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I
' 水
　
文
　
雄
先
生
　
著

『
衣
通
姫
の
流
』

1
語
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
語
を
資
料
に
あ
た
り

な
が
ら
肢
密
に
考
察
し
て
い
-
方
法
は
'
国
語
学
的

な
古
典
語
研
究
の
方
法
と
し
て
'
す
で
に
多
く
の
人

々
が
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
`
そ

の
場
合
、
結
論
と
し
て
柑
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
'
そ
の

原
義
や
そ
の
原
義
か
ら
の
意
味
の
派
生
な
い
し
は
転

成
の
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
昔
の
人
々
の
心
を

解
き
明
か
し
た
り
'
文
学
作
品
の
神
髄
を
つ
き
と
め

た
り
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
つ
き
進
ん
で
い
な
い
こ
と

が
多
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
文
学

研
究
や
古
典
教
育
の
立
場
か
ら
は
、
そ
こ
に
い
-
ぱ

く
か
の
不
溝
が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

措
水
文
雄
先
生
の
ど
著
宙
『
衣
通
姫
の
流
』
は
'

そ
う
し
た
読
者
の
不
満
を
み
げ
と
に
解
消
し
て
-
れ

る
。
だ
れ
も
知
り
つ
-
し
て
い
る
か
の
ど
と
く
思
い

こ
ん
で
い
る
語
、
た
と
え
ば
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し

る
」
「
を
か
し
」
　
「
は
づ
・
は
ぢ
・
は
づ
か
し
」
「
つ

れ
づ
れ
」
「
は
か
な
し
」
「
世
を
知
る
」
な
ど
の
語
を

と
り
あ
げ
て
、
国
語
学
的
な
意
味
で
の
放
密
な
手
続

き
を
と
り
な
が
ら
'
そ
こ
か
ら
古
典
文
学
の
神
髄
が

み
ご
と
に
解
き
明
か
さ
れ
'
古
代
人
の
心
が
浮
か
び

あ
が
ら
さ
れ
て
-
る
。
い
わ
ば
、
国
語
学
と
国
文
学

と
の
み
ご
と
な
統
一
が
'
そ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
き
に
私
は
'
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
語
は
'
だ

れ
も
知
り
つ
く
し
て
い
る
か
の
ど
と
く
思
い
こ
ん
で

い
る
語
だ
と
番
い
た
。
し
か
し
'
そ
れ
ら
の
語
は
、

手
あ
た
り
し
だ
い
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
な

い
こ
と
は
言
う
せ
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
古
典

を
解
き
明
か
す
鈍
に
な
る
語
で
あ
り
、
ま
さ
に
キ
ー

・
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
、
清
水
文
雄
先
生
が
1
質
し
て
求
め
続
け

て
こ
ら
れ
た
日
本
人
の
心
の
あ
り
よ
う
へ
詩
心
を
解

き
明
か
す
錠
が
あ
る
と
い
う
、
先
生
の
鋭
い
洞
察
力

が
働
い
て
い
る
。
と
同
時
に
'
そ
こ
で
解
き
明
か
さ

れ
る
詩
心
(
ポ
エ
ジ
ー
)
は
、
先
生
の
詩
心
を
も
語

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
研
究
で
あ
り
つ

つ
'
同
時
に
評
論
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
。
研
究
者
と
し
て
の
先
生
と
、
詩
人
と
し
て

の
先
生
と
の
統
I
が
'
こ
こ
に
も
み
ご
と
に
み
い
だ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
主
部
を
占
め
る
九
茄
の
論
文
と
、
「
和

泉
式
部
ノ
ー
ト
」
と
し
て
1
括
さ
れ
て
い
る
六
窮
の

短
章
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
主
部
の
九
第
は
、
昭
和

三
十
七
年
か
ら
五
十
1
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
,
そ
の
中
に
は
本
誌
『
国
語
教
育
研
究
』

の
第
c
o
・
t
"
*
-
・
C
i
号
に
発
表
さ
れ
た
「
　
『
つ
れ
づ

れ
』
の
源
流
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
目

次
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

衣
通
姫
の
流

源
氏
物
語
の
男
性
論

「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と

を
か
し

は
づ
・
は
ぢ
・
は
づ
か
し

「
つ
れ
づ
れ
」
の
源
流

「
あ
と
な
し
」
と
「
は
か
な
し
」

「
は
か
な
し
」
に
つ
い
て

「
世
を
知
る
」
と
い
う
こ
と

和
泉
式
部
ノ
ー
ト

文
学
的
感
想

岩
つ
つ
じ
の
歌

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

う
き
も
あ
は
れ
と

和
泉
式
部
集
校
訂
余
滴

男
と
女

中
古
文
学
の
愛
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読
者
は
'
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
て
も
さ
し
つ
か
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
読
み
始
め
た
に
し
て

も
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
読
み
た
く
な
っ
て
'
結
局
は
全
部

を
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
本

番
は
そ
う
い
う
本
な
の
で
あ
る
。

試
み
に
'
本
書
の
題
名
と
も
な
っ
た
「
衣
通
姫
の

流
」
の
一
部
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
(
「
衣

通
姫
の
流
れ
」
と
い
う
言
葉
は
'
先
生
が
ず
っ
と
前

か
ら
親
し
ん
で
こ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
'
先
生
に
お

教
え
を
い
た
だ
い
た
者
に
も
懐
し
い
言
葉
で
あ
る
。
)

「
允
恭
天
皇
と
衣
通
姫
と
の
仲
の
隔
絶
は
'
現
象

的
に
は
、
皇
后
の
嫉
妬
を
そ
の
要
因
と
す
る
.
天
皇

と
姫
と
の
別
居
と
い
う
空
間
的
隔
絶
は
、
皇
后
の
は

げ
し
い
嫉
妬
を
避
け
る
た
め
の
消
極
的
な
捨
置
で
あ

っ
た
が
、
も
と
よ
り
当
事
者
二
人
の
意
志
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
天
皇
の
行
幸
の
と
だ
え

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
皇
后
の
嫉
妬
と
い
う
要
因
が

排
除
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
'
そ
れ
は
む
し
ろ
必
然
の
な

り
ゆ
き
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
へ
　
二
人
の
仲
の
時
間
的
隔
絶
は
、
姫
の
心
を
不

安
に
陥
れ
へ
　
『
待
つ
恋
』
の
な
げ
き
は
、
時
と
と
も

に
募
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
と
き
姫
は
、
た
と
え
ば
'
後

の
和
泉
式
部
が
'
『
と
も
か
-
も
い
は
ば
な
べ
て
に

な
り
ぬ
べ
し
ね
に
泣
き
て
こ
そ
み
せ
ま
は
し
け
れ
』

と
、
時
あ
っ
て
偽
装
の
狂
態
に
よ
り
自
己
放
出
を
試

み
た
よ
う
な
積
極
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
な
-
'

か
え
っ
て
悲
痛
の
情
を
内
向
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
『
待
つ
恋
』
の
純
粋
さ
に
撤
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
姫
が
、
空
間
的
・
時
間
的
隔
絶
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
悲
痛
に
堪
え
て
ゆ
-
運
命
を
'

み
ず
か
ら
に
課
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う

な
心
が
お
の
ず
か
ら
に
ロ
を
つ
い
て
出
た
『
我
が
背

子
が
』
の
歌
が
、
天
皇
の
愛
の
燃
焼
を
誘
っ
た
も
のヽ

と
い
え
よ
う
。
姫
に
と
っ
て
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
人

生
を
移
調
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
絶
対
の
器
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
い
っ
た
『
衣
通
姫
的
な
も

の
』
と
は
、
こ
の
よ
う
な
文
学
の
創
造
主
体
と
し
て

の
衣
通
姫
を
'
統
一
的
、
特
徴
的
に
と
ら
え
る
と
き
t

か
り
に
与
え
た
名
称
で
あ
る
u
　
(
一
三
ペ
ー
ジ
)

書
紀
の
記
述
に
よ
っ
て
へ
允
恭
天
皇
と
衣
通
郎
姫

の
悲
恋
物
語
を
た
ど
り
、
こ
の
物
の
核
を
な
す
四
首

e

O

T

]

　

　

　

娼

a

!

の
歌
(
そ
の
中
に
「
我
が
夫
子
が
来
べ
き
夕
な
り
さ

二
と
"
*
J
-
j
も

さ
が
ね
の
蜘
妹
の
行
ひ
是
夕
著
し
も
」
が
あ
る
)
香

解
明
し
た
う
え
で
結
論
づ
け
ら
れ
た
「
衣
通
姫
的
な

も
の
」
の
ま
と
め
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
る

ま
で
の
解
明
の
部
分
を
省
い
た
引
用
で
は
'
こ
の
ど

論
文
の
お
も
し
ろ
さ
は
伝
わ
り
に
-
い
が
、
こ
の
引

用
箇
所
だ
け
で
も
、
先
生
の
探
り
求
め
て
お
ら
れ
る

詩
心
の
あ
り
よ
う
の
一
端
は
う
か
が
え
る
で
あ
ろ

・
つ
○

歌
は
「
は
か
な
き
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
「
は
か
な
き
」
歌
が
'
人
間
に
と
っ
て
な
ぜ
必
要

な
の
か
、
ど
う
い
う
意
義
を
も
つ
の
か
は
'
本
字
の

い
た
る
と
こ
ろ
で
説
き
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時

代
の
'
一
見
華
や
か
な
外
貌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

人
1
人
が
深
淵
に
臨
む
よ
う
な
孤
独
感
を
抱
い
て
生

き
て
い
た
貴
族
社
会
で
、
人
々
は
何
に
よ
っ
て
連
帯

を
と
り
も
ど
そ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
中
で
歌
は
ど

う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
'

あ
る
意
味
で
今
日
の
私
た
ち
の
問
い
そ
の
も
の
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
清
水
先
生
の
胸
底
に
も
、
同

じ
問
い
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
本
書

は
、
そ
の
問
い
に
先
生
が
自
ら
答
え
よ
う
と
探
索
し

続
け
て
こ
ら
れ
た
成
果
で
あ
り
'
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
'
私
た
ち
に
も
深
い
感
動
が
わ
き
お
こ
る
の
だ

と
、
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
、
高
校
古
典
教
材
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
作
品
も
'
数
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
古
今
和
歌
集
仮
名
序
へ
古
事
記
の
　
「
黄
泉
の

国
」
の
く
だ
り
'
つ
れ
づ
れ
草
、
万
葉
集
、
伊
勢
物

諺
(
八
十
三
段
は
か
)
な
ど
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
教
材
を
取
り
扱
う
と
き
の
教
材
研
究
に
'
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本
番
は
直
接
的
な
参
考
文
献
と
も
な
り
う
る
。
そ
れ

ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
'
教
材
を
少
し
掘

り
下
げ
て
み
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
本
昏
は
い
っ

そ
う
有
益
な
参
考
苔
と
な
る
。
教
材
の
読
み
深
め
方

に
つ
い
て
も
'
具
体
的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
そ
う
し
た
意
味
で
'
本
書
は
古
典
教
育
の
重
要

な
参
考
文
献
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
木
曽
に
は
、
あ
ち
こ
ち
で
国
語
教
育
史
研

究
へ
の
示
唆
が
み
ら
れ
る
。
前
近
代
の
国
語
教
育
史

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
と
い
っ
て
も

さ
し
つ
か
え
な
い
状
態
で
あ
る
が
'
本
書
に
示
唆
さ

れ
て
い
る
方
向
で
の
研
究
が
進
め
ば
'
国
語
教
育
は

さ
ら
に
根
底
か
ら
深
め
ら
れ
て
い
く
に
ち
が
い
な

い
。先

生
の
前
著
「
王
朝
女
流
文
学
史
」
　
(
古
川
書
房

刊
)
と
と
も
に
、
読
者
の
ど
一
読
を
お
す
す
め
七
た

い
。
(
昭
和
s
　
　
　
　
古
川
雷
房
刊
　
二
四
五

ペ
ー
ジ
　
二
二
〇
〇
円
)
　
　
　
　
(
大
域
和
夫
)
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