
－ 29 －

●
芸
能
空
間
の
中
の
連
歌
・
続

つ
ら
ね
る

鈴
木
　
元

（
日
本
古
典
文
学
）

　

先
般
、
本
誌
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
掲
載
の
原
稿
を
編
集
し
『
つ
け
る　

連
歌
作
法
閑
談
』（
二
〇
一
二
年
、新
典
社
）
と
し
て
一
書
を
ま
と
め
た
。

付
合
文
芸
と
し
て
の
、
そ
し
て
言
語
遊
戯
と
し
て
の
連
歌
を
、
広
く

世
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
語
っ
た

一
冊
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
他
人
の
制
作
し
た
前
句
（
そ
れ
が
五
七
五

の
長
句
で
あ
ろ
う
と
、七
七
の
短
句
で
あ
ろ
う
と
）
に
、別
人
が
「
つ

け
る
」
と
い
う
行
為
の
種
々
相
に
つ
い
て
の
あ
れ
こ
れ
を
述
べ
る
こ

と
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。
同
書
を
承
け
つ
つ
、
今
回
は
芸
能
と
の

か
か
わ
り
か
ら
見
る
連
歌
へ
と
、
徐
々
に
主
題
を
移
行
し
て
い
こ
う

と
思
う
。
私
に
は
、
こ
の
テ
ー
マ
は
大
き
な
広
が
り
を
予
感
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
と
て
も
一
回
で
は
終
わ
り
そ
う
も
な
い
。
今
回
は
あ

く
ま
で
も
、
そ
の
序
説
に
あ
た
る
。

　
つ
ら
ね
う
た

　
「
つ
け
る
」
か
ら
、本
稿
の
主
題
「
芸
能
」
に
接
続
す
る
に
あ
た
っ

て
、
は
じ
め
に
設
定
し
た
キ
イ
ワ
ー
ド
は
「
つ
ら
ね
る
」
で
あ
る
。

改
め
て
い
う
に
は
及
ば
ぬ
こ
と
と
は
思
う
が
、「
連
歌
」
と
は
ま
さ

し
く
字
義
通
り
「
つ
ら
ね
う
た
」
に
他
な
ら
な
い
。

Tçuranevta. i.Renga

〔「
つ
ら
ね
う
た
」
も
し
く
は
「
連
歌
」〕

（『
日
葡
辞
書
』
補
遺
）

…
又
く
だ
れ
る
世
の
風
体
は
、
ひ
と
へ
に
一
句
の
す
が
た
を
か

ざ
り
て
、
ま
へ
の
句
に
つ
く
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ざ
る
ほ
ど

に
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
発
句
の
や
う
に
な
り
て
つ
ら
ね
歌
の
名

を
う
し
な
へ
る
に
ゝ
た
り
。　
　
　
　
（『
新
撰
菟
玖
波
集
序
』）

　

た
だ
し
「
つ
ら
ね
う
た
」
な
る
名
称
が
定
着
す
る
の
は
、
二
句
完

結
の
「
一
句
連
歌
」
で
は
な
く
、次
々
と
付
け
進
め
て
い
く
「
鎖
連
歌
」

が
連
歌
の
標
準
と
な
っ
た
時
代
で
あ
ろ
う
。『
曾
祢
好
忠
集
』に
も「
つ

ら
ね
う
た
」
の
語
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

連
歌
と
は
別
の
「
文
字
鎖
」
と
称
さ
れ
る
技
法
を
用
い
た
歌
で
、
こ

れ
は
ま
さ
し
く
鎖
連
歌
が
定
着
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
即
ち
、「
つ
け
る
」
か
ら
「
つ
ら
ね
る
」
へ
の
転
換
が
、
一

句
連
歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
の
転
換
を
象
徴
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
序
は
「
前
の
句
に
付
く
る
と
い
ふ
こ
と
」
を

「
知
ら
」
ず
に
、「
一
句
の
姿
を
飾
」
る
制
作
態
度
を
問
題
視
し
、
一

句
の
仕
立
て
へ
の
こ
だ
わ
り
と
「
前
の
句
に
付
く
」
仕
立
て
と
を
、

対
比
的
に
と
ら
え
て
、「
下
れ
る
世
の
風
体
」
で
は
連
歌
が
「
発
句
」

の
羅
列
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
つ
ら
ね
歌
」
に
な
ら
な
い
と
難
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
こ
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
も
、
鎖
連

歌
・
百
韻
連
歌
を
前
提
と
し
た
物
言
い
で
あ
ろ
う
。
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『
曾
祢
好
忠
集
』
の
「
つ
ら
ね
哥
」
の
実
例
を
、
参
考
ま
で
に
掲
げ

て
お
こ
う
。
天
理
図
書
館
蔵
の
伝
二
条
為
氏
筆
本
（
天
理
図
書
館
善
本

叢
書
『
平
安
諸
家
集
』）
に
よ
る
。

こ
ひ
し
さ
を
な
ぐ
さ
め
が
て
ら
こ
ゝ
ろ
み
に
か
へ
し
て
み
ば
や
せ

な
が
袖
を
も
8

8

お
も
8

8

ひ
つ
ゝ
ふ
る
や
の
つ
ま
の
く
さ
も
き
も
か
ぜ
ふ
く
ご
と
に
も

の
を
こ
そ
お
も
へ

×

×

×

お
も
へ

×

×

×

ど
も
か
ひ
な
く
て
よ
を
す
ぐ
す
な
る
ひ
た
き
の
し
ま
と
こ

ひ
や
わ
た
ら
ん

7

7

7

7

わ
た
ら
む

7

7

7

7

と
お
も
ひ
き
ざ
し
て
ふ
じ
が
は
の
い
ま
に
す
ま
ぬ
は
な

に
の
こ
ゝ
ろ
ぞ

対
応
が
わ
か
る
よ
う
に
私
に
記
号
を
付
け
た
の
で
、
そ
の
記
号
を
参
考

に
御
覧
に
な
れ
ば
お
解
り
の
よ
う
に
、
前
の
歌
の
末
尾
の
音
を
次
の
歌

の
頭
に
据
え
て
歌
を
詠
み
継
ぐ
遊
び
で
あ
る
。「
文
字
鎖
」と
も
称
す
る
。

右
の
例
で
は
、
重
ね
る
音
数
を
二
音
か
ら
三
音
、
四
音
へ
と
順
次
増
や

し
て
い
く
と
い
う
条
件
も
加
え
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
「
鎖
」
と
い
う
こ
と
ば
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎖

連
歌
は
連
綿
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
鎖
の
一
つ
め
の
輪

と
三
つ
め
の
輪
と
は
や
は
り
離
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
切
れ
続
き
の

関
係
の
中
で
連
な
っ
て
い
る
。
く
ど
い
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
当

た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
鎖
連
歌
に
お
い
て
「
つ
ら
ね

る
」
と
い
う
行
為
の
意
義
は
、「
つ
け
る
」
に
劣
ら
ず
重
い
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
強
調
し
て
お
こ
う
。

　

一
字
百
首

　

話
題
を
少
々
転
ず
る
が
、
前
著
の
第
三
話
「
本
歌
を
と
る
」
と
し

て
、『
新
古
今
和
歌
集
』
と
連
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
に
限
定
せ
ず
、
新
古
今
歌
人
の
時
代

と
い
う
よ
う
に
も
う
少
し
枠
を
広
げ
て
考
え
て
み
る
時
、
両
者
の
間

に
は
極
め
て
興
味
深
い
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
と
に
「
つ
ら

ね
る
」
と
い
う
主
題
と
の
関
連
に
お
い
て
。

　

ふ
れ
る
べ
き
話
題
は
幾
つ
か
あ
る
の
だ
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
根
を
同
じ
く
す
る
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
は
「
一
字
（
一
句
）
百
首
」
の
こ
と
か
ら
、
順
を
追
っ
て
述
べ

て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
建
久
元
（
一
一
九
〇
）
年
六
月
の
こ
と
、

定
家
自
撰
家
集
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
に
よ
れ
ば
触
穢
に
よ
る
籠
居
の

折
の
徒
然
に
ま
か
せ
、「
一
字
百
首
」「
一
句
百
首
」
と
称
す
る
百
首

歌
を
定
家
は
詠
作
し
た
と
い
う
。『
員
外
』
か
ら
、「
一
字
百
首
」
該

当
の
「
春
」
の
初
め
の
五
首
を
示
そ
う
。

あ
ら
玉
の
年
を
一
と
せ
か
さ
ぬ
と
や
霞
も
雲
に
た
ち
ぞ
そ
ふ
ら

んさ
ゆ
る
夜
は
ま
だ
冬
な
が
ら
月
影
の
く
も
り
も
は
て
ぬ
け
し
き

な
る
哉
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春
日
山
て
ら
す
日
影
に
雲
消
て
わ
か
な
ぞ
春
を
先
ぞ
し
り
け
る

す
ぎ
が
て
に
つ
め
ど
た
ま
ら
ぬ
か
ら
な
づ
な
う
ら
わ
か
く
な
く

鶯
の
こ
ゑ

み
山
ぢ
や
霞
は
雪
の
う
へ
と
ぢ
て
猶
雲
う
づ
む
草
の
庵
か
な

定
家
が
何
を
課
題
と
し
て
詠
も
う
と
し
て
い
た
の
か
、
当
該
箇
所
の

一
音
目
を
ゴ
シ
ッ
ク
に
し
て
お
い
た
の
で
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
と
思

う
が
、
一
首
の
始
ま
り
の
音
を
予
め
決
め
て
「
春
」
な
ら
ば
春
の
歌

を
詠
む
と
い
う
、遊
戯
性
の
強
い
百
首
歌
を
意
図
し
て
い
た
。
以
下
、

「
春
」
の
歌
で
は
「
む
め
の
は
な
」「
た
ま
や
な
き
」「
か
き
つ
は
た
」、

「
夏
」
の
歌
で
は
「
ほ
と
と
き
す
」「
と
こ
な
つ
は
な
」「
た
ち
は
な
」

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
等
を
意
識
し
た
こ
と
ば
を
頭
に

置
く
よ
う
に
定
め
た
詠
法
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
「
一
句
百
首
」
の
方
は
、
一
首
目
は
初
句
、
二
首
目

は
第
二
句
、
三
首
目
は
第
三
句
を
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
も
予
め

句
の
表
現
を
設
定
し
て
か
ら
一
首
を
構
想
す
る
と
い
う
課
題
。「
春

三
十
首
」
か
ら
初
め
の
三
首
を
示
す
。

春
く
れ
ば
い
と
ゞ
光
を
そ
ふ
る
か
な
雲
井
の
庭
も
星
の
や
ど
り
も

我
や
ど
に
け
ふ
の
子
日
の
松
そ
へ
て
風
ま
ち
つ
け
ん
末
の
夏
か
げ

さ
て
も
猶
た
づ
ね
て
と
は
む
霞
た
つ
都
の
た
つ
み
山
の
を
ち
か
た

写
本
に
付
せ
ら
れ
た
鈎
点
に
よ
れ
ば
、
傍
線
部
が
各
首
に
課
せ
ら
れ

た
課
題
の
一
句
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
以
上
、
冷
泉
家
時
雨

亭
叢
書
に
よ
る
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
一
字
百
首
」「
一
句
百
首
」
の
課
題
は
、
隆

寛
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
慈
円
に
伝
え
ら
れ
た
。
慈
円
は
早
速
、
自

ら
同
様
の
課
題
を
設
定
し
て
百
首
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
彼
の

自
撰
家
集
『
拾
玉
集
』
に
は
そ
の
百
首
が
そ
れ
ぞ
れ
「
賦
百
字
百
首
」

「
勒
句
百
首
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
影
響
を
受

け
た
藤
原
公
衡
も
、
同
年
七
月
七
日
に
「
賦
百
字
和
歌
」「
勒
一
句

詠
百
首
和
歌
」
と
題
し
て
そ
の
試
み
を
残
し
て
お
り
（
冷
泉
家
時
雨

亭
叢
書
『
中
世
私
家
集
四
』）、
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た

ら
し
い
。
い
ず
れ
も
似
た
よ
う
な
課
題
な
の
だ
が
、
い
ま
注
目
し
て

お
き
た
い
の
は
特
に「
一
字
百
首
」の
方
。
そ
し
て
、そ
の
別
名
が「
賦

百
字
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訓
読
す
れ
ば

「
百
字
を
賦く

ば

る
」
と
読
む
こ
の
課
題
は
、
明
ら
か
に
連
歌
の
「
賦
物
」

の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
賦
物
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第

三
号
に
述
べ
た
こ
と
な
の
で
こ
こ
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
こ
の

時
期
の
鎖
連
歌
が
一
つ
の
「
つ
ら
な
り
」
を
為
す
た
め
の
、
重
要
な

規
則
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
心
に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ

き
た
い
。

　

速
詠

　

実
は
こ
れ
ら
二
種
の
百
首
歌
を
詠
作
し
て
い
た
頃
、
定
家
や
慈
円

の
周
辺
で
は
い
か
に
早
く
百
首
を
詠
み
上
げ
る
か
競
う
風
潮
が
あ
っ

た
。
所
謂
「
速
詠
」
の
時
代
と
呼
ぶ
（
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
歌
人

の
研
究
』
一
九
七
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。
山
本
一
氏
『
慈
円
の

和
歌
と
思
想
』
一
九
九
九
年
、
和
泉
書
院
）。
右
の
百
首
も
「
一
字
」
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や
「
一
句
」
の
課
題
を
こ
な
す
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
早
く
詠
み

終
え
る
か
が
競
わ
れ
て
も
い
た
。
公
衡
の
「
賦
百
字
和
歌
」
跋
に
記

さ
れ
た
、「
各
々
早
速
を
以
て
只
其
の
事
と
為
す
、
或
は
一
時
、
或

は
三
時
、
皆
一
日
を
限
り
て
之
を
詠
む
と
云
々
」（
原
漢
文
）
と
の

記
事
は
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を
如
実
に
示
す
。

　

実
は
定
家
よ
り
は
慈
円
を
起
点
と
し
た
試
み
と
さ
れ
る
速
詠
の
実

践
は
、
私
に
は
甚
だ
興
味
深
い
言
語
遊
戯
の
実
例
を
、
多
く
今
日
に

残
し
て
く
れ
て
い
る
。
明
く
る
建
久
二
年
六
月
の
「
い
ろ
は
四
十
七

首
」、
ま
た
同
じ
頃
の
作
で
こ
れ
も
速
詠
で
あ
っ
た
か
と
さ
れ
る

「
十
五
首
和
歌
」（
久
保
田
氏
前
掲
書
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
い
ろ
は
」

を
歌
の
頭
に
据
え
た
一
字
和
歌
の
一
種
と
、
五
行
方
位
色
を
各
歌
に

詠
む
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
も
同
時
代
の
連
歌
の
賦
物
と
密
接
な
か
か

わ
り
を
も
っ
て
い
る
。「
い
ろ
は
連
歌
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
本

誌
第
三
号
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、「
十
五
首
和
歌
」
中
で

青
黄
赤
白
黒
の
五
色
を
詠
む
と
こ
ろ
な
ど
は
、『
明
月
記
』
に
も
記

さ
れ
る
「
賦
五
色
」（
正
治
二
年
九
月
二
十
日
条
）
の
連
歌
と
近
い

関
係
に
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
関
わ
り
」
を
、
一
方
向
的
に
連
歌
か
ら
和
歌

へ
の
影
響
と
し
て
説
く
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
点
は
断
っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
と
さ
ら
連
歌
の
賦
物
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と

も
誤
り
で
あ
ろ
う
。
先
に
掲
げ
た
「
勒
句
和
歌
」
の
着
想
は
、
漢
詩
の

「
勒
韻
」
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
久
保
田
淳
氏
も
ふ
れ
て
い
る
。

勒
韻
と
は
、
予
め
定
め
た
韻
の
中
か
ら
韻
字
を
選
び
出
し
て
順
を
決
め

て
お
き
、
そ
の
順
で
韻
を
ふ
み
な
が
ら
詩
を
作
る
手
法
。
菅
原
道
真
の

『
菅
家
文
草
』
巻
六
か
ら
例
を
示
し
て
お
く
。

　
　

同
賦
三
春
浅
帯
二
軽
寒
一
、
応
製
。　

勒
二

初
余
魚
虚
一

。

不
是
吹
灰
案
暦
疎
（
是
れ
灰
を
吹
き
て
暦
を
案
ず
る
こ
と
の
疎
か

な
る
に
あ
ら
ず
）

浅
春
暫
謝
上
陽
初
（
浅
春
暫
く
謝
す　

上
陽
の
初
め
）

鑽
沙
草
只
三
分
許
（
沙

い
さ
ご

を
鑽き

る
草
は　

た
だ
三
分
ば
か
り
）

跨
樹
霞
纔
半
段
余
（
樹
に
跨
る
霞
は　

纔
に
半
段
余
り
）   

雪
未
銷
通
棲
谷
鳥（
雪
は
未
だ
銷き

え
て
通
は
さ
ず　

谷
に
棲
む
鳥
）

氷
猶
羃
得
伏
泉
魚
（
氷
は
な
ほ
し
羃お

ほ

ふ
こ
と
得
た
り　

泉
に
伏
せ

る
魚
）

貞
心
莫
畏
軽
寒
気
（
貞
心
は
軽
寒
の
気
を
畏
る
る
こ
と
な
し
）

恩
煦
都
無
一
事
虚
（
恩お

ん

煦く　

都す

べ
て
一
事
の
虚
し
き
こ
と
な
し
）

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
一
見
し
て
そ
の
近
似
性
は
明
瞭
で
あ
り
、

従
来
か
ら
も
連
歌
と
の
関
わ
り
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
と
新

し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
う

一
度
注
意
を
促
し
た
い
の
は
、
本
来
、
歌
同
士
の
間
に
連
鎖
の
原
理

な
ど
不
要
で
あ
っ
た
百
首
・
四
十
七
首
・
十
五
首
の
定
数
和
歌
に
「
つ

ら
ね
る
」
意
識
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
更
に
両
者
の
間
を
接
近

さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
だ
。
し
か
も
、
こ
じ
つ
け
め
い
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
の
接
近
に
は
、
こ
の

時
期
の
「
速
詠
」
と
い
う
条
件
も
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
公
衡
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、「
一
日
を
限
り

て
之
を
詠
む
」
と
い
う
前
提
は
、百
句
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
す
る
「
百

韻
連
歌
」
が
標
準
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
新
古
今
時
代
の
連
歌
に
お
い

て
も
、
当
然
の
約
束
事
で
あ
っ
た
。
定
数
和
歌
と
百
韻
連
歌
を
同
列

に
並
べ
る
こ
と
の
是
非
は
当
然
問
わ
れ
よ
う
が
、
単
な
る
思
い
つ
き

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

　

そ
の
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
で
き
る
限
り
短

時
間
の
内
に
歌
を
「
つ
ら
ね
」
て
い
く
行
為
が
、
歌
そ
の
も
の
に
何

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
一
つ
の
事
例
を
示
す
こ
と

と
し
よ
う
。

　

こ
れ
も
新
古
今
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
、
藤
原
良
経
。
定

家
の
主
家
た
る
九
条
家
の
家
嫡
で
、
慈
円
の
甥
で
も
あ
っ
た
良
経

は
、
こ
の
速
詠
の
時
代
に
も
定
家
と
緊
密
な
和
歌
の
交
流
を
も
っ
て

い
る
。
先
の
「
一
字
百
首
」「
一
句
百
首
」
か
ら
半
年
後
、
良
経
は

十
二
月
十
五
日
の
月
蝕
の
夜
に
一
夜
で
六
十
首
を
詠
み
、
続
け
て
同

月
十
九
日
夜
、
更
に
四
十
首
を
詠
む
こ
と
で
百
首
と
為
し
た
。
こ
れ

を
「
二
夜
百
首
」
と
呼
び
、
定
家
も
こ
の
試
み
に
連
な
っ
て
い
た
。

定
家
の
百
首
は
今
日
で
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
良
経
の
百
首
は
『
秋

篠
月
清
集
』
に
収
め
ら
れ
て
伝
存
す
る
。

　

良
経
の
「
二
夜
百
首
」
の
表
現
を
分
析
し
た
小
山
順
子
氏
は
、
そ

こ
に
漢
詩
文
の
顕
著
な
摂
取
の
傾
向
を
読
み
取
ら
れ
た
（「
藤
原
良

経
の
漢
詩
文
摂
取
―
初
学
期
か
ら
「
二
夜
百
首
」
へ
―
」『
国
語
国
文
』

第
七
十
四
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
五
年
）
が
、「
納
涼
五
首
」
と
し
て

詠
ま
れ
た
中
の
次
の
連
続
し
た
二
首
に
つ
い
て
、
面
白
い
指
摘
を
し

て
い
る
。

ひ
を
さ
ふ
る
ま
つ
よ
り
に
し
の
あ
さ
す
ず
み
こ
こ
に
は
く
れ
ぞ

ま
た
れ
ざ
り
け
る

お
く
や
ま
に
な
つ
を
と
ほ
く
は
な
れ
き
て
秋
の
み
づ
す
む
た
に

の
こ
ゑ
か
な

ま
ず
前
の
歌
の
傍
線
部
が
、
漢
詩
文
の
訓
読
か
ら
来
て
い
る
表
現

で
、
日
光
を
遮
る
意
の
「
礙
レ
日
」
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、

直
接
に
は
『
新
撰
朗
詠
集
』
所
収
の
橘
直
幹
の
詩
句
、

銜
秋
水
上
千
巌
冷
（
秋
を
銜ふ

く

め
る
水
の
上
に
千
巌
冷す

さ

ま
じ
）

礙
レ
日
林
間
六
月
寒
（
日
を
礙さ

ふ
る
林
間
に
六
月
寒
し
）

（
巻
上
・
夏
「
納
涼
」）

ま
た
そ
の
発
想
の
基
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
の

白
居
易
の
詩
句
、

礙
レ

日
暮
山
青
簇
々
（
日
を
礙さ

ふ
る
暮
山
は
青
う
し
て
簇そ

う
そ
う々

た

り
）

浸
レ

水
天
水
白
茫
々
（
天
を
浸ひ

た

す
秋
の
水
は
白
う
し
て
茫ば

う
ば
う々

た

り
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
下
・
雑
「
山
水
」）

（
い
ず
れ
も
和
歌
文
学
大
系
に
よ
る
）

を
ふ
ま
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
の
歌
の

「
秋
の
水
」
と
い
う
表
現
か
ら
判
断
し
て
、「「
日
を
礙
ふ
る
」
か
ら
「
秋



－ 34 －

の
水
」
へ
と
い
う
連
想
の
背
後
に
、
朗
詠
詩
句
の
存
在
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
」、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
。
漢
詩
句
の
典
拠
を
背
景
に
し
て
、二
首
の
歌
が
「
つ
ら
な
る
」

こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

　

小
山
氏
は
、「
二
夜
百
首
」
は
「
速
詠
で
あ
っ
た
た
め
に
、
沈
思

や
推
敲
を
重
ね
ず
に
詠
ん
だ
詠
作
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
特
に
、
訓

読
調
の
残
っ
た
歌
」
に
対
し
て
は
「
完
成
度
が
低
い
」
と
自
覚
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
良
経
の
歌
の
完
成
度

を
問
題
と
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
肝
要
な
の
は
、
速
詠
の
試
み
が
、

定
数
歌
に
は
本
来
不
要
な
和
歌
同
士
の
「
つ
ら
な
り
」
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
っ
て
い
く
、
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事

実
で
あ
る
。

　

新
古
今
時
代
の
和
歌
の
詠
作
が
、い
か
に
連
歌
的
な
「
つ
ら
な
り
」

と
近
い
関
係
の
中
で
営
ま
れ
て
き
た
の
か
、
こ
れ
ら
幾
つ
か
の
例
か

ら
で
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
つ
ら
ね
る
」
へ

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
じ
め
に
触
れ
た
「
芸
能
」
と
は
、
一
見
無
縁

な
話
題
を
書
き
つ
ら
ね
て
き
た
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
本
題
に
入

る
。

　

先
に
、「
つ
け
る
」
か
ら
「
つ
ら
ね
る
」
へ
の
移
行
が
、
一
句
連

歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
の
転
換
を
も
た
ら
す
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
。
無

論
、「
つ
ら
ね
る
」
行
為
の
前
提
に
は
「
つ
け
る
」
こ
と
が
包
含
さ

れ
て
お
り
、
截
然
と
分
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

鎖
連
歌
の
登
場
が
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
を
な

す
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

連
歌
研
究
の
早
い
段
階
で
、
こ
の
一
句
連
歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
の
転

換
の
契
機
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い

た
。
問
題
提
起
の
先
駆
者
、
山
田
孝
雄
氏
は
、
下
句
起
こ
し
の
一
句

連
歌
の
登
場
と
、
聯
句
か
ら
の
影
響
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
説
か

れ
た
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
『
連
歌
及
び
連
歌
史
』
一
九
三
二
年
、

岩
波
書
店
）
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
能
勢
朝
次
氏
『
聯
句
と
連
歌
』

（
一
九
五
〇
年
、
要
書
房
。
後
、
著
作
集
第
七
巻
に
収
録
）
の
批
判

以
来
、
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
要
は
、
複
数
の
参
加
者
に
よ
り
漢
詩

句
を
付
け
進
め
て
い
く
聯
句
の
遊
び
は
、
連
歌
の
影
響
の
も
と
に
日

本
で
発
生
し
た
も
の
で
、
成
立
に
関
し
て
の
影
響
関
係
か
ら
す
れ
ば

逆
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
な
に
ぶ
ん
に
も
「
聯
句
の

影
響
を
考
え
る
に
は
、
資
料
が
不
足
し
て
い
て
、
す
べ
て
臆
測
の
域

を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
木
藤
才
蔵
氏
『
連
歌
史
論
考　

上
』

増
補
改
訂
版
一
九
九
三
年
、
明
治
書
院
）
と
い
う
の
が
、
研
究
の
現

状
で
あ
る
。

　

前
者
は
、
始
発
期
の
連
歌
が
上
句
（
五
七
五
）
の
前
句
に
下
句

（
七
七
）
で
付
け
る
形
式
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
下
句
を
前
句
と
し

て
上
句
で
応
ず
る
形
式
が
登
場
し
、
そ
う
し
た
付
け
方
が
定
着
す
る

こ
と
に
よ
り
、
上
句
→
下
句
で
そ
れ
ま
で
完
結
し
て
い
た
も
の
が
、

上
句
→
下
句
→
上
句
と
い
う
よ
う
に
、
三
句
以
降
へ
「
つ
ら
ね
る
」
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契
機
と
な
っ
た
と
す
る
見
解
で
、
確
か
に
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
。

　

ま
た
伊
地
知
鐵
男
氏
『
連
歌
の
世
界
』（
一
九
六
七
年
、
吉
川
弘

文
館
）
は
、
選
子
内
親
王
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
等
に
よ
り
、
三
人

以
上
の
参
加
者
に
よ
る
前
句
付
け
（

上
句
で
も
下
句
で
も
よ
い
が
、
共
通
の
前
句

を
課
題
と
し
て
、
複
数
人
で
付
け
競
う
遊
び

）
の
事

例
の
存
在
を
指
摘
し
、
多
人
数
参
加
に
よ
る
一
句
連
歌
の
会
席
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
鎖
連
歌
へ
の
動
因
と
し
て
注

目
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
伊
地
知
氏
が
指
摘
す
る
の
は
、『
後

撰
集
』
巻
三
に
見
ら
れ
る
、
三
人
の
人
物
（
藤
原
定
方
・
藤
原
兼
輔
・

紀
貫
之
）
に
よ
る
一
連
の
贈
答
歌
の
存
在
で
あ
る
。
一
般
に
、
贈
答

歌
は
二
人
で
の
応
答
と
し
て
作
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
後
撰
集
に
収
載

さ
れ
た
そ
れ
は
、
藤
の
花
咲
く
遣
り
水
の
ほ
と
り
で
の
酒
宴
の
席
、

座
興
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
中
で
、
正
客
の
定
方
が
藤
の
花
に
ち
な

み
挨
拶
を
送
る
。
す
る
と
主
の
兼
輔
が
歓
待
の
挨
拶
を
返
し
、
そ
こ

に
相
伴
の
貫
之
が
主
客
双
方
に
配
慮
し
た
歌
を
添
え
る
趣
で
、
和
歌

三
首
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

鎖
連
歌
の
発
句
・
脇
・
第
三
に
主
・
客
・
相
伴
の
意
識
が
確
立
す

る
の
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
後
代
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
伊
地
知

氏
は
そ
こ
に
鎖
連
歌
発
生
の
「
内
面
的
契
機
を
内
包
す
る
も
の
」
を

見
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
主
・
客
・
相
伴
の
形
に
拘
ら
な
け
れ
ば
、

歌
が
日
常
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
時
代
、
そ
の
場
の
興
で
三
人
以
上

の
者
が
歌
に
よ
る
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
は
、
頻
繁
に
起
こ
り
え
た

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
す
べ
て
の
事
例
を
掲
げ
て
い
て
は
煩
わ
し
い
の
で
、『
大

斎
院
前
の
御
集
』の
前
句
付
け
の
例
の
み
具
体
的
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

寛
和
元
（
九
八
五
）
年
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
て
い
る
、
激
し
い
雨
の
日

の
こ
と
、
雨
漏
り
の
水
滴
を
受
け
る
た
め
古
い
湯ゆ

ぶ
ね槽

が
持
ち
出
さ
れ
、

選
子
内
親
王
の
お
側
近
く
に
据
え
て
あ
っ
た
と
い
う
。
湯
槽
を
見
た
内

親
王
は
、

か
づ
き
わ
び
な
け
な
の
浦
に
身
を
捨
て
し
海
人
舟
と
こ
そ
い
ふ
べ

か
り
け
れ

と
詠
み
、「
人
々
付
け
よ
」
と
命
じ
た
そ
う
だ
。
続
け
て
上
句
が
三
句

並
べ
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
親
王
詠
の
下
句
に
対
し
、
上
句
を

付
け
よ
と
の
下
命
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。

　

選
子
自
身
の
歌
は
、「
な
け
な
の
浦
」
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
け

れ
ど
も
、
雨
漏
り
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
湯
槽
を
、
漁
労
に
携
わ
れ

な
く
な
っ
た
海
士
に
捨
て
ら
れ
た
舟
（
あ
ま
ぶ
ね
）
の
よ
う
だ
と
洒
落

て
み
せ
た
一
首
。「
か
づ
き
」
は
「
潜
き
」
の
意
で
海
に
も
ぐ
る
こ
と

だ
が
、「
被
き
」
を
掛
け
て
雨
漏
り
と
は
い
え
「
頭
に
か
ぶ
る
わ
け
に

も
い
か
ず
…
」
の
意
を
ひ
そ
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
か
。
と
す
れ

ば
、
な
お
の
こ
と
座
興
の
遊
戯
的
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
命
じ
ら
れ

て
は
じ
め
に
詠
ん
だ
の
は
「
進
」
と
い
う
女
房
、

　
　

置
き
所
知
ら
ざ
り
つ
れ
ど
こ
れ
に
よ
り

ど
こ
に
あ
っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
こ
ん
な
雨
の
日
に
活
躍
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
だ
か
ら
、（
ま
さ
に
「
あ
ま
ぶ
ね
」
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
）
と
、

前
の
下
句
に
付
く
。
次
の
句
に
は
作
者
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
続
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け
て
「
進
」
の
詠
ん
だ
句
と
も
見
え
る
が
、
状
況
か
ら
考
え
て
や
は
り

別
人
の
句
で
あ
ろ
う
。

　
　

う
ら
み
つ
つ
世
を
う
み
わ
た
る
わ
が
身
を
ば

つ
れ
な
い
あ
の
人
を
恨
み
な
が
ら
、
こ
の
世
を
疎
ん
じ
過
ご
す
私
、「
浦

を
見
（
う
ら
み
）」
な
が
ら
「
海
を
渡
（
う
み
わ
た
る
）」
の
だ
か
ら
、（
こ

ん
な
私
を
、
ま
さ
に
寄
る
辺
な
い
海
士
舟
と
い
う
べ
き
な
の
で
す
）
と

い
う
句
。「
海
渡
る
」
と
「
倦
み
わ
た
る
」
の
掛
詞
は
、『
後
撰
集
』
所

収
の
小
町
歌
に
も
例
の
あ
る
表
現
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
左
門
」
と
い

う
女
房
の
句
、

　
　

立
ち
ま
さ
る
波
の
た
よ
り
に
寄
る
見
れ
ば

私
家
集
注
釈
叢
刊
の
註
（
石
井
文
夫
氏
・
杉
谷
寿
郎
氏
）
が
説
く
よ
う

に
、「
雨
漏
り
が
い
っ
そ
う
激
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
」を
ふ
ま
え
て「
立

ち
ま
さ
る
波
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
波
（
雨
漏
り
）
の
お

か
げ
で
寄
っ
て
き
た
の
を
見
れ
ば
、（
こ
れ
こ
そ
あ
ま
舟
と
い
う
べ
き

な
の
だ
）
と
な
る
。
催
し
の
行
わ
れ
た
時
間
帯
が
不
明
だ
が
、「
寄
る
」

に
「
夜
」
が
重
ね
て
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
後
、
選

子
か
ら
は
、
皆
一
首
ず
つ
歌
を
詠
む
よ
う
命
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
記

さ
れ
た
歌
は
ど
れ
も
湯
槽
を
舟
と
見
立
て
る
趣
向
で
共
通
し
て
い
る
。

遊
び
の
感
覚
の
中
で
心
を
寄
せ
合
い
、
歌
を
「
つ
ら
ね
」
て
い
く
状
況

は
、
こ
れ
も
鎖
連
歌
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
と
よ
り
い
ず
れ
も
論
証
の
限
り
で
な
い
し
、
鎖
連
歌
へ
の
推
移

の
要
因
も
ひ
と
つ
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な

い
。
た
だ
し
、
伊
地
知
氏
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
、
催
し
の
場
の
雰
囲

気
が
深
く
関
与
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の

こ
と
が
私
に
は
何
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多

人
数
が
集
ま
り
遊
戯
的
空
気
の
醸
し
出
さ
れ
た
場
、
そ
れ
こ
そ
が
芸

能
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
「
座
」
と
密
接
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
芸
能
史
論
の
一
巻
た
る
『「
座
」
の
環
境
』（
一
九
八
六
年
、

淡
交
社
）
に
お
い
て
、
芸
能
を
座
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
論
じ
た
林

屋
辰
三
郎
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
能
座
の
「
共
同
体
的
構
造
」
に
論

を
及
ぼ
し
「
巡
事
的
進
行
」
を
日
本
的
芸
能
の
特
徴
と
指
摘
し
て
い

た
（
五
八
頁
）。「
巡ず

ん

事じ

」
と
は
、同
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
一
連
鎖
の
一
環
一
環
を
数
え
る
如
く
、
共
同
体
の
一
員
一
員
が
順

序
を
保
ち
つ
つ
事
を
運
ぶ
姿
」
の
こ
と
。
前
の
句
か
ら
の
連
想
に
よ

り
「
つ
け
」
な
が
ら
、
順
次
詠
み
手
が
廻
っ
て
い
く
鎖
連
歌
の
形
態

と
は
、
実
は
林
屋
氏
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
「
巡
事
」
の
典
型
的

一
例
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
構
造
の
成
立

は
、
相
当
に
古
く
溯
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。『
宇
津
保
物
語
』
蔵

開
上
の
巻
に
記
さ
れ
た「
ず
ん
の
和
歌
」（

宴
席
等
に
お
い
て
、
参
会
者
が

順
繰
り
に
和
歌
を
詠
む
催
し

）
な
ど
は
、

ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
歌
に
限
ら
ず
、
物
語
の
場

と
「
巡
事
」
と
が
深
く
関
わ
る
こ
と
も
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
（
森
正

人
氏
『
場
の
物
語
論
』
二
〇
一
二
年
、
若
草
書
房
）。

　

巡
事
は
た
だ
単
に
担
い
手
が
め
ぐ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら

は
お
の
ず
と
発
想
の
連
鎖
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
取
材
し
巡
の
物
語
の
場
を
背
景
と
し
た
小
説
、芥
川
龍
之
介
「
竜
」
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の
末
尾
は
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
描
い
て
見
せ
た
。

　

宇
治
大
納
言
隆
国
「
成
程
之
は
面
妖
な
話
ぢ
や
。
昔
は
あ
の

猿
沢
池
に
も
、
竜
が
棲
ん
で
居
つ
た
と
見
え
る
な
。
何
、
昔
も

ゐ
た
か
ど
う
か
分
ら
ぬ
。
い
や
、
昔
は
棲
ん
で
居
つ
た
に
相
違

あ
る
ま
い
。
昔
は
天
が
下
の
人
間
も
皆
心
か
ら
水
底
に
は
、
竜

が
住
む
と
思
う
て
居
つ
た
。
さ
す
れ
ば
竜
も
を
の
づ
か
ら
天
地

の
間
に
飛
行
し
て
、
神
の
如
く
折
々
は
不
思
議
な
姿
を
現
し
た

筈
ぢ
や
。
が
、
予
に
談
議
を
致
さ
せ
る
よ
り
は
、
そ
の
方
ど
も

の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
い
。
次
は
行
脚
の
法
師
の
番
ぢ
や
な
。

　
「
何
、
そ
の
方
の
物
語
は
、
池
の
尾
の
禅
智
内
供
と
か
申
す

鼻
の
長
い
法
師
の
事
ぢ
や
？　

こ
れ
は
又
鼻
蔵
の
後
だ
け
に
、

一
段
と
面
白
か
ろ
う
。
で
は
早
速
話
し
て
く
れ
い
。
―
―
」

（
岩
波
書
店
旧
版
全
集
に
よ
る
）

　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

一
句
連
歌
か
ら
鎖
連
歌
へ
、「
つ
け
る
」
遊
び
か
ら
「
つ
ら
ね
る
」

遊
び
へ
、
そ
れ
は
連
歌
の
場
が
芸
能
的
構
造
を
引
き
受
け
る
劇
的
転

換
の
節
目
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
以
て
、
今
回
の
話
の
結
び
と
し

よ
う
。
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