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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
412
〉

　 
　〈
恋
重
荷
〉
、〈
文
荷
〉〈
枕
物
狂
〉

　
　
　
　
　
―
山
科
荘
司
、
狂
言
の
重
荷
再
発
見
―
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老
人
へ
の
難
題〈
綾
鼓
〉〈
恋
重
荷
〉

　「
研
究
十
二
月
往
来
《400

》」に
載
せ
ら
れ
た
松
岡

心
平
氏
の
論「「
恋
重
荷
」「
綾
鼓
」の
老
人
の
身
分
」

は
両
曲
の
シ
テ
が「
掃
除
を
職
掌
と
す
る
散
所
者
」で

あ
っ
た
こ
と
を
、
歴
史
学
関
係
の
諸
論
を
引
い
て
確

認
さ
れ
、
示
唆
さ
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。
驥
尾
に

付
し
て
、
そ
の
広
が
り
を
考
え
て
み
た
い
。

　〈
綾
鼓
〉〈
恋
重
荷
〉と
も
、
卑
賤
な
老
人
が
高
貴

な
内
裏
女
御
に
恋
す
る
、
と
い
う
設
定
で
は
共
通
し

て
い
る
が
、
課
せ
ら
れ
る
難
題
が
異
な
る
。〈
綾
鼓
〉

で
は「
綾
で
張
っ
た
鼓
」を
鳴
ら
す
。〈
恋
重
荷
〉で
は

「
綾
蘿
錦
紗
で
包
ん
だ
岩
」を
持
ち
歩
く
こ
と
で
あ
る
。

話
型
か
ら
云
え
ば
、
こ
れ
は
昔
話
の「
難
題
聟
」に
当

た
る
設
定
で
あ
る
。
鼓
を
難
題
と
し
た
点
で
云
え
ば
、

〈
綾
鼓
〉は
昔
話
に
み
え
る「
打
た
ぬ
に
鳴
る
太
鼓
」の

裏
返
し
の
設
定
で
あ
る
。〈
恋
重
荷
〉の
、
恋
を
成
就

さ
せ
る
た
め
に
岩
を
持
ち
上
げ
る
と
い
う

発
想
は
、「
重
軽
石
」の
伝
説
に
近
い
。
こ
の
石
を
持

ち
上
げ
ら
れ
れ
ば
、
想
い
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
用
い
た
狂
言〈
石
神
〉は
、
夫
と

別
れ
た
い
妻
が
石
神
に
願
い
を
掛
け
、
夫
に
添
え
な

ら
ば
上
が
れ
と
言
っ
て
、
持
ち
上
げ
る
と
上
が
る
、

と
い
う
設
定
に
な
る
。〈
恋
重
荷
〉の
方
は
話
型
通
り

の
難
題
で
あ
っ
た
。

山
科
荘
司「
掃
除
」

　
松
岡
氏
は
、〈
恋
重
荷
〉の
、
白
河
の
院
に
お
け
る

「
菊
の
世
話
係
」で
あ
る
シ
テ
は「
散
所
者
で
あ
る
は

ず
」と
し
な
が
ら
、「
山
科
荘
司
」と
い
う「
一
般
人
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
審
」と
さ
れ
て
い

る
。
確
か
に「
荘
司
」は
荘
園
の
管
理
者
と
解
さ
れ
る

語
で
あ
り
、
言
葉
通
り
な
ら
散
所
民
身
分
の
者
と
は

云
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、「
山
科
荘
司
」は
本

来「
山
科
掃
除
」と
表
記
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ
っ
た
と

解
し
た
い
。「
荘
司
し
や
う
じ
」と「
掃
除
さ
う
ぢ
」は

同
音
で
は
な
い
。「
荘
」「「
掃
」は
開
音
で
通
用
す
る

が
、「
じ
・
ぢ
」」は
別
音
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

本
来
は「
掃
除
」で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
似
た
発
音
で
あ

る「
荘
司
」に
取
り
な
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
山
科
の
掃
除
散
所
の
歴
史
は
古
く
、
川
島
将
生
氏

の「
山
科
散
所
」（『
散
所
・
声
聞
師
・
舞
々
の
研
究
』

思
文
閣
、
平
16
）に
よ
れ
ば
、「
中
右
記
」元
永
二
年

1119

四
・
五
月
の
記
事
か
ら
、「
山
科
散
所
は
白
河

新
御
所
の
庭
払
に
従
事
し
て
い
る
」事
が
知
ら
れ
る
。

白
河
院
の
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
を
山
科
散
所
の
側
か

ら
云
え
ば
、
天
皇
家
の
御
所
に
掃
除
散
所
と
し
て
奉

仕
す
る
権
益
を
得
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
被
差
別

民
が
持
つ
権
益
が
、
天
皇
家
・
権
門
・
社
寺
か
ら
付

与
さ
れ
た
も
の
と
い
う
権
威
付
け
は
、
中
世
に
数
多

く
見
ら
れ
る
。
山
科
散
所
は
そ
の
事
実
を
主
張
し
続

け
て
い
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
掃
除
散
所
の
者
の
職

掌
は「
庭
掃
」以
外
に
も
あ
っ
た
。
世
阿
弥
の
時
代
、

「
看
聞
日
記
」に
見
え
る「
内
裏
庭
掃
除
」に
採
用
さ
れ

た
散
所
民「
市
」の
こ
と
は
、
松
岡
氏
も
引
か
れ
て
い

る
が
、
九
月
重
陽
の
節
句
に
用
い
ら
れ
る
九
月
八
日

の「
菊
献
上
」も
行
っ
て
い
た
。「
山
科
掃
除
」の
老
人

も
、「
市
」と
同
じ
職
掌
、
掃
除
散
所
の
一
人
と
し
て

九
月
の
一
日
だ
け
菊
を
植
え
に
来
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
山
科
散
所
の
歴
史
を
、
同
じ
被
差
別
民
で

あ
る
猿
楽
の
役
者
世
阿
弥
は
知
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。「
庭
掃
き
の
老
人
」を「
山
科
掃
除
散
所
」の
者

と
限
定
し
た
の
は
、白
河
院
と
の
縁
に
よ
る
。「
掃
除
」

役
を
、
天
皇
の
菊
愛
好
に
よ
る
世
話
係
に
格
上
げ
し
、

「
掃
除
」を
止
め
て「
荘
司
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
は
、

散
所
民
が
女
御
を
痛
め
つ
け
る
と
解
さ
れ
る
の
を
嫌
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っ
て
、
や
や
身
分
が
あ
り
そ
う
な「
山
科
荘
司
」と
い

う
一
般
人
だ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
松
岡
氏
は
、
散

所
民
を「
前
面
に
出
し
た
く
な
か
っ
た
世
阿
弥
な
り

の
韜
晦
」と
さ
れ
て
い
る
が
、
私
解
も
同
じ
に
な
っ

た
。

狂
言〈
文
荷
〉・〈
枕
物
狂
〉
―
重
荷
の
再
発
見

　
狂
言〈
文
荷
〉に
お
い
て
、
太
郎
・
次
郞
の
両
冠
者

が
主
人
の
恋
文
を
竹
杖
で
担
っ
て
行
く
場
面
で
、〈
恋

重
荷
〉の
一
節「
し
め
じ
が
腹
立
ち
や
」（
茂
山
は「
重

く
と
も
」か
ら
）を
謡
う
の
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

〈
文
荷
〉の
古
型
は
天
正
狂
言
本
の〈
文
さ
き
〉で
あ
る
。

適
当
に
漢
字
を
宛
て
て
引
く
。

一
、
大
明
出
て
人
を
呼
び
出
し
、
花
子
の
許
へ

文
を
や
る
。
独
り
は
行
く
ま
ひ
と
言
ふ
。
二
人

や
る
。

道
に
て
、
我
持
て
人
持
て
と
論
ず
る
。
竹
に
結

ひ
付
け
て
担
ふ
。
後
は
引
き
裂
い
て
持
つ
。
の

ち
は
風
の
便
り
に
や
る
と
て
、
煽
ぎ
や
る
。
帰

り
て
斯
く
と
言
ふ
。
主
腹
立
ち
て
追
走
ら
か
す
。

　
こ
こ
に
は〈
恋
重
荷
〉の
謡
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

天
正
狂
言
本
の
基
本
的
な
記
述
方
法
は
、
語
り
や
謡

い
物
は
落
と
さ
ず
記
す
、
で
あ
っ
た
。
謡
っ
て
い
な

か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
竹

に
結
び
付
け
て
担
ふ
」形
は
、〈
恋
重
荷
〉に
お
け
る
、

重
荷
を
棒
に
依
っ
て
担
う
と
い
う
古
演
出
に
学
ん
だ

も
の
と
解
さ
れ
て
お
り（
橋
本
朝
生
氏『
狂
言
の
形
成

と
展
開
』）、
私
も
そ
う
考
え
て
い
た
。

　
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
形
が
あ
る
の
に
、
伴
う

べ
き
謡
い
が
無
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
落
ち
着
か

な
い
。
演
技
上
の
要
点
で
あ
る「
二
人
で
担
う
」
と

い
う
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
一
人
で
担
お

う
と
す
る
能〈
恋
重
荷
〉と
は
関
係
な
し
に
、「
重
い

恋
文
」だ
と
い
う
事
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
、
二
人

で
担
う
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
来

た
。
そ
う
考
え
る
と〈
文
さ
き
〉の
段
階
で
は
作
者
の

意
識
に
は〈
恋
重
荷
〉は
無
か
っ
た
事
に
な
る
。
そ
し

て
、
次
の
時
代
の
狂
言
役
者
が「
閑
吟
集
」七
〇
番
歌

「
し
め
ぢ
が
腹
た
ち
や
・
・
」に
見
え
る「
恋
・
重
荷
」

に
気
付
い
て
、
こ
れ
を
担
う
時
の
歌
に
取
り
込
ん
だ
。

江
戸
初
期
以
降
の〈
文
荷
〉は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二

段
階
を
経
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、

江
戸
中
期
以
降
、〈
恋
重
荷
〉が
四
座
一
流
で
演
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、〈
文
荷
〉は〈
恋
重
荷
〉の

パ
ロ
デ
イ
と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

云
え
よ
う
。

　
狂
言〈
枕
物
狂
〉に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
天

正
狂
言
本
で
は〈
恋
の
お
ふ
ぢ（
祖
父
）〉の
名
で
収
め

ら
れ
、
恋
の
た
め
に
物
狂
い
と
な
っ
た
祖
父
が
登
場

し
て「
枕
」に
ち
な
む
小
歌
を
謡
い
続
け
、
後
に〈
松

風
〉と〈
百
万
〉か
ら
取
っ
た
謡
い
を
謡
う
。〈
恋
の
祖

父
〉キ
リ
部
分
の
能〈
百
万
〉の
も
じ
り
、「
よ
く
よ
く

物
を
案
ず
る
に
・
・
」
は〈
枕
物
狂
〉
に
無
い
が
、
代

わ
り
に〈
百
万
〉
の「
と
く
に
も
名
乗
り
給
ひ
た
ら

ば
・
・
」が
入
る
。
そ
し
て〈
恋
の
祖
父
〉に
無
い
の
は
、

現
行
で
は
重
要
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
語
り「
志
賀

寺
の
上
人
の
恋
物
語
」と
、
そ
れ
に
続
く
小
歌「
恋
や

恋
、
我
中
空
に
な
す
な
恋
、
恋
風
が
来
て
は
袂
に
か

い
縺
れ
て
の
、
袖
の
重
さ
よ
、
恋
風
は
重
ひ
も
の
か

な（
の
）」（
虎
明
本
・
天
理
本
）で
あ
る
。
こ
の
小
歌

は〈
恋
重
荷
〉に
お
い
て
、
老
人
が
死
ん
だ
後
の
、
ツ

レ
女
御
の
謡
う「
恋
よ
恋
、
わ
れ
中
空
に
な
す
な
恋
」

と「
閑
吟
集
」七
二
番
に
見
え
る
小
歌「
恋
風
が
・
・
」

と
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
確
認
し
た
い
の
は〈
恋
の
祖
父
〉
に
は
、
恋
の
小

歌
の
外
に
、
祖
父
が
恋
す
る
乙
御
前
に
逢
う
時
の

謡
い
と
し
て
、
能〈
松
風
〉と
能〈
百
万
〉の
謡
い
を
用

い
、
さ
な
が
ら
能
の
パ
ロ
デ
イ
づ
く
し
に
な
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
近
世
初
期
台
本
で

は
、
語
り
と
と
も
に
新
し
く〈
恋
重
荷
〉も
加
わ
っ
た

事
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
祖
父
に〈
恋
重
荷
〉の
老
人

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
と
き
、〈
枕
物
狂
〉の
祖
父

が
持
つ「
さ
さ
に
ま
く
ら
を
結
ひ
つ
け
」（
虎
明
本
）

た
持
ち
物
が
問
題
に
な
る
。
軽
々
と
祖
父
が
担
い

で
い
た
の
は
、
能
の
物
狂
い
が
持
つ「
狂
い
笹
」で
あ

っ
た
。
シ
デ
の
代
わ
り
に
小
さ
な
枕
を
付
け
る
。
こ

の
枕
は
古
代
裂
の
様
な
美
し
い
布
で
包
ま
れ
て
い
る
。

綾
蘿
錦
紗
で
包
ん
だ
岩
を
美
し
い
布
で
包
ん
だ
枕
と

し
、
棒
を
笹
と
し
て
担
ぐ
、
こ
の
様
に
言
い
換
え
る

と
、
普
通
の
狂
い
篠
が
、「
恋
よ
恋
」一
句
の
謡
に
よ

っ
て
、
恋
の
重
荷
の
パ
ロ
デ
イ
と
な
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
れ
ま
で
、〈
枕
物
狂
〉に
重
層
し
て
い
た
能

の
世
界
に
加
え
て
、〈
恋
重
荷
〉も
こ
こ
で
参
画
し
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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文
教
大
学
名
誉
教
授
）


