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能
　
屋
島 

弓
流
　
奈
須
與
市
語
　〔
や
し
ま
　
ゆ
み
な
が
し
　
な
す
の
よ
い
ち
の
か
た
り
〕

解
　
説

　
本
日
の
上
演
曲
は
、
す
べ
て
『
平
家
物
語
』
に
ち
な
む
作
品
で
す
。『
平
家
物
語
』
は
平
安
時
代

末
期
の
平
家
の
興
隆
と
滅
亡
ま
で
を
仏
教
的
な
無
常
観
に
基
づ
い
て
描
き
ま
す
。
成
立
過
程
に
は
諸

説
が
あ
り
ま
す
が
、『
平
家
物
語
』
は
現
代
に
至
る
ま
で
広
く
愛
さ
れ
、
多
く
の
文
学
や
芸
能
に
影

響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
芸
能
の
中
で
も
能
は
早
い
時
代
か
ら
『
平
家
物
語
』
を
取
り

込
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
を
素
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
は
作
品

ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
本
日
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
味
わ
い
の
『
平
家
物
語
』
の
能
狂
言
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

能〈
屋
島
〉は
世
阿
弥
の
作
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
阿
弥
の
芸
談
書『
申
楽
談
儀
』に
は「
通
盛
・

忠
度
・
義
経
三
番
、
修
羅
が
か
り
に
は
よ
き
能
な
り
」
と
見
え
、
こ
の
「
義
経
」
が
〈
屋
島
〉
と
考

え
ら
れ
、
世
阿
弥
の
自
信
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

『
平
家
物
語
』
巻
十
一
「
継
信
最
期
・
奈
須
与
一
・
弓
流
」
等
を
素
材
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
そ
の
ま
ま
舞
台
化
す
る
の
で
は
な
く
、〈
屋
島
〉
は
亡
霊
が
夢
に
現
れ
て
自
ら
の
過
去
（
屋
島
合

戦
の
出
来
事
）
を
語
り
再
現
す
る
「
夢
幻
能
」
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

〈
屋
島
〉
で
義
経
の
霊
が
語
る
の
は
、前
半
で
は
三
保
谷
と
景
清
の
錣
〔
し
こ
ろ
〕（
兜
の
首
周
り
）

引
き
、
佐
藤
継
信
と
菊
王
の
討
死
、
後
半
は
弓
流
し
で
す
。
さ
ら
に
今
回
は
特
別
な
間
狂
言
「
奈
須

與
市
語
」
が
入
り
、『
平
家
物
語
』
屋
島
合
戦
の
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
が
ほ
ぼ
揃
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

常
の〈
屋
島
〉で
は
、狂
言
方
の
演
じ
る
浦
の
男
は
錣
引
き
の
話
の
み
を
語
り
ま
す
が
、「
奈
須
與
市
語
」

に
変
わ
る
と
、
浦
の
男
は
与
市
・
義
経
・
後
藤
兵
衛
実
基
・
語
り
手
の
四
役
を
、
仕
方
を
伴
っ
て
語

り
分
け
ま
す
。
狂
言
方
に
と
っ
て
大
事
に
さ
れ
て
い
る
演
目
で
す
。

続
け
て
本
日
の
小
書
（
特
別
演
出
）「
弓
流
」
も
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
通
常
の
弓
流
し
の

場
面
で
は
シ
テ
は
床
机
に
腰
を
掛
け
た
ま
ま
で
す
が
、「
弓
流
」
に
な
る
と
、
シ
テ
は
扇
を
弓
に
見

立
て
、
海
に
弓
を
落
と
す
動
き
を
見
せ
ま
す
。
橋
掛
リ
が
海
の
広
が
り
を
表
し
ま
す
。「
弓
流
」
も

非
常
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
小
書
で
す
。

〈
屋
島
〉
は
屋
島
合
戦
の
出
来
事
を
通
し
て
、
修
羅
道
に
落
ち
た
義
経
自
身
の
心
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
屋
島
は
平
家
の
拠
点
で
し
た
が
、
義
経
は
暴
風
雨
を
物
と
も
せ
ず
船
で
四
国
に
渡

り
屋
島
に
奇
襲
を
か
け
ま
す
。
結
果
、
平
家
は
戦
い
に
敗
れ
、
一
気
に
壇
ノ
浦
で
の
滅
亡
へ
と
向
か

っ
て
い
き
ま
す
。
屋
島
合
戦
は
、
義
経
に
と
っ
て
忘
れ
得
ぬ
大
切
な
戦
い
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
そ

れ
で
も
、〈
屋
島
〉
の
義
経
の
霊
は
「
弓
矢
を
取
っ
て
私
な
し
、
し
か
れ
ど
も
佳
名
は
未
だ
半
ば
な

ら
ず
」
と
、
自
身
の
武
名
は
未
だ
成
っ
て
い
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
敵
に
弱
弓
を
知
ら
れ
る
の
が
無
念

で
あ
る
と
、
弓
を
取
り
に
行
っ
た
理
由
を
語
り
ま
す
。
弓
流
し
の
締
め
く
く
り
に
も
、
武
勇
者
と
し

て
の
名
を
重
ん
じ
る
謡
が
あ
り
ま
す
。
名
誉
へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う
妄
執
ゆ
え
に
、
死
後
も
西
海
の

波
に
漂
い
「
生
死
の
海
」
に
沈
み
、
こ
の
世
に
戻
っ
て
来
て
は
修
羅
道
の
戦
い
の
有
様
を
見
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
作
者
世
阿
弥
は
、
錣
引
き
の
豪
快
な
話
や
義
経
の
勇
姿
だ

け
で
な
く
、
苦
し
み
の
根
源
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
武
名
に
執
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
心
を
描
く
こ

と
で
、
戦
い
の
む
な
し
さ
や
無
常
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

結
末
の
修
羅
道
の
戦
闘
が
パ
ノ
ラ
マ
の
よ
う
に
壮
大
に
展
開
す
る
場
面
で
は
、
義
経
は
ど
こ
か

戦
い
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
夜
明
け
と
共
に
す
べ
て
は

消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。〈
屋
島
〉
は
〈
田
村
・
箙
〉
と
と
も
に
「
勝
修
羅
」
に
分
類
さ
れ
ま

す
が
、
一
抹
の
寂
寥
感
〔
せ
き
り
ょ
う
か
ん
〕
も
漂
っ
て
い
ま
す
。

舞
台
展
開

①
旅
の
僧
（
ワ
キ
）
と
供
の
僧
（
ワ
キ
ツ
レ
）
の
登
場

　
　
春
の
日
。
都
の
僧
が
供
の
僧
を
連
れ
て
、船
で
讃
岐
国
屋
島
の
浦
（
香
川
県
高
松
市
）
を
訪
れ
、

塩
屋
に
宿
を
借
り
る
こ
と
に
し
ま
す
。

②
老
人
（
前
シ
テ
）
と
漁
夫
（
ツ
レ
）
の
登
場

　
　
霞
が
た
ち
こ
め
る
夕
暮
れ
。
塩
屋
の
主
の
老
人
と
若
い
漁
夫
が
仕
事
を
終
え
て
、
釣
竿
を
担
げ

帰
っ
て
来
ま
す
。
橋
掛
リ
が
海
辺
の
道
。

③
僧
と
漁
夫
、
老
人
の
や
り
と
り

　
　
僧
が
宿
を
乞
う
と
、
若
い
漁
夫
が
老
人
に
取
り
次
ぎ
ま
す
。
は
じ
め
老
人
は
断
り
ま
す
が
、
僧

が
都
か
ら
や
っ
て
来
た
と
聞
く
と
、
懐
か
し
さ
か
ら
宿
を
貸
す
こ
と
に
し
ま
す
。
本
舞
台
は
塩
屋

の
中
。

④
老
人
の
語
り

　
　
僧
の
求
め
に
応
じ
て
老
人
は
、
総
大
将
源
義
経
の
立
派
な
大
将
ぶ
り
が
ま
る
で
今
の
こ
と
の
よ

う
に
思
い
出
さ
れ
る
と
言
い
、
元
暦
元
年
三
月
十
八
日
の
屋
島
合
戦
を
語
り
始
め
ま
す
…
…
。

　
先
陣
を
き
っ
た
源
氏
方
の
三
保
谷
の
四
郎
と
、
平
家
の
悪
七
兵
衛
景
清
の
戦
い
。
三
保
谷
が
汀
に
退
く

と
、
景
清
が
跡
を
追
い
か
け
、
三
保
谷
の
兜
の
錣
〔
し
こ
ろ
〕（
兜
の
首
周
り
）
を
掴
み
、
後
ろ
へ
引
っ

張
り
ま
す
。
三
保
谷
は
逃
れ
よ
う
と
前
に
引
き
、
お
互
い
に
引
き
合
い
、
つ
い
に
錣
が
引
き
ち
ぎ
れ
、

二
人
は
左
右
へ
ぱ
っ
と
退
い
た
の
で
し
た
。
こ
れ
を
見
て
い
た
義
経
が
汀
に
馬
を
寄
せ
る
と
、
敵
が
義

経
を
狙
い
、
義
経
を
か
ば
っ
た
佐
藤
継
信
が
能
登
守
教
経
の
矢
に
射
抜
か
れ
、
継
信
の
首
を
採
ろ
う
と

し
た
菊
王
も
討
た
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
平
家
は
船
で
沖
へ
、
源
氏
は
陣
に
退
い
た
の
で
し
た
。

⑤
老
人
と
漁
夫
の
中
入
リ
（
一
旦
、
退
場
す
る
こ
と
）

　
　
詳
し
い
話
に
驚
い
た
僧
が
老
人
に
名
を
尋
ね
る
と
、
義
経
の
名
を
ほ
の
め
か
し
、
夜
の
夢
を
覚

ま
す
な
と
言
い
残
し
、
老
人
と
漁
夫
は
姿
を
消
し
ま
し
た
。

⑥
浦
の
男
（
ア
イ
）
の
語
り
と
僧
と
の
や
り
と
り

　
　
浦
の
男
が
現
れ
、
奈
須
与
市
が
扇
の
的
を
見
事
に
射
抜
い
た
物
語
を
仕
方
話
に
語
り
ま
す
。
男

は
先
の
老
人
は
義
経
の
亡
心
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
僧
に
逗
留
を
勧
め
立
ち
去
り
ま
す
。

⑦
僧
の
夢
待
ち

　
　
夜
が
更
け
、
僧
た
ち
は
夢
を
待
ち
ま
す
。

⑧
義
経
の
霊
（
後
シ
テ
）
の
登
場

　
　
甲
冑
姿
の
義
経
の
亡
霊
が
現
れ
、現
世
へ
の
妄
執
ゆ
え
に
こ
の
世
に
戻
っ
て
き
た
と
言
い
ま
す
。

⑨
義
経
の
霊
と
僧
と
の
や
り
と
り

　
　
空
に
は
澄
み
切
っ
た
月
。
義
経
の
霊
は
今
も
西
海
の
波
に
漂
い
、
現
世
の
迷
い
の
海
に
沈
ん
で

い
る
と
訴
え
、
屋
島
の
戦
い
の
物
語
を
語
り
始
め
ま
す
。

⑩
義
経
の
霊
の
語
り

　
　
思
い
出
さ
れ
る
の
は
昔
の
春
。
月
も
今
宵
の
よ
う
に
冴
え
て
い
ま
し
た
…
…
。

　
船
の
平
家
に
向
か
っ
て
、
源
氏
が
馬
を
海
へ
乗
り
入
れ
た
そ
の
時
、
義
経
は
弓
を
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。

遥
か
に
流
れ
て
い
く
弓
を
敵
に
奪
わ
れ
ま
い
と
、
義
経
は
馬
を
泳
が
せ
敵
の
船
ま
で
近
づ
き
ま
す
。
船

を
寄
せ
、
熊
手
で
狙
う
敵
。
義
経
は
熊
手
を
切
り
払
い
、
弓
を
取
り
返
し
て
渚
に
上
が
り
ま
す
。
家
来

の
増
尾
兼
房
が
諌
め
る
と
、
義
経
は
「
武
士
た
る
者
の
名
は
末
代
ま
で
残
る
も
の
だ
」
と
答
え
、
皆
感

涙
を
流
し
た
の
で
し
た
。

　
　
義
経
が
惜
し
ん
だ
の
は
名
誉
。
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
は
命
。
身
を
捨
て
て
こ
そ
後
世
に
名
を
残

す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

⑪
修
羅
道
の
戦
い
、
結
末

　
　
修
羅
の
刻
限
に
な
り
、
義
経
の
霊
は
修
羅
道
の
憤
怒
の
さ
ま
を
見
せ
ま
す
（「
カ
ケ
リ
」）。
能

登
守
教
経
が
敵
と
わ
か
る
と
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
を
思
い
出
し
ま
す
。
生
き
死
に
を
繰
り
返
し
な
が

ら
、
屋
島
の
海
・
山
・
空
が
一
体
と
な
っ
た
修
羅
道
の
戦
い
の
様
子
を
見
せ
ま
す
。
や
が
て
夜
が

明
け
て
ゆ
く
と
、
敵
と
見
え
て
い
た
の
は
鷗
の
群
れ
、
鬨
〔
と
き
〕
の
声
と
聞
こ
え
た
の
は
浦
風
。

浦
に
は
朝
の
嵐
が
吹
き
つ
け
て
い
る
だ
け
で
し
た
。

仕
舞
　
頼
政
　〔
よ
り
ま
さ
〕

解
　
説

　
仕
舞
は
、
能
一
曲
の
見
ど
こ
ろ
を
地
謡
の
み
合
わ
せ
て
舞
う
上
演
形
態
で
す
。
能
〈
頼
政
〉
の
前

半
で
は
、宇
治
を
訪
れ
た
僧
の
前
に
老
人
が
現
れ
、宇
治
川
合
戦
で
源
頼
政
が
自
害
し
た
平
等
院
「
扇

の
芝
」
に
導
き
、
自
ら
を
頼
政
の
幽
霊
と
明
か
し
消
え
失
せ
ま
す
。

仕
舞
は
能
の
後
半
で
す
。
頼
政
の
霊
が
宇
治
川
合
戦
の
様
子
を
語
り
ま
す
。
平
等
院
に
た
て
籠
る
頼

政
軍
と
、
川
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
平
家
軍
。
平
家
方
の
田
原
又
太
郎
忠
綱
が
馬
を
揃
え
、
川
へ
乗
り

込
み
ま
す
。
忠
綱
の
指
揮
で
敵
は
一
騎
も
流
さ
れ
ず
上
陸
し
攻
め
て
き
ま
し
た
。
敵
も
味
方
も
入
り

乱
れ
る
戦
い
で
す
。
こ
の
場
面
で
は
床
机
に
腰
を
掛
け
た
ま
ま
力
強
い
謡
に
合
わ
せ
て
袖
を
巻
き
上

げ
た
り
、
扇
を
扱
っ
た
り
す
る
所
作
を
し
ま
す
。
特
に
足
拍
子
は
効
果
的
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
総
大

将
と
し
て
全
体
を
見
渡
し
、
兵
を
指
揮
す
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
最
期
に
霊
は
芝
の
上
に
扇
を
敷

き
、
辞
世
を
詠
み
自
害
し
た
様
を
見
せ
消
え
失
せ
ま
し
た
。

　〈
頼
政
〉
は
『
平
家
物
語
』
巻
四
「
橋
合
戦
」「
宮
御
最
期
」
を
素
材
と
し
た
、
世
阿
弥
の
作
品
。

狂
言
　
清
水
座
頭
　〔
き
よ
み
ず
ざ
と
う
〕

解
　
説

　『
平
家
物
語
』
は
、
琵
琶
法
師
と
呼
ば
れ
る
盲
人
が
琵
琶
を
奏
で
な
が
ら
語
る
こ
と
で
広
ま
り
ま

し
た
。
彼
ら
が
語
る
『
平
家
物
語
』
は
、「
平
家
」「
平
曲
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
狂
言
〈
清
水
座
頭
〉

に
は
、
そ
の
「
平
家
」
を
語
る
座
頭
が
登
場
し
ま
す
。
も
う
一
人
の
登
場
人
物
の
瞽
女
〔
ご
ぜ
〕
は

盲
目
の
女
性
で
、
楽
器
の
演
奏
や
歌
を
謡
う
な
ど
の
芸
を
披
露
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
座
頭
の

平
家
（
平
曲
）
と
瞽
女
の
小
歌
が
聞
き
ど
こ
ろ
で
す
。
た
だ
座
頭
の
語
る
平
家
は
、
一
ノ
谷
の
合
戦

を
語
る
と
思
い
き
や
狂
言
ら
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
清
水
寺
の
観
音
の
導
き
で
縁
を
結
ん
だ
二
人
は
、
き
っ
と
末
永
く
仲
睦
ま
じ
く
添
い
遂
げ
る
の
で

し
ょ
う
。
し
み
じ
と
し
た
余
韻
の
漂
う
作
品
で
す
。

舞
台
展
開

①
三
年
前
に
目
を
患
い
瞽
女
（
ア
ド
）
と
な
っ
た
女
が
、
将
来
を
案
じ
配
偶
者
を
得
る
願
い
を
か
け

に
清
水
寺
へ
向
か
い
ま
す
。
瞽
女
は
清
水
の
観
音
に
お
参
り
を
し
、
今
夜
は
御
堂
に
籠
る
こ
と
に



し
ま
す
。

②
座
頭
（
シ
テ
）
が
妻
を
娶
〔
め
と
〕
ろ
う
と
思
い
、
清
水
寺
へ
向
か
い
ま
す
。
犬
に
吠
え
ら
れ
苦

労
の
末
、
到
着
。
参
詣
を
し
、
御
堂
へ
入
り
ま
す
。

③
大
勢
の
参
詣
者
で
あ
ふ
れ
た
御
堂
の
中
。
座
頭
は
瞽
女
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
互
い
に
相

手
の
不
注
意
を
言
い
合
い
ま
す
が
、
目
の
不
自
由
な
者
同
士
と
わ
か
り
、
心
安
く
言
葉
を
交
わ
し

ま
す
。

④
二
人
は
座
頭
の
持
参
し
た
酒
を
酌
み
交
わ
す
と
、
座
頭
は
「
平
家
」
を
語
り
、
瞽
女
が
小
歌
を
謡

い
ま
す
。

⑤
や
が
て
夜
が
更
け
、
二
人
は
ま
ど
ろ
む
こ
と
に
し
ま
す
。

⑥
瞽
女
は
、
西
門
に
行
っ
て
待
っ
て
い
れ
ば
ふ
さ
わ
し
い
相
手
に
め
ぐ
り
逢
え
る
と
い
う
お
告
げ
を

夢
に
見
ま
す
。
早
速
、
西
門
に
向
か
い
ま
す
。

⑦
座
頭
も
起
き
上
が
り
、
西
門
に
い
る
女
が
妻
に
な
る
と
い
う
夢
を
見
た
と
言
い
、
西
門
に
向
か
い

ま
す
。

⑧
清
水
寺
の
西
門
。
座
頭
は
杖
で
辺
り
を
探
り
ま
す
。
瞽
女
も
杖
で
探
り
…
…
。

舞
囃
子
　
船
弁
慶
　〔
ふ
な
べ
ん
け
い
〕

解
　
説

　
舞
囃
子
は
、
一
曲
の
見
ど
こ
ろ
を
囃
子
に
合
わ
せ
て
舞
う
上
演
形
態
で
す
。〈
船
弁
慶
〉
前
半
は
、

源
平
合
戦
後
に
兄
源
頼
朝
と
不
仲
と
な
っ
た
義
経
が
都
を
逃
れ
、
大
物
の
浦
で
恋
人
静
御
前
と
別
れ

る
物
語
で
す
。

後
半
は
場
面
と
雰
囲
気
が
変
わ
り
、
義
経
と
武
蔵
坊
弁
慶
た
ち
が
舟
に
乗
り
西
の
海
へ
と
逃
れ
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
風
が
吹
き
、
海
が
荒
れ
、
壇
ノ
浦
で
滅
ん
だ
は
ず
の
平
家
一
門
の
姿
が
海
上
に
浮

か
び
上
が
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
平
知
盛
〔
た
い
ら
の
と
も
も
り
〕
の
怨
霊
が
襲
い
か
か
り
ま
す
。

義
経
は
太
刀
を
抜
い
て
対
抗
し
、
弁
慶
が
呪
文
を
唱
え
て
怨
霊
を
退
散
さ
せ
た
の
で
し
た
。
こ
の
戦

い
の
様
子
が
舞
囃
子
で
舞
わ
れ
ま
す
。
シ
テ
は
怨
霊
。
そ
の
長
刀
の
技
が
見
ど
こ
ろ
で
す
。
舞
台
向

か
っ
て
右
手
に
義
経
た
ち
の
乗
っ
て
い
る
舟
を
想
像
す
る
と
、
怨
霊
が
迫
っ
た
り
退
い
た
り
す
る
動

き
が
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　『
平
家
物
語
』
巻
十
二
「
判
官
都
落
」
に
義
経
が
怨
霊
に
襲
撃
さ
れ
た
話
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、

暴
風
に
は
遭
遇
し
て
お
り
、
そ
の
波
風
の
激
し
さ
を
「
平
家
の
怨
霊
ゆ
え
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
観

世
信
光
作
。

能
　
大
原
御
幸
　〔
お
は
ら
ご
こ
う
〕

解
　
説

　『
平
家
物
語
』
の
中
に
は
巻
十
二
の
後
に
「
灌
頂
巻
〔
か
ん
じ
ょ
う
の
ま
き
〕」
と
い
う
結
び
の
巻

を
持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
巻
で
は
、
建
礼
門
院
（
能
で
は
女
院
と
称
さ
れ
ま
す
）
が
出
家
往

生
す
る
ま
で
が
語
ら
れ
ま
す
。
建
礼
門
院
は
平
清
盛
の
娘
徳
子
の
こ
と
。
高
倉
天
皇
の
中
宮
と
な
り
、

安
徳
天
皇
を
生
み
ま
し
た
。
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
て
入
水
す
る
も
源
氏
の
兵
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
出
家

し
大
原
（
京
都
市
、比
叡
山
北
西
の
麓
）
に
隠
棲
し
ま
す
。
そ
こ
へ
後
白
河
法
皇
が
御
幸
を
し
ま
す
。

能
〈
大
原
御
幸
〉
は
、
そ
の
一
日
を
『
平
家
物
語
』
か
ら
切
り
出
し
て
描
き
ま
す
。

　
建
礼
門
院
は
『
平
家
物
語
』
本
編
で
の
登
場
は
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
の
で
す
が
、
灌
頂
巻
は
彼

女
が
主
役
で
す
。
灌
頂
巻
「
六
道
之
沙
汰
」
で
、建
礼
門
院
は
法
皇
に
自
ら
の
体
験
を
六
道
（
天
上
・

人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
世
界
。
こ
れ
ら
の
世
界
を
自
ら
の
罪
に
よ
っ
て
輪
廻
す
る
）

に
な
ぞ
ら
え
て
語
り
ま
す
。〈
大
原
御
幸
〉
に
お
い
て
も
、
こ
の
場
面
は
見
ど
こ
ろ
、
聞
き
ど
こ
ろ

で
す

　〈
大
原
御
幸
〉
は
「
灌
頂
巻
」
の
言
葉
を
数
多
く
、
か
つ
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。『
平
家
物

語
』
で
寂
光
院
を
見
た
法
皇
が
歌
を
詠
む
場
面
の
風
景
描
写
は
、〈
大
原
御
幸
〉
で
女
院
が
山
を
下

り
な
が
ら
見
た
風
景
に
も
転
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
人
が
見
た
風
景
の
重
な
り
を
思
わ
せ
ま
す
。〈
大

原
御
幸
〉
の
女
院
の
山
下
り
の
場
面
は
、
女
院
と
地
謡
の
掛
け
合
い
か
ら
始
ま
り
、
寂
光
院
の
周
り

の
風
景
に
女
院
が
目
を
遣
る
た
び
に
、
女
院
の
心
に
様
々
な
思
い
が
湧
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま

す
。
こ
の
場
面
に
は
、
謡
に
合
わ
せ
て
遠
く
や
下
を
見
る
所
作
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
女
院
が
朧
の

清
水
に
映
る
月
影
に
法
皇
を
た
と
え
、
そ
の
御
心
を
あ
り
が
た
く
思
う
さ
ま
は
、
じ
っ
と
下
の
水
の

流
れ
を
見
つ
め
る
所
作
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
謡
が
中
心
の
作
品
で
す
が
、
心
情
を
伝
え
る
効
果
的
な

所
作
が
際
立
つ
場
面
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
作
者
と
し
て
は
、
世
阿
弥
の
女
婿
金
春
禅
竹
の
可
能
性
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
に
は
成

立
し
て
い
ま
し
た
が
、
長
ら
く
上
演
記
録
は
な
く
、
江
戸
時
代
初
め
ま
で
は
謡
物
と
し
て
の
み
謡
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
徳
川
将
軍
綱
吉
の
頃
に
能
と
し
て
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
中

頃
の
観
世
大
夫
元
章
は〈
大
原
御
幸
〉に
い
く
つ
か
改
訂
を
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
作
リ
物（
舞

台
装
置
）
の
常
の
藁
屋
を
大
き
な
藁
屋
に
変
え
た
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
引
廻
し
を
下
げ
る
と
、

侘
し
い
藁
屋
に
美
し
い
尼
君
が
三
人
並
ん
で
見
え
る
と
い
う
意
外
性
を
狙
っ
た
改
変
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
装
束
で
は
、
女
院
た
ち
の
花
帽
子
の
白
さ
が
印
象
的
に
映
り
ま
す
。
花
帽
子
に
覆
わ

れ
た
女
面
に
も
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
建
礼
門
院
は
生
き
な
が
ら
六
道
を
廻
り
、
我
が
子
を
眼
前
で
失
っ
た
母
で
も
あ
り
ま
す
。
人
々
の

羨
望
や
争
い
か
ら
生
ま
れ
た
怒
り
や
憎
し
み
、
悲
し
み
、
す
べ
て
の
感
情
を
味
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
は
一
途
に
平
家
一
門
の
菩
提
を
仏
に
願
う
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
す
。
女
院
の
心
の
内

に
は
、
寂
し
く
も
清
ら
か
で
静
か
な
思
い
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
女
院
は
品
位
の
求
め

ら
れ
る
役
で
あ
り
、〈
定
家
・
楊
貴
妃
〉
と
共
に
「
三
婦
人
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
謡
中
心
の
大
曲
、

位
の
重
い
作
品
と
し
て
、
上
演
の
稀
な
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。『
平
家
物
語
』
尽
く
し
の
番
組
の
締

め
く
く
り
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

舞
台
展
開

⓪
後
見
が
引
廻
し
の
掛
か
る
大
藁
屋
の
作
リ
物
を
一
畳
台
の
上
に
据
え
ま
す
。
女
院
の
庵
で
す
。

①
臣
下
（
ワ
キ
ツ
レ
）
と
従
者
（
ア
イ
）
の
登
場

　
　
後
白
河
法
皇
の
臣
下
が
現
れ
、
経
緯
を
述
べ
ま
す
。
長
門
国
早
鞆
の
沖
（
壇
ノ
浦
）
で
入
水
し

た
女
院
（
建
礼
門
院
）
は
助
け
ら
れ
、
そ
の
後
は
都
に
住
ま
わ
れ
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
女
院

は
安
徳
天
皇
と
二
位
の
尼
（
女
院
の
母
）
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
大
原
の
寂
光
院
に
出
家
隠
棲
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
法
皇
が
寂
光
院
に
御
幸
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
臣
下
は
述
べ
、

道
を
整
え
清
め
る
よ
う
に
従
者
に
命
じ
ま
す
。

②
女
院
（
シ
テ
）
と
阿
波
内
侍
〔
あ
わ
の
な
い
し
〕（
ツ
レ
）・
大
納
言
局
〔
だ
い
な
ご
ん
の
つ
ぼ
ね
〕

（
ツ
レ
）
の
登
場

　
　
場
面
は
大
原
寂
光
院
。
大
藁
屋
の
引
廻
し
が
下
げ
ら
れ
、
中
央
に
女
院
、
向
か
っ
て
右
に
大
納

言
局
（
ツ
レ
）、
左
に
阿
波
内
侍
（
ツ
レ
）
が
見
え
ま
す
。
庵
に
青
蔦
が
絡
ま
り
ま
す
。
山
里
の

寂
し
い
暮
ら
し
に
訪
れ
る
人
も
な
く
、
涙
に
く
れ
る
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

③
女
院
と
局
の
中
入
リ

　
　
女
院
は
仏
に
供
え
る
樒
を
摘
み
に
山
の
奥
へ
登
っ
て
い
き
、
局
が
供
を
し
ま
す
。
内
侍
は
庵
に

残
り
ま
す
。

④
後
白
河
法
皇
の
到
着

　
　「
一
声
〔
い
っ
せ
い
〕」
の
囃
子
で
、
万
里
小
路
中
納
言
（
ワ
キ
）
を
従
え
た
後
白
河
法
皇
（
ツ

レ
）
が
輿
舁
〔
こ
し
か
き
〕（
ワ
キ
ツ
レ
）
の
担
ぐ
輿
に
乗
り
、
大
原
に
向
か
い
ま
す
。
夏
草
茂

る
寂
光
院
の
庭
。
柳
の
枝
は
風
に
、
池
の
水
草
は
波
に
揺
れ
、
池
の
周
り
に
は
山
吹
が
咲
き
乱
れ

て
い
ま
す
。
法
皇
は
池
の
様
子
を
歌
に
詠
む
と
、
庵
に
目
を
や
り
、
そ
の
寂
し
い
有
様
に
胸
を
う

た
れ
る
の
で
し
た
。

⑤
中
納
言
・
法
皇
と
内
侍
の
や
り
と
り

　
　
中
納
言
が
庵
に
声
を
掛
け
、法
皇
の
御
幸
を
言
い
ま
す
。応
対
に
出
た
内
侍
は
、自
分
は
信
西（
後

白
河
法
皇
の
近
臣
）
の
娘
と
明
か
し
、
女
院
は
山
へ
花
を
摘
み
に
出
て
い
る
と
答
え
ま
す
。
法
皇

は
女
院
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
に
し
ま
す
。

⑥
女
院
と
局
の
帰
途

　
　
女
院
は
安
徳
天
皇
の
面
影
を
忍
び
、
一
門
の
成
仏
を
願
い
つ
つ
山
路
を
下
り
ま
す
。
す
る
と
庵

の
辺
り
か
ら
人
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
橋
掛
リ
は
山
路
で
す
。

⑦
内
侍
と
法
皇
の
や
り
と
り
、
女
院
の
述
懐

　
　
内
侍
は
法
皇
に
女
院
が
ち
ょ
う
ど
山
路
を
下
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
、
女
院
に
は
法
皇
の
御
幸

を
伝
え
ま
す
。
女
院
は
、
今
の
身
の
上
を
恥
ず
か
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
法
皇
の
御
幸
が
昔
を
思

い
出
さ
せ
る
と
懐
か
し
み
、
法
皇
の
御
心
を
あ
り
が
た
く
思
う
の
で
し
た
。

⑧
女
院
と
局
の
帰
途
。

　
　
二
人
は
御
幸
に
驚
き
、
畏
れ
多
く
思
い
ま
す
。
季
節
は
夏
の
賀
茂
祭
の
頃
。
明
る
い
日
の
光
が

松
の
枝
を
照
ら
し
、
池
に
は
藤
の
花
、
青
葉
の
蔭
に
は
遅
桜
が
見
え
ま
す
。

⑨
女
院
と
法
皇
の
対
面
、
女
院
の
語
り

　
　
女
院
が
感
謝
を
述
べ
る
と
、
法
皇
は
六
道
の
有
様
を
語
る
よ
う
う
な
が
し
ま
す
。
女
院
は
、
天

皇
の
母
と
し
て
天
上
に
昇
っ
た
よ
う
な
暮
ら
し
か
ら
一
転
運
命
が
変
わ
り
、
生
き
な
が
ら
六
道
世

界
を
め
ぐ
っ
た
と
語
り
始
め
ま
す
。

　
都
を
落
ち
の
び
た
平
家
は
西
の
海
を
船
で
さ
ま
よ
い
、
海
水
は
飲
め
ず
、
ま
る
で
餓
鬼
道
の
よ
う
な
有

様
。
荒
磯
で
船
が
転
覆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
人
々
が
泣
き
叫
ぶ
声
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
罪
人
の
あ
げ

る
声
の
よ
う
。
陸
地
の
合
戦
を
見
た
時
は
修
羅
道
の
戦
い
を
、
馬
の
蹄
の
音
を
聞
け
ば
畜
生
道
の
有
様

を
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
世
界
で
の
苦
し
み
。
憂
い
を
尽
し
た
果
て
に
、
今
の
私
の
悲

し
み
が
あ
る
の
で
す
…
…
。

⑩
女
院
の
語
り
。
結
末
。

　
　
さ
ら
に
法
皇
が
安
徳
天
皇
の
最
期
を
尋
ね
、
女
院
は
語
り
ま
す
。

　
長
門
国
早
鞆
の
沖
。
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
な
っ
た
平
家
。
能
登
守
教
経
や
新
中
納
言
知
盛
は
海
に
飛
び

入
り
ま
し
た
。
二
位
の
尼
は
安
徳
天
皇
の
手
を
取
り
船
端
に
立
ち
、
極
楽
世
界
と
い
う
所
が
波
の
下
に

あ
る
の
で
、
そ
こ
へ
お
連
れ
す
る
と
天
皇
に
声
を
掛
け
て
共
に
入
水
さ
れ
た
の
で
し
た
。
自
ら
も
続
い

て
入
水
し
た
の
で
す
が
、
源
氏
の
武
士
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
生
き
て
い
て
も
甲
斐
の
な
い
命
を

長
ら
え
、
再
び
法
皇
様
と
お
目
に
か
か
り
、
涙
に
く
れ
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
…
…
。

　
　
臣
下
が
帰
洛
の
時
刻
を
告
げ
、法
皇
は
寂
光
院
を
出
立
し
ま
す
。
女
院
は
柴
の
戸
に
た
た
ず
み
、

そ
の
跡
を
見
送
る
と
庵
室
に
入
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　（
中
司
由
起
子
　
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
兼
任
所
員
）



〈次回予告〉

－第58回 花影会－
令和8年5月31日（日）13時開演

能 「仲光」 武田文志
ツレ/満仲 武田友志　子方/美女丸 武田智継／幸寿 武田應秀

ワキ 宝生常三／間 山本則重
笛 松田弘之／小鼓 鵜澤洋太郎／大鼓 原岡一之

主後見 武田宗和／地頭 武田志房

狂言 「二人袴」 山本東次郎

舞囃子 「百万」 坂井音雅

仕舞  山階彌右衛門／観世三郎太

能 「天鼓弄鼓之楽」 武田友志
ワキ 福王和幸／間 山本則秀

笛 竹市学／小鼓 大倉伶士郎／大鼓 柿原弘和／太鼓 林雄一郎
主後見 山階彌右衛門／地頭 観世三郎太

表紙写真 「屋島」 「大原御幸」 いずれも撮影 前島吉裕


