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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
419
〉

　  

『
却
来
華
』の「
力
な
く
、
五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」に
つ
い
て
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二
十
一
点
を
数
え
る
世
阿
弥
の
芸
論
研
究
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
半
世
紀
前
の
刊
行
に
な
る
日
本

思
想
大
系『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
昭
和
四
十
九
年
、
岩

波
書
店
）が
、
表
章
氏
に
よ
る
博
捜
さ
れ
た
各
伝
本

を
ふ
ま
え
た
校
訂
本
文
の
提
示
、
そ
れ
に
立
脚
し
た

本
文
の
斬
新
な
解
釈
と
、
優
に
論
考
と
い
う
実
質
を

も
つ
百
八
十
に
お
よ
ぶ
補
注
に
よ
っ
て
、
金
字
塔
と

も
い
え
る
成
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
同

書
は
世
阿
弥
の
芸
論
に
か
ぎ
ら
ず
、
能
楽
史
研
究
、

作
品
研
究
な
ど
能
楽
研
究
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け

る「
規
範
」と
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
同

書
に
よ
っ
て
世
阿
弥
の
芸
道
思
想
の
す
べ
て
が
明
ら

か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た

研
究
で
も
、
そ
れ
は
後
続
の
研
究
に
よ
っ
て
、
発
展

さ
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
訂
正
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

世
阿
弥
の
芸
論
研
究
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
現
に

そ
う
し
た
研
究
は
現
在
ま
で
に
も
少
な
か
ら
ず
出
て

い
る
し
、
筆
者
も
最
近
、『
花
鏡
』な
ど
に
み
え
る「
人

な
い
」や『
金
島
書
』の「
春
六
月
」に
つ
い
て
、
さ
さ

や
か
な
見
解
を
開
陳
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
や
や

理
解
に
苦
し
む
世
阿
弥
晩
年
の
永
享
五
年（
一
四
三
三
）

に
著
述
さ
れ
た『
却
来
華
』の「
力
な
く
、
五
十
に
至

ら
ざ
れ
ば
」に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　『
却
来
華
』は
そ
の
前
年
に
伊
勢
で
客
死
し
た
元
雅

に「
口
伝
」
と
し
て
伝
え
て
い
た
こ
と
を
記
し
た
短

編
の
秘
伝
の
集
成
で（
口
伝
と
は
文
字
通
り
口
伝
で
、

実
演
以
前
の
教
え
で
あ
ろ
う
）、
そ
の
冒
頭
が「
却
来

風
」に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。『
却
来
華
』と
い
う

書
名
も
そ
れ
に
由
来
す
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
そ

の「
却
来
風
」が
ど
の
よ
う
な
秘
伝
な
の
か
は
、「
無

上
妙
体
の
秘
伝
」と
か「
口
外
な
き
秘
曲
」と
い
う
だ

け
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
に
続
い
て
、
右
左
右
と
舞
う
舞
い
方
、
犬
王
が

得
意
と
し
た
天
女
舞
の
来
歴
、
駿
河
舞
の
書
、
白
拍

子
が
誕
生
し
た
の
が
興
福
寺
の
維
摩
会
で
あ
る
こ

と
、
舞
の
本
体
は『
翁
』の
舞
で
あ
る
こ
と
が
簡
単
に

説
か
れ
た
あ
と
、「
こ
の
一
巻
、
こ
れ
は
元
雅
口
伝

の
秘
伝
な
り
」と
あ
る
か
ら
、
結
局
、「
却
来
風
」は

『
却
来
華
』に
記
さ
れ
た
他
の
秘
伝
と
同
様
に
、
世
阿

弥
が
生
前
の
元
雅
に
口
伝
と
し
て
伝
え
て
い
た
も
の

で
、
そ
の
実
体
は
今
と
な
っ
て
は
不
明
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
そ
の
冒
頭
の「
却
来
風
」に
つ

い
て
、
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
元
雅
、
道
の
奥
義
を
極
め
つ
く
す

と
い
へ
ど
も
、
あ
る
秘
曲
一
ケ
条
を
ば
、
四
十

以
前
は
外
見
あ
る
ま
じ
き
秘
曲
に
て
、
口
伝

ば
か
り
に
て
、
そ
の
曲
風
を
ば
現
は
さ
ざ
り
し

な
り
。
こ
れ
は
却
来
風
と
て
、
四
十
以
後
、
一

期
に
一
度
な
す
曲
風
な
り
。
元
雅
は
芸
道
は
は

や
極
め
つ
く
し
た
る
性
位
な
れ
ど
も
、
力
な
く
、

五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
態
を
な
す
こ
と
あ

る
ま
じ
き
秘
伝
に
て
、
口
伝
ば
か
り
に
て
あ
り

し
な
り
。

　
つ
ま
り
、「
却
来
風
」は
四
十
以
後
に
一
度
だ
け
な

す
曲
風
な
の
で
、
四
十
以
前
に
亡
く
な
っ
た
元
雅
に

は
口
伝
で
し
か
伝
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、

さ
き
に「
や
や
理
解
に
苦
し
む
」
と
し
た
の
は
こ
の

「
力
な
く
、
五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」で
あ
る
。
元
雅
の

享
年
は
か
つ
て
は
四
十
歳
未
満
、
現
在
は
三
十
代
前

半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
は「
五
十
に

至
ら
ざ
れ
ば
」で
は
な
く
、「
四
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」

と
あ
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
し
、
こ
の
箇
所
の
文
脈
か

ら
も
、
こ
こ
は「
四
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」と
あ
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
多
く
の
研
究
者
も
そ
う
思
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
こ
の「
五
十
」

は「
四
十
」と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
世
阿
弥
が
書
き
誤

っ
た
か
、
あ
る
い
は
後
人
の
誤
写
か
と
も
疑
わ
れ
る

の
だ
が
、『
却
来
華
』の
テ
キ
ス
ト
は
大
正
大
震
災
で

焼
失
し
た
安
田
善
次
郎
の
松
廼
舎
文
庫
本（
江
戸
初

期
の
写
本
）を
底
本
に
し
た
明
治
四
十
二
年
の
吉
田
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東
伍
編『
能
楽

古
典

世
阿
弥
十
六
部
集
』所
載
の「
吉
田
本
」し

か
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
点
は
現
時
点
で
は

確
か
め
え
な
い
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る『
却
来
華
』の
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
ど
う
考
え
ら
れ
て

い
た
か
だ
が
、
先
述
の『
世
阿
弥
・
禅
竹
』で
は
、
頭

注
に
、
こ
の「
五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」を「「
四
十
以
前
」

「
四
十
以
後
」の
前
言
と
合
わ
な
い
」と
す
る
。
頭
注

と
い
う
制
約
も
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は「
五
十
」を「
四
十
」の
誤

り
と
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
戦
前
の
能
勢
朝
次
氏『
世
阿
弥
十
六
部
集

評
釈（
下
）』（
岩
波
書
店
）の〔
口
訳
〕で
は
、「
元
雅

は
既
に
芸
道
は
極
め
尽
し
た
性
位
に
達
し
て
居
た
の

で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
五
十
歳
に
達
し
て
居

な
い
の
で
」と
し
、〔
語
釈
〕で
は
、「
こ
こ
に
四
十
以

後
と
あ
り
、
次
に「
五
十
に
到
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
わ

ざ
を
な
す
事
あ
る
ま
じ
き
秘
伝
」と
あ
る
の
は
、
そ

こ
に
十
年
の
開
き
が
あ
る
が
、
五
十
以
後
は
四
十
以

後
に
包
含
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
演
は
先

づ
五
十
歳
以
上
と
考
へ
て
良
い
も
の
と
思
ふ
」と
し

て
い
る
。
こ
れ
は「
五
十
」を「
四
十
」の
誤
り
と
は
み

ず
、「
五
十（
五
十
以
後
）」を「
却
来
風
」を
実
際
に
演

じ
る
年
齢
と
み
て
、
四
十
に
至
ら
ず
に
亡
く
な
っ
た

元
雅
に
は
、
口
伝
と
し
て
伝
え
て
は
い
た
が
、
そ
れ

を
舞
台
で
示
す
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
小
西
甚
一
氏『
世
阿
弥
集
』（
昭
和
四
十
五

年
、
筑
摩
書
房
）の
口
訳
も
同
様
で
、
こ
れ
は
そ
れ

な
り
に
筋
が
通
っ
た
解
釈
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、

そ
の
前
に「
却
来
風
と
て
、
四
十
以
後
、
一
期
に
一

度
な
す
曲
風
な
り
」と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
突

然
、「
五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」と
あ
る
の
は
、
や
は
り

唐
突
な
印
象
は
否
め
な
い
。
能
勢
氏
が「
そ
こ
に
十

年
の
開
き
が
あ
る
が
」と
し
て
い
る
の
も
そ
れ
ゆ
え

だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
仮
に
こ
れ
が
誤
字
な
ど
で
な
い
な
ら
ば
、

世
阿
弥
が
な
ぜ
こ
こ
で「
五
十
」と
い
う
年
齢
を
持
ち

出
し
た
の
か
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ

る
の
が
、『
風
姿
花
伝
』第
一
年
来
稽
古
条
々
の「
五
十

有
余
」が
伝
え
る
観
阿
弥
最
後
の
舞
台
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
五
十
二
歳
で
亡
く
な

る
四
日
前
に
、
駿
河（
静
岡
市
）の
浅
間
神
社
で
の
法

楽
能
に
お
い
て
観
阿
弥
が
み
せ
た
舞
台
が
、
次
の
よ

う
に
ビ
ビ
ッ
ド
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。

亡
父
に
て
候
ひ
し
者
は
、
五
十
二
と
申
し
し
五

月
十
九
日
に
死
去
せ
し
が
、
そ
の
月
の
四
日
の

日
、
駿
河
の
浅
間
の
御
前
に
て
法
楽
仕
る
。
そ

の
日
の
申
楽
こ
と
に
花
や
か
に
て
、
見
物
の
上

下
、
一
同
に
褒
美
せ
し
な
り
。
お
よ
そ
、
そ
の

頃
、
物
数
を
ば
は
や
初
心
に
譲
り
て
、
や
す
き

所
を
少
な
少
な
と
色
え
て
せ
し
か
ど
も
、
花
は

い
や
ま
し
に
見
え
し
な
り
。
こ
れ
、
ま
こ
と
に

得
た
り
し
花
な
る
が
ゆ
え
に
、
能
は
枝
葉
も
少

な
く
、
老
木
に
な
る
ま
で
、
花
は
散
ら
で
残
り

し
な
り
。
こ
れ
、
眼
の
あ
た
り
老
骨
に
残
り
し

花
の
証
拠
な
り
。

　
こ
れ
を
書
い
た
時
の
世
阿
弥
は
三
十
七
、八
歳
だ

が
、
五
十
二
歳
だ
っ
た
観
阿
弥
最
後
の
こ
の
舞
台

は
、
芸
論
の
随
所
で
亡
父
へ
の
敬
慕
の
念
を
吐
露
し

て
い
る
世
阿
弥
に
は
終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
で
あ

り
、
体
験
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
却
来
華
』で
却
来

風
は
四
十
以
後
に
一
度
な
す
曲
風
だ
と
言
っ
た
あ
と

に
、「（
元
雅
は
）力
な
く（
残
念
な
が
ら
）、
五
十
に

至
ら
ざ
れ
ば
」と「
五
十
」と
い
う
年
齢
を
出
し
た
の

は
、
こ
の
亡
父
五
十
二
歳
の
最
後
の「
老
骨
に
残
り

し
花
の
証
拠
」た
る
舞
台
の
記
憶
が
、
ふ
と
世
阿
弥

に
よ
み
が
え
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
五
十
に

至
ら
ざ
れ
ば
」は
、
そ
う
考
え
る
こ
と
で
説
明
が
つ

く
と
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、『
却
来
華
』
は
世
阿
弥
晩
年

の
著
述
で
あ
り
、『
風
姿
花
伝
』第
一
の「
年
来
稽
古

条
々
」を
書
い
た
頃
の
世
阿
弥
に
は
、
却
来
風
と
い

う
芸
道
概
念
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
駿

河
浅
間
神
社
で
の
舞
台
が
世
阿
弥
が
晩
年
に
到
達
し

た
却
来
風
に
あ
た
る
曲
風
だ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
、
四
十
に
至
ら
ず
し
て
却
来
風
を

見
せ
る
こ
と
な
く
し
て
亡
く
な
っ
た
元
雅
に
つ
い
て

書
い
て
い
た
世
阿
弥
は
、
こ
こ
で「
せ
ぬ
な
ら
で
は

手
立
て
あ
る
ま
じ
」と
さ
れ
て
い
た
五
十
二
と
い
う

年
齢
で
、「
老
骨
に
残
り
し
花
」を
み
せ
た
亡
父
の
舞

台
を
思
い
出
し
、
あ
れ
こ
そ
が
却
来
風
だ
と
思
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
阿
弥
は

『
却
来
華
』の
前
年
に
執
筆
し
た『
夢
跡
一
紙
』に
、
元

雅
を「
祖
父
に
も
越
え
た
る
堪
能
」と
哀
惜
し
て
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
元
雅
を
失
っ
た
世
阿
弥
は
な
に
か

に
つ
け
て
亡
父
観
阿
弥
を
思
う
こ
と
が
多
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。「
五
十
に
至
ら
ざ
れ
ば
」に
は
、
そ

う
い
う
世
阿
弥
の
亡
父
観
阿
弥
と
嫡
男
元
雅
へ
の
思

い
が
交
錯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）


