
「
豊
浦
寺
の宴
の
歌
」
考

北　
谷
　
幸
　
冊

　
四季
に
分
け
て
雑
歌
と
相
聞
の
歌
と
を
収
め
る
巻
八
の
、
　
「
秋
の
雑
歌
」
と
題
す
る
な
か
に
次
の
三
首
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ふ
る
さ
と
　
　
と
　
ゆ
ら
　
　
て
ら
　
　
あ
ま
　
　
し
　
ば
う
　
　
　
　
　
う
た
げ

　
　
　
　
　
　
故
郷
の

豊浦
の
寺
の
尼
の
私
房
に
し
て
宴
す
る
歌
三
首

　
　
　
あ
す
か
が
は
　

み

　

　

　

あ
き
は
ぎ
　
け
ふ

　
　
　明
日
香
川
行
き
廻
る
岡
の
秋
萩
は
今
日
降
る
雨
に
散
り
か
過
ぎ
な
む
　
　
（
巻
八
－
一
五
五
七
）

　
　
　
　
　　
　
右
の
一
首
、
丹
比
真
人
国
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
う
づ
ら
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ

　
　
　鶉

鳴
く
古
り
に
し
郷
の
秋
萩
を
受
人
ど
ち
相
現
つ
る
か
も
　
　
（
巻
八
－
三
五
八
）
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
秋萩
は
盛
り
過
ぐ
る
を
い
た
づ
ら
に
か
ざ
し
に
挿
さ
ず
帰
り
な
む
と
や
　
（
巻
八
ー
一
五
五
九
）

　
　
　
　
　　
　
右
の
二
首
、
沙
弥
尼
等

　小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
　
（
歌
の
表
記
は
、
小
学
館
古
典
全
集
本
『
萬
葉
集
』
に
従
う
こ
と
と
す

る
。
）

一　
作
歌
の
周
辺

時
は
、
秋
萩
の
花
咲
く
頃
、
所
は
、
明
日
香
の
豊
浦
の
寺
で
あ
る
。
宴
の
場
と
な
っ
た
「
尼
の
私
房
」
　
（
尼
の
住
む
私
室
。
金
子
元
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
み
　
に

『萬
葉
集
評
稗
』
は
、
　
「
本
来
附
属
の
建
物
で
、
尼
の
住
む
坊
を
称
し
た
」
と
い
う
。
）
に
は
、
沙
弥
尼
（
比
丘
尼
に
な
る
前
の
有
髪
の

「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考



「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
じ
ひ
の
ま
　
ひ
と
く
に
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ば
ね

女
子
の僧
。
）
た
ち
に
招
待
さ
れ
て
丹
比
真
人
国
人
（
「
真
人
」
は
、
古
代
の
姓
。
以
下
「
丹
比
国
人
」
又
は
「
国
人
」
と
記
す
。
）
と
い

う
男
が
い
た
。
周
知
の
と
お
り
「
萩
」
は
萬
葉
集
中
最
も
多
く
、
一
四
一
首
も
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
植
物
で
あ
る
。
こ
の
折
の
宴
は
、

咲
き
盛
る
秋
萩
を
愛
で
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
沙
弥
尼
」
と
記
さ
れ
て
い
る
女
性
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
客
人
の
丹
比
国
人

（生
没
年
未詳
。
）
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
従
五
位
下
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

月
に
橘
奈
良
麻
呂
（
七
二
一
～
七
五
七
）
の
謀
反
に
連
座
し
て
伊
豆
に
流
さ
れ
て
い
る
。
集
中
に
は
冒
頭
の
作
を
含
め
て
、
長
歌
一
首
・

短
歌
三
首
が
みえ
る
。
作
歌
の
年
代
を
土
屋
文
明
氏
は
、
三
首
の
前
後
に
収
載
す
る
歌
の
順
序
か
ら
み
て
「
天
平
五
年
乃
至
八
年
の
作
な

　
　
　
　
　

る
べ
し
」
と
い
う
。
世
は
、
聖
武
天
皇
（
在
位
七
二
四
～
七
四
八
）
の
御
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
丹
比
国
人
は
、
役
人
と
し
て
寺
の
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
さ
と

関
わ
り
奈
良
か
ら
出
向
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
平
城
遷
都
（
七
一
〇
年
）
の
後
の
飛
鳥
・
藤
原
の
地
を
さ
し
て
「
故
郷
」
と
呼
ん
で

いる
が
、
こ
れ
ら
の
三
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
古
京
飛
鳥
の
わ
が
国
最
初
の
尼
寺
「
豊
浦
寺
」
の
房
舎
に
お
い
て
で
あ
る
。
寺
は
今
　
　
　
　
一

　
あ
ま
か
し
の
お
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ロ

日
甘
橿
丘
と
呼
ぶ
丘
の
北
東
麓
当
。
豊
浦
の
地
に
、
襲
稲
目
が
自
邸
を
宣
、
捨
し
て
向
原
寺
と
璽
い
三
の
跡
地
擢
古
天
白
三
五
　
一

九

三～
六
二
八
）
の
豊
浦
宮
が
営
ま
れ
、
後
に
そ
の
地
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

二　
行
き
廻
る
岡

　
一
五
五
七
番
歌
の
第
二
句
は
、
古
写
本
に
「
逝
廻
岳
」
　
（
西
本
願
寺
本
）
・
「
逝
回
丘
」
　
（
類
聚
古
集
・
神
田
本
）
な
ど
と
あ
り
、
訓

み
に

つ
い
ても
、

　　
ユ
キ
・
ノ
ヲ
カ
　
代
匠
記
・
萬
葉
考
・
拾
穂
抄
・
略
解

　　
ユ
キ
タ
ム
ヲ
カ
　
古
義
・
略
解
（
宣
長
説
）
・
井
上
新
考
・
金
子
評
鐸
・
窪
田
評
稗
・
折
口
口
訳

　　
ユ
キ
・
ル
・
力
全
蕪
・
蓮
・
岩
波
古
典
大
系
・
旺
文
社
文
庫
本
・
講
談
農
蕊
本
・
小
学
館
古
典
全
黍
・
新
潮
社
古
典



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
集
成
本

　　
ユ
キ
ワ
ノ
ヲ
カ
　
　
童
蒙
抄

　　
ユ
キ
メ
グ
ル
ヲ
カ
　
私
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
と
訓
む
説
が
あ
る
。
今
は
、
巻
三
－
三
五
七
に
「
榜
廻
舟
者
」
と
あ
る
訓
を
コ
ギ
ミ
ル
フ
ネ
ハ
と
改
め
た
『
全
註
稗
』
に
従
っ
て
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

キ
ミ
ル
ヲ
カ
と
訓
み
、
固
有
名
詞
と
は
み
な
い
諸
注
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
ユ
キ
ミ
ル
ヲ
カ
と
は
、
明
日
香
川
が
め
ぐ
っ
て
流
れ
て
い
る

丘
の意
で
あ
る
。

　明
日
香
の
地
を
北
西
に
む
か
っ
て
流
れ
て
来
た
明
日
香
川
は
大
字
飛
鳥
の
辺
り
か
ら
甘
橿
丘
の
麓
を
西
流
し
、
雷
丘
（
明
日
香
村
大
字

雷
）
の
西
麓
を
再
び
北
西
に
向
か
う
。
地
形
か
ら
み
れ
ば
、
川
は
甘
橿
丘
と
雷
丘
と
の
両
方
を
め
ぐ
っ
て
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ユ

キ
ミ
ル
ヲ
カ
と
呼
ん
で
い
る
丘
に
つ
い
て
は
、
甘
橿
丘
説
・
雷
丘
説
さ
ら
に
岡
寺
付
近
説
や
非
地
名
説
が
あ
る
が
、
　
『
大
和
志
考
』
　
（
奥
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

野
健治
）
に
も
言
う
、
甘
橿
丘
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
麓
に
、
今
宴
の
場
と
な
っ
て
い
る
豊
浦
の
寺
が
あ
り
、
庭
に
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は

「

秋萩
」
が
咲
き
盛
っ
て
い
る
。
続
く
二
首
に
も
共
通
し
て
「
秋
萩
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
に
花
見
は
花
の
近

く
に
寄
っ
て
の
も
の
、
こ
と
に
萩
な
ど
は
し
だ
れ
る
枝
を
掌
に
載
せ
て
で
も
賞
美
す
る
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
一
座
の
人
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

豊浦
の
川
向
こ
う
に
あ
る
雷
丘
の
萩
の
花
見
を
し
て
い
る
の
で
も
、
想
像
し
て
詠
ん
で
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
一
首
は
「
明
日
香
川
」

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の明
日
と
、
秋
雨
の
降
る
今
日
と
を
響
き
あ
わ
せ
な
が
ら
、
　
「
今
日
降
る
雨
で
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
、
目
の
あ
た
り
の
萩

に

心寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

鶉
鳴
く
古
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
づ
ら

一
五
五
八
番
歌は
、
主
人
の
側
か
ら
客
の
歌
に
和
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
鶉
」
は
、
古
び
た
草
深
い
所
に
住
む
と
こ
ろ
か
ら
、
　
「
鶉
鳴

「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考



「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
　
　
あ

く
」
を
枕
詞
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
古
り
に
し
郷
」
に
続
け
て
い
る
。
　
「
鶉
鳴
く
故
り
に
し
郷
ゆ
思
へ
ど
も
な
に
そ
も
妹
に
逢
ふ
よ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
づ
ら
　
　
　
　
　
　
ふ
る
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

な
き
」
　
（
四
ー
七
七
五
・
大
伴
家
持
）
・
「
人
言
を
繁
み
と
君
を
鶉
鳴
く
人
の
古
家
に
語
ら
ひ
て
遣
り
つ
」
　
（
十
一
－
二
七
九
九
・
作
者
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

詳
）
な
ど
も
同
様
に
、
人
が
住
ま
な
く
な
っ
て
古
び
た
里
や
家
を
表
わ
す
の
に
「
鶉
鳴
く
」
と
言
っ
て
い
る
。
　
「
思
ふ
ど
ち
」
は
、
気
の

合う
者
同
士
の
意
。
　
『
代
匠
記
』
精
撰
本
は
、
　
「
中
ヨ
ク
テ
相
思
人
ト
チ
ナ
リ
」
と
言
う
。
平
素
は
明
日
香
と
奈
良
と
に
離
れ
住
ん
で
は

い
る
が
、
ご
く
親
し
い
関
係
に
あ
る
人
た
ち
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
語
か
ら
窺
え
る
。

　
沙
弥尼
の
作
に
な
る
こ
の
一
首
は
、
み
ず
か
ら
の
住
ま
う
所
を
「
鶉
鳴
く
古
り
に
し
郷
」
と
へ
り
く
だ
っ
て
言
い
な
が
ら
、
客
と
共
に

秋
萩
を

賞
翫
する
こ
と
の
喜
び
を
歌
っ
て
い
る
。
　
「
鶉
」
と
「
萩
」
と
の
と
り
あ
わ
せ
は
集
中
こ
の
作
以
外
に
は
み
え
な
い
が
、
珍
し
い

取り
合
わ
せ
が
一
つ
の
情
景
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
秋
萩
は
盛り
過
ぐ
る
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一

　
一
連
の
最
後
に
位
置
す
る
沙
弥
尼
の
歌
（
一
五
五
九
）
は
、
先
に
歌
意
を
と
れ
ぽ
「
秋
萩
は
盛
り
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
髪

にも
挿
さ
な
い
で
む
な
し
く
帰
っ
て
お
し
ま
い
に
な
る
の
で
す
か
」
と
、
客
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
一
首
で
あ
る
。
サ
カ
リ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
か
　
え
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
す
は
な
ば
ち
す
　
　
　
サ
　
カ
　
リ
　
　
と
も

こ
こ
で
は
「
花
が
満
開
で
あ
る
こ
と
」
を
言
う
が
、
人
の
旺
盛
な
様
を
も
い
う
こ
と
、
　
「
日
下
江
の
入
江
の
蓮
花
蓮
身
の
佐
加
理
人
羨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
じ
わ
ら
の
く
ず
　
ま
　
う

し
き
う
か
も
」
（
「
雄
略
記
」
）
と
の
『
古
事
記
』
の
歌
謡
か
ら
も
窺
え
る
。
ま
た
、
大
伴
家
持
が
娘
に
求
婚
し
て
き
た
藤
原
久
須
麻
呂
に
贈

っ

た歌
、
　
「
春
の
雨
は
い
や
し
き
降
る
に
梅
の
花
い
ま
だ
咲
か
な
く
い
と
若
み
か
も
」
　
（
四
ー
七
八
六
）
で
は
、
サ
カ
リ
と
は
逆
に
梅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

蕾
に
た
と
え
て
、
娘
が
ま
だ
成
長
し
き
っ
て
い
な
い
か
ら
と
断
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
集
中
の
萩
を
詠
み
込
む
歌
一
四
一
首
の
中
の
「
我

　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
さ
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

が

やど
に
植
ゑ
生
ほ
し
た
る
秋
萩
を
誰
か
標
刺
す
我
に
知
ら
え
ず
」
　
（
十
－
二
＝
四
）
・
「
見
ま
く
欲
り
恋
ひ
つ
つ
待
ち
し
秋
萩
は
花
の

　
　
　
　
な

み咲
き
て
成
ら
ず
か
も
あ
ら
む
」
　
（
七
ー
二
二
六
四
）
は
、
い
ず
れ
も
秋
萩
を
女
性
に
警
え
て
い
る
。
四
句
目
の
カ
ザ
ス
に
っ
い
て
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
み
が
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
に
関
わ
る
歌
に
「
春
さ
れ
ぽ
霞
隠
り
て
見
え
ざ
り
し
秋
萩
咲
き
ぬ
折
り
て
か
ざ
さ
む
」
　
（
十
ー
二
一
〇
五
）
と
も
あ
る
よ
う
に
、
花
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ま
と
　
　
あ
き
の

木
の
枝
を
手
折
っ
て
髪
に
挿
す
こ
と
で
あ
る
が
、
　
「
高
円
の
秋
野
の
上
の
な
で
し
こ
が
花
う
ら
若
み
人
の
が
当
し
し
な
で
し
こ
が
花
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
う
の
お
お
き
み

（
八ー
一
六
一
〇
・
丹
生
女
王
）
と
の
歌
に
見
え
る
「
な
で
し
こ
の
花
」
が
丹
生
女
王
み
ず
か
ら
の
警
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ザ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん

男
女
の
交
わ
り
を
さ
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
女
性
に
讐
え
ら
れ
る
「
を
み
な
へ
し
」
　
（
女
郎
花
）
や
「
な
で
し
こ
」
　
（
撫
子
）
が
音
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
る
　
　
　
　
ロ
　

女
性
を

連
想
する
よ
う
に
、
　
「
萩
」
は
「
芽
子
」
と
書
く
表
記
か
ら
女
性
を
連
想
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
の
吉
永
登
氏
の
論
が
あ
る
。

　こ
れ
ら
の
事
例
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
て
、
沙
弥
尼
の
こ
の
作
の
「
秋
萩
は
盛
り
過
ぐ
る
を
」
は
、
作
老
自
身
を
讐
え
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
沙
弥
尼
の
こ
の
歌
は
、
作
者
の
期
待
に
背
い
て
帰
っ
て
行
こ
う
と
す
る
国
人
を
引
き
留
め
、
男
女
の
関
係
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な

図
し
て
誘
い
か
け
て
い
る
一
首
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
結
句
に
か
か
る
第
三
句
目
の
イ
タ
ズ
ラ
ニ
も
、
た
だ
「
空
し
く
」
と
い
う
だ
け
で

は
なく
・
　
「
（
私
と
）
何
も
し
な
い
で
」
の
意
を
込
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
わ
せ
振
り
な
歌
を
寄
こ
し
た
国
人
を
椰
楡
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
趣
の
一
首
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

五

　
再
び国
人
の
歌
、
そ
し
て
結
び

　
こ
こ
で
再
び
、
さ
き
の
丹
比
国
人
の
作
（
一
五
五
七
）
を
見
れ
ば
、
国
人
の
歌
に
い
う
「
秋
萩
」
も
招
待
者
で
あ
る
沙
弥
尼
を
警
え
た

も
の
、
　
「
散
り
か
過
ぎ
な
む
」
は
、
沙
弥
尼
の
歌
（
一
五
五
九
）
の
「
盛
り
過
ぐ
る
を
」
と
同
様
に
「
女
盛
り
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
し

て

いる
も
の
と
思
わ
れ
る
。
井
上
通
泰
『
新
考
』
は
、
　
「
比
丘
尼
が
男
子
を
引
き
て
私
房
に
て
宴
せ
し
だ
に
あ
る
に
沙
弥
尼
を
し
て
か
」

る
歌
を
よ
ま
し
め
し
は
あ
さ
ま
し
と
も
あ
さ
ま
し
。
当
時
の
僧
尼
は
一
般
に
い
た
く
堕
落
し
た
り
け
む
か
し
L
と
言
っ
て
憤
慨
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、
小
学
館
古
典
全
集
本
に
も
引
く
「
僧
尼
令
」
で
は
、
僧
尼
の
房
に
異
性
が
同
宿
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
が
宴

の

場
で
の

座興
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
思
い
を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
同
じ
明
日
香
の
、
橘
寺
を
舞
台
に
し

「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考



「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考

　
　
　
　
　
た
ち
ば
な
　

な

が
や

わ
ゐ
ね
う
な
ゐ
は
な

た

歌
に
、
　
「
橘
の
寺
の
長
屋
に
我
が
率
寝
し
童
女
放
り
は
髪
上
げ
つ
ら
む
か
」
　
（
十
六
i
三
八
二
二
）
と
の
狼
ら
な
感
じ
の
す
る
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま
う
た
　
　
　
あ
し
が
り
　
　
わ
　
を
　
か
　
け
　
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

も
あ
る
。
ま
た
、
女
性
か
ら
の
男
へ
の
誘
い
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
東
歌
の
「
足
柄
の
和
乎
可
鶏
山
の
か
つ
の
木
の
我
を
か
つ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き
い
た
ど
　
　
　
わ
　
　

い

き
な

ねも
か
つ
さ
か
ず
と
も
」
　
（
十
四
－
三
四
三
二
）
・
「
奥
山
の
真
木
の
板
戸
を
と
ど
と
し
て
我
が
開
か
む
に
入
り
来
て
寝
さ
ね
」
　
（
十
四
1

　
　
　
　
り
　

三
四

六七
）
が
あ
る
。
み
ず
か
ら
を
「
秋
萩
は
盛
り
を
過
ぐ
る
を
」
と
歌
う
沙
弥
尼
の
歌
の
二
句
目
は
、
国
人
の
作
の
「
散
り
か
過
ぎ
な

む
」
と
相
呼
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
同
席
し
て
い
る
別
の
沙
弥
尼
の
作
で
あ
ろ
う
一
五
五
八
番
歌
は
、
二
人
の
や
り
と
り

歌
の間
を
と
り
も
つ
形
で
二
人
の
歌
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
国
人
の
秋
萩
を
惜
し
む
挨
拶
歌
は
、
い
さ
さ
か
辛
辣
な
形
で
尼
へ
の
思
い

を

詠
ん

だ誘
い
か
け
の
歌
で
あ
り
、
沙
弥
尼
か
ら
の
引
き
留
め
の
歌
も
酒
宴
の
場
で
の
座
興
な
れ
ぽ
こ
そ
の
譜
誰
で
あ
っ
た
。

　儀
礼
的
な
宴
席
歌
の
形
式
を
説
い
て
土
橋
寛
氏
は
、
宴
の
歌
で
は
初
め
に
主
人
（
ま
た
は
尊
貴
な
賓
客
）
を
寿
ぐ
客
人
（
ま
た
は
主

人
）
の
祝
歌
が
あ
り
、
そ
れ
に
答
え
る
主
人
の
歌
㍉
次
い
で
参
会
者
の
歌
、
最
後
に
主
人
側
の
送
り
歌
（
引
き
留
め
歌
）
と
客
人
側
の
並
　
　
　
　
一

（

歌と
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
巻
十
九
に
「
打
ち
羽
振
き
鶏
は
鳴
く
と
も
か
く
ぽ
か
り
　
　
　
　
一

　
　
し
く
ら
の
い
み
き
な
わ
ま
ろ

降り
敷
く
雪
に
君
い
ま
さ
め
や
も
」
　
（
四
二
三
三
）
と
あ
る
の
は
宴
楽
の
終
わ
り
に
主
人
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
が
客
人
で
あ
る
大
伴
家
持
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
わ

引
き
留
め
て
い
る
形
の
一
首
。
こ
れ
に
家
持
は
「
鳴
く
鶏
は
い
や
し
き
鳴
け
ど
降
る
雪
の
千
重
に
積
め
こ
そ
我
が
立
ち
か
て
ね
」
　
（
十

　
　
　
　
　
　
　
こ
た

九－
四
二
三
四
）
と
和
え
て
い
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
再
度
今
の
豊
浦
寺
で
の
宴
の
歌
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
連
の
作
は
形
の
上
か
ら
も
、
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

儀
礼
的
な
宴
歌
の
パ
タ
ー
ン
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
尼
の
私
房
に
集
う
人
た
ち
の
間
柄
は
、
一
見
辛
辣
と
も
思
わ
れ
る
譜
諜

が

通
る
ほ
ど
に
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
、
宴
の
歌
で
あ
る
が
故
に
「
雑
歌
」
に
分
類
さ
れ
て
い
て
、
従
来
は
萩
を
賞
美

す
る
挨
拶
歌
、
秋
萩
を
詠
み
込
む
当
座
の
引
き
留
め
の
歌
と
し
て
解
さ
れ
て
き
た
冒
頭
の
三
首
は
、
親
密
な
間
柄
に
あ
る
か
ら
こ
そ
の
譜

誰
の
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
こ
の
小
考
の
結
び
と
す
る
。



注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
ひ
　
つ
か
は
　
　
　
と
ほ
た
ふ
み
　
か
み
た
　
ぢ
　
ひ
　
　
　
く
に
ひ
と
　
　
　
め
　
　
　
　
か
ん
も
ん
　
　
　
ま
を
　
　
と
こ
ろ
ま
た
お
な
　
　
　
い
つ
の
く
に
　
　
は
い
る

　
（
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
七
月
条
に
「
使
を
遣
し
て
遠
江
の
守
多
治
比
の
国
人
を
追
召
し
て
勘
問
す
。
欺
す
所
亦
同
じ
。
伊
豆
国
に
配
流

　
　
　
せら
る
。
」
と
あ
る
。

　
（
2
）
　
『
萬
葉
集
年
表
』
第
二
版
（
岩
波
書
店
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
ん
こ
う
じ
　
　
　
　
　
う
た

　
（
3
）
　
例
え
ぽ
、
　
「
大
伴
坂
上
郎
女
の
、
元
興
寺
の
里
を
詠
ふ
歌
一
首
」
、

　
　
　
　
　
ふ
る
さ
と
　
あ
す
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
す
か

　
　
　
　
　
故郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
明
日
香
を
見
ら
く
し
良
し
も
　
（
巻
六
ー
九
九
二
）

　
　
　
があ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
は
ら
　
　
　
　
　
　
き
よ
　
　
は
ら
　
　
　
　
て
ら

　
（
4
）
　
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
』
・
『
日
本
書
紀
』
な
ど
。
　
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
に
「
向
原
の
家
を
浄
め
拾
ひ
て
寺
と

　
　
　す
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
　
『
大
和
志
』
に
は
「
広
厳
寺
。
在
二
豊
浦
村
↓
旧
作
二
向
原
ご
と
記
す
。
も
と
向
原
寺
と
言
い
、
後
に
音
を
あ
て
て
広
厳

　
　
　寺
と
称
し
た
。
後
の
豊
浦
寺
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
つ

　
（
5
）
　
三
ー
三
五
七
は
、
　
「
縄
の
浦
ゆ
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
沖
つ
島
榜
廻
舟
者
釣
り
し
す
ら
し
も
」
。
　
「
榜
廻
舟
者
」
を
注
す
る
『
全
註
澤
』
は
、
有
坂
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
キ
　
ミ
　
ル

　
　
　
秀
世

（『国
語
音
韻
史
の
研
究
』
）
の
「
加
岐
微
流
」
　
（
古
事
記
六
）
の
、
・
・
ル
を
「
廻
る
」
の
義
と
す
る
説
を
引
き
、
併
せ
て
「
廻
」
を
タ
ム
と
訓
　
　
　
　
7

　
　　
め
ぽ
「
連
体
形
は
タ
ム
ル
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
も
コ
ギ
タ
ム
ル
と
読
ま
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
で
は
調
子
が
悪
く
な
る
。
」
と
説
い
て
い
る
。
　
　
　
一

（6
）
　
『
大
和
志
考
』
　
（
奥
野
健
治
）
の
「
ゆ
き
た
む
を
か
（
逝
回
岳
）
」
の
項
に
、
　
「
地
名
に
あ
ら
ず
。
地
名
類
字
『
逝
回
岳
。
仙
覚
抄
、
岡
寺
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
キ
キ
ノ

　　
　
所
也
』
、
大
和
志
『
逝
回
丘
、
在
岡
飛
鳥
二
村
間
』
等
地
名
と
せ
る
は
誤
れ
り
。
只
、
飛
鳥
川
が
行
廻
れ
る
岡
の
意
な
り
。
此
岡
は
何
処
に
当
る

　
　　
や
、
古
来
説
多
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…
現
今
甘
橿
岡
と
称
へ
ら
る
る
も
の
も
其
一
と
す
べ
し
。
」
と
説
く
。

（7
）
集
中
「
鶉
」
を
詠
み
込
む
歌
に
は
、
二
i
一
九
九
、
三
⊥
三
一
九
、
四
ー
七
七
五
、
八
ー
一
五
五
八
、
＋
一
ー
二
七
九
九
、
＋
六
ー
三
八
八
七
、

　
　

十
七ー
三
九
二
〇
の
七
首
が
あ
る
。

（8
）
　
「
秋
萩
の
恋
」
　
（
『
万
葉
ー
そ
の
探
究
』
所
収
。
　
〈
現
代
創
造
社
〉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ぽ
う
ぷ
に
よ
と
　

に
ば
う
な
む
ぷ
　
　
　
い
ち
し
く
　
へ
　
　
　
　
し
よ
ゆ

（9
）
　
「
僧
尼
令
」
に
、
「
几
そ
寺
の
僧
房
に
婦
女
を
停
め
、
尼
房
に
男
夫
を
停
め
て
、
一
宿
以
上
経
た
ら
ば
、
其
の
所
由
の
人
、
十
日
苦
使
。
五
日

　
　
以
上
な
ら
ば
、
舟
日
苦
使
。
十
日
以
上
な
ら
ぽ
、
百
日
苦
使
。
」
　
（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
）
と
あ
る
。

（1
0
）
　
三
四
三
二
の
、
カ
ヅ
ス
は
「
か
ど
わ
か
す
・
誘
拐
す
る
の
意
か
」
。
三
四
六
七
の
、
ト
ド
は
「
擬
声
語
。
戸
を
た
た
く
音
や
、
馬
の
足
音
を
表

　　
　
わ
す
。
」
　
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
）

「

豊
浦寺
の
宴
の
歌
」
考



　　
「
豊
浦
寺
の
宴
の
歌
」
考

（1
1
）
　
「
万
葉
創
作
歌
の
性
格
」
　
（
『
万
葉
開
眼
』
上
　
〈
日
本
放
送
協
会
〉
）
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