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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
425
〉

　   
重
衡
の
作
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

三
　
宅
　
晶
　
子

　〈
笠
卒
都
婆
〉の
詞
章
が『
申
楽
談
儀
』に
、「
重
衡

の
能
」と
し
て
二
箇
所
、
曲
名
無
し
で
一
箇
所
言
及

さ
れ
て
お
り
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系『
謡
曲
集

下
』（
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注1963

）
に「
世
阿
弥
時
代

の
能
」〈
笠
卒
都
婆
〉と
し
て
所
収（
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
指

す
場
合
、
以
下「
大
系
本
」と
略
称
す
る
）
さ
れ
た
。
以
来
能

界
・
能
楽
学
界
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　
世
阿
弥
時
代
の
能
と
い
う
以
外
作
者
に
関
す
る
情

報
は
無
い
が
、
観
世
元
雅
作
か
と
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
筆
者
は
金
春
禅
竹
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
「
仏
罰
を
受
け
る
重
衡
」

（『
花
も
よ
』第
71
号2024.1

「
能
の
現
代
64〈
重
衡
〉」）
と
い
う

小
考
を
発
表
し
た
が
、
最
も
特
徴
的
な
本
説
処
理
に

関
し
て
の
み
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外

に
も
禅
竹
的
な
特
色
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
そ
れ
に

つ
い
て
取
り
上
げ
た
い（
曲
名
は〈
重
衡
〉と
し
、
大
系
本
所

収
の
本
文
を
使
用
す
る
）
。

　〈
重
衡
〉の
詞
章
は
、
漢
詩
や
和
歌
の
引
用
、
仏
教

関
連
の
難
語
の
使
用
が
多
く
、
決
し
て
わ
か
り
や
す

い
表
現
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
前
シ
テ
登
場
の
段

［
サ
シ
］花
は
雨
の
過
ぐ
る
に
よ
つ
て
紅
ま
さ
に

老
い
た
り
、
柳
は
風
に
欺
か
れ
て
、
緑
や
う
や

く
低
れ
り
、
寒
林
に
骨
を
打
つ
、
霊
鬼
泣
く
泣

く
前
生
の
業
を
恨
み
、
り
ん
や
に
花
を
供
ず
る

天
人
、
返
す
が
へ
す
も
帰
性
の
善
を
喜
ぶ
な
る

は
、
た
だ
順
逆
の
因
果
な
る
べ
し
、
…
…

で
は
、
傍
線
部
は『
百
聯
抄
解
』所
収
の
詩
を
二
句
引

用
し
て
い
る
。『
百
聯
抄
解
』の
引
用
は
世
阿
弥
作
の

〈
西
行
桜
〉な
ど
に
も
あ
る
が
、

有
難
や
上
人
の
お
ん
値
遇
に
引
か
れ
て
、
恵
み

の
露
あ
ま
ね
く
、
花
檻
前
に
笑
ん
で
声
未
だ
聞

か
ず
、
鳥
林
下
に
啼
い
て
涙
尽
き
難
し
。

上
人（
西
行
）
の
導
き
で
有
難
い
仏
法
の
恵
み
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
る
喩
え
と
し
て
、
傍
線
部
の
詩
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
か
り
や
す
い
。

　
二
句
の
引
用
は
禅
竹
作
の〈
芭
蕉
〉前
シ
テ
登
場
の

段［
サ
シ
］や
、
禅
竹
作
と
考
え
ら
れ
る〈
熊
野
〉［
ク

セ
］前
の［
サ
シ
］な
ど
に
も
あ
り
、
ど
ち
ら
も
長
々

と
引
用
し
て
、
漢
詩
の
表
現･

リ
ズ
ム
・
内
容
を
す

べ
て
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
し
ま
い
、
し
か
も
そ
の

内
容
を
ど
う
利
用
し
て
い
る
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い

な
い
。
わ
か
り
に
く
い
と
も
評
さ
れ
る
、
禅
竹
の
作

詞
法
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

　〈
重
衡
〉の
傍
線
部
も
た
だ
漢
詩
が
二
句
引
用
し
て

あ
る
だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
別
の
引
用
へ
と
移
っ
て
い

く
の
で
、
そ
の
詩
を
ど
う
読
み
取
っ
て
良
い
の
か
、

そ
の
場
で
は
理
解
で
き
な
い
。『
百
聯
抄
解
』の
二
句

引
用
の
方
法
の
共
通
性
が
、
ま
ず
禅
竹
の
傾
向
と
似

て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
続
く
破
線
部
は
、典
拠
は
不
明
だ
が
、〈
山
姥
〉［
立

回
リ
］前
の［
サ
シ
］に
も
引
用
が
あ
る
詩
句
で
、
そ

の
前
後
関
係
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
て

お
き
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は「
た
だ
順
逆
の
因
果

な
る
べ
し
」と
続
く
点
で
あ
る
。
傍
線
部
・
破
線
部

二
種
類
の
長
い
詩
句
を「
な
る
は
」と
い
う
短
い
言
葉

で
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て「
法
則
通
り
に

物
事
の
因
果
が
決
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
だ
」と
説
明
す
る
。
ど
う
法
則
通
り
な
の
か
言
及

が
な
い
の
で
、
引
用
文
を
受
け
取
っ
た
人
が
自
分
な

り
に
咀
嚼
し
て
解
釈
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
。

　
こ
の
説
明
不
足
と
も
い
え
る
引
用
の
仕
方
は
、
例

え
ば
禅
竹
作
の〈
玉

〉前
シ
テ
登
場
の
段
を
連
想
さ

せ
る
。［

上
ゲ
哥
］
…
…
身
の
程
は
、
な
ほ
浮
き
舟
の

楫
を
絶
え
、
綱
手
悲
し
き
類
ひ
か
な
、


。

二
重
傍
線
部
は「
由
良
の
と
を
わ
た
る
舟
人
楫
を
絶

え
行
方
も
知
ら
ぬ
恋
の
道
か
な
」（『
新
古
今
集
』恋
一
、

曽
禰
好
忠
）
を
踏
ま
え
、
波
線
部
は「
み
ち
の
く
は
い

づ
く
は
あ
れ
ど
塩
竈
の
浦
漕
ぐ
舟
の
綱
手
か
な
し

も
」（『
古
今
集
』
東
歌
）
や「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な

渚
こ
ぐ
海
人
の
小
舟
の
綱
で
か
な
し
も
」（『
新
勅
撰

集
』旅
、
源
実
朝
）
で
使
用
さ
れ
た
歌
句
で
あ
る
。
ど
の

歌
も
よ
く
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
背
景

と
し
た
歌
句
の
引
用
だ
ろ
う
と
は
、
当
時
の
観
客
に
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た
や
す
く
理
解
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、「
楫
を
絶
え
」は

そ
の
ま
ま
不
安
定
な
身
の
上
の
喩
え
と
直
結
す
る
と

し
て
、「
綱
手
悲
し
き
」は
歌
で
は「
小
舟
が
引
か
れ

て
い
く
綱
手
が
い
と
お
し
い
」と
い
う
意
味
な
の
で
、

シ
テ
の
身
と
直
結
す
る
と
は
言
い
が
た
い
。「
類
ひ
」

と
ま
と
め
て
片
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
具
体
的

に
ど
う
同
類
な
の
か
、
理
解
し
が
た
い
部
分
な
の
で

あ
る
。
た
だ
不
安
定
で
悲
し
い
身
の
上
と
言
っ
て
い

る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
引
用
処
理
の
乱
暴
さ
、

と
い
う
か
素
っ
気
な
さ
が
、〈
重
衡
〉の
該
当
部
分
と

共
通
す
る
。

　
次
に〈
重
衡
〉に
は「
身
に
染
む
色
の
消
え
か
へ
り
」

「
露
の
身
の
消
え
か
へ
り
」と
い
う
、
類
似
表
現
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

　
前
シ
テ
登
場
の
段
の
締
め
く
く
り
所
に
、

［
上
ゲ
哥
］老
い
の
鶯
音
も
古
り
て
、


、
身

に
染
む
色
の
消
え
か
へ
り
、
春
の
日
の
影
供
に
、

遅
き
歩
み
を
た
ど
り
来
て
。
通
ひ
慣
れ
た
る
奈

良
坂
や
、
花
の
木
蔭
に
着
き
に
け
り
、

と
あ
る
。
そ
し
て
前
場
最
後
、
重
衡
の
亡
霊
で
あ
る

と
正
体
を
明
か
し
て
姿
を
消
す
場
面
で
、

５［
ロ
ン
ギ
］
…
…
跡
を
訪
ふ
、
人
し
な
け
れ

ば
春
草
の
、
影
恥
づ
か
し
や
露
の
身
の
、
消
え

か
へ
り
な
き
跡
の
、
姿
見
ゆ
る
ぞ
悲
し
き
…
…

「
消
え
か
へ
り
」は
印
象
的
で
強
い
響
き
の
耳
に
残
る

歌
句
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
シ
テ
の
登
・
退
場
二
場
面

で
使
用
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
言
葉
に
特
別
な
意
図

的
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
退
場
場

面
の
方
は
消
え
か
か
っ
て
い
た「
露
の
身
」が
返
っ
て

き
て
姿
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
い

使
用
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
使
用
例
と
し
て
は
、

〈
定
家
〉「
露
霜
に
消
え
返
る
、
妄
執
を
助
け
給
へ
や
」

で
は
、
消
え
か
か
っ
て
は
再
び
蘇
っ
て
く
る
妄
執
を

助
け
て
く
れ
と
使
っ
て
い
る
。

　
登
場
段
の
方
は
か
な
り
わ
か
り
に
く
い
。
鶯
の
音

が
老
成
し
て
き
た
、
春
も
長
け
た
季
節
を
示
し
た
後

に「
身
に
染
む
」と
続
く
の
で
、
鶯
の
音
が
身
に
染
む

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が「
消
え
か
へ
り
」が

具
体
的
に
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い

の
で
あ
る（
大
系
本
補
注
な
ど
で
検
討
さ
れ
て
い
る
）
。
し
か

し
退
場
段
に
同
じ「
消
え
か
へ
り
」が
使
用
さ
れ
て
い

る
以
上
、
後
ろ
の
文
に
連
結
し
て「
消
え
か
か
っ
て

い
た
身
が
返
っ
て
き
て
姿
を
見
せ
た
」と
い
う
使
用

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　〈
野
宮
〉前
シ
テ
登
場
の
段［
上
ゲ
哥
］の「
身
に
染

む
色
の
消
へ
か
へ
り
」と
共
通
す
る
用
法
な
の
で
あ

る
（
注
）

。
禅
竹
作
の〈
定
家
〉や
禅
竹
作
の
可
能
性
が
高
い

〈
野
宮
〉と
共
通
す
る
用
法
と
な
る
と
、
こ
の
歌
句
は

禅
竹
が
好
ん
で
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も〈
重
衡
〉で
は
二
度
使
用
す
る
と
い
う
こ
だ
わ

り
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
最
初
の
使
用

例
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。

　〈
重
衡
〉は『
申
楽
談
儀
』に
三
度
言
及
が
あ
る
。
謡

い
方
に
関
す
る
記
事
で
、
い
ず
れ
も
細
か
い
謡
い
方

の
注
意
で
あ
る
。
特
に

重
衡
に
、「
こ
ゝ
ぞ
閻
浮
の
奈
良
坂
に
」、
此

「
こ
ゝ
ぞ
閻
浮
の
奈
良
坂
に
」の
節
、
曲
舞
に
は

有
ま
じ
き
節
也
。
小
歌
節
也
。
曲
舞
な
ら
ば
、

送
り
て
ひ
ん
訛
ら
す
る
や
う
成
べ
し
。

は「
曲
舞
と
小
歌
の
変
り
目
」の
項
目
の
最
初
の
記
事

で
あ
る
が
、「
曲
舞
に
は
有
ま
じ
き
」と
か
な
り
き
つ

い
口
調
で
注
意
を
し
て
い
る
。
全
面
否
定
す
る
の
で

は
な
い
が
、
ど
う
に
か
す
べ
き
傷
と
し
て
気
に
な
る

と
い
っ
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
他
の
二
箇
所「
文

字
訛
り
・
節
訛
り
」の
項
の「
三
笠
の
森
」と「
一
念
弥

陀
仏
」、「
心
根
を
知
る
」の
項
の「
鬼
ぞ
撞
く
成
、
恐

ろ
し
や
」の
謡
い
方
も
同
様
で
、
作
曲
法
や
謡
い
方

に
つ
い
て
の
細
か
い
注
意
で
あ
る
。

　〈
重
衡
〉に
関
す
る
三
つ
の
記
事
か
ら
見
え
る
世
阿

弥
の
評
価
は
、
作
品
自
体
を
貶
し
て
は
い
な
い
の
で
、

レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
使
用
可
能
だ
が
、
細
部
ま
で

正
確
に
理
解
し
な
い
で
作
ら
れ
て
い
る
作
品
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
禅
竹
の
若
い
頃
の
作
品
と

考
え
る
と
、
新
進
の
若
手
の
作
品
を
し
っ
か
り
チ
ェ

ッ
ク
し
て
、
良
く
し
て
や
り
た
い
と
い
う
、
世
阿
弥

の
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
従
来
作
者
不
明
の『
申
楽
談
儀
』所
収
曲
に
つ
い
て
、

禅
竹
作
の
可
能
性
を
あ
ま
り
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た

の
は
、
二
〇
代
前
半
以
前
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り

に
若
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。〈
重
衡
〉も
そ
の
一
曲
で

あ
る
。
筆
者
は〈
姨
捨
〉も
禅
竹
作
だ
と
考
え
て
お
り
、

近
年
同
じ
考
え
を
示
さ
れ
る
研
究
者
が
増
え
て
い
る
。

禅
竹
で
は
若
す
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
作
者
の
候
補
か

ら
外
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

注
　〈
野
宮
〉に
つ
い
て
は「〈
野
宮
〉の
身
に
し
む
色
」（「
研

究
十
二
月
往
来
」一
〇
六『
銕
仙
』三
八
五
号1990

、『
歌
舞

能
の
系
譜
』ぺ
り
か
ん
社
刊2019

に
再
録
）で
論
じ
た
の
で

参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
奈
良
大
学
教
授
）


