
    

古
今
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歌
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巻
一 

春
歌
上 

四
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・
四
一
番
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四
〇 

 
 

月
夜
に
「
梅
の
花
を
折
り
て
」
と
、
人
の
い
ひ
け
れ
ば
、 

折
る
と
て
よ
め
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
つ
ね 

 

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
の
花 

香
を
た
づ
ね
て
ぞ

し
る
べ
か
り
け
る 

 

【
語
釈
】 

●
「
梅
の
花
折
り
て
」 

「
て
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
命
令
形
。
「
て
よ
」
と

い
う
の
が
普
通
。
口
語
か
。(

集
成) 

●
そ
れ
と
も
見
え
ず 

 

月
光
に
白
い
花
の
色
が
紛
れ
て
、
ど
れ
が
花
だ
か
わ
か
ら
な

い
。「
そ
れ
」
な
ど
の
語
は
下
に
打
ち
消
し
が
あ
る
場
合
、「
ど

れ
」
の
よ
う
に
訳
す
。
な
お
、「
そ
れ
と
も
」
を
「
見
れ
ど
も
」

と
す
る
古
写
本
も
あ
る
。(

新
全
集) 

●
べ
か
り
け
る 

「
べ
か
り
」
は
可
能
の
助
動
詞
。
「
け
る
」
は
上
の
「
ぞ
」
と

呼
応
し
、
た
ず
ね
る
べ
き
だ
と
初
め
て
分
か
っ
た
、
の
意
。（
新

全
集
） 

 

【
通
釈
】 

月
夜
に
「
梅
を
一
枝
折
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
人
が
言
う
の
で
、

折
ろ
う
と
し
て
詠
ん
だ
歌 

月
夜
に
は
、
白
い
光
に
紛
れ
て
梅
の
花
の
見
分
け
が
つ
か
な
い

こ
と
だ
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
香
り
を
た
ど
っ
て
探
す
こ
と
で
、

そ
の
あ
り
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
な
あ
。 

 

【
補
釈
】 

・
『
白
氏
文
集
』
巻
二 

諷
喩
・
答
桐
花
に 

 

山
木
多
蓊
鬱 

茲
桐
獨
亭
亭 

 

葉
重
碧
雲
片 

花
簇
紫
霞
英 

 

是
時
三
月
天 

春
暖
山
雨
晴 

 

夜
色
向
月
浅 

暗
香
隨
風
軽 

と
い
う
箇
所
が
あ
り
、
花
の
姿
は
見
え
な
い
闇
の
中
を
、
香
が

漂
う
と
い
う
景
は
漢
詩
に
好
ん
で
読
ま
れ
た
。（『
新
大
系
』
参
照
） 

四
一 

春
の
夜
の
梅
の
花
を
よ
め
る 

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
の
花 

色
こ
そ
見
え
ね
香

や
は
か
く
る
ゝ 

 

【
語
釈
】 

●
あ
や
な
し 

・(

あ
や
‐
な
・
い
【
文
無
】) 

筋
が
通
ら
な
い
。
理
屈
に
合
わ
な
い
。
不
条
理
な
こ
と
で
あ

る
。
無
法
で
あ
る
。(

用
例
は
当
歌
が
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る) 

 

和
語
と
し
て
上
代
に
用
例
が
見
い
だ
せ
な
い
の
は
、
漢
語
に

由
来
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。(

『
日
本
国

語
大
辞
典
』) 

・「
文(

模
様)

な
し
」
が
原
義
。
筋
道
が
立
た
な
い
の
意
。
同
じ

作
者
に
『
拾
遺
集
』
・
一
六 

 
 

斎
院
御
屏
風
に 

香
を
と
め
て
誰
折
ら
ざ
ら
ん
梅
の
花
あ
や
な
し
霞
立
ち
な
隠
し
そ 

の
歌
が
あ
る
。(
集
成) 

●
香
や
は
か
く
る
ゝ 

・
匂
い
が
隠
れ
る
だ
ろ
う
か
、
隠
れ
は
し
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。 

「
や
は
」
は
反
語
の
意
。
（
新
全
集
） 

 

【
通
釈
】 

春
の
夜
の
梅
の
花
を
詠
ん
だ
歌 

春
の
夜
の
闇
は
無
意
味
な
こ
と
だ
。
梅
の
花
の
色
、
姿
は
た
し

か
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
こ
の
香
り
は
隠
し
よ

う
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
隠
し
よ
う
が
な
い
は
ず
だ
。
そ

れ
な
ら
、
そ
の
梅
の
色
も
見
せ
て
く
れ
た
ら
い
い
も
の
を
。 

 

【
補
釈
】 

・「
暗
香
浮
動
（
梅
の
香
が
闇
の
中
を
漂
う
こ
と
）
」
と
い
う
当

時
の
人
の
常
識
に
何
か
一
つ
の
新
し
さ
を
付
け
加
え
よ
う
と

苦
心
し
た
結
果
が
第
二
句
の
「
闇
は
あ
や
な
し
」
で
あ
る
。（
新

全
集
） 
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畑
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【
配
列
】 

 
く
ら
ふ
や
ま
に
て
よ
め
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ら
ゆ
き 

三
九 
う
め
の
は
な
に
ほ
ふ
は
る
へ
は
く
ら
ふ
や
ま
や
み
に
こ
ゆ
れ
と
し
る
く
そ
あ
り
け
る 

 
 

つ
き
よ
に
う
め
の
は
な
を
お
り
て
と
ひ
と
の
い
ひ
け
れ
は
お
る
と
て
よ
め
る 

 

み
つ
ね 

四
〇 

つ
き
よ
に
は
そ
れ
と
も
み
え
す
う
め
の
は
な
か
を
た
つ
ね
て
そ
し
る
へ
か
り
け
る 

  
 

は
る
の
よ
の
む
め
の
は
な
を
よ
め
る 

四
一 

は
る
の
よ
の
や
み
は
あ
や
な
し
う
め
の
は
な
い
ろ
こ
そ
み
え
ね
か
や
は
か
く
る
ゝ 

  

は
つ
せ
に
ま
う
つ
る
こ
と
に
や
と
り
け
る
ひ
と
の
い
へ
に 

ひ
さ
し
く
や
と
ら
て
ほ
と
へ
て
の
ち
に
い
た
れ
り
け
れ
は 

 

か
の
い
へ
の
あ
る
し
か
く
さ
た
か
に
な
ん
や
と
り
は
あ
る
と 

い
ひ
い
た
し
て
は
へ
り
け
れ
は
そ
こ
に
た
て
り
け
る
う
め
の 

は
な
を
お
り
て
よ
め
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ら
ゆ
き 

四
二 

ひ
と
は
い
さ
こ
こ
ろ
も
し
ら
す
ふ
る
さ
と
は
は
な
そ
む
か
し
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る 

 

 

●
三
九
～
四
一
番
歌
は
暗
闇
の
中
に
漂
う
梅
の
香
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。 

●
三
九
・
四
〇
番
歌
で
は
「
し
る
」
と
「
け
る
」
で
韻
を
踏
む
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
古
今
集
に
お
け
る
漢
詩
の
影
響
の
強

さ
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。 
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