
五
六
番
歌

【本
文
】

花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る

見
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

【
歌
意
】花

盛
り
の
時
に
都
を
遠
く
眺
め
て
詠
ん
だ
歌

は
る
か
に
眺
望
す
る
と
、
緑
の
柳
と
紅
の
桜
を
み
ご
と
に
織
り
な
し
て
、
こ

の
平
安
の
都
そ
の
も
の
が
春
の
錦
を
敷
き
延
べ
た
よ
う
で
あ
る
。

【校
異
】○
花
ざ
か
り
に
ー
花
の
さ
か
り
に
（
善
・
筋
・
元
・
公
・

関
・
俗
・

静
・
六
・
永
・
前
・
天
・
伏
・
経
）
○
見
や
り
て
ー
み
や
り
は
べ
り
て
（
経
）

○
よ
め
る
ー
ナ
シ
（
筋
・
元
・
経
）
○[

作
者
名]

ナ
シ
ー
素
性
法
師
（
筋
）
―

素
性
（
元
）

【他
出
文
献
】◇
新
撰
和
歌

五
一
。
◇
古
今
六
帖

第
二
「
都
」
一
二
三
五

◇
素
性
集

九

【語
釈
】

○
京
を
見
や
り
て
よ
め
る

・《
新
全
集
》
―
京
都
の
周
辺
の
山
か
ら
見
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

・《
日
本
古
典
文
学
研
究
資
料
》
―
高
台
で
、
都
を
遠
望
し
て
詠
ん
だ
歌
。
具
体

的
な
場
所
は
不
明
。

○
見
わ
た
せ
ば

・《
新
大
系
》
―
京
の
都
を
遠
く
か
ら
見
わ
た
す
と
。

・《
松
田
新
釈
》
―
広
く
あ
ち
こ
ち
を
み
る
と
。
「
ば
」
は
、
已
然
形
接
続
の

確
定
条
件
の
意
を
示
す
。
い
く
ら
か
高
い
、
東
山
の
あ
た
り
か
ら
見
下
ろ

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

・《
新
大
系
》
―
京
の
都
を
遠
く
か
ら
見
わ
た
す
と
。

・《
日
本
古
典
文
学
研
究
資
料
》
―
都
の
は
し
か
ら
は
し
ま
で
全
部
眺
め
て
み
る

こ
と
。

・《
片
桐
全
評
釈
》
―
距
離
を
お
い
て
空
間
的
に
見
は
る
か
す
の
で
あ
る
。

※
み
ー
は
る
か
・
す
〔
見
霽
か
す
〕（
他
五
）
―
遥
か
に
見
渡
す
。
見
晴

ら
す
。
祝
詞
。

◆
「
見
わ
た
せ
ば
」
は
、『
古
今
集
』
で
は
一
例
し
か
な
い
。
他
に
は
、『
土

佐
日
記
』
『
躬
恒
集
』
に
一
例
ず
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
万
葉
集
』

で
は
一
三
例
（
う
ち
八
例
が
初
句
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）

神
代
よ
り

言
ひ

つ伝
て

く来
ら
く

そ
ら
み
つ

大
和
の
国
は
（
中
略
）

大
和
の

お
ほ
く
に

大
国

み

た

ま

御
魂

ひ
さ
か
た
の

天
の
み
空
ゆ

あ
ま
が
け

天
翔
り

見
わ
た
し
た
ま
ひ

事
終
わ
り

帰
ら
む
日
に
は
（
以
下
略
）

（
巻
五

８９４

好
去
好
来
の
歌

山
上
憶
良
）

や
す
み
し
し

我
が
大
君
（
中
略
）
伊
勢
の
国
は

国
見
れ
ば
し
も

山
見
れ
ば

高
く
貴
し

川
見
れ
ば

さ
や
け
く
清
し

水
門
な
す

海
も
広
し

見
わ
た
す

島
も
名
高
し
（
以
下
略
）
巻
十
三

３２３４

の
よ
う
に
、
元
来
『
万
葉
集
』
の
「
見
わ
た
す
」
は
、
国
見
に
よ
る
国
ぼ
め

の
呪
性
を
宿
す
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

○
柳
桜

・《
大
系
》
―
柳
は
土
木
工
事
の
資
材
と
す
る
た
め
に
堤
や
道
ば
た
に
植
え
る

（
営
繕
令
）
の
で
遠
望
の
都
を
区
画
す
る
線
に
な
る
。

※
営
繕
令
ー

養
老
令

1
7

（
堤
内
外
条
）
堤
の
内
外
、
併
せ
て
堤

の
上
に
は
、
た
く
さ
ん
楡
〔
や
ま
に
れ
〕
、
柳
、
雑
樹
を
植
え
て
（
補

強
し
）
、
堤
堰
〔
せ
き
〕
の
資
材
に
充
て
る
こ
と
。

・《
片
桐
》
―
朱
雀
大
路
に
街
路
樹
と
し
て
柳
を
植
え
て
い
た
。
桜
は
当
初
は

山
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
貴
族
の
家
々
の
庭
に
植
え
ら
れ
る
。

○
こ
き
ま
ぜ
て

※
こ
き
‐
ま
・
ぜ
る
【
扱
混
】-

日
本
国
語
大
辞
典

〔
他
ザ
下
一
〕

こ
き
ま
・
ず
〔
他
ザ
下
二
〕
（
「
こ
き
」
は
接
頭
語
）

二
種
以
上
の
も
の
を
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
。
か
き
ま
ぜ
る
。
元
来
は
、
色
の

つ
い
た
も
の
（
主
と
し
て
赤
系
の
）
を
細
か
に
ち
ぎ
っ
て
ま
ぜ
る
こ
と

を
い
う
。

・《
大
系
》
―
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
混
ぜ
て
。

・《
竹
岡
全
評
釈
》
―
今
日
い
う
稲
こ
き
、
し
ご
く
な
ど
と
同
様
に
、
木
の

葉
や
花
を
枝
や
茎
か
ら
、
手
な
ど
で
し
ご
い
て
も
ぎ
落
と
し
て
、
ば
ら
ば

ら
に
し
て
、
さ
ら
に
混
合
す
る
こ
と
を
「
こ
き
ま
ぜ
」
と
い
う
。

「
御
箱
の
蓋
に
い
ろ
い
ろ
の
は
な
・
も
み
じ
を
こ
き
ま
ぜ
て
」
（
源
氏
・

少
女
」

・《
窪
田
評
釈
》
―
「
こ
き
ま
ぜ
」
は
一
つ
の
詞
。
「
こ
き
」
は
、
稲
を
こ
く

な
ど
と
い
う
そ
れ
で
、「
ま
ぜ
」
の
意
の
強
い
も
の
。
口
語
の
「
ま
ぜ
こ

ぜ
」
と
い
う
に
当
た
る
。

・《
松
田
新
釈
》
―
ま
ぜ
合
せ
。
つ
き
ま
ぜ
。
「
こ
き
」
は
、
も
と
は
、「
稲

を
こ
く
」
な
ど
の
「
こ
く
」
で
あ
ろ
う
が
、
椄
頭
語
で
、「
ま
ぜ
」
を
強

め
て
い
る
。

・《
金
子
評
釈
》
―
打
ち
交
ぜ
て
、
入
れ
ま
ぜ
て
な
ど
と
同
じ
。
「
こ
き
」
は

す
ご
く
な
ど
い
ふ
意
の
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
軽
い
接
頭
語
。

○
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

・《
新
大
系
》
―
「
け
る
」
新
た
な
認
識
の
表
現
。
秋
の
錦
が
山
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
、
春
の
錦
の
発
見
の
驚
き
を
言
う
。

・《
松
田
新
釈
》
―
都
は
、
い
ま
、
春
の
錦
で
飾
ら
れ
て
い
る
よ
。
「
ぞ
」
は
、

特
に
一
つ
を
指
示
し
て
い
う
意
の
係
助
詞
、
こ
こ
で
は
、
周
囲
の
春
の
山

で
な
く
、
都
を
と
り
た
て
て
い
っ
た
。
「
錦
」
は
譬
喩
で
、
柳
や
桜
の
緑

と
白
を
縦
横
の
糸
と
し
て
、
美
し
く
織
り
な
し
た
織
物
の
錦
に
見
立
て
た
。

原
拠
を
、「
洛
陽
三
月
春
如
錦
」
と
す
れ
ば
、
漢
詩
的
発
想
で
あ
り
、

「
秋
の
錦
」
か
ら
の
連
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
和
歌
的
思
考
で
あ
る
。
ま

た
、
二
つ
の
合
体
だ
と
す
れ
ば
、
和
漢
詩
想
の
合
体
的
形
象
化
と
な
る
。

「
け
る
」
は
詠
嘆
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形
で
「
ぞ
」
の
結
び
。

・《
竹
岡
全
評
釈
》
―
「
秋
の
錦
」
は
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
が
、
漢

詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
春
の
錦
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
都
を
眺
望
し
た
景

が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
発
見
し
た
気
持
ち
が
「
ぞ
…
な
り
け

る
」
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

【
鑑
賞
】

都
を
讃
美
し
た
心
で
あ
る
。
歌
と
し
て
は
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
都

の
全
体
を
大
き
く
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
柳
と
桜
と
を
色
に
お
い
て
捉
え
、

そ
れ
を
錦
と
い
う
、
人
事
的
の
も
の
を
も
っ
て
喩
え
て
い
る
と
こ
ろ
。

「
ぞ
」

の
一
音
で
「
秋
錦
」
と
の
比
較
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
特
色
は
、
こ
の

時
代
を
通
じ
て
の
も
の
で
、
そ
の
前
例
を
な
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

漢
詩
文
の
素
養
を
土
台
に
、
柳
と
桜
を
こ
き
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し

王
朝
文
学
文
化
研
究
会

土
曜
部
会

平
成
二
四
年
六
月
二
三
日

『
古
今
和
歌
集
』
【
巻
第
一

春
歌
上

五
六
番
歌
】

通
信

科
目
等
履
修
生

美
濃
島

千
鶴



い
錦
を
創
造
し
た
、
ま
さ
に
モ
ダ
ン
な
最
先
端
を
い
く
和
歌
表
現
だ
っ
た
。

五
七
番
歌

【
本
文
】桜

の
花
の
も
と
に
て
、
年
の
老
い
ぬ
る
事
を
嘆
き
て

よ
め
る

き
の
と
も
の
り

色
も
香
も
お
な
じ
昔
に
さ
く
ら
め
ど

年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け
る

【歌
意
】

桜
の
花
の
下
で
、
我
が
身
が
年
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

嘆
い
て
詠
ん
だ
歌

こ
の
桜
は
色
も
香
り
も
昔
と
同
じ
に
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
木
の
下

で
年
を
過
ご
し
て
い
る
人
だ
け
が
新
た
に
変
わ
っ
た
こ
と
だ
な
あ
。

【
校
異
】
○
花
の
ー
木
の
（
善
）
○
年
の
お
い
ぬ
る
ー
と
し
お
い
ぬ
る
（
関
）

○
よ
め
る
ー
ナ
シ
（
筋
・
元
・
公
）
○
と
も
の
り
ー
き
の
と
も
の
り
（
亀
・

基
・
筋
・
公
・
歴
・
昭
・
寂
・
伊
）
○
お
な
じ
昔
に
ー
む
か
し
な
が
ら
に
（
経
・

永
イ
・
前
イ
・
天
イ
・
伏
イ
）

【他
出
文
献
】
◇
古
今
六
帖

第
六

「
桜
」
四
一
九
五

②
「
む
か
し
な
が

ら
に
」
◇
友
則
集

四

②

「
む
か
し
な
が
ら
に
」

【語
釈
】

○
友
則
＝
『
古
今
集
』
撰
者
の
一
人
。
『
古
今
集
』
完
成
途
中
に
没
。

○
色
も
香
も

・《
松
田
新
釈
》
―
桜
の
花
の
色
も
香
も
。
「
も
」
は
並
列
の
副
助
詞
。

・《
片
桐
全
評
釈
》
―
桜
の
香
を
よ
ん
だ
め
ず
ら
し
い
例
。

・《
窪
田
評
釈
》
―
「
香
」
は
、
香
を
愛
す
る
当
時
の
風
か
ら
、
愛
で
た
い
桜

に
も
香
の
あ
る
事
と
し
た
と
見
え
る
。

○
同
じ
昔
に

・《
全
集
》
―
「
に
」
は
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
。

・《
松
田
新
釈
》
―
昔
同
様
に
。

・《
片
桐
全
評
釈
》
ー
変
わ
ら
な
い
昔
の
ま
ま
に
。
や
や
熟
さ
な
い
言
い
方

で
あ
る
の
で
、
「
昔
な
が
ら
に
」
と
い
う
雅
経
本
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。

○
さ
く
ら
め
ど

・《
新
全
集
》
―
「
ら
め
」（
終
止
形
は
「
ら
む
」
）
は
、
作
者
が
必
ず
し
も
毎

年
見
に
来
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
多
分
今
年
も
昔
と
同
様
な
の

だ
ろ
う
、
と
推
量
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
用
い
た
助
動
詞
。

・《
松
田
新
釈
》
―
咲
く
よ
う
で
あ
る
が
。
物
名
「
さ
く
ら
」
を
よ
み
こ
ん
で

あ
る
。
「
ら
む
」
の
現
在
推
量
の
助
動
詞
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
詞

書
の
「
桜
の
も
と
に
て
」
と
矛
盾
す
る
。
本
来
な
ら
ば
、
「
さ
け
れ
ど

も
」
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
「
さ
く
ら
」
を
詠
み
込
む
た
め
に
「
さ
く

ら
め
ど
」
と
し
た
。
同
じ
技
法
を
も
ち
い
た
歌
が
夏
歌
に
あ
る
。
「
あ

わ
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に
お
く
れ
て
ひ
と
り
さ

く
ら
む
」
一
三
六

・《
片
桐
全
評
釈
》
ー
友
則
は
、
「
梅
」
と
い
う
字
を
「
木
」
と
「
毎
」
に

分
け
て
「
雪
降
れ
ば
木
毎
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅
と
わ
き
て

折
ら
ま
し
」
（
冬
・
三
三
七
）
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
言
葉
遊
び
が

得
意
で
あ
っ
た
の
で
、「
さ
く
ら
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
説
は
、

否
定
し
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

・《
竹
岡
全
評
釈
》
ー
助
動
詞
「
ら
む
」
の
機
能
に
よ
り
、
臨
場
感
を
持
っ

た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
「
さ
く
ら
」
を
物
名
と
し
て
詠
み
込
ん
で
い
る

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
詞
書
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
効
果
を

あ
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
詞
書
に
す
で
に
桜
の
こ
と
は
明
言
し
て
あ
る

の
で
、
詞
書
と
の
関
連
か
ら
。
歌
の
中
で
は
「
さ
く
ら
」
は
面
影
の
程

度
に
と
る
方
が
よ
い
。

・《
窪
田
評
釈
》
―
「
咲
く
ら
」
で
、
同
音
の
桜
を
暗
示
し
て
い
る
。
部
立

と
な
っ
て
い
る
「
物
名
」
と
同
じ
詠
み
方
で
あ
る
。

・《
集
成
》
―
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
が
。
婉
曲
表
現
。
「
咲
く
ら
」
に
「
桜
」

を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
見
る
説
も
あ
る
。

○
年
ふ
る
人
ぞ

・《
新
全
集
》
―
年
を
経
た
わ
れ
わ
れ
人
間
。

・《
松
田
新
釈
》
―
老
人
」
、
つ
ま
り
自
分
を
指
す
。
「
ぞ
」
は
「
桜
」
に
対

し
て
「
年
ふ
る
ひ
と
」
を
と
り
た
て
て
い
っ
た
。

・《
窪
田
評
釈
》
―
「
年
ふ
る
人
」
は
、
年
を
経
て
い
る
人
で
、
老
い
た
人
。

そ
の
「
人
」
は
自
身
を
客
観
的
に
い
っ
た
も
の
。
「
ぞ
」
は
、
桜
に
較

べ
て
「
人
」
の
方
を
取
り
た
て
た
意
の
も
の
。

・《
片
桐
全
評
釈
》
ー
詞
書
に
言
う
よ
う
に
「
桜
の
木
の
下
で
年
ふ
る
人
」

の
意
。「
ふ
る
」
と
「
あ
ら
た
ま
る
」
が
対
応
し
て
い
る
。「
も
も
ち
ど

り
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
」
（
春

上
・
二
八
）
。
人
と
は
、
一
般
化
し
て
「
人
」
と
い
っ
て
い
る
が
自
分

が
中
心
。
古
今
集
に
多
い
表
現
で
あ
る
。

桜
の
木
の
下
で
た
だ
老
い
を
嘆
く
だ
け
で
は
な
く
、
「
昔
の
人
は
死
ん

で
し
ま
っ
て
、
新
し
い
人
に
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の

だ
」
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
単
な
る
老
化
だ
け
で
な
く
、
人
の

死
や
世
代
の
交
替
ま
で
暗
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
。

○
あ
ら
た
ま
り
け
る

・《
新
全
集
》
―
以
前
と
違
っ
た
姿
に
な
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
老
人
ら
し
く

な
る
こ
と
。
二
八
番
と
同
様
の
嘆
老
の
歌
で
漢
詩
と
似
た
点
も
あ
る
。

・《
松
田
新
釈
》
―
桜
の
同
じ
状
態
に
対
し
て
、
自
分
の
姿
の
変
っ
た
事
を
示

す
。
「
あ
ら
た
ま
る
」
は
白
髪
に
な
っ
た
り
、
し
わ
が
よ
っ
た
り
す
る

意
。「
け
る
」
は
詠
嘆
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形
で
、「
ぞ
」
の
結

び
。

・《
片
桐
》
―
新
し
い
人
に
な
る
。
昔
の
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
新
た
な
人

が
同
じ
く
年
を
過
ご
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
二
八
番
の
「
物
ご

と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
」
の
よ
う
に
「
新
し
い
も
の
に

代
わ
る
」
と
い
う
意
。
唐
の
劉
廷
芝
の
「
年
年
歳
歳
花
相
似
、
歳
歳
年

年
人
不
同
」
と
同
じ
心
を
詠
ん
で
い
る
。

【
鑑
賞
】

桜
の
花
の
も
と
で
、
昔
に
変
わ
ら
ず
咲
く
花
を
見
つ
つ
、
ふ
と
、
変
わ
り

ゆ
く
我
が
身
を
思
い
、
感
慨
に
ふ
け
る
と
い
う
歌
意
で
、
咲
く
花
と
自
己

と
を
一
体
化
し
、
そ
れ
に
陶
酔
す
る
心
境
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
咲

く
桜
を
き
っ
か
け
に
、
人
の
心
に
翳
を
宿
す
老
年
の
寂
し
さ
を
歌
い
あ
げ

た
こ
の
歌
は
、
同
じ
く
咲
く
桜
の
歌
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
、
歌

境
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
桜
花
に
対
す
る
人
間
感
情
の
様
々
な
あ

り
さ
ま
を
幅
広
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
撰
者
た
ち
の
意
図
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

【
配
列
】

・
五
六
番
歌
が
眺
望
の
歌
だ
っ
た
の
に
対
し
、
五
七
番
歌
は
視
近
距
離
の

樹
下
の
歌
で
あ
る
よ
う
に
、
「
桜
」
を
遠
近
で
配
列
し
、
ま
た
、
漢
詩
文

に
培
わ
れ
た
表
現
を
踏
ま
え
、
様
々
に
発
展
さ
せ
た
歌
を
殊
更
並
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
桜
花
に
対
す
る
人
間
感
情
の
様
々
な
あ

り
さ
ま
を
幅
広
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
撰
者
た
ち
の
意
図
に
よ
る
配
列

が
な
さ
れ
て
い
る
。



浅
葱
地
五
枚
笹
柳
桜
模
様
縫
箔

桃
山
時
代

十
七
世
紀

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

五
六
番
歌
「
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
」
が
後
の
服
飾
史
に
与
え
た

影
響
は
大
き
い
。
柳
も
桜
も
大
胆
に
描
い
た
桃
山
時
代
の
豪
華

さ
が
窺
わ
れ
る
。
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