
源
順
の
屏
風
歌

原
田

真
理

本
稿
は
、
源
順
の
屏
風
歌
か
ら
そ
の
詠
風
の
変
化
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
和
歌

に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
源
順
は

延
喜
十
一
（9

1
1

）
年
に
生
ま
れ
、
永
観
元
（9

8
3

）
年
に
没
し
た
。
奨
学
院
に

学
び
、
二
十
五
歳
こ
ろ
勤
子
内
親
王
の
た
め
に
『
倭
名
類
聚
抄
』
を
編
ん
で
い

る
。
学
識
は
か
な
り
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
官
人
と
し
て
の
道
は

開
け
な
か
っ
た
。
村
上
天
皇
女
御
の
徽
子
女
王
や
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
源

髙
明
な
ど
に
近
く
侍
し
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
徽
子
女
王
の
父
で
あ
る
重
明
親

王
の
母
は
源
昇
の
女
、
高
明
の
母
は
源
唱
の
女
周
子
で
、
い
ず
れ
も
順
と
同
じ

嵯
峨
源
氏
で
あ
る
。
順
と
貴
人
と
の
関
わ
り
は
嵯
峨
源
氏
と
い
う
血
縁
に
頼
る

ほ
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
天
暦
五
（9

5
1

）
年
、
順
四
十
歳
の
年
に
梨
壺
の
五
人

に
選
ば
れ
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
編
纂
と
『
萬
葉
集
』
の
読
解
に
当
た
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
以
前
の
順
の
和
歌
活
動
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
順
の
役
割
は
萬

葉
集
読
解
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
倭
名
類
聚
抄
』
編
纂
の
実
績
か

ら
、
漢
字
と
和
語
に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
梨
壺
に
召
さ
れ
た
五
人
の
う
ち
、
歌
人
と
し
て
の
実
績
を
も
っ
て
い
た
の

は
大
中
臣
能
宣
と
清
原
元
輔
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
紀
時
文
と
坂
上
望
城
の
二

人
は
、
梨
壺
以
降
も
歌
人
と
し
て
の
活
動
は
伝
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
梨
壺
の

五
人
は
『
後
撰
和
歌
集
』
の
編
纂
と
『
萬
葉
集
』
の
読
解
と
い
う
作
業
に
必
要

な
人
間
を
集
め
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
歌
人
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
も
と
も
と
漢
文
芸
圏
の
人
で
あ
り
、
歌
人
と
し
て
の
実
績
も
な
い
順

は
、
梨
壺
で
萬
葉
集
読
解
作
業
に
力
を
尽
く
し
た
後
は
漢
文
芸
作
家
に
も
ど
る

ほ
う
が
自
然
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、『
順
集
』
に
見
え
る
よ

う
に
、『
後
撰
和
歌
集
』
編
纂
後
の
順
は
、
内
裏
等
の
依
頼
に
応
じ
て
詠
進
し
た

り
独
特
の
和
歌
を
創
作
す
る
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
後

を
継
ぐ
勅
撰
和
歌
集
編
纂
と
い
う
国
家
的
事
業
の
中
心
の
一
員
に
選
ば
れ
た
こ

と
で
、
順
も
勅
撰
集
撰
者
と
い
う
看
板
を
得
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
歌
人
と
し

て
の
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
い
く
ら
機
会
を
得
た
と
し
て
も
、
順
に
歌
人

と
し
て
活
動
す
る
意
欲
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
活
動
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
順
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
っ
た
背
景
に
は
、
歌
人
と
し
て
も
実

績
を
残
し
た
い
と
い
う
順
自
身
の
強
い
意
志
が
働
い
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
既
に
高
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
大
中
臣
能
宣
や
清
原
元
輔
ら
に
伍

し
て
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
得
る
に
は
、
彼
ら
に
は
詠
め
な
い
和
歌
、
順
独
自

の
和
歌
を
生
み
出
す
必
要
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
独
自
の
和
歌
を

生
み
出
そ
う
と
し
た
際
に
力
と
な
っ
た
の
は
、
漢
文
学
に
お
け
る
知
識
で
あ
っ

た
。『
順
集
』
に
収
録
さ
れ
た
漢
字
表
記
の
和
歌
「
進
上

深
右
葉
之

菖
蒲
草

千
年
五
月

五
日
可
刈
（
こ
こ
ろ
ざ
し

ふ
か
き
み
ぎ
は
の

あ
や
め
ぐ
さ

ち
と
せ
の
さ
つ
き

い
つ
か
か
る
べ
き
」
は
、
詠
歌
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、

漢
文
芸
圏
作
者
で
あ
っ
た
順
に
ふ
さ
わ
し
く
、
さ
ら
に
見
る
者
に
萬
葉
集
を
意

識
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
順
の
和
歌
活
動
は
、
初
め
か
ら
独
自
の
和
歌

を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
は
「
あ
め
つ
ち
の
う
た
」「
双
六
盤
歌
」「
碁

盤
歌
」「
馬
毛
名
歌
合
」
等
々
、
漢
文
学
の
影
響
を
受
け
、
音
を
意
識
し
た
和
歌

作
品
が
多
い
。
天
暦
五
年
の
梨
壺
に
召
さ
れ
た
時
点
か
ら
始
ま
っ
た
順
の
歌
人

と
し
て
の
活
動
は
、
天
徳
四
（9

5
9

）
年
内
裏
歌
合
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

一
定
の
評
価
を
得
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
順
は
天
徳
三
年
の
内
裏
詩
合
に
も
選

ば
れ
て
お
り
、
和
漢
両
方
で
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
官
人
と
し
て
も
、
梨
壺
に
召
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
光
が
差
す

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
が
、
の
ち
に
順
自
身
「
し
た
が
ふ
、
な
し
つ
ぼ
に

は
、
な
ら
の
都
の
ふ
る
う
た
、
よ
み
と
き
え
ら
び
た
て
ま
つ
り
し
時
に
は
、
す

こ
し
く
れ
竹
の
よ
ご
も
り
て
ゆ
く
す
ゑ
を
た
の
む
を
り
も
は
べ
り
き
」（
規
子
内

親
王
家
前
栽
歌
合
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
最
も
希
望
に
満
ち
た
時
期
で
あ

っ
た
。
背
景
に
は
、
源
髙
明
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
、

髙
明
の
昇
進
と
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
順
も
東
宮
蔵
人
、
民
部
大
丞
、
下
総
権
守
、

和
泉
守
と
昇
進
し
て
い
く
。
し
か
し
、
左
大
臣
ま
で
上
り
つ
め
た
源
髙
明
は
、
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安
和
二
（9

6
9

）
年
に
失
脚
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
順
は
有
力
な
後
ろ
盾

を
失
い
、
有
力
貴
族
の
御
前
で
の
華
や
か
な
場
で
活
躍
す
る
機
会
も
乏
し
く
な

っ
た
。 

『
順
集
』
に
は
、
屏
風
歌
が
六
、
障
子
歌
一
、
歌
数
八
十
九
首
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
か
ら
「
大
納
言
源
朝
臣
、
大
饗
の
と
こ
ろ
に
た

つ
べ
き
四
尺
屏
風
調
ぜ
し
む
る
う
た
」
の
詞
書
を
も
つ
十
八
首
と
「
右
兵
衛
督

た
だ
ぎ
み
の
朝
臣
、
あ
た
ら
し
く
調
ず
る
屏
風
の
う
た
」
の
詞
書
を
も
つ
十
二

首
、「
永
観
元
年
、
一
条
の
藤
大
納
言
の
い
へ
の
寝
殿
の
障
子
に
、
国
国
の
名
あ

る
と
こ
ろ
を
、
ゑ
に
か
け
る
に
、
つ
く
る
う
た
」
の
詞
書
を
も
つ
九
首
を
と
り

あ
げ
る
。
大
納
言
源
朝
臣
と
は
源
髙
明
の
こ
と
で
あ
る
。「
源
大
納
言
」
の
屏
風

歌
は
、
髙
明
が
急
速
に
勢
力
を
伸
ば
し
始
め
た
時
期
に
歌
人
と
し
て
活
動
を
始

め
た
順
が
詠
ん
だ
和
歌
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
独
自
の
歌
風
を
示
そ
う
と
す
る

意
欲
を
示
す
作
品
で
あ
る
。「
右
兵
衛
督
た
だ
ぎ
み
」
の
屏
風
歌
は
安
和
元
（9

6
8

）

年
前
の
詠
で
、
高
明
が
左
大
臣
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
た
時
期
の
作
で
あ
る
。「
一

条
藤
大
納
言
」
の
障
子
歌
は
天
元
二
（9

7
9

）
年
前
の
詠
と
考
え
ら
れ
、
順
晩
年

の
作
で
あ
る
。「
右
兵
衛
督
た
だ
ぎ
み
」
と
「
一
条
藤
大
納
言
」
と
は
、
大
中
臣

能
宣
に
も
同
題
の
詠
が
あ
り
、
両
者
の
詠
の
比
較
を
試
み
る
。 

 ① 

大
納
言
源
朝
臣
、
大
饗
の
と
こ
ろ
に
た
つ
べ
き
四
尺
屏
風
調
ぜ
し
む
る
う

た 

源
髙
明
が
大
納
言
に
な
っ
た
の
は
天
暦
七
（9

5
3

）
年
九
月
二
十
五
日
、
康
保

三
（9

6
6

）
年
一
月
十
七
日
に
右
大
臣
、
翌
四
年
十
二
月
十
三
日
に
左
大
臣
と
な

っ
て
い
る
。
大
饗
を
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
時
の
も
の
と
す
れ
ば
右
大
臣
も
し
く

は
左
大
臣
任
官
時
と
な
る
が
、『
順
集
』
の
歌
序
が
年
代
順
を
原
則
と
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
時
期
的
に
早
い
大
納
言
時
代
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
元

日
と
子
日
の
和
歌
は
、
新
春
の
喜
び
と
希
望
に
満
ち
た
詠
で
あ
る
の
は
当
然
な

が
ら
、

166
の
「
き
の
ふ
ま
で
冬
ご
も
れ
り
し
」
、

167
「
ち
と
せ
の
春
」
に
は
格
別

の
祝
意
と
希
望
が
感
じ
ら
れ
る
。
高
明
の
大
納
言
任
官
直
後
の
饗
宴
に
向
け
て

の
詠
進
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
明
が
大
納
言
に
昇
進
し
た
の
は
四
十
歳
の
時
で

あ
る
。
冬
籠
り
を
終
え
て
春
を
迎
え
る
喜
び
と
希
望
は
政
界
で
力
を
伸
ば
し
て

ゆ
く
は
ず
の
高
明
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
一
党
で
あ
る
順
の
期
待
も
大
き
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。 

 
 

 

元
日 

166
き
の
ふ
ま
で
冬
ご
も
れ
り
し
み
吉
野
の
霞
は
け
ふ
や
た
ち
て
そ
ふ
ら
ん 

 
 

 

子
日
す
る
と
こ
ろ 

167
い
は
に
お
ふ
る
ね
の
び
の
松
も
た
ね
し
あ
れ
ば
ち
と
せ
の
春
は
わ
れ
に
ま 

か
せ
よ 

 
 

 

二
月
、
む
ま
の
ひ
、
い
な
り
ま
う
で
の
人 

168
い
な
り
山
尾
の
上
に
た
て
る
す
ぎ
す
ぎ
に
ゆ
き
か
ふ
人
の
絶
え
ぬ
け
ふ
か 

な 

 
 

 

あ
ら
た
、
う
つ
と
こ
ろ 

169
お
り
た
て
ば
そ
こ
ま
で
ひ
つ
る
袂
さ
へ
な
に
う
ち
か
へ
す
あ
ら
田
な
る
ら 

ん 

 
 

 

三
月
、
は
な
つ
み
の
処 

170
い
か
に
し
て
花
を
つ
ま
ま
し
花
の
か
を
袖
に
と
め
く
る
つ
み
も
こ
そ
う
れ 

 
 

 

ゆ
み
い
る
と
こ
ろ 

171
春
ふ
か
き
山
に
い
れ
ば
や
梓
弓
ゆ
み
風
に
さ
へ
花
の
ち
る
ら
ん 

 
 

 

四
月
、 

神
ま
つ
り 

172
神
の
ま
す
も
り
の
下
草
風
ふ
け
ば
な
び
き
て
も
み
な
ま
つ
る
比
か
な 

 
 

 

五
月
、
と
も
し
す
る
人
あ
り 

173
郭
公
ま
つ
に
つ
け
て
も
と
も
し
す
る
人
も
山
辺
に
よ
を
あ
か
す
ら
ん 

 
 

 

六
月
、
は
ら
へ 

174
ね
ぎ
ご
と
を
き
か
ず
あ
ら
ぶ
る
神
だ
に
も
今
日
は
な
ご
し
と
人
は
し
ら
な 

ん 

 
 

 

七
月
、
た
な
ば
た
ま
つ
る
と
こ
ろ 

175
七
夕
は
空
に
し
る
ら
ん
さ
さ
が
に
の
い
と
か
く
ば
か
り
ま
つ
る
心
を 
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十
五
日
、
瓷
も
た
せ
て
山
寺
に
ま
う
づ
る
人 

176
今
日
の
た
め
を
れ
る
蓮
の
は
を
ひ
ろ
み
露
お
く
山
に
我
は
き
に
け
り 

 
 

 

八
月
、
ま
た
あ
ふ
さ
か
の
関
に
こ
ま
む
か
へ
に
ゆ
く 

177
な
に
に
わ
れ
よ
は
に
き
つ
ら
ん
相
坂
の
せ
き
あ
け
て
こ
そ
駒
も
引
き
け
れ 

 
 

 
人
の
家
の
つ
り
ど
の
に
、
ま
ら
う
ど
あ
ま
た
あ
り
て
、
つ
き
を
見
る 

178
水
の
面
に
や
ど
れ
る
月
の
の
ど
け
き
は
な
み
ゐ
て
人
も
ね
ぬ
よ
な
れ
ば
か 

 
 

 
 

九
月
、
こ
た
か
が
り
す
る
と
こ
ろ 

179
里
と
ほ
み
暮
れ
な
ば
の
べ
に
と
ま
る
べ
し
い
な
お
ほ
せ
鳥
に
宿
や
か
ら
ま 

し 

 
 

 

月
夜
に
こ
ろ
も
う
つ
処 

180
風
さ
む
み
な
く
か
り
金
に
あ
は
す
れ
ば
よ
る
の
衣
は
う
ち
ま
さ
り
け
り 

 

 
 

 

十
月
、
し
が
の
山
ご
え
の
人
人 

181
名
を
き
け
ば
昔
な
が
ら
の
山
な
れ
ど
し
ぐ
る
る
比
は
色
か
は
り
け
り 

 
 

 

十
一
月
、
賀
茂
臨
時
祭
み
る
く
る
ま 

182
ち
は
や
ぶ
る
か
も
の
か
は
ぎ
り
き
る
な
か
に
し
る
き
は
す
れ
る
こ
ろ
も
な 

り
け
り 

 
 

 

十
二
月
、
仏
名
お
こ
な
ふ
い
へ 

183
冬
や
ま
の
雪
に
は
こ
れ
る
あ
は
れ
き
の
う
へ
に
ぞ
く
ゆ
る
の
こ
す
つ
み
な 

く 

  

一
見
し
て
目
立
つ
の
は
、
掛
詞
で
あ
る
。
167
は
「
ね
の
び
の
松
」
の
種
で

「
蒔
か
せ
よ
」
と
「
任
せ
よ
」
で
千
歳
を
寿
ぎ
、
168
は
「
杉
」
と
「
過
ぎ
」
で

杉
の
並
ぶ
道
を
次
々
通
り
過
ぎ
て
行
き
交
う
人
々
を
描
く
。
169
は
「
袂
」
と
「
荒

田
」
を
「
打
ち
返
し
」
、
170
は
「
花
」
を
摘
む
「
罪
」
と
「
摘
み
」
を
掛
け
て
い

る
。

171
は
「
春
ふ
か
き
」
と
「
深
き
山
」
で
「
入
る
」
と
「
射
る
」
、

172
は
「
風
」

に
な
び
く
と
人
が
こ
ぞ
っ
て
行
う
意
の
「
な
び
く
」
、

173
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を

「
待
つ
」
と
猟
の
た
め
の
松
明
の
「
松
に
つ
け
て
」
、

174
は
「
夏
越
」
と
「
和
し
」
、

175
は
「
さ
さ
が
に
の
い
と
」
を
「
架
く
」
と
「
か
く
ば
か
り
」
、
176
は
「
露
お
く
」

と
「
奥
山
」
、1

7
8

は
「
並
み
」
と
「
波
」
、

181
は
「
昔
な
が
ら
」
と
「
長
柄
山
」
、

182
は
「
霧
る
」
と
「
着
る
」
が
か
か
る
。

183
は
「
樵
れ
る
」
と
「
懲
れ
る
」
、「
薫

ゆ
る
」
と
「
悔
ゆ
る
」
を
掛
け
、「
罪
」
と
「
積
み
」
も
か
け
て
い
る
。
掛
詞
は

よ
く
用
い
ら
れ
る
修
辞
技
法
で
は
あ
る
が
、
こ
の
屏
風
歌
の
場
合
十
八
首
中
十

四
首
に
掛
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
順
の
場
合
意
識
的
に
多
用
し
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
、

167
の
「
ま
か
せ
よ
」
や
168
の
「
す
ぎ
す
ぎ
」
、
173
の

「
ま
つ
に
つ
け
て
と
も
し
す
る
」
な
ど
は
一
般
的
な
掛
詞
の
域
を
超
え
た
遊
戯

的
技
巧
を
駆
使
し
た
詠
み
ぶ
り
で
、
順
独
自
の
詠
み
ぶ
り
と
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
の
屏
風
歌
に
見
え
る
二
つ
目
の
特
徴
は
、
単
な
る
情
景
や
心
情
を
表
現

す
る
の
で
は
な
く
理
論
的
に
詠
む
傾
向
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。「
～
だ
か
ら
」
と

理
由
を
述
べ
た
り
、「
な
ぜ
」
と
疑
問
を
持
つ
歌
が
多
い
。

167
「
た
ね
し
あ
れ
ば
」

（
種
が
あ
る
か
ら
）
、

169
「
な
に
」（
ど
う
し
て
）
、
170
「
い
か
に
し
て
」（
ど
う

や
っ
て
）
、

171
「
山
に
い
れ
ば
や
」（
山
に
入
っ
た
か
ら
か
）
、
176
「
は
を
ひ
ろ
み
」

（
葉
が
広
い
の
で
）
、

177
「
な
に
に
」（
ど
う
し
て
）
、

178
「
ね
ぬ
よ
な
れ
ば
か
」

（
寝
な
い
夜
だ
か
ら
か
）
、

180
「
風
さ
む
み
」（
風
が
寒
い
の
で
）
、

181
「
昔
な
が

ら
の
山
な
れ
ど
」
「
色
か
は
り
け
り
」
（
昔
な
が
ら
の
長
柄
山
で
変
わ
ら
な
い
の

に
、
時
雨
の
こ
ろ
は
色
が
変
わ
る
こ
と
だ
）
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の

特
徴
は
意
図
的
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
が
、
順
の
理
の
か
っ
た
詠
み
ぶ
り
を
示
し

て
い
る
。 

 

② 

右
兵
衛
督
た
だ
ぎ
み
の
朝
臣
、
あ
た
ら
し
く
調
ず
る
屏
風
の
う
た 

 

「
右
兵
衛
督
た
だ
ぎ
み
」
は
右
大
臣
藤
原
師
輔
の
子
で
、
祖
父
忠
平
の
養
子

と
な
っ
た
忠
君
で
あ
る
。
安
和
元
（9

6
8

）
年
に
、
右
兵
衛
督
で
卒
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
屏
風
歌
は
高
明
失
脚
前
の
順
の
詠
で
あ
る
。 

『
能
宣
集
』
に
は
、
「
右
兵
衛
督
た
だ
ぎ
み
の
朝
臣
の
月
令
の
屏
風
の
れ
う
」

と
い
う
詞
書
で
十
三
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
順
集
』
と
『
能
宣
集
』
と
で
は
題

が
異
な
る
歌
が
あ
り
、
同
題
で
も
詞
書
に
差
異
が
あ
る
。
本
稿
で
は
『
順
集
』

を
も
と
と
し
、
同
題
の
『
能
宣
集
』
中
歌
を
並
べ
て
記
す
。 
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正
月
、
人
の
池
水
の
し
も
に
梅
の
花
あ
り 

226
こ
ほ
り
と
く
風
に
つ
け
つ
つ
梅
の
は
な
ゆ
く
水
に
さ
へ
匂
ふ
な
り
け
り 

 
 

 
二
月
、
旅
人
さ
く
ら
の
花
を
ら
せ
た
り 

227
春
日
す
ら
な
に
か
し
つ
る
と
人
と
は
ば
見
せ
ん
と
を
れ
る
花
な
ち
ら
し
そ 

 
 

 
 

三
月
、
人
の
家
に
女
ど
も
栁
の
本
に
あ
そ
ぶ 

228
枝
し
げ
み
手
に
か
け
そ
め
て
青
柳
の
い
と
ま
な
く
て
も
く
ら
す
け
ふ
か
な 

能
宣 

 

お
な
じ
は
る
（
く
れ
の
春
）
、
や
な
ぎ
の
木
の
も
と
に
女
あ
ま
た 

り
ゐ
て
、
や
な
ぎ
の
え
だ
を
ひ
き
た
れ
て
も
て
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ 

 
 

135
ち
ら
で
こ
そ
い
ろ
も
ま
さ
れ
る
あ
を
や
ぎ
の
い
と
は
よ
り
て
ぞ
み
る 

べ
か
り
け
る 

 
 

 

 
 

 
 

四
月
、
神
ま
つ
る 

229
夏
衣
き
て
こ
そ
ま
さ
れ
お
な
じ
く
い
は
神
の
ひ
も
ろ
ぎ
と
き
て
か
へ
ら
ん 

 
 

能
宣 

 

四
月
、
い
へ
の
神
ま
つ
る
所 

 
 

136
み
む
ろ
や
ま
み
ね
の
さ
か
き
ば
よ
ろ
づ
よ
に
と
り
て
ま
つ
ら
む
わ
が 

や
ど
の
か
み 

 
 

 
 

五
月
五
日
、
庭
に
馬
を
ひ
か
せ
て
見
る 

230
わ
か
ご
ま
の
と
さ
も
み
る
べ
く
あ
や
め
草
ひ
か
ぬ
さ
き
に
ぞ
け
ふ
は
ひ
か 

ま
し 

 
 

 
 

六
月
、
は
ら
へ 

231
岩
浪
の
た
ち
か
へ
り
せ
ば
ゐ
せ
き
よ
り
な
ご
し
の
は
ら
へ
す
と
や
聞
く
ら 

ん 

 
 

 
 

七
月
七
日
、
庭
に
い
と
ひ
く
女
あ
り 

232
こ
と
の
ね
の
な
ぞ
や
か
ひ
な
き
七
夕
の
あ
か
ぬ
別
を
ひ
き
と
ど
め
ね
ば 

 
 

 
 

八
月
、
こ
ま
む
か
へ 

233
武
蔵
野
の
こ
ま
む
か
へ
に
や
関
山
の
か
ひ
よ
り
こ
え
て
今
朝
は
き
つ
ら
ん 

 
 

能
宣 

 

八
月
、
こ
ま
む
か
へ
す
る
所 

 
 

140
あ
ふ
さ
か
に
む
か
へ
ぞ
き
つ
る
も
ち
づ
き
の
こ
ま
の
あ
し
と
く
人
に 

さ
き
だ
ち 

 
 

 
 

九
月
、
し
が
の
山
越
の
人
人 

234
山
お
ろ
し
の
風
に
も
み
ぢ
の
散
る
時
は
さ
ざ
浪
ぞ
ま
づ
色
づ
き
に
け
る 

 
 

能
宣 

 

九
月
、
し
が
の
や
ま
ご
え
、
を
と
こ
を
む
な
ゆ
き
か
ひ
て
、
を 

と
こ
又
か
へ
り
て
ゆ
く
と
こ
ろ 

 
 

141
た
ち
か
へ
り
こ
ひ
て
こ
そ
く
れ
さ
ざ
な
み
の
山
し
た
み
づ
の
せ
き
し 

か
へ
せ
ば 

 

 
 

 
 

十
月
、
山
里
に
か
り
す
る
人
来
た
り 

235
山
里
に
心
あ
は
す
る
人
あ
り
と
我
は
し
た
か
に
か
は
り
て
ぞ
と
ふ 

 
 

能
宣 

 

十
一
月
、
山
ざ
と
の
し
づ
か
な
る
い
へ
に
女
あ
ま
た
は
し
に
ゐ 

て
、
た
か
が
り
の
人
き
て
も
の
い
ふ 

 
 

143
と
り
の
こ
ゑ
せ
ぬ
や
ま
も
と
と
し
ら
ね
ば
や
か
り
の
た
よ
り
に
人
の 

と
ふ
ら
ん 

 
 

 
 

十
一
月
、
あ
じ
ろ 

236
あ
さ
氷
と
く
る
網
代
の
ひ
を
な
れ
ば
よ
れ
ど
あ
わ
に
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る 

 
 

能
宣 

 
 

十
月
、
い
へ
ゐ
の
と
こ
ろ
に
あ
じ
ろ
あ
り
、
も
み
ぢ
お
ほ
く
な 

が
れ
よ
れ
り 

 
 

142
日
を
へ
つ
つ
も
み
ぢ
ば
よ
す
る
あ
じ
ろ
こ
そ
秋
を
と
ど
む
る
せ
き
に 

は
あ
り
け
れ 

 
 

 
 

十
二
月
、
仏
名
講
師
に
も
の
か
づ
く 

237
わ
た
つ
み
の
こ
し
の
名
残
も
今
朝
は
あ
ら
じ
か
づ
く
は
い
か
に
あ
ま
な
ら 

ず
と
も 

 
 

能
宣 

 

十
二
月
、
仏
名 

 
 

144
人
は
い
さ
を
か
し
や
す
ら
ん
ふ
ゆ
く
れ
ば
と
し
の
み
つ
く
る
つ
み
と 

こ
そ
み
れ 

 

先
の
屏
風
歌
で
指
摘
し
た
特
徴
は
、
二
つ
と
も
か
な
り
薄
れ
て
い
る
。
掛
詞

で
は
228
の
「
青
柳
の
糸
」
と
「
暇
」
、

229
の
「
来
て
」
と
「
着
て
」
、

232
の
「
ひ
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き
と
ど
め
」
と
琴
を
「
弾
き
」
、

233
の
山
の
「
峡
」
と
国
名
の
「
甲
斐
」
、

237
の

海
の
「
わ
た
つ
み
」
と
「
綿
」
、「
被
く
」「
潜
く
」
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
順
独

自
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。

235
は
「
訪
ふ
」
と
「
飛
ぶ
」
を
掛
け
た
か
と

も
思
わ
れ
る
が
、「
我
」
が
「
飛
ぶ
」
こ
と
は
な
い
の
で
、
歌
と
し
て
は
か
な
り

無
理
が
あ
る
。
こ
の
屏
風
歌
で
順
ら
し
さ
が
み
え
る
の
は
、

229
、

230
、

237
の
三

首
で
あ
る
。

229
で
は
、
神
祭
り
の
光
景
に
、
暑
さ
の
た
め
に
衣
の
紐
を
解
く
意

を
掛
け
た
。

230
の
「
わ
か
こ
ま
」
を
「
あ
や
め
草
ひ
か
ぬ
さ
き
に
ぞ
け
ふ
は
ひ

か
ま
し
」（
菖
蒲
草
を
引
く
前
に
若
駒
を
引
き
た
い
も
の
だ
）
は
、
五
月
五
日
に

「
引
く
」
も
の
で
あ
る
菖
蒲
と
馬
と
を
並
べ
て
い
る
。
菖
蒲
と
馬
の
つ
な
が
り

は
「
引
く
」
だ
け
で
風
情
に
は
欠
け
る
も
の
の
、
こ
と
ば
遊
び
と
し
て
は
お
も

し
ろ
い
。
ま
た
、
237
で
は
禄
と
し
て
綿
を
授
け
ら
れ
た
僧
の
よ
う
す
を
、「
わ
た

つ
み
の
こ
し
の
名
残
」（
積
み
残
す
ほ
ど
の
綿
を
い
た
だ
い
た
名
残
）
も
な
く
「
被

く
」
と
し
て
「
潜
く
海
士
」
と
掛
け
、
凝
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三

首
に
は
、
単
な
る
掛
詞
で
は
な
い
表
現
を
工
夫
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
感
じ
ら

れ
る
。
①
に
見
ら
れ
た
理
屈
っ
ぽ
さ
は
薄
ら
ぎ
、
226
や
234
な
ど
情
景
を
お
だ
や

か
に
詠
む
歌
が
み
ら
れ
る
。

順
の
歌
を
同
題
の
能
宣
の
と
比
較
す
る
と
、
や
は
り
能
宣
の
巧
み
さ
が
際
立

つ
。
順
の

228
は
女
た
ち
の
遊
ぶ
よ
う
す
を
描
く
だ
け
だ
が
、
能
宣
は
青
柳
の
風

情
を
色
を
含
め
て
表
現
し
、
そ
こ
に
近
づ
い
て
愛
で
る
女
た
ち
を
描
き
出
し
て

い
る
。
順
の

229
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
夏
の
暑
さ
を
表
現
し
た
遊
戯
的
詠
歌
だ

が
、
能
宣
は
神
祭
り
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
う
え
で
永
遠
の
祈
り
を
込
め
た
。

「
こ
ま
む
か
へ
」
で
は
、
順
の

233
は
逢
坂
の
関
と
駒
迎
え
を
詠
む
だ
け
だ
が
、

能
宣
の

140
は
駒
の
勢
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
並
べ
て
み
る
と
、
順
の
歌
は
い
か
に

も
言
葉
を
並
べ
た
感
じ
が
す
る
。
こ
こ
が
、
歌
人
と
し
て
の
経
験
と
資
質
の
差

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

234
や

236
の
よ
う
な
和
歌
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
順
が
社
会
の
求
め
る
和
歌
に
合
わ
せ
独
自
性
を
弱
め
た
結
果
と
も
い

え
よ
う
。

③

一
条
の
藤
大
納
言
の
い
へ
の
寝
殿
の
障
子
に
、
国
国
の
名
あ
る
と
こ
ろ
を
、

ゑ
に
か
け
る
に
、
つ
く
る
う
た

「
一
条
の
藤
大
納
言
」
は
、
藤
原
師
輔
の
子
為
光
で
太
政
大
臣
ま
で
上
っ
て

い
る
。
為
光
が
大
納
言
に
な
っ
た
の
は
貞
元
二
（9

7
7

）
年
四
月
二
十
四
日
、
寛

和
元
（9

8
5

）
年
七
月
二
十
日
に
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
。
順
が
卒
し
た
の
は
永

観
元
（9

8
3

）
年
だ
が
、
天
元
三
（9

8
0

）
年
に
は
能
登
守
に
な
り
任
地
に
赴
い

て
い
る
。
任
地
か
ら
詠
進
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
歌
序
も
能

登
へ
下
る
際
の
歌
の
前
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
『
順
集
』
最
後
に
位
置
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
屏
風
歌
は
能
登
下
向
前
の
為
光
が
大
納
言
で
あ
っ
た
時
期
、

つ
ま
り
貞
元
二
年
か
ら
天
元
二
年
の
間
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
障
子
は
襖
障
子

の
こ
と
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
絵
と
対
応
し
た
和
歌
で
修
飾
す
る
。
和
歌
は
複

数
の
歌
人
に
詠
進
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
選
ん
で
能
筆
家
に
書
か
せ
た
。
順
も
歌

人
の
一
人
と
し
て
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
能
宣
集
』
に
は
、「
一
条
の
太
政
大
臣
の
い
へ
の
障
子
の
ゑ
、
く
に
ぐ
に
の

な
あ
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
か
か
せ
侍
り
て
、
人
人
歌
よ
み
て
つ
け
よ
と
侍
り
し

か
ば
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
し
」
の
詞
書
を
も
つ
十
四
首
が
あ
る
。『
順
集
』
の

和
歌
と
同
題
の
も
の
の
み
を
、
順
の
歌
に
並
べ
て
記
す
。

夏
、
か
が
み
の
山

260
名
に
し
お
へ
ば
く
も
ら
ざ
り
け
り
か
が
み
山
む
べ
こ
そ
な
つ
の
か
げ
に
み

え
け
れ

能
宣

な
つ

か
が
み
の
山

189
ち
り
か
か
る
は
な
な
き
な
つ
は
か
が
み
や
ま
の
ど
け
き
か
げ
ぞ
ま
さ

る
べ
ら
な
る

秋

大
井
が
は

261
大
井
川
そ
ま
に
あ
き
風
さ
む
け
れ
ば
た
つ
岩
浪
も
雪
と
こ
そ
見
れ

能
宣

（
秋
）
大
井
河

192
お
ほ
ゐ
が
は
う
け
る
も
み
ぢ
ば
い
か
だ
し
の
を
の
の
し
づ
く
を
し
ぐ

れ
と
や
お
も
ふ
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あ
ま
の
は
し
だ
て

262
み
つ
塩
も
の
ぼ
り
か
ね
て
ぞ
か
へ
る
ら
し
名
に
さ
へ
高
き
あ
ま
の
は
し
立

能
宣

（
冬
）
あ
ま
の
は
し
だ
て

195
よ
さ
の
う
み
の
あ
ま
の
は
し
だ
て
見
わ
た
せ
ば
か
た
が
た
な
み
を
わ

く
る
し
め
か
も

八
十
島

263
や
そ
島
を
ま
こ
と
に
い
か
で
み
て
し
か
な
春
の
い
た
ら
ぬ
う
ら
は
あ
り
や

と
能
宣

（
春
）
や
そ
し
ま

184
八
十
島
の
ち
ぢ
の
い
ろ
い
ろ
さ
く
は
な
を
よ
ろ
づ
よ
の
は
る
き
み
の

み
ぞ
み
む

う
き
し
ま

264
定
な
き
人
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
た
だ
う
き
島
は
名
の
み
な
り
け
り

能
宣

（
春
）
う
き
し
ま

185
わ
た
つ
み
の
そ
こ
に
ね
ざ
さ
ぬ
う
き
し
ま
は
か
め
の
せ
な
か
に
つ
め

る
ち
り
か
も

た
か
さ
ご

265
う
ち
よ
す
る
浪
と
を
の
へ
の
松
風
と
こ
ゑ
た
か
さ
ご
や
い
づ
れ
な
る
ら
ん

能
宣

（
冬
）
た
か
さ
ご

196
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
あ
ら
し
の
こ
ゑ
も
た
か
さ
ご
の
を
の
へ
の
ま
つ
に
つ
け

て
こ
そ
き
け

た
ご
の
浦

266
春
く
れ
ば
た
ご
の
う
ら
浪
う
ら
よ
く
て
出
で
ま
さ
り
け
り
あ
ま
の
つ
り
舟

能
宣

（
春
）
た
ご
の
う
ら

186
あ
づ
ま
ぢ
の
た
ご
の
う
ら
な
み
は
る
た
て
ば
き
し
の
う
へ
に
さ
く
は

な
か
と
ぞ
み
る

お
ほ
よ
ど

267
い
せ
の
あ
ま
に
と
ひ
は
き
か
ね
ど
大
淀
の
は
ま
の
み
る
め
は
し
る
く
ぞ
有

り
け
る

能
宣

（
春
）
お
ほ
よ
ど

188
は
な
の
い
ろ
と
と
き
は
の
ま
つ
も
お
ほ
よ
ど
の
し
づ
け
き
な
み
に
か

げ
ぞ
な
ら
へ
る

し
か
す
が
の
わ
た
り

268
ゆ
き
か
よ
ふ
ふ
な
せ
は
あ
れ
ど
し
か
す
が
の
わ
た
り
は
あ
と
も
な
く
ぞ
あ

り
け
る

能
宣

（
夏
）
し
か
す
が

190
ゆ
き
さ
し
て
わ
れ
か
へ
ら
め
や
し
か
す
が
の
わ
た
り
ご
こ
ち
の
も
の

う
か
る
ら
む

掛
詞
と
し
て
目
を
引
く
の
は
、

266
の
「
浦
」
に
「
占
」
を
か
け
た
と
こ
ろ
く

ら
い
で
あ
る
。
①
に
見
ら
れ
た
強
引
と
も
い
え
る
掛
詞
は
影
を
潜
め
、
名
所
の

景
色
に
重
点
を
移
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
詠
み
か
た
は
能

宣
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
屏
風
歌
の
両
者
の
和
歌
を
比
較
し
て
ま
ず
目
に

つ
く
の
は
、
順
の
心
情
吐
露
で
あ
る
。

263
で
は
「
春
の
い
た
ら
ぬ
う
ら
は
あ
り

や
と
」
と
不
遇
な
我
が
身
の
憂
い
を
訴
え
、

264
で
は
「
定
め
な
き
人
の
心
」
と

い
う
。
能
宣
が
、

184
で
「
よ
ろ
づ
よ
の
は
る
き
み
の
み
ぞ
み
む
」（
万
代
の
春
を

あ
な
た
様
だ
け
は
ご
覧
に
な
る
で
し
ょ
う
）
、

185
で
は
浮
島
を
亀
が
蓬
莱
山
を

載
せ
て
い
る
と
す
る
中
国
の
伝
説
と
結
び
つ
け
、「
か
め
の
せ
な
か
」
に
載
っ
て

い
る
と
し
て
め
で
た
く
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
障
子
歌
は
藤
大
納
言
邸
の
寝
殿

を
飾
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
祝
意
を
込
め
た
和
歌
を
詠
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

能
宣
の
和
歌
は
、
い
か
に
も
御
殿
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
順
の
和

歌
は
、
依
頼
人
の
期
待
に
応
え
る
よ
り
本
人
の
憂
い
の
心
情
を
表
わ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
順
の

261
は
「
岩
浪
」
を
冷
た
い
「
雪
」
と
詠
む
の
に
対
し
、
能

宣
の

192
は
「
う
け
る
も
み
ぢ
ば
」
と
錦
秋
を
詠
ん
で
い
る
。「
し
か
す
が
の
わ
た

り
」
で
は
、
能
宣
も
「
も
の
う
か
る
ら
む
」
と
う
か
な
い
気
持
ち
を
詠
む
が
、

こ
れ
は
、
中
務
の
「
ゆ
け
ば
あ
り
ゆ
か
ね
ば
く
る
し
し
か
す
が
の
わ
た
り
に
き
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て
ぞ
お
も
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
同
様
、
し
か
す
が
の
わ
た
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え

た
和
歌
で
あ
る
。
順
は

268
で
「
あ
と
も
な
く
ぞ
あ
り
け
る
」
と
詠
み
、
歌
枕
の

名
残
も
な
く
風
情
も
な
い
。
な
ぜ
順
が
こ
の
よ
う
な
詠
歌
を
し
た
の
か
が
問
題

で
あ
り
、
そ
こ
に
順
の
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

順
が
沈
淪
不
遇
の
歌
人
の
一
人
と
さ
れ
る
よ
う
に
、『
順
集
』
に
は
不
遇
を
嘆

く
歌
が
目
立
つ
。
勘
解
由
判
官
に
留
ま
り
昇
進
し
な
い
こ
と
を
、
長
官
藤
原
朝

成
に
訴
え
た
長
歌

118
の
進
呈
は
、
上
司
へ
自
ら
の
不
遇
を
訴
え
る
目
的
を
も
っ

て
行
っ
た
行
為
で
あ
り
、
公
的
に
提
出
す
る
漢
文
の
申
文
に
対
し
て
、
心
情
的

に
同
情
を
得
よ
う
と
す
る
私
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宮
中
へ
の
働
き
か
け

と
し
て
は
、

276
～

294
の
「
宣
旨
に
て
た
て
ま
つ
る
御
屏
風
の
う
た
」
に
添
え
て

蔵
人
に
差
し
出
し
た
和
歌
二
首
が
あ
る
。

295
ほ
ど
も
な
き
い
づ
み
ば
あ
り
に
し
づ
む
身
は
い
か
な
る
つ
み
の
ふ
か
き
な

る
ら
ん

296
天
つ
風
空
に
吹
き
あ
ぐ
る
ひ
ま
も
あ
ら
ば
沢
に
ぞ
た
づ
は
鳴
く
と
告
げ
な

んこ
ち
ら
は
、
内
裏
に
提
出
す
る
公
的
な
和
歌
に
添
え
て
、
蔵
人
に
見
て
も
ら

う
と
い
う
形
式
で
あ
る
。「
ほ
ど
も
な
き
い
ず
み
ば
か
り
」
と
和
泉
守
を
最
後
に

任
官
で
き
な
い
で
い
る
我
が
身
を
嘆
き
、「
告
げ
な
ん
」
と
こ
の
嘆
き
を
伝
え
て

ほ
し
い
と
詠
む
。
蔵
人
を
通
し
て
天
皇
近
く
に
伝
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
行

為
だ
が
、
形
式
と
し
て
は
直
訴
で
は
な
い
。
不
遇
を
嘆
く
和
歌
も
場
を
選
ん
で

詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
こ
の
祝
意
を
こ
め
る
べ
き
障
子
歌
の
中
で

の
訴
嘆
は
、
い
か
に
も
異
様
で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
は
、
依
頼
人
の
希
望
に
沿

っ
て
め
で
た
い
歌
で
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
せ
ず
、
ま
た
詠
進
歌
に

添
え
る
和
歌
で
も
な
く
、
障
子
歌
本
体
で
不
遇
を
訴
え
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時

期
の
順
の
重
点
が
み
え
る
。
歌
人
と
し
て
の
評
価
よ
り
、
そ
の
歌
を
目
に
し
た

貴
人
の
心
を
動
か
し
官
人
と
し
て
の
活
動
の
場
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
障

子
歌
は
、
髙
明
失
脚
以
降
有
力
な
拠
り
所
を
失
い
長
く
不
遇
で
あ
る
順
が
、
光

を
は
じ
め
と
す
る
貴
人
た
ち
と
の
接
触
の
機
会
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

歌
人
と
し
て
の
実
績
が
官
人
と
し
て
の
異
例
の
出
世
に
は
直
結
し
な
い
こ

と
は
、
貫
之
や
元
輔
ら
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
順
も
そ

の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
文
人
と
し
て
『
本
朝
文
粋
』
に
多
く
の

作
品
を
と
ら
れ
、
勅
撰
集
撰
者
で
も
あ
っ
た
順
は
、
和
漢
に
通
じ
実
績
を
も
っ

た
人
物
で
あ
っ
た
。
文
人
と
し
て
の
学
識
も
出
世
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

和
歌
の
世
界
で
の
順
は
、
双
六
盤
歌
や
碁
盤
歌
、
あ
め
つ
ち
の
歌
等
々
漢
詩
文

の
素
養
を
生
か
し
た
独
自
の
和
歌
を
創
り
、
他
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の

変
遷
を
見
れ
ば
、
独
自
の
和
歌
を
工
夫
す
る
一
方
で
一
般
に
評
価
さ
れ
る
和
歌

を
模
索
し
研
究
し
て
い
っ
た
よ
う
す
も
う
か
が
え
る
。
彼
は
、
素
直
に
感
情
を

う
た
う
こ
と
は
苦
手
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分
な
り
の
和
歌
を
創
ろ
う
と
努

力
し
た
結
果
特
異
な
歌
群
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
関
心
事
は
官
人
と

し
て
の
活
動
で
あ
り
、
不
遇
な
境
遇
に
あ
り
続
け
た
結
果
、
歌
人
と
し
て
の
活

動
の
場
に
訴
嘆
を
持
ち
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
訴
嘆
は
、
順
周
辺
の
歌
人
た
ち

に
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、
順
の
そ
れ
は
自
己
の
心
情
を
見
つ
め

る
和
歌
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
和
歌
が
も
た
ら
す
現
世
で
の
出
世
昇
進
と
結
び

つ
い
た
希
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
中
の
和
歌
は
、『
国
歌
大
観
第
三
巻
』
所
収
の
各
家
集
に
拠
り
、
番
号
は
国

歌
大
観
番
号
で
あ
る
。
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