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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
408
〉

　
　『
夕
顔
』の「
作
意
」か
ら
み
え
て
く
る
も
の
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　『
夕
顔
』は
現
在
は
制
作
時
期
や
作
者
に
つ
い
て
明

確
な
こ
と
が
言
え
な
い
状
況
に
あ
り
、
そ
の
点
、
い

さ
さ
か
扱
い
に
く
い
作
品
で
あ
る
。『
夕
顔
』の
制
作

時
期
に
つ
い
て
は
、か
つ
て
は
世
阿
弥
の『
三
道
』（
応

永
三
十
年〔
一
四
二
三
〕）の
女
体
の
項
に
、

（
女
御
・
更
衣
な
ど
の
気
高
い
風
姿
を
幽
玄
無

上
と
し
た
あ
と
）か
や
う
な
る
人
体
の
種
風
に
、

玉
の
中
の
玉
を
得
た
る
が
ご
と
く
な
る
こ
と
あ

り
。
如
此
の
貴
人
妙
体
の
見
風
の
上
に
、
あ
る

い
は
六
条
御
息
所
の
葵
の
上
に
付
き
祟
り
、
夕

顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
、
浮
舟
の
憑
物
な

ど
と
て
、
見
風
の
便
り
あ
る
幽
花
の
種
、
逢
ひ

が
た
き
風
得
な
り
。
…
し
か
れ
ば
、
か
や
う
の

風
に
相
応
し
た
ら
ん
芸
人
を
や
、
無
上
妙
感
の

達
人
と
も
申
す
べ
き
。

と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、『
夕
顔
』は
当
時
す
で
に
制

作
さ
れ
て
い
て
、
作
者
は
世
阿
弥
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、『
葵
上
』と『
浮
舟
』に
は
当
時
す
で

に
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
が
あ
る
の

に
対
し
て
、『
夕
顔
』に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
、
ま
た

『
夕
顔
』が「
夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
」る
場
面

を
見
風
と
す
る
能
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、『
三

道
』の
記
事
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
時
点
で
の
能『
夕

顔
』の
存
在
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解

が
現
在
は
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
行
の『
夕

顔
』が
作
ら
れ
た
時
期
は
上
演
記
録
の
初
出
で
あ
る

寛
正
六
年（
一
四
六
五
）以
前
と
い
う
、
は
な
は
だ
漠

然
と
し
た
も
の
に
な
り
、
同
じ
理
由
か
ら
、
作
者
に

つ
い
て
も
か
つ
て
の
よ
う
に
、
簡
単
に
世
阿
弥
の
作

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
作
品
評
価
の
面
で
は
、
類
曲
の『
野
宮
』に

比
べ
て
連
歌
的
な
付
け
合
い
の
手
法
が
巧
み
に
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
典
拠
と
し
た『
源
氏
物
語
』を
よ

く
咀
嚼
し
て
い
て
、
世
阿
弥
の
作
品
を
特
徴
づ
け
て

い
る
統
一
イ
メ
ー
ジ（『
夕
顔
』の
場
合
は
夕
顔
）が
顕

著
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
評
価
が
あ
る
一
方
、
初
同

も
な
く
地
謡
部
分
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
り
、
前

場
の
シ
テ
と
ワ
キ
の
問
答
の
あ
と
に
ク
セ
が
続
き
、

ク
セ
の
あ
と
す
ぐ
中
入
に
な
る
と
い
っ
た
破
格
な
構

成
な
ど
、
世
阿
弥
ら
し
く
な
い
点
も
少
な
か
ら
ず
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
作
者
に
は『
源
氏
物
語
』に

親
し
ん
で
い
た
武
将
歌
人
の
よ
う
な
素
人
の
可
能
性

が
想
定
さ
れ
て
も
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
夕
顔
』に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立

時
期
、
作
者
と
も
明
確
で
は
な
く
、
そ
れ
が『
夕
顔
』

を
扱
い
に
く
い
作
品
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に『
夕
顔
』の
内
容

と『
三
道
』の「
夕
顔
の
上
の
物
の
怪
に
取
ら
れ
」と
い

う
記
述
と
の
く
い
ち
が
い
に
起
因
し
て
い
る
。
た
し

か
に
、『
三
道
』の
記
事
は『
夕
顔
』と
は
合
致
し
て
い

な
い
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て「
作
意
」

と
い
う
面
か
ら
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　『
夕
顔
』の「
作
意
」に
つ
い
て
は
、
す
で
に「
恋
の

迷
い
の
た
め
、
夕
顔
の
花
に
象
徴
さ
れ
る
女
性
は
白

露
の
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
清
純
さ

は
法
華
の
功
徳
に
よ
り
真
如
の
月
と
し
て
永
遠
の
世

界
に
輝
い
た
―
と
い
う
の
が
、
能「
夕
顔
」の
趣
意
」

と
す
る
指
摘
が
あ
る（
小
西
甚
一
氏「
作
品
研
究〈
夕

顔
〉『
観
世
』昭
和
五
十
五
年
十
月
）。
筆
者
も
ほ
ぼ

同
じ
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
が（『
能
楽
手
帖
』）、
こ

こ
で
は
も
う
一
歩
進
め
て
、
そ
う
い
う「
作
意
」な
り

「
趣
意
」な
り
が『
夕
顔
』に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
に
問
題

に
な
る
の
が
、
後
場
に
登
場
し
た
夕
顔
の
霊
に
対
し

て
言
う
、
次
の
ワ
キ
僧
の
言
葉
で
あ
る
。

不
思
議
や
さ
て
は
宵
の
間
の
、
山
の
端
出
で
し

月
影
の
、
ほ
の
見
え
そ
め
し
夕
顔
の
末
葉
の
露

の
消
え
や
す
き
、
本
の
雫
の
世
語
り
を
、
か
け

て
現
は
し
た
ま
へ
る
か

　
こ
こ
は「
末
の
露
本
の
雫
や
世
の
中
の
後
れ
先
立

つ
た
め
し
な
る
ら
ん
」（『
新
古
今
集
』遍
照
）を
ふ
ま

え
た
箇
所
だ
が
　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、「
か

け
て
現
は
し
た
ま
へ
る
か
」
の「
か
け
て
」
で
あ
る
。

こ
の「
か
け
て
」は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い

な
い
が
、
こ
こ
は「
夕
顔
の
末
葉
の
露
」と「
本
の
雫

の
世
語
り
」、
つ
ま
り「
末
葉
の
露
の
よ
う
に
は
か
な
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く
消
え
た
夕
顔
の
薄
命
」と「
生
前
の
夕
顔
の
源
氏
と

の
思
い
出
」の
ふ
た
つ
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
箇
所
を『
謡
曲
大
観
』が
、

こ
れ
は
不
思
議
だ
。
す
る
と
、
こ
の
宵
、
山
の

端
か
ら
月
影
の
ほ
の
か
に
見
え
出
し
た
頃
、
お

話
し
に
な
つ
た
、
夕
顔
が
は
か
な
く
消
え
た
話
、

人
は
遅
か
れ
早
か
れ
死
ん
で
し
ま
ふ
無
常
な
話
、

そ
れ
を
今
眼
前
に
お
見
せ
に
な
ら
う
と
す
る
の

で
す
か
。

と
口
語
訳
し
て
い
る
の
は
、「
か
け
て
」に
留
意
し
た

巧
妙
な
訳
で
は
あ
る
が
、「
か
け
て
」の
一
方
、
つ
ま

り「
本
の
雫
」を
、「
人
は
遅
か
れ
早
か
れ
死
ん
で
し

ま
ふ
無
常
な
話
」と
し
た
点
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
遍
照
詠
の「
後
れ
先
立
つ
」を「
遅
か
れ
早
か

れ
」と
言
い
換
え
た
も
の
と
思
う
が
、「
本
の
雫
」に

つ
い
て
は
、
私
解
の
よ
う
に「
生
前
の
夕
顔
の
源
氏

と
の
思
い
出
」と
す
る
の
が
妥
当
と
思
う
。
と
す
れ

ば
、
ワ
キ
の「
不
思
議
や
さ
て
は
」以
下
の
口
語
訳
は
、                                  

こ
れ
は
不
思
議
だ
。
さ
て
は
昨
日
の
夕
方
、
山

の
端
か
ら
現
わ
れ
た
月
の
よ
う
に
、
ほ
の
か
に

現
わ
れ
た
、
夕
顔
の
よ
う
に
は
か
な
い
運
命
だ

っ
た
お
方
が
現
わ
れ
て
、
そ
の
あ
っ
け
な
い
最

期
と
と
も
に
生
前
の
源
氏
と
の
思
い
出
を
お
話

し
に
な
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か
。

と
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
こ
の
あ
と
は
、「
な

に
が
し
の
院
」で
の「
も
の
凄
き
」体
験
、
そ
の
果
て

の「
心
の
水
は
濁
り
江
に
、
引
か
れ
て
か
か
る
身
と

な
り
て
」と
自
身
の
は
か
な
い
死
が
語
ら
れ
、
続
い

て
源
氏
が
五
条
の
夕
顔
の
宿
に
泊
ま
っ
た
夜
、
隣
家

の
御
獄
精
進
の
た
め
の
読
経
を
聞
い
た
源
氏
が
、「
来

ん
世
も
深
き
契
り
絶
え
す
な（
こ
の
深
い
契
り
は
来

世
ま
で
も
）」と
詠
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
、
自
身
の

成
仏
と
二
世
ま
で
の
契
り
を
祈
る
序
ノ
舞
に
な
る
の

で
あ
っ
て
、
序
ノ
舞
ま
で
は
ま
さ
に「
夕
顔
の
末
葉

の
露
」と「
本
の
雫
の
世
語
り
」が「
か
け
て
」語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
世
阿
弥
が『
三
道
』で「
夕
顔
の
上
の

物
の
怪
に
取
ら
れ
」と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な『
夕

顔
』の
展
開
を
言
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、『
三
道
』の
記
事
と
の
あ

い
だ
に
は
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
違
い
は
と
く
に

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』で
は

夕
顔
の
死
は
ま
こ
と
に
あ
っ
け
な
く
描
か
れ
て
お
り
、

原
典
に
よ
る
か
ぎ
り
、
夕
霧
が
物
の
怪
に
取
ら
れ
る

場
面
は
、「
心
の
水
は
濁
り
江
に
、
引
か
れ
て
か
か

る
身
と
な
り
て
」と
い
う
て
い
ど
に
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、『
三
道
』の
記
事
は
能『
夕
顔
』

の
こ
と
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
く
、『
夕
顔
』は
こ
の

時
点
で
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
作
者
だ
が
、
そ
れ
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
破
格
な
点
が
多
い
点
、
ど
う
み

て
も
世
阿
弥
と
は
考
え
が
た
い
。
と
す
れ
ば
、『
夕
顔
』

と
並
び
称
さ
れ
て
い
る『
葵
上
』は
世
阿
弥
以
外
の
作

と
い
う
の
が
定
説
で
あ
り
、『
浮
舟
』は
作
詞
が
細
川

満
元
の
被
管
横
越
元
久
の
作
詞（
節
は
世
阿
弥
）だ
か

ら
、
世
阿
弥
が
女
体
の
能
の
な
か
で
も
特
に
高
く
評

価
し
て
い
る
三
曲
は
い
ず
れ
も
世
阿
弥
以
外
の
手
に

な
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、『
夕
顔
』は
現
在
は
、『
井
筒
』『
松
風
』

『
江
口
』『
楊
貴
妃
』な
ど
と
と
も
に
、
最
も
能
ら
し

い
と
さ
れ
る
本
三
番
目
物(

本
鬘
物)

に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
本
三
番
目
物
と
い
う
分
類
は
管
見
で

は
十
六
世
紀
初
頭
頃
ま
で
は
優
に
さ
か
の
ぼ
る
と
思

わ
れ
、
そ
の
頃
に
は『
夕
顔
』も
そ
う
分
類
さ
れ
て
い

る
が
、『
夕
顔
』が『
三
道
』で『
葵
上
』『
浮
舟
』と
と

も
に
、「(

女
体
の
能
の
な
か
で
も)

玉
の
中
の
玉

を
得
た
る
」「
あ
り
が
た
き
花
種
」の
能
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
制
作
当
時
の『
夕
顔
』

は
憑
き
物
の
能
で
あ
る『
葵
上
』『
浮
舟
』と
同
趣
の

能
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
本
三
番

目
物
と
は
一
線
を
画
す
曲
趣
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
夕
顔
』の

前
ジ
テ
は
、
現
在
は【
ア
シ
ラ
イ
出
シ
】で
登
場
し
て
、

「
山
の
端
の
心
も
知
ら
で
」と〔
一
セ
イ
〕を
謡
う
が
、

江
戸
時
代
の
囃
子
伝
書
な
ど
に
よ
れ
ば
、『
夕
顔
』の

登
場
楽
は
本
来
は【
一
声
】だ
っ
た
よ
う
で
、『
定
家
』

の
後
ジ
テ
の
出
の【
習
の
一
声
】と
と
も
に
重
要
な
習

い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
中
玲
子

氏「〈
夕
顔
〉前
シ
テ
登
場
段
の
習
事
」（『
銕
仙
』平
成

十
年
九
月
）の
指
摘
だ
が
、
同
稿
に
よ
れ
ば
、
こ
の

『
夕
顔
』の
前
ジ
テ
や『
定
家
』の
後
ジ
テ
の
登
場
の
さ

い
の
囃
子
で
あ
る【
一
声
】は
、
シ
テ
が「
遠
く
か
ら

や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
忽
然
と
眼
前
に
現
れ
出
る

時
」の
囃
子
だ
と
い
う
。『
定
家
』は
作
り
物
か
ら
の

登
場
だ
か
ら「
忽
然
と
眼
前
に
現
れ
出
る
」に
ふ
さ
わ

し
い
が
、『
夕
顔
』の【
一
声
】も「
物
の
怪
に
取
ら
れ
」

た
夕
顔
の
亡
心
の
登
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、『
三
道
』に
お
い
て
、『
葵
上
』

『
夕
顔
』『
浮
舟
』が
女
能
の
な
か
で
も
と
り
わ
け「
幽

玄
無
上
」と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
世
阿
弥
の

幽
玄
観
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
興
深
い
が
、
そ
れ
と

と
も
に
そ
こ
に
世
阿
弥
自
身
の
作
が
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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