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能
　
砧
　〔
き
ぬ
た
〕

解
　
説

能
を
大
成
し
た
世
阿
弥
の
芸
談
書
『
申
楽
談
儀
』
に
は
、〈
砧
〉
に
つ
い
て
の
有
名
な
記
事
が

あ
り
ま
す
。

静
成
し
夜
、
砧
の
能
の
節
を
聞
し
に
、
か
や
う
の
能
の
味
は
い
は
、
末
の
世
に
知
人
有
ま
じ
け
れ
ば
、
書
き
置

く
も
物
く
さ
き
由
、
物
語
せ
ら
れ
し
也
。
し
か
れ
ば
、
無
上
無
味
の
み
な
る
所
は
、
味
は
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
。

又
、
書
き
載
せ
ん
と
す
れ
共
、
更
に
其
言
葉
な
し
。
位
上
ら
ば
自
然
に
悟
る
べ
き
事
と
う
け
給
は
れ
ば
、
聞
書

に
も
及
ば
ず
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、〈
砧
〉が
世
阿
弥
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。記
事
中
の「
末
の
世
」

が
世
阿
弥
の
生
き
る
「
今
の
世
」
な
の
か
、
未
来
の
「
の
ち
の
世
」
を
表
す
の
か
は
解
釈
が
分

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、〈
砧
〉
の
価
値
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
世
阿
弥
は
、〈
砧
〉
を
自
信
作
と
し
つ
つ
も
、
到
達
し
た
境
地
を
誰

に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
孤
独
感
も
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に〈
砧
〉は「
無

上
無
味
」
と
い
う
、
味
わ
い
を
越
え
た
無
上
の
妙
味
の
み
の
境
地
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
言
葉
で

説
明
し
た
り
意
識
し
て
得
よ
う
と
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　〈
砧
〉
は
室
町
時
代
後
期
に
は
上
演
が
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
謡
い
物
と
し
て
は
伝
承
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
演
じ
る
に
は
難
し
い
作
品
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
な
り
、
珍
し
い
能
を
好
ん
で
い
た
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
時
に
能
と

し
て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
名
曲
と
し
て
の
評
価
を
得
て
お
り
、
特
別
な
技
術
や
表
現

力
を
必
要
と
す
る
「
習
い
」
の
曲
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
演
が
途
絶
え
て
い
た
期
間
が
あ
っ
た
た
め
か
、
各
流
儀
で
復
活
し
た
際
に
砧
の
作
リ
物
や
装

束
・
能
面
、
囃
子
、
所
作
な
ど
、
流
儀
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
演
出
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
と
く
に
太
鼓
が
入
る
か
、
入
ら
な
い
か
は
大
き
な
違
い
と
な
り
ま
す
。
観
世
流
で
は

太
鼓
の
有
無
に
つ
い
て
両
様
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
本
日
は
太
鼓
無
し
で
の
上
演
で
す
。
太
鼓

入
り
の
場
合
は
、
後
シ
テ
の
登
場
の
囃
子
が
「
出
端
〔
で
は
〕」
で
す
が
、
太
鼓
無
し
で
は
「
一

声
〔
い
っ
せ
い
〕」
に
な
り
ま
す
。
太
鼓
は
撥
で
打
つ
の
で
音
色
が
大
き
く
響
き
、
太
鼓
が
入

る
場
合
は
地
獄
の
激
し
さ
や
恨
み
の
強
さ
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
無
し
の
場
合
は
、
落
ち
着
い
た

中
に
も
恨
み
や
恐
ろ
し
い
雰
囲
気
が
漂
い
、
そ
こ
は
か
と
な
い
哀
れ
さ
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

　
砧
と
は
、
木
槌
や
棒
で
布
を
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
、
つ
や
を
出
す
た
め
の
道
具
や
仕
事
の

こ
と
で
す
。
能
で
は
槌
は
用
い
ず
、
扇
を
使
い
ま
す
。
砧
は
秋
の
風
物
と
し
て
古
く
か
ら
漢
詩

や
和
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
で
は
秋
の
夜
の
情
趣
や
恋
し
い
人
へ
の
思
い
が
砧
の
音
に

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
っ
た
歌
の
中
で
も
、
遠
い
異
国
の
敵
に
捕
ら
え
ら
れ
た
蘇
武
を
思
っ
て
蘇
武
の
妻
が

砧
を
打
つ
と
、
そ
の
音
色
が
蘇
武
に
届
い
た
と
い
う
故
事
は
、〈
砧
〉
の
重
要
な
要
素
に
な
っ

て
い
ま
す
。『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
な
ど
に
は
蘇
武
の
妻
が
砧
を
打
つ
話
が
見
え
、〈
砧
〉

は
こ
れ
ら
注
釈
書
等
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
蘇
武
の
妻
の
話
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
芦
屋
の
妻
が
砧
を
打
つ
動
機
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
蘇
武
の
妻
の
砧
は
、
国
を

隔
て
た
遥
か
遠
く
ま
で
音
色
を
響
か
せ
る
話
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
芦
屋
の
妻
の
砧
の

音
も
遠
く
へ
広
が
っ
て
い
く
印
象
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
音
色
が
遠
く
へ
広
が
る
と
い
う
点
で
は
、〈
砧
〉
は
「
風
」
の
言
葉
を
う
ま
く
使
っ
て
い
ま
す
。

恋
し
さ
や
恨
み
の
こ
も
っ
た
砧
の
音
を「
風
」に
乗
せ
て
届
け
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、謡
に
は「
松

の
声
・
松
風
・
秋
風
・
山
風
・
嵐
・
風
の
気
色
・
夜
嵐
」
と
、
い
ろ
い
ろ
な
「
風
」
が
出
て
き

ま
す
。
し
か
し
風
に
乗
っ
て
広
が
っ
て
い
く
か
と
み
え
た
砧
の
音
は
、
最
後
に
は
妻
の
涙
と
混

然
一
体
と
な
っ
て
、「
ほ
ろ
ほ
ろ
、は
ら
は
ら
は
ら
」
と
い
う
響
き
に
集
約
さ
れ
し
ま
う
の
で
す
。

こ
こ
は
「
砧
之
段
〔
き
ぬ
た
の
だ
ん
〕」
と
呼
ば
れ
、
寂
し
い
秋
の
夜
の
情
景
や
七
夕
の
二
星

に
妻
の
心
情
が
重
ね
ら
れ
た
詩
的
な
謡
が
、
し
み
じ
み
と
胸
に
迫
っ
て
く
る
名
場
面
で
す
。

後
半
に
妻
は
地
獄
に
堕
ち
た
亡
者
と
し
て
現
れ
、
非
常
に
凄
惨
な
責
め
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
謡
わ
れ
ま
す
。「
恐
ろ
し
や
」と
崩
れ
落
ち
て
耳
を
塞
ぐ
姿
や
、砧
の
音
を
聞
い
て
く
れ
な
か
っ

た
の
か
と
夫
に
詰
め
寄
る
場
面
に
も
心
を
動
か
さ
れ
ま
す
。

　
世
阿
弥
は
夢
幻
能
の
形
式
を
確
立
し
、
霊
が
過
去
を
再
現
す
る
能
を
数
多
く
作
り
ま
し
た
。

〈
砧
〉
も
妻
の
霊
が
砧
を
打
っ
た
過
去
を
昔
物
語
に
語
る
、
夢
幻
能
に
作
る
こ
と
も
で
き
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
妻
の
絶
望
、
恨
み
、
悲
し
み
は
深
く
激
し
す
ぎ
て
、
過
去
を
振
り
返

る
夢
幻
能
の
時
間
軸
に
収
ま
ら
な
い
と
世
阿
弥
は
判
断
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
代
わ

り
に
霊
が
出
現
す
る
場
と
し
て
、
夫
に
よ
る
招
魂
と
供
養
の
後
半
部
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
秋
の
風
に
乗
せ
て
届
け
よ
う
と
し
た
砧
の
音
、
つ
ま
り
妻
の
心
は
、
結
局
は
夫
に

は
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
仏
の
教
え
、
法
華
経
に
よ
っ
て
、
砧
の
声
は
「
菩
提
の
種
」

と
な
り
、
妻
の
魂
を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

舞
台
展
開

①
「
名
ノ
リ
笛
」
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
、
九
州
芦
屋
の
何
某
（
ワ
キ
）
が
、
侍
女
夕
霧
（
ツ
レ
）

を
伴
っ
て
登
場
し
ま
す
。
芦
屋
は
訴
訟
の
た
め
の
在
京
が
三
年
に
及
び
、
故
郷
の
こ
と
が
気

が
か
り
な
の
で
、
夕
霧
を
国
元
の
妻
の
も
と
へ
遣
わ
す
こ
と
に
し
ま
す
。
今
年
の
暮
れ
に
は

必
ず
帰
郷
す
る
と
伝
え
る
よ
う
に
夕
霧
に
命
じ
、
芦
屋
は
幕
へ
中
入
り
〔
な
か
い
り
〕（
役

が
一
旦
退
場
す
る
こ
と
）
し
ま
す
。

②
都
を
旅
立
っ
た
夕
霧
は
、
九
州
芦
屋
の
里
に
着
き
、
館
に
案
内
を
乞
い
ま
す
。
幕
の
方
が
館

で
す
。

③
静
か
な
「
ア
シ
ラ
イ
出
シ
」
の
囃
子
で
、
芦
屋
の
某
の
妻
（
前
シ
テ
）
が
登
場
。
妻
は
、
夫

婦
の
仲
は
来
世
ま
で
縁
が
続
く
と
い
う
の
に
、
自
分
は
こ
の
世
に
お
い
て
さ
え
孤
独
で
あ
る

と
嘆
き
、
夫
を
思
い
涙
に
く
れ
て
い
ま
す
。

④
妻
は
夕
霧
を
館
の
中
へ
通
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
舞
台
は
館
の
一
室
に
な
り
ま
す
。
妻
は
、
夕

霧
の
都
住
ま
い
を
う
ら
や
み
、夫
と
の
縁
も
絶
え
て
思
い
出
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
悲
し
み
、

夫
の
嘘
を
信
じ
た
自
ら
の
愚
か
さ
を
嘆
く
の
で
し
た
。

⑤
折
し
も
里
人
の
打
つ
砧
（
布
を
木
槌
で
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
道
具
）
の
音
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
。
妻
は
古
代
中
国
漢
の
武
将
、
蘇
武
〔
そ
ぶ
〕
の
故
事
を
思
い
出
し
ま
す
。
蘇
武
は
遠

い
胡
国
の
敵
に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
彼
の
妻
が
高
楼
に
上
っ
て
砧
を
打
っ
た
と

こ
ろ
、
そ
の
深
い
思
い
が
通
じ
、
砧
の
音
色
が
蘓
武
に
届
い
た
の
で
し
た
…
…
。
芦
屋
の
妻

は
自
分
も
砧
を
打
っ
て
心
を
慰
め
よ
う
と
し
ま
す
。
妻
は
後
見
座
で
唐
織
の
右
肩
を
脱
ぎ
、

砧
を
打
つ
準
備
を
し
（
物
着
〔
も
の
ぎ
〕）、
後
見
が
砧
の
作
リ
物
（
舞
台
装
置
）
を
運
び
出

し
ま
す
。

⑥
妻
は
夕
霧
と
共
に
恨
み
を
込
め
て
砧
を
打
ち
ま
す
。秋
風
が
砧
の
上
の
衣
に
吹
き
落
ち
る
と
、

夜
の
寒
さ
と
と
も
に
妻
の
憂
い
は
深
ま
り
ま
す
。

⑦
秋
の
夕
暮
れ
。
妻
は
、
砧
を
詠
ん
だ
漢
詩
「
宮
漏
〔
き
ゅ
う
ろ
う
〕
高
く
立
ち
て
、
風
北
に

め
ぐ
り
、
隣
砧
〔
り
ん
て
ん
〕
緩
く
急
に
し
て
、
月
西
に
流
る
」
を
口
ず
さ
み
ま
す
。
こ
の

後
か
ら
「
砧
之
段
〔
き
ぬ
た
の
だ
ん
〕」
と
呼
ば
れ
る
名
場
面
が
始
ま
り
ま
す
。
妻
は
、
松

風
に
砧
の
音
を
乗
せ
て
夫
の
住
む
東
へ
吹
き
送
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
、砧
を
打
ち
続
け
ま
す
。

七
夕
の
夜
に
し
か
会
え
な
い
牽
牛
と
織
姫
を
思
い
や
り
、
七
夕
七
月
か
ら
八
月
、
九
月
と
一

人
で
長
い
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
り
、「
千
声
万
声
〔
せ
ん
せ
い
ば
ん
せ
い
〕」
の

砧
の
音
に
込
め
た
悲
し
み
を
夫
に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
砧
の
音
色
に
夜
の
嵐
、
悲
し
い

虫
の
音
が
混
じ
り
合
い
、
落
ち
る
涙
も
ほ
ろ
ほ
ろ
、
は
ら
は
ら
は
ら
と
、
ど
れ
が
砧
の
音
か

わ
か
ら
な
い
有
様
…
…
。

⑧
そ
こ
へ
、
こ
の
年
の
暮
れ
も
芦
屋
の
某
は
帰
郷
で
き
な
い
と
い
う
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
。
絶

望
し
た
妻
は
、
弱
り
果
て
病
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
妻
は
中
入

り
、
夕
霧
は
退
場
）。

⑨
芦
屋
の
召
使
（
ア
イ
）
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
独
り
言
に
述
べ
、
芦
屋
の
某
が
帰
国
し
て

妻
の
供
養
を
お
こ
な
う
こ
と
を
言
い
、
近
隣
に
供
養
が
あ
る
旨
を
触
れ
ま
す
。

⑩
袈
裟
を
掛
け
、
数
珠
を
手
に
し
た
芦
屋
の
某
が
、
従
者
（
ワ
キ
ツ
レ
）
を
連
れ
て
登
場
。
芦

屋
は
妻
を
哀
れ
に
思
い
、亡
き
人
の
魂
を
呼
び
出
す
と
い
う
梓
弓
の
呪
法
を
お
こ
な
い
ま
す
。

⑪
重
々
し
い
「
一
声
〔
い
っ
せ
い
〕」
の
囃
子
が
響
き
、
妻
の
霊
（
後
シ
テ
）
が
登
場
。
三
途

の
川
に
沈
み
、
水
の
泡
の
よ
う
に
哀
れ
で
、
は
か
な
い
身
の
上
を
嘆
く
妻
。
夫
を
深
く
恋
い

慕
っ
た
が
ゆ
え
に
邪
淫
の
罪
で
地
獄
の
責
め
苦
を
受
け
て
い
ま
す
。
砧
を
打
て
と
鬼
に
責
め

ら
れ
て
も
叫
び
声
も
出
ず
、
砧
の
音
も
松
風
の
音
も
聞
こ
え
ず
、
た
だ
責
め
さ
い
な
む
鬼
の

声
が
響
く
だ
け
。

⑫
因
果
の
小
車
に
乗
り
、
六
道
（
天
上
・
人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
世
界
）
を
輪

廻
す
る
か
ぎ
り
、
苦
し
み
に
満
ち
た
迷
い
の
世
界
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
妻
の
霊

は
訴
え
ま
す
。
来
世
ま
で
の
仲
を
約
束
し
て
い
た
の
は
嘘
で
あ
っ
た
か
、
夜
寒
を
案
じ
て
秋

風
に
思
い
を
託
し
砧
を
打
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
わ
か
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
と
夫
を
責

め
る
の
で
し
た
。

⑬
芦
屋
が
読
誦
し
た
法
華
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
妻
の
霊
は
成
仏
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
も
思
え

ば
、
妻
が
打
っ
た
砧
の
音
の
中
に
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
種
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。

狂
言
　
杭
か
人
か
　〔
く
い
か
ひ
と
か
〕

解
　
説

　
狂
言
〈
杭
か
人
か
〉
は
現
在
、
和
泉
流
の
み
で
上
演
さ
れ
る
作
品
で
す
。
演
技
の
中
心
は
太

郎
冠
者
の
独
り
芝
居
で
、
主
人
が
出
か
け
て
か
ら
結
末
の
前
ま
で
、
太
郎
冠
者
の
セ
リ
フ
と
動

き
だ
け
で
舞
台
が
進
み
ま
す
。
場
面
に
よ
っ
て
太
郎
冠
者
の
心
持
は
刻
々
と
移
り
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。
太
郎
冠
者
の
心
の
動
き
が
最
も
よ
く
伝
わ
る
の
が
、
闇
夜
の
場
面
で
す
。
真
夜
中
で

も
明
る
い
現
代
で
は
真
の
闇
を
想
像
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
本
当
の
闇
夜
を
歩
く

こ
と
に
な
れ
ば
、
私
た
ち
も
怯
え
る
太
郎
冠
者
の
姿
を
単
に
笑
い
飛
ば
す
わ
け
に
は
い
か
な
い



で
し
ょ
う
。

　「
杭
か
人
か
」と
い
う
、問
い
か
け
の
作
品
名
自
体
、非
常
に
特
徴
的
な
も
の
で
す
。暗
闇
の
中
、

い
っ
て
み
れ
ば
危
機
的
な
状
況
下
で
、
正
体
不
明
の
も
の
を
前
に
し
た
時
に
、
あ
や
ふ
や
な
記

憶
で
そ
れ
が
杭
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
楽
観
的
・
希
望
的
観
測
を
抱
く
こ
と
と
、
人
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
最
悪
の
状
態
を
勝
手
に
想
像
し
恐
怖
す
る
こ
と
。
自
分
は
ど
ち
ら
を
選
ぶ
人
間
な
の

か
、
ま
た
は
両
方
の
心
理
の
間
で
迷
う
の
か
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
さ
せ
る
作
品
で
す
。

舞
台
展
開

①
主
人
（
ア
ド
）
が
登
場
。
自
分
が
出
か
け
る
と
、
留
守
番
を
す
る
は
ず
の
太
郎
冠
者
が
い
つ

も
勝
手
に
外
出
し
て
い
る
、
と
聞
い
た
主
人
。
そ
こ
で
、
今
夜
は
太
郎
冠
者
を
謀
っ
て
、
留

守
番
の
様
子
を
見
届
け
よ
う
と
思
い
付
き
ま
す
。

②
主
人
が
太
郎
冠
者
（
シ
テ
）
を
呼
び
出
し
ま
す
。
主
人
は
近
所
の
集
ま
り
に
出
掛
け
る
の
で
、

出
歩
か
ず
に
し
っ
か
り
と
留
守
を
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
太
郎
冠
者
は
返
事
を
し
、
主
人

を
見
送
る
の
で
し
た
。

③
太
郎
冠
者
は
、
時
に
は
外
出
を
し
て
楽
を
し
な
け
れ
ば
奉
公
は
で
き
な
い
な
ど
と
不
満
を
漏

ら
し
ま
す
が
、
主
人
に
咎
め
ら
れ
た
の
を
気
に
し
て
、
今
夜
は
留
守
番
を
し
ま
す
。
そ
の
言

葉
を
立
ち
聞
き
し
て
い
た
主
人
は
、
屋
敷
か
ら
離
れ
ず
に
密
か
に
太
郎
冠
者
を
見
張
っ
て
い

ま
す
。

④
外
出
し
よ
う
か
迷
う
太
郎
冠
者
。
横
に
な
り
ま
す
が
眠
れ
ず
、
謡
を
謡
う
も
目
が
冴
え
て
し

ま
い
、
気
晴
ら
し
に
出
か
け
る
こ
と
に
し
ま
す
。
主
人
に
き
つ
く
留
守
を
命
じ
ら
れ
た
の
を

思
い
出
し
、
言
い
訳
が
で
き
る
と
ば
か
り
に
棒
を
手
に
持
ち
屋
敷
の
外
の
夜
回
り
を
始
め
ま

し
た
。

⑤
隣
家
の
窓
の
内
の
明
か
り
が
消
え
る
と
、
辺
り
に
は
夜
の
闇
が
広
が
り
ま
す
。
太
郎
冠
者
は

強
気
な
言
葉
を
言
い
な
が
ら
暗
闇
を
進
み
ま
す
。

⑥
す
る
と
、
な
に
か
人
の
よ
う
な
、
杭
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
ま
す
。
す
っ
か
り
怯
え
た
太
郎

冠
者
は
、「
人
か
、
杭
か
」
と
問
い
掛
け
ま
す
が
…
…
。

能
　
小
鍛
冶 

重
キ
黒
頭
　〔
こ
か
じ
　
お
も
き
く
ろ
が
し
ら
〕

解
　
説

　
能
〈
小
鍛
冶
〉
は
、
相
槌
を
打
つ
者
が
い
な
い
と
い
う
困
難
に
直
面
し
た
宗
近
を
稲
荷
明
神

が
助
け
、
共
に
剣
を
打
ち
上
げ
る
と
い
う
霊
験
譚
で
す
。
稲
荷
明
神
の
化
身
で
あ
る
童
子
は
、

た
め
ら
う
宗
近
に
「
草
薙
の
剣
」
の
物
語
を
語
っ
て
励
ま
し
、
決
意
を
う
な
が
し
ま
す
。
そ
し

て
鍛
冶
の
場
面
で
は
、「
は
っ
た
と
打
て
ば
」「
ち
ょ
う
と
打
つ
」「
ち
ょ
う
ち
ょ
う
ち
ょ
う
と
」

と
い
う
印
象
的
な
擬
音
の
響
き
を
通
し
て
、
人
と
神
の
呼
吸
が
ぴ
た
り
と
合
っ
て
い
る
こ
と
が

表
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
協
力
し
て
一
緒
打
ち
上
げ
た
剣
は
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
「
草
薙

の
剣
」
の
前
名
「
天
の
叢
雲
の
剣
」
と
見
紛
う
ば
か
り
だ
と
も
謡
わ
れ
ま
す
。
最
後
に
剣
は
献

上
さ
れ
、帝
の
霊
夢
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、人
間
と
神
が
協
同
し
て
打
っ
た
新
た
な
剣
に
よ
っ

て
、
御
代
の
安
泰
が
約
束
さ
れ
る
の
で
す
。

　
布
留
大
明
神
（
石
上
神
宮
）
の
縁
起
（
由
来
・
沿
革
等
）
を
記
し
た
資
料
に
、
三
条
小
鍛
冶

と
稲
荷
の
神
の
打
っ
た
「
小
狐
」
の
剣
が
帝
に
献
上
さ
れ
た
話
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
能
と
重
な
る
よ
う
な
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら

〈
小
鍛
冶
〉
の
作
者
は
不
明
で
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
二
月
に
石
山
本
願
寺
で
金
剛
大
夫

が
演
じ
た
の
が
、
上
演
記
録
の
最
も
古
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
室
町
時
代
後
期
の
成
立
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
各
地
で
戦
乱
が
起
き
て
い
た
当
時
の
世
相
を
鑑
み
る
と
、
世
の
安
穏
を
願
う
心

が
〈
小
鍛
冶
〉
の
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

能
の
装
束
に
は
頭
〔
か
し
ら
〕
と
呼
ば
れ
る
仮
髪
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
普
通
の
人
間
の
役
に

は
用
い
ず
、
神
・
鬼
畜
・
龍
神
・
天
狗
・
幽
霊
・
童
子
な
ど
の
力
の
強
い
役
や
常
と
は
違
う
存

在
感
の
あ
る
役
に
使
わ
れ
ま
す
。
頭
〔
か
し
ら
〕
に
は
「
赤
・
黒
・
白
」
の
三
種
類
が
あ
り
、

作
品
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
大
ま
か
に
は
「
赤
頭
」
は
発
散
す
る
力
や
俊
敏
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、「
黒
頭
」
は
激
し
さ
や
内
に
秘
め
た
力
、「
白
頭
」
は
老
体
や
神
聖
さ
を

表
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、能
は
い
つ
も
同
じ
演
出
ば
か
り
で
上
演
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、小
書
〔
こ
が
き
〕（
特

別
演
出
）
が
作
品
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
頭
〔
か
し
ら
〕
の
色
を
常
と
は
替

え
る
演
出
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ
、
頭
の
色
の
変
化
に
伴
っ
て
囃
子
、
所
作
、
装
束
等
も
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
本
日
の
〈
小
鍛
冶
〉
は
「
重
キ
黒
頭
」
の
小
書
付
で
す
。
こ
こ
で
は
常
の
装
束
を
簡

単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
前
シ
テ
の
童
子
は
、
黒
頭
に
「
慈
童
」
ま
た
は
「
童
子
」
の
子
ど

も
の
面
。
着
流
し
姿
の
上
に
水
衣
〔
み
ず
ご
ろ
も
〕
を
着
ま
す
。
後
シ
テ
の
稲
荷
明
神
は
、
赤

頭
に
狐
の
飾
り
を
戴
き
、
俊
敏
な
「
小
飛
出
〔
こ
と
び
で
〕」
の
面
。
半
切
と
い
う
袴
、
紅
入

〔
い
ろ
い
り
〕
の
厚
板
〔
あ
つ
い
た
〕
の
装
束
に
法
被
を
重
ね
ま
す
。「
重
キ
黒
頭
」
に
な
る
と

後
場
が
黒
頭
に
変
わ
り
、
前
後
と
も
に
シ
テ
の
姿
に
変
化
が
付
き
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気

に
変
わ
る
の
か
、
ど
う
ぞ
実
際
の
舞
台
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
演
技
で
は
、
謡
や
囃
子
が
し
っ
か
り
と
重
く
な
る
箇
所
と
、
速
度
が
上
が
る
箇
所
が
あ
り
、

全
体
的
に
緩
急
が
つ
き
ま
す
。
最
も
大
き
な
変
更
は
後
シ
テ
登
場
の
囃
子
で
す
。
常
の
急
調
な

「
早
笛
〔
は
や
ふ
え
〕」
と
い
う
囃
子
が
、
能
〈
石
橋
〔
し
ゃ
っ
き
ょ
う
〕〉
で
獅
子
の
登
場
の

際
に
囃
さ
れ
る
荘
厳
な
「
乱
序
〔
ら
ん
じ
ょ
〕」
に
変
わ
り
ま
す
。
登
場
の
所
作
も
獅
子
と
同

じ
よ
う
に
、
両
方
の
袖
を
手
で
張
る
構
え
や
欄
干
に
足
を
掛
け
る
所
作
な
ど
が
な
さ
れ
ま
す
。

霊
獣
の
よ
う
な
激
し
さ
、
神
秘
性
を
感
じ
さ
せ
る
演
出
で
す
。

観
世
流
の
〈
小
鍛
冶
〉
に
は
「
黒
頭
」
や
「
白
頭
」
の
小
書
も
あ
り
ま
す
が
、今
回
の
小
書
は
「
重

キ
」
が
付
く
こ
と
で
「
白
頭
」
よ
り
も
重
厚
な
位
で
演
じ
ら
れ
、
特
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る

演
出
で
す
。
作
品
の
主
題
を
押
さ
え
つ
つ
、
よ
り
新
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
代
々
の
能
楽

師
の
熱
意
や
工
夫
が
凝
縮
し
た
の
が
、「
重
キ
黒
頭
」の
小
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

舞
台
展
開

①
一
条
院
に
仕
え
る
橘
道
成
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
登
場
。
三
条
の
小
鍛
冶
宗
近
〔
む
ね
ち
か
〕
の

家
に
向
か
い
ま
す
。
帝
が
不
思
議
な
お
告
げ
の
夢
を
見
た
の
で
、
宗
近
に
剣
を
打
た
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

②
道
成
が
帝
の
命
令
を
告
げ
る
と
、宗
近
（
ワ
キ
）
は
剣
を
打
つ
た
め
に
欠
か
せ
な
い
相
槌
〔
あ

い
づ
ち
〕
を
打
っ
て
く
れ
る
者
が
い
な
い
と
答
え
ま
す
。
な
お
も
道
成
は
引
き
受
け
る
よ
う

に
迫
る
の
で
、
宗
近
は
思
い
が
け
な
い
霊
験
を
頼
り
に
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

③
そ
こ
で
宗
近
は
氏
神
の
伏
見
の
稲
荷
明
神
に
参
る
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
舞
台
は
稲
荷

の
社
。

④
す
る
と
神
秘
的
な
た
た
ず
ま
い
の
童
子
（
前
シ
テ
）
が
現
れ
、
宗
近
に
声
を
か
け
ま
す
。
不

思
議
な
こ
と
に
、
童
子
は
宗
近
に
剣
を
打
つ
よ
う
に
と
い
う
帝
の
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
す

で
に
知
っ
て
い
ま
し
た
。

⑤
童
子
が
剣
の
伝
説
を
語
り
ま
す
。
前
半
の
見
ど
こ
ろ
・
聞
き
ど
こ
ろ
で
す
。
古
代
中
国
秦
の

乱
を
治
め
た
漢
の
高
祖
の
「
三
尺
の
剣
」、
北
周
を
滅
ぼ
し
た
煬
帝
の
「
け
い
の
剣
」
の
名

を
あ
げ
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
に
仕
え
た
鍾
馗
大
臣
の
魂
が
剣
に
宿
り
、
悪
霊
鬼
神
か
ら
皇
帝
を

守
っ
た
と
い
う
威
徳
を
述
べ
ま
す
。
さ
ら
に
童
子
は
、
日
本
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
国
征
伐

の
物
語
を
語
り
始
め
ま
す
。
景
行
天
皇
の
皇
子
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
遥
か
東
へ
と
旅
を
続
け
、

激
し
い
戦
い
の
末
に
敵
を
一
旦
は
制
圧
し
た
の
で
す
が
、
敵
は
枯
野
に
火
を
放
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
炎
に
囲
ま
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
四
方
の
草
を
剣
で
な
ぎ
は
ら
う
と
、
剣
の
精
霊
が

嵐
を
起
こ
し
て
炎
を
吹
き
返
し
、逆
に
敵
を
滅
ぼ
し
た
の
で
し
た
。以
来
、国
は
治
ま
り
、人
々

が
平
和
に
暮
ら
し
た
の
も
、「
草
薙
の
剣
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
剣
の
威
徳
な

の
で
す
。
語
り
終
え
た
童
子
は
、
物
語
の
剣
と
同
じ
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
剣
を
宗
近
も
打
て

る
は
ず
と
励
ま
し
ま
す
。

⑥
宗
近
が
童
子
に
素
性
を
問
う
と
、
童
子
は
鍛
冶
の
準
備
を
し
て
待
つ
よ
う
に
勧
め
ま
す
。
そ

し
て
再
び
姿
を
現
し
し
て
宗
近
に
力
を
貸
す
こ
と
を
約
束
し
、
稲
荷
山
の
方
へ
消
え
失
せ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
中
入
り
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

⑦
宗
近
が
家
に
戻
る
と
、
宗
近
の
召
使
（
ア
イ
）
が
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
剣
の
伝
説
を
語
り
、

剣
を
打
つ
準
備
を
す
る
よ
う
に
ほ
か
の
使
用
人
を
う
な
が
し
ま
す
。
舞
台
は
、
宗
近
の
家
に

な
り
ま
す
。

⑧
後
見
が
注
連
の
張
ら
れ
た
一
畳
台
と
金
床
〔
か
な
と
こ
〕（
鍛
冶
の
作
業
台
）
の
作
リ
物
を

運
び
出
し
ま
す
。
支
度
を
整
え
た
宗
近
は
、
刀
剣
の
起
こ
り
や
刀
鍛
冶
の
歴
史
を
称
え
、
御

幣
を
振
っ
て
神
に
祈
り
を
捧
げ
ま
す
。

⑨
荘
厳
な「
乱
序〔
ら
ん
じ
ょ
〕」の
囃
子
が
響
き
ま
す
。
や
が
て
稲
荷
明
神（
後
シ
テ
）が
出
現
。

威
勢
を
示
し
（
舞
働
〔
ま
い
ば
た
ら
き
〕）、
相
槌
を
つ
と
め
剣
を
打
ち
あ
げ
ま
す
。
見
ど
こ

ろ
が
続
き
ま
す
。

⑩
剣
の
表
に
小
鍛
冶
宗
近
と
い
う
銘
が
、
裏
に
は
小
狐
の
銘
が
刻
ま
れ
ま
す
。
剣
は
雲
を
乱
し

た
か
の
よ
う
な
刃
の
紋
で
、
ま
る
で
「
天
の
叢
雲
剣
」
の
よ
う
で
す
。
稲
荷
明
神
は
五
穀
豊

穣
を
予
祝
す
る
と
、
勅
使
の
道
成
に
剣
を
捧
げ
ま
す
。
そ
し
て
雲
に
飛
び
乗
り
、
稲
荷
山
へ

と
帰
っ
て
行
っ
た
の
で
し
た
。

　（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
兼
任
所
員
　
中
司
由
起
子
）



〈次回予告〉

－第57回 花影会－
令和7年5月31日（土）13時開演

能 「屋島弓流 奈須與市語」 武田友志
ツレ 武田祥照／ワキ 福王知登／間 野村裕基

笛 栗林祐輔／小鼓 大倉源次郎／大鼓 原岡一之
主後見 武田宗和／地頭 観世清和

仕舞 「頼政」 観世清和　地頭 岡久広

狂言　野村万作　

舞囃子 「船弁慶」 武田宗典　地頭 松木千俊
笛 杉信太朗／小鼓 大倉伶士郎／大鼓 原岡一之／太鼓 林雄一郎

能 「大原御幸」 武田文志
ワキ 宝生常三／法皇 観世喜正／内侍 関根祥丸／局 武田崇史

笛 杉信太朗／小鼓 曽和正博／大鼓 國川純
主後見 武田尚浩／地頭 武田志房

表紙写真 「砧」 「小鍛冶」 いずれも撮影 前島吉裕


