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室
町
時
代
公
武
月
次
歌
会
の
諸
相

─
応
仁
・
文
明
の
乱
を
軸
に

川
上
　
一

は
じ
め
に

　

応
仁
・
文
明
の
乱
︵
以
下
単
に
﹁
応
仁
の
乱
﹂︶
が
︑
室
町
期
の
文
化
空
間
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
︒
す
で
に
北
山
・
東
山
と
い
う
﹁
ふ
た

つ
の
山
﹂
を
頂
点
と
し
た
文
化
評
価
は
否
定
さ
れ1

︑
伴
っ
て
応
仁
の
乱
以
後
︵
＝
東
山
時
代
︶
を
現
代
の
日
本
文
化
の
起
源
と
す
る
﹁
東
山
文
化

論
﹂
に
対
し
て
も
根
本
的
な
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る2

︒
た
だ
京
洛
を
焦
土
と
化
し
︑
多
く
社
会
的
損
失
を
も
た
ら
し
た
こ
の
戦
乱
が
︑
政
治
・

経
済
史
上
に
お
け
る
画
期
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
を
土
台
に
形
成
さ
れ
る
文
化
事
象
に
つ
い
て
も
︑
同
時
期
に
画
期
を

想
定
す
る
こ
と
は
道
理
で
あ
る
︒
乱
後
の
文
化
と
日
本
の
伝
統
文
化
と
の
距
離
を
如
何
に
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
長
期
的
な
検
討
を
要
す
る

課
題
で
あ
る
︒
現
状
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
応
仁
の
乱
後
の
文
化
事
象
に
対
し
て
そ
う
し
た
検
討
に
堪
う
る
客
観
的
評
価
を
与
え
る
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
具
体
的
に
は
同
時
期
に
お
け
る
文
化
事
象
の
実
態
究
明
で
あ
り
︑
ま
た
前
代
と
の
比
較
を
通
し
た
画
期
の
検
証
で
あ
る
︒

　

本
稿
は
以
上
の
見
地
に
立
ち
︑
室
町
時
代
中
期
に
催
行
さ
れ
た
公
武
の
月
次
歌
会
を
対
象
に
︑
応
仁
の
乱
前
後
の
実
態
を
通
時
的
に
検
討
︑
そ
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の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

　

月
次
歌
会
と
は
期
日
を
設
け
て
毎
月
歌
会
を
開
く
こ
と
を
い
い
︑
そ
の
初
発
は
平
安
時
代
末
期
に
ま
で
遡
る3

︒
作
歌
人
口
の
増
加
し
た
室
町
時

代
に
お
い
て
は
︑
貴
賎
を
問
わ
ず
ご
く
一
般
的
に
開
催
さ
れ
た
興
行
形
式
で
あ
る
︒
時
の
為
政
者
た
る
禁
裏
や
将
軍
家
︵
室
町
殿
︶
に
お
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ
催
行
が
確
認
さ
れ
︑
特
に
後
花
園
天
皇
︵
一
四
一
九
─

一
四
七
一
︶︑
六
代
将
軍
足
利
義
教
︵
一
三
九
四
─

一
四
四
一
︶
の
活
躍
し
た

永
享
期
以
降
具
体
的
な
様
相
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

　

両
者
の
月
次
会
は
八
代
義
政
︵
一
四
三
六
─

一
四
九
〇
︶
の
時
代
に
至
り
︑﹁
禁
裏
外
様
月
次
御
会
﹂
を
介
し
て
相
互
に
影
響
を
も
つ
よ
う
に

な
る
︒
こ
の
関
係
性
は
応
仁
の
乱
を
挟
ん
で
︑
次
代
の
後
土
御
門
天
皇
︵
一
四
四
二
─

一
五
〇
〇
︶︑
足
利
義
尚
︵
一
四
六
五
─

一
四
八
九
︶
に

ま
で
引
き
継
が
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
月
次
歌
会
を
通
時
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
︑
和
歌
を
通
し
た
公
武
関
係
の
実
態
︑
そ
し
て
応
仁
の
乱
が

与
え
た
影
響
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
公
武
の
運
営
し
た
月
次
歌
会
に
関
し
︑
各
時
期
の
成
立
過
程
・
人
員
構

成
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
実
現
し
た
い
︒

一
、
先
行
研
究
の
整
理
と
課
題

　

室
町
時
代
︑
和
歌
を
通
じ
た
公
武
の
交
流
に
関
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
勅
撰
集
に
お
け
る
武
家
執
奏
﹂
の
事
例
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑

月
次
歌
会
に
触
れ
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
う
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
公
武
の
月
次
歌
会
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
︒

　

室
町
期
の
歌
壇
に
関
し
総
合
的
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
参
照
す
べ
き
は
︑
や
は
り
井
上
宗
雄
氏
﹃
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

南
北
朝
期
︵
室
町
前

期
・
室
町
後
期
︶︹
改
訂
新
版
︺﹄
で
あ
る
︒
本
稿
が
対
象
と
す
る
公
武
の
月
次
歌
会
に
関
し
て
も
︑﹃
室
町
前
期
﹄
に
お
い
て
史
資
料
か
ら
網
羅

的
な
情
報
蒐
集
が
な
さ
れ
て
い
る4

︒
ま
た
︑
同
書
に
付
載
さ
れ
る
﹁
室
町
前
期
歌
書
伝
本
書
目
稿
﹂
で
は
月
次
歌
会
の
現
存
歌
書
の
伝
本
が
一
覧

で
き
る5

︒

　

他
方
で
同
書
は
室
町
期
歌
壇
を
通
史
的
に
概
観
す
る
性
格
上
︑
各
期
に
お
い
て
﹁
公
家
歌
壇
﹂﹁
武
家
歌
壇
﹂﹁
地
方
歌
壇
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑

階
層
・
地
域
毎
に
項
を
分
か
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
を
横
断
し
た
関
係
性
の
具
体
相
が
把
握
し
難
い
傾
向
に
あ
る
︒
公
武
の
月
次
歌
会
と
い
う
﹁
テ
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ー
マ
﹂
を
取
り
上
げ
る
場
合
︑
両
歌
壇
の
関
係
性
に
焦
点
を
あ
て
た
通
史
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

室
町
期
に
お
け
る
禁
裏
歌
会
興
行
に
つ
い
て
は
伊
藤
敬
氏
に
よ
る
概
観
が
あ
る6

︒
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
公
宴
続
歌
︵
永
享
─

慶
長
期
の
禁
裏
御
会

を
集
成
す
る
も
の7

︶
を
中
心
に
︑
各
天
皇
期
の
歌
会
の
人
員
構
成
︑
月
次
歌
会
の
披
講
形
式
等
を
整
理
・
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
但
し
公
宴
続

歌
と
い
う
単
一
の
資
料
を
軸
と
し
た
性
格
上
︑
記
述
の
範
囲
に
偏
り
が
出
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
人
員
構
成
の
分
類
も
︑
歌
壇
の
変
遷
を
通

時
的
に
捉
え
た
見
解
と
し
て
は
妥
当
だ
が
︑
月
次
や
法
楽
等
︑
属
性
の
異
な
る
歌
会
を
一
括
し
て
考
察
に
及
ん
で
い
る
点
は
︑
個
々
の
時
代
を
検

討
す
る
上
で
は
作
業
と
し
て
課
題
が
残
る
︒

　

ま
た
︑
小
森
崇
弘
氏
は
後
土
御
門
天
皇
の
和
歌
事
績
を
検
討
し
︑﹁
禁
裏
外
様
月
次
御
会
﹂
を
含
む
応
仁
の
乱
以
後
の
禁
裏
歌
会
興
行
に
つ

き
︑
将
軍
家
と
の
関
係
を
軸
に
考
察
し
て
い
る8

︒
月
次
歌
会
を
対
象
に
公
武
関
係
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
︑
管
見
に
入
っ
た
唯
一
の
も
の
で
あ

る
︒
氏
は
応
仁
の
乱
以
後
の
公
武
歌
会
の
開
催
実
態
か
ら
︑
足
利
将
軍
家
の
禁
裏
文
芸
に
対
す
る
影
響
力
の
低
下
を
指
摘
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
う

し
た
﹁
乱
後
﹂
の
影
響
関
係
を
検
討
す
る
上
で
当
然
比
較
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
﹁
乱
前
﹂
の
分
析
が
十
全
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
︒

　

個
人
の
事
績
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
︑
三
角
範
子
氏
に
よ
る
義
教
の
和
歌
会
に
関
す
る
検
討
が
あ
る9

︒
月
次
歌
会
に
つ
い
て
も
人
員
構
成
や

開
催
意
図
等
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
氏
の
論
考
は
義
教
の
和
歌
事
績
か
ら
彼
の
政
治
権
力
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
眼

で
あ
り
︑
当
然
禁
裏
や
義
政
・
義
尚
時
代
の
月
次
会
に
関
す
る
言
及
は
な
い
︒

　

こ
の
他
︑
個
人
の
文
芸
事
績
を
集
成
し
た
も
の
と
し
て
髙
橋
優
美
穂
氏
に
よ
る
足
利
義
教
︑
綿
抜
豊
昭
氏
に
よ
る
足
利
義
尚
の
年
譜
が
提
出
さ

れ
て
い
る10

︒
月
次
会
の
事
績
に
関
し
て
も
網
羅
さ
れ
て
お
り
︑
両
者
の
動
向
を
概
覧
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
専
攻
研
究
を
概
観
す
る
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
︑
禁
裏
歌
壇
と
武
家
歌
壇
の
関
連
を
検
討
す
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
応
仁
の

乱
前
︑
後
花
園
天
皇
・
足
利
義
政
期
の
和
歌
事
績
に
関
す
る
言
及
の
乏
し
さ
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
を
捉
え
た
上
で
︑
月
次
会
の
様
相
を
天
皇
・
将

軍
職
が
入
れ
替
わ
る
三
つ
の
時
期
に
わ
け
て
概
観
す
る
︵
早
世
し
て
い
る
義
勝
は
除
く
︶︒
な
お
将
軍
の
呼
称
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
最
も
通
行
し
て
い

る
﹁
義
教
・
義
政
・
義
尚
﹂
を
用
い
る
︒
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二
、
後
花
園
・
義
教
期

⑴
義
教
の
月
次
歌
会

　

足
利
義
教
が
室
町
殿
︵
将
軍
家
の
家
督
︒
現
職
の
将
軍
に
限
ら
な
い
︶
を
相
続
し
た
の
は
︑
正
長
元
年
︵
一
四
二
八
︶
正
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

当
時
︑
義
教
は
法
体
で
あ
り
︑
出
家
時
に
元
服
も
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
将
軍
と
し
て
政
務
に
か
か
る
に
は
い
く
つ
か
段
階
を
経
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
還
俗
︑
元
服
︑
将
軍
宣
下
で
あ
る
︒
還
俗
は
三
月
十
二
日
に
果
た
し
た
も
の
の
︑
元
服
に
つ
い
て
は
髪
が
伸
び
き
ら
ず

着
冠
か
な
わ
な
い
と
の
こ
と
で
︑
翌
永
享
元
年
︵
一
四
二
九
︶
三
月
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
︒
九
日
に
元
服
︑
十
五
日
に
征
夷
大
将
軍
宣
下
を
受
け

て
い
る
︒

　

義
教
が
月
次
歌
会
を
開
始
し
た
の
は
こ
の
間
︑
正
長
元
年
四
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
会
の
概
要
は
既
に
整
理
さ
れ
て
い
る
が11

︑
そ
の
初

発
が
彼
の
還
俗
直
後
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
相
続
後
の
幕
府
行
事
と
し
て
は
判
始
・
評
定
始
等
の
要
事
に
次
い
で
お
り
︑
そ
の
優
先
の
程

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

開
始
当
時
の
参
加
者
を
確
認
し
た
い
︒
義
教
月
次
会
の
催
行
を
記
す
記
録
は
満
済
准
后
日
記
を
中
心
に
複
数
残
る
も
の
の
︑
参
仕
者
に
つ
い
て

は
記
者
に
よ
り
﹁
人
数
如
去
月
﹂
と
か
﹁
某
以
下
数
輩
﹂
等
記
さ
れ
︑
そ
の
全
容
が
把
握
し
難
い
側
面
が
あ
る
︒
初
度
・
四
月
二
十
九
日
の
会
に

関
し
て
も
以
下
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
︒

︻
資
料
１
︼

今
日
御
歌
初
︑
出
題
飛
鳥
井
中
納
言
入
道
宋
雅
︑
御
短
冊
廿
首
云
々
︑
公
家
輩
宋⎝

飛
鳥
井
雅
縁
・
雅
世
・
雅
永
⎠

雅
入
道
父
子
三
人
計
也
︑
自
余
悉
武
家
輩
計
云
々

 

︵
満
済
准
后
日
記
正
長
元
年
四
月
二
十
九
日
条
︶

　

幸
い
義
教
の
月
次
会
に
つ
い
て
は
︑
永
享
四
年
二
月
十
一
日
時
の
懐
紙
写
本
が
現
存
し
て
い
る12

︒
開
始
時
と
は
三
年
の
開
き
が
あ
る
が
︑
試
み

に
︻
資
料
１
︼
と
照
合
し
な
が
ら
参
仕
者
を
絞
っ
て
み
る
︒
永
享
四
年
二
月
の
参
仕
者
は
以
下
の
十
七
名
で
あ
る
︵
番
号
を
附
し
た
︶︒
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︻
資
料
２
︼
永
享
四
年
二
月
十
一
日
幕
府
月
次
歌
会
出
詠
者

①
足
利
義
教　

②
三
条
西
公
保　

③
飛
鳥
井
雅
世　

④
細
川
持
之　

⑤
正
親
町
三
条
実
雅　

⑥
畠
山
義
忠　

⑦
上
冷
泉
為
之

⑧
斯
波
持
有　

⑨
飛
鳥
井
雅
親　

⑩
一
色
持
信　
　

⑪
細
川
満
経　

⑫
細
川
持
春　

⑬
赤
松
義
雅　

⑭
満
済
︵
三
宝
院
︶

⑮
義
運
︵
実
相
院
︶　

⑯
常
熙
※
山
名
時
熙　

⑰
尭
孝
︵
常
光
院
︶

　
︻
資
料
１
︼
に
は
︑
公
家
が
飛
鳥
井
宋
雅
父
子
三
人
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
︵
但
し
︑
宋
雅
は
正
長
元
年
十
月
に
死
去
︶︑
そ
の
他
は
皆
武
家
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
述
に
該
当
す
る
参
仕
者
が
傍
線
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
世
代
交
代
等
に
よ
る
出
入
り
は
あ
ろ
う
が13

︑

義
教
月
次
会
原
初
の
構
成
人
員
の
大
枠
は
捉
え
ら
れ
る
︒

　

参
仕
者
は
︑
歌
道
家
の
飛
鳥
井
家
の
ほ
か
︑
管
領
︵
④
⑧
︶
や
御
相
伴
衆
︵
⑥
⑩
⑫
⑬
⑯
︶
等
︑
当
時
幕
政
の
中
枢
に
あ
っ
た
有
力
守
護
家
の

出
身
者
で
あ
る
︒
還
俗
直
後
︑
未
だ
将
軍
と
し
て
の
人
的
資
源
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
義
教
が
︑
彼
ら
と
の
関
係
構
築
を
急
い
だ
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
︒
月
次
歌
会
は
彼
ら
守
護
勢
力
と
の
交
流
・
統
制
を
意
識
し
て
開
始
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
︒

　

こ
の
後
︑
護
持
僧
︵
⑭
⑮
︶︑
昵
近
の
公
家
︵
②
⑤
︶
等
人
員
が
増
え
る
が
︑
守
護
大
名
を
中
心
と
し
た
体
制
は
最
後
ま
で
維
持
さ
れ
て
い

る
︒
資
料
上
の
終
見
は
永
享
七
年
正
月
十
三
日
で
あ
る
︵
満
済
准
后
日
記
︶︒
記
録
の
減
少
に
関
し
て
は
月
次
歌
会
開
催
の
気
運
低
下
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が14

︑
そ
れ
は
義
教
と
守
護
勢
力
と
の
関
係
性
が
あ
る
程
度
構
築
さ
れ
︑
月
次
会
開
催
の
本
来
的
意
義
が
薄
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
と
は

い
え
恒
例
化
し
た
月
次
会
が
記
録
さ
れ
な
く
な
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
り
︑
俄
に
断
絶
し
た
と
は
考
え
難
い
︒

　

将
軍
家
の
月
次
歌
会
の
例
は
︑
義
満
の
康
暦
年
間
に
み
え
る
が15

︑
彼
の
和
歌
へ
熱
意
は
低
く16

︑
継
続
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
義
教
の
経
営
は
彼

自
身
の
和
歌
好
尚
が
通
底
し
て
い
る
分
︑
長
期
的
な
継
続
を
み
て
い
る
︒
将
軍
家
月
次
歌
会
の
実
質
的
な
創
始
と
い
っ
て
よ
い
︒

　

こ
う
し
た
将
軍
の
恒
常
的
な
歌
会
開
催
が
︑
武
家
層
の
意
識
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
義
教
の
月
次
歌
会
経
営
を
も
っ
て
︑

和
歌
は
室
町
殿
に
仕
え
る
た
め
の
教
養
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
後
年
︑
あ
る
武
家
の
家
訓
に
﹁
歌
道
の
事
︑

器
用
な
く
と
も
如
形
も
知
へ
き
也17

﹂
と
記
さ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
︒
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⑵
後
花
園
天
皇
の
月
次
歌
会
①

　

義
教
が
家
督
を
継
い
だ
直
後
の
正
長
元
年
︵
一
四
二
八
︶
七
月
︑
称
光
天
皇
が
崩
御
し
た
︒
天
皇
︑
そ
し
て
父
の
後
小
松
院
に
は
継
嗣
が
お
ら

ず
︑
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
子
・
彦
仁
王
︵
十
歳
︶
を
院
の
猶
子
と
し
て
践
祚
さ
せ
た
︒
後
花
園
天
皇
で
あ
る
︒

　

彦
仁
王
の
皇
位
継
承
に
主
導
権
を
発
揮
し
た
の
は
義
教
で
あ
っ
た
︒
恐
怖
政
治
で
知
ら
れ
る
義
教
だ
が
︑
彼
は
天
皇
︵
そ
し
て
貞
成
親
王
︶
に

対
し
て
は
常
に
好
意
的
に
接
し
︑
政
務
を
補
佐
し
て
い
る
︒
義
教
が
嘉
吉
の
乱
︵
一
四
四
一
︶
に
斃
れ
る
ま
で
︑
後
花
園
天
皇
は
そ
の
後
見
下
に

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

後
花
園
天
皇
は
代
々
の
天
皇
同
様
和
歌
を
愛
好
し
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
義
教
の
熱
烈
な
後
援
を
受
け
た
︒
永
享
十
年
︵
一
四
三
八
︶︑
天

皇
二
十
歳
の
年
に
開
始
さ
れ
た
禁
裏
月
次
歌
会
は
︑
義
教
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

︻
資
料
３
︼

親⎝
法
性
寺
⎠

豊
参
︑︵
中
略
︶︑
禁
裏
毎
月
御
歌
御
会
事
被
申
︑
今
月
十
日
室
町
殿
可
有
申
沙
汰
云
々
︑
面
々
順
頭
役
月
次
ニ
被
定
云
々
︑

 

︵
看
聞
日
記
永
享
十
年
四
月
四
日
条
︶

禁
裏
月
次
御
歌
室
町
殿
申
御
沙
汰
︑
参
内
先
一
献
之
間
︑
出
題
探
之
︑
次
御
鞠
会
︑
次
披
講
︑
一
献
数
献
云
々
︑
夜
事
了
室
町
殿
退
出
︑
一

献
万
疋
被
進
︑
順
頭
役
也
︑
春
中
之
分
今
月
た
ゝ
み
入
て
可
有
御
沙
汰
云
々
︑
御
人
数
︑

室
町
殿
︑
按⎝

三
条
西
公
保
⎠

察
大
納
言
︑
三
条
大⎝

実
量
⎠

納
言
︑
飛
鳥
井
中⎝

雅
世
⎠

納
言
︑
中
御
門
中⎝

宗
継
⎠

納
言
︑
別

⎝
正
親
町
三
条
実
雅
⎠

当
︑
中
山
宰

⎝
定
親
⎠

相
中
将
︑
四
条
宰⎝

隆
夏
⎠相

︑

日
野
宰⎝

資
親
⎠相

︑
雅⎝

飛
鳥
井
⎠永朝

臣
︑
資
親
朝
臣
︑
持⎝

木
造
⎠康

朝
臣
︑
永⎝

冷
泉
⎠豊

朝
臣
︑
実⎝

滋
野
井
⎠勝朝

臣
︑
資⎝

烏
丸
⎠任

︑
資⎝

白
川
⎠益

︑
教⎝

今
出
川
⎠季︑

俊⎝
坊
城
⎠秀

︵
中
略
︶
御
乳
人
御
短
冊
持
参
︑
忩
拝
見
︑
明
旦
早
々
可
返
進
之
由
被
仰
下
︑
三
十
首
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
同
四
月
十
日
条
︶

　

四
月
十
日
︑
義
教
の
計
ら
い
で
禁
裏
月
次
歌
会
が
開
始
さ
れ
た
︒
月
次
会
の
行
程
は
︑
探
題
歌
会
の
後
︑
蹴
鞠
︑
披
講
︑
酒
宴
と
い
う
も
の
で

あ
る
︒
酒
宴
の
頭
役
︵
出
資
者
︶
は
輪
番
で
受
け
持
つ
こ
と
が
定
め
ら
れ
︑
初
日
は
義
教
が
勤
め
て
い
る
︒
正
月
よ
り
三
月
の
分
は
四
月
中
に
取

り
纏
め
て
開
催
す
る
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
年
二
月
︑
後
花
園
天
皇
は
代
始
の
晴
御
会
を
挙
行
し
て
お
り
︑
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
合
わ

せ
た
処
置
だ
ろ
う
︒
四
・
五
月
中
︑
月
次
会
は
計
五
回
催
行
さ
れ
て
い
る18

︒
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禁
裏
の
月
次
会
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
切
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
は
義
教
で
あ
る
︒
な
か
ば
禁
裏
歌
壇
を
占
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る

が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
初
回
以
降
︑
義
教
は
月
次
会
に
参
仕
し
て
お
ら
ず
︑
詠
を
送
る
こ
と
さ
え
し
て
い
な
い19

︒
義
教
が
意
図
し
た
の
は
あ
く
ま

で
禁
裏
月
次
会
の
整
備
で
あ
り
︑
後
の
運
営
は
後
花
園
天
皇
の
自
主
性
に
任
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
頭
役
と
し
て
初
回
の
宴
席
に
一
万
疋
も
の
大

金
を
出
資
し
た
の
も
︑
こ
の
会
の
権
威
を
周
知
さ
せ
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
義
教
の
﹁
後
見
﹂
の
あ
り
方
を
考
え
る
上

で
重
要
で
あ
る
︒

　

も
っ
と
も
こ
の
月
次
会
が
継
続
を
み
た
形
跡
は
な
い
︒
七
・
八
月
に
開
催
さ
れ
た
痕
跡
は
記
録
に
み
え
る
が
︑
そ
の
後
︑
同
年
に
発
生
し
た
永

享
の
乱
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
ら
し
い20

︒
そ
し
て
翌
一
月
に
は
︑
新
た
な
体
制
で
月
次
会
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

　

永
享
十
一
年
の
禁
裏
月
次
会
は
︑
公
宴
続
歌
︵
第
一
冊
︶
と
史
料
編
纂
所
蔵
禁
裏
御
会
和
歌
集
︵
請
求
記
号
：
〇
〇
三
一
─

二
︶
の
二
書
に
収

め
ら
れ
て
い
る
︵
十
二
年
正
月
分
を
含
む
︶︒
ほ
ぼ
同
内
容
だ
が
︑
後
者
は
貞
成
・
貞
常
両
親
王
筆
で
あ
り
資
料
的
価
値
が
高
い
︒
両
本
と
も
月

次
会
以
外
の
当
座
歌
会
が
混
在
し
て
い
る
た
め
︑
編
纂
所
本
を
も
と
に
内
容
を
し
め
す
︵
表
１
・
次
頁
︶︒﹁
月
次
﹂
の
欄
に
丸
印
の
あ
る
も
の
が

月
次
歌
会
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
う
ち
人
員
が
固
定
す
る
二
月
分
の
出
詠
者
を
あ
げ
る
︒

︻
資
料
４
︼
永
享
十
一
年
二
月
二
十
一
日
禁
裏
月
次
歌
会
出
詠
者

①
後
花
園
天
皇　

②
若
千
世
丸
※
貞
常
親
王　

③
庭
田
重
有　

④
冷
泉
永
基　

⑤
甘
露
寺
親
長　

⑥
四
条
隆
富　

⑦
四
辻
季
春　

⑧
道
欽
※
貞
成
親
王

　

こ
れ
ら
と
︻
資
料
３
︼
を
比
較
す
る
に
︑
一
見
し
て
人
員
の
入
れ
替
わ
り
︑
そ
し
て
減
少
が
顕
著
で
あ
る
︵
十
八
名
↓
八
名
︶︒
表
中
︑
こ
の

人
員
に
つ
い
て
﹁
内
々
﹂
の
会
で
あ
る
旨
記
す
も
の
が
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
な
お
︑
伏
見
宮
家
の
二
人
︵
②
⑧
︶
は
参
会
し

て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
歌
道
家
出
身
者
も
見
え
な
い
点
︑
披
講
は
な
く
︑
詠
を
進
め
る
の
み
の
会
で
あ
っ
た
と
思
し
い21

︒
全
体
と
し
て
規
模

が
縮
小
さ
れ
て
い
る
事
が
諒
解
さ
れ
る
︒

　

規
模
縮
小
の
要
因
は
︑
月
次
歌
会
の
負
担
軽
減
の
た
め
だ
ろ
う
︒︻
資
料
３
︼
の
よ
う
に
︑
十
年
の
月
次
会
は
歌
会
の
他
︑
鞠
会
︑
酒
宴
を
伴

う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
酒
宴
に
際
し
て
の
頭
役
の
出
資
額
は
︑
義
教
の
一
万
疋
は
例
外
だ
が
︑
以
降
も
二
千
疋
に
定
め
ら
れ
て
い
る22

︒
分
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担
出
資
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
毎
月
と
な
れ
ば
か
な
り
の
負
担
で

あ
る
︒
継
続
は
現
実
的
で
な
い
︒

　

対
し
て
︑
十
一
年
以
降
の
月
次
会
は
参
会
・
披
講
が
な
い
︒

人
員
も
少
な
く
作
歌
修
練
と
し
て
長
期
的
な
継
続
を
期
す
る
の
で

あ
れ
ば
︑
む
し
ろ
現
実
的
な
規
模
と
い
え
る
︒
事
実
︑
禁
裏
月
次

歌
会
は
こ
の
体
制
下
で
嘉
吉
・
文
安
期
ま
で
続
い
て
い
る
︒

　
　
三
、
後
花
園
・
義
政
期

⑴
後
花
園
天
皇
の
月
次
歌
会
②　

─
内
々
・
外
様
御
会
の
出
現

　

嘉
吉
の
乱
︵
一
四
四
一
︶
に
て
足
利
義
教
が
没
す
る
と
︑
嫡

子
義
勝
︵
一
四
三
四
─

一
四
四
三
︶
が
跡
を
継
い
だ
︒
中
央
歌

壇
の
核
は
し
ば
し
禁
裏
に
一
本
化
さ
れ
︑
義
教
の
突
鼻
に
あ
っ

た
公
家
︑
特
に
冷
泉
家
の
復
権
も
あ
り
︑
作
歌
活
動
は
公
武
に

活
況
を
呈
し
て
い
る
︒

　

禁
裏
の
月
次
歌
会
に
つ
い
て
も
継
続
が
確
認
で
き
る
︒
神
宮

文
庫
蔵
嘉
吉
文
安
御
会
倭
謌
︵
請
求
記
号
：
三
・
六
三
四23

︶
に
は
︑
嘉
吉
三
年
︵
一
四
四
三
︶
お
よ
び
︑
文
安
元
年
︵
一
四
四
四
︶
の
月
次
会
十

一
箇
度
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
三
年
次
︵
三
─

八
月
︶
の
人
員
・
規
模
は
永
享
年
間
の
も
の
︵
表
1
︶
と
変
わ
ら
な
い
︒
こ
の
後
︑
禁
闕
の
変

︵
九
月
二
十
三
日
︶
に
よ
っ
て
一
年
間
の
中
断
が
あ
り
︑
翌
文
安
元
年
八
月
よ
り
再
興
さ
れ
て
い
る
︵
童
形
等
が
参
加
︑
五
十
首
歌
会
と
な
る
︶︒

こ
の
時
期
は
お
お
よ
そ
︑
永
享
期
の
流
れ
を
引
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

No. 月次 式日 御会（歌数） 巻頭題 備考
1 ○ 永享11年1月20日 禁裏内々御哥（30首） 初春霞
2 ○ 永享11年閏1月18日 禁裏内々御哥（30首） 霞知春
3 ○ 永享11年2月21日 禁裏御哥（30首） 山早春
4 永享11年3月12日 當座（50首） 霞知春
5 永享11年3月17日 當座（50首） 連峯霞
6 ○ 永享11年3月22日 禁裏内々御哥（30首） 待花
7 永享11年4月13日 當座（50首） 都早春
8 ○ 永享11年4月23日 内々御哥（30首） 更衣惜春
9 永享11年3月　日 ─（10首） 湖上朝霞

10 ○ 永享11年5月19日 内裏御哥（30首） 夏朝
11 ○ 永享11年7月4日 内裏御哥（30首） 夏草露滋 6月分
12 ○ 永享11年7月29日 禁裏月次（30首） 新秋
13 ○ 永享11年8月15日 ─（30首） 八月十五夜
14 ○ 永享11年9月尽 内裏月次（30首） 初秋風
15 ○ 永享11年11月10日 ─（30首） 初冬 10月分
16 ○ 永享11年11月28日 ─（30首） 冬清瀧川
17 ○ 永享11年12月26日 ─（30首） 冬曉月
18 ○ 永享12年1月28日 禁裏御哥初（30首） 初春

表１ 史料編纂所蔵　禁裏御会和歌集　内容
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し
か
し
︑
文
安
三
年
に
な
る
と
構
成
が
一
変
す
る
︒
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
一
字
題
百
首
︵
請
求
記
号
：
五
〇
一
・
三
六
一
︶
は
︑
こ
の
年
十
二
月

十
八
日
の
月
次
歌
会
を
収
め
る
が
︑
出
詠
者
二
十
名
の
百
首
歌
会
で
あ
り
︑
規
模
が
様
変
わ
り
し
て
い
る
︒
四
年
は
資
料
が
残
ら
な
い
も
の
の24

︑

五
年
二
・
三
月
十
八
日
に
同
様
の
規
模
人
員
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︵
公
宴
続
歌
︵
第
二
冊
︶︶︒

　

こ
の
時
期
の
禁
裏
月
次
会
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
甘
露
寺
親
長
に
よ
る
後
年
の
回
想
が
あ
る
︒
有
名
な
記
事
だ
が
︑
い
ま
改
め
て
引
用
し
た
い

︵
原
割
注
︶︒

︻
資
料
５
︼

舊⎝
後
花
園
院
⎠

院
御
代
内
外
之
人
相
交
︑
初
百
題
御
月
次
︑
後
室⎝

足
利
義
政
⎠

町
殿
被
加
御
人
数
給
時
被
分
内
外
︑
各
五
十
首
御
月
次
也
︑
十
八
日
︑
廿
五
日
也

 

︵
親
長
卿
記
文
明
十
三
年
正
月
七
日
条
︶

　

後
花
園
天
皇
の
時
代
︑
内
々
・
外
様
が
入
り
混
じ
っ
て
当
初
は
百
題
の
月
次
歌
会
を
開
い
て
い
た
︒
後
に
足
利
義
政
を
参
加
さ
せ
た
際
︑

内
々
・
外
様
を
分
け
て
各
々
五
十
首
の
月
次
歌
会
を
行
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

後
花
園
天
皇
期
に
百
首
の
月
次
歌
会
を
行
っ
て
い
る
の
は
前
に
示
し
た
文
安
三
─

五
年
の
間
の
み
で
あ
る
た
め
︑﹁
内
外
之
人
相
交
﹂
と
あ
る

の
は
こ
の
時
期
と
定
め
ら
れ
る
︒
で
は
︑
義
政
の
参
加
は
い
つ
か
︒
そ
れ
は
五
年
六
月
十
八
日

0

0

0

で̀
あ
り25

︑
こ
の
会
を
収
め
る
公
宴
続
歌
︵
第
二

冊
︶
に
は
ま
さ
し
く
﹁
五
十
首　

外
様
御
哥
始
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
内
々
の
会
に
つ
い
て
は
︑
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
宝
徳
和
歌
集26

に
宝
徳
元

年
︵
一
四
四
九
︶
十
一
月
十
五
日
以
降
の
会
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
日
時
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
︑
後
年
二
十
五
日
周
辺
に
開
催
さ
れ
て
い
る
の
が

実
際
で
あ
る
︒

　

文
安
年
間
に
月
次
会
再
編
が
行
わ
れ
た
理
由
は
後
述
す
る
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
内
々
・
外
様
の
別
に
つ
き
検
討
し
た
い
︒
内
々
と
い
う
語
は
永

享
期
に
も
確
認
さ
れ
て
い
た
が
︑
い
ま
外
様
月
次
会
が
現
れ
た
こ
と
で
そ
の
差
異
が
顕
然
と
す
る
た
め
で
あ
る
︒

　

禁
裏
月
次
会
の
内
々
・
外
様
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
平
山
敏
治
郎
氏
の
論
考
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る27

︒
後
花
園
天
皇
期
の
内
々
・
外
様
に
つ

い
て
氏
が
紹
介
す
る
の
は
以
下
の
説
で
あ
る
︒
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︻
資
料
６
︼

 

後
花
園
院
ハ
武
家
ノ
計
ヒ
ニ
テ
︑
不
図
即
位
マ
シ
マ
ス
故
︑
公
家
思
ヒ
付
ヌ
ユ
ヘ
︑
伏
見
閑
居
ノ
御
時
ヨ
リ
心
ヲ
寄
タ
リ
シ
公
家
ヲ
内
々
ト

シ
︑
ウ
ト
〳
〵
シ
キ
仁
ハ
皆
外
様
ヘ
出
サ
ル
ヨ
リ
︑
内
々
外
様
ト
分
レ
タ
リ 

︵
嘉
良
喜
随
筆28

︶

　

後
花
園
天
皇
は
︑
後
光
厳
流
の
後
小
松
天
皇
の
猶
子
と
し
て
即
位
し
た
が
︑
実
父
は
崇
光
流
の
伏
見
宮
貞
成
親
王
で
あ
っ
た
︒
実
家
の
伏
見
宮

時
代
に
祗
候
し
て
い
た
公
家
衆
を
内
々
と
し
︑
疎
遠
な
も
の
を
外
様
と
し
た
の
だ
と
い
う
︒
外
様
を
少
し
排
他
的
に
捉
え
過
ぎ
て
い
る
点
を
除
け

ば
︑
概
ね
蓋
然
性
の
高
い
記
述
で
あ
る
︒

　

こ
れ
を
禁
裏
月
次
会
の
人
員
と
対
照
さ
せ
て
み
よ
う
︒
表
２
と
し
て
︑
文
安
・
宝
徳
期
月
次
会
の
人
員
構
成
を
掲
出
し
た
︵
詠
歌
順
︶︒
内
々
・

外
様
が
混
在
し
て
い
た
時
期
の
参
加
者
が
Ａ
︑
両
者
が
別
れ
た
後
が
Ｂ
・
Ｃ
︵
外
様
・
内
々
︶
で
あ
る
︒
Ａ
か
ら
Ｂ
・
Ｃ
へ
の
再
編
に
際
し
︑
人

員
の
補
充
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
皇
族
を
除
い
て
Ｂ
・
Ｃ
間
に
人
員
の
重
複
は
な
く
︑
内
々
・
外
様
の
区
分
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

︻
資
料
６
︼
に
よ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
う
ち
Ｃ
︵
内
々
︶
の
参
加
者
が
︑﹁
伏
見
閑
居
ノ
御
時
ヨ
リ
心
ヲ
寄
タ
リ
シ
公
家
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
を
検
証
す
る
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
︑
貞
成
親
王
が
後
花
園
天
皇
に
あ
て
た
教
誡
書
椿
葉
記
の
記
述
で
あ
る
︒

　

貞
成
親
王
は
﹁
崇
光
院
以
来
こ⎝
伏
見
御
所
⎠

の
御
所
奉
祗
の
人

2々9

﹂
と
し
て
︑
特
に
重
用
す
べ
き
家
柄
を
あ
げ
る
︒
長
文
で
あ
る
の
で
︑
家
名
の
み
を
あ
げ

る
と
︑﹁
綾
小
路
︑
庭
田
︑
四
条
︑
世
尊
寺
︑
五
辻
︑
慈
光
寺
︑
冷
泉
﹂
の
七
家
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
家
柄
の
人
々
は
︑
は
た
し
て
Ｃ
に
配
さ
れ

て
い
る
︵
太
字
︶︒
前
項
︻
資
料
４
︼
の
構
成
人
員
も
︑
半
数
が
こ
の
七
家
の
出
身
者
で
あ
っ
た
︵︻
資
料
４
︼
③
④
⑥
︶︒

　

残
り
の
参
仕
者
は
︑
年
齢
か
ら
し
て
後
花
園
天
皇
即
位
以
後
の
︵
後
小
松
院
の
息
の
か
か
っ
て
い
な
い
︶
近
臣
達
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︻
資
料

４
︼
の
会
に
も
出
仕
し
て
い
る
季
春
・
親
長
︵
⑯
⑲
︑︻
資
料
４
︼
⑦
⑤
︶
は
﹁
当
時
昵
近
御
前
六
人
﹂
の
内
で
あ
り
︑
禁
闕
の
変
の
際
︑
太
刀

を
取
っ
て
天
皇
を
守
護
し
た
逸
話
で
も
知
ら
れ
る30

︒

　

一
方
で
親
長
は
︑
看
聞
日
記
に
﹁
外
様
﹂
で
あ
る
旨
明
記
さ
れ
て
い
る31

︒
記
者
の
貞
成
親
王
︑
伏
見
宮
家
に
と
っ
て
の
外
様
と
い
う
意
味
だ

が
︑
こ
れ
は
要
す
る
に
︑
後
花
園
天
皇
政
権
下
で
天
皇
独
自
の
﹁
内
々
﹂
の
区
分
が
再
編
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の

時
期
に
お
け
る
内
々
と
は
︑﹁
伏
見
宮
家
以
来
の
近
臣
﹂
と
﹁
後
花
園
天
皇
即
位
以
後
の
近
臣
﹂
の
複
合
体
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
︒
外
様
と
は
そ
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れ
に
該
当
し
な
い
者
︵
家
︶
と

な
る
︒

　

さ
て
こ
う
し
た
禁
裏
月
次
歌

会
の
内
々
・
外
様
に
よ
る
再
編

は
︑
足
利
義
政
の
参
加
が
端
緒

に
あ
る
︒
次
に
こ
の
要
因
を
考

え
た
い
︒

　

嘉
吉
三
年
七
月
︑
兄
義
勝
の

夭
折
を
受
け
て
家
督
を
継
い
だ

義
政
は
︑
文
安
五
年
に
十
四

歳
︑
翌
年
に
将
軍
宣
下
・
判

始
︵
執
政
開
始
の
儀
︶
を
控
え

て
い
た
︒
月
次
歌
会
参
加
は
そ

れ
に
合
わ
せ
た
と
思
し
い
︒
但

し
︑
若
年
の
義
政
が
そ
れ
を
申

し
出
た
と
は
考
え
難
い
︒
こ
れ
は
後
花
園
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
義
政
を
参
加
さ
せ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
︒
嘉
吉
の
乱
以
後
︑
そ
れ
ま

で
将
軍
に
後
見
さ
れ
て
い
た
天
皇
は
︑
か
え
っ
て
将
軍
の
後
見
者
と
な
っ
て
い
た32

︒

　

天
皇
は
義
政
の
将
軍
就
任
に
際
し
︑
禁
裏
月
次
歌
会
へ
の
参
加
を
室
町
殿
の
恒
例
行
事
に
組
み
込
も
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
将
軍
の
禁
裏
月

次
参
加
は
︵
義
教
の
初
度
参
加
は
例
外
と
し
て
︶
先
例
に
な
い
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
︒

　

但
し
こ
う
し
た
動
き
は
義
勝
の
時
期
に
は
全
く
見
え
な
い
︒
義
勝
は
嘉
吉
二
年
十
一
月
に
元
服
・
将
軍
宣
下
を
果
た
し
て
い
る
が
︑
前
述
の
と

Ａ Ｂ Ｃ
年 文安5年（1448） 文安5年 宝徳元年（1449）
月日 3月18日 6月18日 11月15日
区分 内外之人々相交 外様 内々
形式 100首短冊 50首短冊 50首短冊
人数 23名 21名 18名
出典 公宴続歌 公宴続歌 宝徳和歌集

人員

①道欽※貞成親王 ②後花園天皇 ③貞常親王（24）
②後花園天皇 足利義政 ②後花園天皇（31）
③貞常親王 ③貞常親王 ①道欽※貞成親王（78）
④三条西公保 承道（御室） ⑨正親町持季（34）
⑤三条実量 満意（聖護院） ㉒庭田政賢（39）
⑥松木宗継 一条兼良 万里小路冬房（27）
⑦正親町三条実雅 義運（実相院） ⑱山科顕言（22）
⑧祐雅※飛鳥井雅世 二条持通 ⑲甘露寺親長（26）
⑨正親町持季 一条教房 ⑯四辻季春（26）
⑩烏丸資任 義賢（三宝院） ⑰小倉実右（32）
⑪飛鳥井雅永 ⑦正親町三条実雅 菊寿丸（不明）
⑫冷泉永基 正親町三条公綱※1 庭田雅行（16）
⑬下冷泉持為 ⑧祐雅※飛鳥井雅世 滋野井教国（15）
⑭飛鳥井雅親 ⑥松木宗継 土御門有通（18）
⑮上冷泉為富 ⑪飛鳥井雅永 ㉑正親町公澄（20）
⑯四辻季春 ④三条西公保 広橋綱光（27）
⑰小倉実右 ⑤三条実量 慈光寺定仲（不明）
⑱山科顕言 ⑬下冷泉持為 ㉓五辻政仲（25）
⑲甘露寺親長 ⑩烏丸資任 ＊（　）は年齢

⑳尭孝（常光院） ⑮上冷泉為富
㉑正親町公澄 ⑳尭孝（常光院）
㉒庭田政賢 ※1　文安3年12月の会に

参仕㉓五辻政仲

表２　文安・宝徳期の禁裏月次会の人員構成 

＊B・Cの数字はAに対応。
＊網掛けは新衆。
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お
り
︑
こ
の
時
期
禁
裏
の
月
次
歌
会
は
永
享
期
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
︒

　

義
勝
と
義
政
︒
後
花
園
天
皇
の
行
動
に
変
化
を
与
え
た
の
は
︑
嘉
吉
三
年
九
月
二
十
三
日
に
起
こ
っ
た
禁
闕
の
変
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
義
勝
の
死

後
︑
将
軍
不
在
の
虚
を
つ
い
た
︑
後
南
朝
勢
力
に
よ
る
内
裏
襲
撃
事
件
で
あ
る33

︒
政
局
に
大
き
な
影
響
は
与
え
な
か
っ
た
も
の
の
︑
神
璽
が
奪
わ

れ
︑
土
御
門
内
裏
は
焼
亡
︑
朝
廷
が
受
け
た
ダ
メ
ー
ジ
は
計
り
知
れ
な
い
︒
天
皇
は
こ
れ
を
期
に
将
軍
権
力
の
重
要
性
を
再
認
識
し
︑
向
後
の
融

和
を
期
し
て
積
極
的
な
協
調
策
に
出
た
の
で
は
な
い
か
︒
歌
壇
に
お
け
る
そ
れ
が
︑
義
政
の
月
次
会
招
請
で
あ
る
︒

　

そ
の
一
方
で
独
自
勢
力
の
保
持
も
忘
れ
て
い
な
い
︒
月
次
会
を
二
つ
に
割
き
︑
外
様
は
摂
関
・
門
跡
等
を
配
し
て
権
威
向
上
を
図
る
傍
ら
︑

内
々
と
し
て
昵
近
の
衆
を
残
し
て
い
る
︒
月
次
歌
会
を
介
し
て
側
近
統
制
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

結
局
︑
こ
の
内
々
・
外
様
の
月
次
会
体
制
は
応
仁
の
乱
の
直
前
ま
で
続
い
た34

︒
生
来
文
雅
の
素
養
を
有
し
て
い
た
義
政
は
︑
外
様
月
次
会
を
将

軍
︵
室
町
殿
︶
の
恒
例
行
事
と
し
て
受
け
入
れ
た
ら
し
い
︒
後
年
︑
後
花
園
天
皇
没
後
に
外
様
月
次
会
再
興
の
議
が
あ
が
っ
た
が
︑
提
案
者
は
他

な
ら
ぬ
義
政
で
あ
っ
た
︒

⑵
足
利
義
政
の
月
次
歌
会

　

文
安
五
年
︵
一
四
四
八
︶
六
月
二
十
七
日
︑
義
政
の
禁
裏
月
次
歌
会
参
加
と
同
じ
月
に
︑
幕
府
に
お
い
て
も
月
次
歌
会
が
開
始
さ
れ
た
︒
史
料

上
の
明
徴
は
な
い
が
︑
時
の
和
歌
宗
匠
飛
鳥
井
雅
世
︵
法
名
祐
雅
︶
の
家
集
に
次
の
詠
と
端
書
が
み
え
て
い
る
︒

︻
資
料
７
︼述

懐　
︵
武
家
月
次　

文
安
五
年
／
六
月
廿
七
日
︶

末
遠
き
み
ち
ふ
み
そ
む
る
君
に
逢
て
わ
か
老
ら
く
の
程
そ
し
ら
る
ゝ
︵
桂
宮
本
雅
世
卿
集
︹
雅
世
Ⅱ
︺・
五
二
五
︶

　

君
︵
義
政
︶
の
歌
道
修
練
の
開
始
と
自
身
の
老
い
を
対
照
さ
せ
た
述
懐
歌
で
あ
る
︒
こ
の
幕
府
月
次
会
も
ま
た
︑
翌
宝
徳
元
年
︵
一
四
四
九
︶

の
執
政
開
始
に
向
け
て
開
始
さ
れ
た
と
思
し
く
︑
禁
裏
外
様
月
次
会
と
と
も
に
義
政
の
作
歌
活
動
の
軸
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　

当
時
の
参
加
者
を
一
覧
し
た
い
︒
全
貌
を
知
れ
る
の
は
公
宴
続
歌
︵
第
五
冊
︶
所
収
︑
宝
徳
三
年
正
月
以
降
の
会
で
あ
る35

︒
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︻
資
料
８
︼
宝
徳
三
年
正
月
二
十
八
日
幕
府
月
次
歌
会
出
詠
者　

※
形
式
は
五
十
首
短
冊

①
後
花
園
天
皇　

②
貞
常
親
王　

③
足
利
義
政　

④
一
条
兼
良　

⑤
義
運
︵
実
相
院
︶　

⑥
三
条
西
公
保　

⑦
祐
雅
※
飛
鳥
井
雅
世

⑧
正
親
町
三
条
実
雅　

⑨
増
運
︵
実
相
院
︶　

⑩
浄
空
※
飛
鳥
井
雅
永　

⑪
烏
丸
資
任　

⑫
正
親
町
三
条
公
綱　

⑬
高
倉
永
豊

⑭
下
冷
泉
持
為　

⑮
飛
鳥
井
雅
親　

⑯
日
野
勝
光　

⑰
上
冷
泉
為
富　

⑱
滋
野
井
教
国　

⑲
細
川
勝
元　

⑳
賢
良
※
畠
山
義
忠

㉑
一
色
教
親　

㉒
細
川
成
之　

㉓
道
賢
※
細
川
持
賢　

㉔
常
忻
※
細
川
持
春　

㉕
細
川
成
賢　

㉖
山
名
勝
豊　

㉗
細
川
勝
之

㉘
尭
孝
︵
常
光
院
︶　

㉙
有
馬
元
家　

㉚
真
蓮
※
伊
勢
貞
国　

㉛
伊
勢
貞
親　

㉜
伊
勢
貞
藤

　

総
勢
三
十
二
名
︒
公
武
僧
の
主
要
な
歌
人
が
結
集
し
て
い
る
︒
ま
た
武
家
政
権
に
お
け
る
要
人
の
殆
ど
が
名
を
連
ね
て
お
り
︑
ま
さ
に
網
羅
的

と
い
っ
た
布
陣
で
あ
る
︒

　

注
目
す
べ
き
は
︑
御
製
・
親
王
御
詠
︵
①
②
︶
の
存
在
で
あ
ろ
う
︒
両
者
の
参
会
は
な
く
下
賜
と
思
し
い
が
︑
こ
う
し
た
事
例
は
義
教
期
に
は

み
ら
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
こ
の
月
次
歌
会
も
ま
た
︑
後
花
園
天
皇
後
見
の
も
と
朝
廷
主
導
で
運
営
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
若
年
の
将
軍
月
次
会
に
御

製
・
親
王
御
詠
を
下
賜
す
る
こ
と
で
︑
会
自
体
の
権
威
の
上
昇
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
宝
徳
三
年
以
後
の
全
貌
は
知
れ
な
い
が
︑
御
製
の
下

賜
自
体
は
享
徳
元
年
︵
一
四
五
二
︶
七
月
の
会
ま
で
確
認
で
き
る
︵
後
花
園
院
御
集
・
一
五
二
三
以
下
︶︒

　

だ
が
︑
こ
う
し
た
体
制
は
︑
義
政
が
長
ず
る
に
及
ん
で
再
編
が
な
さ
れ
る
︒
長
禄
二
年
︵
一
四
五
八
︶︑
義
政
二
十
四
歳
の
月
次
会
参
加
者
は

以
下
の
通
り
で
あ
る36

︒

︻
資
料
９
︼
長
禄
二
年
正
月
二
十
二
日
幕
府
月
次
歌
会
出
詠
者　

※
三
首
懐
紙

①
足
利
義
政　

②
烏
丸
資
任　

③
正
親
町
三
条
公
綱　

④
日
野
勝
光　

⑤
飛
鳥
井
雅
親　

⑥
上
冷
泉
為
富　

⑦
滋
野
井
教
国

⑧
飛
鳥
井
雅
康　

⑨
烏
丸
益
光　

⑩
細
川
成
之　

⑪
一
色
義
直　

⑫
畠
山
義
統　

⑬
大
舘
教
氏　

⑭
伊
勢
貞
親　

⑮
増
運
︵
実
相
院
︶

⑯
道
賢
※
細
川
持
賢　

⑰
尭
憲
︵
常
光
院
︶

　

も
は
や
御
製
は
な
く
︑
歌
壇
に
お
い
て
そ
の
後
見
を
脱
し
た
と
い
え
る
︒
構
成
は
昵
近
の
公
家
衆
︑
御
相
伴
衆
︵
⑩
⑪
⑫
︶︑
御
供
衆
︵
⑬
⑭

⑯
︶
等
の
近
臣
の
み
で
︑
比
率
は
異
な
る
が
︑
義
教
期
の
月
次
会
︵︻
資
料
２
︼︶
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
︒
義
政
は
こ
の
年
任
内
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大
臣
︵
七
月
二
十
五
日
︶︒
政
治
上
で
は
﹁
近
日
の
御
成
敗
︑
普⎝
足
利
義
教
⎠

広
院
の
御
代
の
如
く
た
る
べ
し37

﹂︑
と
義
教
時
代
へ
の
回
帰
を
宣
言
し
た
年
で
あ

っ
た
︒
月
次
会
も
そ
の
意
識
の
中
で
規
模
が
改
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
写
本
が
現
存
し
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
︒

　

月
次
会
の
全
体
を
残
し
た
資
料
は
こ
れ
以
後
見
え
な
い
︒
但
し
尊
経
閣
文
庫
蔵
東
山
殿
御
詠
︵
請
求
記
号
：
Ｐ
三
七
三
︶
に
は
︑
長
禄
か
ら
文

正
年
間
の
義
政
の
歌
会
詠
が
︑
師
範
の
飛
鳥
井
雅
親
︵
雅
世
の
子
︶
の
詠
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
継
続
が
確
認
さ
れ
る
︒
こ
の
幕
府

月
次
会
も
ま
た
将
軍
の
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

四
、
後
土
御
門
・
義
尚
期

⑴
応
仁
の
乱
と
公
武
月
次
歌
会

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
後
花
園
・
義
政
期
︑
公
武
で
は
三
つ
の
月
次
歌
会
が
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
⒜
禁
裏
内
々
︵
二
十

五
日
︶︑
⒝
禁
裏
外
様
︵
十
八
日
︶︑
⒞
幕
府
の
月
次
会
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
他
の
多
く
の
年
中
行
事
と
同
様
︑
応
仁
の
乱
の
際
に
途
絶
し
た
と
思

し
い
︒
た
だ
未
だ
具
体
的
状
況
は
知
れ
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
改
め
て
資
料
上
の
終
見
を
確
認
し
た
い
︒

　

ま
ず
⒜
に
関
し
て
は
資
料
が
少
な
く
︑
寛
正
四
年
︵
一
四
六
四
︶
以
降
そ
の
開
催
を
追
え
な
い
︵
公
宴
続
歌
︵
第
六
冊
︶︶︒
或
い
は
翌
五
年
の

譲
位
に
伴
っ
て
後
土
御
門
天
皇
の
月
次
会
︵
十
八
日
︑
後
述
︶
に
移
行
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
不
明
で
あ
る
︒

　

⒝
は
参
会
者
の
家
集
に
多
く
記
録
が
残
る
︒
天
皇
の
譲
位
後
は
仙
洞
月
次
会
と
し
て
継
続
し
て
い
る38

︒
最
も
遅
い
も
の
は
文
正
元
年
︵
一
四
六

六
︶
七
月
の
会
︵
後
花
園
院
御
集
︶︒
⒞
は
先
述
の
東
山
殿
御
詠
に
文
正
元
年
七
月
二
十
六
日
と
見
え
る
の
が
終
見
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
文
正
元
年
に
は
⒟
後
土
御
門
天
皇
の
月
次
歌
会
も
開
か
れ
て
い
た
ら
し
い
︵
紅
塵
灰
集
・
六
四
七
以
下
︶︒
家
集
の
記
述
の
他
詳
細
は

知
れ
な
い
が
︑
こ
れ
も
文
正
元
年
八
月
十
八
日
以
降
記
載
が
途
絶
え
て
い
る
︒

　

各
会
典
拠
を
異
に
し
な
が
ら
も
︑
文
正
元
年
七
・
八
月
頃
に
記
録
が
止
ま
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
周
辺
で
停
止
し
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
応
仁
の
乱
の
初
戦
︑
上
御
霊
社
の
戦
い
は
翌
応
仁
元
年
︵
一
四
六
七
︶
正
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
停
止
の
時
期
と
し
て
は
若
干
早
い
︒

　

要
す
る
に
︑
こ
れ
は
文
正
元
年
九
月
六
日
に
お
こ
っ
た
政
変
︵
文
正
の
政
変
︶
に
伴
う
中
断
と
思
わ
れ
る
︒
文
正
の
政
変
は
政
所
執
事
伊
勢
貞
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親
の
足
利
義
視
︵
義
政
弟
︶
讒
言
に
始
ま
る
一
連
の
政
治
事
件
で
あ
り
︑
結
果
的
に
貞
親
・
季
瓊
真
蘂
︵
蔭
涼
軒
主
︶
ら
が
出
奔
︑
義
政
従
来
の

政
治
体
制
を
瓦
解
さ
せ
た
︒
公
武
の
日
常
空
間
に
影
響
を
与
え
る
に
は
十
分
な
事
件
で
あ
っ
た
︒
月
次
会
は
こ
の
政
情
不
安
の
煽
り
を
う
け
て
停

止
し
た
の
だ
ろ
う
︒

　

そ
し
て
翌
年
︑
応
仁
の
乱
が
火
蓋
を
切
る
︒
周
知
の
如
く
十
年
間
に
及
ん
だ
大
乱
で
あ
り
︑
こ
の
間
文
明
二
年
︵
一
四
七
一
︶
に
は
後
花
園
上

皇
崩
御
︑
五
年
に
は
義
政
が
将
軍
職
を
義
尚
に
譲
っ
て
お
り
世
代
交
代
が
完
了
し
て
し
ま
っ
た
︒
文
正
の
政
変
で
中
断
さ
れ
た
公
武
の
月
次
歌
会

は
︑
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
断
絶
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

な
お
乱
中
に
も
唯
一
︑
文
明
五
年
の
後
土
御
門
天
皇
の
月
次
歌
会
が
確
認
さ
れ
る
︵
紅
塵
灰
集
・
四
七
三
以
下
︶︒
開
催
は
廿
八
日
だ
が
︑
親

長
卿
記
に
よ
れ
ば
正
式
な
式
日
は
十
八
日
だ
っ
た
ら
し
く
︑
会
の
区
分
は
﹁
内
々
﹂
と
あ
る39

︒

　

式
日
か
ら
み
て
︑
⒟
の
会
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
内
々
の
区
分
は
同
じ
く
後
花
園
天
皇
の
⒜
の
会
に
通
じ
る
︒
但
し
こ
の
会
に
つ
い
て

は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
︒
後
の
記
録
に
も
見
え
ず
︑
ま
も
な
く
途
絶
し
た
の
だ
ろ
う40

︒
結
局
︑
月
次
歌
会
の
本
格
的
復
興
は
文
明
九

年
の
乱
の
終
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

⑵
禁
裏
外
様
月
次
歌
会
の
再
興
と
終
焉

　

文
明
十
二
年
︵
一
四
八
〇
︶
十
二
月
二
十
三
日
︑
足
利
義
政
は
参
内
の
つ
い
で
に
︑
来
年
以
降
の
禁
裏
外
様
月
次
歌
会
再
興
を
申
し
入
れ
た

︵
親
長
卿
記
︶︒
乱
終
結
後
︑
公
武
の
年
長
者
と
な
っ
て
い
た
義
政
は
︑
か
つ
て
後
花
園
天
皇
が
自
分
を
引
き
入
れ
る
形
で
興
し
た
外
様
月
次
会

を
︑
今
度
は
自
ら
の
呼
び
掛
け
で
復
興
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
︒
月
次
会
を
介
し
て
公
武
協
調
を
図
っ
た
禁
裏
の
意
志
を
︑
武
家
側
が
引
き
継
い

だ
形
に
な
る
︒
こ
れ
を
日
記
に
記
し
た
甘
露
寺
親
長
も
︑
往
事
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
︒︻
資
料
５
︼
に
引
用
し
た
回
想
は
こ
の
折
の
も
の
で
あ

る
︒

　

ま
た
義
政
に
と
っ
て
外
様
月
次
歌
会
は
︑
単
な
る
公
武
協
調
以
上
の
価
値
が
あ
っ
た
︒
こ
の
会
は
義
政
の
執
政
開
始
時
︑
幕
府
月
次
歌
会
と
と

も
に
始
ま
り
︑
以
降
日
常
の
作
歌
環
境
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
将
軍
に
と
っ
て
の
恒
例
行
事
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
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再
興
は
︑
既
に
将
軍
を
退
い
た
自
分
で
は
な
く
︑
現
職
の
息
子
・
義
尚
の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
し
い
︒

　

足
利
義
尚
は
︑
既
に
文
明
十
一
年
正
月
二
十
五
日
よ
り
幕
府
月
次
歌
会
を
開
始
し
て
い
る
︵
文
明
十
一
年
記41

︶︒
義
政
後
見
下
︑
同
年
十
一
月

の
判
始
を
見
据
え
た
催
行
で
あ
る42

︒
禁
裏
の
外
様
月
次
会
へ
の
参
加
が
同
じ
月
で
な
い
の
は
︑
外
様
月
次
会
が
断
絶
し
て
い
た
の
は
も
と
よ
り
︑

荒
廃
し
た
土
御
門
内
裏
の
再
建
が
未
だ
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
︵
十
一
年
十
二
月
七
日
還
幸
︶︒

　

で
は
何
故
︑
十
三
年
の
時
点
で
の
再
興
な
の
か
︒
義
政
の
思
惑
の
一
端
は
次
の
史
料
に
み
え
る
︒

︻
資
料
１
０
︼

今
日
室⎝

足
利
義
政
⎠

町
殿
御
参
内
云
々
︑︿
自
今

⎝
文
明
十
三
年
⎠

年
︑
大⎝

足
利
義
尚
⎠

納
言
殿
一
向
世
務
可
有
御
存
知
︑
仍
或
御
参
内
等
之
儀
︑
於
准

⎝
足
利
義
政
⎠

后
者
可
略
︑

大
納
言
殿
可
有
参
之
由
治
定
︑
仍
当
年
未
能
御
参
内
︑
餘
無
其
期
之
條
不
可
然
之
間
︑
今
日
枉
而
准
后
御
参
云
々
﹀

 

︵
実
隆
公
記
文
明
十
三
年
三
月
二
十
一
日
条
︶

　

文
明
十
三
年
三
月
二
十
一
日
︑
義
政
は
参
内
し
た
︒
今
年
か
ら
義
尚
が
政
務
一
切
を
取
り
し
き
る
の
で
︑
自
分
は
参
内
を
略
す
筈
で
あ
っ
た

が
︑
義
尚
は
未
だ
参
内
で
き
て
い
な
い
︒
あ
ま
り
に
日
が
空
く
の
も
よ
く
な
い
の
で
︑
今
日
異
例
な
が
ら
参
じ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
義
政

の
構
想
で
は
︑
十
三
年
段
階
で
義
尚
に
政
権
を
委
譲
し
て
い
る
筈
で
あ
っ
た
︒
外
様
月
次
会
再
興
は
︑
義
尚
の
執
政
開
始
に
併
せ
た
措
置
だ
っ
た

と
い
え
る
︒
結
局
︑
政
務
の
委
譲
は
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
単
に
月
次
会
の
み
が
進
行
し
て
い
く
︒
そ
も
そ
も
義
政
の
政
務
委
譲
自
体
か
な
り
不
徹
底
で

あ
っ
た
ら
し
く
︑
そ
れ
で
義
尚
は
反
発
し
た
ら
し
い
︒
義
政
は
こ
の
年
十
月
に
長
谷
岩
倉
に
隠
棲
︑
翌
十
四
年
七
月
十
三
日
︑
今
度
は
公
に
政
務

委
譲
を
宣
言
し
た43

︒

　

さ
て
︑
外
様
月
次
会
は
十
三
年
正
月
よ
り
再
興
を
み
た
︒
参
加
者
を
表
３
に
示
し
︵
E
︶︑
参
考
と
し
て
乱
前
︑
全
貌
の
知
れ
る
最
後
の
歌
会

人
員
を
あ
げ
た
︵
D
︶︒
御
台
・
日
野
富
子
の
参
加
等
︑
時
勢
に
鑑
み
な
が
ら
も
︑
乱
前
の
構
成
を
よ
く
引
き
継
い
で
い
る
︒
新
衆
︵
網
掛
け
︶

の
女
房
歌
人
は
富
子
ヘ
の
配
慮
で
あ
り
︑
勧
修
寺
教
秀
・
甘
露
寺
親
長
・
姉
小
路
基
綱
の
加
入
は
義
政
の
意
向
で
あ
る44

︒
短
冊
詠
進
の
み
の
会
で

あ
っ
た
が
︑
広
く
閲
覧
に
供
さ
れ
た
ら
し
い
︒
公
宴
続
歌
︵
第
七
冊
︶
を
は
じ
め
写
本
が
複
数
存
在
し
て
い
る
︒
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た
だ
︑
そ
う
し
た
写
本
や
家
集
を
参
照
す
る
に
︑
外
様
月
次
会
の
記
録
は
文
明
十
四
年
三
月
以
降
見
え
ず
︑
早
々
に
途
絶
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

小
森
崇
弘
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
﹁
足
利
家
の
禁
裏
文
芸
へ
の
影
響
力
﹂
の
低
下
を
要
因
に
あ
げ
て
い
る45

︒
し
か
し
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
途
絶
は
主

導
者
の
義
政
が
長
谷
岩
倉
へ
隠
棲
し
た
十
三
年
十
月
周
辺
に
起
き
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
外
様
月
次
会
は
そ
の
後
半
年
近
く
継
続
し
て
お

り
︑
中
断
に
は
よ
り
直
接
的
な
原
因
が
あ
る
と
み
て
よ
い
︒

　

こ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
が
実
は
現
存
し
て
い
る
︒
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
の
飛
鳥
井
雅
親
書
状
案
幷
来
簡
写
︵
請
求
記
号
：
ヌ

〇
六
─

〇
九
〇
九
九
︶
に
含
ま
れ
る
一
通
で
︑
文
明
十
四
年
三
月
中
旬
︑
後
土
御
門
天
皇
が
和
歌
宗
匠
飛
鳥
井
雅
親
︵
栄
雅
︶
に
宛
て
た
女
房
奉

書
の
案
文
で
あ
る
︒
以
下
に
掲
げ
る
︵
字
句
を
改
め
た
︶︒

D E
年 寛正3年（1463） 文明13年（1481）
月日 7月18日 1月18年
区分 外様 外様
形式 50首短冊 50首短冊
人数 22名 27名
出典 公宴続歌他 公宴続歌他

人員

①一条兼良 ❸後土御門天皇
②足利義政 ❺勝仁親王※後柏原天皇
③後花園天皇 ②足利義政
④二条持通 ❻邦高親王
⑤成仁親王※後土御門 日野富子
⑥貞常親王 ①覚恵※一条兼良
⑦増運（実相院） 20道永（仁和寺宮）
⑧一条教房 ④二条持通
⑨三条実量 尊応（青蓮院）
⑩烏丸資任 ❷足利義尚
⑪飛鳥井雅親 旧院上﨟※三条冬子
⑫日野勝光 教覚（妙法院）
⑬正親町三条公綱 ⑨禅空※三条実量
⑭下冷泉政為 大炊御門信量
⑮尭憲（常光院） 勾当内侍※四辻春子
⑯上冷泉為富 ⑪栄雅※飛鳥井雅親
⑰飛鳥井雅康 ⑦増運（実相院）
⑱正親町三条公躬 ⑯上冷泉為富
⑲飛鳥井雅藤 勧修寺教秀
⑳法深（仁和寺宮） 甘露寺親長
㉑満意（聖護院） ⑱正親町三条公躬
㉒常禧※正親町三条実雅 三条西実隆※1

⑰飛鳥井雅康
姉小路基綱
16上冷泉為広
12日野政資
11飛鳥井雅俊

表３　禁裏外様月次会参加者（乱前・乱後） 

※１　父・公保が外様会人数。表２-B④参照。
＊Eの数字はDに対応。
＊白抜数字は丸数字の人物の後継を指す。
＊網掛けは新衆。
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︻
資
料
１
１
︼

十
八
日
の
御⎝

月
次
会
⎠

う
た
の
事
︑
柏

⎝
飛
鳥
井
雅
親
⎠

木
色
々
申
候
つ
れ
ど
も
勅
題
の
御
斟
酌
ば
か
り
に
て
も
候
は
ぬ
︑
御
製
を
は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
︑
宮⎝

勝
仁
親
王
⎠

の
御
方
な

ど
の
御
歌
も
見
せ
ら
れ
候
方
も
候
は
で
は
︑
聊
爾
に
お
ぼ
し
め
し
候
︑
又
御
詠
草
︑
国
へ
室⎝

足
利
義
政
⎠

町
殿
よ
り
は
御
談
合
候
げ
に
候
へ
ど
も
︑
左
様

に
は
せ
ら
れ
難
く
候
ほ
ど
に
︑
来
月
よ
り
停
止
せ
ら
れ
候
べ
く
候
︵
以
下
略
︶

 

︵
飛
鳥
井
雅
親
宛
後
土
御
門
天
皇
女
房
奉
書
案
︶

　

十
八
日
の
月
次
歌
会
に
関
し
て
︑
柏
木
︵
雅
親
︑
出
家
し
て
栄
雅
︶
は
あ
れ
こ
れ
言
う
が
︑
天
皇
は
勅
題
を
出
す
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
る
だ
け

で
は
な
い
︒
御
製
を
は
じ
め
勝
仁
親
王
︵
後
の
後
柏
原
天
皇
︶
の
御
詠
を
相
談
︵
添
削
︶
す
る
者
が
い
な
い
の
で
は
不
都
合
で
あ
る
︒
室
町
殿
は

近
江
︵
栄
雅
の
居
所
︶
へ
詠
を
送
っ
て
︑
添
削
し
て
も
ら
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
︑
こ
ち
ら
は
そ
う
も
し
難
い
の
で
︑
来
月
よ
り
停
止
す
る
︑
と
い

う
内
容
で
あ
る
︒

　

月
次
会
を
中
止
さ
せ
た
の
は
後
土
御
門
天
皇
で
あ
っ
た
︒
理
由
は
勅
題
へ
の
躊
躇
︑
そ
し
て
添
削
者
の
不
在
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
歌
会

に
際
し
た
出
詠
歌
の
添
削
は
︑
当
時
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
中
世
以
降
主
流
と
な
っ
て
い
た
題
詠
で
は
︑
題
ご
と
に
定
ま
っ
た
詠

法
が
あ
り
︑
添
削
は
そ
う
し
た
規
定
や
表
現
を
確
認
す
る
た
め
の
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
︒
外
様
月
次
会
は
﹁
公
宴
﹂
の
歌
会
で
あ
り
︑
義

政
は
じ
め
多
く
の
貴
顕
の
目
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
場
に
︑
添
削
を
経
て
い
な
い
詠
を
出
す
こ
と
が
︑
天
皇
に
は
体
面
上
耐
え
難
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
れ
が
示
唆
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ま
で
参
仕
し
て
い
た
添
削
者
︵
お
よ
び
題
者
︶
が
︑
突
如
不
在
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
御
製
の
添
削
を
行
っ
て
い
た
の
は
誰
か
︒

　

そ
れ
は
飛
鳥
井
雅
康
で
あ
る46

︒
彼
は
栄
雅
の
弟
︵
養
子
︶
で
あ
り
︑
当
時
︑
近
江
柏
木
に
隠
退
し
た
兄
に
代
わ
っ
て
歌
道
師
範
を
務
め
て
い

た
︒
外
様
月
次
歌
会
も
短
冊
の
管
理
や
題
の
割
り
当
て
等
は
彼
が
行
っ
て
お
り47

︑
実
質
的
な
進
行
役
で
あ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
が
文
明
十
四
年
二
月
四
日
︑
雅
康
は
俄
に
出
奔
・
出
家
を
遂
げ
て
し
ま
う
︵
長
興
宿
禰
記
︶︒
誰
も
そ
の
理
由
を
知
ら
ず
︑
歌
壇
は
大

い
に
混
乱
し
た
︒
入
道
と
な
っ
て
は
︑
禁
裏
へ
の
出
仕
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
出
来
な
い
︒︻
資
料
１
１
︼
の
女
房
奉
書
は
︑
こ
の
雅
康
出
家

に
よ
っ
て
不
在
と
な
っ
た
月
次
会
の
題
者
及
び
添
削
者
の
対
応
に
つ
き
︑
惣
領
の
栄
雅
に
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
結
局
︑
栄
雅
も
妙
案
が
出
ず
︑
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外
様
月
次
歌
会
は
文
明
十
四
年
三
月

を
も
っ
て
途
絶
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

⑶
公
武
月
次
歌
会
の
そ
の
後

　

禁
裏
外
様
月
次
歌
会
の
再
興
は
︑

義
政
の
意
図
と
し
て
は
︑
後
花
園
天

皇
と
自
ら
の
先
蹤
を
辿
ら
せ
る
た
め

の
︑
よ
く
言
え
ば
親
心
に
出
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
対
す

る
次
代
の
天
皇
・
将
軍
の
反
応
は
冷

た
か
っ
た
︒

　

後
土
御
門
天
皇
は
︑
外
様
月
次
歌

会
を
停
止
さ
せ
た
当
人
だ
が
︑
翌
文
明
十
五
年
︵
一
四
八
三
︶
正
月
︑
あ
た
か
も
十
八
日
に
歌
会
始
を
催
行
し
た
︵
親
長
卿
記
︶︒
表
４
に
あ
げ

た
よ
う
に
︑
参
加
者
は
乱
前
の
内
々
月
次
会
︵
F
︶
の
人
員
を
多
く
参
加
さ
せ
た
近
臣
の
み
の
会
で
あ
る
︵
G
︶︒
こ
の
会
は
翌
二
月
よ
り
二
十
四

日
に
移
動
さ
れ
︑
以
後
内
々
の
月
次
歌
会
と
し
て
続
い
て
い
く
︵
言
国
詠
草
︶︒
次
代
後
柏
原
天
皇
の
月
次
歌
会
の
基
礎
と
な
っ
た
会
で
あ
る48

︒

ま
た
︑
天
皇
は
和
歌
よ
り
も
参
会
を
原
則
と
す
る
連
句
文
芸
を
重
視
し
た
︒
そ
の
文
壇
経
営
は
夙
に
著
名
で
あ
る
︒

　

義
尚
も
父
の
用
意
し
た
形
式
的
な
作
歌
空
間
に
思
い
入
れ
は
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
文
明
十
四
年
七
月
に
義
政
の
政
務
委
譲
を
受
け
た
義
尚
は
︑

八
月
十
一
日
に
千
首
歌
会
を
挙
行
し
︑
自
ら
の
執
政
開
始
を
象
徴
し
た49

︒
そ
し
て
直
後
の
二
十
五
日
︑
今
度
は
甘
露
寺
親
長
等
廷
臣
達
に
幕
府
月

次
歌
会
へ
詠
を
進
め
る
よ
う
呼
び
掛
け
て
い
る
︵
親
長
卿
記
︶︒
義
尚
期
の
月
次
歌
会
の
参
仕
者
を
知
る
資
料
は
存
在
し
な
い
が
︑
義
政
期
を
考

え
れ
ば
お
そ
ら
く
武
家
中
心
の
人
員
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︵︻
資
料
９
︼︶︒
つ
ま
り
︑
義
尚
は
執
政
開
始
を
期
に
自
ら
の
月
次
会
の
人
員
を
拡

F G
年 寛正4年（1464） 文明15年（1483)
月日 1月25日 1月18日
区分 内々 言及ナシ
形式 50首短冊 1首懐紙
人数 20名 16名
出典 公宴続歌 親長卿記

人員

①後花園天皇 ❶〔後土御門天皇〕
②貞常親王 ⑮庭田雅行
③成仁親王 ⑤甘露寺親長
④正親町持季 ⑲松木宗綱
⑤甘露寺親長 中御門宣胤
⑥万里小路冬房 三条西実隆
⑦小倉実右 ⑫滋野井教国
⑧祐紹※庭田政賢 白川忠富
⑨四辻季春 ❾四辻季経
⑩冷泉永親 山科言国※1
⑪広橋綱光 綾小路俊量
⑫滋野井教国 ❺甘露寺元長
⑬東坊城長清 ⑳薄以量
⑭高倉永煕 ❻万里小路賢房
⑮庭田雅行 15庭田重経
⑯東坊城顕長 17五条富仲
⑰五辻泰仲※政仲
⑱正親町公澄
⑲松木宗綱
⑳薄以量

表４　内々月次会と文明15年正月御歌始 

※１　養父・顕言が内々会人数。表２-C⑱参照。
＊Gの数字はFに対応。
＊白抜数字は丸数字の人物の後継を指す。
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張
し
た
の
で
あ
る
︒
翌
十
五
年
正
月
二
十
五
日
︑
幕
府
月
次
歌
会
始
の
披
講
と
禁
裏
の
月
次
連
歌
会
が
差
し
合
わ
せ
る
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
が

︵
親
長
卿
記
・
実
隆
公
記
︶︑
そ
れ
は
こ
の
時
の
増
員
が
原
因
で
あ
る
︒
そ
し
て
翌
二
月
︑
義
尚
は
有
名
な
和
歌
打
聞
の
編
纂
を
開
始
す
る
こ
と
に

な
る
︒

　

後
花
園
天
皇
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
︑
義
政
に
受
け
継
が
れ
た
月
次
歌
会
の
公
武
協
調
路
線
は
︑
こ
こ
に
瓦
解
を
迎
え
て
い
る
︒
後
土
御
門
天
皇

も
義
尚
も
形
式
的
な
公
武
協
調
歌
壇
へ
の
関
心
は
薄
く
︑
よ
り
実
質
的
な
独
自
勢
力
の
保
持
・
拡
充
に
注
力
す
る
︒
連
句
文
芸
と
和
歌
撰
集
︑
両

者
の
見
据
え
る
も
の
は
異
な
る
が
︑
文
壇
経
営
の
方
向
性
は
一
致
し
て
い
る
︒
彼
ら
の
行
動
の
淵
源
に
あ
る
も
の
こ
そ
︑
ま
さ
し
く
︑
応
仁
の
乱

が
あ
た
え
た
社
会
環
境
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

そ
の
後
義
尚
の
月
次
歌
会
は
︑
長
享
元
年
︵
一
四
八
七
︶
の
近
江
出
征
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
︑
延
徳
元
年
︵
一
四
八
九
︶︑
義
尚
の
陣
没
に
よ

っ
て
断
絶
と
な
っ
た
︒
義
教
以
来
の
幕
府
月
次
歌
会
は
か
く
し
て
終
焉
を
迎
え
た
︒

む
す
び

　

以
上
︑
室
町
期
に
お
け
る
公
武
の
月
次
歌
会
を
通
覧
し
た
︒

　

足
利
将
軍
家
の
月
次
歌
会
の
実
質
的
な
創
始
は
義
教
で
あ
る
︒
彼
の
後
見
に
よ
っ
て
後
花
園
天
皇
が
禁
裏
月
次
歌
会
を
開
始
し
て
以
降
︑
公
武

に
月
次
歌
会
が
並
立
す
る
時
代
と
な
る
︒

　

両
者
の
歌
壇
勢
力
を
︑
禁
裏
外
様
月
次
歌
会
を
創
設
す
る
こ
と
で
結
び
つ
け
た
の
は
後
花
園
天
皇
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
政
情
不
安
に
対
す
る
協

調
政
策
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
時
の
将
軍
義
政
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
︑
以
降
将
軍
家
に
と
っ
て
も
恒
例
行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に

な
る
︒
後
花
園
天
皇
・
義
政
期
に
構
築
さ
れ
た
月
次
歌
会
体
制
は
︑
向
後
の
定
式
化
を
期
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

　

そ
の
途
上
︑
勃
発
し
た
の
が
応
仁
の
乱
で
あ
っ
た
︒
十
年
に
及
ん
だ
戦
乱
は
社
会
情
勢
を
大
き
く
変
容
さ
せ
︑
乱
前
に
構
築
さ
れ
た
月
次
会
体

制
の
社
会
的
意
義
を
低
下
さ
せ
た
︒
結
局
公
武
協
調
路
線
は
瓦
解
し
︑
次
代
の
後
土
御
門
天
皇
・
義
尚
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
壇
経
営
を
行
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
︒
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従
来
の
体
制
を
瓦
解
さ
せ
︑
歌
壇
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
点
で
︑
応
仁
の
乱
は
確
か
に
歌
壇
史
上
に
お
け
る
画
期
と
評
価
で
き
る
︒
た

だ
月
次
歌
会
と
い
う
主
題
に
沿
っ
て
そ
の
変
遷
を
眺
め
る
と
︑
後
土
御
門
・
義
尚
期
の
公
武
歌
壇
の
個
別
経
営
は
︑
後
花
園
・
義
教
期
以
前
の
在

り
方
と
変
わ
ら
な
い
︒
公
武
の
月
次
歌
会
経
営
に
お
い
て
画
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
︑
む
し
ろ
後
花
園
・
義
政
期
に
お
け
る
協
調
的
な
体
制

再
編
で
あ
る
︒
応
仁
の
乱
は
い
わ
ば
︑
そ
れ
を
従
来
の
在
り
方
に
戻
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

応
仁
の
乱
が
日
本
の
歴
史
上
に
お
け
る
重
大
な
画
期
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
︒
た
だ
︑
そ
う
し
た
重
大
な
画
期
に
よ
ら
ず
と
も
︑
個
々

の
文
化
事
象
は
︑
絶
え
ず
変
化
を
遂
げ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
︒
そ
う
し
た
微
細
な
画
期
を
︑
資
料
を
も
と
に
丹
念
に
捉
え
て
い
く
こ
と
が
今

後
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒

＊
史
料
の
引
用
は
既
刊
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
拠
り
︑
未
翻
刻
の
も
の
は
各
所
蔵
機
関
の
写
真
複
製
資
料
に
拠
っ
た
︒
な
お
︑︵　

︶
は
私
の
注
記
︑

︿　

﹀
は
割
り
注
を
示
す
︒
歌
集
の
引
用
・
番
号
は
﹃
新
編
私
家
集
大
成
﹄
に
拠
る
︒

註1 

北
山
文
化
・
東
山
文
化
と
い
う
呼
称
は
︑
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
と
八
代
義
政
が
造
営
し
た
邸
宅
・
山
荘
の
名
称
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
︒
両
時

期
を
文
化
史
上
の
高
揚
期
と
捉
え
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
研
究
の
進
展
に
よ
り
︑
あ
い
だ
の
四
代
義
持
・
六
代
義
教
の
時
代
︑
ま
た
義
政

期
以
後
・
十
六
世
紀
の
文
化
史
上
に
お
け
る
重
要
性
が
説
か
れ
る
に
至
り
︑
そ
の
評
価
の
妥
当
性
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
で
は
こ
れ

ら
の
時
代
を
総
合
し
て
﹁
室
町
文
化
﹂
と
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒

2 

末
柄
豊
﹁
室
町
文
化
と
そ
の
担
い
手
た
ち
﹂
榎
原
雅
治
編
﹃
一
揆
の
時
代
﹄︵
日
本
の
時
代
史
11
︶
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
︒
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3 

浅
田
徹
﹁
月
次
歌
会
の
始
発
と
展
開
─
中
世
和
歌
形
成
史
の
た
め
に
─
﹂
国
文
128
︑
二
〇
一
七
︒

4 
井
上
宗
雄
﹃
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

室
町
前
期
︹
改
訂
新
版
︺﹄
風
間
書
房
︑
一
九
八
四
︹
初
出
：
一
九
六
一
︺︒

5 
な
お
︑
同
﹁
書
目
稿
﹂
に
掲
載
さ
れ
る
歌
書
に
関
し
て
は
︑
近
年
武
井
和
人
氏
を
中
心
に
翻
刻
作
業
が
進
ん
で
い
る
︵
武
井
和
人
・
酒
井
茂
幸
﹁
未
刊

室
町
後
期
歌
会
資
料
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
一
︶︵
～
︵
五
︶︶﹂︵
研
究
と
資
料
68
─

72
︑
二
〇
一
二
・
一
二
─

二
〇
一
四
・
一
二
︶︒
石
澤
一
志
・
酒

井
茂
幸
・
武
井
和
人
・
日
高
愛
子
・
山
本
啓
介
﹁
室
町
期
歌
会
資
料
集
成
稿
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
一
︶﹂︵
研
究
と
資
料
73
︑
二
〇
一
五
・
七
︶︒
以

降
︑
二
〇
一
九
年
時
点
で
︵
十
︶
を
数
え
る
︶︒

6 

伊
藤
敬
﹁﹃
公
宴
続
歌
﹄
─
十
五
・
六
世
紀
宮
廷
和
歌
史
稿
─
小
番
衆
・
三
条
家
・
月
次
御
会
の
こ
と
ど
も
﹂﹃
室
町
時
代
和
歌
史
論
﹄
新
典
社
︑
二
〇

〇
五
︹
初
出
：
二
〇
〇
一
︺︒

7 

請
求
記
号
：
一
五
三
・
二
〇
八
︒
二
十
九
冊
︒
公
宴
続
歌
研
究
会
編
﹃
公
宴
続
歌　

─
本
文
編
・
索
引
編
﹄︵
和
泉
索
引
叢
書
46
︑
二
〇
〇
〇
︶
と
し

て
翻
刻
さ
れ
る
︒

8 

小
森
崇
弘
﹁
後
土
御
門
天
皇
の
千
句
連
句
文
芸
御
会
─
和
歌
と
の
対
比
か
ら
─
﹂
芸
能
史
研
究
181
︑
二
〇
〇
八
︒

9 

三
角
範
子
﹁
足
利
義
教
と
そ
の
和
歌
会
﹂
日
本
歴
史
649
︑
二
〇
〇
二
・
六
︒

10 

髙
橋
優
美
穂
﹁
足
利
義
教
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
─
附
・
足
利
義
教
文
学
年
譜
稿
─
﹂︵
語
文
158
︑
二
〇
一
七
︶︑
綿
抜
豊
昭
﹁
足
利
義
尚
文
化
活
動
事

績
年
譜
﹂︵
中
央
大
学
国
文
25
︑
一
九
八
二
︶︒

11 

三
角
前
掲
注
９
論
文
︒

12 

写
本
は
複
数
残
る
︒
興
福
寺
国
宝
館
蔵
習
見
聴
諺
集
︵
実
暁
記
︶
所
収
本
が
︑
前
掲
注
︵
５
︶﹁
室
町
期
歌
会
資
料
集
成
稿
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
四
︶﹂

︵
研
究
と
資
料
76
︑
二
〇
一
六
・
一
二
︶
に
て
翻
刻
︒
な
お
略
解
題
中
現
所
在
不
明
と
さ
れ
る
井
上
宗
雄
氏
旧
蔵
本
︵
残
欠
本
︶
は
︑
国
文
学
研
究
資

料
館
現
蔵
で
あ
る
︵
請
求
記
号
：
ヨ
６
─

３
８
︶︒

13 

⑦
上
冷
泉
為
之
が
︑
正
長
元
年
五
月
十
五
日
の
短
冊
始
初
参
︵
満
済
准
后
日
記
︶︒
ま
た
⑬
赤
松
義
雅
の
兄
・
満
祐
︵
性
具
︶
が
︑
同
六
月
二
十
五
日

の
懐
紙
始
初
参
︒
⑥
畠
山
義
忠
︵
畠
山
大⎝
満
慶
⎠夫

入
道
嫡
子
︶
は
︑
同
会
の
段
階
で
は
参
仕
を
固
辞
し
て
い
る
︵
建
内
記
︶︒

14 

三
角
前
掲
注
９
論
文
︒

15 

﹁︵
康
暦
二
年
四
月
︶
五
日
︑
将
軍
家
月
次
御
会
始　

更
衣
﹂︵
為
重
集
・
五
六
詞
書
︶
等
︒

16 

小
川
剛
生
﹃
足
利
義
満
─
公
武
に
君
臨
し
た
室
町
将
軍
─
﹄
中
公
新
書
︑
二
〇
一
二
︒
第
四
章
﹁
室
町
殿
の
学
識
﹂︒

17 

伊
勢
貞
親
家
訓
︵
底
本
は
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
︶︒
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18 

四
月
十
日
︑
十
六
日
︑
二
十
八
日
︒
五
月
十
日
︑
十
九
日
︒
晴
御
会
と
月
次
会
は
と
も
に
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
禁
裏
御
会
和
歌
︵
請
求
記
号
：
五
〇

一
・
二
九
〇
︶
に
所
収
︒
前
掲
注
５
﹁
室
町
期
歌
会
資
料
集
成
稿
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
三
︶﹂︵
研
究
と
資
料
75
︑
二
〇
一
六
・
七
︶
に
翻
刻
︒

19 
﹁
今
日
内
裏
月
次
御
歌
也
︑︵
中
略
︶︑
室⎝
足
利
義
教
⎠

町
殿
無
参
内
云
々
﹂︵
看
聞
日
記
四
月
十
六
日
条
︶︑﹁
源⎝
庭
田
重
有
⎠

中
納
言
参
︑
御
会
之
式
物
語
︑︵
中
略
︶︑
室
町
□
﹇
殿
カ
﹈御

歌
も
無
詠
進
云
々
﹂︵
同
十
七
日
条
︶︒

20 

看
聞
日
記
永
享
十
年
十
月
三
日
︑
四
日
条
︒

21 

披
講
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
前
掲
注
６
論
文
に
も
言
及
が
あ
る
が
同
様
の
結
論
で
あ
る
︒
な
お
少
し
時
期
は
下
る
が
︑
看
聞
日
記
嘉
吉
元
年
五
月
六
日
条

に
﹁
内
裏
月
次
御
歌
詠
進
︑
去
月
之
分
也
﹂
と
あ
り
︑
貞
成
が
詠
進
の
み
で
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

22 

看
聞
日
記
永
享
十
年
四
月
十
六
日
条
︒

23 

前
掲
注
５
﹁
室
町
期
歌
会
資
料
集
成
稿
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
六
︶﹂︵
研
究
と
資
料
78
︑
二
〇
一
七
・
一
二
︶
に
翻
刻
︒

24 

但
し
︑
続
撰
吟
抄
に
七
・
八
月
分
の
抜
書
が
所
収
︒

25 

四
・
五
月
に
空
白
期
間
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
天
皇
生
母
庭
田
幸
子
薨
去
に
よ
る
休
止
と
あ
る
︵
公
宴
続
歌
︵
第
二
冊
︶︶︒

26 

請
求
記
号
：
四
一
─

二
四
─

三
〇
四
九
︒﹃
和
歌
Ⅰ
﹄︵
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
編
第
四
巻
︶︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
三
︶
に
影
印
掲
載
︒

27 

平
山
敏
治
郎
﹁
内
々
と
外
様
─
堂
上
家
の
家
格
﹂﹃
日
本
中
世
家
族
の
研
究
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
〇
︒

28 

引
用
は
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄︵
第
一
期
・
第
二
十
一
巻
︶
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
四
︒
黒
川
道
祐
遠
碧
軒
随
筆
の
抜
書
︒
現
存
す
る
遠
碧
軒
記
︵﹃
同
大

成
﹄
第
一
期
・
第
八
巻
所
収
︶
に
は
記
載
な
し
︒

29 

村
田
正
志
﹃
證
註
椿
葉
記
﹄︵
村
田
正
志
著
作
集　

第
四
巻
︶
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
四
︹
初
出
：
一
九
五
四
︺︒

30 

建
内
記
文
安
元
年
四
月
十
日
条
︑
看
聞
日
記
嘉
吉
三
年
九
月
二
十
四
日
条
︒

31 

﹁
甘
露
寺
目⎝
親
長
幼
名
⎠

々
丸
参
︑
雖
外
様
常
御
所
ニ
召
﹂︵
看
聞
日
記
永
享
十
年
六
月
一
日
条
︶︒

32 

桜
井
英
治
氏
は
こ
の
将
軍
幼
少
期
の
公
武
関
係
を
﹁
天
皇
に
よ
る
幕
府
支
配
﹂
と
呼
ぶ
︵﹃
室
町
人
の
精
神
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
一
︶︒

33 

森
茂
暁
﹃
闇
の
歴
史
︑
後
南
朝
─
後
醍
醐
流
の
抵
抗
と
終
焉
﹄︵
角
川
選
書
︑
一
九
九
七
︶
等
参
照
︒

34 

寛
正
五
年
の
譲
位
以
降
は
仙
洞
御
会
と
し
て
継
続
さ
れ
た
ら
し
い
︵
後
大
通
院
御
集
︹
貞
常
親
王
Ⅱ
︺︶︒

35 

公
宴
月
次
で
は
年
次
不
詳
で
あ
る
が
︑
後
大
通
院
御
集
︹
貞
常
親
王
Ⅱ
︺
と
の
照
合
で
︑
当
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
井
上

前
掲
注
４
著
書
﹁
書
目
稿
﹂
参
照
︒

36 

同
年
の
月
次
会
は
正
・
二
・
五
・
十
一
月
の
も
の
が
写
本
と
し
て
残
る
︒
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
︵
請
求
記
号
：
二
〇
一
─

〇
一
三
六
︶
が
︑
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前
掲
注
５
﹁
室
町
期
歌
会
資
料
集
成
稿
─
釈
文
と
略
解
題
─
︵
九
︶﹂︵
研
究
と
資
料
81
︑
二
〇
一
九
・
六
︶
に
翻
刻
︒
な
お
︑
尊
経
閣
文
庫
蔵
武
家
手

鑑
に
伝
大
館
尚
氏
の
一
葉
が
存
す
る
︒

37 
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
長
禄
二
年
四
月
七
日
条
︒

38 

注
34
参
照
︒

39 

親
長
卿
記
文
明
五
年
七
月
二
十
八
日
条
︒
な
お
同
月
以
降
義
政
が
参
加
し
た
と
あ
る
︒
乱
前
・
後
花
園
天
皇
の
内
々
の
区
分
と
は
若
干
異
な
る
か
︒

40 

な
お
紅
塵
灰
集
︵
七
三
二
╱
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
︶
に
は
﹁
文
明
元
四
廿
九
月
次
﹂
と
の
端
書
き
が
あ
る
が
︑
戦
乱
最
盛
期
で
あ
り
開
催
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
︒
或
い
は
﹁
元
年
﹂
は
﹁
五
年
﹂
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒

41 

群
書
類
従
所
収
︒
な
お
同
記
に
よ
れ
ば
︑
内
々
︵
非
公
式
︶
に
は
前
年
二
月
よ
り
開
始
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

42 

拙
稿
﹁
文
明
十
四
年
将
軍
家
千
首
に
つ
い
て
─
足
利
義
尚
歌
壇
に
お
け
る
意
義
と
後
世
の
影
響
─
﹂
和
歌
文
学
研
究
117
︑
二
〇
一
八
・
一
二
︒

43 

大
乗
院
寺
社
雑
事
記
文
明
十
四
年
七
月
二
十
五
日
条
︒

44 

実
隆
公
記
文
明
十
三
年
正
月
七
日
条
︑
親
長
卿
記
文
明
十
三
年
正
月
十
九
日
条
︒

45 

小
森
前
掲
注
８
論
文
︒

46 

﹁
あ⎝
飛
鳥
井
雅
康
⎠

す
か
井
に
御
ゑ
い
さ
う
み
せ
ら
る
ゝ
﹂︵
お
湯
殿
の
上
の
日
記
文
明
十
三
年
正
月
十
七
日
条
︶︒

47 

東
京
大
学
教
養
学
部
蔵
内
裏
月
次
題
分
配
︵
請
求
記
号
：
一
〇
─

い
─

四
︵
六
八
︶︶︒
末
柄
豊
﹁
東
京
大
学
教
養
学
部
蔵
﹃
飛
鳥
井
家
和
歌
関
係
資

料
﹄﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
19
︑
二
〇
〇
九
︶
に
翻
刻
︒

48 

高
柳
祐
子
﹁
和
歌
史
の
岐
路
に
立
つ
天
皇
─
後
柏
原
天
皇
と
御
会
の
時
代
─
﹂
國
語
と
國
文
学
86
─

8
︑
二
〇
〇
九
・
八
︒

49 

前
掲
注
42
拙
稿
︒


