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能
「

弓
八
幡
」
（

ゆ
み
や
わ
た
）

後
宇
多
院
に
仕
え
る
臣
下
が
勅
命
に
よ
っ

て

男
山
八
幡
宮
に
参
詣
し
ま
す
。

初
卯
の
祭
り

で
賑
わ
う
人
々
の
中
に
、

若
い
男
を
伴
い
、

弓
を
錦
の
袋
に
包
ん
だ
老
人
が
現
れ
、

こ
れ

を
帝
へ
の
捧
げ
物
と
言
い
、

臣
下
に
渡
し
ま

す
。

袋
か
ら
弓
を
出
そ
う
と
す
る
臣
下
を
制

し
、

桑
の
弓
と
蓬
の
矢
に
て
世
を
治
め
た
神

代
の
こ
と
を
語
り
、

泰
平
の
世
に
弓
は
不
要

な
の
で
納
め
る
の
だ
と
説
明
し
ま
す
。

自
ら

は
八
幡
宮
の
末
社
の
神
「

神
良
」

の
神
で
あ

る
と
告
げ
て
夜
神
楽
を
待
て
と
言
っ

て
消
え

失
せ
、

夜
半
に
颯
爽
と
舞
を
舞
っ

て
御
代
を

寿
ぎ
ま
す
。

　
　
狂
言
「

舟
船
」
（

ふ
ね
ふ
な
）

西
ノ
宮
へ
遊
山
へ
出
掛
け
る
事
に
し
た
主
人

と
太
郎
冠
者
は
、

神
崎
の
渡
し
で
舟
に
乗
る

事
に
し
ま
し
た
。

太
郎
冠
者
が
遠
く
に
停
泊

し
て
い
る
舟
に
向
か
い
「

船
（

ふ
な
）

や
ー

い
」

と
呼
ぶ
と
、

主
人
は
「

舟
（

ふ
ね
）

と

呼
べ
」

と
指
示
し
ま
す
。

太
郎
冠
者
は
古
歌

を
引
用
し
、

昔
か
ら
「

船
」

と
詠
む
の
で
、

正
し
く
は
「

船
」

だ
と
主
張
し
、

主
人
は

「

舟
」

が
正
し
い
と
主
張
し
ま
す
。

主
人
と

太
郎
冠
者
の
「

舟
か
船
か
」

の
古
歌
争
い
に

発
展
し
ま
す
。

歌
に
詰
ま
っ

た
太
郎
冠
者
は

今
度
は
謡
で
応
戦
し
ま
す
が
、

そ
の
謡
に
は

「

船
」

も
「

舟
」

も
出
て
く
る
の
で
、

主
人

に
怒
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

 
　
能
「

胡
蝶
」
（

こ
ち
ょ

う
）

吉
野
の
山
奥
か
ら
京
へ
や
っ

て
来
た
僧
が
、

一
条
大
宮
で
折
か
ら
咲
き
誇
る
梅
の
木
を
眺

め
て
い
る
と
、

美
し
い
女
が
声
を
か
け
て
現

れ
ま
す
。

不
審
に
思
っ

た
僧
が
名
を
尋
ね
る

と
、

自
分
は
蝶
の
化
身
で
あ
り
、

四
季
折
々

の
草
花
に
戯
れ
る
身
で
は
あ
る
が
、

唯
一
早

春
に
咲
く
梅
に
だ
け
は
縁
が
な
く
、

僧
の
功

徳
で
梅
の
花
に
戯
れ
る
こ
と
が
出
来
た
ら
と

言
っ

て
消
え
失
せ
ま
す
。

そ
の
夜
の
僧
の
夢

に
美
し
い
蝶
が
現
れ
、

僧
の
お
か
げ
で
遂
に

梅
の
花
に
出
会
え
た
こ
と
を
喜
び
、

舞
を
舞

い
ま
す
。

　
　
能
「

是
界
」
（

ぜ
が
い
）

大
唐
の
天
狗
の
首
領
是
界
坊
は
、

か
ね
が
ね

神
道
の
国
で
あ
る
日
本
を
魔
道
に
引
き
込
も

う
と
決
心
し
、

日
本
の
天
狗
の
首
領
で
あ
る

太
郎
坊
を
訪
ね
て
比
叡
山
ま
で
や
っ

て
来
ま

す
。

是
界
坊
は
太
郎
坊
の
庵
室
で
自
ら
の
野

望
を
語
り
、

太
郎
坊
も
協
力
を
申
し
出
て
、

ま
ず
日
本
の
天
台
山
た
る
比
叡
の
御
坊
に
襲

い
か
か
ら
ん
と
嵐
と
共
に
去
っ

て
行
き
ま

す
。

場
面
が
替
わ
っ

て
、

比
叡
山
の
僧
が
勅

命
を
受
け
て
参
内
す
る
た
め
下
山
す
る
途

中
、

俄
か
に
天
候
が
悪
化
し
、

垂
れ
込
め
る

黒
雲
の
中
か
ら
天
狗
姿
の
是
界
坊
が
襲
い
か

か
り
ま
す
が
、

日
本
の
仏
神
の
力
を
合
わ
せ

て
の
総
攻
撃
に
降
参
し
、

逃
げ
帰
り
ま
す
。
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