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第二部　囃子・謡・型

は
じ
め
に

謡
は
、劇
場
作
品
で
あ
る
物
語
を
旋
律
や
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
聞
き
手
に
伝
え
る

音
楽
で
あ
る
。と
く
に
能
の
音
楽
は
日
本
で
ほ
ぼ
初
め
て
の
本
格
的
な
劇
場
芸
術

で
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
の
芸
能
に
比
べ
て
も
、
広
い
空
間
で
大
人
数
の
観
客

へ
と
物
語
を
確
実
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
工
夫
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。

謡
の
旋
律
の
工
夫
の
ひ
と
つ
に
、七
五
調
で
記
さ
れ
た
詞
章
の
一
文
ご
と
の
ま

と
ま
り
を
上
ノ
句
と
下
ノ
句
の
旋
律
の
対
比
に
よ
っ
て
表
す
や
り
方
が
あ
る
。そ

う
し
た
旋
律
は
、中
世
芸
能
の
常
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

詞
章
を
聞
き
取
り
や
す
い
謡
の
旋
律
と
い
う
観
点
か
ら
、旋
律
パ
タ
ー
ン
を
紹
介

す
る
。

旋
律
パ
タ
ー
ン
の
原
則

七
五
調
の
詞
章
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
平
ノ
リ
と
い
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
リ

ズ
ム
の
部
分
を
取
り
あ
げ
、
類
型
的
な
旋
律
の
動
き
方
、
つ
ま
り
旋
律
パ
タ
ー
ン

を
み
て
い
く
。
例
外
も
あ
る
た
め
、
原
則
の
み
を
紹
介
す
る
。

謡
の
旋
律
は
七
五
調
の
一
句
を
単
位
と
し
て
、
一
つ
の
旋
律
の
単
位
を
作
る
。

一
句
の
旋
律
は
七
文
字
の
上
ノ
句
と
五
文
字
の
下
ノ
句
の
う
ち
、上
ノ
句
の
旋
律

の
方
が
下
ノ
句
の
そ
れ
よ
り
も
強
調
さ
れ
る
の
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

【
旋
律
パ
タ
ー
ン
1
、
2
】

《
羽
衣
》
の
﹇
ク
セ
﹈

か
ら
例
に
挙
げ
る
。
旋

律
パ
タ
ー
ン
1
「
上
ノ

句
が
相
対
的
に
高
い

（
上
中
旋
律
）」
は
、
上

ノ
句
の
旋
律
が
上
音
を

中
心
と
す
る
の
に
対

し
、
下
ノ
句
で
は
中
音

に
終
始
す
る
。
旋
律
パ

タ
ー
ン
2
「
上
ノ
句
の

後
半
で
音
高
の
ピ
ー
ク

（
上
中
旋
律
）」
は
、
上

ノ
句
で
旋
律
は
上
行

し
、
音
高
の
ピ
ー
ク
を

迎
え
た
あ
と
、
下
ノ
句

で
下
行
、
な
い
し
は
下

ノ
句
は
よ
り
低
い
音
域

で
終
始
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

■

二
―
五
、
謡
の
旋
律
と
は
？
■

丹
羽　

幸
江
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謡
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
は
、基
本
的
に
ど
の
音
域
に
あ
っ
て
も
上
ノ
句
と
下
ノ
句

と
の
音
高
の
関
係
が
こ
れ
ら
二
つ
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

上
ノ
句
の
旋
律
は
下
ノ
句
の
そ
れ
よ
り
も
音
域
が
高
く
、旋
律
の
動
き
が
多
い
た

め
、
強
調
さ
れ
、
目
立
つ
。
下
ノ
句
は
低
い
音
域
で
音
の
動
き
も
少
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
が
複
数
句
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、決

ま
っ
た
抑
揚
が
生
ま
れ
、
い
ま
現
在
、
半
句
の
ど
ち
ら
が
謡
わ
れ
て
い
る
か
を
容

易
に
把
握
で
き
る
。
詞
章
は
漢
語
を
取
り
混
ぜ
、和
歌
を
引
用
す
る
な
ど
聞
き
取

り
が
容
易
で
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、こ
う
し
た
旋
律
パ
タ
ー
ン
の
抑
揚
が
文
言

の
聴
取
の
導
き
手
と
も
な
る
。

音
域
に
よ
る
表
現
の
違
い

謡
で
は
、
骨
格
と
な
る
上
音
・
中
音
・
下
音
（
さ
ら
に
ツ
ヨ
吟
で
は
こ
れ
に
下

ノ
中
音
が
加
わ
る
）の
三
つ
の
音
を
中
心
と
し
て
音
域
を
形
成
す
る
。
図
1
の
よ

う
に
真
ん
中
の
音
で
あ
る
中
音
よ
り
も
高
い
音
域
（
上
中
音
域
）
と
、中
音
よ
り

も
低
い
音
域
（
中
下
音
域
）
に
分
け
ら
れ
る
。
上
音
と
中
音
、そ
し
て
中
音
と
下

音
の
音
程
は
完
全
四
度
で
あ
る

た
め
、中
音
を
境
と
し
て
完
全
四

度
の
音
程
幅
が
そ
れ
ぞ
れ
の
音

域
の
幅
と
な
る
。さ
ら
に
最
高
音

で
あ
る
ク
リ
音
を
ク
リ
音
域
と

分
け
る
考
え
方
も
あ
る
。こ
れ
は

上
音
と
ク
リ
音
の
音
程
幅
が
歴

史
的
に
は
完
全
四
度
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
音
域

に
属
す
る
旋
律
を
、
高
い
順
に

「
ク
リ
旋
律
」「
上
旋
律
」「
上
中

旋
律
」
な
ど
呼
ぶ
（
横
道
萬
里
雄
『
能
劇
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、

九
二
頁
に
よ
る
）。
順
に
見
て
い
こ
う
。
な
お
旋
律
パ
タ
ー
ン
1
、
2
で
取
り
あ

げ
た
例
は
、
上
中
旋
律
の
そ
れ
で
あ
る
た
め
省
く
。

【
旋
律
パ
タ
ー
ン
3　

ク
リ
旋
律
】

ク
リ
音
は
ツ
ヨ
吟
・
ヨ
ワ
吟
と
も
に
、
謡
の
音
組
織
の
な
か
で
最
も
音
高
が
高

い
。
詞
章
と
の
関
係
で
見
る
と
、ク
リ
音
は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
に
付
け
ら

れ
、歌
詞
を
強
調
す
る
働
き
を
持
つ
。
旋
律
的
に
は
ほ
と
ん
ど
の
句
で
ク
リ
音
は

上
ノ
句
に
あ
る
。「
聞
く
も
妙
な
り
、
東
歌
」
で
は
二
度
に
わ
た
っ
て
上
ノ
句
に

ク
リ
音
が
あ
り
、こ
の
シ
ー
ン
で
は
雅
楽
の
《
東
遊
》
の
伝
説
の
も
と
と
な
っ
た

天
女
の
舞
の
音
楽
が
、「
聞
く
も

妙
な
り
」と
い
う
こ
の
世
な
ら
ぬ

比
類
の
な
さ
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
。ほ
と
ん
ど
の
ク
リ
旋
律

は
こ
の
よ
う
に
上
ノ
句
の
音
の

動
き
が
目
立
つ
旋
律
パ
タ
ー
ン

で
あ
る
。

【
旋
律
パ
タ
ー
ン
4　

上
旋
律
】

上
旋
律
は
上
音
を
中
心
と
し

て
、中
音
ま
で
下
が
ら
な
い
で
上

音
の
周
辺
に
終
始
す
る
旋
律
で

あ
る
。ス
ク
イ
落
と
し
や
中
落
と

し
と
い
っ
た
旋
律
が
該
当
す
る
。

こ
こ
で
は
ス
ク
イ
落
と
し
を
例

に
あ
げ
た
。上
ノ
句
と
下
ノ
句
と

で
音
域
の
変
化
は
な
い
が
、上
ノ
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句
の
方
が
目
立
つ
旋
律
が
付
け
ら
れ
る
。
上
旋
律
で
は
、こ
の
よ
う
に
上
ノ
句
の

旋
律
が
強
調
さ
れ
る
旋
律
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。

【
旋
律
パ
タ
ー
ン
5　

中
下
旋
律
】

「
長
閑
な
る
浦
の
、
有
様
。」
で
示
し
た
よ
う
に
、
上
ノ
句
と
下
ノ
句
の
境
目
で

中
音
か
ら
下
音
へ
と
下
が
り
、下
ノ
句
は
下
音
に
終
始
す
る
。
中
下
旋
律
で
は
基

本
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
2
と
同
様
、上
ノ
句
の
方
が
相
対
的
に
音
域
が
高
い
こ
と
が

多
い
。

例
外
的
な
旋
律

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
旋
律
が
上
記
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で

は
な
く
、
例
外
も
多
い
。

【
例
外
的
旋
律
1　

終
結
部
】

例
外
の
一
部
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず

一
曲
の
終
結
部
の
旋
律
が
そ
う
で
あ

る
。《
羽
衣
》
キ
リ
の
最
後
の
句
「
霞

に
紛
れ
て
、
失
せ
に
け
り
。」
と
い
う

二
句
（
平
ノ
リ
で
は
な
く
、
一
句
八

文
字
を
原
則
と
す
る
大
ノ
リ
の
た

め
、
二
句
に
な
る
）
の
「
失
せ
に
け

り
」
は
、「
け
り
」
と
い
う
最
後
の
二

文
字
で
「
ハ
ル
」
つ
ま
り
上
音
へ
と

上
行
す
る
。

一
句
の
最
後
に
向
け
て
旋
律
が
上

行
す
る
の
は
、
リ
ズ
ム
型
に
関
わ
り

な
く
一
曲
の
終
結
部
付
近
で
多
く
見
ら
れ
る
。大
ノ
リ
や
中
ノ
リ
地
で
は
一
曲
の

終
結
句
に
多
い
。
大
ノ
リ
で
は
《
老
松
》《
当
麻
》《
小
袖
曽
我
》
な
ど
、中
ノ
リ

地
で
は
《
屋
島
》《
箙
》《
善
知
鳥
》
な
ど
数
多
い
。
平
ノ
リ
の
場
合
で
は
一
曲
の

終
結
句
の
一
〜
二
句
前
に
多
い
。（《
桜
川
》《
百
万
》《
源
氏
供
養
》
な
ど
）
こ
れ

ら
は
一
曲
全
体
の
構
成
原
理
と
い
う
別
の
要
請
か
ら
、句
の
終
わ
り
に
上
行
す
る

と
い
う
異
な
っ
た
旋
律
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
例
外
的
旋
律
2　

ク
セ
前
半
】

も
う
ひ
と
つ
の
例
外
が
ク
セ
の
前
半
で
あ
る
。ク
セ
の
冒
頭
か
ら
数
句
の
あ
い

だ
は
、
中
下
音
域
で
中
音
と
下
音
の
あ
い
だ
を
往
き
来
す
る
旋
律
と
な
る
が
、
こ

の
場
合
は
、
上
ノ
句
で
中
音
か
ら
下
音
へ
と
下
が
り
、
下
ノ
句
で
も
同
様
の
動
き

を
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。ま
た
譜
例
の
よ
う
に
上
ノ
句
の
み
下
音
に

下
が
り
、
下
ノ
句
は
中
音
に
終
始
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
た
め
、
上
ノ
句
の
方
が
音
域
が
高
い
と
い
う
基
本
の
旋

律
パ
タ
ー
ン
と
は
異
な
る
動
き
の
旋
律
に
な
る
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
段
階
に
は
な
い
が
、

観
阿
弥
が
摂
取
し
た
と
い
う
曲
舞
と
い
う
芸
能
の
旋
律
の

特
性
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
中

下
音
域
に
お
い
て
、
下
音
と
い
う
音
名
が
発
見
さ
れ
た
の

は
江
戸
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
た
め
（
高
橋
葉
子
「
江

戸
中
期
に
お
け
る
謡
曲
音
階
論
の
形
成
│
岩
井
直
恒
の
十

段 
音
法
を
考
察
す
る
」
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音

楽
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
『
日
本
伝
統
音
楽
研
究
』
第

一
三
号
、
二
〇
一
六
年
、 

一
五
〇

－

一
六
四
頁
）、
中
下
音

域
の
自
由
度
の
高
い
旋
律
が
ク
セ
の
前
半
に
残
さ
れ
て
い

る
可
能
性
を
予
測
し
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ

る
。
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ま
と
め

謡
で
は
、詞
章
の
上
ノ
句
と
下
ノ
句
に
分
割
さ
れ
る
七
五
調
の
詩
型
と
連
動
す

る
旋
律
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
上
ノ
句
の
方
が
音
の
動
き
が
多
く
、音

域
も
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。こ
れ
は
平
ノ
リ
の
箇
所
で
は
す
べ
て
の
音
域
に

共
通
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
旋
律
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
旋
律

パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
い
ま
謡
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
句
の
前
半
な
の
か
後
半
な

の
か
が
瞬
時
に
耳
で
判
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、詞
章
が
一
句
単
位
の
ま

と
ま
り
で
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
劇
場
音
楽
と
し
て
の
能
が
、言
葉

を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
に
工
夫
し
た
の
が
こ
れ
ら
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

一
句
の
う
ち
の
上
ノ
句
と
下
ノ
句
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
よ
う
と
い
う
の
は

謡
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
囃
子
で
も
、上
ノ
句
を
主
に
担
当
す
る
の
は
大
鼓

で
あ
り
、下
ノ
句
で
の
打
音
が
多
い
の
は
小
鼓
で
あ
る
。
担
当
楽
器
が
変
わ
る
こ

と
で
、
上
ノ
句
と
下
ノ
句
の
違
い
を
音
楽
的
に
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。と

こ
ろ
で
、こ
う
し
た
上
ノ
句
と
下
ノ
句
か
ら
な
る
一
句
の
旋
律
パ
タ
ー
ン
の

原
則
は
、
平
ノ
リ
以
外
の
リ
ズ
ム
、
と
く
に
大
ノ
リ
で
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
大
ノ
リ
は
一
句
八
文
字
と
い
う
上
ノ
句
、下
ノ
句
に
明
確

に
分
割
さ
れ
る
詩
型
を
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。言
葉
を
伝
え
る
こ
と
に
工
夫

を
尽
く
し
た
謡
で
あ
る
が
、
大
ノ
リ
の
部
分
は
言
葉
の
伝
達
よ
り
も
リ
ズ
ム
感

や
、あ
る
い
は
《
羽
衣
》
の
よ
う
に
天
女
が
空
中
を
浮
遊
す
る
雰
囲
気
と
い
っ
た

音
楽
性
を
優
先
し
た
部
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。


