
鈴
木
重
家
物
語

の
担
い

『義
経
記
』
成
立
考
序
説

手
と
そ
の
展
開

内
田

源

は

じ
め
に

『
義
経

記

』
と

は
、

源
義

経

を
主

人
公

に
据

え

た

一
つ
の
軍

記
物
語

で
あ

る
。

し

か
し

、

そ
れ

は
義
経

の
生
涯

を
順

に
す

べ
て
記

し

た

一
代
記

で
は
な

い
。

八
巻

か

ら
成

る

『
義
経

記

』

は
、

四
巻

「
頼
朝

義

経
対

面

の
事

」
を

境

に
大

き
く

二

つ
に
分
け

る

こ
と

が

で
き
、

前
半

部

分

は
義
経

奥
州

下
り

を

は

じ

め
、
義

経

が
英
雄

へ
と
力

を
得

て

い
く
様

が
描

か
れ

る
。

そ

れ
と
対

照

的

に
後

半
部

分

は
義
経

都
落

ち

に
始

ま

る
義
経

が

没
落

し

て

い
く
様

が
描

か

れ

る
。
義

経

が
平

家

と

の
戦

い
で
活

躍

し
た

と

い
う
話

は

『
義

経
記

』

で
は
全

く

存
在

し
な

い
。

そ
う

し
た
特

殊
な
物

語

が
展
開

さ
れ

て

い
る
背

景

に
、

『
義
経

記
』

の
成
立

過

程
を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

『義

経
記

』
は

一
言

に

「義

経
伝

承
」

と
呼
ぼ

れ

る
た

く

さ
ん

の
民

間
説

話

が
取
り

込

ま
れ

て
成

立

し

て

い

っ
た
。

巻

一
の

義

経
元

服
謳

、
巻

二

の
兵

法
習

得
謳

、
巻

四

の
弁

慶

と

の
出
会

い
謳

な

ど
、

様

々
な
義

経
伝

承
が
集

め

ら
れ
た

も

の
が

『
義

経
記

』
な

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
考

察
を

初

め

て
唱
え

た

の
は
柳

田

國
男

で
あ

る

(、
　。
先

行
研

究

に
お

い
て
、

『
義

経
記

』

の
成

立

は
室

町
時
代

だ

と
す

る
島
津

久
基

の
説

,こ

が
有

力

な
も

の
と
な

っ
て

い
る
が
、

そ

れ

は
あ

く
ま

で
も
読

み
物

と
し

て

の

『義

経

記
』

で
あ

り

、
語
り

物

と

し

て

の

『
義
経

記

』

の
成

立

に
関

し

て
指

摘

し

て
い
る

の
が
柳
田

國
男

な

の
で
あ

る
。
柳

田
國

男
は

『義

経
記

』
も

『
平

家
物

語

』
と

同

じ
よ
う

に
盲

僧

に

よ

っ
て

口
承
文

芸

の
形

と
し

て
語

り
継

が

れ

た
と

い
う

。
義

経
伝

承

の
集

合
体

が

『
義

経
記

』

で
あ
り

、

そ

の
生
成

に

は
土

地

に
ま

つ
わ

る
義

経
伝

承

や

そ

の
当
時

の
有

力
豪

族

の
姿

な
ど

が
関

わ

っ
て

い
る
と

指
摘

し

た
。

こ

の
考

え
方

を

踏
襲

し

て
角

川
源

義

,
}、

岡
見

正

雄

、
}、
梶

原

正
昭

,
)ら

が

『
義
経

記

』

の
部

分
的

な
語

り

の
担

い
手
論

と

し

て
研
究

を
展
開

し

て

い
る
。

こ
う

し

て

『
義

経
記

』

の
成

立

に
関

し

て
の
研
究

は
、

『
義
経

記
』
自

体

の

成

立

で
は
な

く
、

『義

経
記

』

に
組

み
込

ま
れ

て
い
る
そ

れ
ぞ
れ

の
義

経
伝

承

の
成
立

に
関

す
る
研
究

に
移
行

さ
れ

て

い

っ
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
、
『
義

経
記

』

の
部
分

的

な
担

い
手

に

つ
い
て

は
明

ら
か

に
な

っ
て
き

て

い
る
。

し

か
し
、
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ま
だ
統

合

的

に
明

ら
か

に

す
る

こ
と

は

で
き

て

い
な

い
。
様

々
な

担

い
手

に

よ

っ

て
語

ら

れ

て
き
た

物
語

を

『
義

経
記

』

と

い
う

軍

記
物

語

に
ま

と

め
あ

げ

、
成

立
さ

せ
た

の
は
ど

の
よ

う
な
人

々
だ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

本

稿

は
、
そ
う

し
た

『義

経

記
』
成

立
考

へ
続

く
も

の
と
し

て
、
『
義
経
記

』

巻

八

で
語

ら
れ

る
鈴

木

重
家
物

語

に
着

目

し
、

そ

の
担

い
手

と
展

開

を
明

ら

か
に
す

る

こ
と
を

目
的
と

し
た

も

の
で
あ

る
。
義
経

の
郎
等

の

一
人

で
あ
り

、

義

経
最

期

の
衣

川
合

戦

で
討

死

を
果

た
し

た
鈴

木
重

家

と

い
う
人

物

を
取
り

上
げ

る
。

『
義

経
記

』

に
お

け

る
特

殊

な
扱

わ

れ
方

、

『義

経

記
』

の
外

側

に

あ

る
鈴

木
重

家

語
り

を

通
し

て
、

鈴
木

重

家
物

語

の
存
在

を

示

し
、

そ

の
物

語

を
ど

の
よ
う

な
意

図

で
ど

の
よ
う
な

人

々
が
語

っ
た

か
を
指
摘

す

る
。

二

『義
経
記
』
に
お
け
る
鈴
木
重
家
物
語

『
義

経

記
』

に

お

い
て
、
鈴

木

重
家

は
高

館

に

て
最
期

の
合

戦

に
備

え

る

義

経

の
も

と
を

訪
れ

る
義

経

郎
等

の

一
人

で
あ

る
。

頼
朝

よ
り

所

領

を
賜

る

身

で
あ

り

な

が
ら
義

経

を
想

い
、

高
館

へ
赴

い
た
と

重
家

は
語

る
。
義

経
と

の
主

従

関
係

の
強

さ
、
絆

の
深

さ
を
感

じ

さ
せ

る
男

で
あ

る
。
鈴

木
重

家

に

は
亀

井

重

清

と

い
う

弟

が
存

在
し

、

兄
弟

共

に
義
経

に
仕
え

た
。

衣

川
合
戦

に
お

い
て
、
鈴

木
重

家

は
合

戦

に
臨

ん

だ
義
経

郎
等

の
う

ち
最
初

に
自
害

し

、

弟
亀

井

重
清

は
兄

に
続

い
て
自

害

し

て

い
る
。

兄
弟

同

じ
場

所

に
お

い

て
自

害

し

た
と

す

る
語
り

か

ら
、

鈴
木

重
家

は

兄
弟

の
絆

も

深

い
男

で
あ

っ
た

と

さ
れ

る
。

二
人

の
自
害

の
様

子

を
語

る
部

分

は
次

の
通
り

で
あ

る
。

斯

》
り

け

る
と

こ
ろ

に
鈴

木

三
郎
、

照
井
太

郎

と
組
ま

ん

と
、

「和

君

は

誰

そ
」

「
御
内

の
侍

に
照
井

太
郎

高

治
」

「
さ

て
和

君

が
主

こ
そ
鎌
倉

殿

の
郎

等

よ
。

和
君

が
主

の
祖

父
清
衡

後

三
年

の
戦

の
時

、

郎
等

た

り

け

る
と

こ
そ
聞

け
、
そ

の
子

に
武

衡
、
そ

の
子

に
秀

衡
、
そ

の
子

に
泰

衡
、

さ
れ

ぼ

我
等

が
殿

に

は
五

代

の
相
傳

の
郎
等

ぞ

か
し

。
重

家

は
鎌

倉
殿

に

は
重
代

の
侍
な

り
。

さ
れ
ば

重
家

が

爲

に
は
合

は
ぬ
敵

な
り

。

さ

れ

ど
も

弓
矢

取

る
身

は
逢

ふ
敵
、

お

も
し

ろ

し
、
泰

衡

が
内

に
恥

あ

る
者

と

こ
そ
聞

け
。
そ
れ

が
恥
あ

る
武

士

に
後
見

す

る
事

や
あ

る
。
稼

し
や

、

止
ま

れ

」
と
言

は
れ

て
返
し
合

せ
、
右

の
肩
切

ら
れ

て
、
引
き

て
退

く
。

鈴

木

す

で

に
弓
手

に

二
騎

、
右

手

に
三

騎
切

り
伏

せ

、
七

八
騎

に
手
負

ほ
せ

て
、
わ

が
身

も
痛

手
負

ひ
、

「亀

井
六

郎
犬

死
す
な

。
重

家

は
今

は

斯

う

そ
」

と

こ
れ

を
最

期

の
言

葉

に

て
、
腹

掻
切

つ
て
伏

し

に
け
り

。

「紀

伊
国

鈴
木

を

出

で
し

よ
り

、
命

を
ば

君

に
奉

る
。

今

思

は
ず

一
所

に

て
死

し
候

は
ん

こ
そ
嬉

し
く

候

へ
。
死

出

の
山

に
て

は
必
ず

待

ち
給

へ
」

と

て
、

鎧

の
草

摺

か
な
ぐ
り

捨

て

て
、

「音

に
も
聞

く
ら

ん
、

目

に

も
見

よ
、

鈴
木

三

郎

が
弟

に
亀

井
六

郎

生
年

廿

三
、

弓
矢

の
手

並

日
頃

人

に
知

ら
れ

た
れ

ど

も
、

東

の
方

の
奴

原

は

い
ま
だ

知
ら

じ
。

初

め

て

物

見

せ

ん
」

と
言

ひ

も
果

て
ず

、
大

勢

の
中

へ
割

つ
て

入
り
、

弓

手

に

あ

ひ

つ
け
、

右
手

に
攻

め

つ
け
、
切

り

け

る

に
、
面

を
向

ふ

る
者
ぞ

な

き
。

敵

三
騎
打

取

り
、

六

騎

に
手

を
負

せ

て
、

わ
が
身

も

大
事

の
傷

敷

多

負

ひ

け
れ
ば

、

鎧

の
上
帯

押

し
く

つ
ろ
げ

、
腹

掻

切

つ
て
、

兄

の
伏

し
た

る
と

こ
ろ

に
同
じ
枕

に
伏

し

に
け
り
。
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(
『
義
経
記

』
巻

八

「
衣
河

合
戦

の
事
」

、̂
))

衣

川
合

戦

に
お

い
て
義
経

と

最
期

を
共

に
し

て

い
く

鈴
木

重
家

と
亀

井

重

清

。

義
経

の
最

期

を
飾

る

か

の
よ
う

に
華

々

し
く

語
ら

れ

る

二
人

の
武

勇

と

自

害

の
様

子

は
、

さ
ぞ

勇
猛

な

強
者

と

し

て
義

経

に

長
く

つ
き

従

い
、
絆

の

深

い
忠

臣

で
あ

っ
た

こ
と
を
思

い
起

こ
さ

せ
る
だ

ろ
う

。
『
義

経
記

』
巻
八

ま

で
に
お

い
て
、

二
人

の
活
躍

は
多

く

語
ら

れ

て
き

た

と
考

え

て
も
不

思
議

で

は
な

い
。

し

か

し
、
鈴

木
重

家

は

こ

の

『
義

経
記

』
巻

八

ま

で
に
登

場
す

る

こ
と

は
な
く

、

そ

の
名

が
全
く

語
ら

れ

て

い
な

い

の
で
あ

る
。

二
ー

一

『
義
経

記
』

の

不
自

然
さ

『
義
経

記
』

巻

八
ま

で
に
、
弟

亀
井

重

清

は
義

経
郎

等

と
し

て
そ

の
名

を

度

々
登

場

さ
せ

て

い
る
。
『
義
経

記

』
巻

四
で

は
土

佐
勢

と
戦

う
郎
等

と
共

に

そ

の
武
勇

が
語

ら

れ
、

義
経

北

国
落

ち

が
語

ら
れ

る

『
義
経

記

』
巻

七

で
も

そ

の
名

が
登

場
し

て
い
る
。

亀

井
重

清

は
義

経

の
没
落

期

が
語

ら
れ

る
巻

四

以
降

に

お

い

て
義

経

と
行
動

を

共

に
し
、

苦
難

を

共

に
過
ご

し

た
郎

等

で
あ

っ
た

。
そ

の
よ
う

な
亀
井

重

清

と
は
違

い
、
鈴

木
重

家

は
衣

川
合

戦

直
前

ま

で

に

一
度

も

『
義

経
記

』

に
現

れ
な

い
。

兵
法

を

習
得

し

た
り
弁

慶

と
出

会

っ
た

り

し

て
義

経

が
英

雄
化

し

て

い
く
巻

四
ま

で
、
ま

た
、

頼
朝

と

の
不

仲

か
ら

都

を
離

れ
、

奥
州

へ
と
辿
り

着

く

ま

で
を
描

く
巻

四

か
ら
巻

七

ま

で
、

ど

こ

に
も
鈴
木
重

家

の
姿

は
見
当

た
ら

な

い
。

つ
ま
り

、

『義

経

記
』

の
聞
き
手

に

と

っ
て
突

然
現

れ

る
人

物

で

い
ま

ひ
と

つ
つ
か
め
な

い
男
な

の
で
あ

る
。

『
義

経
記

』

で
鈴
木

重

家

の
高
館

来

訪

が
語

ら
れ

る

「
鈴
木

三
郎

重

家
高

館

へ
参

る
事

」

の
概
要

は
次

の
通
り

で
あ

る
。

衣

川

合
戦

を
前

に
重
家

は
義

経

と
対
面

を

果
た

す

。
ま
ず

義

経

か
ら

ど
う

し

て

こ

こ
ま

で
来

た

の
か
尋
ね

ら

れ

る
。

そ

の
発

言

の
中

に

は
鈴
木

重

家

が

頼
朝

か
ら
所

領

を
も

ら

っ
て
い
る
身

分

な

の

に
ど
う

し

て
と

い
う
気

持

ち

が

込

め
ら

れ

て

い
る
。

そ
れ

に
対

し
、

鈴

木
重

家

は
昔

主
従

関
係

を
結

ん

だ

そ

の
絆

を

想

い
、
義

経

と
死

出

の
旅
路

を

共

に
す

る
と

述

べ

て
、

義
経

は
涙

す

る

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
後

、
鈴

木
重

家

が
討

死

の
際

に
具

足

の
善
悪

を

言
わ

れ

る

の
は
避
け

た

い
と

申
す

こ
と

に
よ

っ
て
義

経
が
鎧

を
鈴

木
重

家

に
渡
し

、

鈴
木

重

家

が
身

に

つ
け

て

い
た

腹
巻

は
弟

の
亀

井

六

郎

に
渡

さ
れ

る

こ
と
と

な

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
登

場

場
面

を
経

て
合

戦

で
の
自

害

が

語
ら

れ

る
鈴
木

重
家

。

義

経
と

の

つ
な

が
り

を
持

ち
、

そ

の
絆

に
よ

っ

て
高

館
を

訪

れ
、
義

経

と
共

に
最

期

を
遂

げ

る
。
物

語

の
筋

は
通

っ
て
お
り
、

そ

の
点

に
関

し

て

は
何

も

問
題

は
な

い
。

し
か

し
、

そ

の
語

ら
れ

方

は
聞

き
手

に
不
自

然

さ

を
抱

か
せ

る
。

義

経

と

の
出

会

い
を
語

る
場
面

が

な

い
。
強

い
主

従

関
係

、
絆

を
作

っ

た

と
す

る
話

が
な

い
。
そ

の
よ

う
な
鈴

木
重

家

が
ど
う

し

て
こ

の

『義

経
記

』

終
盤

に
登
場

し
、

語

ら
れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

ど
う

し

て
衣

川
合

戦

で
す

ぐ

さ

ま

死
ん

で
い
く
者

の
高

館

訪
問

、
自

害

の
様

子

が
わ

ざ

わ
ざ
語

ら

れ

る

の
だ

ろ
う
か
。

こ
こ
に

『義

経
記

』

は
不

自
然

さ
を

示
す

の
で
あ
る
。

こ
の
不
自

然

さ
を

聞

き
手

が
感

じ
ず

、
当

然

の
も

の
と
し

て
受

け
取

っ
た

と
す

る
に

は
、

あ

る

一
つ
の
仮
説

が
立

て
ら

れ
る
。

『
義
経

記

』

の
外

側

に
鈴
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木

重
家
物

語

な
る
も

の
が
あ

り

、
『
義
経

記
』

は
そ

れ
を
部

分
的

に
採

用
し

た

と

い
う

も

の
で
あ

る
。
出

会

い
謳

も
主

従
関

係

成
立

調
も

な

い

『
義
経

記

』

の
鈴
木
重

家
語

り

で
あ

る
が
、

そ
れ

は

『
義

経
記
』

に

は
な

い
も

の
の
、

『義

経

記

』

の
外

側

で
鈴

木
重

家

物
語

が
語

ら

れ
、

そ

れ
を
聞

き

手

が
知

っ
て

い

る
か

ら

こ
そ
、

不
自

然

な

『
義
経

記

』
が

何

の
問
題

の
な

い

一
つ
の
作

品

と

し

て
存

在

で
き
た

の

で
あ

る
。

『
義
経

記
』

は
鈴
木

重
家

が
高
館

を
訪

れ

る
語

り

を

組

み
込

み
、
衣

川

合
戦

で
の
死

に
語
り

を
採

用
し

た
。

し

か
し
、

そ

れ

は
鈴

木
重

家
物

語

の
全

体
を

採

用
し

た
わ

け

で
は

な

い
。
鈴

木
重

家
物

語

か

ら
部
分

的

に
採

用

さ
れ

た
。

こ

の
よ
う

に
捉

え
、

『
義
経

記
』
成

立

以
前

に
鈴

木

重
家

物
語

な

る
も

の
が
あ

っ
た
と
考

え

る
べ
き

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ニ
ー

一
一

『
吾
妻

鏡
』

『
平
家
物

語
』

に

見
る
鈴

木
重
家

物

語

考
察

を
進

め

る
た
め

に
は
、

『
義
経

記
』

以
外

に
お

け
る
鈴
木

重
家

物
語

の

姿
を

見

つ
け
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
こ
こ

で

『
義
経

記

』
を
離
れ

、
『
吾
妻
鏡

』
、

『
平
家

物
語

』

か
ら
鈴
木

重
家

物
語

の
足
跡

を
探

し
求

め

て

い
く
。

『吾

妻

鏡
』

に
お

い

て
、

義

経

と
郎
等

の
名

が

共

に
記

さ
れ

て

い
る
箇

所

は
、

頼
朝

と

の
不

仲

か
ら
義

経

が

西
海

に
逃

れ

て

い
く

場
面

で
存
在

す

る
。

前
備
前
守
行
家
。
伊
豫
守
義
経
等
赴
西
海
。
先
進
使
者
於

仙
洞
。
申

云
。
爲
遁
鎌
倉
謎
責
。
零
-落
鎮
西
。
寂
後
錐
可
参
拝
。
行
粧
異
躰
之
間
。

已
以
首
途
云
々
。
前
中
将
時
實
。
侍
從
良
成
。
伊
豆
右
衛
門
尉
有
綱
。

堀
弥
太
郎
景
光
。
佐
藤
四
郎
兵
衛
尉
忠
信
。
伊
勢
三
郎
能
盛
。
片
岡
八

郎

弘
経

。
弁
慶

法
師

已
下
相

從
。

彼
此

之
勢

二
百
騎

歎

云
々
。

(
『吾

妻
鏡

』
文

治
元

年
十

一
月

三
日
条

(7
})

こ

の
よ
う

に
、

佐
藤

忠

信
、

伊
勢

三
郎

ら

の
名

前

が

一
緒

に
落

ち
行

く
者

と

し

て
記

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
他

に
は

、
従

者

の
名

が
義

経
と

共

に
記

さ

れ

る

こ
と

は
な

く
、

佐
藤

忠
信

が
都

に

て
秣

さ
れ

る
記
述

が
あ

る
程
度

と

な

っ

て
い
る
。
鈴

木
重

家

の
名

は
そ

こ
に
現
れ

な

い
。
『
吾
妻

鏡

』
全
体

を
通

し

て

鈴
木

重

家

の
名

は

一
切

出

て

こ
な

い

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
日
記

な

ど
他

書
を

調

べ
て

み
て
も

同
じ
結

果
と

な

る
。
九
条

兼
実

が
記

し
た

日
記

『
玉
葉
』

8̂
　、

慈

円
が

記

し
た

『
愚
管

抄

』
(£
に
目

を
通

し

て
も
鈴

木
重

家

の
名

は

一
つ
も

出

て

こ
な

い
。

『
義

経
記

』

に
お

い
て
、
登

場

せ
ず

と
も

何

の
問

題
も

な

さ
そ

う
な

中
、

わ
ざ

わ

ざ
義

経

と
共

に
死

ん

で

い
く
鈴

木
重

家
。

歴

史
書

に
お

い
て
名

が
列

挙

さ
れ

て
い
る

た
め

に

『
義
経

記

』

で
し

ぶ
し

ぶ
登

場

さ
せ

ら
れ

て

い
る

よ

う

な

ふ
し
す

ら
感

じ

さ
せ

る

男

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
う

で
は
な

い
。

鈴
木

重
家

は
実

在
し

た

の
か
さ
え

定

か
で
は

な

い
の

で
あ

っ
た

。

『
平

家
物

語

』

は

『
義

経
記

』
成

立

以
前

の
軍
記

物
語

で
あ
り

、
源

平

の

戦

い
を
語

っ
て

い
る
。
義

経

の
活

躍
振

り

も
も

ち

ろ
ん

そ

こ

に
は
含

ま
れ

て

お
り

、
義

経
と

共

に
活

躍

し
た
従
者

た

ち

の
名

も
存

在
す

る
。

『
平
家

物
語

』

で
は
諸

本
間

で
違

い
は

あ

る
も

の

の
鈴

木

重
家

の
名

前

を
見

つ
け

る

こ
と

が

で
き

る
(坦

。

初

め

て
登

場

す

る

の
は
、
源

氏

勢

が
平

家
追

討
軍

と

し

て
揃

っ
て
平
家

の

い
る
福

原

を
攻

め

る

べ
く
、

三
草

山

に
向

か
う

場
面

で
あ

る
。

こ

の
場
面

で
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は
、
百

二
十
句

本
と

源
平
盛

衰
記

の
み

の
登

場
と
な

っ
て

い
る
。

か

ら

め
て

の
大

し
や

う
ぐ

ん
九

郎

よ
し

つ
ね

に
あ

ひ
し
た

が

ふ
人

々
、

お

ほ
ち

の
太

郎

こ
れ

よ

し
、

や
す

だ

の
三
郎

よ

し
さ

だ
、

(中

略
)御

ざ

う

し

の
て
ら

う
ど

う

に

は
、
す

〉
き

の
三
郎

し
げ

い
ゑ
、

か

め
井

の
六

郎

し
げ

き
よ

、
源

八

ひ

ろ

つ
な

、
く

ま
井

太
郎

、

え
だ

の
げ

ん

ざ
う

、

あ

ふ
し
う

の
さ
と

う

三
郎

つ
ぎ

の
ぶ
、

同
四
郎

た

ゾ
の
ぶ

、

い
せ

の
三

郎

よ

し
も

り
、

む

さ
し

ぼ
う

べ
ん
け

い
を
さ

き
と

し

て
、

つ
が

う

そ

の

せ

い

一
ま

ん

よ
き

、
ど

う
ロ
]
ど
う

じ

に

み
や

こ
を

た

つ
て
、

た

ん
ば

ち

に
か

、
つ
て
、

二
日
ぢ

を

一
日

に
う

つ
て
、

そ

の
日

は
り

ま

と

た
ん
ば

と

の
さ
か

ひ
な

る

み
く

さ
山

の
ひ
が

し

の
山
ぐ

ち

を

の
ば

ら

に

こ
そ

つ

き
給

へ
。

(
『平

家
物

語
』

百

二
十

句
本

巻

九
)

次

に
、
土
佐
坊

昌
俊

が
義

経

の
も

と

に
夜

討

を
か

け

て
く

る
場
面

で
あ

る
。

夜
討

を

ひ

と
ま
ず

防

ぎ
、

従
者

を
呼

び

寄

せ

る
際

に
、
佐

藤
忠

信

や
伊
勢

三

郎

な
ど

と
共

に
登

場

す

る
。

こ

の
場

面

に

お

い
て
は

、
百

二
十

句
本

、
中

院

本
、

南
都
本

に
お

い
て
鈴
木

重
家

の
名

が
見
ら

れ

る
。

う
ち

の
り

て
、
天

ぢ
く

し

ん
だ

ん

は
し
ら

ず

、
よ

し

つ
ね

を

て
こ

め
に

し

つ
べ
き

も

の
は

お
ぼ

え

ぬ
物

を
と

な

の
り

さ
け

ん

で
か

け
給

へ
ぼ

、

つ

、、
く

も

の

に

は

、

す

.》
き

の

三

郎

し

げ

い
ゑ

、

か

め

井

の

六

郎

し

げ

つ
ね

、

さ

と

う

四

郎

び

や

う

へ
た

.》
の

ぶ

、

い

せ

の

三

郎

よ

し

も

り

、

源

八

び
や

う

ゑ

ひ
ろ

つ
な
、

く

ま

ゐ
太

郎

、

え
だ

の
げ

ん
ざ

う

い
げ

の

つ
は
も

の
廿

よ
き

、
お

め

ひ

て
か
く
。

し

や
う

そ

ん
が

せ

い
五
十

き

、

さ
ん

に
か
け
や

ぶ
ら

れ

て
、

の

こ
り

す
く

な
く

う
た

れ
け
り

。

(
『平

家
物

語
』
百

二
十

句
本

巻
十

二

「
ほ
り

か

は
夜

う

ち
」
)

鈴
木

重
家

は

『
平

家
物

語
』

に
お

い

て
二
度

登
場

す

る
。

し

か
し
、

確
認

し

た
通

り

そ

の
登

場

の
仕

方

は
、
名

を

語

る

の
み
と

な

っ
て
い

る
。

三

草
山

合

戦

で
活
躍

し

た
話

も
な

け
れ

ぼ
、

土
佐

夜

討

に
お

い
て
活
躍

し

た
話

も
な

い
。

武
勇

讃

は
存

在

せ
ず
、

『
義
経

記
』

に
描

か
れ

て

い
る
よ
う
な

絆

の
強

さ

も
見

る

こ
と

は
で
き
な

い
。

『吾

妻
鏡

』

に
は
登

場
せ
ず

、

『平

家
物

語
』

に
は
登

場
す

る
。

し
た

が

っ

て
、
歴

史
書

に

お

い
て
登

場
し

て

い
る
か
ら

こ
そ
、

『平

家
物

語
』

で
登

場
し

て

い
る

わ
け

で

は
な

い
。

こ

の

『
平
家

物

語
』

で

の
登

場

に
は
、

鈴

木
重

家

物

語

の
存

在

が
窺

え
よ

う
。

そ

の
物
語

に
は
、

義
経

と

共

に
戦

っ
た

と
す

る

語

り

が
あ

り
、

そ

の
語
り

が

『
平

家
物

語

』

に
取
り

込

ま
れ

た

の

で
は
な

か

ろ
う
か

。
『
平

家
物
語

』

に
見

る
鈴

木
重

家

の
登

場

は
、
軍

記
物

語

に
お
け

る

鈴
木

重
家

物
語

の
萌

芽
と
も

言
う

べ
き
形

だ
と

考
え

る
。

三

語
ら
れ
な
か
っ
た
鈴
木
重
家
物
語

『義
経
記
』
に
お
い
て
掴
め
な
か
っ
た
鈴
木
重
家
物
語
の
全
体
像
は
、
歴

史
書
や
軍
記
物
語
を
離
れ
た
謡
曲
や
幸
若
舞
曲
の
世
界
か
ら
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
語
ら
れ
な
か
っ
た
鈴
木
重
家
物
語

に
は
、
母
と
の
別
れ
や
捕
縛

一
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後
の
頼
朝
と
の
対
面
な
ど
が
存
在
す
る
。

三
ー

一

謡
曲
、
幸
若
舞
曲
な
ど
に
見
る
鈴
木
重
家

六

つ
の
作

品

に

お

い
て
、
鈴

木

重
家

物
語

の
姿

が
存
在

す

る
。

の
概

要

と
特
徴

は
次

の
通
り

で
あ

る
。

そ
れ
ぞ
れ

の

一
面

を
語

る

こ
と

は
大

い

に
存

在

し
、

こ
の

「語

鈴

木
」

に
お

い

て
も

そ

の
形

が
見

て

と
れ

る
。

ま

た
、
老

母

の
登

場

は
大

き
な

特
徴

だ

と
言

え

る
。

母
と

の
別

れ

と

い
う
悲

し

き
話

に

は
、

そ

の
物

語

を
語

る
担

い
手

の
姿

が
垣

間

見
ら

れ

る
。

H

謡
曲

「追

熊
鈴
木

」
2

謡

曲

「語

鈴

木

」

n̂
)

大

き
く

分
け

て
二

つ
の
話

が
語

ら

れ
、

前
半

部
分

は
鈴

木
重

家

と

そ

の
老

母

の
別

離
譜
、
後

半
部

分

は
鈴
木

重
家

と
頼
朝

と

の

口
論
謳

と

な

っ
て

い
る
。

老

母

と

の
別
離

調

は
鈴
木

家

の
本

拠
地

で
あ

る
紀
州

で
行

わ

れ

る
。
義

経

に

関

す

る
話

を
、

熊
野

詣

を
行

う
道

者

か
ら

聞

い
た
鈴

木

重
家

は
、

老

母
と

の

別

れ

を
決
意

し

、
老

母

の
留

め

よ
う

と
す

る
想

い
を
抑

え

る
べ
く

、
例

え
話

を
用

い
て
説

得

す

る
。
頼

朝

と

の

口
論

讃

は
奥

州

へ
向

か
う
途

中

に
捕

縛

さ

れ
、
鎌

倉

の
頼

朝

の
前

へ
と
連

れ
ら

れ
た

と

こ
ろ

か
ら

始
ま

る
。

頼
朝

の
問

い
か

け

に
対

し

て
、

鈴
木

重

家

は
義

経

に
非

が
な

い
こ
と
を

十
分

に
説

き
、

頼

朝
を

論
破

す
る
。

そ
し

て
、

「
剛

の
者

」

と
ま

で
頼
朝

に
称
賛

さ
れ

る
賢
者

振
り
を

示
す

の
で
あ

っ
た

。

武

勇

で
は
な

く
、

賢

し
き

者

と
し

て
相

手

を
言

い
負

か
す

こ
と

で
剛

の
者

と
称
賛

さ
れ

る
点

が
特

徴

で
あ

る
。

他

の
義
経

郎
等

も

武
勇

だ

け
が
語

ら

れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
。
弁

慶
も

北

国
下

り

で
義

経

に
手
を

出
す

こ
と

で
関

所
を
越

え

る
賢

者
振

り

を
見

せ

て

い
る
。

強
者

の
語

り

の
形

と
し

て
、

賢
者

奥

州

の
義

経

の
も

と

へ
と
向

か
う

途
中

に
捕

縛

さ

れ
、
頼

朝

の

い
る
鎌
倉

へ
と
連

れ

て
行

か
れ

る
作

品

が
他

に
あ

る
中

、

こ

の
作

品

は
独
自

の
も

の
と

な

っ
て

い
る

。

そ

の
捕

縛

さ
れ

る
場

面

が
語

ら

れ

て

い
る
作

品

で
あ

る
。
短

い
作

品
な

が

ら
も

鈴
木

重
家

の
武
勇

を
語

る
も

の
と

し

て
貴

重

で
あ

る
と
言

え

る
。

「む

さ
し

野
に
、

秋

の
夜

出

つ
る
月

弓

の
、
遣

る
ま

じ
と

て
ぞ
追

う

て

行
く

」

と

い
う

一
声

か
ら
始

ま

る

が
、
舞

台

は
武

蔵
野

と

な

っ
て

い
る
。
奥

州

の
義
経

の
も

と

へ
向

か
う

途

中

と

い
う

こ
と
だ

ろ
う

。

大
間

経
正

と

い
う

人
物

と
従
者

が
鈴

木
重

家
と
戦

い
を
始

め
、
小
太

刀

で
応
戦

す

る
が
捕

ま
り

、

鎌
倉

へ
と

連

れ

て

い
か
れ

る

の

で
あ

っ
た
。

本
作

品

は
武

勇
を

示
す

と

い
う

点

が
特
徴

だ

と
言

え

る
。
義

経

郎
等

は

「
一
騎
當

千
」

の
力
を

持

つ
と

言
わ

れ
、

そ

の
言
葉

に
劣

ら
な

い
力

が

こ

こ
で
は
語

ら
れ

て

い
る
。

川

幸

若

舞

曲

「高

館

」

(B
)

義
経
の
最
期
で
あ
る
衣
川
合
戦
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
を
描
い
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
中
で
鈴
木
重
家
は
弁
慶
、
亀
井
重
清
と
同
じ
よ
う
に
中
心
人
物
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と
し

て
語

ら

れ

る
。
大

き
く

分

け

て
二

つ
の
場
面

に
分

け

る

こ
と
が

で
き

、

前

半

部
分

は
鈴

木
重

家

の
高

館
訪

問

と
腹

巻
譲

渡

謂
、

後
半

部

分
は
衣

川

合

戦

謳

と
な

っ
て

い
る
。
『義

経

記
』
と
同

じ
場
面

を
取
り

扱
う

も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
内

容

は

こ
ち
ら

の
ほ
う

が
豊

富

で
あ

る
。

腹
巻

譲
渡

に
は
熊

野
本

地
謹

が
含

ま
れ

て

い
る

こ
と

が

こ

の
作

品

の
大

き
な

特
徴

だ

と
言

え

る
。
合

戦

の

様

子

で
は
、

亀

井
重

清
、

鈴
木

重
家

と

順

に
弓

矢

を
射

て
活

躍
す

る
話

が
あ

る
。
「高
館

」
で
は
、
鈴

木
重

家

は
自

身

の
始
祖

が
熊

野
権
現

の
第

一
の
臣

下
、

能

見
大

臣
重

高

で
あ

る
と

し

て
、
鈴

木

家

の
出
自

を

語

る
。

こ

こ
に
熊

野
鈴

木
家

を
称

え
よ
う

と
す

る
性
格

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

「高

館
」

は
明

ら
か

に
鈴
木

兄
弟

が
主

人
公

に
据

え
ら

れ

て
い
る
と
言

え

る
だ

ろ
う
。
こ

こ
に

『
義

経
記

』
と

の
決
定

的
な
違

い
が
あ

る
。
『
義

経
記

』

で
は
、
死

に

ゆ
く
義
経

郎

等

の

一
人

と

し

て
描

か
れ

る
鈴
木

重

家

が
、

幸
若

舞
曲

「高

館

」

で
は
弁

慶

に
並

ぶ
主
役

と
し

て
描

か
れ

て

い
る
。

y

狂
言

「生
捕

鈴
木
」
{14
)

「語

鈴
木

」

の
後

半
部

分

と
同

じ
よ

う

な
も

の
と

な

っ
て

い
る
。
生

け
捕

ら

れ

た
鈴
木

重
家

が
頼
朝

の
前

に
引

き
出

さ
れ

、
頼

朝

の
義

経

に
対
す

る
非

難

を
述

べ

る

こ
と

で
そ

の
場

を
逃

れ

て

い
く

。

狂
言

ら

し

い
演

出

と
し

て
、

頼
朝

が

鈴
木

を
縮

と

間
違

え

る
話

が
冒

頭

に
あ

る
。

重
家

の
故

郷

の
地

に
藤

代

が
明
示

さ
れ

て

い
る
点

は
注
目

さ
れ

る
。

V

『異

本
義
経

記
』

「鈴
木

重
家

」
〔
15

}

『
異

本
義

経

記
』

は
、

『
義

経
記

』

と
は
全

く

別

の
作

品

で
あ

る
。

『
義
経

記
』

に
は
な

い
異

伝

や
異

説

が
多
く

収

め
ら

れ

て

い
る
。

鈴
木

重
家

が
捕

縛

さ
れ

る

と

こ
ろ

か
ら
頼

朝

と

の
口
論

で
言

い
負

か
す

と

こ
ろ
ま

で
と
な

っ
て

い
る
。
捕

縛

さ
れ

る
部

分

は

「
追
熊

鈴
木

」

と
、

口
論

の
部

分

で

は

「語

鈴

木

」
、

「
生
捕

鈴
木
」

と

同
じ

よ
う

に
描

か
れ

て
い
る
。

本
作

品

で
は
人
物

や

場
面

設

定

が
き

ち
ん

と

な

さ
れ

て
お

り
、

語
り

に
歴

史

書
な

ど

に
見
ら

れ
る
人

々

の
存

在
を

踏
ま

え
た
作

品
だ

と
言

え

る
。

W

「聞
書

鈴

木
三
郎

重
家

物
語
」
{16
)

謡

曲

「
語
鈴
木

」
と
同
様

の
も

の
と
な
り

、
構

成
も

ほ
ぼ

一
致

し

て

い
る
。

細

か
な
語

句

の
違

い
が
あ

る

の

み
で
あ

る
。

細

か
な
違

い

の
み
と

い
う

こ
と

か

ら
、

元
と

な

っ
た
語

り

は
同

じ
く

し

、
書

写
段

階

に
お

い
て
違

い
が

生
ま

れ
た

と
考

え
ら

れ
る
。

以
上
六

つ
の
作

品
を

確
認

し

て

い

っ
た

が
、

鈴
木

重

家

の
伝

承
と

し

て

は

次

に
挙

げ

る
も

の
が
存
在

す

る
こ
と

と
わ

か
る
。

①
奥
州

へ
と
向
か
う
た
め
に
母
と
別
れ
る
話

②
奥
州

へ
と
向
か
う
途
中
に
お
い
て
戦
い
、
生
け
捕
ら
れ
る
話

③
頼
朝
の
非
を
説
き
、
捕
ら
わ
れ
の
身
か
ら
解
放
さ
れ
る
話

④
高
館
へ
辿
り
着
く
話

⑤
衣
川
合
戦
に
て
兄
弟
共
に
自
害
し
て
い
く
話

一20「



こ
う
し

て

『
義
経

記

』
を

離
れ

た

と

こ
ろ

に
、

鈴
木

重
家

に
関

す

る
伝

承

が
あ

っ
た

。
奥

州

へ
向

か
う

前

の
場
面

、
途

中

の
場
面

、
後

の
場

面

に
お

い

て
そ

れ
ぞ

れ
、

鈴
木

重
家

は

語

ら
れ

た

の
で
あ

る
。

一
つ
ひ
と

つ
の
伝

承

が

作

品

と
し

て
取

り
扱

わ

れ

て

い
る

の
だ

が

、

こ

の
よ
う

に

そ
れ

ら
を
並

べ
て

み
る

と
あ

る

一
つ
の
形

が
見

え

て
く

る
。
各

伝

承

を

つ
な
げ

て

い
く

と
、

あ

た
か

も
鈴
木

重

家

の

一
代

記

の
よ
う

な
も

の
が
浮

か
び

あ

が

っ
て
く

る

の
で

あ

る
。

推

測

に
過
ぎ

な

い
が

、
鈴

木
重

家

と

い
う

一
人

の
人
物

を

中
心

に
置

き
、

そ

の
活

躍

を
語

る
物

語

、

一
つ
の

「
鈴
木

重
家

物
語

」

な

る
も

の
が
存

在

し
た

の
だ

と
考
え

る
。

作

品
と
な

っ
て

い
る
も

の
は
な

い
が
、
義

経

と
鈴

木
重

家

の
出
会

い
に

つ

い

て
の
伝

承
も

存
在

す

る
。
伝

承

誕
生

の
時

代

が
判

明

し
な

い
の

で
、

江
戸

期

以
降

に
創
り

上
げ

ら
れ

て

い

っ
た

こ
と
も
注

意

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
が

、

鈴

木
重

家
物

語

の
存

在

に

つ
な
が

る
も

の
だ

と

捉
え

る
。

藤
白

神
社

境
内

に

あ

る
鈴

木
屋

敷

に

は
そ

の
伝

承
が
存

在

し

て

い
る
。

義
経

が
牛

若
丸

と

呼
ば

れ

た
頃

、
京

都

の
東

光
坊

で
鈴

木
重

善

と
君

臣

の
誼

を
結

び
、

熊

野
往

還

に

は
常

に
鈴
木

家

に
立

ち
寄

り
、

鈴
木

三

郎
重

家

、
亀
井

六

郎
重

清

と
山

野

に

遊

ん
だ

と
伝

わ
り

、

屋
敷

前

に

は
狩

猟

の
出

か

け

の
際

に
弓

を
立

て
た

と

い

う
松

の
木

が

「義

経
弓

立
松

」
と

し

て
残

さ

れ

て
い
る
。

ま
た
、

『
紀
伊

国
名

所

図
会

』

に
は
鈴

木

の
館

に
お

い
て
兄

弟

の
誓

い
を
結

ん

だ

と

い
う

記
述

も

見

ら
れ

る
。

し
時
熊
野
詣
し
て
鈴
木
の
館
に
逗
留
す
此
時
義
経
雇
従
の
士
佐
々
木
秀

義
六
男
亀
井
六
郎
重
清
を
し
て
重
國
の

一
子
三
郎
重
家
と
兄
弟
の
誓
を

結
は
し
め
爾
人
を
し
て
取
て
重
家
は
家
に
留
ま
り
父
を
養
ひ
重
清
は
義

経
に
軍
中
に
従
は
し
む

(略
)

(『紀
伊
国
名
所
図
会
』

」̂

『
義
経

記

』

に
お

い

て
鈴
木

重
家

は

、
義

経

の
最
期

に
際

し

て
突

然

登
場

し
、

共

に
死

ん

で

い
く

不
自

然

さ
を

持

つ
。

し

か
し

、
鈴
木

重

家
物

語

の
存

在

が

不
自

然

な
ま

ま

で
問
題

な

い
よ
う

に
し

た
。

義
経

と

の
出

会

い
か

ら
自

害

ま

で
を
描

く
鈴
木

重
家

物
語

は
、

『
義
経

記
』

と
同

じ
よ

う

に
、

一
つ
の
語

り

物

と
し

て
人

々
に
語

ら
れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

。

三
-
二

佐
藤
忠
信
物
語
、
静
物
語
と
の
構
造
比
較

次

の
表

は
、

こ
こ
ま

で
に
確
認

し

て
き
た
鈴

木

重
家

語
り

を

並

べ

て
浮

か

び

上

が

っ
た

、
鈴
木

重
家

物
語

の
物
語

内
容

と

そ

の
流

れ

で
あ

る
。

主

従
関

係

を
築

い
た
。

…

〈
『
紀
伊

国
名

所
図

会
』
〉

…
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①

義
経
が
幼
少
期
に
鈴
木
の
館
を
訪
れ
、

○
薔
家

地
士

鈴
木
三
郎

鈴
木
氏

は
熊
野
三
落
家
の
其

一
な
り

(
略
)義

経

の
未

た
舎

那
王

と

い

ひ

②

平
家

追
討

軍

の

一
人

と
し

て
義
経

と
共

に
戦
う

。〈
『
平

家
物
語

』
〉



③

都

に

て
義

経

と
別
れ

る
が

、
そ

の
後
ま

た
義
経

が
落

ち

て
行

っ

た

奥
州

に
向

か
う
た

め

に
母
を
説

得

し
、
涙

の
別
れ

を
す

る
。

〈
「語
鈴

木
」
、

「聞

書

鈴
木

三
郎
重

家
物
語

」
〉

④

高
館

へ
向

か
う
途

次

に
追
手

と
戦

い
、
生

け
捕

ら
れ

る
。

〈
「追
熊

鈴
木

」
、

『
異
本

義
経
記

』
〉

⑤

生

け
捕
ら

れ

て
鎌

倉

へ
連
行

さ
れ
、

そ

こ

で
頼
朝

と
対

話
を

し

た
後

、
隙

を
見

て
逃
げ

て
再

び
義
経

の
も

と

へ
と
向

か
う
。

〈
「
語
鈴
木

」
、

「生

捕
鈴

木
」
、

『
異
本

義
経

記

』
、

「聞
書

鈴

木

三
郎
重

家
物

語
」
〉

⑥

高

館

へ
辿
り
着

く
。

義
経

か
ら
鎧

を

賜
り

、
鈴
木

家

に
代

々
伝

わ

る
腹

巻
を
弟

の
亀

井
重

清

に
譲
り
渡

す

。
〈
「高

館
」
〉

⑦

衣

川
合

戦

に
お

い
て
自
害

を
果

た
す
。

〈
『義

経
記

』
、

「高

館
」
〉

『
義
経

記

』
だ

け

で
は
突

然

現
れ

、
す

ぐ

さ
ま

死

ん

で

い
く

不
可

解
な

男

が
描

か
れ

る
。
し

か
し
、
そ
れ

は
あ
く

ま

で
物

語

の

一
部

だ

っ
た
。
『義

経

記
』

の
外

側

で
は

、
優

れ
た

義
経

郎
等

の

一
人

と

し

て
、
苦

難

や
活
躍

を
語

る

一

つ
の
物

語

が
存

在

し
た

の

で
あ

る
。

鈴
木

重
家
物

語

に
は
、

「
①
主

従
間

の
強

い
絆
」
、

「②

母
と

の
別

れ
」
、

「③

捕
縛

、

頼
朝

と

の
対

面
」
、

「④

義

経

の
最
期

で
奮

戦

」
と

い
う

四

つ
の
要
素

が
組

み
込
ま

れ

て

い
る
。

こ
れ

を

『
義

経
記

』
巻

五

で
見

ら
れ

る
佐

藤
忠

信

物
語

、

静
物

語

と
比

較
す

る
と

、
類

似

、
関

連
す

る
部

分

が
あ

っ
た
。
佐

藤

忠
信
物

語

と
静
物

語

の
概
要

は
次

の
通
り

で
あ

る
奪
。

【佐
藤
忠
信
物
語
】

①

義

経

に

つ
き
従

い
頼

朝

の
も
と

へ
向

か
う
。

〈
『吾

妻
鏡

』
、

『
義
経

記
』
〉

②

義

経

の
郎

等

と
し

て
平

家
討

伐

に
参
与
す

る
。

〈
『平

家
物

語
』
〉

③

義

経

の
没

落

に
お
け

る
戦

い
に
活
躍

す

る
。

④

義
経

と
吉

野
山

に

て
別

れ

る
。

⑤

吉

野
山

に
て
横

川
覚
範

ら
と
戦

い
、
都

に
逃
げ

の
び

る
。

〈
謡

曲

「忠

信
」

「騨
濁

岡
」
〉

⑥⑦

都

に
忍
ん

で

い
た
が
、
女

の
密

告

に
よ

っ
て
襲
撃

を
受

け

る

〈
『
こ
ぼ

ん
忠

信
』
〉

六
條

堀
川

の
義
経

の
館

に

て
、
自

害

を
果

た
す
。

⑧

忠
信

の
首

が
鎌
倉

に
届

け
ら
れ

る
。

〈
『
義
経

記
』
〉
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⑨

義
経
が
佐
藤
兄
弟
の
母
を
前
に
弔
い
を
行
っ
た
。

【静
物
語
】

①②③

義

経

と
と

も
に
西

国
落

ち
を

図
り
、

大
物
浦

に
て
義
経

の
妾

が

京

に
帰

さ

れ

て
い
く
な

か
、

一
人
義

経

に

つ
い
て
吉
野

山

へ
と

向

か
う

。

吉
野

山

に
て
、
義

経
と
涙

の
別

れ
を

す

る
。

供

の
者

に
逃
げ

ら

れ
、

一
人
吉

野
山

の
蔵

王
権
現

社

に
辿
り

つ

く
。
法

楽

の
歌
を

歌
う

こ
と

で
正
体

が
明

ら
か

に
な
り

、
若

大

衆

に
捕

ま

る
が
、

翌
[口
北
白

川

へ
送

ら
れ

る
。

〈
『
義
経

記
』

④

鎌
倉

に
呼
ば

れ
、

義
経

の
行
方

を
尋

問

さ
れ

る
。
〈
『吾

妻
鏡

』
〉

⑤⑥

義
経

の
子

を
身
ご

も

っ
て

い
る
と
判

明

し
、
鎌
倉

に
召

さ
れ

る
。

鎌
倉

の
堀
藤

次
家

に
て
お
産

を
し

、
男
子

だ

っ
た
た

め

に
殺

害

さ

れ
、
悲

し

み

の
中
、

都

へ
帰

っ
た
。

再
び

鎌
倉

へ
召

さ
れ
、

露

す
る
。

若
宮
八
幡
宮
に
て
頼
朝
の
前
で
舞
を
披

⑦

義

経

へ
の
想

い
を
持

ち
続

け
、
母

に
も

知
ら

せ
ず
出

家

し
、

翌

年

に

は
往

生
を

遂
げ

た
。

〈
『
義
経

記

』
〉

⑧

静
の
亡
霊
が
現
れ
、
義
経

へ
の
想

い
を
歌
う

。

〈
謡

曲

「吉

野
静

「
二
人
静

」
〉

佐

藤
忠

信
物

語

と

は

「①

主

従
間

の
強

い
絆

」

「②

母

と

の
別

れ
」

「③

捕

縛

、

頼
朝

と

の
対
面

」

と

い
う

部
分

で
類
似

・
関

連

性
を

持

つ
。

そ

の
中

で

も
、
ど
ち
ら

も
物
語

中

に
母

の
存
在

が
見

ら
れ

る
点

は
重
要

だ
と

言
え

よ
う

。

ま
た

、
静
物

語
と

は

「①

主
従

間

の
強

い
絆

」

「③

捕

縛
、
頼

朝

と

の
対

面
」

と

い
う
部

分

で

つ
な

が

る
。

こ
ち

ら
は

ど
ち

ら
も

物

語
中

に
鎌

倉

を
訪

れ

て

い
る
点

が
注

目

さ
れ

る
。

構

造
比

較

を
行

う

こ
と

で
、

鈴
木

重

家
物

語

が
両
物

語

の
影

響

を
受

け

て

成

長

し

て

い
っ
た

こ
と

が
窺

え

る
。

『
義
経

記
』

に

お
け

る
各
物
語

の
類

似

・

関

連

性

に
着

目
す

る

こ
と

は

『
義
経

記

』
成

立
考

を

進

め
る
上

で
非

常

に
重

要
な

ア
プ

ロ
ー
チ

だ
と
考

え

る
。

四

物
語
の
管
理
者
、
二
つ
の
在
地
性

鈴
木

重
家

物
語

は
、
謡

曲

や
幸
若

舞
曲

な
ど

、
『
義

経
記

』

の
外

側

に
お

い

て
展
開

を
見

せ

る
。
そ

の
展

開

の
背

景

に
、
『
平

家
物

語
』
、
『
義
経

記
』

と

い
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っ
た

語
り

物
文

芸

に

は
採

用
さ

れ
な

い
も

の

の
、

水
面

下

に
お

い
て
鈴
木

重

家
物

語

が
、
何

ら

か

の
意

図
を

も

っ
て
特

定

の
人

々

に
よ

っ
て
語

ら

れ

て

い

た
と

稿
者

は
考

え

る
。

で
は
、
あ

る
特

定

の
人

々
と

は

い

っ
た

い
ど

の
よ

う

な
人

々
な

の
だ

ろ
う

か
。
鈴

木
重

家
物

語

に
関

す

る
主

な
先

行
研

究

は
、

角

川
源
義

四
)、
佐

藤
陸

(・。
)、
小
林

健

ニ
ハ訓
)に
よ

っ
て
な

さ
れ

て

い
る
。

角
川
源

義

は
、

「平

泉

に

い
る
天
台
熊

野
修
験

」

の
存
在

を
指

摘
す

る
。
幸

若

舞
曲

『
高
館

』
、
鈴

木
兄
弟

の
描

写

が
よ
り
詳

し

い
赤
木

文
庫

本

『義

経
物

語

』
〔"。
を
鈴

木
党

の

「家

の
文

学
」

だ

と
指

摘

し
、

鈴
木

重
家

物
語

は
熊
野

語

部

が
管

理
し

て
い
た
だ

ろ
う

と

す

る
。

そ
し

て
、

毛
越

寺

の
鎮
守

社

で
も

あ

る
新

熊
野

社

の
別

当

が
平
泉

の
地

に
は
存

在

し
、

別
当

を

は
じ

め
と

す

る

天

台
熊

野
修

験

が
奥

州

に
お

い

て

「
義

経
最

期

」

の
語

り

手

と
な

っ
た

の
は

当
然

だ

と
論

じ

た
。

鈴
木

党

の

「家

の
文
学

」

は
、
彼

ら

が
熊

野
語

り

と

い

う
要
素

を
強

め

る
た

め
に
用

い
ら
れ

た
と

い
う

の

で
あ

る
。

佐
藤

陸

は
、

「熊

野
山

伏
」

が
語
り

歩

い
た

の
で
は

な

い
か
と
述

べ

る
。

幸

若
舞

曲

『
高
館

』

と

『
義
経

記

』
は

同

じ
原
説

話

か
ら

展
開

さ

れ
た

と

し
、

そ

の
上

で
、
鈴

木
氏

の
活
躍

が
強

調

さ

れ

て

い
る

の
は
、
熊

野
宣

伝

の
た

め

で

は
な

い
か

と
指
摘

す

る
。

熊

野
本

地
謂

が
語

ら

れ

る
鈴
木

重
家

物

語
を
熊

野
山
伏

が
宣
伝

の
た
め

に
語

っ
た
可
能

性
を
論

じ
て

い
る
。

小
林

健

二
は
、
担

い
手

に
関

し

て
あ

ま
り
踏

み
込

ん

で
論

じ

て
は

い
な

い
。

『
紀
伊

続

風
土

記
』

に
収

め
ら
れ

る
鈴

木

家
伝
来

の
重

家

の
手
紙

を
鈴

木
家

の
宣

伝

と
し
、

そ

の
上

で
、
『
鈴
木

家
系
譜

』

か
ら

ア
プ

ロ
ー
チ

し

て
論

じ

て

い

っ
た

小
林

健

二

は
、
鈴

木
重

家
物

語

を
、

鈴
木

重

家

を
英
雄

に
仕
立

て
る

た

め

の
伝

承

だ

と
考

え

る
。

そ
し

て
、

能

「
鈴
木

」

や

『
平
家

物
語

』

な
ど

で

の
重

家

の
扱

わ
れ

方
、

鈴
木

重
家

の
人
物

像

が

『
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

い
く

と

こ
ろ

を
見

て
、

「享
受

者

の
興
味

の
赴

く
ま

ま

に
い
ろ

い
ろ
と
増
幅

し

て
語

ら
れ

て

い

っ
た

」

と
述

べ

る
に
と

ど
ま

っ
て

い
る
。

三
者

は
共

通
し

て
、

鈴
木

重

家

の
活
躍

は
鈴
木

家

に
よ

っ
て
語
ら

れ

た
も

の
で
あ

り
、
ひ

い
て
は
熊

野
信
仰

を
広

め

る
為

の
語

り

で
あ

る
と
指
摘

す

る
。

こ
の
点

に
関

し

て
は
筆

者
も

同
意

見

で
あ

る
。

鈴
木

重

家

が
義

経
と

の
強

い

絆

を

持

っ
て
奥

州

ま

で
わ
ざ

わ
ざ

訪

れ

る
、
義

経
最

期

に
際

し

て
兄
弟

と

も

に
自
害

を

果
た

す

、
と

い
う

内
容

の
物

語

は
、

鈴
木

家
伝

承

と

し

て
鈴

木

家

に
代

々
語

ら
れ

て
不

思
議

で
は
な

い
。

ま

た
、

熊
野

を
支

配

す

る
豪
族

で
あ

る
鈴
木

家

の
武

勇

を
語

る

こ
と

は
、
熊

野
信

仰

圏

に
属
す

る
者

た

ち

に
と

っ

て
も
親

し

み
や

す

い
も

の
と
な

る
に
違

い
な

い
。
そ
う

し
た

こ
と
か

ら
、

「熊

野

の
宣

伝
」

と

し

て
鈴
木

重
家

物
語

が
存
在

し

、
角

川
源

義

や
佐
藤

陸

が
言

う

よ
う

に
、

「平

泉

に

い
る
天

台
熊

野
修
験

」
、

「
熊
野

山
伏
」

に
よ

っ
て
語
ら

れ

た
と

い
う
点
も

間
違

い
で
は
な

い
だ

ろ
う
。

し
か

し
、

こ
の
三
者

の
共
通

意

見
、

鈴
木

家

・
熊
野

の
宣

伝

の
た

め

の
鈴

木
重
家

物
語

と

い
う
捉

え
方

に
は
、
追

究
す

る

べ
き
余
地

が
残

さ

れ

て
い
る
。

そ

れ

は
、

熊

野

の
宣
伝

の
た

め
に
、

む
ぜ

鈴

木
重

家

が
語

ら
れ

な

け
れ
ぼ

な

ら
な

か

っ
た

の
か
と

い
う

点

で
あ

る
。
熊

野

語
り

を

よ
り
強

め
る
た

め

に
鈴

木
党

の

「
家

の
文

学
」

が
語

ら

れ
た

と
角

川

源
義

は

い
う
。

熊

野
な

ら
弁

慶

で
も

よ

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

な
ぜ

鈴
木

重
家

が

こ
う

し

て
語

ら
れ

た

の

で

あ

ろ
う
か

。

そ

こ
に

は
鈴
木

家

が

こ

の
時

代

ど

の
よ
う

な
位

置

に
存
在

し

て

い
た

の
か

が
関

わ

っ
て
く

る
。
熊

野
、

熊

野
信
仰

に
お

け

る
鈴
木

家

の
位
置
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は

大
変

重
要

で
あ

っ
た
。

こ
の
点
を

論

じ

る

こ
と

で
鈴

木

重
家
物

語

の
担

い

手

の
姿

を
よ

り
鮮

明

に
し

て
い
く
。

そ

し

て
、
新

た

に
見

え

て
く

る
担

い
手

の
可

能
性

を
示

し

て
み
よ
う

。

四
1

一

藤
白

鈴
木
家

鈴
木

重
家

は
藤

白
鈴

木

家

の
末
喬

で
あ

る
。
自

ら

の
家
系

に
当
た

る

人
物

の
物

語

を
、

そ

の
家

の
人

々

が
語

る

こ
と

は
容
易

に
想

像

で
き
よ
う

。

し

か

し

、

そ
れ
だ

け

の
理
由

で
は
な

か

っ
た

。
藤

白
鈴

木
家

は

熊
野

信
仰

と

大
き

く
関

わ

り
を

持

つ
。

こ
の
点
を

明
確

に
示
し

、

鈴
木
重

家
物

語

が
語

ら

れ
た

で
あ

ろ
う
時

代

に
藤
白

鈴

木
家

が

ど

の
よ
う

な
立

場

に
あ

っ
た

の
か
を
指

摘

す

る
。

そ
し

て
、

そ

の
上

で
自

分

た
ち
藤

白

鈴
木

家

の
末
喬

を
自

ら

語
り

手

に
位

置
づ

け
よ
う

と

し

て
い
る

『鈴

木
家

系
譜

』

に
着

目
す

る
。

「熊

野

山
略
記

」

に
は
鈴
木

家

の
始
ま

り
が
伝

え

ら
れ

て

い
る
。

同
御
宇

(孝
昭
天
皇
)五
十
三
年
戊
午
、
裸
形
上
人
於
岩
基
隈
北
新
御
山

奉
崇
十
二
所
権
現
、
是
號
新
宮
、
垂
跡
始
権
現
乗
龍
蹄
、
新
宮
鶴
原
大

高
明
神
前
、
十
二
本
榎
本
降
臨
、
先
千
尾
峯
立
以
奉
幣
司
被
召
権
現
氏

人
、
則
漢
司
符
将
軍
嫡
子
眞
俊
恭
先
奉
勧
請
権
現
於
榎
本
、
二
男
基
成

進
猪
子
二
白
圓
餅
、
三
男
基
行
為
御
馬
草
進
稻
、
此
三
人
於
如
次
號
、

榎
本
宇
井
黛
鈴
木
黛

(「熊
野
山
略
記
」
3̂

と

き

の
漢

の
司
符

将
軍

の
嫡
子

眞
俊

が

十

二
所
権

現

を
勧

請

し
た

こ
と

か

ら

熊

野
三

大
家

は
誕

生

し
、

三
男

基
行

が
稻

を

奉

じ
た

こ
と

か

ら
穂
積

(
鈴

木

)
の
姓

を

賜

っ
た

と

さ
れ

る

。

『寛

政

重
修

諸

家
譜

』

翠̂
に

お

い

て
も

同

様

の
内

容

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

『紀

伊

続
風

土

記
』
新

宮

條

「
熊

野
別

當
代

々

次
第

」

に
記
載

さ

れ

て

い

る

「参
河

國
長

存
寺

縁
起

」

に
は
、
次

の
よ

う
な

記
述

が
見
ら

れ

る
。

實
方
奥
州
に
流
さ
れ

勅
免
な
く
し
て
麗
し
給
ふ
其
子
孫
多
く
世
捨
人

に
な
る

堀
河
院
の
御
宇
に
實
方
五
代
の
孫
教
眞
と
い
へ
る
僧
諸
国
修

行
し
紀
州
熊
野
山
に
籠
り
た
る
折
節
其
時

の

仙
洞
白
河
院
熊
野
へ

御
幸
ま
し
ま
し
て
此
山
に
別
當
あ
り
や
と
御
尋
あ
る
神
職
の
棟
梁
鈴
木

罷
出
未
不
候
と
勅
答
申
け
れ
は
則
教
眞
を
別
當
に
居
る
と
あ
り

(『紀
伊
続
風
土
記
』
所
収

「参
河
國
長
存
寺
縁
起
」
(3

神
職

の
棟
梁

と

し

て
鈴

木

家

は
力

を
持

っ
て

い
た
と

さ
れ

る
。

こ

の
他

に

も

「宇

井
鈴

木

の
二
氏

は
古

く

よ
り
新

宮

に
多

く
今

の
神

官

の
祖

も
是

等

よ

り

分

れ
た

る
」

と

『
紀
伊

続

風
土

記

』

は
記

し
、
熊

野

の
豪

族

と
し

て
鈴

木

家

は
存

在

し
、

そ

の
力

は
熊

野

三
大

家
と

言

わ
れ

る
如

く
、

大

き
な

も

の
だ

っ
た

と
言

え

よ
う
。

そ

の
よ
う
な

鈴
木

家

は
藤

白

に
拠

点

を
移

し

て

い
く

。
藤

白

へ
の
移
住

に

関

し

て

の
史
料

は
次

の
通

り

で
あ
る
。

○
薯
家

地
士

鈴
木
三
郎
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鈴
木
氏
は
熊
野
三
奮
家
の
其

一
な
り
此
地
古
熊
野
紳
領
と
な
り
鈴
木
の

一
族
地
頭
と
な
り
て
此
地
に
移
り
し
な
ら
ん
鈴
木
三
郎
重
家
其
弟
亀
井

六
郎
重
清
源
義
経
に
仕

へ
て
所
々
に
軍
功
あ
り
し
事
諸
書
に
見
え
た
り

其
家
傳
云
鈴
木
三
郎
重
國
と
い
ふ
あ
り
南
方
八
荘
司
の
旗
頭
に
し
て
同

治
郎
重
治
或
は
い
ふ
重
國
三
男
と
世
々
藤
白
を
領
す
所
縁
あ
り
て
源
家

に
属
し
義
朝
に
近
習
す

(略
)重
家
打
死
の
後
治
郎
重
治
遺
跡
相
績
し
て

代
々
藤
代
に
居
住
す

(『
紀
伊

続
風

土
記

』
)

眞
勝

が

男
基

隆

、

そ

の
男

俊
基

、
其

男

俊
家

、

そ

の
男
日

向
守

基
経

、

そ

の
男
越

中

守
範

基

、

そ

の
男
資
基

、

其
男

基
重

、

そ

の
男
基

平
、

則

男
庄

司

重
包

と

し
、
其

傳

に
、

は

じ

め
熊

野

邑

に
住

し
、

う

つ
り

、
代

々

こ

の
地

の
著
姓

た
り

。

貴
、

湯

川
、

眞
砂

、
安

宅
等

の
族
あ

り
。

の
ち
藤
白

に

後

世

妹
背

、

湯
浅

、
貴

志
、

玉

鈴

木

を
合

せ

て
世

に

こ
れ

を

熊

野

邑

の
あ

ひ
だ

八
庄

司

の
蕪

と
稻

す
。

重

包

そ

の
魁

た
り

。

長
徳

の

こ

ろ
出

羽
縁

と
な

る
。

長
保

年

中
出

羽
介

維
茂

同

郷

の
豪
族

跨

四
郎

諸

任

と
采

地
を

あ
ら

そ

ひ
、
諸
任

兵
を

ひ
き

ゐ
て
維
茂

が
邸

を
襲

ひ
う

つ
。

こ

の
と
き
重
包

維
茂

に
属

し
、

力
戦

し

て
死

す
。(『

寛

政
重
修

諸
家
譜

』
)

重

家
始
祖
千
翁
命
ヨ
リ
九
十
壱
世
之
後
胤
、
累
世
紀
伊
国
海
士
郡
藤
白

二
神

代
ヨ
リ
連
綿
ト
居
住
、
重
家
伊
予
守
源
義
経
卿
ヨ
リ
味
方
二
頼
レ
一
ノ

谷

、

八
島

ノ

合
戦

ヲ
初

メ
其

外

数
度

ノ
軍

功
世

二
知

ル
処

ナ

レ
バ
藏

二

略

ス

(
『鈴

木
家

系
譜

』
{3

こ

の
よ
う

に
、

史
料

に
よ

っ
て
違

い
も
見

ら

れ

る
こ
と

か
ら

移
住

の
時

期

を

は

っ
き
り

と
示

す

こ
と

は

で
き
な

い
が
、

平
安

末
期

に

は
移

っ
た

と
考

え

ら
れ

よ
う
。

藤

白

は
熊

野
街

道
上

に
位

置

し
、

熊
野

九
十

九

王
子

の

一
つ
で
あ

る
藤

白

王
子

社

が
あ

っ
た
。

藤

白

王
子

社

は
切

目
、
瀧

尻

、
近
露

な

ど

の
王

子
社

と

共

に
大

き
な

王
子
社

で
あ
り

、

五
体

王
子

社

の

一
つ
で
あ

る
。
熊

野
御

幸

の

記
録

に
は
次

の
よ
う

に
記

さ
れ

て

い
る
。

於

藤
代

王

子
、

行
里

神

楽
、

給
白

米

、
又
給

塊

飯

一
具

、
和

泉
宿

湯
浅

事

家
憲
所

送
也

、
如
法

行
之

、
於

宝
前
信

心
殊

凝
、

感
応

之
甚
也

(
『吉

記
』

承
安

四
年

(
=

七
四
年

)九

月

二
十
五

日
条

〔」

次
参
祓
戸
王
子
。
次
入
藤
代
宿
。
不
及
御
所
三
町
許
北
宅
也
窮
屈
平
臥
。

(『後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
』
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
年
)十
月
八
日
条

3

天
晴

。

朝
出

立
頗

遅

々
間

。

已
於

王
子

御
前

有

御
経

供
養

等

云

々
。
錐

営
参

。
白

拍
子

之
間

。
雑

人
多

立
隔
無

路

。
強

不
能
参

逐
電

。
肇

-昇
藤

代
坂

。
五

躰
王

子
有
相

撲
等

云

々
。

(
『
後
鳥

羽
院

熊

野
御
幸

記

』
建
仁

元

年

(
=

一〇

一
年
)十

月

九
日
条

)
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大
野

坂

・
松

代

・
菩
提

房

・
鳥

居
等

王

子
参

如
常

、
直

参
藤

代

御
宿

、

入
御

已
鯨

一
時

云
々
、

入
夜

夕
御
浴

・
御
拝

如
常

、
国

司
御
儲

如
例

(
『修

明
門

院
熊

野
御
幸

記
』

承
元

四
年

(
=

二

〇
年
)
四
月

二
十

四
日
条

璽

)

朝
御

浴

・
御

拝

・
御
襖

、

了
出

御

、
参

御
藤

代

王
子

、
依

五
躰

王

子
御

先
達

已
下
有

馴
子
舞

、
其

外
事

一
如

例
、

但
御

神
楽

、

本
社

八
女

八

人
、

唱

人
五

人
伺

候
、

八
女

翻

袖
、

里
神

楽

如
例

、
事

了

庁
官

給
禄

、

八
女

各
絹

一
疋
、

唱
人

白
布

各

一
反

、

里
神

楽
禄

如
例
、

繊
法
僧

廿

口
列
居

礼
殿

、
供

米
各

一
斗
、
布

一
反

、
庁

分
給
之

、

次
自

坂

下
有

御
歩

、

傍
人

々
皆

以
前

行

、
払

退
雑

人

、
峯

漸
近

程

儲
御

輿
、

為
乗
御

也
、

次
於

当
下

有
御
襖

、
其

儀
如
例

、

(
『
修

明
門

院
熊

野

御
幸

記

』
承

元

四
年

(
一
二

一
〇

年

)四
月

二
十

五

日
条

)

こ
の
よ
う

に
御

幸

に
赴

い
た
者

た
ち

の
宿

泊

地
と

な
り

、
ま

た
、

里
神

楽

も

こ
の
地

で
奉

納

さ
れ

た
。

熊
野

詣

の
行

程

の
上

で
、
藤

白

と

い
う
場

所

は

単

な

る
通
過

点

で

は
な

か

っ
た
。

京

か
ら

熊
野

に
向

け

て
出
発

さ

れ
た

長
旅

の
疲

れ
を
癒

す

べ

き
場
所

で
あ
り

、
熊

野

参
詣

に

お

い
て
外

す

こ
と

の

で
き

な

い
重
要

な
場

所
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

古
く

に
は
熊

野
参

詣

の
第

一
の
境

界

と

し

て
そ

こ

に
大

鳥
居

が
建

て
ら

れ

た

と
さ

れ
る
。

『
紀
伊

続
風

土
記

』
藤
白

若

一
王
子
権

現
社

の
項

で

は
、

熊
野

一
ノ
鳥
居

と
称

さ
れ

る

こ
と

に

つ
い
て
、

「熊

野

の
盛
な

り
し
時

此
地

に
大

鳥

居

を
建

て
熊

野

一
ノ
鳥
居

と

し
遂

に
熊

野
神

を

遷

し
祭
り

し
な

ら
ん

」
と

記

す

。

『
寛

文
記

』

に
大

鳥
居

が

天
文

十

八
年

(
一
五

四
九

年
)
に
損

失

し
た

と

見

ら

れ

る
が
、

大
鳥

居

が
存

在

し

て

い
た

こ
と
か

ら
、

当
時

の
熊

野

参
詣

上

の
境
界

と
し

て
重
要

な
場

所

で
あ

っ
た

こ
と

は
窺

わ
れ

る
だ

ろ
う
。

「熊

野

三
所

権

現
金
峯

金

剛
蔵

王

降
下

之
御

事

」
、

「
熊
野

山

略
記

」

に
は

藤

白

と
十

二
所

権
現

と

の

つ
な

が
り

が
見
ら

れ

る
。

紀
州
三
上
郡
若
浦
藤
代
熊
野
十
二
所
権
現
乗
船
臆
示
現

(「熊
野
三
所
権
現
金
峯
金
剛
蔵
王
降
下
之
御
事
」
3̂。))

同
御
代
十
二
所
権
現
乗
御
船
、
紀
伊
国
藤
代
着
岸
、
楠

上

七
十

日
御

坐

(
「熊

野
山
略

記
」

)

船

に
乗

っ
た

十

二
所
権

現

が
藤

白

に
現

れ

る
と

記

さ
れ

て

い
る
。

ど
ち

ら

の
資

料

に
お

い
て
も
、
藤

白

に
示

現

し

た
熊

野
権

現

は
五
体

王

子
社

が
祀

ら

れ

て

い
る
切
目

、
稲

羽
根

、

滝

尻
、

発
心

門

の
地

を
通

っ
て
本
宮

へ
と
向

か

つ
て

い
く
。

藤

白

の
少

し
南

に
位

置
す

る
名
草

の
浜

に
熊

野

権

現
が
降

り

立

っ
た

こ
と

を
歌
う

歌
謡

を

『
梁
塵
秘

抄
』

に
見

つ
け

る

こ
と
も

で
き

る
。

熊

野

の
権

現

は
、
名

草

の
浜

に

こ
そ
降
り

給

へ
、

ま
せ
ば

、
歳

は
ゆ

け
ど

も
若
王

子

和
歌
の
浦
に
し
在
し
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(
『梁
塵

秘
抄

』

二
五
九

番
歌

(訓
)
)

熊
野

の
権
現
は
、
名
草
の
浜
に
ぞ
降
り
給
ふ
、
海
人
の
小
舟
に
乗
り
給

ひ
慈
悲
の
袖
を
ぞ
垂
れ
給
ふ

(『梁
塵
秘
抄
』
四

=
二
番
歌
)

永
池

健

二

が
指
摘

す

る
よ

う

に
、

こ

の
二
首

は
明

ら

か

に
熊
野

権
現

の
藤

白

へ
の
示

現
を

歌

っ
た

も

の
だ

ろ
う
。

平

安
末

期

の
世

に
お

い
て
、
藤

白

と

い
う
地

が
す

で

に
熊

野

信
仰

上
、

重
要

な
地

で
あ

っ
た

こ
と

が

こ

こ
に
示

さ

れ
る

。
『
神

道
集

』

「熊

野
権

現

の
事
」

の
中

に
は
、

熊

野
権

現

が
藤

白

か

ら

先

に
都

へ
と
飛

行
夜

叉

を
遣

わ
す

と

い
う

記
述

が
見

ら

れ

る
。
あ

た

か
も
藤

白

が
熊

野
神

域

の
端

で
あ

り

、

そ

こ
か
ら
神

域

の
外

側

に
向

け

て
遣

わ

し

た

か

の
よ
う

で
あ

る
。

「
永
用

録
」

に
は

次

の
よ
う
な

記
述
も

見

ら
れ

る
。

當
家
之
先
者
熊
野
三
堂
之

一
家
榎
本
伊
豫
守
重
春
之
流
喬
也
、
其
頃
能

良
大
臣
重
尊
者
、
熊
野
紳
領
之
惣
奉
行
と
し
て
藤
白
口
ロ
ニ
住
ス
、

(「永
用
録
」
(讐
)

鈴
木

家

で
は
な

く
榎
本

家

の
者

で
は
あ

る

が
、

「熊

野
神
領

之
惣

奉
行

」
と

し

て
藤
白

に
住
む

と

い
う

。
藤

白

の
地

は
、

熊
野

神
領

支

配

の
有
力

な
拠

点

で
あ

っ
た
。

熊
野

神
域

の
内
側

と
外

側
を

隔

て
る
地
。

さ
ら

に
、

「熊

野

一
之

鳥

居

」

が
東

に
あ

っ
た

こ
と

か
ら
、

熊
野

に
向

け

て

」

つ
目

の
境

界
L

と

し

て
存

在

し
た

と
考

え
ら

れ

る
。
藤

白

を
越

え

る
と

、
藤

白
坂

の
厳

し

い
道

の
り

が
始

ま

っ
て

い
く
。

そ
う

し
た

難

路

の
出
発

点

と

し

て
、

藤
白

は
位

置

し

た

の

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

重
要

な

場
所

を
管

理

す

る
者

は
、

や

は
り

熊

野
信

仰

を
管

理
す

る

大
き

な
力

を
持

っ
た
者

で
な

け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た
だ

ろ
う

。
鈴
木

家

は
そ

の
大
役
を

果
た

す

べ
く

藤
白

に
移

り
住

ん
だ

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
藤

白
鈴

木
家

に
お

い

て
鈴

木

重
家

物
語

の
主

役

、
鈴

木
重

家

は
重

要

な
位
置

に
存
在

し

て

い
る
。

そ

れ
は

、
藤

白

の
鈴
木

家

文
書

と

し

て

伝

わ

る

『鈴

木
家
系

譜
』

を
見

る
と

明
ら

か

で
あ

る
。

藤

白

に
移

住

し
た
鈴

木
家

は
代

々
受

け
継

ぎ

、
在

地

の
豪

族

と
し

て
存

在

し

て

い
た
。

そ

の
系

譜

に
お

い
て
鈴

木
重

家

は
重

邦

か
ら
代

を

受
け

継
ぎ

、

次

の
重

次

へ
と
続

い
て

い
く

。

そ

の
後

も

追

い
か

け

て
見

て

い
く
と

、
藤

白

鈴

木

家

が
伝

え

る
系

譜

に
お

い
て
、

鈴
木

重
家

は
代

々
継

承

さ

れ

て

い
く

そ

の
原

点

と
も
言

え

る
存
在

に
位
置

づ

け

さ
れ

て

い
る
。

近
世

ま

で
続

い
て
き

た
藤
白

鈴
木
家

の
嫡

流

は
重
家

か
ら
始

ま

っ
た
と
す

る
。
『
鈴

木
家
系

譜

』
は
、

藤

白

鈴
木

家

が
鈴
木

重
家

の
直

接

の
末

孫

に
よ

っ
て
代

々
受

け
継

が

れ

て
き

た

と
示

し

て
い
る

の

で
あ

る

。
始

祖
千

翁
命

か
ら
代

々
伝

わ

る
血

脈

を
継

承

し

て

い
る

こ
と

、
何

世
紀

も
藤

白

に
拠

点

を
置

い
た
鈴
木

家

の
人

物
だ

と

い

う

こ
と
を

『
鈴

木
家

系
譜

』

は
意

識

さ
せ

て
い
る
。

藤
白

鈴

木
家

に
と

っ
て

鈴

木
重
家

と

い
う
人
物

を

い
か

に
重
要

に
捉

え

て

い
る

か
が
窺

え
よ

う
。

次

に
挙
げ

る
鈴
木

重
家

の
叔

父

で
あ

る
重
善

は
、

『
鈴
木

家
系

譜
』

に
お

い

て
最

も
記
述

内
容

が
多

い
。

そ

こ
に

は
鈴
木

重

家
物

語

を
語

っ
た

と
す

る
内

容

が
見

ら

れ

る
。

こ

の
部

分

は
、

鈴
木

重
家

物
語

の
担

い
手

を
論

じ

て

い
く

上

で
、
極

め

て
重

要
な

も

の
と
な

ろ
う
。
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重

善(略
)

次

郎
後

号
七
郎

、
甥
重

家
、
重

清

ノ
跡
を
慕

ヒ
奥

州

へ
趣

ン
ト

ス
ル
所
、

三
州
矢

作

ト

イ

フ
処

迄

行
程

ニ
シ
テ
病

二
罹

リ
数

日
滞

在

ス
ル
内

、
高

館

落
城

シ

テ
君

モ
空

シ
ク
落

サ

セ
給

ヒ
、
重
家

、

重
清

死

ス
ト

聞
、

大

二
力

ヲ
落

シ
テ

セ
メ

テ
菩
提

ヲ
弔

ン
為

ニ
ト

テ
奥

州

二
下

リ
、
高

館

合

戦
ノ
次
第
討
死
ノ
様
子
迄
郷
之
者

二
委
舗
尋
ネ
テ
義
経
朝
臣
鈴
木
兄
弟

ノ
遺

跡

ヲ
弔

ヒ

其
後

故
有

テ
参
州

高
橋

庄
矢

並

ノ
里

二
住

ス
ト
云

、

世

二
一ご
河
鈴
木

ト
唱

フ
ル

ハ
七

郎
重
善

ノ
末

流

ナ
リ

(『
鈴
木

家
系
譜

』
)

こ

こ
に

は
、
重

家
物

語

の
担

い
手

の
原

型

的
な

相
貌

が
期

せ
ず

し

て
描

き

出

さ
れ

て
い
よ
う

。
系

譜

は
、

重
家

の
叔
父

重
善

が

、

二
人

の
甥

の
討
死

の

様

子
を

聞
き

、

そ

の
菩

提

を
弔

わ

ん
と

し

て
奥
州

高
館

に
下
り

、

そ

の
討

死

の
様

子

を
尋

ね
聞

き
、

そ

の
遺

跡

を
弔

っ
た

と

記
す
。

残

さ
れ

た
身

内

や
家

来

な
ど

が
実

際

に
遺
跡

を

訪

ね
、
最

期

の
様

子

を
聞

い
て
語

る
と

い
う

こ
と

は

、
常
套

的

な
語

り

口
で
あ

っ
た
。

も

ち

ろ
ん

、

そ
れ

が
史
実

で
あ

っ
た

こ

と

は
知

る
術

も

な

い
。

し
か

し
、

こ
の
重
善

の
伝

承

の
背

後

に
は
、

鈴
木

家

を

語

ろ
う

と
す

る
存
在

が
見

え
隠

れ
す

る

の
で
あ

る
。

三
州

矢
作

に
滞
在

し
た

と

い
う
点

も

興
味

深

い
。

矢
作

は
義

経
伝

承

の

一

つ

『
浄

瑠
璃

姫
物

語

』

の
舞

台
と

な

っ
た
土

地

で
あ

る
。

そ
う

し

た
義

経
伝

承

と
重

善

が

つ
な
ぎ

合

わ
さ

る

か

の
よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る

こ
と

も

『
鈴
木

家
系

譜

』

が
義

経
伝

承
を

う
ま

く

取
り

込

み
、

家

の
系
譜

を
代

々
語

っ
て
い

っ
た
節
を

感

じ
さ
せ

る
。

鈴
木

家

の
者

が
鈴

木
重

家
物

語

を
語

っ
た
と

す

る
記
述

は
、
重

家

の
子

で

あ

る
重
次

、
重
染

に
も
見

る

こ
と

が

で
き
る
。

重
次

重

次
志

願

シ

テ
子

々
孫

々
迄

拝

サ

セ

ン
為

、
藤

白
屋

敷

二
祠

堂

ヲ
造

立

シ
、
中
位

義
経

卿
、
右

重
家

、
右
重

清

ヲ
安
置

シ
藤

白
祠

ト
号

ス
、

重
染

重

家
、

重
清

ノ
遺

跡

ヲ
慕

ヒ

奥

州

へ
下

リ
出

家

ト
ナ

リ
、

三
士

ノ
菩

提

ヲ
長

ク

弔

ン
ト

テ
衣

川

ノ
辺

ニ

シ
開

山

ト
ナ

ル
、

一
宇

ノ
精
舎

ヲ
建

立

シ
、

重
染

寺

ト

(『
鈴
木
家

系
譜

』
)

重
次

は
総
領

と
し

て
藤

白

に
残

り
、
重
家

の
系
譜

を
担

う
役
割

を

果
た

し
、

重

染

は
奥

州
衣

川

に
赴

き
、

重
染

寺

を
建

て
て
弔

っ
た

。
両

者

は
祠

、
精

舎

を

建

て

て
亡

き
父
重

家

を
祀

る
。

し

か
し

、

そ
れ

だ
け

が
菩

提

を
弔

う

と

い

う

こ
と

で
は
な
か

っ
た

こ
と

が
窺

え

る
。

「
子

々
孫

々
迄

拝

サ

セ

ン
」
、

「
長
ク

弔

ン
」

と
あ

る

こ
と
を

見

る
と
、

そ

こ
に
は

や

は
り
祠

、
精

舎

と
共

に
亡

き

父
重
家

の
武

勇
を
語

る
鈴

木
重

家
物
語

の
存

在

が
あ

っ
た
だ

ろ
う
。
こ
の

『
鈴

木

家

系
譜

』

に

は
、
重

次
、

重
染

が
鈴
木

重
家

物

語

の
語
り

手

と

し

て

い
た

こ
と

を
伝
え

る
他
方

で
、
藤
白
鈴

木
家

の
末

喬
た

ち
を

鈴
木
重

家
物

語

の

「語

}29一



り

手
」

に
位

置

づ

け
よ
う

と

す

る
意

図
が

見
え

る
。

ま

た
、
藤

白

だ

け

で
な

く

奥
州

に
お

い

て
語

ら

れ

る
鈴
木

重
家

物
語

も

ま
た

鈴
木

家

の
者

が
担

っ
た

と

『
鈴
木

家
系
譜

』

は

い
う

の
で
あ

っ
た
。

『
鈴
木

家

系
譜

』

に
よ

る

と
、
藤

白

鈴
木

家

の
末
喬

た

ち

が
鈴
木

重

家
物

語

の
担

い
手

と

し

て
位

置

づ

け
ら

れ

て

い
る

こ
と

が
明
ら

か

と
な

っ
た

。
重

善

、
重

次
、

重
染

の
三
者

が
あ

た

か
も

鈴
木

重

家
物

語

の
成
立

に
深

く
関

わ

っ
て

い
た

か

の
よ
う

に

『
鈴
木

家
系

譜

』

は
記

す
。

こ
の
よ
う

に
、

三
者

が

鈴
木

重
家

物

語

の
直
接

の
担

い
手

と
な

っ
た

と

記
さ

れ

て

い
る
点

は
見
過

ご

せ
な

い
だ

ろ
う
。

こ
れ
ら

の
者

た
ち

が
本

当

に
鈴

木
重

家
物

語

を
語

っ
た
か

は
定

か

で
は

な

い
。

し
か

し
、

語
り

手

の
位

置

に
藤
白

鈴
木

家

の
者

た

ち
が

置

か
れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

が
重
要

な
意

義

を
持

つ
の

で
あ

る
。
鈴

木
重

家

物
語

は
、

鈴
木

家

の
先

祖

の
語

り
と

い
う

要
素

を
持

っ
て
い

る
こ
と

、
藤

白

の
子
孫

が

そ

の
語
り

手

の
役
を

担

っ
て

い

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て

「家

の
文
学

」

だ
と
言

え

る
。
『
鈴

木
家
系

譜
』

は
、

そ
う

し
た

「
家

の
文
学
」

で
あ

る
鈴
木

重
家
物

語

が
、

藤
白

鈴
木

家

の
周

辺

の
者

に

よ

っ
て
成

立

し

て
き
た

こ
と

を

示

す
も

の
で
あ

ろ
う

。

現
在

、
藤

白

鈴
木

会

な

る
も

の
が
存

在

す

る
。
藤

白
鈴

木
会

は
、
鈴

木
家

の
古
文

書

を
発
見

し
、

そ

れ

に
よ

る
鈴
木
重

家
伝

承

の
異

説
を
述

べ
る

§
。

義

経

は
高
館

持
仏

堂

に
立

て

こ
も

り
自

ら

火
を

か

け
た

が
、

そ

の
前

に
重
家

を

召
さ

れ
、

「汝

に
は
紀
州
藤

白

に
父

と
妻

子

あ
り
、

立
ち

帰

っ
て
孝
養

を

つ

く

せ
、

我

は
汝

の
弟

、
亀

井

六
郎

重
清

を

つ
れ

て
蝦

夷

に
落

ち

る
」
と

の
厳

命

を
受

け
、
こ
の
主
命

に

は
背
き

が
た
く

や
む

な
く

そ

の
場

を
立

ち
去

っ
た
、

と

い
う

も

の

で
あ

る
。
ま

た
、

藤

白
鈴

木
会

は
、

生

き
残

っ
た

と

さ
れ

る
鈴

木

重

家

や
そ

の
妻

の
そ

の
後

を
述

べ

て
、

鈴
木

家

の
展

開

を
示

す
。

そ
れ

に

よ

る
と
、

鈴
木

重

家

の
後
喬

が
秋

田

、
宮
城

、

石

川

と
拠
点

の
紀

州
藤

白

を

離

れ

て
存

在

し
、

現
在

に
至

る

と

い
う
伝

承
も

語

ら
れ

て

い
る

。
真

偽

の
程

は
誰

に
も

わ

か
ら

な

い
。
し

か

し
、

そ
れ

ら

の
伝

承

が
す

べ

て
藤

白

鈴
木

家

か
ら
発

し

た

と
す

る

こ
と

に
注

目
す

べ
き

で
あ

る
。

こ

の
藤

白
鈴

木
家

に
原

点

が
あ

る
と

い
う
考

え

は
、
鈴
木

重
家
物

語

に
も
共

通
す

る
だ

ろ
う

。

鈴
木

重

家
物

語

は
、
藤

白

に

お

い
て
藤
白

鈴

木
家

の
末

喬

た
ち

を

は
じ

め

と

す

る
、

そ

の
周
辺

の
者

た
ち

に
よ

っ
て
語

ら
れ
た

。

「藤

白
」

と

い
う

土
地

に
住

む
者

に
よ

っ
て
そ

の
物

語

は
管

理

さ
れ
た

の
で
あ

る
。

四
-

二

熊

野
修
験

、
熊

野
比
丘

尼

「藤

白

」
だ

け

で
な

く
、

「
奥
州

」
と

い
う
土

地

に
お
け

る
鈴
木

重
家

物
語

も
あ

っ
た
と

考

え

る
。

義

経

の
奥
州

下
り

と

そ

の
悲
劇

的

な
最

期

に
彩

ら
れ

る
奥

州

の
地

に
根

差

し

て
鈴

木

重
家

物
語

は

語
ら

れ

た
。
柳

田
國
男

が
指

摘

す

る
よ
う

に
、
義

経
伝

承

は
基

本
的

に
奥

州

の
在

地
性

を
持

つ
。

そ

の
奥

州

で
鈴

木
重

家
物

語

を
語

っ
た

の
は
藤

白
鈴

木
家

の
末

喬

た

ち
だ

け

で
は

な
か

っ
た

。

そ

こ
に

は
鈴
木

重
家

物

語
を

用

い

て
熊

野

信
仰

勧
請

の
も
と

に
活

動

し
た
熊

野
修

験
者

、
熊

野
比
丘

尼

が

い
た

と
見

る
べ
き

で
あ

る
。

鈴

木
重

家
物

語

に

は
、
す

で
に
見

た

よ
う

に
物
語

中

に
熊

野

の
本

地
謳

が

含

ま

れ

て

い
る
。

鈴
木

重
家

が
弟

亀
井

重

清

に
渡

す
腹

巻

の
由
来

護

が

そ
れ

に
当

た

る
。
熊

野
信

仰

勧
請

の
意

図

を
持

つ
者

が

、

こ
う

し
た
鈴

木

重
家
物

語

を
語
り

、
熊

野
信
仰

を
広

め

よ
う

と

し
た

こ
と

は
考
え
得

る
こ
と

で
あ

る
。
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地

誌
類

に
お

い

て
、

に
記

さ
れ

て

い
る
。

鈴
木
家
に
よ
る
熊
野
権
現
勧
請
の
伝
承
は
次
の
よ
う

十
二
所
権
現
社

淀
橋

の
南
、
角
筈
村
に
あ
り
。
祭
神
紀
州
熊
野
権
現
に
同
じ
。
本
郷
村

成
願
禅
寺
奉
祀
の
宮
な
り
。
社
記
に
云
ふ
、
応
永
年
間

鈴
木
荘
司
重

邦

が
後

喬
、
鈴

木
九
郎

某

な
る
人

あ
り

て
、
紀
州

藤
代

に
住

め
り

し
が
、

流

落

し

て
此
中

野

の
地

に

移
り

住
す

。
熊

野
権

現

は
産

土
神

た

る

に
よ

り

、

宅

の
邊

の
丘
陵

を

開

き

て
小
祠

を
営

み
、
尊

信
深

か
り

し

。
然

る

に
九
郎

或

時
、

北
総

葛

西

の
市

に
、

飼

ふ
所

の
痩

馬
を

費
り

て
、
償

一

貫

文
を

得

た
る
帰

路

に
臨

ん

で
浅

草

に
至
り

、
其

得

る
所

の
銭

の

を

解

き

て
み

る
に
、

悉

く
大

観
銭

な

り
。

九
郎

心
裏

に
思

ふ
所
あ

り

て
、

即

観

音
堂

に
詣

で
、
其
銭

を
賓

前

に
奉
り

、
手

を
空

し
う

し

て
帰

り

し
が
、

夫

よ
り

後

、

は
か

ら
ざ

る
幸

福

を
得

て
、

其
家

大

に
富

を

な
せ
り

。
蜘

に
応
永

十

年
癸

亥
、

社

を
再

興

し

更

め

て
十

二
所

の
御
神

を
勧

請

し

奉

り

、

田
園
等

若
干

を

附
す

。

数
世

を
歴

て
後

、
荒

廃

に
お
よ
び

、

神

燈

光
疎

に
、
祭
尊

常

に
闘
く

と

い

へ
ど

も
、
猶
感

応

の
速
な

る
を

以

て
、

村
民

恐
怖

し

、
遂

に
享

保

の
頃

、
官

府

に
訴

へ
て
成
願

寺

奉
祀

の
宮

と

す
。

し

か
あ

り

し
よ
り

已
降

、

神
供

厳

重

に
、
祭

祀
解

る
事

な

し
。

九

月

二
十

一
日
を
祭

祀

の
辰
と
す

。

(
『江

戸
名

所
図
会

』
(甦
)

薔
家

鈴
木
善
兵
衛

此
村
の
肝
煎
に
て
、
紀
伊
國
藤
代
の
住
人
鈴
木
三
郎
重
家
が
末
喬
な
り
、

重
家
は
源
義
経
本
國
下
向
の
時
従
來
り
高
館
に
て
討
死
せ
り
、
其
頃
重

家
が
子
父
の
ゆ
く
え
を
尋
ん
た
め
、
修
験
に
身
を
替

へ
常
光
坊
と
稻
し
、

本
國
に
下
り
し
に
父
が
討
死
を
聞
き

此
村
に
止
り
熊
野
宮
を
勧
請
し

代
々
修
験
を
相
続
す
、
然
る
に
重
家
よ
り
八
代
の
孫
大
壽
院
が
子
少
納

言
と
云
も
の
、
鈴
木
善
左
衛
門
と
稔
し
て
此
村
の
肝
煎
と
な
り
、
子
孫

相
続
て
今
に
至
り
し
と
云
、
藤
代
の
鈴
木
三
郎
と
云
者
の
家

へ
、
今
に

書
翰
往
復
し
て
同
姓
の
好
を
な
す
と
そ

(『新
編
会
津
風
土
記
』
上
田
村

薯
家

§
)

三

河
賓

飯
郡

佐

脇
村

へ
、
熊

野
権

現

を
勧
請

の
時

、
鈴

木
、

石

黒
、

有

井

三
氏

の
祖
、

熊
野

よ
り
御

神
髄

の
御
供

い
た
し
候

。(
『古

老
茶

話
』

拓̂
)
)

こ
の
よ

う

に
、
藤

白
鈴

木

家

の
末
喬

に
よ

っ
て
熊

野
信

仰

は
各

地

へ
広

が

っ
て

い
っ
た
と

さ
れ

る
。

藤

白

か
ら
各

地

へ
足

を
運

び

、
熊

野
神

を
勧

請

し

た

。
藤

白

に
起
源

を

発

し

て

い
る

こ
と
を
伝

え

て

い
る
部

分

か
ら

は

『
鈴
木

家

系
譜

』

と
同

じ
性

格

で
あ

る

こ
と

が
見

て

と
れ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

ら
が

す

べ
て
藤

白
鈴
木

家

の
末

喬

の
活

動

で
あ

っ
た

と

は
思

え
な

い
。

奥

州

で

の

修

験
者

、
比
丘

尼

の
活
動

を
捉

え

て
い
き
た

い
。

宮

家

準

は
熊

野
神

社

の
都

道
府

県

別
数

を

挙
げ

る
。

そ
れ

に
よ

る

と
、

全

国

に
は
三

〇
七

八
社

の
熊

野

社

が
あ
り

、

東
北

地
方

に
は
関

東
、

中
部

に
次

ぐ

五
百

十
も

の
熊

野
権

現
を
祀

る
社

が
存

在
し

た

と

い
う

(刃
)。

奥
州

に

お
け
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る
熊

野
社

は
、
鈴

木
姓

の
者

が
勧
進

し

た
熊

野
権

現
ぼ

か
り

で
は

も
ち

ろ

ん

な

い
。

そ

の
中

に

は
、
藤

原
秀

衡

に
よ

っ
て
建

て
ら

れ
た

平
泉

中
尊

寺

の
鎮

守
社

と

す

る
新
熊

野
社

も

あ

っ
た
。

熊

野
修

験
者

や
熊

野

比
丘

尼

の
奥

州

へ

の
入
り

込

み
が

こ

こ
に
想

起

さ
れ

よ
う

。
宮

家

準

は
年
代

別

の
熊

野
権

現
勧

請

・
先
達

・
荘

園
数

を
表

に
表

し
な
が

ら
、

「南

北
朝

期
以
降

に
な

る
と
、
熊

野

修
験

、
熊

野

比
丘

尼
、

藤
白

の
鈴
木

氏
な

ど

遊
行

の
宗

教
者

に
よ

る
勧
進

が
増
え

て
く

る
」

と
指
摘

し

て

い
る

(蛤
)。

鈴
木

家

の
活
動

の
み
で

は

こ
こ
ま

で

の
数

に
は
達

し
な

い
だ

ろ

う
。
奥

州

に

は
宮

家
準

が
述

べ
て

い
る

よ
う

に

熊

野
修
験

者
、

熊
野

比
丘
尼

の
姿

が
存
在

し

た
と
見

る

べ
き

で
あ

る
。

奥

州

に
お

け
る
修
験

の
中

心

は
羽
黒

山

の
存

在

が
あ

る
が
、

『
義
経

記
』

に

熊

野
山
伏

の
奥

州

で

の
活
動

を
窺

う

こ
と
が

で
き

る
。

「
ど

こ
山
伏

と

問

は
ん
ず

る
時

は
ど

こ
山
伏

と
か
言

は
ん
ず

る
」

「越
後

國

直
江

の
津

は
北
陸

道

の
中
途

に

て
候

へ
ば
、

そ

れ
よ
り

此

方

に

て
は

羽

黒
山

伏

の
熊

野

へ
参
り

、

に

て

は

、

下

向

す

る
ぞ

と
申

べ
き
。

そ
れ

よ
り

彼

方

熊
野

山
伏

の
羽
黒

に
参

る
と
申

べ
き
L

と
申

し

け
れ
ぼ

、

(
『義

経
記

』
巻
第

七

「
判
官

北
國
落

の
事

」
)

こ
の
時
代

羽
黒

と
熊
野

と

で
交

流

が
あ

っ
た

こ
と
を

見

る
こ
と

が

で
き

る
。

こ

の
他

に
も
、

平
泉

の
毛
越

寺

・
中
尊

寺

の
修

験

が
修

行
道

場

と
し

た
烏

帽

子
嶽

山
頂

に
熊

野

三
所

権
現

が

ま

つ
ら
れ

、
秋

田

県
男

鹿
半

島

の
本

山

・
真

山

は
紀
州

熊
野

の
本
宮

・
新

宮

に
な

ぞ

ら
え

た
も

の
と
さ

れ

て
お
り

、
青

森

県

の
岩

木
山

に
も
熊

野

の
影
響

が
認

め
ら

れ

て
い
る
。

『
出
羽

国
秋

田
領
風

俗
間

状
答
』

に

は
次

の
よ
う
な

記
録

が
あ

る
。

(
一
月
)十
六
日

宝
性
寺
曼
陀
羅
参

郊
外
の
寺
町
に
あ
る
比
丘
尼
寺
な
り
。
こ
の
日
地
獄
攣
相
の
図
を
掛
く
。

女
見
群
参
す
。

(『出
羽
国
秋
田
領
風
俗
間
状
答
』
六
郡
祭
事
記

蓮

)

奥

州
出

羽
国

に
お

い

て
比

丘
尼

寺

が
あ

り
、

熊

野
比

丘
尼

が

活
動

し

た
。

こ
れ

は
秋

田
市

宝
性

寺

で
行

わ

れ

て

い
た
年
中

行

事

「
曼
陀

羅

参
」

の
記

録

と

さ
れ

る
。
女

性

や
子

ど
も

を
集

め
、
絵

解

き

を
行

う
熊

野
比

丘
尼

の
姿

が

記
さ

れ

て
い
る
。

「
地
獄
変

相

の
図
」

と
あ

る
が

、

こ
れ
は

お
そ
ら

く
熊

野
勧

心
十

界

図

の
類

だ

ろ
う

。

こ

の
他

に
も

、
南

会
津

郡

田
島

町
宮

本

の
熊

野
神

社
、

藤
生

の
熊

野

神
社

に

お

い
て
千

一
、
ご

あ
ん

比

丘
尼

と

い
う
熊

野
比

丘

尼

の
活
動

が
あ

っ
た

こ
と
を
、

藤

田
定
興

が
指
摘

し

て

い
る

(・。
)。

こ
う

し
た
熊

野

修
験

者

や
熊

野
比

丘

尼

が
奥

州

で
活

動

を
行

っ
て

い
た

こ

と
を

理
解

し

た
上

で
、

彼

ら

の
鈴
木

重

家
物

語

の
担

い
手

と
し

て
の
可
能

性

に
迫

る
。

鈴
木

家

の
支

配
下

、

影
響

下

に
熊

野
修

験
者

、

熊
野

比

丘
尼

が
存

在

し
得
た

こ
と
を

示
し

て

み
よ
う
。

『
紀
伊
国

名
所

図
会

』

に
は
興
味

深

い
記
述

が
あ

る
。

中
古

よ
り

聖
護
院

宮
、
お
よ
び

三
宝
院

御

門
主
御

入
峯

あ

る
た
び

ご
と

、

つ
ね

に
御

入
輿
あ

ら

せ
た
ま

ふ

こ
と
、
実

に
希

代

の
名

家

と

い
ふ
べ

し
。

(
『紀

伊

国
名
所

図
会

』
鈴
木

三
郎

重
家

宅
)
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聖
護
院

と

は
、

京
都

に
あ

る
本
山

修
験

宗

の
総

本
山

で
あ
り

、

三
宝
院

と

は

、
真

言
宗

醍
醐

派

の
総
本

山

で
あ

っ
た
。

そ

れ
ら

の
門

主

が
入
峯

の
際

に

入
輿

し

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
を

角
川

源
義

は

「
本

山
派

、
当

山
派

両

流

の
山

伏

の
主
催

者

は
、

鈴
木

の
家

を

「希

代

の
名
家

」

と

し

て

い
て
、

入

峰

の
行

事
を

行

っ
て

い
た

」

と
指
摘

し

、
熊

野

修
験
者

と

鈴
木

家

の
関
係

性

を
示

す

。

そ
し

て
、

そ

の
よ
う

に
鈴

木

家
と

い
う

家

を
称

え

る
意
味

で

「
熊

野
語

部

に
よ

り
語

り
出

さ

れ
」

た

と
述

べ

る
。

こ

こ
で

の
熊

野

語
部

と

は
熊

野
修

験
者

を

指
す

。
峯

と

あ

る

こ
と
か

ら
大

峰
山

を
想

起

さ
せ

ら
れ

る

が
、

恐

ら
く
熊

野

に

入

っ
て

い
く
際

の
こ
と

を
示

す

と
思

わ
れ

る
。

鈴
木

家

は
修

験
道

の
二

つ
宗
派

、
本

山

派
修

験

と
当

山
派

修
験

の
本

所

と

ゆ
か
り

を
持

っ

て
い
た

と
し

、

入
峯

の
際

に
藤

白
王

子
社

に
参

っ
て

い

っ
た
と
解

釈

し

て
よ

い
だ

ろ
う
。

『紀

伊

続
風

土
記
』

成
立

当
時

(十

九
世

紀
前

半
)新
宮

に
お
け

る
社
家

は

三

つ
に
分

か

れ
、

衆
徒

、
神

官

、
社

僧

と
号

さ
れ

て

い
た
。

そ

し

て
、

こ
れ

ら

は
総

じ

て
三
方

社
中

と
称

さ

れ
た

。
衆

徒

は

「
神
地

の
政
務

を
専

と
し

て

雑
事

に
至

る
ま

て
総

て
支

配
」

し
、

「薔

僧

形

に
て
妻
帯

せ
し

を
南
北

の
頃

よ

り
兵

事

を
専

務

と
し

て
佛

家

の
行

ひ
」

を
し

て
い
た
。

神
官

は

「神

宮

に
入

り
神
事

を
専

ら
」

と
し

、

「終
身

潔
斎

」

で
あ

っ
た
。
社

僧

は

「禮
殿

に
て
本

地
佛

に
諦

経
す

る
事
を
専

」

と
し
、

「
宗
旨

な
し
肉

食
妻

帯
」

の
身

の
者

を

い

っ
た
と

さ
れ

る
。

こ
う

し

た

三
方
社

中

に
鈴

木
家

の
者

の
名

が
挙

が

っ
て

い

る
。

衆
徒
七
人

石
垣
主
税

石
垣
雅
楽

大
膳

永
田
数
馬

鈴
木
又
左
衛
門

石
垣
勘
解
由

石
垣
外
記

永
田

鈴
木
又
左
衛
門
は
熊
野
著
姓
鈴
木
氏
の
本
家
と
い
ふ
今
断
絶
す
社
僧
の

立
光
坊
大
乗
坊
眞
定
坊
皆
分
家
と
い
ふ

神
官

泰
地
五
郎
兵
衛

宇
井
大
監

宇
井
要
人

助社
僧
十
五
人

横
山
毘
泉
院

響
榎
本
大
圓
坊

石
垣
専
勝
坊

榎
本
慶
藏
坊

泰
地
上
総

泰
地
左
馬
之
助

泰
地
左
内

宇
井
大
膳

鵜
殿
右
馬
之
丞

鳥
居
兵
庫
之

紳
倉
兼
勤
清
僧

宇
井
明
乗
坊

鈴
木
立
光
坊

楠
東
實
坊

鈴
木
大
乗
坊

横
山
良
泉
院

宇
井
圓
隆
坊

榎
本
林
昭
坊

西
東
光
坊

鈴
木
常
住
院

西
林
廣
坊
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配
下

本
願
庵
主

(
『紀

伊
続

風
土

記
』
)

社
僧

に
は
鈴

木
立

光
坊

、

鈴
木

大
乗

坊

、
鈴

木
眞

定
坊

と

い
う

名

が
記

さ

れ

て

い
る
が
、

こ
れ
ら

は
す

べ

て
修
験

者

で
あ

っ
た
。

ま
た

、

こ
れ

は
単

に

一
人

を
示

す
も

の
で
は

な
く

、
修

験
者

を
統

括

す

る
組
織

そ

の
も

の
を
も

示

し
た

も

の
で
あ

ろ
う

。
社

僧

は

「
禮
殿

に
て
本

地
佛

に
請

経

す

る
事

を
専

」

と
し
、

「
宗
旨

な
し
肉

食
妻
帯

」

の
身

の
者
を

い
う

と
先

に
述

べ
た
通
り

で
あ

る
。
彼

ら

は
新

宮

に
属

し
な

が
ら

も
熊

野
修

験

者

と
し

て
本
地

仏

に
調

経

し

つ
つ
、

熊

野
信

仰
を

広

め

て

い

っ
た
と

見

る
。

神
倉

兼
勤

清
僧

に
は
鈴

木
常

住

院
な

る
名

が

あ

る
。
神

倉
社

も
兼

ね

て
勤

め
る
僧

だ

と
思

わ
れ

る
。

こ
の

神

倉
社

は
熊

野

勧
請

の

一
役

を
担
う

べ
き
本

願

所

で
あ

っ
た
。

こ

こ
に
勤

め

る
者

は
熊

野
信
仰

勧
請

の
活

動
を
行

っ
て

い
る
修
験
者

に
違

い
な

い
だ

ろ
う

。

こ
こ

に
鈴
木

家

の
名

が
あ

る

こ
と

は
、

修
験

者

と
鈴
木

家

と

の
深

い
関

係
を

示
唆

し

て

い
る
。

配
下

と

さ

れ

る

「
本

願
庵

主
」

と

は
、

新
宮

に
お
け

る
造

営

の
勧
進

に
携

わ
る
。
こ
の
本

願
庵
主

と
並

ん

で
記

さ
れ

て
い

る
こ
と

に
も
、

こ
れ
ら

の
者

が
熊

野
信

仰

勧
請

の
も
と

に
活

動

し

て

い
た

こ

と
が
推

測

さ
れ

よ
う

。
さ
ら

に
、
『
紀
伊

続

風
土
記

』
、

『紀

伊
国

名
所

図
会

』

に
よ
る
と

、
比

丘
尼

山

と

い
う

も

の
が
藤
白

王
子
社

の
す

ぐ

そ
ぼ

に
あ

っ
た

。

○
比
丘
尼
山

海
邊
に
て
村
よ
り
七
町
許
西
福
寺
の
薔
跡
と
い
ふ
古
熊
野
妙
法
山
を
此

地
に
摸
し
て
諸
國
の
比
丘
尼
來
り
住
し
故
し
か
呼
ぶ
と
い
ふ
天
正
年
中

退
轄
す
其
後
中
村
の
念
佛
堂
を
此
地
に
移
し
た
れ
と
是
も
亦
頽
腰
す

(『紀
伊
続
風
土
記
』
比
丘
尼
山
)

比
丘

尼
山

(藤
松

よ
り
北

の
浜

辺

に
。

こ

こ
は
そ

の
か

み
熊

野
妙

法

山
を

移
し

て
、
諸

国
比

丘

尼
集

会

し

て
、

越
年

を

し
た

る

と

い
ふ

天

正
年
中

に
荒
廃

し

て
、

そ

の
名

の
み

の
こ
れ

り
)

(
『紀

伊
国

名
所

図
会
』

比
丘

尼
山
)

熊
野

妙
法

山
を
模

し

て
諸
国

の
比
丘

尼

が
こ

こ
に
集
ま

っ
て
住
ん

で

い
た
、

も
し
く

は
年
籠

り

し
た

と
す

る
。
熊

野
妙

法
山

と

は
、
熊
野
比

丘
尼

の
拠

点
、

本

願
所

の

一
つ
で
あ

る
。

『紀

伊

続
風

土

記
』

に

は
寛
文

の
寺

記

に
と
し

て
、
次

の
よ
う

に
記
さ

れ

て

い
る
。

當
山
不
澤
貴
賎
男
女
納
骸
骨
於
我
山
建
立
卒
都
婆
立
石
塔
念
佛
修
善
祈

無
上
菩
提
既
是
諸
佛
救
世
之
道
場
也
蝉
往
昔
先
徳
震
居
住
多
　
諺
日
女

人
號

高
野

故
不

論
僧

尼
住
持

自
往
古

例
也(

『紀

伊
続

風
土

記
』

那
智
山

末
)

貴
賎

男
女

を

選
ぼ

ず
、

骸

骨
を

こ
の
山

に
納

め
卒

塔
婆

や

石
塔

を
建

て
て

念
仏

修
繕

し
菩
提

を

弔

っ
た
と
す

る
。

そ
し

て
、

「女

人
高

野
」

と
号

す
と

し

て
多

数

の
僧

尼

が

こ
こ

で
居
住

し

て

い
た

と

い
う

の

で
あ

る
。

妙
法

山

が
古
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く

か
ら
熊

野
比

丘
尼

の
拠
点

と

し

て
存
在

し

て

い
た
。

ま

た
、
亡

者

の
熊

野

参

り

と

し

て
、
人

が
死

ん

だ
と

き

に
は
幽

魂

が
必
ず

こ

の
山

に
参

詣

す

る
と

い
う

話

が

こ
こ

に
は
あ

っ
た
。

そ

の
よ
う

な

妙
法

山
を

模

し
た

と
あ

る

こ
と

か
ら

、

こ

の
藤

白

の
比

丘
尼

山

も
熊

野
比

丘

尼

の
拠

点

と

な
り

、
多

数

の
熊

野
比
丘

尼

が
集

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

熊

野
信

仰
勧

請

に
従

事

す

る
熊

野

比
丘

尼

が
鈴

木
家

の
支

配

の
及

ぶ
場

所

に
集

ま

っ
て

い
た

こ
と
は
注

目

す

べ
き
点

で
あ

る
。
藤

白

を
拠

点
と

し

て
熊

野
神

領
支

配

の
力

を
持

っ
た
鈴

木
家

。

そ

の
藤

白

に
集

ま

る
熊

野
比

丘
尼

た

ち
。

熊

野
信

仰
勧

請

と

い
う
同

じ
想

い
を
抱

く
両

者

は

つ
な

が
り
を

持

ち
、

そ

れ
ぞ

れ

の
活
動

を
行

っ
て

い

っ
た

。

そ

の
両
者

を

つ
な

ぐ
要

素

の

一
つ
に

鈴
木

重
家

物

語

は
あ

っ
た

だ

ろ
う
。

徳

田
和

夫

は
那
智

参

詣
曼

陀
羅

ホ

ノ

ル

ル
美

術
館

本

の
巻

末

に
、

当
初

の
所

蔵
者

あ

る

い
は
制

作

発
願

者

で
あ

ろ
う

「鈴

木
庄

司

」

の
印

記
を

見

つ
け
、

那

智
参

詣

曼
陀

羅

は

こ
う

し
た

熊

野
神

を
斎

き

、

そ

の
縁

起
物

語

を
管

理

す

る
家
筋

が
持

ち
伝

え

る
も

の
で
あ

っ
た

と
述

べ
て

い
る

(.
)。
絵

解

い

て
各

地

を
巡

っ
た
熊

野
比

丘
尼

と
鈴
木

家

の

つ

な

が
り

は

こ
う

し
た
部

分

に
も
見

ら
れ

る

の
で
あ

っ
た
。

五

お

わ
り

に

鈴
木

重
家

物

語

の
存
在

、

そ

の
担

い
手

を
示

す

こ
と

で

『義

経

記
』

成

立

考

の

一
部

を
担

う

こ
と

が
で
き

た
と
考

え

る
。
『
義

経
記

』
編
集

者

は
、
藤
白

鈴

木

家

の
末

喬

た

ち
、
熊

野

修
験

者

や
熊

野
比

丘

尼
が
語

る
鈴
木

重
家

物
語

も

『義

経

記
』

成
立

過

程

の
中

で
知
り

得

て

い
た

。
そ

し

て
、

そ

の
上

で
義

経

と
共

に
平

家

と
戦

っ
た

と
す

る
語

り

や
、

義

経

の
も
と

へ
と
向

か
う

奥
州

へ
の
途
中

に
捕
縛

さ

れ

る
と

い
う
語

り

は
採

用

せ
ず

に
、

衣

川
合
戦

の
直
前

に
義

経

の
も

と

に
辿
り

つ
き
、

共

に
死

出

の
旅

路
を

行
く

と

い
う
語

り

の
み

を

『
義
経

記
』

に
取
り

込

ん
だ

の
だ

ろ
う

。

鈴

木
重

家
物
語

と
佐

藤
忠

信
物

語
、
静

物
語

と
を

構
造
比

較

す
る

こ
と

で
、

鈴

木
重

家
物

語

が

二

つ
の
物
語

の
影
響

で
成

長

し

て

い

っ
た

だ

ろ
う

こ
と

が

明

ら

か
と
な

っ
た
。

ま
た

、
類

似

す

る
物
語

を

並

べ

て
、

鈴
木

重

家
物

語

で

は
な
く

二

つ
の
物

語

の
方

を

取
り

上
げ

た

た

め
に
、

鈴
木

重

家
物

語

の

『
義

経

記
』
へ
の
取
り

込

み
が

一
部

分

と
な

っ
た

こ
と
も
窺

う

こ
と

が

で
き
た
。
『
義

経

記
』

の
成

立

を
論

じ

て

い
く
上

で
、

各
伝

承

説
話

の
相

互

関
係

を
見

過

ご

し

て

は

い
け
な

い
。

『
義
経

記
』

を
編
集

し

て

い
く

中

で
、
類
似

す

る
物
語

が

並

ぶ

こ
と

が
編

集
者

に
と

っ
て
危

惧

さ
れ

た

こ
と

は
容
易

に
考

え
ら

れ

る
。

つ
ま
り

、
『
義
経

記
』

の
成

立
考

を
深

め

て
い
く

に
は
、

ま
ず

『
義
経

記
』

に

内

在

す

る
義

経

並
び

に
義

経

郎
等

伝

承

の
存
在

を
確

か
に
捉

え
、

そ

の
存

在

が
ど

の
よ

う
な

者

に
管

理
さ

れ

た

の
か
を

つ
か
む

こ

と
が
必

要

で
あ
り

、

そ

こ
か

ら
さ

ら

に
、

そ
れ

ら

の
物
語

を

全

て
並

べ

て
比
較

し
、

相
互

関

係

の
中

で
、

一
つ
ひ

と

つ
が
ど

の
よ

う

に

『
義
経

記

』

に
取
り

込

ま
れ

て

い
る

の
か

を
解

き
明

か

し

て

い
か
な

け
れ
ば

な

ら

な

い

の
で
あ

る
。
義

経

と
義

経
郎

等

た
ち

の
物
語
成

立
考

を
追

究
、

比
較

分
析

し

て

い
く

こ
と

が
、
『
義

経
記

』
成

立
考

を
論

じ
る

こ
と

に

つ
な

が

っ
て

い
く

だ

ろ
う
。

こ

の
提

唱

こ
そ
が
本

論
文

を

『
義

経

記
』

成
立

考

の
序

説
と

す

る

ゆ
え

ん

で
あ

る
。
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注(
1
)

「義
経
記
成
長
の
時
代
」

(
『雪
国

の
春
』

角

川
書
店

一
九
五
六
年
七
月
)

(2
)

『義
経
傳
説
と
文
学
』

(島
津
久
基

大
字
堂
書
店

一
九
七
七
年
五
月
)

(3
)

「
『
義
経
記
』

の
成
立
」
(
『中
世
文
学
と
民
俗
』

角
川
書
店

一
九
六
〇
年

四
月
、
『
語
り
物
文
芸
の
発
生
』

東
京
堂
出
版

一
九
七
五
年
十
月
)

(4
)
「
白
河
印
地
と
兵
法
-
義
経
記
覚
書
1
」
(
『国
語
国
文
』
二
十
七
巻
十

一
号

一
九
五

八
年
十

一
月
)、

日
本
古
典
文
学
大
系

『義
経
記
』
解
説

(岩
波
書
店

一
九
五
九
年
五
月
)な
ど
。

(5
)

「
鬼

一
法
眼
謳
の
背
景
1
そ
の
兵
法
習
得

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
(『
義
経
記

.
曾
我
物
語
』
日
本
文
学
研
究
大
成

国
書
刊
行
会

一
九
九
三
年

五
月
)

(6
)

『
義
経
記
』

(日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
五
九
年
五
月
)以
下
、

『
義
経
記
』

の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

(
7
)

『
吾
妻
鏡

前
篇
』

(国
史
大
系
第

三
十
二
巻

吉
川
弘
文
館

一
九

六
四
年

七
月
)

(
8
)
『
玉
葉
』
全
三
巻

(名
著
刊
行
会

一
九
七

一
年
十

二
月
)を
用

い
た
。

(9
)
『
愚
管
抄
』
(日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
六
七
年

一
月
)を
用

い

た
。

(10
)
本
稿

に
お
い
て
は

『平
家
物
語
』
諸
本
と
し

て
、
屋
代
本
、
百

二
十
句
本
、
覚

一
本

、
延
慶

本
、
長
門
本

、
南
都

本
、
中
院
本

、
源
平
盛
衰
記
を
用

い
て
確

認

し
た
。
『屋
代
本
平
家
物
語
』
(
角
川
書
店

一
九
六
六
年
三
月
)、
『
平
家
物

語
百

二
十
句
本
』

(思
文
閣

}
九
七
三
年
十
月
)、
『平
家
物
語

下
』

(新
日

本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店

一
九
九
三
年
十
月
)、
『延
慶
本
平
家
物
語
』

(勉
誠
社

一
九
三
五
年

二
月
)、
『
平
家
物
語
長
門
本
』

(名
著
刊
行
会

一

九
七

四
年
十
月
)、
『南
都
本
南
都
異
本
平
家
物
語

』
(汲
古
書
院
、

一
九
七

一

年
十
月
)、
『
中
院
本
平
家
物
語

』
(
三
弥
井
書
店
、

二
〇

一
一
年
三
月
)、
『
新

訂
源
平
盛
衰
記
』
(新
人
物
往
来
社

一
九
八
八
年
八
月
)

(
11
)

『謡
曲
叢
書

第

一
巻
』

(博
文
館

一
九

一
四
年
四
月
)

(
12
)
注

一
一
に
同
じ
。

(
13
)

『舞

の
本
』
(新
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
九
四
年
七
月
)

(
14
)

『
狂
言
記
』

(日
本
文
学
大
系
第

二
十

二
巻

国
民
図
書
株
式
会
社

一
九

二

六
年
三
月
)

(
15
)

『
異
本
義
経
記
』

(佛
教
大
学
研
究
紀
要
五
十
七
号

一
九
七

三
年
三
月
)

(
16
)

『
書
陵
部
紀
要
』
第

三
十
五
号

(宮
内
庁
書
陵
部

一
九
八
四
年
二
月
)

(17
)

『
紀
伊
国
名
所
図
会

』
(『
日
本
名
所
風
俗
図
絵

十

二
巻
』

角
川
書
店

一
九

八
五
年
八
月
)以
下
、
『紀
伊
国
名
所
図
会
』

の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

(18
)
稿
者
卒
業
論
文

「英
雄
物
語
の
生
成
1

『
義
経
記
』

に
お
け
る
吉
野
物
語

の
展

開
1
」
を
参
照
。

(19
)
注
三
に
同
じ
。

(
20
)

「義
経
記

の

一
考
察
-
判
官
物
舞
曲
と

の
交
渉
ー
」

(『軍
記
物
と
そ
の
周
辺
』

早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
六
九
年

三
月
)

(
21
)

「鈴
木
三
郎
異
伝

の
生
成
と
展
開
」

(『
中
世
軍
記

の
展
望
台
』

和
泉
書
店

二
〇
〇
六
年
七
月
)

(
22
)

『
赤
木
文
庫
本

義
経
物
語
』
(貴
重
古
典
籍
叢

刊
十

角
川
書
店

一
九
七

四
年
三
月
)

(23
)

『神
道
大
系

神
社
編
四
十
三

熊
野
三
山
』

(精

興
社

一
九
八
九
年
三
月
)
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以
下
、

「熊
野
山
略
記
」
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す
る
。

(
24
)

『
新
訂

寛
政
重
修
諸
家
譜

第
十
七
』

(続
群
書
類
聚
完
成
会

一
九
六
五

年
)以
下
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
引
用

は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す
る
。

(25
)

『紀
伊
続
風
土
記
』
(和
歌
山
縣
神
職
取
締
所

一
九

一
一
年
五
月
)以
下
、
『
紀

伊
続
風
土
記
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
26
)

『
鈴
木
家
文
書
』
(
『海
南
市
史

第
三
巻

史
料
編

1
』

一
九
七
九
年
三
月
)

以
下
、
『
鈴
木
家
系
譜
』
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

(27
)

『
新
訂

吉
記

本
文
編

一
』
(
日
本
史
史
料
叢
刊

三

和
泉
書
院

二
〇
〇

二
年

二
月
)

(28
)

『後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
』

(『
群
書
類
聚
』
訂
正
三
版

第
十

八
輯

続
群
書

類
聚
完
成
会

一
九
八
七
年

三
月
)以
下
、
『後
鳥
羽
院
熊

野
御
幸
記
』
の
引
用

は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

(29
)

『神
道
大
系

文
学
編
五

参
詣
記
』
(精
興
社

一
九
八
四
年
三
月
)以
下
、

『修
明
門
院
熊
野
御
幸
記
』

の
引
用

は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す
る
。

(30
)
注

二
三
に
同
じ
。

(31
)

『
梁
塵

秘
抄

閑
吟
集

狂
言
歌
謡
』

(新
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
九
三
年
六
月
)以
下
、
『梁
塵
秘
抄
』
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
も

の
と
す
る
。

(32
)
注

二
三
に
同
じ
。

(33
)

『
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム

『
熊
野
古
道

〈藤
白
〉
を
語
る
』

(藤
白
鈴
木
会

二
〇
〇

二
年

一
月
)

(34
)

『
江
戸
名
所
図
会
』

(大
日
本
名
所
図
会
刊
行
会

一
九

一
八
年
二
月
)

(35
)

『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
三

(大
日
本
地
誌
大
系
二
十
七

雄
山
閣

一
九
六

二
年
)

(
36
)

『古
老
茶
話
』

(『
日
本
随
筆
大
成
』
巻
六

吉
川
弘
文
館

一
九

二
七
年
)

(37
)

『
熊
野
修
験
』

吉
川
弘
文
館

一
九
九
二
年
九
月

(38
>
注
三
七

に
同
じ
。

(39
)

『
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成

第
九
巻

風
俗
』

(コ
ニ

書
房

一
九
六
九
年

九
月
)

(40
)

「会
津

・
磐
城

の
修
験
伝
承
1
熊
野
比
丘
尼
と
懸
仏
1

(山
岳
宗
教
史
研
究
叢

書
十
六

『修
験
道
の
伝
承
文
化
』

五
来
重

一
九
八

一
年
十
二
月
)

(41
)

「名
取

の
老
女
、
和
泉
式
部
、
御
衰
殿
-
女
性

の
参
詣
説
話
と
流
離
苦

難
の
物

語

」
(
『
熊
野

そ

の
信
仰
と
文
学

・
美
術

・
自

然
』

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

別
冊

二
〇
〇
七
年

一
月
)

(大
阪

府
立

守

口
支
援
学

校
教

諭
)
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