
紹

介

中
村
直
勝
脂

光
　
厳
　
天
　
皇

　
「
滋
賀
県
の
瀬
田
川
畔
に
住
ん
で
お
っ
た
あ
る
入

が
、
火
中
か
ら
捻
い
出
し
て
ぎ
た
よ
う
な
、
上
下
を

焼
き
失
う
た
、
元
弘
元
年
九
月
廿
八
日
の
後
伏
見
院

院
宣
を
一
通
、
私
に
く
れ
た
。
昭
和
元
年
の
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
こ
の
臼
付
は
後
醍
醐
天
皇
の
笠
㎜
直
行
宮
の

陥
っ
た
日
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
一
通
に
よ
っ

て
、
そ
の
賦
す
で
に
京
都
に
お
い
て
は
院
政
が
行
な

わ
れ
て
お
っ
た
こ
と
が
、
何
物
よ
り
も
雄
弁
に
か
つ

明
白
に
物
語
ら
る
。
そ
れ
は
京
都
に
後
醍
酬
天
皇
な

ら
ぬ
別
の
天
皇
が
御
座
し
た
と
い
う
反
証
に
も
な
っ

て
く
る
。
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
ぞ
、
と
心
が
ふ

る
え
た
。
」
と
い
う
「
自
序
」
で
こ
の
書
物
は
は
じ

ま
る
。
爾
北
朝
史
の
研
究
家
と
し
て
は
、
文
墨
通
り

「
大
御
所
」
で
あ
り
元
老
で
あ
る
中
村
直
勝
博
士
が
、

「
爾
来
益
十
五
年
、
深
く
心
中
に
抱
き
、
堅
く
脳
中

に
蔵
し
、
反
贅
し
た
問
題
」
を
こ
こ
に
公
刊
さ
れ
た

の
が
本
書
で
あ
る
。

　
光
厳
天
皇
、
い
わ
ゆ
る
北
朝
第
一
代
の
天
皇
と
し

て
後
醍
醐
天
皇
の
京
都
脱
鴫
後
に
践
製
し
、
六
波
羅
・

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
は
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
廃
位
さ

れ
、
後
醍
醐
天
皇
南
行
の
の
ち
は
北
朝
光
明
・
漿
光

両
天
皇
の
二
代
の
院
政
を
と
っ
た
「
治
天
の
君
」
で

あ
り
、
そ
の
後
、
観
応
の
諄
乱
の
時
に
南
朝
に
幽
閉

さ
れ
、
忌
避
生
で
繊
家
落
飾
し
て
法
皇
と
な
り
、
許

さ
れ
て
帰
洛
後
は
丹
波
麟
山
国
庄
に
隠
棲
し
て
淋
し

く
五
二
年
の
生
涯
を
終
え
た
悲
劇
の
主
人
公
、
光
厳

天
塁
の
一
代
を
、
著
潜
は
当
縛
の
鮭
会
相
・
政
治
情

勢
・
皇
室
御
領
の
複
雑
な
伝
領
関
係
な
ど
の
中
か
ら

追
究
し
、
天
皇
の
感
懐
に
ま
で
立
入
つ
た
興
味
深
い

描
写
を
展
開
し
て
み
せ
る
。
本
書
は
、
こ
の
数
奇
な

運
命
を
辿
っ
た
主
人
公
の
す
ぐ
れ
た
伝
記
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
の
敷
治
史
と
し

て
も
必
読
の
価
値
を
も
つ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
　
「
序
章
」
に
つ
づ
く
「
第
一
章
　
御
生

誕
ま
で
」
で
両
統
迭
立
以
後
の
政
治
史
を
概
述
し
、

「
第
二
章
春
宮
量
仁
親
王
」
で
は
後
伏
見
上
皇
の

量
継
親
王
立
坊
ま
で
の
焦
慮
や
苦
衷
を
、
さ
ら
に
立

坊
後
は
登
極
の
臼
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
念
ず

る
上
皇
の
夜
鶴
の
思
い
を
描
き
出
す
。
　
「
第
三
章

光
厳
天
皇
扁
で
は
後
醍
醐
天
皇
の
討
幕
計
画
の
失
敗

と
光
厳
天
皇
の
践
酢
と
を
述
べ
る
本
書
の
中
心
を
な

す
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
。
著
者
の
主
張
を
要
約
す
れ

ば
、
光
厳
天
皇
の
即
位
は
す
べ
て
の
条
件
を
完
備
し

て
お
り
、
従
っ
て
北
朝
第
一
代
と
し
て
で
は
な
く
九

六
代
の
天
皇
後
醍
醐
天
皇
の
あ
と
を
う
け
た
九
七
代

の
天
皇
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
、
そ
れ
故
に
京
都
還

幸
後
の
建
武
新
政
を
領
導
し
た
後
醍
醐
天
心
は
重
詐

の
天
皇
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
第
四
章
　
尊
厳
上
皇
」
は
薪
政
の
夢
破
れ

て
後
醍
醐
天
皇
南
幸
の
の
ち
京
都
に
あ
っ
て
光
明
・

崇
光
両
津
の
院
政
を
み
た
時
代
か
ら
、
正
平
の
一
時

的
和
平
に
際
し
て
南
朝
に
幽
閉
さ
れ
、
尊
氏
に
よ
っ

て
後
光
厳
天
皇
が
擁
立
さ
れ
る
ま
で
を
述
べ
、
こ
の

時
代
が
南
北
朝
心
立
の
時
期
で
あ
る
こ
と
、
後
光

厳
・
後
門
融
・
後
小
松
天
皇
の
蔚
半
は
、
偽
器
の
三

種
神
羅
す
ら
持
た
ぬ
た
め
天
皇
と
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と

を
論
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
偽
朝
の
存
在
そ

の
も
の
の
胚
芽
が
芝
居
上
皇
に
あ
り
、
そ
の
苦
悩
が

上
皇
を
し
て
出
家
落
飾
せ
し
め
た
と
す
る
「
第
五
章

光
厳
院
法
皇
扁
の
章
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
。

　
以
上
の
よ
う
な
紹
介
で
は
本
書
の
豊
罪
な
内
容
を

充
分
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
二
章
・
第
三
章

の
叙
述
な
ど
は
、
そ
の
豊
慮
な
史
料
的
裏
付
け
と
、

博
士
の
流
暢
な
筆
の
運
び
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
読

者
を
魅
了
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
に
は
な
お

か
つ
い
く
つ
か
の
不
満
が
の
こ
る
の
も
事
実
で
あ
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介早

る
。
博
士
の
南
北
朝
正
潤
論
の
立
論
の
基
準
は
、
皇

位
の
象
徴
た
る
三
種
神
器
の
存
否
に
か
か
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
、
戦
前
の
「
大
義
名
分
論
」
的
発

想
に
不
満
を
感
ず
る
の
は
、
果
し
て
紹
介
者
の
み
で

あ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
多
数
の
優
秀
な
古
文
書
の
蒐
集
家
で
も
あ

る
著
者
の
所
蔵
文
書
を
は
じ
め
、
多
く
の
古
文
書
を

駆
使
し
て
縦
横
の
論
を
展
開
す
る
が
、
髄
質
天
皇
の

伝
記
と
い
う
本
書
の
性
格
も
あ
っ
て
所
論
が
上
層
貴

族
階
級
に
限
ら
れ
て
い
る
う
ら
み
が
あ
る
。
著
者
が

か
つ
て
名
論
文
「
荘
民
の
生
活
」
（
史
林
八
ノ
一
）
で

展
開
し
た
視
角
、
即
ち
庶
民
の
生
活
に
ま
で
立
入
つ

た
視
角
を
本
書
で
も
援
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
駈
論
は

一
層
の
興
味
深
さ
を
期
待
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
今
一
つ
、
気
に
な
る
の
は
、
著
者
が
欝
欝
紀
年

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
岩
茸
の
兇

識
に
よ
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
西
暦
紀
年
を
使
い
な

れ
た
者
に
は
、
換
算
の
煩
し
さ
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
む
し
ろ
奇
異
に
す
ら
感
ず
る
。
多
数
の
読
春
i

そ
れ
に
は
多
数
の
着
者
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
西
暦
紀
年
を
使
用
す
る
ほ
う
が
親
切
で
は
な
か

ろ
う
か
。
　
（
A
5
覇
二
一
六
頁
　
昭
和
三
十
六
年
四

月
淡
交
新
社
刊
　
定
価
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
善
人
）

三
木
与
吉
郎
編

阿
波
藍
譜
　
史
話
図
説
篇

　
昨
年
末
『
阿
波
藍
譜
』
史
話
図
説
篇
が
刊
行
さ
れ

新
春
畢
々
、
一
読
す
る
機
会
を
も
つ
た
。
三
木
藍
業

殊
式
会
社
三
木
与
吉
郎
氏
と
、
三
木
文
庫
後
藤
捷
一

氏
の
御
尽
力
に
よ
り
、
　
『
三
木
文
星
断
蔵
庶
民
史
料

目
録
』
二
冊
が
上
梓
さ
れ
、
つ
い
で
『
阿
波
藍
譜
』

栽
培
製
造
篇
が
学
界
に
送
ら
れ
た
の
は
、
ま
だ
臼
穎

し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
撃
つ
ぐ
出
版
に
は
関
係
春

各
位
の
御
心
労
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た

ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。
本
書
も
既
刊
の
そ
れ
に
劣

ら
な
い
立
派
な
出
来
栄
え
で
あ
り
、
豪
華
な
製
本
、

図
版
の
鮮
麗
な
る
こ
と
、
ま
た
原
物
の
手
板
紙
を
一

枚
宛
、
書
物
に
付
し
て
あ
る
凝
り
よ
う
に
は
、
さ
す

が
に
感
歎
し
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
て
本
書
は
史
話
図
説
篇
と
あ
る
よ
う
に
藍
に
関

す
る
史
的
考
察
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
付
随
し
て
蛍
雪

写
糞
図
版
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
史
話
と
い
う
限
り

内
容
は
く
だ
い
た
も
の
と
と
れ
る
が
、
し
か
し
平
明

な
文
章
で
い
て
、
内
容
は
欝
欝
に
が
っ
ち
り
し
た
研

究
書
で
あ
り
、
信
頼
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

断
雷
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
筆
潜
の
自
負
の
程
も
う

な
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
阿
波
藍
の

研
究
に
お
い
て
は
必
須
の
文
献
と
な
ろ
う
。
さ
て
、

内
容
は
、
藍
原
草
、
藍
建
発
酵
法
、
紺
屋
雑
記
と
、

ま
ず
藍
染
の
基
本
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
つ
い
で
阿
波

藍
に
つ
い
て
栽
培
、
製
法
、
生
産
額
か
ら
販
売
状
況

を
明
ら
か
に
さ
れ
、
明
治
以
隆
、
人
造
藍
の
移
入
と

藍
作
の
衰
退
を
概
観
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

阿
波
藍
の
展
開
は
、
蜂
須
賀
藩
の
政
策
が
問
題
に
な

る
が
、
こ
こ
で
も
発
生
か
ら
統
無
策
が
検
討
さ
れ
海

商
の
組
織
、
取
引
慣
行
、
店
方
の
内
部
組
織
ま
で
流

通
面
の
分
祈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
他
国
の

．
藍
、
阿
波
地
方
の
逸
詣
、
民
家
に
付
属
し
て
い
る
ブ

チ
ョ
ウ
の
構
造
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
附
録
と
し

て
の
統
計
表
は
、
前
著
の
そ
れ
に
明
治
初
年
物
産
表

よ
り
の
藍
関
係
統
計
が
付
せ
ら
れ
、
更
に
完
備
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
阿
波
藍
の
み
な
ら
ず
広
く
藍

に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
概
説
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
な
り
に
今
少
し
精
細
に
展
慶
し
て
い
た
だ
き
た
か

っ
た
点
も
な
い
で
は
な
い
が
、
史
謡
と
い
う
以
上
、

こ
れ
も
望
蜀
の
感
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
薩
業
史

と
い
う
も
の
は
、
と
く
に
技
術
問
題
が
重
要
で
あ

り
、
私
な
ど
自
分
の
研
究
で
そ
の
弱
点
を
よ
く
感
じ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
は
さ
す
が
に
実
際
業
務
に
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