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第二部　囃子・謡・型

小
鼓
は
、
能
の
楽
器
構
成
の
一
つ
で
、
大
鼓
と
対
で
用
い
ら
れ
る
。
表
革
と
裏

革
二
枚
に
調
緒
（
し
ら
べ
お
）
の
縦
調
べ
を
通
し
、
革
を
胴
に
あ
て
、
ゆ
と
り
を

持
た
せ
て
締
め
て
い
る
。
縦
調
べ
を
左
手
で
握
っ
て
右
肩
に
乗
せ
、右
手
で
表
革

を
打
つ
。
そ
の
際
、左
手
で
調
べ
を
締
め
た
り
緩
め
た
り
し
て
表
革
の
張
力
を
加

減
す
る
。
締
め
る
と
高
い
音
、
緩
め
る
と
低
い
音
と
な
る
。
そ
の
音
の
高
低
と
、

右
手
の
手
指
の
あ
た
る
位
置
を
表
革
の
中
央
付
近
や
周
辺
部
に
す
る
、打
つ
強
さ

や
打
つ
指
の
本
数
を
変
え
る
、
な
ど
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
多
様
な

音
色
を
出
し
て
い
る
。
調
子
紙
（
ち
ょ
う
し
が
み
）
と
い
う
小
さ
く
ち
ぎ
っ
た
和

紙
を
裏
革
の
表
面
に
唾
液
で
ぬ
ら
し
て
貼
り
つ
け
、
さ
ら
に
表
革
・
裏
革
に
息
を

吹
き
か
け
る
こ
と

で
湿
度
を
保
ち
な

が
ら
演
奏
す
る（

1
）。

打
音
は
粒
と
言
い
、

程
（
ほ
ど
）、乙
（
お

つ
）、
甲
（
か
ん
）、

頭
（
か
し
ら
）
の
四

つ
が
基
本
で
あ
る

（
表
1 （2））。

こ
れ
ら
の
粒
と

掛
け
声
が
、あ
る
一

定
の
順
序
で
組
み

合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
手
組
（
て
ぐ
み
）」
と
い
う
。
以
下
に
、
羽
衣
の
ク

セ
の
小
段
か
ら
、
大
鼓
と
小
鼓
で
最
も
基
本
的
な
「
三
ツ
地
」「
ツ
ヅ
ケ
」
の
箇

所
を
載
せ
る
。

小
鼓
の
役
割
と
し
て
、ま
ず
重
要
な
の
は
「
ウ
ケ
ル
」
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的

な
手
組
で
あ
る
、
図
1
、
2
か
ら
、
三
ツ
地
、
ツ
ヅ
ケ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、

一
句
の
後
半
に
粒
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。一
句
の
前
半
で
大
鼓
が
流

れ
を
作
り
、
後
半
で
小
鼓
が
そ
れ
を
ウ
ケ
て
い
る
の
で
あ
る
。
打
楽
器
が
大
鼓
・

小
鼓
の
み
で
あ
る
と
き
は
、
大
鼓
を
、
太
鼓
が
加
わ
る
と
き
は
、
大
鼓
と
太
鼓

を
、
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ケ
る
こ
と
に
な
る
。

■

二
―
二
、
小
鼓
は
何
を
し
て
い
る
か
■

永
原　

順
子

表１　小鼓の粒
＊
１　

程（
フ
）は
、　

と
い
う
表
記
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。

＊
２　

流
派
な
ど
に
よ
る
違
い
が
あ
る
。

　
　
　

こ
こ
で
は
大
倉
流
で
の
一
例
を
あ
げ
る
。

図１　三ツ地図２　ツヅケ
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二－二、小鼓は何をしているか（永原）

最
初
に
、
拍
子
に
合
わ
せ
て
謡
う
、
す
な
わ
ち
拍
子
合
（
ひ
ょ
う
し
あ
い
）
の

謡
の
う
ち
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
平
ノ
リ
の
謡
で
の
例
を
あ
げ
る
。
平
ノ
リ
は
、

七
五
調
の
十
二
音
節
の
一
句
を
八
拍
子
に
配
分
し
て
謡
う
。
基
本
的
に
、一
句
の

前
半
（
上
句
）
は
ゆ
っ
た
り
と
、後
半
（
下
句
）
は
少
し
進
め
る
（
リ
ズ
ム
よ
く

少
し
速
め
る
）。
つ
ま
り
、
一
句
の
中
に
緩
急
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旋

律
の
動
き
を
見
て
も
、
前
半
が
大
き
く
、
後
半
は
小
さ
い
こ
と
が
多
い（

3
）。

平
ノ

リ
は
、
大
鼓
と
小
鼓
の
み
で
奏
さ
れ
、
大
鼓
が
上
句
の
た
っ
ぷ
り
と
し
た
間
を
つ

く
り
、
小
鼓
が
下
句
、
特
に
七
、八
拍
目
を
少
し
ひ
き
し
め
て
打
ち
、
ま
た
次
の

大
鼓
が
上
句
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
と
い
う
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。
こ
う
書
く

と
、
緩
急
が
単
純
に
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
く

ま
で
も
そ
れ
は
基
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
、
手
組
に
変
化
を
持
た
せ
て
い
る
箇

所
が
あ
り
、
謡
の
高
低
や
節
回
し
と
あ
い
ま
っ
て
、
豊
か
な
表
現
を
生
み
出
し
て

い
る
。

で
は
、
小
鼓
は
「
ウ
ケ
ル
」
だ
け
の
受
動
的
な
役
割
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

小
段
か
ら
次
の
小
段
に
う
つ
る
部
分
の
例
を
見
て
い
こ
う
。〔
次
第
〕
の
小
段
か

ら
〔
ク
リ
〕
の
小
段
に
う
つ
る
直
前
に
、小
鼓
は
カ
ン
三
ツ
地
と
い
う
手
を
打
つ（

4
）。

そ
の
七
、八
拍
目
の
二
つ
の
乙
の
音
を
打
つ
際
に
、
掛
け
声
や
ノ
リ
（
能
独
特
の

リ
ズ
ム
感
）
が
明
ら
か
に
変
化
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
〔
次
第
〕
の
拍
子
合
の
静
か

な
謡
で
一
旦
お
さ
ま
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
大
鼓
と
小
鼓
が
、こ
の
転
換
点
を
機

に
、〔
ク
リ
〕
独
特
の
流
れ
る
よ
う
な
囃
子
と
拍
子
不
合
の
謡
と
囃
子
の
調
子
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
囃
子
の
様
々
な
転
換
点
で
、
こ
の
よ
う
な

き
っ
か
け
を
作
る
の
は
小
鼓
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、ウ
ケ
て
い
る
だ
け
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
小
鼓
も
、能
動
的
に
調
子
を
変
化
さ
せ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
羽
衣
の
能
で
は
天
女
が
シ
テ
で
あ
り
、
そ
の
曲
調
に
そ
っ
て
、
全
体

的
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
優
雅
な
囃
子
が
奏
さ
れ
、こ
の
〔
ク
リ
〕
前
の
転
換
点
に

お
け
る
掛
け
声
や
ノ
リ
も
優
雅
な
領
域
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
変
化
さ
せ
る
。一

方
で
、
武
士
の
霊
や
荒
々
し
い
神
が
シ
テ
で
あ
る
曲
の
場
合
に
は
、〔
ク
リ
〕
お

よ
び
他
の
転
換
点
に
お
い
て
、
小
鼓
の
七
、八
拍
目
の
掛
け
声
や
ノ
リ
が
さ
ら
に

強
調
さ
れ
た
緊
張
感
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
場
面
転
換
や
シ
テ
の
心
情
変
化
が

表
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
他
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
、
大
鼓
と
の
や
り
取
り
、
と
書
い
た
が
、
小
段
と
小
段
と
の
転
換
点

ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
に
し
て
も
、
囃
子
の
一
ク
サ
リ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
大
鼓

か
ら
ウ
ケ
た
調
子
の
流
れ
を
、
次
の
一
ク
サ
リ
へ
と
投
げ
返
し
、
曲
の
全
体
の
ノ

リ
を
作
り
出
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
粒
の
並
び
と
そ
の
打
ち
方
の
特
徴
か
ら
小
鼓
の
役
割
を
見
て
い
き
た

い
。
太
鼓
が
ツ
ク
ツ
ク
…
と
八
拍
の
拍
と
拍
の
間
に
も
粒
が
入
る
の
に
対
し
、大

鼓
と
小
鼓
は
、
拍
に
当
て
て
打
つ
の
が
基
本
で
あ
る
。
大
鼓
は
、
特
殊
な
打
ち
方

を
す
る
例
外
を
除
け
ば
、
拍
の
間
に
打
つ
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
小
鼓
は
、
オ
ド

リ
、
ハ
シ
リ
な
ど
の
奏
法
で
、
拍
に
当
た
ら
な
い
粒
を
打
つ
こ
と
が
多
い
。
オ
ド

リ
は
、
程
（
フ
）
と
乙
（
○
）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
で
き
て
お
り
、
程
の
音
が
拍

と
拍
の
中
間
に
比
較
的
正
確
に
打
た
れ
る
（
図
3
，
4
）。
ハ
シ
リ
は
乙
の
音
が

二
つ
連
続
し
て
ポ
・
ポ
と
打
た
れ
る
が
、
ど
こ
に
打
つ
か
は
明
確
な
決
ま
り
が
な

い
（
図
5
，
6
）。
オ
ド
リ
が
多
数
奏
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ハ
シ
リ
は
能
一
曲
で

数
カ
所
ほ
ど
で
あ
る
。
オ
ド
リ
も
ハ
シ
リ
も
、
拍
子
合
／
拍
子
不
合
、
謡
事
／
囃

子
事
、
の
関
係
な
く
、
様
々
な
場
面
で
奏
さ
れ
る
。

図３　〔クセ〕の拍子合の
謡におけるオドリの例
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オ
ド
リ
は
、
拍
に
必
ず
当
た
る
大
鼓
の
粒
に
対
し
て
、
裏
拍
（
拍
と
拍
の
中

間
）
を
意
識
さ
せ
る
役
目
や
、装
飾
音
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
一
方
で
、
ハ
シ
リ
は
、
例
え
ば
、
図
5
の
〔
ク
セ
〕
の
拍
子
合
の
謡

の
中
の
ク
セ
止
メ
の
例
で
は
、
拍
と
拍
の
あ
い
だ
に
○
が
二
つ
並
ん
で
い
て
、
二

つ
目
の
○
が
「
は
な
ふ
り
て
」
の
「
り
」
に
当
た
っ
て
い
そ
う
だ
が
、
そ
こ
を

狙
っ
て
打
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、拍
か
ら
自
由
に
な
っ

て
い
る
、
拍
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
、
の
で
あ
る
。
そ
の
現
象
は
、〔
ク
セ
〕
の
中

で
打
た
れ
る
カ
ケ
オ
ト
シ
と
い
う
手
組
の
乙
の
音
に
も
共
通
し
て
い
る（
図
7
の

四
角
で
囲
っ
た
部
分
）。「
ま
つ
か
ぜ
も
」
の
「
ぜ
」
に
あ
た
る
よ
う
に
○
が
記
入

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、「
ぜ
」
よ
り
も
少
し
後
ろ
へ
ず
ら
し
て
打
た
れ
て
い

る
。
拍
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
小
鼓
独
自
の
「
間ま

」
を
感
じ
る
箇
所
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
記
譜
の
方
法
も
、
オ
ド
リ
は
膨
ら
ん
だ
線
で
、
ハ
シ
リ
は
○
を
貫

く
よ
う
に
、
カ
ケ
オ
ト
シ
の
○
の
前
は
折
れ
線
で
、
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

表
記
方
法
は
、
流
派
や
囃
子
方
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
今
回
は
、
大
倉
源
次
郎

師
の
工
夫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
で
は
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
「
間ま

」

の
感
覚
を
記
譜
に
落
と
し
込
む
た
め
に
、か
な
り
苦
心
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
、
拍
に
当
た
ら
な
い
、
あ
え
て
拍
を
ず
ら
す
と
も
い
え

る
、
い
わ
ば
遊
び
の
よ
う
な
手
組
が
小
鼓
に
よ
っ
て
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
で
、
囃

子
そ
し
て
謡
に
様
々
な
表
情
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
ハ
シ
リ
が
、
先
述
の
小
段
と
小
段
を
つ
な
ぐ
箇
所
で
活
躍
す
る
こ

と
も
あ
る
。〔
ク
リ
〕
の
後
の
〔
サ
シ
〕
の
部
分
は
、
拍
子
不
合
の
謡
で
、
大
鼓

と
小
鼓
は
規
則
的
な
拍
や
拍
節
が
明
確
に
感
じ
取
れ
な
い
ア
シ
ラ
イ
と
い
う
奏

図５　〔クセ〕の拍子合の
謡におけるハシリの例

図４　【序之舞】三段に
おけるオドリの例

図６【序之舞】序に
おけるハシリの例

図７　〔クセ〕における
カケオトシ
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二－二、小鼓は何をしているか（永原）

法
を
と
っ
て
い
る
。
小
鼓
は
カ
ン
三
ツ
地
か
ら
始
ま
り
、三
ツ
地
を
繰
り
返
し
打

ち
、
最
後
の
部
分
で
ツ
ヅ
ケ
、
サ
シ
止
メ
ノ
手
、
で
次
の
〔
ク
セ
〕
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
ツ
ヅ
ケ
に
入
る
前
、
小
鼓
は
乙
ハ
シ
リ
と
い
う
手
を

打
つ
（
図
8
）。
他
の
小
鼓
の
流
派
で
は
乙
ハ
シ
リ
は
打
た
ず
、
代
わ
り
に
三
ツ

地
を
打
ち
続
け
て
ツ
ヅ
ケ
と
な
る
の
で
、
大
倉
流
に
限
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
乙
ハ
シ
リ
の
ホ
ー
オ
ー
と
い
う
長
く
伸
び
る
掛
け
声
と
そ
の
後
に
続
く
ポ
・

ポ
と
い
う
乙
の
二
音
が
、こ
れ
か
ら
曲
調
が
変
わ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
か
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
。
ま
た
、
こ
の
ハ
シ
リ
が
打
た
れ
る
と
こ
ろ
は
、
謡
の
節
が
大
き
く

膨
ら
ん
で
ゆ
っ
た
り
と
謡
わ
れ
る
部
分
に
あ
た
る
こ
と
が
多
く
、伸
び
や
か
な
謡

に
ポ
・
ポ
と
い
う
ハ
シ
リ
の
遊
び
が
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
大
鼓
も
小
鼓
も
サ
シ
止
メ
の
手
と
な
り
、
謡
が
一
旦
お
さ
ま
る
調
子
に

な
る
と
こ
ろ
で
打
切
の
手
組
を
打
ち
、
能
一
曲
の
中
心
部
分
と
も
い
え
る
〔
ク

セ
〕
の
拍
子
合
の
謡
へ
と
う
つ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
ハ
シ
リ
は
、

大
鼓
の
サ
シ
止
メ
の
手
を
引
き
出
す
か
の
よ
う
な
働
き
を
し
、ク
サ
リ
と
ク
サ
リ

を
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
大
き
な
視
点
で
見
る
と
、
小
段
か
ら
小
段
へ
の
流
れ
を
作
っ

て
い
く
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
図
5
で
例
と
し
て
あ
げ
た
ク
セ
止
メ
に
お
け
る
ハ
シ
リ
も
、〔
ク
セ
〕

を
終
わ
ら
せ
て
次
の
〔
詠
〕
へ
と
繋
ぐ
役
目
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
た

だ
、ク
セ
止
メ
は
〔
ク
セ
〕
の
拍
子
合
の
謡
で
ど
の
ク
サ
リ
で
ど
の
手
組
を
打
つ

の
か
決
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、乙
ハ
シ
リ
は
〔
サ
シ
〕
の
拍
子
不
合
の
謡
に
お

い
て
三
ツ
地
を
打
ち
続
け
て
い
る
中
で
見
計
ら
っ
て
打
た
れ
る
。
そ
の
点
で
、よ

り
一
層
、小
段
の
終
わ
り
と
次
へ
の
展
開
を
知
ら
せ
る
意
義
が
強
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
拍
か
ら
自
由
で
あ
る
、
こ
の
ハ
シ
リ
と
い
う
奏
法
が
、
小
段
と
小

段
を
繋
ぐ
役
目
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。

以
上
、
小
鼓
は
何
を
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
、
今
回
は
、
ウ
ケ
ル
こ
と
、
そ

し
て
オ
ド
リ
・
ハ
シ
リ
と
い
う
奏
法
、
の
二
点
に
焦
点
を
あ
て
て
紹
介
し
て
き

た
。
あ
る
能
楽
師
（
囃
子
方
）
か
ら
「
囃
子
は
お
互
い
に
闘
っ
て
る
よ
ね
」
と
う

か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
の
四
拍
子
が
、
お
互
い
に
合

わ
せ
に
い
く
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
独
特
の
緊
張
感
を
持
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主

張
を
や
り
取
り
す
る
様
を
言
い
得
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
四
拍
子
が
も
た
ら

す
、
気
持
ち
よ
く
張
り
詰
め
た
空
気
が
能
を
囃
し
て
い
る
。
鑑
賞
の
際
に
は
、
そ

ん
な
囃
子
の
闘
い
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

注（
1
）  

西
野
春
雄
・
羽
田
昶 

編
『
新
訂
増
補 

能
・
狂
言
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
初
版
、

一
九
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東
洋
音
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書
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能
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事
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同
書
の
表
を
元
に
、
筆
者
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変
更
を
加
え
た
。

（
3
）  

十
六
音
節
を
八
拍
に
割
り
つ
け
て
謡
う
中
ノ
リ
や
、
一
音
節
を
一
拍
に
あ
て
る
こ

と
を
原
則
と
し
た
大
ノ
リ
で
は
、
こ
の
特
徴
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

（
4
）  
カ
ン
三
ツ
地
は
、
図
1
の
三
ツ
地
の
最
初
の
乙
の
音
が
甲
の
音
に
な
り
、
そ
の
前

の
掛
け
声
が
ハ
で
は
な
く
ヤ
と
な
る
。

　
　

＊
文
中
の
図
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
記
譜
資
料
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

図８　〔サシ〕における
乙ハシリ


