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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
403
〉

　
室
町
文
化
横
断
研
究
の
展
望
に
お
け
る
宮
増
小
鼓
伝
書
の
意
味

　
　
　
　
　
―
―
『
宮
増
小
鼓
伝
書
の
資
料
と
研
究
』
刊
行
に
よ
せ
て
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

重
　
田
　
み
　
ち

　
昨
年
三
月
、
編
著『
宮
増
小
鼓
伝
書
の
資
料
と
研

究
―
―
室
町
文
化
横
断
研
究
の
た
め
に
』
を
刊
行
し

た（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
国
際
・
学
際
共
同
研
究

成
果
）。
総
論「
宮
増
小
鼓
伝
書
校
訂
を
と
お
し
て
室

町
文
化
横
断
研
究
へ
の
扉
を
開
く
」、
伝
書
の
翻
刻

校
訂
、
共
同
研
究
者
の
論
文
、
同
座
談
会
的
覚
書
等

か
ら
構
成
し
て
い
る
。
能
楽
を
は
じ
め
蹴
鞠
・
花
道

な
ど
諸
藝
の
藝
道
書（
伝
書
）比
較
と
い
う
テ
ー
マ
の

着
想
か
ら
三
、四
十
年
、
よ
う
や
く
手
始
め
の
成
果

の
発
表
に
た
ど
り
着
い
た
。
能
楽
伝
書
と
と
も
に
そ

れ
ら
の
藝
道
書
や
中
近
世
の
日
記
類
を
通
読
す
る
と
、

複
数
ジ
ャ
ン
ル
の
藝
道
書
に
わ
た
り
用
語
や
藝
の
心

得
に
共
通
点
が
見
え
、
日
記
類
に
も
多
様
な
ジ
ャ
ン

ル
の
記
事
が
並
ん
で
い
る
。
当
初
か
ら
興
味
深
か
っ

た
が
、
す
ぐ
に
論
文
な
ど
の
形
に
す
る
に
は
力
不
足

で
あ
り
、
当
時
の
研
究
界
は
複
数
ジ
ャ
ン
ル
の
相
互

連
関
と
い
う
視
点
を
共
有
す
る
機
会
も
少
な
か
っ
た
。

時
期
尚
早
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
編
著
で
は
、
室
町
後
期
の
宮
増
弥
七
・
弥

左
衛
門
兄
弟
の
小
鼓
伝
書
を
取
り
上
げ
、
十
一
種
の

伝
書
の
資
料
紹
介
も
行
っ
た
。
宮
増
伝
書
を
選
ん
だ

の
は
単
な
る
便
宜
の
た
め
で
は
な
く
、
室
町
後
期
の

文
化
状
況
や
そ
の
研
究
の
在
り
か
た
を
考
え
る
、
藝

道
書
研
究
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
最
適
だ
と
見

た
か
ら
で
あ
る
。
能
楽
伝
書
は
そ
の
下
位
分
類
に

能
伝
書
・
謡
伝
書
・
小
鼓
な
ど
の
囃
子
伝
書
が
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
専
門
研
究
で
は
、
能
伝
書
を
中
心
に
据

え
、
そ
の
脇
に
謡
伝
書
や
囃
子
伝
書
を
置
く
認
識
が

強
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
能
楽
伝
書
は
世
阿
弥
の
能0

伝

書『
花
伝
』か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
能
楽
伝
書
の

数
が
格
段
に
増
加
す
る
室
町
後
期
に
は
、
能
伝
書
よ

り
も
謡
伝
書
や
小
鼓
伝
書
の
数
の
ほ
う
が
は
る
か
に

優
勢
に
な
り
、
様
相
が
一
変
し
た
こ
と
に
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
謡
や
鼓
は
舞
台
上
だ
け
で
な
く
座
敷

で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
素
人
で
も
享
受
し
や
す

か
っ
た
。
つ
ま
り
花
や
茶
と
同
様
の
藝
に
な
っ
た
と

も
言
え
る
。
そ
れ
が
謡
伝
書
や
小
鼓
伝
書
の
当
時
の

勢
い
に
関
係
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
時
期
の

能
楽
と
他
ジ
ャ
ン
ル
の
藝
道
書
と
の
密
接
な
連
関
に

も
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
ま
た
宮
増
小
鼓
伝
書
は
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
と

縁
が
深
く
、
信
長
配
下
の
武
家
な
ど
の
間
で
授
受
さ

れ
た
こ
と
も
、
数
が
多
い
こ
と
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

「
天
正
九
年
橋
本
与
太
郎
景
忠
奥
書
小
鼓
伝
書
」の
伝

受
者
で
あ
る
那
波
次
郎
や
、「
五
月
吉
日
大
戸
七
郎

左
衛
門
尉
正
親
筆
宮
増
弥
左
衛
門
尉
鼓
伝
書
」の
書

写
者
で
あ
る
大
戸
氏
に
つ
い
て
、
筆
者
は
総
論
と
こ

れ
ら
の
解
題
に
、
信
長
や
医
師
の
曲
直
瀬
玄
由
と
の

関
係
の
可
能
性
を
述
べ
た
。
信
長
は
自
身
も
小
鼓
を

稽
古
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
周
囲
の
武
家
社
会
に
お

け
る
宮
増
小
鼓
伝
書
の
拡
が
り
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
編
著
の
内
容
に
関
し
て
、
そ
こ
に
言

及
し
な
か
っ
た
先
行
説
を
二
点
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
一
つ
は
、
細
川
護
貞
氏
の
エ
ッ
セ
イ「
茶
と
能
と

花
―
―
そ
の
相
互
の
関
係
」（『
怡
園
随
筆 

茶
・
花
・

史
』、
主
婦
の
友
社
、
一
九
七
二
、
所
収
）で
あ
る
。

細
川
氏
は
諸
藝
の
比
較
や
藝
道
書
に
関
し
て
、『
禅

鳳
雑
談
』に
見
え
る
茶
の
湯
や
花
道
の
話
題
に
着
目

し
、
ま
た
室
町
末
期
の
花
道
書『
仙
伝
抄
』と『
八
帖

花
伝
書
』に
、「
出
陣（
門
出
）」「
婿
取
嫁
取
」「
移
徙
」

「
五
節
句
」の
機
会
に
関
す
る
説
が
共
通
し
て
見
え
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に『
八
帖
花
伝
書
』の「
大

夫
を
花
の
心
に
喩
へ
、
役
者（
大
夫
以
外
の
囃
子
方
、

地
謡
方
、
狂
言
方
）を
下
草
に
象

か
た
ど

る
な
り
」な
ど
、
立

花
を
踏
ま
え
た
説
に
も
注
目
し
て
い
る
。
細
川
氏
の

著
述
は
狭
義
の
学
術
研
究
で
は
な
く
今
回
の
執
筆
時

点
で
は
見
落
と
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
補
っ
て
お
き

た
い
。
重
要
な
の
は
、
細
川
氏
に
は
東
ア
ジ
ア
の
美

術
・
文
学
・
諸
藝
の
教
養
と
、
そ
れ
ら
を
俯
瞰
す
る

視
野
の
広
さ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
九
七
〇
年
頃

の
早
い
時
期
に
こ
れ
ら
に
注
目
し
え
た
と
言
え
る
こ

と
で
あ
り
、
研
究
者
も
そ
の
教
養
を
学
ぶ
に
値
す
る
。

た
だ
し
同
時
に
学
術
研
究
は
、
諸
藝
の
接
点
や
共
通

点
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
文
化
史
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的
考
察
を
ど
こ
ま
で
深
め
、
知
的
に
展
開
で
き
る
か

が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
。

　
も
う
一
つ
の
先
行
説
は
、
表
章
・
伊
藤
正
義

両
氏
校
注『
金
春
古
伝
書
集
成
』（
わ
ん
や
書
店
、

一
九
六
九
）
で
あ
る
。
今
回
の
編
著
の
総
論
で
は
、

室
町
後
期
の
宮
増
小
鼓
伝
書
に
は
候
体

0

0

の
文
体
が
多

く
、「
…
…
然
る
べ
く

0

0

0

0

候
」「
…
…
肝
要

0

0

候
」
な
ど
の

形
式
的
表
現
を
多
用
す
る
点
が
、
武
家
の
書
状
と

共
通
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
伝
書

に
は
書
名
も
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
武
家
社
会
に

お
け
る
素
人
宛
の
能
楽
伝
書
は
内
容
的
に
は
藝
道
書

で
あ
る
が
、
書
き
物
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
は〈
典
籍
〉

で
は
な
く
書
状
と
同
類
の〈
文
書
〉で
あ
る
と
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が『
金
春
古
伝
書
集
成
』の
解
題
に
は
、
禅
鳳

伝
書『
五
音
之
次
第（
元
安
本
）』『
音
曲
五
音
』『
囃

之
事
』に
つ
い
て
、「
三
種
と
も
に
候
文
体
の
書
状
形

式
の
伝
書
で
あ
る
点
に
注
意
せ
ら
れ
る
」（
八
五
頁
）

と
、
書
状
形
式
と
の
近
似
が
早
く
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
編
著
は
そ
れ
と
は
文
脈
が
異
な
る
が
、

見
落
と
し
て
い
た
の
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
は
、
能
楽
な
ど
の
藝
道
書
研
究
の
今

後
の
可
能
性
を
模
索
す
る
機
会
に
も
な
っ
た
。
筆

者
が
考
え
る
方
向
性
は
主
に
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、

二
十
世
紀
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
同
様
に
、
本
文
の

翻
刻
に
加
え
て
、
校
訂
・
注
釈
を
基
盤
に
解
釈
を
深

め
、
時
に
翻
訳
も
行
う
こ
と
で
あ
る
。
書
誌
学
・
文

献
学
上
の
解
題
も
必
要
だ
が
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と

が
ら
は
他
日
の
論
考
に
譲
っ
て
も
よ
い
。
近
年
、
伝

書
な
ど
の
資
料
を
翻
刻（
文
字
お
こ
し
）す
る
だ
け
で
、

中
に
は
句
読
点
も
付
さ
な
い
も
の
が
増
え
て
い
る
が
、

校
訂
や
本
文
の
構
成
提
示
な
ど
の
本
文
整
理
と
、
注

釈
・
翻
訳
こ
そ
が
、
学
術
研
究
に
値
す
る
知
的
な
作

業
で
あ
り
、
学
問
水
準
を
維
持
す
る
た
め
の
砦
で
あ

ろ
う
。
今
回
は
期
限
の
問
題
も
あ
り
注
釈
な
ど
簡
略

に
と
ど
め
た
が
、
本
文
整
理
が
必
要
だ
と
い
う
基
本

姿
勢
は
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
ま
た
第
二
に
、
数
多
く
伝
存
す
る
藝
道
書
資
料
の

本
文
を
、
研
究
や
文
化
活
動
そ
の
他
に
供
す
る
た
め

の
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
二
十
世
紀
以
来
行
わ
れ
て

き
た
そ
れ
ら
の
翻
刻
は
主
に
単
行
本
や
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
が
、
現
在
は
そ
れ
が
蓄
積
・
増
大
し
て
あ
ち

こ
ち
に
散
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
伝
書

の
翻
刻
が
ど
こ
に
あ
る
か
の
全
体
の
把
握
が
容
易
で

は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
平
板
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
は
、
宮
増
小
鼓
伝
書
群
の
よ
う
に
相
互
に
部

分
的
な
説
が
共
通
し
絡
ま
っ
た
糸
の
よ
う
に
複
雑
な

関
係
に
あ
る
能
楽
伝
書
同
士
の
本
文
の
比
較
に
も
障

害
が
多
い
。
か
つ
て
の
よ
う
に「
最
新
の
研
究
成
果
」

に
敏
感
に
な
り
人
脈
を
通
じ
て
情
報
を
得
る「
口
伝
」

「
秘
伝
」的
対
処
法
が
通
用
す
る
の
は
小
さ
な
世
界
の

内
側
だ
け
で
あ
る
。
参
照
可
能
な
資
料
数
が
増
加
し
、

学
際
・
国
際
的
な
研
究
環
境
が
望
ま
れ
る
今
日
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
ろ
そ
ろ
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
閲
覧

ま
た
は
検
索
し
う
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
の
構
築
に
取
り
か
か
る
べ
き
時
で
あ
る
。
今

回
の
編
著
で
は
、
そ
の
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
。
書

名
が
な
い
伝
書
の
ラ
ベ
リ
ン
グ（
Ｉ
Ｄ
化
）の
基
準
を

作
り
、
伝
書
内
容
の
構
造（
全
体
の
カ
テ
ゴ
リ
）を
分

析
し
、
条
・
単
純
な
伝
書
・
合
抄
・
条
細
目
な
ど
の

階
層
に
分
け
て
各
パ
ー
ト
に
Ｉ
Ｄ
記
号
を
付
与（
ナ

ン
バ
リ
ン
グ
）し
た
の
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
情
報

化
も
念
頭
に
置
い
て
、
す
べ
て
の
藝
道
書
資
料
の

検
索
や
比
較
参
照
を
可
能
に
す
る
汎
用
的
な
基
準
を

作
り
、
今
後
に
活
か
す
た
め
の
土
台
作
り
の
意
味
も

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
藝
道
書
本
文
の
構
成
の
丁
寧

な
分
析
を
期
し
、
ど
の
よ
う
に
構
造
化
す
る
の
が
最

も
合
理
的
か
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
る
。
宮
増
小

鼓
伝
書
群
の
本
文
構
成
や
書
状
的
な
ス
タ
イ
ル
は
そ

の
構
造
化
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
好
適
で
あ
り
、

多
く
の
課
題
に
富
ん
で
い
る
。

　
人
文
学
的
、
文
化
的
な
書
き
物
の
内
容
の
情
報
化

を
進
め
て
こ
ら
れ
、
筆
者
が
懇
意
に
し
て
い
る
方
に
、

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
氏
が
い
る
。
大

蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
や
中
国
文
献
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム「
漢
籍
リ
ポ
ジ
ト
リ
」の
作
成
者

で
あ
る
。
同
氏
は
き
わ
め
て
人
文
学
的
な
感
性
を
も

っ
て
い
る
が
、「
他
に
作
る
人
が
い
な
い
」と
い
う
理

由
で
、
数
十
年
間
来
こ
れ
ら
の
構
築
に
携
わ
り
、
現

在
に
至
る
。
織
物
や
編
物
の
よ
う
な
根
気
の
い
る
作

業
で
あ
り
基
礎
的
な
技
術
を
中
心
と
す
る
た
め
、
工

学
系
の
研
究
者
が
協
力
す
る
に
は
魅
力
的
で
な
い

作
成
物
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
そ
の
方
面
の
研

究
者
と
共
同
研
究
し
た
私
の
経
験
か
ら
も
感
じ
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
人
文
学
研
究
を
行
い
、
藝
道
書

の
ス
タ
イ
ル
・
構
造
・
内
容
を
帰
納
的
に
考
察
す
る

歴
史
的
な
視
点
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
構
造
化

に
向
い
て
い
る
面
も
あ
る
。
文
化
的
な
書
き
物
の
オ

ン
ラ
イ
ン
活
用
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
日
本
で
あ
る
が
、

様
々
な
障
害
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
つ
つ
も
、
一

歩
ず
つ
前
進
し
て
ゆ
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
今
回

の
編
著
の
副
題「
室
町
文
化
横
断
研
究
の
た
め
に
」は
、

そ
の
よ
う
な
希
望
も
込
め
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
京
都
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
）


