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戲
曲
「
常
長
」（
木
下
杢
太
郞
）

　
支
倉
常
長
が
主
君
伊
逹
政
宗
に
命
じ
ら
れ
、
遣
歐
使
節
團
を
卛
ゐ
て
渡
歐
、
イ
ス
パ
ニ
ア
王
や
ロ
ー
マ
敎
皇
に
謁
見

し
、
受
洗
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
敎
徒
と
な
り
、
數
年
後
に
歸
國
し
た
頃
、
禁
敎
令
の
發
せ
ら
れ
て
ゐ
た
日
本
で
は
切
支
丹

へ
の
詮
議
が
嚴
し
く
、
常
長
も
仙
臺
藩
內
の
領
地
に
蟄ち
つ
き
よ居

の
身
と
な
つ
て
ゐ
た
が
、
雪
の
降
る
或
日
、
失
意
の
常
長
の

侘わ
び

住ず
ま
ひに
魚
の
籠
を
携
へ
た
簑み
の
が
さ笠
姿
の
男
が
訪
ね
て
來
た
。
常
長
に
隨
從
し
て
使
節
團
に
加
は
り
、
受
洗
し
て
熱
心
な
信

徒
と
な
り
、
今
は
世
を
憚は
ば
かる
佐
藤
太
郞
左
衞
門
で
あ
る
。
常
長
が
病
ひ
と
聞
い
て
、
魚
賣
り
に
身
を
窶や
つ

し
見
舞
に
や
つ

て
來
た
の
だ
。

　
太
郞
左
衞
門
の
來
訪
を
常
長
は
喜
び
、
二
人
は
歐
州
で
の
思
出
話
に
花
を
咲
か
せ
る
。
常
長
は
云
ふ
、
イ
ス
パ
ニ
ア

王
の
宮
殿
の
莊
麗
、「
御
酒
宴
、御
狂
言
の
美
し
さ
、き
ら
び
や
か
さ
」
に
驚
く
に
つ
け
て
も
、自
分
も
歸
國
し
た
ら
「
奧

州
の
御
屋
形
を
ば
、
諸
國
の
大
名
に
比
類
な
い
主
と
な
さ
う
」
と
日
夜
夢
見
た
も
の
だ
つ
た
が
、「
世
は
移
つ
て
、
あ

あ
、
わ
が
夢
も
消
え
た
」、「
ひ
た
す
ら
功
業
を
思
ふ
身
」
の
我
の
今
の
侘
し
い
暮
し
に
「
何
の
生
甲
斐
が
あ
ら
う
ぞ
」。

太
郞
左
衞
門
が
、「
難
儀
に
逢
ふ
時
は
我
を
呼
べ
」
と
の
「
貴
い
言
葉
を
思
ひ
出
せ
ば
、
心
が
す
が
す
が
し
く
」
な
り

ま
せ
う
と
云
つ
て
慰
め
る
と
、
常
長
は
ロ
ー
マ
敎
皇
に
謁
見
し
た
折
の
事
に
話
を
移
し
て
、
か
う
語
る
、「
佐
藤
氏
今
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は
何
を
隱
さ
う
」、
敎
皇
の
歬
に
跪
ひ
ざ
ま
づい
て
御
足
を
吻す

ふ
段
に
な
つ
て
、
わ
し
は
「
こ
の
上
も
な
い
迷
惑
な
心
に
な
つ
た
」、

「
異
國
の
慣な
ら
ひと

は
い
ひ
な
が
ら
、
常
長
、
そ
の
口
を
以
て
人
の
靴
を
吻
ふ
か
」、
渡
歐
し
た
は
「
こ
の
忍に
ん
に
く辱

の
爲
め
で
あ

つ
た
か
」
と
の
聲
が
耳み
み
も
と許
に
聞
え
た
の
だ
。
そ
の
時
わ
し
は
「
自
分
の
心
を
僞
ら
な
い
で
こ
の
御
足
が
吻
へ
る
か
」
と

自
ら
に
問
う
た
。
あ
れ
を
思
ひ
出
す
と
「
今
で
も
五
體
が
わ
な
わ
な
と
打
ち
慄
へ
る
」。

　
太
郞
左
衞
門
が
靑あ
を

褪ざ

め
て
身
を
慄
は
せ
る
と
、
常
長
は
云
ふ
、
御
足
を
吻
つ
た
後
、
激
し
い
煩は
ん
も
ん悶
の
末
に
、「
わ
し

は
貳ふ
た

心ご
こ
ろを

持
つ
も
の
ぢ
や
」
と
氣
が
つ
い
た
。
そ
し
て
「
日
も
夜
も
、
貳
心
を
持
つ
ひ
と
の
苦く

患げ
ん

に
責
め
ら
れ
續
け
た
。

こ
の
苦
に
比
べ
れ
ば
閉へ
い
も
ん門
の
咎と
が

も
つ
ら
く
は
な
い
」。「
佐
藤
氏
、
御
身
は
心
底
よ
り
デ
ウ
ス
を
御
信
じ
」
あ
る
が
、「
こ

の
身
の
思
ふ
と
こ
ろ
は
一
代
の
名
譽
、
御
國
へ
の
誠
忠
…
…
」、「
我
等
は
互
に
別
々
の
夢
を
見
て
」
ゐ
た
の
だ
。
太
郞

左
衞
門
は
悲
し
い
面
持
で
去
つ
て
行
く
。
常
長
は
遠
か
ら
ず
し
て
世
を
去
つ
た
。

　
杢
太
郞
の
切
支
丹
關
聯
作
品
の
根
底
に
は
、
戰
國
末
年
か
ら
寛
永
迄
に
西
洋
文
化
に
接
し
た
日
本
人
の
、「
異
質
文

化
と
思
想
宗
敎
を
受
容
消
化
す
る
あ
り
方
と
、
そ
の
挫
折
を
得
心
の
ゆ
く
ま
で
眺
め
て
み
た
」
い
と
い
ふ
願
ひ
が
あ
つ

た
と
杉
山
二
郞
が
書
い
て
ゐ
る
。
無
論
、
戰
國
武
士
支
倉
常
長
の
西
洋
文
化
へ
の
思
ひ
と
、
留
學
經
驗
も
豐
富
で
東
京

帝
大
醫
學
部
敎
授
と
な
り
海
外
で
も
高
く
評
價
さ
れ
た
一
流
の
醫
學
者
木
下
杢
太
郞
の
そ
れ
と
の
間
に
何
の
違
ひ
も
無

い
筈
は
無
い
が
、そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
自
分
の
心
を
僞
ら
な
い
で
」
己
れ
と
向
合
ふ
時
、作
品
の
最
後
に
登
場
す
る
「
旅

人
」（
實
は
杢
太
郞
自
身
）
が
常
長
に
つ
い
て
語
る
樣
に
、「
あ
の
人
の
夢
、
あ
の
人
の
幻
、
そ
し
て
ま
た
あ
の
人
の
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惱な
や
み、
悲
か
な
し
みも
、
自
分
の
も
の
の
や
う
に
、
は
つ
き
り
と
思
ひ
浮
べ
」
ら
れ
る
と
杢
太
郞
は
吿
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
短
詩

「
七
つ
森
」
に
於
て
彼
は
常
長
に
か
う
語
ら
せ
て
ゐ
る
、「
八
年
苦
心
の
羅ロ
ー
マ馬

、
語
る
こ
と
一
つ
も
な
し
。
無
き
に
非あ
ら

ず
、

分
ら
な
ん
だ
」。
要
す
る
に
、日
本
人
た
る
己
れ
に
は
決
定
的
に
「
分
ら
な
」
い
何
か
が
西
洋
に
は
あ
る
、と
い
ふ
の
だ
。

そ
れ
故
「
苦
心
」
し
て
西
洋
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
れ
ば
努
め
る
程
、「
貳
心
を
持
つ
ひ
と
の
苦
患
に
責
め
」
ら
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
死
去
の
一
年
半
歬
、
昭
和
十
八
年
十
二
⺼
三
十
一
日
の
日
記
に
杢
太
郞
は
か
う
記
し
た
、「
つ
く
づ
く

反
省
す
る
と
」、
西
洋
醫
學
は
「
僕
に
と
つ
て
は
附つ
け

燒や
き

刄ば

で
あ
る
」。「
貳
心
」
の
分
裂
と
無
緣
の
露
伴
に
感
歎
せ
ざ
る

を
得
な
か
つ
た
所
以
で
あ
ら
う
。（
木
下
杢
太
郞
全
集
第
四
卷
、
岩
波
書
店
）


