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連れ
ん

歌が

か
ら
派
生
し
、
滑こ

っ

稽け
い

な
言
い
回
し
や
日
常

的
な
言
葉
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
俳は

い

諧か
い

は
、
一
七
世

紀
半
ば
に
な
る
と
次
第
に
独
自
の
文
芸
と
し
て
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
名
所
・
旧
跡
が

数
多
く
あ
る
仙
台
藩
領
内
で
も
俳
人
が
句
を
残
し
、

や
が
て
は
庶
民
の
娯
楽
の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
仙
台
を
訪
れ
た
俳
人
や
仙
台
藩
出
身

の
俳
人
た
ち
を
通
し
て
仙
台
の
俳
諧
文
化
を
紹
介

し
ま
す
。

　

仙
台
と
俳
諧
、
と
聞
い
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

（
一
六
四
四
～
九
四
）
だ
と
思

い
ま
す
が
、
実
は
、
芭
蕉
が
来
仙
す
る
以
前
、
仙

台
を
訪
れ
一
家
を
な
し
た
俳
人
が
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
伊
勢
国
（
三
重
県
）
出
身
の
大お

お

淀よ
ど

三み

ち千
風か

ぜ

（
一
六
三
九
～
一
七
〇
七
）
で
す
。
三
千
風
が
仙

台
を
拠
点
と
し
た
の
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

か
ら
十
数
年
間
と
さ
れ
ま
す
が
、
松
島
の
雄
島
や

仙
台
城
下
に
庵い

お
り

を
営
み
、
多
く
の
門
人
を
指
導
し

ま
し
た
。
ま
た
、『
松
島
眺
望
集
』（
天
和
二
年

〔
一
六
八
二
〕
刊
、
三
千
風
撰
）
で
松
島
を
全
国

に
紹
介
し
、「
亀
岡
八
幡
宮
遠え

ん

眺ち
ょ
う

二
十
八
景
」
で

は
、
塩
竈
・
広
瀬
川
・
金
華
山
な
ど
仙
台
藩
領
内

の
名
所
・
旧
跡
を
選
定
し
、
門
人
た
ち
と
と
も
に

そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
つ
い
て
の
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

さ
て
、
三
千
風
が
仙
台
を
去
っ
た
後
の
元
禄
二

年
（
一
六
八
九
）
五
月
、
松
尾
芭
蕉
が
「
奥
の
細

道
」
を
記
す
こ
と
に
な
っ
た
旅
で
仙
台
を
訪
れ
ま

す
。
仙
台
城
下
で
画
工
加か

右え衛
門も

ん

の
案
内
を
受
け
、

東
照
宮
や
榴
ケ
岡
・
薬
師
堂
な
ど
を
訪
ね
て
い
ま

す
。
加
右
衛
門
が
紺
の
染そ

め

緒お

の
草わ

ら
じ鞋
を
餞せ

ん

別べ
つ

に
く

れ
た
こ
と
で
詠
ん
だ
「
あ
や
め
草 

足
に
結
ば
ん 

草
鞋
の
緒
」
は
著
名
な
句
の
一
つ
で
す
。「
奥
の

細
道
」
は
以
降
の
俳
人
た
ち
の
範
と
な
り
、
多
く

の
人
々
を
み
ち
の
く
へ
と
誘い

ざ
な

い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
中
期
に
は
、
芭
蕉
の
作
風
（
蕉し

ょ
う

風ふ
う

）

を
慕
っ
た
雲う

ん

裡り

坊ぼ
う

や
大お

お

島し
ま

蓼り
ょ
う

太た

が
仙
台
に
滞
在

し
、
ま
た
、
仙
台
出
身
者
で
は
国
分
町
の
版
木
屋

で
あ
っ
た
丈じ

ょ
う

芝し

坊ぼ
う

白は
っ

居き
ょ

が
蕉
風
俳
諧
を
広
め
ま
し

た
。
芭
蕉
五
十
回
忌
追
善
の
句
碑
が
榴
岡
天
満
宮

に
建
て
ら
れ
、芭
蕉
の
命
日
に
は
「
時し

ぐ
れ雨
忌き

」（
芭

蕉
忌
）
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
～
三
〇
）
前
後
に

は
、
全
国
的
に
俳
諧
が
と
て
も
盛
ん
に
な
り
、
仙

台
で
は
大
崎
八
幡
宮
の
神
官
で
あ
っ
た
大お

お

場ば

雄お

淵ぶ
ち

、

仙
台
藩
士
で
飄ひ

ょ
う

逸い
つ

な
俳
画
で
知
ら
れ
る
遠え

ん

藤ど
う

曰あ
つ

人じ
ん

、

白
石
出
身
の
修
験
僧
・
松し

ょ
う

窓そ
う

乙お
つ

二に

（
岩い

わ

間ま

乙
二
）

ら
が
出
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
乙
二
（
一
七
五
五
～
一
八
二
三
）

は
奥
羽
俳
諧
四
天
王
の
一
人
に
も
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
父
・
麦ば

く

蘿ら

か
ら
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
以
外

に
は
、
決
ま
っ
た
師
に
つ
か
ず
独
学
で
俳
諧
を
学

ん
だ
と
い
い
ま
す
。
越
後
や
関
東
地
方
を
旅
し
た

ほ
か
、
函
館
や
松
前
に
渡
っ
て
「
斧お

の

柄の
え

」
と
い
う

庵
を
営
む
な
ど
し
、
多
く
の
同
輩
・
門
弟
と
交
流

し
て
全
国
的
に
も
名
が
知
ら
れ
ま
し
た
。
白
石
城

主
十
代
片か

た

倉く
ら

景か
げ

貞さ
だ

（
俳
号
・
鬼き

孫そ
ん

）
も
乙
二
を
俳

諧
の
師
と
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は
、

仙
台
で
俳
書
な
ど
の
刊
行
が
ま
す
ま
す
増
え
、
武

士
や
町
人
、
女
性
に
も
俳
諧
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
幕
末
の
東
北
・
関
東
甲
信
越
地
方
な
ど
の

俳
人
人
名
録
で
あ
る
『
俳は

い

諧か
い

海か
い

内だ
い

人じ
ん

名め
い

録ろ
く

』（
嘉

永
六
年
〔
一
八
五
三
〕）
に
は
、
仙
台
藩
領
の
俳

人
だ
け
で
実
に
二
八
二
人
が
数
え
ら
れ
、
そ
の
盛

況
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
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