
『
筑
波
問
答
』
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
年
代
の
齪
齪
に
つ
い
て岩

下

紀

之

　
二
条
良
基
の
主
著
と
も
言
う
べ
き
『
筑
波
問
答
』
は
、
現
在
も
広
く
読
み
継
が

れ
、
本
文
は
『
群
書
類
従
』
『
古
典
文
庫
』
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
解
説
や
、
文
学
辞
典
類
の
項
目
の
説
明
は
大
体
の
と
こ
ろ
一

致
し
て
い
て
、
こ
の
書
の
成
立
を
こ
う
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
文
で
『
菟

玖
波
集
』
と
、
等
持
院
殿
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
文
和
五
年
（
＝
二
五
六
）
以

後
、
尊
氏
亮
去
後
に
等
持
院
殿
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
延
文
三
年
（
＝
二
五

八
）
以
後
、
一
方
奥
書
に
「
応
安
第
五
天
初
春
仲
旬
之
候
、
以
或
人
秘
本
書
之
畢

　
松
門
隠
士
道
弁
」
と
い
う
よ
う
に
応
安
五
年
（
＝
二
七
二
）
書
写
の
旨
が
見
え

る
の
で
そ
れ
以
前
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
説

が
通
説
に
な
る
の
は
当
然
で
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
理
由
は
な
い
。
さ
ら
に
、
本

文
中
に
『
詩
人
玉
屑
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
『
愚
管
記
』
に
良
基

が
近
衛
道
嗣
に
同
書
の
借
用
を
申
し
込
ん
だ
記
事
の
あ
る
こ
と
を
結
び
付
け
て
、

　
　
　
　
　
ユ
　

木
藤
才
蔵
氏
は
延
文
四
年
以
降
の
作
で
あ
ろ
う
と
し
、
奥
書
の
道
弁
な
る
人
物
の

名
を
借
り
た
、
良
基
自
記
で
あ
る
可
能
性
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
強
に

　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
二
十
一
号
　
一
九
九
六

よ
っ
て
成
立
論
は
一
層
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
通
説
・
定
説
に
対
し
て
本
文
批
判
の
立
場
か
ら
異
説
を
提
出
し
、
そ

れ
に
対
し
て
の
応
酬
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
局
面
が
切
り
開
か
れ
る

こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
以
上
の
学
恩
の
も
と
で
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
以

下
『
古
典
大
系
本
』
の
章
段
と
見
出
し
に
従
い
、
本
文
を
引
用
す
る
。

　
最
初
に
「
1
5
　
連
歌
の
式
目
」
の
条
に
、
連
歌
式
目
の
題
目
を
掲
げ
な
が
ら
、

本
文
を
欠
く
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
従
来
は
こ
の
こ
と
を
、

　
　
原
本
に
は
こ
の
題
目
の
も
と
に
、
連
歌
の
式
目
を
掲
げ
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

　
　
元
・

　
　
元
来
、
連
歌
式
目
そ
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
た
と
推
察
し
、
…
…
そ
の
式

　
　
目
が
後
日
、
応
安
新
式
と
し
て
本
書
か
ら
分
離
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら

　
　
．
、
㌍
・

と
い
う
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
し
か
し
『
筑
波
問
答
』
は
異
本
の
少
な
い
古
典
で

あ
り
、
こ
の
条
に
式
目
の
本
文
が
残
存
し
て
い
る
写
本
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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こ
の
本
文
形
態
に
つ
き
、
両
先
学
の
解
釈
は
単
な
る
推
定
を
述
べ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
と
は
逆
の
方
向
か
ら
す
る
推
論
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
私
見
は
、
こ
の
条
は
良
基
の
当
初
の
予
定
は
こ
こ
に
式
目
を
記
述
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
そ
れ
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
連
歌
論

は
実
作
の
た
め
の
指
南
書
で
あ
り
、
『
連
理
秘
抄
』
に
式
目
の
部
が
記
述
さ
れ
て

い
る
の
と
お
な
じ
く
、
『
筑
波
問
答
』
で
も
式
目
の
部
を
備
え
る
計
画
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
現
存
の
本
書
は
未
定
稿
で
あ
り
、
最
終
的
な
編
集
作
業
を
終
え
て
い

な
い
も
の
と
推
量
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
本
書
全
体
に
適
用
し
、
意
義
あ
る

局
面
を
開
拓
し
う
る
か
ど
う
か
、
作
業
を
進
め
て
み
よ
う
。

1

　
「
1
　
序
」
は
常
陸
か
ら
上
京
し
た
翁
と
、
作
者
ら
し
い
人
物
と
の
対
話
で
、

こ
の
作
品
が
あ
た
か
も
鏡
物
の
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
た
だ
序
が
終
る
と
、
「
問
ひ
て
云
は
く
」
に
対
し
て
、
「
翁
（
「
2
　
連

歌
は
我
が
国
だ
け
で
翫
ぶ
も
の
か
」
段
の
み
）
答
へ
て
云
は
く
」
と
い
う
問
答
体

に
な
る
。
戯
曲
的
な
記
述
は
序
文
の
み
な
の
で
、
必
し
も
本
文
と
の
整
合
性
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
翁
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
お
こ

う
。
場
面
の
年
代
、
ま
た
翁
の
年
齢
に
関
連
す
る
文
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

一
　
此
の
翁
、
年
は
八
九
十
に
も
成
り
ぬ
ら
ん
と
見
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

二
　
「
若
き
よ
り
山
水
に
心
を
す
ま
し
て
、
よ
う
つ
の
所
へ
あ
く
が
れ
て
、
八

　
九
十
年
に
も
な
り
ぬ
ら
ん
。
」

三
　
翁
の
姿
を
み
る
に
、
今
は
定
め
て
九
十
に
も
あ
ま
り
給
ひ
ぬ
ら
ん
。

四
　
「
後
の
鳥
羽
院
の
末
つ
か
た
の
事
よ
り
此
の
か
た
の
事
は
、
い
た
く
忘
れ

侍
ら
ぬ
な
り
。
」

五
　
「
此
の
御
所
の
あ
り
さ
ま
も
、
後
の
鳥
羽
の
御
時
よ
り
よ
く
見
侍
り
し
な

　
り
。
此
の
水
は
、
昔
よ
り
名
池
に
て
侍
り
し
か
ど
も
、
こ
と
さ
ら
に
承
元
二

　
年
の
此
か
と
よ
、
後
鳥
羽
院
、
三
条
坊
門
殿
と
て
、
と
ぎ
み
が
き
造
ら
せ
給

　
ひ
て
、
詩
歌
管
絃
の
御
遊
所
に
て
侍
り
き
。
」

六
　
「
後
の
嵯
峨
の
御
時
は
、
こ
の
泉
殿
に
て
、
御
連
歌
年
ご
と
に
、
庚
申
の

　
日
は
必
ず
待
り
し
な
り
。
」

　
右
は
私
意
に
よ
っ
て
各
文
に
通
し
番
号
を
付
し
、
か
つ
翁
の
発
言
に
は
「
　
」

を
ほ
ど
こ
し
た
。
通
読
し
て
み
る
と
、
主
人
と
翁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
か
ら
、
こ

の
翁
が
八
九
十
歳
頃
の
年
齢
で
あ
る
こ
と
に
、
相
違
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
一
と
三

で
は
「
八
九
十
」
と
「
九
十
に
も
あ
ま
り
」
で
微
差
が
あ
り
、
二
で
「
若
き
よ
り

山
水
に
心
を
す
ま
し
て
、
…
…
八
九
十
年
に
も
な
り
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
の
で
、
現

在
の
年
齢
は
百
歳
を
越
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
微
差
は
作
者

の
意
図
的
な
書
き
分
け
と
も
考
え
に
く
く
、
単
純
に
翁
の
年
を
八
九
十
く
ら
い
と

設
定
し
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。
作
者
は
よ
く
言
え
ば
大
ら
か
で
、
微
細
な
傷
に

は
こ
だ
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
引
用
し
た
五
に
、
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
と
い
う
年
号
が
明
記
さ
れ
る
の
は



見
逃
せ
な
い
。
こ
こ
に
『
筑
波
問
答
』
の
場
面
設
定
は
一
つ
の
基
点
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
年
の
管
絃
の
御
遊
び
を
翁
が
目
撃
し
た
と
す
る
と
、
文
二

か
ら
今
は
そ
れ
よ
り
八
九
十
年
経
過
し
た
と
し
て
、
一
二
八
八
年
か
ら
一
二
九
八

年
、
正
応
か
ら
正
安
年
間
と
い
う
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
『
菟
玖
波
集
』
と
足
利
尊
氏
の
莞
去
後
と
い
う
年
代
と
は
明
ら
か
に
両
立

し
え
な
い
。

　
お
よ
そ
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
、
こ
の
翁
を
仮
に
百
数
十
歳
と
い
う
よ
う
に
設

定
す
る
の
は
何
の
困
難
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
序
文
で
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
連
歌
史
の
年
代
は
、
六
に
見
る
よ
う
に
後
嵯
峨
の
御
代
ま
で
で
あ
り
、
翁
の
年

齢
と
矛
盾
は
ひ
き
お
こ
さ
な
い
。
作
者
は
破
綻
な
く
、
こ
の
序
文
の
時
代
設
定
を

鎌
倉
時
代
後
期
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
文
を
読
み
進
む
と
、
場
面
の
年
代
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
行
く
だ
ろ
う
か
。

「
3
　
連
歌
の
起
り
と
伝
来
」
の
条
に
は
注
目
す
べ
き
次
の
諸
文
が
あ
る
。

七
　
近
く
は
、
為
世
・
為
相
・
為
藤
卿
な
ど
思
ひ
く
の
式
目
を
作
ら
れ
な
ど

　
し
て
、
賞
翫
せ
ら
れ
し
こ
と
は
、
無
下
に
近
き
事
な
れ
ば
、
さ
だ
め
て
御
覧

　
じ
も
及
ば
せ
給
ひ
ぬ
ら
ん
。
又
、
鷲
尾
の
花
の
本
に
も
、
院
の
御
車
な
ど
立

　
て
ら
れ
た
る
事
も
侍
り
き
。
又
、
後
光
明
照
院
殿
は
年
ご
と
に
御
車
立
て
ら

　
れ
て
、
御
発
句
な
ど
も
あ
り
し
に
や
。
関
東
に
も
代
々
の
管
領
こ
と
に
好
ま

　
れ
し
事
な
れ
ば
、
申
す
に
及
び
侍
ら
ず
。

八
　
近
く
は
、
等
持
院
殿
こ
と
に
御
数
奇
に
て
、
勅
撰
の
執
奏
も
あ
り
し
に
や
。

　
善
阿
と
い
ひ
し
者
、
な
ら
び
な
き
上
手
に
て
、
門
弟
ど
も
今
に
此
の
道
の
堪

　
　
「
筑
波
問
答
」
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
年
代
の
齪
酷
に
つ
い
て

能
に
て
侍
る
に
こ
そ
。
但
、
連
歌
の
や
う
は
、
師
説
を
受
け
た
れ
ど
も
、
す

　
べ
て
時
に
し
た
が
い
風
の
移
り
変
は
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
物
に
な
り
ゆ
き
侍
る
な

　
り
。
救
済
も
善
阿
が
弟
子
と
う
け
給
は
り
つ
れ
ど
も
、
そ
の
姿
は
、
は
た
と

　
あ
ら
ぬ
物
に
て
ぞ
侍
る
。

九
　
凡
連
歌
は
此
の
比
の
姿
は
本
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。
勅
撰
を
選
ば
れ
て
多

　
く
の
姿
を
残
し
お
か
れ
た
れ
ば
、
後
の
人
は
今
を
仰
ぐ
べ
き
に
や
。

　
右
の
引
用
例
に
は
大
き
な
矛
盾
が
露
呈
し
て
い
る
。
七
と
八
は
連
続
し
た
文
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
と
も
に
「
近
く
は
」
で
は
じ
ま
り
な
が
ら
、
七
で
と
り
あ

げ
ら
れ
る
の
は
為
世
・
為
相
・
為
藤
と
い
っ
た
御
子
左
家
の
歌
人
達
、
花
の
本
連

歌
に
臨
幸
す
る
院
と
二
条
道
平
、
執
権
北
条
氏
と
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
末
期
の
人
々

で
あ
り
事
跡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
無
下
に
近
き
事
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
あ
り
な
が
ら
八
と
九
で
は
等
持
院
殿
と
『
菟
玖
波
集
』
を
近
い
事
と
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

り
、
し
か
も
こ
の
准
勅
撰
集
を
『
古
今
集
仮
名
序
』
を
踏
ま
え
て
謳
歌
し
て
い
る
。

　
七
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
の
没
年
の
下
限
を
お
さ
え
て
お
く
と
、
為
世
が
暦
応
元

年
（
＝
三
二
八
）
莞
去
で
、
八
十
九
歳
。
二
条
道
平
が
建
武
二
年
（
＝
≡
二
五
）

亮
去
で
四
十
八
歳
。
そ
の
一
方
で
、
為
世
・
為
相
・
為
藤
ら
が
連
歌
の
式
目
を

作
っ
た
こ
と
を
「
無
下
に
近
き
事
」
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。
建
治
・
弘
安
の
年
号

を
冠
し
た
式
目
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
北
林
と
号
さ
れ
た
式
目
が
仮
り
に
正
応
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

（一

�
纉
�
j
に
制
定
さ
れ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
鎌
倉
後
期
の
事
跡
が
「
無

下
に
近
」
く
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
建
武
を
そ
う
過
ぎ
な
い
頃
に
七
の
文
は
想

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
一
方
、
八
の
文
に
続
く
九
に
『
古
今
集
』
仮
名
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝
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が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
『
菟
玖
波
集
』
を
完
成
さ
せ
た
高
揚
感
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
、
こ
ち
ら
は
完
成
直
後
の
延
文
年
間
の
成
立
で
は
な
い
か
と
想

像
す
る
。
こ
こ
で
は
七
の
時
代
設
定
を
建
武
ご
ろ
と
仮
定
し
て
甲
類
と
し
、
八
・

九
の
延
文
ご
ろ
を
乙
類
と
し
て
検
討
を
続
け
て
み
よ
う
。

2

　
本
文
中
に
は
何
人
か
の
人
名
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
存
期
間
を
調
査
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
5
　
連
歌
は
菩
提
の
因
縁
に
な
る
と
い
う
こ
と
」
の
条
に
、

　
十
　
近
く
は
仏
国
禅
師
・
夢
窓
国
師
な
ど
昼
夜
も
て
あ
そ
ば
れ
し
事
、
さ
だ
め

　
　
て
様
あ
る
ら
ん
、
さ
だ
め
て
得
も
侍
る
ら
し
。

　
「
6
　
初
心
の
時
の
稽
古
」
の
条
に
、

　
十
一
　
昔
難
波
の
三
位
入
道
殿
、
人
に
鞠
を
教
へ
給
ひ
し
を
承
り
し
に
、

　
「
1
2
　
連
歌
の
人
数
」
の
条
に
、

　
十
二
　
難
波
の
三
位
入
道
の
、
「
鞠
は
淀
川
の
水
の
様
に
あ
る
べ
し
」
と
常
に

　
　
申
さ
れ
し
な
り
。

「
9
　
発
句
に
つ
い
て
」
の
条
に
、

十
三
　
昔
の
発
句
は
み
な
大
様
に
侍
り
。
為
相
卿

　
　
　
　
霞
む
と
も
雲
を
ば
出
で
よ
春
の
月

　
　
と
言
ひ
、
二
条
の
後
光
明
照
院
関
白
殿
の
、

　
　
　
九
重
に
つ
も
れ
ば
深
し
庭
の
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
な
ど
せ
さ
せ
給
ひ
た
る
を
こ
そ
、
昔
の
秀
逸
と
は
申
し
け
れ
。

　
「
1
4
　
真
実
の
風
体
」
の
条
は
小
さ
な
句
選
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
近
来
髄
」
と

し
て
、
前
大
納
言
為
世
、
善
阿
法
師
ま
で
を
引
い
て
い
る
。
「
1
5
　
連
歌
の
式
目
」

の
条
に
、

　
十
四
　
鎌
倉
に
は
為
相
卿
、
藤
が
谷
の
式
目
と
て
、
北
林
と
号
し
て
出
だ
さ
れ

　
　
た
り
。
当
時
用
ゐ
た
る
新
式
は
、
大
納
言
為
世
卿
作
ら
れ
侍
る
に
や
。

　
右
の
よ
う
に
年
代
測
定
の
手
が
か
り
に
な
る
文
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
本
文

は
か
な
り
混
乱
し
て
い
る
。
為
相
や
二
条
道
平
な
ど
を
七
で
は
「
無
下
に
近
き
事
」

と
言
い
な
が
ら
、
十
三
で
は
「
昔
の
発
句
」
と
言
う
。
鎌
倉
時
代
の
仏
国
禅
師
を

「
近
く
」
と
言
い
な
が
ら
、
建
武
年
間
に
生
存
し
て
い
る
難
波
三
位
入
道
を
「
昔
」

と
い
う
。
本
書
は
や
は
り
未
定
稿
で
あ
り
、
最
終
的
な
推
敲
を
経
て
い
な
い
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
昔
と
か
近
い
と
か
言
う
の
は
所
詮
主
観
的
な
表
現
で

あ
る
。
そ
う
し
た
形
容
を
取
り
除
き
、
人
物
そ
の
も
の
に
ま
ず
焦
点
を
あ
わ
せ
て

み
よ
う
。
す
る
と
八
に
足
利
尊
氏
と
救
済
が
一
度
だ
け
あ
ら
わ
れ
る
が
、
他
は
す

べ
て
そ
れ
以
前
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

3

　
先
に
七
の
時
代
を
建
武
ご
ろ
と
し
、
甲
類
と
名
づ
け
て
み
た
。
前
節
に
掲
げ
た

各
引
用
文
中
の
人
物
を
、
こ
こ
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
十
は
仏

国
禅
師
と
夢
窓
国
師
で
あ
る
。
夢
窓
は
観
応
二
年
（
＝
二
五
一
）
に
七
十
七
歳
で

死
去
し
て
い
る
か
ら
、
南
北
朝
時
代
に
も
生
き
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
仏
国
と
夢



窓
は
師
弟
関
係
に
あ
り
、
夢
窓
は
鎌
倉
時
代
に
す
で
に
臨
済
宗
の
大
立
物
に
な
っ

て
い
る
。
国
師
号
も
後
醍
醐
天
皇
よ
り
賜
わ
り
、
生
ま
れ
た
の
は
建
治
元
年
（
一

二
七
五
）
で
あ
っ
て
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
生
ま
れ
の
二
条
道
平
よ
り
は
年

長
な
の
で
あ
る
。
建
武
年
間
に
時
間
を
設
定
し
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

　
難
波
三
位
入
道
は
、
和
歌
に
お
け
る
五
条
三
位
が
特
定
の
個
人
を
指
し
示
し
て

揺
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
就
鞠
の
道
で
特
定
力
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
現

代
か
ら
み
て
疑
念
も
感
ず
る
。
し
か
し
、
難
波
家
の
系
図
を
遡
っ
て
、
宗
長
、
頼

輔
と
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
人
々
が
い
る
が
、
難
波
三
位
と
呼
ば
れ
た
跡
が
な
い
よ

う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
物
を
藤
原
宗
緒
と
す
る
『
大
系
本
』
の
考
証
は

動
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
人
物
は
『
公
卿
補
任
』
建
武
三
年
条
に
「
建
武
三
年

月
日
　
出
家
」
と
あ
る
の
み
で
正
確
な
月
日
の
記
載
な
く
、
亮
去
の
年
も
不
明
で

あ
る
。
建
武
以
降
の
消
息
は
内
乱
の
中
で
所
伝
を
失
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
出

家
時
の
年
齢
が
四
十
七
歳
と
い
う
の
だ
か
ら
就
鞠
の
よ
う
な
芸
能
で
は
、
そ
れ
以

降
の
活
躍
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
物
も
ま
た

建
武
年
間
に
視
点
を
お
い
た
と
し
て
も
視
野
に
納
ま
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
条
文
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
は
、
善
阿
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代

の
人
で
あ
る
か
ら
何
ら
問
題
な
く
、
十
四
の
式
目
も
、
も
と
よ
り
矛
盾
な
く
首
肯

で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
南
北
朝
連
歌
論
の
代
表
作
と
さ
れ
る
本
書
は
、

多
く
の
場
面
が
建
武
ご
ろ
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
著
作
年
代
そ
の
も
の

が
建
武
に
遡
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
良
基
は
元
応
二
年
（
＝
三
一
〇
）
に
生
ま

れ
、
建
武
四
年
は
十
八
歳
で
あ
る
。
ま
た
『
連
理
秘
抄
』
に
比
べ
て
発
展
し
た
論

書
で
あ
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
面
設
定
の
ね
ら

　
　
　
「
筑
波
問
答
』
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
年
代
の
齪
顧
に
つ
い
て

い
と
、
著
作
年
代
に
つ
き
、
新
た
な
検
討
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

4

　
こ
れ
ま
で
の
考
証
を
要
約
し
て
み
る
と
、
『
筑
波
問
答
』
の
な
か
に
は
、

　
序
　
鎌
倉
後
期
（
正
安
か
ら
正
応
年
間
ご
ろ
）

　
甲
類
　
　
（
文
七
・
十
か
ら
十
四
ま
で
）
建
武
ご
ろ

　
乙
類
　
　
（
文
八
・
九
）
延
文
ご
ろ

　
と
い
う
よ
う
に
、
三
つ
の
時
間
軸
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
程
度
の
規
模
の
作
品

に
、
こ
れ
ら
の
軸
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
が
単
一
の
構
想
の
も
と

で
執
筆
し
た
と
想
定
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
後
期
の
人
物
が
鎌
倉
末

期
の
人
物
を
「
昔
」
と
い
っ
て
み
た
り
、
足
利
尊
氏
を
等
持
院
殿
と
よ
ん
だ
り
す

る
。
自
己
撞
着
は
あ
ら
わ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
実
を
く
ま
な
く
数
え
上
げ
る
に

は
及
ぶ
ま
い
。
む
し
ろ
三
段
階
の
執
筆
を
仮
定
し
、
そ
れ
を
良
基
の
履
歴
と
重
ね

あ
わ
せ
て
検
証
し
、
妥
当
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
浮
ぴ
あ
が
る
著
作
意
図
を
追
求
す
べ

き
で
あ
る
。

　
良
基
の
連
歌
論
は
当
座
の
実
作
を
あ
く
ま
で
も
重
視
し
、
そ
の
主
旨
は
年
代
を

経
て
も
変
ら
な
い
。
『
筑
波
問
答
』
を
は
さ
ん
で
、
初
期
と
後
期
の
論
書
か
ら
列

挙
し
て
み
よ
う
。

　
『
連
理
秘
抄
』
に

　
　
常
に
好
み
も
て
あ
そ
び
て
、
上
手
に
ま
じ
る
べ
し
。
只
堪
能
に
練
習
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
座
功
を
つ
む
よ
り
の
稽
古
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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『
筑
波
問
答
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ザ

　
　
た
だ
当
座
の
逸
興
を
催
す
ま
で
な
れ
ば
、
さ
の
み
執
着
執
心
な
き
事
…
…
。

　
『
十
間
最
秘
抄
』
に
、

　
　
た
と
へ
ば
田
楽
・
猿
楽
の
ご
と
し
。
連
歌
も
一
座
の
興
た
る
あ
ひ
だ
、
只
当

　
　
座
の
面
白
き
を
上
手
と
は
申
す
べ
し
。
い
か
に
秘
事
が
ま
し
く
申
す
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
　
当
座
聞
き
わ
う
か
ら
む
は
い
た
づ
ら
事
な
り
。

　
し
た
が
っ
て
、
初
心
者
へ
の
勧
め
は
こ
う
な
る
。
『
連
理
秘
抄
』
に
、

　
　
初
心
の
程
、
あ
な
が
ち
に
思
案
す
べ
か
ら
ず
。
初
一
念
と
い
ふ
が
ご
と
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
思
ひ
寄
る
と
こ
ろ
を
、
と
か
く
案
じ
乱
す
事
な
く
て
、
や
が
て
出
だ
す
べ
し
。

　
『
筑
波
問
答
』
に
、

　
　
初
心
の
人
、
お
ほ
く
は
連
歌
の
つ
ま
り
侍
る
也
。
か
ま
へ
て
初
学
に
は
う
き

　
　
く
と
句
ば
や
に
、
ち
と
ど
こ
と
も
な
き
や
う
な
る
事
を
散
々
に
し
て
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
手
に
ま
じ
り
て
、
次
第
に
詞
も
み
が
き
風
情
を
も
め
ぐ
ら
し
侍
る
べ
き
事
也
。

　
『
連
歌
十
様
』
（
康
暦
元
年
）
に
、

　
　
初
心
ノ
程
ハ
連
歌
ハ
大
事
ノ
物
也
。
心
ヲ
ウ
キ
く
ト
持
ナ
シ
テ
沈
ム
ベ
カ

　
　
　
　
ロ
　

　
　
ラ
ズ
。

　
ま
た
点
取
連
歌
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
当
時
の
連
歌
界
の
大
勢
を
認
め
た
上

で
の
発
言
に
な
る
。
『
連
理
秘
抄
』
に
、

　
　
上
手
も
下
手
に
あ
ひ
て
、
不
慮
に
勝
負
な
ど
に
負
く
る
事
も
あ
る
な
り
。
但
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
四
・
五
度
に
も
及
ば
ば
、
終
に
そ
の
人
の
勝
劣
は
あ
ら
は
る
べ
し
。

　
『
筑
波
問
答
』
に
、

　
　
大
方
上
手
の
句
体
は
別
の
物
に
て
あ
れ
ば
、
う
る
は
し
き
秀
逸
の
、
点
の
は

三
四

　
つ
る
・
こ
と
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
い
か
に
も
点
者
の
物
忘
れ
な
ど
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
ひ
侍
る
と
き
は
見
落
し
も
あ
る
べ
き
な
り
。

『
九
州
問
答
』
（
永
和
二
年
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
只
姿
力
・
リ
ヲ
先
ト
セ
ラ
ル
ベ
シ
、
サ
モ
ア
ラ
バ
次
二
点
モ
ア
ル
ベ
キ
也
。

　
連
歌
は
当
座
こ
そ
大
事
で
、
い
く
ら
理
屈
を
言
っ
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
初

心
の
程
は
と
く
に
考
え
て
も
し
か
た
が
な
い
か
ら
「
う
き
く
と
」
句
を
出
せ
。

点
も
大
事
だ
が
こ
だ
わ
る
な
。
そ
の
う
ち
腕
が
上
っ
て
勝
て
る
よ
う
に
な
る
。
こ

う
ま
と
め
て
み
る
と
、
彼
の
論
旨
は
一
貫
し
て
変
ら
な
い
。
終
始
不
変
の
強
烈
な

確
信
は
痛
快
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
で
は
各
作
品
の
成
立
順
序
を
探
る
手
段
が
な
い

か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
す
る
歴
史
的
情
勢
の
移
り
変
わ
り
が
注
目
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
菟
玖
波
集
』
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
大
き
な
指
標
と
し

て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

5

　
『
筑
波
問
答
』
に
『
菟
玖
波
集
』
に
触
れ
て
、
「
後
の
人
は
今
を
仰
ぐ
べ
き
こ
と

に
や
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
。
し
か
し
、
年
月
が
経
過
し
た
あ
と
で

は
、
当
座
性
を
第
一
と
す
る
良
基
は
、
こ
の
よ
う
な
昂
っ
た
感
情
は
お
さ
ま
っ
て

く
る
よ
う
で
あ
る
。
『
九
州
問
答
』
は
二
十
年
後
（
永
和
二
）
の
成
立
で
あ
る
が
、

　
　
所
詮
連
歌
ハ
先
当
時
ノ
興
ヲ
催
ス
ガ
詮
ニ
テ
侍
ベ
キ
也
。
菟
玖
波
集
ノ
外
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
撰
集
モ
ナ
ケ
レ
バ
、
後
日
ノ
沙
汰
マ
デ
モ
ア
ル
マ
ジ
キ
事
ニ
ヤ
。



　
と
あ
り
、
謙
遜
も
あ
ろ
う
が
手
ぱ
な
し
の
賞
讃
と
は
見
え
な
い
。
た
だ
同
集
の

主
要
な
作
風
を
示
す
救
済
に
対
す
る
高
い
評
価
は
変
る
こ
と
が
な
い
。
同
じ
く
、

　
　
近
来
善
阿
ト
云
シ
堪
能
ニ
テ
、
門
弟
ト
号
ス
ル
輩
ノ
其
体
ヲ
得
タ
ル
、
救
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
め
シ

　
　
コ
ト
ニ
名
誉
ス
、
古
今
二
冠
絶
ス
ル
故
也
。

　
『
十
間
最
秘
抄
』
に
、

　
　
五
十
年
来
の
風
体
は
、
四
・
五
度
も
か
は
り
た
り
と
覚
ゆ
る
也
。
善
阿
が
風

　
　
体
古
体
に
て
、
救
済
一
向
是
を
用
ゐ
ず
。
其
の
内
に
少
々
よ
き
も
あ
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ザ

　
　
筑
波
集
の
時
十
一
句
入
り
た
る
が
み
な
ち
と
は
直
し
た
る
也
。

　
右
に
よ
れ
ば
、
『
菟
玖
波
集
』
そ
の
も
の
は
肯
定
的
に
見
て
い
る
の
だ
が
、
連

歌
は
当
座
の
興
、
当
時
の
興
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
今
の
流
行
に
合
致
す
る

の
が
救
済
の
風
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
の
風
体
、
善
阿
風
は
古
体
で
あ
っ

て
、
入
集
の
た
め
に
撰
者
の
添
削
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
『
筑
波
問
答
』
の
甲
類
が
難
問
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
そ
こ
で
は
建

武
ご
ろ
を
背
景
と
し
、
鎌
倉
末
期
の
歌
人
達
を
「
無
下
に
近
き
こ
ろ
」
の
人
々
、

善
阿
の
句
を
「
近
来
体
」
と
し
て
い
る
。
『
菟
玖
波
集
』
以
後
に
こ
の
よ
う
な
論

述
が
書
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
『
菟
玖
波
集
』
以
後
の
成
立

と
す
る
通
説
に
反
し
、
甲
類
は
『
菟
玖
波
集
』
以
工
9
0
の
成
立
と
す
る
の
が
合
理
的

で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
み
よ
う
。
『
筑
波
問
答
』
全
体
を
通
じ

て
救
済
の
名
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
文
八
の
一
箇
所
で
、
連
歌
に
い
た
っ
て
は
一
句

も
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
『
筑
波
問
答
』
の
大
半
は
甲
類
に
属
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

乙
類
文
八
・
九
の
み
が
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
乙
類

　
　
　
「
筑
波
問
答
」
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
年
代
の
齪
酷
に
つ
い
て

に
し
て
も
、
『
九
州
問
答
』
の
冷
静
な
『
菟
玖
波
集
』
へ
の
言
及
と
は
多
分
に
熱

気
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
撰
集
完
成
直
後
の
筆
致
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
『
筑
波
問
答
』
甲
類
、
『
菟
玖
波
集
』
、
『
筑
波
問
答
』
乙
類
と
い
う
成

立
順
が
整
合
性
の
あ
る
仮
説
と
し
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
初
期
の
作
品
で
あ
る
『
僻
連
抄
』
『
連
理
秘
抄
』
と
の
前
後
関
係
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
池
田
重
氏
「
南
北
朝
期
の
連
歌
と
二
条
良
基
」
は

良
基
の
各
時
代
の
論
書
が
大
き
く
発
展
し
て
い
く
と
見
る
点
、
各
書
の
論
旨
の
共

通
点
を
強
調
す
る
本
稿
と
は
正
反
対
の
結
論
で
あ
る
。
た
だ
『
僻
連
抄
』
が
大
伴

家
持
と
尼
の
唱
和
を
連
歌
の
起
源
と
す
る
の
に
対
し
、
『
筑
波
問
答
』
が
日
本
武

尊
か
ら
遡
っ
て
二
神
の
唱
和
に
ま
で
視
野
を
拡
大
し
た
こ
と
に
着
目
さ
れ
る
の
は

同
感
で
あ
る
。
『
筑
波
問
答
』
の
ほ
う
が
後
に
成
立
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し

本
稿
は
同
書
が
段
階
的
に
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
序
文
と

甲
類
の
そ
れ
ぞ
れ
が
『
連
理
秘
抄
』
よ
り
後
で
あ
る
こ
と
を
＝
言
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
甲
類
が
ま
さ
に
二
神
唱
和
と
日
本
武
尊
を
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
が
『
連
理
秘
抄
』
よ
り
後
と
い
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
序
で
は
連
歌
の
起

源
を
特
に
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
翁
は
「
東
の
お
く
、
常
陸
の
国
に
住
み
侍
る
な

り
」
と
称
し
、
日
本
武
尊
の
筑
波
の
故
事
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
連

理
秘
抄
』
よ
り
後
と
見
て
よ
く
、
結
局
『
筑
波
問
答
』
全
体
を
初
期
作
品
の
次
に

位
置
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
『
連
理
秘
抄
』
の
、

　
　
近
比
、
為
世
・
為
相
卿
・
為
道
朝
臣
み
な
達
者
に
て
、
朝
夕
に
も
て
あ
そ
ば

　
　
　
　
⌒
2
0
）

　
　
れ
け
り
。

三
五
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と
い
う
一
文
に
注
目
す
る
と
、
鎌
倉
後
期
を
近
い
と
感
じ
て
い
る
点
、
こ
れ
は

ま
さ
し
く
『
筑
波
問
答
』
甲
類
と
同
じ
時
間
感
覚
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者

の
距
離
は
案
外
近
く
、
『
連
理
秘
抄
』
後
そ
れ
ほ
ど
時
を
お
か
ず
に
『
筑
波
問
答
』

の
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

6

　
以
上
の
よ
う
な
考
証
の
結
果
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
『
筑
波
問

答
』
甲
類
の
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
連
歌
史
の
部
分
と
「
1
4
　
真
実
の
風
体
」

の
句
選
の
部
分
は
、
と
も
に
鎌
倉
末
期
に
終
っ
て
い
る
。
『
菟
玖
波
集
』
か
ら
抜

き
出
さ
れ
た
句
選
で
は
な
く
、
逆
に
『
菟
玖
波
集
』
の
た
め
の
句
選
で
あ
り
、
鎌

倉
末
期
を
下
限
と
す
る
資
料
が
整
え
ら
れ
た
と
い
う
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
意
外
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
が
、
『
菟
玖
波
集
』
詞
書
を
さ
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

　
詞
書
に
よ
っ
て
百
韻
千
句
を
も
と
と
し
て
採
録
さ
れ
た
と
判
明
す
る
句
が
あ

る
。
こ
の
場
合
興
行
年
時
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
鎌
倉
末
期
、
花
園

天
皇
在
位
の
十
一
年
間
に
三
例
、
後
醍
醐
天
皇
在
位
期
間
は
十
一
例
で
、
最
後
の

元
徳
元
年
（
＝
三
一
九
）
は
、
内
裏
聯
句
連
歌
、
内
裏
七
十
韻
連
歌
、
内
裏
作
泉

百
韻
の
三
作
品
か
ら
入
集
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
『
僻
連
抄
』
が
書
か
れ
た
康
永

四
年
（
一
三
四
五
）
ま
で
の
十
六
年
間
で
は
、
暦
応
二
年
（
＝
二
一
二
九
）
の
土
岐

頼
遠
家
連
歌
、
暦
応
四
年
の
清
水
寺
連
歌
、
救
済
家
百
韻
連
歌
の
わ
ず
か
に
三
作

品
で
、
い
ず
れ
も
救
済
の
句
、
し
か
も
そ
の
う
ち
二
句
は
発
句
で
あ
る
。
そ
れ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

後
『
連
理
秘
抄
』
成
立
の
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
ま
で
の
四
年
間
に
八
作
品
を

数
え
る
が
、
観
応
の
擾
乱
期
に
な
る
と
連
歌
興
行
は
見
え
な
く
な
る
。
文
和
二
年

（
＝
二
五
三
）
以
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
稠
密
な
興
行
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。
以

上
は
詞
書
に
明
示
さ
れ
た
も
の
の
統
計
で
あ
る
か
ら
世
上
一
般
の
連
歌
興
行
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
『
菟
玖
波
集
』
中
に
詞
書
の
な
い
形
で
の
入
集
は
数

多
い
。
け
れ
ど
も
『
菟
玖
波
集
』
の
要
求
す
る
水
準
の
句
が
内
乱
期
に
激
減
す
る

こ
と
、
建
武
以
後
の
十
数
年
で
は
連
歌
興
行
が
ほ
ぼ
断
絶
し
て
い
る
こ
と
、
『
菟

玖
波
集
』
直
前
の
連
歌
の
大
流
行
だ
け
で
は
豊
富
な
量
の
連
歌
が
穫
得
で
き
た
か

ど
う
か
疑
問
な
こ
と
、
等
々
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
良
基
が
『
僻
連
抄
』
『
連

理
秘
抄
』
『
筑
波
問
答
』
甲
類
と
書
き
す
す
め
て
い
る
時
秀
句
選
を
作
ろ
う
と
す

れ
ば
、
鎌
倉
末
期
ま
で
の
作
品
を
対
象
と
す
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た

内
乱
を
は
さ
ん
で
連
歌
は
い
わ
ば
空
白
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
後
醍
醐
天
皇
時
代

ま
で
の
歌
人
が
「
無
下
に
近
く
」
感
じ
ら
れ
た
こ
と
も
自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
選
句
と
連
歌
へ
の
考
察
の
深
ま
り
に
平
行
し
て
、
勅
撰
連
歌
集
へ
の
意
欲
が
萌

し
て
く
る
。
和
平
と
と
も
に
連
歌
は
新
た
に
盛
ん
に
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

康
永
四
年
ま
で
の
三
つ
の
作
品
は
当
然
救
済
の
手
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
資
料
が
蒐
収
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
救
済
風
の
新
し
い
連

歌
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
撰
集
の
た
め
の
編
集
作
業
が
進
ん
で
く
る
と
、
建
武

ご
ろ
の
人
や
作
品
が
昔
の
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
示
し
た
「
昔
、
難
波
の
三
位
入
道
…
…
」
（
文
十
一
）
や
、
「
昔
の
発
句
は
み
な

大
様
に
侍
り
」
（
文
十
二
）
な
ど
の
文
言
は
そ
の
こ
ろ
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
、
式
目
の
部
分
が
放
棄
さ
れ
た
ま
ま
に



な
っ
た
の
も
理
解
で
き
る
。
第
一
に
『
連
理
秘
抄
』
に
時
間
的
に
近
か
っ
た
の
で

新
し
い
式
目
が
必
要
な
ほ
ど
連
歌
の
揃
き
方
が
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
第
二
に
『
菟
玖
波
集
』
の
編
集
作
業
が
進
捗
し
て
き
て
い
て
、
そ
れ
と
は
性

質
の
違
う
式
目
の
改
訂
な
ど
と
い
う
作
業
は
心
理
的
に
お
こ
な
い
に
く
か
っ
た
ろ

う
し
、
時
間
を
割
く
の
も
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
良
基
連
歌
論
は
多
く
の
場
合
特
定
の
相
手
の
た
め
に
書
か
れ
、
贈
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
本
書
に
は
そ
の
よ
う
な
事
情
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
当
初
は
『
菟
玖
波
集
』

の
た
め
の
宣
伝
活
動
と
い
っ
た
意
図
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
局
そ
の
必

要
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
菟
玖
波
集
』
が
完
成
し
て
み
る
と
、
本
書
の
連

歌
史
観
、
句
選
は
み
ご
と
に
発
展
し
た
形
で
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
完

成
直
後
の
高
揚
し
た
気
分
の
う
ち
に
乙
類
が
加
筆
さ
れ
る
が
、
完
成
し
た
以
上
は

本
書
を
公
表
す
る
必
要
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
書
き
継
ぎ
を
重
ね
た
た
め
に
残
っ

た
内
部
矛
盾
を
修
整
す
る
労
も
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る

と
、
『
筑
波
問
答
』
は
『
菟
玖
波
集
』
の
た
め
の
お
り
お
り
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
奥
書
に
「
或
人
秘
本
」
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
、

事
情
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
序
文
に
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
古
い
時
代
を
設
定
し
た
か
と
い
う
問
題
が
最
後
に

残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
翁
は
「
こ
の
山
水
の
ゆ
か
し
く
て
、
わ
ざ
と
参
り
侍
り
」

と
言
い
つ
つ
登
場
す
る
。
読
者
は
当
然
二
条
邸
の
名
園
の
こ
と
と
承
知
し
て
読
み

進
む
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
の
翁
の
長
広
舌
は
名
園
を
讃
美
す
る
こ

と
に
費
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
良
基
が
こ
れ
を
誇
り
と
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
合

わ
せ
る
と
、
序
文
で
は
二
条
家
庭
園
の
宣
揚
が
図
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
「
筑
波
問
答
」
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
年
代
の
齪
酷
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
『
二
条
押
小
路
家
門
亭
泉
記
』
に
は
、
「
中
院
禅
閤
石
木
等
事
、
祖
意
深
」
と
い

う
　
文
が
あ
る
。
中
院
禅
閤
（
二
条
兼
基
）
は
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
三
十

一
歳
で
摂
政
と
な
っ
て
い
て
、
さ
き
に
考
証
し
た
序
文
の
場
面
設
定
、
正
応
か
ら

正
安
ご
ろ
と
い
う
想
定
に
相
応
し
て
い
る
。
序
文
の
対
話
者
は
良
基
の
祖
父
に
あ

た
る
兼
基
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
同
記
に
は
さ
ら
に
、
「
故

殿
代
建
武
動
乱
以
後
打
捨
置
、
愚
老
近
年
興
行
」
と
あ
り
、
良
基
自
身
の
庭
園
へ

の
執
心
が
う
か
が
わ
れ
る
。
自
己
を
韻
晦
し
て
祖
父
を
面
に
た
て
る
意
図
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
文
に
は
戯
曲
的
な
対
話
篇
を
続
行
す
る

意
欲
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
序
文
は
本
書
全
体
か
ら
は
爽
雑
物
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
結
果
的
に
は
そ
う
い
う
多
様
性
が
本
書
に
一
種
文
学
的
な
風
味
を
添
え
る
こ

．
と
に
な
り
後
世
愛
読
さ
れ
る
一
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
『
二
条
良
基
の
研
究
」
　
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。
本
稿
は
同
書
と
、
伊
藤
敬
氏
著
『
新
北
朝

　
　
の
人
と
文
学
』
を
主
な
発
想
源
と
し
て
お
り
、
明
示
的
な
引
用
箇
所
以
外
に
も
影
響

　
を
こ
う
む
っ
た
論
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
最
初
に
両
著
を
明
記
し
て
お
く
。

（
2
）
　
『
大
系
本
』
頭
注
。

（
3
）
　
古
典
文
庫
『
連
歌
論
新
集
二
」
解
説
二
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
4
）
　
『
古
今
集
仮
名
序
』
「
歌
の
さ
ま
を
も
し
り
、
こ
と
の
心
を
え
た
ら
む
人
は
、
大
空

　
　
の
月
を
見
る
が
ご
と
く
に
、
い
に
し
へ
を
仰
ぎ
て
今
を
恋
ひ
ざ
ら
め
か
も
」

（
5
）
　
『
×
系
本
』
補
注
三
七
、
三
八
。

（
6
）
　
『
大
系
本
」
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
7
）
　
『
大
系
本
」
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
8
）
　
『
大
系
本
」
一
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。

三
七
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（
9
）
　
「
大
系
本
」
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
1
0
）
　
「
大
系
本
」
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
1
1
）
岩
波
文
庫
『
連
歌
論
集
」
上
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
2
）
　
「
大
系
本
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
『
大
系
本
」
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
1
4
）
　
岩
波
文
庫
「
連
歌
論
集
』
上
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
岩
波
文
庫
『
連
歌
論
集
」
上
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
6
）
　
同
前
。

（
1
7
）
　
『
大
系
本
」
　
一
一
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
「
詩
人
玉
屑
』
か
ら
の
引
用
文
を
延
文
以
降
に
お
く
こ
と
は
一
定
の
合
理
性
が
あ
り
、

　
　
「
大
系
本
』
「
1
6
　
賦
者
連
歌
」
の
条
、
「
近
比
は
源
氏
国
名
な
ど
つ
ね
に
用
ゐ
侍
る

　
　
に
や
。
…
…
こ
の
比
は
、
面
ば
か
り
だ
に
も
ま
こ
と
に
取
り
侍
ら
ざ
る
に
や
。
無
念

　
　
の
事
な
り
」
で
は
、
「
近
比
」
以
下
と
「
こ
の
此
」
以
下
と
が
同
時
に
書
か
れ
た
と
は

　
　
思
え
な
い
。
細
か
い
加
筆
の
存
在
の
確
認
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
漢
籍
引

　
　
用
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
「
国
語
と
国
文
学
」
三
一
巻
七
号
。

（
2
0
）
　
「
大
系
本
」
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
金
子
金
治
郎
氏
『
菟
玖
波
集
の
研
究
」
所
収
「
菟
玖
波
集
関
係
年
表
」
。

（
2
2
）
　
お
茶
水
図
書
館
蔵
成
賓
堂
文
庫
本
。
本
書
は
二
条
家
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、
内

　
　
容
は
寛
文
頃
の
二
条
家
当
主
光
平
の
写
で
あ
る
か
ら
二
条
家
の
伝
承
と
見
ら
れ
、
本

　
　
稿
の
考
証
の
資
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
良
基
自
身
の
遺
言
と

　
　
認
定
す
る
の
に
は
躊
躇
を
感
ず
る
。
建
長
年
間
に
二
条
家
が
相
伝
し
た
む
ね
の
行
文

　
　
に
は
木
藤
氏
の
考
説
が
あ
る
。
（
『
二
条
良
基
の
研
究
」
一
二
ニ
ペ
ー
ジ
）
そ
の
他
、

　
　
冒
頭
「
嘉
慶
二
年
六
月
十
二
日
　
摂
政
判
」
と
あ
る
が
、
良
基
は
こ
の
日
摂
政
か
ら

　
　
関
白
に
転
じ
、
同
日
こ
の
職
を
襲
っ
た
息
師
嗣
も
関
白
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
い
う
文

　
　
書
に
判
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
、
六
月
十
三
日
に
六
十
九
歳
と
い
う
高

三
八

齢
で
莞
去
す
る
前
日
に
こ
の
よ
う
な
記
事
を
し
た
た
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
も
「
為
末
代
、
老
病
鹸
、
下
平
臥
席
、
染
筆
者
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

病
臥
の
末
の
執
筆
と
い
う
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
衰
弱
し
た
体
力
で
こ
れ
だ
け
の
記

事
が
書
け
た
か
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
二
条
家
庭
園
に
つ
き
良
基
に
仮
託
し
た
記
で

は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
に
つ
き
閲
覧
の
御
配
慮
を
賜
わ
っ
た
お
茶
の
水
図
書
館
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
本
学
の
共
同
研
究
奨
励
費
を
仰
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。


