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第二部　囃子・謡・型

二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
五
日
、
京
都
観
世
会
館
に
て
上
演
さ
れ
た
能
〈
羽
衣
〉。
そ

の
出
演
者
で
あ
る
ワ
キ
方
有
松
遼
一
氏
と
共
に
、
羽
衣
の
ワ
キ
型
付
を
読
み
な
が
ら
、
型

付
の
意
味
や
有
松
氏
の
お
考
え
な
ど
を
う
か
が
っ
た
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
、
二
〇
二
〇
年

六
月
三
日
）。

先
ず
は
、
今
回
参
照
し
た
ワ
キ
型
付
を
以
下
に
明
記
す
る
。
そ
の
後
、
棒
線
部
分
に
つ

い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
有
松
氏
の
言
葉
を
綴
っ
て
い
る
。

羽
衣　

太
夫
舞
過
扇
落
す
事
有　

此
時
ハ
脇
留
ト
知
べ
し

一
、
松
作
り
物
初
ニ
出
ル　

長
絹
カ
ケ
テ

ワ
キ
男
三
人　

放
髪　

大
口　

段
ノ
シ
メ　

水
衣　

肩
ト
ル　

尉
扇
腰
ニ
サ
ス

但
シ
矢
ヲ
サ
ス
ヤ
ウ
ニ　

釣
棹
カ
タ
ケ
持　

三
人
ト
モ
ニ　

一
セ
イ
越
テ
出

常
如
ク
立
向
一
セ
イ
諷　
「
波
路
哉
」
ユ
リ
ノ
内
ニ
マ
ワ
リ　

正
面
向
内
ニ
釣
竿

肩
ヨ
リ
ヲ
ロ
シ　

両
手
ニ
持　

但
シ
左
少
上
テ　

諷
ツ
レ
下
ニ
居
ル　
「
万
里
ノ

高
山
」ト
ワ
キ
マ
ワ
ル
内
ニ
又
棹
ヲ
カ
タ
ケ
ツ
レ
ト
立
向　

道
行
常
ノ
コ
ト
ク
半

着
也　
「
釣
人
多
き
小
船
」
ト
ツ
レ
ト
行
違　

太
鼓
ノ
前
ヘ
行　

竿
捨
扇
持　

ツ

レ
ハ
脇
座
下
ニ
居　

竿
ヲ
ロ
シ　

扇
持
居
ル　

ワ
キ
名
乗
座
ヘ
出　

正
面
向「
我

三
保
」
と
咏　
「
是
成
松
」
ト
見
ル　
「
う
つ
く
し
き
衣
」
ト
二
三
足
出
ヨ
リ
見
ル

「
い
か
様
取
て
帰
り
」
ト
寄
り　

衣
ヲ
両
手
ニ
ノ
セ
し
さ
り
て
諷　
「
な
さ
は
や
」

ト
脇
座
ヘ
行　

太
夫
呼
カ
ケ
問
答　
「
天
の
羽
衣
取
か
く
し
」
ト
左
足
フ
ミ
出
シ

正
面
ヘ
ム
キ
少
出
ル　
「
上
ら
ん
」ト
太
夫
へ
向　

地
ノ
内
ハ
ナ
ス　
「
そ
ら
に
吹

ま
て
」
ト
向
ヒ
問
答　
「
あ
ら
恥
か
し
や
さ
ら
ハ
」
ト
ズ
ラ
／
＼
／
＼
ト
衣
ヲ
持
行

「
あ
た
ふ
れ
ハ
」
ト
渡
シ
脇
座
ヘ
帰
り
座
ス
也　

太
夫
衣
ヲ
ト
リ
直
ニ
ウ
タ
ハ
ヾ

立
テ
居　

問
答
地
ヘ
ト
ル
ト
下
ニ
座
ス　

下
カ
ヽ
リ
ハ
大
方
衣
ヲ
ト
リ
物
着
過

テ
「
乙
女
ハ
」
と
謡
出
ス
其
時
向
ヒ
謡
也　

一
、
着
流
し
腰
蓑
斗
ニ
テ
す
る
替
装
束
有　

（「
高
安
流
秘
伝
書
」
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
所
蔵
（
能
研
〔
六
〕（
伝
書
・
型
付
・
頭
付
之
部
）
よ
り
）

漁
夫
の
登
場
（【
一
声
】〔
一
セ
イ
〕〔
サ
シ
〕〔
下
歌
〕〔
上
歌
〕）

一
、
松
作
り
物
初
ニ
出
ル　

長
絹
カ
ケ
テ

ワ
キ
男
三
人　

放
髪　

大
口　

段
ノ
シ
メ　

水
衣　

肩
ト
ル　

尉
扇
腰
ニ
サ
ス

但
シ
矢
ヲ
サ
ス
ヤ
ウ
ニ　

釣
棹
カ
タ
ケ
持　

三
人
ト
モ
ニ　

一
セ
イ
越
テ
出

こ
こ
ま
で
が
、
作
り
物
や
装
束
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
、
舞
台
の
冒
頭
を
担
う

ワ
キ
方
と
か
囃
子
方
は
、
こ
の
辺
り
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
も
の
す
ご
く

大
事
で
す
。
例
え
ば
作
り
物
が
ど
こ
で
出
る
の
か
は
、認
識
が
ず
れ
て
い
る
と
早

く
も
事
故
の
も
と
。
初
っ
端
か
ら
舞
台
を
台
無
し
に
し
ま
す
。
一
セ
イ
の
途
中

だ
っ
た
か
、
名
乗
り
笛
の
前
だ
っ
た
か
と
か
。
型
付
に
お
い
て
、
装
束
や
作
り
物

に
関
す
る
こ
と
が
最
初
に
書
い
て
い
る
の
は
、
な
ん
で
も
な
い
こ
と
、「
誰
で
も

■

二
―
八
、
能
〈
羽
衣
〉
の
ワ
キ
、
有
松
遼
一
氏
に
聞
く
■
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二－八、能〈羽衣〉のワキ、有松遼一氏に聞く

知
っ
て
い
る
」
こ
と
っ
て
思
わ
れ
が
ち
で
す
け
れ
ど
、書
か
れ
て
い
る
こ
と
自
体

が
、
と
て
も
重
要
な
示
唆
だ
と
思
う
ん
で
す
。

「
長
絹
カ
ケ
テ
」
は
、作
り
物
に
羽
衣
が
掛
か
っ
て
出
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

主
に
下
掛
の
や
り
方
で
、
観
世
流
の
場
合
は
改
め
て
後
見
が
松
に
衣
を
掛
け
ま

す
。「
ワ
キ
男
三
人
」
つ
ま
り
、
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
二
人
が
出
て
き
ま
す
。「
放

髪
」
は
、
冠
も
帽
子
も
な
い
た
だ
の
頭
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代
な
ら
丁
髷
で
し
ょ

う
。「
段
ノ
シ
メ
」
と
い
う
段
々
の
模
様
が
あ
る
着
付
に
、
外
に
「
水
衣
」
を
着

ま
す
。
こ
れ
は
作
業
着
で
す
。「
肩
ト
ル
」
は
肩
上
げ
と
も
言
い
ま
す
。
袖
を
上

げ
て
作
業
を
し
や
す
く
す
る
体
を
と
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、ワ
キ
が

漁
師
で
、釣
り
を
し
て
い
る
作
業
中
で
あ
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
釣
竿
を
か
か
げ

て
入
っ
て
き
ま
す
。
扇
は
墨
絵
扇
、ワ
キ
は
尉
扇
で
ワ
キ
ツ
レ
は
一
般
的
な
若
松

な
ど
の
中
啓
が
多
い
で
す
。
男
扇
を
差
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
大
口
」
に
つ
い
て
、
小
書
の
な
い
時
は
大
口
と
い
う
袴
を
履
か
ず
、
着
流
し

で
出
た
ほ
う
が
い
い
と
谷
田
宗
二
朗
先
生
か
ら
習
い
ま
し
た
。
こ
の
型
付
に
も

「
着
流
し
腰
蓑
斗
ニ
テ
す
る
替
装
束
有
」
と
あ
り
ま
す
が
、
谷
田
先
生
は
「
漁
師

な
の
に
大
層
な
服
（
大
口
）
を
着
る
の
は
演
劇
的
に
『
ら
し
く
』
な
い
」
と
言
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
同
じ
認
識
で
す
。〈
羽
衣
〉
は
、
度
々
上
演
さ
れ
て
き

た
メ
ジ
ャ
ー
な
曲
で
す
。
和
合
と
か
彩
色
と
か
霞
留
と
か
、
上
等
な
小
書
が
で

き
、
式
能
や
奉
納
な
ど
で
曲
の
格
も
上
が
っ
て
、
そ
の
結
果
「
大
口
」
に
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
一
セ
イ
越
テ
出
」
で
す
が
、
う
ち
の
本
に
も
や
は
り
「
一
セ
イ
本
越
」
と
あ

り
ま
す
。
今
回
の
公
演
で
、河
村
大
先
生
と
大
倉
源
次
郎
先
生
に
お
願
い
し
て
実

現
し
ま
し
た
が
、ワ
キ
一
セ
イ
本
越
で
出
る
の
は
初
め
て
で
し
た
。
今
は
だ
い
た

い
越
シ
の
段
は
な
く
、
一
声
二
ノ
句
が
多
い
で
す
。

上
演
の
冒
頭
は
、
お
客
さ
ん
も
身
構
え
て
お
ら
れ
ま
す
。「
さ
ぁ
、
今
日
は
能

を
観
る
ぞ
！
」と
い
う
よ
う
な
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
心
に
寄
り
添
い

つ
つ
、
う
ま
く
中
世
の
世
界
に
持
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
お
囃
子
の
仕
事
で
あ

り
、
ワ
キ
の
仕
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
「
一
セ
イ
本
越
」
と
い
う
の

は
、
大
変
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

常
如
ク
立
向
一
セ
イ
諷　
「
波
路
哉
」
ユ
リ
ノ
内
ニ
マ
ワ
リ　

正
面
向
内
ニ
釣
竿

肩
ヨ
リ
ヲ
ロ
シ　

両
手
ニ
持　

但
シ
左
少
上
テ　

諷
ツ
レ
下
ニ
居
ル

ワ
キ
は
名
ノ
リ
を
す
る
と
き
、
肩
に
担
い
で
い
る
竿
を
顔
の
前
に
持
っ
て
き

て
、
左
手
を
少
し
上
げ
る
角
度
で
、
両
手
に
持
ち
ま
す
。
そ
の
ま
ま
「
こ
れ
は
三

保
の
松
原
に
、
伯
陵
と
申
す
漁
夫
に
て
候
」
と
名
乗
り
ま
す
。

「
諷
ツ
レ
下
ニ
居
ル
」
は
、
名
ノ
リ
の
間
ワ
キ
ツ
レ
は
下
居
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
が
、私
た
ち
は
ず
っ
と
立
っ
た
ま
ま
が
多
い
で
す
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
れ
は
三

保
の
松
原
に
、
伯
陵
と
申
す
漁
夫
に
て
候
」
と
二
句
分
し
か
な
い
で
す
し
、
そ
こ

で
座
っ
て
、
ま
た
立
つ
と
な
る
と
、
ち
ょ
っ
と
大
層
で
す
。
ず
っ
と
立
っ
た
ま
ま

の
方
が
逆
に
目
立
ち
ま
せ
ん
。
主
君
と
家
来
の
関
係
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
。
下
に

座
ら
せ
る
の
は
、ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
の
格
を
分
け
た
い
と
い
う
意
図
な
の
で
し
ょ

う
。

道
行
常
ノ
コ
ト
ク
半
着
也　
「
釣
人
多
き
小
船
」
ト
ツ
レ
ト
行
違

本
着
と
半
着
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
着
」
と
い
う
の
は
移
動
す
る
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
Ａ
地
点
か
ら
Ｂ
地
点
に
移
動
す
る
と
き
、
移
動
し
て
目
的
地
に
着

く
の
が
「
本
着
」。
目
的
地
に
ま
だ
着
い
て
な
い
の
が
「
半
着
」
で
す
。
例
え
ば

「
花
の
都
に
着
き
に
け
り
」
と
い
う
よ
う
な
文
句
の
時
は
本
着
で
す
。

〈
羽
衣
〉
で
は
、「
朝
風
に
」
の
中
の
打
切
で
正
面
向
い
て
出
て
、
そ
こ
で
ワ
キ

と
ワ
キ
ツ
レ
が
時
計
回
り
に
入
れ
替
わ
り
ま
す
。「
釣
人
多
き
小
船
か
な
」
で
位

置
が
入
れ
替
わ
っ
て
、
太
鼓
の
前
に
ぐ
る
っ
と
、
回
り
舞
台
の
よ
う
に
入
れ
替
わ

り
ま
す
。
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第二部　囃子・謡・型

太
鼓
ノ
前
ヘ
行　

竿
捨
扇
持　

ツ
レ
ハ
脇
座
下
ニ
居　

竿
ヲ
ロ
シ　

扇
持
居
ル

「
太
鼓
ノ
前
ヘ
行
」
と
あ
り
ま
す
が
、型
付
で
は
、後
見
座
に
行
く
こ
と
を
「
太

鼓
前
」
と
言
う
こ
と
が
結
構
あ
り
ま
す
。
昔
は
、太
鼓
の
前
に
置
い
て
い
た
の
を

後
見
の
人
が
拾
っ
て
い
た
の
か
、後
見
座
の
こ
と
を
太
鼓
前
と
言
っ
て
い
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
結
構
、
二
つ
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
用
例
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

天
女
の
登
場
（〔
問
答
〕〔
カ
カ
ル
（
掛
け
合
）〕〔
上
歌
〕〔
下
ノ
詠
〕〔
下
歌
〕〔
上
歌
〕）

ワ
キ
名
乗
座
ヘ
出　

正
面
向
「
我
三
保
」
と
咏　
「
是
成
松
」
ト
見
ル　
「
う
つ
く

し
き
衣
」
ト
二
三
足
出
ヨ
リ
見
ル　
「
い
か
様
取
て
帰
り
」
ト
寄
り　

衣
ヲ
両
手

ニ
ノ
セ
し
さ
り
て
諷　
「
な
さ
は
や
」
ト
脇
座
ヘ
行　

衣
を
見
つ
け
て
持
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
場
面
で
す
。「
虚
空
に
花
降
り
音
楽
聞

こ
え
」
で
、
左
か
ら
ち
ょ
っ
と
右
受
け
し
て
、
見
回
す
よ
う
な
動
き
を
、
今
は
大

抵
や
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
真
っ
直
ぐ
向
い
た
ま
ま
か
ら
「
是
成
松
ト
見
ル
」
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
先
に
置
い
て
あ
る
松
を
見
込
む
前
に
、「
あ
ぁ
、
な
ん
や
ろ

う
？
」
っ
て
い
う
風
に
見
回
す
。
良
い
匂
い
が
し
て
音
楽
が
聞
こ
え
て
き
て
、た

だ
な
ら
ぬ
心
地
や
な
ぁ
と
い
う
風
に
、「
虚
空
に
花
降
り
音
楽
聞
こ
え
」
と
右
に

体
を
向
け
る
の
で
す
。
そ
の
上
で
「
是
成
松
」
で
左
へ
戻
し
て
、正
先
に
置
い
て

あ
る
松
を
向
く
。
そ
う
す
る
と
「
見
ル
」
が
よ
く
効
く
の
で
す
。
そ
の
後
、「
う

つ
く
し
き
衣
」
で
衣
を
取
っ
て
、
小
さ
く
後
退
し
て
か
ら
、
脇
座
に
行
き
ま
す
。

「
な
さ
は
や
ト
脇
座
ヘ
行
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
流
儀
や
家
で
違

い
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、基
本
的
に
は
お
シ
テ
任
せ
で
す
。
い
つ
も
ど
う

や
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
シ
テ
の
方
に
う
か
が
い
た
い
の
で
す
が
。

　

  （
参
加
し
て
お
ら
れ
た
河
村
晴
久
氏
か
ら
の
回
答
：
そ
の
辺
の
謡
に
な
っ
た
ら
、
幕
を
上
げ
て
、

後
ろ
姿
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
で
、謡
い
終
わ
っ
た
ら
こ
っ
ち
向
い
て
く
だ
さ

る
、と
い
う
よ
う
な
感
じ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
。
だ
い
だ
い
こ
の
辺
や
ろ
う
な
ぁ
と
い
う
感
じ

で
し
ま
す
。
申
合
の
時
に
そ
の
辺
の
雰
囲
気
も
わ
か
り
ま
す
。
シ
テ
か
ら
見
て
い
る
と
、ワ
キ

は
「
な
う
、
そ
の
衣
は
」
と
い
う
時
は
、
だ
い
た
い
ま
だ
歩
い
て
お
ら
れ
ま
す
。「
何
し
に
召

さ
れ
候
ぞ
」
の
手
前
く
ら
い
で
、
こ
っ
ち
に
向
い
て
来
ら
れ
る
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
結
局
、

な
ん
と
な
く
呼
び
か
け
た
ら
振
り
向
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
け
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。）　

呼
び
か
け
ら
れ
て
、「
あ
れ
？
」
と
い
う
よ
う
な
演
技
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

本
当
に
上
手
な
方
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
、
何
も
考
え
ず
に
着
い
て
「
あ
れ
？
」

と
思
っ
て
振
り
向
く
だ
け
で
、
良
い
感
じ
に
な
り
ま
す
。
計
算
し
て
計
算
し
て
、

ち
ょ
っ
と
心
持
ち
し
て
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
よ
う
に
演
技
す
る
方
も

お
ら
れ
ま
す
し
、
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
能
舞
台
の
大
き
さ
と
か
、
野
外
か

ホ
ー
ル
か
で
も
全
然
違
い
ま
す
。
や
は
り
拍
子
合
わ
ず
の
謡
や
呼
び
掛
け
の
間

（
ま
）
を
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
方
が
相
手
だ

と
、そ
れ
だ
け
で
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
り
ま
す
。
あ
ん
ま
り
早
く
呼
び
か
け
ら
れ

る
と
、
脇
座
に
行
く
ま
で
の
動
き
、
運
び
の
都
合
が
あ
り
ま
す
し
、
遅
す
ぎ
て
も

間
抜
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
塩
梅
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
お
シ

テ
の
方
は
う
ま
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
る
な
あ
と
、い
つ
も
感
心

し
ま
す
。

太
夫
呼
カ
ケ
問
答　
「
天
の
羽
衣
取
か
く
し
」
ト
左
足
フ
ミ
出
シ
正
面
ヘ
ム
キ
少

出
ル　
「
上
ら
ん
」
ト
太
夫
へ
向　

最
初
、
羽
衣
を
横
に
持
っ
た
ま
ま
掛
け
合
い
を
し
て
い
ま
す
が
、「
天
の
羽
衣

取
か
く
し
」
で
半
分
に
折
っ
て
左
手
に
持
ち
腰
に
持
っ
て
き
て
、ぐ
る
っ
と
左
を
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向
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
脇
座
か
ら
常
座
の
方
、
つ
ま
り
、
お
客
さ
ん
に
背
を
向
け

て
対
話
し
て
い
た
の
を
、「
天
の
羽
衣
取
か
く
し
」
で
ぐ
る
っ
と
左
回
転
し
て
、

舞
台
の
正
面
の
方
を
見
ま
す
。
単
に
左
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、お

シ
テ
か
ら
見
る
と
、衣
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
自
分
の
右
半
身
で
衣

を
隠
す
。

能
っ
て
、
左
回
る
、
右
回
る
、
左
足
か
ら
出
す
、
腕
上
げ
る
と
か
教
え
ら
れ
る

だ
け
で
、
そ
の
意
味
は
あ
ま
り
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
こ
う
や
っ
て

た
だ
左
に
回
る
だ
け
で
す
け
れ
ど
、
衣
を
左
腰
に
つ
け
て
左
回
り
す
る
と
、
シ
テ

か
ら
「
こ
れ
は
俺
の
も
の
だ
」
と
言
っ
て
衣
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
、
上
品
に
こ
め
て
表
す
の
が
、
能
の
型
の
特
徴
で
す
。

ワ
キ
が
観
客
席
に
背
中
を
向
け
て
い
る
と
、自
然
と
正
面
を
向
い
て
い
る
人
の

顔
、
つ
ま
り
、
シ
テ
の
方
に
観
客
の
視
線
は
集
ま
り
ま
す
。
正
面
を
向
く
人
、
顔

を
見
せ
る
人
が
も
う
一
人
増
え
る
と
、お
客
さ
ん
の
視
線
は
そ
ち
ら
に
も
移
り
ま

す
。
ワ
キ
は
こ
こ
の
「
正
面
ヘ
ム
キ
」
で
、シ
テ
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
衣
を
持
っ

て
控
え
て
い
る
、つ
ま
り
衣
を
隠
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
表
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。

つ
づ
く
「
叶
ふ
ま
じ
と
て
立
ち
退
け
ば
」
で
、
一
足
前
に
出
ま
す
。
正
先
に

真
っ
直
ぐ
出
る
の
か
斜
め
に
出
る
の
か
は
先
生
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、ど
ち
ら

に
し
て
も
、
シ
テ
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
ま
す
。「
や
ー
だ
よ
」
っ
て
逃
げ
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
型
付
で
は
「
左
足
フ
ミ
出
シ
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
能
は
こ

の
「
一
足
出
る
」「
詰
め
る
」
と
い
う
わ
ず
か
な
型
に
、
深
遠
な
意
図
や
思
い
を

込
め
て
い
ま
す
。

地
ノ
内
ハ
ナ
ス　

「
ハ
ナ
ス
」（「
見
放
ス
」
と
も
）
は
、
シ
テ
の
方
と
か
正
先
に
向
い
て
い
る
の

を
、
脇
正
の
方
に
、
自
分
の
正
面
の
方
に
向
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
放
」
と
か

「
離
」
と
か
書
き
ま
す
が
、「
放
」
が
多
い
で
す
か
ね
。「
迦
陵
嚬
伽
の
な
れ
な
れ

し
」
の
打
切
の
と
こ
ろ
で
放
し
て
い
ま
す
。
打
切
と
い
う
の
は
、能
舞
台
に
今
ま

で
集
ま
っ
て
い
た
シ
テ
と
か
ワ
キ
と
か
の
気
が
、フ
ワ
ッ
と
抜
け
て
い
く
と
こ
ろ

で
す
。
文
章
が
句
点
で
段
落
分
け
さ
れ
る
よ
う
な
、仕
切
り
直
し
が
な
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の

間
を
狙
っ
て
ワ
キ
は
色
々
な
こ
と
を
し
ま

す
。上

歌
の
打
切
は
、「
見
放
ス
」
の
が
セ
オ
リ
ー
に
な
り
ま
す
。
こ
の
映
像
で
は

「
伯
陵
衣
を
返
さ
ね
ば
」
の
と
こ
ろ
で
シ
テ
の
方
を
向
い
て
い
ま
す
。〔
下
歌
〕
の

「
住
み
馴
れ
し
空
に
い
つ
し
か
行
く
雲
の
、
羨
ま
し
き
気
色
か
な
」
の
後
に
も
打

切
が
あ
る
の
で
す
が
、こ
こ
は
寂
し
い
感
じ
の
と
こ
ろ
な
の
で
動
き
に
く
い
の
で

す
。
次
の
「
迦
陵
嚬
伽
の
な
れ
な
れ
し
」
の
〔
上
歌
〕
の
打
切
の
方
が
、動
き
や

す
い
で
す
。
同
じ
打
切
で
も
、動
き
や
す
い
打
切
と
動
き
に
く
い
打
切
が
あ
り
ま

す
。型

付
に
は
「
地
ノ
内
ハ
ナ
ス
」
と
だ
け
あ
り
、文
句
が
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。
型
付
は
、
い
わ
ば
覚
書
で
、
本
当
に
大
事
な
と
こ
ろ
は
師
伝
で
、
口
伝

で
伝
わ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。「
地
ノ
内
ハ
ナ
ス
」
と
い
う
の
も
、「
具
体
的
に
ど

こ
で
外
し
た
ら
良
い
か
」
と
か
、「
ど
こ
で
左
回
っ
て
正
面
向
い
た
ら
良
い
か
」

と
い
う
大
事
な
と
こ
ろ
、ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
や
っ
た
ら
具
合
良
い
か
と
い
う
の

は
、
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
師
匠
の
教
え
や
お
相
手
の
シ
テ
の
呼
吸
、
自
分
の
経

験
か
ら
判
断
し
て
い
き
ま
す
。

「
そ
ら
に
吹
ま
て
」
ト
向
ヒ
問
答

シ
テ
が
、そ
ろ
そ
ろ
と
後
ろ
に
下
が
っ
て
シ
ヲ
リ
を
し
ま
す
。
そ
の
泣
い
て
い

る
姿
を
見
て
い
る
体
で
、シ
テ
の
方
を
向
け
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
い
た
い
お
客

さ
ん
は
シ
ヲ
リ
の
シ
テ
の
方
を
見
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
お
客
さ
ん
の
心

を
代
表
し
て
、
ワ
キ
も
そ
ち
ら
を
見
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
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第二部　囃子・謡・型

天
女
と
漁
夫
の
問
答
（〔
問
答
〕〔
カ
カ
ル
〕【
物
着
ア
シ
ラ
イ
】〔
掛
合
〕）

「
あ
ら
恥
か
し
や
さ
ら
ハ
」
ト
ズ
ラ
／
＼
／
＼
ト
衣
ヲ
持
行

型
付
だ
け
で
な
く
、
師
匠
が
弟
子
に
教
え
る
と
き
に
も
「
ズ
ッ
カ
リ
と
」
な

ど
、
擬
態
語
は
多
い
の
で
す
。
こ
こ
は
、
天
女
に
羽
衣
を
渡
し
に
行
く
シ
ー
ン
で

す
。
あ
ん
ま
り
綺
麗
な
歩
き
方
す
る
と
天
女
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ワ

キ
は
現
実
に
生
き
る
人
間
な
の
で
、天
女
と
か
精
霊
と
か
幽
霊
み
た
い
に
綺
麗
す

ぎ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
。
で
も
、
能
と
し
て
の
品
格
を
保
っ
た
動
き
を

す
べ
き
な
の
が
、ワ
キ
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
渡
し
に
行
く
の
が
「
ズ
ラ

／
＼
／
＼
ト
」。「
ソ
ロ
リ
ソ
ロ
リ
」と
渡
し
に
行
く
の
も
違
い
ま
す
。
漁
師
の
お
じ
さ

ん
な
の
で
、ズ
バ
ッ
と
渡
し
に
行
け
ば
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
の
が
、「
ズ

ラ
／
＼
／
＼
」
で
し
ょ
う
か
。
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