
-３-

　
■
研
究
十
二
月
往
来
〈
415
〉

　 

　「
老
木
に
花
」
と
「
巌
に
花
」

　
　
　
　
　
―
和
歌
の
用
例
か
ら
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

岩
　
崎
　
雅
　
彦

　
世
阿
弥
は『
風
姿
花
伝
』物も

の
ま
ね学

条
々
の「
老
人
」の
項

目
で
老
人
の
舞
の
演
技
に
つ
い
て
論
じ
、「
花
は
あ

り
て
年
寄
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
と
し
て「
老
木
に
花

の
咲
か
ん
が
如
し
」と
記
し
て
い
る
。
以
前
、
和
歌

に
お
け
る「
老
木
の
花
」
の
用
例
に
つ
い
て
述
べ
た

こ
と
が
あ
る（「『
西
行
桜
』の《
夜
桜
》」『
銕
仙
』平
成

二
十
四
年
四
月
）。
今
回
は
、
よ
り『
風
姿
花
伝
』の

記
述
に
近
い「
老
木
に
花
」の
用
例
に
つ
い
て
見
て
ゆ

き
た
い
。

　
平
安
後
期
の
歌
人
、
源
経
信（
一
〇
一
六
～

九
七
）
の『
経
信
集
』
に
、
経
信
と
孫
娘
の
贈
答
歌

（
十
二
、十
三
番
）を
載
せ
る
。

　
　
　
　
右
大
弁
の
姫
君
の
幼
き
が
、
歌
を
好
み
て
、

　
　
　
　
雪
の
降
る
日
、
梅
花
を
折
り
て
、
お
ほ
ぢ

　
　
　
　
殿
に
と
て
、
か
く
あ
り
し

　
　
梅
の
花
雪
に
は
や
さ
れ
め
で
た
き
は

　
　
　
君
が
千
歳
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る

　
　
　
　
返
し

　
　
雪
降
り
し
老
木
に
花
も
咲
き
ぬ
れ
ば

　
　
　
い
と
ど
小
松
の
末
ぞ
ゆ
か
し
き

　
詞
書
の「
右
大
弁
」は
経
信
の
次
男
、
基
綱
（
俊
頼

の
兄
。
桂
流
琵
琶
の
当
主
）の
こ
と
で（
関
根
慶
子
校
、

古
典
文
庫『
経
信
集
』解
説
）、
そ
の
娘
が
雪
の
日
に

梅
花
に
歌
を
添
え
て
祖
父
の
経
信
に
贈
っ
た
。
姫
君

の
歌
は『
古
今
集
』春
・
上
、
東
三
条
左
大
臣
源

み
な
も
と
の
と
き
わ

常
の

　
　
　
　
梅
の
花
を
折
り
て
詠
め
る

　
　
鶯
の
笠
に
縫
ふ
と
い
ふ
梅
の
花

　
　
　
折
り
て
か
ざ
さ
む
老
い
隠
る
や
と

を
本
歌
と
す
る
。
梅
花
を
挿か

ざ
し頭

と
し
て
髪
や
冠
に
挿

し
、
花
の
持
つ
生
命
力
を
身
に
付
け
よ
う
と
い
う
発

想
の
歌
で
あ
る
。
姫
君
の
歌
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
降

る
雪
に
引
き
立
て
ら
れ
て
美
し
さ
を
増
し
た
梅
の
花

を
、
長
寿
を
も
た
ら
す
挿
頭
と
し
て
経
信
に
贈
る
と

詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
経
信
の
返
歌
は
、
上

の
句
で
花
の
咲
い
た
梅
の
老
木
に
雪
が
降
り
積
も
っ

た
情
景
を
描
く
。
経
信
は「
雪
降
り
し
老
木
」に
頭
髪

が
白
く
な
っ
た
老
人
の
意
味
を
重
ね
、
自
分
自
身
を

な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
ま
た「
老
木
に
花
も
咲
き
」に
は
、

孫
娘
か
ら
梅
花
と
歌
を
贈
ら
れ
て
う
れ
し
が
る
祖
父

の
心
情
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
で
は
老
木
に
花

が
咲
く
と
は
、
老
人
の
心
が
若
や
ぐ
こ
と
を
意
味

す
る（
岩
崎「『
西
行
桜
』の
隠
し
本
説
」『
銕
仙
』平
成

十
一
年
三
月
）。
下
の
句
で
は
姫
君
を
姫
小
松
に
例

え
て
老
木
と
対
比
さ
せ
、
そ
の
生
い
先
が
い
っ
そ
う

楽
し
み
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
次
に
慈
円
の『
拾
玉
集
』（
石
川
一
・
山
本
一『
拾

玉
集
』明
治
書
院
）五
二
五
六
番
歌
を
示
す
。

　
　
　
　
建
久
二
年
、
右
小
弁
資
実
に
山
本
の
庄
を

　
　
　
　
給
へ
た
る
よ
し
聞
き
て
、
祖
父
の
日
野
の

　
　
　
　
民
部
卿
入
道
の
許
よ
り
、
覚
玄
律
師
の
許

　
　
　
　
へ
慶
ぶ
よ
し
申
す
と
て
、
一
絶
を
つ
か
は

　
　
　
　
し
た
る
を
見
れ
ば
、

　
　
　
　
所
懐
ヲ
書
シ
テ
子
孫
ニ
呈
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
老
沙
弥
如
之

　
　
孫
枝
子
葉
恩
ニ
誇
ル
ノ
日
、
枯
木
自
然
ニ
春
ニ

　
　
遇
フ
ガ
如
シ
、
水
菽
徒
ラ
ニ
今
詠
謝
ヲ
宜
シ
ク

　
　
シ
、
後
栄
識
ラ
ズ
七
旬
ノ
身

　
　
　
　
こ
れ
を
見
て
、
和
し
て
つ
か
は
す
と
て
、

　
　
木こ

の
下
の
春
に
逢
ふ
な
る
春
な
れ
ば

　
　
　
老
木
に
花
も
咲
か
ざ
ら
め
や
は

　
建
久
二
年（
一
一
九
一
）に
藤
原
資す

け
な
が長（

日
野
民
部

卿
。
当
時
七
十
三
歳
）が
子
の
覚
玄
律
師
に
七
言
絶

句
を
贈
っ
た
。
こ
れ
は
資
長
の
孫（
覚
玄
の
甥
）の
資す

け

実ざ
ね

が
山
本
庄
を
賜
っ
た
こ
と
を
祝
っ
た
も
の
で
、
こ

れ
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
慈
円
が
漢
詩
に
応
和
し
て
一

首
詠
ん
で
い
る
。
資
長
の
絶
句
は
、
孫
が
恩
賞
を
受

け
た
こ
と
を
誇
ら
し
く
思
い
、
枯
木
の
よ
う
な
自
分

に
も
春
が
訪
れ
た
よ
う
だ
と
喜
び
、
つ
た
な
い
身
で

今
詩
を
詠
ん
で
謝
意
を
述
べ
、
七
十
代
の
自
分
に
こ

れ
以
上
の
栄
誉
は
な
い
と
述
懐
す
る
。
慈
円
は
資
長
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の「
枯
木
自
然
ニ
春
ニ
遇
フ
ガ
如
シ
」を
受
け
、
老
木

に
花
の
咲
か
ぬ
こ
と
も
な
か
ろ
う
と
祝
う
。
孫
の
栄

達
を
喜
ぶ
資
長
の
心
を
、
慈
円
は
老
木
に
花
も
咲
く

と
い
う
和
歌
の
表
現
に
変
換
し
て
い
る
。

　
次
に
挙
げ
る
の
は『
風
雅
和
歌
集
』賀
の
二
一
八
四

番
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
七
十
賀
し
け
る
に
、
人
々
の
歌
お
く
り
て

　
　
　
　
侍
り
け
れ
ば
、
よ
み
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祝
部
成
仲

　
　
も
ろ
人
の
祝
ふ
こ
と
の
は
見
る
を
り
ぞ

　
　
　
老
木
に
花
の
咲
く
心
ち
す
る

　
作
者
の
祝

は
ふ
り
べ
の
な
り
な
か

部
成
仲（
一
〇
九
九
～
一
一
九
一
）は
日

吉
社
の
祢
宜
惣
官
で
、
九
十
三
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
。

七
十
の
賀
を
行
っ
た
際
、
人
々
が
成
仲
に
お
祝
い
の

歌
を
贈
っ
た
。
多
く
の
人
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
を
見
た

成
仲
は
、
老
木
に
花
が
咲
く
心
地
が
す
る
と
喜
ん
で

い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
で
は「
老
木
に
花
の

咲
く
」は
老
人
の
心
が
若
や
ぐ
こ
と
を
例
え
る
。
世

阿
弥
は
こ
の
言
葉
を
、
老
人
の
舞
の
面
白
さ
と
年
寄

り
ら
し
さ
を
同
時
に
表
現
す
る
こ
と
の
例
え
と
し
て

使
っ
て
い
る
。

　
世
阿
弥
は
ま
た
物
学
条
々
の「
鬼
」の
項
目
で
、
強

く
恐
ろ
し
い
鬼
を
面
白
く
演
じ
る
こ
と
を「
た
だ
鬼

の
面
白
か
ら
ん
嗜

た
し
な

み
、
巌

い
は
ほ

に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」

と
表
現
し
て
い
る
。

　『
万
葉
集
』一
〇
五
〇
番
歌
、
田た

な
べ
の
さ
き
ま
ろ

辺
福
麻
呂
の
長
歌

「
久く

邇に

の
新
京
を
讃
む
る
歌
」に

　
　
春
さ
れ
ば
　
岡
辺
も
し
じ
に
　
巌
に
は
　
花

　
　
咲
き
を
を
り

　
あ
な
お
も
し
ろ

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
聖
武
天
皇
が
一
時
都
を
遷
し

た
恭く

仁に

京
き
ょ
う

の
景
観
を
描
写
し
た
中
に
、
春
の
岡
一
面

に
隙
間
な
く
花
が
咲
く
様
子
を「
巌
に
は
花
咲
き
」と

詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
岩
の
周
り
に
花
が
咲
い
て
い

る
状
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　『
古
今
集
』冬（
三
二
四
番
）の
紀き

の
あ
き
み
ね

秋
岑

　
　
　
　
志
賀
の
山
越
え
に
て
詠
め
る

　
　
白
雪
の
所
も
わ
か
ず
降
り
し
け
ば

　
　
　
巌
に
も
咲
く
花
と
こ
そ
見
れ

は
、
巌
に
積
っ
た
雪
を
桜
の
花
に
見
立
て
た
も
の
で
、

こ
の
発
想
は
世
阿
弥
の
表
現
に
通
じ
る（
川
瀬
一
馬

『
校
注
花
伝
書（
風
姿
花
伝
）』）。

　
源
俊
頼
は『
俊
頼
髄
脳
』で
、
歌
に
詠
ま
れ
る
題
材

を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

　
　
冬
の
物
は
、
は
じ
め
の
雪
め
づ
ら
し
く
降
り
て
、

　
　
巌
に
も
花
を
咲
か
せ
、

と
見
え
る
。
こ
れ
は
古
今
集
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
た

も
の
だ
が
、
語
の
並
び
順
と
し
て
は
、
こ
ち
ら
の
方

が
よ
り『
風
姿
花
伝
』に
近
い
。

　
世
阿
弥
以
降
の
例
も
挙
げ
る
と
、
三
條
西
実
隆

（
一
四
五
五
～
一
五
三
七
）の『
雪
玉
集
』住
吉
法
楽
百

首（
七
一
八
六
番
）に

　
　
散
り
敷
け
る
さ
て
だ
に
あ
れ
な
山
ざ
く
ら

　
　
　
巌
に
も
咲
く
花
と
み
な
さ
む

と
あ
る
。
古
今
集
歌
を
本
歌
と
し
つ
つ
、
本
歌
で
は

雪
を
花
に
見
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
岩
に
散
り
敷

い
た
桜
花
を
巌
に
咲
く
花
と
詠
ん
で
い
る
。
本
歌
を

踏
ま
え
、
そ
れ
を
少
し
ず
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
工

夫
が
あ
る
。
雪
を
花
に
見
立
て
る
の
で
は
な
く
、
散

っ
た
花
を
咲
い
た
花
に
見
立
て
て
い
る
。
物
の
見
立

て
で
は
な
く
、
言
わ
ば
状
況
の
見
立
て
で
あ
る
。

　『
後
奈
良
院
御
製
』永
正
十
年（
一
五
一
三
）四
月
の

月つ
き
な
み次

御ご

会か
い

の
歌（
五
十
八
番
）に
は

　
　
　
　
谷
残
雪

　
　
谷
ふ
か
み
巌
に
も
咲
く
花
な
れ
や

　
　
　
春
き
て
残
る
雪
の
一
む
ら

と
あ
る
。
本
歌
が
降
り
始
め
の
雪
を
詠
ん
で
い
る
の

に
対
し
、
春
の
残
雪
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
が
目
新
し
い
。

　
世
阿
弥
は
和
歌
の「
老
木
に
花
の
咲
く
」と
い
う
表

現
を
も
と
に
、
文
末
を「
咲
か
ん
が
如
し
」
と
い
う

漢
文
訓
読
体
に
変
え
、「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
如

し
」と
し
た
。
こ
れ
は
禅
の
公
案
の
形
に
な
ぞ
ら
え

た
も
の
で
、
こ
れ
を
項
目
の
末
尾
に
置
く
こ
と
に
よ

り
、
読
む
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。
鬼
の
項
目
で

は「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」に
対
応
す
る
形
で

「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」と
し
た
。
こ
ち
ら
に
も

古
今
集
歌
以
来
の
表
現
が
反
映
し
て
い
る
。
世
阿
弥

は「
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と
は
、
黒

こ
く
び
ゃ
く

白
の
違
ひ
な

り
」と
し
、
恐
ろ
し
い
鬼
を
面
白
く
演
じ
る
の
は
至

難
の
業
で
あ
る
と
説
く
。
硬
く
重
い
巌
は
強
く
恐
ろ

し
い
鬼
の
比
喩
で
あ
る
。
現
実
に
は
巌
に
花
が
咲
く

こ
と
は
な
い
が
、
鬼
の
演
技
は
巌
に
花
を
咲
か
せ
る

ぐ
ら
い
難
し
い
の
だ
と
世
阿
弥
は
主
張
す
る
。
公
案

は
し
ば
し
ば
逆
説
的
な
こ
と
を
課
題
と
し
て
提
示
す

る
が
、「
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
如
し
」は
和
歌
と
公
案

の
表
現
を
融
合
さ
せ
た
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
一
文
と

言
え
る
。
こ
れ
も
老
人
の
場
合
と
同
じ
く
項
目
の
末

尾
に
置
か
れ
、
強
い
印
象
と
余
韻
を
残
す
。
両
方
と

も
七
音
、
七
音
で
和
歌
の
下
の
句
と
同
じ
構
成
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
記
憶
に
残
り
や
す
い
要
因
で
あ
ろ

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
國
學
院
大
學
教
授
）


