が
加
わ
っ
て
い
る
か
も
知

れ
ず
、
寛
文

・
延
宝
ご
ろ
の
俳
諮
師
た
ち
の
感
じ
は
ま
た
別
で
あ

っ
た
か
も
知
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れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
遂
に
は
俳
諮
は
百
韻
か
ら
歌
仙
に
移
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
が
付
け
方

の
変
化
で
あ
る
。
貞
門

・
談
林
時
代
に
行
な
わ
れ
た
物
付

・
心
付
の
付
け
方
の

外
に
、
新
し
い
付
け
方
||
匂
い
付
ー
ー
が
出
現
す
る
事
に
よ
り
、
百
韻
は
ま

さ
に
無
用
の
長
物
と
化
し
て
し
ま
う
。
た
だ
、
歌
仙
が
定
着
し
た
か
ら
新
し
い

付
け
方
が
生
ま
れ
た
の
か
、
新
し
い
付
け
方
が
出
来
た
か
ら
歌
仙
が
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ま
る
で
鶏
が
先
か
、
卵
が
先
か
の
論

に
似
て
容
易
に
結
論
は
下
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
百
韻
は
新
し
い

付
け
方
で
は
一
日
に
満
尾
す
る
事
が
不
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
大
味
な

と
こ
ろ
、
重
複
感
が
飽
き
ら
れ
て
、
俳
諮
の
中
心
的
位
置
を
歌
仙
に
譲
り
渡
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
転
換
を
な
さ
し
め
た
の
が
、
言

水
・
桃
育
、
こ
と
に
桃
青
の
力
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

帥
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桃
青
(
芭
蕉
)
は
延
宝
四
年
の
「
華
の
雪
」
歌
仙
に
続
い
て
延
宝
五
年
以
後

も
幾
つ
か
の
歌
仙
俳
一
簡
を
発
表
し
た
。
参
考
の
た
め
、
現
在
残
っ
て
い
る
彼
の

俳
諮
の
う
ち
、
初
期
の
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

延

宝

三

年

。

「

法

の

水

」

百

韻

延

宝

四

年

。

「

此

梅

に

」

百

韻

桃

青

・
信
章

。
「
梅
の
風
」
百

韻

桃

青

・
信
章

。
「
筆
の
雪
」
歌
仙

桃

青

・
杉
風

。
「
通
り
町
」
歌
仙
桃
青
・
二
葉
子

・
紀
子

・
卜
尺

。
「
薄
紅
葉
」
百
韻
桃
青

・
杉
風

。
「
ふ
く
と
汁
」
百
韻
桃
青

・
信
章

・
信
徳

。
「
わ
す
れ
草
」
歌
仙
桃
青

・
千
春

・
信
徳

。
「
い
か
の
ぼ
り
」
百

韻

信

徳

・
桃
青

・
信
章

。
「
都
浄
瑠
璃
」
百

韻

同

右

延
宝
五
年

延
宝
六
年

天
和
元
年

。
「
須
磨
ぞ
秋
」
百
韻
似
春

・
四
友

・
桃
青

。
「
見
渡
せ
ば
」

百

韻

同

右

。
「
江
戸
の
秋
」
歌
仙

春
、澄

・
似
春

・
桃
青

。
「
旅
ぎ
せ
る
」
歌
仙

同

右

。
「
都

鳥
」

歌

仙

同

右

0

「
略
的
の
足
」
五
十
韻
桃
青

・
其
角
・
才
丸

・
揚
水

。
「
稲
負
鳥
」
百
韻

同

右

。
「
秋
の
野
中
」
百
韻
同
右

。
「
百
つ
つ
じ
」
百
韻
鹿
鳩
ほ
か

。
「
花
に
蓋
世
」
歌
仙

芭

蕉
外
五
吟

。
「
詩
あ
き
ん
ど
」
歌
仙
其
角

・
芭
蕉

。
「
飽
や
今
年
」
歌
仙

李
下

・
其
角

・
芭
蕉

天
和
二
年

右
の
よ
う
に
、
天
和
元
年
(
延
宝
九
年

・一

六
八
一
)
ま
で
は
、
芭
蕉
の
作

品
は
百
韻
・
歌
仙
あ
る
い
は
五
十
韻
な
ど
入
り
混
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
天
和

二
年
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
歌
仙
に
統

一
さ
れ
、
稀
に
百
韻

・
五
十
韻
も
作
っ
て
は

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
数
は
問
題
に
な
ら
ぬ
位
の
も
の
で
あ
る
。
次
の
表
は
校

本
芭
蕉
全
集
(
角
川
書
庖
〉
に
よ
っ
て
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
を
数
え
た
も
の

で
あ
る
。

付 そ 歌 世 五 百

の 十

メロ斗 他 仙 τロと 韻 韻

天和

フロ
41 1 6 O 1 I 12 年

ま
で

元f及天和l 

七二
67 76 128 2 5 3年年

まよ
でり

108 77 134 2 6 15 
言十
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こ
の
よ
う
に
、
百
韻
か
ら
歌
仙
へ
の
転
換
が
、
芭
蕉
に
お
い
て
は
は
っ
き
り

天
和
二
年
を
境
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
見
て
も
、
天
和
二

年
以
後
に
作
ら
れ
た
歌
仙
は
、
そ
の
前
の
も
の
と
比
較
し
た
場
合
、
全
く
そ
の

面
目
を
一
新
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
と
し
て
は
歌
仙
だ
け
で
は
な
く
、

天
和
元
年
に
「
俳
譜
次
韻
」
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
百
韻
(
一
つ
は
五

十
韻
)
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
新
し
い
内
容
を
持
ち
、
従
来
の
談
林
調
を
越
え

た
境
地
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

「
俳
諾
次
韻
」
の
中
に
あ
る
。

月
に
秋
問
ふ
東
金
の
僧

淋
し
さ
を
蕎
麦
に
露
干
す
豆
俵

夕
顔
重
く
貧
居
ひ
し
げ
る

桃
の
木
に
蝉
鳴
く
比
は
外
に
寝
み
(
稲
負
鳥
の
巻
)

世
に
有
て
家
居
は
秋
の
野
中
か
な

詠
置
月
に
株
萩
を
買

哀
と
も
茄
子
は
菊
に
う
ら
枯
て

鮎
さ
び
す
た
り
海
vh

刑
漸
ク
(
秋
の
野
中
の
巻
)

な
ど
に
は
、
既
に
匂
付
と
言
っ
て
も
よ
い
付
味
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る。
天
和
二
年
の
「
花
に
憂
世
」
歌
仙
に
な
る
と
、
放
時
好
笑
の
遊
戯
的
世
界
か

ら
脱
却
し
て
、
杜
甫

・
李
白
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
美
の
世
界
へ
の
転
換
が
鮮
か

に
見
ら
れ
る
。
付
方
に
お
い
て
も
、

「
俳
詰
次
韻
」
で
示
さ
れ
た
も
の
が
更
に

押
し
進
め
ら
れ
た
。
物
付
・
心
付
が
全
く
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

の
数
は
激
減
し
、
前
句
の
気
韻

・
風
趣
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
に
通
い
あ
い
匂

い
あ
う
付
句
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

月
を
濁
す
汀
の
萎
を
芦
刈
て

浪
の
き
ざ
れ
に
た
な
ご
釣
影

琵
琶
洗
ふ
雨
よ
し
朝
の
時
雨
よ
し

朝
に
烏
帽
子
を
振
ふ
紙
衣

と
い
っ
た
日
本
的
な
情
景
を
描
い
て
い
る
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

天
和
期
の
彼
の
俳
詰
の
特
色
と
云
わ
れ
る
漢
詩

・
漢
文
的
な
世
界
を
描
い
た
場

合
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。

ω
花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食
黒
し

倒
眠
を
尽
す
陽
炎
の
痩

(D) (1。
雷
鳥
の
初
音
は
鳴
を
鳴
な
ら
ん

汐
照
る
海
に
鰹
苧
る

倒
化
野
の
惜
を
出
て
草
の
月

刷

破

蕉

誤

ッ
テ
詩
の
上
を
次
グ

制
朝
鮮
に
西
瓜
を
贈
る
造
な
り

倒
は
、
山
仰
に
描
か
れ
た
貧
居
の
さ
ま
に
、
痩
せ
た
影
法
師
を
以
て
応
じ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
気
分
が
通
じ
て
い
て
単
な
る
物
付
で
は
な
い
。

仰
は
、
仰
の
怪

奇
な
幻
想
に
応
じ
、
対
付
で
あ
る
が
、
や
は
り
た
だ
単
な
る
山
の
烏
と
海
の
魚

と
の
対
比
で
は
な
い
。
同
・
倒
は
怪
奇
の
情
、
制

・
制
は
異
国
的
気
分
の
通
う

こ
と
に
よ
り
、
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
単
な
る
物
付
や
心
付

と
違
っ
て
、
前
句
の
も
つ
風
趣
・
風
韻
を
味
得
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
付
け
る
方

法
は
、
前
句
を
よ
り
正
し
く
解
釈
し
鑑
賞
し
た
上
で
そ
こ
か
ら
イ
メ

ー
ジ
の
湧

き
上
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
は
十
分
な
時
聞
が
必
要

と
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
俳
席
も
談
林
時
代
の
一
座
の
雰

囲
気
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
延
宝
六
年
刊

の
「
虎
渓
の
橋
」
は
、
江
戸
か
ら
上
っ
た
田
代
松
意
を
迎
え
、
那
波
葎
宿

・
井
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原
西
鶴
が
一
日
に
三
吟
百
韻
三
巻
を
巻
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
西
鶴
名
残
之

友
」
巻
三
に
そ
の

一
座
の
酒
落
れ
た
好
笑
的
な
気
分
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
談
林
の
俳
席
は
大
体
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
文
学
よ
り
は
遊
び
の
方
に

比
重
が
か
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
談
林
の
総
帥
宗
因
の
「
古
風

当
風
中
昔
、
上
手
は
上
手
下
手
は
下
手
、
い
づ
れ
を
是
と
弁
へ
ず
、
す
い
た
事

し
て
あ
そ
ぶ
に
は
し
か
じ
、
夢
幻
の
戯
言
也
。
」

在
二
O
)

と
い
う
芸
術
態
度
に

も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
蕉
風
の
俳
措
は
い

さ
さ
か
異

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
こ
し
時
代
は
後
に
な
る
が
、

「
去
来
抄
」
に
拙
か
れ
た
膳
所
の
俳
席
の
様
子
を
見
る
に
、
正
秀
亭
に
招
か
れ

た
去
来
が
発
句
を
出
す
事
が
遅
か

っ
た
の
に
対
し
、
又
、
彼
の
付
句
が
前
句
の

気
分
に
応
じ
て
い
な
か

っ
た
事
に
対
し
、
師
の
芭
蕉
は
腹
を
た
て
、
自
分
た
ち

の
宿
に
帰

っ
て
か
ら
散
々
に
弟
子
を
叱
責
し
て
い
る。

そ
の
言
葉
の
中
に
は
真

剣
勝
負
に
も
似
た
烈
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
と
て
も
遊
び
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な

い
。
そ
の
時
芭
蕉
が
「

一
夜
の
ほ
ど
幾
く
か
あ
る
。
汝
が
発
句
に
時
を
う
っ
さ

ば
、
今
宵
の
会
む
な
し
か
ら
ん
。
無
風
雅
の
至
也
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
芭

蕉
た
ち
に
取

っ
て
は
、
歌
仙
一

巻
を

一
夜
に
首
尾
す
る
に
は
さ
ほ
ど
時
間
的
余

裕
が
な
か

っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
「
去
来
抄
」
に
、

あ
や
の
ね
ま
き
に
う
つ
る
日
の
影

な
く
な
く
も
小
き
草
経
も
と
め
か
ね
去
来

此
前
出
て
、

座
中
暫
く
付
あ
ぐ
み
た
り
。
先
師
日
能
上
臓
の
旅
な

る
べ

し
。
や
が
て
此
句
を
付
、
好
春
日
、
上
人
の
旅
と
き
き
て
言
下
に
句
出
た

り
。
蕉
門
の
徒
、
修
練
各
別
也
。

と
い
う
逸
話
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
も
蕉
門
の
俳
席
の
実
況
を
伝
え
て
興
味

ふ
か
い
。
蕉
門
の
徒
が
一
番
苦
し
ん
だ
の
が
、
前
句
を
ど
う
解
釈
し
、
ど
こ
に

付
心
を
求
め
る
か
と
い
う
点
で
あ

っ
た
事
が
よ
く
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、一

句
ご
と
に
心
血
を
注
ぎ
、
前
句
の
付
心
を
求
め
て
苦
労
し
た
芭
蕉
な
ら
び
に
そ
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の
門
流
の
人
は
、
歌
仙
一
巻
を
満
尾
す
る
に
大
変
な
努
力
を
払

っ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
彼
ら
に
は
作
別
な
場
合
の
外
は
、
百
韻
を
続
け
て
ゆ
く
意
志
も
余
裕
も

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「
花
に
憂
世
」
歌
仙
に
つ
い
て
は
、
蕉
瓜
を
確
立
し
た
作
品
と
し
て
述
べ
た

い
事
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
で
、
次
の

一
点
だ
け
に
止
め

よ
う
。
そ
れ
は
歌
仙
一

巻
の
中
に
お
け
る
人
情
の
有
無

・
自
他
の
区
別
の
問
題

に
つ
い
て
で
あ
る。

連
句
に
お
け
る
人
情
の
有
無

・
自
他
の
意
識
は
立
花
北
校

の

「
付
方
八
方
自
他
伝
」
在一一一〉

あ
た
り
で
明
確
な
も
の
と
な

っ
た
が
、
生

前
の
芭
蕉
に
は
未
だ
は

っ
き
り
し
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い

在
二
三
。

け
れ
ど

も
、
無
意
識
で
は
あ

っ
た
に
し
て
も
、
天
和
元
年
以
前
の
歌
仙
を
見
る
と
、
す

べ
て
人
情
な
し
の
句
が
三
十
六
句
の
中
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
の
に
対

し、

こ
の

「
花
に
憂
世
」
の
歌
仙
以
後
は
、

そ
の
数
が
逆
転
し
て
、
人
情
の

句
が
必
ず
半
数
以
上
を
占
め
、
そ
の
現
象
は
彼
の
死
に
至
る
ま
で
変
わ

っ
て
い

な
い
。
人
情
の
句
と
は
、
そ
の

一
句
の
中
に
何
ら
か
の
形
で
人
聞
が
登
場
し
て

い
る
句
を
指
す
の
で
あ
る。

人
情
の
な
い
句
は
い
わ
ば
景
気
の
句
(
絞
景
の

句
)
で
あ

っ
て
、
発
句
に
お
い
て
は
、
こ
の
景
気
の
句
が
当
時
の
流
行
で
あ

っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る

在
二
三
。
け
れ
ど
も
俳
諮
(
連
句
)
に
お
い
て
は
、
発
句

と
は
逆
に
、
景
気
の
句
が
減
少
し
て
三
十
六
句
の
半
数
を
越
え
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ

る。

し
か
し
、
一
旬
だ
ち
の
発
句

と、

三
十
六
句
で
一
ま
と
ま
り
の
俳
誌
と
で
は
、
こ
の
よ
う
に
逆
の
現
象
が
現

わ
れ
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
人
情
の
句
が
多
い
事
は
、
自
然
を
自
然
と

し
て
孤
立
し
て
味
わ
う
の
で
な
く
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
人
間
と
結
び
つ

け
、
あ
る
い
は
人
間
の
状
態
や
運
命
に
深
い
共
感
を
も

っ
て
こ
れ
を
凝
視
す
る

態
度
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
百
蕉
は
恋
の
句
の
名
人
と
よ
く
言
わ
れ

る
が
在
二
号
、
恋
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
各
層
の
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
哀
歓
を

描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
芭
蕉
の
俳
諮
の
本
質
と
魅
力
と
を
認
め
る
。
そ
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れ
が
こ
の
「
花
に
憂
き
世
」
の
歌
仙
に
お

い
て
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る。

か
く
て
、
天
和
二
年
の
「
花
に
憂
世
」
歌
仙
に
は
、
芭
蕉
の
俳
諮
と
し
て
具

有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
す
べ
て
揃

っ
て
い
る
。
延
宝
七
年
以
後
、
永
い

沈
黙
の
あ
と
、
深
川
の
芭
蕉
庵
に
入

っ
て
苦
心
し
た
結
果
は
、
さ
き
の
次
韻

に
、
そ
し
て
こ
の
「
花
に
憂
世
」
歌
仙
に
美
事
に
花
を
聞
い
た
。
こ
れ
ら
の
歌

仙
を
ま
と
め
出
版
し
た
其
角
の
「
虚
栗
」
に
、
平
素
は
謙
虚
な
芭
蕉
が
激
し
い

鼓
鮮
の
口
吻
を
示
し
て
い
る
の
も
、
既
に
確
立
さ
れ
た
自
己
の
俳
諮
に
対
す
る

強
い
自
信
が
物
を
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
芭
蕉
の
俳
諮
は
貞
享
元

年

(
一
六
八
四
)
の

「
冬
の
日
」

に
お
い
て
確
立
さ
れ
、

そ
の
前
の
芭
蕉
は

自
己
の
新
し
い
も
の
を
求
め
て
襖
悩
し、

「
野
附
紀
行
」
に
も
そ
の
悲
恰
な
心

境
が
見
ら
れ
る
な
ど
考
え
ら
れ
て
来
た
の
は
、
近
時
そ
の
修
正
の
説
が
出
て
い

る
よ
う
に

在
こ
さ
、
や
は
り
見
直
さ
る
べ
き
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は

確
固
と
し
た
自
分
の
も
の
を
持

っ
て
野
剛
し
の
旅
に
出
、
自
己
の
芸
術
を
広
め

ん
と
し
た
も
の
で
あ
る。

「
冬
の
日
」
は
彼
が
ね
ら

っ
た
場
所
で
ね
ら

っ
た
功

果
を
あ
げ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
既
に
天
和
年
聞
に
確
立
し
た
芭
蕉
の
俳
諮
は
、

そ
の
利
け
方
の
上
か
ら
歌
仙
が
主
で
、
百
韻
を
そ
の
形
態
と
す
る
事
は
困
難
で

あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
百
韻
に
は
形
態
的
に
歌

仙
に
優
越
す
る
何
ら
の
特
質
も
存
在
せ
ず
、
歌
仙
に
は
時
代
に
マ

ッ
チ
す
る
合

理
的
な
面
が
多
か
っ
た
。
俳
諮
享
受
の
周
が
ひ
ろ
が
る
に
つ
れ
て
、
歌
仙
形
態

の
優
位
は
動
か
せ
な
い
も
の
に
な
る
。
天
和
以
後
も
生
き
残

っ
た
点
門
あ
る
い

は
談
林
の
末
斎
に
は
百
韻
の
俳
諦
が
存
続
さ
れ
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
蕉
風
の
俳
諮
が
世
に
ひ
ろ
ま
り
、
こ
と
に
支
麦
の
徒
と
悪
口
を
言
わ

れ
な
が
ら
、

美
濃
派

・
伊
勢
派
が
次
弟
に
大
勢
力
に
な
っ

て
来
る
と
、
益
々
百

韻
は
影
が
薄
く
な

っ
て
、
俳
諮
の
形
態
的
中
心
を
全
く
歌
仙
に
一
誠
り
わ
た
さ
ね

ば
な
ら
な
く
な

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

j主
「俳
諮
連
歌
の
源
流
と
歌
仙
の
成
立
に
つ
い
て
」
福
井
久
蔵
(
国
語
と
国
文
学

昭
和
十
年
五
月
号
)
な
ど
。

帥
削
除
子
は
服
部
定
清
の
号
。
定
清
は
初
め
貞
徳
門
、
後
に
立
岡
門
。
離
牧
子

・

離
教
堂
と
も
号
し
た
。

同
舎
一

一
六
頁
参
照
。
執
筆
中
村
俊
定
氏
。
ま
た
、
重
頼
は
立
文
五
年
磐
城
を

訪
れ
て
い
る
(
「
時
勢
粧
」
第一二)。

宝
蔵
後
序

元
隣
の
子
。

同
書
八
一
頁
参
照
。

論
語
「
学
而
鰐
」
に

「人
不
知
而
不
恨
、
不
亦
君
子
乎
」
と
あ
る
の
を
改
め
、

「人
不
知
而
悩
」
と
し
た
も
の
。

風
虎
と
章
一
頼
と
の
関
係
は
万
治
三
年
の
「
ふ
と
こ
ろ
子
」
以
来
の
事
で
あ
ろ

う
。
季
吟
と
は
立
文
元
年
、
書
面
述
絡
を
取
っ
て
以
来
の
事
で
あ
り
、
宗
国
は

寛
文
二
年
に
繋
滅
入
り
を
し
て
い
る
(
宗
闘
「
松
島
一
見
記
」
〉

俳
諮
大
辞
典
六
七
頁
。

江
戸
十
歌
仙
の
述
衆
の
出
座
回
数
は
追
加
巻
を
入
れ
次
の
通
り
で
あ
る
。
春
澄

一一

一円・

一言
水
七
M
・
幽
山
四
川
・

泰
徳
三
回

・
似
春
三
M
・
桃
青
三
回

・如

流
一
阿
・
自
悦
一
川
。

二
鬼
気
編
。
古
典
俳
文
学
大
系
巻
四
所
収
六
三
六
頁
。

ご一

俳
諮
大
辞
典
二
三
六
頁
。

三

高
政
は
上
方
に
お
け
る
歌
仙
形
態
の
推
進
者
と
し
て
注

H
さ
れ
る
。
ま
た
、

「雪
之
下
半
」
歌
仙
に
つ
い
て
は
、
伊一山
英
末
刈
氏
か
ら
御
教
示
を
戴
い
た
点
が

多
い
。

一
四
延
宝
八
年
五
月
の
西
鶴
大
矢
数
。

一
五
貞
享
元
年
六
月
の
西
鶴
大
矢
数
。

一六
日
本
古
典
文
学
大
系

「連
歌
論
集
俳
論
集
」
所
収
一
四
O
頁
。

4コプて 2王 ""ノ、、Eコアu
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心
敬
著
。

江
戸
時
代
は
不
定
時
訟
で
あ
る
か
ら
、一

刻
は
必
ず
し
も
二
時
間
で
は
な
い

が
、
こ
こ
は
大
体
の
目
安
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

信
大
連
句
会
は
毎
月

一
回
奥
行
を
重
ね
、
既
に
二
百
巻
近
い
作
品
を
巻
い
て
い

る
が
、
そ
の
張
行
は
正
午
前
後
よ
り
五
時
前
後
ま
で
、
平
均
し
て
四
時
間
乃
至

五
時
間
で
あ
る
。

木
原
宗
国
選
「
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
」

人
情
の
句
は
正
縦
に
は
人
倫

・
人
情
の
句
と
一百
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、

「
付
方
八
方
自
他
伝
」
は
公
刊
が
著
し
く
遅
れ
(
文
久
二
年
刊

・
北
校
残
後
百

四
十
四
年
〕
、
内
容
的
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
た
め
支
考
系
の
偽
舎
か
と
疑

う
説
も
あ
る
。

「
俳
諮
に
お
け
る
自
他
意
識
」
東
明
雅
(
可
里
姿
禰
第
五
号
・
第
六
号
)
。

「芭
蕉
と
元
保
俳
壇
」
尾
形
的
(
創
元
社

「芭
蕉
講
座
」
第
四
巻

一
八
七
頁
)
。

小
宮
笠
隆
「
芭
蕉
の
研
究
」
一
三
九
頁
。

「
野
ざ
ら
し
紀
行
に
お
け
る
芭
蕉
」
米
谷
巌
(
「
近
世
文
芸
稿
」
第
十
号
)
。

ブuー-cコEL "" 三三 二二二
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Summary 

Kasen Form of Haikai; Its Birth and Completion 

AKJMASA HIGASHI 

From the early stage of Haikai， Hyakuin had been regarded as the orthodox form. 

During Kanbun era (1661-1673)， the so-called Kasen form composed of 36 verses drew 

attention of Haikai poets and gradually became popular resulting in publication of Obae-

shu in 1663 (Kanbun 3) and Kasenzoroe in 1666 (Kanbun 6). 

The number of works and publication of Kasen form rapidly increased in Empo era 

(1673-1680) to such an extent to bring about a kind of literary movement fOi- Kasen 

form. Among the leaders were Shigeyori Matsue and his followers， Yuzan Takano， 

Harusumi Aoki and Gonsui Ikenishi. Kasen form had gained ground this way. 

lt was partly because a change had taken rAace in the way to follow up the prece・

ding verse. The so-called Monozuke and Kokorozuke methods developed into Nioizuke 

method. This change resulted in a slow-down in forming an entire Hyakuin and it 

became virtually impossible to fi.nish composing 100 verses in a day. It was also because 

the traditional Hyakuin came to be recognized not necessarily superior as a form and 

Kasen better integrated and more artistic. 

It was Basho who linked Nioizuke and Kasen， and brought up Kasen to an artistic 

completion. He completed this unique art in his work in 1682 (Tenna 2)， which became 

a decisive turning point of the shift from Hyakuin to Kωen form. 




