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●
芸
能
空
間
の
中
の
連
歌
・
続
（
二
）

張
行
す
る

鈴
木
　
元

　

ご
記
憶
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
、「
よ
り
あ
う
」「
つ
ら
ね
る
」
と
題
し
て
連
歌
の
芸
能
性
の

問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
（
本
誌
第
五
号
、
第
九
号
）。
し
か
し

な
が
ら
、
連
歌
と
い
う
文
芸
形
態
に
な
じ
み
の
無
い
方
に
は
、
連
歌

の
「
芸
能
性
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
い
ま
だ
な
に
が
し
か
の
違
和

感
を
感
じ
ら
れ
る
向
き
も
お
ら
れ
よ
う
。
確
か
に
連
歌
は
、
和
歌
と

同
様
に
詩
の
一
種
と
し
て
創
作
さ
れ
、
そ
し
て
「
詠
」
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
。
だ
が
同
じ
よ
う
な
過
程
を
歴
て
生
み
出
さ
れ
る
和
歌
に
つ

い
て
は
、
通
常
そ
の
「
芸
能
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
問
題
に
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
和
歌
に
つ
い
て
も
芸
能
性
の
側

面
は
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
ろ
う
と
思
う

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
当
面
す
る
課
題
で
は
な
い
。
ま
た
後
述
す
る
よ

う
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
そ
う
し
た
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
か
な
り
限
定
的
な
話
題
に

限
ら
れ
て
い
た
。

　

で
は
何
故
、
同
じ
よ
う
に
句
を
「
詠
む
」
連
歌
に
つ
い
て
だ
け
、

こ
と
さ
ら
芸
能
性
を
問
題
と
し
、
強
調
す
る
の
か
。
前
稿
で
は
具
体

的
な
形
で
所
謂
「
芸
能
」
と
の
近
似
性
を
説
い
た
つ
も
り
で
は
あ
る

が
、
今
回
は
も
う
少
し
違
っ
た
面
か
ら
、
即
ち
用
語
の
面
か
ら
同
じ

テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
連
歌
の
会
（
即
ち
「
一
座
」）
を
開

く
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
興
行
」、
あ
る
い
は
「
張
行
」
と
い
う
語

を
軸
と
し
て
、
そ
の
周
辺
を
掘
り
返
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

興
行
、
張
行

　

ま
わ
り
く
ど
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
興
行
」「
張

行
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
例
を
た
ど
り
つ
つ
、
ま
ず
は
そ
の
語
義
を

確
認
し
て
み
よ
う
。

東
山
西
嶺
の
翠
柳
・
紅
梅
、
其
の
盛
り
を
得
る
の
時
分
、
物
詣

の
次
を
以
て
歴
覧
の
志
に
候
。
堪
能
の
好
士
等
を
御
同
道
候
は

ば
、
連
歌
或
は
続
句
、
興
行
申
す
べ
く
候
。

（『
尺
素
往
来
』
巻
上
。
な
お
読
み
下
し
の
形
に
改
め
た
）

室
町
期
を
代
表
す
る
碩
学
、
一
条
兼
良
の
著
作
と
さ
れ
る
往
来
物
か

ら
の
例
。
往
来
物
と
は
書
簡
形
式
の
教
科
書
・
辞
書
・
手
習
い
見
本

の
ご
と
き
も
の
と
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
。
引
用
部
は
正
月

の
書
状
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
翌
月
の
稲
荷
初
午
参
詣
へ
の
誘
い

を
記
す
箇
所
。
柳
も
梅
も
盛
り
の
時
節
、
参
詣
つ
い
で
に
花
見
と
洒

落
込
み
ま
し
ょ
う
や
、
加
え
て
、
達
者
な
者
が
い
れ
ば
「
連
歌
」
あ

る
い
は
「
続
句
」
を
「
興
行
」
と
い
き
ま
し
ょ
う
、
な
ど
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

室
町
期
に
数
多
く
作
ら
れ
た
辞
書
で
あ
る『
節
用
集
』の
一
類
、『
和

漢
通
用
集
』
に
は
「
興こ

う

行
ぎ
や
う
哥
連
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
興
行
と
い
え
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ば
ま
ず
歌
・
連
歌
が
連
想
さ
れ
る
。
勿
論
、
辞
書
の
記
述
は
そ
の
主

た
る
利
用
者
の
社
会
的
階
層
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
ひ
と
ま
ず
、『
尺
素
往
来
』
が
「
連
歌
或
は
続
句
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
と
、
ま
が
わ
ず
符
合
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち

な
み
に
「
続
句
」
と
は
あ
ま
り
用
例
を
見
な
い
語
で
、
か
ろ
う
じ
て

宗
祇
の
『
吾
妻
問
答
』
に
、

句
の
様
も
長
高
く
有
心
に
し
て
、
歌
に
其
の
心
ひ
と
し
く
、
殊

勝
の
事
お
ほ
く
侍
り
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
歌
の
続
句
な
ど
の

や
う
に
、言
ひ
か
け
て
、一
句
に
其
の
理
な
き
も
侍
り
け
る
に
や
。

と
見
え
る
程
度
の
語
で
あ
る
。
引
用
部
は
二
条
良
基
の
時
代
の
連
歌

を
評
し
た
箇
所
で
、
こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
和
歌
の
半
分
（
お
そ

ら
く
上
の
句
部
分
で
あ
ろ
う
）
を
詠
み
さ
し
て
、
そ
れ
を
別
人
が
引
き

取
り
一
首
の
和
歌
に
仕
立
て
る
行
為
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
記
録
類
を

丹
念
に
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
続
句
」
に
ふ
れ
た
記
事
が
見

出
し
に
く
い
こ
と
は
確
か
で
、
い
ま
は
推
測
で
補
う
し
か
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
一
首
の
和
歌
を
二
人
で
分
か
ち
詠
む
行
為
と
い
う
こ

と
に
な
り
、そ
れ
こ
そ
連
歌
と
極
め
て
近
似
し
た
催
し
と
な
る
。『
吾

妻
問
答
』
で
は
、「
一
句
」
に
お
け
る
「
理
（
意
味
、
内
容
の
自
立
性
の

こ
と
）」
を
問
題
と
し
た
文
脈
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
文

脈
か
ら
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
後
半
（
下
の
句
）
を
繋
い
で
も
ら
え
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
前
半
だ
け
で
の
意
味
の
独
立
性
に
は
こ
だ
わ

ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
連
歌
と
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
同
じ
く
『
尺
素
往
来
』
巻
上
は
、
こ
の
後
転
々
と
様
々
な
話

題
に
ふ
れ
た
後
、

面
々
偶

た
ま
た
ま
御
会
合
の
次
に
、
囲
碁
、
象
戯
、
双
六
、
下
貽
、
楊

弓
、
手
鞠
等
、
終
日
張
行
申
す
べ
く
候
。
…
夜
に
入
り
て
若
し

御
睡
気
無
く
ば
、蠟
燭
を
点
じ
て
当
座
衆
議
判
の
詩
歌
合
興
行
、

如
何
様
た
る
べ
く
候
哉
。

と
い
う
よ
う
に
、「
当
座
衆
議
判
の
詩
歌
合
」
も
同
じ
く
「
興
行
」

の
対
象
と
し
て
記
し
て
い
る
。

　
「
詩
歌
合
（
せ
）」
と
は
、
漢
詩
と
和
歌
と
を
番
え
て
そ
の
優
劣
を

競
う
文
芸
的
な
競
技
、
遊
戯
で
あ
る
。「
当
座
衆
議
判
」
と
は
、
特

定
の
判
者
が
優
劣
の
判
定
の
権
限
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
左
右
に

分
か
れ
た
参
会
者
が
、
各
々
詩
歌
の
優
劣
を
批
評
し
裁
定
を
下
す
方

式
を
指
す
。

　
「
詩
歌
合
」
と
い
っ
て
も
、
一
般
に
は
あ
ま
り
ぴ
ん
と
こ
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
具
体
的
に
示
す
に
限
る
。
次
に
掲
げ
る
の

は
『
文
安
詩
歌
合
』
か
ら
第
十
六
番
、
題
は
「
仙
家
見
菊
」。

　
　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
輔

一
飲
菊
潭
秋
浸
霞　
　

随
流
忽
到
地
仙
家

風
霜
還
恐
斧
柯
爛　
　

不
為
看
碁
為
見
花

　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
永
卿

山
人
の
跡
は
む
か
し
に
朽
ち
し
を
の
の
え
な
ら
ぬ
色
を
残
す
し
ら

菊
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「
続
句
」
と
も
ど
も
、
そ
れ
は
単
に
詩
歌
の
創
作
を
指
す
行
為
で

は
な
い
。
複
数
の
人
間
が
集
ま
り
、
歌
や
詩
を
出
し
合
い
、
時
に
批

評
を
交
え
な
が
ら
交
歓
す
る
場
、
そ
れ
が
詩
歌
合
の
空
間
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
す
る
と
「
興
行
」
と
い
う
こ
と
ば
の
背
景
に
、
そ
う
し
た

集
団
性
と
遊
興
性
と
い
う
条
件
を
加
え
て
、
そ
こ
か
ら
連
歌
と
の
連

続
性
・
近
似
性
を
説
明
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
や
焦
り
は
禁

物
だ
。
そ
も
そ
も
、
芸
能
と
絡
め
て
連
歌
を
説
明
す
る
の
に
都
合
の

い
い
例
を
掲
げ
て
話
を
始
め
て
い
る
事
実
は
、
何
と
も
否
定
し
が
た

い
こ
と
だ
か
ら
だ
。

　

だ
が
、
都
合
の
い
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
言
え
ば
、『
尺
素
往

来
』
か
ら
の
引
用
の
う
ち
後
者
の
例
で
は
、「
詩
歌
合
」
と
並
べ
て
「
囲

碁
」
か
ら
「
手
鞠
」
に
到
る
遊
興
の
数
々
に
話
題
が
及
ん
で
い
る
こ

と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。「
張

ち
や
う

行
ぎ
や
う
興
行
也
」（『
和
漢
通
用
集
』）
と
の
説

明
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
詩
歌
合
も
囲
碁
、
将
棋
等
と

同
じ
レ
ベ
ル
で
並
べ
ら
れ
た
一
連
の
催
し
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と

左
右
と
も
に
爛
柯
の
故
事
を
詠
ぜ
る
に
と
り
て
、
二
十
八
字
は

例
の
つ
た
な
き
言
葉
に
侍
り
け
り
。
こ
と
な
る
風
情
も
侍
ら
ぬ

う
へ
、
朽
ち
し
を
の
の
え
な
ら
ぬ
色
と
つ
ゞ
け
ら
れ
侍
る
、
ま

こ
と
に
い
ひ
し
れ
る
体
に
聞
え
侍
れ
ば
、
右
勝
つ
べ
き
こ
と
不

レ
能
二
左
右
一
を
や
。

　

文
安
三
（
一
四
四
六
）
年
秋
に
行
わ
れ
た
こ
の
詩
歌
合
の
判
者
は
一

条
兼
良
が
務
め
て
お
り
、こ
の
場
合
は
衆
議
判
で
は
な
い
。
判
詞
で
は
、

ま
ず
左
右
の
詩
歌
双
方
が
「
爛
柯
の
故
事
」、
即
ち
『
述
異
記
』
の
神

仙
譚
に
材
を
と
っ
た
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
時
代
背
景
を

念
頭
に
お
け
ば
、
と
り
あ
え
ず
中
国
宋
の
祝
穆
編
の
『
事
文
類
聚
』
前

編
あ
た
り
を
拠
り
所
と
し
て
紹
介
し
て
お
け
ば
こ
と
足
り
よ
う
（
巻

四
十
二
技
芸
部
「
棊
」
項
に
「
観
棊
爛
柯
」
と
し
て
一
話
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
）。

　

さ
て
、
重
輔
の
詩
に
対
し
て
は
「
つ
た
な
き
言
葉
」
と
批
判
し
て
い

る
。「
例
の
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
一
番
「
野
外
秋
望
」
題
の
左
の

詩
も
重
輔
の
も
の
で
、
そ
こ
で
も
「
つ
た
な
き
こ
と
ば
に
侍
り
け
り
」

と
こ
き
下
ろ
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ん
ざ
ん
な
批
判
の
さ
れ
よ

う
に
見
え
る
が
、
歌
合
で
あ
れ
ば
、
普
通
は
一
番
左
は
貴
人
の
歌
が
配

さ
れ
る
と
こ
ろ
。
そ
れ
が
故
に
、
重
輔
は
兼
良
自
身
か
も
し
く
は
そ
の

代
行
の
者
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
兼
良
自
身
の
詩
で
あ
れ

ば
、
謙
辞
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
方
、
右
は
飛
鳥
井
雅
永
の
歌
。『
新
続
古
今
和
歌
集
』
撰
者
で
あ

る
雅
世
の
弟
だ
け
あ
り
、
さ
す
が
手
慣
れ
た
も
の
。
樵
き
こ
り

の
王
質
が
山
中

で
碁
を
打
つ
童
子
に
出
会
い
、
碁
を
観
戦
し
て
い
る
間
に
、
地
に
置
い

て
い
た
斧
の
柄
が
朽
ち
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
を
ふ
ま
え
「
朽
ち
し
斧

の
柄え

」
と
詠
み
な
が
ら
、「
え0

な
ら
ぬ
色
（
な
ん
と
も
い
え
ず
美
し
い
色
）」

を
掛
け
た
表
現
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

詩
歌
合
の
催
し
の
進
行
や
、
場
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
十
分
な
資
料

が
な
く
推
測
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
形
式
が
い
か
な
る
も
の

か
程
度
の
こ
と
は
、
少
し
は
お
解
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。
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に
な
る
か
ら
だ
。
連
歌
の
大
成
者
の
一
人
、
二
条
良
基
の
『
連
理
秘

抄
』
に
も
「
一
座
を
張
行
せ
ん
と
思
は
ば
、
ま
づ
時
分
を
選
び
眺
望

を
尋
ぬ
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
興
行
」
と
い
う
こ
と
ば
は
芸
能
の
上
演
の
意
味
に
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
か
と
思
う
。
南
北
朝
の
動
乱
を

描
い
た
軍
記
『
太
平
記
』
巻
二
十
七
「
雲
景
未
来
記
事
」
と
い
う
一

段
に
は
、
鎌
倉
末
期
の
田
楽
を
め
ぐ
る
話
題
に
お
い
て
、「
而
ル
ニ

此
桟
敷
ト
申
ハ
、
橋
ノ
勧
進
ニ
桑
門
ノ
捨
人
ガ
興
行
ス
ル
処
也
」
と

記
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
当
時
名
高
い
「
桟
敷
崩
れ
の
田

楽
」
に
か
か
わ
る
話
題
の
一
節
で
、
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
史
実
で

も
あ
る
。
当
該
箇
所
で
は
、「（
四
条
河
原
の
）
こ
の
桟
敷
と
い
う
の
は
、

橋
を
架
け
る
た
め
の
勧
進
で
遁
世
僧
が
（
田
楽
を
）
興
行
し
た
所
だ
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

辞
書
の
語
義
定
義
か
ら

　

で
は
そ
も
そ
も
「
興
行
」「
張
行
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
含

ん
だ
語
な
の
か
。

　

中
世
、
殊
に
室
町
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
持
っ
て

い
た
本
質
的
な
意
味
を
考
え
る
上
で
は
、
異
邦
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を

間
に
挟
ん
だ
辞
書
、『
日
葡
辞
書
（VO

C
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）』（
一
六
〇
三
～
〇
四

年
刊
）
が
、
こ
と
の
ほ
か
役
に
立
つ
。
日
本
人
が
日
常
に
使
い
わ
ざ

わ
ざ
定
義
し
た
り
な
ど
し
な
い
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
丁
寧
に
語
義
解

説
を
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

同
書
で
は
「
興
行
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

か
。「Excitar, ou persuadir aos outros com

o pera algum
 folguedo, 

festa.

」（
遊
び
や
祭
に
参
加
す
る
よ
う
人
を
駆
り
立
て
る
、
も
し
く
は
促
す
）

と
説
明
し
た
上
で
、「
遊
び
の
興
行
を
す
る
」
と
の
例
文
に
「Excitar 

pera algum
 folguedo, com

 fazer se com
o cabeça, ou m

ordom
o 

delle.

」（
自
ら
主
も
し
く
は
主
催
者
と
な
り
、
人
に
遊
び
を
促
す
）
と
の
解

説
を
施
す
。
改
め
て
説
明
さ
れ
る
と
、
ま
わ
り
く
ど
く
も
甚
だ
硬
い

印
象
を
与
え
る
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
が
、『
日
葡
辞
書
』
の
解

説
は
、
た
だ
単
に
催
し
を
開
く
と
い
う
よ
り
は
、
そ
こ
に
関
わ
る
主

催
者
の
主
体
的
意
識
の
あ
り
よ
う
を
強
調
し
た
記
述
な
の
だ
と
思
わ

れ
る
。「
張
行
」
の
語
に
つ
い
て
『
日
葡
辞
書
』
を
検
し
て
も
、
や

は
り
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。

　

実
は
、「
興
行
」「
張
行
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
語
感
の
問
題
は
、

寛文頃刊整版本『太平記』より
田楽の場面
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当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
実
際
の
使
用
例
を
読
み
解
く
う
え
で
貴

重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
事
実
と
し
て
、
連
歌
に
つ
い
て
「
張
行
」
と
い

う
こ
と
ば
を
用
い
た
例
は
、
二
条
良
基
を
溯
る
例
を
案
外
に
見
つ
け

が
た
い
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
何
も
、
二
条
良
基
か
ら
使
い
始
め

ら
れ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
な

る
ほ
ど
連
歌
と
い
う
文
芸
を
大
成
し
た
良
基
な
ら
で
は
の
用
語
、
と

い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
感
想
だ
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
発
言
は
「
自
ら

主
体
的
に
連
歌
の
会
を
「
張
行
」
し
よ
う
と
考
え
る
程
の
者
で
あ
れ

ば
、
ま
ず
は
会
の
時
節
を
選
び
、
会
席
か
ら
の
眺
望
を
追
究
す
べ
き

だ
」
と
い
う
、
主
催
者
と
し
て
の
意
識
の
持
ち
よ
う
の
表
明
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
つ
き
あ
い
で
同
席
す
る
者
の
意
識
と

は
、
明
ら
か
に
違
う
別
の
意
志
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

た
だ
し
、
用
語
の
資
料
上
の
出
現
状
況
を
、
主
体
性
の
意
識
だ
け

で
議
論
す
る
の
も
早
計
で
は
あ
ろ
う
。
例
え
ば
良
基
以
前
の
連
歌
に

つ
い
て
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
得
ら
れ
る
と
い
う
条
件
で

い
け
ば
、
藤
原
定
家
の
時
代
に
ま
で
溯
っ
て
し
ま
う
が
、
か
な
り
の

数
に
の
ぼ
る『
明
月
記
』の
連
歌
記
事
を
見
わ
た
し
て
も
、「
張
行
」「
興

行
」
の
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
明
月
記
』
に
限
ら
ぬ
こ

と
だ
が
、「
有
連
歌
（
連
歌
有
り
）」
と
か
「
有
連
歌
興
（
連
歌
の
興
有
り
）」

と
の
一
般
的
な
記
し
方
に
終
始
す
る
。
当
時
、
相
当
に
意
欲
的
か
つ

意
識
的
に
連
歌
の
会
を
主
催
し
て
い
た
後
鳥
羽
院
に
し
て
も
、
事
情

は
同
じ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
後
崇
光
院
の
『
看
聞
日
記
』
に
引
用
（
応

永
三
十
一
年
一
四
二
四

二
月
廿
九
日
条
）
さ
れ
て
微
か
な
断
片
だ
け
し
か
伝

わ
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
、
限
定
的
な
証
拠
に
し
か
な
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
後
鳥
羽
院
の
御
記
に
照
ら
し
て
も
、
連
歌
に
「
張
行
」
の
語
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
無
論
、当
時
既
に
連
歌
に
つ
い
て「
張
行
」「
興

行
」
と
い
う
こ
と
ば
が
通
用
し
て
い
た
か
に
疑
問
が
あ
る
し
、
お
そ

ら
く
「
張
行
」
と
い
え
ば
、

彼か
の

西
光
が
子
に
師
高
と
云
者
あ
り
。
…
国
務
を
を
こ
な
ふ
間
、

非
法
非
例
を
張
行
し
、
神
社
仏
寺
、
権
門
勢
家
の
所
領
を
没
倒

し
、
散
々
の
事
ど
も
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。

（
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
一
「
俊
寛
沙
汰
」）

と
い
う
よ
う
な
、
余
り
好
ま
し
か
ら
ざ
る
局
面
で
、
何
事
か
を
「
押

し
通
す
」
意
の
用
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
連
歌
「
張
行
」
の
例
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
興
行
」
も
当
時
は
相
当
に
幅
広
く
、

催
し
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
連
歌
や
そ
の
他
遊

興
の
開
催
と
限
定
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
そ
の
意
味
で
『
明
月
記
』
が
連
歌
の
会
の
あ
っ
た
こ
と
を
、「
有

連
歌
（
連
歌
あ
り
）」
程
度
に
し
か
記
さ
な
い
こ
と
は
、
異
と
す
る
に

当
た
ら
な
い
。

日
記
の
記
録
か
ら

　

で
は
、
良
基
と
同
時
代
、
も
し
く
は
そ
れ
以
降
に
な
る
と
、
連
歌

は
張
行
・
興
行
す
る
も
の
と
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
定
着
す
る
か
と
い
う
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と
、
ど
う
も
単
純
に
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
、
な
か
な

か
に
も
ど
か
し
く
も
興
味
深
い
。
緻
密
な
精
査
を
経
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
見
落
と
し
や
誤
り
が
あ
れ
ば
ご
指
摘
を
い
た
だ
き

た
い
が
、
ざ
っ
と
見
わ
た
す
限
り
室
町
前
期
あ
た
り
ま
で
は
、
日
記

（
古
記
録
）
に
関
し
て
い
え
ば
用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
即
ち
、

連
歌
会
の
記
事
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
有
連
歌
」
程
度
に
し
か
記

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
東
坊
城
秀

長
『
迎
陽
記
』
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
八
月
三
日
条
に
見
ら
れ
る

記
事
は
、
記
録
に
出
る
用
例
と
し
て
は
早
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

今
日
於
安
国
寺
月
輪
父
子
・
朝
山
・
依
田
・
平
井
以
下
会
合
、

有
和
漢
聯
句
百
、
其
後
月
輪
・
朝
山
等
来
此
亭
、
終
夜
和
漢
又

百
張
行
之

　

記
事
に
よ
れ
ば
、
安
国
寺
に
お
い
て
藤
原
（
月
輪
）
家
尹
以
下
の

面
々
が
会
合
し
、
和
漢
聯
句
を
行
っ
た
と
い
う
。
和
漢
聯
句
と
は
、

連
歌
が
和
歌
で
い
う
上
句
と
下
句
と
の
繰
り
返
し
で
つ
な
い
で
い
く

と
い
う
、
和
句
だ
け
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
所
々
に
五

言
の
漢
句
を
交
え
て
つ
な
い
で
い
く
形
式
の
作
品
。
こ
れ
も
連
歌
に

準
ず
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
が
、「
有
二
和
漢
聯
句
百
一
」
と
『
明
月
記
』

等
と
同
様
の
記
し
方
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
家
尹
（
父
子

と
も
ど
も
カ
）
や
朝
山
（
師
綱
）
等
が
秀
長
亭
を
来
訪
し
、
そ
こ
で
ま

た
も
や
夜
通
し
の
和
漢
聯
句
の
会
が
開
か
れ
た
と
い
う
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
「
張
行
」
の
語
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
使
い
分
け
は
、

安
国
寺
で
の
会
が
お
そ
ら
く
家
尹
ら
か
ら
の
伝
聞
で
記
し
た
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
後
の
会
が
日
記
の
記
者
秀
長
の
亭
で
行
わ
れ

て
お
り
、
ま
さ
し
く
秀
長
が
主
催
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

和
漢
聯
句
の
実
例
も
、
理
解
の
便
の
た
め
に
少
し
だ
け
触
れ
て
お

く
。
こ
の
時
期
の
和
漢
聯
句
は
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
っ
て
い
る
も
の

は
極
め
て
少
な
い
。
た
だ
し
連
歌
撰
集
『
菟
玖
波
集
』
に
は
、
巻
十
九

に
「
聯
句
連
歌
」
と
し
て
二
句
一
聯
で
二
十
四
例
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

中
か
ら
、
前
句
の
漢
句
に
足
利
直
義
が
和
句
で
付
け
た
一
例
を
示
す
こ

と
に
す
る
。

　
　
　

誤
到
神
仙
宅

　
　

つ
ぼ
の
う
ち
に
も
天
地
は
あ
り　
　
　
　

左
兵
衛
督
直
義

前
句
「
誤
り
て
神
仙
の
宅
に
到
る
」
と
は
、
日
本
で
も
広
く
好
ま
れ
た

神
仙
譚
の
典
型
的
パ
タ
ー
ン
を
詠
ん
だ
も
の
。
そ
こ
か
ら
直
義
が
連
想

し
た
の
は
、
壺
公
と
呼
ば
れ
る
仙
人
の
話
。『
蒙
求
』
等
を
通
じ
て
広

く
知
ら
れ
て
い
た
中
国
説
話
だ
。
費
長
房
と
い
う
男
が
壺
に
自
由
に
出

入
り
す
る
老
人
の
存
在
に
気
付
き
、
老
人
に
真
摯
に
仕
え
て
い
た
と
こ

ろ
、
見
込
ま
れ
て
共
に
壺
の
中
へ
誘
わ
れ
る
。
国
会
図
書
館
本
『
和
漢

朗
詠
注
』に
よ
れ
ば
、「
壺
中
ニ
天
地
ア
リ
。
楼
観
重
閣
ノ
五
色
モ
ア
リ
。

数
十
人
ノ
仙
女
ア
リ
」
と
い
う
世
界
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

な
お
こ
れ
も
参
考
ま
で
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
月
輪
父
子
ら
が
和
漢
聯

句
を
行
っ
た
安
国
寺
は
、
四
条
大
宮
あ
た
り
に
あ
っ
た
寺
の
よ
う
で
、
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や
や
時
代
の
下
っ
た
『
看
聞
日
記
』
に
な
る
と
、
連
歌
「
張
行
」

の
例
は
一
気
に
増
え
て
定
着
を
見
せ
る
。
い
ち
い
ち
例
示
す
る
の
も

煩
わ
し
い
程
だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
こ
と
ば
の
用
法
と
し

て
定
着
し
た
と
い
う
、
時
代
の
推
移
だ
け
で
と
ら
え
て
よ
い
も
の
か

ど
う
か
、
な
お
考
え
て
み
る
余
地
は
あ
り
そ
う
だ
。『
日
記
』
中
の

初
例
で
あ
る
応
永
二
十
三
年
二
月
十
一
日
条
、「
晩
雨
降
、
当
座
御

歌
俄
御
張
行
」
は
当
座
歌
会
に
つ
い
て
だ
が
、「
御
張
行
」
と
あ
り

貞
成
自
ら
が
催
し
た
会
で
あ
る
。
同
月
二
十
三
日
に
は
、

聞
、
三
位
・
重
有
・
長
資
等
朝
臣
・
行
豊
・
寿
蔵
主
等
宝
泉
許

へ
行
、
森
船
新
造
一
覧
云
々
、
次
連
歌
張
行
、
百
韻
了
有
引
出

物
云
々

と
い
う
よ
う
に
、
三
位
（
田
向
経
良
）
が
土
倉
の
宝
泉
の
と
こ
ろ
へ

出
か
け
、
そ
こ
で
百
韻
を
催
し
た
と
い
う
伝
聞
記
事
で
、
勿
論
、
日

記
の
記
主
貞
成
は
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
客
観
的
伝
聞
に
よ

る
記
事
に
つ
い
て
も
、「
張
行
」
と
用
い
る
と
こ
ろ
に
用
語
の
定
着

の
痕
跡
は
、
確
か
に
見
出
せ
そ
う
で
は
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
応
永
三
十
一
年
四
月
二
十
八
日
条
に
は
、「
晩
雨
下
、

有
連
歌
、
月
次
頭
人
今
月
闕
如
之
間
、
余
張
行
也
」
と
の
記
事
が
あ

り
、
こ
の
頃
月
例
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
会
に
、
そ
の
月

の
頭
人
が
ど
う
し
た
わ
け
か
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の

た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
余
」
即
ち
貞
成
が
「
張
行
」
し
た
と
記
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
頭
人
」（
あ
る
い
は
「
頭
役
」）
と
い

う
制
度
と
「
張
行
」
の
意
識
と
が
、
強
く
連
鎖
し
て
い
た
こ
と
を
明

か
し
て
い
る
。
頭
人
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
云
っ
て
当
番
。
こ
の
「
頭

人
」
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
廣
木
一
人
氏
「
月
次
連
歌
会
考
―
『
看

聞
日
記
』
の
記
事
か
ら
―
」（
同
氏
『
連
歌
史
試
論
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）

に
詳
し
い
が
、
そ
の
役
割
と
し
て
肝
心
な
の
は
、
会
の
経
費
の
負
担

と
発
句
を
詠
む
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

話
の
流
れ
か
ら
ど
う
も
誤
解
を
さ
れ
易
い
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
な
に
も
当
番
（
頭
人
）
を
決
め
て
行
っ
て
い
た
、
定
例

の
連
歌
会
に
つ
い
て
の
み
「
張
行
」
と
呼
ぶ
か
の
よ
う
に
受
け
止
め

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
訂
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

頭
人
を
置
か
な
い
臨
時
の
会
に
つ
い
て
も
、「
張
行
」
と
記
さ
れ
て

い
る
例
は
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
を
促
し
た
い
の

は
、
連
歌
会
の
運
営
に
は
負
担
が
か
か
る
と
い
う
事
実
。
そ
し
て
そ

の
負
担
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
連
歌
会
に
伴
う
酒
宴
に
関
す
る
経
費
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　

そ
の
点
を
ふ
ま
え
、『
看
聞
日
記
』
応
永
三
十
二
年
四
月
二
十
四

日
条
を
見
て
み
よ
う
。「
城
竹
又
参
平
家
申
、
又
有
連
歌
」
と
、
平

家
語
り
と
連
歌
と
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
興
福
寺
衆
徒

が
夢
想
で
得
た
春
日
・
八
幡
・
北
野
の
神
句
に
続
け
る
法
楽
で
あ
っ

『
山
城
名
勝
志
』
に
は
諸
書
を
引
い
て
考
証
が
為
さ
れ
て
い
る
。
江

戸
時
代
に
お
け
る
中
世
京
都
復
元
の
考
証
地
図
『
中
古
京
師
内
外
地

図
』
に
も
、
四
条
大
宮
あ
た
り
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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た
と
い
う
。「
法
楽
」
と
は
神
仏
に
歌
舞
等
を
手
向
け
る
こ
と
で
、

当
時
は
し
ば
し
ば
法
楽
で
連
歌
が
行
わ
れ
た
。
三
神
の
神
句
は
告こ

う

文も
ん

（
偽
り
の
な
い
こ
と
を
神
に
誓

約
し
て
し
た
た
め
た
文
書

）
に
よ
り
広
ま
り
、
万
人
が
相
次
い
で
法
楽
の
連

歌
を
催
し
た
と
の
伝
聞
が
伏
見
宮
家
に
伝
わ
る
。
そ
し
て
宮
家
に
お

い
て
も
、「
令
法
楽
祈
禱
之
間
、
上
下
一
献
有
張
行
之
子
細
、
城
竹

連
歌
仕
之
間
人
数
ニ
候
、
前
宰
相
以
下
如
例
、
百
韻
了
又
平
家
一
句

申
、
為
備
法
楽
也
、
入
夜
事
了
」
と
い
う
次
第
。
こ
こ
で
は
法
楽
祈

禱
の
間
に
出
さ
れ
た
「
一
献
」
の
方
に
、
む
し
ろ
「
張
行
」
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
思
い
起
こ
せ
ば
先
の
『
迎
陽
記
』
に
も
、
次
の
よ
う

な
「
張
行
」
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

参
聖
廟
、
今
日
法
楽
、
勾
勘
張
行
申

（
応
永
八
年
正
月
二
十
五
日
）

北
野
の
聖
廟
（
天
満
宮
）
で
法
楽
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
勾
勘
（
秀
長

の
弟
言
長
）
が
張
行
し
た
と
い
う
記
事
。
ま
た
同
年
翌
月
閏
正
月
の

二
十
五
日
に
も
、「
今
日
法
楽
北
小
路
大
納
言
張
行
、
於
勾
勘
方
有

之
」
と
言
長
の
所
で
北
小
路
大
納
言
（
裏
松
重
光
）
が
法
楽
を
「
張

行
」
し
た
と
記
さ
れ
る
。
だ
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら

法
楽
に
は
多
く
の
場
合
、
連
歌
や
和
漢
聯
句
が
伴
っ
て
い
た
事
実
で

あ
る
。『
迎
陽
記
』
の
上
記
両
日
と
も
、
確
か
に
和
漢
聯
句
が
行
わ

れ
て
い
た
。
即
ち
、
連
歌
や
酒
宴
を
含
む
一
連
の
法
楽
の
催
し
を
開

く
こ
と
、そ
れ
が
『
迎
陽
記
』
に
記
さ
れ
た
「
張
行
」
の
内
実
で
あ
っ

た
ら
し
い
。

張
行
の
空
間

　

神
事
と
酒
席
、
連
歌
、
平
家
語
り
が
一
体
渾
然
と
な
っ
た
空
間
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
遊
戯
、
宴
席
、
芸
能
が
並
行
的
に

演
出
さ
れ
る
空
間
が
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
急
速
に
広
が
り
始
め

る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
相
を
「
張
行
」「
興
行
」
の
語
が
帯
び
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
た
く
な
る
、
右
は
そ
う
し
た
事
例
で
あ
る
。
あ
ま

り
に
限
ら
れ
た
文
献
の
例
か
ら
、「
テ
キ
ト
ウ
」
な
結
論
を
導
く
愚

は
犯
し
た
く
な
い
が
、
連
歌
に
「
張
行
」「
興
行
」
と
い
う
こ
と
ば

を
用
い
る
よ
う
に
な
る
、そ
の
契
機
の
一
つ
に
、天
神
信
仰
や
酒
宴
・

芸
能
と
連
歌
と
の
結
び
つ
き
を
見
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
誤
り

で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
、
連
歌
を
芸
能
的
な
も
の
と
し
て
見
る
こ

と
の
意
味
と
可
能
性
も
、
お
の
ず
と
拓
か
れ
て
こ
よ
う
、
と
い
う
の

が
こ
こ
で
の
話
の
趣
旨
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
連
歌
の
「
張
行
」
を
考
え
る
上
で
、
当
然
ふ
ま
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
和
歌
に
関
し
て
の
「
張
行
」
の
例
と
そ

の
実
態
で
あ
る
。
幸
い
、
和
歌
研
究
の
側
か
ら
こ
の
「
張
行
」
と
い

う
こ
と
ば
に
着
目
し
、
和
歌
史
の
文
脈
の
中
で
「
張
行
」
と
い
う
表

現
の
現
れ
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
た
、
川
平
ひ
と
し
氏
「
連
歌
の
空

間
へ
―
和
歌
に
お
け
る
「
張
行
」
の
側
か
ら
―
」（『
中
世
和
歌
論
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
八
年
。
初
出
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。
川
平
氏
の
論
は
容
易
に

は
ひ
と
こ
と
で
纏
め
難
い
が
、
そ
の
問
題
設
定
の
始
発
に
は
「
中
世

以
降
の
和
歌
の
傍
ら
に
は
常
に
連
歌
が
あ
り
、
双
方
は
各
時
代
の
同
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じ
表
現
史
的
状
況
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
」
と
の
認
識
の
も
と
に
、

「
共
同
性
」
と
「
行
為
性
」
を
軸
に
南
北
朝
期
以
降
の
和
歌
の
在
り

方
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
言
え
ば
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な

か
ろ
う
。
多
少
の
欲
目
を
も
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、

そ
れ
を
連
歌
の
側
か
ら
相
補
う
も
の
と
規
定
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
に

し
て
も
、
和
歌
の
行
為
性
・
共
同
性
へ
の
着
眼
と
い
い
、「
張
行
」

と
い
う
こ
と
ば
へ
の
鋭
敏
な
感
性
と
い
い
、
川
平
氏
の
先
見
性
は
ま

さ
に
敬
服
に
値
す
る
。

引
用
テ
キ
ス
ト

・
石
川
謙
編 

『
日
本
教
科
書
大
系  

往
来
編  

第
四
巻  
古
往
来

（四）
』 （
講
談
社
。

『
尺
素
往
来
』
を
収
め
る
）

・
中
田
祝
夫
氏
・
根
上
剛
士
氏
編
『
印
度
本
節
用
集
和
漢
通
用
集
他
三
種
研
究

並
び
に
総
合
索
引
』（
勉
誠
社
）

・『
新
校
群
書
類
従
10　

和
歌
部

（四）
』（
名
著
刊
行
会
。『
文
安
詩
歌
合
』
を
収

め
る
）

・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記　

三
』（
岩
波
書
店
）

・『
日
葡
辞
書
』（
勉
誠
社
）

・
史
料
纂
集
『
迎
陽
記
一
』（
八
木
書
店
）

・『
圖
書
寮
叢
刊 

看
聞
日
記
』（
明
治
書
院
）


