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春
歌
上 
三
十
六
・
三
十
七
番
歌 

【
三
十
六
番
歌
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

む
め
の
花
を
を
り
て
よ
め
る 

 
 
 
 
 
 

源
常
嵯
峨
源
氏 
左
大
臣
左
大
将 

 

東
三
条
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

斉
衡
元
年
薨
四
十
四 

鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花 

 

 
 
 

折
り
て
か
ざ
さ
む
老
い
か
く
る
や
と 

語
釈 ○

東
三
条
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
―
「
お
ほ
き
ま

う
ち
ぎ
み
」
と
は
大
臣
の
こ
と
で
あ
る
。「
お
ほ
き
」
は

名
詞
に
つ
い
て
偉
大
で
あ
る
と
い
う
意
を
添
え
た
り
、

同
じ
位
階
、
官
職
の
う
ち
上
位
の
方
を
指
す
言
葉
。「
ま

う
ち
ぎ
み
」
は
「
ま
え
つ
き
み
」
か
ら
転
じ
た
も
の
で

天
皇
の
御
前
に
伺
候
す
る
人
を
尊
敬
し
て
い
う
言
葉
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
東
三
条
に
邸
宅
が
あ
り
、
左
大
臣
で

あ
っ
た
源
常
の
こ
と
で
あ
る
。
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
弘

仁
三
年
（
八
一
二
）
に
生
ま
れ
る
。
承
和
四
年
（
八
三

七
）
に
左
大
将
、
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
に
は
左
大

臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
、
承
和
七
年
（
八
四
二
）
に

は
藤
原
緒
嗣
と
共
に
、『
日
本
後
紀
』
の
編
纂
に
も
携
わ

る
。
緒
嗣
が
亡
き
後
は
政
治
の
首
班
に
立
ち
、
兄
弟
と

共
に
嵯
峨
源
氏
と
し
て
一
大
勢
力
を
な
し
た
。
斉
衡
元

年
（
八
五
四
）
薨
去
。 

○
鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花
―
鶯
が
笠
を
縫
う
と
い

う
梅
の
花
。
「
笠
」
は
か
ぶ
り
笠
を
指
し
、
「
ぬ
ふ
」
は

笠
を
作
る
こ
と
を
い
う
。「
梅
の
花
」
は
そ
の
形
か
ら
笠

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
鶯
が
梅
に
寄
っ
て

き
て
、
枝
移
り
す
る
こ
と
を
笠
を
縫
う
と
例
え
て
い
る
。

縫
う
か
ら
に
は
糸
が
必
要
だ
が
、
こ
の
歌
の
本
歌
と
な

っ
て
い
る
一
〇
八
一
番
歌
か
ら
「
青
柳
」
を
糸
に
例
え

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
鶯
が
（
青
柳
を
糸
に

し
て
）
縫
っ
た
笠
が
梅
の
花
と
い
う
の
で
あ
る
。 

○
折
り
て
か
ざ
さ
む
―
折
っ
て
か
ざ
そ
う
。
花
を
髪
や

冠
に
か
ざ
す
こ
と
で
神
の
依
代
と
し
、
さ
ら
に
花
の
生

気
で
不
老
長
寿
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
た
。 

○
老
い
か
く
る
や
と
―
老
い
た
顔
が
か
く
れ
る
か
と
思

っ
て
。
笠
を
か
ぶ
る
と
顔
が
隠
れ
る
こ
と
か
ら
鶯
の
笠

で
あ
る
梅
の
花
を
冠
に
か
ざ
す
こ
と
で
自
分
の
老
い
た

顔
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。 

通
釈 鶯

が
縫
っ
て
笠
に
す
る
と
い
う
梅
の
花
を
私
も
折
っ
て

か
ざ
そ
う
、
老
い
た
私
の
顔
が
隠
れ
る
か
と
思
っ
て
。 

余
釈 生

気
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
梅
の
花
を
笠
に
見
立
て
、
そ
の

笠
を
か
ぶ
る
こ
と
で
自
分
の
老
い
を
隠
そ
う
と
し
て
い

る
。 語

釈
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
歌
は
一
〇
八
一
番
歌
が

本
歌
に
な
っ
て
い
る
。
一
〇
八
一
番
歌
は
催
馬
楽
に
も

は
い
っ
て
お
り
、「
返
し
も
の
の
う
た
」
と
は
催
馬
楽
の

際
に
大
和
琴
の
調
弦
を
呂
か
ら
律
に
転
調
す
る
時
に
歌

う
歌
を
い
う
。「
柳
」
は
漢
語
で
柳
糸
と
さ
れ
、
よ
く
糸

に
た
と
え
ら
れ
る
。 

資
料 

一
〇
八
一
番
歌 

返
し
も
の
の
う
た 

青
柳
を
片
糸
に
よ
り
て
う
ぐ
い
す
の 

縫
ふ
て
ふ
笠
は
む
め
の
は
な
笠 

（
青
柳
を
片
糸
に
撚
っ
て
鶯
が
縫
う
笠
は
梅
の
花
笠
で

あ
る
よ
） 

 

【
三
十
七
番
歌
】 

 
 

題
し
ら
ず 

 
 
 
 

素
性
法
師 

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
み
し 

 
 

梅
の
花
あ
か
ぬ
色
か
は
折
り
て
な
り
け
り 

語
釈 ○

素
性
法
師
―
遍
照
の
子
で
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。（
六

番
歌
参
照
） 
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○
よ
そ
に
の
み
―
遠
い
所
か
ら
ば
か
り
。
こ
こ
で
は
下

の
「
折
り
て
」
に
対
し
て
使
わ
れ
、
樹
上
の
梅
を
観
賞

す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。 

○
あ
か
ぬ
色
か
―
い
つ
ま
で
見
て
い
て
も
飽
き
る
こ
と

の
な
い
色
や
香
り
。
「
か
」
は
香
の
こ
と
で
あ
る
。 

○
折
り
て
―
手
折
っ
て
。
上
で
遠
く
か
ら
梅
を
愛
で
て

い
た
の
に
対
し
て
こ
ち
ら
で
は
手
に
取
っ
て
見
て
い
る
。 

通
釈 遠

く
か
ら
ば
か
り
美
し
い
梅
の
花
だ
と
見
て
い
た
が
、

そ
の
飽
き
る
こ
と
な
い
色
や
香
り
は
手
折
っ
て
み
て
わ

か
っ
た
こ
と
だ
な
ぁ
。 

余
釈 

今
ま
で
遠
く
か
ら
梅
を
眺
め
て
い
た
が
、
手
折
っ
て

近
く
で
見
る
こ
と
で
新
た
に
梅
の
色
や
香
り
の
す
ば
ら

し
さ
を
見
出
し
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
題
し
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
素
性
集
』
で
は
「
ん
め
の
は
な
を
ひ
と
に
や
る
と
て
」

な
ど
詞
書
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
歌
は

単
に
梅
の
花
を
折
っ
た
の
で
は
な
く
誰
か
に
贈
ろ
う
と

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

こ
れ
に
つ
い
て
松
田
も
前
後
に
「
梅
の
花
を
折
り
て
」

と
い
う
詞
書
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
や
は
り
自
分

で
梅
の
花
を
折
っ
て
人
に
贈
っ
た
時
の
歌
で
あ
る
と
し

て
い
る
。 

こ
れ
ま
で
は
色
と
香
は
続
け
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
色
か
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

現
代
で
は
色
香
と
普
通
に
使
わ
れ
る
が
、
当
時
の
歌
の

中
で
は
こ
こ
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。 

ま
た
、
八
代
集
で
も
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
四
七
、

一
四
四
五
番
歌
（
資
料
参
照
）
に
登
場
す
る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
二
首
も
現
代
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
女
性

の
色
気
は
指
し
て
お
ら
ず
、
単
純
に
梅
の
花
の
色
と
匂

い
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
従
っ
て
現
代
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

資
料 

 

新
古
今
和
歌
集 

 
 

四
七
番
歌 

 
 

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女 

 
 

梅
の
花
あ
か
ぬ
色
香
も
昔
に
て 

 
 
 
 

同
じ
形
見
の
春
の
夜
の
月 

 

  
 

一
四
四
五
番
歌 

 

花
山
院
御
歌 

 

色
香
を
ば
思
ひ
も
入
れ
ず
梅
の
花 

 
 
 
 

常
な
ら
ぬ
世
に
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る 

 

配
列 三

十
五
番
歌 

梅
の
花
た
ち
よ
る
ば
か
り
あ
り
し
よ
り
人
の
と
が
む
る

香
に
ぞ
し
み
い
る 

三
十
六
番
歌 

鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
さ
む
老
い
か

く
る
や
と 

三
十
七
番
歌 

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
み
し
梅
の
花
あ
か
ぬ
色
か
は

折
り
て
な
り
け
り 

三
十
八
番
歌 

き
み
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知

る
人
ぞ
知
る 

三
十
五
番
歌
で
は
恋
の
感
情
を
込
め
つ
つ
梅
の
花
を

愛
で
て
い
た
が
、
新
た
に
梅
の
花
を
折
る
歌
が
始
ま
る
。

三
十
六
番
歌
は
梅
の
花
を
冠
に
差
し
、
自
分
の
老
い
を

隠
そ
う
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
三
十
七
番
歌

の
い
ま
ま
で
遠
く
か
ら
ば
か
り
眺
め
て
い
た
梅
の
花
を

手
折
っ
て
身
近
に
見
る
こ
と
で
梅
の
素
晴
ら
し
さ
を
再

発
見
す
る
歌
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
次
の
三
十

八
番
歌
の
梅
の
花
を
人
に
贈
る
歌
へ
と
続
い
て
い
く
。 
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