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― 1 ― 梅の花の歌の成立

梅
の
花
の
歌
の
成
立

　
　

大
石
泰
夫

　
　
　

序

　

新
元
号
が
「
令
和
」
と
な
り
、
こ
れ
が
初
め
て
日
本
の
文
献
で
あ
る
『
万

葉
集
』
に
拠
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
万
葉
集
』
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
典
拠
と
な
っ
た
巻
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
梅
花
の
歌
」

は
、天
平
二
年（
七
三
〇
）正
月
十
三
日
に
太
宰
帥そ
ち

大
伴
旅
人
宅
に
集
ま
っ

た
大
宰
府
庁
の
官
人
た
ち
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
三
十
二
首
の
歌
群
で
あ

る
（
巻
五
・
八
一
五
～
四
六
番
歌
）。

　

こ
の
歌
群
以
前
の
『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
、「
梅
の
花
」
を
賞
翫
の
対

象
と
し
て
よ
ん
だ
歌
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌

を
生
ん
だ
風
雅
の
歌
宴
が
、『
万
葉
集
』
の
花
の
歌
の
中
で
二
番
目
に
多

い
一
二
〇
首
ほ
ど
の
「
梅
の
花
の
歌（

1
（

」
に
果
た
し
た
意
味
は
大
き
い
。

　
「
令
和
」
と
い
う
元
号
の
典
拠
と
な
っ
た
の
は
こ
の
歌
群
の
序
文
で
、

そ
こ
に
は
早
く
か
ら
王
羲
之
「
蘭
亭
序
」
や
張
衡
「
帰
田
賦
」（『
文
選
』

所
収
）
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
時
に
「
梅
の
花
」
の
歌
が
よ
ま
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
楽
府
「
梅
花
落
」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
研
究
史
の
上
に
立
っ
て
辰
巳
正
明
は
、
こ
の
序
文
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
意
義
を
、こ
の
折
の
梅
花
の
宴
を
奈
良
の
宮
廷
で
行
わ
れ
る
詩
人
・

文
人
た
ち
の
集
う
詩
宴
に
匹
敵
す
べ
き
、
風
雅
で
都
風
な
歌
宴
で
あ
る
こ
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と
を
意
図
し
た
か
ら
と
す
る
。
そ
し
て
、
楽
府
「
梅
花
落
」
の
も
つ
意
味

が
「
望
京
」（
望
郷
）
に
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
こ
の
大
宰
府
旅
人
邸

の
「
梅
花
の
宴
」
は
望
京
に
テ
ー
マ
を
置
い
て
、
彼
等
官
人
た
ち
が
奈
良

の
故
郷
と
向
き
あ
っ
て
「
梅
花
の
歌
」
を
よ
ん
だ
も
の
と
推
測
し
う
る
と

し
て
い
る
。
辰
巳
の
指
摘
は
、
詩
の
文
雅
の
世
界
が
天
平
期
に
至
っ
て
、

歌
の
素
材
と
し
て
も
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
梅
花
の
歌
の
誕
生

は
歌
を
詩
に
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
ら
く
新
た
な
風
雅
の
試
み
と
す

る
も
の
で
あ
る（

2
（

。

　
「
梅
の
花
の
歌
」は
、作
成
年
代
が
わ
か
る
も
の
で
み
れ
ば
当
該
歌
群
が
、

ほ
と
ん
ど
最
初
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
辰
巳
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
こ
れ
は
詩
の
素
材
で
あ
っ
た
も
の
を
歌
に
よ
み
込
む
（
歌
を

詩
に
近
づ
け
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
目
指
そ
う
と
し
た
、
風
雅
の
世
界
の
産

物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
基
盤
に
は
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
花
」
を
よ
み
込
む
表

現
の
世
界
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
歌
の
伝
統
的
な
表
現
の
世
界
の
上
に

「
梅
の
花
の
歌
」
を
お
い
て
検
討
す
る
必
要
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
梅
花
の
歌
」
に
至
る
ま
で
の
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
花
」

の
表
現
を
検
討
し
、
歌
の
表
現
史
と
し
て
「
梅
の
花
の
歌
」
の
成
立
を
位

置
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　

一
、「
梅
の
花
の
歌
」
に
つ
い
て

　

ど
う
い
う
わ
け
か
巷
間
「
平
安
朝
以
降
は
花
と
い
え
ば
桜
を
さ
す
が
、

奈
良
時
代
ま
で
の
最
も
愛
さ
れ
た
花
と
い
え
ば
梅
を
さ
し
て
い
る
」
と
い

う
理
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。
少
し
脇
道
に
そ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

梅
の
花
の
歌
は
『
万
葉
集
』
に
一
二
〇
首
ほ
ど
に
よ
ま
れ
て
お
り
、『
万

葉
集
』
に
は
全
部
で
一
五
〇
、六
〇
種
類
に
及
ぶ
植
物
が
よ
ま
れ
て
い
る

が
、
梅
の
歌
は
萩
に
次
い
で
多
い
。
つ
ま
り
、
数
だ
け
で
い
え
ば
一
四
〇

首
ほ
ど
に
よ
ま
れ
て
い
る
萩
が
、
万
葉
時
代
の
人
々
が
最
も
愛
し
た
花
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
の
大
宰
府
大
伴
旅
人
邸
で
よ
ま
れ
た
「
梅
花
の

歌
」
は
三
十
二
首
で
、
こ
れ
に
続
い
て
「
後
に
追
和
す
る
歌
」
四
首
（
巻

五
・
八
四
九
～
五
二
番
歌
）
が
伝
わ
り
、
さ
ら
に
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）

に
大
伴
書
持
が
「
太
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
す
る
新
し
き
歌
六
首
」（
巻

十
七
・
三
九
〇
一
～
六
番
歌
）
を
よ
ん
で
い
て
、
旅
人
邸
で
よ
ま
れ
た
梅

花
の
歌
に
関
わ
る
歌
は
四
十
二
首
に
の
ぼ
る
。
つ
ま
り
、『
万
葉
集
』
全

体
の
梅
の
歌
の
三
分
の
一
が
、
旅
人
邸
で
の
梅
花
の
歌
に
関
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
を
除
け
ば
八
十
首
を
割
り
込
む
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
ウ
メ
」
と
い
う
呼
称
は
外
来
語
（
中
国
語
）
で
あ
り
、
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梅
は
舶
来
の
植
物
で
あ
る
。
梅
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
も
ち

ろ
ん
、『
風
土
記
』
に
も
み
ら
れ
な
い
。
先
に
天
平
二
年
以
前
に
ほ
と
ん

ど
梅
の
歌
が
み
ら
れ
な
い
と
記
し
た
が
、『
万
葉
集
』
の
巻
別
に
歌
数
を

整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

巻
三　

 

― 

５
首　
　
　

巻
四　

 

― 

３
首　
　
　

巻
五　

 

― 

37
首

　
　

巻
六　

 

― 

２
首　
　
　

巻
八　

 

― 

21
首　
　
　

巻
十　

 

― 

31
首

　
　

巻
十
七 

― 

６
首　
　
　

巻
十
八 
― 
２
首　
　
　

巻
十
九 

― 

８
首

　
　

巻
二
十 

― 

４
首

万
葉
第
一
期
、
二
期
の
歌
を
収
め
る
巻
一
、
二
に
は
一
首
も
な
く
、
巻

十
一
～
十
六
に
も
一
首
も
伝
わ
ら
な
い
。
巻
十
一
～
十
六
は
庶
民
の
歌
も

伝
え
ら
れ
る
巻
で
あ
る
の
で
、
や
は
り
梅
は
宮
廷
官
人
た
ち
の
文
雅
の
歌

材
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
旅
人
邸
の
梅
花
の
歌
を
収
め
た
巻
五
を
除

く
と
、
巻
八
と
巻
十
に
多
く
の
梅
の
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
作
者
不
明
歌
を
除
き
、
二
首
以
上
の
梅
の
歌
を
よ
ん
で
い
る
作

者
を
挙
げ
る
と
、

　
　

・
大
伴
家
持
８
首　
　

（ 

四
・
七
八
六
、七
八
八
。
八
・
一
六
四
九
。

十
八
・
四
一
三
四
。
十
九
・
四
一
七
四
、

四
二
三
八
、四
二
七
八
、四
二
八
七
）

　
　

・
大
伴
旅
人
７
首　
　

（ 

三
・
四
五
三
。
五
・
八
二
二
、八
四
九
～

五
二
。
八
・
一
六
四
〇
）

　
　

・
大
伴
書
持
６
首　
　

（
十
七
・
三
九
〇
一
～
六
）

　
　

・
大
伴
坂
上
郎
女
３
首
（
八
・
一
四
四
五
、一
六
五
一
、一
六
五
六
）

　
　

・
大
伴
駿
河
麻
呂
３
首
（
三
・
四
〇
〇
。
八
・
一
四
三
八
、一
六
六
〇
）

　
　

・
大
伴
村
上
２
首　
　

（
八
・
一
四
三
六
～
七
）

　
　

・
大
伴
百
代
２
首　
　

（
三
・
三
九
二
。
五
・
八
二
三
）

　
　

・
紀
女
郎
３
首　
　
　

（
八
・
一
四
五
二
、一
六
四
八
、一
六
六
一
）

　
　

・
藤
原
八
束
２
首　
　

（
三
・
三
九
八
～
九
）

と
い
う
よ
う
に
二
人
を
除
い
て
す
べ
て
が
大
伴
氏
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大

伴
氏
以
外
の
紀
女
郎
・
藤
原
八
束
も
、
大
伴
氏
の
歌
壇
と
か
か
わ
り
の
深

い
人
物
で
あ
る
。
作
者
不
明
の
巻
で
あ
る
巻
十
に
三
十
一
首
の
梅
の
歌
が

あ
る
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
梅
と
は
大
伴
氏
の
歌
材
と
も
い
え
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

　

平
安
朝
か
ら
、
単
に
花
と
表
現
さ
れ
る
も
の
は
桜
と
な
る
わ
け
で
あ
る

が
、
も
ち
ろ
ん
桜
は
『
万
葉
集
』
に
梅
に
遅
れ
て
登
場
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
し
、
平
安
朝
に
な
っ
て
梅
が
桜
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
梅
自
体
が
日
本
古
代
の
伝
承
的
な
文
学
に
は

無
縁
で
あ
り
、「
梅
を
歌
の
素
材
と
し
て
よ
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
漢
詩

に
学
ん
だ
文
雅
の
世
界
を
歌
に
取
り
込
む
と
い
う
試
み
と
し
て
、
大
伴
旅

人
周
辺
の
人
た
ち
か
ら
始
ま
り
、
大
伴
一
族
の
人
た
ち
に
好
ま
れ
た
あ
り
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方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

二
、
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
梅
花
の
歌

　

こ
の
よ
う
に
、
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
大
伴
旅
人
邸
で
よ
ま
れ
た
梅

花
の
歌
が
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
ま
た
和
歌
史
に
お
い
て
新
た
な
地

平
を
切
り
開
い
た
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
歌
の
諸
相
を
、
長
い

引
用
と
な
る
が
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　

梅
花
の
歌
三
十
二
首
并
せ
て
序

　
　
　
　
　

 

天
平
二
年
正
月
十
三
日
、
帥そ
ち

老ろ
う

の
宅
に
萃あ
つ

ま
り
て
、
宴
會
を

申ま
を

す
。
時
に
初
春
の
令れ
い

月げ
つ

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や
は

ら
ぎ
、
梅

は
鏡
前
の
粉
を
披ひ
ら

き
、
蘭
は
珮は
い

後ご

の
香か
う

を
薫か
を
ら

す
。
加
し
か
の
み
な
ら
ず

以
、

曙
あ
け
ぼ
の

の
嶺
に
雲
移
り
、
松
は
羅
う
す
も
の

を
掛
け
て
盖
き
ぬ
が
さ

を
傾
け
、

夕
べ
の
岫く
き

に
霧
結
び
、鳥
は
縠
う
す
も
の

に
封と

ぢ
ら
え
て
林
に
迷ま
と

ふ
。

庭
に
新
蝶
舞
ひ
、
空
に
故
鴈
帰
る
。
こ
こ
に
天
を
盖ふ
た

と
し
地

を
坐
し
き
も
の

と
し
、
膝
を
促ち
か
づ

け
觴
さ
か
づ
き

を
飛
ば
す
。
言げ
ん

を
一
室
の

裏う
ち

に
忘
れ
、
衿え
り

を
煙え
ん

霞か

の
外
に
開
く
。
淡た
ん

然ぜ
ん

と
し
て
自
ら

放
ほ
し
き
ま
ま

に
し
、快か
い

然ぜ
ん

と
し
て
自
ら
足
る
。若も

し
翰か
ん

苑え
ん

に
非あ
ら

ず
は
、

何
を
以も
ち

て
か
情こ
こ
ろ

を
攄の

べ
む
。
詩
に
落
梅
の
篇
を
紀し
る

す
。
古

今
夫そ

れ
何
そ
異
な
ら
ん
。
宜よ
ろ

し
く
園
梅
を
賦ふ

し
聊
い
さ
さ
か

か
短
詠

を
成
さ
ん
。

　
　

 

正む

月つ
き

立
ち
春
の
来
ら
ば　

か
く
し
こ
そ
梅
を
招を

き
つ
つ　

楽
し
き
終を

へ
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大た
い

貳に
の

紀き

卿き
や
う

　
　

 

梅
の
花　

今
咲
け
る
ご
と
散
り
過
ぎ
ず　

わ
が
家へ

の
園そ
の

に
あ
り
こ
せ

ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少せ
う

貳に
の

小を

野の

大た
い

夫ふ

　
　

 

梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青あ
を

柳や
ぎ

は　

か
づ
ら
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず

や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
貳
粟あ
は

田た

大
夫

　
　

 

春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花　

ひ
と
り
見
つ
つ
や
春は
る

日ひ

暮
ら

さ
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
前
守
山
上
大
夫

　
　

 

世
の
中
は
恋
し
げ
し
ゑ
や　

か
く
し
あ
ら
ば　

梅
の
花
に
も
な
ら
ま

し
も
の
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
後
守
大
伴
大
夫

　
　

梅
の
花
今
盛
り
な
り　

思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な　

今
盛
り
な
り

筑
後
守
葛ふ
ぢ

井ゐ

大
夫

　
　

 

青あ
を

柳や
な
ぎ

梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し　

飲
み
て
の
後の
ち

は
散
り
ぬ
と
も
よ

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠か
さ
の

沙
弥

　
　

 

わ
が
園
に
梅
の
花
散
る　

ひ
さ
か
た
の
天あ
め

よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

主
人

　
　

 
梅
の
花
散ち

ら
く
は
い
づ
く　

し
か
す
が
に　

こ
の
基き

の
山
に
雪
は
降

り
つ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大だ
い

監け
ん

伴ば
ん

氏し

百も
も

代よ
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梅
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
み　

我
が
園
の
竹
の
林
に
鴬
鳴
く
も

　
　

小せ
う

監げ
ん

阿あ

氏し

奥お
き

嶋し
ま

　
　

梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
を　

か
づ
ら
に
し
つ
つ
遊
び
暮
ら
さ
な

　
　

小
監
土と

氏し

百も
も

村む
ら

　
　

 

う
ち
な
び
く
春
の
柳
と　

わ
が
や
ど
の
梅
の
花
と
を　

い
か
に
か
別わ

か
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大だ
い

典て
ん

史し

氏し

大
原

　
　

 

春
さ
れ
ば　

木こ

末ぬ
れ

隠が
く

り
て
鴬
ぞ
鳴
き
て
去い

ぬ
な
る　

梅
が
下し
づ

枝え

に

　
　

小せ
う

典て
ん

山さ
ん

氏し

若
麻
呂

　
　

 

人
ご
と
に
折
り
か
ざ
し
つ
つ
遊
べ
ど
も　

い
や
め
づ
ら
し
き
梅
の
花

か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
判
事
丹た
ん

氏し

麻
呂

　
　

 

梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ば　

桜
花
継つ

ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て
あ
ら

ず
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藥く
す
り
し師
張ち
や
う

氏じ
の

福ふ
く

子こ

　
　

 

万
代
に
年
は
来き

経ふ

と
も　

梅
の
花
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
咲
き
わ
た
る
べ

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
前
介
佐さ

氏し

子こ

首び
と

　
　

 

春
な
れ
ば
う
べ
も
咲
き
た
る
梅
の
花　

君
を
思
ふ
と
夜よ

い眠
も
寝ね

な
く

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壹
岐
守
板は
ん

氏し

安
麻
呂

　
　

 

梅
の
花
折
り
て
か
ざ
せ
る
諸も
ろ

人ひ
と

は　

今
日
の
間あ
ひ
だ

は
楽
し
く
あ
る
べ

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神か
む

司づ
か
さ

荒く
わ

氏う
じ
の

稲い
な

布し
き

　
　

 

年
の
は
に
春
の
来
ら
ば　

か
く
し
こ
そ　

梅
を
か
ざ
し
て
楽
し
く
飲

ま
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大だ
い

令り
や
う

史し

野や

氏じ
の

宿す
く

奈な

麻ま

呂ろ

　
　

 

梅
の
花
今
盛
り
な
り　

百も
も

鳥と
り

の
声
の
恋こ
ほ

し
き
春
来
る
ら
し

小
令
史
田
氏
肥こ
ま

人ひ
と

　
　

 

春
さ
ら
ば
会
は
む
と
思も

ひ
し
梅
の
花　

今け

日ふ

の
遊
び
に
相
見
つ
る
か

も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藥
師
高か
う

氏じ
の

義よ
し

通み
ち

　
　

 

梅
の
花
手た

折お

り
か
ざ
し
て
遊
べ
ど
も　

飽あ

き
足だ

ら
ぬ
日
は
今
日
に
し

あ
り
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰お
む

陽や
う

師じ

礒き

氏じ
の

法の
り

麻ま

呂ろ

　
　

 

春
の
野
に
鳴
く
や
鴬
な
つ
け
む
と　

我
が
家へ

の
園
に
梅
が
花
咲
く

　

笇さ
ん

師し

志し

氏し

大
道

　
　

 

梅
の
花
散
り
乱ま
が

ひ
た
る
岡
び
に
は　

鴬
鳴
く
も　

春
か
た
ま
け
て

　

大お
お

隅す
み
の

目
さ
く
わ
ん

榎か

氏じ
の

鉢は
ち

麻ま

呂ろ

　
　

 

春
の
野
に
霧
立
ち
わ
た
り　

降
る
雪
と
人
の
見
る
ま
で　

梅
の
花
散

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
前
目
田で
ん

氏し

真ま

上か
み

　
　

 

春
柳
か
づ
ら
に
折
り
し　

梅
の
花　

誰
れ
か
浮
か
べ
し　

酒さ
か

坏づ
き

の
上へ

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壹
岐
目
村そ
ん

氏し

彼を
ち

方か
た

　
　

 

鴬
の
音
聞
く
な
へ
に　

梅
の
花　

我わ
ぎ

家へ

の
園
に
咲
き
て
散
る
見
ゆ

　

對
馬
目
高か
う

氏し

老お
ゆ

　
　

 
わ
が
や
ど
の
梅
の
下し
づ

枝え

に
遊
び
つ
つ
鴬
鳴
く
も　

散
ら
ま
く
惜
し
み

薩
摩
目
高
氏
海あ

人ま

　
　

梅
の
花
折
り
か
ざ
し
つ
つ　

諸も
ろ

人ひ
と

の
遊
ぶ
を
見
れ
ば　

都
し
ぞ
思も

ふ

　
　

土は
に

師し

氏う
じ
の

御み

道み
ち
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妹
が
家へ

に
雪
か
も
降
る
と
見
る
ま
で
に　

こ
こ
だ
も
乱ま
が

ふ
梅
の
花
か

も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
氏
国く
に

堅か
た

　
　

 

鴬
の
待
ち
か
て
に
せ
し
梅
が
花　

散
ら
ず
あ
り
こ
そ　

思
ふ
子
が
た

め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
前
拯
門も
ん

氏し

石い
そ

足た
り

　
　

 

霞
立
つ
長
き
春は
る

日ひ

を
か
ざ
せ
れ
ど　

い
や
な
つ
か
し
き
梅
の
花
か
も

小
野
氏
淡た

理も
り

（
巻
五
・
八
一
五
～
八
四
六
番
歌
）

　
　
　
　

員
外
、
故
郷
を
思
ふ
歌
両
首

　
　

 

わ
が
盛
り
い
た
く
降く
た

く
た
ち
ぬ　

雲
に
飛
ぶ
薬
食は

む
と
も
ま
た
変を

若ち

め
や
も

　
　

 

雲
に
飛
ぶ
薬
食は

む
よ
は　

都
見
ば　

い
や
し
き
我あ

が
身
ま
た
変を

若ち

ぬ

べ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
巻
五
・
八
四
七
～
八
四
八
番
歌
）

　
　
　
　

後
に
梅
の
歌
に
追
和
す
る
四
首

　
　

残
り
た
る
雪
に
交ま
じ

れ
る
梅
の
花　

早
く
な
散
り
そ　

雪
は
消け

ぬ
と
も

　
　

雪
の
色
を
奪う
ば

ひ
て
咲
け
る
梅
の
花　

今
盛
り
な
り　

見
む
人
も
が
も

　
　

 

わ
が
や
ど
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花　

散
る
べ
く
な
り
ぬ　

見
む
人

も
が
も

　
　

 

梅
の
花
夢い
め

に
語
ら
く　

み
や
び
た
る
花
と
吾あ

れ
思も

ふ　

酒
に
浮う
か

か
べ

こ
そ　
一
云　

い
た
づ
ら
に
我
れ
を
散
ら
す
な
酒
に
浮
べ
こ
そ

（
巻
五
・
八
四
九
～
八
五
二
番
歌
）

　

ま
ず
、
序
に
お
い
て
「
詩
に
落
梅
の
篇
を
紀
す
。
古
今
夫
れ
何
そ
異
な

ら
ん
。
宜
し
く
園
梅
を
賦
し
聊
か
短
詠
を
成
さ
ん
」
と
あ
っ
て
、
漢
詩
の

「
落
梅
の
篇
」
に
倣
っ
て
、「
園
梅
を
賦
し
て
短
歌
を
よ
む
」
と
い
う
こ
と

を
宣
言
し
て
お
り
、
冒
頭
紹
介
し
た
楽
府
「
梅
花
落
」
の
影
響
が
指
摘
さ

れ
る
こ
と
は
作
品
の
内
部
に
よ
ら
ず
と
も
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
以

下
、
表
現
上
の
特
色
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　

⑴
園
の
梅

　
「
園
梅
を
賦
し
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
当
た
り
前
な
の
で
あ
る
が
、

「
園
」
が
七
首
に
う
た
わ
れ
、「
や
ど
」
が
四
首
、「
家
」
が
一
首
に
う
た

わ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
記
紀
歌
謡
と
『
万
葉
集
』
の
花
の
中
で
「
木

に
咲
く
花
」
を
概
観
す
る
と
、
山
に
咲
く
も
の
、
ま
た
遠
く
か
ら
眺
め
る

も
の
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
当
該
歌
群
が
「
園
」「
や

ど
」「
家
」
の
木
に
咲
く
花
を
う
た
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
木
に
咲
く
花

を
至
近
の
も
の
、
手
に
取
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一

つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
　

⑵
柳
・
鶯
・
雪
と
の
取
り
合
わ
せ

　

辰
巳
正
明
は
、こ
の
歌
群
の
景
物
の
取
り
合
わ
せ
を
分
析
し
つ
つ
、「「
梅

花
」「
青
柳
」「
雪
」「
鶯
」
な
ど
の
景
物
は
詩
の
素
材
と
し
て
の
も
の
で

あ
り
、
多
く
が
そ
の
景
物
を
取
り
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
に

集
う
人
々
は
中
国
詩
の
知
識
を
背
景
に
「
梅
花
」
を
詠
ん
だ
こ
と
は
明
ら
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か
で
あ
る（

3
（

」
と
し
て
い
る
。

　
「
柳
」
は
万
葉
集
中
三
十
六
首
に
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
十
二

首
が
梅
と
の
取
り
合
わ
せ
で
よ
ま
れ
て
い
て
、
十
二
首
の
内
の
五
首
が
当

該
歌
群
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
一
～
四
に
は
、
柳
が
一
首
も
よ
ま
れ
て

お
ら
ず
、
万
葉
第
一
、二
期
の
歌
を
収
め
る
巻
一
、二
に
は
一
首
も
伝
わ
ら

な
い
。
ま
た
、
梅
が
伝
わ
ら
な
い
巻
の
一
、二
、七
、十
二
、十
五
、十
六
は

柳
と
共
通
し
、
五
首
が
伝
わ
る
巻
十
四
を
除
く
と
、
巻
九
が
一
首
、
巻

十
一
が
一
首
、
巻
十
三
が
一
首
で
多
く
は
な
く
、
梅
と
の
共
通
性
が
認
め

ら
れ
る
。

　
「
鶯
」
は
万
葉
集
中
五
十
一
首
に
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
十
三

首
が
梅
と
の
取
り
合
わ
せ
で
よ
ま
れ
て
い
て
、
十
三
首
中
の
七
首
が
当
該

歌
群
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
柳
同
様
巻
一
～
四
に
は
一
首
も
よ
ま
れ
て
お

ら
ず
、
巻
七
、
巻
十
一
、十
二
、
巻
十
四
～
十
六
と
い
う
巻
に
は
一
首
も

伝
わ
ら
な
く
て
、
こ
れ
は
梅
が
よ
ま
れ
て
い
な
い
巻
と
共
通
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
日
本
で
梅
の
枝
に
鶯
が
と
ま
る
と
い
っ
た
よ
う
な
実
景
が
あ

り
う
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

　
「
雪
」
は
万
葉
集
中
一
五
二
首
に
よ
ま
れ
て
お
り
、
梅
と
の
取
り
合
わ

せ
は
三
十
首
に
の
ぼ
る
。
そ
の
三
十
首
中
の
六
首
が
、
当
該
歌
群
の
歌
で

あ
る
。
雪
の
場
合
に
は
、
巻
十
一
と
十
五
に
は
一
首
も
伝
わ
ら
な
い
が
、

そ
れ
以
外
は
す
べ
て
の
巻
に
雪
の
歌
が
伝
わ
り
、
柳
や
鶯
の
よ
う
な
梅
と

の
共
通
性
を
雪
に
は
指
摘
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、柳
と
鶯
は
梅
と
同
じ
時
期
に『
万

葉
集
』
の
歌
材
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し

て
、
梅
と
の
取
り
合
わ
せ
以
外
で
も
、
同
様
な
時
期
に
『
万
葉
集
』
に
よ

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
雪
に
つ
い
て
は
、
万
葉
第
一
期
か
ら
多
く
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い

る
が
、
早
い
時
期
の
歌
は
、

　
　
　
　

天
皇
の
御お
ほ

製み

歌

　
　

 

み
吉
野
の　

耳み
み

我が

の
嶺
に　

時
な
く
ぞ　

雪
は
降
り
け
る　

間ま

な
く

ぞ　

雨
は
振
り
け
る　

そ
の
雪
の　

時
な
き
が
ご
と　

そ
の
雨
の　

間
な
き
が
ご
と　

隈く
ま

も
お
ち
ず　

思
ひ
つ
つ
ぞ
来こ

し　

そ
の
山
道
を

（
天
武
天
皇　

巻
一
・
二
五
番
歌
）

　
　
　
　

 

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
新
田
部
皇
子
に
献
る
歌
一
首　
短
歌
を
并

せ
た
り

　
　

 

や
す
み
し
し　

わ
が
大お
ほ

王き
み　

高た
か

照て

ら
す　

日
の
御
子　

し
き
い
ま
す 

大
殿
の
う
へ
に　

ひ
さ
か
た
の　

天あ
ま

伝つ
た

ひ
来
る　

雪
じ
も
の　

行
き

通
ひ
つ
つ　

い
や
常と
こ

世よ

ま
で

　
　
　
　

反
歌
一
首

　
　

 

矢や

釣つ
り

山や
ま

木こ

立だ
ち

も
見
え
ず　

降
り
ま
が
ふ
雪
に
騒
け
る
朝あ
し
た

楽
し
も
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（
巻
三
・
二
六
一
、二
番
歌
）

　
　
　
　

山
部
宿
禰
赤
人
、
不
尽
山
を
望
む
歌
一
首　
短
歌
を
并
せ
た
り

　
　

 

天あ
め

地つ
ち

の　

分
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て　

高
く
貴
き　

駿
河
な
る　

富

士
の
高
嶺
を　

天
の
原　

振
り
放さ

け
見
れ
ば　

渡
る
日
の　

影
も
隠か
く

ら
ひ　

照
る
月
の　

光
も
見
え
ず　

白
雲
も　

い
行
き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ　

雪
は
降
り
け
る　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
ぎ
行
か
む　

富

士
の
高
嶺
は

　
　
　
　

反
歌

　
　

 

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば　

真ま

白し
ろ

に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は

降
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
・
三
一
七
、八
番
歌
）

と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
寒
さ
や
冬
の
厳
し
さ
を
表
現
す
る
歌
材
と

な
っ
て
い
る
。
一
方
、
当
該
の
梅
花
の
歌
に
う
た
わ
れ
る
雪
は
、
早
春
に

咲
く
梅
と
そ
の
時
期
ま
で
残
る
雪
を
取
り
合
わ
せ
て
よ
ん
だ
り
、
散
る
梅

の
花
を
降
る
雪
に
見
立
て
た
り
、
白
い
花
を
雪
に
見
立
て
る
と
い
っ
た
表

現
に
な
っ
て
い
る
。
雪
を
寒
さ
や
冬
景
物
と
し
て
で
は
な
く
、
美
的
歌
材

と
し
て
歌
に
よ
む
と
い
う
発
想
は
、時
期
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、

天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
梅
花
の
歌
が
達
成
し
た
風
雅
の
作
風
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

三
、
木
に
咲
く
花
の
歌
の
系
譜

　

記
紀
歌
謡
に
は
花
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
対
象
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
花
と
い
っ
て
も
梅
の

花
を
論
じ
る
の
が
目
的
で
あ
る
の
で
、「
木
に
咲
く
花
」
に
絞
っ
て
検
討

し
て
み
た
い
。

　
　

 

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山や
ま

城し
ろ

川が
わ

を　

つ
ぎ
ね
ふ
や　

山
城
川
を　

川か
は

泝の
ぼ

り　

我わ

が
泝の
ぼ

れ
ば　

川
の
辺
に　

生お

ひ
立
て
る　

烏さ

草し

樹ぶ

を　

烏
草
樹
の

木　

其し

が
下し
た

に　

生お

ひ
立
て
る　

葉は

広び
ろ　

斎ゆ

つ
真ま

椿つ
ば
き　

其し

が
花は
な

の 

照
り
坐い
ま

し　

其
が
葉
の　

広ひ
ろ

り
坐い
ま

す
は　

大お
ほ

君き
み

ろ
か
も

（
記
・
五
七
番
歌
）

　
　

 

大
和
の　

こ
の
高た
け

市ち

に　

小こ

高だ
か

る　

市
の
高つ
か
さ処　

新に
ひ
な
へ
や

嘗
屋
に　

生お

ひ

立
て
る　

葉
広　

斎
つ
真
椿　

其そ

が
葉
の　

広
り
坐
し　

其そ

の
花
の 

照
り
坐
す　

高た
か

光ひ
か

る　

日
の
御み

子こ

に　

豊と
よ

御み

酒き　

献
た
て
ま
つ

ら
せ
事こ
と

の　

語か
た

り
言ご
と

も　

こ
を
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
・
一
〇
一
番
歌
）

　

こ
の
歌
謡
に
お
い
て
は
、
椿
の
花
と
葉
が
美
し
く
生
命
力
が
あ
る
様
と
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し
て
、
天
皇
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
植
物
が
生
長
し
、
葉
を
茂
ら
せ
、
花

を
つ
け
る
こ
と
に
偉
大
な
生
命
力
を
感
じ
、
そ
の
花
や
葉
に
は
呪
的
な
力

が
こ
も
る
と
考
え
た
と
み
ら
れ（

4
（

、
そ
れ
を
天
皇
に
喩
え
る
こ
と
で
天
皇
に

対
す
る
讃
美
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

井
出
至
は
こ
う
し
た
花
を
生
命
力
の
あ
る
呪
物
と
し
て
性
格
を
帯
び
た

も
の
と
し
て
、『
万
葉
集
』
の
次
の
よ
う
な
歌
を
挙
げ
る
。

　
　

 

み
も
ろ
は　

人
の
守も

る
山　

本も
と

辺べ

は　

馬あ

し

び
酔
木
花
咲
き　

末す
ゑ

辺べ

は　

椿
花
咲
く　

う
ら
ぐ
は
し　

山
ぞ　

泣
く
子
守
る
山

（
巻
十
三
・
三
二
二
二
番
歌
）

　
　

 

・
・
・
・
大お
ほ

日や
ま
と本　

久く

迩に

の
都
は　

う
ち
な
び
く　

春
さ
り
ぬ
れ
ば 

山
辺
に
は　

花
咲
き
を
を
り　

川
瀬
に
は　

鮎
子
さ
走ば
し

り　

い
や
日ひ

異け

に　

栄
ゆ
る
時
に
・
・
・
・

　
　

 

（
巻
三
・
四
七
五
番
歌
、
十
六
年
甲
申
春
二
月
、
安
積
皇
子
の
薨
り

ま
し
し
時
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
の
作
る
歌
六
首
の
第
一
首
）

　
　

 

・
・
・
・
高
知
ら
す  

吉
野
の
宮
は
・
・
・
・　

春
べ
は　

花
咲
き

を
を
り　

秋
さ
れ
ば　

霧
立
ち
わ
た
る
・
・
・
・

　
　
　
　

（
巻
六
・
九
二
三
番
歌
、

山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
二
首
の
第
一
首
）

　
　

 

射い

水み
づ

川が
わ　

い
行
き
巡め
ぐ

れ
る　

玉
く
し
げ　

二
上
山
は　

春
花
の　

咲

け
る
盛
り
に　

秋
の
葉
の　

に
ほ
へ
る
時
に　

出
で
立
ち
て　

振
り

放さ

け
見
れ
ば　

神
か
ら
や　

そ
こ
ば
尊た
ふ
と

き　

山や
ま

柄が
ら

や　

見
が
欲
し

か
ら
む
・
・
・
・
（
巻
十
七
・
三
九
八
五
番
歌
、
二
上
山
の
賦
一
首
）

　
　

 

・
・
・
・
神
な
が
ら　

わ
ご
大お
ほ

王き
み

の　

う
ち
な
び
く　

春
の
初
め
は 

八や

千ち

種ぐ
さ

に　

花
咲
き
に
ほ
ひ　

山
見
れ
ば　

見
の
と
も
し
く　

川
見

れ
ば　

見み

の
さ
や
け
く　

物
ご
と
に　

栄
ゆ
る
時
と　

見め

し
給
ひ　

明
ら
め
給
ひ　

敷
き
ま
せ
る　

難な

波に
は

の
宮
は
・
・
・
・

（
巻
二
十
・
四
三
六
〇
番
歌
、
私
の
拙
き
懐
を
陳
ぶ
る
一
首
）

こ
れ
ら
の
歌
は
い
ず
れ
も
花
を
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
や
宮
や
都
を

讃
美
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
景
と
し
て
「
咲
く

花
」
を
う
た
う
の
で
あ
る
か
ら
、
美
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
は
い

え
な
い
が
、具
体
的
な
美
し
さ
や
細
か
な
美
的
描
写
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

井
出
は
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
記
紀
歌
謡
か
ら
の
花
に
対
す
る
意
識
を
引

き
継
い
で
、
生
命
力
あ
る
呪
物
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
華
や
か
さ
、
賑

わ
い
を
よ
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
讃
美
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の

で
あ
る（

5
（

。
作
歌
時
期
は
ば
ら
ば
ら
と
考
え
ら
れ
る
が
、
万
葉
時
代
を
通
し

て
こ
の
よ
う
な
表
現
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
こ
こ
に
例
示
し
た
記
紀
歌
謡
以
来
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ

歌
を
み
て
も
、「
山
に
咲
く
花
」が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
万
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葉
集
』
で
山
に
咲
く
花
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
桜
で
あ
る
。
桜
は

「
木
に
咲
く
花
」
と
し
て
も
、
梅
に
次
い
で
う
た
わ
れ
た
歌
が
多
く

四
十
一
首
あ
る
。

　

桜
が
う
た
わ
れ
る
具
体
的
な
山
と
し
て
は
、
香
具
山
・
龍
田
山
・
糸い
と

鹿か

の
山
・
高た
か

円ま
ど

山
・
絶た
ゆ
ら
き

等
寸
の
山
・
阿
保
山
・
佐
紀
山
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
に
も
「
山
」
や
「
峰
の
上
」
な
ど
の
桜
、
ま
た
「
山
桜
」
と
い
う
表

現
も
あ
っ
て
、
桜
は
「
山
に
咲
く
花
」
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
家
の
周
り
の
庭
や
家
や
戸
口
を
あ
ら
わ
す
「
ヤ
ド
（
宿
）」

の
桜
も
三
首
う
た
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
『
万
葉
集
』
の
桜
は
「
山
に

咲
く
花
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ち
な
み
に
、
山
の
梅
を
よ
ん
だ
歌
は
一
首
も
伝
わ
ら
な
い
。
前
掲
し
た

巻
三
・
四
七
五
番
歌
、
巻
十
七
・
三
九
八
五
番
歌
な
ど
は
、
春
の
山
に
咲
く

「
花
」
が
う
た
わ
れ
る
。
近
江
朝
の
額
田
王
の
春
秋
競
憐
歌
は
春
に
な
っ

て
山
に
咲
く
「
花
」
が
、
持
統
朝
の
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
に
は
山
神

が
春
に
献
じ
る
か
ざ
し
に
す
る
「
花
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

単
に
「
花
」
と
表
現
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
春
の
山
に
咲
く
花
で
あ
る
こ
と

か
ら
桜
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
山
の
桜
は
ど
の
よ
う
な
う
た
い
ぶ
り
で
表
現
さ
れ
る
の
か
と

い
う
と
、
移
り
ゆ
く
季
節
の
春
の
景
物
と
し
て
よ
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る

が
、「
咲
く
」（
四
十
一
首
中
十
五
首
）「
散
る
」（
四
十
一
首
中
十
五
首
）

が
桜
の
あ
り
よ
う
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
代
表
的
な
例
を
挙

げ
る
。

〈
咲
く
〉

　
　

 

あ
し
ひ
き
の
山
桜
花　

日け

並な
ら

べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば　

い
た
恋
ひ
め

や
も
（
巻
八
・
一
四
二
五
番
歌
、
山
部
宿
禰
赤
人
歌
四
首
の
二
首
目
）

　
　

 

い
行ゆ
き

会あ
い

の
坂
の
麓ふ
も
とに

咲
き
を
を
る
桜
の
花
を　

見
せ
む
子
も
が
も

　
　
　
（
巻
九
・
一
七
五
一
番
歌
、

難
波
に
経や

宿ど

り
て
明あ

日す

還か
へ

り
来こ

し
時
の
歌
一
首
の
反
歌
）

〈
散
る
〉

　
　
　
　

厚あ
つ

見み
の

王
お
ほ
き
み、

久
米
女
郎
に
贈
る
歌
一
首

　
　

 

宿や
ど

に
あ
る
桜
の
花
は　

今
も
か
も　

松
風
速は
や

み
地つ
ち

に
散
る
ら
む

（
巻
八
・
一
四
五
八
番
歌
）

　
　

 

春
雨
は
い
た
く
な
降
り
そ　

桜
花
い
ま
だ
見
な
く
に
散
ら
ま
く
惜
し

も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
巻
十
・
一
八
七
〇
番
歌
、
花
を
詠
む
）

〈
咲
く
＋
散
る
〉

　
　
　
　

 

春
三
月
、
諸ま

卿え
つ

大き

夫み

等た
ち

の
難
波
に
下
り
し
時
の
歌
二
首　
短
歌

を
并
せ
た
り

　
　

 
白
雲
の　

龍
田
の
山
の　

滝
の
上
の　

小を

椋ぐ
ら

の
嶺
に　

咲
き
を
を
る  

桜
の
花
は　

山
高
み　

風
し
や
ま
ね
ば　

春
雨
の　

継
ぎ
て
し
降
れ
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ば　

ほ
つ
枝
は　

散
り
過
ぎ
に
け
り　

下し
づ

枝え

に　

残
れ
る
花
は　

し

ま
し
く
は　

散
り
な
乱
ひ
そ　

草
枕　

旅
行
く
君
が　

帰
り
来
る
ま

で

　
　
　
　

反
歌

　
　

 

わ
が
行ゆ
き

は
七
日
は
過
ぎ
じ　

竜
田
彦　

ゆ
め
此こ

の
花
を
風
に
な
散
ら

し

　
　

 

白
雲
の　

龍
田
の
山
を　

夕
暮
れ
に　

う
ち
越
え
行
け
ば　

滝た
ぎ

の
上へ

の　

桜
の
花
は　

咲
き
た
る
は　

散
り
過
ぎ
に
け
り　

含
め
る
は　

咲
き
継
ぎ
ぬ
べ
し　

こ
ち
ご
ち
の　

花
の
盛
り
に　

あ
ら
ね
ど
も　

君
が
御み

行ゆ
き

は　

今
に
し
あ
る
べ
し

　
　
　
　

反
歌

　
　

 

暇い
と
ま

あ
ら
ば
な
づ
さ
ひ
渡
り　

向
つ
峰を

の
桜
の
花
も　

折
ら
ま
し
も

の
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
巻
九
・
一
七
四
七
～
五
〇
番
歌
）

　
　

 

桜
花
咲
き
か
も
散
る
と
見
る
ま
で
に　

誰
か
も
此こ

処こ

に
見
え
て
散
り

行
く　
　
　
　
　

（
巻
十
二
・
三
一
二
九
番
歌
、
羈
旅
に
思
を
発
す
）

こ
う
し
た
桜
の
歌
を
み
る
と
、
桜
が
咲
き
、
散
る
こ
と
に
対
す
る
抒
情
が

歌
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
桜
を
美
的
景
物
と
し
て
鑑
賞

す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
花
を
強
く
意
識
し
て
、
花
が
「
咲
く
」「
散
る
」

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
美
的
意
識
に
基
づ
く
強
い
感
情
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
山
の
景
と
し
て
の
咲
く
花
と
は
異
な

り
、
桜
に
関
し
て
は
咲
く
こ
と
散
る
こ
と
へ
の
強
い
感
情
を
よ
む
歌
材
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、梅
の
歌
に
は
、山
の
梅
を
よ
ん
だ
歌
は
一
首
も
伝
わ
ら
な
い
が
、

桜
と
同
様
に
「
咲
く
」「
散
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
強
い
感
情
と

美
意
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
当
該
の
梅
花
の
歌
で
確
認
し

て
み
る
と
、〈
咲
く
〉
七
首
・〈
散
る
〉
九
首
・〈
咲
く
＋
散
る
〉
四
首
で
合

計
三
十
八
首
中
二
十
首
に
「
咲
く
」「
散
る
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

中
国
詩
の
桜
を
検
討
す
る
と
、六
朝
期
ま
で
の
桜
の
詩
は
数
も
少
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
桜
と
同
様
に
「
咲
く
」「
散
る
」
を
表
す
「
発
」「
開
」「
落
」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
強
い
抒
情
を
表
現
し
て
い
る
よ

う
な
例
は
な
く
、
春
の
美
景
を
理
念
と
し
て
捉
え
た
も
の
と
い
え
る（

6
（

。

　

冒
頭
、
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
梅
花
の
歌
の
成
立
に
、
楽
府
「
梅
花

落
」
に
倣
っ
て
作
ら
れ
、
こ
れ
が
望
京
の
詩
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宰

府
と
い
う
都
か
ら
離
れ
た
地
で
作
ら
れ
た
歌
群
と
す
る
辰
巳
正
明
の
説
を

紹
介
し
た
。「
梅
花
落
」
に
倣
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
散
る
」
が
う
た
わ
れ

て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
同
じ
「
木
に
咲
く
花
」
と
し
て
、
桜
も
ま
た
散
る
こ
と
を
強

く
意
識
し
て
う
た
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
桜
の
歌
が
、
記
紀

歌
謡
以
来
の
山
の
花
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
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る
。
し
か
し
、
桜
の
歌
は
、
そ
こ
か
ら
抒
情
表
現
や
美
的
素
材
と
し
て
よ

む
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
は
、
間
接
的
に
中
国
詩
の
影
響

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
歌
と
し
て
こ
れ
を

み
た
場
合
、
梅
の
歌
が
登
場
す
る
以
前
に
、「
咲
く
」「
散
る
」
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
の
美
的
意
識
に
基
づ
く
強
い
感
情
の
表
現
が
、
桜
の
歌
に
は

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

結
び

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
桜
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　

桜
の
花
の
歌
一
首　
短
歌
を
并
せ
た
り

　
　

 

を
と
め
ら
が　

挿か
ざ
し頭
の
た
め
に　

風み
や
び
を

流
士
の　

か
づ
ら
の
た
め
と  

敷し

き
ま
せ
る　

国
の
は
た
て
に　

咲
き
に
け
る　

桜
の
花
の　

に
ほ

ひ
は
も
あ
な
に

　
　
　
　

反
歌

　
　

去こ

年ぞ

の
春
会
へ
り
し
君
に
恋
ひ
に
て
し　

桜
の
花
は
迎
へ
け
ら
し
も

　
　
　
　
　

右
の
二
首
は
、
若わ
か

宮み
や
の

年あ

魚ゆ

麻ま

呂ろ

誦う
た

ふ

　
（
巻
八
・
一
四
二
九
、三
〇
番
歌
、
春
の
雑
歌
）

こ
の
歌
は
、
天
皇
が
統
治
す
る
こ
の
国
土
の
果
て
ま
で
、
見
事
に
咲
い
た

と
桜
の
美
し
さ
を
讃
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
土
を
讃
美
し
、
天
皇
讃
歌
を

な
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
紀
歌
謡
か
ら
の
花
に
対
す
る
意

識
を
引
き
継
い
で
、
生
命
力
あ
る
呪
物
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
華
や
か

さ
、
賑
わ
い
を
よ
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
讃
美
表
現
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
で
は
そ
う
し
た
呪
物
と
し
て
の
性
格
を
こ
え

て
、
美
の
対
象
と
し
て
の
意
識
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

櫻
井
満
は
反
歌
に
「
去
年
の
春
会
へ
り
し
君
」
と
う
た
い
起
こ
し
て
い

る
こ
と
、「
若
宮
年
魚
麻
呂
誦
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
魚
麻
呂
が
天

皇
の
催
さ
れ
た
「
花
見
の
宴
」
で
謡
っ
た
も
の
で
、
毎
年
の
宴
で
繰
り
返

し
謡
わ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る（

7
（

。
こ
う
し
た
宴
で
謡
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
桜
の
花
の
歌
が
美
的
意
識
を
も
つ
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
『
懐
風
藻
』
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
宮
廷
に
お
け
る
詩
宴
は
、
近

江
朝
の
額
田
王
の
春
秋
競
憐
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宮
廷
の
歌
人
・
詩
人
・
文
人
た
ち
は
そ
う

し
た
中
で
漢
詩
文
を
学
び
つ
つ
、
日
本
固
有
の
和
歌
の
表
現
を
も
展
開
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
、
花
の
歌
の
中
で
二
番
目
の
歌
数
を
残
し
た
梅
の
花
の

歌
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
天
平
二
年
正
月
十
三
日
の
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梅
花
の
歌
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
序
文
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
漢
詩
の
「
落
梅
の
篇
」
に
倣
い
な
が
ら
、
一
方
で
桜
の
歌
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
和
歌
の
木
に
咲
く
花
に
つ
い
て
の
表
現
を
融
合
さ
せ

て
、
梅
の
花
の
歌
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

注（1
） 

本
稿
に
お
い
て
「
梅
花
の
歌
」
は
、
大
宰
府
大
伴
旅
人
邸
で
天
平
二
年
に
よ
ま
れ

た
も
の
を
指
し
、
単
に
梅
の
花
を
よ
む
歌
を
指
す
も
の
を
「
梅
の
花
の
歌
」
と
表

現
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
） 

辰
巳
正
明
「
落
梅
の
篇
―
楽
府
「
梅
花
洛
」
と
太
宰
府
梅
花
の
宴
」（『
万
葉
集
と

中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
）。

（
3
） 

注
（
2
）
の
三
六
三
頁
。

（
4
） 

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
八
一
頁
。

（
5
） 

井
出
至
「
花
鳥
歌
の
源
流
」（『
遊
文
録
』
萬
葉
篇
一
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
、

二
〇
九
頁
）。

（
6
） 

拙
稿
「
民
俗
の
サ
ク
ラ
と
万
葉
の
サ
ク
ラ
と
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
六
号
一

号
、
二
〇
一
五
年
）。

（
7
） 

櫻
井
満
「
桜
」（『
万
葉
の
花
―
花
と
生
活
文
化
の
原
点
―
』、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
八
四
年
）。


