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『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』
へ
の
伝
幽
斎
筆
評
点
に
つ
い
て

鈴　

木　
　
　

元

　

令
和
元
年
の
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
京
都
府
立
山
城
郷
土

資
料
館
に
お
い
て
、特
別
展
「
光
秀
と
幽
斎
〜
花
開
く
武
将
文
化
〜
」

が
開
催
さ
れ
、
そ
の
展
示
に
際
し
て
幽
斎
、
紹
巴
に
関
わ
る
新
出
の

連
歌
資
料
が
何
点
か
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
点
、
天
正
十
四

年
六
月
廿
二
日
作
の
『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』
一
巻
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
詠
者
等
安
の
自
筆
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
貴
重
な

資
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
等
安
は
こ
の
一

巻
に
幽
斎
、
紹
巴
と
い
っ
た
当
代
一
流
の
連
歌
作
者
に
よ
る
加
点
を

受
け
て
お
り
、
し
か
も
彼
自
身
に
よ
る
後
年
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
幽

斎
の
加
点
に
つ
い
て
は
「
玄
旨
真
筆
」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
伝
来
か
ら
し
て
も
そ
の

記
載
の
信
憑
性
は
高
い
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
館
資

料
課
主
査
の
伊
藤
太
氏
よ
り
資
料
の
写
真
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
、

幽
斎
筆
と
認
め
ら
れ
る
か
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て

同
書
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。以
下
、

特
別
展
図
録
に
お
け
る
紹
介
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
当
該
資
料
の
基
礎
的

な
問
題
、
特
に
加
点
の
筆
を
幽
斎
そ
の
人
の
手
に
な
る
も
の
と
見
て

よ
い
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
考
証
を
し
て
い
く
こ
と

で
、
当
該
資
料
の
連
歌
研
究
上
の
意
義
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

当
該
の
一
巻
は
、
橋
本
家
文
書
の
中
の
一
点
で
あ
る
。
展
示
の

際
の
図
録
解
説
（
伊
藤
太
氏
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
刊
）
に
よ
れ

ば
、
橋
本
家
は
淀
川
の
渡
し
場
が
あ
っ
た
橋
本
に
住
ん
だ
石
清
水

八
幡
宮
神
人
の
家
で
あ
っ
た
と
い
う
。
右
の
独
吟
百
韻
の
作
者
等
安

は
、
織
豊
期
の
当
主
で
も
と
は
高
好
、
あ
る
い
は
満
介
と
も
称
し
た

よ
う
で
、
橋
本
家
文
書
に
残
る
複
数
の
連
歌
資
料
か
ら
は
、
当
代
の

連
歌
好
士
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
別
展
に
お
い

て
紹
介
さ
れ
た
資
料
の
中
に
は
、
右
の
独
吟
以
外
に
も
幽
斎
、
紹
巴

の
点
を
受
け
た
連
歌
が
存
在
し
て
お
り
、
両
者
と
は
か
な
り
親
密
な
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交
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
伊
藤
氏
の
解
説
に
は
そ
の

所
領
を
背
景
と
し
た
経
済
力
に
よ
り
、「
紹
巴
の
ス
ポ
ン
サ
ー
」
と

な
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
橋
本
家
や
橋
本

家
文
書
の
概
要
、
お
よ
び
等
安
の
こ
と
等
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
竹

中
友
里
代
氏
「
石
清
水
八
幡
宮
神
人
家
文
書
に
み
る
連
歌
師
紹
巴

と
細
川
幽
斎
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告 

人
文
』
第
七
十
一
号
、

二
〇
一
九
年
）
が
出
さ
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
問
題
と
し
た
い
の
は
、
右
に
記
し
た
独
吟
百
韻

一
巻
で
、
そ
の
巻
末
に
は
「
此
百
韻　

墨
点
事
書
奥
書
／
玄
旨
真
筆

也
／
同
朱
点
者
紹
巴
写
也
／
慶
長
三
年
十
一
月
廿
五
日　

不
泊
斎
／

等
安
」
と
の
、
独
吟
作
者
で
あ
る
等
安
自
身
が
、
後
年
に
書
き
加
え

た
と
お
ぼ
し
い
識
語
を
有
す
る
。
識
語
は
百
韻
本
文
と
は
墨
色
を
異

に
し
、
転
写
を
経
て
い
な
い
と
見
て
よ
く
、
そ
の
記
載
に
は
相
応
の

信
頼
性
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
独
吟
の
詠
作
年
時
は
右
の

一
巻
の
内
に
は
記
載
が
な
い
の
だ
が
、
後
年
に
自
身
の
出
座
し
た
他

の
作
品
と
と
も
に
写
し
直
し
て
一
冊
と
し
た
、
こ
れ
も
橋
本
家
文
書

中
の
一
点
、『
高
好
連
歌
』
の
記
事
に
よ
り
、
そ
れ
と
知
ら
れ
る
。

し
か
も
、『
高
好
連
歌
』
に
は
年
時
の
記
載
に
続
け
て
、

　
　

 

越
前
北
庄
ニ
知
人
有
し
を
／
尋
行
、
不
思
逗
留
せ
し
か
ば
／
旅

宿
の
徒
然
に
相
綴
侍
し
を
／
玄
旨
、
紹
巴
へ
合
点
ヲ
望
畢

と
の
詠
作
事
情
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
越
前
の
知

人
を
訪
ね
た
等
安
は
、
予
定
外
に
か
の
地
で
長
居
を
す
る
こ
と
に
な

り
、
旅
の
無
聊
の
慰
み
と
し
て
独
吟
を
な
し
た
こ
と
、
そ
の
百
韻
を

写
し
幽
斎
、
紹
巴
、
二
人
へ
合
点
を
望
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

の
発
句
は
、

　
　

御
芳
野
の
花
や
は
夏
に
峯
の
雪

　

六
月
の
下
旬
と
は
い
え
、
季
節
は
夏
で
約
束
に
適
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、「
御
芳
野
」
と
い
う
の
は
当
座
の
景
を
詠
む
と
い
う
発
句
の

約
束
か
ら
す
る
と
不
審
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
は
「
や
は
」
と

い
う
反
語
を
利
か
せ
て
、
夏
に
残
る
根
雪
の
白
さ
を
芳
野
の
花
と
見

紛
う
ば
か
り
と
狙
っ
た
作
で
あ
ろ
う
。北
国
で
の
詠
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

さ
て
、改
め
て
巻
末
識
語
の
内
容
に
戻
る
が
、識
語
に
よ
れ
ば
「
墨

点
、
事
書
、
奥
書
」
は
玄
旨
す
な
わ
ち
幽
斎
の
真
筆
で
あ
り
、「
朱

点
は
紹
巴
の
写
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
は
「
真
筆
」
と
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、図
録
解
説
で
は
、

　
　

 （
前
略
）
…
つ
ま
り
、
等
安
が
自
作
の
独
吟
を
清
書
し
た
も
の

に
幽
斎
が
加
点
し
て
返
し
て
く
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
本
巻
。
等

安
は
、
紹
巴
に
は
別
に
清
書
し
た
巻
を
送
り
、
紹
巴
は
そ
れ
に

評
点
を
加
え
て
返
送
。
等
安
は
、
幽
斎
が
評
点
を
加
え
た
本
巻

に
、
別
巻
の
紹
巴
の
評
点
を
朱
で
書
き
入
れ
て
二
巻
を
一
つ
に

ま
と
め
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
説
明
し
て
い
る
が
、こ
の
よ
う
な
経
緯
と
考
え
て
誤
り
な
か
ろ
う
。

　
『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』
に
識
語
を
書
き
入
れ
た
の
は
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）、
百
韻
を
吟
じ
た
の
が
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
の
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こ
と
ゆ
え
、
そ
の
間
十
二
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
常
識
的
な
判
断
か

ら
す
れ
ば
、
加
点
を
受
け
る
の
に
十
年
以
上
も
前
の
旧
作
を
送
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
独
吟
の
制
作
事
情
を
記
し
た
『
高
好
連
歌
』
の

前
書
き
も
そ
の
よ
う
に
は
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
独
吟
一
巻

を
な
し
て
さ
ほ
ど
時
を
置
か
ず
合
点
を
依
頼
し
た
、と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、「
相
綴
侍
し
」
時
と
、「
玄
旨
、
紹
巴
へ
合
点
ヲ
望
」
ん
だ
時

と
を
、
必
ず
し
も
直
に
接
続
さ
せ
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
旅
を
終

え
て
一
息
つ
い
て
の
後
と
見
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ

合
点
の
依
頼
は
、
詠
作
の
年
の
七
月
を
大
き
く
下
る
こ
と
は
な
か
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
等
安
が
「
玄
旨
真
筆
」
と
記
す
評
点
の
筆
者
認
定
に
あ
た

り
、検
討
対
象
と
な
る
の
は
、先
に
も
記
し
た
「
墨
点
、事
書
、奥
書
」

の
三
箇
所
で
あ
る
。百
韻
の
句
そ
の
も
の
は
等
安
の
筆
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
対
象
外
で
あ
る
。
墨
点
か
ら
幽
斎
の
個
性
を
導
く
こ
と
は
無

理
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
残
る
は
、
行
間
に
細
か
に
書
き
入
れ
ら
れ
た

評
（
す
な
わ
ち
「
事
書
」）
と
、
奥
書
部
分
だ
け
で
あ
る
。
該
当
す

る
箇
所
を
拡
大
し
て
図
版
と
し
て
最
後
に
一
括
で
掲
げ
た
の
で
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
モ
ノ
ク
ロ
の
写
真
で
は
朱
墨
の
区
別

が
難
し
い
た
め
説
明
を
補
っ
て
お
く
と
、
図
版
２
の
書
き
入
れ
の
う

ち
、
上
部
の
「
老
に
心
可
寄
候
歟
」
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
お
り
、
対

象
外
と
な
る
。
図
版
７
の
巻
末
部
分
は
識
語
に
い
う
「
奥
書
」
の
対

象
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
、幅
を
も
た
せ
て
ト
リ
ミ
ン
グ
を
し
た
。

挙あ
げ

句
「
出
入
る
袖
の
た
ち
つ
ゝ
く
家
」
の
回
り
の
書
き
入
れ
は
朱
筆

な
の
で
対
象
外
だ
が
、
こ
の
後
に
「
付
墨
卅
一
句
之
／
内
長
一
」
と

肉
太
の
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
こ
れ
が
「
奥
書
」
に
当
た

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
記
さ
れ
た
「
付
墨
廿
五
句
／
此

内
長
二
」
は
朱
筆
で
あ
り
、
紹
巴
の
加
点
記
録
か
ら
の
写
し
と
み
ら

れ
る
。
こ
の
後
、
少
し
の
空
白
を
お
い
て
、
慶
長
三
年
の
等
安
識
語

が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
に
「
奥
書
」
と
見
な
し
う
る
記
載
は

な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
極
め
て
限
ら
れ
た
記
事
か
ら
、
幽
斎
筆
の
妥
当

性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
書
き
入
れ
そ

の
も
の
が
行
間
に
為
さ
れ
て
お
り
、
文
字
が
非
常
に
小
さ
い
。
こ
れ

は
、
個
々
の
文
字
の
特
徴
や
筆
の
流
れ
を
見
る
う
え
で
も
、
大
き
な

支
障
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
字
形
や
筆
の
運
び
そ
の
も
の
が
、
こ
の

よ
う
な
行
間
書
き
入
れ
と
い
う
制
約
の
中
で
、
影
響
を
被
っ
て
い
る

可
能
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

幽
斎
の
自
筆
資
料
そ
の
も
の
は
、
現
存
す
る
も
の
が
比
較
的
多
く
条

件
に
恵
ま
れ
て
は
い
る
が
、
断
定
に
至
る
だ
け
の
証
拠
を
示
し
う
る

も
の
か
ど
う
か
、
最
大
の
懸
念
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
特

徴
的
な
一
文
字
を
も
っ
て
、
幽
斎
自
筆
と
確
定

で
き
る
資
料
に
同
じ
特
徴
を
見
い
だ
し
た
と
し

て
も
、
そ
の
特
徴
が
幽
斎
に
特
有
で
あ
る
こ
と

を
別
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
示
す
な

図 8より
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ら
ば
、「
奥
書
」
部
分
の
「
長
」
字
で
あ
る
が
、
改
め
て
ト
リ
ミ
ン

グ
し
て
示
す
と
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
終
画
に
特
徴
の
あ
る
こ
の

「
長
」
字
は
、
幽
斎
筆
の
た
し
か
な
九
州
大
学
細
川
文
庫
本
『
詠
歌

大
概
聞
書
』
下
巻
の
人
丸
歌
注
末
尾
に
確
認
で
き
る
し
（
在
九
州
国

文
資
料
影
印
叢
書
、一
一
二
頁
）、福
岡
市
美
術
館
蔵
旧
黒
田
家
本『
新

古
今
集
聞
書
』
に
お
け
る
慶
長
二
年
奥
書
の
年
号
部
分
（
荒
木
尚
編

『
幽
斎
本 

新
古
今
集
聞
書
―
本
文
と
校
異
―
』
九
州
大
学
出
版
会
、

四
四
三
頁
）
も
同
様
の
字
形
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
が
幽
斎
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
は
証

明
で
き
な
い
し
、必
ず
し
も
特
異
な
字
体
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

結
局
は
、
用
い
る
字
形
の
類
似
に
よ
り
、
幽
斎
筆
で
あ
る
可
能
性
の

蓋
然
性
を
若
干
高
め
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
様
の
手

続
き
を
複
数
の
文
字
に
お
い
て
繰
り
返
し
て
も
結
局
は
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
特
殊
な
異
体
字
の
共
有
を
確
認
す
る
な
ど
、
何
ら
か
別
の
条

件
が
加
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』

に
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
文
字
は
認
め
難
い
。

　

だ
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』
へ
書

き
入
れ
た
幽
斎
の
批
評
と
、
末
尾
に
お
け
る
長
点
の
表
示
は
、
幽
斎

自
筆
と
認
め
て
よ
い
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
は
相
当
に
高
い
精
度
で

認
定
で
き
る
も
の
と
思
う
。
以
下
、
そ
の
根
拠
と
な
る
資
料
と
、
そ

の
判
断
根
拠
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
文
字
単
位
の
類
似
の
認
定
は
、
よ
ほ
ど

特
異
な
字
体
が
出
現
す
る
場
合
な
ど
、
資
料
の
条
件
に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
注
意
を
払
っ
た
の
は
、
連
歌
書
と
い
う
資
料

的
位
相
で
あ
る
。
位
相
の
近
い
資
料
ほ
ど
、
同
じ
よ
う
な
用
語
を
確

認
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。実
は
、幽
斎
に
は『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』

と
同
様
、
加
点
を
依
頼
さ
れ
て
そ
れ
に
応
じ
た
、
位
相
的
に
は
極
め

て
近
い
関
係
に
あ
る
資
料
が
別
に
現
存
す
る
。
そ
れ
は
、
屏
山
文
庫

蔵
の
『
為
舟
独
吟
何
路
連
歌
百
韻
』
で
あ
る
。
こ
の
屏
山
文
庫
は
か

つ
て
久
留
米
在
住
で
あ
っ
た
中
村
孫
次
郎
氏
の
蔵
書
の
称
で
あ
っ
た

よ
う
で
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
調
査
に
よ
り
、
六
十
点
程
の
資
料

が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
て
い
る
。
当
該
の
資
料
は
「
文
禄
三

年
卯
月
廿
三
日
」
と
の
端
作
を
有
す
る
連
歌
一
軸
で
、
巻
頭
に
「
何

路
」
の
賦
物
と
「
為
舟
」
の
名
を
記
し
た
百
韻
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
為
舟
独
吟
の
連
歌
に
は
評
と
点
が
書
き
加
え
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
評
と
点
と
は
、
幽
斎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資

料
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
重
松
裕
巳
氏
「
中
世
末
期
武
将
の
連
歌
―

新
納
武
蔵
守
忠
元
の
場
合
―
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
二
十
三
号
、

一
九
六
二
年
）
の
紹
介
が
あ
り
、
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
為

舟
（
新
納
忠
元
）
が
薩
摩
か
ら
上
洛
す
る
に
あ
た
り
、
住
吉
明
神
へ

の
法
楽
と
し
て
発
句
を
詠
ん
だ
こ
と
が
、
彼
の
上
洛
日
記
に
残
さ
れ

て
い
る
。そ
れ
が
当
該
の
百
韻
の
発
句
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
上
洛
の
旅
の
途
次
の
独
吟
を
携
え
入
京
し
た
為
舟
は
、

在
洛
中
に
幽
斎
に
依
頼
し
、
そ
れ
に
添
削
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
、
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と
い
う
の
が
重
松
氏
の
見
解
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
資
料
論
と
し
て
も
っ
と
も
肝
心
な
点
で
あ
る
が
、
当

該
の
為
舟
独
吟
一
巻
に
つ
い
て
、
重
松
氏
は
こ
れ
を
「
自
筆
」（
為

舟
自
筆
の
意
味
）
と
記
し
、「
幽
斎
添
削
」
と
紹
介
す
る
の
で
あ
る
が
、

な
ぜ
為
舟
（
忠
元
）「
自
筆
」
と
い
え
る
の
か
、
な
ぜ
「
幽
斎
添
削
」

と
認
定
で
き
る
の
か
、
そ
の
判
断
根
拠
は
論
の
中
に
何
も
示
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
説
明
が
遅
れ
た
け
れ
ど
も
、『
為
舟
独
吟
何
路

連
歌
百
韻
』
に
は
奥
書
の
類
は
一
切
な
く
、
幽
斎
の
名
も
ま
っ
た
く

資
料
内
部
に
は
現
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
為
舟
在
洛
中
、
幽
斎
と
連
歌
の
席
を
と
も
に
し
た
な

ど
の
状
況
証
拠
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
も
っ
と
も
重

要
な
の
は
、
為
舟
独
吟
を
為
舟
自
筆
の
資
料
と
し
て
認
定
し
て
よ
い

の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
加
え
ら
れ
た
添
削
（
評
点
）
が
幽
斎
の
筆
に

な
る
一
次
資
料
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
判
断
を
支
え
て
い
る
根
拠
は
、
当
該
資
料
の
伝
来

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
と
、
屏
山
文
庫
の
所
有
者
は
、
現
在

で
は
所
在
不
明
と
の
こ
と
で
、
連
絡
が
と
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
伝
来
事
情
に
つ
い
て
直
接
確
認
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

国
文
学
研
究
資
料
館
が
撮
影
を
行
っ
た
屏
山
文
庫
資
料
の
中
に
は
、

先
の
上
洛
日
記
（『
新
納
忠
元
上
洛
日
記
』）
や
、
忠
元
の
句
集
『
忠

元
連
歌
』
な
ど
、
新
納
忠
元
に
関
す
る
資
料
を
複
数
有
す
る
。
以
下

の
考
証
も
、
で
き
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
写
真
を
示
し
な
が
ら
行
う
こ

と
が
望
ま
し
い
が
、
所
有
者
の
許
諾
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
ゆ

え
、
写
真
の
掲
出
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
閲

覧
は
自
由
で
あ
り
、
複
写
の
依
頼
も
可
能
で
あ
る
。
本
稿
の
記
述
に

不
審
の
あ
る
場
合
に
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
確
認
を
お
願

い
し
た
い
。

　

さ
て
、『
為
舟
独
吟
何
路
連
歌
百
韻
』
一
巻
に
は
近
代
の
も
の
と

思
わ
れ
る
表
紙
が
付
せ
ら
れ
、「
幽
斎
點
削
連
歌
」
と
題
し
た
題
簽

と
「
屏
山
文
庫
」
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
表
紙

の
紐
に
は
糸
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
札
に
、「
借
一
二
八

号
一
九
／
新
納
嘉
次
郎
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
借
」
字
が
何
を
意

味
す
る
の
か
即
座
に
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
屏
山
文
庫
の
資
料
は
新

納
忠
元
の
子
孫
、
新
納
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。
表
紙
に
貼
ら
れ
た
「
幽
斎
點
削
連
歌
」
と
い
う
題
は
、
明
ら
か

に
後
代
の
も
の
と
見
え
る
が
、
為
舟
の
独
吟
に
点
を
加
え
た
の
は
幽

斎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
形
で
新
納
家
に
お
い
て
伝
承

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
註
）。

　

そ
う
し
た
伝
え
が
相
応
の
根
拠
を
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
同
じ

く
屏
山
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
『
詠
三
十
首
和
歌
』
に
よ
り
補
強
さ
れ
る
。

同
書
も
後
補
の
表
紙
に
「
幽
斎
點
削
詠
歌
」
と
あ
り
、こ
れ
に
も
「
屏

山
文
庫
」
ラ
ベ
ル
と
「
借
一
二
八
号
一
八
／
新
納
嘉
次
郎
」
と
の
札

が
付
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
忠
元
は
和
歌
に
つ
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い
て
も
幽
斎
の
添
削
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ

の
「
幽
斎
點
削
和
歌
」
が
重
要
な
の
は
、
為
舟
独
吟
連
歌
の
場
合
と

異
な
り
、
巻
末
に
は
次
の
よ
う
に
加
点
結
果
と
玄
旨
の
署
名
、
花
押

を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

付
墨
十
六
首
之

　
　
　
　
　

内
長
一

　
　
　
　
　
　

玄
旨
（
花
押
）

こ
の
花
押
は
幽
斎
自
身
に
よ
る
も
の
と
見
て
誤
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
当
然
、
こ
れ
と
対
比
す
べ
き
は
為
舟
独
吟
百
韻
末
尾
の
長
点

表
示
で
あ
る
。
当
然
、
数
字
部
分
に
違
い
は
あ
り
、
和
歌
の
単
位
で

あ
る
「
首
」
と
連
歌
の
単
位
で
あ
る
「
句
」
と
の
違
い
は
あ
る
が
、「
付

墨
○
○
句
（
首
）
／
内
長
一
」
と
い
う
、
一
連
の
筆
の
流
れ
が
同
筆

で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
並
べ
て
掲
げ
る
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
が
も
ど
か
し
い
が
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
『
等
安

独
吟
百
韻
連
歌
』
の
長
点
と
対
比
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
幽
斎

筆
た
る
こ
と
、
疑
う
必
要
は
な
い
も
の
と
思
う
。

　

も
は
や
贅
言
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
余
り
特
徴
の
出
に
く
い
「
付
」

「
墨
」
に
せ
よ
、「
句
」「
内
」
に
せ
よ
、
筆
の
運
び
は
み
ご
と
に
共

通
し
て
い
る
。
一
文
字
単
位
で
の
類
似
で
あ
れ
ば
、
偶
然
に
似
た
文

字
を
他
人
が
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
文
字
の

流
れ
が
こ
こ
ま
で
一
致
す
る
こ
と
は
偶
然
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

即
ち
、『
詠
三
十
首
和
歌
』
と
い
う
幽
斎
加
点
の
確
か
な
資
料
を

間
に
挟
む
こ
と
で
、
為
舟
独
吟
の
加
点
も
幽
斎
で
あ
ろ
う
こ
と
の
信

頼
性
が
確
か
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
を
伝
来
の
裏
付
け
が
支
え
、
こ

こ
に
安
心
で
き
る
比
較
資
料
が
二
点
備
わ
る
こ
と
と
な
り
、
等
安
独

吟
へ
の
加
点
、
書
き
入
れ
も
幽
斎
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
為
舟
の
独
吟
百
韻
に
つ
い
て
も
、
そ
の
伝

来
が
有
力
な
補
強
材
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
も
同
筆
認
定
に
関
し
て
あ
る
程
度
の
論
証
は
為
し
え

た
と
思
わ
れ
る
が
、
連
歌
、
和
歌
へ
の
加
点
資
料
と
い
う
同
位
相
も

し
く
は
同
位
相
に
準
ず
る
資
料
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
強
み
を
最
大
限
に
活
用
し
な
い
手
は
な
い
。
屏
山
文
庫
資
料
と
対

照
で
き
る
批
評
用
語
を
、
等
安
独
吟
百
韻
か
ら
抜
き
出
し
、
拡
大
し

て
示
し
て
お
こ
う
。

図 a
（図 4より拡大）

図 b
（図 5より拡大）
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図
a
中
央
の
行
に
見
ら
れ
る
「
殊
勝
」
の
語
。『
詠
三
十
首
和
歌
』

へ
の
評
に
も
「
殊
勝
」
の
語
が
見
え
、
比
較
対
照
可
能
で
あ
る
。
た

だ
し
「
勝
」
の
字
に
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

次
は
図
b
三
行
目
の
「
珍
重
」
の
語
。
こ
ち
ら
は
『
為
舟
独
吟
百

韻
』
と
対
照
可
能
で
あ
る
。

　

次
は
三
箇
所
に
見
ら
れ
る
「
如
何
」。『
詠
三
十
首
和
歌
』
に
も
こ

の
語
を
見
る
。

　

最
後
は
中
の
行
の
「
様
」。
や
や
異
な
る
形
だ
が
、こ
れ
も
『
三
十

首
和
歌
』
に
対
照
可
能
な
文
字
が
見
ら
れ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、文
字
単
位
の
比
較
は
と
か
く
印
象
に
流
れ
、

と
も
す
れ
ば
そ
の
印
象
に
引
き
ず
ら
れ
筆
跡
の
相
似
を
言
い
立
て
た

図 2より拡大図 2より拡大

図 3より拡大

図 6より拡大

く
な
る
。
本
文
中
の
批
評
用
語
も
具
体
的
に
比
較
し
て
み
れ
ば
判
る

と
思
わ
れ
る
が
、
似
て
い
る
と
言
え
ば
似
て
い
る
。
違
う
よ
う
だ
と

言
え
ば
、
違
う
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
故
に
、
筆
跡
の
鑑
定
は
多

く
の
場
合
、
蓋
然
性
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
加
点
資
料
と

い
う
同
位
相
の
資
料
間
の
比
較
で
あ
れ
ば
、
そ
の
蓋
然
性
は
飛
躍
的

に
高
ま
る
。
そ
う
し
た
同
位
相
資
料
の
存
在
に
よ
り
、『
等
安
独
吟

百
韻
連
歌
』へ
の
加
点
筆
跡
は
幽
斎
と
見
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。

幽
斎
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
依
頼
に
よ
り
和
歌
、
連
歌
に
点
を
加

え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
原
資
料
の
存
在
は
他
に
知
ら
な
い
。

屏
山
文
庫
資
料
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
国
文
学
研
究
資
料
館

に
残
さ
れ
た
の
は
、
甚
だ
幸
運
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
恵
ま
れ
た
条

件
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
。

註 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
高
嶺
澄
子
氏
「
新
納
武
蔵
守
忠
元
の
連

歌
―
国
会
図
書
館
と
大
口
の
資
料
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
国
文 

薩

摩
路
』
第
十
二
号
、
一
九
六
八
年
）
が
、
重
松
氏
の
論
考
に
ふ
れ
な

が
ら
、「
忠
元
の
資
料
が
久
留
米
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
忠
元
の
子
孫
に
あ
た
る
人
が
、
明

治
時
代
に
久
留
米
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
こ
ろ
、
当
家
に
保
存
さ
れ

て
い
た
忠
元
関
係
の
文
書
を
手
離
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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図 1図 2
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図 3図 4
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図 5図 6
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図 7図 8
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〔
付
記
〕

　
『
等
安
独
吟
百
韻
連
歌
』
の
写
真
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
文
書
所
有
者
で
あ
る
橋
本
家
を
は
じ
め
、「
地
域
史
料
研
究
会
や
わ
た
」
代
表
の
谷

村
勉
氏
、
本
論
中
に
も
お
名
前
を
あ
げ
た
竹
中
友
里
代
氏
、
伊
藤
太
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
特
記
し
御
礼
と
し
た
い
。


