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室
町
時
代
の
末
に
出
来
た
と
思
は
れ
る
職
人
歌
合
せ
の
中
、
勧
進
聖
訓
職
人

歌
合
せ
と
い
ふ
の
が
あ
つ
て
「
絵
解
き
」
の
姿
が
画
か
れ
て
ゐ
る
。
琵
琶
を

片
手
に
箱
を
担
ひ
、
地
獄
極
楽
の
絵
を
懸
け
て
、
そ
れ
を
地
搗
き
の
棒
の
様

な
も
の
で
説
明
し
て
ゐ
る
姿
で
あ
る
。
三
十
二
番
歌
合
せ
の
第
一
番
に
出
て

来
る
の
も
此
で
、
片
手
で
は
琵
琶
を
弾
じ
、
片
手
で
は
雉
の
羽
の
著
い
た
棒

で
説
明
し
て
ゐ
る
。
「
絵
を
か
た
り
琵
琶
を
弾
き
て
」
と
註
し
た
の
を
見
て

も
、
絵
の
説
明
を
節
付
け
で
し
た
事
が
訣
る
。

室
町
時
代
の
文
学
は
、
一
体
に
唱
導
的
な
も
の
が
多
い
が
、
此
絵
解
き
も
無

論
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
其
文
句
は
伝
は
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
、
極
つ
た
文

句
を
語
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
此
が
徳
川
時
代
に
な
る
と
、
熊
野
勧
進
比
丘
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尼
、
　
　
普
通
歌
比
丘
尼
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
な
る
。
此この
比
丘
尼
は
、
紀

州
の 
日  

前 
ヒ
ノ
ク
マ

宮
の
信
仰
と
、
其
に
関
係
が
深
く
て
、
後
に
は
一
緒
に
な
つ
て

了
う
た
伊
勢
の
大
神
の
信
仰
と
を
、
弘
通
し
て
歩
い
た
の
で
、
熊
野
に
参
籠

し
、
伊
勢
に
参
詣
し
て
、
牛
王
宝
印
の
札
を
配
る
傍
、
絵
解
き
を
し
て
ゐ
た
。

歌
比
丘
尼
の
も
と
の
形
が
絵
解
き
な
の
で
あ
る
。
絵
解
き
が
元
と
な
つ
て
勧

進
聖
が
現
れ
、
更
に
変
つ
て
か
う
し
た
勧
進
比
丘
尼
と
な
つ
た
こ
と
が
訣
る
。

そ
し
て
勧
進
比
丘
尼
は
つ
ひ
に
遊
女
の
如
き
生
活
を
す
る
も
の
に
堕
ち
た
。

こ
ん
な
職
業
が
、
男
か
ら
女
に
移
る
の
は
自
然
の
行
き
方
で
、
「
一
代
男
」

な
ど
で
は
釜
祓
へ
が
女
の
姿
で
現
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
も
元
は
男
な
の
で
あ

る
。

相アヒ
の
山
も
此
一
種
で
、
簓
サ
ヽ
ラを
持
つ
て
門
附
け
を
し
て
歩
い
た
。
上
方
唄
に
も
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其
文
句
は
残
つ
て
ゐ
る
が
、
行
基
が
作
つ
て
相
の
山
で
謡
は
せ
た
と
い
ふ
伝

へ
が
あ
る
。
此
も
男
が
す
る
の
が
本
態
で
あ
る
。
伊
勢
の
相
の
山
に
お
杉
・

お
玉
の
二
人
が
ゐ
て
、
客
の
投
げ
る
銭
を
面
で
受
け
と
め
た
と
い
ふ
の
は
、

民
間
の
門
附
け
と
共
に
却
つ
て
潰
れ
た
形
な
の
で
あ
る
。
相
の
山
は
ま
た
伊

勢
の
川
崎
音
頭
の
源
流
で
も
あ
り
、
お
な
じ
く
古
い
伊
勢
踊
り
も
、
こ
ゝ
に

胚
胎
し
て
ゐ
る
。
相
の
山
に
も
古
く
は
必
、
絵
解
き
が
あ
つ
た
に
相
違
な
く
、

そ
れ
か
ら
比
丘
尼
も
出
て
、
相
の
山
と
も
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
、

も
と
相
の
山
が
男
で
あ
つ
た
の
も
訣
る
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
の
初
期
か
ら
徳
川
時
代
の
初
期
に
か
け
て
行
は
れ
た
お
伽
草
子
と
、

か
う
し
た
歌
比
丘
尼
の
為
事
と
の
相
違
は
、
文
字
に
書
き
現
さ
れ
て
ゐ
る
か

ゐ
な
い
か
と
い
ふ
だ
け
で
、
ど
ち
ら
も
地
獄
極
楽
を
説
き
、
懺
悔
の
物
語
を
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し
て
ゐ
る
点
は
、
同
じ
で
あ
る
。
お
伽
草
子
の
す
べ
て
と
は
言
へ
ぬ
に
し
て

も
、
そ
の
一
方
面
に
は
確
か
に
歌
比
丘
尼
の
語
り
ご
と
に
代
ふ
る
に
文
字
を

以
て
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

お
伽
草
子
の
中
に
、
名
高
い
七
人
比
丘
尼
の
話
が
あ
る
。
懺
悔
サ
ン
ゲ
物
語
と
も
言

は
れ
て
ゐ
る
。
此
話
は
、
三
人
法
師
の
話
を
模
倣
し
た
の
だ
と
称
せ
ら
れ
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
真
偽
の
ほ
ど
は
訣
ら
な
い
。
懺
悔
を
喧
し
く
唱
へ
る
の
は
、

天
台
の
特
色
だ
つ
た
ら
し
い
が
、
歌
の
方
面
で
も
一
つ
の
形
式
に
な
つ
て
ゐ

た
。
古
い
小
唄
に
も
何
々
懺
悔
と
い
ふ
の
が
見
え
る
。
七
人
比
丘
尼
の
話
は
、

女
が
一
生
の
懺
悔
話
を
す
る
の
で
、
其
は
宛
あ
た
かも
仏
の
前
で
す
る
心
持
ち
で
人

の
前
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
「
一
代
男
」
の
歌
な
ど
も
、
上
方
唄
の
色
香

か
ら
採
つ
た
ら
し
く
、
や
は
り
懺
悔
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
此
歌
な
ど
も
突
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然
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
前
型
が
あ
つ
た
の
だ
。
お
伽
草
子
の

中
に
も
、
単
な
る
一
生
の
物
語
と
見
え
る
様
な
も
の
が
多
い
が
、
其それ
ら
は
す

べ
て
懺
悔
に
関
す
る
部
類
に
一
纏
め
に
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
更
に
古
く
溯
れ

ば
、
大
鏡
・
増
鏡
な
ど
も
、
や
は
り
此
種
類
に
属
す
べ
き
で
あ
る
が
、
お
伽

草
子
の
中
で
は
、
も
つ
と
切
実
な
心
持
ち
を
表
し
て
ゐ
る
。

か
う
し
た
懺
悔
の
歌
の
方
面
を
最
近
く
ま
で
持
続
し
て
来
た
も
の
は
、
恐
ら

く
勧
進
比
丘
尼
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
其
は
、
絵
解
き
か
ら
来
て
ゐ

る
。
説
経
を
今
一
層
通
俗
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
解
き
の
節
廻
し
か
ら
、

お
伽
草
子
の
懺
悔
は
組
み
立
て
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
後
世
、

色
懺
悔
な
ど
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
皆
こ
れ
と
同
一
の
系

統
に
属
す
べ
き
で
あ
る
。
一
体
に
、
懺
悔
の
歌
は
、
絵
解
き
だ
け
で
は
物
足
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ら
な
く
感
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
為
に
、
自
分
を
見
せ
し
め
と
し
て
、
も
つ

と
よ
い
生
活
を
す
る
や
う
に
、
と
い
ふ
反
省
を
促
す
歌
が
行
は
れ
た
の
で
、

効
果
も 
一  
入 
ひ
と
し
ほ

な
の
で
あ
る
。

七
人
比
丘
尼
の
話
は
其
自
ら
既
に
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
話
か
ら
更

に
古
く
よ
り
自
分
の
一
生
を
懺
悔
し
て
歩
い
て
ゐ
た
比
丘
尼
の
あ
つ
た
こ
と

が
訣
る
と
同
時
に
、
さ
う
し
た
事
実
が
七
人
比
丘
尼
の
話
を
構
成
さ
せ
る
様

に
な
つ
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

歌
比
丘
尼
の
前
が
絵
解
き
で
あ
つ
た
こ
と
は
訣
る
が
、
其
前
の
型
が
何
で
あ

つ
た
か
は
判
ら
な
い
。
た
ゞ
絵
解
き
が
持
つ
て
ゐ
る
琵
琶
に
よ
つ
て
、
や
は

り
琵
琶
法
師
の
系
統
で
、
其
は
民
間
の
祈
祷
を
し
つ
ゝ
歩
い
た
者
が
、
傍
か
た
は
ら、

琵
琶
法
師
を
も
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
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お
伽
草
子
以
前
に
は
、
懺
悔
の
形
を
と
つ
た
文
学
は
な
か
つ
た
。
懺
悔
の
形

式
を
以
て
一
種
の
告
白
小
説
の
現
れ
た
の
は
、
室
町
時
代
が
は
じ
め
で
、
そ

れ
以
前
は
仮
令
た
と
ひ
あ
つ
た
に
し
て
も
、
無
意
識
で
行
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此

か
ら
小
さ
い
な
が
ら
も
手
本
を
見
せ
て
、
も
と
の
理
想
的
な
形
を
示
す
だ
け

に
は
止
ら
な
く
な
つ
た
。

 

巣 

林 

子 

さ
う
り
ん
し

の
傾
城
反
魂
香
に
も
熊
野
の
こ
と
が
出
た
り
す
る
の
を
見
れ
ば
、

や
は
り
歌
比
丘
尼
の
歌
か
ら
出
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
。

歌
比
丘
尼
が
直
接
に
懺
悔
物
語
を
作
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
が
、
絵

解
き
や
其
前
の
形
式
を
襲つ
い
だ
者
が
、
次
第
に
作
つ
て
行
つ
た
も
の
と
言
へ

る
だ
ら
う
。
同
じ
仏
教
関
係
の
文
学
で
も
、
懺
悔
の
形
を
と
ら
な
い
の
は
、

出
発
点
が
別
な
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　1

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年2

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
『
古
代
研
究
』
第
二
部
　
国
文
学
篇
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4

月25

日
発
行

※
題
名
下
に
「
大
正
十
四
年
頃
草
稿
」
の
記
載
あ
り
。

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
十
四
年
頃
草
稿
」
は
フ
ァ
イ

ル
末
の
「
注
記
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す
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2007

年9

月6

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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