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第二部　囃子・謡・型

笛
は
、
四
拍
子
の
中
で
唯
一
の
旋
律
楽
器
で
あ
る
。
他
の
三
つ
は
い
ず
れ
も

「
打
つ
」
が
、
笛
だ
け
が
「
吹
く
」
楽
器
で
あ
る
。
能
で
は
、
打
楽
器
奏
者
は
謡

か
笛
の
唱
歌
の
ど
ち
ら
か
に
合
わ
せ
る
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
手
組
を
覚
え
る
。つ
ま

り
、謡
と
笛
は
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
旋
律
を
奏
で
る
）
に
属
す
る
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
舞
伎
囃
子
だ
と
、
打
楽
器
同
士

（
大
小
鼓
、
太
鼓
）、
管
楽
器
同
士
（
能
管
、
篠
笛
）
は
兼
任
す
る
こ
と
が
あ
る

が
、
打
楽
器
と
管
楽
器
と
で
は
職
掌
が
完
全
に
わ
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
求

め
ら
れ
る
資
質
が
違
う
の
だ
。 

た
だ
、
笛
が
奏
で
る
音
の
連
な
り
は
、
私
た
ち
が
ふ
つ
う
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
と

呼
ぶ
も
の
と
は
だ
い
ぶ
様
相
が
異
な
る
。そ
れ
は
確
か
に
旋
律
と
呼
ん
で
も
差
し

支
え
な
い
も
の
だ
が
、
リ
リ
カ
ル
、
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
と
い
う
よ
り
は
、
噪
音
的
・

雑
音
的
に
響
く
。
そ
れ
は
、そ
う
聞
こ
え
る
よ
う
な
仕
掛
け
と
工
夫
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
能
管
は
、
製
作
時
に
調
律
が
な
さ
れ
ず
、
か
つ
、
管
の
中
に
「
喉
」
と

い
う
特
殊
な
機
構
が
仕
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
音
高
が
不
安
定
に
な
る
。
奏
者
も

ピ
ッ
チ
よ
り
も
息
の
勢
い
と
色
合
い
に
こ
だ
わ
り
、そ
れ
が
個
々
の
奏
者
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
る
。 

能
の
上
演
に
お
け
る
笛
の
役
割
は
、
主
に
二
つ
あ
る
。
立
方
ま
た
は
地
謡
が

謡
っ
て
い
る
際
に
謡
に
か
ぶ
せ
て
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
奏
で
る
こ
と
と
、立
方

の
舞
や
所
作
を
謡
抜
き
で
囃
す
際
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
主
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
羽
衣
〉
で
言
え
ば
、
上
歌
、
下
歌
、
ク
リ
、
サ
シ
、
ク
セ
な
ど
謡
が
主
導
す
る

小
段
で
断
続
的
に
吹
く
の
が
前
者
、
序
ノ
舞
と
破
ノ
舞
の
二
つ
の
舞
、
お
よ
び
登

退
場
の
際
な
ど
に
奏
で
る
の
が
後
者
で
あ
る
。
後
者（
囃
子
事
と
称
さ
れ
る
）は
、

打
楽
器
の
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
拍
節
感
を
前
面
に
出
す
感
じ
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、笛
の
聴
か
せ
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
装
飾
的
な
目
的
で
敢
え
て
拍
に

当
て
ず
に
ズ
ラ
し
て
吹
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、基
本
的
に
は
個
々
の
音
と
拍

と
は
密
着
し
て
お
り
、
旋
律
と
し
て
の
固
定
度
が
や
や
強
い
（
序
ノ
舞
は
、
ほ
ぼ

す
べ
て
の
フ
レ
ー
ズ
が
二
拍
な
い
し
二
拍
半
か
ら
吹
き
出
す
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
を
例
え
ば
三
拍
目
か
ら
、
あ
る
い
は
四
拍
目
か
ら
に
変
え
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
）。 

他
方
の
謡
の
伴
奏
に
お
い
て
は
、笛
は
拍
節
感
の
な
い
旋
律
を
フ
リ
ー
リ
ズ
ム

で
奏
で
る
（
謡
も
笛
も
と
も
に
フ
リ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
場
合
と
、謡
は
拍
節
的
だ

が
笛
は
拍
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
に
吹
き
流
す
場
合
の
、両
様
が
あ
る
）。
む
ろ
ん
、

フ
リ
ー
と
言
っ
て
も
、ど
の
よ
う
に
で
も
好
き
に
吹
い
て
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
〈
羽
衣
〉
で
は
、
前
半
の
上
歌
の
「
千
鳥
鷗
の
沖
つ
波
、
行
く
か

帰
る
か
春
風
の
、
空
に
吹
く
ま
で
懐
か
し
や
、
空
に
吹
く
ま
で
懐
か
し
や
」
の
謡

の
と
こ
ろ
で
、笛
は
「
中
高
音
（
な
か
の
た
か
ね
）」
と
「
六
ノ
下
（
ろ
く
の
げ
）」

と
い
う
旋
律
型
を
続
け
て
吹
く
。
こ
の
と
き
、奏
者
は
地
謡
が
「
千
鳥
…
」
と
謡

い
出
す
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
吹
き
出
し
、「
…
懐
か
し
や
」
と
謡
い
お
さ
め
る
の
と

同
時
に
吹
き
終
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
外
枠
を
崩
し
て
は
な
ら
な
い
が
、経
過

を
ど
の
よ
う
に
吹
く
か
は
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い（
謡
の
ひ
と
ま
と
ま
り

と
笛
の
旋
律
の
そ
れ
と
が
お
お
よ
そ
対
応
し
て
い
る
こ
と
―
―「
千
鳥
鷗
の
沖
つ

波
」
に
対
し
て
「
ヒ
ヒ
ョ
ル
リ
」、「
行
く
か
帰
る
か
春
風
の
」
に
「
ヒ
ヒ
ョ
イ

■

二
―
四
、
笛
は
何
を
し
て
い
る
か
■

玉
村　

恭
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ヤ
」
―
―
が
望
ま
し
い
、
と
い
っ
た
程
度
の
目
安
は
あ
る
よ
う
だ
）。
こ
の
よ
う

な
演
奏
ス
タ
イ
ル
を
「
ア
シ
ラ
イ
吹
き
」
と
称
す
る
。 

ア
シ
ラ
イ
吹
き
の
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
雰
囲
気
を
彩
る
こ
と
で
あ

る
。
謡
の
旋
律
が
高
音
域
に
上
が
る
と
笛
も
高
い
音
を
鳴
ら
し
、謡
が
低
い
と
こ

ろ
で
は
笛
も
低
い
。
上
記
の
〈
羽
衣
〉
上
歌
の
例
で
言
え
ば
、「
千
鳥
鷗
の
」
と

謡
が
高
音
域
で
詠
唱
す
る
と
こ
ろ
で
は
高
音
域
の
「
中
高
音
」
が
ゆ
っ
た
り
と
吹

か
れ
、謡
が
「
空
に
吹
く
ま
で
懐
か
し
や
」
で
謡
い
お
さ
め
る
と
こ
ろ
で
は
笛
も

下
降
音
型
か
ら
成
る
「
六
ノ
下
」
を
段
落
感
を
込
め
て
吹
く
。
ま
た
、ク
リ
の
小

段
で
謡
が
音
を
細
か
く
揺
ら
す
旋
律
型
を
謡
う
（「
本
ユ
リ
」）
と
こ
ろ
で
は
、笛

も
同
じ
よ
う
に
音
を
揺
ら
す
旋
律
型
を
奏
で
る
（「
ユ
リ
」）。
場
面
の
雰
囲
気
に

沿
う
よ
う
に
、
旋
律
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
雰
囲
気
に
相
応
す
る
と
言
っ
て
も
、
情
景
描
写
を
行
う
わ
け
で
は
な

い
。
筆
者
の
あ
る
知
人
は
、上
歌
の
「
中
高
音
」
を
聴
い
て
「
鷗
の
鳴
き
声
の
よ

う
に
聞
こ
え
ま
す
」と
言
っ
た
。
確
か
に
そ
う
思
っ
て
聞
く
と
そ
の
よ
う
に
も
聞

こ
え
る
の
だ
が
（
そ
う
聞
く
こ
と
を
禁
止
す
る
い
わ
れ
は
な
い
）、
そ
れ
を
意
図

し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。ア
シ
ラ
イ
吹
き
は
あ
く
ま
で
場
面
を
彩
る
も

の
な
の
で
、
極
端
な
話
、
吹
か
れ
な
く
て
も
劇
の
進
行
に
支
障
は
な
い
。
実
際
、

ア
シ
ラ
イ
吹
き
が
な
さ
れ
る
際
、
演
奏
者
も
、
笛
方
以
外
は
笛
の
旋
律
を
と
り
た

て
て
意
識
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
名
手
の
手
に
か
か
る
と
、
笛
の
吹
き
よ
う
で

場
面
の
雰
囲
気
が
一
変
す
る
、
ひ
い
て
は
、
笛
が
一
曲
全
体
の
印
象
を
左
右
す

る
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
ア
シ
ラ
イ
吹
き
こ
そ
笛
の
真
骨

頂
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

旋
律
そ
の
も
の
の
作
り
に
つ
い
て
言
う
と
、あ
る
短
い
フ
レ
ー
ズ
を
単
位
と
し

て
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
り
、
フ
レ
ー
ズ
同
士
を
つ
な
げ
た
り
す
る
こ
と
で
、
一

定
の
長
さ
の
ま
と
ま
り
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
手
法
な
い
し
発
想
で
、笛
の
旋

律
型
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、他
の
楽
器
に
お
い
て
も
共
通
し
て
み
ら
れ

る
、能
の
音
楽
の
ベ
ー
ス
を
な
す
基
本
的
な
発
想
で
あ
る
。
例
え
ば
〈
羽
衣
〉
で

天
女
の
舞
の
伴
奏
に
用
い
ら
れ
る
序
ノ
舞
は
、通
し
て
演
奏
す
る
と
十
分
あ
ま
り

を
要
す
る
、
比
較
的
長
い
楽
曲
で
あ
る
が
、
基
本
的
な
つ
く
り
は
、
四
ク
サ
リ
の

基
本
旋
律
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

そ
の
基
本
旋
律
は
、
様
々
な
曲
の
様
々
な
場
面
で
、
性
格
を
違
え
て
用
い
ら
れ

る
。〈
羽
衣
〉
で
序
ノ
舞
の
後
に
来
る
破
ノ
舞
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
後
に
控

え
、
短
く
、
か
つ
軽
快
な
調
子
で
舞
わ
れ
る
舞
で
、
序
ノ
舞
と
は
曲
中
の
機
能
も

雰
囲
気
も
大
き
く
異
な
る
が
、序
ノ
舞
と
同
じ
四
ク
サ
リ
の
基
本
旋
律
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、〈
安
宅
〉
で
舞
わ
れ
る
男
舞
は
弁
慶
が
酒
宴
で

舞
う
豪
壮
な
舞
、〈
道
成
寺
〉
の
急
ノ
舞
は
狂
乱
し
た
白
拍
子
が
怨
念
と
と
も
に

舞
う
舞
だ
が
、〈
羽
衣
〉
の
天
女
の
舞
と
同
じ
旋
律
パ
タ
ー
ン
で
で
き
て
い
る
（
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
区
切
り
を
つ
け
る
た
め
の
旋
律
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
に
し
か
な

い
特
殊
な
旋
律
が
入
る
こ
と
は
あ
る
）。

ア
シ
ラ
イ
吹
き
で
吹
か
れ
る
旋
律
も
、根
に
あ
る
発
想
は
同
じ
で
あ
る
。
先
ほ

ど
か
ら
何
度
も
言
及
し
て
い
る
「
中
高
音
」
は
、「
ヒ
ヒ
ョ
ル
リ
」「
ヒ
ヒ
ョ
イ

ヤ
」と
い
う
二
つ
の
短
い
旋
律
の
組
み
合
わ
せ
で
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
繰

り
返
し
で
は
な
い
が
、
同
じ
旋
律
素
材
が
別
の
旋
律
型
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
、〈
羽
衣
〉
ク
セ
の
後
半
シ
テ
謡
の
後
で
吹
か
れ
る
「
高
音
（
た
か
ね
）
三
ク

サ
リ
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、「
オ
ヒ
ャ
ラ
」「
オ
ヒ
ャ
ロ
イ
」「
ヒ
ヒ
ョ
ル
リ
」

の
三
ク
サ
リ
の
旋
律
か
ら
成
る
が
、
最
後
の
部
分
が
「
中
高
音
」
と
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
、〈
羽
衣
〉
冒
頭
で
奏
さ
れ
る
「
一
声
」
で
は
、
出
の
段
で
「
中
高
音
」

が
そ
の
ま
ま
吹
か
れ
る
（
そ
の
後
に
は
、「
六
ノ
下
」
が
こ
れ
も
そ
の
ま
ま
吹
か

れ
る
）。

同
じ
旋
律
型
が
ま
っ
た
く
異
な
る
場
面
で
も
演
奏
さ
れ
得
る
、と
い
う
の
も
同

じ
で
あ
る
。「
中
高
音
」
は
〈
羽
衣
〉
前
半
の
上
歌
だ
け
で
な
く
、
同
曲
後
半
、

ク
セ
の
場
面
で
も
吹
か
れ
る
（「
月
清
見
潟
富
士
の
雪
」
と
謡
わ
れ
る
部
分
）。
前

者
は
遠
い
故
郷
（
天
上
の
世
界
）
を
思
っ
て
嘆
く
場
面
、後
者
は
羽
衣
を
返
し
て

も
ら
え
た
喜
び
の
中
で
舞
う
場
面
で
あ
り
、
性
格
が
全
く
異
な
る
。
一
聴
し
て
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「
同
じ
」
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
思
う
が
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

能
の
音
楽
に
限
ら
な
い
こ
と
だ
が
、旋
律
そ
れ
自
体
は
悲
し
く
も
嬉
し
く
も
な
い

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
あ
り
、置
か
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
次
第
で
聞
こ
え
が
変

わ
る
の
だ
（
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
演
奏
者
の
工
夫
の
入
る
余
地
が
あ
る
）。

笛
の
旋
律
は
「
唱
歌
（
し
ょ
う
が
）」
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
擬
態
語
に
置
き
換

え
ら
れ
、
伝
承
さ
れ
る
。
文
字
に
し
て
記
譜
す
る
こ
と
も
可
能
だ
し
、
実
際
に
さ

れ
て
き
た
。
本
書
の
記
述
も
、奏
者
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
記
譜
法
を
援
用
し

て
い
る
。
し
か
し
、
唱
歌
が
体
系
と
し
て
は
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、
実
際
の
演
奏
に
あ
た
っ
て
は
、
記
譜
か
ら
は
み
出
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、「
差
し
指
」
と
呼
ば
れ
る
、
指
を
細
か
く
動
か
し
て
装
飾
を
加
え

る
奏
法
が
代
表
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
指
を
動
か
し
、ど
ん
な
装
飾
を
加
え
る
か

は
、
個
人
の
創
意
に
任
さ
れ
て
お
り
、
体
系
的
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う

だ
（
た
だ
、装
飾
の
入
れ
方
に
流
派
や
芸
の
系
統
の
特
色
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
あ
る
）。

指
に
関
し
て
言
う
と
、運
指
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
現
象
が
見
ら
れ
る
。
同
じ

唱
歌
で
も
、
人
に
よ
っ
て
指
使
い
が
違
っ
て
い
た
り
、
同
じ
人
で
も
時
に
よ
っ
て

運
指
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
。
流
派
に
よ
っ
て
、
運
指
を
書
き
記
し
た
「
指
付

（
ゆ
び
つ
け
）」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、指
使
い
を
書
い
て
記
録
す

る
と
い
う
習
慣
は
、他
の
楽
器
の
記
譜
と
比
べ
て
歴
史
が
浅
い
。
書
か
れ
て
い
る

場
合
で
も
、
そ
の
拘
束
力
は
あ
ま
り
強
く
な
く
、
プ
ロ
の
演
奏
者
が
「
指
付
」
に

書
い
て
あ
る
の
と
違
う
運
指
で
演
奏
す
る
と
い
う
の
は
、実
際
の
舞
台
で
は
よ
く

目
に
す
る
光
景
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、能
の
笛
は
旋
律
そ
れ
自
体
の
固
定
度
が
あ
ま
り
高
く
な
い
。
唱
歌

は
旋
律
を
擬
音
語
で
表
す
も
の
だ
が
、同
じ
旋
律
で
も
あ
て
ら
れ
る
カ
ナ
が
時
代

に
よ
っ
て
違
い
、古
い
唱
歌
の
譜
を
見
て
ど
れ
が
ど
の
旋
律
線
か
判
断
に
迷
う
と

い
う
事
態
に
陥
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
同
じ
」
と
判
断
さ
れ
る
変
異
の
幅
が

広
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
能
の
音
楽
は
一
回
性
が
強
い
。

笛
は
上
演
の
間
ず
っ
と
吹
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
吹
か
ず
に

待
っ
て
い
る
時
間
の
方
が
長
い
。
覚
え
る
べ
き
旋
律
型
の
数
も
、大
小
鼓
な
ど
に

比
べ
る
と
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、能
の
上
演
の
中
で
笛
の
果
た
す
役
割
が
重
く
な
い
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
笛
の
入
ら
な
い
能
は
な
い
し
、ほ
ぼ
す
べ
て
の
能
が
笛
で
始
ま
り
笛
で
終

わ
る
。
笛
な
し
で
は
能
は
成
り
立
た
な
い
。 




