
飛
期
す
る

《笛
吹
き
童
子
》
～
芸
能
神
義
経
の
誕
生
～

は
じ
め
に

義
経
と
弁
慶
の
五
条
大
橋
で
の
対
決
場
面
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
'
わ
-
わ

-
す
る
対
決
場
面
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
千
本
の
太
刀
を
集
め
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
､
京
の
町
を
俳
梱
す
る
僧
兵
姿
の
弁
慶
が
､
五
条
大
橋
で
千
本

目
に
当
た
る
黄
金
の
太
刀
を
帯
び
た
女
装
の
笛
吹
き
童
子
牛
若
丸
に
遭
遇
､

太
刀
を
め
ぐ
っ
て
闘
い
を
行
な
い
'牛
若
丸
の
圧
倒
的
な
強
さ
の
前
に
降
-
'

主
従
の
約
束
を
す
る
と
い
う
'
《義
経
伝
説
》
の
中
で
も
最
も
親
し
ま
れ
た
場

面
で
あ
る
｡
現
在
､
こ
の
場
面
を
措
い
た
多
-
の
絵

(挿
絵

･
浮
世
絵
が
大

辛
)
が
残
っ
て
い
る
が
'
七
つ
道
具
を
背
負
っ
た
弁
慶
の
大
建
刀
が
振
-
下

ろ
さ
れ
､
牛
若
丸
が
軽
や
か
に
飛
期
し
て
そ
れ
を
か
わ
し
て
い
る
構
図
が
'

そ
の
絵
の
定
番
の
構
図
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
'
飛
期
す
る

《笛
吹
き
童
子
》

に
象
徴
さ
れ
る
芸
能
神
義
経
誕
生
の
神
話
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
｡

一
､
｢
ゆ
ら
り
と
｣
と
い
う
描
写

『義
経
記
』
で
は
'
二
人
の
対
決
の
場
面
は
五
条
大
橋
で
は
な
-
'
五
条

天
神
で
は
あ
っ
た
が
'
｢
(義
経
の
)
ゑ
い
や
と
言
ふ
声
の
内
に
､
九
尺
ば
か

り
あ
-
け
る
築
地
に
ゆ
ら
り
と
飛
び
上
が
-
給
ふ
｡｣
(『義
経
記
』
｢弁
慶
洛

中
村

一
基

中
に
て
人
の
太
刀
を
奪
ひ
取
る
事
｣)
と
そ
の
飛
期
は
共
通
し
て
い
る
｡
義
経

の
飛
期
が
'
自
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

｢
ゆ
ら
-
と
｣
と
い
う
形
容
が
示
し
て

い
る
｡
｢築
地
よ
り
ゆ
ら
り
と
と
び
お
り
給
へ
ば
､
弁
慶
太
刀
打
ち
ふ
り
て
づ

と
寄
る
｡
九
尺
の
築
地
よ
-
お
-
給
ひ
し
が
'
下
に
三
尺
ば
か
り
落
ち
つ
か

で
､
又
取
っ
て
返
し
上
に
ゆ
ら
-
と
飛
び
返
-
給
ふ
｡｣
(同
)
と
弁
慶
を
邦

冷
し
な
が
ら
の
余
裕
の
飛
期
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
飛
期
が
少
量
神
と
し

て
の
牛
若
丸
を
証
明
す
る
｡
こ
の
｢
ゆ
ら
-
と
｣
と
い
う
表
記
は
､
壇
ノ
浦
の

闘
い
に
お
い
て
能
登
守
教
経
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
義
経
が
九
死
を
脱
す
る
場

面
'
俗
に
《
八
鹿
跳
び
》
の
場
面
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
て
い
る
｡
｢判
官

か
な
は
じ
と
や
息
は
れ
け
ん
'
長
刀
脇
に
か
い
は
さ
み
'
み
か
た
の
舟
の
二

丈
ば
か
り
の
い
た
り
け
る
に
'
ゆ
ら
り
と
と
び
乗
-
給
ひ
ぬ
｡｣
(『平
家
物
語
』

巻
第
十

一
｢能
登
殿
最
期
｣)｡
こ
の
武
将
義
経
の
得
意
技
の
前
に
'
｢能
登
殿

は
は
や
わ
ざ
や
お
と
ら
れ
た
り
け
ん
'
や
が
て
つ
づ
い
て
も
と
び
給
は
ず
｡｣

(同
)
と
能
登
守
は
追
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
'
《
八
膿
跳
び
》

は
必
要
な
か
っ
た
｡
だ
が
'
義
経
の
飛
期
は
強
調
さ
れ
た
｡
義
経
は
味
の
よ

う
に
軽
や
か
に
飛
ば
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
飛
期
は

｢僧
正
が
谷
に
て
､
天

狗
と
夜
々
兵
法
を
な
ら
ふ
と
云
々
｡
さ
れ
ば
早
足

･
飛
越
､
人
間
の
わ
ざ
と

は
覚
え
ず
｡｣
(古
活
字
本

『平
治
物
語
』
巻
下
｢牛
若
奥
州
下
-
の
事
｣)
と
'

軍
記
物
語
の
な
か
で
､
牛
若
丸
の
時
代
､
天
狗
に
な
ら
っ
た
兵
法
の
成
果
と



し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
｡
す
で
に
､
飛
期
す
る
童
子
神
と
し
て
の
義
経
伝
説

は

『義
経
記
』
成
立
以
前
に
始
ま
っ
て
い
た
｡

二
'
天
狗
と

『六
斡
』

『義
経
記
』
に
お
い
て
'
新
た
に
､
そ
の
飛
期
性
を
濃
厚
に
す
る
兵
法
の

書
が
加
わ
る
｡
そ
れ
が
'
天
皇
の
秘
蔵
し
た
と
さ
れ
る
中
国
渡
来
の
兵
法
書

『大
輪
』
で
あ
っ
た
｡
そ
の

『六
韓
』
獲
得
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
'
『義

経
記
』
巻
第
二

｢義
経
鬼

一
法
眼
が
所
へ
御
出
の
事
｣
で
あ
る
｡
そ
の
兵
法

書
を
学
べ
ば

｢異
朝
に
は
太
公
望
こ
れ
を
読
み
て
'
八
尺
の
壁
に
上
-
'
天

に
上
る
徳
を
得
た
-
｡
張
良
は
一
巻
の
書
と
名
づ
け
､
是
を
読
み
て
'
三
尺

の
竹
に
の
は
-
て
'
虚
空
を
期
け
る
｡｣
と
あ
る
｡
｢天
に
上
る
｣
｢虚
空
を
期

け
る
｣
は
飛
期
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
弁
慶
と
の

闘
い
の
場
面
で
の
'
牛
若
の
飛
期
が
こ
の

『六
着
』
を
読
ん
だ
結
果
で
あ
る

こ
と
が

｢九
郎
御
曹
司
は
大
帝
を
読
み
て
､
九
尺
の
築
地
を

一
飛
び
の
中
に

宙
よ
-
飛
び
返
り
給
ふ
｡｣
(『義
経
記
』
巻
第
三

｢弁
慶
洛
中
に
て
人
の
太
刀

を
奪
ひ
取
る
事
｣)
と
記
さ
れ
た
｡
確
認
し
よ
う
｡
天
皇
の
秘
蔵
し
た

『大
帝
』

を
'
義
経
が
伝
授
し
た
と
い
う
こ
と
は
､
義
経
の
兵
法
が
王
権
に
よ
っ
て
保

証
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は
'
『平
治
物
語
』
に
お
い
て
'
義

経
の
兵
法
の
背
後
に
存
在
し
た

《
天
狗
》
の
兵
法
指
南
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
消

滅
し
て
い
る
｡
鞍
馬
の
僧
正
が
谷
の
《
天
狗
》
は
'
『義
経
記
』
で
は

『六
韓
』

の
影
に
隠
れ
た
｡
荒
廃
し
た
貴
船
神
社
が

｢天
狗
の
住
家
｣
と
な
-
､
牛
若

が
夜
毎
'
貴
船
明
神
に
源
氏
再
興
を
祈
-
､
清
盛

･
重
盛
の
首
を
見
立
て
斬

-
つ
け
る
な
ど
'
個
人
レ
ッ
ス
ン
は
し
て
い
る
が
'
天
狗
の
指
南
は
特
に
語

ら
れ
て
い
な
い
(｢牛
若
貴
船
請
の
事
｣)｡
こ
こ
に
は
'
義
経
の
強
さ
を
天
狗

か
ら
引
き
離
そ
う
と
い
う
力
が
働
い
て
い
る
｡
義
経
は

《
天
狗
小
僧
》
で
あ

っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
｡
彼
に
求
め
ら
れ
た
の
は
'
飽
-
な
き
反
逆
の
意
思

で
あ
り
'
｢日
々
に
多
聞
に
入
堂
し
て
'
謀
反
の
事
を
ぞ
祈
ら
れ
け
る
｡｣
(同
)

と
い
う
多
聞
天

(毘
沙
門
天
)
へ
の
祈
念

･
信
仰
で
あ
っ
た
｡

三
㌧
｢大
日
の
兵
法
｣
と

『六
輯
』

『義
経
記
』
で
は
'
『大
帝
』
を
陰
陽
師
法
師
鬼

一
法
眼
が
賜
っ
て
秘
蔵
し

て
い
る
の
を
､
鬼

一
法
眼
の
娘

(姫
君
)
の
協
力
で
目
に
触
れ
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
｡
父
を
裏
切
り
'
愛
す
る
男
に
宝
を
渡
す
｡
ま
さ
に
'
《妹
の
力
》

に
よ
る
｡
こ
の
構
図
は
御
伽
草
子
『御
曹
司
島
渡
-
』
と
同

一
構
造
で
あ
る
｡

奥
州
藤
原
氏
三
代
目
秀
衡
に
よ
っ
て
'
｢蝦
夷
が
島
｣
｢書
見
城
｣
の

｢か
ね

ひ
ら
大
王
｣
の
も
と
に
､
｢大
日
の
兵
法
｣
と
い
う
祈
祷
の
法

･
仏
道
の
法
を

兼
ね
備
え
た
兵
法
書
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
て

｢
こ
の
兵
法
を
行
ひ
給
ふ
も
の
な

ら
ば
､
日
本
国
は
､
君
の
御
ま
ま
に
な
る
べ
し
｣
と
､
御
曹
司
に
そ
れ
を
獲

得
し
読
む
こ
と
が
進
め
ら
れ
る
｡
島
に
辿
-
着
き
､
｢か
ね
ひ
ら
大
王
｣
の
娘

｢あ
さ
ひ
天
女
｣
の
協
力
で
'
｢大
日
の
兵
法
｣
を
手
に
入
れ

｢三
日
三
夜
に

書
き
写
し
給
ふ
｣
と
自
ら
の
も
の
に
す
る
｡
そ
の
結
果
が

｢か
-
て
､
兵
法

故
､
日
本
国
を
思
ひ
の
ま
ま
に
従
へ
て
'源
氏
の
御
代
と
な
ら
せ
給
ひ
け
-
｡｣

と
い
う
平
家
打
倒

･
源
氏
の
時
代
の
到
来
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
御
曹
司
が

『六
韓
』
習
得
の
場
面
で

｢昼
は
終
日
に
書
き
給
ふ
｡
夜
は
夜
も
す
が
ら
こ

れ
を
服
し
給
ひ
｣
(｢義
経
鬼

一
法
眼
が
所
へ
御
出
の
事
｣)
と
異
常
な
ほ
ど
の

集
中
力
を
見
せ
'
そ
の
結
果
'
｢十
六
巻
を

一
字
も
残
さ
ず
'
覚
え
さ
せ
給
ひ

て
｣
(同
)
と
'
完
全
に
覚
え
た
と
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
｡
御
曹
司
が

『六

輯
』
を
我
が
物
に
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
《義
経
伝
説
》
で
は
へ
平

家
打
倒
の
た
め
に
'
毘
沙
門
天
の
庇
護
と
､
『大
審
』
兵
法
書
の
習
得
こ
そ
'

武
将
義
経
の
強
さ
の
背
景
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

四
㌧
神
話
の
影

義
経
の
背
後
に
､
仏
法
と
王
権
の
庇
護
を
匂
わ
せ
る
た
め
に
'
彼
は
貴
種

2



で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
貴
種
の
流
離
す
る
宿
命
を
指
摘
し
た
の
は
'
折
口

信
夫
で
あ
る
｡
義
経
は
流
離
す
る
｡
角
川
源
義
は

｢義
経
の
上
洛
と
い
い
､

渡
島
と
い
い
'
古
代
神
話
の
に
お
い
が
濃
厚
で
あ
る
｡｣
【-
】
と
い
う
｡
我
々

は

《義
経
伝
説
》
に
神
話
的
世
界
を
見
る
｡
角
川
は

｢舌
代
神
話
の
に
お
い
｣

を
｢呪
力
を
得
る
た
め
遠
-
異
郷
を
遍
歴
す
る
若
き
英
雄
評
｣
【2
】
に
み
る
｡

《義
経
伝
説
》
に
お
け
る
神
話
的
世
界
は
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
少
量
神

と
巨
人
神
と
の
対
面
'
飛
期
す
る
少
童
神
と
手
こ
ず
る
巨
人
神
､
降
参
す
る

巨
人
神
'
そ
し
て

｢大
己
貴
命
と
'
少
彦
名
命
と
'
力
を
載
せ
心
を

1
つ
に

し
て
'
天
下
を
経
営

(
つ
-
)
る
｡｣
(『日
本
書
紀
』
巻

l
t
神
代
上
)
と
､

両
者
が
協
力
し
て
事
業
を
な
す
と
い
う
神
話
の
場
面
｡
日
本
の
国
づ
く
り
に

力
を
尽
-
し
た
二
神
の
出
会
い
の
場
面
は
'
海
上
を
渡
っ
て
き
た
少
童
神
少

彦
名
命
を

｢大
己
貴
命
'
即
ち
取
り
て
掌
中
に
置
き
て
'
翫
び
た
ま
ひ
し
か

ば
へ
跳
-
て
其
の
頬
を
噛
ふ
｡｣
(同
)
と
飛
期
す
る
少
童
神
と
手
こ
ず
る
巨

人
神
の
構
図
を
見
せ
て
い
る
｡
大
小
の
二
神
が
兄
弟
と
な
っ
て
'
国
づ
-
-

の
事
業
を
行
っ
て
い
-
こ
と
と
'
｢弁
慶
と
二
人
し
て
平
家
を
狙
ひ
給
ひ
け

る
｡｣
｢
(弁
慶
)
志
又
二
つ
無
く
身
に
添
ひ
'
影
の
ご
と
-
'
平
家
を
三
年
に

攻
め
落
し
給
ひ
し
に
も
度
々
の
高
名
を
極
め
ぬ
｡｣
(『義
経
記
』
巻
三

｢弁
慶

義
経
に
君
臣
の
契
約
申
す
事
｣)と
平
家
打
倒
と
い
う
大
事
業
を
行
っ
た
こ
と

が
神
話
的
文
脈
で
は
重
な
-
合
う
｡

五
'

一
寸
法
師
と
牛
若
丸

『義
経
記
』
で
は
'
義
経
を
平
泉
か
ら

1
旦
京
都
に
戻
ら
せ
る
ま
で
し
て

も
'
弁
慶
と
出
会
う
場
面
が
､
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
だ
｡
義
経
と
弁

慶
が
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
こ
と
に
は
'
間
違
い
な
い
が
､
同
時
に
伝
説
的

な
人
物
で
あ
-
'
そ
の
伝
説
は
神
話
を
色
濃
-
反
映
し
た
｡
中
世
の
英
雄
伝

説
は
新
た
な
神
話
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
室
町
期
の
物
語
の
中
で
'
飛
期
す
る

少
量
神
と
手
こ
ず
る
巨
人
神
の
構
図
を
見
せ
て
い
る
物
語
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'

一
寸
法
師
と
鬼
と
の
闘
い
の
場
面
で
あ
る
｡
牛
若
丸
と
弁
慶
と
の
闘
い
と
の

類
似
性
は
'
変
幻
自
在
な
戟
い
方
で
鬼
を
悩
ま
す

一
寸
法
師
に
'
弁
慶
を
翻

弄
す
る
義
経
が
重
な
る

【3
】｡
さ
ら
に
'
大
と
小
の
神
が
闘
い
'
大
の
神
が

負
け
る
と
い
う
約
束
事
が
存
在
し
て
い
た
t
と
指
摘
す
る
の
は
郡
司
正
勝
で

あ
る
｡住
書
明
神
の
申
し
子

一
寸
法
師
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
'
｢住
吉
明
神
は
'

九
州
大
分
の
古
表
神
社
や
古
要
神
社
の
神
相
撲
で
は
､
色
の
黒
い
も
っ
と
も

小
さ
な
神
に
な
っ
て
い
て
'
大
き
な
神
を
投
げ
飛
ば
す
の
が
定
ま
っ
て
い
る

約
束
事
で
あ
っ
た
｡｣
【4
】
と
い
い
'
こ
の
よ
う
な

｢神
相
撲
｣
と
い
う
神

事
の
展
開
が
'
｢年
若
と
い
う
小
男
が
'
大
男
の
弁
慶
を
降
参
さ
せ
る
と
い
う

説
話
を
構
成
し
た
｡｣
【5
】
と
い
う
｡
さ
ら
に
､
こ
の
約
束
の
背
景
に
'
若

宮

･
王
子
或
い
は
童
子
信
仰
'
さ
ら
に
小
子
部
の
雷
神
信
仰
ま
で
が
係
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
郡
司
の
指
摘
は
'
牛
若
と
弁
慶
と
の
闘
い
の

神
話
的
文
脈
の
奥
深
さ
を
際
立
た
せ
る
｡
お
そ
ら
-
'そ
の
指
摘
は
正
し
い
｡

六
'
芸
能
と
し
て
の
闘
い

『義
経
記
』
で
は
､
闘
い
は
二
度
行
わ
れ
て
い
る
｡
一
度
は
五
条
天
神
で
'

二
度
目
は
清
水
観
音
の
舞
台
で
あ
る
｡前
者
で
は
'特
に
観
客
は
い
な
い
が
'

後
者
で
は
参
詣
に
来
て
い
た
人
々
が

｢引
い
つ
進
ん
づ
討
合
ひ
け
る
間
'
始

は
人
も
催
ぢ
て
専
ら
ざ
り
け
る
が
'
後
に
は
面
白
さ
に
行
違
を
す
る
様
に
附

き
て
め
ぐ
り
こ
れ
を
観
る
｡｣
(『義
経
記
』
)
と
観
客
と
化
し
て
い
て
'
参
詣

者
に
と
っ
て
二
人
の
闘
い
は
ほ
と
ん
ど
芸
能
と
化
し
て
い
る
｡
そ
れ
も
､
御

曹
司
の
圧
倒
的
な
強
さ
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
｡
義
経
の
余
裕
の
態

度
は
､
闘
い
を

｢終
夜
'
斯
-
て
遊
び
た
-
あ
れ
ど
も
｣
と
､
《遊
び
》
と
感

じ
て
い
た
と
い
う
描
写
に
現
れ
て
い
る
｡
浅
見
和
彦
は

｢こ
こ
に
は
閑
静
を

《悪
》
と
し
'
危
険
行
為
と
見
な
す
視
線
は
な
-
な
っ
て
い
る
｡
弁
慶
と
い

う

《悪
》
と
'
義
経
と
い
う
そ
の
上
を
行
-

《悪
》
が
白
刃
を
ま
じ
え
る
活

劇
を
も
と
め
'
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
も
は
や
見
物



と
し
て
の

《悪
》｣
で
あ
-
､
そ
れ
は
'
｢
二
条
河
原
落
首
｣
の
精
神
に
極
め

て
近
い
と
い
う

【6
】
｡
中
世
t
と
-
わ
け
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て

の
'
民
衆
の
感
覚
を
伝
え
る
も
の
に
､
落
首
が
あ
っ
た
｡
｢
こ
の
比
'
都
に
は

や
る
物
｡
夜
討
､
強
盗
､
･
･
｣
(｢
二
条
河
原
落
首
｣)
と
危
険
な
状
態
を
､

流
行
と
す
る
感
覚
'
そ
れ
は
'
｢我
等
ガ
面
白
キ
ト
思
フ
事
こ
ハ
'
焼
亡
､
辻

風
'
小
喧
嘩
､
･
･
｣
(『秋
夜
長
物
語
』
)
と
共
通
の
感
覚
で
あ
る
｡
彼
ら
の

斬
-
合
い
が
､
芸
能
と
捉
え
ら
れ
た
時
代
の
感
覚
を
知
る
こ
と
は
大
事
だ
｡

そ
し
て
'
そ
の
時
代
'
《悪
》
と
し
て
の
牛
若
丸

(義
経
)
も
措
か
れ
て
い
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

七
'
悪
の
牛
若
丸

『義
経
記
』
で
は
､
弁
慶
の

｢人
の
帯
き
た
る
太
刀
千
振
取
-
て
'
我
が

重
宝
に
せ
ば
や
｣
と
い
う
願
い
が
'
義
経
と
の
対
決
を
引
き
起
こ
し
た
｡
弁

慶
は

《悪
》
だ
が
､
義
経
は

《悪
》
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
五
条
大
橋
が

対
決
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
謡
曲
で
は
､
｢牛
若
殿
と
申
し
て
御
座
候
ふ
を
､

学
問
の
為
に
鞍
馬
の
寺
へ
御
の
ぼ
せ
御
座
候
ふ
所
に
｡学
問
を
ば
し
給
は
で
｡

夜
な
夜
な
五
条
の
橋
に
出
で
｡
数
多
の
人
を
御
切
り
侯
｡｣
(『笛
の
巻
』
)
'
｢昨

日
五
条
の
橋
を
通
り
侯
ふ
所
に
｡
十
二
三
ば
か
り
な
る
幼
き
者
｡
小
太
刀
に

て
執
っ
て
廻
り
侯
は
｡
さ
な
が
ら
媒
鳥
の
如
-
な
る
由
申
し
侯
｡
｣
(『橋
弁

慶
』
)
と
牛
若
丸
は
狂
っ
た
よ
う
に
へ
五
条
大
橋
で
人
を
斬
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
理
由
を
'
大
日
如
来
と
化
し
た
亡
き
父
義
朝
の

｢ま
づ
来
年
は
十

四
な
-
｡
父
が
十
三
年
の
孝
養
に
'
五
条
の
橋
に
て
千
人
斬
せ
よ
｡｣
(『天
狗

の
内
裏
』
)
と
い
う
命
を
受
け
て
と
'
孝
養
の
た
め
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

が
'
謡
曲
の
牛
若
丸
は
反
逆

･
狂
気
に
身
を
任
せ
た
孤
独
な
少
年
の
様
相
を

呈
し
て
い
る
｡
千
人
斬
り
の
対
象
が
平
家

一
門
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら

だ
｡
近
世
に
入
っ
て
も
'
そ
の
よ
う
な
牛
若
丸
は
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
｡
島
津
久
基
で
な
-
て
も

｢牛
若
の
所
業
と
す
る
と
'
義
経
フ
ア
ン
に
と

っ
て
甚
だ
弁
護
に
苦
し
む
悪
行
｣
｢笑
止
愚
劣
な
遊
戯
｣
【7
】
と
言
い
た
-

な
る
よ
う
な
'
(悪
)
の
牛
若
丸
の
姿
で
あ
る
｡

八
'
義
経
を
守
護
す
る
も
の

義
経
は
ど
の
よ
う
な
存
在
に
護
ら
れ
て
き
た
か
｡
｢
い
か
に
も
し
て
平
家
を

滅
ぼ
し
'
父
の
本
望
を
達
せ
む
と
思
は
れ
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
｡
ひ
る

は
終
日
に
学
問
を
事
と
し
､
夜
は
終
夜
武
芸
を
稽
古
せ
ら
れ
た
-
｡｣
(『平
治

物
語
』
｢牛
若
奥
州
下
り
の
事
｣)
と
た
だ
な
ら
ぬ
執
念
の
も
と
に
､
彼
は
生

き
て
い
た
｡
そ
の
牛
若
丸
の
武
芸

(兵
法
)
の
指
南
を
し
た
の
が

｢僧
正
が

谷
に
て
'
天
狗
と
夜
々
兵
法
を
な
ら
ふ
と
云
々
｡
さ
れ
ば
早
足
･飛
び
越
え
'

人
間
の
わ
ざ
と
は
覚
え
ず
｡｣
(同
)
と
あ
る
よ
う
に
､
天
狗
た
ち
で
あ
っ
た
｡

ま
た
'
世
に
騒
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
'
そ
の
存
在
理
由
と
す
る
天
狗
た

ち
だ
け
に
護
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
｢日
々
に
多
聞

(毘
沙
門
天
)

に
入
堂
し
て
'
謀
反
の
事
を
ぞ
祈
ら
れ
け
る
｡｣
(同
)
と
昆
沙
門
に
謀
反

(平

家
打
倒
)
を
祈
-
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡
中
世
､
昆
沙
門
天
は
軍
神
と
し

て
信
仰
さ
れ
た
｡
反
逆
の
意
思
を
も
っ
た
武
人
へ
と
突
き
進
む
荒
ぶ
る
王

子

･
若
宮
と
し
て
の
牛
若
丸
が
存
在
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で

あ
る
o
そ
し
て
'
も
う

一
人
の
荒
ぶ
る
王
子

･
若
宮
と
し
て
の
牛
若
丸
と
し

て
登
場
し
た
の
が
'
弁
慶
で
あ
っ
た
｡
義
経
と
弁
慶
と
の
対
の
構
造
に
目
を

向
け
た
と
き
'
｢弁
慶
は
牛
若
の
異
形
変
で
あ
り
'
そ
の
伝
説
も
年
若
伝
説
の

異
形
変
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡｣
【8
】
と
い
う
指
摘
が

あ
る
｡
｢公
達
義
経
の
鬼
神
化
｣
【9
】
と
し
て
登
場
し
た
の
が
'
『義
経
記
』

の
弁
慶
伝
説
と
い
う
視
点
で
あ
る
｡
義
経
を
守
護
す
る
も
の
は
'
も
う

一
人

の
義
経
だ
っ
た
｡
両
者
の

｢生
ま
れ
｣
｢童
の
時
代
｣
｢芸
｣
｢出
発
｣
｢修
行

の
地
｣
を
比
較
し
た
五
味
文
彦
は

｢弁
慶
の
物
語
と
は
'
も
う

一
つ
の
義
経

の
物
語
に
は
か
な
ら
ず
｣
【
10
】
と
喝
破
'
｢弁
慶
と
の
避
退
に
よ
っ
て
'

義
経
は
そ
の
生
き
方
を
も
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡｣
【
11
】
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と
､
義
経
は
そ
の
分
身
と
し
て
弁
慶
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
'
戦
い
の
場
に

躍
り
出
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
示
唆
す
る
｡
中
世
の
英
雄
伝
説
は
'
出
会

う
べ
-
し
て
出
会
う
二
人
に
よ
っ
て
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
｡

九
'
五
条
天
神
社
の
磁
場

義
経

･
弁
慶
の
闘
い
に
お
い
て
'
《
五
条
天
神
》
の
神
話
的
磁
場
が
強
-
働

い
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
｡
少
し
長
-
な
る
が
'
例
え
ば
'
近
藤

喜
博
の

｢五
条
天
神
の
小
人
性
は
い
き
お
い
'
鞍
馬
山
に
篭
っ
て
い
た
牛
若

丸
を
小
童
に
見
立
て
て
､
こ
の
渡
り
で
活
躍
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
具
立
て
に

な
っ
て
-
る
こ
と
も
'
長
き
に
わ
た
る
五
条
渡
の
原
始
信
仰
に
ま
つ
わ
る
変

形
で
あ
-
､
説
話
化
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
'
こ
こ
に
屯
し
た

人
々
の
心
の
裡
に
'
或
い
は
約
束
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
｡｣
【
12
】
と
い
っ
た
叙
述
で
あ
る
｡
五
条
天
神
の
祭
神
'
少
彦
名
神
と

大
己
貴
神
が
磁
場
の
中
核
に
あ
る
｡
五
条
天
神
社
は
､
祇
園
社
の
末
社
で
'

医
道
の
祖
神
少
彦
名
神
と
大
己
貴
神
を
配
り
､
厄
病
除
災
の
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
た
｡
室
町
時
代
に
は
'
節
分
の
と
き
に
こ
こ
で
頒
た
れ
る
餅
を
食

べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た

【
13
】
｡
五
条
天
神
社
は

陰
陽
師
と
の
関
係
が
深
-
､
義
経
物
語
も
こ
の
天
神
社
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ

て
い
た

【
14
】｡
義
経
を
め
ぐ
る
物
語
に
'
五
条
天
神
社
と
清
水
寺
が
深
-

関
わ
っ
て
い
た
｡
牛
若
丸
が
小
童
で
あ
-
'
｢は
や
わ
ざ
｣
を
習
得
す
る
と
い

う
の
も
'
少
彦
名
神
の
飛
期
性
に
淵
源
す
る
約
束
な
の
で
あ
る
｡
少
彦
名
神

の
飛
期
性
は
'
莱
が
ら
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
て
常
世
に
帰
還
し
た
神
話
も
証
明

す
る
｡

十
'
女
装
す
る
牛
若

牛
若
丸
の
女
装
に
つ
い
て
は
､
《
五
条
の
渡
-
》
と
い
う
地
域
の
別
の
文
脈

が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
確
か
に
'
牛
若
丸
は
鞍
馬
山
の
稚
児
で
あ

っ
た
が
'
女
装
と
稚
児
姿
は
異
な
る
｡
室
町
時
代
'
《
五
条
辺
の
立
君
》
は
よ

-
知
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
｡
立
君
と
は
下
級
の
遊
女
で
あ
る
｡
義
経
と
弁
慶

と
の
闘
い
の
場
は
､
『義
経
記
』
で
は
'
五
条
天
神
'
清
水
寺
で
あ
っ
た
｡
二

人
の
闘
い
の
決
着
が
つ
-
の
は
､
清
水
寺
で
あ
-
'
当
時
'
流
布
し
て
い
た

の
は
､
｢清
水
風
情
'
牛
若
弁
慶
切
合
風
情
｣
(『看
聞
御
記
』
)
な
ど
か
ら
'

清
水
寺
の
舞
台
で
の
闘
い
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
｡
た
だ
'

一
方
で
'

室
町
期
'
謡
曲
な
ど
で
は
'
闘
い
の
場
が
'
五
条
の
橋
と
な
っ
て
い
る
｡
《
五

条
の
辺
-
》
と

《
五
条
の
渡
-
》
が
重
層
的
な
場
を
形
成
し
て
い
た
の
だ
｡

二
人
の
闘
い
の
場
が
五
条
の
橋
に
収
赦
し
て
い
っ
た
必
然
性
を
､
演
中
修
は

橋

･
童
子

･
笛
の
境
界
性
と
み
た

【
15
】｡
中
世
'
清
水
寺
か
ら
'
清
水
坂

を
ま
っ
す
ぐ
に
下
っ
て
い
-
と
'
五
条
坂
下
'
そ
し
て
五
条
の
橋
で
あ
っ
た

(『洛
中
洛
外
囲
』
)｡
そ
の
道
筋
は
参
詣
人
で
賑
わ
っ
た
｡
橋
は
無
縁
の
も
の

で
あ
る
は
ず
だ
が
'鎌
倉
時
代
か
ら
清
水
寺
が
五
条
橋
を
渡
る
参
詣
人
か
ら
､

借
銭
を
徴
収
し
て
い
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
､
清
水
坂
に
は
清
水
寺
に
隷
属
し

た
｢坂
者
｣
と
い
う
非
人
集
団
が
居
住
し
て
い
た
と
い
う
｡
《
五
条
辺
の
立
君
》

も
清
水
寺
と
深
い
関
係
に
あ
-
'
彼
ら
か
ら
収
入
の
1
部
を
徴
収
し
て
'
同

時
に
保
護
を
加
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る

【
16
】｡
夜

の
五
条
の
橋
を
渡
っ
て
-
る
女
装
の
者
と
い
う
設
定
に
'
下
級
遊
女
の
姿
が

投
影
さ
れ
て
い
る
｡
義
経
伝
説
の
中
の
御
曹
司
義
経
の
も
つ

《異
端
性
》
に

つ
い
て
は
'
彼
の
持
つ

《芸
能
性
》
と
と
も
に
'
さ
ら
に
考
え
て
い
-
必
要

が
あ
-
そ
う
だ
｡
そ
の

《芸
能
性
》
は
前
述
し
た
よ
う
に
'
武
芸
と
い
う
闘

い
の
芸
と
し
て
突
出
し
て
い
た
｡

十

一
､
笛
に
よ
る
出
会
い

義
経
の

《芸
能
性
》
は
､
御
伽
草
子

｢浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
｣
に
措
か
れ

て
い
る
よ
う
に
'
笛
の
力
'
ま
さ
に
遊
芸
の
力
で
恋
を
獲
得
し
て
い
-
場
面
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に
顕
著
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
義
経
と
弁
慶
の
出
会
い
の
契
機
も
笛
の
音
で
あ

っ
た
｡
五
条
天
神
の
場
面
の

｢晩
方
に
な
-
て
'
堀
河
を
下
り
に
行
き
け
れ

ば
､
面
白
く
笛
の
音
こ
そ
聞
え
け
れ
｡
弁
慶
こ
れ
を
聞
き
て
'
面
白
や
､
さ

夜
更
け
て
天
神
へ
参
る
人
の
笛
か
'
法
師
や
ら
ん
男
や
ら
ん
'
よ
か
ら
む
太

刀
を
持
ち
た
ら
ば
､
取
ら
ん
と
思
ひ
て
'
笛
の
音
の
近
づ
き
け
れ
ば
､
差
屈

み
て
見
れ
ば
'未
だ
若
人
の
し
ろ
き
直
垂
に
胸
板
を
し
ろ
-
し
た
る
腹
巻
に
､

黄
金
造
り
の
太
刀
の
こ
こ
ろ
も
及
ば
ぬ
を
帯
か
れ
た
-
｡｣
(『義
経
記
』
｢弁

慶
洛
中
に
て
人
の
太
刀
を
奪
ひ
取
る
事
｣)
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
謡
曲

｢笛
の

巻
｣
で
は
'
年
若
の
持
つ
笛
の
由
来
が
'
母
で
あ
る
常
盤
か
ら
語
ら
れ
る
｡

笛
を
包
む
錦
に
虫
喰
い
に
よ
っ
て
現
れ
た
文
字
に
は
'
そ
の
笛
が

｢壱
高
五

千
｡
三
百
鎗
歳
経
て
｡
弘
法
大
師
の
御
手
に
渡
り
そ
の
後
に
｡
義
朝
の
未
の

子
牛
若
が
手
に
渡
る
べ
し
｣
と
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
｡
こ
の
後
'
場
面
は
謡

曲
｢橋
弁
慶
｣
に
続
き
'
牛
若
丸
は
五
条
の
席
に
向
か
い
弁
慶
と
遭
遇
す
る
｡

稚
児
の
よ
う
な
牛
若
丸
が
弁
慶
の
前
に
笛
の
音
と
と
も
に
現
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
太
刀
奪
取
を
め
ぐ
る
闘
い
｡
そ
の
闘
い
は
'
二
人
に
と
っ
て
至
福

の
時
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
再
会
の
場
面
も

｢弁
慶

『あ
ら

面
白
の
笛
の
音
や
'
あ
れ
を
こ
そ
待
ち
つ
れ
｡
～
』
｣
(｢弁
慶
義
経
に
君
臣
の

契
約
申
す
事
｣)
と
'
清
水
坂
の
辺
に

｢例
の
笛
｣
が
聞
え
て
-
る
こ
と
を
心

と
き
め
か
せ
て
待
つ
弁
慶
の
姿
を
浮
か
び
上
が
る
｡
弁
慶
の
前
に
笛
の
音
が

聞
こ
え
'
逢
瀬
の
よ
う
な
闘
い
が
始
ま
る
｡
そ
し
て
､
主
従
の
誓
い
｡
牛
若

丸
'
速
那
王
'
御
曹
司
源
義
経
と
そ
の
姿
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
も
､
義
経
と

笛
と
の
組
み
合
わ
せ
は
変
わ
ら
な
い
｡

十
二
'
稚
児
と
笛

童
子
は
飛
期
し
'
笛
を
吹
-
｡
中
世
物
語
に
お
い
て
'
《笛
吹
き
童
子
》
の

イ
マ
ー
ジ
ュ
が
室
町
人
を
虜
に
し
た
'
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
｡
稚
児

物
語
で
は
稚
児
の
悲
劇
を
際
立
た
せ
る
笛
の
音
が
響
-
｡
年
若
は
鞍
馬
寺
の

稚
児
で
あ
る
が
､
武
士
の
血
に
導
か
れ
'
反
逆
者
の
道
を
辿
っ
て
い
っ
た
｡

そ
れ
に
し
て
も
'
御
曹
司
の
物
語
に
は
'
稚
児
物
語
の
悲
劇
性
が
漂
っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
､
愛
と
供
蟻
の
対
象
と
し
て
の
稚
児
の
宿
命
を
感
じ
さ
せ
る
｡

稚
児
は
､
人
と
神
と
の
'
さ
ら
に
男
と
女
と
の
境
界
に
存
在
す
る
周
縁
的
'

境
界
的
存
在
｡
そ
し
て
､
潰
中
修
に
よ
れ
ば
'
稚
児
物
語
を
通
し
て
'
笛
は

稚
児
の
最
も
近
し
い
楽
器
で
あ
っ
た
と
い
う

【
17
】｡
弁
慶
の
前
に
現
れ
た

御
曹
司
は

｢薄
化
粧
､
鉄
渠
黒
-
｣
(『弁
慶
物
語
』
)
と
稚
児
そ
の
も
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
笛
が
稚
児
に
近
し
い
楽
器
で
あ
る
こ
と
は
'
笛
そ
の
も
の
の

特
質
に
も
よ
る
｡
中
川
聡
に
よ
れ
ば
'
古
来
､
笛
の
音
は
神
の
声
で
あ
り
'

笛
は
神
お
ろ
し
の
楽
器
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
､
古
代

･
中
世
説
話
集
に

は
'
笛
を
吹
-
こ
と
で
神
が
示
現
し
た
話
､
奇
跡
が
起
っ
た
静
､
さ
ら
に
神

通
力
を
持
つ
笛
の
話
な
ど
が
収
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(【
18
】｡
《笛
吹
き

童
子
》
は
神
に
通
じ
た
存
在
'垂
透
し
た
神
と
い
う
室
町
人
の
信
仰
ゆ
え
に
'

笛
を
吹
き
な
が
ら
現
れ
る
御
曹
司
は
'
童
子
神
で
あ
っ
た
｡

十
三
㌧
毘
沙
門
天
の
書
法

義
経
は
鞍
馬
寺
の
守
護
神
｢毘
沙
門
の
御
再
誕
の
若
君
｣
(『天
狗
の
内
裏
』
)

で
あ
っ
た
｡
義
経
伝
説
を
管
理
し
た
社
寺
と
し
て
､
先
に
五
条
天
神
社
と
清

水
寺
を
あ
げ
た
が
'
当
然
と
は
言
え
'
鞍
馬
寺
の
昆
沙
門
天
信
仰
に
も
'
日

を
向
け
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
義
経
は
毘
沙
門
天
の
再
喪
と
い
わ
れ
て
い
る
鞍
馬

寺
の
稚
児
な
の
だ
｡
義
経
の
飛
期
性
を
考
え
る
要
素
と
し
て

《護
法
童
子
》

の
姿
が
浮
上
し
て
く
る
｡
義
経
は
毘
沙
門
天
の
再
誕
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
'

小
童
な
の
で
あ
る
o
毘
沙
門
天
に
は
付
き
従
う
二
人
の
護
法
童
子
が
い
畠

(『今
昔
物
語
集
』
巻

12

｢書
写
山
の
性
空
聖
人
の
語
｣
第

34
)
｡
毘
沙

門
天
の
荒
魂
と
和
魂
の
よ
う
な
乙
童
と
若
童
と
い
う
名
の
護
法
童
子
｡
そ
こ

に
'義
経
と
弁
慶
を
投
影
す
る
こ
と
も
可
能
だ
｡毘
沙
門
天
の
護
法
童
子
で
'

そ
の
天
空
を
飛
期
す
る
姿
を
印
象
づ
け
た
の
は

｢剣
の
護
法

(剣
鎧
童
子
)｣



で
あ
る

(｢信
貴
山
縁
起
｣)｡
故
に
'
近
藤
書
博
の
｢あ
の
小
童
的
な
牛
若
丸

の
出
現
に
し
て
､
彼
の
燕
の
如
き
飛
期
の
姿
の
底
に
は
'
護
法
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
'
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡｣
【
19
】
と
い
う

問
い
か
け
に
対
し
て
は
'
わ
た
し
と
し
て
は

《諾
》
と
答
え
た
い
｡
義
経
と

弁
慶
の
物
語
は
､
室
町
期
の
昆
沙
門
天
と
そ
の
脊
属
の
物
語
で
も
あ
っ
た
の

だ
｡

十
四
㌧
雷
神
小
童

郡
司
正
勝
は
'
牛
若
丸
が
五
条
橋
を
笛
を
吹
き
な
が
ら
通
る
姿
に
着
目
し

た
｡
｢牛
若
丸
は
､
小
人
で
あ
-
'
稚
児
で
あ
-
'
小
男
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
､
笛
は
つ
な
が
る
｡｣
【
20
】
｡
古
代
へ
の
ま
な
ざ
し
は
'
｢笛
は
'
古

来
'
小
部
氏
の
職
掌
で
あ
っ
た
｡｣
【
21
】
と

《小

(千
)
部
と
笛
》
の
関

係
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
｡
中
世
'
田
楽
の
笛
を
吹
-
田
楽
法
師

一
座
の
童
子

た
ち
'
獅
子
舞
の
笛
を
吹
-
｢小
部
｣
の
童
子
た
ち
が
投
影
さ
れ
る
牛
若
丸
｡

｢都

一
の
管
絃
者
｣
(『浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
)
と
称
さ
れ
た
御
曹
司
義
経
｡

現
在
'
闘
い
の
場
は
'
五
条
の
橋

(『弁
慶
物
語
』
)
と
さ
れ
て
い
る
が
'
か

っ
て
五
条
天
神
社
の
境
内
､
清
水
寺
坂

(『義
経
記
』
)
で
も
彼
ら
は
闘
っ
た
｡

牛
若
も
弁
慶
も
五
条
天
神
を
信
仰
し
て
い
た
｡
郡
司
氏
は
'
牛
若
の
《女
装
》

は
稚
児
牛
若
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
同
時
に
'
傾
城
姿
を
も
意
味
し
た
と
い

う
｡
五
条
天
神
社
の
あ
る
五
条
酉
洞
院
は
､
古
-
か
ら
傾
城
町
で
あ
っ
た
か

ら
だ
｡
五
条
天
神
の
祭
神
少
彦
名
神
に
よ
る
牛
若
の
小
童
の
約
束
な
ど
'
郡

司
氏
の
指
摘
は
興
味
深
い
｡
｢五
条
天
神
社
の
あ
る
五
条
橋
は
'
妖
し
き
幼
童

の
出
現
す
る
素
地
が
あ
-
'
笛
の
音
が
ま
つ
わ
る
の
だ
と
い
っ
て
い
い
｡
｣

【
22
】
と
､
弁
慶
を
屈
服
さ
せ
る
牛
若
丸
に
､
雷
神
を
屈
服
さ
せ
た
小
子

部
ス
ガ
ル
の
面
影
を
見
出
す
｡
遥
か
'
古
代
か
ら
中
世
へ
の
神
話
的
水
脈
が

見
え
る
｡
先
に
'
義
経
に
毘
沙
門
天
の

《護
法
童
子
》
の
姿
を
見
た
と
い
っ

た
が
'
異
界
の
子
ど
も
の
淵
源
に

《雷
神
小
童
》
を
見
る
｡
平
安
時
代
の
仏

教
説
話
の
な
か
で
'
《
雷
神
小
童
》
が

《護
法
童
子
》
化
を
示
し
て
い
っ
た
｡

『法
華
経
』
の
力
に
屈
服
し
た

《
雷
神
小
童
》
は
'
神
融
法
師
の
た
め
に
'

岩
を
穿
ち
水
を
湧
き
出
さ
せ
た

(『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下

｢第
八
十

一

越
後
国
の
神
融
法
師
｣
)0

十
五
'
芸
能
神
の
加
護
と
死

御
伽
草
子

『御
曹
子
島
渡
』
の
な
か
で
'
幾
多
の
危
機
を
､
笛
を
吹
-
こ

と
で
脱
し
て
い
く
御
曹
司
義
経
｡
柳
田
国
男
は
'
そ
の
話
の
由
来
は
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
'
『浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
に
典
型
的
に
措
か

れ
て
い
る
よ
う
に
､浄
瑠
璃
御
前
の
心
を
掴
む
の
も
笛
に
よ
る
こ
と
か
ら
｢笛

の
曲
に
精
妙
で
あ
っ
た
若
者
が
'
か
か
る
超
凡
の
婚
姻
に
成
功
し
う
る
も
の

の
ご
と
く
'
以
前
想
像
せ
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡｣

【
23
】
と
述
べ
'
｢こ
の
間
題
の
奥
行
き
は
際
限
も
な
-
深
い
｡｣
【
24
】

と
示
唆
し
た
｡
笛
の
力
は
目
的
を
達
す
る
力
｡
｢日
本
国
を
思
ひ
の
ま
ま
に
従

へ
て
､
源
氏
の
御
代
｣
と
す
る
夢
を
可
能
に
す
る
の
が
'
｢現
世
で
は
祈
祷
の

法
'
後
世
に
て
は
仏
道
の
法
｣
'
さ
ら
に
兵
法
で
も
あ
る

｢大
日
の
法
｣
を
記

し
た
巻
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
大
王
の
娘
'
｢朝
日
天
女
｣
の
心

を
も
つ
か
み
'
｢超
凡
の
婚
姻
｣
に
よ
っ
て
巻
物
を
獲
得
｡
そ
の
こ
と
で
'
平

家
打
倒
は
果
た
さ
れ
る
｡
天
女
の
死
を
代
償
に
'
御
曹
司
の
夢
を
可
能
に
し

た
笛
の
カ
｡
そ
の
天
女
は

｢日
本
相
模
国
江
ノ
島
の
弁
才
天
の
化
身
｣
で
あ

り
'
｢義
経
を
あ
は
れ
み
'
源
氏
の
御
代
に
な
さ
ん
た
め
'
鬼
の
娘
に
生
れ
さ

せ
給
ひ
'
兵
法
伝
へ
ん
た
め
'
か
や
う
の
方
便
あ
-
と
か
や
｡｣
(『御
曹
子
島

渡
』
)
と
､
そ
の
死
は
芸
能

(管
絃
)
の
守
護
神
の

｢方
便
｣
と
し
て
語
ら
れ

た
｡弁
才
天
の
死
を
代
償
に
し
て
'御
曹
司
の
夢
が
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

い
ま
'
｢こ
の
間
題
の
奥
行
き
は
際
限
も
な
-
深
い
｣予
感
に
襲
わ
れ
て
い
る
｡

弁
才
天
は
聖
な
る
河
が
神
格
化
さ
れ
た
女
神

(
‖
水
柵
)
で
あ
る
｡
毘
沙
門

と
弁
才
天
は
'
中
世
'
七
福
神
と
し
て
名
を
連
ね

'
彼
ら
の
も
と
に

《護
法

7



童
子
》
が
い
る
｡
神
話
上
の

《芸
能
神
義
経
の
母
》
の
問
題
に
入
る
予
感
に

襲
わ
れ
て
い
る
が
'
い
ま
は
'
｢
こ
の
間
題
の
奥
行
き
は
際
限
も
な
-
深
い
｣

と
い
う
予
感
に
襲
わ
れ
つ
つ
'
筆
を
摘
-
｡

注

【
-
】
角
川
源
義

『源
義
経
』
講
談
社
学
術
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庫
'
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二
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｡
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｡
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和
彦

｢都
市
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の
夢
と
遊
楽
-
『義
経
記
』
と

『
一
寸
法
師
』

-
｣
『囲
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
九
巻

1
号
'
特
集

‥

お
伽
草
子
文
学
と
絵
と
物
語
と
｡
学
燈
社
'

一
九
九
四
年
｡

郡
司
正
勝

｢笛
吹
き
童
子
｣
『童
子
考
』
白
水
社
'

一
九
八
四
年
'

四
六
貫
｡

同
｡

浅
見
和
彦
､
前
掲
論
文
､
六
〇
貫
｡

島
津
久
基

『義
経
伝
説
と
文
学
』
明
治
書
院
'

一
九
三
五
年
､
三

二
一頁
｡

高
橋
富
夫

『義
経
伝
説
-
歴
史
の
虚
実
･よ

中
公
新
書
'

1
九
六

六
年
'

一
四
二
貢
｡

同
'

一
四
三
頁
｡

五
味
文
彦

『源
義
経
』
岩
波
新
書
､
二
〇
〇
四
年
､
五
三
貢
｡

同
｡

近
藤
喜
博

『日
本
の
鬼
-
日
本
文
化
探
求
の
視
覚

-よ
桜
楓
社
'

一
九
七
五
年
､

一
九
七
頁
｡

五
味
文
彦
'
前
掲
書
'
五
五
頁
｡

角
川
源
義
'
前
掲
書
'
五
七
頁
｡

潰
中
修

｢童
子
の
風
景
-
笛
･
境
界
･
漂
白
I
｣
『室
町
物
語
論
致
』
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新
典
社
'

一
九
九
六
年
｡

後
藤
紀
彦

｢立
君

･
辻
子
君
1

室
町
時
代

･
京
洛
の
遊
女
た
ち
-
｣

週
間
朝
日
百
科
3

『日
本
の
歴

史

中
世
I

l
③
遊
女

･
塊
傭

･

自
拍
子
-
』
｡

演
中
修

｢童
子
の
風
景
-
笛

･
境
界

･
漂
白
-
｣｡

｢笛
｣
『日
本
奇
談
逸
話
伝
説
大
事
典
』
勉
誠
社
､

一
九
九
四
年
｡

近
藤
喜
博
'
前
掲
書
'
二
〇
五
頁
｡

郡
司
正
勝
'
前
掲
書
､
四
二
頁
｡

同
'
四
三
頁
｡

同
'
四
七
頁
｡

柳
田
囲
男

｢山
路
の
笛
｣
『桃
太
郎
の
誕
生
』
角
川
文
庫
､
二
九
三

頁
｡

同
｡
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