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『
ふ

く

ろ

う

の

さ

う

し
』

の
成

立

石

川

透

は
じ
め
に

 
約
四
百
編
現
存
し
て
い
る
室
町
時
代
物
語
は
、
明
治
時
代
以
来
多
く

の
先
学

に
よ
り
分
類
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
長
谷
川
福
平
氏

の
五
分
類
、
平
出
鐸
二
郎

氏
の
十
分
類
、
島
津
久
基
氏

の
十
五
分
類
等
が
そ
れ

で
あ
る
。
戦
後

こ
れ
ら
を

ま
と
め
あ
げ
、
六
分
類

を
確

立
な
さ
れ
た

の
が
市
古
貞
次
氏
の

『
中
世
小
説
』

(
昭
和

26
年
)
や

『
中
世
小
説

の
研
究
』
(
昭
和
30
年
)
で
あ

っ
た
。
市

古

氏

は
、
中
世
小
説

に
扱

わ
れ

た
世
界

(
舞
台
、
主
人

公
を
含
め
て
)

を
中
心
と
し

て
、

 
 

一
、
公
家
小

説

 
 
二
、
僧
侶
小

説

 
 
三
、
武
家
小
説

 
 
四
、
庶
民
小

説

 
 
五
、
異
国
小
説

 
 
六
、
異
類
小
説

の
六

つ
に
分
類
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
市
古
氏

の
分
類
方
法
は
、
最
も
優

れ
た

も
の
と
し
て
、
現

在
の
定
説
と
な

っ
て
い
る
。

 

こ
の
六
つ
の
世
界

に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
グ

ル
!
プ
内

の
作
品
が
深
く

関
わ
り
合

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
無
関
係
と
み
ら
れ
が
ち
な
他

の
グ

ル
ー
プ
と

も
深
く
交
渉
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
今

回
は
、
異
類
小
説
と
僧

侶

小

説

と

が
、
意
外

に
深
く
関

わ
り
合
う
具
体
例
を
み
て
い
き
た

い
。

 
本
誌
前
号

に
紹

介
し
た
天
理
図
書
館
蔵

『
ふ
く

ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、
そ

の

名

の
示
す
通
り
、
異
類
物

に
属
す

一
作
品
で
あ

る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
異
類
物

に
属
す

『
ふ
く
ろ
ふ
』
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
そ

の
若
干
を
記
し
て
お

い
た
。

し
か
し
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』

の
成
立
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
作
品

は
、

他

に
も
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
僧
侶
物
に
属
す

る

『
車
僧

』
が
そ
れ
で
あ
り
、

こ
の
作
品

の
存
在

に
よ

っ
て
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
『
ふ
く
ろ
ふ
』
を
包
み

込

む
大
き
な
問
題
が
浮

上
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
れ
ら

の
作
品

の
関
係
を
捜
り
、

『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
の
成
立

に
つ
い
て
考
察
し

て

い

き

た
い
と
思
う
。

一
、
車

僧

と

の
関
係

 
室
町
時
代
物
語

に
は
、
『車
僧

』
と
題
す
る
作
品
が

二
種
類
あ
る
。

剛
つ
は
、

『
松
姫
物
語
』
『
い
と
さ
く
ら
の
物
語
』
等

の
異
名

を
も

つ

『
車
僧
』

で
あ

り
、
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も
う

一
つ
は
、
謡
曲

『
車
僧
』
を
絵

入
本

に
仕
立
て
た

『
車

僧

草

子
』
で

あ

る
。
両
者
と
も
主
人
公
と
す
る
人
物

は
同

一
人
で
あ
り
、
前
者
が
車
僧

の
前
半

生
、
後

者
が
車
僧

の
後
半
生

の
出
来
事
を
記
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
今

回
問

題
と
す
る
の
は
、
前
者

の

『
松
姫
物
語
』
系

の

『
車
僧
』

で
あ

る
。

 
最
初

に
、

こ
の

『
車
僧
』

の
物
語

の
概
略
を
記
し
て
お
こ
う
。

 
 
昔
、
中
頃

の
こ
と
、
都

に
車
僧

と
い
う
発
心
者
が

い
た
。
そ

の
車
僧
の
由

 
 
来
を
尋

ね
る
と
、
宮
中

に
隠
れ
も
な
く
住
む
人
で
あ

っ
た
。
彼
が
二
十
歳

 
 
余
り
の
頃
、
あ
る
女
房

に
懸
想

を
し
、
そ

の
下
女
を
通
じ

て
手
紙
を
通
わ

 
 

せ
た
。

そ
の
後

二
人
は
契
り
を
結

ん
だ
が
、
男

の
父
母

は
不
満

で
あ
る
。

 
 
そ

こ
で
、
男
が
清
水
参
籠
を
し
て
い
る
間

に
、

母
親

は
こ
の
女
房
を
北
野

 
 
参
詣

へ
と
誘

い
、
あ

る
男

に
切

り
殺
さ

せ
た
。

一
方
、
男

は
、
女
房
が

い

 
 
な

い
こ
と
に
気
付
き
、
再
度
清

水
に
参
籠
す
る
。
観
音

の

示

現

に

よ

っ

 
 

て
、
京

・
近
江

・
美
濃

・
尾
張

・
京

・
大
和

・
河
内

へ
と
尋

ね
歩
く
。
見

 
 

つ
か
ら
ず

に
北
野
天
神

に
祈

り
に
行
く
と
、
捜

し
て
い
た
女
房
と
老
僧

に

 
 
出
会
う
。
男
女
は
三
年
ぶ
り
の
再
会

に
涙
を
流
す
。
女
が
、
母
親

に
連

れ

 
 
ら
れ
て
来

て
捨
て
ら
れ
た
話
を
す

る
と
、
そ
れ
は
男

の
夢

で
あ

っ
た
。
そ

 
 
ば

に
い
た
老
僧
に
尋
ね
る
と
、
老
僧

は
女
房
が
切
ら
れ

た
時

の

話

を

す

 
 

る
。
男

は
、

こ
れ
を
善
知
識
と
し
て
発
心
し
、
小
車

に
乗

っ
て
路
を
巡

っ

 
 

た
の
で
、
人

々
か
ら
車
僧
と
呼
ぽ
れ

た
。
そ

の
後
も
、
車
僧

は
、
人
を
救

 
 
う
た
め
に
仏
法
を
説
き
続
け
た
の
で
あ

る
。

こ
の
概
略
は
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
に
最
も
近

い
本
文
を
有

す

る
、
御
巫

清
男
氏
旧
蔵
本
系
統
の

『
車
僧
』
を
も
と
に
し
て
い
る
。

 

こ
こ
で
、
『車
僧
』

に
、
ど

の
よ
う
な
系
統

の
本
が
伝
存
し
て
い
る

の

か
、

松
本
隆
信
氏

「
瀞
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」
(
『御
伽

草

子

の

世

界
』
昭
和
57
年
)

の

「
く
る
ま
僧
」

の
項

を
、
多
少
補
う
形

で
記

し

て

お

こ

う

。
 
 

A

東

洋
大

・
大
永
6
年
絵
巻

(
仮
題

「
松
姫

物

語
」
)

小

一
軸

《
続

 
 
 
 

 
岩
波

・
御
伽
草

子
絵
巻

・
大
成
十
二
》

 
 

B
e
京

大
国
文

・
写
本

横

一
冊

《
京
都
大
学
複
製
》

 
 
 
 
御

巫
清
男

旧

・
奈
良
絵
本
挿
絵
欠
 
横

二
冊
 

《
大
成
四
》

 
 
 
 
京

大

・
同
右
昭
和
15
年
小
川
寿

一
写
本
 
横

二
冊

 
 
 
 
小
野
幸

・
奈
良
絵
本
挿
絵
欠
 
横

二
冊

 
 
 
⇔
石
川
県
本
誓
寺

・
写
本

(
内
題

「
い
と
さ

く

ら
」
)
 
大

一
冊
 

《
大

 
 
 
 

 
成
補

一
》

こ
の
よ
う

に
二
系
統

三
種

の
伝
本
が
知
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ

ら
以
外

に
、
謡
曲

『
車
僧
』
と
同
内
容

の

『
車
僧
草
子
』
が
存
在
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
実

は
、

掲
出

の

『車

僧
』
伝
本

の
う
ち
、

B
⇔
本
誓
寺
本

に
は
、
謡
曲

『
車
僧
』

の
記

述
が

み
ら
れ
、
『車
僧
草
子
』
と
も
関
係
す
る
。
し
か
し
、
全
体

の
内
容

か

ら

す
れ
ぽ
、
『
車
僧
草
子
』
は
離

れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
考
察

の
対
象
外
と

し

た

い
。

 

『
車
僧
』

の
伝
本

の
う
ち
、
従
来
最
も

よ
く
知
ら
れ
て

い
た
の
は
、

A
東
洋

大
学
所
蔵

の

「松
姫
物
語
」
と
称
す

る
伝
本

で
あ
る
。
大
永

六

(
一
五
二
六
)

年

の
書
写

で
あ
る
か
ら
、
室
町
時
代
物
語

と
し

て
も
、
確
実

に
成
立
が
遡
れ
る

貴

重
な
作
品

の

一
つ
と
な

っ
て

い
る
。
大
筋

は
、
前
述
の
B
e
御
巫
本

の
概
略

と
同
様

で
あ
る
が
、
小
異
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
文
章
自
体

に
は
大
き

な
相
違
が

あ
り
、
記
述

の
分
量
も
、

A
系
統
は
B
系
統

の
半
分
程
度

の
も
の
で
あ
る
。

A

B
の
先
後
関
係

は
、
他
の
同
時
代
物
語

と
同
様

に
確
定
し
え
な
い
。

 

『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、

こ
の
よ
う
な

『
車
僧
』
伝
本
の
う
ち
、

B
系

統
本

の
冒
頭

の
記
述
と
深
く
関

わ

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

B
系
統

に
は

二
種
類

あ

る
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ぽ
e
類

の
方
が
近

い
よ
う
で
あ

る
か
ら
、

B
e
系
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統

の
う

ち
、
御
巫
本
を
底
本
と

し
て
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
と
比
較

し

て

.み
た
い
。

 

前
述

の
概
略
だ
け

か
ら
で
は
、
そ

の
関
係
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
『
車
僧

』

を
詳

細
に
み
て
い
く
と
、

『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』
と
明
ら
か
に
関
係
し

て

い

る
の
で
あ

る
。
『
車
僧
』
の
最
初

に
、
後

に
車
僧

に
な
る
男
が
、
あ

る
女

房

に

懸
想

し
、
手
紙
を
送
る
場
面
が

で
て
く
る
。
そ
の
や
り
と
り
の
仕

方

に
、
『
ふ

く
ろ
う
の
さ
う
し
』

の
記
述

の
中
心

で
あ
る
手
紙

の
や
り
と
り
が
重
な
る

の
で

あ
る
。

 
 
『
車
僧
』
冒
頭

は
、
車
僧

の
紹
介

の
後

に
、
男
が
花
を
見

て
た

た

ず

む

所

に
、
女
房
を
見

て
忘
れ
ら
れ
な
く
な

る
こ
と

か
ら
始

ま
る
。

こ
の

場

面

設

定

は
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
冒
頭
の
、
則
次

の
紹
介
の
後

に
、
花
を
詠

め

に

行
く
と
、
五
位

の
少
将
を
見
染
め
、
恋

の
思

い
に
な

っ
て
い
く
、
と
い
う
設
定

と
全
く
同
じ
で
あ

る
。

 

そ

の
後
、
『車
僧
』

で
は
、
男

の
両
親
が

心
配
す
る
話
が
入
り
、
男
が

女

房

の
下
女

に
会

っ
て
、
女
房

へ
の
思

い
を
打
ち
明
け
る
。
『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』

は
、
両
親

の
記
述
は
な
い
が
、
少
将

に
仕
え
る
白
鷺

に
出
会

い
、
少
将

へ
の
思

い
を
話
す

の
で
あ
る
。

こ
の
話

の
展
開

の
類
似

は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
が
、
男
側

が

胸
の
内

を
話
す
内
容

は
、
使
用
語
句

に
ま
で
近

い
も

の
が
み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
場
面
を
対
比
で
き

る
よ
う

に
引
用
す
る
と
、

 
 
 
『
車
僧
』
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』

申

い
た
す
も
、
わ
れ
な

か
ら
、

う
き

み

の
ほ
う
も
、
し
ら

つ
ゆ
の
、

お
き

所
な
く
は
ち
い
り
、
は

は
か
り
お
ほ

き
事
な
れ
と
も
、
申
さ

て

も
、

〔
さ

て
〕

い
か
Σ
せ
ん
、

い
つ
ぞ
や
、

や

申

に
つ
け
て
揮

お
ほ
く
、
又
は
う
ち

つ
け
な
る
や
う
に
侍
れ
と
も
、

い

っ

そ
や
そ

の
あ
た
り
の
花

の
盛
の
折

ふ

し
、
な

か
め
ゐ
給

ひ
し
少
将
殿

の
御

姿
、

一
目
見
し
よ
り
我
心
、
ふ

か
く

う
め
い
の
あ

た
り
に
て
、
花

の
ゆ

ふ

は

へ
に
、
 
一
め
み
そ
め
し
、
は

つ
は

な
の
、

い
ろ
よ
り
や
か
て
、
わ
か
心

を
そ
め
な
す
、
く
れ
な
ゐ

の
、
な
み

た
も

そ
て
に
、
あ
ら
は
れ
て
、

人
め

に
あ
ま
り
、

せ
ん
か
た
な
き
、

い
つ

ま
て
、

い
け
の
は
ち
す
〔
は
〕
に
、
そ

て
に
に
ほ
ひ
の
、

た
き
物

の
、

ひ
と

り
は

い
か
Σ

〔
と
〕
、

お
も

は
れ

て
、

け

に
や
、

を
さ

瓦
の

一
ふ
し
は
、
な

に
か
、
く
る
し

か
る

へ
き
と
、
く
わ

し
く
、

か
た
ら

ひ
よ
り
け
れ
は

そ
め
な
す

か
ら
あ

い
の
、
や
し

ほ
も

浅
き
袖

の
色
、

こ
か
れ
あ
ふ
み

の
悲

し
さ

に
、
此
御
寺

に
ま

い
り
(
御
ち

か
ひ
を
た
の
み
た
て
ま

つ
る
。
そ

の

甲
斐
あ
り
て
、
け
ふ
し
も
御
身

に
あ

ひ
た
て
ま

つ
る
事
、
只
他
生

の
え

ん

な
り
と
、
く
は
し
く
是
を

か
た
り
け

謝

の
よ
う
に
な
る
。
傍
線
部
は

一
致
す

る
語
句
、
点
線
部
は
類
似
す
る
語

句
を
示

し
て
い
る
。
途
中

に
、
相
違
部
分
も

み
ら
れ
る
が
、
両
者

の
い
う
と
こ
ろ
は
、

か
な
り
近

い
と
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
語
句
上

の
類
似

は
、
室
町
時

代
物
語

に
お
い
て
は
、
同

一
題

名
下

の
異
本
関
係

に
よ
く

み
ら
れ
る
類
似

の
仕

方

で
あ
る
。

 

こ
れ
以
後
、
『
車
僧
』

で
は
、
下
女
が
間

に
立

っ
て
、
男

の
歌
を
女
房

の

も

と

に
運
ぶ
が
、

女
房
は
中
身
も
見
ず

に
返
し
て
こ
い
と

い

う
。

こ

の

点

も
、

『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
で
、
白
鷺
が
、
則
次
の
歌
を
少
将

に
持

っ
て

い
く
が
、

見

も
せ
ず
返

せ
と

い
う

こ
と
と
同
内
容

で
あ
る
。

 

『
車
僧
』

で
は
、
下
女
が
説
得

し
、
女
房
は
文

を
見
る
。
し
か
し
返
事

は
せ

ず

に
文
を
送
り
返
す
と
、
男

は
、
さ
ら

に
歌
を
作

っ
て
送
り

つ
け

る
。

『
ふ
く

ろ
う
の
さ
う

し
』

で
は
、
少
将
は
文

を
見
な

い
も
の
の
、
送
り
返

し
た
後

に
、

則
次
が

さ
ら
に
歌
を
作
り
送

っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
両
者
と
も

「
一
筆

の
御
返
事
」
を
と
の
説
得
を
受
け
て
、
女
側
が

歌
の
返
事

を
書
く
、
と

い
う
点
ま
で
、
内
容
的

に
近

い
面
が
続
い
て
い
る

の
で

あ
る
。

そ
の
返
事

の
歌
を
記
し
て
み
る
と
、
『
車
僧
』
で
は
、

 
 
思
ひ
き
や
、

な
か
め
し
花

の
、

比
す
き

て
、
く
も
の
ま
よ
ひ
の
、

の
こ
る

 
 

へ
し
と
は

と
あ
り
、

『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
で
は
、

 
 

た
の
ま
し
な
、
立

ゐ
る
雲

の
、

あ
た
に
の
み
、
心
さ
た
め
ぬ
、
花

の
ま
よ

 
 

ひ
は

と
記
さ
れ
て

い
る
。
同

一
歌
と
は
言

い
難

い
が
、
「
花

の
」
「く
も

の
」
「
ま

よ

ひ
」
等

の
同

一
語

句
が
使
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

 
そ

の
後
、

『車
僧

』
で
は
、
二
人
は
深
く
契

る
が
、
男
の
母
親

に
よ
り

離

別

さ
せ
ら
れ
、
男
が
車
僧

に
な

っ
て
い
く
話
が
長

々
と
展
開

す

る
。

一
方
、
『
ふ

く
ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、
則
次
と
少
将
が
結
ぼ

れ
、
子
供
も
で
き
幸

せ
の
う
ち

に
物
語
が
終

っ
て
い
る
。

 

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、
『車
僧

』
冒
頭

の

幸
せ
に
契

る
時
期
ま
で
の
記
述

に
非
常

に
よ
く
似
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

こ

こ
ま
で
の
記
述

の
量
も
両
者
近

い
。
登
場
人
物
が
人

か
鳥

か
の
違

い
は
あ
る
も

の
の
、

そ
の
物
語

の
筋
、
使
用
語
句

に
は
、
不
可
分

の
関
係
が
あ
る
。
と
す
る

と
、

両
者

は
ど

の
よ
う
な
成
立
関
係

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
の
物
語
が
他

方
の
物
語

へ
影
響
を
与

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
手
懸

り
と
な
る
も

の
を
、

本
文
の
中

か
ら
捜
し
て
み
よ
う
。

 

『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』
に
は
、
白
鷺
が
、
則
次

に
対

し
て
、

 
 

あ
れ
の
上
鷹
も
花

の
木
陰

に
て
、
見
馴

ぬ
ひ
と
を
見
給

ひ
て
、

は

つ
か
し

 
 

な
と

Σ
つ
ね
に
語
ら
れ
候

な
る
。

と
言
う

こ
と
ば
が
あ
る
。
自
分
が
仕

え
る
少
将
が

こ
う
語

っ
て
い
た
、

と
言

っ

て

い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に

「
あ
れ

の
上
鷹
」

と

い
う
語
句
が

で
て
く
る
。

「
あ
れ
」

は

一
人
称

で
よ
い
と
し
て
も
、
「
上
鷹
」
と

い
う
語
句
は
耳
慣
れ
ず
、

誤
写
が
あ
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、

『車
僧

』
に
は
、

こ
の

場

面

が
、

 
 
あ
れ

の
上
ら
う
も
、
人
め
あ
ら
し
の
、
花

の
も
と
、

を
か
し
き

さ
ま
を
、

 
 

み
え
し
こ
と
、

は
つ
か
し
さ
よ
と
、

お
ほ
せ
候
し

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
「
あ
れ
の
上
ら
う
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
「
上
鷹

と
は
、

「
上
ら
う
」

を
言

い
換
え
た
か
、
あ

る
い
は
、
「
上
廊
」
を
誤
写
し
た
語

句
で
は
な

い
か
と
想
像
が

つ
く
。

登
場
人
物
が
鳥
で
あ
る
た
め

に
、
「
上
ら
う
」

と

い
う

こ
と
ぽ

は
使
え
ず
、

こ
の
よ
う
な
表
現

に
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

こ

の
よ
う
な
例

を
み
る
と
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、
『
車
僧
』

の
冒
頭
を
も

と

に
、

登
場
人
物
を
鳥

に
し

て
翻
案

し
た
作
品

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る

の

で
あ
る
。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

' 

 
 

 
 

 
 
 

 

「

二
、
『
ふ
く
ろ
ふ
』
と
の
関
係

 
そ
れ
で
は
、
前
稿

に
記
し
た

『
ふ
く

ろ
ふ
』
と

『
ふ
く
ろ
う

の
さ
う
し
』

の

関
係
は
、

ど
う
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実

は
、
『
車
僧
』
は
、
従
来
知
ら

れ

て

い
た

『
ふ
く

ろ
ふ
』
と
も
連
が
り
が
あ

る
よ
う
な

の
で
あ

る
。
『
ふ
く
ろ

う

の

さ
う
し
』
の
よ
う
な
語
句
上

の
関
係

に
ま
で
は
到
ら
な
い
が
、
そ

の
内
容
は
、

前
稿

の

『
ふ
く

ろ
ふ
』
概
略
と
、
本
稿

に
記

し
た

『
車
僧
』
概
略
と
比
較
し
て

み
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
似
た
面
が
あ

る
の
で
あ
る
。
男
側
が
女

側

を

見

染

め
、
手
紙
を
仲
介
者

に
よ

っ
て
届
け
、
恋

は
成
就
す
る
。
し

か
し
、
女
側
は
殺

さ
れ
、
男
は
出
家
す

る
、
と

い
う
大
筋

は
同

一
の
話
型
で
あ

る
、
と

い

え

よ

う
。
ま
た
、
両
者

と
も
、
そ

の
文
章

に
七
五
調

の
雅
文
が
多
く
使
用
さ
れ
、
文

体
的

に
も
近

い
。

一一一39一



 

さ
ら
に
は
、
男
側
が
、
諸
国
巡
り
を
す

る
点

で
も

一
致

し
て
い

る

の

で

あ

る
。
室
町
時
代
物
語

に
は
、

『村
松
物
語
』
『
も
ろ
か
ど
物
語
』
等

の

武

家

物

や
、

『雀

の
発

心
』
『
雀
さ
う
し
』
等

の
異
類
物

に
、
多
く

の
諸
国
巡
り
が

み
う

け
ら
れ
る
。
全
国
各
地

の
寺
社

へ
の
祈
願
や
、
人
捜

し
が
そ

の
大
き
な
目
的

で

あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
巡
路
を
詳

し
く
調
べ
る
と
、
さ

ほ
ど

一
致
す
る
も

の
で

は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『車
僧
』
と

『
ふ
く
ろ
ふ
』
東
大
国
文
学
研
究

室
本

は
、

そ
の
巡
路
が
、
近
江

か
ら
京
、
大
和
、
摂
津
方
面

へ
と
向
う
点
で
、
近
似

し
て

い
る
の
で
あ

る
。

 

『
ふ
く
ろ
ふ
』
東
大
本
は
、
主
人
公

の
官
職
名
が

「
ふ
く
ろ
う
の
む
く

の
す

け
」

と
あ
る
点

で
、
『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』
と

一
致
し

て
い
た
本
で
あ

っ
た
。

い
わ
ぽ
、
『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』
と
も
近

い
面

を
有
し

て
い
た
の
で

あ

る
。

と
す
れ
ば
、
『
ふ
く
ろ
ふ
』
東
大
本
は
、
『
車
僧
』

に
も

『
ふ
く
ろ

う

の

さ

う

し
』

に
も
近

い
本
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

 
残
念
な
こ
と

に
、
『
ふ
く

ろ
ふ
』
は
、
『
車
僧
』
と

『
ふ
く
ろ
う

の
さ
う
し
』

の
関
係
ほ
ど

に
は
近
似
し
て
い
な

い
が
、
話
型

か
ら
考
え
て
、
両
者
と
何
ら

か

の
影
響
関
係

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
ふ
く

ろ
ふ
』

に
は
、
古
写
本
が
存

在

し

な
い
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
と
同
様

に
、
『
車
僧
』

の

影
響
を
受
け

て
成
立
し
た
も

の
か
も
し
れ
な

い
。
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
は
、

『
車
僧
』
冒
頭
部

に
直
接
的
な
影
響

を
受
け
、
『
ふ
く
ろ
ふ
』
は
、
『
車
僧
』
全

体

の
話
型

に
影
響
さ
れ
て
、
と
も

に

「
ふ
く
ろ
う
」

を
主
人
公
に
置
き
換
え
て

成
立
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
『
ふ
く

ろ

ふ
』
は
、

仮
名
草
子

の

『
あ
だ
物
語
』
や

『薄
雪
物
語
』
等

に
、
強

い
影
響

を
与
え
て

い

る
作
品
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
看
過

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
で
は
、

主
人
公
を

「
ふ
く
ろ
う
」
と
し
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な

こ
と
か

ら
、
「
む
く

の
す
け
」

と
か

「
則
次
」

と
か
い
う
名
が
付
け

ら
れ

た

の

か
、
考

え
て
み
よ
う
。

 
 
 
 

三

、

鳥

類

の

命

名

法

 

室
町
時
代
物
語
異
類
物

に
お

い
て
は
、
そ

の
登
場
人
物
名

に
、
」

つ
の
特
徴

が
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ

の
動
植
物
自
身

の
属
性
が
、
名
前
や
官
職
名
と
な

っ
て

表
わ
れ
易
い
、
と

い
う

こ

と

だ
。
『
精
進
魚
類
物
語
』

の

「
鯛
赤
助
餓
吉
」
や

「
飽
入
道
」

は
、
そ

の
好
例
と
い
え
よ
う
。
『
の
せ
猿

さ
う
し
』

の

「
ま

し

お

の
権
頭
」

や

「
こ
け
ま
る
」
も
、
「
猿
尾
」
や

「
こ
け
ざ

る
」

か
ら
の
連

想

に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 

鳥
を
主
人
公
と
す

る
異
類
物

に
も
、
そ

の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。

一
条
兼
良

作
と
さ
れ
る

『鴉

鷺
記
』
で
は
、
鴉

の

「
東
市
祐

真
玄
」

や
、
鷺

の

「
山
城
守

正
素
」
が

登
場
す
る
。
そ
の
名
前

に
、
鴉

の
黒
、
鷺

の
白

の
意
が
含

ま
れ
て
い

る

こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、

こ
の

『
鴉
鷺
記
』

に
は
、

ふ
く

ろ
う

も
登
場
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、

「彙

木
工
允
法
保
」

と
い
う

名

を

も

っ
て
い
る
。
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
で
は
、
「
ふ
く

ろ
う

の
む

く

の

介

則

次
」

で
あ

っ
た
。
「
木
工
」
寮

の
役
人
で
あ
る
こ
と
と
、
名

前

に

「
ノ
リ
」

の

字
が

入
る
こ
と
で
両
者
は

一
致

し
て
い
る
。
木
工
寮

は
、

い
う
ま
で
も

な
く
、

大
工
以
下

の
職
工
を
支
配
す

る
役
人
で
あ
る
。

ふ
く

ろ
う

の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
す

れ
ば

ふ
さ
わ
し

い
役
職
と
い
え

よ
う
。
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

-

 

そ
れ
で
は
、
「
ノ
リ
」

と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
実

は
、

こ

の

「
ノ
リ
」
も
ふ

く
ろ
う
の
属
性
と

い
う
べ
き
も

の
の
よ
う
な

の

だ
。
『鴉
鷺

記
』
に
は
、
桑

の

言
と
し
て
、

 
 

明
日
ノ
雨

ヲ
、

知
リ
テ

ハ
、
糊

ス
リ
置
ト
鳴
キ
、
老

者

二
、
告
レ
死
、
其

 
 
声
、
呼
レ
犬
、
鼠

ヲ
取
事
、
猫

ハ
ヅ

カ
シ
ク
、
鳥

ヲ
取
事
、
鷹

ニ
モ

似

タ

 
 
リ

(
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
二
)
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と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、

ふ
く
ろ
う

の
鳴
き
声
と
し
て

「
糊

ス
リ
置
」

と

で
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
新

し
く

な
る
か
も

し

れ

な

い

が
、
狂
言

『
松
山
』
に
も
、

 
 

あ
ら
、
と
ぜ

ん
や
我
が
寺

の
、
く

、

の
り
す
り
お
け
と
、
と
ふ
も

の
も

 
 

な
し

(
『
献
明
轍
狂
言
集

の
研
究
』
本
文
篇
中
)

と

い
う
臭

の
言
葉
が
あ

る
か
ら
、
当
時

の
人

々
が
、

ふ
く
ろ
う
の
声
を

「
の
り

す
り
お
け
」
と
聞

い
て
い
た
こ
と
は
事
実

の
よ
う
で
あ

る
。

 

む
ろ
ん
、
今
日
と
同

じ
よ
う

に
、

「
ホ
ホ
ン
」

と
聞

い
て
い
た
例
も

狂
言
『
ふ

く
ろ
ふ
』
等

に
見
出
す

こ
と
が
で
き

る
。

し
か
し
、
今
日

で

も
、
方

言

と

し

て
、

ふ
く
ろ
う
の
鳴
き
声
を

「
の
り

つ
け

ほ
う
せ

(糊
付
乾
)
」
と
聞

い

て

い

る
例

は
あ
る
の
で
あ

る
。
「
の
り
す
り
お
け
」

で
も

「
の
り
つ
け
ほ

う

せ
」
で

も
、
糊
を
す
り

つ
け

る
と
か
、
糊
付

を
ほ
せ
る
と

か
、
翌
日

の
天
候
を
予
知
す

る
こ
と
ぽ
と
し
て
聞
き
取

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
す
れ
ぽ

、
『
ふ
く
ろ
う

の

さ

う
し
』

の

「則
次
」
と

い
う
名
も
、
本
文
中

に
み
ら
れ
る
、

 
 
空

の
気
色
も

は
れ
ぬ
れ
は
、

の
り

つ
け
く

と

の
給

ふ

と
い
う
記
述
も
、
当
時

の
ふ
く
ろ
う

の
鳴
き
声

へ
の
理
解

か
ら
記

さ
れ

て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
『鴉
鷺
記
』

の

「
法
保
」
も
、
形
は
少
し
異

な

る

が
、

こ
の
よ
う
な

ふ
く
ろ
う

に
対
す

る
理
解

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も

の
と
思
わ

れ

る
。

 

『
ふ
く
ろ
う

の
さ
う
し
』
で
は
、

ふ
く

ろ
う

の
恋

の
相

手
と
し
て
、
鷹
と
思

わ
れ
る

「
五
位

の
少
将
」
が
登
場

し
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
、
名
前
ま
で
は
で
て

こ
な

い
か
ら
、
官
職
名
が
問
題

と
な

る
。
「
五
位

の
少

将
」

と
し
て
室
町

時

代

物
語

に
登
場
す
る
動
物

に
は
、
『
勧
学
院
物
語
』

の

「
さ
ぎ

の
五
ゐ

の

せ

う
し

や
う
」
が

い
る
。
そ
の
本
文
中

に
、

 
 
さ
て
。

せ
う
く

ど
の
、
申
さ
れ
け
る
は
。
わ
れ
は
こ
れ
、
ゑ
ん
ぎ

の
み

 
 

か
ど
、

し
ん
せ
ん
ゑ

ん
の
、

い
け

の
ほ
と
り
に
。
み
ゅ
き
な

り
し
と
き
。

 
 

御
ま

へ
に
ま

い
り
。
五
ゐ

の
く
は
ん
を
、
く
だ
さ
れ
し
も

の
な
り
。
(
『
室

 
 

町
時
代
物
語
大
成
』
三
)

と
自
ら
述
べ
て
い
る

よ
う

に
、
延
喜
帝

か
ら
五
位

の
冠
を
い
た
だ

い
た
、
と
さ

れ

て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
平
家
物
語

』
巻

五
や
謡
曲

『鷺

』
で
有
名
な
話

で

あ

る
。
鷺

と
鷹
の
違

い
は
あ
る
が
、
「
五
位

の
少
将
」

の
淵
源

は
、

こ
の
よ

う

な

と

こ
ろ

に
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な

み
に
、
『勧
学
院
物

語

』

に
も
、

『
ふ
く
ろ
う

の
さ
う
し
』
と
同

じ
く
、
近
江

の

「
だ

い
ご
」
が
登
場
す
る
が
、

直
接

に
は
関
わ
ら
な

い
よ
う
だ
。

 
以

上
の
よ
う
な
命

名
法
は
、
そ

の
異
類

の
詠
む
和
歌
と
も
深
く
関

わ

っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
異
類
物

に
は
、
多
く

の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中

に

は
、
詠

み
手
の
属
性

や
、
名
前
そ

の
も

の
が
詠

み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い

の
で
あ
る
。

『
ふ
く

ろ
う

の
さ
う
し
』
を
み
て
も
、
最
後

に
連

ね
ら
れ
る

諸

鳥

の
歌

に
は
、

「
か
ら
す
」
「
か
り
」
「
し
ら
さ
ぎ
」
「
す
ず
め
」

と
い

っ
た
語
句
が

詠

み
込
ま
れ
、
異
類
物

の
大
き
な
特
徴
を
現
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

 

『
ふ
く
ろ
う

の
さ
う
し
』
は
、

お
そ
ら
く

は
、
『
車
僧
』
を
も
と

に

し
、

登

場
人
物

を

『
鴉
鷺
記
』
等

の
異
類
物

と
同
様

の
登
場
人
物

に
置
き
換
え
て
、

一

編

の
物
語

に
仕
立

て
上
げ
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

む

ろ

ん
、
『
車
僧

』
を

直
接
利
用
し
た
の
で
は
な
く
、
他

の
同
類
物
語
が
間

に
入

っ
て
作

ら
れ
た
、

と

も
考
え
う
る
が
、
両
者
が
異
本
関
係

と
も

い
う
べ
き
近
い
位
置

に
あ

っ
た
こ
と

は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
知

ら
れ

て
い
た

『
ふ
く
ろ
ふ
』
も
、

『車
僧
』

と
父
子
あ
る
い
は
兄
弟

の
関
係

の
作
品

で
は
あ

る
が
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』

ほ
ど
影
響

は
直
接
的

で
は
な
い
。

し
か
し
、
『
車
僧
』
が
も
と

の
形
で
あ

る

と
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す
れ
ば
、
『
ふ
く
ろ
う
の
さ
う
し
』
と

『
ふ
く

ろ
ふ
』
は
兄
弟
関
係

の
本

と

い

う

こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

 
以
上

の
よ
う
に
、
僧
侶
物

と
異
類
物
と

い
う
、

一
見
異
な
る
作

品
で
は
あ

る

が
、
グ

ル
ー
プ
を
超
え
て
、

お
互

い
が
強

く
結

び
付

い
て
い
る
実

例
を
み
て
き

た
。
以
前
、
「
『
落
窪

の
草
子
』

の
成
立
」
(
『
芸
文
研
究
』
47

・
昭

和

60

年

12

月
)
と
題
し
て
、
公
家
物

の

『
落
窪

の
草
子
』
と
庶
民
物

の

『
文

正
草
子
』
が

深
く
結
び
付
く
例
を
み
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
室
町
時
代
物
語

は
、
そ

の

主
人
公
の
活
躍
す
る
世
界
を
超
え
て
、
深
く
関
わ

っ
て

い
る
こ
と
が
わ

か
る

の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
を
考
察

し
、
集
合
さ
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
従
来
多

く
不
明

と
さ
れ
て

い
た
物
語

の
作
者
像
を
浮
び
上
が

ら
せ
、
物
語

の
成
立
を
捜

り
た
い
と
思
う
。
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