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『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上　

四
三
・
四
四
番
歌	

大
野　

祐
子

　

四
三
番
歌　

【
本
文
】　

	

水
の
辺
ほ
と
り
に
梅
の
花
さ
け
り
け
る
を
よ
め
る　

伊
勢

　

春
ご
と
に　

流
る
ゝ
河
を
花
と
み
て　

折
ら
れ
ぬ
水
に
袖
や
ぬ
れ
な
ん

【
歌
意
】

　
　
　
　

水
の
ほ
と
り
に
梅
の
花
が
さ
い
て
い
る
の
を
詠
ん
だ
歌　

伊
勢

　

春
に
な
る
ご
と
に
、
流
れ
る
河
を
花
だ
と
思
っ
て
（
手
を
伸
ば
し
て
手

折
ろ
う
と
し
て
）、
手
折
れ
な
い
水
に
袖
を
濡
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

【
他
出
文
献
】　

伊
勢
集
（
群
・
西
・
歌
）、
新
撰
和
歌
、
古
今
六
帖
三
「
水
」、

　

古
来
風
躰
抄

【
校
異
】（
片
桐
全
評
釈
よ
り
）

〔
詞
書
〕―

ナ
シ
（
俗
）。
○
梅
花―

梅
の
花
の
（
基
・
筋
・
元
・
公
・
関
・

静
・
六
・
永
・
前
・
伏
・
寂
・
昭
・
建
・
経
・
暦
・
高
）。
○
さ
け
り

け
る
を―

さ
け
る
を
（
善
・
基
・
筋
・
元
）―

さ
か
り
な
り
け
る
を
（
六
）。

○
よ
め
る―

ヨ
ム
ダ
ル
（
永
イ
・
前
イ
・
天
イ
）―

み
て
よ
め
る
（
公
）

○
な
が
る
ゝ
河―

な
が
る
ゝ
み
づ
（
亀
・
筋
・
元
）。
○
お
ら
れ
ぬ
水

―

を
ら
れ
ぬ
な
み
（
筋
・
元
）。
○
袖
や
ぬ
れ
南―

そ
で
ぞ
ぬ
れ
け
る

（
筋
・
元
）

cf.
『
伊
勢
集
』「
春
ご
と
に
流
る
る
水
を
花
と
見
て
折
ら
れ
ぬ
波
に
袖
や
ぬ

る
ら
ん
」

○
流
る
る
水
を　

類
・
仙―

な
か
る
る
河
を　

○
折
ら
れ
ぬ
波
に　

類
・

仙―

お
ら
れ
ぬ
水
に　

○
袖
や
ぬ
る
ら
ん　

類
・
仙―

袖
や
ぬ
れ
な
む

【
語
釈
】

○
詞
書
「
水
の
辺
ほ
と
り
に
」―

『
伊
勢
集
』
で
の
詞
書
は
後
に
記
し
た
と
お
り
「
京

極
院
」
と
な
っ
て
い
る
。「
伊
勢
集
全
釈
」
で
は
、「
こ
の
呼
称
か
ら
考
え

て
、
お
そ
ら
く
左
京
京
極
大
路
に
面
し
て
あ
っ
た
院
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
所
在
は
不
明
。
ま
た
こ
の
院
と
宇
多
帝
と
の
関
係
も
不
明
。」
と
あ
る
。

京
極
院
の
場
所
は
不
明
だ
が
、
伊
勢
集
の
詞
書
か
ら
は
院
内
の
池
の
ほ
と

り
で
の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
集
』で
は
そ
れ
を「
水

の
ほ
と
り
」
と
漠
然
と
し
た
表
現
に
改
変
し
て
い
る
。

○
詞
書
「
梅
の
花
」―

後
述
す
る
と
お
り
、伊
勢
集
で
は
梅
で
は
な
く
「
桜
」

を
詠
ん
だ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

○
春
ご
と
に

窪
田―

「
春
毎
に
」
が
過
去
の
春
で
あ
る
か
、
未
来
の
春
で
あ
る
か
を
諸

注
問
題
と
し
て
い
る
。
余
材
は
、「
発
句
を
第
二
の
句
の
下
に
う
つ
し
て

心
得
べ
し
、
梅
を
愛
す
る
ま
ま
に
、
な
が
る
る
水
に
影
の
う
つ
れ
る
を
、

た
だ
こ
と
し
の
み
な
ら
ず
、
猶
行
末
の
春
ご
と
に
花
と
ま
が
ひ
て
、
を

ら
ん
と
し
て
、
は
か
な
く
袖
や
ぬ
れ
な
む
と
よ
め
る
歟
。
あ
る
ひ
は
又
、

春
ご
と
に
と
は
、
今
ま
で
の
過
こ
し
方
を
い
ひ
て
、
猶
こ
り
ず
ま
に
此

春
も
、
折
れ
ぬ
影
故
に
袖
や
ぬ
れ
な
ん
と
よ
め
る
歟
」
と
い
っ
て
両
様

の
解
を
し
て
い
る
。

竹
岡
全
評
釈―

次
の
「
年
を
へ
て
」
と
と
も
に
、「
春
ご
と
に
」
の
と
こ
ろ

に
帝
に
対
す
る
言
寿
ぎ
の
気
持
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

○
流
る
ゝ
河
を
花
と
み
て

新
潮―

遣
水
に
映
っ
た
花
影
を
本
当
の
花
だ
と
思
っ
て
。
水
の
清
ら
か
さ

と
花
の
色
の
鮮
や
か
さ
。

新
全
集―

流
れ
る
川
の
水
面
に
映
っ
て
い
る
花
の
影
を
、
本
当
の
花
と
見

間
違
え
て
。
下
に
「
折
ろ
う
と
し
て
も
」
と
補
っ
て
解
す
る
。

※　

校
異
で
「
流
る
る
水
」
と
す
る
本
文
が
あ
る
（
亀
・
筋
・
元
）。
筋
・

元
で
は
、
四
句
を
「
波
」
と
し
て
、『
伊
勢
集
』
西
本
願
寺
本
系
と
同
じ

本
文
と
な
っ
て
い
る
。

○
折
ら
れ
ぬ
水
に

松
田
新
釈―

折
る
こ
と
の
で
き
な
い
水
。「
れ
」
は
可
能
の
助
動
詞
「
る
」

の
未
然
形
。
新
し
い
表
現
で
、
こ
の
歌
の
中
心
句
。
水
面
に
投
影
す
る

梅
の
枝
を
、
折
ろ
う
と
し
て
も
折
れ
な
い
の
を
言
う
。

新
大
系―

花
を
「
折
る
」
の
は
唐
詩
に
も
好
ん
で
よ
む
。
花
を
、
心
か
ら

愛
す
る
や
さ
し
い
美
的
行
為
の
一
つ
。
梅
は
香
り
を
主
と
し
て
よ
む
が
、

色
（
姿
）
も
よ
む
。
裏
に
異
性
へ
の
想
い
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。

実
生
活
で
香
（
こ
う
）
を
多
用
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。「
梅
」
の

歌
は
、
移
り
香
・
夜
の
梅
・
水
辺
の
梅
・
散
る
梅
、
冬
部
の
雪
中
梅

（334-337

）
な
ど
に
分
れ
る
。

新
全
集―

水
面
の
水
の
影
は
折
る
こ
と
が
で
き
ず
に
の
意
。

片
桐
全
評
釈―

「
折
ら
れ
ぬ
浪
に
」
と
す
る
本
も
あ
る
。「
浪
」
は
「
折
る
」

の
縁
語
。
東
歌
・
一
〇
九
四
「
沖
に
を
れ
浪
」
参
照
。
本
当
の
枝
で
あ

れ
ば
折
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
水
に
映
っ
て
い
る
だ
け

だ
か
ら
、
折
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
鑑
賞
と
評
論
〕
河
を
花
と
見
て
「
折
ら
れ
ぬ
水
」
と
言
っ
て
洒
落
た
だ

け
と
見
る
見
解
が
優
勢
だ
が
、
物
足
り
な
い
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
春
に

ふ
さ
わ
し
く
、
の
ん
び
り
と
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
、
今
年
も
ま
た
、
水

に
映
っ
て
い
る
花
を
折
ろ
う
と
し
て
袖
を
ぬ
ら
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う

よ
…
と
い
う
耽
美
と
余
裕
こ
そ
が
こ
の
歌
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。

伊
勢
集
全
釈―

「
折
ら
れ
ぬ
波
」
水
に
映
っ
た
花
影
は
折
り
取
る
こ
と
が
で

き
ず
、
手
に
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
波
が
立
つ
の
で
、「
折
ら
れ

ぬ
波
」
と
詠
ん
だ
。

秋
山―

「
を
ら
」
は
「
折
ら
」
と
袖
の
縁
語
「
織
ら
」
と
を
掛
け
て
い
る
。

※　

参
考
歌

◆
「
折
る
」
と
「
織
る
」

　
　
『
後
撰
集
』
一
四
一
八
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

よ
そ
に
を
る
袖
た
に
ひ
ち
し
藤
衣
涙
に
花
も
見
え
ず
ぞ
あ
ら
ま
し

◆
「
水
」
と
「
折
る
」

　
　
『
貫
之
集
』
一
〇
六
（
延
喜
十
八
年
四
月
東
宮
の
御
屏
風
）

　
　
　

池
の
ほ
と
り
に
藤
の
花
さ
き
た
る
所

水
に
さ
へ
春
や
く
る
る
と
立
ち
か
へ
り
池
の
藤
な
み
折
り
つ
つ
ぞ
み
る

　

四
四
番
歌　
　
　

【
本
文
】　
（
水
の
辺
ほ
と
り
に
梅
の
花
さ
け
り
け
る
を
よ
め
る　

伊
勢
）

　

年
を
へ
て
花
の
鏡
と
な
る
水
は　

ち
り
か
ゝ
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
む

【
歌
意
】

　

年
が
経
っ
て
花
を
映
す
鏡
と
な
る
水
は
、
花
び
ら
が
散
り
か
か
る
の
を
塵

が
か
か
る
の
と
同
じ
よ
う
に
曇
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

【
他
出
文
献
】
古
今
六
帖
六
「
花
」、伊
勢
集
（
群
・
西
・
歌
）、和
漢
朗
詠
集
（
諸

本
に
よ
っ
て
は
、
作
者
を
伊
勢
の
娘
の
「
中
務
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
）

cf.
①
『
栄
花
物
語
』「
根
合
せ
」―

頼
通
、
法
成
寺
新
堂
を
供
養

女
房
は
、
桜
ど
も
に
、
萌
黄
の
打
ち
た
る
、
山
吹
の
二
重
織
物
の
表

着
、
藤
の
唐
衣
、
萌
黄
の
裳
に
絵
か
き
、
縫
物
し
、
羅
鈿
し
、
口
口

置
な
ど
、
め
も
あ
や
に
、「
心
の
ゆ
き
て
」
な
ど
い
ふ
歌
を
、
金
の

具
の
ち
ひ
さ
き
を
造
り
て
、
歌
絵
に
て
桜
の
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
か

た
を
か
き
た
り
。「
玉
と
貫
け
る
青
柳
」な
ど
、い
と
を
か
し
。
ま
た
、

し
つ
ら
ひ
の
か
た
を
し
て
、
帳
台
、
唐
櫛
笥
、
昼
の
御
座
の
か
た

を
し
た
る
人
も
あ
り
。「
花
の
鏡
と
な
る
水
は
」
と
て
、
い
と
を
か

し
げ
な
る
鏡
を
池
に
押
し
た
る
人
も
あ
り
。

　

②
能
「
桜
川
」
ク
セ
の
謡
い
出
し



【
校
異
】
○
花
の
鏡―

は
る
の
鏡
（
亀
）。

【
語
釈
】

○
花
の
鏡
と
な
る
水
は

新
大
系―
水
が
花
を
映
す
の
で
鏡
と
見
立
て
た
表
現
。

○
ち
り
か
ゝ
る
を
や

余
材
抄―

散
か
ゝ
る
に
塵
を
そ
へ
た
り
。
鏡
は
久
し
く
な
れ
は
塵
の
か
ゝ
り

て
く
も
れ
は
、
年
を
経
て
花
の
た
め
に
鏡
と
な
り
て
影
を
映
す
水
も
、
花

の
ち
り
か
ゝ
る
を
や
く
も
る
と
は
い
ふ
ら
ん
と
な
り

松
田
新
釈―

花
び
ら
が
散
り
か
か
る
に
、
鏡
に
塵
が
か
か
っ
て
曇
る
意
を
か

け
た
。
こ
こ
に
こ
の
歌
の
発
想
の
新
奇
さ
が
あ
る
。

新
全
集―

花
が
「
散
り
か
か
る
」
意
に
、
鏡
に
「
塵
が
か
か
る
」
意
を
か
け

て
い
る
。　

人
が
用
い
て
い
る
鏡
に
は
、曇
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、

花
の
鏡
に
も
、
曇
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
と
、
前
半
で
話
題
を
提

供
し
て
、
そ
れ
は
「
ち
り
か
か
る
」
の
を
「
く
も
る
」
と
い
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
と
、
後
半
で
解
決
し
て
い
る
歌
。

片
桐
全
評
釈―

『
伊
勢
集
』
の
詞
書
の
「
池
」
は
、こ
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。

澄
み
き
っ
た
鏡
に
塵
が
か
か
っ
て
曇
る
の
を
前
提
に
、
普
段
は
澄
み
き
っ

て
い
る
池
水
に
花
が
ち
り
か
か
っ
て
い
る
さ
ま
を
「
鏡
の
よ
う
に
澄
ん
だ

池
水
が
曇
る
」
と
言
い
な
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
言
葉
の
上
の
遊
び
と
き

め
つ
け
て
し
ま
わ
な
い
で
、
池
に
花
の
散
り
交
う
さ
ま
を
、
あ
え
て
「
曇

る
」
と
表
現
し
た
耽
美
と
言
葉
の
セ
ン
ス
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

角
川
新
版―

掛
詞
。
落
花
の
美
し
さ
を
塵
が
か
か
る
も
の
と
見
る
、
意
外
な

取
り
合
わ
せ
。

伊
勢
集
全
釈―

花
が
水
の
面
に
散
り
か
か
る
の
は
、
鏡
の
面
に
塵
が
か
か
る

よ
う
な
も
の
で
、
つ
ま
り
こ
れ
を
、「
く
も
る
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
散
り
か
か
る
」
に
「
塵
か
か
る
」
を
懸
け
る
。「
く
も
る
」
は
、
鏡
の
お

も
て
が
も
の
の
形
を
鮮
明
に
映
し
出
さ
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

【
参
考
】『
伊
勢
集
』

京
極
院
に
亭
子
み
か
ど
お
は
し
ま
し
て
花
の
宴
せ
さ
せ
た
ま
ふ

に
、
ま
ゐ
れ
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、
み
に
ま
ゐ
れ
り
、
い
け
に
花

ち
れ
り

97
年
ご
と
に
花
の
鏡
と
な
る
水
は
ち
り
か
か
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
ん

98
毎
春
に
流
る
る
水
を
花
と
見
て
折
ら
れ
ぬ
浪
に
袖
や
ぬ
る
ら
ん

又
の
日

99
今
日
ま
で
は
な
が
れ
い
で
ぬ
を
み
な
か
み
の
花
は
昨
日
や
ち
り
は
て
に
け
む

か
へ
し
、
す
ゑ
な
は　
　
　
　
　
　
　

100
さ
く
ら
ば
な
ひ
と
さ
か
り
な
る
物
な
れ
ば
流
れ
て
み
え
ず
な
る
に
ざ
る
べ
き

※
詠
歌
時
期
に
つ
い
て

　
『
古
今
集
』
以
前
と
は
言
っ
て
も
、
出
家
直
後
の
法
皇
が
山
踏
み
に
熱
心

で
あ
ら
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
在
俗
時
か
、
と
い
う
気

が
す
る
。
と
な
る
と
、
伊
勢
の
生
ん
だ
御
子
が
ご
く
幼
少
で
あ
っ
た
こ
ろ
に

相
当
し
、
桂
へ
の
御
幸
と
も
近
い
時
期
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
参
れ

と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
見
に
参
れ
り
」
と
い
う
叙
述
に
は
、
宇
多
帝
が
特
に
伊

勢
を
召
し
出
さ
れ
た
、
と
い
う
感
じ
が
あ
る
。『
伊
勢
集
』
で
は
、
さ
き
に

あ
げ
た
二
首
の
歌
の
あ
と
に
、
な
お
（
中
略
）
二
首
が
つ
づ
い
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
伊
勢
は
翌
日
も
京
極
院
に
逗
留
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
は

り
寵
幸
の
あ
っ
た
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
山
下
道
代
『
王
朝
歌
人	

伊
勢
』
筑
摩
書
房　

平
成
二
年
）

【
配
列
】

松
田
新
釈―

前
の
歌
と
同
じ
時
と
場
所
で
詠
じ
た
歌
で
、
前
歌
が
水
面
に
影

を
映
す
咲
く
梅
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
反
し
、
こ
の
歌
で
は
、
水
面
に

散
る
梅
の
花
び
ら
を
中
心
に
詠
じ
て
い
る
。咲
く
と
散
る
の
こ
の
二
首
は
、

一
対
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
発
想
や
表
現
技
巧
の
面
で
も

共
通
し
た
新
鮮
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
い
ず
れ
も
現
実
に

花
咲
く
梅
花
で
な
く
、水
に
投
影
す
る
梅
花
を
取
り
上
げ
、一
方
で
は
「
折

ら
れ
ぬ
水
」
と
し
、
他
方
で
は
「
花
の
鏡
」
と
し
て
い
る
。
特
に
こ
の
歌

で
は
、「
ち
り
か
か
る
を
や
く
も
る
」
と
掛
詞
の
技
巧
を
駆
使
し
、
鏡
に

塵
が
か
か
る
よ
う
に
、
梅
の
花
が
散
り
か
か
る
と
表
現
し
て
い
る
。「
花

の
鏡
」
は
、
譬
喩
で
あ
る
が
、
譬
喩
の
仕
方
が
い
か
に
も
美
的
で
、
静
か

な
水
面
に
散
り
浮
か
ぶ
梅
の
花
び
ら
を
印
象
的
な
ら
し
め
て
い
る
。
構
造

上
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
歌
は
、
次
の
「
散
る
梅
」
に
至
る
橋
渡
し
的
役
割

も
果
た
し
て
い
る
。

　

※
松
田
新
釈
で
は
、
梅
の
歌
群
を
「
咲
く
梅
」
十
三
首
、「
散
る
梅
」
四

首
で
構
成
し
て
い
る
と
し
、
前
者
を
「
梅
の
香
」「
折
り
取
っ
た
梅
」「
春
の

夜
の
梅
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。
新
大
系
で
は
、
32
番
歌
か
ら

梅
十
七
首
と
し
て
ま
と
め
。
前
述
の
よ
う
に
、移
り
香
・
夜
の
梅
・
水
辺
の
梅
・

散
る
梅
と
す
る
。

　

※
『
古
今
集
』
で
は
、43
「
春
ご
と
に
」
44
「
年
を
へ
て
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

伊
勢
集
で
は
、「
と
し
ご
と
に
（
と
し
を
へ
て
）」「
は
る
ご
と
に
」
と
逆
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
伊
勢
集
の
三
つ
の
系
統
（
西
本
願
寺
本
・
群
書
類
従
・

歌
仙
家
集
本
）
の
ど
れ
を
み
て
も
同
じ
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
伊
勢
集
』
で
は
、
詞
書
の
「
花
の
宴
」、
連
作
の
100
番
歌
「
さ
く

ら
ば
な
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
四
首
の
「
花
」
は
桜
と
考
え
ら
れ
る
。

　

伊
勢
の
生
没
年
は
未
詳
だ
が
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
ご
ろ
生
ま
れ
、
天

慶
二
年
（
九
三
九
）
ご
ろ
没
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。『
古
今
集
』
で
は
、

作
者
在
世
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
の
順
序
を
逆
に
し
、
配
列
を
入
れ
替
え

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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