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●
芸
能
空
間
の
中
の
連
歌					

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
あ
う

鈴
木　

元
（
日
本
中
世
文
学
）

連
歌
に
は
独
吟
と
い
う
特
殊
な
形
態
も
な
い
で
は
な
い
が
、
ま
ず

基
本
的
に
こ
と
は
ひ
と
り
で
は
始
ま
ら
な
い
。定
め
ら
れ
た
時
間
に
、

一
人
ま
た
ひ
と
り
と
参
集
し
、
会
の
準
備
が
と
と
の
う
。
そ
こ
に
流

れ
る
の
は
、
張
り
つ
め
た
空
気
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
和
や
か
な

ざ
わ
め
き
か
、
は
た
ま
た
祭
り
に
も
似
た
精
神
的
な
高
揚
か
―
―
。

人
が
つ
ど
い
寄
り
あ
う
場
と
い
う
条
件
は
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
性

格
を
強
く
規
制
し
て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
連
歌
の
た
め
に
人
々

が
寄
り
集
う
場
、
あ
る
い
は
座
を
つ
つ
む
空
気
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、
少
し
ば
か
り
お
話
を
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

坂
流
と
称
さ
れ
る
医
学
を
伝
え
る
京
都
の
医
僧
で
、
坂
十
仏
と
い

う
人
物
が
い
た
。
彼
が
康
永
元
（
一
三
四
二
）
年
に
伊
勢
参
宮
の
記

録
と
し
て
著
し
た
『
伊
勢
太
神
宮
参
詣
記
』
と
い
う
本
に
、
伊
勢
両

宮
法
楽
の
連
歌
を
催
す
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
連
歌
を
も
っ
て
神

へ
の
奉
納
と
し
よ
う
と
の
企
て
で
あ
る
。
所
は
宿
所
と
し
た
山
田
の

三
宝
院
。「
当
所
の
好
士
あ
ま
た
尋
来
」て「
あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
勧
め
」

た
が
た
め
と
、
十
仏
は
こ
と
の
経
緯
を
記
す
。
こ
の
当
時
す
で
に
、

寺
院
や
神
社
は
連
歌
会
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。こ
の
三
宝
院
に
も
、

や
は
り
愛
好
家
が
数
多
い
た
よ
う
だ
。
自
身
も
「
面
目
を
う
し
な
ふ

芸
を
忘
れ
て
」、
つ
い
つ
い
「
席
に
つ
ら
な
」
っ
て
し
ま
う
が
、「
着

座
十
余
人
、
笠
着
群
集
せ
り
」
と
座
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
十
人
余

り
の
連
衆
を
と
り
巻
き
、
人
々
が
群
集
し
た
様
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
「
笠か
さ

着ぎ

」
と
は
何
か
。
幸
い
こ
の
参
詣
記
に
は
、

江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
度
会
常
彰
が
注
を
施
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ

を
参
照
し
て
み
よ
う
。

連
歌
ノ
席
ヲ
開
キ
テ
、
連
衆
ノ
外
誰
ニ
テ
モ
其
席
ニ
立
寄
テ
、

笠
ヲ
着
ナ
ガ
ラ
句
ヲ
ツ
ク
ル
ナ
リ
。
故
ニ
笠
着
ト
云
ナ
リ
。
今

モ
北
野
ニ
毎
月
廿
五
日
ニ
笠
着
ノ
連
句
ア
リ
。（『
参
詣
記
纂

註
』）

ど
う
や
ら
正
規
の
メ
ン
バ
ー
以
外
で
も
、
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
り
笠
を

着
け
た
ま
ま
参
入
し
、
句
を
付
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
。「
笠
着
」
と
は
こ
の
飛
び
入
り
の
参
加
者
を
さ
す
と
見
て
よ
い
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、「
北
野
」
す
な
わ
ち
北
野
天
満
宮
で
「
今
モ
」

毎
月
行
わ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
点
だ
。
常
彰
の
注
は
正
徳
年
間

の
も
の
で
、
そ
う
し
て
み
る
と
十
八
世
紀
の
前
半
ま
で
は
少
な
く
と

も
こ
の
よ
う
な
形
態
の
会
が
続
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

参
詣
記
に
は
続
け
て
、
群
衆
の
中
に
「
花
や
か
な
る
句
な
ん
ど
」

を
出
す「
垂す
い
は
つ髪
」が
い
て
、「
満
座
の
感
歎
」を
誘
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
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ご
丁
寧
に
垂
髪
の
付
け
た
句
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。

わ
す
る
な
と
書
き
置
く
文
の
一
筆
に

人
の
涙
を
お
も
ひ
い
で
け
り

十
仏
は
こ
の
垂
髪
に
対
し
、「
す
み
か
は
い
づ
く
な
る
ら
ん
と
、
ゆ

か
し
く
お
ぼ
え
し
か
ど
も
、
心
ざ
し
を
つ
げ
や
り
ぬ
べ
き
花
鳥
の
つ

か
ひ
も
な
し
」
と
、
執
着
を
隠
さ
な
い
け
れ
ど
も
、「
夜
と
い
ふ
文

字
を
懐
紙
に
と
ど
む
る
ば
か
り
に
て
、
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
な
り
ぬ
」

と
、
劇
的
に
こ
の
挿
話
を
結
ん
で
い
る
。

煩
わ
し
い
の
は
承
知
の
う
え
で
、
こ
こ
に
は
幾
つ
か
注
を
補
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
垂
髪
と
い
う
の
は
、
有
髪
の
童
子

を
さ
す
。
お
そ
ら
く
美
童
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
想
い

を
伝
え
る
べ
き
「
花
鳥
の
使
」
も
な
い
な
ど
と
、
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て

い
る
の
だ
か
ら
。
さ
て
こ
の「
花
鳥
の
使
」、鎌
倉
時
代
の
説
話
集『
十

訓
抄
』
に
「
歌
は
妹
背
の
中
を
も
和
ら
ぐ
る
媒
な
か
だ
ちな
る
に
よ
り
て
、
色

め
く
た
ぐ
ひ
、
こ
れ
を
花
鳥
の
使
と
す
」
と
あ
る
ご
と
く
、
恋
情
に

色
め
く
と
も
が
ら
に
と
っ
て
の
、
恋
の
な
か
だ
ち
を
意
味
す
る
も
の

だ
。
ど
う
や
ら
、
こ
こ
に
は
稚
児
物
語
的
な
空
気
が
匂
わ
さ
れ
て
い

る
。さ

て
垂
髪
は
、
さ
よ
う
な
想
い
も
知
ら
ぬ
気
に
、
懐
紙
に
「
夜
」

の
一
字
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
と
い
う
。「
夜
」の
文
字
は
、

句
の
下
の
余
白
、
連
衆
の
名
を
記
す
べ
き
と
こ
ろ
に
、
名
前
の
代
わ

り
に
記
さ
れ
た
一
字
で
あ
ろ
う
。
笠
着
の
興
行
形
態
に
お
い
て
、
外

か
ら
の
参
加
者
が
被
る
笠
に
は
、
様
々
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
素
性
を
明
か
さ
ず
加
わ
る
こ
と

に
意
義
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
こ

う
し
た
仮
の
名
が
必
要
で
あ
っ
た
の
も
肯
け
る
。
た
だ
、「
夜
」
と

い
う
の
は
思
わ
せ
ぶ
り
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

結
局
の
と
こ
ろ
笠
着
の
連
歌
の
資
料
が
少
な
い
だ
け
に
、
こ
れ
が

一
般
的
な
普
通
の
名
乗
り
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
は
し

な
い
。
そ
も
そ
も
、
垂
髪
の
美
童
が
付
句
に
よ
り
喝
采
を
浴
び
、
名

も
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
行
方
知
れ
ず
に
な
る
と
い
う
の
は
、
先
に
も
稚
児

物
語
と
い
っ
た
喩
え
を
引
い
た
が
、い
か
に
も
説
話
的
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
参
詣
の
記
の
し
め
く
く
り
の
法
楽
の
連
歌
の
場
と
し
て
描

か
れ
た
挿
話
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
出
来
す
ぎ
と

言
え
よ
う
。

だ
が
間
違
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
形
式
の
連
歌
の
会

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
す
べ
て

が
創
造
の
産
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。時
代
は
大
き
く
下
る
が
、

安
土
桃
山
時
代
の
肥
後
熊
本
の
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

笠
着
と
い
ひ
て
、
か
た
は
ら
の
辻
に
夜
に
入
て
燈
を
立
、
一
間

程
に
幕
を
張
て
、
其
内
に
執
筆
一
人
居
て
、
発
句
一
句
し
て
出

て
吟
ず
る
に
、
何
者
成
と
も
望
次
第
に
あ
み
笠
を
着
、
顔
を
か

く
し
行
て
出
次
第
に
付
句
仕
候
を
、
指
合
が
あ
れ
ば
則
執
筆
返
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し
、
能よ
き

句
な
れ
ば
書
と
め
て
名
を
き
け
ば
、
作
り
声
に
て
色
々

の
作
り
名
書
付
さ
せ
て
、
一
句
な
り
と
も
二
句
成
共
、
又
は
初

終
ま
で
成
共
人
々
の
心
次
第
に
居
て
仕
り
、
酉
の
刻
の
始
め
、

子
丑
刻
時
分
に
は
百
韻
出
来
い
だ
し
け
り
、
七
月
八
月
時
分
は

大
か
た
毎
夜
有
た
り　
　
　
　
　
　
　
（『
続
撰
清
正
記
』巻
七
）

時
代
や
場
所
の
違
い
も
あ
り
、
十
仏
の
記
録
し
た
「
笠
着
連
歌
」
と

ま
っ
た
く
同
じ
形
式
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、「
何

者
と
も
望
次
第
に
あ
み
笠
を
着
、
顔
を
か
く
し
行
て
」
一
座
に
参
画

す
る
張
行
形
態
は
、
脈
々
と
続
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
句

が
採
用
さ
れ
る
と
執
筆
か
ら
名
を
訊
ね
ら
れ
、「
作
り
声
」
で
「
い

ろ
い
ろ
の
作
り
名
」
を
名
乗
り
、
懐
紙
に
書
き
つ
け
さ
せ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。
声
を
「
作
り
」
名
を
「
作
」
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り

顔
と
と
も
に
、
そ
の
素
性
を
「
か
く
」
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
も

の
と
思
し
い
。

し
か
し
、
編
み
笠
を
被
り
、
顔
を
隠
し
た
人
々
が
群
衆
し
て
、
連

歌
に
参
じ
る
と
い
う
光
景
は
、
少
な
く
と
も
今
日
の
眼
か
ら
は
異
様

な
も
の
に
映
る
。
か
よ
う
な
装
い
、
ふ
る
ま
い
の
意
味
に
つ
い
て
、

島
津
忠
夫
氏
は
「
参
詣
人
が
遠
い
国
々
か
ら
旅
を
し
て
来
る
神
の
服

装
を
装
い
、
神
の
資
格
で
付
け
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
」（『
俳
文

学
大
辞
典
』「
笠
着
連
歌
」
の
項
）
と
の
考
え
を
示
し
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
社
会
史
研
究
の
動
向
と
呼
応
す
る
も
の
で

（
例
え
ば
網
野
善
彦
『
異
形
の
王
権
』
等
）、
民
俗
学
の
う
え
か
ら
も

興
味
深
い
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
て
み
る
と
、『
伊

勢
太
神
宮
参
詣
記
』
の
描
く
笠
着
連
歌
の
末
尾
は
、
神
を
装
っ
た
参

詣
人
な
ら
ぬ
、ま
さ
に
神
そ
の
も
の
が
垂
髪
の
童
子
と
し
て
来
臨
し
、

一
座
を
こ
と
ほ
い
だ
こ
と
を
暗
示
し
た
描
写
と
読
む
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。

神
々
の
寄
り
つ
ど
う
厳
か
な
空
間
。
い
や
、
単
に
厳
か
な
だ
け
で

も
な
い
、
か
つ
て
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
流
行
し
た
、

花は
な
の
も
と下
連
歌
な
ど
は
、
社
寺
の
境
内
の
桜
の
名
所
に
人
々
の
参
集
す

る
祝
祭
的
空
間
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
史
料
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て

は
検
討
を
要
す
る
も
の
だ
が
、
中
世
播
磨
の
地
誌
資
料
と
し
て
知
ら

れ
る
『
峯
相
記
』
に
は
、
蓑
寺
の
由
来
に
絡
め
、
正
和
二
年
か
ら
文

保
二
年
に
か
け
て
（
一
三
一
三
～
一
三
一
八
）
の
状
況
と
し
て
、
薬

師
・
観
音
の
二
像
へ
の
信
仰
に
よ
り
、「
一
万
部
ノ
経
、
九
品
念
仏
、

管
絃
、
連
歌
、
田
楽
、
猿
楽
、
呪
師
、
ク
セ
舞
」
に
数
百
人
が
充
満

し
て
市
を
な
し
、
程
な
く
大
堂
が
建
立
さ
れ
た
経
緯
が
語
ら
れ
て
い

る
。
僧
俗
貴
賤
が
相
つ
ど
う
、
賑
や
か
な
雑
沓
。
そ
れ
は
、「
連
歌
」

の
語
を
挟
む
よ
う
に
し
て
並
ん
だ
こ
と
ば
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

宗
教
的
、
芸
能
的
空
間
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料
の
性
格
か

ら
、
そ
れ
を
単
純
に
史
実
と
み
な
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と

し
て
も
、
連
歌
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
、
そ
の
記
述
を
疑
う
に
は

足
ら
な
い
。
ま
た
事
実
、
そ
う
し
た
中
で
連
歌
は
成
長
し
て
き
た
。
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し
か
し
、
南
北
朝
期
を
境
と
し
て
、
花
下
連
歌
は
急
速
に
衰
退
し

て
ゆ
く
。
そ
の
遺
風
は
、
各
地
の
神
社
（
こ
と
に
天
満
宮
）
で
の
法

楽
連
歌
へ
、
そ
し
て
形
態
と
し
て
は
笠
着
連
歌
の
中
に
か
ろ
う
じ
て

受
け
継
が
れ
た
と
見
る
見
解
が
一
般
的
だ
。
で
は
、
連
歌
興
行
の
場

に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

花
下
連
歌
の
開
放
的
な
興
行
形
態
が
衰
退
し
て
い
く
理
由
を
、
伊

地
知
鐵
男
氏
は
、『
北
野
社
引
付
』
と
い
う
史
料
に
見
ら
れ
る
笠
着

連
歌
禁
止
の
記
事
か
ら
、
寺
院
に
よ
る
禁
圧
で
は
な
か
っ
た
か
と
推

測
さ
れ
た
（「
花
の
本
連
歌
の
興
行
は
禁
止
さ
れ
た
・
二
条
良
基
の

畳
字
連
歌
一
巻
」）。
ま
た
氏
は
、
禁
止
の
理
由
と
し
て
、
慎
重
な
口

ぶ
り
な
が
ら
「
秩
序
紛
乱
」
の
可
能
性
に
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。

当
該
の
記
事
は
、
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
六
月
二
十
三
日
の
条

に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
近
年
、
内
会
所
に
お
い
て
日
連
歌
所
の
ご
と

く
「
笠（
マ
マ
）
置
連
歌
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
風
聞
に
つ
き
、
そ
の
実
否

を
問
い
質
す
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
室
町
後
期
の
笠
着
連
歌

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
花
下
連
歌
に
直
結
す
る
禁
止
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
、
所
詮
、
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
同
じ
北
野
社
に
あ
っ
て
も

鳥
居
外
に
あ
る
「
日
連
歌
所
」
で
の
笠
着
は
問
題
と
せ
ず
に
、
公
式

な
連
歌
の
席
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、「
内
会
所
」
の
み
が
禁
止
対

象
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
様
子
か
ら
す
れ
ば
、
秩
序
紛
乱
と
い
う
理

由
づ
け
は
、
な
か
な

か
に
信
憑
性
の
高

い
見
方
で
あ
る
と

思
う
。

な
お
参
考
ま
で

に
述
べ
て
お
け
ば
、

金
子
金
治
郎
氏
が

考
証
し
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
、
北
野
天

満
宮
に
は
か
つ
て
、

「
内
会
所
」
と
「
毎

日
連
歌
会
所
」
と
、

ふ
た
つ
の
連
歌
会

所
が
あ
っ
た
ら
し
い
（『
連
歌
総
論
』

〔Ⅱ〕
連
歌
の
会
席
と
運
営
）。
こ

の
「
毎
日
連
歌
会
所
」
が
『
引
付
』
に
記
さ
れ
た
「
日
連
歌
所
」
で

あ
る
よ
う
だ
。
確
か
に
北
野
天
満
宮
蔵
の
『
北
野
社
参
詣
曼
荼
羅
』

に
も
、
は
っ
き
り
「
毎
日
連
歌
会
所
」
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
曼
荼
羅
は
江
戸
時
代
に
模
刻
さ
れ
、『
北
野
藁
草
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
掲
げ
て
お
こ
う
（
図
１
）。
金
子
氏
の
説

で
は
、
図
中
、
濡
縁
に
見
え
る
笠
を
被
っ
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る

の
は
、ま
さ
に
笠
着
連
歌
の
風
景
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。一
方
、「
内

会
所
」
の
方
は
同
曼
荼
羅
に
は
記
さ
れ
ぬ
が
、同
じ
く
『
北
野
藁
草
』 （図１）『北野藁草』所引「北野曼多羅」
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に
収
め
ら
れ
た
「
慶
長
御
再
興
指
図
」
に
、
鳥
居
を
く
ぐ
り
南
の
御

門
を
過
ぎ
て
左
手
、
一
夜
松
宮
の
そ
の
裏
手
に
「
連
哥
所
」
が
確
か

に
見
え
る
。
ま
さ
に
「
内
」
の
会
所
で
あ
ろ
う
（
図
２
）。

連
歌
の
張
行
の
場
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
問
題
、
そ
れ
は
鎌
倉
末

か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
、
世
相
の
反
映
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
さ
ら
取
り
上
げ
る
に
は
及
ば
ぬ
話
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
か
の
名

高
い
『
建
武
式
目
』
の
一
条
に
も
、「
群
飲
佚
遊
を
制
せ
ら
る
べ
き
事
」

と
し
て
「
或
は
茶
寄
合
と
号
し
、
或
は
連
歌
会
と
称
し
て
、
莫
太
の

賭
に
及
ぶ
」
と
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
賭
博
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の

危
う
い
要
素
も
絡
ん
で
く
る
が
、
何
よ
り
「
群
飲
佚
遊
」
と
云
わ
れ

る
よ
う
に
、群
れ
つ
ど
い
無
秩
序
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
遊
興
こ
そ
が
、

危
険
視
の
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
茶
寄
合
」
が
並
び

制
せ
ら
れ
る
通
り
、
連
歌
と
茶
は
当
時
の
佚
遊
の
筆
頭
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
秩
序
を
脅
か
す
「
寄
合
」
の
代
名
詞
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

こ
れ
も
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
挿
話
だ
が
、
鎌
倉
末
期

の
動
乱
を
描
く
『
太
平
記
』
は
、
千
剣
破
城
に
立
て
籠
も
る
楠
正
成

を
兵
糧
攻
め
に
し
よ
う
と
し
た
幕
府
軍
が
、
退
屈
に
耐
え
か
ね
て
花

の
下
の
連
歌
師
を
呼
び
く
だ
し
、
一
万
句
の
連
歌
を
始
め
た
と
記
し

て
い
る
。
退
廃
し
た
幕
府
軍
の
有
様
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
戦
場
に

お
け
る
暇
つ
ぶ
し
の
遊
興
の
数
々
、
碁
・
双
六
と
な
ら
べ
て
、「
百

服
茶
」
が
も
て
あ
そ
ば
れ
た
と
描
い
て
い
る
（
巻
七
「
千
剣
破
城
軍

事
」）。
あ
る
い
は
ま
た
巻
三
十
で
は
、
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
争

い
に
乗
じ
て
南
朝
方
が
都
を
奪
還
し
、
北
朝
の
帝
・
上
皇
が
吉
野
の

奥
の
賀あ

名の

生う

に
移
さ
れ
て
し
ま
う
一
件
を
描
き
、
後
伏
見
院
の
子
に

し
て
天
台
座
主
を
四
度
ま
で
勤
め
た
梶
井
宮
尊
胤
法
親
王
の
話
題
に

及
ぶ
。
こ
の
尊
胤
、「
門
跡
の
富
貴
」
を
背
景
に
、「
獅
子
・
田
楽
を

　（図２）『北野藁草』所引「慶長御再興指図」

←一夜松宮

↑門

←
鳥
居

←
連
哥
所
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召
さ
れ
、
日
夜
に
舞
ひ
歌
は
せ
、
茶
飲
み
、
連
歌
師
を
集
め
て
、
朝

夕
遊
び
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
世
の
そ
し
り
山
門
の
訴
へ
は
止

む
時
な
」
い
様
で
あ
っ
た
が
、南
朝
の
侵
攻
に
よ
り
金
剛
山
の
麓
「
配

所
の
ご
と
く
な
る
御
住
居
」で
零
落
を
嘆
く
と
こ
ろ
で
巻
を
終
え
る
。

世
の
動
乱
を
嘆
く
尊
胤
の
姿
は
哀
れ
を
誘
う
よ
う
に
描
か
れ
て
は

い
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
『
太
平
記
』
の
筆
致
は
「
世
の
そ
し
り
」

を
見
過
ご
し
て
は
い
な
い
。
事
実
、
彼
の
連
歌
狂
い
は
相
当
な
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
、
連
歌
の
最
中
と
い
う
理
由
で
、
祇
園
社
の
社
僧
の

訴
え
が
取
り
次
い
で
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い

（『
祇
園
執
行
日
記
』）。
尊
胤
に
つ
い
て
は
他
に
も
、
地じ

げ下
連
歌
師
の

連
歌
論
書
『
梵
灯
庵
返
答
書
』
か
ら
こ
ん
な
風
聞
が
、
金
子
金
治
郎

氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

梶
井
二
品
親
王
御
数
寄
の
比
を
ひ
、
佐
々
木
の
道
誉
禅
門
、
常

に
参
候
あ
り
き
。
順
覚
・
信
昭
・
救
済
な
ど
肩
を
な
ら
べ
て
つ

か
ふ
ま
つ
り
し
比
、
昼
夜
御
会
あ
り
け
る
と
な
ん
。

そ
れ
は
花
の
下
と
は
違
っ
た
場
で
あ
ろ
う
が
、
武
家
（
道
誉
）
と
地

下
（
順
覚
等
）
を
交
え
た
社
会
的
な
意
味
で
の
「
開
放
さ
れ
た
会
席
」

（
金
子
氏
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ま
た
同
時

に
茶
飲
み
を
も
招
き
寄
せ
る
群
飲
佚
遊
の
空
間
で
も
あ
っ
た
。無
論
、

こ
こ
で
い
う
茶
と
は
、
そ
の
産
地
を
聞
き
分
け
る
闘
茶
の
遊
び
で
あ

り
、
後
代
の
侘
び
茶
と
は
違
う
。

上
下
を
問
わ
ず
寄
り
合
い
遊
興
に
ふ
け
る
空
間
、
そ
れ
は
何
も
寺

社
境
内
の
桜
の
花
の
下
と
の
限
定
な
く
、
い
つ
ど
こ
で
も
生
起
し
え

た
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
幕
府
が
群
飲
佚
遊
を
誡
め
る
の
と
呼
応
す

る
よ
う
に
、
寺
社
側
が
域
内
で
衆
庶
入
り
乱
れ
る
連
歌
の
興
行
形
態

を
閉
め
出
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
事
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
い

え
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

花
下
連
歌
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
有
名
寺
社
の
境
内
を
閉
め
出
さ
れ
た

程
度
で
、
衰
退
し
て
い
く
類
の
も
の
で
あ
っ
た
の
ど
う
か
。
な
お
、

疑
問
は
残
る
の
だ
が
、
寄
り
合
い
の
文
芸
た
る
連
歌
の
行
方
を
語
る

た
め
に
は
、
そ
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
少
し
視
点
を
変
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

室
町
の
中
期
に
活
躍
し
、
連
歌
の
世
界
に
、
精
神
的
な
美
意
識
を

確
立
し
た
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
連
歌
師
心
敬
。
彼
の
教
え
を
兼

載
が
書
き
留
め
た
と
い
う
『
心
敬
法
印
庭
訓
』
に
は
、
会
席
の
心
得

と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

連
歌
に
雑
談
し
居
眠
り
な
ど
す
る
者
は
、
そ
の
身
は
沙
汰
の
か

ぎ
り
に
て
候
。
一
人
な
れ
ど
も
交
り
候
へ
ば
、
み
な
の
あ
た
に

な
る
な
り
。
ゆ
め
ゆ
め
交
ぜ
候
ま
じ
き
に
て
候
。
…
さ
や
う
に

雑
談
な
ど
す
る
者
は
、
げ
に
も
戯た
は
ご
と言
の
や
う
な
る
事
を
の
み
し

候
て
、
善
悪
の
分
別
の
候
は
ば
こ
そ
。
返
す
返
す
あ
た
り
に
も

寄
す
ま
じ
き
に
て
候
。
し
み
こ
ほ
り
神
も
仏
も
影
向
な
り
つ
べ

う
澄
み
渡
り
、
と
き
ど
き
香
の
匂
ひ
空
薫
物
な
ど
こ
そ
お
も
し
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ろ
く
は
候
へ
。

ま
ず
は
雑
談
、
居
眠
り
の
禁
止
。
さ
よ
う
な
輩
は
「
沙
汰
限
法
度
の
外
也
」

（『
和
漢
通
用
集
』）、
ま
さ
に
論
外
と
い
う
べ
き
存
在
だ
と
さ
れ
る
。

し
か
も
「
皆
の
あ
た
（
仇
）」
に
な
る
か
ら
、「
あ
た
り
に
も
寄
す
ま

じ
き
」
と
ま
で
云
わ
れ
る
の
だ
か
ら
尋
常
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

発
想
は
、
か
つ
て
の
花
下
連
歌
や
笠
着
連
歌
、
あ
る
い
は
茶
寄
合
と

と
も
に
併
称
さ
れ
た
、
例
の
佚
遊
の
連
歌
と
は
無
縁
の
世
界
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
会
席
も
ま
た
、
寄
り
合
い
の
場
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、そ
こ
は
異
質
な
も
の
を
寄
せ
付
け
ず
、

「
し
み
凍
」
る
ま
で
に
「
澄
み
渡
」
っ
た
精
神
の
凝
縮
が
要
求
さ
れ

る
空
間
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
一
味
同
心
と
も
い
う
べ
く
、
心
を

寄
せ
合
い
専
心
す
る
こ
と
で
こ
そ
、「
神
も
仏
も
影
向
」
す
る
の
だ

と
い
う
。

だ
が
、
信
仰
を
基
盤
と
し
て
衆
人
が
集
う
と
い
う
点
で
は
、
花
下

連
歌
に
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
連
歌
の
好
仕

た
ち
が
集
う
桜
の
花
の
下
、
そ
れ
は
神
の
影
向
す
る
し
だ
れ
桜
で
あ

る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
す
る
、
岡
見
正
雄
氏
の
所
説
（「
も
の

―
出
物
・
物
着
・
花
の
本
連
歌
―
」）
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、

と
も
に
神
の
降
臨
を
期
待
し
な
が
ら
も
、
精
神
の
あ
り
よ
う
は
大
き

く
違
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
遷
の
拠
っ
て
き
た
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
も
面
白
そ
う
な
気
は
す
る
が
、
こ
こ
で

述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
連
歌
と
な
ら
び
享
楽
的
寄
合
い
の
象
徴
と

も
見
な
さ
れ
た
茶
も
、
次
第
に
静
謐
な
空
間
を
も
と
め
て
沈
潜
し
て

い
く
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
否
、
実
は
茶
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ

は
中
世
芸
能
全
般
に
か
か
わ
る
大
き
な
潮
流
で
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
心
敬
の
庭
訓
を
紹
介
し
た
つ
な
が
り
か
ら
、
ま
ず
香
に

つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
心
敬
が
連
歌
の
会
席
の
心
得
を
説
き
な
が

ら
、
澄
み
渡
っ
た
精
神
、
座
の
空
気
を
こ
い
ね
が
う
べ
き
こ
と
に
ふ

れ
、
そ
こ
で
「
香
」「
空
薫
物
」
に
及
ぶ
意
図
、
そ
れ
は
右
の
記
述

だ
け
か
ら
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
だ
が
、
当
時
、
連

歌
の
席
に
花
瓶
や
香
炉
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
や

は
り
関
係
し
て
い
よ
う
（
貴
顕
の
会
席
と
し
て
は
『
看
聞
日
記
』
応

永
廿
六
年
六
月
十
五
日
条
、
地
下
連
歌
師
な
ど
も
ま
じ
え
た
席
と
し

て
は
、
時
代
が
や
や
下
る
が
大
英
博
物
館
蔵
『
猿
の
草
子
』
の
絵
が

参
考
と
な
る
）。
兼
載
に
も
、「
空
だ
き
と
い
ふ
は
、
い
づ
く
と
も
な

く
匂
ひ
た
る
や
う
な
り
」（『
兼
載
雑
談
』）
と
の
発
言
が
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
は
こ
れ
も
連
歌
会
席
に
か
か
わ
っ
て
の
言
及
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。『
若
草
記
』
と
い
う
連
歌
作
法
書
で
も
、「
会
席
の
様
は
い
か

に
構
へ
、い
か
に
あ
る
が
よ
ろ
し
き
物
に
や
」と
の
問
い
に
答
え
、「
名

香
の
匂
ひ
空
薫
物
な
ど
、
心
に
く
く
燻
り
出
た
る
に
、
発
句
よ
き
程

に
読
進
し
、
静
ま
り
は
て
た
る
、
殊
勝
也
」
と
語
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
神
の
影
向
は
異
香
を
と
も
な
う
も
の
と
の
発
想

が
、
そ
の
記
述
に
は
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
永
享
六
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（
一
四
三
四
）
年
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
染
田
天
神
縁
起
』
に
は
、

天
神
の
霊
威
の
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、「
毎
度

の
千
句
の
中
に
於
て
、
異
香
、
度
々
に
及
ぶ
の
間
、
御
影
向
、
甚
だ

疑
ひ
無
し
」
と
記
し
て
い
る
。
神
の
影
向
が
異
香
を
伴
う
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、「
い
づ
く
と
も
な
く
匂
ひ
た
る
や
う
」
に
く
ゆ

ら
せ
た
香
は
、
連
衆
に
確
か
な
神
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
た
は
ず
だ
。

元
来
、
香
は
宗
教
儀
礼
の
具
と
し
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
神
の
影
向
と
結
び
つ
く
の
も
至
極
当
然
の
こ
と
。

そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
改
良
の
手
が
加
え
ら
れ
、
貴
族
社
会
の
必
需
品

と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
歴

史
の
長
い
香
の
文
化
の
中
で
、
こ
こ
で
も
注
目
す
べ
き
は
、『
太
平

記
』
の
描
く
時
代
相
の
中
で
の
「
香
」
の
在
り
方
で
あ
る
。
貞
治
五

（
一
三
六
六
）
年
、
管
領
の
斯
波
道
朝
と
対
立
し
た
佐
々
木
道
誉
は
、

わ
ざ
と
道
朝
の
設
定
し
た
将
軍
邸
の
花
の
下
の
遊
覧
の
会
に
ぶ
つ

け
、
洛
中
の
芸
能
者
を
あ
ま
た
引
き
連
れ
、
い
か
に
も
道
誉
ら
し
い

華
美
な
大
遊
宴
を
大
原
野
で
催
す
。『
太
平
記
』
は
筆
を
尽
く
し
て

そ
の
様
を
描
く
が
、
多
く
を
引
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

本
堂
の
庭
に
十
囲
の
花
木
四
本
あ
り
。
こ
の
下
に
一
丈
余
り
の

鍮
石
の
花
瓶
を
鋳
懸
け
て
、
一
双
の
花
に
作
り
成
し
、
そ
の
あ

は
ひ
に
両
囲
の
香
炉
を
両
の
机
に
並
べ
て
、
一
斤
の
名
香
を
一

度
に
た
き
上
げ
た
れ
ば
、
香
風
四
方
に
散
じ
て
、
人
皆
浮
香
世

界
の
中
に
在
る
が
ご
と
し
。（
巻
三
十
九
「
道
誉
大
原
野
花
会

事
」）

桜
の
大
木
の
根
本
に
真
鍮
の
花
瓶
を
据
え
る
こ
と
で
、
桜
樹
を
そ

の
ま
ま
生
け
た
花
と
見
立
て
、そ
の
間
に
大
香
炉
二
つ
を
机
に
並
べ
、

名
香
一
斤
を
一
度
に
焚
い
た
と
い
う
。
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
座
敷
飾

り
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。右
の
ご
と
き
贅
沢
な
舞
台
設
定
を
用
意
し
て
、

百
服
の
茶
の
遊
び
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
連
歌
の
話
題
こ
そ
な
い
け

れ
ど
も
、
無
論
お
な
じ
席
で
連
歌
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
茶
・
花
・
香
の
遊
び
で
あ
り
、
ま
さ
に
二
条

河
原
落
書
に
「
此
比
都
ニ
ハ
ヤ
ル
物
」
と
し
て
「
京
童
ノ
口
ス
サ
ミ
」

と
な
っ
た
「
茶
香
十
炷し
ゅ

ノ
寄
合
」
の
特
異
な
一
形
態
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。道

誉
の
並
は
ず
れ
た
華
美
な
遊
び
は
例
外
と
し
て
も
、
茶
や
連
歌

と
と
も
に
賭
博
的
な
性
格
を
も
有
し
た
遊
興
性
の
強
い
寄
り
合
い
と

い
う
の
が
、
そ
の
時
代
の
香
の
楽
し
み
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
香

の
遊
び
は
歌
合
に
倣
う
優
雅
な
薫た
き
も
の
あ
わ
せ

物
合
や
組く
み
こ
う香
と
い
う
形
式
に
落
ち

着
い
て
い
き
、
一
方
で
は
花
と
と
も
に
、
座
敷
飾
り
と
し
て
会
席
の

空
間
に
収
束
し
て
い
く
。
香
が
く
ゆ
り
花
の
立
て
ら
れ
た
座
敷
は
、

ま
た
茶
事
の
舞
台
と
も
な
る
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
花
に

と
っ
て
会
所
＝
座
敷
飾
り
が
そ
の
後
に
お
け
る
展
開
の
原
基
と
な
っ

た
と
同
様
に
、
茶
湯
に
お
い
て
も
こ
こ
で
の
茶
が
基
本
と
な
っ
た
」

（
村
井
康
彦
「
茶
・
花
・
香
の
系
譜
」）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
会

所
＝
座
敷
」
と
い
う
空
間
を
軸
に
し
て
、
室
町
前
期
の
あ
た
り
で
こ
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れ
ら
「
寄
合
の
芸
能
」
が
、
そ
ろ
っ
て
重
要
な
転
機
を
迎
え
る
事
実

で
あ
る
。
そ
し
て
連
歌
も
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
会
席
の
文
芸

と
し
て
様
式
化
さ
れ
、
作
法
も
整
備
さ
れ
て
い
き
、
限
ら
れ
た
人
数

で
心
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

連
歌
に
お
け
る
芸
能
性
の
問
題
、
あ
る
い
は
〈
芸
能
と
し
て
の
連

歌
〉
の
問
題
に
、
は
じ
め
て
本
格
的
に
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

島
津
忠
夫
氏
で
あ
っ
た
（『
著
作
集
第
二
巻
』）。
確
か
に
、
連
歌
は

能
や
舞
曲
な
ど
と
は
違
い
、
ど
こ
に
「
芸
能
」
性
を
認
め
る
の
か
に

つ
い
て
、
一
般
的
な
共
通
理
解
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
芸
能
と
見
て
よ
い
の
か
、と
の
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。

だ
が
、
芸
能
の
要
諦
を
演
者
と
観
客
（
鑑
賞
者
）
の
存
在
と
、
一
回

性
（
当
座
性
）
の
介
在
に
見
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
連
歌
は
疑
い

よ
う
も
な
く
芸
能
と
し
て
の
一
面
を
備
え
て
い
た
。
と
か
く
誤
り
や

す
い
の
は
、
連
歌
が
い
わ
ば
「
実
演
」
さ
れ
た
後
、
記
し
留
め
ら
れ

た
作
品
を
、
そ
の
場
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
が
後
か
ら
鑑
賞
す
る
よ

う
に
な
る
、そ
う
し
た
後
出
の
享
受
形
態（
ま
さ
に
文
学
的
鑑
賞
）を
、

第
一
義
的
な
も
の
と
理
解
し
が
ち
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

芸
能
性
を
無
用
の
も
の
と
し
て
、
純
粋
に
表
現
の
錬
磨
に
努
め
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
に
も
連
衆
が
一
同
に
会
し
、
時
間
そ
の
他
の

制
約
の
多
い
中
で
句
を
ひ
ね
る
必
要
な
ど
な
い
こ
と
だ
。
確
か
に
、

連
歌
の
論
書
・
作
法
書
が
続
々
と
生
み
出
さ
れ
る
中
で
、
表
現
の
洗

練
は
連
歌
作
者
た
ち
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
、
一
座
張
行
と
い
う
形
態
を
変
え
る
べ
き
だ
と
の
議

論
が
出
来
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
連
衆
が
寄
り
合
う
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
く
、

そ
こ
に
、
茶
の
湯
や
香
な
ど
と
足
並
み
を
揃
え
た
、
連
歌
の
歩
み
が

あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
話
題
に
、
連
歌
用
語

と
し
て
の
「
寄
合
」
の
問
題
が
あ
る
。『
宗
長
連
歌
自
註
』
は
、
そ

の
冒
頭
近
く
の
部
分
で
、
次
の
よ
う
に
云
う
。

あ
る
ひ
は
本
歌
の
心
を
と
り
、
詞
を
よ
せ
、
あ
る
ひ
は
本
説
・

本
文
、
和
漢
に
其
よ
せ
有
こ
と
を
い
ひ
出
ば
、
そ
れ
に
し
た
が

ふ
を
連
歌
の
寄
合
と
や
い
ふ
べ
か
ら
ん
。

句
を
付
け
る
に
あ
た
り
、「
あ
る
ひ
は
本
歌
」
あ
る
い
は
「
和
漢
」

の
「
本ほ
ん
ぜ
つ説
」（
ひ
と
ま
ず
、
故
事
・
説
話
・
物
語
・
漢
詩
等
の
類
と

考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
）
に
、「
よ
せ
」
の
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
「
連
歌
の
寄
合
」
だ
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
歌

の
「
寄
合
」
の
起
源
を
、
和
歌
の
本
歌
取
り
に
お
け
る
「
よ
せ
」
の

技
法
に
も
と
め
る
、金
子
氏
の
説
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
、

和
歌
で
の
「
よ
せ
」
と
は
、縁
語
を
歌
の
上
下
の
句
に
配
す
る
こ
と
。

翻
っ
て
宗
長
の
自
註
で
の
用
法
は
、「
縁
」
ほ
ど
の
意
味
と
考
え
れ

ば
よ
い
。
引
用
部
に
続
け
て
宗
長
は
、
前
句
に
寄
合
で
付
け
ら
れ
そ

う
な
気
配
が
あ
れ
ば
、
付
句
で
は
そ
れ
と
は
っ
き
り
わ
か
る
表
現
を

用
い
、
前
句
に
鍵
と
な
る
語
が
多
く
あ
る
場
合
、
付
句
で
は
本
歌
・
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本
説
の
「
面
影
」
の
み
を
漂
わ
せ
れ
ば
よ
い
と
説
く
。
は
て
に
は
、

付
句
の
心
得
を
「
い
づ
れ
の
事
も
前
句
に
よ
び
出
さ
る
る
や
う
に
ぞ

有
べ
き
」
と
喩
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
言
い
回
し
の
中
に
、
連
歌
の

会
に
「
よ
び
出
さ
」
れ
、
連
歌
仲
間
の
縁
に
ひ
か
れ
、
い
そ
い
そ
と

集
う
好
士
を
重
ね
て
見
た
く
な
る
の
は
、
私
だ
け
か
。

連
歌
の
座
を
共
有
す
る
と
い
う
「
縁
」
に
ひ
か
れ
て
、
寄
り
合
う

連
衆
。
そ
こ
に
よ
り
強
い
縁
、
よ
り
緊
密
な
一
体
感
を
求
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
の
も
、
中
世
的
「
よ
り
あ
い
」
の
姿
で
あ
ろ
う
。
だ

が
一
方
で
、
精
神
的
紐
帯
な
ど
と
は
無
縁
な
「
烏
合
の
衆
」
と
も
置

き
換
え
う
る
「
寄よ
り
あ
い
ぜ
い

合
勢
」
な
る
語
も
同
じ
時
代
に
存
し
て
い
た
。
し

て
み
る
と
、
連
歌
は
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
「
よ
り
あ
い
」
の

文
芸
で
あ
っ
た
。
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