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83　　

は
じ
め
に

三
浦
（
司
会
）　

た
だ
い
ま
素
敵
な
笛
の
音
色
が
聞
こ
え
て
き
ま

し
た
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
調
べ
と

言
っ
て
、
能
の
上
演
前
に
お
囃
子
方
が
行
う
最
終
調
整
の
演
奏
で
す
。

　

今
、
お
調
べ
を
吹
か
れ
た
の
は
、
今
日
の
講
師
に
お
迎
え
し
た

森
田
流
笛
方
の
松
田
弘
之
先
生
で
す
。
聞
き
手
の
高
橋
葉
子
先
生

は
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
で
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本

伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
で
も
客
員
研
究
員
を
つ
と
め
て
い
る
能

楽
研
究
者
で
す
。

　

松
田
先
生
は
皆
様
ご
承
知
の
よ
う
に
現
在
、
最
も
素
晴
ら
し
い

笛
を
吹
か
れ
る
能
楽
師
で
す
［
97
頁
参
照
］。
一
二
月
に
こ
の
雪

笛
方
が
語
る
狂
言
の
音
楽

松　

田　

弘　

之

高　

橋　

葉　

子

頂
講
堂
で
本
セ
ン
タ
ー
が
狂
言
鑑
賞
会
を
催
し
ま
す
が
、
上
演
曲

〈
朝
比
奈
〉
と
〈
法
師
ヶ
母
〉
に
囃
子
、
つ
ま
り
楽
器
の
演
奏
が

入
り
、
そ
の
ご
出
演
を
先
生
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

松
田
先
生
の
紹
介

高
橋　

松
田
先
生
は
今
、
能
楽
界
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
方

で
、
大
曲
や
秘
曲
な
ど
重
要
な
演
目
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
ご
出
演
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
典
曲
に
お
い
て
素
晴
ら
し
い
演
奏

を
し
て
下
さ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
作
や
復
曲
に
も
大
変

多
く
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

先
生
は
能
楽
師
の
お
家
に
生
ま
れ
た
方
で
は
な
く
、
国
立
音
楽

大
学
を
ご
卒
業
さ
れ
て
、
こ
の
道
に
入
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
ま
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す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
少
し
変
わ
っ
た
経
歴
の
持
ち
主
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
学
で
は
ど
う
い
う
勉
強
を
な
さ
っ
た
の
で
す
か
。

松
田　

国
立
音
楽
大
学
は
ピ
ア
ノ
の
よ
う
な
楽
器
や
声
楽
、
い
わ

ゆ
る
西
洋
音
楽
を
勉
強
す
る
大
学
で
す
。
笛
は
子
ど
も
の
頃
か
ら

興
味
が
あ
っ
て
好
き
で
し
た
が
、
今
吹
い
て
お
り
ま
す
能
管
や
、

ご
く
柔
ら
か
い
音
色
の
す
る
篠
笛
、
そ
う
い
う
日
本
の
楽
器
は
自

分
の
周
り
の
環
境
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
立
音
楽
大
学
で

は
音
楽
教
育
を
専
攻
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
音
楽
を
作
る
、
曲

を
作
る
に
は
ど
う
い
う
こ
と
を
学
べ
ば
い
い
の
か
に
興
味
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
私
は
も
ち
ろ
ん
西
洋
音
楽
が
好
き
で
す
が
、
だ
ん

だ
ん
と
自
分
の
耳
の
中
に
あ
る
音
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い

始
め
、
そ
こ
に
た
ま
た
ま
日
本
の
笛
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
現
在
、
こ
の
紋
付
と
袴
を
つ
け
て
、
皆
様
の
前
に
登
場
す

る
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
（
笑
）。

高
橋　

自
分
の
耳
の
中
に
あ
る
音
は
違
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
の
は
大
変
深
い
お
言
葉
で
す
。
そ
れ
を
追
求
し
て
こ
ら
れ
た

の
で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
先
生
は
多
く
の
新
作
・
復
曲
に
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
既
成
の
能
で
使
っ
て
い
る
笛
の
譜
な
ど

の
寸
法
を
少
し
変
え
た
り
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
作
調
と

言
い
ま
す
。
先
生
は
作
調
も
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
作
調
以
外
に

作
曲
の
依
頼
も
随
分
と
あ
り
、
沢
山
の
曲
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、
舞
台
に
合
わ
せ
て
心
象
風
景
を
表

現
す
る
と
か
、
演
者
の
型
を
見
て
こ
ん
な
ふ
う
に
吹
こ
う
と
か
、

そ
れ
こ
そ
自
分
の
心
か
ら
出
て
く
る
笛
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
、

作
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
田　

通
常
、
能
を
勤
め
る
と
き
は
、
ど
こ
で
何
を
吹
く
か
と
い

う
こ
と
が
何
百
年
も
推
敲
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
、
頭
付
と
い
う

笛
の
元
帳
の
よ
う
な
手
付
が
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
が
、
新
作
能
や

新
作
狂
言
の
と
き
に
は
、
舞
や
登
場
の
音
楽
も
違
う
認
識
の
仕
方

を
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
恋
を
語
る
シ
ー
ン
で
す
ご
く
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ

な
場
面
に
出
く
わ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
作
っ
て
き
た
も
の
が
少

し
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

能
・
狂
言
に
お
け
る
笛
の
役
割

高
橋　

能
と
狂
言
で
は
笛
の
役
割
が
少
し
違
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
一
言
で
は
と
て
も
言
え
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
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し
ょ
う
か
。

松
田　

基
本
的
に
能
の
囃
子
に
お
い
て
笛
が
担
当
す
る
役
割
に

は
、
ま
ず
登
場
の
音
楽
。
主
役
で
あ
る
シ
テ
、
あ
る
い
は
シ
テ
と

対
峙
す
る
ワ
キ
の
登
場
、
あ
る
い
は
退
場
に
、
数
々
の
囃
子
事
が

演
奏
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
、
ア
シ
ラ
イ
笛
と
い
う
、
謡
の
中
に
吹

き
込
ん
で
い
く
音
楽
。
そ
し
て
中
心
に
な
り
ま
す
の
は
、
様
々
な

種
類
の
舞
の
音
楽
で
す
。

　

狂
言
の
場
合
も
や
は
り
登
場
の
音
楽
。
退
場
は
あ
ま
り
な
い
で

す
け
れ
ど
も
。
能
と
同
様
、
舞
の
と
き
に
笛
が
幾
種
類
か
の
も
の

を
演
奏
し
ま
す
。
リ
ズ
ム
に
合
っ
た
謡
を
小
鼓
と
大
鼓
が
ア
シ
ラ

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
笛
は
基
本
的
に
入
り
ま
せ
ん
。

高
橋　

大
鼓
・
小
鼓
と
太
鼓
な
ど
が
拍
子
・
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
笛
は
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
空
気
を
漂
っ
て
い

く
感
じ
が
し
ま
す
。
旋
律
を
奏
で
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
空
気
を

支
配
す
る
よ
う
な
力
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
笛
に
は
リ
ー
ド

す
る
役
目
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
舞
の
中
で
は
笛
が
リ
ー
ド
す
る
と
き
が
も

ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
笛
と
小
鼓
と
大
鼓
と
太
鼓
、
四
人

で
囃
す
と
き
は
、
そ
の
曲
の
部
分
に
よ
っ
て
太
鼓
の
方
が
リ
ー
ド

す
る
、
あ
る
い
は
大
鼓
の
方
が
リ
ー
ド
す
る
、
小
鼓
の
方
が
リ
ー

ド
す
る
、
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
受
け
渡
し
な
が
ら
演
奏
す
る

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

で
は
、
本
題
で
あ
る
狂
言
の
音
楽
で
す
け
れ
ど
も
、
謡
に

つ
い
て
は
明
日
改
め
て
講
座
が
開
か
れ
ま
す
の
で
、
今
日
は
囃
子

事
を
中
心
に
お
話
し
頂
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
囃
子
事
と

は
、
謡
が
入
ら
ず
囃
子
だ
け
で
演
奏
す
る
部
分
の
こ
と
で
す
。

　

狂
言
の
囃
子
を
「
狂
言
ア
シ
ラ
イ
」
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、
す

べ
て
の
狂
言
に
囃
子
が
入
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
狂
言
の
現

行
曲
は
二
六
三
曲
あ
り
、
そ
の
中
で
お
囃
子
が
入
る
の
が
八
五
曲

で
す
か
ら
、
大
体
三
分
の
一
ぐ
ら
い
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
狂
言
に
は
独
立
し
て
演
じ
ら
れ
る
本
狂
言
の
他
に
、
お
能

の
中
で
演
じ
ら
れ
る
間
狂
言
が
あ
り
ま
す
。
本
狂
言
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
間
狂
言
の
囃
子
も
大
事
な
も
の
で
す
ね
。
ま
ず
、
間
狂
言

の
囃
子
か
ら
お
話
し
頂
け
ま
す
か
。

松
田　

前
半
と
後
半
に
分
か
れ
る
能
で
は
、
シ
テ
が
自
分
の
正
体

を
ほ
の
め
か
し
て
前
半
が
終
わ
り
ま
す
。
中
入
、
つ
ま
り
幕
や
作

リ
物
に
入
る
と
シ
テ
は
す
ぐ
に
装
束
を
替
え
ま
す
。
後
に
そ
の
本

来
の
姿
と
な
っ
て
登
場
す
る
た
め
で
す
。
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間
狂
言
に
は
と
て
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
し
て
、
前
半
と
後

半
の
間
で
、
そ
の
物
語
を
も
う
一
度
語
る
の
で
す
。
例
え
ば
〈
井

筒
〉
で
し
た
ら
井
筒
の
女
の
物
語
を
間
狂
言
が
語
る
。
間
狂
言
が

一
通
り
物
語
を
語
り
終
え
た
後
は
、
い
わ
ゆ
る
旅
の
僧
と
の
問
答

に
な
り
ま
す
。
そ
の
問
答
の
あ
る
個
所
か
ら
、
笛
が
〔
知
ラ
セ
笛
〕

と
い
う
も
の
を
吹
き
出
す
。
そ
の
と
き
の
笛
の
役
割
は
、
後
の
空

気
や
雰
囲
気
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
実
際
に
は
、

も
う
そ
ろ
そ
ろ
語
リ
が
終
わ
っ
て
後
の
登
場
の
囃
子
に
な
る
と
、

装
束
を
つ
け
て
い
る
人
た
ち
に
知
ら
せ
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

脇
能
の
間
狂
言
で
す
と
、
そ
の
物
語
を
ざ
っ
と
語
っ
た
後
、
言

祝
ぎ
の
舞
で
あ
る
〔
三
段
ノ
舞
〕
を
舞
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

〈
白
髭
〉
と
い
う
脇
能
に
は
替
エ
の
間
と
い
う
、
普
段
と
違
う
演

出
の
仕
方
が
あ
り
、
こ
れ
は
狂
言
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
う
ん
と
増
え

ま
す
。
竹
生
島
に
お
参
り
に
来
る
人
た
ち
と
お
坊
さ
ん
と
が
や
り

取
り
を
す
る
。
そ
の
中
で
、
実
際
の
能
の
よ
う
に
〔
早
笛
〕
に

乗
っ
て
鮒
の
精
霊
が
出
て
く
る
と
〔
舞
働
〕
を
舞
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
時
間
に
す
る
と
三
〇
分
近
い
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
っ

た
大
規
模
な
間
狂
言
も
あ
り
ま
す
。

高
橋　

先
ほ
ど
お
話
し
頂
い
た
〔
知
ラ
セ
笛
〕
と
言
い
ま
す
の

は
、
そ
こ
で
空
気
が
サ
ッ
と
変
わ
り
ま
す
ね
。
現
実
の
語
リ
の
場

か
ら
夢
の
世
界
に
誘
わ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
き
ま
す
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
吹
け
る
と
い
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

高
橋　

単
に
楽
屋
に
知
ら
せ
る
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ね
。
た
だ
し
一
噌
流
で
は
吹
か
な
い
よ
う
で
す
ね
。

松
田　

元
々
が
ど
う
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
現

在
、
一
噌
流
の
方
た
ち
は
〔
知
ラ
セ
笛
〕
は
吹
い
て
い
ら
っ
し
ゃ

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
一
噌
幸
政
先
生

が
、「
僕
も
一
度
あ
の
〔
知
ラ
セ
笛
〕
を
吹
い
て
み
た
い
ん
だ
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

狂
言
の
囃
子
事

高
橋　

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
囃
子
事
で
す
け
れ
ど
も
、
主
な
狂

言
の
囃
子
事
を
表
に
し
ま
し
た
［
98
頁
資
料
］。
こ
の
表
で
少
し

悩
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。〔
棒
フ
リ
〕〔
責
メ
〕〔
シ
ャ
ギ
リ
〕

の
三
つ
は
、
お
能
に
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
が
、
他
の
も
の
に

は
お
能
と
同
じ
名
前
で
あ
っ
た
り
同
じ
よ
う
な
場
面
で
演
奏
さ
れ

る
囃
子
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
「
能
に
準
ず
る
も
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の
」
と
し
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
点
で
ど
の
よ
う
に
準
じ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
は
一
口
で
は
言
え
な
い
の
で
す
。
譜
は
大
変
よ

く
似
て
い
て
も
吹
き
方
が
違
っ
た
り
、
鼓
や
太
鼓
の
手
が
違
っ
た

り
と
、
お
能
の
囃
子
と
は
中
身
が
か
な
り
違
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
表
の
欄
外
に
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
表
に
入
れ
て
し

ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
大
曲
、

秘
曲
も
ご
ざ
い
ま
す
。

松
田　

ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
能
の
〈
石
橋
〉
と

い
う
曲
に
は
文
殊
菩
薩
を
守
護
す
る
霊
獣
の
獅
子
が
登
場
し
ま

す
。
あ
る
い
は
〈
望
月
〉
で
は
、
宿
の
亭
主
が
獅
子
舞
を
演
ず

る
、
そ
う
い
う
も
の
を
獅
子
物
と
い
い
ま
す
。

　
〈
越
後
聟
〉
を
私
は
勤
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、〈
越

後
聟
〉〈
獅
子
聟
〉
と
い
う
お
狂
言
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
藤

堂
家
か
ら
山
本
東
次
郎
先
生
の
お
家
に
伝
わ
っ
た
と
聞
い
て
い
る

〈
獅
子
聟
〉
に
も
獅
子
舞
が
あ
り
ま
す
。
聟
入
り
し
た
男
の
人
が

舅
に
格
好
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
獅
子
舞
を
舞
い
ま
す
。
こ

れ
は
な
か
な
か
上
演
さ
れ
な
い
狂
言
で
す
が
、
非
常
に
重
要
な
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
〈
狸
腹
鼓
〉
も
稀
曲
と
し
て
滅
多
に
舞
台
で
演
じ
ら
れ
な
い
も

の
で
す
。〈
釣
狐
〉
は
や
は
り
大
曲
で
す
が
、
狸
は
恐
ら
く
そ
の

狐
に
対
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
す
ご
く
緊
張
感
の

漲
っ
た
も
の
が
〈
釣
狐
〉
だ
と
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
非
常
に
柔
ら

か
い
。
登
場
し
て
く
る
狸
は
お
腹
に
子
供
の
い
る
母
親
の
狸
で
す
。

装
束
も
す
ご
く
大
き
な
ぬ
い
ぐ
る
み
で
、
と
っ
て
も
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
姿
に
な
り
ま
す
。
こ
の
〈
獅
子
聟
〉
と
〈
狸
腹
鼓
〉
は
ど
ち
ら

も
舞
が
重
要
で
す
。
そ
う
い
う
大
曲
・
秘
曲
が
ご
ざ
い
ま
す
。

高
橋　

先
ほ
ど
狂
言
の
囃
子
の
こ
と
を
狂
言
ア
シ
ラ
イ
と
申
し
ま

し
た
。
そ
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
軽
く
あ
し
ら
う
と

い
う
の
と
は
全
然
違
う
も
の
で
す
ね
。

松
田　
〈
獅
子
聟
〉
の
場
合
、〔
獅
子
〕
の
部
分
は
、
笛
と
太
鼓
に

よ
る
一
調
一
管
で
、
こ
れ
は
能
の
と
き
と
同
じ
息
遣
い
で
吹
き
ま

す
。
ま
た
和
泉
流
の
〈
狸
腹
鼓
〉
は
笛
だ
け
に
な
り
ま
し
て
、
狸

が
腹
鼓
を
打
ち
な
が
ら
舞
う
。
飄
々
と
し
て
軽
や
か
な
、
少
し
暖

か
い
も
の
で
、
一
〇
分
ぐ
ら
い
は
吹
い
て
お
り
ま
す
。

高
橋　
〈
狸
腹
鼓
〉
は
笛
一
管
で
す
し
、〔
獅
子
〕
の
ほ
う
は
四
拍

子
で
や
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
笛
と
太
鼓
の
一
調
一
管
の
こ
と

も
あ
る
の
で
す
ね
。
お
能
の
場
合
、
そ
う
い
う
編
成
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。
笛
一
管
の
ア
シ
ラ
イ
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
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松
田　

そ
う
な
ん
で
す
。〈
瓜
盗
人
〉
な
ど
は
四
拍
子
で
す
る
場

合
と
、
笛
一
管
だ
け
の
と
き
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
三
番
立

て
の
お
狂
言
の
会
で
、
最
初
四
拍
子
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
例
え
ば
〔
狂
言
神
楽
〕
が
あ
る
と
こ
れ
は
笛
と
小
鼓
だ
け
、
そ

し
て
〈
瓜
盗
人
〉
と
、
だ
ん
だ
ん
楽
屋
の
人
数
が
減
っ
て
い
っ
て

最
後
は
私
一
人
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
能
の
場
合
は
な
い
で

す
け
れ
ど
も
、
お
狂
言
の
会
だ
と
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。

高
橋　

狂
言
に
関
し
て
言
え
ば
笛
の
出
番
が
一
番
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。

笛
の
唱
歌　

松
田　

笛
の
稽
古
を
す
る
場
合
は
、
唱し

ょ
う

歌が

と
い
う
も
の
が
楽
譜

に
な
り
ま
す
。
唱
歌
を
歌
っ
て
覚
え
る
の
で
す
。

高
橋　

鶯
の
鳴
声
を
「
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換

え
る
の
を
「
聞
き
な
し
」
と
言
い
ま
す
が
、
笛
の
音
も
そ
の
よ
う

に
言
葉
に
し
て
覚
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
。
皆
様
に
お
馴
染
み
の
あ
る
、
ト
音
記
号
な
ど

が
つ
い
て
い
る
五
線
譜
で
し
た
ら
、
音
の
高
さ
や
長
さ
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。
唱
歌
と
五
線
譜
が
最
も
違
う
の
は
、
音
の
高
さ
が

書
い
て
な
い
こ
と
で
す
。
た
だ
、「
オ
ヒ
ャ
」
と
か
「
オ
ヒ
ャ
イ

ヒ
ョ
ー
イ　

ヒ
ヒ
ャ
ー
リ
ウ
ヒ
」
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
す
。
そ

れ
で
一
体
ど
う
や
っ
て
歌
え
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
が
、
昔
も
今
も
教
え
る
側
と
教
わ
る
側
が
向
か
い
合
っ

て
、
教
え
る
側
が
最
初
に
唱
歌
を
歌
い
、
習
う
側
が
真
似
を
し
て

歌
う
。
そ
う
い
う
稽
古
の
仕
方
で
す
か
ら
、
音
の
高
さ
を
書
く
必

要
が
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
唱
歌
、
今
の
よ
う
に
体
系
的

に
ま
と
ま
っ
た
も
の
、
見
て
理
解
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、

室
町
の
頃
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
メ
モ
程
度
に
書
く
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
江
戸
の
頃
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

狂
言
の
囃
子
事
の
唱
歌
は
『
森
田
流
奥
義
録
』（
森
田
光
春

編
、
能
楽
書
林
、
一
九
七
〇
年
）
に
い
ろ
い
ろ
と
載
っ
て
い
ま
す
ね
。

能
の
〔
中
之
舞
〕
と
狂
言
の
〔
三
段
ノ
舞
〕

高
橋　

能
と
狂
言
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
舞
の
譜
と
い
う
の

は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
お
能
の
〔
中
之
舞
〕
と
い
う

最
も
基
本
的
な
舞
は
、「
呂
・
中
・
干
・
干
中
」
と
い
う
四
ク
サ

リ
（
四
行
）
の
譜
で
で
き
て
い
る
「
地
」
を
繰
り
返
し
ま
す
。
狂
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言
の
基
本
的
な
舞
の
〔
三
段
ノ
舞
〕
の
譜
に
も
、
上
の
ほ
う
に

「
呂
・
中
・
干
・
干
中
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま

す
が
、
能
の
〔
中
之
舞
〕
と
大
変
よ
く
似
て
い
ま
す
。

松
田　
〔
中
之
舞
〕
は
女
性
が
舞
う
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
舞
で
す
。

譜
の
最
初
に
は
〇
印
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
コ
ミ
」
と
言
い
ま

す
。
コ
ミ
と
い
う
の
は
、
吹
き
出
す
前
に
息
を
詰
め
る
間ま

の
こ
と

で
す
。
唱
歌
で
は
「
ン
」
っ
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
。
コ
ミ
は

実
際
に
は
音
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
音
が
出
て
い
る
と
き
以

上
に
こ
こ
が
大
事
に
な
り
ま
す
。
コ
ミ
も
込
み
で
、
コ
ミ
込
み

4

4

4

4

で

歌
っ
て
み
ま
す
（
笑
）。
そ
れ
か
ら
笛
で
吹
い
て
み
ま
す
。

♪
唱
歌
実
演
〔
中
之
舞
〕

♪
笛
の
演
奏
〔
中
之
舞
〕

狂
言
の
〔
三
段
ノ
舞
〕
は
今
吹
い
た
〔
中
之
舞
〕
と
同
じ
よ
う
な

構
成
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
脇
狂
言
の
中
入
で
末
社
ノ
神
が
言
祝

ぎ
に
舞
い
ま
す
。

♪
唱
歌
実
演
〔
三
段
ノ
舞
〕

音
の
な
い
時
間
が
多
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
休
息
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
少
し
違
う
吹
き
方
を
す
る
と
い
う
わ

け
な
ん
で
す
。
今
度
は
吹
い
て
み
ま
す
。

♪
笛
の
演
奏
〔
三
段
ノ
舞
〕

こ
の
よ
う
に
、
能
で
の
吹
き
方
と
狂
言
の
と
き
の
吹
き
方
と
は

違
っ
て
い
ま
す
。
手
付
に
は
よ
く
「
小
息
に
吹
く
」、
小
さ
い
息

で
吹
く
、
と
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
決
し
て
力
を
惜
し
ん
で
吹

く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
狂
言
に
ふ
さ
わ
し
い
吹
き
方
が
あ

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
れ
は
私
の
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
お
狂
言
の
ア

シ
ラ
イ
が
き
ち
ん
と
吹
け
た
ら
一
人
前
の
笛
方
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
く
ら
い
、
狂
言
の
ア
シ
ラ
イ
と
い
う
の
は
大
事
で
、
し
か
も
吹

き
方
が
非
常
に
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

趣
味
で
習
わ
れ
て
い
る
素
人
の
お
弟
子
さ
ん
が
沢
山
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
狂
言
の
笛
ま
で
は
な
か
な

か
辿
り
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
田　

稽
古
に
狂
言
の
〔
三
段
ノ
舞
〕
や
〔
神
楽
〕
を
織
り
込
む

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
能
管
を
実
際
に
吹
く
、
鳴
ら

し
て
い
く
と
き
に
、
狂
言
の
笛
が
す
ご
く
い
い
教
材
に
な
る
か
ら

で
す
。
狂
言
の
笛
を
吹
く
と
き
に
は
力
む
と
吹
け
な
い
ん
で
す

ね
。
力
を
抜
く
、
だ
け
れ
ど
体
に
は
芯
が
あ
っ
て
、
そ
の
状
態
で

吹
く
と
笛
が
す
ご
く
よ
く
鳴
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
私
も
そ
れ
を
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何
と
か
能
の
ほ
う
に
応
用
で
き
な
い
か
と
、
日
々
稽
古
す
る
よ
う

に
し
て
い
て
、
非
常
に
よ
い
教
材
に
な
り
ま
す
。

高
橋　

そ
う
で
す
か
。
ど
の
楽
器
に
も
共
通
し
ま
す
が
、
楽
器
の

演
奏
は
脱
力
が
で
き
て
い
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。
で
も
体
の

芯
は
し
っ
か
り
と
鍛
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
狂
言
の

笛
も
同
じ
な
の
で
す
ね
。
飄
々
と
し
た
味
、
軽
や
か
さ
と
い
う
の

も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
高
橋
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
、
飄
々
と

し
た
、
あ
る
い
は
飄
逸
な
、
あ
る
い
は
軽か

ろ

み
と
い
う
の
は
高
等
な

技
術
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
狂
言
の
ア
シ
ラ
イ
は
難
し
い
と
言
い
ま

し
た
。
人
は
深
刻
ぶ
っ
た
顔
は
で
き
ま
す
が
、
そ
の
逆
は
な
か
な

か
で
き
ま
せ
ん
。
本
人
の
中
に
、
そ
う
い
う
資
質
が
あ
る
こ
と
が

大
事
で
、
そ
れ
は
逆
に
す
ご
く
難
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

お
狂
言
の
難
し
さ
に
通
じ
る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
軽
み
が
あ
る
意

味
で
は
一
番
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

軽
み
が
必
要
と
い
う
お
話
を
頂
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
笛
だ
け
で
な
く
大
小
太
鼓
も
同
じ
こ
と
で
し
て
、
狂
言
の
場

合
、
原
則
と
し
て
三
地
と
い
う
非
常
に
簡
素
な
手
を
繰
り
返
す
の

が
基
本
で
す
。
大
小
太
鼓
も
掛
ケ
声
を
軽
く
か
け
、
音
も
割
合
小

さ
め
に
控
え
め
に
演
奏
し
ま
す
。

松
田　

柔
ら
か
い
音
で
打
た
れ
ま
す
ね
。

狂
言
の
囃
子
事
─
登
場
楽

高
橋　

次
に
能
と
狂
言
の
〔
下
リ
端
〕
を
比
べ
て
み
ま
す
。

松
田　
〔
下
リ
端
〕
と
い
う
の
は
、
能
の
ほ
う
で
す
と
〈
西
王
母
〉

や
〈
吉
野
天
人
〉
な
ど
、
天
女
や
天
人
が
ふ
わ
ふ
わ
と
雲
に
乗
っ

て
天
降
っ
て
来
る
と
き
の
囃
子
事
で
す
。
昨
今
は
「
天
降
り
」
と

い
う
と
、
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
、
新
聞
の
社
会
面
に
出
る
よ
う

な
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
本
当
は
天
人
が
美
し
い
音
楽
と
芳
し
い
香

り
に
包
ま
れ
て
天
上
か
ら
降
り
て
く
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

　

お
狂
言
で
も
例
え
ば
若
菜
摘
み
の
娘
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
と

き
な
ど
に
〔
下
リ
端
〕
を
使
い
ま
す
し
、
大
曲
の
〈
枕
物
狂
〉
の

お
シ
テ
が
登
場
す
る
と
き
も
〔
下
リ
端
〕
で
登
場
し
ま
す
。

高
橋　
〔
下
リ
端
〕
は
い
ろ
ん
な
曲
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
変

明
る
く
て
賑
や
か
な
調
子
で
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
元
来
〔
下
リ
端
〕
は
、
ゆ
っ
た
り
し
た
も

の
な
ん
で
す
。
狂
言
の
登
場
で
吹
く
と
き
に
は
、
音
を
あ
ま
り
長

く
引
か
な
い
で
、
切
る
よ
う
に
し
て
吹
い
て
い
き
ま
す
。
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高
橋　

能
の
〔
下
リ
端
〕
が
四
ク
サ
リ
な
の
に
対
し
て
、
狂
言
は

三
ク
サ
リ
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
て
、
狂
言
で
は
こ
の
よ
う
に

短
く
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
最
た
る
例
が
狂
言
の
〔
次

第
〕
や
〔
一
声
〕
で
す
ね
。
笛
は
「
ヒ
」
だ
け
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
少
し
演
奏
し
て
み
ま
す
。

♪
笛
の
演
奏
〔
次
第
〕〔
一
声
〕

終
わ
り
ま
し
た
。（
会
場
笑
）

高
橋　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
笑
）。

松
田　
〔
次
第
〕
や
〔
一
声
〕
は
登
場
の
囃
子
で
す
ね
。「
ヒ
ッ
！
」

と
吹
く
わ
け
で
す
。

　
〈
柿
山
伏
〉
や
〈
梟
山
伏
〉
な
ど
の
山
伏
物
の
と
き
に
、〔
次

第
〕
や
〔
一
声
〕
の
囃
子
が
あ
り
ま
す
。
山
伏
が
登
場
し
、
そ
の

後
［
道
行
］
が
あ
っ
て
、［
道
行
］
が
終
わ
る
と
囃
子
方
は
切
リ

戸
か
ら
引
き
ま
す
。
仕
事
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
後
に

長
々
と
残
ら
ず
、
舞
台
か
ら
引
い
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
今

言
っ
た
よ
う
に
〔
次
第
〕
や
〔
一
声
〕
の
笛
は
「
ヒ
ッ
」
だ
け
で

す
の
で
、
仕
事
は
こ
の
一
秒
で
終
わ
り
で
す
（
笑
）。

　

国
立
能
楽
堂
は
狂
言
の
申
合
セ
も
時
間
を
取
っ
て
し
て
い
ま
す

が
、
山
伏
物
の
と
き
、
私
は
一
時
間
く
ら
い
か
け
て
出
か
け
て

い
っ
て
、
楽
屋
で
三
分
間
お
調
べ
を
し
て
、
舞
台
で
「
ヒ
ッ
！
」

と
吹
く
と
、
そ
れ
で
仕
事
は
終
了
し
て
し
ま
い
ま
す
。

高
橋　

お
能
の
〔
次
第
〕
や
〔
一
声
〕
は
、
こ
の
後
に
小
鼓
と
大

鼓
が
い
ろ
い
ろ
な
手
組
を
打
つ
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
狂
言
の

〔
次
第
〕
や
〔
一
声
〕
の
場
合
は
三
地
を
打
つ
だ
け
で
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
能
の
と
き
の
よ
う
な
連
続
し
た
手
組
で
は

な
く
て
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
手
組
を
打
っ
て
い
く
。
大
小
も
太

鼓
も
能
の
と
き
と
は
違
っ
た
、
狂
言
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
打
ち

方
や
掛
ケ
声
の
か
け
方
が
あ
り
ま
す
。

狂
言
の
囃
子
事
─
〔
責
メ
〕

高
橋　

一
二
月
の
狂
言
鑑
賞
会
で
演
じ
ら
れ
る
〈
朝
比
奈
〉
に

も
、〔
次
第
〕
や
〔
一
声
〕
が
あ
り
ま
す
。〔
一
声
〕
で
朝
比
奈
が

登
場
し
て
［
一
セ
イ
］
を
謡
っ
た
あ
と
、「
こ
れ
は
娑
婆
に
隠
れ

も
な
い
朝
比
奈
の
三
郎
何
某
で
候
」
と
名
ノ
リ
ま
す
。
こ
う
し
た

所
は
能
の
様
式
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　
〈
朝
比
奈
〉
に
は
そ
の
他
、〔
責
メ
〕
と
い
う
狂
言
独
自
の
囃
子

事
も
出
て
き
ま
す
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
類
似
し
た
も
の
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
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〈
朝
比
奈
〉
は
人
間
が
仏
教
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

み
ん
な
が
極
楽
に
ゾ
ロ
ゾ
ロ
ゾ
ロ
ゾ
ロ
行
っ
て
し
ま
っ
て
地
獄
は

ガ
ラ
ガ
ラ
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
閻
魔
様
が
六
道
の
辻
で
待
ち
構

え
て
い
て
、
罪
人
を
地
獄
に
責
め
落
と
そ
う
と
し
ま
す
。
通
り
か

か
っ
た
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
と
て
も
強
く
て
、
閻
魔
様
は
地
獄
に

責
め
落
と
す
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
朝
比
奈
を
極
楽
に
送
り
届
け

る
、
と
い
う
内
容
の
曲
で
す
。〔
責
メ
〕
と
い
う
の
は
、
閻
魔
大

王
が
朝
比
奈
を
責
め
る
さ
ま
を
舞
仕
立
て
で
表
す
も
の
で
す
。

高
橋　
〔
責
メ
〕
で
閻
魔
大
王
が
責
め
立
て
る
け
れ
ど
も
、
朝
比

奈
は
び
く
と
も
し
な
い
。
逆
に
閻
魔
大
王
が
転
が
さ
れ
た
り
、

ち
ょ
っ
と
休
ん
だ
り
し
て
。
今
度
は
表う

わ

着ぎ

を
脱
い
で
身
を
軽
く
し

て
責
め
よ
う
な
ど
と
言
っ
て
、
何
度
か
試
み
る
わ
け
で
す
。
と
う

と
う
鬼
が
責
め
る
の
を
諦
め
て
し
ま
う
の
で
す
が
、〔
責
メ
〕
の

回
数
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

松
田　

狂
言
の
台
本
に
「
こ
こ
で
責
メ
」
と
い
う
ふ
う
に
指
定
し

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
も
う
一
回
、
あ

る
い
は
省
略
し
よ
う
と
、
そ
の
時
々
の
演
出
の
仕
方
で
変
わ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

高
橋　

そ
う
で
す
か
。
大
小
太
鼓
が
三
地
の
手
ば
か
り
を
何
度
も

繰
り
返
し
て
打
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
も
何
回
と
決
ま
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
何
か
の
型
が
終
わ
る
ま
で
で
す
か
。

松
田　
「
見
計
ラ
イ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
閻

魔
大
王
が
転
が
さ
れ
て
言
葉
に
な
っ
た
ら
、
そ
こ
で
止
め
る
。
あ

る
い
は
、「
急
げ
急
げ
」
と
い
う
言
葉
を
三
回
繰
り
返
し
た
ら
そ

こ
で
止
め
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
本
番
前
に
簡
単
な
打
ち
合
わ
せ

を
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

高
橋　

な
る
ほ
ど
。
こ
の
世
界
で
は
リ
ハ
ー
サ
ル
の
こ
と
を
申
合

セ
と
言
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
申
し
合
わ
せ
て
、
取
り
決
め
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
。
先
ほ
ど
の
〔
三
段
ノ
舞
〕
や
〔
中
之
舞
〕
に

は
拍
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
乗
っ
て
笛
を
吹
き
ま
す
け
れ
ど
、〔
責

メ
〕
に
は
拍
が
あ
り
ま
せ
ん
。
閻
魔
大
王
の
責
メ
の
具
合
で
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
吹
く
か
を
決
め
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
演
技
を
見
な

が
ら
吹
く
や
り
方
を
ア
シ
ラ
イ
吹
キ
と
言
い
ま
す
。

高
橋　

狂
言
鑑
賞
会
に
は
〈
法
師
ヶ
母
〉
も
演
じ
ら
れ
ま
す
が
、

そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
〔
カ
ケ
リ
〕
も
、
じ
つ
は
〔
責
メ
〕
と
同
じ

譜
を
吹
く
の
で
す
ね
。

松
田　
〔
責
メ
〕
も
〔
カ
ケ
リ
〕
も
笛
の
唱
歌
自
体
は
同
じ
も
の
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を
吹
き
ま
す
。

　
〈
法
師
ヶ
母
〉
は
、
お
酒
を
飲
ん
で
家
に
帰
っ
て
き
た
夫
が
、

酔
っ
た
勢
い
で
妻
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
の
後
で

深
く
後
悔
し
ま
し
て
、
妻
を
探
し
て
街
中
を
さ
迷
い
ま
す
。
そ

の
中
で
「
涙
に
咽
ぶ
ば
か
り
な
り
」
と
い
う
謡
を
謡
っ
て
〔
カ
ケ

リ
〕
に
な
り
ま
す
。〔
カ
ケ
リ
〕
の
中
で
、
シ
オ
ル
と
い
う
泣
く

型
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。〈
法
師
ヶ
母
〉
の
、
妻
に
帰
っ
て
き
て

欲
し
い
男
の
心
の
内
の
揺
れ
、
軽
い
狂
イ
の
場
面
で
あ
る
〔
カ
ケ

リ
〕
と
、〈
朝
比
奈
〉
の
閻
魔
大
王
を
逆
に
責
め
落
と
し
て
し
ま

う
〔
責
メ
〕
と
は
、
内
容
は
随
分
違
う
も
の
で
す
。
で
も
、
吹
い

て
い
る
譜
は
同
じ
も
の
で
、
吹
き
方
を
変
え
て
そ
の
表
現
を
違
え

る
、
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
場
に
よ
き
よ
う
に
吹
く
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
一
番
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

能
の
〔
羯
鼓
〕
と
狂
言
の
〔
羯
鼓
〕

高
橋　

譜
は
同
じ
で
も
表
現
に
よ
っ
て
全
然
違
っ
て
聞
こ
え
ま
す

ね
。
逆
に
〔
羯
鼓
〕
と
い
う
囃
子
事
の
場
合
は
、
同
じ
名
前
で
内

容
的
に
も
同
じ
で
す
が
、
能
の
〔
羯
鼓
〕
と
狂
言
の
〔
羯
鼓
〕
で

は
譜
自
体
が
か
な
り
違
い
ま
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。〔
羯
鼓
〕
に
用
い
ら
れ
る
羯
鼓
は
腰
に
つ

け
る
小
さ
な
鼓
で
、
二
本
の
撥
で
軽
や
か
に
打
ち
ま
す
。
中
国
か

ら
入
っ
て
来
た
雅
楽
の
中
で
の
羯
鼓
は
演
奏
を
リ
ー
ド
す
る
も
の

で
す
。
恐
ら
く
能
・
狂
言
の
羯
鼓
は
そ
れ
を
応
用
し
た
も
の
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
羯
鼓
を
打
ち
舞
う
と
き
に
囃
す
音
楽

を
〔
羯
鼓
〕
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
意
外
に
古
い
も
の
で

す
。
中
世
の
有
髪
の
説
法
僧
、
い
わ
ゆ
る
居
士
と
言
わ
れ
た
人
た

ち
が
、
大
道
で
自
ら
謡
い
な
が
ら
鼓
を
打
っ
て
人
を
集
め
、
そ
れ

か
ら
説
法
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
羯
鼓
の
舞

を
能
に
取
り
込
ん
で
様
式
化
し
た
も
の
が
、
囃
子
事
の
〔
羯
鼓
〕

で
す
。
観
阿
弥
が
作
っ
た
〈
自
然
居
士
〉
は
劇
的
な
構
成
が
巧
み

に
作
ら
れ
て
い
る
能
で
、
非
常
に
う
ま
い
形
で
芸
尽
く
し
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
〔
羯
鼓
〕
が
あ
り
ま
す
。

　
〔
中
之
舞
〕
を
天
女
が
舞
う
と
き
は
浮
き
や
か
な
演
奏
を
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
能
の
中
で
音
楽
自
体
が
軽
や
か
な
も
の
は
意
外
に

少
な
い
ん
で
す
。
能
の
〔
羯
鼓
〕
は
随
分
長
い
ん
で
す
ね
。
き
っ

ち
り
と
段
の
構
成
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
狂
言

の
〔
羯
鼓
〕
は
ク
サ
リ
数
が
短
く
、
そ
れ
を
何
回
も
何
回
も
繰
り

返
し
て
い
く
演
奏
の
仕
方
を
し
ま
す
。
見
計
ラ
イ
で
、
型
が
済
む
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ま
で
延
々
と
羯
鼓
を
吹
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

♪
唱
歌
実
演　

能
の
〔
羯
鼓
〕

♪
笛
の
演
奏　

能
の
〔
羯
鼓
〕

狂
言
の
譜
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
。

♪
唱
歌
実
演　

狂
言
の
〔
羯
鼓
〕

♪
笛
の
演
奏　

狂
言
の
〔
羯
鼓
〕

　

狂
言
〔
羯
鼓
〕、
狂
言
〔
神
楽
〕、〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
と
い
う
の
は
、

非
常
に
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。〈
鍋
八
撥
〉
な
ど
で
す
と
一
五

分
ぐ
ら
い
ず
っ
と
こ
れ
を
吹
き
っ
ぱ
な
し
に
な
る
ん
で
す
ね
。
同

じ
唱
歌
を
繰
り
返
す
と
い
う
の
は
、
吹
い
て
い
る
ほ
う
も
催
眠
状

態
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
間
違
え
る
と
、
違
う
曲
に

な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
多
分
に
あ
り
ま
す
。
狂
言
〔
羯
鼓
〕
を
吹

い
て
い
る
つ
も
り
が
、
い
つ
の
間
に
か
狂
言
〔
神
楽
〕
に
な
っ
て

し
ま
う
と
大
変
な
こ
と
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
ず
っ
と

神
経
を
張
り
詰
め
て
吹
い
て
い
ま
す
。

高
橋　

と
て
も
ウ
キ
ウ
キ
す
る
メ
ロ
デ
ィ
で
す
ね
。

〈
鍋
八
撥
〉
の
囃
子
事

松
田　
〈
鍋
八
撥
〉
は
、
羯
鼓
売
り
が
先
に
取
っ
た
、
市
の
一
番

い
い
場
所
を
め
ぐ
っ
て
、
焙
烙
売
り
が
ず
る
を
し
か
け
る
狂
言
で

す
。
二
人
と
も
自
分
が
最
初
に
来
た
と
、
目
代
、
お
役
人
に
主
張

し
て
埒
が
明
か
な
い
。
そ
こ
で
、
芸
を
し
て
ど
ち
ら
か
い
い
ほ

う
が
一
番
い
い
場
所
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。〔
棒
フ
リ
〕
と

〔
羯
鼓
〕
と
い
う
舞
を
、
二
人
が
交
互
に
舞
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

浮
き
や
か
な
舞
で
す
ね
。

　
〔
棒
フ
リ
〕
の
笛
は
、
〽
ホ
ー
ヒ
ー
ト
ー
、
こ
の
三
つ
な
ん
で

す
。
三
つ
の
音
を
繰
り
返
す
だ
け
の
も
の
で
す
が
、
じ
つ
は
こ
こ

に
能
と
狂
言
の
音
楽
の
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
は
、
〽
ホ
ー
ヒ
ー
ト
ー　

〽
ホ
ー
ヒ
ー
ト
ー　

〽
ホ
ー

…
、
と
い
う
前
に
一
つ
の
休
符
が
入
り
ま
す
。
こ
の
休
符
が
間ま

、

つ
ま
り
コ
ミ
で
、
譜
に
は
そ
れ
が
〇
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
コ
ミ

の
〇
は
音
が
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
音
は
「
鳴
っ
て
い
る
」
と

思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
心
の
内
で
鳴
っ
て
い
る
ん
で
す
。

♪
唱
歌
実
演
〔
棒
フ
リ
〕

　

音
は
鳴
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
間
を
コ
ン
で
い
る
時
間
、
こ
れ
が

日
本
音
楽
の
隠
さ
れ
た
本
質
だ
と
思
っ
て
頂
い
て
間
違
い
な
い
と

思
う
ん
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
今
日
の
講
座
で
一
番
重
要
な
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
コ
ミ
の
間
が
あ
る
か
ら
、
三
つ
の
音
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と
い
う
短
い
音
楽
が
成
り
立
つ
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。「
ホ
」
が

「
起
」
で
、「
ヒ
」
が
「
承
」、「
ト
」
が
「
転
」、
そ
し
て
最
後
に
、

音
で
は
な
い
け
れ
ど
も
実
際
に
は
コ
ン
で
い
る
、
間
を
作
っ
て
い

る
部
分
、
こ
れ
が
「
結
」
に
な
り
ま
す
。
三
つ
の
音
と
コ
ミ
と
で

起
承
転
結
が
で
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る

〔
棒
フ
リ
〕
と
い
う
音
楽
は
、
世
界
に
誇
れ
る
よ
う
な
非
常
に
素

晴
ら
し
い
音
楽
だ
と
、
私
は
本
気
で
思
っ
て
い
ま
す
。

高
橋　

今
の
ご
説
明
は
と
て
も
理
論
的
で
し
た
ね
。
普
通
で
し
た

ら
「
三
つ
の
音
で
で
き
て
い
る
」
と
言
う
と
こ
ろ
を
「
三
つ
の
音

と
一
つ
の
休
符
で
で
き
て
い
る
」
と
、「
一
つ
の
休
符
」
に
も
言
及

さ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
作
曲
を
志
さ
れ
た
方
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

松
田　

い
や
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。

高
橋　
〈
鍋
八
撥
〉
も
、
型
を
見
て
速
く
し
た
り
し
ま
す
ね
。

松
田　

そ
う
で
す
ね
。
こ
こ
の
型
に
な
っ
た
ら
速
く
し
て
、
こ
こ

に
な
っ
た
ら
崩
し
て
、
と
い
う
ふ
う
な
打
ち
合
わ
せ
を
申
合
セ
で

し
ま
す
。
私
た
ち
は
狂
言
で
は
一
般
的
に
、
公
演
当
日
の
開
場
前

に
、
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
形
を
取
り
ま
す
。

と
き
に
は
時
間
の
関
係
で
、
い
き
な
り
本
番
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

狂
言
の
方
た
ち
は
〔
羯
鼓
〕
の
唱
歌
を
謡
い
な
が
ら
稽
古
し
ま

す
の
で
、
も
う
体
に
笛
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
こ
ち
ら

は
〈
鍋
八
撥
〉
を
そ
ん
な
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
お
役
を
頂
い
て
出
か
け
て
い
っ
て
本
番
前
に
ち
ょ
こ
ち
ょ

こ
っ
と
打
ち
合
わ
せ
す
る
の
で
す
。

　

特
に
狂
言
〔
羯
鼓
〕
は
、
足
拍
子
な
ど
の
型
と
笛
と
が
き
っ

ち
り
く
っ
つ
い
て
い
る
ん
で
す
。
ぶ
っ
つ
け
本
番
と
い
う
と
き

は
、
お
シ
テ
が
ど
の
く
ら
い
の
速
さ
で
舞
い
た
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
瞬
時
に
把
握
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
も
た
も
た

し
て
い
る
と
、
ど
ん
ど
ん
足
拍
子
が
踏
ま
れ
て
い
っ
て
、
ず
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
自
分
が
ど
の
く
ら
い
の
テ
ン
ポ
で
吹
け
ば
い
い
の

か
、
そ
の
と
き
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う

い
う
怖
さ
が
あ
り
ま
す
。
上
手
く
で
き
て
当
た
り
前
と
い
う
世
界

で
す
の
で
、
舞
台
で
失
敗
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
が

狂
言
の
笛
の
難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

臨
機
応
変
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
ね
。

松
田　

え
え
、
も
た
も
た
し
て
い
ら
れ
な
い
ん
で
す
。

高
橋　
〈
鍋
八
撥
〉
で
は
、〔
羯
鼓
〕
の
場
面
で
も
最
後
に
タ
イ
ミ

ン
グ
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
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松
田　

そ
う
な
ん
で
す
。
ま
ず
羯
鼓
売
り
が
、
ぐ
る
ぐ
る
と
体
を

側
転
さ
せ
る
〔
水
車
ガ
ヘ
リ
〕
と
い
う
型
を
し
な
が
ら
退
場
し
ま

す
。
狂
言
の
人
は
大
変
だ
な
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
鮮
や
か

な
側
転
を
見
せ
な
が
ら
幕
へ
入
っ
て
い
く
。
焙
烙
売
り
も
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
体
の
前
に
焙

烙
、
薄
物
の
陶
器
を
括
り
つ
け
て
い
ま
す
の
で
、
元
よ
り
そ
ん
な

に
格
好
よ
く
で
き
な
い
の
に
羯
鼓
売
り
の
真
似
を
し
よ
う
と
す

る
。
最
後
は
失
敗
し
て
焙
烙
を
割
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

狂
言
の
囃
子
事
─
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕

松
田　

そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
狂
言
〔
羯
鼓
〕
を
吹
い
て
き
て
お
り

ま
す
が
、
最
後
の
と
こ
ろ
を
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
の
笛
に
変
え
ま
す
。

〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
の
〽
ヒ
ョ
ー　

ヒ
ョ
ー
ラ
ー
ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ　

ヒ
、

の
「
ヒ
」
で
突
っ
伏
し
て
焙
烙
を
割
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
〽

ヒ
ョ
ー　

ヒ
ョ
ー
ラ
ー
ヒ
ウ
ヒ
ヤ
ロ
、
で
突
っ
伏
し
て
、
そ
れ
か

ら　

〽
ヒ
、
っ
て
吹
く
と
き
も
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
時
々
で
決
め

る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と

こ
ろ
で
す
。
こ
れ
も
見
計
ラ
イ
の
も
の
で
す
か
ら
、
ど
こ
で
〔
羯

鼓
〕
か
ら
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
に
す
る
か
、
演
技
を
見
な
が
ら
吹
い
て

タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ラ
イ
ま
す
。
な
か
な
か
ス
リ
リ
ン
グ
な
こ
と

を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

高
橋　

で
も
、
そ
ん
な
に
ジ
ロ
ジ
ロ
と
演
技
を
見
て
い
ら
れ
な
い

か
ら
横
目
で
そ
っ
と
見
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
よ
く
そ
れ
で
上
手
く

合
い
ま
す
ね
。

松
田　

横
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
と
き
は
、
目
立
た
な
い
よ
う
に

型
を
盗
み
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、〈
鍋
八
撥
〉
の
場

合
は
開
き
直
る
よ
う
に
正
面
を
向
い
て
座
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

囃
子
入
り
の
狂
言
の
と
き
、
囃
子
方
は
横
向
き
に
座
っ
て
内
側

に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
狂
言

を
描
い
た
古
い
絵
の
中
に
は
、
囃
子
方
が
横
向
き
で
は
な
く
て
、

正
面
を
向
い
て
い
る
も
の
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
横

向
き
に
座
る
と
い
う
の
は
決
ま
り
ご
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
脇
能
の
間
狂
言
に
囃
子
が
入
る
と
き
も
正
面
を
向
い
て

演
奏
し
て
お
り
ま
す
。

　
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
は
祝
言
の
笛
で
す
。
こ
れ
で
め
で
た
く
終
え
る
、

と
い
う
の
が
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
で
す
。
お
正
月
に
〈
末
広
か
り
〉
が

あ
る
と
、
最
後
に
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
を
吹
い
て
、
そ
れ
が
終
わ
る

と
、
お
シ
テ
と
ア
ド
が
笑
っ
て
笑
い
留
め
に
す
る
。
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こ
の
唱
歌
を
皆
様
と
歌
お
う
と
思
い
ま
す
。
実
際
の
笛
の
高
さ

は
高
い
も
の
で
す
し
、
男
の
方
と
女
の
方
で
は
、
声
の
高
さ
が
違

う
の
で
、
私
は
少
し
低
め
に
歌
い
ま
す
。
最
後
が
や
や
難
し
い
で

す
ね
。
音
数
が
多
い
ん
で
す
。「
イ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て

頂
く
と
歌
い
や
す
い
で
す
。

♪
唱
歌
実
演
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
─
会
場
も
参
加

本
日
の
講
座
を
皆
様
と
ご
一
緒
に
〔
シ
ャ
ギ
リ
〕
を
歌
っ
て
締
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
通
し
て
歌
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で

す
か
。
は
い
、
さ
ん
、
は
い
。

　

〽
○ン 

ヒ
ヤ 

ァ 

リ 

○ン 

ヒ 

ヤ 

リ

○ン 

ヒ
ヤ 

ァ 

リ 

ト 

ヒ
ヤ 

ァ 

リ

○ン 

ヒ
ヤ 

ァ 

リ 

○ン 

ヒ 

ヤ 

リ

○ン 

ホ 

○ン 

ホ 

ヒ
ャ 

ヒ
ウ
イ
ヤ
ロ 

○ン 

ヒ

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
会
場
拍
手
）

高
橋　

め
で
た
く
締
め
括
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
日
は
本
当

に
楽
し
い
お
話
と
実
演
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

松
田　

長
時
間
お
つ
き
合
い
下
さ
い
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

講
師
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

◆
松
田
弘
之
（
ま
つ
だ
・
ひ
ろ
ゆ
き
）

能
楽
笛
方
森
田
流
。
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
生
。
故
田
中

一
次
、
故
森
田
光
春
に
師
事
。
国
立
音
楽
大
学
卒
業
。
平
成

五
年
〈
清
経
・
恋
之
音
取
〉
を
披
く
。〈
鷺
〉〈
卒
都
婆
小
町
〉

〈
鸚
鵡
小
町
〉〈
姨
捨
〉〈
檜
垣
〉
な
ど
の
大
曲
を
披
演
す
る
一

方
、
復
曲
・
新
作
曲
へ
の
出
演
と
音
楽
創
作
・
作
調
を
数
多
く

行
い
、
海
外
公
演
に
も
多
数
出
演
し
て
い
る
。
平
成
二
六
年
、

第
三
八
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
受
賞
。
受
賞
理
由

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
東
京
の
森
田
流
笛
方
を
代
表
す
る

一
人
と
し
て
活
躍
す
る
氏
は
、
師
匠
で
あ
っ
た
故
田
中
一
次
の

感
性
の
鋭
さ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
長
年
に
わ
た
り
研
鑚
を
重

ね
、
独
自
の
芸
域
を
切
り
開
い
て
き
た
。
情
緒
豊
か
で
美
し
い

旋
律
に
よ
っ
て
戯
曲
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
氏
の
演
奏
は
、

古
典
・
新
作
を
問
わ
ず
、
優
れ
た
舞
台
成
果
に
寄
与
し
て
い

る
」。
大
曲
、
秘
曲
の
上
演
に
不
可
欠
の
笛
方
と
し
て
ゆ
る
ぎ

な
い
信
頼
を
得
て
お
り
、
後
進
の
育
成
に
も
尽
力
し
て
い
る
。

日
本
能
楽
会
会
員
。
国
立
能
楽
堂
養
成
課
講
師
。
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［ 資 料 ］

狂 言 の 囃 子 事 （ 主 な も の ）

  編 成 の 「 小 」 は 小 鼓 、 「 大 」 は 大 鼓 、 「 太 」 は 太 鼓 。 曲 例 の 間 は 間 狂 言 、 他 は 本 狂

言 。 曲 名 の （ 　 ） 内 は 和 泉 流 で の 名 称 。 笛 の リ ズ ム の 「 合 」 は 拍 子 に 合 う も の 、

「 不 」 は 拍 子 に 合 わ な い も の 。

☆ 注　 森 田 流 笛 は 〔 三 段 ノ 舞 〕 と 同 じ 譜 を 一 段 だ け 吹 く 。

特 殊 な 囃 子 事 ・ 曲

　 早 笛 ･･･ 能 〈 白 髭 〉 の 替 間 〈 道 者 （ 勧 進 聖 ） 〉 の 大 鮒 の 登 場 に 吹 く 。 笛 大 小 太 。

　 獅 子 ･･･ 〈 獅 子 聟 （ 越 後 聟 ） 〉 で 聟 入 に 来 た 聟 が 獅 子 舞 を 舞 う 。 笛 太 、 ま た は 笛 大 小 太 。

   〈 狸 腹 鼓 〉･･･ 狸 が 腹 鼓 を 打 ち な が ら 舞 う 。 笛 の み 。

舞
事

・
働

事
登

場
楽

狂
言

固
有

の
も

の
能

に
準

ず
る

も
の

シ ャ ギ リ

責 メ
棒 フ リ

羯 鼓
神 楽

カ ケ リ

舞 働
楽

三 段 ノ 舞

来 序
下 リ 端

一 声
次 第

名　 称

笛
笛　 小

大　 太

笛
笛

笛　 小

笛　 小

大　 太

笛　 小

大　 太

笛　 小

大　 太

笛　 小

大　 太

笛　 小

大　 太

笛　 小

大　 太

笛 小 大

笛 小 大
編　 成

脇 狂 言 な ど の め で た い 終 曲 部 で

浮 き や か に 吹 か れ る 。 左 右 に 飛

ぶ 型 が あ る 。

閻 魔 王 や 鬼 が 亡 者 を 地 獄 に 責 め

落 す 場 面 に 演 奏 。

長 い 棒 を 振 り ま わ し て 加 速 し な

が ら 軽 快 に 舞 う 。

羯 鼓 を 打 ち な が ら 軽 妙 に 舞 う 。

寿 ぎ や 遊 興 の 芸 。

巫 女 が 鈴 を 振 り 神 楽 を 舞 う 。 小

鼓 が ポ 、 ポ と 打 ち 続 け て 独 特 の

雰 囲 気 が あ る 。

放 心 や 興 奮 の 状 態 で 、 ま た は 何

か を 探 し 求 め て 立 ち 回 る 。

神 仏 や 精 の 祝 福 の 舞 。 ま た は 打

ち 合 い の 所 作 を 様 式 的 に 見 せ る 。

 ☆ 注

唐 人 の 舞 。

末 社 の 神 、 百 姓 、 聟 入 り の 聟 な

ど が 舞 う 祝 言 性 の 高 い 舞 。 呂 中

干 形 式 。

帝 王 の 登 場 。 ま た は 間 狂 言 の 末

社 の 神 、 小 天 狗 、 精 、 社 人 等 の

登 場 。

福 神 、 群 衆 な ど が 浮 き や か に 登

場 。
鬼 畜 、 神 仙 、 幽 霊 、 物 狂 、 群 衆

な ど の 登 場 。

山 伏 、 僧 、 鬼 畜 な ど の 登 場 。

内　 容

〈 末 広 が り 〉 〈 麻 生 〉

〈 昆 布 柿 〉 〈 財 宝 〉 〈 若

菜 〉
〈 朝 比 奈 〉 〈 八 尾 〉 〈 鬮

罪 人 〉 〈 瓜 盗 人 〉

〈 鍋 八 撥 〉 の み

〈 煎 物 〉 〈 鍋 八 撥 〉 〈 松

囃 子 〉

〈 石 神 〉 〈 大 般 若 〉 〈 太

鼓 負 〉

〈 法 師 ケ 母 〉 〈 名 取

川 〉 〈 金 岡 〉 〈 通 円 〉

〈 祐 善 〉

〈 夷 大 黒 〉 〈 大 黒 連

歌 〉 〈 松 脂 〉 〈 歌 仙 〉

〈 菓 争 〉

〈 茶 子 味 梅 〉 〈 唐 相 撲

（ 唐 人 相 撲 ） 〉

〈 餅 酒 〉 〈 雁 雁 金 〉 〈 引

敷 聟 〉 〈 二 人 袴 〉 間

〈 嵐 山 〉 〈 賀 茂 〉 〈 白 楽

天 〉 〈 道 明 寺 〉

〈 唐 相 撲 （ 唐 人 相 撲 ） 〉

間 〈 嵐 山 〉 〈 鞍 馬 天

狗 〉 〈 玉 井 〉 〈 氷 室 〉

〈 夷 大 黒 〉 〈 歌 仙 〉 〈 田

植 〉 〈 若 菜 〉 〈 吹 取 〉

〈 朝 比 奈 〉 〈 法 師 ケ 母 〉 〈 夷

毘 沙 門 〉 〈 通 円 〉 〈 髭 櫓 〉

〈 朝 比 奈 〉 〈 夷 大 黒 〉 〈 宗

論 〉 〈 釣 狐 〉 〈 鈍 太 郎 〉

曲　 例

合
不

合
合

合
不

合
合

合
不

合
不

不
笛 の

リ ズ ム
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狂
言
の
囃
子
事
の
特
徴

　

能
の
囃
子
事
よ
り
も

　

1
．
軽
快
さ
、
洒
脱
味
、
愉
楽
の
要
素
が
多
い

　

2
．
写
実
的
な
型
や
演
技
に
直
結
し
た
も
の
が
あ
る

　

笛
は
音
を
短
く
、
間
を
あ
け
て
、
小
さ
め
に
軽
く
吹
く
。

・
短
く
簡
素
な
フ
レ
ー
ズ
の
く
り
返
し
が
基
本
。

・ 

狂
言
固
有
の
も
の
に
は
具
体
的
な
演
技
や
写
実
的
な
型
に
即

し
た
も
の
が
多
い
。
中
世
祭
礼
囃
子
か
ら
の
由
来
が
窺
え

る
。

　
　
　

eg.　

棒
フ
リ
、
シ
ャ
ギ
リ

・
音
楽
構
造
、
楽
器
編
成
が
簡
略
。

　
　
　

eg.　

早
笛
…
二
ク
サ
リ
で
一
巡
（
能
は
七
ク
サ
リ
）　

　
　
　
　
　

神
楽
…
笛
と
小
鼓
の
み
（
能
は
笛
と
大
小
太
鼓
）

　
　
　
　
　

羯
鼓
…
笛
の
み
（
能
は
笛
と
大
小
鼓
）

　

大
小
太
鼓
は
掛
ケ
声
を
軽
く
短
め
に
か
け
、
軽
く
打
つ
。

・ 

原
則
的
に
、
三
地
（
コ
イ
合
）
と
い
う
基
本
的
で
簡
素
な
手

だ
け
を
繰
り
返
し
打
つ
。

　

そ
の
他

・
正
面
を
向
か
ず
、
横
向
き
の
く
つ
ろ
ぎ
の
形
で
演
奏
。

・
演
奏
の
と
き
だ
け
舞
台
に
出
る
こ
と
が
多
い
。

・
囃
子
を
省
略
す
る
場
合
も
あ
る
。


