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光
厳
天
皇
農
筆

「
山
王
七
社
法
楽
和
歌
」

に
つ
い
て

水ヽ

井

義

一

昭
和
六

一
年
七
月
私
の
居
住
し
て
い
る
町
、
す
な
わ
ち
千
葉
県
長
生
郡
長
柄
町
榎
本
の
尾
高
正
久
氏
宅
に
お
い
て
、
光
厳
天
皇
震
筆
の
和
歌

懐
紙

一
軸
を
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
和
歌
は
は
や
く

『
史
徴
墨
宝
』
（明
治
一
一七
年
刊
）
に
子
爵
田
中
光
顕
君
蔵
と
し
て
木
版
で
世
に

紹
介
せ
ら
れ
、
そ
の
巻
末
に
付
せ
ら
れ
た
考
証
に
活
字
と
し
て
融
刻
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち

『光
厳
天
皇
遺
芳
』
（常
照
皇
寺
刊

・
昭
和

三
九
年
八
月
）
に
お
さ
め
ら
れ
、
さ
ら
に

『京
都
寺
史
考
』
（赤
松
俊
秀

・
昭
和
四
七
年
九
月
刊
）
に
も
転
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
本
は
長
い
間

所
在
不
明
と
な
り
、
研
究
者
が
求
め
な
が
ら
も
止
む
を
得
ず
、
『
史
徴
墨
宝
』
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
原
本
と
前
掲
の
融
刻

の
も

の
と
を
対
校
す
る
と
僅
か
で
は
あ
る
が
、
誤
読
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ま
た
こ
れ
が
収
め
ら
れ
て
い
た
箱
に
墨
書
せ
ら
れ
た
文

字
、
ま
た
添
附
せ
ら
れ
て
い
る
紙
片
に
よ
っ
て
伝
来
の
事
情
の

一
部
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
こ
の
数
奇
な
運
命
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま

の
苦
難
の
境
遇
に
会
い
な
が
ら
も
最
後
に
禅
道
修
行
に
徹
せ
ら
れ
、
歴
代
天
皇
の
中
で
も
、
最
も
清
澄
な
生
涯
を
お
く
ら
れ
た
光
厳
天
皇
を
偲

び
な
が
ら
、
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
こ
と
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。

光
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二

ま
ず
こ
の
震
筆
懐
紙
の
本
文
に
つ
い
て
醜
刻
に
誤
読

の
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。

謹
奉
法
楽
　
日
吉
山
王

七
社
和
歌

太
上
天
皇
量
仁

０
神
の
ま
す
お
ひ
え
の
山
に
す
む
月
の

あ
ま
ね
き
影
に
我
し
も
れ
め
や

０
国
や
た
れ
民
や
す
か
ら
ぬ
す
ゑ
の
世
も

神
か
み
な
ら
は
た
ヽ
し
お
さ
め
よ

０
ち
り
に
け
か
れ
に
こ
れ
る
水
に
す
む
月
の

す
む
や
す
ま
す
や
神
て
ら
し
見
よ

②
神
に
い
の
る
我
ね
き
事
の
い
さ
、
力、、
も

我
た
め
な
ら
は
神
と
か
め
た
ま
へ

０
神
を
た
の
む
我
も
し
神
に
す
て
ら
れ
は

神
の
ち
か
ひ
の
な
き
に
こ
そ
あ
ら
め

い
神
と
我
と
二
は
な
し
と
見
る
こ
ゝ
ろ

へ
た
て
し
な
く
は
見
そ
な
は
じ
給

ヘ

五
二



ゆ

ω
こ
と
の
葉
の
か
す
ノ
ヽ
神
の
見
そ
な
は
ヽ

０

の
ち
の
世
ま
て
の
し
る
へ
に
そ
な
れ

①
も
れ
め
や
↓
も
す
め
や
（赤
）

②
た
ゎ
し
↓
た
た
し
（考
）
（赤
）
　
０
い
さ
ヽ
か
も
↓
い
さ
さ
か
も
（赤
）
０
神
を
た
の
む
↓
神
と
た
の
む
（考
）
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（赤
）
　
③
見
そ
な
は
ヽ
↓
見
そ
な
は
は

（赤
）
　
⑥
じ
る
へ
に
そ
な
れ
↓
じ
る
へ
と
を
な
れ

（考
）
じ
る
へ
と
そ
な
れ

（赤
）

（考
）
＝
『史
徴
墨
宝
』
巻
末
の
考
証

（赤
）
＝
『光
厳
天
皇
遺
芳
』
『京
都
寺
史
考
』
所
載
赤
松
俊
秀
氏
解
読

こ
の
震
筆
和
歌
の
存
在
に
つ
い
て
南
北
朝
史
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
ら
れ
る
村
田
正
志
博
士
に
お
知
ら
せ
し
た
と
こ
ろ
、
長
年
そ
の
所
在
不

明
で
あ
っ
た
こ
の
懐
紙
の
発
見
を
喜
ば
れ
て
八
月
二
〇
日
来
町
せ
ら
れ
、
そ
の
真
蹟
で
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
次
の

一
文
を
所

蔵
者
尾
高
正
久
氏
に
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

光
厳
天
皇
震
筆
法
楽
和
歌
　
一
幅

本
文
書
は
光
厳
天
皇
が
日
吉
山
王
七
社
、
即
ち
現
今
の
滋
賀
県
日
吉
神
社
に
天
下
泰
平
を
祈
願
し
、
奉
納
さ
れ
た
法
楽
和
歌
七
首
を
書
記

し
た
も
の
で
、
全
文
が
同
天
皇
の
震
筆
に
か
か
る
。
巻
首
に
謹
奉
法
楽
日
吉
山
王
七
社
和
歌
太
上
天
皇
量
仁
と
あ
り
、
年
時
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
恐
ら
く
延
元
々
年
五

・
六
月
の
頃
、
書
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
同
天
皇
は
す
で
に
譲
位
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
前
年
、
建
武

二
年
十

一
月
足
利
尊
氏

・
直
義
兄
弟
は
鎌
倉
に
在

っ
て
後
醍
醐
天
皇
に
反
し
、
同
年
末
西
上
し
、
翌
三
年
即
ち
延
元
々
年
正
月
、
官
軍
と
戦

っ
て
破
れ
、
九
州
に
西
走
し
た
。
然
し
や
が
て
勢
力
を
回
復
し
て
東
上
し
来
り
、
五
月
楠
正
成
を
湊
川
に
破

っ
て
入
京
し
、
天
下
は
騒
然
た

る
形
勢
と
な

っ
た
。
光
厳
天
皇
は
か
よ
う
な
世
情
を
痛
く
憂
え
ら
れ
、
こ
の
年
三
月
伊
勢
太
神
官

・
八
幡
大
菩
薩

・
春
日
社
に
震
筆
の
般
若

心
経
を
奉
納
し
て
御
願
の
達
成
を
期
せ
ら
れ
、
ま
た
同
年
六
月
七
日
後
鳥
羽
院
御
影
堂
に
御
願
文
を
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
れ
も

御
趣
旨
は
天
下
泰
平
に
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
吉
社
に
奉
納
さ
れ
た
本
震
翰
も
、
そ
の
法
楽
和
歌
の
内
容
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如

く
、
神
明
の
加
護
に
依
り
、
天
下
の
静
論
、
万
民
の
安
泰
を
祈
念
さ
れ
た
同
天
皇
の
至
誠
に
基
く
も
の
た
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

猶
本
震
翰
は
、
明
治
の
世
に
田
中
光
顕
伯
の
珍
蔵
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
修
史
局
編
輯
の

『
史
徴
墨
宝
』
に
木
版
刷
と
し
て
収
め
ら
れ
、
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五
四

学
界
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
伯
没
後
、
久
し
く
そ
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
い
た
。
然
る
に
近
年
に
至
り
、
こ
れ
が
千
葉
県

尾
高
正
久
氏
の
所
蔵
た
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
而
し
て
こ
れ
を
学
界
に
紹
介
の
労
を
執
ら
れ
た
の
は
同
県
長
柄
町
文
化
財
審
議
会
委
員

長
永
井
義
憲
氏
で
あ
る
。
　
　
　
昭
和
六
十

一
年
八
月
二
十
日
　
村
田
正
志

こ
の
震
筆
和
歌
の
意
義

・
価
値

・
成
立
に
つ
い
て
は
こ
の
村
田
先
生
の
御
文
章
に
尽
き
る
の
で
あ
る
が
、
本
誌
の
読
者
の
た
め
に
若
干
の
説

明
を
付
記
し
た
い
。

光
厳
天
皇
は
御
名
量
仁

（か
ず
ひ
と
）。
第
九
二
代
の
御
伏
見
天
皇
の
第

一
皇
子
。
母
は
広
義
門
院
寧
子
。
正
和
二
年

（
三
二
≡
じ
七
月
二
日

の
誕
生
。
嘉
暦
元
年

（
三
壬
一ユＣ

十
四
才
の
時
、
鎌
倉
幕
府

（北
条
氏
）
の
支
持
に
よ
っ
て
後
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
に
立
た
れ
た
。
元

弘
元
年

（
≡
〓
〓
）
八
月
元
弘
の
乱
が
起
り
、　
後
醍
醐
天
皇
は
笠
置
に
僣
幸
せ
ら
れ
た
の
で
幕
府
の
推
載
に
よ
っ
て
元
弘
二
年

（
〓
壬
壬
し
〓
一月
二

二
日
に
践
詐
さ
れ
た
。
十
九
才
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
剣
璽
の
授
受
は
な
く
、
後
醍
醐
帝
が
捕
え
ら
れ
京
都
に
還
ら
れ
た
時
に
こ
れ

を
受

け

た
。
後
醍
醐
帝
は
隠
岐
に
配
流
さ
れ
た
が
、
各
地
に
反
北
条
氏
の
挙
兵
が
あ
り
、
翌
三
年
五
月
幕
府
軍
の
六
波
羅
探
題
北
条
仲
時
は
持
明
院
統

の
後
伏
見
、
花
園
上
皇
、
光
厳
天
皇
を
奉
じ
て
関
東

へ
逃
が
れ
ん
と
し
て
、
近
江
の
番
場
蓮
華
寺
に
お
い
て
自
殺
、
天
皇
な
ど
は
都
へ
つ
れ
帰

さ
れ
て
五
月

一
七
日
に
退
位
、
後
醍
醐
天
皇
が
複
位
さ
れ
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
皇
太
子
と
し
て
の
量
仁
親
王
に
同
年
十
二
月
七
日
、
太
上
天
皇

の
尊
号
を
贈
ら
れ
た
。
そ
の
詔
の
中
に

「
而
皇
太
子
謙
譲
合
道
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

「
建
武
の
中
興
」
と
よ
ば
れ
た
こ
の
新
政
も
僅

か
二
年
余
に
し
て
建
武
二
年

（
〓
≡
五
）
足
利
尊
氏
が
鎌
倉
に
在

っ
て
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
三
年

（
〓
曇
天
）
正
月
京
都
に
お
い
て
破

れ

た
が
九
州
に
逃
が
れ
、
再
び
京
都
に
上
ら
ん
と
し
て
、
五
月
こ
れ
を
迎
え
討
つ
楠
木
正
成
が
湊
川
で
敗
死
、
新
田
義
貞
は
北
国
に
敗
走
し
、
足

利
尊
氏
は
京
に
上

っ
た
ｃ
こ
の
年
八
月
十
五
日
、
尊
氏
は
光
厳
天
皇
の
同
母
弟
豊
仁
親
王
を
擁
立
、
光
明
天
皇
と
し
、
南
方
の
吉
野
に
遷
幸
せ

ら
れ
た
後
醍
醐
天
皇
の
南
朝
に
対
立
し
て
始
め
て
北
朝
の
天
皇
が
出
現
し
、
北
朝
に
お
い
て
光
厳
上
皇
が
院
政
を
と
ら
れ
た
。
こ
の
動
乱
止
む

時
の
な
い
中
で
、
三
月
十
四
日
震
筆
の
般
若
心
経
を
書
写
せ
ら
れ
て
伊
勢
皇
太
神
宮

へ
、
二
月
二
五
日
八
幡
大
菩
薩

（男
山
）
へ
、
三
月
二
九



日
に
は
春
日
神
社

へ
奉
納
せ
ら
れ
た
。
そ
の
奥
書
に
は

「
忽
依

一
字
三
礼
之
功
徳
、
速
成
二
世
無
辺
之
願
望
実
」
「
願
以

一
巻
書
写

之
功
徳
、

令
救
三
界
流
転
之
衆
生
焉
」
「願
依
四
所
明
神
之
利
益
、
速
満
三
界
衆
生
之
願
望
央
。」
な
ど
の
語
が
見
ら
れ
、
六
月
七
日
の
後
鳥
羽
院
御
影
堂

に
立
願
し
給
う
た
末
尾
も
延
元
元
年
、
太
上
天
皇
量
仁
と
署
名
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
延
元
の
年
号
は
こ
の
年
二
月
二
九
日
に
後
醍
醐
天
皇
の

改
元
せ
ら
れ
た
年
号
で
、
尊
氏
が
入
京
以
後
六
月
十
五
日
か
ら
ふ
た
た
び
建

武

三
年

（
〓
壬
一天
）
と
旧
に
復
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
吉
山

王
七
社

へ
の
奉
納
法
楽
和
歌
に
は
そ
の
年
月
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
上
の
諸
社
に
奉
献
せ
ら
れ
た
震
筆
写
経
と
同
じ
願
を
こ
め
て
こ
の
こ

ろ
、
す
な
わ
ち
延
元
々
年
の
四
月

・
五
月
の
こ
ろ
に
奉
納
せ
ら
れ
た
と
す
る
村
田
博
士
の
御
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
て
法
楽
の
和
歌
と
は
何

か
。
法
楽
と
は
仏
法
を
味
わ
っ
て
喜
び
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
が
、
法
会
に
音
楽
を
奏
し
本
尊
を
供
養
す
る
事
か
ら
、
神
仏
の
前
で
経
典
を
読
誦

し
て
供
養
す
る
こ
と
を
い
う
。
神
も
仏
も
人
が
喜
ぶ
も
の
は
み
な
喜
ん
で
受
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
和
歌
を
よ
み
能
な
ど
演
ず
る
こ
と
も
仏

に
対
す
る
供
養
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
の
神
社
に
は
経
典
を
献
じ
願
文
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
奉
献
の
和
歌
は
す
べ
て

卒
直
に
願
い
を
の
べ
、
あ
だ
か
も
甘
え
る
ご
と
く
、
責
む
る
が
如
く
心
の
底
か
ら
の
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

想
起
す
る
の
は
光
厳
天
皇
が
山
王
七
社
の
神
々
の
加
護
の
も
と
に
誕
生
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
日
吉
山
王
利
生
記
』
は
ま
だ
そ
の
成

立

・
作
者
な
ど
が
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
吉
山
三
社
の
霊
験
を
集
め
た
も
の
で
そ
の
続
篇
の
第

一
話
に
、
西
園
寺
入
道
左
府
の
御

娘
で
あ
ら
れ
る
広
義
門
院
は
正
和
二
年

（
〓
二
〓
３

七
月
二
日
に
御
産
平
安
に
皇
子
が
誕
生
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
さ
き
前

に
は
皇
女
で

あ
っ
た
が
、
是
非
皇
子
を
と
い
う
の
で
山
王
に
祈
ら
れ
た
。
安
居
院
法
印
覚
守
が
日
吉
の
社
に
こ
も
ら
れ
て
修
法
し
て
い
た
時
、
そ
の
夢
に
猿

（日
吉
の
神
の
御
使
）
が

一
つ
現
わ
れ
て
大
き
な
橘
を
与
え
ら
れ
た
と
思
う
と
夢
が
醒
め
た
。
そ
の
時
日
と
同
じ
に
皇
子
が
誕
生
さ
れ
、
御
産
は

ま
こ
と
に
平
安
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
次
の
年
か
ら
日
吉
社
に
御
願
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。　
冒
皇
仁
親
王
天
子
の
位
に
備
給
は
、
山

王
の
御
威
光
も
い
ち
じ
る
し
く
、
我
山
の
繁
昌
も
音
に
は
ぢ
ず
こ
そ
と
て
、
時
の
人
は
申
け
る
」
と
こ
の
説
話
の
末
尾
を
結
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
光
厳
天
皇
に
と
っ
て
産
土
神
と
も
い
う
べ
き
親
し
さ
を
も
つ
が
故
に
、
和
歌
の
形
を
と
っ
た
こ
の
す
な
お
な
呼
び
か
け
の
作
品
が

奉
納
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
私
は
推
測
し
た
い
。

光
厳
天
皇
震
筆

「山
王
七
社
法
楽
和
歌
」
に
つ
い
て

五
五



五
六

な
お
日
吉
山
王
七
社
に
七
首
の
和
歌
を
奉

っ
た
の
が
こ
の
一
幅
で
あ
る
が
、　
日
吉
は
ヒ
エ
と
よ
み
、
比
叡
山

（日
枝
山
）
の
地
主
神
と
し
て

の
大
山
咋
神
を
ま
つ
っ
た
の
が
東
本
官
で
こ
れ
が
根
本
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
大
和
か
ら
大
己
貴
神

（大
物
主
神
）
を
迎
え
た
の
が
西
本
宮

で
あ

る
。
勧
請
さ
れ
た
神
で
は
あ
る
が
こ
れ
を

「
大
比
叡
」
と
よ
び
、
地
主
神
で
あ
る
大
山
咋
神
は
謙
譲
し
た
形
で

「
小
比
叡
」
と
称
し
こ
の
両
社

を
二
聖
と
よ
ん
で
尊
敬
す
る
。
ま
た
延
暦
寺
を
最
澄
が
創
建
す
る
に
際
し
、　
一
山
の
鎮
守
と
し
て
奉
斎
し
た
が
、
最
澄
が
在
唐
の
時
の
彼
地
の

天
台
山
国
清
寺
に
山
王
桐
が
有

っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
比
叡
神
を
山
王
と
称
し
た
こ
と
か
ら
日
吉
山
王
社
、
山
王
権
現
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
東
西
の
両
本
官
の
ほ
か
、
聖
真
子

・
八
王
子

・
客
人

・
十
禅
師

・
三
官
が
奉
斎
せ
ら
れ
、
以
上
を
上
七
社
と
よ
び
尊
敬
せ
ら
れ

た
。
中
世
に
お
け
る
出
京

・
強
訴
の
神
輿
は
こ
の
七
社
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
七
の
数
は
天
台
宗
に
お
い
て
重
視
す
る
北
斗
七
星
信
仰
か

ら
生
じ
た
数
で
あ
る
。
な
お
現
在
神
社
で
刊
行
し
て
い
る
解
説
、
ま
た
は
神
道
辞
典
そ
の
他
の
事
典
な
ど
に
七
社
の
社
名

・
祭
神
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
治
初
年
の
神
仏
判
然
令
発
布
以
後
の
も
の
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
世
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
社
の
由
来
は

『
耀
天
記
』
（貞
応
二
年
成
立
）
『厳
神
砂
』
（室
町
期
成
立
）
な
ど
に
そ
の
記
述
が
見
え
る
。

三

こ
の
和
歌
七
首
を
山
王
七
社
に
奉
献
せ
ら
れ
て
以
後
の
光
厳
天
皇
の
運
命
は
、
歴
代
の
天
皇
の
う
ち
で
も

っ
と
も
変
転
き
わ
ま
り
な
い
苛
酷

の
道
を
辿
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
北
朝
の
光
明

・
崇
光
両
天
皇
の
治
世
の
上
皇
と
し
て
院
政
を
と
ら
れ
て
い
た
が
、
正
平
六
年
、
（観
応
二
年

・

一
〓
五

一
）
南
朝
の
後
村
上
天
皇
が
京
都
に
帰
り
、　
天
下
を
統

一
し
て
北
朝
を
廃
し
た
と
き
に
崇
光
天
皇
光
厳
上
皇
を
南
朝
の
根
拠
地
に
幽
閉

し
た
。
ま
ず
東
条

（河
内
）
に
赴
き
、
つ
い
で
賀
名
生

（大
和
）
に
、
さ
ら
に
金
剛
寺

（河
内
）
に
移
さ
れ
た
。
光
厳
上
皇
は
こ
の
間
に
出
家
し

法
名
を
勝
光
智
と
号
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
覚
明
か
ら
禅
衣
を
授
け
ら
れ
光
智
と
さ
れ
、　
延
文
二
年

（
〓
一五
七
）
伏
見
に
帰
還
し
光
厳
院
に
住

さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
、　
世
俗
を
絶
ち
、
禅
の
修
行
に
深
く
参
入
し
、
晩
年
は
山
国

（丹
波
）
の
常
照
寺
に
禅
僧
と
し
て
の
簡
素
な
生
活
を



営
ま
れ
、
無
範
和
尚
と
号
し
こ
こ
で
な
く
な
ら
れ
、
寺
脊
の
山
に
葬
ら
れ
た
。
山
国
陵
が
こ
れ
で
あ
る
。
幼
少
の
時
よ
り
花
園
天
皇
の
熱
心
な

教
育
を
受
け
ら
れ
、
連
句

・
和
歌

・
琵
琶
な
ど
に
熟
達
せ
ら
れ
、
儒
仏
に
わ
た
っ
て
深
い
教
養
を
つ
ま
れ
て
特
に
晩
年
の
禅
道
に
対
す
る
精
進

と
、
そ
の
悟
道
の
深
さ
を
示
さ
れ
た
行
動
は
後
人
の
私
た
ち
に
深
い
感
動
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
御
生
涯
に
つ
い
て
は
中
村
直
勝

・
赤

松
俊
秀

・
な
ど
故
人
と
な
ら
れ
た
先
学
の
労
作
、
お
よ
び
こ
の
た
び
種
々
の
御
教
導
い
た
だ
い
た
村
田
正
志
先
生
の
す
ぐ
れ
た
御

研
究

が

あ

る
。
今
さ
ら
に
付
加
え
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
御
震
筆
の
伝
来
に
つ
い
て
の
資
料
若
干
を
お
わ
り
に
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
。

こ
の
奉
納
和
歌
に
つ
い
て
は
前
述
の
ご
と
く
早
く

『
史
徴
墨
宝
』

（明
治
一
一七
年
）
に

「
子
爵
田
中
光
顕
君
蔵
」
と
し
て
本
版
縮
印
し
て
紹
介

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
長
く
所
在
不
明
と
な
り
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
尾
高
正
久
氏
所
蔵
の
そ
れ
を
拝
見
す
る
と
、
納

め
ら
れ
た
杉
箱
の
ふ
た
の
裏
、
及
び
同
封
さ
れ
て
い
る
小
紙
片
に
よ
っ
て
近
世
以
降
の
伝
来
の
あ
と
を
辿
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ

に
若
干
の
推
測
を
加
え
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

①
箱
蓋
の
裏
墨
書

為先考
先批麟印鯨難嬬艇追福

畔
『
「
呻
詳
西
　
山
中
善
蔵
政
員
寄
附

幻
住
　
顕
　
孝
　
庵

天

費

誌

之

こ
れ
ら
の
墨
書
に
は
墨
筆
に
よ
る
抹
消
の
印
の
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
文
字
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
享
和
元
年

（
一
八
〇
こ

に
山

中
善
蔵
政
員
が
、
な
く
な
っ
た
両
親
の
菩
提
を
弔
わ
ん
た
め
に
寄
附
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
お
そ
ら
く
は
菩
提
寺
で
あ
る
顕
孝
庵
の
住
持
で
あ

る
天
支
が
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
顕
孝
庵
は

『
諸
宗
末
寺
帳
』
に
よ
っ
て
検
索
し
て
見
る
と
、
「
正
法
山
妙
心
禅
寺
末
寺
丼
末
々
帳
」
の
大

和
の
部
に
、
桃
林
寺

・
龍
源
寺

・
顕
孝
庵
の
三
寺
名
が
列
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
所
在
地
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
寺
名
は
す
べ
て

光
厳
天
皇
震
筆

「山
王
七
社
法
楽
和
歌
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



五
八

大
正
三
年
の

『
全
国
寺
院
総
覧
』
に
は
見
え
ず
早
く
廃
絶
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
妙
心
寺
末
は
、
奈
良
県
で
は
こ
の
三
寺

だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
顕
孝
庵
は

『
諸
宗
末
寺
帳
』
そ
の
他
の
記
録
類
に
も
同
名
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
い
ま

『
奈
良
県
の
地
名
』
（平
凡

社
刊
）
を
見
る
と

「
吉
野
郡
十
津
川
郷
」
の
う
ち
に

「
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
に
全
村
士
族
に
列
せ
ら
れ
た
。
―
略
―
当
時
、
郷
内
に
は
五
一
ケ
寺

（
い
ず
れ
も
禅
宗
、
京
都
宇
治
の
興
聖
寺
末
か
京
都
花

園
の
妙
心
寺
末
）
が
あ
っ
た
が
、
明
治
四
年

一
郷
あ
げ
て
仏
祭
を
神
葬
祭
に
改
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
翌
五
年
二
月
に
は
郷
内
す
べ
て
の
廃
寺
を
請
い
同
六

年
四
月
四
日
認
可
さ
れ
た
。
（十
津
川
記
事
）
現
在
十
津
川
村
に
は
一
寺
も
存
在
し
な
い
。」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
顕
孝
庵
も
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
の
波
を
免
か
れ
得
な
か
っ
た

一
寺
院
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
史
と
い
う

僧
に
つ
い
て
も

『
日
本
仏
家
人
名
辞
書
』
に
四
名
あ
る
が
す
べ
て
曹
洞
宗
の
僧
で
あ

っ
て
か
つ
年
代
も
合
わ
な
い
。
寄
附
者
山
中
善
蔵
に
つ
い

て
も
未
だ
手
掛
り
が
な
い
。
あ
る
い
は
十
津
川
郷
の
人
で
あ
ろ
う
か
。

②
　
箱
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
紙
片
。

④
　
長
さ
三
五
、
八
セ
ン
チ
、
巾
六
セ
ン
チ
。

光
厳
院
御
震
翰
　
子
爵
　
　
田
中
光
顕
君

０
　
長
さ
三
三
セ
ン
チ
巾

一
二
セ
ン
チ

四
六
　
　
光
厳
院
御
震
翰

金百拾八円　一̈［一̈̈̈
］

（金
額
の
上
に

「
売
切
」
の
丸
い
朱
印
。
会
主
の
う
ち
中
村
の
上
に
朱
の
角
印
。
上
辺
に

「
引
合
」
と
い
う
割
印
あ
り
）

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
売
立

の
時
、
田
中
光
顕
が
百
十
八
円
で
入
札
し
た
こ
と
。

こ
の
出
品
者

は
そ

の
売
立
会

の
会
主

の

一
人
中
村
某

で
あ
る



こ
と
を
示
し
い
る
。
な
お
箱
蓋
の
裏
側
の
隅
に

「
琴
山
」
の
印
の
あ
る
小
紙
片
が
糊
で
は
り
つ
け
て
あ
る
が
、
虫
損
が
ひ
ど
く
て
読
み
と
れ
な

以
上
の
二
つ
の
資
料
は
私
た
ち
に
、
享
和
元
年
に
十
津
川
郷
の
妙
心
寺
末
の
寺
院
に
寄
附
せ
ら
れ
明
治
初
年
の
廃
寺
に
伴
い
、
骨
董
商
の
手

に
わ
た
り
、
鑑
定
家
琴
山
の
極
め
を
う
け
て
光
厳
院
震
翰
と
定
め
、
売
立
会
の
目
録
四
六
番
に
載
せ
ら
れ
そ
れ
を
田
中
光
顕
が
落
札
入
手
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

田
中
光
顕
は
入
手
し
て
後
、
修
史
局
の
求
め
に
よ
っ
て
呈
示
し
、
そ
れ
以
後
姿
を
消
し
た
の
が
、
こ
の
一
幅
で
あ
っ
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
田
中
光
顕
は
著
名
な
明
治
の
功
臣
で
天
保

一
四
年

（
一
八
四
３

高
知
県
に
生
れ
幼
名
顕
助
。　
武
市
瑞
山

（半
平
太
）
に
師
事
し
て
土
佐

勤
王
党
に
属
し
工
事
に
奔
走
。　
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
兵
庫
県
権
判
事
を
最
初
に
主
と
し
て
会
計
方
面
に
活
躍
、　
西
南
の
役
に
は
会
計
部
長

と
し
て
従
軍
、
の
ち
陸
軍
に
入
り
、
同
十
四
年
陸
軍
少
将
、
同
二

一
年
予
備
役
編
入
、
元
老
院
議
官

・
警
視
総
監

・
官
中
顧
問
官
、
同
二
五
年

に
子
爵
を
授
け
ら
れ
、
明
治
三

一
年
に
官
内
大
臣
と
な
り
在
職
十

一
年
間
、
宮
中
に
並
ぶ
も
の
な
き
勢
力
を
き
づ
き
同
四
〇
年
伯
爵
と
な
っ
た

が
、
収
賄
事
件
に
よ
っ
て
、
官
職
を
辞
任
、　
以
後
官
政
界
か
ら
退
き
昭
和

一
四
年

（
一
九
三
九
）
三
月
二
八
日
没
。　
こ
の
履
歴
を
た
ど
る
と
明

治
二
五
年
よ
り
以
後
間
も
な
く
、
こ
の
震
筆

一
巻
を
入
手
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
田
中
光
顕
は
明
治
維
新
関
係
の
全
国
に
わ
た
る
志

士
と
明
治
の
顕
官
、
な
ら
び
に
名
士
の
遺
墨

・
書
簡
そ
の
巻
軸
類
八
百
点
と
維
新
史

。
日
本
史

・
復
刻
稀
朝
本
な
ど

一
万
三
千
点
、
皇
室
御
下

賜
品
約
百
点
を
郷
里
の
高
知
県
佐
川
町
に
寄
贈
し
青
山
文
庫
と
し
て
公
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
お
そ
ら
く

は
北
朝
の
天
皇
の
筆
蹟
で
あ

っ
た
が
故
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
い
つ
田
中
家
か
ら
離
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
尾
高
正
久
氏
の
義
兄

（故
人
）
が

昭
和
二
〇
年
以
後
、
間
も
な
く
の
こ
ろ
に
東
京
で
入
手
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
事
の
み
で
、
そ
の
委
細
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
貴
重
な
御
震
筆
が
、
全
く
損
傷
な
く
丁
重
に
今
日
ま
で
保
存
せ
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
喜
び
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
。
な
お
村
田
正
志
先
生

の
御
著
書
な
ら
び
に
直
接
の
御
指
導
に
末
尾
な
が
ら
、
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
六
二

・
一
・
一
五
）

光
厳
天
皇
震
筆

「
山
王
七
社
法
楽
和
歌
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



六
〇

（補
）
前
掲
の
和
歌
醜
刻
の
第
二
首
で

一
マ
ヽ
一
と
注
記
し
た

「
国
や
た
れ
」
に
つ
い
て

『
史
徴
墨
宝
』
巻
末
の
考
証
は

「
第
二
歌
ノ
や

ハ

本

ハ
み
ナ
リ
シ
フ
国
み
だ
れ
ノ
語
ヲ
忌
ミ
テ
後
人
改
窟
セ
シ
ト
覚

ユ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
原
本
こ
は
全
く
改
訂
の
あ
と
は
見
ら
れ
ず
、
こ
こ

で
い
う
後
人
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
解
釈
に
く
る
し
む
。
で
は
光
厳
天
皇
自
ら
の
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。
「
国
や
た
れ
」
と
あ
る
は
「
国
み

だ
れ
」
の
誤
り
と
す
る
の
が
も

っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
原
形
の
ま
ま
に
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

『
日
本
国
語
大

辞
典
』
を
見
る
と

「
や
た
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

や
た

〔副
〕
翁
に
」
を
伴
っ
て
用
い
る
こ
と
も
あ
る
）
や
た
ら
に
。
む
や
み
に
。
雑
俳

・
太
箸
集
―
三

「
役
に
立
ず

・
南
瓜
の
花
が
ャ
タ
ニ
咲
く
」
雑
俳

・

太
箸
集
―
五

「
留
守
の
庵

・
細
辛
が
や
た
殖
て
居
る
」

一囲
目
一①
む
や
み
。
や
た
ら
。
埼
玉
県
秩
父
郡
②
た
く
さ
ん
な
さ
ま
。
名
古
屋

や
た
ら
と
い
う
言
葉
に
は
秩
序
、
節
度
な
ど
が
無

い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
句
以
下
の

「
民
や
す
か
ら
ぬ
末
の
世
に
」
と
続
く

こ
と
ば
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
や
た
が
や
た
れ
と
な
る
例
は
他
に
見
出
し
得
な
い
し
、
歌
語
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
や
は
り

こ
れ
は
誤
記
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。　
一
つ
の
疑
間
と
し
て
付
記
し
て
お
く
。


