
万
葉
集
に
お
け
る
梅
の
歌
考

序

万
葉
集
に
は
多
く
の
植
物
が
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

中
で
梅
は
集
中

K
一
二

O
首
詠
歌
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
萩
の
一
四
一

首

K
次
ぐ
数
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
桜
の
詠
歌
は
四
十
二
首
で
梅

の
約
三
分
の
一
に
し
か
満
た
な
い
。

平
安
・
中
世
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
花
と
い
え
ば
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
桜
を
指
す
ほ
ど
、
桜
は
百
花
の
中
で
最
も
人
々
に
愛
好
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
現
代

K
お
い
て
も
尚
そ
の
愛
好
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
先

K
示
し
た
如
く
万
葉
集
を
見
る
限
り
梅
と
桜
の

愛
好
の
程
度
が
逆
転
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
様
相
が
詠
歌
数
の
上
に

表
わ
れ
て
い
る
。
詠
歌
数
だ
け
か
ら
判
断
す
る
と
、
万
葉
の
人
々
は

桜
よ
り
も
梅
を
愛
好
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
果
し
て

実
際
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た

の
な
ら
、
な
ぜ
に
一
二

O
首
も
の
多
く
の
梅
の
歌
が
万
葉
集
に
お
い

て
詠
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
以
上
の
よ
う
左
疑
問
を
端
緒
と
し
て
、
万
葉
集
の
梅
の
歌
に

関
し
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

二
十
八
回
生

重

留

妙

子

第
一
章
で
は
第
二
章
以
下
の
前
提
と
し
て
、
万
葉
集
の
梅
の
詠
歌
数

に
つ
い
て
検
討
し
、
梅
の
生
態

K
触
れ
る
。
第
二
章
で
は
万
葉
集
の

梅
の
歌
の
特
徴
を
探
る
と
共
に
、
梅
の
歌
の
多
い
原
因

K
つ
い
て
考

察
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
巻
十
の
四
季
分
類
の
巻

K
お
け
る

梅
の
歌
の
分
類
意
識

K
つ
い
て
探
っ
て
み
る
。

本

論

-6一

第
一
章
梅
の
詠
歌
数
と
梅
の
生
態
（
略
）

（
概
略
）

本
章
で
は
ま
ず
万
葉
集
の
梅
の
詠
歌
数
を
一
二

O
首
と
決
定
し
た
。

と
れ
は
万
葉
集
総
数
の
一
一
、
六
六
%
に
あ
た
る
。
各
巻
ど
と
の
詠
歌

数
は
左
表
の
通
り
。

3 

37 

23 

2 



ま
た
、
侮
の
生
態
に
関
し
て
は
、
特
筆
す
べ
き
は
、
梅
が
中
国
原

産
の
植
物
で
あ
り
、
日
本
へ
渡
来
じ
た
の
は
藤
原
京
頃
で
る
っ
た
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。

第

二

章

梅

歌

の

特

徴

と

梅

歌

の

多

い

原

因

第

一

節

梅

歌

の

特

徴

万
葉
集
に
お
い
て
梅
は
ど
の
よ
う

K
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
う
る
だ
ろ
う

か
。
本
節
で
は
、
梅
歌
を
素
材
を
は
じ
め
そ
の
他
い
く
つ
か
の
角
度

か
ら
見
て
い
き
な
が
ら
、
古
今
和
歌
集
の
梅
の
歌
と
比
較
し
つ
つ
そ

れ
ら
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
古
今
集
の
梅
歌

K
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
く
。
古
今
集
で

は
梅
は
三
十
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
総
歌
数
の
二
、
七
パ
ー
セ

ン
ト

K
あ
た
り
、
割
合
の
上
で
は
万
葉
集
と
大
体
同
率
で
あ
る
。
梅

は
桜

K
次
い
で
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
植
物
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
数

は
桜
の
半
数

K
も
満
た
な
い
の
で
あ
る
。

き
て
、
次
よ
り
梅
歌
の
中
の
梅
以
外
の
素
材
を
見
て
い
っ
て
み
よ

う
。
両
集
と
も
数
の
多
い
順
に
表

K
ま
と
め
て
み
た
。

万
葉
集
で
一
位
と
な
っ
て
い
る
の
は
雪
で
あ
る
。
梅
の
開
花
期
と

降
雪
の
時
期
と
の
時
期
的
な
重
な
り
は
大
き
い
と
は
い
え
、
古
今
集

を
み
る
と
雪
は
四
位
五
例
で
あ
り
、
割
合
と
し
て
も
少
な
い
か
ら
、

万
葉
集
で
雪
と
の
詠
み
合
わ
ぜ
の
多
い
事
は
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
歌
を
見
る
に

〔表 1J万葉集

10 7 6 5 4 3 2 1 順位

3 4 5 6 7 12 13 31 数

恋 夜 素
岡 雨 月 風 山 柳 鴛 雪
里 材
野 震

〔表2〕古今集
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わ
が
闘

K
梅
の
花
散
る
ひ
き
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
く

る
か
も

わ
が
岳

K
盛
K
咲
け
る
梅
の
花
残
れ
る
雪
を
ま
が
え
っ
る

か
も

わ
が
屋
前
の
冬
木
の
上
に
降
る
雪
を
梅
の
花
か
と
う
ち
見

つ
る
か
も

今
日
降
り
し
雪

K
競
ひ
て
わ
が
屋
前
の
冬
木
の
梅
は
咲
き

K
け
り

梅
の
花
の
散
り
乱
れ
る
の
を
雪
の
降
り
く
る
様
に
見
た
て
た
も
の
、

残
雪
の
庭

K
盛
に
咲
く
梅
の
情
景
、
降
る
雪
を
梅
の
花

K
見
た
て
た

も
の
、
雪
に
競
っ
て
咲
く
梅
な
ど
、
そ
の
他
様
々
で
あ
る
。

そ
れ
ら
三
十
一
首
を
次
の
三
つ
に
大
別
し
て
み
た
。

ω梅
の
花
の
散
る
の
を
降
雪

K
た
と
え
た
も
の

制
降
雪
を
梅
の
花
の
散
る
の
に
た
と
え
た
も
の

。
た
と
え
を
含
ま
ず
雪
と
梅
が
並
列
的
に
詠
ま
れ
た
も
の

巻5
822 

巻8
1640 

巻8
1645 

巻8
1649 

〔表3〕

(B) (A) 

1642 822 国

1645 839 歌

1647 844 
大
在見

1841 番
3906 号

(0) 

4287 1651 

1833 

1834 

1840 

1842 
1862 

2329 

2344 

4134 

4282 
4283 

823 
849 

850 

1426 

1434 

1436 

1445 

1640 

1641 
1648 

1649 

ωは
い
づ
れ
も
大
宰
府
で
の
梅
花
の
宴
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ωの
歌
い
方
に
つ
い
て
古
沢
未
知
男
先
生
は
「
多
分

K
中
国
文
学
の

影
響
下
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、

ωと
は
逆
の
見
立
て
で
あ
る
倒
の
歌
い
方
も
同
様

K
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω・
倒
の
歌
い
方
は
古
今
集
に
は
一

首
も
み
ら
れ
な
い
。

ω・
仰
は
中
国
文
化
の
影
響
を
多
分

K
受
け
て

い
た
大
和
・
奈
良
時
代
で
は
の
、
そ
し
て
中
国
文
学
か
ら
受
け
た
影

響
の
大
き
い
万
葉
集
な
ら
で
は
の
散
い
方
な
の
で
あ
る
。

ω・
制

以
外
の
見
立
て
の
歌
は
万
葉
集
に
は
一
首
も
な
い
。
り
に
つ
い
て
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
梅
の
花
と
雪
と
が
共
に
あ
る
情
景
を
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
。

き
て
、
万
葉
集
で
雪
に
次
い
で
詠
み
合
わ
せ
の
多
い
の
が
鷺
で
あ
一

る
。
「
梅
に
鴛
」
は
後
世
で
は
類
型
的
な
取
り
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
寸

る
が
、
万
葉
集
に
も
十
三
首
ほ
ど
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
今
集

の
六
首
と
比
べ
る
と
割
合
と
し
て
は
凡
そ
半
分
で
あ
っ
て
古
今
集
の

方
に
よ
り
そ
の
傾
向
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

5
7

春
さ
れ
ば
木
末
隠
れ
て
鷺
そ
鳴
き
て
去
ぬ
な
る
梅
が
下
校

巻

u

k

鴛

K
次
ぐ
の
が
柳
で
十
二
首
あ
る
。
古
今
集
に
な
る
と
一
首
と
大

幅
K
詠
み
合
わ
せ
が
少
な
く
な
り
、
古
今
集
以
下
の
八
代
集
で
も
、

後
拾
遺
集
に
一
首
あ
る
だ
け
で
他
の
歌
集
に
は
一
首
も
詠
ま
れ
て
い

な
い
。
梅
と
柳
の
詠
み
合
わ
せ
は
万
葉
集
に
特
徴
的
な
も
の
と
み
ら

れ
る
。

巻10
1904 

梅
の
花
し
だ
り
柳
に
折
り
雑
へ
花

K
ま
つ
ら
ば
君
に
逢
は

む
か
も



き
て
、
こ
こ
で
梅
と
の
詠
み
合
わ
せ
で
数
の
多
い
雪
・
鴬
・
柳
そ

れ
ぞ
れ

K
つ
い
て
、
万
葉
集
中
の
例
歌
を
拾
っ
て
み
る
と
、
雪
一
四

四
首
（
う
ち
長
歌
十
八
首
）
、
鴛
五
十
一
首
（
う
ち
長
歌
六
首
）
、

柳
三
十
六
首
（
う
ち
長
歌
二
首
）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
例

歌
の
中
の
素
材
を
調
べ
て
み
て
次
の
よ
う
な
結
果
を
え
た
。

一位一材一

t

一位一材一

az
－
－
位
一
材
一
史

一
蜘
一
素
一
事
鴛
一
冊
一
素
一
劃
柳
一
瞬
一
素
一
費

〔表4a 〕

3 2 1 

野山梅

9 27 31 

H

一嶺一
H

5
一幾一
7

（注〉

〔表4b〕

3 2 1 

山野梅

7 8 13 

ニ雪
7

5
一霞一
6

一一い一日一一

H

一道

7

4
一風一
2

長
歌
は
そ
の
長
さ

K
よ
っ
て
素
材
が
い
く
つ
も
で
て
き

て
、
こ
れ
を
短
歌
と
同
様

K
扱
う
と
不
均
衡
が
生
じ
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
長
歌
は
省
い
て
調
査
し
た
。

表
4
K
明
ら
か
念
如
〈
、
雪
・
鷺
・
柳
と
も
に
梅
が
最
も
多
く
一

緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
降
雪
の
時
期
、
鴬
の
「
ホ

l
ホ
ケ
キ
ヨ
」
と

鳴
く
時
期
、
柳
の
芽
ぶ
く
時
期
が
梅
の
開
花
期
と
大
体
重
な
る
こ
と

か
ら
、
と
れ
ら
が
梅
と
共
に
一
首
中

K
詠
み
込
ま
れ
る
確
率
は
当
然

高
〈
念
る
と
は
思
う
の
だ
が
、
雪
・
鴛
・
柳
共

K
梅
が
一
位
と
い
う
の

は
、
時
期
的
な
重
な
り
だ
け
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
作
歌
の
際

K
、
梅
と
い
え
ば
即
、
雪
・

品
購
・
柳
が
作
者
の
脳
裏

K
浮
か
ん
で
き
て
い
た
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、

「
梅
に
雪
」
、
「
梅
に
鴛
」
「
梅
K
柳
」
と
い
っ
た
詠
歌
の
類
型
化

が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
と
と
が
で
き
る
の
で
は
左
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
詠
歌
の
類
型
化
は
古
今
集
以
降

K
大
い

K
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
兆
が
梅
歌

K
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
梅
歌
が
古
今
集
K
近
い
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

題
詠
的
要
素
を
持
ち
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
風
流
趣
味
の
上

K
成

り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
興
味
深
い
。

雪
・
僑
・
柳
以
外

K
も
梅
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
素
材
は
多
い
が
、

そ
れ
ら

K
つ
い
て
は
表

K
示
し
た
だ
け

K
と
ど
め
て
お
く
。

素
材
を
は
な
れ
て
頻
用
さ
れ
て
い
る
語

K
「
挿
頭
す
」
が
あ
り
、

5
7

人
毎

K
折
り
挿
頭
し
つ
つ
遊
べ
ど
も
い
や
め
ず
ら
し
き
梅

巻

m
の

花

か

も

一

右
の
歌
の
他
合
わ
せ
て
十
一
首
あ
る
。
梅
を
挿
頭
す
と
い
う
行
為
は

l

宴
席
・
遊
び
と
関
わ
り
が
深
い
。
宴
会
を
催
し
梅
や
柳
を
挿
頭
し

K

し
て
遊
ぶ
の
は
風
雅
人
た
ち
の
こ
の
上
な
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
宴
席
で
歌
わ
れ
た
梅
歌
は
多
く
、
記
録

K
残
っ
て
い
る

も
の
だ
け
で
も
、
大
宰
府
で
の
梅
花
の
宴
の
三
十
二
首
を
は
じ
め
と

し
て
総
数
四
十
五
首

K
及
ぶ
。
宴
席
歌
は
題
詠
的
要
素
を
多
分

K
含

む
も
の
と
思
わ
れ
、
宴
席
歌
が
多
い
と
い
う
事
実
は
先

K
述
べ
た
梅

歌
の
詠
歌
の
類
型
化
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

第

節

梅
歌
の
多
い
原
因

本
節
で
は
桜
歌
を
参
照
し
つ
つ
、
作
者
と
作
歌
時
期
と
を
通
し
て

万
葉
集

K
梅
歌
の
多
い
原
因

K
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。



梅
歌
一
二

O
首
の
う
ち
三
十
三
首
は
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
。
残
る

八
十
七
首
が
作
者
が
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
作
者
数
は
六
十

名
と
な
る
。
作
者
の
太
半
が
貴
族
階
級
・
知
識
階
級
の
人
身
で
あ
っ

て
、
藤
原
八
束
・
石
上
宅
嗣
・
吉
田
宜
ら
の
上
級
貴
族
、
大
伴
旅
人

家
持
ら
大
伴
一
族
・
旅
人
の
大
宰
府
管
轄
下
で
の
諸
役
人
な
ど
で
占

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
作
者
未
詳
歌
で
あ
っ
て
も
そ
の
う
ち
の
三
十

首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
十
は
、
「
風
流
を
た
の
し
む
傾
向
の
歌
・

繊
細
な
感

G
の
歌
・
類
想
・
同
型
の
表
現
・
中
国
文
化
の
影
響
な
ど

が
相
当
量
見
出
さ
れ
る
点
か
ら
し
て
、
当
代
知
識
階
級
の
一
般
的
水

準
の
作
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
明
春
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
知
識
階
級
の
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
伴
家
持
（
八
首
）
、
旅
人
（
七
首
）
、
書
持
（
六
首
）
の
三
人

が
梅
歌
の
数
が
多
い
が
、
彼
ら
の
作
歌
状
況
か
ら
み
て
、
そ
の
数
字

の
高
さ
が
梅
の
花
の
愛
好
の
強
さ
を
意
味
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
ま
た
、
桜
歌
と
梅
歌
の
共
通
の
作
者
で
あ
る
家
持
・
山
部

赤
人
ら
の
歌
を
比
較
し
て
み
て
も
、
桜
歌
と
梅
歌
の
全
体
を
比
較
し

て
み
て
も
、
桜
と
梅
と

K
愛
好
の
程
度
の
違
い
と
い
う
も
の
は
伺
わ

れ
な
い
。
よ
っ
て
万
葉
集
に
梅
歌
が
多
い
原
因
は
、
愛
好
と
い
う
こ

と
に
は
ほ
と
ん
ど
求
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次

K
梅
歌
・
桜
歌
の
作
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
製
作
年
代
の
明

ら
か
な
歌
を
万
葉
集
四
期
分
類

K
あ
て
は
め
る
と
表
5
の
如
く
な
る
。

梅
・
桜
並
ハ

K
第
一
期

K
詠
歌
は
な
く
第
三
期
第
四
期
に
集
中
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
梅
が
第
二
期
以
前
に
詠
歌
が
な
い
の
は
梅
の
渡
来
し

た
の
が
藤
原
京
頃
（
六
九
二

J
七
一

O
）
で
、
ま
だ
人
々
の
目

K
触

れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

K
よ
ろ
う
。

桜
は
日
本
固
有
の
植
物
で
あ
る
か
ら
、
第
二
期
以
前

K
も
、
も
う

少
し
詠
歌
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
の

は
人
々
の
自
然
観
に
万
葉
前
期
と
後
期
と
で
は
変
遺
が
あ
る
こ
と

K

一
つ
の
要
因
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

〔表5)

行： 第734第 711第 673第 62~

者米 員十 四 j 時代区分

詳歌 期759期 733期 710期 67~

／ 60 18 42 。。作者数

33 87 34 53 。。歌 数 梅

27.5 72.5 28.3 44.2 。。塾塾
120 ×100 

／ 13 5 7 1 。作者数

13 29 11 14 4 。歌数 桜

31.0 69.0 26.2 33.3 9.5 。歌数×100 
42 
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す
な
わ
ち
、
上
代
に
お
い
て
は
人
々
は
自
然
に
即
し
て
生
活
し
て

お
り
、
自
然
は
畏
怖
の
対
象
と
し
て
あ
り
、
花
の
美
な
ど
深
く
間
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
然
観
も
時
代
が



下
る
と
次
第

K
後
退
す
る
。
律
令
国
家
の
繁
栄

K
よ
り
貴
族
・
官
僚

は
剰
余
生
産
物
K
よ
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う

K
な
る
。
自
然
と
の
対

決
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
自
然
は
愛
玩
す
べ
き
対
象
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
詩
文
の
影
響
も
相
ま
っ
て
自
然
の
美
K

目
が
向
け
ら
れ
、
愛
花
思
想
が
盛
ん
と
な
る
。
万
葉
集
第
三
期
は
ち

ょ
う
ど
こ
の
時
期

K
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
て
、
第
三
期
以
降
、

桜
や
梅
と
い
っ
た
観
賞
用
の
植
物
が
歌

K
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な

る
の
で
あ
る
。

き
て
、
万
葉
集

K
お
い
て
梅
が
桜
な
ど
よ
り
も
多
く
詠
ま
れ
て
い

る
原
因
で
あ
る
が
、
一
つ

K
は
梅
が
主
K
庭
園

K
植
え
ら
れ
て
い
た

植
物
で
あ
っ
た
が
た
め

K
、
山
野
に
自
生
し
て
い
た
桜
な
ど
よ
り
も
、

貴
族
階
級
、
知
識
階
級
の
人
々

K
と
っ
て
は
、
よ
り
親
し
み
ゃ
す
い

植
物
で
あ
っ
て
自
然
、
梅
を
詠
む
機
会
も
多
〈
念
っ
た
で
あ
ろ
う
ζ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二

K
、
梅
が
中
国
渡
来
の
植
物
で
あ
っ
て
、
貴
族
た
ち

K
非
常

に
珍
重
さ
れ
、
ま
た
、
梅
は
当
時
の
日
本
が
あ
ら
ゆ
る
面
で
模
範
と

し
て
い
た
中
国
の
人
々

K
愛
好
さ
れ
て
い
て
、
詩
文
K
も
多
く
詠
ま

れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
貴
族
た
ち

K
梅
を
歌
に
詠
ま
ん
と
す
る

姿
勢
を
つ
く
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

更
に
は
、
梅
歌
の
多
い
こ
と
に
は
貴
族
た
ち
の
精
神
が
関
わ
っ
て

く
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
令
国
家
の
繁

栄

K
よ
り
、
生
活
の
余
裕
、
閑
暇
を
手
に
し
た
貴
族
た
ち
は
、
気
分

が
享
楽
耽
美
の
傾
向
K
な
り
、
風
雅
な
生
活
を
求
め
て
社
交
遊
宴
の

機
会
を
多
く
持
つ
よ
う

K
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
、
春
で
あ
れ

ば
、
風
流
な
遊
び
の
最
た
る
も
の
は
梅
の
花
の
咲
き
散
る
庭
園
で
、

酒
宴
を
催
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
貴
族
た
ち
は
梅
の
花
を
観
賞

し
、
梅
の
花
K
托
し
て
風
流
な
気
分
を
歌
K
詠
ん
だ
り
し
た
の
で
あ

る。
以
上
述
べ
た
如
く
、
万
葉
集
K
梅
歌
が
多
い
の
は
簡
単
K
言
っ
て

し
ま
う
な
ら
、
貴
族
階
級
・
知
識
階
級
の
人
々
が
梅
を
詠
む
機
会
と

い
う
も
の
が
多
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
機
会

を
多
く
し
た
要
因
と
し
て
、
梅
の
生
態
上
の
特
徴
や
中
国
文
化
の
影

響
・
貴
族
た
ち
の
享
楽
的
精
神
な
ど
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
万
葉
集
の
梅
歌
の
数
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
の
が
、
「
梅

歌
謡
叫
品
川
二
首
」
と
こ
れ

K
追
和
す
る
歌
十
一
首
で
あ
る
こ
と
を
第
四

点
と
し
て
つ
け
加
え
て
お
く
。

第
三
章

-11ー

巻
十
に
お
廿
る
春
の
部
と
冬
の
部
の
梅
歌
の
分
類
意
識

万
葉
集
巻
十
は
＼
歌
を
四
季

K
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
を
更

K
雑

歌
と
相
聞
と

K
分
類
し
て
い
る
。
巻
十
と
同
じ
く
四
季
分
類
の
な
さ

れ
て
い
る
巻
K
巻
八
が
あ
る
が
、
巻
十
が
詠
物
・
寄
物
K
よ
っ
て
歌

を
排
列
し
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
が
作
者
未
詳
歌
で
、
作
歌
事
情
・
一
作
者

年
次

K
関
し
て
は
極
め
て
わ
ず
か
な
記
載
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
の

K
対
し
、
巻
八
は
作
者
が
示
さ
れ
、
時
々
作
歌
事
情
及
び
作
歌
年
月

も
記
さ
れ
て
い
る
。

両
巻
K
お
い
て
梅
歌
は
春
の
部
と
冬
の
部

K
分
け
て
入
れ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
表

6
K
示
す
如
く
で
あ
る
。
巻
十
で
は
春
に
冬
の
倍

以
上
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
巻
八
で
は
逆

K
冬

K
春
の
倍
近
く
詠
ま
れ
、

両
巻
を
合
わ
せ
る
と
春
の
方
が
五
首
多
く
な
っ
て
い
る
。



〔表6〕

計 十 ノス 巻

春 春 春 春 部

相 雑 相 雑

聞 歌 聞 歌 要員

5 16 1 7 数
29 

計21 8 
五ι 主、主 主主 主、主 部

相 雑 相 雑

聞 歌 聞 歌 要員

24 
3 6 4 11 数

9 15 計

53 30 23 合計

し
か
る

K
、
巻
十
・
巻
八
共
に
冬
の
部

K
入
れ
ら
れ
た
梅
歌
を
み

る
と
春
の
部
の
そ
れ
と
大
差
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば

次
の
如
く
で
あ
る
。

0
7

誰
が
園
の
梅

K
か
あ
り
け
む
幾
許
も
咲
き

K
け
る
か

担
犯
冬
雑

着

2

も
見
が
欲
し
ま
で
に

0
3

梅
の
花
降
り
覆
ふ
雪
を
つ
つ
み
持
ち
君
に
見
せ
む
と

組
問
春
雑
取
れ
ば
消
に
つ
つ

春
の
部
の
梅
歌
と
冬
の
部
の
梅
歌
と
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
も
っ
て

分
類
し
た
の
か
疑
問
の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
章

K

お
い
て
は
巻
十

K
お
け
る
梅
歌
の
分
類
意
識

K
つ
い
て
探
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
る
。

巻
十
は
作
者
未
詳
の
歌
の
中
で
四
季
歌
に
関
す
る
歌
を
集
め
て
編

ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
梅
歌
は
、
作
歌
年
月
の
記
さ
れ

て
い
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
す
べ
て
が
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
集
中
に
記
載
は
左
〈
て
も
編
者

K
は
作
歌
年
月
が
明
ら
か
で

あ
っ
た
よ
う
左
可
能
性
も
ほ
と
ん
ど
左
い
の
で
あ
る
。

〔表7〕

春 相 聞 春 雑 歌 部 要員

’脊 笥： 寄 野 詠 詠 詠 詠 項

松 雨 花 遊 花 柳 雪 ，鳥 目

1 1 3 1 8 1 5 1 梅歌

1 4 9 4 20 8、 11 13 項目総数

1922 1918 1900 1883 1854 1853 1833 1820 
1904 1856 1834 

歌
1906 1840 

1859 番
1862 1842 号
1871 
1873 

冬相関 冬雑歌 部 要員

寄 寄 寄 詠 詠 項

1t 雪 露 露 花 目

1 1 1 1 5 梅歌

1 12 1 1 5 項目総数

2349 2344 2325 2330 2325 歌
番

2329 号

-12-

A
H
如
意
識
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
す
る
た
め

K
、
ま
ず
右
表

に
あ
げ
た
項
目
が
ど
の
季
節
に
設
け
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
。
そ

し
て
更
に
、
鳥
、
一
室
、
柳
な
ど
の
素
材
が
ど
の
季
節
に
詠
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
か
を
巻
十
と
が
八
と
を
合
わ
せ
て
調
べ
た
。
そ
の
結
果



（
詳
細
は
割
愛
す
る
）
「
詠
鳥
」
、
「
詠
柳
」
、
「
詠
露
」
、
「
野

遊
」
、
「
寄
雨
」
、
「
寄
松
」
、
「
寄
露
」
、
「
寄
雪
」
の
項
目
に

収
め
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
梅
以
外
の
素
材
に
よ
っ
て
そ
の
分
類
の
違

い
を
判
別
で
き
え
た
。

〔表8〕

1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 歌番号 春部

雪 f能 雪 雪 梅 梅 審 素 詠． 
審雪 霞

． ． ． 
毒 審 毒 雪 雪 雪 材 雪

2324 2323 2322 2321 2320 2319 2318 2317 2316 歌喬号 冬部

雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪
素 詠

材 雪

1873 1871 1862 1859 1858 1857 1856 1854 歌番号 春部

鴬
f「 雪 ，鳥

梅
利H 鴛

春 春
． 素 詠

． 、、胆J 梅 ． ． 梅
霞 ”‘、

春 ． 材 花
梅

梅 梅 梅
、、J

梅 桜

2329 2328 2327 2326 2325 歌番号 冬部

雪
梅 梅 梅

梅 素 詠． ． 
梅 月 キオ 花

部

F
E
一
部
ヒ

u
E

斜
寄
花
一
引
い
寄
花

号
一
一
号
一

番
一
素
材
一
番
一
素
材

歌
一
一
歌
一

－J

－
－
Q
d

－
 

m一
梅
一
捌
一
梅
・
月

aaτ

－

－

 

卯
一
梅
・
柳
一

F
O

－

－

 

卯
一
梅
一

「
詠
雪
」
、
「
詠
花
」
、
「
寄
花
」

K
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
調

査
で
は
分
類
意
識
を
解
明
で
き
な
い
。
従
っ
て
次

K
項
目
ご
と
に
春

の
部
の
歌
と
冬
の
部
の
歌
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
表
8
の
よ
う

左
結
果
が
え
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
表
は
「
詠
雪
」
に
つ
い
て
は
、
春
の
部
と
冬
の
部
の
項

目
の
す
べ
て
の
歌
を
と
り
あ
げ
て
、
「
詠
花
」
と
「
寄
花
」
は
梅
歌

だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、
季
節
に
関
す
る
素
材
だ
け
を
挙
げ
た
も
の
で

あ
る
。
一

「
詠
雪
」
で
は
表

8
K示
す
如
く
、
春
部
と
冬
部
と
で
は
明
ら
か

な
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
部
の
歌
で
は
「
雪
」
と
共
に
「
春
」

も
し
く
は
春
を
意
味
す
る
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

冬
部
の
歌
で
は
雪
以
外
に
は
季
節
に
関
す
る
語
は
詠
ま
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

「
詠
花
」
で
も
類
似
し
た
状
況
が
み
ら
れ
る
。
春
部
の
歌
で
は
、

「
梅
」
以
外
に
も
春
を
意
味
す
る
語
が
必
ず
詠
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
但
し
一
八
九
九
番
歌
は
例
外
で
あ
る
。
冬
部
で
は
、
梅
以
外

。。
可
B



の
季
節
関
係
語

K
月
と
雪
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
月
は
四
季
に
わ

た
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
語
で
あ
っ
て
、
春
を
意
味
す
る
語
と
は
見
な

さ
れ
え
な
い
し
、
雪
も
又
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
詠
雪
」
と
「
詠
花
」
に
は
冬
部
の
歌
と
春
部

の
歌
に
、
素
材
と
語
の
上
で
歴
然
と
し
た
違
い
が
み
ら
れ
る
。
と

と
ろ
が
、
「
寄
花
」

K
あ
っ
て
は
そ
の
違
い
が
判
然
と
し
左
い
。

一
九

O
四
番
歌
は
「
柳
」
が
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
春
の
歌

と
断
定
で
き
る
の
だ
が
、
残
る
一
九

0
0
・
一
九

O
六
・
二
三
四
九

番
歌
は
判
別
で
き
か
ね
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
寄
花
」
の
分
類
基

準
こ
そ
知
り
え
な
い
も
の
の
同
項
目
の
下
の
春
部
の
歌
と
冬
部
の
歌

は
一
定
の
基
準
で
も
っ
て
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

項
目
を
無
視
し
て
、
単
に
春
部
の
梅
歌
と
冬
部
の
梅
歌
と
を
比
較

す
る
と
、
な
ぜ
に
か
く
分
類
が
な
さ
れ
た
か
あ
や
し
ま
れ
る
歌
も
、

項
目
ご
と
に
眺
め
る
と
春
部
と
冬
部
の
歌
の
違
い
が
判
然
と
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
三
章

K
お
い
て
見
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
次
の

よ
う
な
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
巻
十
の
編
者
は

手
元

K
集
め
ら
れ
た
作
者
未
詳
歌
の
中
の
四
季
歌
を
雑
歌
と
相
聞
と

に
分
類
し
、
次
に
一
首
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
を
主
眼
が
何

K
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
、
詠
物
・
寄
物
の
項
目
ご
と

K
分
け
、
最
後
に
四

季
の
分
類
を
行
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
巻
十
の
編
纂
が
こ
の
よ
う

な
順
序
で
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
で
の
み
、
す
べ
て
の
梅
歌
の
分

熱
意
識
を
説
明
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

結

び

以
上
、
万
葉
集
の
梅
歌
に
関
し
て
、
詠
歌
数
や
そ
の
特
徴
、
梅
が

多
く
歌
に
詠
ま
れ
た
原
因
、
更
に
は
巻
十
の
梅
歌
の
分
類
意
識
な
ど

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

梅
は
藤
原
京
頃
日
本
へ
輸
入
さ
れ
、
主
と
し
て
貴
族
階
級
の
人
々

の
庭
へ
植
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
万
葉
集
の
梅
歌
は
す

べ
て
が
第
三
期
以
降

K
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
者
も
ほ
と
ん

ど
が
知
識
階
級
の
人
々
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

梅
と
の
詠
み
合
わ
せ
の
多
い
の
が
、
雪
・
鷺
・
柳
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
ら
三
素
材
と
梅
と
の
詠
み
合
わ
せ
ば
類
型
化

K
近
い
状
態

K
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

万
葉
集

K
梅
歌
が
多
い
の
は
、
梅
が
身
近
な
親
し
み
ゃ
す
い
植
物
日

で
あ
っ
た
上
に
、
当
時
の
中
国
文
化
の
影
響
や
貴
族
た
ち
の
享
楽
精
一

神
な
ど
が
相
倹
っ
て
梅
が
風
雅
の
好
対
象
と
な
り
、
必
然
的
に
歌

K

詠
ま
れ
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
「
梅
歌
調
品
川
二
首
」
と
追
和
歌
十
一
首
の
歌
の
存

在
は
梅
歌
の
数
を
多
く
し
た
要
因
で
あ
っ
た
。

第
三
章
に
お
け
る
、
巻
十
の
梅
歌
の
分
類
意
識

K
つ
い
て
の
考
察

で
は
、
梅
と
共

K
詠
み
A
口
わ
さ
れ
た
素
材
を
中
心
に
み
て
い
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
編
纂
が
雑
歌
と
相
聞
の
分
類
↓
詠
物
・
寄
物
に

よ
る
分
類
↓
四
季
分
類
の
順
序
で
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
で

春
部
と
冬
部
の
梅
歌
の
分
類
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

注 l

日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
二
の
解
説
よ
り
引
用




