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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
420
〉

　  
《
難
波
梅
》
作
能
の
背
景

　
　 
―
―
称
光
天
皇
即
位
の
予
兆
と
足
利
義
持
賛
美
の
能
か
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

重
　
田
　
み
　
ち

　《
難
波
梅
》（《
難
波
》）は
、
世
阿
弥
自
筆
の
台
本

が
観
世
文
庫
に
現
存
し
、
応
永
二
十
年
閏
七
月（
同

二
十
一
年
の
誤
り
か
）の
奥
書
が
あ
る
。
世
阿
弥
自

身
の
演
出
は
後
代
の
観
世
流
の
そ
れ
と
は
異
な
る
が
、

室
町
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
脇
能
の
代
表
的
な
一

曲
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
本
曲
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
は
、
天
野
文
雄
氏
が

応
永
十
五
年
五
月
に
足
利
義
満
没
後
の
、
足
利
義
持

の
家
督
相
続
を
祝
し
て
作
ら
れ
た
能
で
あ
る
と
推
測

し
て
い
る（「《
難
波
》の
作
意
と
成
立
の
背
景
」『
世

阿
弥
が
い
た
場
所
―
―
能
大
成
期
の
能
と
能
役
者
を

め
ぐ
る
環
境
』ぺ
り
か
ん
社
、
所
収
）。
興
味
深
い
説

で
あ
る
。
世
阿
弥
周
辺
で
国
政
に
関
す
る
祝
言
能
が

作
ら
れ
た
場
合
、
将
軍
家
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り

そ
う
だ
と
い
う
発
想
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、「
天
つ
日
嗣
」が
皇
位
継
承
を
指
す
と
い
う
解
釈

に
は
賛
同
で
き
、
そ
れ
以
外
に
も
、
天
野
氏
が
取
り

上
げ
る
多
く
の
こ
と
が
ら
が
こ
の
曲
の
制
作
背
景

の
鍵
と
な
る
重
要
な
着
眼
点
で
あ
る
と
も
考
え
る
。

　
た
だ
、
私
に
唯
一
ど
う
し
て
も
疑
問
に
思
わ
れ
る

の
は
、
こ
の
曲
が
取
材
し
た
皇
位
継
承（
新
天
皇
の

即
位
）

 

と
い
う
も
の
に
、
将
軍
家
の
家
督
を
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
将
軍
家
当
主
は
あ
く
ま
で
も
武

家
で
あ
っ
て
天
皇
で
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
足
利
将
軍
家
の
権
力
に
関
し
て
は
、

今
谷
明
氏
の『
室
町
の
王
権
―
―
足
利
義
満
の
王
権

簒
奪
計
画
』（
中
公
新
書
）
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
論
を
発
端
と
し
て
、
義
満
が
自
身
の
血
筋

を
天
皇
家
に
関
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
事
実

と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る（
山

田
徹
氏「
室
町
幕
府
と
公
家
寺
社
　
公
・
武
の
関
係

を
ど
う
と
ら
え
る
か
」、
山
田
氏
ほ
か『
鎌
倉
幕
府

と
室
町
幕
府
―
―
新
研
究
で
わ
か
っ
た
実
像
』
光
文

社
、
の
整
理
と
展
望
が
参
考
に
な
る
）。
た
だ
し
私

が
考
え
る
に
は
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
義

満
の
所
為
で
重
要
な
の
は
血
筋
を
皇
族
に
同
化
さ

せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
武

家
の
ま
ま
で
は
皇
族
と
同
等
で
は
な
い
こ
と
が
よ

く
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
世
当
時
、
武
家
が
日
本
国
の
頂
点
に
立
と
う
と

し
た
場
合
、
可
能
な
方
法
は
二
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

中
国
に
倣
っ
て
天
皇
家
を
武
力
で
圧
倒
し
新
皇
帝

さ
な
が
ら
新
た
な
国
を
建
て
る
か（
承
久
の
乱
は
失

敗
に
終
わ
っ
た
が
そ
れ
を
思
わ
せ
る
）、
あ
る
い
は

自
身（
の
血
筋
）が
皇
族
に
な
る
か（
義
満
は
こ
の
後

者
で
あ
ろ
う
）、こ
の
二
つ
で
あ
る
。
日
本
の「
天
下
」

と
は
日
本
の
天
子
た
る
天
皇
が
治
め
る
も
の
で
あ
り
、

実
効
支
配
力
が
あ
っ
て
も
武
家
が
治
め
る
も
の
で
は

な
い
と
す
る
容
易
に
は
揺
る
が
な
い
常
識
・
基
本
的

認
識
が
、
室
町
時
代
に
は
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い

る
。
今
日
し
ば
し
ば
国
の
実
効
支
配
力
を
握
る
こ
と

を「
天
下
を
取
る
」と
言
う
が
、
当
時「
天
下
を
取
る
」

と
言
え
ば
、
皇
位
を
簒
奪
す
る
と
い
う
意
味
で
し
か

な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の「
天
下
」の
概
念
に
関
し
て
は

近
年
の
拙
稿
を
参
看
・
ご
批
正
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る（「
日
本
の
中
世
後
期
に
お
け
る「
天
下
」の

概
念
と
王
権
」、
伊
東
貴
之
編『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と

秩
序
―
―
思
想
・
宗
教
・
儀
礼
を
中
心
と
し
て
』
汲

古
書
院
）。
し
た
が
っ
て《
難
波
梅
》作
能
の
際
に
も
、

世
阿
弥
が
義
持
に
対
し
、「
天
下
の
君
」が「
治
世
」を

行
っ
た
な
ど
と
、
天
皇
に
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
な
こ
と

を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、《
難
波
梅
》の
制
作
の
経
緯

は
、
結
論
と
し
て
、
天
野
氏
稿
以
前
に
田
口
和
夫
氏

に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
た
よ
う
に
、
躬
仁
親
王（
称
光

天
皇
）の
親
王
宣
下
・
元
服
を
祝
賀
す
る
た
め
に
応

永
十
八
年
末
あ
る
い
は
同
十
九
年
春
に
作
ら
れ
、
そ

れ
が
ゆ
え
に
春
宮
の「
春
」の
イ
メ
ー
ジ
で
詞
章
が
統

一
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
、
最
も
事
実
に
近
い
の
で

は
な
い
か（
田
口
氏「
世
阿
弥
自
筆
能
本〈
難
波
梅
〉・

〈
松
浦
〉の
補
筆
訂
正
」『
能
楽
研
究
』第
二
十
二
号
）。

田
口
氏
が
注
目
す
る
よ
う
に
、
曲
中
の「
春
鶯
囀
」は

立
太
子
の
日
に
奏
し
、《
難
波
梅
》の
シ
テ「
王
仁
」の

名
に
通
ず
る「
皇
仁
」は
春
宮
元
服
の
際
に
奏
す
る
楽
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で
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
適
合
し
て
い
る
。
終
曲
部

の「
聖
人
国
に
ま
た
出
で
て
、
天
下
を
守
り
治
む
る

…
…
」も
、
直
接
的
に
は
称
光
天
皇
に
対
す
る
賛
美

で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の《
難
波
梅
》

に
関
す
る
天
野
氏
稿
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
々
な
着

眼
点
が
、
同
曲
の
制
作
背
景
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

と
私
が
考
え
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
特
に
、

《
難
波
梅
》の
曲
舞
の
段
の
サ
シ
・
ク
セ
の
詞
章
に
は

注
目
さ
れ
る（
以
下
世
阿
弥
自
筆
本
校
訂
に
よ
る
）。

 
 

［
サ
シ
］（
尉
）昔
唐
国
の
、
堯
舜
の
御
代
に
も
超

　
　
え
つ
べ
し
。（
同
音
）万
機
の
政

ま
つ
り
ご
と穏

や
か
に
し
て
、

　
　
慈
悲
の
波
四
海
に
あ
ま
ね
く
、
国
土
豊
か
に
民

　
　
篤
う
し
て
、
治
め
ざ
る
に
平
ら
か
な
り
。（
尉
）

　
　
君
君
た
れ
ば
臣
も
ま
た
、（
同
音
）水
よ
く
船
を

　
　
浮
か
む
と
か
や
。

 
 

［
ク
セ
］（
同
音
）高
き
屋
に
、
上
り
て
見
れ
ば
煙

　
　
立
つ
、
民
の
竈

か
ま
ど

は
賑
は
ひ
に
け
り
と
、
叡
慮
に

　
　
か
け
ま
く
も
、
か
た
じ
け
な
く
ぞ
聞
こ
え
け
る
。

　
　（
以
下
略
）

こ
れ
に
つ
い
て
天
野
氏
は
、
サ
シ
の「
堯
舜
の
御
代

を
超
え
る
」と
い
う
賛
辞
が
、
家
督
相
続
し
た
義
持

に
対
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
事
実
に
注
目
し
て

い
る
。
天
野
氏
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
た
資
料
の

中
に
、
世
阿
弥
が
交
流
し
た
五
山
僧
岐
陽
方
秀（
不

二
和
尚
）が
、
義
持
が
家
督
相
続
し
て
か
ら
二
年
目

の
応
永
十
七
年
四
月
に
撰
述
し
た「
顕
山
説
」が
あ
る
。

原
文
は
漢
文
で
あ
る
が（『
不
二
遺
稿
』、『
五
山
文
学

全
集
』第
三
巻
）、
私
に
訓
読
し
た
文
を
引
用
し
て
お

こ
う
。一

品
大
相
公（=

義
持
）、
…
…
惟
れ
仁
惟
れ
政
。

人
を
し
て
誦
じ
て
口
に
輟や

ま
ざ
ら
し
め
、
天
下

は
升
平
た
り
。
彼
の
延
天
の
至
化
と
雖
も
多
く

讓
ら
ず
、
四
海
蒼
生
何
と
幸
ひ
な
る
か
。
…
…

抑
も
且
つ
君
を
堯
舜
の
上
に
致
し
、
民
を
無
爲

の
域
に
躋の

ぼ

ら
し
む
る
こ
と
、
諸こ

れ
を
掌
に
指
す

が
ご
と
き
の
み
。
然
れ
ば
則
ち
相
公
の
盛
大
な

る
徳
業
は
、
曷な

ん

ぞ
千
載
を
照
映
せ
ざ
ら
ん
や
。

こ
の
岐
陽
方
秀
が
撰
述
し
た
文
に
は
、
天
野
氏
と
は

別
に
私
も
関
心
を
も
っ
て
、
先
述
し
た
中
世
後
期
の

「
天
下
」に
関
す
る
拙
稿
に
も
引
用
し
解
釈
し
て
い
る
。

こ
こ
で
方
秀
は
、
義
持
が
、
天
皇（
当
時
の
後
小
松

天
皇
）を
堯
舜
の
徳
政
を
超
え
る
ほ
ど
の
太
平
の
世

の
天
子
と
し（「
君
を
堯
舜
の
上
に
致
し
」）、
諸
々
の

民
に
は（
不
足
不
満
が
な
い
た
め
）お
の
ず
と
無
欲
の

境
地
に
至
ら
せ（「
民
を
無
爲
の
域
に
躋の

ぼ

ら
し
む
る
」）、

上
下
に
対
し
て
尽
力
し
て
い
る
と
賛
美
す
る
。
こ
の

文
章
で
重
要
な
の
は
、
方
秀
が
義
持
を
、
こ
の
よ
う

に
上
下
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

天
皇（「
君
」）と
は
異
な
る
臣
下（「
相
公
」）で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
延
天
の
至
化
」

も
儒
教
経
典『
尚
書
』を
踏
ま
え
、
成
王
を
輔
佐
す
る

周
公
に
義
持
を
な
ぞ
ら
え
た
文
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

天
皇
の
治
世
下
に
お
け
る
、
義
持
の
臣
下
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

は
た
ら
き
を（
美
化
し
て
）述
べ
た
の
が
こ
の
文
章
で

あ
る
。

　
そ
の
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
文
章
は
、
天
野

氏
に
指
摘
さ
れ
た「
堯
舜
の
御
代
を
超
え
る
」と
い
う

文
言
の
一
致
に
と
ど
ま
ら
ず
、《
難
波
梅
》サ
シ
・
ク

セ
の
前
後
の
詞
章
と
も
通
い
合
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
。
サ
シ
の「
万
機（『
尚
書
』の
こ
と
ば
）の

政
穏
や
か
に
し
て
…
…
治
め
ざ
る
に
平
ら
か
な
り
」

や
ク
セ
の「
…
…
民
の
竈
は
賑
は
ひ
に
け
り
」は
、「
顕

山
説
」
の「
天
下
は
升
平（=

太
平
）
た
り
」「
四
海
蒼

生（=

お
お
く
の
民
）
何
と
幸
ひ
な
る
か
」
と
主
旨
が

同
一
と
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、「
君
君
た

れ
ば
臣
も
ま
た
、
水
よ
く
船
を
浮
か
む
と
か
や
」は

「
君
」た
る「
船
」す
な
わ
ち
天
皇
を「
臣
」で
あ
る「
水
」

す
な
わ
ち
義
持
が
よ
く
輔
佐
し
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
顕
山
説
」の
場
合「
君
」は

後
小
松
天
皇
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、《
難
波
梅
》の
場

合
、「
君
」は
次
代
の
称
光
天
皇（
躬
仁
親
王
）を
指
し

て
い
る
と
推
測
す
る
が
、
義
持
の
臣
下
と
し
て
の
は

た
ら
き
を
賛
美
し
て
い
る
の
が
、《
難
波
梅
》で
あ
る

と
解
釈
し
た
い
。
し
か
も
こ
の
作
能
の
際
に
、
世
阿

弥
が
こ
の
方
秀
の
文
章
を
参
照
し
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
実
際
に
、
応
永
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
の
躬
仁

親
王
の
元
服
の
際
に
加
冠
役
を
勤
め
た
の
は
内
大
臣

で
あ
っ
た
義
持
で
あ
り（『
兼
宣
公
記
』）、
翌
十
九
年

二
月
十
一
日
に
親
王
が
内
裏
に
遷
っ
た
時
に
義
持
も

参
内
し
立
ち
会
っ
て
い
る（『
山
科
家
礼
記
』）。
こ
れ

は
君
を
輔
佐
し
え
て
い
る
臣
下
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し

い
行
為
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
義
持
が
親

王
の
即
位
に
向
け
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、《
難
波
梅
》の
シ
テ
王
仁
こ
そ

が
、
義
持
を
な
ぞ
ら
え
た
役
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、《
難
波
梅
》は
躬
仁
親
王（
後
の
称

光
天
皇
）の
親
王
宣
下
・
元
服
を
祝
し
て
作
ら
れ
た

が
、
そ
の
重
鎮
の
臣
下
と
し
て
の
義
持
へ
の
賛
美
を

十
分
に
込
め
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
京
都
芸
術
大
学
大
学
院
教
授
）


