
室
町
幕
府
将
軍
の
和
歌
好
尚
は
、
九
代
の
義
尚
が
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る
が
、
初
代
尊
氏
以
来

代
々
の
将
軍
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
代
の
義
満
の
和
歌
事
蹟
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

そ
れ
は
康
暦
・
永
徳
の
交
、
彼
が
公
家
化
し
て
い
く
過
程
で
和
歌
と
の
係
わ
り
が
顕
著
に
見
ら

れ
る
。
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
義
満
の
執
奏
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
永
徳
元
年

（
一
三
八
一
）
三
月
、
室
町
殿
に
後
円
融
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
た
時
の
歌
会
、
同
年
八
月
任
大
臣

後
初
度
の
歌
会
、
と
も
に
家
で
の
催
し
で
あ
り
頗
る
盛
儀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
歌
壇
の

支
配
者
と
し
て
の
事
蹟
と
い
う
べ
き
で
、
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
作
歌
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。

室
町
幕
府
将
軍
が
、
治
天
の
君
に
か
わ
っ
て
勅
撰
和
歌
集
を
撰
進
さ
せ
る
権
利
を
握
っ
た
こ
と

は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
勅
撰
集
が
下
命
さ
れ
完
成
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に

嫌
で
も
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
一
つ
に
百
首
歌
（
応
製
百
首
）
の
詠
進
が
あ
る
。
将

軍
が
応
製
百
首
を
詠
進
す
る
こ
と
な
ど
、
鎌
倉
時
代
に
は
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
な
い
。

既
に
『
風
雅
和
歌
集
』
の
時
の
貞
和
百
首
の
人
数
に
は
尊
氏
と
直
義
が
加
え
ら
れ
た
が
、
な
か

な
か
詠
進
で
き
ず
披
講
を
延
引
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
『
園
太
暦
』
貞
和
二
年
閏
九
月
十
日
条
）
。

自
筆
清
書
が
原
則
で
あ
り
、
一
首
三
首
の
懐
紙
短
冊
と
違
っ
て
代
作
と
い
う
訳
に
も
い
か
ず
、
ま

た
詠
進
の
際
の
故
実
も
不
案
内
で
は
、
将
軍
兄
弟
に
と
っ
て
大
き
な
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
ろ
う
。

公
家
の
教
養
を
最
も
よ
く
身
に
つ
け
た
と
い
わ
れ
る
義
満
で
も
状
況
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
二
条
為
重
が
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
三
月
二
十
八
日
に
奏
覧

後
、
翌
三
年
十
一
月
二
十
八
日
に
返
納
さ
れ
た
（
『
代
々
勅
撰
部
立
』
）
。
こ
れ
は
義
満
の
百
首
詠

進
が
頗
る
遅
れ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
ら
し
い
。
『
吉
田
家
日
次
記
』
同
年
九
月
二
十
三
日
条
に

「
准
后
御
百
首
（
四
季
部
先
立
て
遣
さ
る
、
恋
雑
部
今
日
出
さ
る
）
出
さ
る
の
間
、
今
に
於
い
て

は
勅
撰
返
納
来
月
た
る
べ
し
」
（
原
漢
文
）
と
、
よ
う
や
く
義
満
の
応
製
百
首
が
完
成
し
た
こ
と

に
撰
者
が
安
堵
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
有
様
で
あ
る
か
ら
、
義
満
が
名
実
と
も
に
公
家
社
会
の
頂
点
に
立
つ
頃
に
和
歌
事

蹟
が
少
な
く
な
る
こ
と
も
肯
け
る
が
、
最
晩
年
に
は
興
味
深
い
詠
が
あ
る
。
『
教
言
卿
記
』
応
永

十
四
年
（
一
四
○
七
）
十
二
月
二
十
四
日
条
に
、

将
軍
と
和
歌
ｌ
足
利
義
満
の
場
合

一
、
高
橋
来
、

我
が
い
ほ
は
世
を
宇
治
山
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
み
や
こ
の
か
た
を
た
つ
み
に
ぞ
み
る

で
あ
っ
た
。
四
句
目
の
「
あ
し
り
の
浦
」
と
は
、
「
高
嶋
の
足
利
湖
を
こ
ぎ
過
ぎ
て
塩
津
菅
浦
今

か
こ
ぐ
ら
む
」
（
『
万
葉
集
』
巻
九
・
一
七
三
四
・
小
弁
）
に
由
来
す
る
。
「
足
利
湖
」
を
新
点
以

後
は
「
あ
ど
の
み
な
と
」
と
訓
む
が
、
中
古
に
は
『
あ
し
り
の
う
ら
」
の
訓
が
通
行
し
て
い
て
、

こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
枕
は
琵
琶
湖
西
岸
の
舟
木
崎
、
安
曇
川
の
河
口
一
帯
に
比

定
さ
れ
る
が
、
義
満
と
の
縁
は
な
く
、
字
面
通
り
「
足
利
」
の
名
が
自
分
に
は
懐
か
し
く
思
え
る
、

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
あ
し
り
の
う
ら
」
は
、
新
古
今
時
代
に
僅
か
な
用
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
当

時
は
ま
ず
用
い
ら
れ
な
い
歌
枕
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
『
万
葉
集
』
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、
「
あ
し

り
の
う
ら
」
か
ら
「
足
利
」
を
想
起
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
い
う
街
学
的
な
と
こ

ろ
は
義
満
に
は
な
い
。
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
名
所
を
内
裏
歌
合
で
詠
ん
だ
意
図
を
も
う
少
し
付
度

し
た
い
気
持
ち
に
駆
ら
れ
る
。

一
つ
の
推
測
で
あ
る
が
、
そ
の
心
中
に
は
、
関
東
公
方
足
利
満
兼
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

と
あ
る
。
こ
の
時
、
十
首
歌
を
召
し
た
ら
し
く
、
そ
の
自
詠
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
例
の
喜
撰
歌

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。
義
満
は
側
近
に
対
し
て
は
「
御
利
口
」
、
つ
ま
り
軽
口
冗
談
を
た
た
く

こ
と
が
常
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
既
に
将
軍
を
義
持
に
譲
り
、
豪
著
な
北
山
殿
を
営
み
、
院
政

を
気
取
っ
て
い
た
義
満
の
、
稚
気
に
満
ち
た
狂
歌
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
自
ら
北
山
を
讃
え
る
一
種

の
宿
褒
め
を
し
た
こ
と
は
、
権
力
者
の
詠
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
南
朝
の
遺
臣
花

山
院
長
親
（
耕
雲
明
魏
）
が
早
く
も
如
才
な
く
義
満
に
取
り
入
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

さ
て
、
こ
の
年
十
一
月
二
十
七
日
に
は
、
内
裏
で
九
十
番
歌
合
が
催
さ
れ
た
。
公
武
網
素
六
十

名
の
歌
人
が
参
加
す
る
大
歌
合
で
あ
り
、
事
実
上
義
満
が
主
催
者
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

三
十
一
番
右
、
義
満
の
「
浦
雪
」
詠
は
、

さ
れ
て
か
ら
公
方
を
称
し
た
家
柄
で
、
関
東
と
陸
奥
出
羽
十
ヶ
国
を
独
力
で
支
配
し
て
い
た
。
当

初
は
京
都
の
幕
府
と
の
分
割
統
治
が
効
を
奏
し
て
い
た
が
、
内
乱
が
沈
静
化
す
る
と
、
か
え
っ
て

関
東
公
方
と
は
、
尊
氏
の
次
男
基
氏
が
室
町
幕
府
の
出
向
機
関
で
あ
る
鎌
倉
府
の
主
と
し
て
遣

北
山
殿
十
首
御
寄
内
、
耕
雲
庵
長
点
を
被
申
云
々
、

き
き
し
よ
り
名
も
む
つ
ま
し
く
思
ふ
な
り
あ
し
り
の
浦
に
つ
も
る
白
雪

小

川

剛
生

－7－



鎌
倉
の
主
と
な
っ
た
人
び
と
ｌ
源
実
朝
や
宗
尊
親
王
、
そ
し
て
関
東
公
方
初
代
の
足
利
基
氏
に

も
、
鎌
倉
を
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
は
り
彼
ら
の
統
治
者
意
識
と
切
り
離
せ
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
義
満
自
身
は
関
東
に
入
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
こ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
栄

華
を
極
め
た
北
山
殿
と
し
て
生
涯
を
終
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
心
底
で
は
な
お
名
字
の
地

へ
の
こ
だ
わ
り
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
。
義
満
の
生
涯
の
最
後
に
詠
ま
れ
た
和
歌
が

北
山
殿
と
足
利
荘
を
題
材
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
不
思
議
な
偶
然
で
あ
る
。

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

将
軍
権
力
が
最
も
強
大
で
あ
っ
た
義
満
の
時
さ
え
、
満
兼
は
し
ば
し
ば
反
抗
的
な
態
度
を
と
っ

た
。
両
者
対
立
の
焦
点
の
一
つ
が
、
足
利
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
下
野
国
足
利
荘
で
あ
っ
た
。
こ

の
地
は
も
と
も
と
幕
府
の
直
轄
領
で
あ
り
代
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
頃
は
幕
府
と
鎌
倉

府
と
の
間
で
そ
の
管
理
が
め
ま
ぐ
る
し
く
交
替
し
、
応
永
十
四
年
頃
に
は
満
兼
の
支
配
に
繰
り
入

れ
ら
れ
た
（
『
足
利
市
史
』
上
）
。
関
東
公
方
も
ま
た
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
と
す
る
足
利
荘
に
つ
い
て

は
、
こ
と
さ
ら
幕
府
に
対
抗
心
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
義
満
を
刺
激
せ
ず
に
は
い

将
軍
に
替
わ
ら
ん
と
す
る
野
望
を
抱
き
、

ス
腱
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

京
都
と
の
確
執
が
絶
え
ず
、
長
く
幕
府
政
治
の
ア
キ
レ
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