
番
外
能
《
鈴
木
》
と
そ
の
復
曲

小　

林　

健　

二
・
鈴　

木　

啓　

吾

は
じ
め
に

能
︽
鈴
木
︾︵﹁
鱸
・
語
鈴
木
・
縄
鈴
木
・
重
家
﹂
な
ど
多
く
の
異
名
を
持
つ
︶は
︑
今
日
で
は
演
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
番
外
曲
の
一

つ
で
あ
る
が
︑
大
永
四
年︵
一
五
二
四
︶成
立
の
﹃
能
本
作
者
註
文
﹄
や
︑
永
正
十
三
年︵
一
五
一
六
︶の
奥
書
が
あ
る
﹃
自
家
伝
抄
﹄︑
室

町
末
期
成
立
と
さ
れ
る
﹃
い
ろ
は
作
者
註
文
﹄
な
ど
能
の
作
者
付
け
資
料
に
曲
名
が
載
る
こ
と
か
ら
︑
室
町
期
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

な
作
品
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
作
者
に
つ
い
て
﹃
能
本
作
者
注
文
﹄
は
﹁
作
者
不
分
明
能
﹂
と
し
︑﹃
自
家
伝
抄
﹄
で
は
﹁
世
阿
弥
﹂
の

項
に
掲
げ
ら
れ
る
が
︑
成
立
時
期
や
作
風
か
ら
世
阿
弥
作
と
は
信
じ
ら
れ
ず
︑
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
︒

本
曲
の
主
人
公︵
シ
テ
︶は
曲
名
に
も
な
っ
て
い
る
鈴
木
三
郎
重
家
で
あ
る
︒
重
家
は
︑
弟
の
亀
井
六
郎
重
清
と
と
も
に
源
義
経
の
股

肱
の
臣
で
あ
っ
た
︒
こ
と
に
衣
川
の
高
館
で
義
経
と
最
期
を
と
も
に
し
た
忠
臣
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
︒
と
言
う
よ
り
︑
こ
の
高
館

合
戦
の
場
面
で
は
じ
め
て
脚
光
を
あ
び
る
人
物
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
活
躍
は
︑
源
義
経
の
一
代
を
綴
っ
た
﹃
義
経
記
﹄
の
巻
八
や
︑
語
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り
物
芸
能
で
あ
る
幸
若
舞
曲
の
﹁
高
館
﹂
で
知
ら
れ
る
が
︑
能
の
︽
鈴
木
︾
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
題
材
は
︑
彼
の
高
館
合
戦
で
の
奮
戦

ぶ
り
や
最
期
に
関
わ
る
話
で
は
な
く
︑﹃
義
経
記
﹄
や
幸
若
舞
曲
に
は
見
ら
れ
な
い
外
伝
と
も
呼
ぶ
べ
き
鈴
木
三
郎
重
家
譚
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
番
外
能
︽
鈴
木
︾
を
紹
介
し
︑
そ
れ
が
中
世
の
語
り
物
の
中
で
形
成
さ
れ
た
鈴
木
三
郎
重
家
譚
を
題
材
と
し
て
成
立
し

た
こ
と
と
︑
近
世
に
お
い
て
他
の
文
芸
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
を
述
べ
︑
さ
ら
に
現
代
に
︽
鈴
木
三
郎
重
家
︾
と
し
て

復
活
し
た
経
緯
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
た
い
︒

番
外
能
《
鈴
木
》
の
構
成
と
内
容

ま
ず
︑
能
︽
鈴
木
︾
が
ど
ん
な
内
容
で
あ
る
か
を
見
て
お
こ
う
︒
配
役
は
︑
シ
テ
が
﹁
鈴
木
三
郎
重
家
﹂︑
前
ツ
レ
が
﹁
重
家
の
母
﹂︑

ア
イ
は
﹁
梶
原
の
家
来
二
人
﹂︑
ワ
キ
は
﹁
源
頼
朝
﹂︑
ワ
キ
ツ
レ
と
し
て
﹁
頼
朝
の
家
臣
﹂
が
登
場
す
る
︒
次
に
段
ご
と
に
筋
を
追
っ

て
い
こ
う
︒

︵
一
︶
シ
テ
の
登
場
︒
鈴
木
三
郎
重
家︵
シ
テ
︶が
登
場
し
︑
主
君
の
義
経
が
頼
朝
に
攻
め
ら
れ
る
と
熊
野
道
者
よ
り
聞
い
た
の
で
奥
州

に
馳
せ
参
じ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒

︵
二
︶
シ
テ
と
ツ
レ
の
問
答
︒
重
家
は
母︵
ツ
レ
︶の
病
を
気
遣
い
な
が
ら
︑
奥
州
下
向
の
意
志
を
母
に
伝
え
る
が
母
は
引
き
留
め
る
︒

重
家
は
︑
異
国
に
も
老
い
た
母
を
振
り
捨
て
て
戦
場
に
向
か
っ
た
勇
者
の
話
が
あ
り
︑
本
朝
で
は
奥
州
の
佐
藤
次
信
が
母
を
残

し
て
西
国
に
赴
き
︑
戦
死
し
て
名
を
あ
げ
た
こ
と
を
説
い
て
許
し
を
乞
う
︒
そ
れ
を
聞
い
た
母
も
涙
な
が
ら
に
行
く
こ
と
を
許

す
︒
こ
こ
で
︿
中
入
﹀
と
な
る
︒

︵
三
︶
ア
イ
の
登
場
と
問
答
︒
梶
原
の
家
来
二
人
が
登
場
し
︑
奥
州
に
下
向
す
る
途
中
の
重
家
を
捕
ら
え
た
の
で
頼
朝
に
報
告
す
る
こ

と
を
述
べ
る
︒
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︵
四
︶
ア
イ
の
報
告
︒
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
の
問
答
︒
梶
原
の
家
来
が
頼
朝
の
家
臣︵
ワ
キ
ツ
レ
︶に
重
家
を
捕
ら
え
た
こ
と
を
報
告
す
る
︒

家
臣
は
頼
朝︵
ワ
キ
︶に
知
ら
せ
︑
頼
朝
は
自
分
の
前
に
連
れ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
︑
梶
原
の
家
来
が
重
家
を
引
き
出
す
︒

︵
五
︶
ワ
キ
と
シ
テ
の
問
答
︒
頼
朝
は
︑
重
家
に
思
い
残
す
こ
と
が
あ
れ
ば
目
前
で
述
べ
よ
と
迫
る
︒
重
家
は
︑
奥
州
に
向
か
う
途
中

に
捕
ら
わ
れ
た
こ
と
の
無
念
を
語
り
︑
首
を
は
ね
よ
と
訴
え
る
︒
義
経
が
土
佐
正
尊
を
討
っ
た
こ
と
を
頼
朝
が
責
め
る
と
︑
重

家
は
︑
平
宗
盛
を
鎌
倉
に
護
送
し
た
際
に
義
経
を
腰
越
か
ら
追
い
返
し
た
こ
と
の
頼
朝
の
非
を
説
き
︑
さ
ら
に
討
っ
手
と
し
て

一
門
の
者
で
は
な
く
土
佐
正
尊
を
遣
し
た
こ
と
の
不
覚
を
申
し
述
べ
る
︒

︵
六
︶
ワ
キ
と
シ
テ
の
問
答
︒
さ
ら
に
頼
朝
は
︑
摂
津
渡
辺
に
お
け
る
梶
原
景
時
の
逆
櫨
の
意
見
を
義
経
が
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
責
め
る
と
︑
重
家
は
︑
義
経
が
自
分
の
舟
に
は
逃
走
用
の
備
え
と
な
る
逆
櫨
の
無
用
を
述
べ
た
こ
と
の
正
当
性
を
述
べ
︑
梶

原
が
義
経
を
猪
武
者
と
畜
類
に
例
え
た
非
道
を
説
く
︒
他
の
者
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
報
告
は
受
け
て
な
い
と
頼
朝
が
言
う
と
︑

そ
れ
は
皆
が
梶
原
を
畏
れ
て
言
わ
な
か
っ
た
だ
け
で
︑
梶
原
に
同
心
す
る
頼
朝
の
運
も
末
だ
と
︑
重
家
は
涙
を
流
し
て
訴
え
る
︒

そ
れ
を
聞
い
た
大
名
達
は
重
家
を
褒
め
讃
え
︑
頼
朝
や
周
り
の
者
も
感
涙
を
流
す
︒

︵
七
︶
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
の
問
答
︒
頼
朝
は
重
家
の
縄
を
解
く
こ
と
を
命
じ
︑
縄
を
解
か
れ
た
重
家
は
烏
帽
子
直
垂
の
姿
で
御
前
へ
召

さ
れ
る
︒︿
物
着
﹀

︵
八
︶
ア
イ
の
語
り
︒
梶
原
の
家
来
が
︑
重
家
の
立
派
な
態
度
に
感
心
し
て
頼
朝
が
そ
の
命
を
助
け
た
旨
を
語
る
︒

︵
九
︶
シ
テ
の
舞
︒
御
前
に
参
っ
た
重
家
は
︑
頼
朝
か
ら
杯
を
い
た
だ
き
︑
所
望
さ
れ
て
﹇
男
舞
﹈
を
舞
う
︒

︵
十
︶
結
末
︒
シ
テ
の
奥
州
下
向
︒
頼
朝
は
︑
先
の
な
い
義
経
を
頼
み
に
す
る
よ
り
も
自
分
に
仕
え
れ
ば
恩
賞
は
願
い
の
儘
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
︑
重
家
も
領
掌
し
た
ふ
り
を
す
る
が
︑
義
経
と
の
主
従
の
情
に
は
変
え
ら
れ
な
い
と
奥
州
に
下
っ
て
い
く
︒

右
の
よ
う
に
全
十
段
か
ら
な
る
︒
前
場
は
︑
老
い
た
母
を
残
し
て
戦
場
に
赴
く
重
家
の
心
情
と
︑
別
れ
難
く
思
い
な
が
ら
も
そ
れ
を

許
す
母
と
の
心
の
交
流
が
描
か
れ
る
︒
後
場
は
一
転
し
て
︑
捕
縛
さ
れ
た
重
家
が
頼
朝
と
対
面
し
︑
論
難
の
う
え
で
か
え
っ
て
賞
賛
を
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得
て
︑
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
勇
壮
な
男
舞
を
見
せ
る
と
い
う
能
で
︑
種
別
と
し
て
は
︽
盛
久
︾
な
ど
と
同
じ
く
男
舞
物
の
一
つ
に
分
類
さ

れ
る
︒

演
能
記
録
と
し
て
は
︑
永
禄
四
年︵
一
五
六
一
︶閏
三
月
一
日
に
︑
雄
高
山
会
所
で
毛
利
元
就
の
酒
宴
の
折
︑
近
江
大
夫
が
﹁
鈴
木
﹂

を
演
じ
た
の
が
初
出
と
な
る
︒
ま
た
︑﹃
言
継
卿
記
﹄
の
永
禄
十
一
年︵
一
五
六
八
︶正
月
廿
六
日
に
西
岡
下
津
林
神
事
猿
楽
で
八
田
大
夫

が
﹁
鱸
﹂
を
演
じ
て
い
る
が
︑
そ
れ
よ
り
前
に
︑
同
じ
く
﹃
言
継
卿
記
﹄
の
天
文
二
十
三
年︵
一
五
五
四
︶に
︑
言
継
が
大
和
宮
内
大
輔

と
﹁
す
ゞ
き
﹂
の
音
曲
本
の
貸
し
借
り
を
し
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
十
六
世
紀
の
前
半
に
は
︑
能
︽
鈴
木
︾
は
成
立
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒

ま
た
︑
謡
本
も
室
町
期
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
な
ど
数
種
が
存
し（

（
（

︑
室
町
後
期
頃
成
立
の
金
春
系
装
束
付
け
で
あ
る
﹃
舞
芸
六
輪
次
第
﹄

を
は
じ
め
と
し
て
︑
江
戸
初
期
頃
の
陽
明
文
庫
蔵
﹃
冊
子
改
装
巻
子
本
装
束
付
﹄
や
慶
長
十
六
年︵
一
六
一
一
︶奥
書
の
福
王
流
﹃
盛
勝

本
衣
裳
付
﹄
な
ど
演
出
関
係
資
料
が
数
種
残
っ
て
い
る
こ
と
や
︑
間
狂
言
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
神
宮
文
庫
蔵
﹃
能
間
・
作
物
作
法
﹄
に

記
事
が
あ
り
︑
大
蔵
流
・
和
泉
流
と
も
に
間
狂
言
詞
章
が
残
っ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
江
戸
初
期
の
﹃
幸
正
能
口
伝
書
﹄
に
も
囃
子
に

関
す
る
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︽
鈴
木
︾
は
室
町
期
に
は
成
立
し
て
い
た
能
な
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
素
材
と
な
っ
た
鈴
木
三
郎
重
家
譚
は
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
ぎ
に
そ
の
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
︒

題
材
で
あ
る
鈴
木
三
郎
譚
の
生
成

鈴
木
三
郎
重
家
と
い
う
人
物
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
諸
本
中
で
は
︑
義
経
の
郎
等
と
し
て
一
︑
二
箇
所
に
名
前
が
あ
が
る
だ
け
で
︑
さ

し
た
る
活
躍
が
記
さ
れ
る
者
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
一
ノ
谷
の
合
戦
に
先
立
つ
三
草
山
の
勢
揃
に
お
い
て
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
第
三
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十
六
﹁
源
氏
勢
汰
﹂
で
は
︑
義
経
軍
の
手
郎
等
と
し
て
﹁
鈴
木
三
郎
重
家
﹂
の
名
が
弟
の
﹁
亀
井
六
郎
重
清
﹂
と
並
ん
で
出
て
お
り
︑

﹃
四
部
合
戦
状
本
﹄
に
は
﹁
鱸
三
郎
﹂
と
見
え
︑﹃
百
二
十
句
本
﹄
に
も
名
前
が
記
さ
れ
る
が
︑
そ
の
他
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
︒

ま
た
︑
土
佐
正
尊
が
堀
河
御
所
を
夜
討
に
す
る
場
面
で
は
︑﹃
百
二
十
句
本
﹄
で
弟
の
亀
井
六
郎
と
と
も
に
見
え
︑﹃
南
都
本
﹄
で
は

﹁
須
々
木
三
郎
﹂︑﹃
中
院
本
﹄
で
﹁
鈴
木
三
郎
﹂
の
名
前
だ
け
が
見
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
﹃
平
家
物
語
﹄
で
は
そ
の
程
度
の
扱
い
な
の
で

あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
吾
妻
鑑
﹄
で
は
︑
弟
の
亀
井
六
郎
の
名
が
︑
文
治
元
年︵
一
一
八
五
︶五
月
七
日
の
条
に
︑
義
経
に
異
心
な
し
の
起
請

文
を
京
よ
り
鎌
倉
へ
伝
達
す
る
使
者
と
し
て
出
て
く
る
の
み
で
︑
鈴
木
三
郎
重
家
の
名
前
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
平
家
物
語
﹄
で
は
目
立
た
な
い
存
在
だ
っ
た
鈴
木
の
人
物
像
は
︑
義
経
と
運
命
を
と
も
に
し
た
家
来
の
一
人
と
し
て
︑

伊
勢
三
郎
や
駿
河
二
郎
な
ど
と
と
も
に
︑﹃
義
経
記
﹄
や
幸
若
舞
曲
な
ど
の
物
語
・
語
り
物
の
世
界
で
劇
的
に
増
幅
し
て
ゆ
く
︒
そ
の
ハ

イ
ラ
イ
ト
と
い
え
る
の
が
幸
若
舞
曲
﹁
高
館
﹂
に
お
い
て
︑
義
経
の
最
期
に
間
に
合
う
よ
う
に
奥
州
衣
川
に
駆
け
付
け
︑
弟
の
亀
井
六

郎
重
清
と
と
も
に
華
々
し
く
戦
い
︑
そ
し
て
雄
々
し
く
死
ん
で
行
く
と
い
う
鈴
木
三
郎
重
家
像
で
あ
る
︒

そ
ん
な
重
家
に
人
々
は
共
感
し
︑
大
い
に
興
味
を
引
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
紀
州
藤
白
に
居
た
重
家
が
義
経
の

危
機
を
知
っ
て
︑
そ
の
最
期
を
と
も
に
す
べ
く
奥
州
高
館
へ
と
駆
け
つ
け
る
動
向
に
︑
独
自
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
添
加
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

大
方
家
本
﹁
高
館
﹂
は
天
正
十
一
年︵
一
五
八
三
︶の
奥
書
を
有
す
る
︑
幸
若
舞
曲
﹁
高
館
﹂
諸
本
の
中
で
は
現
存
最
古
の
写
本
で
︑

語
り
物
の
要
素
を
種
々
残
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
他
の
正
本
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
異
文
と
し
て
︑
合
戦
の
直
前
に

鈴
木
・
亀
井
の
兄
弟
と
弁
慶
ら
が
大
手
の
櫓
の
上
で
酒
盛
り
を
す
る
と
い
う
挿
話
が
あ
り
︑
そ
の
中
で
重
家
は
次
の
よ
う
に
自
ら
の
こ

と
を
語
る
︒

あ
ふ
情
な
し
と
よ
武
蔵
殿
︒
か
ゝ
る
事
を
申
せ
ば
︑
奉
公
だ
て
に
は
に
た
れ
ど
も
︑
今
申
さ
で
い
つ
の
時
申
べ
き
︒
た
ゞ
の
ぶ
吉
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野
山
に
て
君
の
ふ
せ
ぎ
矢
を
つ
か
ま
つ
り
し
時
︑
さ
と
う
を
見
つ
ぐ
人
も
な
し
︒
す
ゞ
き
と
も
に
と
ゞ
ま
り
︑
君
の
ふ
せ
ぎ
矢
を

つ
か
ま
つ
り
︑
吉
野
山
を
ば
し
の
び
い
で
︑
き
の
ぢ
を
さ
し
て
落
て
行
︒
き
の
国
げ
ん
じ
の
こ
わ
う
し
て
︑
又
ふ
ぢ
し
ろ
に
を
ち

て
ゆ
き
︑
田
辺
の
浦
よ
り
船
に
の
り
︑
伊
勢
の
と
ば
へ
落
て
ゆ
く
︒
伊
賀
よ
り
打
手
む
か
ふ
ぞ
と
︑
み
や
こ
よ
り
も
し
ら
す
れ
ば
︑

又
ふ
ぢ
し
ろ
に
お
ち
て
ゆ
き
︑
人
目
を
つ
ゝ
み
て
候
い
し
が
︑
君
も
又
︑
ひ
の
本
の
せ
い
し
や
う
ぐ
ん
と
あ
を
が
れ
ま
し
ま
す
と
︑

遠
近
人
の
し
ら
す
れ
ば
︑
君
を
も
お
が
み
た
て
ま
つ
り
︑
傍
輩
た
ち
も
こ
い
し
く
て
︑
七
十
に
あ
ま
る
母
の
あ
ま
︑
久
し
く
な
じ

む
ふ
う
ふ
の
わ
か
れ
︑
十
一
九
ツ
六
ツ
に
な
る
わ
か
ど
も
を
ふ
り
す
て
ゝ
︑
七
十
五
日
に
ま
か
り
つ
き
︑
あ
け
な
ば
う
ち
死
つ
か

ま
つ
ら
ん
︑
こ
の
し
げ
い
ゑ
に
︑
盃
を
な
ど
か
は
た
ば
で
あ
る
べ
き
こ
そ（

（
（

︒

右
の
よ
う
に
︑︿
吉
野
山
で
義
経
を
無
事
に
落
と
す
べ
く
忠
信
と
と
も
に
防
ぎ
矢
を
し
︑
伊
勢
か
ら
紀
伊
藤
白
に
落
ち
て
い
た
も
の

の
︑
義
経
を
慕
い
︑
仲
間
達
も
な
つ
か
し
く
て
︑
七
十
余
歳
の
母
や
妻
子
と
別
れ
て
高
館
ま
で
や
っ
て
来
た
﹀
と
い
う
︑
他
の
﹁
高
館
﹂

諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
鈴
木
三
郎
外
伝
と
も
言
う
べ
き
内
容
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
と
く
に
老
母
と
の
別
離
を
語
る
と
こ
ろ
は
︑
能

︽
鈴
木
︾
の
前
場
と
通
じ
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
鈴
木
が
奥
州
平
泉
に
下
る
ま
で
の
途
次
の
出
来
事
が
︑
享
受
者
の
興
味
の
お
も
む
く
ま
ま
に
い
ろ
い
ろ
と
増
幅
し
て

語
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
︑
そ
の
中
で
重
家
が
高
館
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
︑︿
旅
の
途
次
に
鎌
倉
で
梶

原
に
捕
ら
え
ら
れ
て
︑
頼
朝
の
前
に
引
き
出
さ
れ
︑
義
経
の
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
論
難
を
仕
掛
け
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
見
事
に
論
破
し

て
︑
か
え
っ
て
頼
朝
の
感
心
を
得
て
︑
恩
賞
と
と
も
に
頼
朝
の
臣
下
に
な
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
鈴
木
は
そ
れ
に
靡
か
ず
︑

ひ
た
す
ら
義
経
の
元
に
駆
け
付
け
る
﹀
と
い
う
話
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
し
て
そ
の
話
が
能
︽
鈴
木
︾
へ
と
劇

化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
能
︽
鈴
木
︾
の
題
材
と
な
っ
た
鈴
木
三
郎
重
家
譚
が
生
ま
れ
る
契
機
と
し
て
は
︑﹃
義
経
記
﹄
巻
八
の
︿
所
領
安
堵

の
話
﹀
が
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
︒﹃
義
経
記
﹄︵
田
中
本
︶巻
第
八
﹁
鈴
木
三
郎
重
家
高
館
へ
参
る
事
﹂
に
は
次
の
よ
う
な
義
経
と
重
家
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の
対
話
の
記
事
が
あ
る
︒

鈴
木
三
郎
を
召
し
て
︑﹁
抑
々
和
殿
は
︑
鎌
倉
殿
よ
り
御
恩
蒙
り
た
る
と
聞
き
つ
る
に
︑
い
か
に
世
に
な
き
義
経
が
も
と
に
程
な
く

か
か
る
事
の
出
で
来
る
こ
そ
悲
し
け
れ
﹂
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
鈴
木
三
郎
申
し
け
る
は
︑﹁
鎌
倉
殿
よ
り
紀
伊
の
国
に
保
郷
一
所

賜
り
て
候
ひ
し
が
︑
然
る
べ
く
は
か
か
ら
ん
為
に
て
や
候
ひ
つ
ら
ん
︒
寝
て
も
醒
め
て
も
君
の
御
事
を
片
時
も
忘
れ
参
ら
せ
ず
︒

御
面
影
眼
に
す
が
り
て
余
り
参
り
た
く
候
ひ
つ
る
間
︑
年
頃
の
妻
子
を
も
熊
野
の
者
に
て
候
ひ
し
を
送
り
候
ひ
ぬ
︒
今
は
今
生
に

思
ひ
置
く
事
候
は
ず（

（
（

︒

右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
︑
義
経
は
奥
州
に
下
っ
て
き
た
鈴
木
に
対
し
て
︑﹁
鎌
倉
の
頼
朝
か
ら
御
恩
を
こ
う
む
っ
た
と
聞
い
て
い
る

が
﹂
と
た
ず
ね
︑
鈴
木
も
﹁
頼
朝
か
ら
紀
伊
の
国
に
所
領
を
賜
っ
た
﹂
こ
と
を
答
え
る
︒
こ
の
頼
朝
よ
り
所
領
を
賜
っ
た
と
い
う
話
が
︑

ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
受
領
し
た
の
か
と
推
測
さ
れ
︑
能
︽
鈴
木
︾
の
よ
う
な
話
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

こ
の
よ
う
な
﹃
義
経
記
﹄
の
断
片
的
な
記
事
か
ら
︑
鈴
木
三
郎
重
家
譚
は
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
形
成
に

は
も
う
一
つ
重
要
な
要
因
が
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
生
成
に
︑︿
頼
朝
が
敵
対
し
て
捕
縛
さ
れ
た
者
を
尋
問
す
る
が
真
っ
当
に
反
論

さ
れ
︑
そ
れ
に
感
銘
し
て
所
領
を
安
堵
す
る
﹀
と
い
う
︑
語
り
物
の
な
か
に
見
ら
れ
る
寛
大
で
鷹
揚
な
頼
朝
像
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
︒た

と
え
ば
︑
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
を
扱
っ
た
幸
若
舞
曲
﹁
十
番
斬
﹂
で
は
︑
仇
討
ち
の
後
に
捕
ら
え
ら
れ
た
五
郎
時
宗
に
対
し
て
︑

公
の
狩
り
場
で
仇
討
ち
を
し
た
こ
と
︑
頼
朝
の
郎
等
を
殺
し
た
こ
と
を
咎
め
ら
れ
る
が
︑
時
宗
は
臆
せ
ず
自
分
の
存
念
を
堂
々
と
述
べ
︑

頼
朝
は
感
銘
し
て
﹁
今
よ
り
後
は
頼
朝
に
忠
臣
た
る
べ
し
︒
本
領
な
れ
ば
︑
宇
佐
美
・
楠
美
・
河
津
・
三
ヶ
の
庄
︑
永
代
安
堵
の
状
︑

か
く
の
ご
と
く
︑
源
の
頼
朝（

（
（

﹂
と
︑
自
ら
所
領
安
堵
の
状
を
書
い
て
讃
え
る
︒
し
か
し
︑
時
宗
は
兄
の
十
郎
祐
成
が
生
き
て
い
れ
ば
と

も
か
く
も
今
と
な
っ
て
は
無
益
と
︑
自
ら
望
ん
で
死
ん
で
い
く
︒
ま
た
︑
幸
若
舞
曲
﹁
景
清
﹂
で
は
︑
頼
朝
は
千
手
観
音
が
身
代
わ
り

と
な
っ
て
生
き
仏
と
な
っ
た
景
清
と
対
面
し
︑
三
十
七
度
も
自
分
の
命
を
狙
っ
た
景
清
に
対
し
て
︑﹁
頼
朝
が
代
に
も
二
万
町
︑
合
わ
せ
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て
四
万
町
宛
て
行
ふ
︒
今
よ
り
後
は
︑
悪
心
を
翻
し
︑
頼
朝
に
仕
へ
候
へ
﹂
と
︑
も
と
の
二
万
町
に
さ
ら
に
二
万
町
を
添
え
て
安
堵
す

る
︒
ま
た
︑
幸
若
舞
曲
﹁
静
﹂
で
は
︑
鶴
ヶ
岡
八
幡
宮
で
み
ご
と
な
舞
を
見
せ
て
義
経
へ
の
思
慕
を
う
た
っ
た
静
御
前
に
︑
駿
河
国
神

原
八
十
町
を
与
え
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
︿
頼
朝
が
捕
縛
し
た
自
分
に
敵
対
す
る
者
を
尋
問
す
る
も
の
の
︑
か
え
っ
て
そ
の
働
き
に
感
嘆
し
︑
自
分
の
家
臣
に
な

る
こ
と
を
望
み
所
領
を
安
堵
す
る
﹀
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
︑
頼
朝
物
の
中
に
散
見
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
︑
そ
の
話
形
が
鈴
木
三
郎
重
家

譚
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
︑
こ
の
物
語
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
物
語
は
︑
天
下
人
と
し
て
寛
大
で
鷹
揚

な
態
度
を
と
る
頼
朝
像
が
増
幅
す
る
の
と
相
俟
っ
て
︑
語
り
物
の
世
界
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
過
程
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
鈴
木
三
郎
重
家
譚
を
形
成
し
た
基
盤
は
︑
紀
州
藤
白
で
あ
ろ
う
︒
す
で
に
﹃
義
経
記
﹄
巻
八
の
形
成
に
熊
野
修
験
の
徒
が
か
ら

ん
で
い
る
こ
と
が
︑
角
川
源
義
氏
な
ど
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
が（

（
（

︑
紀
州
藤
白
を
出
発
し
て
︑
一
度
鎌
倉
で
捕
縛
さ
れ
る
も
の
の
難
を

逃
れ
︑
奥
州
高
館
へ
と
い
た
る
こ
の
重
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ル
ー
ト
は
︑
熊
野
信
仰
が
伝
播
し
た
道
筋
と
重
な
り
︑
鈴
木
氏
の
基
盤
で

あ
る
紀
州
藤
白
の
地
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
藤
白
神
社
に
は
鈴
木
系
図
が
残
さ
れ
︑
そ
の
重
家
の
項
に
︽
鈴

木
︾
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
熊
野
で
発
生
し
︑
増
幅
し
て
い
っ
た
説
話
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒

近
世
芸
能
に
お
け
る
能
《
鈴
木
》
の
摂
取

︽
鈴
木
︾
は
江
戸
時
代
の
半
ば
に
は
廃
曲
扱
い
と
な
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
内
容
は
人
々
の
興
味
を
引
い
た
よ
う
で
︑
近
世
文
芸
に
お

い
て
広
く
享
受
さ
れ
︑
種
々
の
か
た
ち
で
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
︒

例
え
ば
︑
元
禄
二
年
出
雲
寺
和
泉
掾
刊
の
三
百
番
の
外
百
番
︑
い
わ
ゆ
る
四
百
番
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︽
追
懸
鈴
木
︾
と
い
う
番
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外
曲
が
あ
る
︒
シ
テ
が
鈴
木
三
郎
︑
ワ
キ
が
大
間
経
正
︑
立
衆
と
し
て
大
間
経
正
の
家
来
が
二
︑
三
人
と
い
う
配
役
の
ご
く
短
い
曲
で

あ
る
︒
内
容
は
︑︿
奥
州
へ
向
か
う
鈴
木
三
郎
重
家
が
︑
武
蔵
野
を
通
り
か
か
っ
た
時
に
︑
梶
原
景
時
に
仕
え
る
大
間
経
正
に
見
と
が
め

ら
れ
︑
大
勢
の
手
下
に
よ
っ
て
か
ら
め
取
ら
れ
︑
鎌
倉
に
連
行
さ
れ
る
﹀
と
い
っ
た
筋
立
て
で
︑
一
見
し
て
︑
能
︽
鈴
木
︾
の
前
場
と

後
場
を
繫
ぐ
も
の
︑
す
な
わ
ち
第
二
段
と
第
三
段
の
間
に
入
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
と
推
量
さ
れ
る
︒
成
立
時
期
は
江
戸
時
代
の
前

期
こ
ろ
で
︑
以
後
︑
元
禄
・
宝
永
期
の
稀
曲
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
数
回
上
演
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
は
廃
曲
扱
い
と
な
っ
た
よ
う
だ
︒

能
だ
け
で
な
く
︑︽
生
捕
鈴
木
︾
と
い
う
狂
言
も
あ
る
︒
こ
の
曲
は
︑
版
本
﹃
絵
入
狂
言
記
﹄︵
万
治
・
寛
文
刊
︶の
み
に
所
収
さ
れ
る

曲
目
で
︑
挿
絵
を
見
る
と
舞
台
に
向
か
っ
て
右
の
ワ
キ
座
の
辺
り
に
烏
帽
子
を
乗
せ
た
葛
桶
が
置
か
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
頼
朝
を
示
す

よ
う
で
︑
中
央
に
は
裃
姿
の
役
者
が
扇
を
持
っ
て
語
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
︒
狂
言
役
者
が
一
人
で
︑
鈴
木
三
郎
・
梶
原
景
時
・

源
頼
朝
の
三
役
を
語
り
分
け
た
模
様
で
あ
る
︒﹁
廃
曲
の
能
﹁
鈴
木
﹂
の
間
語
り
か
﹂
と
す
る
説
も
あ
る
が（

（
（

︑
内
容
が
能
の
後
半
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
と
︑
ま
た
挿
絵
の
図
柄
か
ら
も
能
︽
鈴
木
︾
の
間
狂
言
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
純
粋
な
語
り
芸
と

し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
曲
と
推
測
さ
れ
る
︒

内
容
は
︑
重
家
が
捕
ら
わ
れ
た
後
に
︑
頼
朝
の
前
で
﹁
土
佐
正
尊
を
討
っ
た
こ
と
﹂
に
つ
い
て
を
尋
問
さ
れ
︑
重
家
が
堂
々
と
反
論

す
る
︑
す
な
わ
ち
︑
能
︽
鈴
木
︾
の
第
四
段
に
よ
り
な
が
ら
︑
狂
言
の
語
り
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
た
と
言
え
る
が
︑
重
家
を
捕
ら
え
た

こ
と
を
聞
い
た
頼
朝
が
︑﹁
鈴
木
﹂
を
魚
の
﹁
鱸
﹂
と
勘
違
い
し
た
り
︑
重
家
に
反
論
さ
れ
て
窮
す
る
あ
ま
り
に
毛
抜
で
髭
を
ぬ
く
な
ど

し
て
そ
の
場
を
取
り
繕
っ
て
い
る
様
子
な
ど
が
語
ら
れ
︑
頼
朝
が
滑
稽
な
役
回
り
と
な
っ
て
い
る
︒
鈴
木
三
郎
重
家
譚
は
︑
頼
朝
が
敵

対
す
る
者
に
対
す
る
寛
容
さ
と
︑
天
下
人
と
し
て
の
鷹
揚
さ
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
に
は
ま
っ
て
形
成
さ
れ
た

こ
と
を
述
べ
た
が
︑
こ
こ
で
は
天
下
人
と
し
て
の
影
は
薄
れ
︑
道
化
役
と
な
っ
た
頼
朝
の
姿
が
見
え
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
狂
言
語
り

の
面
白
さ
が
窺
え
る
の
で
あ
る
︒

古
浄
瑠
璃
に
も
︽
鈴
木
︾
の
影
響
は
見
ら
れ
る
︒
土
佐
浄
瑠
璃
﹃
義
経
記
﹄
七
之
巻
は
︑
題
簽
に
﹁
義
経
記
七
日
／
義よ
し

経つ
ね

最さ
い

期こ

／
太
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夫
土
佐
少
掾
正
本
／
大
伝
馬
三
町
目
△
屋
／
新
板
﹂
と
あ
り
︑
刊
記
に
﹁
右
此
本
者
世
間
ニ
雖
有
数
多
殊
之
外
落
／
字
誤
有
之
故
今
又

太
夫
直
伝
之
以
正
本
写
之
／
令
板
行
者
也　

元
禄
二
己
巳
年
正
月
吉
日　

大
伝
馬
三
町
目
／
う
ろ
こ
か
た
や
／
新
版
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
そ
の
素
性
や
刊
行
年
次
が
明
ら
か
な
正
本
で
あ
る（

（
（

︒

こ
の
七
之
巻
は
六
段
で
構
成
さ
れ
︑
標
題
の
ご
と
く
義
経
の
最
期
を
描
い
た
巻
で
あ
る
︒
内
容
は
︑﹃
義
経
記
﹄
で
は
な
く
︑
基
本
的

に
は
幸
若
舞
曲
の
﹁
高
館
﹂﹁
含
状
﹂
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
る
が
︑
初
段
は
幸
若
舞
曲
に
は
見
ら
れ
な
い
重
家
の
話
か
ら
な
っ
て
お
り
︑

能
の
︽
鈴
木
︾
や
︽
追
懸
鈴
木
︾
を
参
照
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

と
も
あ
れ
︑
江
戸
初
期
に
お
い
て
古
浄
瑠
璃
作
者
が
義
経
の
長
編
戯
曲
を
作
る
際
に
︑
能
︽
鈴
木
︾
を
取
り
入
れ
て
作
っ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
︑
作
者
の
取
材
範
囲
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒︽
鈴
木
︾
は
江
戸
初
期
よ
り
上
演
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
少
な
く
な
る
の
で
︑
早
い
時
期
に
︽
鈴
木
︾
と
接
し
て
︑
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
当
然
︑
文
句
の
類
似
性

か
ら
は
謡
本
も
入
手
し
て
い
た
と
思
わ
れ
︑
古
浄
瑠
璃
作
者
と
能
役
者
と
の
交
流
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
中
央
の
芸
能
か
ら
地
方
に
視
点
を
移
す
と
︑
東
北
地
方
の
山
間
に
伝
承
し
た
山
伏
神
楽
・
番
楽
に
﹁
鈴
木
﹂
と
い
う
演
目
が

見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
番
楽
の
型
に
謡
曲
の
詞
章
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ
て
お
り
︑
番
外
曲
︽
鈴
木
︾
は
︑
東
北
地
方
の
山
間
の
芸
能
に

ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
る
︒

復
曲
能
《
鈴
木
三
郎
重
家
》
の
制
作
と
上
演

能
︽
鈴
木
︾
は
︑﹃
古
之
御
能
組
﹄
に
よ
る
と
明
暦
元
年︵
一
六
五
五
︶六
月
五
日
に
︽
縄
鈴
木
︾
の
曲
名
で
喜
多
流
の
高
井
平
右
衛
門

が
演
じ
た
記
録
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
江
戸
時
代
前
期
ま
で
は
稀
に
上
演
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
次
第
に
上
演
曲
目
か
ら
遠
ざ

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

 10 



そ
の
番
外
曲
に
注
目
し
て
復
曲
を
考
え
た
の
が
︑
観
世
流
能
楽
師
の
鈴
木
啓
吾
で
あ
る
︒
そ
の
復
曲
に
至
っ
た
経
緯
は
︑
復
曲
上
演

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
﹁
復
曲
能
﹃
鈴
木
三
郎
重
家
﹄︑
そ
し
て
藤
白
鈴
木
屋
敷
復
元
へ
の
思
い
﹂
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
引

用
し
よ
う
︒

本
日
こ
こ
に
復
曲
・
上
演
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
﹃
鈴
木
三
郎
重
家
﹄
は
︑
原
題
を
﹃
鈴
木
﹄﹃
語
鈴
木
﹄﹃
重
家
﹄
な
ど
︑
い

く
つ
か
の
呼
び
方
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
室
町
時
代
後
期
頃
に
作
ら
れ
︑
江
戸
時
代
初
期
頃
ま
で
上
演
さ
れ
て
い
た
曲
で
ご
ざ
い
ま

す
︒
私
は
こ
の
曲
の
存
在
を
︑﹃
謡
曲
全
集
﹄︵
國
民
文
庫
刊 

明
治
四
十
四
年
︶で
知
っ
て
は
お
り
ま
し
た
が
︑
鈴
木
三
郎
重
家
と

い
う
人
物
︑
ま
た
︑
鈴
木
の
ル
ー
ツ
と
い
う
こ
と
を
一
昨
年
藤
白
神
社
を
訪
れ
る
ま
で
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

子
ど
も
の
頃
か
ら
身
の
回
り
に
よ
く
あ
る
苗
字
で
し
た
の
で
︑
こ
の
﹁
鈴
木
﹂
と
い
う
名
前
に
私
自
身
特
別
な
思
い
を
持
っ
て

は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
む
し
ろ
︑
あ
り
ふ
れ
た
名
前
ゆ
え
に
︑
も
っ
と
個
性
的
な
︑
珍
し
い
名
前
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
な

ぁ
︙
な
ど
と
思
っ
た
り
も
し
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
神
社
を
訪
れ
︑
鈴
木
の
ル
ー
ツ
を
知
り
︑
三
郎
重
家
・
六
郎
重
清
兄
弟
の
事
績

を
知
っ
て
︑
私
の
中
に
俄
か
に
﹁
鈴
木
﹂
と
い
う
名
前
に
対
す
る
誇
ら
し
い
思
い
が
湧
い
て
き
た
の
で
す
︒

鈴
木
三
郎
重
家
と
い
う
人
物
を
知
っ
て
︑
改
め
て
こ
の
廃
曲
と
な
っ
て
い
る
﹃
語
鈴
木
﹄
の
本
文
を
読
み
返
し
て
み
る
と
︑
と

て
も
良
く
作
ら
れ
た
作
品
で
し
た
︒
折
し
も
藤
白
の
鈴
木
屋
敷
を
復
元
・
再
生
し
よ
う
と
︑
神
社
・
保
存
会
・
鈴
木
会
の
皆
さ
ま

方
が
尽
力
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
︙
︒
能
楽
の
世
界
に
身
を
置
く
鈴
木
と
し
て
︑
何
か
お
役
に
立
て
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑

こ
の
曲
を
復
曲
し
て
多
く
の
方
々
に
観
て
い
た
だ
き
︑
三
郎
重
家
と
鈴
木
屋
敷
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
︑
今
回
の
復
曲
能
の
上
演
と
相
成
り
ま
し
た
︒

親
子
は
一
世
︑
夫
婦
は
二
世
︑
主
従
は
三
世
の
契
り
︙
と
言
い
ま
す
が
︑
形
勢
不
利
と
見
る
や
平
気
で
主
君
を
変
え
て
し
ま
う

武
士
は
昔
か
ら
多
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
武
士
の
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
武
士
の
鑑
﹂
の
能
と
し
て
︑
現
在
で
も
現
行
曲
と
し
て
上
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演
さ
れ
て
い
る
﹃
鉢
木
﹄
や
︑
或
い
は
廃
曲
と
な
っ
た
こ
の
﹃
語
鈴
木
﹄
は
︑
主
君
に
対
す
る
篤
い
忠
義
の
物
語
と
し
て
大
き
な

意
義
の
あ
る
曲
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
後
﹃
語
鈴
木
﹄
が
上
演
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
に
は
︑
例
え
主
君
義
経
の
為
で

あ
っ
て
も
︑
源
氏
の
棟
梁
・
幕
府
の
将
軍
で
あ
る
源
頼
朝
を
騙
し
て
良
し
と
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
︙
と
︑
徳
川
将
軍
家
が
そ

う
考
え
た
か
ら
な
の
か
︑
そ
の
理
由
は
判
り
ま
せ
ん
が
︑
江
戸
時
代
初
期
の
上
演
記
録
を
最
後
に
現
行
曲
か
ら
消
え
て
し
ま
い
ま

し
た
︒

源
義
経
の
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
︑
鈴
木
三
郎
重
家
と
亀
井
六
郎
重
清
の
兄
弟
が
世
間
的
に
有
名
で
な
い
の
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や

﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
の
中
に
そ
の
名
前
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
事
が
そ
の
大
き
な
要
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒

多
く
の
方
の
お
力
添
え
を
頂
い
て
︑
凡
そ
三
〇
〇
年
の
時
を
経
て
蘇
る
﹃
鈴
木
三
郎
重
家
﹄
の
能
︒
こ
の
能
を
通
し
て
重
家
や
重

清
の
存
在
を
未
だ
知
ら
な
い
全
国
の
鈴
木
さ
ん
に
伝
え
た
い
︑
そ
し
て
藤
白
神
社
・
鈴
木
屋
敷
の
こ
と
を
一
人
で
も
多
く
の
鈴
木

さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
︑
そ
ん
な
思
い
で
本
日
の
舞
台
を
真
摯
に
勤
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒

右
の
よ
う
に
︑
鈴
木
氏
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
重
家
へ
の
思
い
と
︑
鈴
木
屋
敷
復
興
に
役
立
ち
た
い
と
の
思
い
か
ら
︑
鈴
木
三
郎
重
家
を

主
人
公
と
し
た
︽
鈴
木
︾
の
復
曲
を
思
い
つ
き
︑
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
に
︽
鈴
木
三
郎
重
家
︾
と
い
う
曲
名
で
復
曲
上
演
を

し
た
の
で
あ
る
︒
復
曲
の
作
業
に
つ
い
て
も
﹁
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
﹂
に
述
べ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
も
引
用
し
よ
う
︒

今
回
の
復
曲
に
あ
た
っ
て
︑
本
文
は
﹃
版
本
番
外
謡
曲
集
﹄︵
伊
藤
正
義 

編
︑
臨
川
書
店
︶を
底
本
と
し
︑
ま
た
﹃
謡
曲
全
集
﹄

︵
國
民
文
庫
︶︑﹃
謡
曲
叢
書
﹄︵
芳
賀
矢
一
・
佐
佐
木
信
綱 

校
注
︑
博
文
館
︶を
参
照
し
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
副
館
長
の
小
林
健

二
先
生
に
監
修
い
た
だ
き
ま
し
て
上
演
台
本
と
し
ま
し
た
︒
間
狂
言
の
本
文
は
﹃
狂
言
集
成
﹄︵
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
太
郎 

著
︑

能
楽
書
林
︶を
底
本
と
し
︑
野
村
萬
斎
先
生
に
監
修
・
演
出
を
お
願
い
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
囃
子
の
手
組
み
等
を
松
田
弘
之
・
大
倉
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源
次
郎
・
亀
井
広
忠
の
三
先
生
に
作
調
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
節
付
け
・
地
拍
子
・
型
付
け
・
装
束
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
観
世

喜
之
先
生
は
じ
め
︑
今
回
お
力
添
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
シ
テ
方
・
ワ
キ
方
の
諸
先
生
か
ら
の
助
言
・
提
案
を
い
た
だ
き
な
が
ら
最

終
的
な
形
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
︒

つ
ま
り
︑
復
曲
台
本
は
版
本
の
四
百
番
本
を
軸
に
し
て
上
演
に
ふ
さ
わ
し
い
カ
タ
チ
に
調
整
を
行
い
︑
間
狂
言
は
﹃
狂
言
集
成
﹄
に

所
収
さ
れ
る
詞
章
を
も
と
に
作
ら
れ
た
︒
次
に
上
演
台
本
の
詞
章
を
全
十
段
の
構
成
に
則
し
て
あ
げ
よ
う
︒

鈴
木
三
郎
重
家

︵
一
︶
名
宣
・
シ
テ
＼
か
や
う
に
候
者
ハ
︒
判
官
殿
の
御
内
に
鈴
木
の
三
郎
重
家
に
て
候
︒
さ
て
も
判
官
殿
ハ
︒
頼
朝
と
御
仲
違
は
せ
給

ひ
︒
奥
秀
衡
を
頼
み
御
ひ
ら
き
候
︒
某
も
御
供
申
す
べ
く
候
を
︒
老
母
の
候
が
以
て
の
外
に
痛
は
り
候
程
に
︒
弟
に
て
候
亀
井

の
六
郎
を
御
供
さ
せ
︒
某
ハ
此
の
間
当
国
紀
州
藤
白
に
候
︒
又
奥
よ
り
熊
野
へ
参
る
道
者
の
申
し
候
ハ
︒
頼
朝
よ
り
猛
勢
を
も

つ
て
攻
め
申
さ
る
べ
き
由
聞
こ
え
候
と
申
し
候
程
に
︒
急
ぎ
罷
り
下
り
御
一
大
事
を
も
見
届
け
申
さ
ば
や
と
存
じ
候
︒
さ
る
間

此
の
由
を
母
に
て
候
者
に
委
し
く
申
さ
ば
や
と
存
じ
候
︒﹂

︵
二
︶
重
家
が
参
り
て
候　

ツ
レ
＼
な
に
重
家
と
や
︒
近
う
渡
り
候
へ　

シ
テ
＼
畏
つ
て
候
︒﹂
い
か
に
申
し
候
︒
此
の
程
御
心
地
ハ
い
か

様
に
御
座
候
ぞ　

ツ
レ
＼
さ
ん
候
風
の
心
地
ハ
︒
昨
日
よ
り
少
し
心
も
良
く
候
程
に
︒
御
心
易
く
思
ひ
候
へ　

シ
テ
＼
何
と
良
く

御
座
候
と
仰
せ
ら
れ
候
か
︒
か
ゝ
る
祝
着
な
る
事
こ
そ
候
は
ね
︒
さ
て
ハ
心
安
く
存
じ
候
︒
又
た
ゞ
今
奥
よ
り
熊
野
へ
参
る
道

者
の
申
し
候
ハ
︒
我
が
君
高
館
に
御
座
候
を
︒
近
日
頼
朝
よ
り
攻
め
申
さ
る
べ
き
由
申
し
候
程
に
︒
急
ぎ
罷
り
下
り
御
一
大
事

を
も
見
届
け
申
す
べ
し
︒
た
ゞ
今
ハ
御
暇
乞
ひ
の
為
に
参
り
て
候

ツ
レ
＼
判
官
殿
に
ハ
よ
き
兵
数
多
つ
き
そ
ひ
申
し
た
り
︒
そ
の
上
亀
井
の
六
郎
ハ
︒
御
身
の
代
官
に
君
の
御
供
申
し
た
り
︒
明
日
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を
も
知
ら
ぬ
母
が
命
︒
い
か
で
か
見
捨
て
給
ふ
べ
き　

シ
テ
＼
仰
せ
ハ
さ
る
事
に
て
候
へ
ど
も
︒
老
た
る
母
を
振
り
捨
て
戦
場
に

出
で
し
例
の
候
︒
先
づ
天
竺
に
ハ
舎
衛
国
の
官
人
︒
老
た
る
母
を
振
り
捨
て
摩
伽
陀
国
に
向
ひ
し
な
り　

カ
ヽ
ル
・
ツ
レ
＼
さ
て
大

国
に
ハ
誰
が
有
り
し
ぞ　

シ
テ
＼
高
祖
の
武
士
は
ん
か
い
ハ
︒
母
の
衣
を
着
か
へ
つ
ゝ
︒
鴻
門
に
向
ひ
し
今
迄
も
︒
母
衣
と
ハ
母

の
衣
な
り　

カ
ヽ
ル
・
ツ
レ
＼
さ
て
我
が
朝
の
譬
へ
に
も
︒
さ
や
う
の
事
の
あ
り
し
よ
な
う　

シ
テ
＼
遠
か
ら
ず
奥
州
の
佐
藤
継
信

ハ
︒
母
を
故
郷
に
と
ゞ
め
置
き
︒
西
国
の
御
供
申
し
ゝ
な
り　

カ
ヽ
ル
・
ツ
レ
＼
げ
に
此
の
上
ハ
ま
の
あ
た
り　

シ
テ
＼
見
聞
し
事
の

ツ
レ
＼
身
の
上
に　

上
歌
・
地
＼
奥
州
の
︒
果
て
よ
り
遠
き
西
の
海
︒
果
て
よ
り
遠
き
西
の
海
︒
八
島
に
寄
す
る
浦
波
の
︒
討
ち
死

に
し
て
こ
そ
継
信
ハ
︒
そ
の
名
を
あ
げ
し
武
士
の
︒
や
た
け
心
に
も
︒
浮
か
む
や
涙
な
る
ら
ん
︒
今
を
親
子
の
契
り
の
限
り
ぞ

と
思
ひ
重
家
ハ
︒
行
く
べ
き
方
を
だ
に
思
ひ
辨
へ
ぬ
心
か
な　

ク
セ
＼
母
ハ
そ
の
時
重
家
に
︒
御
身
の
弟
の
︒
亀
井
の
六
郎
に
︒

言
伝
す
べ
し
か
り
そ
め
に
︒
別
れ
し
後
ハ
黒
髪
の
︒
あ
か
ら
さ
ま
に
思
ひ
し
に
︒
言
は
む
方
な
や
思
ひ
や
れ
︒
心
ハ
空
に
み
ち

の
く
の
︒
千
賀
の
塩
竃
近
か
ら
ば
︒
な
ど
や
見
も
し
見
え
ざ
ら
ん
と
︒
思
ひ
か
ね
浜
千
鳥
︒
音
を
の
み
鳴
く
と
語
る
べ
し　

シ
テ
＼
暇
申
し
て
さ
ら
ば
と
て　
地
＼
行
く
ハ
慰
む
方
も
あ
り
︒
と
ま
る
ぞ
名
残
箒
木
の
︒
有
り
と
見
え
つ
る
思
ひ
子
の
︒
行
く

跡
も
遠
く
な
り
果
て
ゝ
︒
立
ち
別
る
ゝ
ぞ
哀
れ
な
る
立
ち
別
る
ゝ
ぞ
あ
は
れ
な
る　
︿
中
入
﹀

︵
三
︶
オ
モ
﹁
取
つ
た
ぞ　

取
つ
た
ぞ　

ア
ド
﹁
何
事
ぢ
や　

何
事
ぢ
や　

オ
モ
﹁
取
つ
た
ぞ　

取
つ
た
ぞ　

ア
ド
﹁
何
事
ぢ
や　

何
事
ぢ

や　

オ
モ
﹁
取
つ
た
ぞ

取
つ
た
ぞ　

ア
ド
﹁
何
を
取
つ
た　

オ
モ
﹁
す
ゞ
き
を
取
つ
た　

ア
ド
﹁
そ
れ
は
良
い
物
を
取
つ
た
な

あ　

オ
モ
﹁
こ
れ
は
良
い
物
ぢ
や
程
に
︒
其
方
へ
申
さ
う
︒
迚
も
の
事
に
料
理
を
好
ま
し
め　

ア
ド
﹁
そ
れ
な
ら
ば
何
が
良
か
ら

う
ぞ
︒
い
や
︒
作
り
す
ま
し
て
膾
が
良
か
ら
う　

オ
モ
﹁
そ
れ
も
良
か
ら
う
︒
身
共
が
思
ふ
ハ
︒
煎
り
酒
を
掛
け
て
は
何
と
あ

ら
う　

ア
ド
﹁
煎
り
酒　

オ
モ
﹁
中
々　

ア
ド
﹁
こ
れ
は
一
段
と
良
か
ろ
う　

オ
モ
﹁
や
い
︒
魚
の
鱸
で
は
な
い
︒
鈴
木
の
三
郎
重

家
を
生
け
捕
つ
た
と
云
う
事
ぢ
や　

ア
ド
﹁
な
に
重
家
の
事
ぢ
や　
オ
モ
﹁
中
々　

ア
ド
﹁
そ
れ
は
手
柄
な
事
ぢ
や　

オ
モ
﹁
此
の

由
申
し
上
げ
う　

ア
ド
﹁
誠
に
申
し
上
げ
ず
ば
な
る
ま
い
︒
急
ぎ
申
し
上
げ
さ
し
め　

オ
モ
﹁
そ
ち
は
功
者
役
に
申
し
上
げ
た
が
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よ
い　

ア
ド
﹁
は
て
功
者
が
入
る
事
か　

オ
モ
﹁
其
方
が
承
り
ぢ
や　

二
人
﹁
ど
う
で
も
さ
あ
さ
あ　

ア
ド
﹁
身
共
は
知
ら
ん　

オ
モ
﹁
は
あ
︒
こ
れ
は
い
か
な
事
︒
是
は
何
と
し
や
う
ぞ
︒
是
非
に
及
ば
ぬ　

申
し
上
げ
う
︒
身
共
が
申
し
上
げ
う
程
に
︒
そ

な
た
ハ
鈴
木
を
連
れ
て
来
さ
し
め

ア
ド
﹁
心
得
た

︵
四
︶
オ
モ
＼
如
何
に
申
し
候　

ワ
キ
ツ
レ
＼
何
事
ぞ　

オ
モ
＼
鈴
木
の
三
郎
を
梶
原
が
手
に
生
捕
り
て
候
︒
何
と
仕
ら
う
ず
る
ぞ
と
御
披
露

あ
つ
て
給
は
り
候
へ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
心
得
て
あ
る
︒﹂
如
何
に
申
し
上
げ
候
︒
梶
原
が
手
へ
鈴
木
三
郎
重
家
を
生
捕
つ
て
候
が
︒
何

と
仕
ら
う
ず
る
ぞ
と
申
し
候

ワ
キ
＼
此
方
へ
連
れ
て
来
た
り
候
へ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
畏
つ
て
候
︒﹂
急
い
で
御
前
へ
引
か
せ
て
参
れ
と
の
上
意
で
あ
る
ぞ　

オ
モ
＼
畏

つ
て
候　

ア
ド
＼
さ
あ
さ
あ
行
け
ゆ
け
︒
さ
あ
さ
あ
行
け
ゆ
け
︒
さ
あ
さ
あ
行
け
ゆ
け　

オ
モ
＼
御
前
近
く
候
間
︒
先
づ
笠
を
取

り
候
へ
﹂
ア
ド
＼
さ
あ
さ
あ
行
け
ゆ
け
﹂　

オ
モ
＼
先
づ
下
に
居
さ
し
め
﹂

︵
五
︶
ワ
キ
＼
鈴
木
の
三
郎
重
家
と
ハ
汝
が
事
か
︒
さ
て
も
判
官
頼
朝
に
野
心
あ
る
に
よ
り
︒
己
さ
へ
天
の
網
に
か
ゝ
り
生
捕
ら
れ
た
る

な
り
︒
何
事
に
て
も
思
ひ
置
く
事
あ
ら
ば
真
つ
直
ぐ
に
申
し
候
へ　

シ
テ
＼
仰
せ
畏
つ
て
承
り
候
︒
先
づ
某
ハ
我
が
君
判
官
殿

に
︒
片
時
も
離
れ
申
さ
ず
候
を
︒
老
母
を
持
ち
て
候
が
︒
以
て
の
外
い
た
は
り
候
程
に
御
暇
を
申
し
此
の
間
ハ
本
国
紀
州
に
候

処
に
︒
奥
よ
り
熊
野
へ
参
る
道
者
の
申
し
候
ハ
︒
頼
朝
よ
り
猛
勢
を
も
つ
て
我
が
君
を
攻
め
申
さ
る
べ
き
由
申
し
候
程
に
︒
夜

を
日
に
な
し
罷
り
下
り
候
処
に
︒
運
の
尽
く
る
処
ハ
︒
路
次
に
て
や
み
や
み
と
生
捕
ら
れ
︒
御
前
に
召
し
出
だ
さ
れ
首
を
刎
ね

ら
れ
ん
事
︒
弓
箭
取
つ
て
の
面
目
か
と
存
じ
候
程
に
︒
何
事
に
て
も
候
へ
思
ひ
置
く
こ
と
ハ
な
く
候
︒
ワ
キ
＼
さ
て
も
義
経
が
野

心
の
事
︒
も
し
も
思
ひ
や
直
す
と
存
ぜ
し
処
に
︒
土
佐
正
尊
を
討
ち
し
事
ハ
な
ん
ぼ
う
不
思
議
の
事
ぞ
︒　
シ
テ
＼
何
と
我
が
君

の
御
野
心
と
候
や
︒
先
づ
御
心
を
鎮
め
て
聞
こ
し
召
さ
れ
候
へ
︒
我
が
君
判
官
殿
ハ
︒
頼
朝
の
御
代
官
と
し
て
︒
鬼
神
よ
り
も

手
強
か
り
し
平
家
を
平
ら
げ
︒
あ
ま
つ
さ
え
大
将
宗
盛
を
生
捕
り
御
下
向
候
処
に
︒
召
人
を
ば
召
さ
れ
︒
判
官
殿
を
ば
腰
越
よ
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り
追
ひ
返
し
申
さ
れ
し
事
ハ
候
︒
そ
の
時
亀
井
・
片
岡
・
武
蔵
坊
と
云
ふ
大
ぶ
れ
者
︒
か
う
申
す
重
家
を
始
め
と
し
て
︒
い
ざ

鎌
倉
に
乱
れ
入
つ
て
︒
讒
言
の
口
た
め
さ
ん
と
申
し
ゝ
を
︒
判
官
殿
親
兄
の
礼
を
重
ん
じ
給
ひ
︒
引
き
具
し
都
に
帰
り
給
ひ
し

事
︒
や
は
か
御
野
心
に
て
は
候
︒
そ
れ
に
正
し
き
御
兄
弟
を
亡
し
申
さ
る
ゝ
と
も
︒
御
一
門
に
は
た
を
相
そ
へ
︒
そ
の
ほ
か
名

あ
る
侍
に
仰
せ
つ
け
ら
る
べ
き
に
︒
さ
ハ
な
く
し
て
誰
か
知
ら
ぬ
︒
あ
の
土
佐
め
ハ
金
王
丸
と
云
ひ
し
わ
つ
ぱ
︒
一
旦
御
意
の

よ
き
ま
ゝ
に
︒
御
前
の
交
ひ
赦
さ
れ
た
る
に
て
こ
そ
候
へ
︒
我
が
君
判
官
殿
の
︒
討
手
の
大
将
承
り
都
に
上
り　

カ
ヽ
ル
＼
狙
ひ

申
し
ゝ
天
罰
を　

上
歌
・
地
＼
蒙
り
た
る
ハ
頼
朝
の
︒
悪
名
ハ
忽
ち
に
︒
御
僻
事
と
夕
顔
の
︒
源
氏
を
討
手
の
大
将
に
ハ
︒
不
足

な
り
と
京
童
︒
笑
ひ
し
ハ
唯
︒
君
の
御
不
覚
な
り
と
申
す
な
り

︵
六
︶
ワ
キ
＼
い
か
に
鈴
木
︒
何
と
て
義
経
ハ
渡
辺
に
て
︒
梶
原
が
逆
櫓
の
意
見
を
ば
嫌
ひ
け
る
ぞ

シ
テ
＼
さ
て
御
前
に
て
ハ
何
と
申
し
上
げ
て
候
ぞ　

ワ
キ
＼
梶
原
こ
れ
に
て
申
し
ゝ
ハ
︒
平
家
ハ
運
の
末
に
な
る
と
雖
も
︒
未
だ

宗
徒
の
武
士
西
国
に
数
多
あ
り
︒
然
ら
ば
船
戦
ハ
調
練
し
つ
ら
ん
︒
味
方
に
も
そ
の
手
だ
て
な
く
て
ハ
適
ふ
ま
じ
︒
舟
に
逆
櫓

と
云
ふ
物
を
立
て
ゝ
︒
馬
の
駈
け
引
き
の
様
に
と
こ
そ
申
し
つ
れ　

シ
テ
＼
げ
に
さ
や
う
に
て
候
︒
又
我
が
君
の
仰
せ
に
ハ
︒
そ

れ
戦
場
に
出
づ
る
時
ハ
︒
我
人
一
所
と
こ
そ
思
へ
ど
も
︒
そ
の
際
に
な
れ
ば
不
思
議
に
さ
ハ
な
き
も
の
な
り
︒
逆
櫓
ハ
偏
へ
に

逃
げ
設
け
な
り
︒
世
の
人
の
舟
に
ハ
逆
櫓
を
も
立
て
よ
︒
義
経
が
舟
に
ハ
逃
げ
設
け
ハ
無
益
と
仰
せ
あ
り
し
ハ
︒
や
は
か
御
僻

事
に
て
ハ
候
︒
そ
れ
に
正
し
き
一
家
の
御
主
を
︒
畜
類
に
譬
へ
た
る
梶
原
め
ハ
︒
な
ん
ぼ
う
存
外
な
る
者
に
て
候
ぞ　

ワ
キ
＼
い

や
さ
や
う
に
悪
口
し
け
る
と
ハ
︒
皆
人
々
も
申
さ
ゞ
り
し
よ　

シ
テ
＼
げ
に
げ
に
時
の
権
に
恐
れ
て
︒
申
さ
ぬ
ハ
理
︒
や
は
か
あ

ら
が
ひ
給
ふ
︒
正
し
く
判
官
殿
を
猪
武
者
な
ん
ど
ゞ
︒
か
や
う
に
悪
口
申
し
置
き
︒
身
の
置
き
所
の
な
き
ま
ゝ
に
︒
と
が
な
き

義
経
に
讒
奏
申
し
付
く
る
梶
原
め
に
︒
御
同
心
あ
る
頼
朝
の
︒
あ
つ
ぱ
れ
御
運
も
末
に
や
な
ら
せ
給
ひ
候
ら
ん
︒
や
︒
か
や
う

の
申
し
事
︒
恐
れ
多
く
候
へ
ど
も　

カ
ヽ
ル
＼
重
家
が
身
ハ
と
て
も
か
く
て
も
苦
し
か
ら
ず　

上
歌
・
地
＼
唯
返
す
返
す
頼
朝
の
︒

不
覚
な
り
つ
る
御
振
舞
ひ
︒
あ
ら
も
ど
か
し
の
御
心
や
と
て
︒
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
れ
ば
︒
御
前
に
︒
あ
り
け
る
諸
大
名
︒
剛
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な
る
重
家
か
な
と
て
︒
ほ
め
ぬ
人
ハ
な
か
り
け
り
︒
君
も
あ
は
れ
と
思
し
召
し
︒
狩
衣
の
袖
を
御
顔
に
︒
押
し
当
て
給
へ
ば
︒

人
々
も
︒
皆
感
涙
を
流
し
け
り
︒
皆
感
涙
を
ぞ
流
し
け
る

︵
七
︶
ワ
キ
＼
い
か
に
誰
か
あ
る　

ワ
キ
ツ
レ
＼
御
前
に
候　

ワ
キ
＼
重
家
を
傍
へ
引
か
せ
候
へ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
畏
つ
て
候
﹂
い
か
に
誰
か
あ

る　
オ
モ
＼
御
前
に
候　

ワ
キ
ツ
レ
＼
鈴
木
を
傍
へ
引
き
の
け
候
へ

オ
モ
＼
畏
つ
て
候
︒
さ
あ
さ
あ
立
ち
ま
せ
い　

ア
ド
＼
立
ち
ま
せ
い
﹂
ワ
キ
＼
あ
ま
り
に
彼
の
者
大
剛
の
者
に
て
あ
る
間
︒
縄
を
赦

し
召
し
つ
か
は
う
ず
る
に
て
あ
る
ぞ
︒
そ
の
由
申
し
付
け
候
へ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
畏
つ
て
候
︒﹂
い
か
に
鈴
木
殿
に
申
し
候

シ
テ
＼
何
事
に
て
候
ぞ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
君
よ
り
の
御
諚
に
て
候
︒
あ
ま
り
に
大
剛
の
人
に
て
渡
り
候
程
に
︒
縄
を
ゆ
る
び
て
召
し
つ

か
は
れ
う
ず
る
と
仰
せ
出
だ
さ
れ
て
候
︒
さ
て
何
と
あ
る
べ
き
ぞ　

シ
テ
＼
ま
づ
畏
つ
た
る
と
御
申
し
上
げ
候
へ
︒　

ワ
キ
ツ
レ
＼

心
得
申
し
候
︒﹂
い
か
に
申
し
上
げ
候
︒
上
意
の
通
り
重
家
に
申
し
聞
か
せ
て
候
へ
ば
︒
畏
つ
た
る
由
申
し
候　

ワ
キ
＼
さ
ら
ば

烏
帽
子
直
垂
に
て
︒
急
い
で
此
方
へ
来
た
れ
と
申
し
候
へ　

ワ
キ
ツ
レ
＼
畏
つ
て
候
﹂
い
か
に
重
家
に
申
し
候
︒
急
い
で
烏
帽
子

直
垂
に
て
︒
御
前
に
御
参
り
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候　

シ
テ
＼
畏
つ
て
候　
︹
物
着
︺

︵
八
︶
オ
モ
﹁
さ
て
も
さ
て
も
推
参
な
者
ぢ
や
︒
た
ゞ
い
ま
君
よ
り
縄
を
ゆ
る
び
て
召
し
つ
か
は
れ
う
と
の
仰
せ
に
︒
ま
づ
畏
つ
た
る
と

申
し
て
候
が
︒
ま
づ
と
は
何
と
あ
ら
う
ぞ
︑
さ
り
な
が
ら
あ
の
つ
れ
な
者
ぢ
や
に
よ
つ
て
︒
命
を
助
か
ら
れ
た
事
ぢ
や
﹂﹁
い
か

に
鈴
木
三
郎
へ
申
し
候
︒
烏
帽
子
直
垂
を
召
さ
れ
た
な
ら
ば
︒
急
ぎ
御
前
へ
御
出
で
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候

︵
九
︶
サ
シ
・
地
＼
げ
に
理
も
重
家
が
︒
い
ま
し
め
を
解
き
許
し
︒
急
ぎ
御
前
に
召
さ
れ
つ
ゝ
︒
君
よ
り
下
る
御
盃
︒
取
り
伝
へ
た
る
梓

弓　

一
セ
イ
・
シ
テ
＼
遙
々
旅
の
憂
き
思
ひ
を
︒　
地
＼
忘
る
ゝ
今
の
︒
酒
宴
か
な　

ワ
キ
＼
い
か
に
重
家
︒
一
道
の
達
者
ハ
萬
事
に

渡
る
と
云
へ
り
︒
舞
ま
は
ぬ
事
ハ
あ
る
ま
じ
一
さ
し
舞
ひ
候
へ　
一
セ
イ
・
シ
テ
＼
遙
々
旅
の
憂
き
思
ひ
を
︒　
地
＼
忘
る
ゝ
今
の
︒

酒
宴
か
な　
︹
男
舞
︺

︵
十
︶
ノ
ル
・
地
＼
君
ハ
打
ち
解
け
重
家
に
︒
君
ハ
打
ち
解
け
重
家
に
︒
情
を
感
じ
思
し
召
し
︒
由
な
き
義
経
を
頼
ま
ん
よ
り
ハ
︒
頼
朝
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に
仕
へ
よ
︒
御
恩
ハ
数
々
願
ひ
の
ま
ゝ
に
︒
行
ふ
べ
き
と
の
御
諚
な
り　

シ
テ
＼
重
家
仰
せ
︒
承
つ
て　

地
＼
重
家
仰
せ
︒
承
つ

て
︒
君
を
た
ば
か
り
了
承
申
し
︒
御
前
を
立
ち
し
か
ば
︒
君
も
御
寝
所
に
︒
入
ら
せ
給
へ
ば　

ノ
ラ
ズ
・
シ
テ
＼
そ
の
時
︒
重
家
独

り
言
に　

地
＼
誠
ハ
重
家
を
︒
世
に
立
て
給
ふ
と
も
︒
義
経
の
情
に
ハ
換
へ
ま
じ
き
も
の
を
と
思
へ
ば
︒
よ
し
な
や
長
居
ハ
無

益
︒
直
垂
烏
帽
子
︒
か
し
こ
に
脱
ぎ
捨
て
︒
編
笠
︒
取
つ
て
う
ち
被
き
︒
命
助
か
り
陸
奥
さ
し
て
︒
下
り
け
る
こ
そ
嬉
し
け
れ

復
曲
能
《
鈴
木
三
郎
重
家
》
の
今
後
と
課
題

右
の
よ
う
に
︑
復
曲
さ
れ
た
︽
鈴
木
三
郎
重
家
︾
は
セ
リ
フ
中
心
の
能
で
あ
る
︒
初
演
の
舞
台
は
鈴
木
啓
吾
の
力
演
も
あ
っ
て
︑
セ

リ
フ
劇
の
面
白
さ
を
示
し
て
い
た
が
︑
反
面
︑
難
し
さ
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
︒

こ
の
能
は
後
場
で
︑
捕
ら
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
重
家
が
︑
義
経
を
糾
弾
す
る
頼
朝
の
詰
問
に
対
し
て
堂
々
と
主
君
の
正
し
い
こ
と
を

訴
え
る
と
こ
ろ
が
見
所
に
な
る
︒
ま
ず
︑
頼
朝
は
臣
下
の
土
佐
正
尊
を
義
経
が
討
っ
た
こ
と
を
問
い
詰
め
る
が
︑
重
家
は
義
経
が
平
家

追
討
の
大
功
労
者
な
の
に
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
と
︑
刺
客
に
名
の
あ
る
一
門
の
武
将
で
は
な
く
土
佐
正
尊
と
い
う
小
物
を
差
し

向
け
た
不
覚
を
訴
え
て
︑
頼
朝
を
う
な
ら
せ
る
︒
す
る
と
︑
頼
朝
は
さ
ら
に
摂
津
渡
辺
で
の
梶
原
景
時
と
の
逆
櫓
の
口
論
を
持
ち
出
し

て
義
経
の
非
を
説
く
が
︑
景
時
が
義
経
を
猪
武
者
と
畜
類
に
た
と
え
た
こ
と
を
訴
え
て
︑
こ
れ
も
見
事
に
切
り
返
す
︒
こ
の
二
段
の
詰

問
に
対
し
て
︑
堂
々
と
反
論
し
か
え
っ
て
相
手
を
感
心
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
見
所
と
な
る
の
で
あ
る
︒

当
日
の
シ
テ
は
ま
さ
に
重
家
に
な
り
き
っ
て
演
じ
た
が
︑
前
半
の
正
尊
の
件
と
後
半
の
逆
櫓
の
弁
明
が
同
じ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
演
じ
ら

れ
て
︑
単
調
に
見
え
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
っ
た
︒
こ
こ
は
畳
み
か
け
る
よ
う
な
迫
力
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
同
じ
よ
う
な
印
象
に

な
っ
て
は
面
白
さ
が
減
じ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑
芝
居
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
︑
固
定
し
た
能
の
様
式
の
中
で
ど
の
よ
う
に

演
じ
る
か
が
今
後
の
問
題
と
な
ろ
う
︒
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相
手
と
な
る
ワ
キ
の
役
割
も
重
要
で
︑
権
力
者
と
し
て
の
鷹
揚
な
態
度
を
見
せ
な
が
ら
も
︑
正
尊
の
段
で
京
童
の
笑
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
憤
っ
た
り
︑
逆
櫓
の
段
で
は
自
分
の
不
覚
を
強
く
指
摘
さ
れ
︑
重
家
の
心
持
ち
に
感
動
し
て
さ
め
ざ
め
と
泣
く
と

こ
ろ
は
こ
の
能
の
肝
と
な
る
部
分
で
︑
シ
テ
と
ワ
キ
の
演
技
や
呼
吸
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
の
展
開
が
あ
っ
て
こ
そ
︑
そ
の
後

の
重
家
の
男
舞
や
︑
義
経
を
慕
っ
て
奥
州
へ
下
っ
て
い
く
気
持
ち
が
浮
き
上
が
っ
て
こ
よ
う
︒

︽
鈴
木
三
郎
重
家
︾
と
い
う
能
は
室
町
後
期
に
は
成
立
し
て
お
り
︑
そ
れ
な
り
に
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
︑
江
戸
時

代
に
入
っ
て
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
︑
立
ち
役
の
演
技
が
か
な
り
固
定
化
し
て
き
た
こ
と
︑
つ
ま
り
様
式
化
さ
れ
た
た
め
に
︑
面

白
く
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
今
日
の
能
と
し
て
は
︑
そ
の
約
束
事
の
中
で
演
じ
る
し
か
な
い
の
で
︑

完
成
さ
れ
た
様
式
の
中
で
ど
の
よ
う
に
セ
リ
フ
劇
の
面
白
さ
を
表
現
し
て
い
く
か
︑
そ
れ
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
︒︽
鈴
木
三
郎
重

家
︾
は
令
和
元
年
十
一
月
二
十
四
日
に
矢
来
能
楽
堂
で
行
わ
れ
る
﹁
一
乃
会
﹂
で
再
演
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
︒

注︵
1
︶︽
鈴
木
︾
の
謡
本
は
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
古
本
が
多
く
現
存
す
る
︒
上
掛
り
で
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
堀
池
宗
活
節
付
本
・
松

井
家
蔵
淵
田
虎
頼
等
節
付
一
番
綴
本
・
鴻
山
文
庫
室
町
末
期
節
付
十
種
本
・
松
井
家
蔵
妙
庵
玄
又
手
沢
五
番
綴
本
・
観
世
文
庫
蔵
江
戸
初
期
節
付
各
種
・

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
光
悦
流
書
体
六
十
番
綴
本
・
同
所
蔵
江
戸
初
期
十
番
綴
本
・
東
京
大
学
蔵
江
戸
期
筆
二
番
綴
本
な
ど
が
︑
下
掛
り
で
は
︑
国
会

図
書
館
蔵
鳥
養
休
右
衛
門
節
付
一
番
綴
本
・
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
鳥
養
道
晰
本
混
綴
五
番
綴
本
・
鴻
山
文
庫
蔵
慶
安
承
応
了
随
本
・
天
理
図
書
館
蔵

江
戸
初
期
節
付
一
番
綴
本
な
ど
が
存
す
る
︒
版
本
と
し
て
も
元
禄
二
年
の
い
わ
ゆ
る
三
百
番
本
に
所
収
さ
れ
る
他
︑
各
種
番
外
謡
本
集
に
も
所
収
さ
れ
る
︒

︵
2
︶大
方
家
本
﹁
高
舘
﹂﹃
幸
若
舞
曲
研
究
﹄
第
四
巻︵
昭
和
六
十
一
年
︑
三
弥
井
書
店
︶︒

︵
3
︶﹃
義
経
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
全
集
31
︑
昭
和
四
十
六
年
︑
小
学
館
︶︒

︵
4
︶幸
若
舞
曲
の
本
文
の
引
用
は
﹃
舞
の
本
﹄︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
59
︑
平
成
六
年
︑
岩
波
書
店
︶に
よ
る
︒
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︵
5
︶﹁
義
経
記
の
成
立
︱
﹁
北
国
落
﹂
に
つ
い
て
︱
﹂︵﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
第
六
十
五
巻
二
・
三
合
併
号
︑
昭
和
三
十
九
年
二
月
︶︒

︵
6
︶﹃
狂
言
辞
典︵
事
項
編
︶﹄︵
古
川
久
・
小
林
責
・
荻
原
達
子
編
︒
昭
和
五
十
一
年
︑
東
京
堂
出
版
︶で
は

︵
7
︶﹃
土
佐
浄
瑠
璃
正
本
集
﹄︵
昭
和
五
十
二
年
︑
角
川
書
店
︶︒

頼朝登場（中╳後）

男舞（九）

見送り、泣く母（二）ひるまず、滔々と（五）

母との別れ（二）頼朝の前へ（五）

捕らえられ、連行（四）奥州へ（十）
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