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「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」
に
お
け
る
先
行
歌
摂
取 

顧 

宇
豪 

 
 

  

は
じ
め
に 

  

「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）
」（
以
下
本
歌
合
と
い
う
）
は
、
現
存
す
る
二
つ
の

陽
成
院
歌
合
の
中
で
、「
惜
秋
意
」
を
歌
題
に
し
た
歌
合
で
あ
る
。
本
歌
合
は
、
成

立
時
期
が
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
九
月
九
日
と
伝
わ
り
、『
平
安
朝
歌
合
大
成
』

（
以
下
略
称
『
大
成
』
）
第
一
巻
〔
二
四
〕（
１
）

に
収
録
さ
れ
て
、
陽
成
院
が
主
催

し
た
私
的
で
小
規
模
な
歌
合
だ
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま

だ
注
釈
書
の
類
に
は
収
め
ら
れ
な
い
た
め
、
本
歌
合
に
つ
い
て
の
研
究
は
乏
し
い

の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

本
歌
合
は
二
十
三
番
、
計
四
十
六
首
の
歌
に
構
成
さ
れ
、
勝
負
判
定
は
十
三
の

番
に
付
し
て
お
り
、
他
の
陽
成
院
関
係
の
歌
合
（
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」・「
陽

成
院
親
王
二
人
歌
合
」・「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」
）
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
歌
題
「
惜
秋
意
」
を
主
旨
と
し
て
、
平
易
な
歌
と
難
解
な

歌
が
混
在
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
共
通
の
特
徴
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
を

中
心
と
す
る
先
行
歌
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
、

筆
者
は
本
歌
合
に
お
け
る
先
行
歌
摂
取
と
考
え
、
本
稿
に
お
い
て
具
体
的
に
解
説

し
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
本
歌
合
の
こ
の
特
徴
か
ら
、
本
歌
合
の
性
格
を
瞥
見

し
た
い
。 

  

一 

明
白
な
摂
取
歌
が
存
在
す
る
場
合 

 

本
歌
合
に
お
け
る
先
行
歌
摂
取
は
、
勿
論
、
歌
に
よ
っ
て
程
度
の
不
揃
い
が
あ

る
。
ま
ず
、
特
定
の
摂
取
歌
を
全
体
的
に
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
の
例
か
ら

説
明
し
て
い
く
。 

 

一
・
一
六
・
二
一
・
三
一
番
歌
は
、 

1
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
惜
し
む
心
の
懲
り
ず
も
あ
る
か
な 

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 

21
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
惑
ふ
心
は
い
か
に
せ
よ
と
ぞ 

31
待
て
と
言
ひ
て
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
空
ゆ
く
月
の
惜
し
く
も
あ

る
か
な 

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
三
二 

ま
て
て
ふ
に
と
ま
ら
ぬ
物
と
し
り
な
が
ら
し
ひ
て
ぞ
を
し
き
春
の
わ
か
れ

を 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
取
歌
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
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下
略
称
『
新
全
集
』
）（
２
）

に
よ
れ
ば
、「
『
待
っ
て
く
れ
』
と
言
っ
て
も
待
っ
て
く

れ
な
い
も
の
だ
と
百
も
承
知
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
春
と
の
別
れ
と
い
う
も
の
は

む
や
み
と
惜
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
本
歌
合
の
こ
れ
ら
の
歌
は
構

造
的
に
は
摂
取
歌
と
同
じ
く
、
初
・
二
句
で
は
季
節
が
客
観
的
に
留
ま
ら
な
い
事

実
を
述
べ
、
第
三
句
「
知
り
な
が
ら
」
と
い
う
逆
接
を
設
け
て
、
下
の
句
で
は
な

お
季
節
を
惜
し
む
と
言
っ
て
い
る
。
摂
取
歌
で
は
春
だ
が
、
本
歌
合
で
は
秋
に
変

換
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
摂
取
歌
の
初
・
二
句
の
「
ま
て
て
ふ
に
と
ま
ら
ぬ
物

と
」
は
、
三
一
番
歌
の
同
句
「
待
て
と
言
ひ
て
と
ま
ら
ぬ
秋
と
」
と
酷
似
し
て
い

る
。 

 
 

一
二
・
三
七
番
歌
は
、 

12
目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
め
ば
や
大
空
の
み
ぞ
な
が
め
ら
る
ら
む 

37
大
空
の
心
ぞ
惑
ふ
目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
む
我
が
身
は 

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、 


 

躬
恒
集
・
四
七 

お
ほ
ぞ
ら
を
な
が
め
ぞ
く
ら
す
ふ
く
か
ぜ
の
こ
ゑ
は
す
れ
ど
も
め
に
も
み

え
ね
ば 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
る
。
摂
取
歌
は
、『
躬
恒
集
注
釈
』（
３
）

に
よ
れ
ば
、「
大

空
を
な
が
め
て
は
物
思
い
を
し
て
日
を
暮
ら
す
こ
と
だ
。
吹
く
風
の
音
は
す
る
も

の
の
目
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
に
逢
え
な
い
も
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て

お
り
、
一
二
・
三
七
番
歌
は
、
物
思
い
す
る
対
象
を
、
目
に
見
え
ず
に
別
れ
て
い

く
秋
に
置
き
換
え
て
い
る
。
大
空
を
眺
め
る
と
い
っ
た
表
現
は
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
十
四
・
恋
歌
四
・
七
四
三 

さ
か
ゐ
の
ひ
と
ざ
ね 

お
ほ
ぞ
ら
は
こ
ひ
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
る
ら

む 

と
、
別
れ
た
恋
人
に
対
す
る
未
練
を
示
す
行
為
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
一
二
・

三
七
番
歌
で
は
行
く
秋
に
対
す
る
未
練
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

一
七
番
歌
は
、 

17
い
づ
こ
に
か
秋
は
い
く
ら
む
跡
を
だ
に
と
め
て
ゆ
き
せ
ば
尋
ね
見
て
ま

し 

と
あ
り
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
三
六 

行
く
春
の
跡
だ
に
あ
り
と
見
ま
し
か
ば
野
べ
の
ま
に
ま
に
と
め
ま
し
も
の

を 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
七
番
歌
は
摂
取
歌
と
同
じ
く
反
実
仮
想
を

用
い
て
お
り
、
季
節
を
春
か
ら
秋
に
変
換
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
摂
取
歌
は
、

『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
去
り
行
く
春
の
せ
め
て
足
跡
な
り
と
も
見
つ
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
私
は
野
辺
を
あ
ち
こ
ち
と
さ
ま
よ
っ
て
、
そ
の
足
跡
を
捜
し

求
め
た
で
あ
ろ
う
が
な
あ
」
と
言
っ
て
お
り
、
末
句
の
「
と
め
」
は
「
求
む
」
で

あ
り
、
春
の
足
跡
を
求
め
る
と
言
っ
て
い
る
。
一
方
、
一
七
番
歌
の
四
句
の
「
と

め
」
は
「
留
む
」
で
あ
り
、
秋
が
足
跡
を
残
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
摂
取
歌
の

「
と
め
」
を
字
面
だ
け
で
摂
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
一
九
番
歌
は
、 

19
慕
ひ
て
も
と
め
ま
ほ
し
き
を
今
は
と
て
秋
の
ゆ
く
ら
む
方
ぞ
知
ら
れ
ぬ 

と
あ
り
、 

－ 28 －
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千
里
集
・
七
九 

可
憐
春
風
老 

を
し
み
て
も
と
め
ま
ほ
し
き
を
春
風
の
吹
き
す
ぎ
が
た
に
成
り
ぬ
と
思
へ

ば 

を
摂
取
歌
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
摂
取
歌
は
、
『
千
里
集
全
釈
』（
４
）

に
よ
れ

ば
、「
（
行
く
春
を
）
惜
し
ん
で
引
き
止
め
た
い
も
の
を
。
春
風
は
吹
き
通
り
が
た

く
（
季
節
が
移
る
と
変
わ
っ
て
）
春
風
の
ま
ま
吹
き
ゆ
く
の
は
難
し
く
な
る
と
思

う
と
」
と
言
っ
て
お
り
、
二
句
の
「
と
め
」
は
「
留
む
」
で
あ
り
、
春
風
を
引
き

留
め
た
い
と
言
っ
て
い
る
。
一
方
、
一
九
番
歌
の
同
句
の
「
と
め
」
は
「
留
む
」

と
「
求
む
」
の
両
方
と
も
取
れ
る
。 

 

二
三
番
歌
は
、 

23
草
む
ら
の
虫
と
共
に
ぞ
な
き
わ
た
る
暮
れ
は
死
ぬ
べ
き
秋
の
惜
し
さ
に 

と
あ
り
、 


 

是
貞
親
王
家
歌
合
・
三
三 

あ
き
く
れ
ば
む
し
と
と
も
に
ぞ
な
か
れ
ぬ
る
ひ
と
も
草
ば
も
か
れ
ぬ
と
思

へ
ば 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
る
。
二
三
番
歌
の
二
・
三
句
は
諸
本
に
お
い
て
異
同
が

見
ら
れ
、
底
本
の
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
本
で
は
「
む
し

虫

と
ゝ
も
に
そ
な
き
わ
た

る
」
、
書
陵
部
蔵
本
・
群
書
類
従
本
・
弘
前
図
書
館
蔵
本
で
は
「
心
し
と
ゝ
も
に
そ

わ
た
る
」
、
島
根
大
学
蔵
本
で
は
「
む
し
と
ゝ
も
に
そ
わ
ひ
わ
た
る
」
と
あ
る
。
摂

取
歌
を
参
考
に
す
れ
ば
、
二
句
は
松
平
文
庫
本
と
島
根
大
本
の
形
で
あ
ろ
う
。
書

陵
部
蔵
本
・
群
書
類
従
本
・
弘
前
図
書
館
蔵
本
の
本
文
は
、「
む
」
を
「
心
」
に
誤

写
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
摂
取
歌
の
三
句
「
な
か
れ
ぬ
る
」
を
踏

ま
え
れ
ば
、
松
平
文
庫
本
の
「
な
き
わ
た
る
」
は
虫
の
特
徴
を
強
調
し
た
優
れ
た

本
文
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

内
容
的
に
は
、
摂
取
歌
は
「
秋
が
来
る
の
で
、
虫
と
共
に
鳴
き
、
声
を
上
げ
て

泣
い
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
あ
の
人
も
草
葉
も
、
枯
れ
て
、
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
思

う
と
」
と
言
っ
て
お
り
、
惜
秋
の
感
情
は
二
三
番
歌
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

一
五
番
歌
は
、 

15
我
が
宿
の
菊
の
花
し
も
も
み
ぢ
ね
ば
過
ぎ
ゆ
く
秋
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ 

と
あ
り
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
一
・
春
歌
上
・
一
一 

春
の
は
じ
め
の
う
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

み
ぶ
の
た
ゞ
み
ね 

春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
う
ぐ
ひ
す
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思

ふ 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
取
歌
は
、『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
春
が

や
っ
と
来
た
と
人
々
は
言
う
け
れ
ど
、
鶯
が
鳴
き
声
を
聞
か
せ
な
い
う
ち
は
、
ま

だ
春
が
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
と
、
私
は
思
う
」
と
、
鶯
が
鳴
か
な
い
限
り
春
は

来
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
五
番
歌
で
は
自
宅
の
菊
が
変

色
し
な
い
限
り
秋
は
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
と
ア
レ
ン
ジ
し
た
。 

 

二
六
番
歌
は
、 

26
紅
葉
葉
の
儚
き
風
に
散
ら
ざ
ら
ば
秋
は
過
ぐ
と
も
知
ら
れ
ざ
ら
ま
し 

と
あ
り
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
三
五
／
古
今
和
歌
集
・
巻
一
・
春
歌
上
・
四
六 

梅
が
か
を
袖
に
う
つ
し
て
と
ど
め
て
は
春
は
す
ぐ
と
も
か
た
み
な
ら
ま
し 

－ 29 －
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を
摂
取
歌
に
し
た
と
言
え
よ
う
。
摂
取
歌
は
、『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
あ
た
り

一
面
に
漂
っ
て
い
る
梅
の
香
り
を
、
袖
に
移
し
て
い
つ
ま
で
も
残
せ
る
も
の
な
ら

ば
、
た
と
え
春
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
お
う
と
も
、
そ
の
思
い
出
の
種
に
な
っ
て
く

れ
よ
う
も
の
を
」
と
、
梅
香
を
袖
に
移
せ
ば
、
春
が
過
ぎ
て
も
形
見
に
な
れ
る
と

言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
梅
と
春
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
、
二
六
番
歌
は
紅
葉
が

散
ら
な
け
れ
ば
秋
が
過
ぎ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
紅
葉
は
秋
が
過
ぎ
去

っ
た
知
ら
せ
だ
と
い
う
紅
葉
と
秋
と
の
関
係
に
つ
い
て
着
想
を
得
た
で
あ
ろ
う
。 

  

三
九
番
歌
は
、 

39
身
に
添
へ
て
も
た
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
と
て
暮
れ
む
事
こ
そ
わ
び
し
か
り

け
れ 

と
あ
り
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
十
九
・
雑
体
・
一
〇
五
八 

（
よ
み
人
し
ら
ず
） 

人
こ
ふ
る
事
を
お
も
に
と
に
な
ひ
も
て
あ
ふ
ご
な
き
こ
そ
わ
び
し
か
り
け

れ 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
想
定
で
き
る
。
摂
取
歌
は
、『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
あ
の

人
を
恋
い
慕
う
の
は
重
荷
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
逢
う
期
が
な
く
て
苦
し

い
こ
と
は
、
朸
（
天
秤
棒
）
が
な
く
て
そ
の
重
荷
が
持
て
な
い
よ
う
な
も
の
だ
」

と
言
っ
て
お
り
、
三
九
番
歌
の
初
・
二
句
「
身
に
添
へ
て
も
た
ら
ぬ
」
は
、
摂
取

歌
の
「
お
も
に
と
に
な
ひ
も
て
」
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。 

 

四
一
番
歌
は
、 

41
今
は
と
て
過
ぎ
ゆ
く
秋
の
形
見
に
は
風
の
送
れ
る
紅
葉
を
や
見
む 

と
あ
り
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
十
四
・
恋
歌
四
・
七
三
七 

近
院
の
右
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み 

今
は
と
て
か
へ
す
事
の
は
ひ
ろ
ひ
お
き
て
お
の
が
も
の
か
ら
か
た
み
と
や

見
む 

を
摂
取
歌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
取
歌
は
、『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
『
も
う

こ
れ
ま
で
で
す
』
と
言
っ
て
、
私
の
手
紙
を
お
返
し
く
だ
さ
っ
た
が
、
あ
り
が
た

く
頂
戴
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も
と
も
と
私
が
書
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、

あ
な
た
と
の
愛
の
記
念
と
思
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
お
り
、
恋
文
を
恋
人
の
形

見
に
見
立
て
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
一
番
歌
は
紅
葉
を
秋
の
形
見
に
見
な
す
と

い
う
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
。
特
に
第
四
句
「
風
の
送
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
摂

取
歌
の
「
か
へ
す
事
の
は
」
と
い
う
手
紙
の
要
素
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

  

四
二
番
歌
は
、 

42
秋
な
が
ら
年
は
暮
れ
な
む
紅
葉
葉
を
幣
と
散
ら
せ
る
山
の
峰
よ
り 

と
あ
り
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
二
三 

春
な
が
ら
年
は
く
れ
な
ん
散
る
花
を
を
し
と
鳴
く
な
る
鶯
の
こ
ゑ 

を
摂
取
歌
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
摂
取
歌
は
、『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
「
春
の
ま
ま
で

こ
の
一
年
が
終
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。
花
の
散
る
の
を
惜
し
ん
で
、
あ
の
よ
う
に

鳴
く
鶯
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
」
と
言
っ
て
い
る
。
初
・
二
句
で
は
、
摂
取
歌
は
春

の
ま
ま
に
一
年
が
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
四
二
番
歌

は
秋
の
ま
ま
に
年
が
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
惜
秋
の
主
題
に
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ

し
た
。 
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二 
特
徴
的
な
表
現
を
摂
取
し
た
場
合 

  

次
に
、
摂
取
歌
を
全
体
的
に
摂
取
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
部
の
特
徴
的
な
表

現
を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
の
例
を
説
明
し
て
い
く
。 

 

二
・
一
三
番
歌
、 

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 

13
惜
し
と
思
ふ
心
ぞ
深
き
天
の
川
流
れ
て
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む 

と
あ
り
、
そ
れ
ら
の
下
の
句
に
は
「
秋
の
渡
り
な
る
ら
む
」・「
秋
の
と
ま
り
な
る

ら
む
」
と
い
う
類
似
表
現
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
三
一
一 

秋
の
は
つ
る
心
を
た
つ
た
河
に
思
ひ
や
り
て
よ
め
る 

つ
ら
ゆ
き 

年
ご
と
に
も
み
ぢ
ば
な
が
す
竜
田
河
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む 

の
下
の
句
の
「
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む
」
を
摂
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
摂
取
歌
は
、

『
新
全
集
』
に
よ
れ
ば
、「
毎
年
毎
年
、
き
れ
い
な
紅
葉
を
浮
か
べ
流
す
龍
田
川
で

は
あ
る
が
、
そ
の
紅
葉
が
最
後
に
流
れ
つ
く
河
口―

―

そ
れ
が
ま
た
秋
の
停
泊
港

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
よ
」
と
言
っ
て
お
り
、「
秋
の
と
ま
り
」
は
「
秋
の
停
泊
港
」

と
い
う
水
と
深
い
関
係
を
持
つ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
二
番
歌
に
は
「
海
」
、
一
三

番
歌
に
は
「
天
の
川
」
が
あ
る
の
で
、
下
の
句
の
「
秋
の
と
ま
り
」・
「
秋
の
わ
た

り
」
は
や
は
り
同
じ
く
水
と
関
わ
り
の
あ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

三
・
三
八
番
歌
は 

3
あ
だ
な
り
と
人
や
見
る
ら
む
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
心
を 

38
と
ど
む
れ
ど
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
と
て
心
に
は
か
る
名
を
や
立
ち
な

む 

と
あ
り
、
三
番
歌
の
三
・
四
・
五
句
「
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
心
を
」

と
三
八
番
歌
の
上
の
句
「
と
ど
む
れ
ど
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
と
て
」
は
近
い
表

現
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
一
番
歌
を
簡
略
化
し
た
も
の
に
見
え
る
。
こ
う
し

た
一
番
歌
の
よ
う
な
懲
り
な
い
惜
秋
の
心
に
つ
い
て
、
三
番
歌
は
「
人
や
見
る
ら

む
」
、
三
八
番
歌
は
「
名
を
や
立
ち
な
む
」
と
、
他
人
と
い
う
客
観
的
な
視
点
を
用

い
て
い
る
。
三
番
歌
の
「
あ
だ
な
り
と
」
の
用
例
は
、 


 

亭
子
院
女
郎
花
合
・
一
八 

あ
だ
な
り
と
な
に
ぞ
た
ち
ぬ
る
を
み
な
へ
し
な
ぞ
あ
き
の
の
に
お
ひ
そ
め

に
け
む 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
二
・
春
歌
下
・
六
二
／
伊
勢
物
語
・
一
七
段 

さ
く
ら
の
花
の
さ
か
り
に
、
ひ
さ
し
く
と
は
ざ
り
け
る
人
の
き
た
り
け

る
時
に
よ
み
け
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
み
人
し
ら
ず 

あ
だ
な
り
と
な
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り 

と
多
く
見
ら
れ
、
当
時
で
は
常
套
的
な
表
現
だ
が
、
三
番
歌
で
は
無
駄
と
い
う
意

味
を
取
っ
て
い
る
。
三
八
番
歌
の
「
心
に
は
か
る
」
は
、
当
該
歌
に
の
み
見
ら
れ

る
表
現
で
難
解
で
あ
る
が
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
二
・
春
歌
下
・
一
三
二
／
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
・
六 

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
日
、
花
つ
み
よ
り
か
へ
り
け
る
女
ど
も
を
見
て

よ
め
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

み
つ
ね 

と
ど
む
べ
き
物
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
ち
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
こ
こ
ろ

か ♦ 

『
新
全
集
』
に
よ
る
解
釈 
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三
月
の
末
の
日
に
、
花
摘
み
か
ら
帰
っ
て
き
た
女
房
た
ち
を
見
て
詠
ん

だ
歌 

 
花
は
枝
に
と
ど
め
ら
れ
な
い
、
同
様
に
彼
女
ら
を
引
き
と
ど
め
ら
れ
は
し
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、
花
と
い
い
女
性
と
い
い
、
す
べ
て
の
む
な
し
く
去
り
ゆ

く
美
し
い
も
の
に
、
連
れ
添
い
た
い
と
は
、
何
と
い
う
む
な
し
い
私
の
心
な

の
で
あ
ろ
う
。 

を
参
考
に
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
誤
写
が
存
在
し
、
本
来
「
心
が
儚
い
」
の
よ
う
な

意
味
の
本
文
だ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
校
訂
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
検
討
し
た
い
。 

因
み
に
、
三
八
番
歌
の
「
名
を
や
立
ち
な
む
」
の
用
例
は
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
八
八
／
古
今
和
歌
集
・
巻
四
・
秋
歌
上
・
二
二
九 

小
野
美
材 

を
み
な
へ
し
匂
へ
る
野
辺
に
や
ど
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や
た
ち

な
ん 


 

伊
勢
集
・
三
〇 

ま
た
か
く
き
こ
え
た
て
ま
つ
れ
る 

人
も
き
ぬ
を
ば
な
が
そ
で
も
ま
ね
か
れ
ば
い
と
ど
あ
だ
な
る
な
を
や
た
ち

な
む 


 

後
撰
和
歌
集
・
巻
二
・
春
中
・
七
八 

わ
す
れ
侍
り
に
け
る
人
の
家
に
花
を
こ
ふ
と
て 

 

か
ね
み
の
お
ほ
き
み 

年
を
へ
て
花
の
た
よ
り
に
事
と
は
ば
い
と
ど
あ
だ
な
る
名
を
や
立
ち
な
ん 

と
、「
あ
だ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
三
番
歌
の
初
句
と
も
関

連
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 

八
番
歌
は
、 

8
声
立
て
て
鳴
く
鹿
計
惜
し
め
ど
も
過
ぎ
ゆ
く
秋
は
と
ま
ら
ざ
り
け
り 

と
あ
り
、
鹿
は
秋
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
題
材
で
、
本
歌
合
に
お
い
て
は
他
に
三
首

が
詠
ま
れ
て
お
り
、
対
と
な
る
七
番
歌
、 

7
神
南
備
の
森
に
よ
を
経
て
な
く
鹿
は
過
ぎ
ゆ
く
秋
を
惜
し
み
と
め
な
む 

も
鹿
を
詠
ん
で
い
る
が
、
八
番
歌
は
特
に
鹿
の
鳴
き
声
に
注
目
し
て
お
り
、
そ
の

初
句
の
「
声
立
て
て
」
は
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
一
一
六 

あ
き
山
に
恋
す
る
鹿
の
声
た
て
て
鳴
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
君
が
こ
ぬ
よ
は 


 

友
則
集
・
一
八 

（
左
三
う
た
、
こ
ひ
あ
り
寛
平
御
時
殿
上
人
歌
合
せ
し
に
か
は
り
て
） 

こ
ゑ
た
て
て
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
あ
き
ぎ
り
に
と
も
ま
ど
は
せ
る
し
か
に
は

あ
ら
ね
ど 

か
ら
摂
取
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

因
み
に
、
上
記
の
摂
取
歌
に
は
「
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、

そ
の
「
し
」
は
サ
変
動
詞
の
「
す
」
だ
が
、
二
三
番
歌
、 

23
草
む
ら
の
虫
と
共
に
ぞ
な
き
わ
た
る
暮
れ
は
死
ぬ
べ
き
秋
の
惜
し
さ
に 

で
は
「
死
ぬ
べ
き
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
摂
取
歌
の
表
現
を
誤
解

し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
五
番
歌
は
、 

5
長
月
は
来
し
日
よ
り
こ
そ
惜
し
ま
る
れ
今
は
限
り
の
秋
と
思
へ
ば 

と
あ
り
、 

 

そ
の
二
句
「
来
し
日
よ
り
こ
そ
」
は
、 
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古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
二
五
六 

い
し
や
ま
に
ま
う
で
け
る
時
、
お
と
は
山
の
も
み
ぢ
を
見
て
よ
め
る 

 

つ
ら
ゆ
き 

秋
風
の
ふ
き
に
し
日
よ
り
お
と
は
山
峰
の
こ
ず
ゑ
も
色
づ
き
に
け
り 

か
ら
摂
取
し
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
摂
取
歌
の
三
・
四
・
五
句
「
お
と
は
山
峰
の

こ
ず
ゑ
も
色
づ
き
に
け
り
」
は
三
三
番
歌
、 

33
暮
れ
ぬ
べ
き
秋
を
惜
し
め
ば
小
倉
山
峰
の
紅
葉
も
色
付
き
に
け
り 

の
同
句
「
小
倉
山
峰
の
紅
葉
も
色
付
き
に
け
り
」
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
、
三
三

番
歌
も
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。 

そ
し
て
、
五
番
歌
の
「
今
は
限
り
」
は
、 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
九
六
・
一
三
九
／
古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌

下
・
二
六
四 

ち
ら
ね
ど
も
か
ね
て
ぞ
を
し
き
紅
葉
ば
は
今
は
か
ぎ
り
の
色
と
み
つ
れ
ば 

か
ら
摂
取
し
た
と
考
え
、
二
七
番
歌
、 

27
と
ど
む
れ
ど
今
は
限
り
と
ゆ
く
秋
を
わ
り
な
く
惜
し
と
思
ほ
ゆ
る
か
な 

に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
七
・
三
三
番
歌
は
、
創
作
の
過
程
に
五
番

歌
と
関
連
し
て
い
た
。 

 

六
番
歌
は
、 

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
あ
り
、
初
・
二
句
の
「
訪
ふ
人
も
な
き
」
は
、 


 

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
・
巻
四
・
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
・
巻
五
・
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
、
当
時
で
は
よ
く
詠
ま
れ
た
表
現
で
あ
り
、
自
分
を
訪
ね
て
く
る

人
が
な
い
と
い
う
寂
寞
の
情
景
を
表
す
。 

  

二
〇
・
三
二
番
歌
は
、 

20
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 

32
深
山
な
る
紅
葉
の
錦
色
に
出
で
て
惜
し
む
に
秋
の
た
た
ば
憂
か
ら
む 

と
紅
葉
を
錦
に
喩
え
て
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
比
喩
は
当
時
で
は
常
套
的
だ
と
言
え

る
。
た
だ
、「
た
つ
」
と
い
う
表
現
は
、
秋
の
旅
立
ち
と
錦
を
断
ち
切
る
こ
と
を
掛

け
て
い
る
が
、
秋
に
「
た
つ
」
が
付
く
の
は
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
四
・
秋
歌
上
・
一
七
〇 

秋
た
つ
日
、
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
か
も
の
か
は
ら
に
か
は
せ
う
え
う
し

け
る
と
も
に
ま
か
り
て
よ
め
る 

 
 

 
 

 

つ
ら
ゆ
き 

河
風
の
す
ず
し
く
も
あ
る
か
う
ち
よ
す
る
浪
と
と
も
に
や
秋
は
立
つ
ら
む 

を
参
考
に
す
れ
ば
、
一
般
的
に
秋
の
到
来
を
意
味
す
る
の
で
、
本
歌
合
で
は
立
ち

去
る
と
い
う
特
殊
な
意
味
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
錦
を
断
ち
切
る
こ

と
は
、
先
行
歌
で
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
っ
て
、
詠
み
手
が
錦
を
裁
ち
着
る
気
持
ち
に
な
る
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と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
、
本
歌
合
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
だ
ろ
う
か
。 

 

三
六
番
歌
は
、 

36
千
草
な
る
心
の
ま
ま
に
お
の
が
じ
し
別
る
る
秋
を
惜
し
み
つ
る
か
な 

と
あ
る
が
、
初
・
二
句
（
５
）

は
諸
本
に
お
い
て
異
同
が
見
ら
れ
る
。
初
句
は
、
松

平
文
庫
本
で
は
「
ち
く
さ
」、
書
陵
部
本
・
群
書
類
従
本
・
島
根
大
本
で
は
「
ち
ら

す
」
、
弘
前
図
書
館
本
で
は
「
ち
らく

イ

さ
」
と
な
っ
て
お
り
、
意
味
的
に
は
松
平
文
庫

本
の
「
ち
く
さ
」
の
み
が
通
じ
、
そ
の
用
例
は
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
十
二
・
恋
歌
二
・
五
八
三 

題
し
ら
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

つ
ら
ゆ
き 

秋
の
の
に
み
だ
れ
て
さ
け
る
花
の
色
の
ち
く
さ
に
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な 


 

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
一
〇
九 

秋
の
露
色
の
こ
と
ご
と
お
け
ば
こ
そ
山
も
紅
葉
も
千
く
さ
な
る
ら
め 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
二
五
九 

題
し
ら
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

よ
み
人
し
ら
ず 

あ
き
の
つ
ゆ
い
ろ
い
ろ
ご
と
に
お
け
ば
こ
そ
山
の
こ
の
は
の
ち
く
さ
な
る

ら
め 

と
あ
り
、
花
・
紅
葉
の
色
が
様
々
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三

句
「
お
の
が
じ
し
」
も
、 


 

貫
之
集
・
三
〇
八 

 
 

冬 

お
く
霜
の
心
や
わ
け
る
菊
花
う
つ
ろ
ふ
色
の
お
の
が
じ
し
な
る 

と
、
変
色
し
た
菊
の
色
が
様
々
だ
と
詠
む
例
が
存
在
す
る
。
三
六
番
歌
は
「
ち
く

さ
」
と
「
お
の
が
じ
し
」
と
い
う
二
つ
の
表
現
を
取
り
入
れ
て
、
惜
秋
の
心
が
様
々

だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。 

  

三 

漢
詩
文
か
ら
の
摂
取 

 

黄
一
丁
氏
（
６
）

の
先
行
研
究
で
は
、
本
歌
合
に
お
け
る
「
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら

ぬ
秋
」・「
は
か
な
く
て
す
ぐ
る
秋
」・「
別
る
る
秋
」
と
い
う
三
つ
の
表
現
は
漢
詩

文
、
特
に
白
居
易
詩
の
表
現
を
摂
取
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
歌
合
に

お
け
る
漢
詩
文
の
摂
取
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
「
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
」
は
、
本
歌
合
に
お
い
て
、 

1
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
惜
し
む
心
の
懲
り
ず
も
あ
る
か
な 

3
あ
だ
な
り
と
人
や
見
る
ら
む
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
心
を 

7
神
南
備
の
森
に
よ
を
経
て
な
く
鹿
は
過
ぎ
ゆ
く
秋
を
惜
し
み
と
め
な
む 

8
声
立
て
て
鳴
く
鹿
計
惜
し
め
ど
も
過
ぎ
ゆ
く
秋
は
と
ま
ら
ざ
り
け
り 

10
惜
し
め
ど
も
秋
は
と
ま
ら
ず
竜
田
山
紅
葉
を
幣
と
空
に
手
向
け
む 

18
大
方
の
秋
は
惜
し
め
ど
か
ひ
も
な
し
名
の
長
月
を
と
ど
め
て
し
が
な 

21
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
惑
ふ
心
は
い
か
に
せ
よ
と
ぞ 

27
と
ど
む
れ
ど
今
は
限
り
と
ゆ
く
秋
を
わ
り
な
く
惜
し
と
思
ほ
ゆ
る
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 

31
待
て
と
言
ひ
て
と
ま
ら
ぬ
秋
と
知
り
な
が
ら
空
ゆ
く
月
の
惜
し
く
も
あ

る
か
な 

34
惜
し
め
ど
も
秋
は
と
ま
ら
ず
女
郎
花
野
辺
に
遅
れ
て
枯
れ
ぬ
ば
か
り
を 

38
と
ど
む
れ
ど
と
ま
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
と
て
心
に
は
か
る
名
を
や
立
ち
な

－ 34 －
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む 
39
身
に
添
へ
て
も
た
ら
ぬ
秋
を
惜
し
む
と
て
暮
れ
む
事
こ
そ
わ
び
し
か
り

け
れ 

43
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
は
常
盤
山
紅
葉
果
て
ぬ
と
見
て
も
許
さ
じ 

44
年
毎
に
と
ま
ら
ぬ
秋
と
思
ひ
な
ば
手
脆
き
人
の
惜
し
ま
ざ
ら
ま
し 

46
惜
し
む
に
も
と
ま
ら
ぬ
秋
の
立
ち
出
で
ば
恨
み
を
の
み
や
思
ひ
で
に
せ

む 

と
十
六
首
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
本
歌
合
歌
の
他
書
所
伝
（
末
尾
の
括
弧
数
字
は
本

歌
合
に
お
け
る
歌
番
号
）
で
も
、 


 

続
古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
五
三
四/

五
三
七 

延
喜
十
三
年
陽
成
院
歌
合
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
み
人
し
ら
ず 

を
し
め
ど
も
秋
は
と
ま
ら
ぬ
た
つ
た
や
ま
も
み
ぢ
を
ぬ
さ
と
そ
ら
に
た
む

け
て
（
10
） 


 

万
代
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
一
二
五
四
・
一
二
五
五 

陽
成
院
御
時
歌
合
に
、
惜
秋
意
と
い
ふ
こ
と
を 

 
 

読
人
し
ら
ず 

と
ふ
ひ
と
も
な
き
も
の
ゆ
ゑ
に
あ
ぢ
き
な
く
い
は
む
か
た
な
く
を
し
き
あ

き
か
な
（
6
） 

と
し
ご
と
に
と
ま
ら
ぬ
あ
き
と
し
り
な
が
ら
を
し
む
心
の
こ
り
ず
も
あ
る

か
な
（
1
） 


 

新
拾
遺
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
五
五
〇 

陽
成
院
御
時
歌
合
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

読
人
し
ら
ず 

年
ご
と
に
と
ま
ら
ぬ
秋
と
し
り
な
が
ら
惜
む
こ
こ
ろ
の
こ
り
ず
も
あ
る
か

な
（
1
） 


 

夫
木
和
歌
抄
・
巻
十
二
・
秋
部
三
・
四
七
四
七 

延
喜
十
三
年
九
月
陽
成
院
歌
合
、
惜
秋
意 

 
 

 
 

 

読
人
不
知 

か
み
な
び
の
も
り
に
よ
を
へ
て
な
く
し
か
は
過
行
く
あ
き
を
を
し
み
と
め

な
ん
（
7
） 

と
、
基
本
的
に
「
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
」
と
い
う
表
現
を
含
む
歌
が
収
録
さ

れ
て
い
る
の
で
、
本
歌
合
の
代
表
的
表
現
と
言
え
る
。
金
子
彦
二
郎
氏
・
小
野
泰

央
氏
の
先
行
研
究
（
７
）

に
よ
る
と
、「
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
表
現
が

見
ら
れ
る
歌
が
白
居
易
詩
、 

留
春
留
不
住
（
『
白
氏
文
集
』（
８
）

巻
五
一 

「
落
花
」
） 

惆
悵
春
帰
留
不
得
（
同
上
・
巻
一
三 

「
三
月
三
十
日
題
報
恩
寺
」） 

留
春
不
住
登
城
望
（
同
上
・
巻
五
四 

「
城
上
夜
宴
」） 

に
お
け
る
惜
春
表
現
を
摂
取
し
た
と
述
べ
、
ま
た
、
北
山
円
正
氏
・
小
野
泰
央
氏

の
先
行
研
究
（
９
）

に
よ
れ
ば
、
日
本
漢
詩
の
表
現
、 

惜
秋
秋
不
駐
（
『
菅
家
文
草
』（

10
） 

巻
五 

三
八
一
「
暮
秋
、
賦
秋
尽
翫
菊
、

応
令
。
并
序
」） 

秋
輝
難
駐
（
『
本
朝
文
粋
』（

11
） 

巻
十
二 

三
五
四
「
老
閑
行
」
） 

が
前
記
の
白
居
易
詩
の
表
現
に
学
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

を
踏
ま
え
て
、
黄
氏
は
、
本
歌
合
の
「
惜
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
秋
」
と
い
う
表
現

が
道
真
詩
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
惜
し
め
ど
も

と
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
表
現
は
、
同
時
代
で
は
、 


 

古
今
集
・
巻
二
・
春
歌
下
・
一
三
〇 

は
る
を
を
し
み
て
よ
め
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
と
か
た 

を
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
か
へ
る
道
に
し
た
ち
ぬ
と
お
も
へ
ば 


 

躬
恒
集
・
九
〇 

（
春
） 

－ 35 －
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を
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
さ
く
ら
ば
な
ゆ
き
と
の
み
こ
そ
ふ
り
て
や

み
ぬ
れ 


 

亭
子
院
歌
合
・
三
六 

貫
之 

を
し
め
ど
も
た
ち
も
と
ま
ら
ず
ゆ
く
は
る
を
な
こ
し
の
や
ま
の
せ
き
も
と

め
な
む 


 

貫
之
集
・
二
二
三 

春
の
く
れ 

い
つ
と
な
く
さ
く
ら
さ
け
と
か
を
し
め
ど
も
と
ま
ら
で
春
の
空
に
ゆ
く
ら

ん 


 

同
上
・
五
二
六 

（
同
じ
年
四
月
の
な
い
し
の
屏
風
の
う
た
十
二
首
） 

を
し
め
ど
も
と
ま
ら
ぬ
け
ふ
は
世
間
に
ほ
か
に
春
ま
つ
心
や
あ
る
ら
ん 

と
、
既
に
惜
春
の
歌
で
は
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
惜
春
の
歌
は
白
居
易

詩
な
ど
の
漢
詩
文
の
影
響
を
直
接
に
受
け
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
歌
合
が
漢
詩

文
か
ら
直
接
に
摂
取
し
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
真
詩
に
関
し
て

言
え
ば
、
白
居
易
詩
を
直
接
参
考
に
し
た
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
お
り
、
本
歌
合

の
詠
者
が
道
真
詩
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
先
行
の
和
歌
に
対
す

る
意
識
の
方
が
強
い
で
あ
ろ
う
。 

次
に
「
は
か
な
く
て
す
ぐ
る
秋
」
は
、
一
六
番
歌
、 

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 

に
詠
ま
れ
て
お
り
、
黄
氏
は
、
一
六
番
歌
を
「
虚
し
く
過
ぎ
る
秋
だ
と
は
知
っ
て

い
る
も
の
の
、
秋
を
惜
し
む
心
は
、
や
は
り
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
」

と
解
釈
し
、
「
は
か
な
く
て
す
ぐ
る
秋
」
と
い
う
表
現
が
漢
詩
文
、 

独
倚
破
廉
閑
悵
望
、
可
憐
虚
度
好
春
朝
。(

『
元
氏
長
慶
集
』（

12
） 

巻
二
一

「
酬
樂
天
三
月
三
日
見
寄) 

也
應
自
有
尋
春
日
、
虚
度
而
今
正
少
年
。(

同 

卷
一
六 

「
羨
酔
」) 

虚
度
東
川
好
時
節
、
酒
楼
元
被
蜀
児
眠
。（
同 

巻
一
七 

「
使
東
川
・
好
時

節
」
） 

 
 

徒
有
名
録
、
空
度
歳
時
。
（
『
隋
書
』（

13
） 

巻
二 

帝
記
第
二
） 

 
 

痛
飲
狂
歌
空
度
日
、
飛
揚
拔
扈
為
誰
雄
。（
『
全
唐
詩
』（

14
） 

巻
二
二
四 

「
贈

李
白
」
） 

に
お
け
る
「
虚
度
」
「
空
度
」
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
同
時
代
に
お
い
て
「
は
か
な
く
て
」
と
「
す
ぐ
」
の
組
み
合
わ
せ
の

用
例
は
、 


 

躬
恒
集
・
一
六
一
／
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
・
四 

仲
春 

持 

は
か
な
く
て
春
ひ
と
月
は
す
ぎ
に
け
り
花
の
さ
か
り
は
す
ぎ
が
て
に
せ
よ 

と
、
惜
春
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
は
か
な
く
て
」
と
い
う
表
現
を
詠
ん
だ

歌
は
、 


 

千
里
集
・
九 

夜
風
吹
送
毎
年
春 

は
か
な
く
て
空
な
る
風
の
年
を
へ
て
春
ふ
き
お
く
る
こ
と
ぞ
あ
や
し
き 


 

同
上
・
六
六 

年
年
只
是
人
空
老 

と
し
ど
し
と
か
ぞ
へ
こ
し
ま
に
は
か
な
く
て
人
は
お
い
ぬ
る
も
の
に
ぞ
あ

り
け
る 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
十
二
・
恋
歌
二
・
五
七
五 

－ 36 －
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（
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 


 

躬
恒
集
・
四
六
九 

（
屏
風
の
う
た
） 

あ
き
の
よ
の
な
が
ゐ
を
や
せ
む
は
か
な
く
て
も
み
ぢ
の
川
に
ひ
を
く
ら
し

つ
つ 


 

後
撰
和
歌
集
・
巻
二
十
・
哀
傷
歌
・
一
三
八
九/

一
三
九
〇 

先
帝
お
は
し
ま
さ
で
、
世
中
思
ひ
な
げ
き
て
つ
か
は
し
け
る 
 

三
条
右
大
臣 

は
か
な
く
て
世
に
ふ
る
よ
り
は
山
し
な
の
宮
の
草
木
と
な
ら
ま
し
も
の
を 


 

元
良
親
王
集
・
一
三
五 

つ
き
の
あ
か
き
夜
お
は
し
た
る
に
、
い
で
て
も
の
な
ど
き
こ
え
て
、
と

く
い
り
に
け
れ
ば
、
み
や 

よ
な
よ
な
に
い
つ
と
み
し
か
ど
は
か
な
く
て
い
り
に
し
月
と
い
ひ
て
や
み

な
ん 

と
、
主
に
満
足
で
き
な
い
、
あ
っ
け
な
い
と
い
う
意
味
で
詠
ま
れ
る
の
で
、
黄
氏

の
よ
う
に
「
虚
し
く
」
と
解
釈
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
黄
氏
は
一
六
番
歌
に
つ
い
て
「
紅
葉
な
ど
の
素
晴
ら
し
い
美
景
を
満
喫
で

き
ず
、
本
来
は
も
っ
と
大
事
に
過
ご
す
べ
き
季
節
を
無
駄
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
」

と
解
説
し
て
い
る
が
、
当
該
歌
は
秋
が
あ
っ
け
な
く
す
ぐ
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
敢
え
て
秋
を
惜
し
む
と
い
う
惜
秋
の
歌
の
心
を
積
極
的
に

強
調
し
て
い
る
の
で
、
黄
氏
が
言
う
秋
を
無
駄
に
過
ご
し
た
と
い
う
後
悔
の
よ
う

な
消
極
的
な
感
情
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
、「
は
か
な
し
」
を

「
虚
し
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
二
六
番
歌
、 

26
紅
葉
葉
の
儚
き
風
に
散
ら
ざ
ら
ば
秋
は
過
ぐ
と
も
知
ら
れ
ざ
ら
ま
し 

の
「
儚
き
風
」
は
「
虚
し
い
風
」
と
い
う
意
味
不
明
な
解
釈
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
も
そ
も
、
一
六
番
歌
の
「
は
か
な
く
て
す
ぐ
る
秋
」
と
い
う
表
現
の
主
体
は

秋
で
あ
り
、
そ
の
秋
は
詠
み
手
に
と
っ
て
は
客
観
的
に
あ
っ
け
な
く
過
ぎ
る
季
節

だ
と
言
っ
て
い
る
。
一
方
、「
虚
度
」「
空
度
」
と
い
っ
た
漢
詩
文
の
表
現
は
、
黄

氏
に
よ
れ
ば
、 

こ
こ
で
注
意
を
払
う
べ
き
な
の
は
、
「
虚
度
」
の
下
に
「
春
朝
」
、
「
少
年
」
、

「
好
時
節
」
な
ど
の
貴
重
な
時
間
を
表
す
語
が
存
在
し
、「
空
度
」
の
下
に
も

「
歳
時
」
、「
日
」
な
ど
の
美
景
及
び
時
間
を
表
す
語
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
。
則
ち
、「
虚
度
」
又
は
「
空
度
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
本
来
は
大
事
に

過
ご
す
べ
き
時
間
を
無
駄
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
無
念
さ
が
読
み

取
れ
る
。 

と
、
作
者
が
時
間
を
無
駄
に
過
ご
し
た
こ
と
を
主
観
的
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、「
痛
飲
狂
歌
空
度
日
」
と
い
っ
た
酒
を
痛
飲
し
歌
を
歌
い
狂
う
よ
う
な
放

蕩
な
生
活
は
、
出
仕
せ
ず
自
堕
落
な
状
況
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
古
代
中
国
の
儒

教
的
な
社
会
価
値
観
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、

漢
詩
文
に
お
け
る
「
虚
度
」「
空
度
」
は
、
果
た
し
て
、
黄
氏
が
「
こ
の
よ
う
な
感

覚
は
、
正
に
前
掲
の
和
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
、
春
秋
を
無
駄
に
過
ご
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
感
情
と
共
通
す
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
指
す

「
は
か
な
く
て
す
ぐ
る
」
と
共
通
す
る
と
認
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
、
「
別
る
る
」
は
、 

12
目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
め
ど
も
大
空
の
み
ぞ
な
が
め
ら
る
ら
む 

36
千
草
な
る
心
の
ま
ま
に
を
の
か
じ
し
別
る
る
秋
を
惜
し
み
つ
る
か
な 

37
大
空
の
心
ぞ
惑
ふ
目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
む
我
が
身
は 

－ 37 －
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の
三
首
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
黄
氏
は
、
白
居
易
詩
及
び
元
稹
詩
の
、 

酔
心
忘
老
易
、
醒
眼
別
春
難
。（
『
白
氏
文
集
』
巻
六
六 

「
晩
春
酒
醒
尋
夢

得
」
） 

今
日
送
春
心
、
心
如
別
親
故
。
（
同
上 

巻
一
〇 

「
送
春
」
） 

一
為
池
中
物
、
永
別
江
南
春
。(

同
上 

巻
六
二 

「
感
白
蓮
花
」) 

三
月
尽
時
頭
白
日
、
與
春
老
別
更
依
依
。(

同
上 

巻
五
三 

「
柳
絮
」) 

葵
枯
猶
向
日
、
蓬
断
即
辞
春
。(

同
上 

巻
一
七 

「
江
南
満
居
十
韻
」) 

一
辞
渭
北
故
園
春
、
再
把
江
南
新
歳
酒
。(

同
上 

巻
五
三 

「
蘇
州
李
中
丞

以
元
日
郡
斎
感
懐
詩
寄
微
之
及
予
輙
依
来
篇
七
言
八
韻 

走
筆
奉
答
兼
呈
微

之
」) 

城
西
三
月
三
十
日
、
別
友
辞
春
両
恨
多
。(
『
全
唐
詩
』
巻
八
八
三 

「
城
西

別
元
九
」) 

曽
携
酒
伴
無
端
宿
、
自
入
朝
行
便
別
春
。(

『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
二 

「
再

酬
復
言
和
前
篇
」) 

に
お
け
る
「
別
春
」「
辞
春
」
の
影
響
を
受
け
た
と
指
摘
し
、
ま
た
、
漢
詩
文
に
お

け
る
「
別
春
」「
辞
春
」
と
い
っ
た
表
現
に
つ
い
て
、 

白
居
易
詩
及
び
元
槇
詩
で
は
、「
春
が
去
っ
て
行
く
」
こ
と
を
、「
別
春
」
或

い
は
「
辞
春
」
と
称
す
る
。「
感
白
蓮
花
」
で
は
、
春
と
別
れ
る
主
体
は
蓮
の

花
で
あ
り
、「
江
南
謫
居
十
韻
」
で
は
、
春
と
別
れ
る
主
体
は
蓬
で
あ
る
。
そ

れ
以
外
の
作
品
で
は
、
春
と
別
れ
る
主
体
は
全
て
詩
人
自
身
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
発
想
は
、
前
掲
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
別
か
る
る
春
」（

15
）
・「
春
の
別

れ
」
と
い
う
発
想
と
一
致
す
る
。 

と
述
べ
て
い
る
が
、
「
感
白
蓮
花
」
の
蓮
の
花
も
、
「
江
南
謫
居
十
韻
」
の
蓬
も
、

作
者
が
自
身
の
高
潔
さ
を
示
す
比
喩
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
別
春
」
「
辞
春
」

は
全
て
作
者
が
主
観
的
に
春
を
過
ご
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、

「
柳
絮
」
の
「
三
月
尽
時
頭
白
日
、
與
春
老
別
更
依
依
。」
と
い
う
の
は
歎
老
の
詩

な
の
で
、
こ
こ
の
「
春
」
は
単
な
る
季
節
で
は
な
く
、
作
者
自
身
の
青
春
を
指
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
季
節
が
秋
に
置
き
換
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
「
別
る
る
」
は
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
四
・
秋
歌
上
・
一
八
二 

な
ぬ
か
の
夜
の
あ
か
つ
き
に
よ
め
る 

 
 

 

源
む
ね
ゆ
き
の
朝
臣 

今
は
と
て
わ
か
る
る
時
は
天
河
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
そ
で
ぞ
ひ
ち
ぬ
る 


 

同
上
・
巻
八
・
離
別
歌
・
三
七
四 

あ
ふ
さ
か
に
て
人
を
わ
か
れ
け
る
時
に
よ
め
る な

に
は
の
よ
ろ
づ
を 

相
坂
の
関
し
ま
さ
し
き
物
な
ら
ば
あ
か
ず
わ
か
る
る
き
み
を
と
ど
め
よ 


 

同
上
・
巻
八
・
離
別
歌
・
三
九
六 

仁
和
の
み
か
ど
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
ふ
る
の
た
き
御
覧
じ

に
お
は
し
ま
し
て
か
へ
り
た
ま
ひ
け
る
に
よ
め
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

兼
芸
法
し 

あ
か
ず
し
て
わ
か
る
る
涙
滝
に
そ
ふ
水
ま
さ
る
と
や
し
も
は
見
る
ら
む 


 

同
上
・
巻
八
・
離
別
歌
・
四
〇
〇 

（
題
し
ら
ず
） 

あ
か
ず
し
て
わ
か
る
る
袖
の
し
ら
た
ま
を
き
み
が
か
た
み
と
つ
ゝ
み
て
ぞ

ゆ
く 


 

同
上
・
巻
十
二
・
恋
歌
二
・
六
〇
一 

（
題
し
ら
ず
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

た
ゞ
み
ね 

風
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か 
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同
上
・
巻
十
六
・
哀
傷
歌
・
八
五
八 

お
と
こ
の
人
の
く
に
に
ま
か
れ
り
け
る
ま
に
、
女
に
は
か
に
や
ま
ひ
を

し
て
い
と
よ
は
く
な
り
に
け
る
時
、
よ
み
を
き
て
身
ま
か
り
に
け
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
み
人
し
ら
ず 

こ
ゑ
を
だ
に
き
か
で
わ
か
る
る
た
ま
よ
り
も
な
き
と
こ
に
ね
ん
君
ぞ
か
な

し
き 

と
、
人
が
自
発
的
に
離
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
を
秋
の
移
り
変

わ
り
に
喩
え
て
い
る
の
で
、「
別
春
」「
辞
春
」
の
よ
う
に
作
者
を
主
体
と
し
て
「
春
」

と
別
れ
る
こ
と
と
は
齟
齬
が
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
黄
氏
が
本
歌
合
に
お
け
る
漢
詩
文
か
ら
の
摂
取
を
指
摘
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
た
結
果
、
本
歌
合
は
直
接
に
漢
詩
文
か
ら
摂

取
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
既
有
の
漢
詩
文
を
参
考
に
し
た
日
本
の
文

学
作
品
か
ら
、
間
接
的
に
漢
詩
文
的
な
表
現
を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体

的
に
い
え
ば
、
本
歌
合
は
先
行
の
和
歌
に
対
す
る
意
識
が
圧
倒
的
に
強
い
の
で
あ

っ
て
、
漢
詩
文
に
対
す
る
意
識
に
そ
こ
ま
で
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
と

思
う
。 

  

お
わ
り
に 

 

本
稿
は
先
行
歌
摂
取
と
い
う
視
点
を
用
い
て
、
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）
の
表

現
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
析
を
整
理
し
た
結
果
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

ま
ず
、
明
白
な
摂
取
歌
が
あ
る
歌
と
特
徴
的
な
表
現
を
摂
取
し
た
歌
の
例
を
見

れ
ば
、
本
歌
合
が
『
古
今
和
歌
集
』
及
び
そ
の
周
辺
の
歌
合
か
ら
受
け
た
影
響
が

絶
大
で
あ
る
。
本
歌
合
そ
の
他
の
歌
も
、『
古
今
和
歌
集
』
周
辺
の
歌
の
常
套
的
な

表
現
を
取
り
入
れ
て
い
る
。 

先
行
歌
に
対
す
る
摂
取
は
、
他
の
陽
成
院
関
係
の
歌
合
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
、

例
え
ば
、
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）
」（

16
）

の
冒
頭
、 

1
い
た
づ
ら
に
身
は
な
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 

は
、
明
ら
か
に
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
十
一
・
恋
一
・
五
四
四
、 

（
題
し
ら
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
み
び
と
し
ら
ず
） 

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 

を
摂
取
歌
に
し
て
い
る
。
ま
た
「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」（

17
）

は
、 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

坂
上
是
則 

15
佐
保
山
の
は
は
そ
の
色
は
薄
け
れ
ど
秋
は
深
く
も
な
り
に
け
る
か
な 

左
勝 

16
佐
保
山
の
峰
の
紅
葉
葉
色
々
に
立
つ
朝
霧
ぞ
空
に
し
る
ら
む 

 
 

 

右 

17
薄
き
濃
き
色
の
限
り
ぞ
佐
保
山
は
秋
果
つ
る
ま
で
浅
き
と
な
見
そ 

と
、
古
歌
に
返
歌
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
先
行
歌
を
踏
ま
え
て
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
、 


 

古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
三
一
〇 

寛
平
御
時
ふ
る
き
う
た
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
た
つ
た

河
も
み
ぢ
ば
な
が
る
と
い
ふ
歌
を
か
き
て
、
そ
の
お
な
じ
心
を
よ
め
り

け
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
き
か
ぜ 

み
山
よ
り
お
ち
く
る
水
の
色
見
て
ぞ
秋
は
限
と
思
ひ
し
り
ぬ
る 

と
、
同
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、 
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古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
二
八
四 

（
題
し
ら
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

よ
み
人
し
ら
ず
） 

た
つ
た
河
も
み
ぢ
ば
流
る
神
な
び
の
み
む
ろ
の
山
に
時
雨
ふ
る
ら
し 

又
は
、
あ
す
か
が
は
も
み
ぢ
ば
な
が
る 

と
い
う
古
歌
を
承
け
て
詠
ん
で
い
る
例
も
見
ら
れ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』・
三
一

〇
は
古
歌
の
表
現
よ
り
も
、
そ
の
季
節
感
を
ほ
の
め
か
す
内
容
を
重
視
し
て
い
る
。

一
方
、
本
歌
合
は
、
先
行
の
歌
の
表
現
を
露
骨
に
取
り
入
れ
て
い
る
た
め
、『
古
今

和
歌
集
』・
三
一
〇
と
比
べ
て
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
欠
乏
し
て
お
り
、
文

学
と
し
て
の
価
値
が
一
段
に
劣
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

ま
し
て
、
摂
取
し
た
表
現
は
先
行
歌
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
。
例
え
ば
、
三
番
歌
の
「
あ
だ
な
り
」
は
、
先
行
歌
で
は
「
浮
気
だ
」
と

い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
歌
で
は
「
無
駄
だ
」
と
い
う
意
味
を
用
い
て

い
る
。
二
三
番
歌
の
「
死
ぬ
べ
き
」
は
、
先
行
歌
に
お
け
る
「
な
き
ぞ
し
ぬ
べ
き
」

の
サ
変
動
詞
「
し
」
と
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
が
、
動
詞
「
死
ぬ
」
と
い
う
形
に

転
用
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
二
〇
・
三
二
番
歌
の
「
た
つ
」
は
、「
秋
立
つ
」
が

先
行
歌
で
は
秋
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
「
秋
が
旅
立
つ
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
な
り
、「
錦
た
つ
」
が
先
行
歌
で
は
錦
を
裁
縫
し
て
着
物
と

し
て
着
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
「
錦
を
断
ち
切
る
」
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
現
象
は
、
詠
者
が
先
行
歌
の
表
現
を
字
面
で
摂
取
し

て
、
誤
解
を
生
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
本
歌
合
の
詠
者
は
和
歌
の
素

養
が
や
や
欠
如
し
て
い
る
素
人
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。 

従
っ
て
、
本
歌
合
の
歌
合
と
し
て
の
性
格
は
、
先
行
歌
の
表
現
を
積
極
的
に
摂

取
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
習
作
的
な
歌
合
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
性
格
は
、「
陽

成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」
も
持
っ
て
い
る
と
す
で
に
拙
稿
（
18
）

で
論
じ
た
。
こ
う
し

た
習
作
的
な
歌
合
は
、
主
流
歌
壇
の
歌
合
と
比
べ
て
、
さ
す
が
に
遜
色
が
あ
る
と

考
え
、
私
的
な
歌
合
だ
と
い
う
『
大
成
』
の
論
は
間
違
い
な
い
。 

さ
ら
に
、
本
歌
合
は
、
一
・
一
六
・
二
一
・
三
一
番
歌
の
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
に

表
現
が
雷
同
す
る
歌
が
多
く
存
在
す
る
の
で
、
全
体
的
な
見
栄
え
の
た
め
に
、
敢

え
て
歌
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
た
と
推
測
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
左
右
方
の
勝
負
に
つ

い
て
、
本
歌
合
は
そ
こ
ま
で
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
同
年
の
三

月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
「
亭
子
院
歌
合
」
は
、
華
々
し
い
晴
儀
の
歌
合
で
、
宇

多
院
の
御
判
も
付
け
て
お
り
、
後
の
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
の
原
型
と
も
考
え
ら
れ

る
。
革
新
的
な
「
亭
子
院
歌
合
」
と
比
べ
て
、
本
歌
合
は
そ
の
陰
に
隠
れ
る
ぐ
ら

い
地
味
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
歌
合
は
、
当
時
の
和
歌
の
学
習
と
創
作
な
ど
の
実

践
的
な
面
を
表
す
標
本
と
し
て
価
値
が
あ
り
、
後
世
の
先
行
歌
摂
取
な
い
し
新
古

今
時
代
の
本
歌
取
り
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

な
お
、
本
歌
合
か
ら
は
陽
成
院
一
門
の
有
様
も
窺
え
る
。
本
歌
合
の
成
立
当
時
、

陽
成
院
は
四
十
六
歳
で
、
十
七
歳
に
し
て
退
位
し
て
か
ら
三
十
年
ぐ
ら
い
経
っ
て

い
た
。『
古
今
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
か
ど
う
か
も
微
妙
な
時
期
に
、
陽
成
院
は
本

歌
合
を
主
催
し
、
何
ら
か
の
思
い
を
和
歌
に
託
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
こ
に

は
異
例
の
廃
帝
と
し
て
の
失
意
や
無
念
、
そ
し
て
現
政
権
に
対
す
る
嫉
妬
と
怨
恨

な
ど
の
負
の
感
情
や
個
人
の
プ
ラ
イ
ド
が
勿
論
交
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
陽
成
院
は
老
人
と
も
さ
れ
る
歳
で
、
素
人
と
し
て
和
歌
に
関
心
を
示
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
陽
成
院
の
積
極
的
な
人
生
態
度
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
も
垣
間
見

え
る
。 

ま
た
、
先
行
歌
の
大
量
摂
取
か
ら
、
陽
成
院
一
門
が
先
行
歌
の
資
料
を
相
当
所

持
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
、『
古
今
和
歌
集
』
の
黎
明
期
に
そ
の
関
連
資
料
を

存
分
に
利
用
で
き
る
の
は
、
や
は
り
陽
成
院
一
門
の
和
歌
に
対
す
る
熱
意
だ
け
で
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は
な
く
、
陽
成
院
の
特
別
な
地
位
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 
そ
し
て
、
習
作
的
な
特
徴
か
ら
、
本
歌
合
は
陽
成
院
一
門
の
和
歌
の
教
育
現
場

で
も
あ
る
と
考
え
る
。
陽
成
院
の
息
子
元
良
親
王
（
19
）

は
当
時
二
十
四
歳
で
、
恰

も
和
歌
の
素
養
を
培
う
時
期
に
当
た
る
の
で
、
本
歌
合
の
よ
う
な
習
作
的
な
歌
合

は
元
良
親
王
ら
が
和
歌
の
教
養
を
高
め
る
た
め
の
土
壌
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
元

良
親
王
や
源
清
蔭
な
ど
の
陽
成
院
の
子
孫
が
優
秀
な
歌
人
に
成
長
し
て
い
き
、
彼

ら
の
秀
作
が
『
大
和
物
語
』
や
『
元
良
親
王
集
』
に
よ
っ
て
伝
わ
る
こ
と
で
、
陽

成
院
の
和
歌
に
対
す
る
思
い
に
応
え
た
の
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

CD
-RO

M
 Ver.2.0

』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。「
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
に
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
。 

   
 
 

注 

 

（
１
）
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
）
。
二
〇
四
～
二
〇
八
頁 

（
２
）
小
沢
正
夫
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11 

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、

一
九
九
四
年
）。 

（
３
）
藤
岡
忠
美
ほ
か
『
私
家
集
注
釈
叢
刊
14 

躬
恒
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、

二
〇
〇
三
年
）。 

（
４
）
平
野
由
紀
子
ほ
か
『
私
家
集
全
釈
叢
書
36 

千
里
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、

二
〇
〇
七
）
。 

（
５
）
松
平
文
庫
本
・
弘
前
図
書
館
本
：
心
の
内
ま
て
。
書
陵
部
本
：
心
の
内
ま
て

ま

ゝ

に

歟

。

群
書
類
従
本
・
島
根
大
本
：
心
の
ま
ゝ
に
。 

（
６
）
黄
一
丁
「
『
延
喜
十
三
年
陽
成
院
歌
合
』
の
惜
秋
歌
に
つ
い
て
」
、『
和
漢
比

較
文
学
』
第
64
号
、
二
〇
二
〇
年
二
月
。
一
～
一
六
頁
。 

（
７
）
金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集 

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研

究
篇
』（
培
風
社
、
一
九
四
三
年
）
。
小
野
泰
央
「
『
朗
詠
』「
三
月
尽
」
所

収
「
留
春
不
用
関
城
固
」
に
つ
い
て―

橘
在
列
小
論―

」
、『
中
央
大
学
国

文
』
巻
三
九
、
一
九
九
六
年
三
月
。 

（
８
）
『
四
部
叢
刊
初
篇
』
所
収
『
白
氏
文
集
』
。
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃

（https://ctext.org/library.pl?if=gb&
res=77504

）
に
よ
る
。 

（
９
）
北
山
円
正
「
菅
原
氏
と
年
中
行
事
」『
神
女
大
国
文
』
第
十
三
号
、
二
〇
〇

二
年
三
月
。
一
～
十
四
頁
。
小
野
氏
の
論
文
は
注
（
7
）
に
同
じ
。 

（
10
）
川
口
久
雄
『
日
本
古
典
文
学
大
系
72 

菅
家
文
草 

菅
家
後
集
』
（
岩
波

書
店
、
一
九
六
六
年
）
。 

（
11
）
大
曾
根
章
介
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
27 

本
朝
文
粋
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
九
二
年
）
。 

（
12
）
浙
江
大
学
図
書
館
所
蔵
欽
定
四
庫
全
書
本
『
元
氏
長
慶
集
』
。
中
國
哲
學
書

電
子
化
計
劃
（https://ctext.org/library.pl?if=gb&

res=5419

）
に
よ
る
。 

（
13
）
『
武
英
殿
二
十
四
史
』
所
収
『
隋
書
』
。
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃
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（https://ctext.org/library.pl?if=gb&
res=77700

）
に
よ
る
。 

（
14
）
浙
江
大
学
図
書
館
所
蔵
欽
定
四
庫
全
書
本
『
御
定
全
唐
詩
』
。
中
國
哲
學
書

電
子
化
計
劃
（https://ctext.org/library.pl?if=gb&

res=6051

）
に
よ
る
。 

（
15
）
原
文
に
従
う
。 

（
16
）『
古
筆
学
大
成 

第
21
巻
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）
所
収
の
影
印
の
廿

巻
本
の
伝
藤
原
忠
家
・
俊
忠
筆
柏
木
・
二
条
切
を
翻
刻
し
て
、
適
宜
に
校

訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。 

（
17
）『
陽
明
叢
書 

国
書
篇 
平
安
歌
合
集 

上
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
五

年
）
所
収
の
影
印
の
十
巻
本
を
翻
刻
し
て
、
適
宜
に
校
訂
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。 

（
18
）
「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
の
本
質 : 
陽
成
院
関
係
の
歌
合
及
び
返
歌
合
と

し
て
」
、『
表
現
技
術
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
。
一
～
一
二

頁
。 

（
19
）
元
良
親
王
生
没
年
：
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
～
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
。 

  

（
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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‘‘Regrets about autumn,’’ Japanese poetry contest held by Yozei, 
the Retired Emperor: Impact of Earlier Poetry 

 

Yuhao GU 
 

 

Key Words: literature of Heian Era, poetry contest, Yozei the Retired Emperor,  
earlier poetry, expression intake 

 

‘‘Regret about autumn,” the Japanese poetry contest by Yozei, the Retired Emperor, was held in 

913. This is the private poetry contest held by Yozei in which mainly his family and vassals 

participated. Expressions of poetry from the preceding period around Kokin Wakashu can 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. 
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