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去
年
の
若
　
造
へ
り
し
君
に

桜
の
花
は

恋
ひ
に
て
し

週
へ
来
ら
し
も

若
宮
年
魚
麻
呂
（
巻
八
・
一
四
三
〇
）

お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

こ
の
歌
の
作
者
は
不
朋

で
す
が
、
左
注
に
「
若
宮

年
魚
麻
呂
諦
め
り
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
若
宮

魚
麻
呂
は
他
に
も
歌
を

桜
の
花
が
見
頃
を
迎
え

て
い
ま
す
。
今
回
の
歌
は

『
万
葉
集
』
巻
八
、
書
経

歌
に
収
め
ら
れ
た
一
首

で
す
評
「
桜
の
花
の
歌
一

首
　
井
せ
て
短
歌
」
と
い

う
簡
潔
な
題
詞
が
付
さ

れ
て
お
り
、
主
題
が
桜
の

花
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
ま
す
。
長
歌

一
首
（
一
四
二
九
）
と
、

今
回
掲
載
の
短
歌
一
首

で
一
組
に
な
っ
て
い
ま

す。
長
歌
で
は
、
男
女
の
髪

に
飾
ら
れ
る
よ
う
に
、
桜

の
花
が
国
の
果
て
ま
で
咲

い
て
い
る
、
と
歌
い
、
「
桜

の
花
の
　
に
は
ひ
ば
も
あ

な
に
」
と
帯
び
ま
す
。
「
に

は
ひ
」
と
は
現
在
と
は
異

な
り
、
聴
覚
で
は
な
く
視

覚
で
感
じ
る
美
し
き
を
意

味
し
ま
す
。
「
あ
な
に
」

は
感
嘆
の
言
葉
で
、
『
古

事
記
』
神
話
の
中
で
イ
ヴ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
相
互

に
は
め
合
う
際
の
言
葉
と

し
て
も
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
長
歌
で
は
広
く
国
中

の
桜
の
美
し
き
が
歌
わ
れ

ま
す
が
、
短
歌
で
は
ひ
と

つ
の
桜
に
焦
点
が
絞
ら
れ

る
よ
う
で
す
。
ま
た
長
歌

と
は
異
な
り
、
桜
を
擬
人

化
し
て
い
ま
す
。

と
あ
る
桜
の
花
は
、
前

の
年
「
君
」
に
逢
い
、
恋

し
く
思
い
な
が
ら
散
っ
て

し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
一
年

ぶ
り
に
再
び
咲
き
、
恋
し

く
思
っ
て
い
た
「
君
」
に

逢
う
こ
と
が
で
き
た
よ

う
で
す
よ
、
と
い
う
歌
で

す
。
こ
の
歌
の
「
君
」
は

宴
会
の
主
人
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
桜
に
恋
い
慕

わ
れ
て
い
た
と
表
現
す

る
こ
と
で
、
参
加
者
が
主

人
の
こ
と
を
讃
え
る
歌
か

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
実
と
し
て
は
む
し

ろ
、
「
君
」
の
方
が
桜
の

咲
く
の
を
待
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
一
年
ぶ
り
の

桜
の
花
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
喜
ば
し
い
気
持
ち

を
、
あ
え
て
桜
の
側
か
ら

歌
う
と
こ
ろ
に
こ
の
歌
の

諦
し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
（
誓
一
・
三

八
九
左
注
）
、
柘
の
枝
の

伝
説
を
ふ
ま
え
た
歌
（
巻

三
・
三
八
七
）
な
ど
轟

っ
て
い
ま
す
。
人
に
擬

え
る
歌
を
好
ん
だ
歌
人
と

い
え
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
去
年
の
蕃
お
逢
い
し
た
あ
な
た
に
、
一
年
を
恋
う
て

来
た
桜
の
花
は
、
今
こ
そ
お
逢
い
で
き
た
ら
し
い
よ
。
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標
轄
ひ
て
　
わ
が
定
め
て
し

住
吉
の

浜
の
小
松
は
　
後
も
わ
が
松余

聞
軍
（
巻
三
・
三
九
匹
）

こ
の
歌
鴫
芳
葉
菜
』

巻
三
、
醤
喩
歌
の
部
に
収

め
ら
れ
た
一
首
で
す
。
聾

喩
歌
と
は
た
と
え
を
用
い

た
歌
で
、
恋
心
を
歌
う
も

の
が
中
心
で
す
。

住
吉
は
松
の
名
所
で
、

今
回
の
歌
も
直
訳
で
は
松

を
歌
担
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
愛
し
い
人
を
松
に
た

と
え
て
い
婿
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
「
標
」
と
は
占
有

の
目
印
で
す
。
自
分
の
も

の
ど
し
て
標
を
つ
け
た
松

は
こ
の
先
も
自
分
の
松
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、

女
性
を
こ
の
先
も
手
放
さ

な
い
と
い
う
意
思
垂
水
に

な
り
ま
す
。
こ
の
歌
よ
り

早
い
時
期
に
作
ら
れ
だ
と

見
ら
れ
る
恋
の
歌
に
「
後

も
わ
が
妻
」
で
閉
じ
る
歌

が
あ
り
ま
す
（
巻
十
二

二
四
二
八
）
。
こ
の
歌
を

参
考
に
し
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

『
万
葉
集
』
は
も
と
も

と
漢
字
ば
か
り
で
葺
か
れ

て
お
り
、
二
旬
日
「
定
め

て
し
」
の
部
分
が
「
定
義

之
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
「
義
之
」
が
「
て
し
」

と
読
め
る
の
か
、
こ
れ
は

本
居
宣
渠
発
見
に
よ
り

ま
す
。
王
義
之
（
3
0
7

～
3
6
5
）
が
寓
語
書

家
で
、
書
家
が
「
手
師
」

で
あ
る
と
い
う
意
に
か
け

て
「
義
（
義
）
之
」
と
記

し
た
の
だ
と
指
摘
も
課
し

た
（
『
万
葉
集
玉
の
小
琴
』

な
ど
）
。
こ
れ
が
今
で
は

定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。

作
者
の
除
明
軍
は
大
伴

旅
人
の
賢
人
（
従
者
）
で
、

百
済
王
族
系
の
渡
来
人
と

考
え
る
説
が
有
力
で
す
。

今
回
の
歌
以
外
に
『
万
葉

集
』
に
7
首
の
歌
を
残

し
、
う
ち
5
首
は
天
平

3
年
（
7
3
1
）
7
月
、

大
伴
旅
人
が
亡
く
な
っ

た
際
の
歌
（
巻
三
・
四
五

四
～
八
）
で
す
。
左
注
に

は
、
賢
人
の
余
明
軍
が

犬
馬
の
よ
う
に
旅
人
を
慕

い
、
心
の
悲
嘆
を
歌
っ
た
、

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
残

る
2
首
は
旅
人
の
子
・
大

伴
家
持
へ
の
歌
（
巻
四
・

五
七
九
～
五
八
〇
）
で
す
。

今
回
の
歌
の
題
詞
に
は

「
余
明
軍
の
歌
一
首
」
と

し
か
喜
諾
輩
ん
が
、

旅
人
が
大
字
印
で
あ
っ

た
時
期
に
大
事
府
の
宴

で
詠
ま
れ
た
と
す
る
指
摘

も
あ
り
ま
す
。
余
明
軍
と

旅
人
・
家
持
親
子
と
の

綻
び
つ
き
が
う
か
が
え
ま

す。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

A
訳
V
L
る
し
を
結
ん
で
わ
が
も
の
と
決
め
て

お
い
た
住
吉
の
浜
の
小
松
は
、
後
に
も
私
の
松
だ
。


