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は
じ
め
に

「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
（
以
下
「
本
歌
合
」
と
い
う
）
は
、
成
立
時
期

が
不
明
だ
が
、
拙
稿
の

（
１
）

考
察
に
よ
る
と
、
陽
成
院
が
主
催
し
、
二
人
の
親
王

が
左
右
の
頭
を
務
め
た
歌
合
で
あ
る
。
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」
・
「
陽
成

院
歌
合
（
惜
秋
意
）
」
・
「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」
と
共
に
、
陽
成
院
関
連
歌

合
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
寝
覚
め
の
恋
」
と
「
暁

の
別
れ
」
と
い
う
二
つ
の
歌
題
で
、
前
後
十
番
ず
つ
に
分
か
れ
、
計
二
十
番

四
十
首
と
な
っ
て
い
る
。
題
材
が
色
め
い
た
恋
歌
だ
と
い
う
点
か
ら
、
陽
成

院
の
親
王
で
あ
る
元
良
親
王
（
八
九
〇
〜
九
四
三
）
の
女
性
と
の
交
渉
を
中

心
と
す
る
私
家
集
、
『
元
良
親
王
集
』
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
。
『
平
安
朝
歌

合
大
成
』
（
以
下
略
称
『
大
成
』
）

（
２
）

第
一
巻
「
四
〇
」
に
収
録
さ
れ
、
木
船
重

昭
氏
の
『
元
良
親
王
集
注
釈
』
の
付
録
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
纂
修
注
釈
」（
以

下
略
称
『
注
釈
』
）

（
３
）

に
注
釈
が
存
在
す
る
。

発
表
者
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」
・
「
陽

成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
及
び
そ
の
周
辺
の
歌
を
摂
取
し

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
歌
合
も
こ
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
る
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
本
歌
合
に
お
け
る
表
現

摂
取
の
痕
跡
を
探
し
つ
つ
、
陽
成
院
関
係
の
歌
合
及
び
元
良
親
王
関
係
の
和

歌
と
共
通
す
る
表
現
や
、
独
自
表
現
に
も
目
を
配
り
、
本
歌
合
の
表
現
の
特

色
を
整
理
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
、
他
の
陽
成
院
関
係
歌
合
と
の

関
係
を
考
量
し
た
い
。

一
　
明
白
な
摂
取

本
歌
合
は
恋
を
主
題
と
し
て
い
る
た
め
、
先
行
の
恋
歌
を
意
識
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
ず
「
寝
覚
め
の
恋
」
の
部
に
は

「
夢
」
を
詠
む
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
歌
の
部
に
お
い

て
「
夢
」
を
詠
む
歌
は
約
三
十
首
あ
り
、
特
に
巻
十
一
の
四
八
三
番
歌
か
ら

五
五
一
番
歌
ま
で
の
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
部
分
に
五
一
六
・

五
二
四
・
五
二
五
・
五
二
六
・
五
二
七
番
歌
と
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
恋
部
に
属

す
る
五
四
四
番
歌
、

夏
虫
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
す
こ
と
も
ひ
と
つ
思
ひ
に
よ
り
て
な
り
け
り

は
、
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」
の
冒
頭
、

１
い
た
づ
ら
に
身
離
る
て
へ
ど
夏
虫
の
思
ひ
は
え
こ
そ
離
れ
ざ
り
け
れ

２
身
を
捨
て
て
一
つ
思
ひ
に
焦
が
れ
た
る
心
ぞ
夏
の
虫
に
ま
さ
れ
る
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に
摂
取
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
本
歌
合
も
ま
た
同
恋
部
の
歌
を

摂
取
し
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
暁
の
別
れ
」
で
多
く
詠

ま
れ
る
後
朝
の
恋
は
、
普
遍
的
な
恋
歌
の
主
題
な
の
で
、
和
歌
の
一
般
教
養

と
し
て
先
行
歌
を
当
然
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
本
歌
合
の
先
行

表
現
摂
取
の
概
況
と
し
て
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
具
体
的
な
歌
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
特
定
の
歌
を
摂
取
し
た
例
も

見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
。

【
七
番
歌
】
寝
覚
め
つ
つ
身
を
鶯
の
音
を
ぞ
な
く
花
さ
か
り
に
し
君
を
恋
ふ
れ
ば

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
『
注
釈
』
は
、

ふ
と
目
を
さ
ま
し
さ
ま
し
て
は
、
わ
が
身
を
つ
ら
く
思
い
、
涙
も
乾
か
ず
、

う
ぐ
い
す
の
よ
う
に
声
を
あ
げ
て
泣
く
こ
と
で
す
。
花
盛
り
の
よ
う
な

浮
気
な
あ
な
た
を
恋
し
て
い
ま
す
の
で
。

と
解
釈
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
「
花
盛
り
」
に
つ
い
て
「
花
盛
り
の

よ
う
な
浮
気
」
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
浮
気
者
を
呵
責
せ
ず
敢
え
て
思

い
を
寄
せ
る
の
は
違
和
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
五
・
恋
歌
五
・
七
九
八

よ
み
人
し
ら
ず
　
　

我
の
み
や
世
を
う
ぐ
ひ
す
と
な
き
わ
び
む
人
の
心
の
花
と
ち
り
な
ば

を
見
る
と
、
詠
み
手
が
自
分
を
鶯
に
喩
え
て
お
り
、
恋
人
の
心
が
花
の
よ
う

に
散
っ
た
な
ら
ば
泣
き
悲
し
む
だ
ろ
う
と
詠
ん
で
い
る
。
心
が
花
の
よ
う
に

散
る
こ
と
は
、
恋
人
が
冷
淡
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま

え
れ
ば
、
七
番
歌
の
「
花
盛
り
に
し
君
」
は
、
ま
だ
情
熱
的
だ
っ
た
頃
に
毎

晩
通
っ
て
き
た
男
性
恋
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
情
熱
的
で
あ
っ
た
男
が
冷
淡
に
な
っ
て
通
っ
て
来
な
い
か
ら
、
寝
覚
め
て

泣
き
悲
し
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
自
分
を
散
る
花
の
た
め
に

鳴
く
鶯
に
喩
え
る
と
い
う
発
想
も
両
歌
が
共
通
し
て
い
る
の
で
、
七
番
歌
は

『
古
今
和
歌
集
』
・
七
九
八
を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
八
番
歌
】
こ
と
に
出
で
て
な
に
か
言
ふ
べ
き
寝
覚
め
つ
つ
恋
ふ
る
下
紐
空
に

と
く
ら
む

こ
の
歌
は
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
二
・
恋
歌
二
・
六
〇
七

と
も
の
り
　
　

事
に
い
で
て
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
み
な
せ
河
し
た
に
か
よ
ひ
て
こ
ひ
し
き

も
の
を

を
摂
取
し
て
い
る
と
考
え
る
。
八
番
歌
の
初
・
二
句
「
こ
と
に
出
で
て
な
に

か
言
ふ
べ
き
」
は
、
摂
取
歌
の
同
句
「
事
に
い
で
て
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
」
と

酷
似
し
て
お
り
、
同
じ
く
言
葉
に
言
い
出
さ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
摂
取
歌
の
三
・
四
・
五
句
は
、
自
分
の
恋
心
は
水
の
な
い
川
の
下
に
流

れ
る
伏
流
の
よ
う
に
相
手
を
恋
慕
し
て
い
る
と
言
っ
て
お
り
、
即
ち
片
思
い

の
状
態
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
八
番
歌
の
下
の
句
「
恋
ふ
る
下
紐
空
に

と
く
ら
む
」
と
い
う
恋
心
を
抱
い
て
い
る
状
態
と
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

八
番
歌
の
第
四
句
の
「
下
紐
」
は
、
摂
取
歌
の
同
句
「
し
た
に
か
よ
ひ
て
」

の
「
し
た
」
の
字
面
を
ヒ
ン
ト
に
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
九
番
歌
】
睡
を
し
寝
ば
夢
に
も
人
を
見
る
べ
き
を
夜
な
夜
な
覚
む
る
目
こ
そ

つ
ら
け
れ

こ
の
歌
は
、
廿
巻
本
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
摂
取
歌
は
、
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◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
五
・
恋
歌
五
・
七
六
七

（
よ
み
人
し
ら
ず
）
　
　

夢
に
だ
に
あ
ふ
事
か
た
く
な
り
ゆ
く
は
我
や
い
を
ね
ぬ
人
や
わ
す
る
る

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
九
番
歌
の
初
句
の
「
睡
を
し
寝
」
は
、
摂
取
歌

に
は
四
句
で
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
夢
の
中
で
恋
人
と
逢
え
る
こ
と
も
、
九

番
歌
と
摂
取
歌
が
共
に
言
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
夢
で
は
逢
え
な
か
っ
た
が
、

そ
の
理
由
を
摂
取
歌
で
は
自
分
が
寝
ら
れ
な
い
か
恋
人
に
忘
れ
ら
れ
た
か
と

列
挙
し
て
い
る
。
九
番
歌
で
は
下
の
句
で
毎
晩
覚
め
る
目
が
辛
い
と
言
っ
て

お
り
、
『
注
釈
』
は
「
夜
ご
と
に
さ
め
て
、
恋
し
い
人
を
見
さ
せ
な
い
こ
の
目

こ
そ
、
つ
れ
な
い
よ
」
と
、
自
分
の
目
に
当
て
付
け
て
責
め
て
い
る
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
摂
取
歌
を
踏
ま
え
れ
ば
、
目
が
辛
い
理
由
は
、

恋
心
に
焦
が
れ
て
寝
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
生
理
的
な
苦
痛
が

想
定
さ
れ
る
。

【
二
八
番
歌
】
明
け
ぬ
て
ふ
声
も
涙
も
も
ろ
と
も
に
う
ち
出
づ
る
か
ら
に
袖
ぞ

濡
れ
け
る

こ
の
歌
は
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
三
・
恋
歌
三
・
六
三
九

　
　
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
　
と
し
ゆ
き
の
朝
臣

あ
け
ぬ
と
て
か
へ
る
道
に
は
こ
き
た
れ
て
雨
も
涙
も
ふ
り
そ
ほ
ち
つ
つ

を
摂
取
し
た
と
考
え
る
。
摂
取
歌
の
初
句
「
あ
け
ぬ
と
て
」
は
、
二
八
番
歌

の
同
句
に
見
ら
れ
、
同
じ
く
後
朝
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
摂

取
歌
の
下
の
句
「
雨
も
涙
も
ふ
り
そ
ほ
ち
つ
つ
」
は
、
別
れ
に
対
し
て
泣
く

こ
と
の
激
し
さ
を
強
調
し
て
お
り
、
二
八
番
歌
の
二
・
三
・
四
句
の
「
声
も
涙

も
も
ろ
と
も
に
う
ち
出
づ
る
」
と
い
う
表
現
と
通
ず
る
。
三
八
番
歌
、

お
き
て
ゆ
く
方
も
知
ら
れ
ず
惑
ふ
か
な
涙
も
袖
も
目
に
さ
は
り
つ
つ

の
四
句
の
「
涙
も
袖
も
」
と
い
う
表
現
も
恐
ら
く
『
古
今
和
歌
集
』
・
六
三
九

の
同
句
の
「
雨
も
涙
も
」
の
変
奏
で
あ
る
。
ま
た
、
『
古
今
和
歌
集
』
・

六
三
九
と
同
じ
く
、
三
八
番
歌
は
末
尾
に
余
情
表
現
「
つ
つ
」
を
用
い
て
い

る
の
で
、
当
該
歌
を
摂
取
し
た
と
考
え
る
。

【
三
六
番
歌
】
限
り
と
は
思
は
ぬ
も
の
を
暁
の
別
れ
の
床
は
お
き
憂
か
り
け
り

こ
の
歌
の
下
の
句
の
「
床
は
お
き
憂
か
り
け
り
・
床
を
お
き
憂
か
る
ら
む
」

と
い
う
表
現
は
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
二
・
恋
歌
二
・
五
七
五

　
　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
し

は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
見
つ
る
夜
は
朝
の
と
こ
ぞ
お
き
う
か
り
け
る

か
ら
摂
取
し
た
と
考
え
る
。
摂
取
歌
と
の
相
似
度
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
歌

に
関
し
て
は
十
巻
本
の
方
が
本
来
の
形
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
は
、
特
徴
的
な
表
現
を
手
掛
か
り
に
、
比
較
的
簡
単
に
摂
取
歌
を
特

定
し
た
例
で
あ
る
。
簡
単
と
は
言
う
も
の
の
、
本
歌
合
の
摂
取
は
先
行
歌
の

字
面
に
留
ま
ら
ず
、
二
八
番
歌
の
よ
う
に
先
行
歌
の
内
容
を
編
み
込
む
試
み

も
見
ら
れ
る
た
め
、
二
つ
の
陽
成
院
歌
合
の
摂
取
と
比
べ
て
、
よ
り
洗
練
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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二
　
表
現
の
再
構
築

前
節
に
挙
げ
た
摂
取
の
例
は
、
一
首
を
摂
取
す
る
場
合
で
あ
る
。
実
は
本

歌
合
に
は
複
数
の
摂
取
歌
か
ら
表
現
を
摂
取
し
、
或
い
は
常
套
的
な
表
現
を

取
り
入
れ
た
上
で
、
独
自
の
表
現
に
ア
レ
ン
ジ
し
、
整
合
さ
せ
る
現
象
も
見

ら
れ
る
。
そ
れ
を
「
表
現
の
再
構
築
」
と
名
付
け
て
、
解
説
し
て
い
く
。

【
二
番
歌
】
く
や
く
や
と
待
ち
て
寝
覚
め
に
お
き
た
れ
ば
月
よ
り
ほ
か
に
い
る

人
ぞ
な
き

こ
の
歌
の
下
の
句
「
月
よ
り
ほ
か
に
い
る
人
ぞ
な
き
・
月
よ
り
ほ
か
に
入

る
人
も
な
し
」
は
、
時
間
の
推
移
に
よ
り
傾
く
月
の
光
が
閨
に
入
っ
て
き
た
が
、

待
っ
て
い
る
恋
人
は
訪
ね
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
入
る
」

は
月
が
沈
む
こ
と
、
月
の
光
が
閨
に
入
る
こ
と
、
恋
人
が
閨
に
踏
み
入
る
こ

と
と
い
う
三
者
を
掛
け
て
い
る
。
訪
ね
て
来
く
る
人
が
い
な
い
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
表
す
の
は
、
当
時
で
は
一
般
的
に
、

◦
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
一
三
五

草
も
木
も
枯
行
く
冬
の
宿
な
れ
ば
雪
な
ら
ず
し
て
と
ふ
人
ぞ
な
き

◦
古
今
和
歌
集
・
秋
歌
上
・
二
〇
五

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
山
里
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し

◦
同
上
・
秋
歌
下
・
二
八
七

あ
き
は
き
ぬ
紅
葉
は
や
ど
に
ふ
り
し
き
ぬ
道
ふ
み
わ
け
て
と
ふ
人
は
な
し

と
あ
る
よ
う
に
、
「
と
ふ
人
な
し
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
「
惜
秋
意
」
に
も
、

６
訪
ふ
人
も
な
き
も
の
故
に
あ
ぢ
き
な
く
言
は
む
間
も
な
く
惜
し
き
秋
か
な

と
、「
と
ふ
人
な
し
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
二
番
歌
は
恐
ら
く
、「
と
ふ
人
な
し
」

を
念
頭
に
置
い
て
、
月
と
の
関
連
か
ら
「
入
る
人
な
し
」
と
い
う
表
現
に
ア

レ
ン
ジ
し
た
と
考
え
る
。

【
一
一
番
歌
】
人
恋
ひ
て
寝
る
春
の
夜
は
し
き
た
へ
の
枕
な
か
れ
て
浮
き
ぬ
べ

き
か
な

こ
の
歌
の
十
巻
本
の
下
の
句
「
枕
流
れ
て
浮
き
ぬ
べ
き
か
な
」
は
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
一
・
恋
歌
一
・
五
二
七

（
読
人
し
ら
ず
）
　
　

涙
河
枕
な
が
る
る
う
き
ね
に
は
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る

の
二
・
三
句
を
摂
取
し
た
と
考
え
る
。
ま
た
、こ
の
『
古
今
和
歌
集
』・
五
二
七
は
、

三
七
番
歌
、

37
涙
川
堰
け
ど
と
ま
ら
ず
暁
の
別
れ
は
鴛
の
浮
き
寝
を
ぞ
す
る

で
も
「
涙
川
」
と
「
浮
き
寝
」
の
表
現
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
更
に
、

三
七
番
歌
の
二
句
「
堰
け
ど
と
ま
ら
ず
」
は
、

◦
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
一
九
二

人
し
れ
ず
し
た
に
な
が
る
る
涙
川
せ
き
と
ど
め
な
む
か
げ
は
見
ゆ
る
と

を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
三
七
番
歌
は
「
涙
川
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
、
『
古
今
和
歌
集
』・
五
二
七
か
ら
「
浮
き
寝
」
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」・

一
九
二
か
ら
「
せ
き
と
ど
む
」
と
い
っ
た
表
現
を
摂
取
し
て
、
改
め
て
組
み

合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
一
二
番
歌
】
寝
覚
め
す
る
わ
が
し
き
た
へ
は
池
な
れ
や
妻
な
き
鴛
と
な
か
れ

こ
そ
す
れ

こ
の
歌
で
は
「
し
き
た
へ
」
と
「
流
れ
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
た
め
、
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一
一
番
歌
と
同
じ
く
「
浮
き
寝
」
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

一
二
番
歌
の
浮
き
寝
の
主
体
は
鴛
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
鴛
が
浮
き
寝
を
す

る
と
い
う
発
想
は
、
恐
ら
く
、

◦
後
撰
和
歌
集
・
慶
賀
哀
傷
・
一
四
〇
〇
・
一
四
〇
一

あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
女
の
身
ま
か
り
に
け
る
を
こ
ひ
侍
り
け
る

あ
ひ
だ
に
、
よ
ふ
け
て
を
し
の
な
き
侍
り
け
れ
ば
　�

閑
院
左
大
臣

ゆ
ふ
さ
れ
ば
ね
に
ゆ
く
を
し
の
ひ
と
り
し
て
つ
ま
ご
ひ
す
な
る
こ
ゑ
の

か
な
し
さ

と
い
う
藤
原
冬
嗣
が
亡
妻
を
偲
ぶ
歌
か
ら
摂
取
し
た
と
考
え
る
。
当
該
歌
の

二
・
三
句
「
ね
に
ゆ
く
を
し
の
ひ
と
り
し
て
」
は
、
一
二
番
歌
が
設
け
た
一
人

寝
に
寝
覚
め
す
る
情
景
と
関
連
付
け
ら
れ
、
一
二
番
歌
の
四
句
の
「
妻
な
き
鴛
」

と
い
う
の
も
、
冬
嗣
歌
の
四
句
「
つ
ま
ご
ひ
す
な
る
」
及
び
妻
を
失
っ
た
冬

嗣
本
人
の
状
況
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
冬
嗣
歌
は
『
後
撰
和
歌
集
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
冬
嗣
の
生
没
年
月
日
（
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
〜
天
長

三
年
（
八
二
六
）
）
を
考
え
る
と
、
本
歌
合
に
摂
取
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

ま
た
、
一
二
番
歌
の
三
句
「
池
な
れ
や
」
は
、
鴛
が
池
に
棲
む
こ
と
に
言

及
し
て
お
り
、
そ
の
発
想
は
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
十
三
・
恋
三
・
六
七
二

（
よ
み
人
し
ら
ず
）
　
　

池
に
す
む
名
を
を
し
鳥
の
水
を
あ
さ
み
か
く
る
と
す
れ
ど
あ
ら
は
れ
に
け
り

で
既
に
見
ら
れ
る
。

な
お
、
鴛
を
詠
む
歌
は
、
本
歌
合
に
お
い
て
、
全
部
で
三
首
あ
り
、
一
二

番
歌
と
前
記
の
十
巻
本
の
三
七
番
歌
以
外
に
、
二
二
番
歌
、

人
知
れ
ず
あ
か
で
別
る
る
暁
に
う
ち
な
き
そ
ふ
る
鴛
の
声
か
な

が
見
受
け
ら
れ
、
末
句
の
「
鴛
の
声
」
と
い
う
表
現
も
、
冬
嗣
歌
の
末
句
を

意
識
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
歌
合
は
先
行
歌
か
ら
表
現
を
摂
取
し
、
「
鴛
の
浮
き
寝
」

と
い
う
表
現
を
新
た
に
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鴛
の
浮
き
寝
」
の
表
現
は
、

後
世
に
も
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
、
小
西
美
来
氏

（
４
）

に
よ
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』

の
朝
顔
の
巻
に
あ
る
、

か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
に
添
ふ
る
鴛
鴦
の
う
き
ね
か

は
、
本
歌
合
か
ら
「
鴛
の
浮
き
寝
」
及
び
二
二
番
歌
の
「
な
き
そ
ふ
る
」
を

摂
取
し
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
歌
合
は
単
に
先
行
歌
か
ら
表
現
を
取

り
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
新
表
現
を
作
り
出
す
役
割
も
無
視
で
き
ず
、
そ
れ

が
世
間
に
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
水
準
に
達
し
て
い
た
と
言
え
る
。

三
　
陽
成
院
グ
ル
ー
プ
の
和
歌
と
関
連
す
る
表
現

本
歌
合
に
は
、
他
の
陽
成
院
関
係
の
歌
合
や
元
良
親
王
の
歌
と
共
通
す
る

表
現
も
見
ら
れ
る
。

前
記
の
二
番
歌
、

く
や
く
や
と
待
ち
て
寝
覚
に
お
き
た
れ
ば
月
よ
り
ほ
か
に
い
る
人
ぞ
な
き

の
初
句
「
く
や
く
や
と
」
は
、
『
元
良
親
王
集
』
の
冒
頭
歌
で
も
あ
る
、

◦
後
撰
和
歌
集
・
巻
九
・
恋
一
・
五
一
〇
・
五
一
一

　
　
あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
人
の
も
と
に
、
返
事
み
む
と
て
つ
か
は
し
け
る

　�

元
良
の
み
こ
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く
や
く
や
と
ま
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
と
今
は
と
て
か
へ
る
朝
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り

の
同
句
に
見
ら
れ
、
「
来
る
か
、
来
る
か
」
と
恋
人
が
通
っ
て
く
る
の
を
待
つ

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
く
や
く
や
」
の
表
現
は
、
和
歌
史
に
お
い
て

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
歌
以
外
に
、

◦
安
法
法
師
集
・
一
〇

　
　
く
る
雁

く
や
く
や
と
し
た
に
ま
た
る
る
か
り
が
ね
は
お
と
づ
れ
つ
ら
し
い
ま
ぞ

な
く
な
る

◦
教
長
集
・
四
七
一

　
　
旅
宿
虫

く
や
く
や
と
わ
れ
を
ぞ
い
も
は
く
さ
ま
く
ら
た
れ
ま
つ
む
し
の
こ
こ
ら

な
く
ら
む

と
後
世
の
歌
二
首
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
、
元
良
親
王
と
強
く
結
び
付
け
ら

れ
る
独
創
的
な
表
現
だ
と
言
え
る
。

次
に
、
二
九
番
歌
、

君
を
我
お
き
て
し
ゆ
け
ば
朝
露
の
消
え
か
へ
り
て
も
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ

の
下
の
句
は
「
消
え
か
へ
り
て
も
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ
」
と
あ
り
、
恰
も
元
良

親
王
の
代
表
作
、

◦
後
撰
和
歌
集
・
巻
十
三
・
恋
五
・
九
六
〇
・
九
六
一

　
事
い
で
き
て
の
ち
に
、
京
極
御
息
所
に
つ
か
は
し
け
る

も
と
よ
し
の
み
こ

　
　
　
　
　
　

わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
た
お
な
じ
な
に
は
な
る
身
を
つ
く
し
て
も
あ
は
ん
と

ぞ
思
ふ

の
同
句
「
身
を
つ
く
し
て
も
あ
は
ん
と
ぞ
思
ふ
」
と
表
現
的
に
も
意
味
的
に

も
酷
似
し
て
い
る
。
以
上
の
二
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
元
良
親
王
の
詠
作
が
本

歌
合
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
陽
成
院
歌
合
と
の
関
連
を
言
え
ば
、
二
七
番
歌
、

春
の
夜
の
あ
か
ぬ
別
れ
の
暁
は
千
重
の
錦
を
裁
つ
に
ざ
り
け
る

で
は
、
暁
の
別
れ
の
惜
し
さ
と
悲
し
さ
が
錦
を
無
駄
に
す
る
こ
と
と
類
比
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
錦
を
断
ち
切
る
こ
と
が
惜
し
い
と
い
う
発
想
は
、
「
陽
成
院

歌
合
（
惜
秋
意
）
」
の
二
〇
番
歌
、

紅
葉
葉
を
錦
と
見
ゆ
る
秋
な
れ
ば
た
つ
を
惜
し
と
や
鹿
の
鳴
く
ら
む

も
、
「
紅
葉
に
変
色
し
た
葉
が
錦
に
見
え
る
秋
な
の
で
、
秋
が
旅
立
つ
と
、
錦

を
裁
つ
こ
と
を
惜
し
い
と
（
思
っ
て
）
、
鹿
が
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
」

と
あ
り
、
共
通
し
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
「
錦
を
断
つ
」
の
表
現
は
、
先
行

歌
に
詠
ま
れ
た
例
が
な
く
、
強
い
て
言
え
ば
、

◦
古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
二
九
六

た
だ
み
ね
　
　

神
な
び
の
み
む
ろ
の
山
を
秋
ゆ
け
ば
錦
た
ち
き
る
心
地
こ
そ
す
れ

と
、
秋
が
過
ぎ
る
と
紅
葉
が
散
り
、
山
が
錦
を
裁
っ
て
着
物
と
し
て
着
る
気

持
ち
に
な
る
と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
陽
成
院
歌
合
（
惜

秋
意
）
の
二
〇
番
歌
は
、
そ
の
歌
の
「
た
ち
き
る
」
を
「
断
ち
切
る
」
と
し

て
捉
え
て
摂
取
し
た
の
で
あ
り
、
本
歌
合
は
そ
の
発
想
を
受
け
継
い
だ
も
の

と
推
測
す
る
。

四
　
多
用
表
現

本
歌
合
に
お
い
て
、
「
あ
か
ぬ
」
と
「
心
ゆ
く
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
多
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用
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
か
ぬ
」
、
即
ち
満
足
で
き
な
い
と
い
う
表
現
は
、

22
人
知
れ
ず
あ
か
で
別
る
る
暁
に
う
ち
な
き
そ
ふ
る
鴛
の
声
か
な

27
春
の
夜
の
あ
か
ぬ
別
れ
の
暁
は
千
重
の
錦
ぞ
裁
つ
に
ざ
り
け
る

30
あ
さ
ぼ
ら
け
あ
か
ぬ
別
れ
を
わ
び
つ
づ
ら
夕
暮
れ
を
こ
そ
慰
め
に
す
れ

32
明
け
ぬ
と
て
あ
か
ず
し
君
を
別
る
れ
ば
心
は
ゆ
か
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

34
東
雲
に
明
け
ゆ
く
道
も
惑
は
な
む
あ
か
で
別
る
る
人
の
た
め
に
は

40
嘆
き
つ
つ
思
ひ
に
あ
か
ぬ
暁
は
心
も
ゆ
か
ぬ
別
れ
を
ぞ
す
る

と
六
首
に
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
全
て
「
別
れ
る
」
と
組
み
合
わ
せ
て
、
「
満

足
で
き
ず
に
別
れ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
「
あ
か
ぬ
」
と
い
う
表
現
は
、「
陽

成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」
に
は
、

12
ま
た
ま
た
も
身
を
ぞ
捨
て
つ
る
夏
虫
の
な
ほ
あ
き
た
ら
ぬ
恋
を
頼
み
て

と
あ
り
、
「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）
」
に
は
、

16
儚
く
て
過
ぐ
る
秋
と
は
知
り
な
が
ら
惜
し
む
心
の
な
ほ
あ
か
ぬ
か
な

30
い
づ
方
に
心
を
や
ら
む
あ
か
ず
し
て
過
ぎ
ゆ
く
秋
を
惜
し
み
と
ど
め
で

と
見
ら
れ
る
の
で
、
陽
成
院
グ
ル
ー
プ
が
好
ん
で
詠
む
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
「
あ
か
ぬ
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
十
九
首
、
『
後
撰
和
歌
集
』
で

は
十
五
首
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
十
九
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
で

は
流
行
っ
て
い
た
表
現
と
言
え
る
。

も
う
一
つ
の
「
心
ゆ
く
」
は
、

４
思
ひ
や
る
心
し
ゆ
か
ば
さ
よ
ふ
け
て
お
き
ゐ
て
恋
ふ
と
告
ぐ
べ
き
も
の
を

５
夢
に
だ
に
見
る
べ
き
も
の
を
寝
覚
め
つ
つ
恋
ふ
る
心
は
ゆ
く
方
も
な
し

32
明
け
ぬ
と
て
あ
か
ず
し
君
を
別
る
れ
ば
心
は
ゆ
か
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

40
嘆
き
つ
つ
思
ひ
に
あ
か
ぬ
暁
は
心
も
ゆ
か
ぬ
別
れ
を
ぞ
す
る

と
四
首
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
あ
る
方
向
に
前
進
す
る
意
思
と
、
心
が
晴
れ
る

こ
と
を
掛
け
て
い
る
。
そ
の
表
現
は
、

◦
興
風
集
・
四
一

あ
へ
り
と
も
心
も
ゆ
か
ぬ
ゆ
め
ぢ
を
ば
は
か
な
き
も
の
と
む
べ
も
い
ひ
け
り

に
夢
に
恋
人
と
逢
っ
た
が
実
際
に
傍
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
心
も
晴
れ
な

い
と
詠
ん
で
い
る
内
容
と
近
似
し
て
お
り
、
興
風
集
・
四
一
が
摂
取
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
あ
か
ぬ
」
と
「
心
ゆ
く
」
の
両
方
と
も
詠
ん
だ
歌
は
三
二
番
歌

と
四
〇
番
歌
と
い
う
二
首
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
さ
す
が

に
重
複
し
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
恐
ら
く
、
本
歌
合
の
詠
者
は
「
あ

か
ぬ
」
と
「
心
ゆ
く
」
の
詠
み
方
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
習
作
的
歌
合
と
し
て
の
特
性
が
窺
え
る
。

五
　
季
節
設
定

本
歌
合
に
お
い
て
、
「
春
」
を
直
接
に
詠
ん
だ
歌
は
、

11
人
恋
ひ
て
寝
る
春
の
夜
は
し
き
た
へ
の
枕
な
か
れ
て
浮
き
ぬ
べ
き
か
な

16
夜
半
に
お
き
て
恋
ぞ
わ
び
ぬ
る
春
の
夜
は
夢
に
見
え
つ
る
人
の
な
け
れ
ば

20
恋
ひ
て
ぬ
る
春
の
寝
覚
に
な
が
め
つ
つ
人
知
れ
ぬ
音
を
な
か
ぬ
夜
ぞ
な
き

27
春
の
夜
の
あ
か
ぬ
別
れ
の
暁
は
千
重
の
錦
を
裁
つ
に
ざ
り
け
る

と
四
首
あ
り
、
さ
ら
に
二
番
歌
で
は
「
呼
子
鳥
」
、
七
番
歌
で
は
「
鶯
」
を
詠

ん
で
い
る
た
め
、
季
節
が
春
で
あ
り
、
情
景
が
基
本
的
に
春
の
夜
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
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一
方
で
、
前
記
の
よ
う
に
、
本
歌
合
に
は
「
鴛
」
を
詠
む
歌
が
見
ら
れ
る
。

鴛
は
冬
鳥
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、

◦
拾
遺
和
歌
集
・
巻
四
・
冬
・
二
二
六

（
よ
み
人
し
ら
ず
）
　
　

夜
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ど
り
の
浦
山
し
く
も
み
な
る
な
る

か
な

◦
同
上
・
巻
四
・
冬
・
二
二
八

（
よ
み
人
し
ら
ず
）
　
　

夜
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ぞ
な
く
払
ひ
も
あ
へ
ず
霜
や
お
く

ら
ん

◦
同
上
・
巻
四
・
冬
・
二
三
二

紀
友
則
　
　

と
び
か
よ
ふ
を
し
の
は
か
ぜ
の
さ
む
け
れ
ば
池
の
氷
ぞ
さ
え
ま
さ
り
け
る

と
、
冬
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
に
は
、

◦
万
葉
集
・
巻
二
十
・
四
五
三
五
・
四
五
一
一

　
　
属
二

目
山
斎
一

作
歌
三
首

乎
之
能
須
牟
　
伎
美
我
許
乃
之
麻
　
家
布
美
礼
婆
　
安
之
婢
乃
波
奈
毛

　
左
伎
尓
家
流
可
母

を
し
の
す
む
　
き
み
が
こ
の
し
ま
　
け
ふ
み
れ
ば
　
あ
し
び
の
は
な
も

　
さ
き
に
け
る
か
も

と
、
「
二
月
於
二

式
部
大
輔
中
臣
清
麿
朝
臣
之
宅
一

宴
歌
十
首
」
と
い
う
宴
会
歌

の
歌
群
に
続
く
清
麿
邸
の
庭
を
詠
む
歌
が
あ
る
。
当
該
歌
は
鴛
の
住
む
庭
で

春
の
花
で
あ
る
馬
酔
木
が
咲
い
た
こ
と
を
気
付
い
た
と
詠
ん
で
お
り
、
鴛
を

冬
の
景
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
本
歌
合
は
、

12
寝
覚
め
す
る
わ
が
し
き
た
へ
は
池
な
れ
や
妻
な
き
鴛
と
な
か
れ
こ
そ
す
れ

22
人
知
れ
ず
あ
か
で
別
る
る
暁
に
う
ち
な
き
そ
ふ
る
鴛
の
声
か
な

37
涙
川
堰
け
ど
と
ま
ら
ず
暁
の
別
れ
は
鴛
の
浮
き
寝
を
ぞ
す
る

と
、
『
万
葉
集
』
か
ら
根
付
い
た
「
鴛
」
の
冬
鳥
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
拘
泥

せ
ず
に
詠
ん
で
い
た
。
「
惜
秋
意
」
で
は
、

２
を
し
と
言
ひ
て
海
へ
も
誘
へ
飛
び
渡
る
い
づ
れ
か
秋
の
渡
り
な
る
ら
む

と
、
鴛
を
秋
と
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
を
見
れ
ば
、
陽
成
院
関
係
歌

合
に
お
け
る
鴛
の
詠
み
方
は
当
時
の
一
般
的
な
認
識
よ
り
自
由
だ
と
言
え
る
。

な
お
、
恋
を
春
の
夜
と
結
び
付
け
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』

第
二
段
に
は
、

起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ

と
い
う
春
の
夜
に
思
い
に
耽
る
情
景
を
詠
む
歌
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
は
、

◦
伊
勢
集
・
一
一
七

　
　
わ
す
れ
は
べ
り
に
し
人
を
夢
に
み
は
べ
り
て

は
る
の
よ
の
ゆ
め
に
あ
ふ
と
し
み
え
つ
る
は
お
も
ひ
た
え
に
し
人
を
ま

つ
か
な

◦
敦
忠
集
・
二
〇

　
　
中
将
に
て
こ
こ
ろ
ば
へ
は
し
ら
ず

は
る
の
よ
の
や
み
の
な
か
に
て
な
く
か
り
は
か
へ
る
み
ち
に
ぞ
ま
ど
ふ

べ
ら
な
る

◦
貫
之
集
・
六
四
一

忘
ら
れ
ず
恋
し
き
も
の
は
春
の
よ
の
夢
の
残
り
を
さ
む
る
な
り
け
り

◦
同
上
・
六
五
六

ね
ら
れ
ぬ
を
し
ひ
て
ね
て
み
る
春
の
よ
の
夢
の
限
り
は
こ
よ
ひ
な
り
け
り
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と
、
当
時
の
歌
人
が
恋
歌
に
「
春
の
夜
」
を
詠
む
作
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
の

内
容
も
「
寝
覚
め
の
恋
」
と
共
通
す
る
所
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
春
の
夜
に
恋

い
侘
び
る
と
い
う
題
材
は
、
当
時
で
は
一
般
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
歌
合
の
歌
題
は
、
春
と
恋
の
関
連
性
を
意
識
し

た
も
の
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
た

も
の
と
な
る
。
考
察
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
本
歌
合
は
「
夏
虫
恋
」
「
惜
秋
意
」

の
特
色
を
色
濃
く
受
け
継
い
で
お
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
及
び
そ
の
周
辺
の
歌

を
積
極
的
に
摂
取
す
る
と
い
う
姿
勢
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
独
自
な
発
想

も
芽
生
え
つ
つ
、
摂
取
し
た
表
現
の
変
奏
や
新
し
い
表
現
の
開
拓
に
注
ぐ
努

力
も
窺
え
る
。
こ
う
し
た
努
力
は
や
が
て
陽
成
院
グ
ル
ー
プ
の
和
歌
が
世
間

に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

付
記

本
稿
に
お
い
て
引
用
し
た
和
歌
は
、
特
に
断
ら
な
い
場
合
は
『
新
編
国
歌

大
観
』
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
に
よ
る
。
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
の
本
文

は
『
日
本
名
筆
全
集

　
平
安
時
代
篇

　
第
26
巻
』
（
書
芸
文
化
院
、
一
九
五
八

年
）
所
収
尊
経
閣
蔵
十
巻
本
の
複
製
本
の
影
印
を
底
本
に
し
、
「
陽
成
院
歌
合

（
夏
虫
恋
）
」
の
本
文
は
久
曽
神
昇
『
歌
合
巻
　
上
』
（
古
典
文
庫
、
一
九
五
〇

年
）
所
収
尊
経
閣
蔵
十
巻
本
の
翻
刻
を
参
考
に
し
、「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）
」

の
本
文
は
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
を
底
本
に
し
、
適
宜
漢
字
を
当
て
て
校
訂

し
た
も
の
で
あ
る
。
各
歌
の
歌
番
号
は
、
便
宜
上
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌

番
号
と
一
致
さ
せ
た
。
但
し
、
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
は
、
『
新
編
国
歌

大
観
』
に
お
い
て
底
本
が
十
巻
本
で
あ
る
た
め
、
十
番
の
左
歌
が
欠
落
し
、

総
歌
数
が
三
十
九
首
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
は
そ
の
一
九
番
歌
に
当
た
る

歌
を
廿
巻
本
よ
り
補
い
、
総
歌
数
を
四
十
番
歌
に
整
定
し
た
。

注

（
1
）�「
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
の
成
立
事
情
再
考
：
名
称
に
対
す
る
疑
問

を
手
が
か
り
に
」
、
『
古
代
中
世
文
学
論
考
　
第
四
十
九
集
』
、
二
〇
二
三

年
五
月
。
五
一
〜
七
一
頁
。

（
２
）�

萩
谷
朴
『
増
補
新
訂
　
平
安
朝
歌
合
大
成
　
第
一
巻
』
（
同
朋
舎
出
版
、

一
九
九
五
年
）
。

（
３
）�

木
船
重
昭
『
元
良
親
王
集
注
釈
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
四
年
）
所
収

「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
纂
修
注
釈
」
。
一
九
五
〜
二
二
六
頁
。

（
４
）�

小
西
美
来
「
「
鴛
鴦
」
考
：
『
源
氏
物
語
』
朝
顔
巻
光
源
氏
歌
を
中
心
に
」
、

『
解
釈
』
65
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
。
二
〜
一
〇
頁
。

（
こ
・
う
ご
う
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
）
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The Expression of Japanese Poetry Contest Held by Yozei, 
The Retired Emperor, in which His Two Princes Participated

Yuhao GU

Key Words:  literature of Heian Era, Japanese poetry contest, Yozei the Retired Emperor,
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Japanese poetry contest held by Yozei, the Retired Emperor, in which his two Princes 

participated, was held in early tenth century. This is the private poetry contests held by Yozei 

in which mainly his family and vassals participated. Like ‘‘Regrets about autumn,’’ the 

Japanese poetry contest held by Yozei, the Retired Emperor, expressions of poetry from the 

preceding period around Kokin Wakashu can also be seen in this, which was probably the 

requirement for this poetry contest. This study will explain these characteristics by examining 

the nature of this poetry contest.


