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桐
壺
更
衣
は
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
皇

子
を
産
ん
だ
が
、
皇
子
三
歳
の
年
は
か

な
く
世
を
去
っ
た
。
五
年
ほ
ど
時
が

流
れ
た
。
桐
壺
帝
は
入
朝
し
て
い
る

高こ
ま
う
ど

麗
人
の
中
に
優
秀
な
相そ

う
に
ん人
が
い
る
と

聞
き
、
学
者
出
身
の
右
大
弁
に
皇
子
を

汝
の
子
と
装
っ
て
観
相
を
受
け
さ
せ
よ

と
命
じ
、
使
節
一
行
が
滞
在
し
て
い
る

七
条
の
鴻こ

う
ろ
か
ん

臚
館
に
連
れ
て
行
か
せ
た
。

相
人
の
言
は
「
帝
王
と
な
る
相
を
お
持

ち
で
す
が
、
国
が
乱
れ
、
人
々
に
憂
い

を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
天
子

を
補
佐
す
る
役
目
を
担
う
人
と
し
て
見

て
み
ま
す
と
、
そ
の
相
と
も
合
わ
な
い

よ
う
で
す
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
皇

子
は
朝
廷
を
支
え
る
道
に
進
む
べ
き

だ
、
と
帝
は
得
心
し
、
親
王
で
は
な
く

源
氏
と
す
る
こ
と
を
決
め
る
。
皆
さ
ん

御
存
知
の
光
源
氏
で
あ
る
。

帝
は
相
人
か
ら
直
接
話
を
聞
き
た

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、「
宮
の
中
に
め

さ
ん
こ
と
は
宇
多
の
み
か
と
の
御
い
ま

し
め
あ
れ
ば
」
と
い
う
理
由
で
、
皇
子

を
鴻
臚
館
に
遣
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
段
は
宇
多
天
皇
が
譲
位
（
寛
平
九

年
〔
八
九
七
〕
七
月
三
日
）
に
当
た
っ

て
醍
醐
天
皇
に
与
え
た
『
寛
平
御
遺

誡
』
中
の
一
文
「
外
蕃
の
人
、
必
ず
召

し
見
る
べ
く
ん
ば
、
簾
中
に
在
り
て
見

よ
。
直
ち
に
対む

か

ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。

李
環
に
、
朕
す
で
に
あ
や
ま
て
り
。
新

君
慎
め
」（
原
漢
文
）
を
下
敷
き
と
し

て
い
る
。
李
環
に
つ
い
て
は
、
寛
平
八

年
三
月
四
日
に
召
さ
れ
て
入
京
し
た
唐

人
梨
懐
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。こ

の
一
文
は
、『
寛
平
御
遺
誡
』
の

名
で
伝
来
す
る
本
に
記
さ
れ
て
い
る

が
、『
源
氏
物
語
奥
入
』（
藤
原
定
家

作
）
そ
の
他
の
『
源
氏
物
語
』
註
釈
書

の
中
に
も
見
え
て
い
る
。
大
島
本
源
氏

物
語
（
全
五
十
三
冊
。「
浮
舟
」
を
欠

く
）
は
、
公
家
の
飛
鳥
井
雅
康
が
周

防
・
長
門
の
守
護
大
内
政
弘
か
ら
所
望

さ
れ
て
書
写
し
た
由
緒
を
持
つ
（「
関

屋
」
の
文
明
十
三
年
〔
一
四
八
一
〕
九

月
十
八
日
書
写
奥
書
）。
当
初
の
「
桐

壺
」
は
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
後
ろ
に

定
家
『
奥
入
』
の
「
寛
平
遺
誡

外
蕃

之
人･･･

」
の
文
を
持
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
今
の
大
島
本
「
桐
壺
」
は
永

禄
七
年
（
一
五
六
四
）
に
聖
護
院
の
大

門
跡
道
増
が
長
門
滞
在
中
に
書
写
し
た

本
（
吉よ

し
み
ま
さ
よ
り

見
正
頼
〔
石
見
の
武
将
〕
の
永

禄
七
年
七
月
八
日
識
語
。「
夢
浮
橋
」

は
道
増
に
同
行
し
た
新
門
跡
道
澄
が
書

写
）
で
あ
る
た
め
か
、『
奥
入
』
を
持

た
な
い
。
し
か
し
、
本
文
の
「
宮
の
中

に･･･

」
の
箇
所
に
は
、「
寛
平
遺
誡
曰
」

と
し
て
「
外
蕃
之
人
」
の
一
文
が
「
不

可
直
対
耳
」
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

正
頼
以
後
の
所
蔵
者
が
註
釈
書
類
を
学

び
つ
つ
書
き
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

古
藤

真
平

（
研
究
員
）

『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
『
寛か
ん
ぴ
ょ
う
の
ご
ゆ
い
か
い

平
御
遺
誡
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
島
本
源
氏
物
語

(

古
代
学
協
会
所
蔵)

の
桐
壺
よ
り
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け
ま
し
た
。
最
も
苦
労
し
た
章
で
す
。
紙

幅
の
関
係
で
省
略
せ
ざ
る
負
え
な
く
な
っ

た
人
物
も
い
ま
す
。
さ
す
が
に
、
坂
本
龍

馬
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
中
浜
万
次

郎
な
ど
は
候
補
の
う
ち
の
一
人
で
し
た
。

牧
野
ゆ
か
り
の
地
な
ど
を
あ
ら
た
め
て

訪
問
し
、
関
係
資
料
の
再
確
認
も
お
こ
な

い
ま
し
た
。
彼
の
学
識
の
背
景
に
あ
る
近

世
儒
学
や
洋
学
の
「
学
び
」
の
姿
勢
と
努

力
。
さ
ら
に
は
膨
大
な
量
の
蔵
書
か
ら
推

察
さ
れ
る
読
書
量
な
ど
、
牧
野
富
太
郎
の

学
識
の
深
さ
や
学
び
の
姿
勢
か
ら
私
は
大

き
な
刺
激
を
受
け
続
け
た
こ
と
も
記
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
数
多
く
の
類
書
の
な

か
で
も
、
日
本
教
育
文
化
史
研
究
の
専
門

家
と
し
て
の
個
性
は
打
ち
出
せ
た
よ
う
に

自
負
し
て
い
ま
す
。
広
く
ご
高
覧
い
た
だ

け
る
と
幸
い
で
す
。

著
書
に
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
い

ま
少
し
。
そ
れ
は
、
牧
野
が
東
京
大
学
で

冷
遇
さ
れ
た
こ
と
と
彼
の
膨
大
な
量
の
標

本
（
牧
野
は
「
標
品
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ

れ
だ
け
重
要
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。）
が
東
大
で
な
く
東
京
都
立
大
学
で
保

管
整
理
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
ま

ず
は
一
八
九
三
年
帝
国
大
学
の
助
手
を
拝

命
し
一
九
一
二
年
に
よ
う
や
く
講
師
に
昇

格
。
以
後
そ
の
地
位
の
ま
ま
一
九
三
九
年

に
退
職
す
る
ま
で
の
約
五
五
年
で
す
。
さ

ら
に
、
講
師
に
昇
格
し
て
も
「
植
物
分
類

学
野
外
実
習
」
と
い
う
講
義
を
担
当
し
た

の
は
十
年
あ
ま
り
後
の
こ
と
に
な
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
牧
野
富
太
郎
の
損
得
」
と
い
う
見
出
し

を
つ
け
て
、
牧
野
の
小
学
校
中
退
の
理
由

な
ど
に
関
し
て
教
育
史
的
に
明
快
に
分
析

さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

筆
者
は
、
旧
稿
で
は
彼
の
蔵
書
の
多
さ

と
社
会
教
育
に
注
目
し
て
牧
野
の
植
物
見

学
会
な
ど
の
主
催
や
援
助
な
ど
に
論
を
進

め
ま
し
た
。
そ
の
際
、
子
ど
も
好
き
の
牧

野
の
一
面
な
ど
、
論
じ
つ
く
せ
な
か
っ
た

点
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昨
年
旧
知

の
編
集
者
か
ら
、
牧
野
富
太
郎
の
単
著
を

書
か
な
い
か
と
お
誘
い
を
も
ら
っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
約
一
年
が
か
り
で
書
き
上

げ
た
の
が
『
牧
野
富
太
郎

草
木
を
愛
し

た
博
士
の
ド
ラ
マ
』（
日
本
能
率
協
会
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
、
三
月
五
日
発
行
）
で
す
。

は
し
が
き
、
第
一
章
「
牧
野
富
太
郎
の

生
涯
」
条
、
第
二
章
「
牧
野
富
太
郎
を
と

り
ま
く
人
々
」、
第
三
章
「
牧
野
富
太
郎

の
足
跡
案
内
」、
お
わ
り
に
、
参
考
文
献
、

牧
野
富
太
郎
略
年
表
と
い
う
盛
り
だ
く
さ

ん
の
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
幸
い
、
表

紙
な
ど
の
か
わ
い
い
イ
ラ
ス
ト
、
豊
富
な

写
真
や
地
図
な
ど
も
あ
り
、
お
か
げ
さ
ま

で
六
月
現
在
で
三
版
を
重
ね
て
い
ま
す
。

前
回
の
よ
う
な
専
門
論
文
で
は
な
く
、
牧

野
富
太
郎
と
そ
の
家
族
や
友
人
た
ち
を
分

か
り
や
す
く
解
説
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し

た
。
関
係
人
物
で
は
五
三
人
を
紹
介
し
、

牧
野
の
ゆ
か
り
の
人
と
し
て
江
戸
時
代
の

シ
ー
ボ
ル
ト
・
小
野
蘭
山
か
ら
板
垣
退

助
・
福
沢
諭
吉
・
杉
浦
重
剛
な
ど
明
治
時

代
に
活
躍
し
た
著
名
人
ま
で
も
説
明
を
つ

私
は
長
年
に
わ
た
っ
て
細
々
と
「
聖
徳

太
子
」
信
仰
の
研
究
を
続
け
て
き
ま
し

た
。
き
っ
か
け
は
、
梅
原
猛
氏
の
『
隠
さ

れ
た
十
字
架

法
隆
寺
論
』（
新
潮
社
）
で

し
た
。
大
学
で
の
専
攻
は
、
教
育
学
で
し

た
。
そ
れ
が
専
門
の
講
義
以
上
に
、
文
化

史
学
（
日
本
史
）
や
国
文
学
の
講
義
に
熱

中
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
年
時
の
転

専
攻
に
失
敗
。
教
育
学
の
範
囲
を
勝
手
に

拡
大
解
釈
し
て
、「
飛
鳥
白
鳳
期
の
学
問

に
関
す
る
一
考
察
」
と
題
す
る
卒
業
論
文

に
仕
上
げ
ま
し
た
。（
の
ち
に
第
一
章
の
一
部

を
大
幅
に
改
訂
増
補
し
て
「
聖
徳
太
子
の
学
問
に

関
す
る
一
視
点

︱
太
子
信
仰
と
道
教
思
想
を
中

心
に
︱
」
と
題
し
て
『
パ
イ
デ
イ
ア
』
22
（
同
志

社
大
学
教
育
学
会
）
に
掲
載
。）
そ
の
後
、
五

年
間
の
社
会
人
生
活
を
経
て
、大
学
院（
文

学
研
究
科
文
化
史
学
専
攻
）
に
戻
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。
修
士
論
文
は
、「『
聖
徳
太

子
伝
暦
』
考

︱
来
歴
・
典
拠
・
編
年
︱
」

（
の
ち
に
『
日
本
書
紀
研
究
第
16
冊
』、『
文
化
史
学
』

42
、『
文
化
学
年
報
』
45
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「『
聖
徳

太
子
伝
暦
』
編
年
考
」、「
平
安
時
代
成
立
の
諸
書

所
引
「
聖
徳
太
子
伝
」
と
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』」、「『
聖

徳
太
子
伝
暦
』
典
拠
の
整
理
」
な
ど
と
し
て
掲
載
。）

と
い
う
題
名
で
、
平
安
時
代
成
立
の
太
子

信
仰
の
集
大
成
の
書
が
題
材
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き

て
い
た
私
に
転
機
が
訪
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
沖
田

行
司
編
著
の
『
人
物
で
見
る
日
本
の
教

育
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
で
す
。

同
書
に
、「
牧
野
富
太
郎
」
を
取
り
上

げ
て
執
筆
し
た
と
き
、
日
本
教
育
史
で
彼

を
評
価
し
た
最
初
の
論
考
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
教
育
史
的
に
は
珍
し
い
人
物
を

紹
介
し
ま
し
た
ね
と
い
う
お
言
葉
も
い
た

だ
き
ま
し
た
。
時
代
も
経
歴
も
未
知
の
人

物
を
扱
う
こ
と
は
調
査
の
段
階
か
ら
困
難

を
き
わ
め
ま
し
た
が
、
報
わ
れ
た
気
持
ち

を
味
わ
い
ま
し
た
。
古
く
か
ら
の
友
人
か

ら
は
、
同
姓
同
名
の
別
人
か
と
思
わ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
は
、「
聖
徳
太
子
」

一
辺
倒
で
、
学
生
か
ら
も
「
聖
徳
太
子
の

先
生
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
九
年
四
月
に
発
行

さ
れ
て
い
た
新
谷
恭
明
・
土
戸
敏
彦
編
著

『
人
間
形
成
の
基
礎
と
展
開
』（
コ
レ
ー
ル

社
）
に
お
い
て
、
新
谷
氏
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
ご
本
人
か
ら
ご
著
書
の

送
付
と
共
に
、
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た
の

で
す
。
著
名
な
日
本
教
育
史
の
大
家
の
論

を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
う

か
つ
な
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
は
、
氏
執
筆
の
第
六
章
「
学
校
幻

想
の
成
立
」
の
中
で
「
牧
野
富
太
郎
の
夢
」

牧
野
富
太
郎
博
士
を

　
　
　
　
　
教
育
文
化
史
の
立
場
か
ら
再
評
価　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
わ
こ
学
院
大
学
短
期
大
学
部
教
授

光
川

康
雄
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彼
の
植
物
知
識
は
幅
広
く
、
特
に
名
称

の
由
来
な
ど
故
事
を
交
え
た
り
、
笑
い
話

に
例
え
た
り
し
て
印
象
づ
け
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
各
地
で
行
わ
れ
た
植
物
会
で

は
、
老
若
男
女
に
気
軽
に
対
応
し
て
い
た

と
い
う
証
言
が
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
会
教
育
活
動
の
場
で
の
牧
野
の
功

績
は
彼
の
幅
広
い
行
動
範
囲
か
ら
も
が
推

察
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
採
集
に
参
加

し
た
子
ど
も
た
ち
の
発
言
な
ど
に
は
、
も

う
少
し
注
目
さ
れ
て
も
良
い
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
牧
野
の
本
の
収
集
に
関
し

て
、
一
つ
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
彼
は
同
じ
文
献
で
も
改
訂
や
増
補
さ

れ
る
た
び
に
買
い
揃
え
た
と
伝
え
ら
れ
ま

す
が
、
納
得
で
き
る
点
が
多
い
と
考
え
ま

す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
十
年
以
上
前
ま

で
の
図
書
館
の
蔵
書
に
は
カ
バ
ー
や
帯
な

ど
が
外
さ
れ
た
も
の
し
か
無
か
っ
た
と
記

憶
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、付
録
の
「
月
報
」

な
ど
の
資
料
も
不
揃
い
で
し
た
。
正
確
さ

を
期
す
る
立
場
か
ら
は
許
せ
な
い
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

一
方
、
長
く
神
戸
の
資
産
家
・
池
長
孟

氏
に
預
け
ら
れ
て
い
た
牧
野
の
標
本
が
、

東
京
都
に
寄
贈
さ
れ
た
不
思
議
で
す
。
東

大
退
職
時
の
い
ざ
こ
ざ
が
尾
を
引
い
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
東
京
大
学
植

物
学
教
室
で
の
彼
へ
の
評
価
が
き
わ
め
て

低
い
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
東
大
で

は
無
視
さ
れ
て
い
る
に
近
い
と
思
い
ま

す
。『
東
京
大
学
史
』
の
記
述
や
『
東
京

大
学
総
合
研
究
博
物
館
』
の
所
蔵
品
な
ど

か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

京
都
と
牧
野
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
こ
の

原
稿
執
筆
の
た
め
に
博
捜
し
た
の
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
阪
府
や
兵
庫
県
と
比
べ
る
と
、

京
都
府
に
十
八
回
（
明
治
時
代
に
三
回
、
大
正

時
代
に
五
回
、
昭
和
時
代
に
十
回
）
は
植
物
採

集
な
ど
の
形
で
訪
れ
て
調
査
し
て
い
る
だ

け
に
、
今
後
に
ゆ
だ
ね
て
お
き
た
い
と
考

え
ま
す
。
高
知
新
聞
社
の
資
料
に
よ
れ

ば
、「
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
四
月
、

富
太
郎
は
旧
知
の
田
代
善
太
郎
と
春
ら
ん

ま
ん
の
京
都
を
楽
し
ん
だ
。
四
月
十
一
日

に
は
修
学
院
離
宮
と
桂
離
宮
を
訪
ね
て
い

る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、

牧
野
は
七
十
歳
で
し
た
。
大
阪
府
（
大
阪

植
物
同
志
会
が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
参
加
な
ど
）
や

兵
庫
県
（
後
述
す
る
池
長
が
神
戸
在
住
で
あ
り
、

池
長
植
物
研
究
所
が
大
正
七
年
に
設
置
さ
れ
そ
こ

へ
の
訪
問
が
多
い
）
に
は
と
も
に
二
四
回
も

訪
問
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
や
や
少
な
い

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
逆
に
和
歌
山
県

六
回
、
奈
良
県
七
回
と
比
較
す
る
と
多
い

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
わ
ず
か
に
、

富
太
郎
が
若
い
こ
ろ
に
む
さ
ぼ
り
読
ん

だ
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
の
著
者
：
小
野
蘭

山
が
京
都
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
く
ら
い
で

し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
京
都
帝
国
大
学

と
の
関
り
な
ら
ひ
と
つ
著
名
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。『
大
阪
朝
日
新
聞
』
で
牧
野
富

太
郎
の
経
済
的
窮
乏
記
事
を
読
ん
で
、
支

援
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
、
京
都
帝
国

大
学
法
学
部
の
学
生
だ
っ
た
池
長
孟
（
前

述
）
で
す
。
彼
の
尽
力
で
牧
野
の
貴
重
な

標
本
が
海
外
流
出
の
危
機
を
免
れ
た
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

兵
庫
県
の
城
崎
出
身
の
三
宅
騏
一
は
、

同
志
社
ハ
リ
ス
理
科
学
校
を
卒
業
後
、
東

京
帝
国
大
学
理
科
大
学
に
進
学
し
て
植
物

細
胞
学
を
修
め
ま
し
た
。
晩
年
の
牧
野
の

植
物
図
鑑
改
訂
に
つ
い
て
協
力
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
牧
野
の
周
辺
の
学
者
た
ち
の
業
績

に
も
目
を
向
け
て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
牧
野
夫
人
・
壽
衛
さ
ん
の
母
親

が
京
都
出
身
で
あ
る
と
、
牧
野
の
『
自
叙

伝
』
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
詳
細
は
不

明
で
す
。
一
方
、
夫
人
の
父
親
は
彦
根
藩

井
伊
家
の
武
士
で
し
た
。

そ
の
滋
賀
県
に
は
京
都
と
同
じ
く
十
回

訪
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
「
イ
ブ
キ

ス
ミ
レ
」
の
発
見
な
ど
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
東
京
大
学
で
の
牧
野
の
庇

護
者
の
一
人
、
杉
浦
重
剛
は
、
近
江
の
膳

所
藩
の
出
身
で
す
。

出
身
地
の
高
知
と
、
成
人
後
の
居
住
地

の
東
京
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

牧
野
の
活
躍
は
広
く
全
国
（
一
部
は
植
民
地

時
代
の
台
湾
や
、
中
国
東
北
部
に
も
）
に
採
集

旅
行
に
出
か
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
の
牧
野
の
足
跡
も
調
査
が
進

ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
実
際
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
の
影
響
で
、
各
地
で
牧
野
博

士
関
係
の
展
示
や
催
し
物
も
開
か
れ
た
よ

う
で
す
。
私
も
神
戸
市
兵
庫
区
の
「
池
長

植
物
研
究
所
と
牧
野
富
太
郎
博
士
」
と
い

う
展
覧
会
を
拝
見
し
ま
し
た
。
一
過
性
の

も
の
で
な
く
、
今
後
も
時
に
応
じ
て
継
続

し
て
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

す
。最

後
に
、
拙
著
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た

『
京
都
新
聞
』（
三
月
十
八
日
の
滋
賀
版
お
よ
び

京
都
新
聞
ウ
ェ
ブ
版
）
ほ
か
三
紙
、
さ
ら
に

出
演
し
た
テ
レ
ビ
『
お
う
み
６
３
０
』（
五

月
二
五
日
放
送
）
の
「
し
が
ば
な
」
コ
ー
ナ
ー

な
ど
で
も
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
牧
野
の
「
雑
草
と
い
う
草
は
無
い
」

と
い
う
言
葉
を
か
み
し
め
た
と
き
、
筆
者

に
は
「
君
の
名
前
は
何
で
す
か
？
」
と
い

う
人
間
同
士
相
互
の
個
性
や
人
格
を
尊
重

し
た
社
会
の
実
現
に
向
け
て
の
心
を
一
層

強
く
抱
き
、
今
後
と
も
努
力
を
重
ね
て
い

き
た
い
と
考
え
る
次
第
で
す
。

NHK テレビ出演時

アナウンサー・山下美咲さんとともに
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愉
快
な
人
で
し
た
。
彼
女
と
出
会
っ
た

人
は
多
く
が
笑
顔
に
な
っ
て
帰
り
ま
し

た
。
今
は
幽
冥
境
を
異
に
す
る
そ
ん
な
仲

間
で
あ
り
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
、
大
切
な

伴
侶
で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
お
話
を
い
た

し
ま
し
ょ
う
。

  

彼
女
は
鹿
児
島
県
の
生
ま
れ
、
教
師

だ
っ
た
御
両
親
の
転
勤
で
屋
久
島
は
じ
め

鹿
児
島
県
内
各
地
に
て
育
ち
、
家
族
の
影

響
で
歴
史
に
興
味
を
持
っ
た
そ
う
で
す
。

中
国
の
歴
史
を
学
び
た
い
と
鹿
児
島
大
学

に
進
学
す
る
も
希
望
し
て
い
た
先
生
が
退

官
さ
れ
て
い
て
、
ど
う
し
よ
う
か
と
受
講

し
た
考
古
学
の
授
業
が
面
白
く
、
専
攻
を

考
古
学
に
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

大
学
院
に
進
学
し
、
奈
良
に
。
発
掘
調

査
で
も
器
用
に
仕
事
を
こ
な
す
印
象
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
体
質
的
に
屋
外
で

の
長
時
間
の
作
業
が
で
き
な
く
な
り
、
発

掘
調
査
を
伴
う
文
化
財
保
護
関
連
の
職
を

断
念
し
た
の
で
し
た
。

そ
れ
で
も
文
化
財
、
特
に
考
古
学
に
関

わ
る
仕
事
を
し
た
い
と
い
う
思
い
は
強

か
っ
た
よ
う
で
す
。
専
攻
し
た
も
の
の
、

文
化
財
に
関
わ
る
の
を
断
念
す
る
よ
う
な

後
輩
達
に
異
な
る
選
択
肢
を
共
有
し
た

い
、
と
、
好
き
だ
っ
た
絵
や
デ
ザ
イ
ン
を

通
じ
て
人
々
と
文
化
財
を
繋
ぐ
活
動
を
構

想
し
、
大
学
院
を
修
了
後
、
デ
ザ
イ
ン
の

専
門
学
校
で
学
び
ま
し
た
。
そ
の
成
果
を

試
し
に
出
展
し
た
ク
ラ
フ
ト
フ
ェ
ア
で
、

考
古
学
に
強
い
興
味
を
持
つ
奈
良
の
デ
ザ

イ
ナ
ー
さ
ん
に
も
出
会
い
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
だ
よ
う
で
す
。
ま
た
結
婚
し
た
私

の
両
親
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も

影
響
し
た
か
と
思
い
ま
す
。

彼
女
の
基
本
的
な
思
い
は
、
研
究
と
社

会
を
、
研
究
者
と
文
化
財
に
興
味
を
持
っ

て
く
だ
さ
る
方
の
間
を
、
研
究
成
果
を
反

映
し
た
形
で
繋
ぎ
た
い
、
と
い
う
も
の
で

し
た
。
そ
こ
に
、
考
古
学
を
専
攻
し
、
ま

た
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
自
ら
の
存
在
意
義

を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
生
き
た
先
人
達
が
残
し

た
も
の
を
通
し
て
、
地
域
の
人
々
が
繋
い

で
き
た
歴
史
を
今
や
未
来
に
生
き
る
人
達

に
デ
ザ
イ
ン
を
通
じ
て
伝
え
た
い
と
口
に

し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
地
域
を
無
視
し
た
形
態
だ

け
の
模
倣
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
や
グ
ッ
ズ
に

つ
い
て
は
、
妥
協
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
地
域
に
存
在
し
た
資
料
を
基
に
、
デ

ザ
イ
ン
を
し
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
、
多
様
な
生
き
方
を
し
て
き
た
先
人
の

営
み
と
そ
れ
が
今
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と

に
敬
意
を
示
し
、
伝
え
る
こ
と
に
注
力
し

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
踊

る
埴
輪
（
埴
輪
踊
る
人
々
：
東
京
国
立

博
物
館
蔵
。
埼
玉
県
熊
谷
市
野
原
古
墳
出

土
）」
が
埴
輪
の
代
表
と
し
て
各
地
で
使

用
さ
れ
る
の
は
、
埴
輪
が
な
い
地
域
で
は

と
も
か
く
、
素
晴
ら
し
い
埴
輪
が
出
土
し

て
い
る
地
域
で
使
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
、

地
域
の
歴
史
を
尊
重
し
て
い
な
い
よ
う
で

残
念
だ
と
常
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
探
せ

ば
目
的
に
合
っ
た
資
料
は
地
域
ご
と
に
見

つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
、
そ
れ
が
無
け

れ
ば
別
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
考
え
る
、
と
い

う
の
が
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。

当
初
は
博
物
館
の
図
録
な
ど
の
作
成
や

デ
ザ
イ
ン
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

徐
々
に
博
物
館
や
資
料
館
の
グ
ッ
ズ
製

作
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
も
活
動
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
八
年
頃
か

ら
は
依
頼
グ
ッ
ズ
の
デ
ザ
イ
ン
・
制
作
を

開
始
し
、
二
〇
〇
九
年
に
個
人
事
業
と
し

て
時
代
意
匠
考
案

藍
寧
舎
を
立
ち
上
げ

て
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

  

当
時
は
直
接
博
物
館
や
資
料
館
で
の
販

売
と
、
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
関
連
の
催
し
物
へ

の
参
加
が
中
心
で
し
た
が
、
声
を
か
け
て

頂
い
て
、
仲
間
と
奈
良
市
に
「
旅
と
く
ら

し
の
玉
手
箱

フ
ル
コ
ト
」
を
開
店
。
個

性
的
な
仲
間
、
奈
良
に
こ
だ
わ
っ
た
独
特

な
品
揃
え
と
細
い
路
地
の
奥
に
あ
る
店
舗

で
な
か
な
か
た
ど
り
着
け
な
い
、
と
い
う

珍
し
さ
が
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

こ
の
頃
よ
り
、
紙
に
よ
る
グ
ッ
ズ
の
製

作
、
書
籍
の
デ
ザ
イ
ン
に
加
え
て
服
飾
デ

ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
成
果
に
よ
る
服
や
布
製

の
グ
ッ
ズ
に
展
開
し
ま
し
た
。

そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

１

古
墳
鍋
つ
か
み
：
は
じ
め
に
人
気
を

博
し
た
の
は
こ
の
商
品
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
前
方
後
円
墳
の
形
状
を
模
し
た
形
態

の
鍋
つ
か
み
で
、
上
部
に
は
段
築
を
表
現

し
た
ス
テ
ッ
チ
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
ス
テ
ッ
チ
は
、
宇
宙
椅
子
さ
ん
の
人
気

商
品
「
古
墳
ク
ッ
シ
ョ
ン
」
の
改
良
時
に

も
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
鍋
つ
か
み
部
分
を

開
く
と
縞
の
生
地
が
あ
ら
わ
れ
、
古
墳
の

構
築
土
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
個
人

事
業
開
始
前
か
ら
人
気
の
商
品
で
、
注
文

待
ち
が
出
る
ほ
ど
に
。
家
の
中
が
製
作
中

の
鍋
つ
か
み
だ
ら
け
に
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

２

一
筆
箋
：
厚
手
の
ト
レ
ー
シ
ン
グ

ペ
ー
パ
ー
と
上
質
紙
を
組
み
合
わ
せ
た
一

筆
箋
。
歴
史
を
透
か
し
て
眺
め
る
、
と
い

う
テ
ー
マ
は
彼
女
の
生
涯
の
テ
ー
マ
で
し

た
。
一
枚
で
用
が
済
ん
で
も
便
箋
は
白
紙

一
枚
を
付
け
て
手
紙
を
送
る
、
と
い
う
慣

藍
寧
舎
抄

―
金
田
あ
お
い
の
残
し
た
も
の
―

奈
良
文
化
財
研
究
所
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
長

同
遺
跡
・
調
査
技
術
研
究
室
長　
　

金
田

明
大
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習
を
大
切
に
、
折
角
二
枚
送
る
の
で
あ
れ

ば
楽
し
め
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
発

想
。
組
み
合
わ
せ
て
重
層
化
し
た
歴
史
や

社
会
を
表
現
し
た
も
の
で
し
た
。

３  

ス
コ
ッ
プ
ス
プ
ー
ン
：
イ
ベ
ン
ト

で
出
し
た

古
墳
を
か

た
ど
っ
た

カ
レ
ー

や
、
奈
良

県
奈
良
市

の

p
e

tit 
m

arche &
 

ぷ
ち
ま
る

カ
フ
ェ
さ

ん
の
古
墳

ケ
ー
キ
を

は
じ
め
、

食
事
の
時
に
も
発
掘
感
覚
で
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
、
と
探
し
当
て
た
ス
コ
ッ
プ

ス
プ
ー
ン
。
新
潟
県
燕
市
の
製
作
工
房
武

田
さ
ん
の
製
品
に
台
紙
を
付
け
て
売
り
出

し
た
と
こ
ろ
、
反
響
が
大
き
く
、
手
軽
に

購
入
で
き
る
金
額
で
実
用
性
も
高
い
の
で

お
土
産
の
人
気
商
品
に
。

４

古
墳
風
呂
敷
：
大
和
と
摂
河
泉
の
二

種
類
。
ス
ケ
ー
ル
を
合
わ
せ
た
当
該
地
の

古
墳
の
イ
ラ
ス
ト
を
合
わ
せ
る
と
と
も

に
、
外
周
に
は
古
墳
時
代
前
・
中
・
後
・

終
末
期
の
各
期
を
代
表
す
る
文
様
を
あ
し

ら
っ
て
い
ま
す
。
大
き
さ
に
も
こ
だ
わ
り

が
。
近
年
減
っ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
大
学
等
の
発
掘
現
場
へ
の
お
土
産
の

代
表
、
一
升
瓶
を
包
ん
で
持
ち
運
ぶ
こ
と

が
可
能
な
サ
イ
ズ
に
し
て
い
ま
す
。

５

こ
ぷ
ん
：
誰
で
も
簡
単
に
美
味
し
い

も
の
を
楽
し
く
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
と
い
う
思
い
で
製
作
し
た
前
方

後
円
墳
の
形
状
を
し
た
カ
ッ
プ
。
主
に
デ

ザ
ー
ト
の
型
と
し
て
の
使
用
を
想
定
し
て

い
ま
し
た
。
外
し
て
お
皿
に
置
い
た
と
き

に
垂
れ
下
が
る
の
を
想
定
し
、
ゼ
リ
ー
、

バ
バ
ロ
ア
、
プ
リ
ン
の
素
で
実
験
を
繰
り

返
し
て
型
を
設
計
し
、
試
験
結
果
は
私
や

子
供
の
お
腹
に
。
高
さ
を
強
調
し
す
ぎ
に

も
感
じ
る
形
状
は
、
引
力
で
格
好
の
い
い

形
に
な
る
…
つ
も
り
の
よ
う
で
す
が
、
さ

て
。
食
品
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
用
い
て
衛

生
上
の
問
題
に
も
対
応
し
た
こ
の
型
は
、

喫
茶
店
や
菓
子
店
の
方
も
使
用
い
た
だ

き
、
人
気
を
頂
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
も
お
こ
な
っ

て
き
ま
し
た
。

１

カ
フ
ェ
・
飲
み
会
：
フ
ル
コ
ト
の
時

に
は
、
カ
フ
ェ
や
飲
み
会
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
も
精
力
的
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。

簡
便
に
着
ら
れ
る
服
装
を
製
作
し
て
参
加

者
に
古
代
の
人
に
な
り
き
っ
て
頂
き
歴
史

人
物
の
名
を
冠
し
た
お
酒
や
歴
史
に
ち
な

む
食
材
や
復
元
食
器
な
ど
を
用
い
て
、
多

く
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
か
と
思

い
ま
す
。

２

人
面
墨
書
土
器
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
：

野
焼
き
し
た
復
元
土
器
に
、
復
元
円
面
硯

で
墨
を
擦
り
、
参
加
者
が
自
由
な
顔
を
書

く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
た
だ
描
く
だ
け
で

な
く
、
そ
の
前
に
資
料
を
使
っ
て
昔
の
人

達
の
表
現
や
地
域
に
よ
る
差
異
を
説
明
し

つ
つ
、
自
由
に
描
い
て
も
ら
う
形
に
。
子

供
達
の
自
由
な
発
想
に
は
っ
と
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

３

木
簡
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
：
奈
良
は
墨

で
著
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
子
供

達
が
授
業
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
硯
を
用

い
て
い
て
、
墨
を
擦
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
て
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
。
復
元
し
た
須
恵
器
硯
で
墨
を

擦
り
、
木
簡
に
文
字
や
絵
を
し
る
す
も
の

で
し
た
。
墨
を
擦
っ
た
こ
と
の
な
い
子
供

が
多
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

４

遺
跡
の
土
で
ベ
ン
ガ
ラ
染
め
：
遺
跡

の
調
査
現
場
で
よ
く
見
か
け
る
パ
イ
プ
状

ベ
ン
ガ
ラ
を
利
用
し
て
そ
の
土
地
の
色
を

表
現
し
た
い
、
と
挑
ん
だ
活
動
。
前
処
理

に
薬
剤
を
使
用
せ
ず
、
豆
乳
で
前
処
理
す

る
の
で
子
供
達
と
一
緒
に
で
き
る
の
が
利

点
で
す
。
調
査
で
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で

す
が
、
な
か
な
か
理
解
を
得
ら
れ
ず
、
協

力
し
て
い
た
だ
い
た
鳥
取
県
青
谷
上
寺
地

遺
跡
の
ベ
ン
ガ
ラ
や
、
新
潟
県
津
南
町
な

じ
ょ
も
ん
の
協
力
で
採
取
し
た
ベ
ン
ガ
ラ

を
用
い
て
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
多
様
な
活
動
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
皆
上
手
く
い
っ
た
訳
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
グ
ッ
ズ
に
し
て
も
、
コ
ピ
ー
品
の

出
現
な
ど
、
困
難
に
も
直
面
し
て
き
ま
し

た
。
グ
ッ
ズ
や
活
動
が
話
題
に
な
る
に
合

わ
せ
て
著
作
権
や
意
匠
権
等
で
の
ト
ラ
ブ

ル
が
あ
り
、
平
素
そ
の
保
護
を
声
高
に
主

張
す
る
研
究
者
や
活
動
者
が
そ
れ
を
平
気

で
破
る
な
ど
、
残
念
な
こ
と
が
続
き
、
彼

女
の
心
身
共
に
大
き
く
疲
弊
さ
せ
て
い

き
、
突
然
の
別
れ
と
な
り
ま
し
た
。
今
世

の
活
動
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
多
く
の
仲
間
が
活
躍
さ
れ
て
い
る

の
を
ど
こ
か
で
見
守
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
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ち
西
北
漢
簡
、
長
沙
走
馬
楼
漢
簡
・
呉
簡
、

五
一
広
場
東
漢
簡
や
里
耶
秦
簡
が
出
土
し

た
の
は
全
て
県
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
の
遺

構
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
簡
牘
は
、
文
献

で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
県
の
行
政
の

あ
り
さ
ま
を
提
供
し
て
く
れ
る
史
料
な
の

で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
特
色
は
、
簡
牘
か
ら
は
日

常
が
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
文

献
史
料
は
、
個
人
的
な
著
作
か
ら
正
史
の

よ
う
な
王
朝
史
に
至
る
ま
で
、
全
て
何
ら

か
の
目
的
や
価
値
観
に
基
づ
い
て
書
か
れ

た
著
作
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
目
的
や

価
値
観
を
基
準
に
、
記
述
に
値
す
る
事
件

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
あ
り
ふ
れ
た
日
常
は
、
ス
ト
ー
リ
ー

の
小
道
具
と
し
て
必
要
な
場
合
以
外
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
文
献
史
料

か
ら
日
常
を
知
る
の
は
難
し
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
簡
牘
に
記
さ
れ
て
い

る
の
は
、
平
凡
な
日
常
生
活
、
毎
日
の
業

務
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
帳
簿
や
文
書
、

あ
る
い
は
、
私
的
な
書
信
で
あ
る
。
当
然

な
が
ら
そ
こ
に
は
主
義
主
張
も
特
別
な
価

値
基
準
も
な
い
。
簡
牘
の
主
人
公
は
み
な

名
も
な
き
下
級
役
人
や
戍
卒
や
客
民
や
市

井
の
人
々
で
あ
り
、
そ
ん
な
彼
ら
の
日
常

を
、
我
々
は
役
人
の
成
績
記
録
、
食
料
の

支
給
記
録
、
病
欠
届
け
や
忌
引
き
願
い
、

借
金
取
り
立
て
願
い
、
中
央
の
視
察
に
備

え
た
備
品
チ
ェ
ッ
ク
命
令
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
帳
簿
や
文
書
を
通
し
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

木
簡
研
究
の
面
白
さ
を
、
と
の
ご
依
頼

を
い
た
だ
い
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
「
へ
え

～
」
と
か
「
な
る
ほ
ど
お
」
と
思
っ
た
さ

さ
や
か
な
感
動
を
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
い
る
。

  

私
が
中
国
簡
牘
（
中
国
で
は
竹
簡
が
多

数
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
木
簡
」

で
は
な
く
「
簡
牘
」
と
い
う
語
が
一
般
的

で
あ
る
。
近
年
は
日
本
の
影
響
も
あ
っ
て

か
木
簡
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
拙
文
で
は

厳
密
な
使
い
分
け
な
く
、
適
宜
木
簡
や
簡

牘
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。）
と
本
格

的
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
学

院
生
の
時
。
そ
れ
以
来
約
四
十
年
の
お
付

き
合
い
で
あ
る
。
中
国
簡
牘
は
敦
煌
及
び

居
延
と
い
っ
た
西
北
の
乾
燥
地
帯
に
あ
っ

た
軍
事
拠
点
で
発
掘
さ
れ
た
木
簡
か
ら
、

そ
の
研
究
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
長
沙

や
里
耶
な
ど
内
地
に
お
か
れ
た
縣
の
役
所

の
井
戸
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
り
、
墓
か

ら
盗
掘
さ
れ
た
簡
牘
を
研
究
機
関
が
買
い

戻
す
な
ど
し
て
、
数
も
内
容
も
格
段
に
豊

富
に
な
り
、
時
代
の
幅
も
広
が
っ
た
。
中

で
も
戦
国
、
秦
、
漢
、
三
国
、
西
晋
と
ほ

ぼ
通
時
代
的
に
簡
牘
が
出
土
し
て
い
る
湖

南
省
が
、
今
や
研
究
拠
点
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
膨
大
な
簡
牘
資
料
群

は
、
新
た
な
研
究
テ
ー
マ
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
決
の

ヒ
ン
ト
を
埋
蔵
し
た
、
ま
さ

に
宝
の
山
で
あ
る
。
そ
の
鉱

脈
を
探
り
当
て
、
う
ま
く
掘

り
出
せ
る
か
ど
う
か
は
研
究

者
の
力
量
次
第
、
な
の
で
あ
る
。
中
国
は

も
ち
ろ
ん
日
本
で
も
い
く
つ
か
の
研
究
班

が
組
織
さ
れ
、
そ
の
解
読
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
雑
誌
や
書
籍
と
い
う
従
来
か

ら
あ
る
媒
体
に
加
え
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
論

文
を
発
表
し
た
り
学
術
交
流
を
行
う
サ
イ

ト
も
増
え
、
日
々
デ
ー
タ
が
更
新
さ
れ
て

い
る
。
簡
牘
の
点
数
と
そ
れ
に
伴
う
研
究

成
果
の
量
的
増
加
と
時
間
的
加
速
に
、
私

は
溺
れ
そ
う
、
い
や
溺
れ
て
い
る
状
況
で

あ
る
。

本
来
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
木
簡
研
究
の

最
前
線
を
踏
ま
え
て
お
も
し
ろ
い
発
見
を

お
届
け
で
き
れ
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
と
う
て
い
私
の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
こ
こ
で
ご
紹
介
す
る
の
は
、

私
が
こ
れ
ま
で
研
究
し
た
範
囲
、
即
ち
秦

か
ら
後
漢
に
至
る
、
行
政
関
係
簡
牘
に
つ

い
て
感
じ
た
お
も
し
ろ
さ
、
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

簡
牘
の
研
究
は
、
大
き
く
内
容
研
究
と

形
態
研
究
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
内
容
研
究

と
は
、
簡
牘
に
書
い
て
あ
る
内
容
に
つ
い

て
の
研
究
で
あ
る
。
簡
牘
の
記
載
内
容
は

多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
研
究
テ
ー
マ
も
、

官
制
、
行
政
、
法
制
、
徭
役
、
兵
役
、
税

制
、
戸
籍
、
家
族
、
交
通
、
商
業
な
ど
、

思
い
つ
く
ま
ま
に
並
べ
た
だ
け
で
も
実
に

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
中
で
も
法
制
史
研
究

は
、
戦
国
秦
、
統
一
秦
、
漢
初
及
び
前
漢

前
半
期
と
、
時
期
的
に
も
数
量
的
に
も
充

実
し
た
資
料
群
を
も
つ
こ
と
も
あ
っ
て
、

研
究
が
さ
か
ん
な
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。

一
方
形
態
研
究
と
は
、
簡
牘
の
姿
形
を
対

象
に
す
る
も
の
で
、
書
式
研
究
も
こ
こ
に

入
る
。
も
ち
ろ
ん
内
容
と
形
態
は
相
互
に

関
連
し
て
い
る
の
で
、
両
者
は
没
交
渉
的

に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

内
容
研
究
の
テ
ー
マ
は
多
様
だ
と
述
べ

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
、
簡

牘
出
現
以
前
か
ら
文
献
史
料
を
用
い
て
研

究
さ
れ
て
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
簡

牘
の
出
現
で
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る

テ
ー
マ
も
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
影
響
の
な
い

テ
ー
マ
も
あ
る
。
歴
史
史
料
と
し
て
、
簡

牘
と
文
献
と
は
ど
こ
が
違
い
、
ど
ん
な
特

徴
が
あ
る
の
か
、
は
じ
め
に
そ
の
史
料
的

性
格
に
つ
い
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
一
つ
は
、
そ
れ
ら
が
反
映
す
る
行

政
機
関
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。『
史
記
』や『
漢

書
』
な
ど
正
史
を
始
め
と
す
る
文
献
史
料

が
扱
う
対
象
は
主
に
中
央
レ
ベ
ル
、
地
方

で
は
郡
レ
ベ
ル
で
あ
る
（
古
代
中
国
は
郡

県
制
が
基
本
で
、
郡
の
下
に
県
が
設
置
さ

れ
る
）。
従
っ
て
登
場
人
物
も
中
央
で
は

皇
帝
や
大
臣
な
ど
の
高
級
官
僚
、
地
方
で

は
郡
の
長
官
た
る
太
守
と
そ
の
属
僚
、
あ

る
い
は
豪
族
な
ど
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
墓
中
出
土
で
な
い
簡
牘
、
即

木
簡
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
（
１
）

龍
谷
大
学
特
任
教
授

角
谷

常
子
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み
な
伐
採
を
禁
止
せ
よ
。）
内
容
は
始
皇

帝
が
湘
山
に
登
っ
て
そ
の
自
然
の
美
し
さ

に
感
動
し
、
樹
木
の
伐
採
を
禁
ず
る
よ
う

命
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
美

に
接
し
た
素
直
な
感
動
と
そ
ん
な
自
然
を

守
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
感
じ
取
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
「
驚
き
と
戸
惑
い
」
と

い
っ
た
の
は
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
、

「
浮
江
、
至
湘
山
祠
。
逢
大
風
、
幾
不
得

渡
。
上
問
博
士
曰
、
湘
君
何
神
。
博
士
對

曰
、
聞
之
、
堯
女
、
舜
之
妻
、
而
葬
此
。

於
是
始
皇
大
怒
、
使
刑
徒
三
千
人
皆
伐
湘

山
樹
、赭
其
山
。」（『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
）

（
大
意
：
長
江
を
渡
り
、
湘
山
祠
に
至
っ

た
と
こ
ろ
で
大
風
に
逢
い
、
渡
れ
そ
う
に

な
か
っ
た
。
博
士
が
い
う
に
は
、
こ
こ
に

は
堯
の
娘
で
舜
の
妻
が
葬
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
。
始
皇
帝
は
大
そ
う
怒
っ
て
刑
徒

三
千
人
に
湘
山
の
木
を
切
ら
せ
、
は
げ
山

に
し
て
し
ま
っ
た
。）
と
い
う
、
始
皇
帝

の
蛮
行
と
し
て
有
名
な
湘
山
は
げ
山
事
件

の
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
話
、
と
て
も
同
一
人
物
の

所
業
と
は
思
え
な
い
が
、
心
理
学
的
に
は

あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
是
非
専
門
家
の

意
見
を
聞
き
た
い
と
思
う
。
両
者
と
も
に

事
実
を
記
し
て
い
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に

違
う
二
つ
の
行
為
を
ど
う
整
合
的
に
説
明

す
る
か
、
困
惑
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

仮
に
ど
ち
ら
か
を
捏
造
と
考
え
た
場
合
、

そ
も
そ
も
嶽
麓
書
院
蔵
秦
簡
は
墓
に
副
葬

さ
れ
て
い
た
法
令
集
の
如
き
も
の
な
の

で
、
捏
造
は
あ
り
え
な
い
。
だ
と
す
る
と

要
す
る
に
、
文
献
史
料
が
、
特
定
の
目
的

や
価
値
観
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
、
後
世
そ

こ
に
何
ら
か
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
が
ゆ

え
に
今
日
ま
で
残
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
簡
牘
は
特
定
の
目
的
や
価
値
観

に
よ
る
選
別
な
く
、
た
ま
た
ま
残
っ
た
日

常
の
記
録
と
い
う
の
が
、
そ
の
根
本
的
な

違
い
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
特
定
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
ら

ず
に
残
っ
た
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
が

文
献
に
よ
る
研
究
か
ら
構
築
し
て
き
た
歴

史
像
と
は
食
い
違
う
、
あ
る
い
は
矛
盾
す

る
よ
う
な
内
容
に
出
会
う
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
私
の
場
合
、
そ
れ
は
一
九
七
五
年

に
発
掘
さ
れ
た
湖
北
省
雲
夢
睡
虎
地
の

十
一
號
秦
墓
出
土
の
、
い
わ
ゆ
る
雲
夢
秦

簡
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
墓
は
下
級
官
吏

の
墓
と
考
え
ら
れ
、
副
葬
品
と
し
て
法
律

関
係
の
文
書
が
多
数
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

秦
の
法
は
苛
酷
だ
と
『
史
記
』
に
は
書
か

れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
法
が
残
っ
て
い
な

い
の
で
果
た
し
て
ど
ん
な
法
で
、
ほ
ん
と

う
に
苛
酷
な
の
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
秦
の
法
が
出
現
し
た
！

と
大
き
な
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
に
「
爲
吏
之
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た

五
一
枚
の
竹
簡
が
あ
る
。
こ
れ
は
役
人
の

心
得
を
説
い
た
も
の
な
の
だ
が
、
そ
こ
に

「
爲
人
父
則
茲
（
慈
）、
爲
人
子
則
孝
…
、

父
茲
（
慈
）、
子
孝
、
政
之
本
殹
（
也
）」

と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
見
た
時
、「
秦
は
法
家
、
漢
初
は
黄
老
、

武
帝
以
降
は
儒
家
思
想
」
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
習
っ
た
図
式
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
す
っ

か
り
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
。
秦
な
の
に
儒

家
思
想
を
説
い
て
い
る
で
は
な
い
か
！

と
。
実
際
、
中
国
で
も
「
爲
吏
之
道
」
は

儒
家
思
想
だ
と
か
い
や
法
家
思
想
に
儒
・

道
を
交
え
た
も
の
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
議

論
が
あ
っ
た
。
雲
夢
秦
簡
の
発
表
か
ら
し

ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
も
、
儒
教
的
徳
目
を

奨
励
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る

研
究
者
は
い
た
。
混
乱
し
た
の
は
私
だ
け

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

仲
間
を
探
す
の
は
さ
て
お
き
、
と
に
か

く
私
は
混
乱
し
た
。
た
だ
、
よ
く
考
え
て

み
る
と
、
確
か
に
教
科
書
に
も
秦
は
法
家

思
想
だ
と
は
書
い
て
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
孝
を
否
定
し
た
と
か
、
慈
の
心

が
不
要
と
考
え
た
な
ど
と
習
っ
た
覚
え
は

な
い
し
、
そ
も
そ
も
常
識
的
に
あ
り
得
な

い
。
一
方
、
儒
家
思
想
に
し
て
も
、
親
に

は
孝
、
子
に
は
慈
と
い
う
の
は
、
孔
子
が

言
い
始
め
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
孔
子

よ
り
は
る
か
以
前
か
ら
そ
ん
な
倫
理
観
は

あ
っ
た
は
ず
で
、
決
し
て
儒
教
の
専
売
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
孝
や
慈
と
い
う
語
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、
儒
家
思
想
に
直
結
さ

せ
る
方
が
お
か
し
い
の
だ
。
し
か
し
な
が

ら
私
は
こ
の
文
章
を
読
ん
で
初
め
て
そ
ん

な
当
た
り
前
な
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ

る
。
秦
は
法
家
、
漢
は
儒
家
、
し
か
も
法

家
と
儒
家
は
対
立
関
係
、
と
い
う
こ
と
か

ら
法
家
は
孝
や
慈
を
奨
励
す
る
は
ず
が
な

い
と
、
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。「
爲
吏
之
道
」
は
、
自
分
の
短
絡
的

な
思
考
に
気
づ
き
、
ま
た
儒
教
と
は
何
か

を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
一

文
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
多
く
の
人
が
驚
き

と
戸
惑
い
を
も
っ
て
見
た
で
あ
ろ
う
、
嶽

麓
書
院
臧
秦
簡
に
み
え
る
始
皇
帝
の
制
詔

で
あ
る
。「
自
吾
以
天
下
已
并
、
親
撫
晦

（
海
）
内
、
南
至
蒼
梧
、
凌
渉
洞
庭
之
水

└
、
登
相
（
湘
）
山
・
屏
山
、
其
樹
木
野

美
、
望
駱
翠
山
以
南
樹
木
□
見
亦
美
、
其

皆
禁
勿
伐
。」（〔
伍
〕
第
一
組
〇
五
六
～

〇
五
八
）（
大
意
：
統
一
後
、
天
下
を
巡

行
し
、
南
は
蒼
梧
郡
に
至
り
、
洞
庭
湖
を

渉
り
、湘
山
・
屏
山
に
登
っ
た
。
そ
の
木
々

は
自
然
の
美
を
湛
え
て
い
る
。
駱
翠
山
以

南
を
望
む
と
、
樹
木
が
…
ま
た
美
し
い
。
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株
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を
命
じ
た
徳
川
家
康
坐
像
に
お
参
り
し
、

境
内
の
地
蔵
堂
、
大
師
堂
も
拝
観
し
ま
し

た
。そ

の
後
、
疏
水
に
沿
っ
て
新
緑
を
楽
し

み
つ
つ
、
天
智
天
皇
陵
へ
。
最
後
に
御
陵

入
口
脇
の
日
時
計
碑
を
見
学
し
、
解
散
と

な
り
ま
し
た
。
山
科
に
お
住
ま
い
の
参
加

者
も
お
ら
れ
ま
し
た
が
、「
こ
れ
ま
で
史

跡
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
新
た
に
詳
し

く
学
べ
て
有
意
義
で
し
た
」
と
の
お
声
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
元
気
で
完
歩
さ

れ
、
山
科
野
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
た
様

子
で
主
催
者
と
し
て
も
嬉
し
く
思
い
ま

す
。
参
加
者
三
三
名
。

随
行
ス
タ
ッ
フ
：
竹
内
千
津
・
山
﨑
千
春

必
然
的
に
『
史
記
』
が
何
ら
か
の
情
報
操

作
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
で
は
そ
れ

は
一
体
何
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
あ
の
始
皇

帝
が
自
然
愛
護
精
神
に
あ
ふ
れ
た
人
だ
っ

た
、
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
制
詔
を
ど
う
理

解
す
る
の
か
、
今
後
、
議
論
さ
れ
る
簡
だ

と
思
う
。

我
々
が
見
て
い
る
秦
漢
時
代
の
文
献
は

あ
る
意
図
を
も
っ
て
著
述
さ
れ
、
そ
れ
が

何
ら
か
の
価
値
を
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ

二
千
年
を
生
き
残
っ
た
強
者
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
淘
汰
さ
れ
た
文
献
は
ど
れ
ほ

ど
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
詔
書
で
あ

ろ
う
と
も
正
史
に
と
ど
め
ら
れ
る
の
は
一

部
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
日
々
行
き
交
う
文

書
・
帳
簿
を
や
、
で
あ
る
。
生
き
残
っ
た

強
力
な
文
献
た
ち
を
相
手
に
研
究
し
て
い

る
我
々
の
前
に
、
日
常
の
業
務
や
生
活
の

中
で
生
み
出
さ
れ
た
帳
簿
・
文
書
・
書
籍
・

法
令
・
手
紙
た
ち
が
、「
こ
ん
な
の
あ
り

ま
し
た
け
ど
…
」
と
、
ひ
ょ
っ
こ
り
現
れ

る
。
そ
し
て
我
々
が
文
献
か
ら
構
築
し
た

世
界
の
大
枠
の
内
部
を
豊
か
に
埋
め
て
く

れ
た
り
、
そ
も
そ
も
文
献
に
は
見
ら
れ
な

い
新
た
な
事
実
を
提
供
し
て
く
れ
た
り
、

時
に
は
こ
れ
ま
で
の
認
識
と
食
い
違
っ
た

も
の
で
我
々
を
当
惑
さ
せ
た
り
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
う
し

た
簡
牘
と
文
献
と
の
対
話
の
中
で
、
ま
た

新
し
い
歴
史
像
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

次
号
に
続
く)

▽
二
〇
二
三
年
度
歴
史
散
策

　
　

「
山
科
（
山
階
）
野
を
歩
く
」

五
月
十
六
日
（
火
）
今
年
度
の
歴
史
散

策
を
開
催
し
ま
し
た
。

好
天
に
恵
ま
れ
、
新
緑
の
美
し
い
季
節

に
、
山
科
盆
地
の
北
端
・
山
科
を
山
科
疏

水
に
沿
っ
て
歩
き
、
古
代
～
平
安
時
代
～

近
世
ま
で
、
京
の
都
と
山
科
の
歴
史
の
深

い
つ
な
が
り
に
想
い
を
馳
せ
る
内
容
と
な

り
ま
し
た
。
講
師
は
、
山
中
章
先
生
（
三

重
大
学
名
誉
教
授
、
古
代
学
協
会
客
員
研

究
員
）、
清
水
み
き
先
生
（
古
代
学
協
会

客
員
研
究
員
）。

十
三
時
山
科
駅
を
出
発
し
、
ま
ず
は
山

中
講
師
の
説
明
を

受
け
な
が
ら
山
科

駅
前
通
り
と
旧
三

条
街
道
と
の
交
差

点
「
旧
東
海
道
駒

札
」
へ
。
こ
の
地

を
東
西
に
貫
く
街

道
は
、
古
代
か
ら

都
と
東
国
を
結
ぶ

日
本
の
大
動
脈
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど

お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
山
科
駅
前
再
開
発
工
事
の

中
で
発
見
さ
れ
た
平
安
時
代
の
も
の
と
見

ら
れ
る
木
槨
墓
か
ら
、
藤
原
順
子
ゆ
か
り

の
女
性
の
墓
と
推
測
さ
れ
て
い
る
安
朱
古

墓
跡
を
巡
り
ま
し
た
。

次
に
北
に
歩
を
む
け
て
、
順
子

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
安
祥
寺
を

特
別
拝
観
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
観
音
堂
内
に
て
、
ご
住
職
・

藤
田
瞬
央
様
に
お
寺
の
沿
革
を
伺

い
、
時
勢
や
災
害
に
翻
弄
さ
れ
な

が
ら
も
、
今
に
法
灯
を
繋
い
で
こ

ら
れ
た
歴
代
ご
住
職
の
ご
苦
労
を

し
の
び
ま
し
た
。
清
水
講
師
か
ら

は
『
伊
勢
物
語
』
七
七
段
・
七
八

段
に
登
場
す
る
安
祥
寺
の
場
面
に

つ
い
て
お
話
し
を
う
か
が
い
ま
し

た
。
改
め
て
美
し
い
榧
木
一
木
造

り
の
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
奈

良
時
代
・
重
要
文
化
財
）、
ま
た

廃
寺
状
態
に
あ
っ
た
安
祥
寺
復
興

歴

史

散

策

安祥寺観音堂内で清水講師のお話に耳を傾ける参加者

山科疏水と新緑風景




