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第二部　囃子・謡・型

Ⅰ　

太
鼓
の
特
別
な
表
現　
　

太
鼓
と
他
の
楽
器
の
最
大
の
違
い
は
、
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
が
、
能
の
す
べ
て
の

曲
に
必
ず
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、太
鼓
は
特
定
の
曲
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
こ

と
だ
ろ
う
。
太
鼓
の
加
わ
る
曲
は
、
現
行
約
二
五
〇
曲
の
う
ち
の
約
一
五
〇
曲
。

し
か
も
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
が
曲
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
ま
ん
べ
ん
な
く
演
奏
す
る

の
に
対
し
、
太
鼓
は
曲
の
一
部
分
で
し
か
演
奏
し
な
い
。
能
の
演
出
に
と
っ
て
、

他
の
三
つ
が
い
わ
ば
「
地
」
の
楽
器
で
あ
る
の
に
対
し
、太
鼓
は
「
地
」
と
し
て

は
使
い
に
く
い
個
性
的
楽
器
な
の
で
あ
る
。
太
鼓
が
聞
く
者
に
喚
起
す
る
の
は
、

高
揚
感
や
荘
厳
さ
、
異
界
や
霊
界
の
不
気
味
さ
、
呪
術
的
な
雰
囲
気
と
い
っ
た
特

別
な
感
覚
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
太
鼓
は
非
日
常
的
な
楽
器
と
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
武
将
の
霊
が
主
人
公
で
あ
る
実
盛
や
通
盛
で
は
、
後
シ
テ
が
登
場

す
る
前
後
だ
け
に
太
鼓
が
打
た
れ
る
。現
実
の
人
間
が
主
人
公
で
あ
る
正
尊
や
烏

帽
子
折
で
は
、闘
い
が
白
熱
し
い
よ
い
よ
大
団
円
を
迎
え
る
と
き
に
な
っ
て
よ
う

や
く
太
鼓
が
入
る
。
ど
ち
ら
も
太
鼓
の
入
る
時
間
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
、前
者
で

は
こ
の
世
に
霊
が
よ
み
が
え
る
異
様
な
気
配
を
醸
し
出
し
、後
者
で
は
闘
争
の
緊

迫
感
と
と
も
に
局
面
の
変
化
が
如
実
に
知
ら
さ
れ
る
。太
鼓
が
打
ち
出
し
た
途
端

に
、
そ
れ
が
幽
遠
な
も
の
で
あ
れ
現
実
の
も
の
で
あ
れ
、
舞
台
に
は
異
常
な
、
あ

る
種
の
高
揚
が
齎
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
特
性
の
ゆ
え
に
、太
鼓
の
有

無
を
演
出
意
図
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
曲
も
あ
る
。
た
と
え
ば
雪（
金
剛
流
上
演

曲
）
や
砧
、
姨
捨
な
ど
で
あ
る
。
雪
に
つ
い
て
い
え
ば
、
太
鼓
無
し
で
あ
れ
ば
雪

の
日
の
静
か
な
情
緒
や
雪
の
は
か
な
さ
が
印
象
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、太
鼓

が
入
れ
ば
、
雪
の
精
の
神
秘
的
な
美
し
さ
や
舞
の
軽
や
か
さ
が
、
効
果
的
に
表
現

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

羽
衣
で
は
、
漁
師
と
天
女
の
や
り
取
り
と
い
う
前
半
の
現
実
的
な
場
面
に
は
、

太
鼓
は
入
ら
な
い
。天
女
が
舞
を
舞
い
な
が
ら
月
の
世
界
へ
帰
っ
て
ゆ
く
後
半
に

お
い
て
、
天
上
の
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
天
女
の
舞
の
華
や
か
さ
や
浮
遊

感
を
演
出
す
る
。

Ⅱ　

太
鼓
の
特
別
な
役
割　

太
鼓
地
（
太
鼓
が
入
る
部
分
）
に
は
大
小
物
に
は
な
い
特
別
な
演
奏
シ
ス
テ
ム

が
あ
る
。
見
計
ら
い
（
み
は
か
ら
い
）
と
、
音
楽
上
の
段
落
付
け
の
二
点
が
、
太

鼓
に
一
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
太
鼓
地
で
は
「
太
鼓
に
従
う
」

と
か
「
太
鼓
次
第
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。

◆
見
計
ら
い
を
担
当
す
る

見
計
ら
い
と
は
、
ク
サ
リ
数
や
手
を
、
演
者
の
謡
や
動
き
に
合
わ
せ
て
、
そ
の

場
で
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
拍
子
不
合
の
謡
や
、
登
場
楽
、
退
場
楽
、
働
キ
事

（
舞
働
・
イ
ロ
エ
・
カ
ケ
リ
な
ど
、
主
に
所
作
的
動
き
を
す
る
も
の
）
な
ど
は
、

演
者
が
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
た
寸
法
に
合
わ
せ
て
謡
っ
た
り
演
じ
た
り
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
囃
子
方
の
方
が
、
演
者
の
謡
や
演
技
に
合
わ
せ
て
、
い
わ
ば
即

■

二
―
三
、
太
鼓
は
何
を
し
て
い
る
か
■

高
橋　

葉
子
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興
的
に
演
奏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、そ
こ
で
は
即
座
の
判
断
が
必

要
と
な
る
が
、混
乱
を
避
け
る
た
め
に
太
鼓
に
判
断
が
一
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
他
の
役
は
こ
れ
に
従
う
約
束
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。ち
な
み
に
太
鼓
の
入

ら
な
い
曲
の
場
合
は
、
基
本
的
に
は
大
鼓
が
見
計
ら
う
が
、「
オ
ト
シ
」
を
「
本

オ
ト
シ
」（
縦
書
き
譜
2

－

30
〜
31
）
に
す
る
か
「
半
オ
ト
シ
」（
2

－

38
〜
39
）

に
す
る
か
な
ど
、
小
鼓
の
方
か
ら
見
計
ら
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

羽
衣
序
之
舞
前
の
、
拍
子
不
合
の
シ
テ
謡
「
南
無
帰
命
月
天
子
。
本
地
大
勢

至
」（
縦
書
き
譜
5

－

1
〜
2
）
は
、
通
常
こ
の
録
画
通
り
に
、
コ
イ
合
二
つ
分

の
寸
法
（
ク
サ
リ
数
）
で
謡
わ
れ
る
が
、
仮
に
謡
が
大
き
く
延
び
た
場
合
に
は
、

コ
イ
合
を
一
つ
増
や
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
複
雑
な
例
を
あ
げ
る

と
、
た
と
え
ば
船
弁
慶
の
後
シ
テ
が
早
笛
で
走
り
出
る
場
面
で
は
、
そ
の
時
の
シ

テ
の
ス
ピ
ー
ド
と
早
笛
の
テ
ン
ポ
の
両
方
を
計
り
、ト
メ
の
手
を
ど
の
あ
た
り
か

ら
打
て
ば
よ
い
か
を
逆
算
す
る
必
要
が
あ
る
。続
く
シ
テ
謡
と
舞
働
も
見
計
ら
い

な
の
で
、
謡
の
膨
ら
み
具
合
を
聞
き
、
シ
テ
の
位
置
と
型
を
見
て
即
応
す
る
。
こ

れ
ら
は
経
験
で
培
っ
た
勘
で
瞬
時
に
行
わ
れ
る
の
だ
が
、万
が
一
見
計
ら
い
が
ま

ず
く
て
も
、
大
小
鼓
は
太
鼓
に
従
う
の
で
、
太
鼓
の
責
任
は
重
い
。
し
か
も
演
者

は
そ
の
都
度
変
わ
り
間
合
い
も
変
わ
る
。
見
計
ら
い
は
、シ
テ
が
思
い
通
り
に
動

き
、
舞
台
が
円
滑
に
進
行
す
る
た
め
の
、
太
鼓
方
の
重
要
な
任
務
だ
が
、
そ
こ
に

は
熟
達
し
た
高
度
な
技
が
必
要
と
さ
れ
る
。

◆
段
落
を
規
定
す
る
・
・
・
頭
の
機
能

太
鼓
の
手
組
は
、基
本
的
に
「
頭
↓
ヲ
ロ
シ
↓
刻
↓
打
切
↓
頭
」
と
い
う
構
造

を
一
段
落
と
し
て
、こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
右
の
「
刻
」
の
部
分
の
寸
法
は

長
短
様
々
で
、
高
刻
な
ど
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
入
る
こ
と
も
あ
る
が
（「
満

願
真
如
の
影
と
な
り
」
縦
書
き
譜
6

－

11
〜
12
）、
構
造
と
し
て
は
右
の
よ
う
に

明
瞭
で
あ
る
。
段
落
の
区
切
り
に
は
頭
が
打
た
れ
、大
小
鼓
は
太
鼓
に
合
わ
せ
て

区
切
り
の
手
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
太
鼓
が
入
ら
な
い
場
合
に
は
、大
鼓

と
小
鼓
の
段
落
が
常
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
が
、太
鼓
地
で
は
必
ず
大

小
鼓
が
合
わ
せ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
お
り
、そ
れ
だ
け
太
鼓
の
支
配
が
強
い
と

い
え
る
。お
そ
ら
く
こ
れ
は
太
鼓
の
音
が
大
小
鼓
よ
り
大
き
く
強
い
こ
と
と
関
係

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
、「
イ
ヤ
ア
」
と
い
う
掛
け
声
と
と
も
に
大
き
な
撥

扱
い
で
打
ち
込
ま
れ
る
頭
に
は
強
い
拘
束
力
が
感
じ
ら
れ
、こ
れ
を
無
視
し
て
独

自
に
手
を
打
つ
の
は
難
し
い
に
違
い
な
い
。

太
鼓
に
は
金
春
流
（
こ
の
録
画
の
演
奏
）
と
観
世
流
の
二
流
が
あ
り
、ど
こ
で

段
落
を
取
る
か
は
流
儀
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、大
小
鼓
は
事
前
に
確
認
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
羽
衣
の
キ
リ
で
は
、金
春
流
太
鼓
が
「
三
五
夜
中
」
か

ら
「
宝
を
降
ら
し
」（
縦
書
き
譜
6

－

9
〜
16
）
ま
で
を
一
つ
の
段
落
と
す
る
の

に
対
し
、
観
世
流
太
鼓
で
は
、
途
中
の
「
影
と
な
り
」
で
一
段
落
取
っ
て
、
二
つ

の
段
落
と
し
て
い
る
（
図
1
）。
も
ち
ろ
ん
大
小
鼓
は
こ
れ
に
合
わ
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
頭
の
位
置
が
手
組
の
基
準
と
な
る
た
め
、囃
子
の
譜
本
は
歴
史

的
に
「
頭
付
（
か
し
ら
づ
け
）」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

曲
の
中
で
の
頭
の
打
ち
方
は
、次
の
段
落
を
ど
う
導
く
か
と
い
う
こ
と
と
常
に

関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
場
面
の
展
開
や
位
取
り
に
直
結
し
て
い
る
。
映
像
で

は
、
序
之
舞
の
初
段
、
二
段
、
三
段
と
、
頭
の
打
ち
方
が
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
り
、
音

東
遊
び
の

数
々
に 

そ
の
名
も
月
の

色
人
は 

三
五
夜
中
の

空
に
ま
た

 

満
願
真
如
の

影
と
な
り 

五
願
円
満

国
土
成
就

 

七
宝
充
満
の

宝
を
降
ら
し

金春流太鼓 
②   ① 

③   ②   ① 
観世流太鼓 

図
1
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楽
的
な
ま
と
ま
り
を
提
起
す
る
と
と
も
に
曲
の
展
開
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

Ⅲ　

太
鼓
の
特
別
な
リ
ズ
ム

大
鼓
と
小
鼓
で
は
、
謡
の
多
様
な
ノ
リ
型
に
対
応
し
て
、
拍
の
伸
縮
や
、
拍
節

感
を
消
す
よ
う
な
リ
ズ
ム
体
系
が
発
達
し
た
が
、太
鼓
は
基
本
的
に
拍
節
感
が
明

瞭
で
あ
る
。
中
で
も
太
鼓
の
最
大
の
特
徴
は
、
拍
と
拍
の
間
、
い
わ
ゆ
る
半
間
を

打
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
鼓
も
稀
に
拍
と
拍
の
間
に
打
つ
こ
と
が
あ
る
が
、こ
れ

は
そ
の
箇
所
を
特
に
強
調
し
た
り
装
飾
し
た
り
す
る
た
め
の
特
別
の
手
で
あ
り
、

半
間
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
拍
を
外
し
て
鋭
く
打
ち
込
ま
れ
る
も
の
で
、
稀
で

あ
る
か
ら
こ
そ
強
い
効
果
を
も
た
ら
す
。
小
鼓
に
は
、「
オ
ド
リ
」
な
ど
の
形
で

通
常
の
手
と
し
て
半
間
の
粒
が
あ
る
が
、
打
つ
場
所
は
8
拍
半
か
4
拍
半
、
ま
た

は
6
拍
半
に
限
ら
れ
て
い
る
。
太
鼓
は
、す
べ
て
の
拍
の
半
間
を
打
つ
と
い
う
点

で
、
大
小
鼓
の
リ
ズ
ム
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
、
8
拍
す
べ

て
に
半
間
を
刻
む
「
刻
」
の
手
で
あ
る
（
図
2
：
縦
書
き
譜
で
は
6

－

13
）。

◆
テ
ン
ポ
を
主
導
し
ノ
リ
を
つ
く
る
・
・
・
刻刻
の
機
能

指
揮
者
の
い
な
い
能
の
囃
子
で
は
、
拍
は
、
そ
の
つ
ど
そ
の
拍
の
担
当
者
が
打

つ
こ
と
で
確
定
す
る
。そ
れ
を
受
け
て
次
の
担
当
者
が
次
の
拍
を
確
定
し
て
い
く

の
が
能
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
仕
組
み
で
あ
る
。
図
2
の
よ
う
に
刻
は
、大
小
鼓
が

打
た
な
い
半
間
を
確
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拍
の
サ
イ
ズ
、
つ
ま
り
一
拍
の
時
間

を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
連
続
性
で
テ
ン
ポ
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
刻

に
限
ら
ず
、
太
鼓
の
左
撥
は
、
他
の
楽
器
の
粒
と
か
ち
合
う
こ
と
な
く
打
た
れ
る

の
で
、
細
や
か
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
操
作
を
伝
え
や
す
く
、
加
速
や
減
速
の
合
図
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
機
能
の
ゆ
え
に
、太
鼓
は
テ
ン
ポ
や
ノ
リ
に
お
け
る

主
導
的
な
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
。

テ
ン
ポ
や
リ
ズ
ム
の
変
わ
り
目
で
は
、太
鼓
は
こ
と
さ
ら
大
事
な
役
を
負
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
序
之
舞
の
、拍
の
伸
縮
が
大
き
い
序
の
部
分
か
ら
カ
カ
リ
へ
移

る
場
面
で
は
（
図
3
：
縦
書
き
譜
で
は
5

－

9
）、
半
刻
の
6.5
、
7.5
拍
（
図
3
の

〇
印
）
の
左
撥
で
等
拍
の
新
し
い
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
が
示
さ
れ
、他
の
囃
子
方
も

そ
れ
を
受
け
て
規
則
的
な
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
ゆ
く
の
が
わ
か
る
。破
之
舞
か
ら
終

曲
の
謡
「
東
遊
び
の
」
に
入
る
所
で
は
（
図
4
：
縦
書
き
譜
で
は
6

－

1
）、
最

初
の
一
、二
個
の
左
撥
で
（
こ
こ
で
は
手
と
し
て
は
ヲ
ロ
シ
だ
が
）、ゆ
っ
た
り
と

し
た
テ
ン
ポ
が
示
さ
れ
、そ
れ
が
確
か
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
様
子
を
聞
き
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

図
4

図
2

図
3
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刻
は
、
手
と
し
て
は
単
純
だ
が
、
太
鼓
で
は
最
も
難
し
い
と
い
わ
れ
る
。
太
鼓

に
と
っ
て
の
「
地
」
の
手
と
し
て
汎
用
性
が
高
く
、場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
多
様
な

表
現
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
撥
の
押
え
方
に
よ
っ
て
音
色
が
変
わ
り
、

明
る
い
気
分
を
誘
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、鬱
々
と
し
た
世
界
を
描
く
こ
と
も
で
き

る
。
左
右
の
音
の
バ
ラ
ン
ス
や
掛
け
声
に
よ
っ
て
も
表
情
は
変
幻
自
在
で
あ
る
。

羽
衣
の
映
像
で
、
破
之
舞
の
刻
を
序
之
舞
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
破
之
舞
で
は
テ

ン
ポ
が
速
い
だ
け
で
は
な
く
、音
そ
の
も
の
が
軽
や
か
に
聞
こ
え
る
。
刻
の
打
ち

方
に
よ
っ
て
、終
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
ノ
リ
と
気
分
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
刻
の
手
は
、楽
譜
上
で
は
粒
と
線
の
機
械
的
な
連
続
で
し
か
な

い
が
、
実
際
に
は
、
テ
ン
ポ
と
ノ
リ
に
対
す
る
強
い
牽
引
力
と
と
も
に
、
多
彩
な

表
現
力
を
内
包
し
た
奥
深
い
手
な
の
で
あ
る
。

刻
に
よ
っ
て
ノ
リ
を
創
り
、
頭
で
音
楽
的
な
ま
と
ま
り
を
示
す
。
頭
と
刻
は
、

太
鼓
の
音
楽
の
二
本
の
柱
で
あ
る
。
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