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【研
究
発
表
】 

 

水
の
精
考
―
―
『今
昔
物
語
集
』巻
二
十
七
第
五
話
「冷
泉
院
水
精
成
人
形
被
捕
語
」と
類
話
を
中
心
に
―
― 崔 

 

鵬
偉 

 

『
今
昔
物
語
集
』
「
冷
泉
院
水
精
成
人
形
被
捕
語
」
は
、
冷
泉
院
の
池
に
棲
み
、
人
を
か
ら
か
う
小
柄
な
水
の

精
が
縄
で
捕
ま
え
ら
れ
る
話
で
あ
る
。
類
話
と
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
陽
成
院
妖
物
事
」
が
み
え
る
。
同

一
事
件
を
、
『
今
昔
』
は
水
の
精
が
退
治
さ
れ
る
智
勇
伝
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
宇
治
拾
遺
』
は
人
間

が
水
の
精
に
喰
わ
れ
る
話
と
し
て
い
る
。
両
話
の
結
末
が
こ
れ
だ
け
異
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
本
発

表
は
、
『
法
苑
珠
林
』
等
に
見
ら
れ
る
小
柄
な
水
の
精
に
注
目
し
、
日
本
と
中
国
の
文
献
に
お
け
る
水
の
精
の

解
釈
の
変
容
を
検
討
し
つ
つ
、
両
話
が
い
か
に
作
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

范
曄
『後
漢
書
』の
「党
人
」評
価
と
六
朝
時
代
の
「史
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

袴
田 

郁
一 

 

范
曄
『後
漢
書
』は
、
後
漢
研
究
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
文
献
史
料
で
あ
る
一
方
、
編
纂
の
過
程
で
生
じ
た

誤
り
に
加
え
、
范
曄
の
歴
史
観
や
政
治
的
立
場
、
社
会
情
勢
に
よ
る
偏
向
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
る
。
本
発
表

は
、
後
漢
末
に
政
変
で
弾
圧
さ
れ
た
「党
人
」と
呼
ば
れ
る
士
大
夫
層
に
対
す
る
范
曄
の
叙
述
と
評
価
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
歴
史
観
や
家
学
で
あ
る
『春
秋
』理
解
に
も
と
づ
く
史
学
思
想
、
成
立
の
時
代
背
景
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
ま
た
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
「史
」の
あ
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。 

 

伊
藤
仁
斎
に
お
け
る
「誠
」と
「修
為
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

益
田 

貴
裕 

 

仁
斎
は
学
者
が
学
問
の
継
続
を
通
し
て
、
そ
の
内
面
性
を
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
仁
斎
学
に

お
け
る
学
者
の
内
面
の
成
長
過
程
を
た
ど
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
研
究
は
三
つ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
。
第
一
は

仁
斎
学
の
背
景
で
あ
る
。
仁
斎
学
の
背
景
に
は
教
育
者
の
立
場
が
あ
り
、
良
き
師
に
ふ
さ
わ
し
い
内
面
性
の
確
立
が

学
者
の
内
面
的
成
長
の
目
標
で
あ
る
。
第
二
は
「
誠
」「
自
ず
か
ら
」
の
検
討
で
あ
る
。
内
面
的
成
長
は
「
誠
」「
自
ず
か

ら
」
の
獲
得
過
程
と
し
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
「
本
体
」
「
修
為
」
の
検
討
で
あ
る
。
内
面
性(

本
体)

の
成
長

は
道
徳
的
行
動
（修
為
）の
継
続
で
漸
次
に
進
む
の
で
あ
る
。 

 

智
顗
の
教
学
に
お
け
る
病
行
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
比 

宣
仁 

 

『涅
槃
経
』に
は
、
菩
薩
が
な
す
べ
き
病
行
が
説
か
れ
る
。
同
行
の
内
容
は
、
同
経
に
詳
説
さ
れ
な
い
。
よ
っ
て
、

『涅
槃
経
』
を
研
究
す
る
諸
学
匠
は
、
病
行
に
つ
い
て
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
見
解
を
示
す
。
代
表
的
な
見
解
と

し
て
は
、
病
行
と
は
菩
薩
が
衆
生
の
病
を
治
す
修
行
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
釈
尊
が
般
涅

槃
す
る
に
当
た
り
背
痛
を
起
こ
し
、
沙
羅
双
樹
の
下
で
横
た
わ
っ
た
と
い
う
出
来
事
を
病
行
と
見
做
す
立
場
も
見
ら

れ
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
の
よ
う
な
病
行
に
関
す
る
思
想
背
景
の
中
に
打
ち
出
さ
れ
た
、
智
顗
独
特
の
病
行
に
対
す

る
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
。 



中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
五
位
説
の
始
源
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
ル
タ
・
サ
ン
ヴ
ィ
ド 

 

石
川
力
山
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
学
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
五
位
説
は
中
世
曹
洞
宗
に
お
い
て
大
事
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。
五
位
説
は
中
国
曹
洞
宗
の
開
祖
洞
山
禅
師
に
よ
り
創
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
中

世
曹
洞
宗
に
お
け
る
五
位
説
の
内
容
が
洞
山
五
位
か
ら
離
れ
、
諸
々
の
門
派
で
独
自
の
解
釈
が
創
ら
れ
た
。
本

発
表
で
は
、
中
国
曹
洞
宗
五
位
説
の
展
開
を
前
提
と
し
、
日
本
曹
洞
宗
に
流
行
し
た
『人
天
眼
目
』と
、
そ
れ
に

関
わ
る
抄
物
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
当
時
の
資
料
を
通
し
て
五
位
説
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
、
曹
洞

宗
に
お
け
る
五
位
の
位
置
づ
け
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。 

 

王
安
石
に
お
け
る
無
為
の
思
想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梶
田 

祥
嗣 

 

北
宋
後
期
、
儒
者
に
よ
る
老
荘
注
の
作
成
は
隆
盛
を
極
め
、
な
か
で
も
王
安
石
系
統
の
そ
れ
は
質
・
量
と
も
に
他

の
儒
者
は
お
ろ
か
道
教
徒
を
も
凌
い
だ
。
こ
の
王
安
石
に
よ
る
老
荘
へ
の
関
心
は
当
時
か
ら
雑
駁
的
で
あ
る
と
批
判

さ
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
儒
道
合
一
も
し
く
は
三
教
合
一
と
の
紋
切
り
型
の
評
価
が
半
ば
通
説
化
し
て
い
る
。

た
だ
、
如
上
の
批
判
や
先
行
研
究
は
儒
道
と
い
う
教
派
的
観
点
に
拘
泥
す
る
ゆ
え
に
、
王
安
石
の
説
く
無
為
の
思
想

の
内
実
を
把
捉
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
君
権
の
抑
止
力
と
い
う
面
を
中
心
に
王

安
石
に
お
け
る
無
為
の
思
想
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
た
い
。 

 

『列
女
伝
』研
究
序
説
―
―
中
国
近
世
に
お
け
る
流
布
と
受
容
を
中
心
に
―
―  

 
 

仙
石 

知
子 

 

前
漢
の
劉
向
が
著
し
た
『列
女
伝
』は
、
前
近
代
中
国
の
女
性
を
規
定
す
る
教
誡
書
と
さ
れ
る
。
明
代
以
降
に

出
版
さ
れ
た
多
く
の
版
本
は
、
劉
向
の
原
著
復
原
を
目
指
す
も
の
と
、
新
た
に
女
性
の
話
を
増
広
し
た
も
の
に

大
別
さ
れ
る
。
先
行
研
究
は
、
多
く
前
者
の
み
を
対
象
と
す
る
が
、
池
田
秀
三
の
言
う
よ
う
に
『列
女
伝
』が
外

戚
批
判
の
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
女
訓
書
と
し
て
の
『列
女
伝
』の
受
容
と
の
間
に
は
乖
離
が
あ
る
。
「俗
本
」と
忌

避
さ
れ
る
後
者
の
流
布
と
受
容
の
研
究
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
本
報
告
は
、
そ
の
序
説
と
し
て
『列
女
伝
』の

流
布
と
増
広
さ
れ
た
話
の
改
変
の
一
端
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

縁
起
性
に
基
づ
く
無
自
性
性
論
証
成
立
の
思
想
的
背
景
に
関
す
る
一
考
察 

 
 
 

佐
藤 

 

晃 

 

龍
樹
を
祖
と
す
る
中
観
派
は
自
説
の
論
証
に
対
し
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
論
理
学
派
の
影
響
の
下
、
一
部
の

論
師
は
そ
れ
を
行
う
に
至
る
。
無
自
性
性
論
証
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
八
世
紀
後
半
の
蓮
華
戒
は
当
該
論
証
の
形
式

を
五
種
に
整
理
し
、
論
証
形
式
化
の
一
到
達
点
と
さ
れ
る
。
縁
起
性
に
基
づ
く
論
証
は
そ
の
第
四
に
当
る
。
彼
は
こ

の
論
証
が
龍
樹
の
『中
論
』
諸
偈
に
裏
付
け
ら
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
彼
の
言
明
は
、
龍
樹
の
言
明
を
論
証
と
捉
え
る

こ
と
が
同
派
内
で
自
明
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
で
は
縁
起
性
に
基
づ
く
論
証
は
如
何
な
る
条
件
下
で
成
立

し
得
た
の
か
。
本
発
表
で
は
そ
の
成
立
の
思
想
的
背
景
の
一
端
を
考
察
す
る
。 

  

【講 
 

演
】 

 

『老
子
』の
思
想
的
特
質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蜂
屋 

邦
夫 

 

お
よ
そ
思
想
に
は
観
察
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
、
説
得
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
が
あ
る
。
『老
子
』に
見

ら
れ
る
思
想
も
同
じ
で
あ
り
、
観
察
か
ら
生
ま
れ
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
に
天
地
や
道
の
思
想
、
無
限
大
の
発
見

や
無
や
大
や
水
の
尊
重
と
い
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
り
、
説
得
者
の
立
場
か
ら
の
思
想
に
は
、
む
ろ
ん
、
独
特
の

統
治
論
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
有
機
的
に
ど
う
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『老
子
』に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思

想
傾
向
を
、
天
や
法
、
道
や
自
然
そ
の
他
の
概
念
を
も
と
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
そ
の
意
義
と
特
質
を
考
え
て
み

た
い
。 


