
古
今
和
歌
集

春
歌
上

四
九
・
五
〇
番
歌

人
の
家
に
う
ゑ
た
り
け
る
桜
の
花
さ
き
は
じ
め
た
り
け
る

を
み
て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き

四
九

こ
と
し
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花

ち
る
と
い
ふ
事

は
な
ら
は
ざ
ら
な
ん

【
校
異
】

○
う
ゑ
た
り
け
る
―
は
べ
り
け
る
（
元
・
筋
）
○
桜
の
花
―
さ

く
ら
の
は
な
の
（
六
）
―
さ
く
ら
の
（
基
・
元
・
筋
・
六
）
―

「
む
め
」
ノ
傍
ニ
「
さ
く
ら
」
（
公
）
○
花
さ
き
は
じ
め
た
り
け

る
を
―
は
じ
め
て
は
な
さ
き
た
り
け
る
を
（
公
）
○
よ
め
る
―

よ
み
け
る
（
関
）
―
ナ
シ
（
元
・
筋
）
○
つ
ら
ゆ
き
―
紀
貫
之

（
公
）
○
ち
る
と
い
ふ
―
ち
る
て
ふ
（
善
・
筋
・
元
・
関
・

公
・
静
・
高
）

【
他
出
】

・
新
撰
和
歌

三
七

・
古
今
六
帖

第
六
「
梅
」
四
一
二
九
③
「
梅
の
花
」

【
語
釈
】

○
人
の
家
に
う
ゑ
た
り
け
る

・
自
分
の
家
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
特
に
断
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
人
の
家
に
自
分
が
植
え
た
」
と
も
解
し
得
る
。

ま
た
「
人
家
」
の
直
訳
か
も
し
れ
な
い
。
（
全
評
釈
）

○
桜
の
花
さ
き
は
じ
め
た
り
け
る

・
「
さ
き
は
じ
め
」
の
「
は
じ
む
」
は
題
詞
に
用
い
ら
れ
、
歌

の
中
で
は
「
そ
む
」
が
用
い
ら
れ
る
。
（
新
全
集
）

・
そ
の
若
木
の
桜
が
初
め
て
花
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
（
全
評

釈
）

○
春
知
り
そ
む
る

・
花
が
咲
き
は
じ
め
る
意
。
桜
を
擬
人
化
し
て
い
る
。
（
新
全

集
）

・
花
に
も
心
が
あ
る
も
の
と
し
て
い
う
。
（
新
大
系
）

・
「
春
知
り
そ
む
る
」
は
、
「
春
」
を
花
の
咲
く
時
と
し
て
、

咲
く
事
を
覚
え
初
め
た
意
。
詞
書
の
「
咲
き
は
じ
め
」
の

意
を
言
い
か
え
た
も
の
。
こ
の
言
い
か
え
は
、
桜
を
擬
人

し
て
、
頑
是
な
い
者
の
物
ご
こ
ろ
の
つ
き
初
め
た
意
を
持

た
せ
た
も
の
。(

評
釈)

○
桜
花

・
擬
人
の
上
か
ら
呼
び
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
（
評
釈
）

○
ち
る
と
い
ふ
事
は

・
「
は
」
は
、
上
の
「
春
知
り
そ
む
る
」
に
対
さ
せ
た
も
の
。

（
評
釈
）

○
な
ら
は
ざ
ら
な
む

・
「
な
ら
ふ
」
は
他
に
見
習
う
意
。
「
な
む
」
は
、
他
に
対
し

て
願
い
望
む
意
を
表
す
終
助
詞
。
見
習
わ
な
い
で
ほ
し
い

も
の
だ
。
（
新
全
集
）

・
桜
は
散
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
若
木
の
桜
に
限
っ
て
は
「
散
る
」
と
い
う
桜
の
本
性
に

習
熟
し
な
い
で
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
な
ら

ふ
」
は
「
習
熟
す
る
」
「
慣
れ
る
」
。
「
な
む
」
は
未
然
形
に

つ
い
て
「
…
…
し
て
ほ
し
い
」
の
意
。
（
全
評
釈
）

・
「
な
ら
ふ
」
は
、
他
を
ま
ね
ぶ
意
。
「
散
る
と
い
ふ
事
」
も
、

「
春
知
り
そ
む
る
」
と
同
じ
く
、
ま
ね
ぶ
事
に
よ
っ
て
覚

え
る
も
の
と
し
て
い
っ
て
い
る
。
「
ざ
ら
な
む
」
は
、
ず
あ

っ
て
ほ
し
い
の
意
。
（
評
釈
）

【
通
釈
】

あ
る
人
の
家
に
植
え
て
あ
っ
た
桜
が
初
め
て
咲
い
た

の
を
見
て
詠
ん
だ
歌

つ
ら
ゆ
き

今
年
初
め
て
春
に
咲
く
こ
と
を
知
っ
た
桜
の
花
よ
、
散
る

と
い
う
こ
と
で
は
、
ど
う
か
他
の
桜
を
見
習
わ
な
い
で
く
れ

よ
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

五
〇

山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花

い
た
く
な
わ

び
そ
我
み
は
や
さ
む

又
は
、
「
里
遠
み
人
も
す
さ
め
ぬ
山
ざ
く
ら
」

【
校
異
】

○
山
た
か
み
―
里
と
ほ
み(

元
・
筋)

―
山
か
く
れ
（
公
）
○
い

た
く
な
わ
び
そ
―
も
の
な
お
も
ひ
そ
（
善
・
基
・
六
・
永
・

前
・
天
・
伏
・
経
イ
）
〔
左
注
〕
―
ナ
シ
（
公
）

【
他
出
】

・
猿
丸
集

三
二
（
詞
書
）
「
山
寺
に
ま
か
り
け
る
に
、
桜
の
さ

き
け
る
を
見
て
よ
め
る
」

【
語
釈
】

○
山
た
か
み

・
山
が
高
い
の
で
。
（
新
全
集
）

・
山
が
高
く
し
て
。
（
評
釈
）

・
庭
前
に
植
え
る
こ
と
の
多
か
っ
た
梅
と
違
っ
て
、
桜
は
本
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来
山
の
も
の
。
（
全
評
釈
）

○
人
も
す
さ
め
ぬ

・
【
す
さ
・
む
】
（
マ
行
・
下
二
）

①

心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
こ
と
を
す
す
め
る
。
も
て
あ

そ
ぶ
。
慰
み
に
す
る
。
心
に
と
め
て
愛
す
る
。
（
用
例

当
該
歌
）
〔
日
本
国
語
大
辞
典
〕

・
「
す
さ
む
」
と
は
心
に
と
ど
め
て
愛
す
る
こ
と
。
→
八
九
二

（
新
全
集
）

・
「
人
」
は
広
い
意
の
も
の
で
、
下
の
「
我
」
に
対
さ
せ
て
あ

る
。
「
も
」
は
詠
嘆
。
「
す
さ
め
」
は
賞
翫
の
意
。
（
評
釈
）

・
「
大
荒
木
の
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人

も
な
し
」
（
雑
上
・
八
九
二
）
の
「
す
さ
め
ず
」
は
「
馬
も
喜

ん
で
食
べ
よ
う
と
し
な
い
し
、
刈
る
人
も
い
な
い
」
の
意
で

あ
り
、
こ
の
「
山
た
か
み
～
」
と
似
た
と
こ
ろ
の
あ
る
「
谷

寒
み
い
ま
だ
巣
だ
た
ぬ
鶯
の
鳴
く
声
若
み
人
の
す
さ
め
ぬ
」

（
『
後
撰
集
』
春
上
・
三
四
）
は
、
「
鶯
の
鳴
く
声
が
ま
だ
若

過
ぎ
て
未
熟
で
あ
る
た
め
に
、
人
も
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し

て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

要
す
る
に
「
す
さ
め
ぬ
」
は
「
喜
ん
で
賞
玩
し
な
い
」
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
全
評
釈
）

○
桜
花

・
桜
の
花
に
対
す
る
呼
び
か
け
。
（
全
評
釈
）

○
い
た
く
な
わ
び
そ

・
そ
ん
な
に
ひ
ど
く
悲
観
し
て
く
れ
る
な
。
（
新
全
集
）

・
は
な
は
だ
し
く
は
わ
び
し
が
る
な
。
（
評
釈
）

・
禁
止
を
表
す
「
な
―
そ
」
の
形
。
「
わ
ぶ
」
は
「
苦
し
く

思
う
」
「
つ
ら
い
と
思
う
」
の
意
。
（
全
評
釈
）

○
み
は
や
さ
む

・
「
は
や
す
」
は
「
栄
ゆ
」
の
他
動
の
形
で
、
栄
え
あ
る

（
物
事
が
盛
ん
で
あ
る
）
よ
う
に
す
る
こ
と
。
引
き
立
て
る
。

（
新
全
集
）

・
「
は
や
す
」
は
賞
美
す
る
、
め
で
る
の
意
。
（
新
大
系
）

・
「
み
は
や
す
」
は
一
つ
の
詞
。
「
は
や
す
」
は
栄
え
あ
ら

し
め
る
意
で
、
賞
翫
と
い
う
に
当
た
る
。
（
評
釈
）

・
楽
し
く
褒
め
た
た
え
よ
う
。
（
全
評
釈
）

○
里
遠
み

・
「
里
遠
み
」
は
異
伝
。
（
新
大
系
）

・
「
山
ざ
く
ら
」
と
あ
る
の
で
、
「
里
が
山
か
ら
遠
い
の

で
」
の
意
と
な
る
。
（
全
評
釈
）

【
通
釈
】題

し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

あ
ま
り
に
山
が
高
い
の
で
、
人
が
め
で
る
こ
と
も
な
い
桜

の
花
よ
、
そ
ん
な
に
悲
し
ま
な
い
で
く
れ
。
私
が
見
て
ほ
め

た
て
よ
う
。

【
鑑
賞
】

○
「
桜
」
の
歌
群

古
今
集
に
お
け
る
「
桜
」
の
歌
群
は
、
「
桜
」
と
い
う
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
も
実
に
四
十
一
首
に
な

る
。そ

し
て
そ
の
う
ち
の
二
十
一
首
に
「
散
る
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
、
ま
た
三
首
に
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
「
桜
」
に
は
「
散
る
」
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ

と
し
て
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
桜
歌
群
の
冒
頭
を
飾
る
四
九
番

歌
は
、
初
め
て
咲
い
た
桜
に
散
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
て

ほ
し
い
と
い
う
内
容
で
、
「
散
る
」
と
い
う
「
桜
」
の
テ
ー
マ

が
「
散
っ
て
ほ
し
く
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
発
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
桜
歌
群
の
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
い

と
い
え
る
。

○
配
列梅

の
歌
群
か
ら
桜
の
歌
群
へ
と
切
り
替
わ
る
た
め
、
四

八
番
歌
か
ら
の
つ
な
が
り
は
薄
い
が
、
四
八
、
四
九
に
共
通

し
て
見
ら
れ
る
の
は
「
花
」
に
対
し
て
詠
み
人
の
願
い
を
伝

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
四
九
、
五
〇
は
共

に
桜
を
擬
人
化
し
語
り
か
け
て
い
る
歌
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も

語
や
句
と
い
う
よ
り
は
内
容
的
な
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
も

の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

五
〇
か
ら
次
の
五
一
に
か
け
て
は
、
「
山
」
の
桜
と
い
う

こ
と
で
、
語
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
。
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