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第二部　囃子・謡・型

能
で
は
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
の
四
種
の
楽
器
に
よ
っ
て
謡
を
囃
し
、ま
た

登
場
楽
や
舞
事
な
ど
、
囃
子
の
み
で
演
奏
す
る
場
面
も
あ
る
。
各
楽
器
は
「
手
」

と
呼
ば
れ
る
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
様
々
な
フ
レ
ー
ズ
を
つ
な
ぎ
、そ
れ
ぞ
れ
の
特

色
を
生
か
し
た
演
奏
を
行
う
。
旋
律
を
奏
で
る
笛
、四
種
の
音
色
を
打
ち
分
け
る

小
鼓
、
撥
を
使
っ
て
数
多
く
打
つ
太
鼓
に
比
べ
る
と
、
大
鼓
の
音
色
に
は
変
化
が

少
な
く
、
手
も
比
較
的
単
純
な
も
の
が
多
い
。
そ
の
演
奏
を
記
譜
だ
け
で
見
る

と
、
一
見
単
調
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
大
鼓
に
は
能
の
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
を
支
え

る
と
い
う
重
要
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

大
鼓
の
特
色
の
一
つ
に
、拍
上
の
み
に
打
つ
と
い
う
奏
法
が
あ
る
。
能
の
音
楽

は
ク
サ
リ
と
呼
ば
れ
る
単
位
の
集
積
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。一
ク
サ
リ
は
通
常
八

拍
か
ら
成
り
、
囃
子
の
各
楽
器
も
八
拍
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
演
奏
を
行

う
。
小
鼓
・
太
鼓
は
拍
と
拍
の
中
間
に
も
打
つ
こ
と
が
で
き
、十
六
か
所
の
演
奏

可
能
な
点
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
大
鼓
は
「
外
す
」「
嵌
め
る
」
の
よ
う
な

特
殊
な
奏
法
を
除
け
ば
、
八
つ
の
拍
上
に
し
か
打
つ
こ
と
は
な
い
。

こ
の
特
色
は
大
鼓
の
力
強
い
打
音
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。能
の
大
鼓
の
音
色
に

は
、
大
き
く
響
か
せ
る
「
頭か

し
ら」（

チ
ョ
ン
、
△
／
●
な
ど
で
記
譜
）、
小
さ
く
響
か

せ
る
「
甲か

ん

」（
ツ
、
▲
／
・
）、
響
か
せ
な
い
「
乙お

つ

」（
ド
ン
、
○
）
が
あ
る
。
最

も
多
く
用
い
ら
れ
る
「
頭
」（
チ
ョ
ン
）
に
即
し
て
言
え
ば
、
大
鼓
を
左
足
の
大

腿
部
付
近
に
置
き
、
右
手
を
水
平
方
向
に
大
き
く
振
っ
て
か
ら
、
勢
い
よ
く
大
鼓

に
打
ち
込
ん
で
音
を
出
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
打
音
に
伴
う
一
連
の
動
き
で
あ
る
。

一
拍
に
つ
き
一
回
し
か
打
た
な
い
大
鼓
は
、こ
の
動
き
に
一
拍
分
の
時
間
を
費
や

す
こ
と
が
で
き
る
。
大
鼓
が
力
強
く
演
奏
で
き
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

大
鼓
の
打
音
が
必
ず
拍
上
に
あ
る
と
い
う
原
則
は
、謡
や
他
楽
器
が
拍
を
確
か

め
る
上
で
重
要
な
拠
り
所
と
な
る
。
大
鼓
の
手
自
体
が
、
主
に
一
拍
目
や
三
拍

目
、
小
鼓
の
打
音
の
前
に
打
ち
始
め
る
こ
と
が
多
く
、
耳
で
認
識
し
や
す
い
。
小

鼓
の
よ
う
に
複
雑
で
装
飾
的
な
リ
ズ
ム
を
打
つ
こ
と
が
な
い
代
わ
り
に
、打
音
に

よ
っ
て
明
確
に
拍
を
意
識
さ
せ
、テ
ン
ポ
を
主
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
鼓
の

音
は
リ
ズ
ム
の
骨
格
を
作
り
出
す
上
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

た
だ
し
大
鼓
が
生
み
出
す
拍
は
、
実
演
の
場
で
は
等
間
隔
に
並
ん
で
い
な
い
。

「
手
」
の
性
格
や
曲
の
展
開
に
応
じ
て
拍
間
が
伸
縮
し
、
単
調
な
リ
ズ
ム
に
終
始

す
る
こ
と
は
な
い
。
大
鼓
の
手
は
打
音
と
掛
け
声
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、「
コ
イ
合
」「
ツ
ヅ
ケ
」
な
ど
、
個
別
の
名
称

が
つ
い
て
い
る
。
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
手
の
一
つ
、
コ
イ
合
を
例
に
あ
げ
る

と
、
八
〜
二
拍
目
に
「
ヤ
ア
（
実
際
に
は
ヨ
ー
と
掛
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）」

と
二
拍
分
の
長
い
掛
け
声
を
か
け
、
三
拍
目
の
前
に
「
ハ
」
と
短
く
掛
け
て
、
三

拍
目
に
打
つ
（
図
1
。
以
下
石
井
流
の
記
譜
法
に
従
い
、
チ
ョ
ン
を
●
、
ド
ン
を

○
と
表
記
す
る
）。

■

二
―
一
、
大
鼓
は
何
を
し
て
い
る
か
■

中
嶋　

謙
昌
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二－一、大鼓は何をしているか（中嶋）
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コ
イ
合
は
謡
い
方
に
よ
っ
て
間
が
伸
縮
す
る
。謡
が
八
拍
の
枠
組
み
を
守
っ
て

一
・
三
・
五
拍
目
を
モ
ツ
（

≒

伸
ば
す
）
こ
と
も
あ
る
が
（
図
1
）、
言
葉
の
意

味
を
生
か
し
て
モ
タ
ず
に
謡
う
こ
と
が
多
く
、そ
の
場
合
「
ヤ
ア
」
の
掛
け
声
は

短
く
調
整
さ
れ
る
（
図
2
）。「
ヤ
ア
」
の
掛
け
声
が
理
論
上
二
拍
か
ら
一
拍
半
の

長
さ
に
な
り
、
拍
間
が
変
化
す
る
。

一
・
三
・
四
・
五
・
六
拍
に
打
つ
ツ
ヅ
ケ
も
、最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
手
の
一

つ
で
あ
る
（
図
3
）。
ツ
ヅ
ケ
は
一
拍
目
の
前
に
「
ヤ
」
と
短
く
声
を
掛
け
、
一

拍
目
に
チ
ョ
ン
の
音
を
打
つ
。
掛
け
声
を
伴
う
八
〜
一
拍
目
と
、何
の
掛
け
声
も

な
い
三
〜
四
拍
目
で
は
、前
者
の
方
が
や
や
大
き
く
な
る
。
ま
た
三
・
四
・
五
・

六
拍
に
続
け
て
打
つ
中
で
わ
ず
か
に
ノ
リ
が
つ
く
た
め
、そ
の
分
だ
け
拍
間
も
短

く
な
っ
て
ゆ
く
。
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ま
た
場
面
に
よ
っ
て
拍
間
の
膨
ら
み
方
が
変
化
す
る
手
も
あ
る
。「
ウ
ケ
」
は

太
鼓
入
り
の
舞
事
や
大
ノ
リ
（
ノ
リ
地
）
の
謡
に
用
い
る
手
で
、
太
鼓
の
「
頭
」

の
手
を
受
け
、短
く
「
ハ
」
と
掛
け
声
を
か
け
て
三
拍
目
に
打
ち
込
む
も
の
で
あ

る
。『
羽
衣
』
で
は
破
ノ
舞
直
後
の
「
東
遊
び
の
数
々
に
」
に
見
ら
れ
る
（
図
4
）。
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ウ
ケ
は
『
羽
衣
』
序
ノ
舞
の
冒
頭
、序
が
終
わ
っ
て
カ
カ
リ
に
入
る
部
分
で
も

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
ハ
」
の
掛
け
声
を
「
ハ
ア
」
と
長
め
に
引
き
、二

〜
三
拍
目
の
拍
間
を
膨
ら
ま
せ
て
打
つ
こ
と
が
あ
る
（
図
5
）。
ど
ち
ら
も
三
拍

目
に
チ
ョ
ン
を
打
つ
手
で
、記
譜
の
上
で
は
特
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な

い
が
、
実
演
で
の
差
異
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

大
き
く
拍
間
を
膨
ら
ま
せ
る
奏
法
は
、段
落
周
辺
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。「
ヤ

ノ
ト
リ
」
は
半
ク
サ
リ
、
す
な
わ
ち
四
拍
分
し
か
な
い
短
い
手
で
、
四
拍
の
ト
リ

地
（
通
常
の
八
拍
の
ク
サ
リ
は
本
地
と
呼
ば
れ
る
）
で
用
い
ら
れ
る
。
前
の
ク
サ

リ
の
八
拍
目
に
ド
ン
を
打
ち
、短
い
「
ヤ
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
一
拍
目
に
チ
ョ

ン
を
打
ち
込
む
、
比
較
的
単
純
な
手
で
あ
る
（
図
6
）。
平
ノ
リ
謡
の
途
中
で
ト

リ
地
が
現
れ
た
際
に
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、そ
の
場
合
は
特
に
膨
ら
ま
せ
る
こ
と

も
な
く
打
つ
。
し
か
し
、
段
落
の
手
で
あ
る
「
打
切
」
の
直
後
に
打
つ
場
合
は
、

掛
け
声
を
「
ヤ
ア
」
と
長
く
伸
ば
し
、八
〜
一
拍
目
の
拍
間
を
膨
ら
ま
せ
る
。『
羽

衣
』
で
は
ク
セ
冒
頭
「
春
霞
」
の
直
前
に
、
拍
間
を
膨
ら
ま
せ
た
「
ヤ
ノ
ト
リ
」

が
見
ら
れ
る
（
図
7
）。
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ウ
ケ
に
し
て
も
、
ヤ
ノ
ト
リ
に
し
て
も
、
大
鼓
が
単
独
で
打
つ
手
で
あ
り
、
他

の
演
者
は
大
鼓
が
作
り
出
し
た
拍
を
聞
き
、そ
れ
を
受
け
て
自
ら
の
演
奏
を
始
め

る
。『
羽
衣
』
ク
セ
の
冒
頭
で
も
、
大
鼓
が
打
っ
た
ヤ
ノ
ト
リ
を
受
け
て
、
地
謡

が
「
春
霞
」
と
謡
い
出
し
、小
鼓
は
ト
リ
の
手
を
打
ち
始
め
る
。
大
鼓
は
拍
間
を

伸
縮
さ
せ
る
こ
と
で
、
単
調
さ
を
回
避
し
つ
つ
、
曲
の
展
開
を
リ
ズ
ム
面
で
支
え

て
い
る
。

一
つ
の
手
の
中
で
拍
間
を
膨
ら
ま
せ
た
り
縮
め
た
り
す
る
こ
と
は
、一
ク
サ
リ

の
中
に
リ
ズ
ム
の
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。そ
れ
が
ク
サ
リ
ご
と
に
行
わ

れ
る
た
め
、能
の
リ
ズ
ム
に
は
一
種
の
う
ね
り
が
生
じ
る
。
太
鼓
が
入
る
場
面
で

は
太
鼓
が
リ
ズ
ム
の
変
化
を
主
導
す
る
が
、
太
鼓
が
入
ら
な
い
場
面
で
は
、
ク
サ

リ
の
前
半
（
一
〜
五
拍
）
は
大
鼓
、後
半
（
五
〜
八
拍
）
は
小
鼓
が
主
導
す
る
こ

と
が
多
く
、
各
楽
器
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
分
で
リ
ズ
ム
に
変
化
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
実
演
で
複
雑
に
変
化
す
る
リ
ズ
ム
を
、演
者
間
で
ど
の
よ
う
に
調

整
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
能
の
世
界
で
は
、オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
よ
う

に
、演
奏
者
を
指
揮
す
る
超
越
的
な
存
在
は
い
な
い
。
演
者
が
お
互
い
に
演
奏
の

意
図
を
伝
達
し
、
把
握
し
、
意
思
統
一
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
重
要
な
指
標
と

な
っ
て
い
る
の
が
「
コ
ミ
」
で
あ
る
。
謡
を
含
め
た
各
演
者
は
囃
子
の
打
音
以
上

に
コ
ミ
を
重
視
し
て
い
る
。
コ
ミ
は
休
符
に
似
て
い
る
が
、休
ん
で
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
息
を
詰
め
、
次
の
打
音
に
向
け
て
間
合
い
を
計
っ
て
い
る
（
図
8
、
ツ

が
コ
ミ
の
部
分
）。
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大
鼓
の
場
合
、
打
音
の
一
拍
前
が
コ
ミ
に
な
る
。
大
鼓
は
奇
数
拍
、
特
に
一
拍

目
や
三
拍
目
か
ら
打
ち
始
め
る
こ
と
が
多
い
。一
拍
目
に
打
ち
込
む
と
き
は
前
の

ク
サ
リ
の
八
拍
目
、三
拍
目
に
打
ち
込
む
と
き
に
は
二
拍
目
が
コ
ミ
と
な
る
。
基

本
的
に
偶
数
拍
の
コ
ミ
が
重
視
さ
れ
、
ど
れ
ほ
ど
の
強
さ
で
コ
ミ
を
取
る
か
に

よ
っ
て
打
ち
込
む
ま
で
の
間
を
調
整
し
、拍
間
を
変
化
さ
せ
る
。
強
く
コ
ミ
を
取

れ
ば
拍
間
は
大
き
く
な
り
、弱
く
コ
ミ
を
取
れ
ば
拍
間
は
小
さ
く
な
る
。
こ
の
コ

ミ
を
各
演
奏
者
が
共
有
す
る
こ
と
で
、互
い
の
意
思
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
コ
ミ

に
よ
っ
て
拍
の
ず
れ
を
防
ぎ
、結
果
的
に
演
奏
の
秩
序
が
保
た
れ
る
。
こ
れ
が
能

で
指
揮
者
な
し
に
リ
ズ
ム
を
調
整
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
囃
子
と
謡
は
互
い
に
協
調
し
な
が
ら
、一
ク
サ
リ
の
中
に
リ

ズ
ム
の
変
化
を
与
え
て
い
る
。そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
小
段
や
囃
子
事
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
も
段
落
ご
と
に
静
ま
る
部
分
や
盛
り
上
が
る
部
分
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
囃
子
は
そ
の
た
び
ご
と
に
特
有
の
手
を
打
ち
、そ
こ
で
も
大
鼓
が

変
化
の
き
っ
か
け
と
な
る
手
を
打
つ
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
ク
セ
は
シ
テ
の
物
語
を
謡
い
上
げ
る
比
較
的
長
い
小
段
で
、後
半
に
大

鼓
と
小
鼓
が
協
調
し
て
コ
ス
手
と
い
う
特
殊
な
手
組
み
を
打
つ
。『
羽
衣
』
で
は

「
笙
笛
琴
箜
篌
」
の
部
分
に
コ
ス
手
が
入
る
。
コ
ス
手
に
至
る
ま
で
の
手
組
は
あ

ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
。
即
興
で
演
奏
を
変
え
る
こ
と
は
な
く
、コ
ス
手
に
導

入
す
る
き
っ
か
け
は
大
鼓
が
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。大
鼓
は
前
の
ク
サ
リ
で

打
カ
ケ
頭
の
手
を
打
っ
て
ノ
リ
を
作
り
、
コ
ス
手
で
膨
ら
み
の
あ
る
拍
間
を
作
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二－一、大鼓は何をしているか（中嶋）

る
。
こ
う
し
て
小
さ
な
山
場
が
で
き
あ
が
る
。
大
鼓
は
囃
子
を
山
場
に
導
く
と

き
、
平
ノ
リ
で
は
打
カ
ケ
系
統
の
手
を
打
ち
、
大
ノ
リ
で
は
シ
カ
ケ
（
石
井
流
で

は
皆
地
と
呼
ば
れ
る
）を
打
つ
。
囃
子
は
小
段
や
囃
子
事
の
中
で
小
さ
な
山
場
を

繰
り
返
し
作
り
つ
つ
、終
曲
に
向
か
っ
て
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
。
大
鼓
は
一
曲
全
体

の
リ
ズ
ム
の
変
化
を
作
り
上
げ
る
上
で
も
主
導
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

な
お
大
鼓
の
記
譜
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。大
鼓
が
能
の
中

で
用
い
る
手
配
り
は
、手
付
と
い
う
記
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
。
手
付
に
は
手
の
名

称
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
個
別
の
手
の
打
ち
方
を
知
り
た
け
れ
ば
、
粒
付
と
い

う
記
譜
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
。大
鼓
の
粒
付
は
一
ク
サ
リ
を
八
拍
に
分
け
た

八
つ
割
り
を
用
い
、
打
音
を
▲
や
△
で
表
し
て
、
掛
け
声
を
片
仮
名
で
表
記
す
る

方
法
が
一
般
的
で
あ
る
。江
戸
期
に
お
い
て
も
打
音
の
表
記
は
▲
や
△
印
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
取
り
扱
っ
た
石
井
流
は
、京
都
や
名
古
屋
を
中
心
に
活
動

す
る
流
派
で
、
手
組
や
奏
法
に
お
い
て
他
流
と
異
な
る
点
が
多
い
と
さ
れ
る
。

チ
ョ
ン
の
音
を
記
す
記
号
は
▲
で
は
な
く
、●
の
よ
う
な
塗
り
つ
ぶ
し
た
丸
印
が

用
い
ら
れ
る
。
石
井
流
で
は
江
戸
期
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
表
記
で
、例
え
ば
江
戸

後
期
の
石
井
流
伝
書
で
あ
る
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
小
杉
次
三
郎
本
固
奥
書

『
頭
組
真
之
巻
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）
な
ど
で
も
、大
鼓
の
打
音
に
は
●

印
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
表
記
は
さ
ら
に
慶
長
ご
ろ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）
樋
口
石
見
守
自
署
『
鼓
之
書
』（
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
）
で
も
、

大
鼓
の
打
音
を
○
●
の
み
で
表
記
し
て
お
り
、石
井
流
の
記
譜
法
と
近
い
も
の
が

見
ら
れ
る
。『
近
代
四
座
役
者
目
録
』
に
よ
れ
ば
、石
井
流
初
代
の
石
井
弥
一
（
滋

長
）は
樋
口
石
見
守
の
門
人
で
あ
っ
た
。
石
井
流
の
記
譜
法
は
慶
長
期
の
樋
口
石

見
守
か
ら
受
け
継
い
だ
可
能
性
が
あ
る
。

●
印
を
用
い
た
記
譜
法
の
利
点
は
、
形
が
単
純
で
書
き
や
す
く
、
大
小
を
調
整

し
や
す
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。石
井
流
で
は
中
ぐ
ら
い
の
チ
ョ
ン
の
音
を
チ
ン
と
呼

び
、チ
ョ
ン
と
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
は
他
流
で
も
チ
ン
の
よ
う
な
音

を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、そ
れ
を
チ
ン
と
呼
ん
で
い
る
の
は
石
井
流
の
み
で
あ

る
。
な
ぜ
石
井
流
が
チ
ョ
ン
と
チ
ン
を
区
別
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、そ
こ
に
は

石
井
流
の
記
譜
法
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、単
純
で
大
き

さ
の
調
整
が
し
や
す
い
●
印
を
使
う
こ
と
で
、音
量
の
微
妙
な
差
異
を
う
ま
く
書

き
記
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。大
き
く
も
小
さ
く
も
な
い
音
を
視
覚
的

に
表
記
で
き
る
記
譜
法
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
音
を
名
付
け
、
区
別
す
る

こ
と
の
手
助
け
と
な
る
。結
果
と
し
て
チ
ン
と
い
う
音
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。石
井
流
の
記
譜
と
奏
法
の
関
係
や
歴
史
的
な
変
遷
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
推
定
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
が
、
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
て

お
き
た
い
。


