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南
朝
の
歌
壇
と
そ
の
行
く

へ

一

『新
葉
集
』
や

『李
花
集
』
の
評
価
を
め
ぐ
つ
て
は
、
戦
時
中
に
出
た
川
田

順
氏
の

『吉
野
朝
の
悲
歌
』
に
見
る
や
う
な
激
情
的
な
説
は
と
も
か
く
と
し
て

も
、
す
で
に
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
の
説
明
あ
た
り
か
ら
、
ず
つ
と
今
日
ま
で
、

そ
の
歌
風
は
二
条
派
の
流
れ
を
汲
ん
で
ゐ
る
の
で
、
お
ほ
む
ね
平
板
で
あ
る
が
、

戦
乱
の
中
に
処
し
て
悲
憤
の
感
概
が
表
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
た
定
説
が
、
殆
ど
無

批
判
に
踏
襲
さ
れ
て
ゐ
て
、
戦
後
自
由
な
立
場
か
ら
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
ゐ

る
と
は
い
へ
な
い
。

二

『新
葉
集
』
は
、
そ
の
序
文
に
も
あ
る
や
う
に
、
元
弘
よ
り
弘
和
ま
で
、
南

朝
三
代
五
十
年
間
の
作
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
五
十
年
の
間
に
は
、

南
朝
の
歌
壇
に
も
大
き
な
変
遷
が
あ
つ
た
と
い
へ
る
。

そ
の
後
醍
醐
天
皇
の
御
代
は
、
ま
だ
南
朝
の
歌
壇
と
い
ふ
べ
き
特
殊
な
存
在

は
な
く
、
『新
葉
集
』
に
は
、
そ
の
元
弘
の
頃
か
ら
の
作
を
集
め
て
は
ゐ
る
が
、

実
際
に
南
朝
が
成
立
す
る
の
は
、
廷
元
元
年
十
二
月
、

（註

一
）
天
皇
が
吉
野

に
潜
幸
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
廷
元
四
年
に
崩
御
に
な
る
ま
で
、
吉
野
で
は
同

三
年
九
月
十
三
夜
に
内
裏
に
於
て
、
天
皇
は
じ
め
近
臣
が
集
つ
て
月
の
三
十
首

島

津

忠

夫

歌
を
催
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
（註
二
）
し
か
も
、
そ
の
南
朝
の
歌
壇
が
、

大
覚
寺
統
は
二
条
派
を
、
持
明
院
統
は
京
極
冷
泉
派
を
と
い
ふ
鎌
倉
時
代
の
両

統
迭
立
以
来
の
関
係
か
ら
、
二
条
派
の
歌
風
に
立
つ
事
は
至
極
当
然
で
あ
り
、

一
方
貞
和
二
年

（正
平
元
年
）
北
朝
に
於
て
撰
進
さ
れ
た

『風
雅
集
』
が
、
京

極
冷
泉
派
の
歌
風
に
立
つ
事
も
叉
当
然
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
条
派
の
為

世
や
為
定
は
、　
後
醍
醐
天
皇
の
吉
野
潜
幸
後
も
、　
京
都
に
残
つ
て
北
朝
に
仕

へ
、
し
ば
ら
く
は
不
遇
を
か
こ
つ
て
ゐ
た
が
、
為
定
は
足
利
尊
氏
と
巧
み
に
関

係
を
つ
け
て
、
次
の

『新
千
載
集
』
で
は
、
京
極
冷
泉
派
を
退
け
て
、
そ
の
撰

者
と
な
り
、
以
後
の
勅
撰
集
は
、
二
条
派
が
牛
耳
つ
て
い
く
や

，
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
は
、
井
上
豊
雄
氏
の

「南
北
朝
時
代
に
お
け
る
歌
壇

の
動
向
」
（註
三
）
と
い
ふ
論
文
に
明
解
に
と
か
れ
て
ゐ
る
。

南
朝
も
後
村
上
天
皇
の
御
代
と
な
つ
て
、　
そ
の
歌
壇
も
漸
く
活
撥

さ
を
加

へ
、
百
首
歌
や
歌
合
等
の
催
が
、
し
ば
ノ
ヽ
行
は
れ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
た

と
へ
ば
、
正
平
八
年
内
裏
で
行
は
れ
た
千
首
歌
は
、

『新
葉
集
』
に
と
ら
れ
た

二
十
首
の
歌
か
ら
見
て
も
、

野
辺
遠
み
春
の
心
ぞ
つ
な
が
れ
ぬ
う
か
べ
る
雲
の
跡
を
見
る
に
も

中
院
入
道

一
品

を
し
ほ
山
神
世
も
き
か
ぬ
紅
の
う
す
花
ざ
く
ら
い
ま
さ
か
り
な
り

前
中
納
言
為
忠



あ
ひ
お
も
は
ば
見
ざ
ら
む
物
か
百
城
の
花
も
千
と
せ
の
春
の
さ
か
り
を

後
村
上
院
御
製

な
ど
の
二
条
派
末
流
の
平
板
な
歌
ば
か
り
で
、
或
は
、
二
条
為
藤
の
子
の
為
忠

あ
た
り
が
指
導
的
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。

こ
の
南
朝
の
歌
壇
の
風
潮
は
、
正
平
二
十
年
の
内
裏
三
百
六
十
首
歌
に
見
て

Ｊヽ
、う

つ
し
植
ゑ
て
君
が
み
は
し
の
花
ざ
か
り
ひ
さ
し
か
れ
と
や
風
も
の
ど
け
き

前
中
納
言
実
秀

高
砂
の
松
を
う
き
身
の
命
に
て
つ
れ
な
き
中
に
世
を
や
つ
く
さ
ん

妙
光
寺
内
大
臣

せ
め
て
そ
の
う
き
名
な
り
と
も
名
取
河
逢
ふ
と
云
ふ
瀬
の
な
ど
な
か
る
ら
ん

後
村
上
院
御
製

な
ど
展
開
を
見
せ
て
ゐ
な
い
。
　
つ
ま
り
後
村
上
天
皇
の
御
代
の
南
朝

の
歌
壇

は
、
乱
世
に
も
か
か
は
ら
ず
、
し
ば
ノ
ヽ
千
首
歌
、
歌
合
な
ど
が
行
は
れ
、
殊

に
天
皇
自
身
百
首
歌
を
為
定
に
送
つ
て
勅
撰
集
入
集
の
熱
意
を
示
さ
れ
た
り
し

て
を
り
、
宗
良
親
王
が

『新
葉
集
』
の
巻
頭
に
後
村
上
院
御
製
を
据
ゑ
、
そ
の

歌
数
も
自
作
の
多
く
を

「
よ
み
入
し
ら
ず
」
と
し
て
ま
で
も
、
後
村
上
院
の
御

製
を
第

一
位
の
百
首
に
し
て
ゐ
る
点
な
ど
か
ら
、
吉
原
敏
雄
氏
も
す
で
に
想
像

さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
（註
四
）
『新
葉
集
』
の
撰
進
の
意
図
は
、
早
く
後
村
上

院
に
あ
り
、
宗
良
親
王
は
、
そ
の
遺
志
を
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
ヘ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
壇
は
、
な
ほ
二
条
派
の
歌
風
を

一
歩
も
出
ず
、

南
朝
独
自
の
歌
風
は
生
み
出
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。

（註

一
）

本
稿
に
限
り
南
朝
の
年
号
を
用
ひ
る
。

（註
二
）
　
『
新
葉
集
』
の
調
書
に
よ
る
。

（註
三
）
　
『
国
文
学
研
究
』
第
五
輯
所
収
。

（註
四
）
　
『
概
観
短
歌
史
』

三

南
朝
の
歌
壇
が
漸
く
独
自
の
歌
風
を
示
す
の
は
、
宗
良
親
王
が
長
い
遠
江

・

赫
壽
¨

に 後 の
勢
い
¨
』
一
中
一
一
¨
¨
乖
¨
］

つ 力 き
一
¨
“
一

授 ヵ、 た
一
警

に に 天
」
「
』
攀

に
於
て
、
天
皇
以
下
二
十
人
の
五
十
首
づ
ゝ
五
百
番
の
歌
合
が
行
は
れ
て
、
宗

報
醐
」
廠
渕
弩
障
諄
一
帥
炉
朔
漱
輝
仁
静
経
な
Ｆ
は
電
ど
疇
一
ど
嘲
昴
い
だ

年 っ

に

『新
葉
集
』
を
撰
進
せ
ら
れ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
南
朝
の

歌
壇
は
、
宗
良
親
王
を
中
心
に
、
戦
乱
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
南
朝
独
自
の

歌
壇
の
様
相
を
示
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

宗
良
親
王
は
、
為
世
の
女
、
贈
従
三
位
為
子
を
母
と
し
、
為
世
の
孫
為
定
を

歌
の
師
と
し
て
、
は
じ
め
は
専
ら
二
条
派
の
影
響
の
も
と
に
あ
つ
た
。

『
李
花

雌
計
紳
”
孫
離
れ
赫
ば
「
な
酬
¨
『
緩
“
ぼ
』
狐
椰
囃
ぐ
¨
酎
喘
紳
隷

を 「ぉ
れ

の
で
あ
ら
う
が
、
為
定
を
当
代
第

一
の
歌
人
と
考
へ
、
そ
の
撰
者
に
も
れ
た
事

を
、

「此
の
道
も
な
く
な
り
ぬ
る
」
と
ま
で
な
げ
い
て
ゐ
る
な
ど
、
あ
き
ら
か

に
二
条
派
の
立
場
に
立
た
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
後
も
為
定
と
は
し
ば
ノ
ヽ
歌
の
贈

答
を
か
は
し
、
為
定
が
巧
み
に
足
利
氏
に
接
近
し
て
、
北
朝
の
歌
壇
に
そ
の
地

歩
を
占
め
て
い
つ
た
に
も
か
ヽ
は
ら
ず
。
為
定
毅
す
と
き
ぃ
て
は
、
為
定
の
子

の
為
遠
に
、
哀
傷
五
十
首
を
つ
か
は
し
、

わ
が
み
ち
の
た
え
ぬ
と
き
け
ば
な
き
跡
の
か
な
し
き
中
工
な
ほ
ぞ
悲
し
き

な
ど
と
よ
ん
で
ゐ
る
の
は
、
北
朝
の
歌
壇
の
事
情
に
通
じ
な
が
っ
た
事
も
あ
ら



う
が
、
や
は
り
歌
の
家
と
し
て
の
二
条
派
の
権
威
を
尊
重
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
歌
風
も
、
も
と
よ
り
二
条
派
の
風
体
で
、
建
徳
二
年
ま
で
の
作
を
集

め
た

『李
花
集
』
の
巻
頭
か
ら
三
首
を
あ
げ
て
み
て
も

春
た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
は
か
す
め
ど
も
猶
雪
深
し
み
よ
し
の
の
山

久
堅
の
天
の
岩
戸
ぞ
か
す
む
な
る
神
代
に
帰
る
春
の
し
る
し
に

今
朝
よ
り
は
霞
ぞ
閉
づ
る
あ
ま
つ
空
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
春
や
き
ぬ
ら
む

な
ど
、
巻
頭
歌
は
と
も
か
く
、
次
の
二
首
な
ど
は
、
二
条
歌
風
の
保
守
的
な
主

情
的
な
立
場
を
最
も
よ
く
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
へ
る
。
し
か
し

『李
花

集
』
の
中
に
は
、
非
常
に
長
い
詞
書
を
も
つ
た
歌
が
多
く
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
は

親
王
の
長
い
転
戦
生
活
を
も
の
が
た
り
、
い
は
ゆ
る

「悲
歌
」
と
し
て
、
戦
時

中
と
か
く
さ
わ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
か
う
い
つ
た
転
戦
の
生
活
の

中
か
ら
、
漸
く
二
条
派
の
保
守
的
な
類
型
的
な
歌
風
を
脱
し
て
、
晩
年
の
風
格

を
つ
く
り
出
す
契
機
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
新
葉
集
』
巻
七
離
別
の
歌
、

し
な
の
の
国
ま
で
も
又
年
月
を
く
り
て
侍
り
し
に
行
宮
の
御
し
ぎ
も
お
ぼ

つ
か
な
く
侍
り
し
か
ば
あ
か
ら
さ
ま
に
芳
野
に
ま
い
り
て
や
が
て
く
だ
り

侍
ら
む
と
せ
し
時
内
裏
に
て
人
々
百
番
歌
合
し
侍
し
に
旅
の
心
を

老
の
波
叉
た
ち
別
れ
い
な
舟
の
の
ぼ
れ
ば
く
だ
る
旅
の
く
る
し
さ

は
、
詞
書
の
示
す
通
り
、
内
裏
に
於
て
の
百
番
歌
合
の
旅
の
歌
で
あ
る
が
、
こ

の
歌
を

『新
葉
集
』
に
入
れ
る
に
あ
た
つ
て
、
わ
ざ
ノ
ヽ
く
だ
人
ヽ
し
い
詞
書

を
つ
け
た
の
は
、
こ
の
歌
を
さ
う
い
ふ
背
景
を
も
つ
て
理
解
し
て
も
ら
ひ
た
か

つ
た
か
ら
で
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
題
詠
も
実
感
と
の
交
錯
に
意
図
が
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
同
じ
く

『新
葉
集
』
巻
五
の

を
ば
捨
山
ち
か
く
住
侍
り
し
比
夜
ふ
く
る
ま
で
月
を
見
て
思
ひ
つ
づ
け
侍

り

し

こ
れ
に
ま
す
都
の
つ
と
は
な
き
物
を
い
さ
と
い
は
ば
や
を
ば
捨
の
月

は
、
宗
良
親
二
千
首
の

「山
月
」
の
題
詠
で
、
そ
の
跛
の
中
に
、
千
首
の
中
か

ら
春
夏
秋
冬
恋
雑
そ
れ
ぞ
れ

一
首
づ
ゝ
抜
き
出
し
た
自
讃
歌
で
あ
る
が
、
千
首

歌
の

「山
月
」
題
の
歌
を
よ
む
に
あ
た
つ
て
、
実
際
の
経
験
に
思
ひ
を
馳
せ
て

作
つ
た
も
の
で
あ
り
、
（註

一
）
『新
葉
集
』
に
入
れ
る
に
あ
た
つ
て
は
、
あ
ヘ

て
わ
ざ
わ
ざ
前
記
の
詞
書
を
附
し
て
実
感
を
も
た
せ
る
事
に
よ
り
、　
一
そ
う
こ

の
歌
の
価
値
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
実
感
に
中
心
を
お

く
所
に
、
宗
良
親
王
の
長
い
地
方
生
活
の
後
に
作
り
あ
げ
た
二
条
派
の
伝
統
と

は
全
く
異
つ
た
晩
年
の
独
自
の
風
格
を
見
出
す
事
が
出
来
よ
う
。

こ
の
宗
良
親
王
の
晩
年
の
風
格
が
、
南
朝
独
自
の
歌
壇
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
が
、　
親
王
に
親
し
く
接
し
て
歌
の
道
を
求
め
、　
親
王
を
た
す
け
て

『新
葉

集
』
の
撰
に
も
あ
づ
か
つ
た
花
山
院
長
親
が
、
後
に
あ
ら
は
し
た
歌
論
書

『耕

雲
口
伝
』
は
、
そ
の
本
質
を
よ
く
語
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

こ
ゝ
に
信
州
の
中
書
王
と
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
は

（中
略
）
こ
の
道
の
は
ま

れ
幼
齢
よ
り
世
に
か
く
れ
な
く
、
晩
年
の
風
格
あ
め
が
し
た
た
め
し
少
く
お

は
せ
し
か
ば
、
朝
夕
親
近
し
て
、
こ
の
道
を
問
ひ
奉
り
し
程
に
、
日
ご
ろ
の

あ
や
ま
ち
氷
の
ご
と
く
に
消
え
、
雪
の
ご
と
く
に
と
け
て
、
露
ば
か
り
の
カ

量
も
出
来
に
け
る
に
や
、
後
に
は
新
葉
集
撰
定
の
こ
と
を
さ
へ
委
附
せ
ら
れ

給
へ
り
し
か
ど
も
、
い
く
ほ
ど
な
く
て
ま
た
雲
水
漂
泊
の
身
に
な
り
て
、
そ

の
あ
り
し
世
に
き
ヽ
お
き
、
ま
な
び
な
れ
に
し
事
ど
も
、
み
な
隔
生
の
こ
と

の
ご
と
く
に
な
り
に
し
か
ば
、
此
道
の
秘
事
口
訣
な
ど
も
跡
か
た
ち
を
お
ぼ

え
ず
、
し
か
は
あ
れ
ど
も
師
伝
を
は
な
れ
て
、
心
に
う
る
一
す
ぢ
は
、
い
ま

だ
人
に
か
た
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
後
の
か
た
み
に
馴
是
を
い
ひ
と
く
べ
し

と
あ
る
通
り
、
長
親
を
と
は
し
た
意
見
で
は
あ
る
が
、
宗
良
親
王
の
説
を
祖
述

し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
南
朝
の
歌
壇
の
特
色
を
語
る
唯

一
の
も
の
と
い
へ



よ
う
。
口
伝
に
対
す
る
自
由
な
態
度
も
、
や
は
り
乱
世
の
中
で
育
つ
た
南
朝
歌

壇
の
特
色
で
は
あ
る
が
、
，　
　
一一

あ
け
ば
ま
た
秋
の
な
か
ば
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
を
し
き
の
み
か
は

定
家

（新
勅
撰
集
）

の
や
う
な
歌
を

「常
に
本
と
し
て
ま
な
ぶ
べ
き
体
の
歌
」
と
し
、

は
る
の
夜
の
ゆ
め
の
う
き
は
じ
と
だ
ぇ
し
て
峰
に
わ
か
る
ヽ
よ
こ
ぐ
も
の
空

定
家

（新
古
今
集
）

の
や
う
な
歌
を

「
ま
な
び
て
わ
ろ
か
る
べ
き
体
」
と
し
て
ゐ
る
な
ど
、
そ
の
初

心
に
対
す
る
態
度
は
、
宗
良
親
王
か
ら
受
け
つ
い
だ
と
思
は
れ
、
二
条
派
の
説

く
所
と
か
は
り
は
な
い
が
、
そ
の

「
ま
な
び
て
わ
ろ
か
る
べ
き
体
」
と
し
て
ゐ

る
歌
も
、　
コ
」れ
ら
は
上
手
の
風
骨
を
み
て
幽
意
微
詞
お
も
し
ろ
し
」
と
い
つ

て
、
そ
の
価
値
を
十
分
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
宗
良
親
王
の

こ
の
く
れ
も
と
は
れ
ん
こ
と
は
よ
も
ぎ
ふ
の
す
ゑ
ば
の
風
の
秋
の
は
げ
し
さ

（註
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
・

を
あ
げ
て

此

一
首
古
人
に
も
及
び
ぬ
べ
し
。
後
に
は
新
葉
集
に
い
れ
り
。
こ
れ
ま
た
ま

な
び
が
た
き
処
あ
り
。
こ
の
た
ぐ
ひ
古
来
多
け
れ
ど
も
、
心
肝
に
そ
み
た
る

は
」
］
“
静
置
］
巌
準
颯
な

へ リ
ピ
痢
輔
靴
澤
嗽
げ
ｍ
一
［
”
燕

力ヽ ょ
囃
『
り
、

と
い
つ
て
ゐ
る
事
は
、
十
分
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
宗
良
親
王
が
、
結
局
か
う

い
ふ

『新
古
今
集
』
に
通
ず
る
や
う
な
歌
に
達
せ
ら
れ
、
　
一
つ
の
極
地
と
し

て
ヽ
親
王
も
長
親
も
、
高
く
評
価
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
は
、
南
朝
の
歌
壇
の
性

格
を
考
へ
る
に
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
南
朝
の
歌
壇
が
、
も
は
や
二
条
派
の
及

び
も
つ
か
な
い
所
で
、
全
く
無
関
係
で
は
あ
つ
た
が
、
か
へ
つ
て

「あ
ら
ぬ
さ

ま
な
る
撰
者
ど
も
」
と
い
は
れ
た

『風
雅
集
』
な
ど
の
冷
泉
派
に
近

い
も

の

が
、
い
つ
の
ま
に
か
作
り
出
ざ
れ

，
ゞ
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
事
実
『五
百
番
歌

合
』
の
中
に
は
　
・

風
は
や
み
し
ぐ
る
、
雲
も，
た
え
ハ
ヽ
、に
み
だ
れ
て
わ
た
る
雁
の
一
つ
ら

知
囲
撲

（
新一
勲
難
婦
難
勝
、
合
点

）

も一ほ焼く煙のすゑも見え初藤逆緯調輝わ｛獅砂岬鶴Ｔ合一）

き
よ
み
が
た
霞
や
ふ
か
く
成
り
ぬ
ら
ん
遠
ざ
か
り
行
く
み
ほ
の
う
ら
松

春
宮
夫
夫
師
兼
（
新一
鄭
難
Ｍ
難
、
合
点
）

む
か
し
思
ふ
心
づ
か
ら
や
か
す
め
る
と
な
み
だ
に
か
こ
つ
朧
夜
の
月

権
中
納
言
実
興
（
蓮
鮮
番
左
勝
）

な
ど
、
さ
き
の
正
平
年
間
の
歌
に
は
、
見
出
す
事
の
出
来
な
か
つ
た
、
二
条
派

の
歌
風
を
脱
皮
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（註

一
）
　
『
李
花
集
』
に
と
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、　
信
州
で
よ
ま
れ

た
歌

を
、
逆
に
千
首
に
利
用
さ
れ
た
と
考
へ
る
べ
き
で
な
い
。

（註
二
）
　
『
新
葉
集
』
恋
四
の
歌
、

『
新
続
古
今
集
』
に
も

「
よ
み
入
し
ら

ず
」
と
し
て
と
ら
れ
て
ゐ
る
。

四

と
こ
ろ
が

『新
葉
集
』
を
全
般
的
に
な
が
あ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
の
べ
て
来

た
や
う
な
南
朝
歌
壇
の
特
色
は
、
十
分
に
は
あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
こ
に
は

従
来
い
は
れ
て
来
た
や
う
に
、
二
条
歌
風
を
主
体
と
し
た
平
板
な
歌
風
が
目
に

つ
き
、
た
ゞ
長
い
詞
書
を
も
つ
た
雑
や
哀
傷
の
部
の
歌
に
、
そ
の
感
情
の
流
露
し

た
作
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
撰
集
の
体
裁
を
調
べ
る
に
は
、
あ
ま
り

に
も
弘
和
の
頃
の
南
朝
の
勢
力
は
微
力
で
あ
つ
た
。
宗
良
親
王
の
御
入
山
に
よ

り
、
行
宮
で
の
和
歌
の
催
は
、
た
し
か
に
活
激
に
な
り
、
実
質
的
に
も
独
自
の

特
色
を
も
つ
に
至
つ
た
が
、
南
朝
の
勢
力
は
、
吉
野
の
奥
、
賀
名
生
の
官
に
わ



づ
か
に
余
屋
を
保
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
情
勢
で
あ
つ
て
、
元
弘
の
変
か
ら
南

北
朝
の
動
乱
を
描
い
た

『太
平
記
』
を
見
て
も
、
こ
の
あ
た
り
を
叙
し
た
い
は

ゆ
る
第
三
部
は
、
も
は
や
南
北
朝
対
立
の
舞
台
か
ら
退
い
て
、
武
士
方
の
内
紛

を
追
ひ
、
南
朝
は
わ
づ
か
に
宮
方
と
い
ふ
一
つ
の
小
さ
い
勢
力
と
し
て
し
か
と

ら
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い

（註

一
）
の
は
、
第

一
部
第
二
部
と
作
者
を
異
に
す
る
と

い
ふ
点
も
あ
ら
う
が
、
す
で
に
さ
う
い
ふ
滲
へ
方
が
天
下
に
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
た

事
を
示
す
も
の
で
あ
つ
た
と
も
い
へ
る
。

『新
葉
集
』
の
撰
進
は
、
か
う
い
ふ
情
勢
の
も
と
で
続
け
ら
れ
て
い
つ
た
。

『嘉
喜
門
院
御
集
』
の
や
う
に
撰
集
の
熱
に
求
め
ら
れ
た
家
集
が
、
他
に
も
あ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

『李
花
集
』
な
ど
は
最
も
重
要
な
資
料
と
な
り
、
釈

教
歌
な
ど
は
、
も
つ
ば
ら
そ
の
配
列
の
ま
ゝ
に
入
集
を
し
て
を
り
、
近
き
頃
の

五
百
番
歌
合
、　
住
吉
社
歌
合
、　
長
慶
天
皇
に
奉
つ
た
千
首
な
ど
は
勿
論
の
こ

ヽ
と
、
そ
の
他
度
々
行
は
れ

，た歌
合
、
百
首
歌
の
類
の
残
つ
て
ゐ
た
も
の
が
資
料

と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
戦
乱
の
為
に
散
逸
し
た
も
の
も
多
く
、
そ
の
資
料

は
決
し
て
十
分
と
は
い
へ
な
か
つ
た
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
し
か
も
作
者
は
、

三
代
五
十
年
間
の
南
朝
の
君
臣
に
限
り
、
為
世
や
為
明
の
歌
を
詞
書
に
し
て
ゐ

る
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
北
朝
の
勅
撰
集
に
対
し
て
、
南
朝
の
み
の
歌
集
を
作
ら

う
と
い
ふ
意
志
が
見
え
、
こ
の
や
う
な
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、
四
季
離
別
覇

旅
神
祇
釈
教
恋
雑
哀
傷
賀
と
部
立
を
立
て
、
二
十
巻

一
四
二
〇
首
の
歌
を
え
ら

ん
で
ど
こ
ま
で
も
勅
撰
集
の
体
裁
を
整
へ
よ
う
と
し
た
０
で
あ
る
。
し
か
し

「

よ
み
入
し
ら
ず
」
の
九
六
首
の
大
半
が
宗
良
親
王
の
作

で
あ

る

（註
二
）
事

は
、

「新
葉
集
』
が
勅
撰
の
形
を
整
へ
る
上
に
、
か
な
り
の
無
理
を
し
て
ゐ
る

事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
歌
風
の
上
で
、
宗
良
親
王
の
娩
年
の
風

略
を
、
集
の
上
に
明
瞭
に
う
ち
出
す
な

，
ど
と
い
ふ
事
は
、
所
詮
期
待
出
来
る
事

で
は
な
か
っ
た
。

『新
葉
集
』
と
南
朝
歌
壇
の
歌
風
と
の
間
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
矛
盾
は
、
更

に
い
へ
ば
撰
者
宗
良
親
王
の
立
場
に
も
あ
つ
た
。
宗
良
親
王
が
二
条
派
の
歌
風

か
ら
出
発
し
、
長
い
転
戦
生
活
の
末
、
賀
名
生
に
入
山
さ
れ
る
頃
を
契
機
と
し

て
、
か
へ
つ
て
冷
泉
派
の
立
場
に
も
近
い
晩
年
の
風
格
を
形
成
さ
れ
た
事
を
さ

き
に
の
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
は
長
親
ら
若
い
歌
人
た
ち
に
刺
戦
さ
れ

て
の
事
で
あ
つ
た
や
う
だ
。
長
親
の
千
首
に
加
点
さ
れ
た
後
に
附
せ
ら
れ
た
長

文
の
消
息
の
中
に

（註
三
）

今
度
千
首
殊
勝
言
語
道
断
之
事
と
こ
そ
申
度
候
へ
、
先
に
柳
み
及
候
し
御
歌

ど
も
に
は
、
悉
引
か
へ
ら
れ
候
、
い
つ
の
ほ
ど
に
か
く
も
か
は
り
候
け

，
る
や

』出には“癒崚け印力ヽ、喉̈
導薫嘲帥聯鶴』げ雑】椰球も私は際一

ば
、
う
れ
し
と
も
申
ば
か
り
な
く
候
、
例
の
こ
は
人
ヽ
し
き
事
ど
も
取
分
候

て
、
御
尋
な
ど
候
へ
ば
、　
能
能
御
謹
慎
候
や
ら
ん
と
覚
て
候
、　
毎
歌
ゆ
う

ノ
ヽ
と
や
さ
し
く
、
句
ご
と
に
幽
玄
を
本
と
せ
ら
れ
て
候
へ
ば
、
先
歌
の
本

様
と
存
候

な
ど
之
、
長
親
の
め
ざ
ま
し
い
進
境
に
感
激
の
言
葉
を
綴
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

梅
が
枝
に
去
年
の
や
ど
り
を
尋
ぬ
な
り
い
ま
だ
旅
な
る
鴬
の
声
　
（初
鴬
）

春
の
く
る
あ
と
と
ぞ
み
ゆ
る
水
く
き
の
を
か
の
や
か
た
の
雪
の
村
消

（
岡
残
雪
）

つ
れ
な
く
て
や
ま
ぬ
ば
か
り
ぞ
郭
公
名
残
あ
り
明
の
空
の
一
声（暁

郭
公
）

は成に』）の『略嘲罐．̈
い」』いけ』幸わま，な“軸奮‐け‐合蘇をり・カロ一、「

い
と
ゼ
猶
月
か
と
ぞ
み
る
久
方
の
中
な
る
理
に
さ
け
る
卯
花
〈
卯
花
似
月
）



の
歌
に
、

「中
な
る
里
定
家
卿
詠
出
候
ん
い
か
ゞ
と
存
す
る
人
も
や
候
は
ん
ず

ら
ん
但
愚
意
に
は
く
る
し
か
ら
じ
と
お
ぼ
え
候
」
と
あ
る
な
ど
、
た
し
か
に
親

王
自
ら
か
う
い
ふ
長
親
の
歌
風
を
十
分
理
解
し
、
長
親
又
さ
う
い
ふ
親
王
の
立

場
を
晩
年
の
風
格
と
見
て
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
親
王
の
立
場

に
は
、
な
ほ
二
条
派
的
な
面
を
多
分
に
も
つ
て
ゐ
た
。

「幽
玄
」
と
い
ふ
言
葉

に
し
て
も

ふ
る
里
の
秋
の
色
ま
で
床
し
き
は
雲
に
か
り
鳴
夕
暮
の
そ
ら
　

（夕
初
雁
）

の
歌
に

「第
四
句
不
優
候
、
異
風
に
は
か
や
う
の
事
を
申
出
候
て
幽
玄
と
や
ら

ん
、
余
に
か
や
う
の
事
沈
思
候
へ
ば
こ
と
ば
も
異
風
に
な
り
候
欺
」
と
か

今
は
叉
か
よ
ひ
し
こ
ま
の
跡
た
え
て
な
げ
き
ぞ
ま
さ
る
前
の
た
な
は
し

（寄
馬
恋
）

に

「此
二
句
も
余
に
秀
句
本
に
な
り
て
幽
玄
な
る
所
な
く
候
」
と
か
評
す
る
言

葉
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
通
り
、
正
徹
ら
の
い
ふ

「幽
玄
」
と
は
異
つ
て
、

「ゆ

う
ゆ
う
と
や
さ
し
く
」
と
同
義
に
用
い
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
更
に

月
の
も
る
ね
や
の
板
ま
に
露
み
え
て
藤
覚
夜
深
き
よ
も
ぎ
ふ
の
宿

（暁
露
）

「第
五
句
今
は
く
る
し
く
候
は
ね
ど
も
、
か
や
う
に
こ
の
み
候
へ
ば
、
自

然
に
異
風
に
成
候
な
り
」

垣
ほ
な
る
ま
さ
き
の
か
つ
ら
色
つ
き
ぬ
と
ひ
く
る
人
を
今
や
つ
な
が
ん

（嗜

紅
葉
）

「結
句
あ
ま
り
に
誹
諸
め
き
候
」

木
葉
ち
り
物
淋
し
か
る
夕
暮
を
我
と
ひ
が
ほ
に
山
風
の
ふ
く

（夕
落
葉
）

「第
二
句
打
ま
か
せ
て
は
可
詠
詞
に
て
は
候
は
ぬ
か
、
間
が
ほ
叉
ょ
む
ベ

か
ら
ず
候
よ
し
申
候
」

な
ど
の
言
葉
か
ら
は
、
長
親
の
新
風
に
対
し
て
、
か
へ
つ
て
牽
制
の
側
に
立
つ

て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
、

古
郷
の
八
本
の
桜
お
も
ひ
出
よ
わ
が
み
し
春
は
昔
な
り
と
も

（古
郷
花
）

暁
の
ね
党
の
床
に
露
ぞ
お
く
枕
も
今
や
秋
を
し
る
ら
ん

（初
秋
廃
）

な
ど
の
歌
に
合
点
を
加
へ
、

『新
葉
集
』
に
入
集
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
に
か
く
長
親
ら
の
若
い
力
が
宗
良
親
王
を
動
か
し
、
親
王
の
長

い
転
戦
の
体
験
の
中
か
ら
生
じ
た
自
由
な
実
感
的
な
詠
風
と
ふ
れ
あ
つ
て
、
そ

れ
が
、
南
朝
唯

一
の
准
勅
撰
集

『新
葉
集
』
に
は
、
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
事
が

出
来
な
か
つ
た
う
ら
み
は
あ
る
と
し
て
も
、
た
し
か
に
南
朝
独
自
の
歌
風
を
つ

く
り
あ
げ
た
事
は
注
目
す
べ
き
事
実
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（註

一
）

永
積
安
明
氏

『
太
平
記
』
及
び

「太
平
記
論

（
『
女
学
』
昭
和
三

十

一
年
九
月
号
）
参
照

（註
二
）

岩
佐
正
氏

「
新
葉
和
歌
集
の
研
究
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

九
年
六
月
号
）
参
照

（註
三
）

図
書
寮
蔵
竹
柏
園
旧
蔵
本
、
宗
良
親
王
の
評
点
に
耕
雲
の
奥
書
あ

り
、
宗
良
親
王
の
長
文
の
書
簡
を
附
す
。

五

元
中
九
年
関
十
月
五
日
、
後
亀
山
天
皇
が
、
北
朝
の
後
小
松
天
皇
に
御
位
を

譲
ら
れ
て
、
い
は
ゆ
る
南
北
朝
の
合

一
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ

の
頃
に
は
南
朝
の
歌
壇
は
、
形
式
的
に
は
消
滅
し
て
ゐ
た
。

『
新
葉
集
』
の
撰

進
後
、
宗
良
親
王
は
ま
も
な
く
な
く
な
ら
れ
、
す
で
に
長
親
も

「
雲
水
漂
泊
の

身
」
と
な
つ
て
離
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。

し
か
し
、
形
式
的
に
は
南
朝
の
歌
壇
は
消
滅
し
て
も
、
南
朝
五
十
年
の
間
に

形
成
さ
れ
て
来
た
独
自
の
歌
風
は
、
主
と
し
て
花
山
院
長
親
―
―
耕
雲
明
魏
を

通
じ
て
伝
へ
ら
れ
た
。
耕
雲
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
岩
橋
小
弥
太
氏
の
詳
細
な

考
証
が
あ
る
が
、

（註

一
）
京
都
の
花
山
院
家
を
通
じ
て
、
義
満
の
和
歌
の
添

削
を
受
け
る
や
う
に
な
つ
た
耕
雲
は
、　
義
満
の
子
の
義
持
の
深
い
尊

信

を
受



け
、
応
永
二
十
二
年
に
は
、
小
河
邸
に
於
け
る
十
四
人
百
首
づ
ゝ
の
歌
を
合
は

せ
た
七
百
番
歌
合
に
判
を
す
る
事
に
な
つ
た
。

（註
二
）
し
か
も
、
こ
の
頃
の

耕
雲
の
名
声
は
高
か
つ
た
も
の
と
見
え
て
、
伏
見
宮
で
も
、
応
永
二
十
六
年
九

月
十
三
夜
の
和
歌
百
首
を
歌
合
に
し
て
耕
雲
に
判
を
求
め
て
ゐ
る
。

（註
三
）

か
う
い
ふ
情
勢
の
中
で
、
或
人
の
懇
望
を
受
け
て

『耕
雲
口
伝
』
を
あ
ら
は
す

事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
す
で
に
見
た
通
り
宗
良
親
王
を
中
心

と
す
る
南
朝
の
歌
壇
で
培
は
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
事
は
注
目
す

べ
き

で
あ

り
、
耕
雲
が
、
長
慶
天
皇
の
中仙
源
抄
』
を
義
持
の
為
に
書
写
し
た
り
、
（註
四
）

耕
雲
千
首
を
大
内
盛
見
の
為
に
書
写
し
た
り
、

（註
五
）
こ
の
頃
の
歌
壇
に
耕

雲
を
通
じ
て
南
朝
歌
壇
の
歌
風
が
浸
透
し
て
い
く
姿
を
知
る
事
が
出
来
る
。
か

く
し
て
永
享
十

一
年

『新
続
古
今
集
』
が
飛
鳥
井
雅
世
に
よ
つ
て
撰
進
さ
れ
る

に
あ
た
つ
て
は
、
そ
の
中
に

「
よ
み
入
し
ら
ず
」
と
は
し
て
ゐ
る
が
、
た
し
か

に

『新
葉
集
』
が

一
つ
の
撰
集
の
資
料
と
し
て
無
視
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た

事
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

（註
六
）
し
か
も
、
義
持
が
耕
雲

に
絶
大
の
尊
信
の
念
を
も
つ
て
ゐ
た
の
に
対
し
、
後
崇
光
院
の
方
は
、
さ
き
の

歌
合
の
耕
雲
の
点
も
、
多
く
は
持
で
あ
つ
た
と
い
ふ
御
不
満
足
で
、
改
め
て
飛

鳥
井
雅
縁
に
判
を
さ
せ
た
と
い
ふ
事
実
も
あ
る
通
り
、
専
ら
耕
雲
の
歌
風
は
、

義
持
を
中
心
と
し
た
世
界
で
行
は
れ
、
耕
雲
の
説
が
、
南
朝
の
歌
壇
で
も
の
し

た
歌
風
に
加
へ
て
禅
宗
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
事
は
、

『耕
雲
口
伝
』

『
七
百

番
歌
合
序
』

『
耕
雲
歌
巻
』
（註
七
）等
に
よ
つ
て
知
る
事
が
出
来
る
が
、
そ
の

説
は
反
二
条
派
の
点
が
多
く
、
か
へ
つ
て
冷
泉
派
の
禅
僧
正
徹
と
は
、
『
徹
書
記

物
語
』
に
定
家
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
正
徹
と
耕
雲
の
意
見
の
ち
が
つ
た
話

が
記
さ
れ
て
ゐ
て
、　
面
識
も
あ
つ
た
や
う
で
、　
そ
の
説
も

一
脈
通
ず
る
も
の

が
あ
つ
た
。
ま
た
い
は
ゆ
る

『
為
兼
卿
集
』
は
、
す
で
に
諸
家
が
い
は
れ
て
ゐ

る
や
う
に
為
兼
の
歌
集
で
な
く
、

（
註
八
）
耕
雲
、
正
徹
の
歌
を
は
じ
め
多
く

の
中
世
歌
人
の
歌
を
含
ん
で
を
り
、
次
田
香
澄
氏
は

「単
な
る
私
撰
集
と
し
て

諸
歌
人
の
歌
を
撰
集
し
た
も
の
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
耕
雲
及
び
正
徹
の
歌
が
他
の
歌
人
に
比
し
て
圧
倒

的
に
多
い
事
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が

『為
兼
卿
集
』
と
名
づ
け
ら
れ

て
く
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
は
又
図
書
寮
蔵
の

『
詠
十
五
首
和
歌
』
が
応
永
二
十

一
年
天
満
天
神
に
奉
納
し
た
耕
雲
、
宋
雅
、
為
チ
の
名
号
和
歌
に
為
兼
卿
井
三

首
を
加
へ
て
一
写
本
と
し
冷
泉
為
広
に
伝
は
つ
て
ゐ
る
事
と
も
あ
は
せ

て
、

耕
雲
の
歌
が
、
京
極
家
の
闘
将
為
兼
、
冷
泉
派
の
正
徹
と
並
べ
て
、
と
に
か
く

ま
ぎ
れ
る
だ
け
の
歌
風
の
一
致
が
あ
つ
た
と
い
ふ
事
が
出
来
よ
う
。

更
に
興
味
の
あ
る
事
は
、
南
朝
の

『
五
百
番
歌
合
』
の
写
本
が
、
図
書
寮
の

谷
森
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば

本
日
、
此
歌
合
雖
秘
本
、
年
来
依
為
御
所
望
令
書
写
進
献
者
也
、
永
二
十
三

年
孟
春
下
旬
　
冷
泉
大
納
言
入
道
廃
覚
在
判
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
り
、
さ
き
に
南
朝
の
歌
壇
が
、
か
へ
つ
て
冷
泉
派
の
歌
風
に
近
い
事
を
の

べ
た
が
、
こ
ゝ
に
冷
泉
派
の
政
為
が
、
こ
の
歌
合
の
一
本
を
蔵
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
事
実
で
あ
り
、
政
為
に
は
も
は
や
冷
泉
歌
風
の
お
も
か
げ
は
見
ら
れ
な
い
と

し
て
も
、

（註
九
）
注
目
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。

か
く
し
て
二
条
派
か
ら
出
発
し
た
南
朝
の
歌
壇
が
、
長
い
戦
乱
の
生
活
に
よ

つ
て
独
自
の
歌
風
を
作
り
あ
げ
、
そ
れ
が
か
へ
つ
て
冷
泉
派
の
歌
風
に
近
。つ
い

て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
、
中
世
和
歌
史
上
の
一
つ
の
興
味
あ
る
展
開
と
い
ふ
事
が

出
来
よ
う
。

（註

一
）

『
国
語
と
国
文
学
』
二
十
六
年
十

一
月
号
、
な
は
古
く
岩
佐
正
氏

の

「
耕
雲
小
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
九
年

一
―
二
月
号
）
が
あ
る
。

（註
二
）

図
書
寮
蔵

『
七
百
番
歌
合
序
』

（註
三
）

『
看
開
御
記
』
に
よ
る
。



（註
四
）

群
書
類
従
本
奥
書
。

（
註
五
）

図
書
寮
本
奥
書
。

（
註
六
）

岩
佐
正
氏

「
新
葉
和
歌
歌
集
に
つ
い
て
」
貧
国
語
と
国
文
学
』
十

八
巻
四
号
）
参
照

（註
七
）

天
理
図
書
館
蔵

（註
八
）

岩
佐
正
氏

「
入
道
大
納
言
為
兼
郷
集
は
果
し
て
誰
の
歌
集
か
」

翁
文
学
』
十
二
年
二
月
号
）
、
次
田
香
澄
氏

「為
兼
郷
集
の
成
立
」

（『文

学
』
十
二
年
十
二
月
号
）
な
ど
参
照
。

（註
九
）

拙
稿

「
冷
泉
歌
風
の
ゆ
く

へ
」

（『
国
語
国
文
』
二
十
八
年
六
月

号
）
参
照

　

（
三
一
０
一
一
ｏ
ユＣ
　
Ｉ
Ｉ
住
吉
高
校
教
論
―
―




