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春
歌
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三
二
・
三
三
番
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題
し
ら
ず 

 
 
 

 
 

よ
み
人
し
ら
ず 

 

三
二 

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ 

梅
の
花
あ
り
と

や
こ
こ
に
鶯
の
鳴
く 

 

【
語
釈
】 

●
袖
こ
そ
に
ほ
へ 

 

袖
が
殊
に
、
そ
の
移
り
香
で
に
お
う
の
だ
。
袖
の
香
は

当
時
の
風
と
し
て
薫
物
の
香
で
あ
る
。
そ
れ
を
鶯
と
の
関

係
か
ら
梅
の
花
の
香
の
移
り
香
と
し
た
も
の
。(

評
釈) 

 

こ
の
下
に
「
花
が
実
際
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど

と
補
っ
て
解
す
る
。(

新
全
集) 

●
あ
り
と
や
こ
こ
に 

 

「
こ
こ
に
あ
り
と
や
」
を
倒
語
と
し
た
も
の
。
「
こ
こ

に
」
は
「
袖
に
」
。「
あ
り
と
や
」
は
、
梅
の
花
が
あ
る
と

思
う
の
か
、
で
、
「
や
」
は
疑
問
。(

評
釈)(

全
集
も
同
様

の
説) 

【
注
釈
】 

●
花
を
「
折
る
」
の
は
唐
詩
に
も
好
ん
で
読
む
。
花
を
心

か
ら
愛
す
る
や
さ
し
い
美
的
行
為
の
ひ
と
つ
。
梅
は
香
り

を
主
と
し
て
読
む
が
、
色(

姿)

も
よ
む
。(

新
大
系) 

●
梅
の
花
が
咲
く
と
鶯
が
そ
の
枝
に
来
て
鳴
く
美
し
い

光
景
を
、
人
間
生
活
に
引
き
つ
け
て
、
梅
の
花
は
女
性
、

鶯
は
男
性
で
、
そ
こ
に
恋
愛
関
係
が
あ
る
と
見
る
の
は
、

当
時
の
詩
的
常
識
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
、

梅
の
花
の
な
い
所
へ
鶯
が
来
て
、
し
か
も
作
者
の
身
に
近

く
鳴
い
た
の
で
あ
る
。
梅
の
花
が
な
い
の
に
鶯
が
鳴
く
と

い
う
異
常
な
こ
と
に
対
し
て
理
由
を
求
め
、
自
分
は
前
に

梅
の
花
を
折
っ
た
の
で
、
そ
の
移
り
香
が
袖
に
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
鶯
は
梅
の
花
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

と
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
論
、
誇
張
で
あ
る
。(

中

略) 

耽
美
的
な
心
に
、
理
由
を
求
め
て
分
解
し
、
誇
張

す
る
事
は
、
当
時
最
も
好
ま
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
が
新
し

い
歌
風
の
中
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
み
人
し
ら
ず
で
あ

る
が
、こ
の
歌
は
当
時
の
歌
風
の
中
心
に
迫
っ
て
い
る
趣

の
あ
る
も
の
で
あ
る
。(

評
釈) 

※
古
今
集
に
お
い
て
「
梅
」
と
「
鶯
」
の
よ
ま
れ
て
い
る

歌
は
五
番
歌
な
ど
を
参
照
。 

※
三
一
番
歌
の
「
帰
る
雁
」
に
も
、
こ
れ
か
ら
花
が
咲
く

と
い
う
の
に
帰
っ
て
し
ま
う
な
ん
て
、
花
の
無
い
里
に
住

み
慣
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、と
い
う
理
由
が
推
測
さ
れ

て
い
る
。 

※
余
釈
と
し
て
、
「
あ
り
と
や
こ
こ
に
」
と
い
う
句
が
用

い
ら
れ
て
い
る
歌
の
例
を
挙
げ
る
。 

 

き
く
人
も
あ
り
と
や
こ
こ
に
ほ
と
と
ぎ
す 

み
山
を

い
で
ぬ
こ
ゑ
の
き
こ
ゆ
る 

(

雅
康
集
・
一
〇
四) 

 

を
り
つ
れ
ば
あ
り
と
や
こ
こ
に
菊
の
花 

こ
て
ふ
も

袖
に
し
た
ひ
き
ぬ
ら
ん 

(

雪
玉
集
・
一
四
二
七) 

 

呉
竹
の
園
生
か
は
ら
ぬ
世
世
の
や
ど
も
あ
り
と
や
こ

こ
に
な
る
る
鶯 

(

通
勝
集
・
八
〇
六) 

 
 【

通
釈
】 

梅
を
手
折
っ
た
の
で
、
そ
の
移
り
香
で
私
の
袖
が
匂
う
の

だ
が
、
そ
れ
を
梅
の
花
が
あ
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

私
の
袖
に
鶯
が
来
て
鳴
い
て
い
る
。 

  

三
三 

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ 

 

た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も 

 

【
語
釈
】 

●
色
よ
り
も 

 

「
色
」
は
梅
の
色
で
、
当
時
の
梅
は
す
べ
て
白
梅
で
あ

っ
た
。(

評
釈) 

●
あ
は
れ 

 

愛
で
た
い
、
と
い
う
に
当
た
る
。(

評
釈) 

●
た
が
袖
ふ
れ
し 

 

香
の
上
で
、
第
一
に
思
わ
れ
る
の
は
、
衣
に
染
み
た
薫

物
の
そ
れ
で
あ
る
。
薫
物
は
身
分
の
高
い
人
ほ
ど
、
好
い
、

ま
た
高
い
香
の
物
を
用
い
て
い
た
。
「
た
が
袖
ふ
れ
し
」

は
、
梅
の
香
を
薫
物
の
移
り
香
と
し
て
、
ど
う
い
う
人
の

袖
が
触
れ
て
そ
の
香
を
と
ど
め
た
の
か
の
意
。
「
た
が
」

と
言
わ
れ
て
い
る
人
は
身
分
が
高
い
と
の
余
意
が
あ
る
。

(

評
釈) 

●
や
ど 

 

「
宿
」
と
も
、
「
屋
戸
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
家
の
庭
前
の
意
。(

新
全
集) 
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●
ぞ
も 

 
「
ぞ(

係
助
詞)

」+

「
も(

終
助
詞
・
詠
嘆)

」
で
、
「
た

が
」
の
様
な
疑
問
語
と
と
も
に
、
詠
嘆
を
伴
う
疑
問
の
意

を
あ
ら
わ
す
。(

新
全
集) 

【
注
釈
】 

●
梅
の
香
の
愛
で
た
さ
を
、
怪
し
み
驚
い
た
心
で
あ
る
。

こ
の
よ
み
手
は
さ
ら
に
薫
物
の
香
を
愛
で
た
い
も
の
と

お
も
う
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
薫
物
は
憧
れ
で
あ
っ
て
、

自
身
で
は
用
い
ら
れ
な
い
階
級
の
人
で
あ
る
。こ
れ
は
お

の
ず
か
ら
な
る
余
情
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、こ

の
心
は
多
く
の
共
鳴
者
を
持
っ
て
、
味
わ
い
の
あ
る
も
の

と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。(

評
釈
・
一
部
改) 

【
通
釈
】 

色
よ
り
も
そ
の
香
を
よ
り
愛
で
た
い
と
思
う
こ
と
だ
。い

っ
た
い
こ
の
家
の
梅
は
、
ど
の
よ
う
な
方
の
袖
が
ふ
れ
て
、

そ
の
移
り
香
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
か
な
あ
。 

 

【
配
列
】 

三
一 

春
霞
た
つ
を
見
す
て
て
ゆ
く
か
り
は
花
な
き
里

に
住
み
や
な
ら
へ
る 

三
二 

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ 

梅
の
花
あ
り
と

や
こ
こ
に
鶯
の
鳴
く 

三
三 

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ 

た

が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も 

三
四 

や
ど
近
く
梅
の
花
う
ゑ
じ 

あ
ぢ
き
な
く
ま
つ

人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り 

 

三
二
番
歌
は
前
の
鳥
歌
群
を
う
け
つ
い
で
「
鶯
」を
よ
む
。

同
時
に
、
こ
こ
か
ら
梅
歌
群
が
は
じ
ま
る
。 

三
三
、
三
四
番
歌
は
梅
の
香
に
重
き
を
置
い
た
歌
と
な
っ

て
い
る
。 
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