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第三部　楽譜

一
、
総
譜
作
成
の
ね
ら
い

能
〈
羽
衣
〉
の
縦
書
き
楽
譜
は
、能
の
映
像
に
添
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
楽
譜
は
現
在
、京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究

セ
ン
タ
ー
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
「
能
〈
羽
衣
〉
楽
譜
付
」
に
お
い
て
、能
の
映
像
に

添
え
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

https://rcjtm
.kcua.ac.jp/archives/hagorom

o.htm
l

能
〈
羽
衣
〉
の
映
像
は
、
伝
統
音
楽
普
及
促
進
事
業
実
行
委
員
会
（
委
員
長　

河
村
晴
久
）と
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
共
同
主

催
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
公
開
講
座
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
五
日
）
に
お
い
て
撮

影
さ
れ
た
映
像
で
あ
る
。楽
譜
付
映
像
の
公
開
に
ご
承
諾
い
た
だ
い
た
出
演
者
の

皆
様
を
以
下
に
示
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

　
　

シ
テ
（
天
女
）　

河
村
晴
久
（
シ
テ
方
観
世
流
）

　
　

ワ
キ
（
漁
夫
）　

有
松
遼
一
（
ワ
キ
方
高
安
流
）

　
　

ワ
キ
ツ
レ
（
漁
夫
）　

岡
充
、
小
林
努
（
ワ
キ
方
高
安
流
）

　
　

  

地
謡　

  

観
世
鐵
之
丞
（
地
頭
）、
河
村
和
重
、
河
村
晴
道
、
吉
波
壽
晃
、
味

方
團
、
田
茂
井
廣
道
、
河
村
和
貴
、
河
村
和
晃
（
以
上
、
シ
テ
方
観

世
流
）

　
　

後
見　

分
林
道
治
、
河
村
浩
太
郎
（
シ
テ
方
観
世
流
）

　
　

笛　
　

森
田
保
美
（
笛
方
森
田
流
）

　
　

小
鼓　

大
倉
源
次
郎
（
小
鼓
方
大
倉
流
）

　
　

大
鼓　

河
村
大
（
大
鼓
方
石
井
流
）

　
　

太
鼓　

前
川
光
範
（
太
鼓
方
金
春
流
）

　
　

撮
影
・
録
音
・
編
集　

エ
イ
キ
ョ
ー
ビ
デ
オ

映
像
の
撮
影
後
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
音
曲
技
法
書
（
伝
書
）
の
総
合
的
研

究
」（
二
〇
一
八
―
二
〇
二
二
）
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
を
核
と
し
て
、
楽
譜
の

作
成
に
着
手
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
一
部
分
は
、
能
楽
の
国
際
・
学
際

的
研
究
拠
点
共
同
研
究
「
能
の
映
像
に
そ
え
る
記
譜
の
研
究
」（
二
〇
一
九
―

二
〇
二
〇
）と
し
て
も
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
研
究
を
後
押
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
法

政
大
学
能
楽
研
究
所
に
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

能
の
楽
譜
と
い
え
ば
、
謡
本
が
そ
の
代
表
で
、
も
っ
と
も
目
に
触
れ
や
す
い
も

の
で
あ
る
が
、
囃
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
に
も
「
手
付
」「
唱
歌
」
な
ど
と
呼

ば
れ
る
楽
譜
が
あ
る
。
シ
テ
や
ワ
キ
の
動
き
に
つ
い
て
も
「
型
付
」
と
い
う
楽
譜

が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
楽
譜
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
単
独
の
パ
ー
ト
の
み
を
対
象

に
し
た
楽
譜
で
あ
る
。
全
パ
ー
ト
の
楽
譜
が
併
置
さ
れ
る
総
譜
（
ス
コ
ア
）
の
よ

う
な
も
の
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。

能
の
演
奏
で
は
、
そ
の
一
拍
一
拍
に
お
い
て
、
謡
、
舞
、
囃
子
が
互
い
に
複
雑

■

三
―
一
、
能
〈
羽
衣
〉
の
縦
書
き
楽
譜
に
つ
い
て
―
序
文
お
よ
び
凡
例
■

藤
田　

隆
則

高
橋　

葉
子
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三－一、能〈羽衣〉の縦書き楽譜について―序文および凡例（藤田・高橋）

に
関
係
し
あ
っ
て
、
共
同
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
多
彩
な

変
化
が
生
み
出
さ
れ
、能
の
ド
ラ
マ
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
共
同
作

業
の
効
果
を
細
か
く
知
る
た
め
に
も
、
総
譜
は
大
い
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
楽
譜
に
は
限
界
が
あ
る
。
一
拍
一
拍
を
詳
細
に
記
し
て
も
、そ
の
拍

を
つ
な
ぐ
間
（
ま
）
の
あ
り
方
を
完
全
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
能
の
長
い
伝

承
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
演
奏
様
式
（
独
特
の
緩
急
、
呼
吸
感
、
気
合
い
な

ど
）
は
、
楽
譜
か
ら
は
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
映
像
と
対
照
で
き
る
な
ら
、
演

奏
の
実
際
と
楽
譜
と
の
違
い
は
明
白
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
違
い
が
、能
独
自
の
演

奏
の
面
白
さ
を
、
鑑
賞
者
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
が
、
総
譜
作
成
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

二
、
総
譜
作
成
の
過
程

能
の
囃
子
の
楽
譜
に
は
、伝
統
的
に
八
割
譜
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
総
譜
を
あ

ら
た
に
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
八
割
の
形
式
を
利
用
す
る
こ
と
が
、

も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
（
高

橋
葉
子
、
丹
羽
幸
江
、
長
田
あ
か
ね
、
中
嶋
謙
昌
、
永
原
順
子
、
玉
村
恭
、
上
野

正
章
、
坂
東
愛
子
、
恵
阪
悟
、
藤
田
隆
則
）
の
間
で
確
認
し
た
。
し
か
し
、
八
割

を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で
は
な
く
、変
更
を
加
え
て
（
凡
例
「
シ
ー
ト
の
構
成
」
参

照
）、
音
楽
的
内
容
を
書
き
込
ん
で
い
く
こ
と
に
決
め
た
。
作
業
は
以
下
の
三
つ

の
工
程
で
す
す
め
ら
れ
た
。

工
程
1
、
能
に
お
い
て
は
、
基
本
の
拍
の
間
隔
が
、
理
論
上
、
句
ご
と
に
伸
縮

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
複
数
の
八
割

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
考
案
し
て
、
準
備
し
た
（
八
拍
子
均
等
配
分
型
、
ノ
ラ
ヌ
拍
子

型
、
五
種
類
の
平
ノ
リ
用
の
縮
約
型
な
ど
）。

工
程
2
、
パ
ー
ト
ご
と
に
責
任
者
を
も
う
け
、
一
曲
全
体
を
通
じ
て
、
手
の
名

前
を
一
覧
で
き
る
表
を
作
成
し
た
。
そ
の
表
を
も
と
に
し
て
、八
割
譜
に
謡
や
演

奏
パ
タ
ー
ン
を
書
き
込
む
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、各
流
派

が
刊
行
し
て
い
る
手
組
一
覧
な
ど
を
参
照
し
た
。こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
手
書

き
の
原
稿
を
、ワ
ー
プ
ロ
で
清
書
し
た
（
作
業
を
成
瀬
は
つ
み
氏
（
京
都
芸
大
大

学
院
生
）
が
担
当
）。
清
書
し
た
楽
譜
を
、
出
演
者
で
あ
る
囃
子
方
の
お
一
人
お

一
人
に
校
閲
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
上
で
、記
号
や
カ
ナ
の
表
記
な
ど
の
調
整

を
お
こ
な
う
た
め
、個
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
お
こ
な
っ
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い

た
の
は
、
森
田
保
美
氏
、
大
倉
源
次
郎
氏
、
河
村
大
氏
、
前
川
光
範
氏
で
あ
る
。

感
謝
申
し
上
げ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
最
終
稿
の
確
認
作
業
は
、京
都
芸
大
の
大

学
院
生
、
荒
野
愛
子
氏
・
関
本
彩
子
氏
に
ご
担
当
い
た
だ
い
た
。

工
程
3
、
次
に
、
シ
ー
ト
の
文
字
情
報
を
書
き
加
え
た
。
ま
ず
は
、
八
割
譜
の

右
横
に
、
小
段
や
そ
の
部
分
の
名
称
を
書
き
加
え
、
次
に
、
シ
テ
方
、
ワ
キ
方
の

型
付
を
書
き
加
え
た
。
型
付
の
選
択
や
掲
載
方
法
、補
足
情
報
の
書
き
込
み
な
ど

に
つ
い
て
は
、
出
演
者
で
あ
る
河
村
晴
久
氏
、
有
松
遼
一
氏
と
相
談
し
て
決
め
て

い
っ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ー
ト
の
上
部
に
、
囃
子
ご
と
に
、
手
の
名
称
を
書
き
加
え

た
。
編
集
作
業
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
業
者
に
委
託
し
た
。
校
正
は
、
荒
野
・
成
瀬
の

両
氏
が
担
当
し
て
い
る
。

三
、
注
釈
の
記
述

こ
う
し
て
、
能
の
一
曲
の
演
奏
の
全
体
像
を
書
き
留
め
た
、
縦
書
き
楽
譜
が
完

成
し
た
。
本
来
は
こ
こ
で
作
業
を
終
了
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、楽
譜
が
完
成
し
て

し
ま
う
と
、
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
、
す
な
わ
ち
、
楽
譜
に
示
さ
れ
た
部
分
部
分
の

音
や
動
き
の
機
能
、
意
味
、
効
果
な
ど
を
く
わ
し
く
指
摘
し
た
い
と
い
う
希
望
が

生
ま
れ
て
き
た
。

一
般
に
、
演
奏
や
謡
の
技
法
の
機
能
、
意
味
、
効
果
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
思
え

ば
、
能
の
歴
史
上
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
名
人
た
ち
の
芸
談
、
演
奏
者
や
研
究
者

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
手
付
・
型
付
類
を
細
か
く
み
て
ゆ
け
ば
よ
い
。
し
か
し
、
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そ
れ
ら
の
芸
談
や
楽
譜
は
、
ほ
と
ん
ど
が
単
独
の
パ
ー
ト
に
つ
い
て
の
み
、
集
中

的
に
ふ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、能
の
各
パ
ー
ト
間
の
横
の
連
絡
に
注
目
し
な
が
ら
説

明
す
る
作
業
は
、こ
れ
ま
で
に
は
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を
出
発
点

と
し
て
認
識
と
し
た
上
で
、
藤
田
隆
則
と
高
橋
葉
子
の
ふ
た
り
が
、
注
釈
作
業
に

と
り
く
ん
だ
。

学
術
的
な
文
脈
で
注
釈
を
お
こ
な
う
以
上
、
芸
談
と
は
一
線
を
画
す
よ
う
な
、

「
学
術
的
」
立
場
か
ら
の
記
述
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
記
述
の
方
針
と
し

て
、
映
像
に
認
め
ら
れ
る
現
象
に
の
み
注
目
し
、
そ
こ
に
客
観
的
な
補
足
解
説
を

加
え
る
と
い
う
立
場
を
貫
く
よ
う
、ま
ず
心
が
け
た
。
映
像
に
認
め
ら
れ
る
現
象

を
意
味
づ
け
る
さ
い
に
は
、
で
き
る
だ
け
、
書
か
れ
た
論
考
や
資
料
の
中
に
情
報

源
を
も
と
め
る
よ
う
に
し
、情
報
源
と
な
る
著
者
の
名
や
記
事
の
名
な
ど
に
言
及

す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、昨
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
が
容
易
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
詳
し
い
書
誌
事
項
は
載
せ
ず
に
す
ま
せ
た
。

こ
の
方
針
で
注
釈
を
書
き
進
め
て
い
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、す
ぐ
に
問
題
が
生

ま
れ
た
。
じ
つ
は
、
部
分
部
分
の
機
能
や
意
味
を
よ
り
深
く
記
述
す
る
た
め
に

は
、
著
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
、
自
ら
の
囃
子
の
稽
古
の
中
で
獲
得
し
て
き
た
知

識
を
書
き
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
、と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
部
分
部
分
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
記
述
は
、
当
初
に
定
め
た
映
像
や
楽

譜
の
客
観
的
観
察
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
、わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
る
演
奏
規
範
の

提
示
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
客
観
的
を
超
え

て
、
む
し
ろ
主
観
的
な
記
述
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
高
橋
、
藤
田
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
素
人
で
あ
り
、
演
奏
技
術
に
か
ん

す
る
規
範
（
こ
の
よ
う
に
す
べ
き
と
い
う
言
説
）
を
述
べ
る
よ
う
な
立
場
に
あ
る

者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
高
橋
は
、
金
春
流
太
鼓
を
三
十
三
年
、
高
安
流
大
鼓
を

三
十
八
年
、幸
流
小
鼓
を
三
十
七
年
に
わ
た
っ
て
稽
古
し
て
き
て
い
る
。
藤
田
は

（
休
み
な
が
ら
も
）森
田
流
の
笛
の
稽
古
を
三
十
年
、大
倉
流
小
鼓
の
稽
古
を
三
十

年
に
わ
た
っ
て
続
け
て
い
る
。
稽
古
場
で
得
ら
れ
た
知
識
と
経
験
は
、す
べ
て
師

匠
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
知
識
は
、
与
え
ら
れ
た
ま
ま
で
保
存

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。感
覚
の
中
で
自
他
の
区
分
が
で
き
な
い
状
態
で
身

に
つ
い
て
お
り
、自
ら
が
演
奏
を
お
こ
な
う
際
の
「
規
範
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
、
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。

注
釈
の
中
に
、
自
分
の
演
奏
経
験
と
感
覚
に
も
と
づ
い
た
主
観
的
な
立
場
か

ら
、
規
範
的
な
言
説
を
お
り
ま
ぜ
て
い
く
こ
と
は
、
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
学
術

的
研
究
者
と
し
て
の
則
を
超
え
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

対
象
で
あ
る
音
楽
・
芸
能
に
実
践
的
に
接
近
し
た
結
果
、
主
客
の
区
別
が
難
し
く

な
る
こ
と
は
、
音
楽
や
芸
能
研
究
の
中
で
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
完
全
な
区

分
な
ど
困
難
で
あ
る
。
も
し
、
主
客
の
合
一
を
、
音
楽
の
学
術
研
究
の
一
つ
の

ゴ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
主
観
的
な
立
場
か
ら
の
規
範
化
を
、
あ
え
て

排
除
す
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、ま
る
で
プ

ロ
の
芸
談
の
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
言
説
が
出
て
き
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、す

べ
て
を
積
極
的
に
残
す
こ
と
に
し
た
。不
遜
な
態
度
だ
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ど
う
か
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

注
釈
に
は
音
楽
的
な
事
柄
以
外
に
、演
奏
作
法
的
な
事
柄
も
書
き
込
ん
だ
。
例

え
ば
「
大
鼓
・
小
鼓
で
動
作
を
合
わ
せ
て
床
几
に
か
か
る
」（1-1

）、「
太
鼓
を
前

に
出
す
」（4-58

）
な
ど
。
こ
れ
ら
は
音
楽
に
は
関
係
の
な
い
事
柄
で
あ
る
が
、

演
奏
と
一
体
化
し
た
手
順
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
演
奏
の
一
部
と
み
な
し
た
。

四
、
縦
書
き
楽
譜
の
凡
例

・
シ
ー
ト
の
数
と
分
類

観
世
流
〈
羽
衣
〉
全
曲
の
楽
譜
を
、
三
四
九
枚
の
シ
ー
ト
の
上
に
配
列
し
た
。

〈
羽
衣
〉
全
体
を
六
つ
の
段
に
わ
け
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
シ
ー
ト
に
、
番
号
を

つ
け
て
い
る
。
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三－一、能〈羽衣〉の縦書き楽譜について―序文および凡例（藤田・高橋）

・
シ
ー
ト
の
構
成
（
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
）

一
枚
の
シ
ー
ト
は
、能
の
音
楽
を
構
成
す
る
八
拍
の
ま
と
ま
り
を
基
本
に
し
て

作
ら
れ
て
い
る
（
人
物
の
詞
の
部
分
は
除
く
）。
ひ
と
つ
の
シ
ー
ト
は
、
能
楽
の

謡
や
囃
子
の
拍
子
の
出
発
点
と
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
8
拍
目
を
始
ま

り
に
し
て
、
そ
の
次
の
8
拍
目
を
終
わ
り
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
後
の
8
拍
目

は
、
次
に
く
る
シ
ー
ト
の
一
番
上
に
く
る
8
拍
目
と
同
一
の
拍
と
な
っ
て
い
る
。

一
つ
の
シ
ー
ト
に
示
さ
れ
て
い
る
横
線
が
表
し
て
い
る
拍
の
番
号
は
、
上
か
ら

「
8
、
2
、
4
、
6
、
8
」
と
な
る
（
そ
の
間
に
「
1
、
3
、
5
、
7
」
と
い
う

奇
数
拍
を
示
す
横
線
を
、
薄
い
線
で
入
れ
る
）。
こ
れ
は
、
コ
ミ
の
間
（
陰
）
と

し
て
認
識
さ
れ
る
偶
数
拍
（
8
、
2
、
4
、
6
）
の
重
要
性
を
示
す
た
め
の
方
法

で
あ
り
、現
在
通
行
し
て
い
る
八
割
の
記
譜
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
1
拍
か
ら
は
じ

ま
り
、
8
拍
ま
で
を
な
ら
べ
、
奇
数
偶
数
を
と
く
に
区
別
せ
ず
に
並
べ
て
記
す
方

法
）
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　

8　
（
1
）　

2　
（
3
）　

4　
（
5
）　

6　
（
7
）　

8

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　
　　

　

太
鼓
地
（【
序
之
舞
】〔
ノ
リ
地
〕
な
ど
、
太
鼓
が
演
奏
に
参
加
し
て
い
る
部

分
）
に
つ
い
て
は
、
太
鼓
や
笛
や
謡
の
リ
ズ
ム
を
中
心
に
考
え
て
、
一
ク
サ
リ

を
、
第
2
拍
か
ら
開
始
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
の
2
拍
目
と
次

の
シ
ー
ト
の
最
上
部
の
2
拍
目
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

2　
（
3
）　

4　
（
5
）　

6　
（
7
）　

8　
（
1
）　

2

　
　
　
　
　
　

　　
　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　

な
お
、
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
は
、
拍
の
間
隔
を
変
え
て
い
る
シ
ー
ト
が
あ
る
。
た

と
え
ば
〔
サ
シ
〕
や
【
物
着
】
な
ど
、
鼓
が
ノ
ラ
ヌ
拍
子
（
ノ
ラ
ヌ
ア
シ
ラ
イ
）

で
演
奏
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
奇
数
線
を
書
き
込
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
平
ノ
リ
の

部
分
（〔
下
歌
〕〔
上
歌
〕〔
ク
セ
〕
な
ど
）
で
は
、
理
論
上
、
拍
の
間
隔
が
半
分

の
大
き
さ
に
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
該
当
す
る
拍
の
間
隔
を
半

分
に
縮
小
し
て
示
し
て
い
る
。

・
シ
ー
ト
へ
の
記
載
内
容

一
枚
の
シ
ー
ト
上
に
は
、
右
か
ら
ワ
キ
型
付
、
シ
テ
型
付
、
謡
、
笛
、
小
鼓
、

大
鼓
、
太
鼓
の
順
に
、
楽
譜
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
欄
に
記

さ
れ
た
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
習
慣
的
な

記
譜
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
記
載
内
容
は
、
演
奏
者
自
身
の
校
閲
を
へ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
演
奏
者
自
身
の
意
図
を
反
映
さ
せ
た
、
規
範
譜
的
な
性
格
を

よ
り
強
く
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ワ
キ
型
付
は
、飯
塚
恵
理
人
「
新
城　

川
村
類
造
手
沢
本
『
高
安
流
脇
仕
舞
付　

乾
』」『
椙
山
国
文
学
』
二
八
号
、二
〇
〇
四
年
）
に
翻
刻
さ
れ
た
「
羽
衣
」
の
型

付
を
、
楽
譜
と
映
像
の
流
れ
に
そ
っ
て
、
部
分
部
分
に
分
け
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま

引
用
し
た
。
ま
た
、（　

）
内
に
示
し
て
い
る
の
は
、
出
演
者
の
有
松
遼
一
氏
の

希
望
に
そ
っ
て
、
書
き
加
え
た
部
分
で
あ
る
。

シ
テ
型
付
は
、
出
演
者
の
河
村
晴
久
氏
の
意
向
に
そ
っ
て
、
雑
誌
『
観
世
』
昭

和
四
九
年
（
一
九
七
四
）
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
羽
衣
型
付̶

宗
家
所
蔵

本
に
拠
る
」
の
記
載
を
、
適
切
な
シ
ー
ト
の
上
に
、
そ
の
ま
ま
貼
り
付
け
て
い
っ

た
。【
序
之
舞
】
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
観
世
清
和
『
観
世
流
舞
囃
子
形
付
』
檜

書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
の
記
載
を
部
分
部
分
に
分
け
な
が
ら
、
引
用
し
て
載
せ

た
。【
破
之
舞
】
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
引
用
で
き
る
刊
行
資
料
が
な
か
っ
た
の

で
、
舞
い
手
の
河
村
晴
久
氏
と
の
相
談
の
上
で
、
最
終
的
な
表
記
を
決
定
し
た
。

謡
に
つ
い
て
は
、
シ
テ
の
部
分
は
観
世
流
、
ワ
キ
の
部
分
は
高
安
流
の
謡
本
の

表
記
に
、基
本
的
に
は
し
た
が
っ
て
い
る
が
、修
正
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
な
お
、

仮
名
や
産
み
字
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
恣
意
的
に
変
更



─ 89 ─

第三部　楽譜

し
て
あ
る
。
句
点
の
記
号
は
、
能
の
リ
ズ
ム
に
も
か
か
わ
る
大
切
な
記
号
（
息
継

ぎ
の
間
）
で
も
あ
る
の
で
、
大
切
な
と
こ
ろ
で
は
も
れ
な
く
記
載
し
て
い
る
。

笛
に
つ
い
て
は
、森
田
流
の
標
準
的
な
唱
歌
（
森
田
流
正
歌
）
の
仮
名
を
記
載

し
て
い
る
が
、演
奏
者
の
森
田
保
美
氏
自
身
が
慣
習
的
に
唱
え
て
い
る
仮
名
が
異

な
る
場
合
、
そ
ち
ら
へ
と
修
正
を
加
え
て
い
る
。
ア
シ
ラ
イ
吹
キ
（
拍
子
不
合
）

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
音
の
長
さ
と
配
置
、
フ
レ
ー
ズ
の
ま
と
ま
り
な
ど
を
示
す

た
め
、
仮
名
と
仮
名
と
の
間
を
線
で
つ
な
い
で
あ
る
。
合
ワ
セ
吹
キ
（
拍
子
合
）

の
部
分
に
つ
い
て
は
、線
で
つ
な
ぐ
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
句
ご
と
の
合
間
に
あ

る
息
継
ぎ
（
あ
る
い
は
コ
ミ
）
を
し
め
す
た
め
の
記
号
（
○
）
を
、森
田
光
春
著

『
森
田
流
奥
義
録
』（
能
楽
書
林
、
一
九
八
〇
年
）
の
唱
歌
譜
に
な
ら
っ
て
、
書
き

込
ん
だ
。
な
お
、
笛
の
旋
律
型
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
演
奏
者
の
森
田
保
美
氏
が

用
い
て
お
ら
れ
る
用
語
や
表
記
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

小
鼓
に
つ
い
て
は
、
手
の
名
称
、
粒
の
種
類
、
掛
け
声
、
粒
を
つ
な
ぐ
記
号
な

ど
、す
べ
て
、大
倉
源
次
郎
著
『
大
倉
流
大
鼓
小
鼓
手
付
大
成
第
一
集
』（
大
倉
会
、

一
九
九
一
年
）
所
収
の
「
小
鼓
手
組
初
出
一
覧
」
の
表
記
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

石
井
流
の
大
鼓
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
公
刊
さ
れ
た
手
付
は
存
在
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
手
の
名
称
、
粒
の
種
類
、
掛
け
声
、
粒
を
つ
な
ぐ
記
号
な
ど
す
べ
て
、

演
奏
者
の
河
村
大
氏
が
現
在
使
用
し
て
い
る
表
記
方
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

太
鼓
の
手
の
名
称
、
打
音
（
粒
）
や
掛
け
声
、
打
音
同
士
を
つ
な
ぐ
線
の
か
た

ち
な
ど
は
、
金
春
惣
一
（
惣
右
衛
門
）
著
『
金
春
流
太
鼓
全
書
』（
能
楽
書
林
、

一
九
五
三
年
）
の
表
記
法
に
す
べ
て
し
た
が
っ
た
。『
金
春
流
太
鼓
全
書
』
に
は
、

粒
の
横
に
粒
の
唱
え
も
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
繁
雑
さ
を
さ
け
る
た
め
、
唱
え
は

記
さ
な
か
っ
た
。

・
手
の
名
称
の
表
示
方
法
上
の
注
意

囃
子
の
各
パ
ー
ト
で
、ひ
と
つ
の
手
が
複
数
の
ク
サ
リ
に
渉
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
連
続
す
る
シ
ー
ト
に
同
じ
名
前
を
、
繰
り
返
し
て
書
き
込
ん
で
い
る
。
ひ
と

つ
の
ク
サ
リ
（
ひ
と
つ
の
シ
ー
ト
）
の
中
で
手
が
う
つ
り
か
わ
る
場
合
に
は
、前

半
と
後
半
の
手
の
名
称
の
間
に
「
・
」
を
お
い
て
、
区
別
を
は
っ
き
り
示
し
た
。

ま
た
、
太
鼓
が
入
っ
て
い
る
箇
所
で
は
、
楽
譜
の
シ
ー
ト
は
2
拍
目
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
大
鼓
の
手
が
、
太
鼓
の
開
始
点
（
2
拍
目
）

に
先
行
し
て
、
8
拍
目
と
1
拍
目
を
中
心
に
し
て
、
お
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
な
場
合
が
あ
る
（
5

－

75
「
カ
ケ
切
」
な
ど
）。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
手
の
名

前
は
（　
　

）
に
入
れ
て
示
し
て
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
手
の
名
称
が
（　
　

）

に
入
っ
て
い
る
場
合
に
は
、そ
の
前
の
シ
ー
ト
に
手
の
粒
や
掛
け
声
が
す
で
に
記

載
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。




