
『
古
今
集
』
巻
第
一

春
歌
上

四
七
番
歌（

テ
キ
ス
ト

三
二

頁
）

※
校
異
と
他
出
は
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
に
よ

る《
四
七
番
歌
》

【
本
文
】

素
性
法
師

ち
る
と
み
て
あ
る
べ
き
も
の
を

梅
の
花

う
た
て
に
ほ
ひ
の
袖
に
と
ま
れ
る

【
通
釈
】

花
が
散
る
な
、
と
思
つ
て
見
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
に
、
な

ま
じ
触
れ
た
ば
か
り
に
困
つ
た
こ
と
に
は
、
梅
の
香
り
が
袖
に
残
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

【
他
出
文
献
】

◆
新
撰
万
葉

三
。

◆
寛
平
御
時
后
宮
歌
合

三
。

◆
素
性
集

三
。

◆
古
今
六
帖

第
六
「
梅
」
四
一
四
三
。

【
校
異
】

◆
素
性
法
師
―
そ
せ
い
（
関
・
俗
・
六
・
永
・
前
・
天
・
伏
・
経
・

高
）

―
ナ
シ
（
善
）

【
語
釈
】

◆
素
性
法
師
＝
六
番
歌
参
照
。

◆
ち
る
と
み
て
あ
る
べ
き
も
の
を

全
集
―
梅
が
散
る
な
と
思
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
に
。
第
二
句
の
「
あ
る
」

は
存
在
の
意
味
で
は
な
く
、
陳
述
の
機
能
だ
け
を
も
つ
助
動
詞
的
な

も
の
。

松
田
新
釈
―
梅
の
花
が
散
る
な
あ
と
、
通
り
一
ぺ
ん
に
見
て
お
れ
ば
よ

い
の
に
、
そ
う
し
な
い
で
、
な
ま
じ
っ
か
折
っ
た
り
す
る
か
ら
の
意
。

「
も
の
を
」
は
、
詠
嘆
の
意
を
含
ん
だ
逆
説
の
接
続
助
詞
。

片
桐
全
評
釈
―
「
（
梅
の
花
は
）
散
る
も
の
だ
と
思
っ
て
、
そ
の
ま
ま

あ
る
べ
き
な
の
だ
が
」
。「
あ
る
べ
き
も
の
を
」
は
「
我
を
の
み
思
ふ

と
言
は
ば
あ
る
べ
き
を
～
」
（
俳
諧
歌
・
一
〇
四
一
）
の
「
あ
る
べ

き
を
」
と
同
じ
。
そ
の
ま
ま
い
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
。
あ
き
ら
め

て
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
。

◆
梅
の
花

王
朝
文
学
文
化
研
究
会

土
曜
部
会

平
成
二
三
年

七
月
二
日

通
信
教
育
課
程

卒
業
生

美
濃
島
千
鶴

片
桐
全
評
釈
―
主
語
と
い
う
よ
り
、
対
象
語
と
見
た
方
が
よ
く
わ
か

る
。

松
田
新
釈
―
上
の
句
を
受
け
、
ま
た
下
の
句
に
か
か
る
。

◆
う
た
て

教
長
―
爰
梅
ノ
花
ノ
香
ハ
、
ケ
タ
カ
ク
、
メ
デ
タ
キ
ヲ
、
ナ
ド
カ
ク
、

ア
ヤ
シ
ノ
ソ
デ
ニ
ウ
ツ
ル
ラ
ム
ト
、
ハ
ヂ
シ
メ
、
モ
テ
ア
ソ
ベ
ル
ナ

リ
。

顕
註
密
勘
―
う
た
ゝ
す
ぐ
る
な
ど
か
く
は
、
あ
ま
り
に
す
ぐ
る
と
い
ふ

心
也
。
…
心
こ
そ
う
た
て
に
く
け
れ
、
と
よ
め
る
も
、
あ
ま
り
に
に

く
し
と
伝
心
也
。

首
書
―
あ
ま
り
に
、
と
い
う
心
也
。

余
材
―
よ
の
つ
ね
な
ら
ぬ
香
の
心
な
る
べ
し
。

打
聽
―
あ
や
に
く
も

遠
鏡
―
ヒ
ョ
ン
ナ
事
ヤ

正
義
―
思
い
の
外
な
る
匂
ひ

金
子
評
釈
―
厄
介
な
。

至
文
―
あ
い
に
く

窪
田
―
「
う
た
て
」
は
意
味
の
広
い
副
詞
で
、
こ
こ
は
「
つ
れ
な
く
」

と
い
ふ
に
近
い
。

全
集
―
い
や
な
こ
と
に
。
嘆
か
わ
し
く
も
。「
う
た
て
」
は
形
容
詞
「
う

た
て
し
」
（
い
と
わ
し
い
、
嘆
か
わ
し
い
、
の
意
）
の
語
幹
が
「
う

た
て
く
」
の
意
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
類
例
→
「
あ

や
な
」
一
二
三
・
「
は
や
」
二
〇
九
。

新
大
系
―
格
別
に
、
異
様
に
の
意
。
新
撰
万
葉
集
で
は
「
別
様
」
と
書

く
。
「
別
様
」
―
［
名
・
形
動
］
よ
う
す
や
や
り
方
が
他
と
異

な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
『
大
辞
泉
』

※
天
理
図
書
館
藏
『
古
今
和
歌
集
聞
書
』
通
称
『
古
今
集
延

五
記
』(

延
徳
四
＝
一
四
九
二
年)

に
「
う
た
て
に
ほ
ひ
の
」

轉(

ウ
タ
テ)

に
つ
い
て
、「
哥
ノ
心
ハ
只
チ
ル
斗
ノ
名
殘
ニ

テ
／
有
ヘ
キ
ヲ
梅
ノ
香
ノ
深
キ
ニ
依
テ
／
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
ハ
執

心
相
殘
ル
間
中
々
／
匂
ノ
ウ
タ
テ
シ
キ
ト
也
。
是
モ
梅
ヲ
賞

シ
タ
ル
心
也
。
」

〔
卷
第
一
２
８
〕

松
田
新
釈
―
不
愉
快
な
こ
と
。
あ
い
に
く
。「
と
ま
れ
る
」
に
か
か
る
。

嫌
悪
の
情
を
表
わ
す
。

片
桐
全
評
釈
―
「
心
外
だ
」
「
気
に
く
わ
な
い
」
と
い
う
意
だ
が
、
間

投
詞
的
に
挿
入
さ
れ
て
話
者
の
率
直
な
気
持
ち
を
表
す
場
合
が
多

い
。

※
こ
の
語
は
上
代
か
ら
今
昔
・
徒
然
草
な
ど
に
至
る
ま
で
長
い
間
に

わ
た
り
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
古
今
集
の
用
法
は
以
下
の
よ
う
で
あ

る
。◇

「
心
こ
そ
う
た
て
憎
け
れ
染
め
ざ
ら
ば
う
つ
ろ
ふ
事
も
惜
し
か
ら

ま
し
や
」
（
恋
五
・
七
九
六
）



◇
「
あ
は
れ
て
ふ
言
こ
そ
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
離
れ
ぬ
ほ
だ
し
な

こ
と

り
け
れ
」
（
雑
下
・
九
三
九
）

◇
「
花
と
見
て
折
ら
む
と
す
れ
ば
を
み
な
へ
し
う
た
た
（
イ
う
た
て
）

あ
る
さ
ま
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
俳
諧
・
一
〇
一
九
）

万
葉
・
古
今
・
平
安
時
代
の
物
語
・
日
記
な
ど
の
用
例
か
ら
そ
の
語

義
を
導
き
出
す
と
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
あ
ん
ま
り
だ
、
い
き
す

ぎ
だ
、
な
ま
じ
っ
か
余
計
な
こ
と
、
あ
る
い
は
図
に
の
り
す
ぎ
て
い
る
、

調
子
に
の
り
す
ぎ
て
い
る
、
調
子
に
の
り
す
ぎ
て
い
る
、
と
い
っ
た
気

持
ち
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合

も
、
と
ま
ら
な
く
て
よ
い
の
に
、
余
計
な
こ
と
に
袖
に
と
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
意
に
解
さ
れ
る
。

◆
に
ほ
ひ

片
桐
全
評
釈
―
『
万
葉
集
』
で
は
丹
を
基
盤
に
し
た
色
彩
の
美
し
さ
を

言
う
が
、
こ
こ
は
梅
の
香
り
。「
匂
い
」
で
あ
る
。

◆
袖
に
と
ま
れ
る

松
田
新
釈
―
袖
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
よ
。
「
る
」
は
完
了
の
助
動

詞
の
連
体
形
、
下
に
「
こ
と
よ
」
の
省
略
さ
れ
た
形
。
梅
の
香
が
、

袖
に
と
ど
ま
っ
て
、
散
る
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
、

い
つ
ま
で
も
思
い
出
さ
せ
る
と
は
、
ひ
ど
い
こ
と
だ
の
意
。

【
鑑
賞
】

「
う
た
て
」
と
強
く
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
梅
の
花
に
対

す
る
常
識
的
感
じ
方
か
ら
言
え
ば
意
表
外
に
出
て
い
る
面
白
味
が
あ

る
。「

花
が
散
る
の
は
そ
の
本
性
で
あ
る
ゆ
え
に
仕
方
が
な
い
」
と
い
う

道
理
を
も
っ
て
あ
き
ら
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
片
桐
全
評
釈
』
は

「
こ
の
よ
う
な
理
知
的
把
握
が
そ
の
ま
ま
終
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
梅

の
花
！

と
い
う
直
情
的
な
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
転
換
し
、
う
た
て
と
自
分
の
内

面
を
吐
露
し
、
香
り
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
が
、
か
え
っ
て
私
を

あ
き
ら
め
切
れ
な
く
さ
せ
る
よ
…
…
と
情
の
世
界
に
立
ち
戻
り
、
香
り

に
抽
象
さ
れ
た
花
を
袖
に
凝
縮
し
て
、
美
の
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る

い
る
の
で
あ
る
。
理
知
が
勝
ち
過
ぎ
た
歌
、
気
転
が
き
い
た
歌
と
い
う

批
評
だ
け
で
は
語
り
切
れ
な
い
、
素
性
法
師
の
真
骨
頂
が
示
さ
れ
て
い

る
歌
で
あ
る
。」

と
評
し
て
い
る
。
一
般
の
心
理
の
裏
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
松
田
新
釈
』
は
、
四
六
番
歌
は
、
袖
に
梅
の
香
を
と
ど
め

て
、
散
る
梅
の
花
を
惜
し
む
情
を
素
直
に
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
同
じ
哀

惜
の
情
を
逆
に
表
現
し
、
梅
の
香
が
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
忘
れ
ら

れ
ぬ
つ
ら
さ
を
味
わ
う
と
い
う
。
言
い
方
が
逆
で
も
、
散
る
梅
に
対
す

る
哀
惜
の
情
は
共
に
等
し
い
。
一
ひ
ね
り
し
た
歌
で
あ
る
が
、
か
え
っ

て
、
散
る
梅
花
を
惜
し
む
心
情
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

花
を
は
か
な
い
も
の
と
し
て
、
過
度
な
感
傷
を
自
ら
に
禁
じ
よ
う
と

し
な
が
ら
も
、
袖
の
移
り
香
に
よ
っ
て
静
観
に
困
難
を
感
じ
て
い
る

心
。
い
わ
ば
理
知
と
感
情
と
の
間
で
、
無
常
と
美
と
の
間
で
、
葛
藤
す

る
心
情
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
古
今
集
に
繰
り
返
し
現
わ

れ
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
、
最
も
重
要
な
主
題
で
あ
る
。
「
寛
平
御
時
き
さ

い
宮
の
歌
合
」
は
光
孝
天
皇
の
后
班
子
女
王
の
催
し
た
歌
合
。
実
質
的

な
主
催
者
は
宇
多
天
皇
で
あ
っ
た
ろ
う
と
言
う
。
成
立
は
寛
平
五
年

(893
)

以
前
。

【
配
列
】

家
に
あ
り
け
る
梅
の
花
の
散
り
け
る
を
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き

暮
る
と
明
く
と
目
か
れ
ぬ
も
の
を
梅
の
花
い
つ
の
人
ま
に
移
ろ
ひ
ぬ
ら

45む
梅
が
香
を
袖
に
う
つ
し
て
と
ど
め
て
は
春
は
す
ぐ
と
も
か
た
み
な
ら
ま

46し
ち
る
と
み
て
あ
る
べ
き
も
の
を
梅
の
花
う
た
て
に
ほ
ひ
の
袖
に
と
ま
れ

47る
散
り
ぬ
と
も
香
を
だ
に
の
こ
せ
梅
の
花
恋
し
き
と
き
の
思
ひ
い
で
に
せ

48む

の
貫
之
の
歌
は
、
ず
っ
と
注
意
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気

45
付
か
な
い
う
ち
に
う
つ
ろ
ひ
は
じ
め
た
う
め
の
花
を
詠
じ
た
も
の
で
、

散
る
梅
の
歌
群
の
冒
頭
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
以
下
の
三
首
は
い
ず
れ
も
梅
の
花
が
散
っ
た
後
の
残
り
香
を
題

材
と
す
る
。

は
梅
の
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
も
香
が
残
っ
て
い
れ

46

ば
、
そ
れ
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
梅
の
花
の
か
た
み
に
な
る
と
し
、

は
47

香
が
残
っ
て
い
て
は
梅
の
花
を
い
つ
ま
で
も
思
い
出
さ
せ
て
迷
惑
だ

と
し
、

は
素
直
に
残
っ
て
い
る
香
で
梅
の
花
を
し
の
ぼ
う
と
い
う
。

48

つ
ま
り
三
首
は
、
梅
の
残
り
香
に
対
し
、
①
好
意
を
示
す
二
首
と
嫌
悪

を
示
す
歌
一
首
が
、
好
―
嫌
―
好
と
い
う
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
か
、
②
あ
る
い
は
こ
の
三
首
は
前
の
二
首
の
対
立
と
三
首
目
で

判
定
を
つ
け
よ
う
と
い
う
形
の
配
列
な
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
の

は

と
発
想
が
類
似
し
て
い
る
が
、
素
直
に
自
分
の
思
い

48

46

を
表
現
し
て
、
一
首
全
体
が
落
ち
着
い
た
印
象
を
示
し
て
い
て
。
梅
の



歌
群
の
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
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献
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