
は
じ
め
に

〈 

人
の
身
体
ス
ケ
ー
ル
か
ら
建
築
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か 

〉

　

人
の
振
る
舞
い
は
常
に
動
き
続
け
、
す
べ
て
の
行
動
が
形
に
残
ら
な
い
。

そ
の
為
、
動
き
の
形
を
瞬
時
に
図
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
踊
り
や
舞
は
動
き
の
パ
タ
ー
ン
を
決
め
、
皆
が
同
じ
動
き
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
り
、
音
楽
を
使
い
人
に
何
か
を
動
き
で
表
現
す
る
事
が

で
き
る
。

 

伝
統
文
化
で
あ
る
能
や
歌
舞
伎
の
話
は
台
本
が
な
い
が 

今
ま
で
口
伝
え

で
残
っ
て
き
た
も
の
も
多
く
あ
り
、
人
の
動
き
を
皆
に
伝
え
る
事
は
可
能

で
あ
る
。
踊
り
や
舞
の
動
き
一
つ
一
つ
に
意
味
を
込
め
る
事
が
で
き
言
葉

だ
け
で
伝
え
る
よ
り
も
、
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

　

そ
ん
な
人
の
動
き
を
止
め
、
形
を
残
す
こ
と
で
建
築
と
人
と
の
関
係
を

見
つ
け
、
よ
り
人
の
動
き
に
沿
っ
た
建
築
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

　

今
回
私
が
注
目
し
た
人
の
動
き
は
「
舞
」
で
あ
る
。
舞
や
ダ
ン
ス
・
踊

り
は
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
動
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
リ
ズ
ム
が
作
る
動
き
を

形
に
し
て
い
く
。

 
 

「
舞
」
の
な
か
で
も
最
も
注
目
し
た
も
の
が
「
能
」
で
あ
る
。

能
の
舞
は
、
現
代
の
日
常
生
活
に
も
振
る
舞
い
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
人
の
生
活
に
一
番
近
い
舞
で
あ
る
能
を
取
り
挙
げ
る
。

能

仕
舞

舞　

→　

ま
わ
る　

円
運
動　

仕　

→　

動
詞
「
す
る
（
為
る　

あ
る
主
体
が
主
体
的
な
活
動
や
あ
り
方
と
し
て
、
一
つ
の
状
況

　
　
　
　

を
成
り
立
た
せ
る
行
為
や
作
用
を
行
う
事
）
」
の
連
用
形
「
し
」
の
当
て
字
。

　

仕
舞
と
は
能
の
一
曲
の
中
か
ら
見
ど
こ
ろ
を
独
立
さ
せ
て
演
じ
る
も
の
。

能
は
歌
・
舞
・
芝
居
を
す
べ
て
行
う
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
よ
う
で
あ
り
、
仕
舞
は
そ
の
舞
の
部
分
だ
け
を
行
う
。
５
分
程
度

の
短
い
時
間
で
、
舞
手
１
人
と
地
謡
３
、
４
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。

舞
手
は
面
・
装
束
を
つ
け
ず
に
紋
付
・
袴
で
仕
舞
扇
を
持
っ
て
舞
う
。
曲
目
に
よ
っ
て
杖
、
長
刀
椅
子
を
使
う
事
も
あ
る
。

能
は
主
人
公
で
あ
る
シ
テ
と
ワ
キ
そ
の
他
に
も
登
場
人
物
、
演
奏
、
歌
な
ど
多
く
の
出
演
者
が
い
る
が
、
仕
舞
の
時
は
能

と
同
じ
曲
で
舞
う
の
だ
が
、
舞
手
と
歌
の
み
で
楽
器
で
の
演
奏
は
行
わ
な
い
。
能
が
始
ま
る
前
に
仕
舞
を
踊
る
事
が
多
い
。

　

そ
の
昔
、
奈
良
、
平
安
時
代
か
ら
庶
民
の
間
で
親
し
ま
れ
て
き
た
歌
舞
音
曲
や
、
神
へ
の
奉
納
の
舞
が
集
大
成
さ
れ
能
と

な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
と
言
わ
れ
る
。

民
衆
の
芸
能
が
、
室
町
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
禅
宗
や
水
墨
画
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
幕
府
や
貴
族
に
保
護
さ
れ
て
洗
練
さ

れ
て
い
た
。

能
の
大
成
者
、
世
阿
弥
（
は
、
日
本
の
演
劇
史
上
、
最
も
重
要
な
人
物
の
ひ
と
り
。

世
阿
弥
が
、
独
自
の
芸
術
論
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
』
を
著
し
た
の
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
登
場
す
る
、

二
百
年
近
く
前
の
こ
と
。
そ
の
芸
術
論
は
現
在
で
も
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
私
た
ち
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

前
半
（
前
場
）

旅
人
が
あ
る
土
地
を
訪
ね
て
、
そ
の
土
地
の
人
に
出
会
う

そ
の
者
が
土
地
に
ゆ
か
り
の
出
来
事
に
つ
い
て
話
す

最
後
に
「
自
分
が
そ
の
ゆ
か
り
の
者
だ
」
と
言
い
残
し
消
え
る

夢
幻
能
の
な
が
れ

後
半
（
後
場
）

中
入
り
の
後
、
再
度
主
人
公
（
ゆ
か
り
の
者
）
が
登
場

旅
人
の
夢
の
中
に
そ
の
者
の
霊
が
あ
ら
わ
れ
、

昔
の
出
来
事
に
つ
い
て
舞
っ
て
み
せ
る

（
中
入
り
）
狂
言
な
ど
で
お
話
の
補
足
を
行
う

旅
人
が
目
覚
め
る
と
と
も
に
、
消
え
て
い
く

前
場
の
仕
舞
を
「
ク
セ
（
曲
）
」

と
呼
ぶ
。

後
場
の
仕
舞
を
「
キ
リ
（
切
）
」

と
呼
ぶ
。

能
の
終
わ
り
部
分
で
あ
る
た
め

盛
り
上
が
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

舞
、
謡
と
も
に
動
き
が
大
き
い
。

主
人
公　

前
シ
テ

主
人
公　

後
シ
テ

旅
人　

ワ
キ

伝
統
芸
能

伝
統
芸
能
と
は
日
本
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
芸
術
と
技
能
。

特
定
の
階
級
ま
た
は
大
衆
の
教
養
や
娯
楽
、
儀
式
や
祭
事
な
ど
を
催
す
際
に
行
動
化
さ
れ
た
も
の
。

行
事
化
し
た
も
の
を
系
統
化
し
伝
承
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
詩
歌
・
音
楽
・
舞
踊
・
絵
画
・
工
芸
・
芸
道
。

こ
の
よ
う
に
能
楽
は
伝
統
芸
能
の
多
く
の
種
類
に
当
て
は
ま
り
伝
統
芸
能
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
能

能
の
流
れ
と
仕
舞

伝統芸能

歌 日本舞踊 演劇 音曲 演芸 工芸 芸道

神楽

田楽

雅楽

舞楽

猿楽

白拍子

延年

曲舞

上方舞

盆踊り

念仏踊り

和歌

　長歌

　短歌

　旋頭歌

　片歌

　連歌

俳諧

　俳句

　連句

琉歌

能楽

狂言

歌舞伎

人形浄瑠璃

雅楽

　謡物

　歌舞

　管弦

　舞楽

邦楽

　箏曲

　琵琶曲

　胡弓楽

　尺八楽

浄瑠璃節

唄

講談

落語

浪花節

奇術

女道楽

太神楽

紙切り

曲ゴマ

写し絵

花火

彫金

漆器

陶芸

織物

茶道

香道

武芸

書道

華道

締太鼓

能管太鼓能装束

小鼓

能面

歌
能

舞仕舞

芝居

　

能
に
は
夢
幻
能
と
現
在
能
の
２
種
類
が
あ
り
、
夢
幻
能
は
夢
の
中
で
起
こ
る
話
、
現
在
能
は
歴
史
の
登
場
人
物
の
体
験

を
も
と
に
で
き
て
い
る
。
と
も
に
前
半
後
半
を
別
れ
、
間
に
狂
言
な
ど
で
話
の
補
足
を
行
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　

能
の
物
語
は
前
半
・
後
半
で
生
と
死
や
現
在
と
過
去
な
ど
対
比
を
し
た
構
成
を
し
た
物
語
が
多
く
あ
る
。

前
後
対
比
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
話
の
展
開
も
生
ま
れ
、
こ
の
対
比
が
能
の
面
白
さ
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
対
比
の
変
化
に
よ
っ
て
主
人
公
シ
テ
の
思
い
が
想
像
し
や
す
く
な
る
。

　

能
の
物
語
の
中
の
舞
で
あ
る
仕
舞
は
、
歌
の
中
に
季
節
を
歌
っ
た
場
面
や
シ
テ
の
い
る
周
り
の
風
景
を
歌
っ
て
い
る
。

舞
手
は
歌
に
あ
わ
せ
舞
で
季
節
や
風
景
を
表
現
し
て
い
る
。

能
舞
台

九
つ
の
間

舞台のほうから

一の松、二の松、三の松

だんだん小さくして遠近感をだす。

目付柱

能面をつけた演主の

目標となる柱

松

松　「影向の松」といわれ、影向とは神仏が姿を

　　表す事で、松は神仏が現れる依白になるもの

　　であると言われている。

橋掛かり　橋が長くみえるよう色々な工夫がある。

　　　　　舞台に行くにつれて少しだけ坂になっている。

　　　　　そして前の松のおかげで長く見える。

　　　　　橋はあの世とこの世を繋ぐだいじな役目。

　　　　鏡の間　

　　　　揚げ幕で仕切られた奥にはシテが面をかけたり、

　　　　衣装を整えたり囃子方が演能の直前に　　　

　　　　「お調べ」を奏でたりする場所である「鏡の間」

　　　　があります。この場所に入ったときから能が始まる。

熊
野

前
半

（
前
場
）

平
宗
盛
は
熊
野
を
相
当
気
に
入
っ
て
い
る

熊
野
の
母
が
病
気
に
な
り
故
郷
に
帰
り
た
い
と
頼
む

そ
れ
で
も
宗
盛
は
許
し
て
く
れ
な
い
。
熊
野
悲
し
む
。

後
半

（
後
場
）

平
宗
盛
は
熊
野
を
花
見
に
誘
う

花
見
の
場
で
熊
野
が
舞
を
披
露
す
る

熊
野
の
歌
に
よ
っ
て
宗
盛
は
帰
省
を
許
す

（
中
入
り
）
狂
言
な
ど
で
お
話
の
補
足
を
行
う

熊
野
は
喜
ん
で
旅
に
出
る

能
は
風
景
や
人
の
感
情
を
舞
手
が
変
換

し
て
い
る
。

見
物
し
て
い
る
人
た
ち
は
そ
の
場
に
居
な

く
て
も
そ
の
時
代
、
そ
の
場
所
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。

前
場
の
仕
舞　

ク
セ

後
場
の
仕
舞　

キ
リ

熊
野

宗
盛

　

能
舞
台
の
多
く
は
庭
園
の
中
に
あ
る
。
玉
砂
利
を
敷
き
詰
め
た
庭
は
斎
庭
と
呼
ば
れ
、
祭
儀
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
四

本
の
能
舞
台
を
構
成
す
る
柱
は
、
斎
庭
に
つ
く
ら
れ
た
祭
壇
と
し
て
の
ひ
も
ろ
ぎ
と
も
似
て
い
る
。

　

神
事
か
ら
は
じ
ま
っ
た
相
撲
の
土
俵
も
同
じ
形
式
。
能
舞
台
が
庭
園
の
場
所
に
あ
る
事
は
、
そ
の
空
間
の
象
徴
す
る
も
の

が
、
相
互
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
手
前
に
あ
る
能
舞
台
は
、
現
世
で
の
ド
ラ
マ
の
展
開
す
る
場
所
で
、
比
岸
を
象
徴
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
背
後
に
あ
る
楽
屋
は
、
彼
岸
で
あ
の
世
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

能
舞
台
の
空
間
的
特
性
は
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
生
ま
れ
た
忠
誠
の
、
書
院
造
り
と
独
自
の
庭
園
の
産
み
だ
さ
れ
た
時

代
の
枠
の
な
か
に
中
に
拡
散
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
精
密
化
さ
せ
な
が
ら
、
今
日
ま
で
原
型
を
崩
さ
ず
に
伝
え
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
残
っ
て
い
ま
ま
で
続
い
て
い
る
事
が
貴
重
な
例
に
な
っ
て
い
る
。

シテ柱

揚げ幕　中国の陰陽五行説で万物の５元素とされる

　　　　「木・火・土・金・水」からきている。

　　　　揚げ幕は橋懸かりの方から見て、右から

　　　　「緑・黄・赤・白・紫」の色が使われている。

　　　　しかし色の順序は違う舞台も存在する。

狂言柱

地謡座

地謡方が座る

能
の
演
者
の
位
置

仕
舞
の
演
者
の
位
置

　

能
舞
台
の
空
間
は
９
つ
に
別
れ
て
い
る
。

「
常
座
・
ワ
キ
正
中
・
角
・
大
小
前
・
正
中

・
正
先
・
笛
座
上
・
地
謡
前
・
脇
座
」

そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
名
前
が
あ
り
舞
手
は
９
つ

の
間
を
行
き
来
し
舞
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

２
ｍ
四
方
の
大
き
さ
を
も
っ
て
い
る
。
始
ま

り
と
終
わ
り
は
必
ず
大
小
前
に
な
る
よ
う
に

構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

間
は
時
間
と
空
間
の
両
者
に
も
ち
い
ら
れ

て
い
る
が
能
舞
台
の
９
つ
の
間
は
狭
い
空
間

の
中
、
１
時
間
以
上
に
も
わ
た
っ
て
複
数
の

人
が
行
き
来
す
る
場
で
あ
っ
た
り
、
仕
舞
で

は
９
つ
の
間
を
使
え
る
の
は
一
人
で
あ
っ
て

短
い
時
間
の
中
９
つ
の
間
を
最
大
限
に
使
い

も
っ
と
広
い
空
間
を
表
現
し
て
い
る
。

見
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
そ
の
場
が
唯
一
の

物
語
を
体
験
で
き
る
場
で
あ
る
。

　

能
舞
台
ほ
ど
間
を
色
々
な
表
現
で
物
語
の

場
を
表
現
で
き
る
も
の
は
な
い
。

能
舞
台
は
９
つ
の
間
の
大
き
さ
以
上
の
時
間

と
空
間
を
持
ち
、
見
て
い
る
人
も
ま
た
違
う

風
景
や
場
所
の
体
験
を
し
て
い
る
想
像
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

風景人

変換

悲
し
み

喜
び

対
比

　

平
家
全
盛
の
こ
ろ
、
平
清
盛
の
次
子
、
平
宗
盛
は
遠
江
池
田
宿
の
長
、
熊
野
を
寵
愛
し
、
側
に
置
い
た
。
あ
る
日
熊
野
の

元
へ
故
郷
の
病
気
の
母
よ
り
手
紙
が
届
き
そ
れ
に
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
一
目
逢
い
た
い
と
切
実
に
書
い
て
あ
っ
た
。
熊
野

は
宗
盛
に
暇
乞
い
を
し
文
を
読
み
上
げ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
も
宗
盛
は
許
し
て
く
れ
ず
、
熊
野
を
花
見
に
誘
う
。
二
人
は

牛
車
に
の
り
の
ど
か
な
都
の
道
す
が
ら
花
を
眺
め
な
が
ら
東
山
清
水
寺
に
向
か
う
。
熊
野
は
清
水
観
音
に
母
の
病
気
を
祈
願

し
た
。
宴
会
が
開
か
れ
、
宗
盛
に
い
わ
れ
熊
野
が
舞
う
と
に
わ
か
に
村
雨
が
ふ
っ
て
く
る
。

「
春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
。
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
、
人
や
あ
る
。
」
と
短
冊
に
し
た
た
め
ら
れ
た
熊
野
の
歌
に
、
宗
盛
は
帰
省

を
許
し
、
熊
野
は
観
音
の
利
生
を
喜
び
、
東
路
を
め
ざ
す
。

今
回
は
仕
舞
の
な
か
で
振
る
舞
い
の
元
で
あ
る
動
作
の
根
源
が
使
わ
れ
て
い
る
熊
野
を
と
り
あ
げ
た
。

登
場
人
物　

主
人
公
シ
テ
熊
野
、　

ワ
キ
宗
盛
、　

ツ
レ
朝
顔
、　

ワ
キ
ツ
レ
従
者

場
面　

花
盛
り
の
春
の
あ
る
日
、　

京
都
の
宗
盛
の
館
、　

花
見
車
の
中
、
清
水

　

「
平
家
物
語
」
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
平
宗
盛
を
ワ
キ
と
し
て
、
そ
の
横
暴
ぶ
り
に
翻
弄
さ
れ
る
、
弱
い
立
場
の
人
間

を
描
い
て
い
る
。

　

熊
野
が
故
郷
の
母
の
心
配
す
る
、
心
中
が
き
っ
ち
り
と
描
か
れ
て
い
く
の
が
特
色
。
し
か
し
そ
れ
の
み
に
留
ら
ず
、
花
盛

り
の
都
の
様
子
が
美
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
曲
の
最
大
の
魅
力
。
花
見
の
途
中
は
、
道
行
文
の
一
種
で
あ
る

が
、
車
窓
の
風
景
を
描
き
つ
つ
、
そ
こ
に
熊
野
の
心
情
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
名
所
を
織
り
込
み
な
が
ら
そ
れ
に
ち
な
み
の

事
柄
を
謡
っ
て
旅
の
様
子
を
描
く
道
中
は
、
物
狂
い
の
登
場
の
段
に
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
応
用
し
、
長
大
化
・
美
化

し
た
個
性
的
な
場
面
で
あ
る
。
元
雅
作
の
「
盛
久
」
を
参
考
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

川
端
康
成
は
「
古
都
」
の
一
節
で
、
京
都
の
春
の
景
色
を
眺
め
る
の
に
最
も
良
い
場
所
は
夕
く
れ

と
き
の
清
水
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
が
、
曲
舞
で
舞
わ
れ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
清
水
か
ら
の
眺
め
で
あ
る
。
こ
の
曲
舞
は
仕

舞
の
稽
古
で
最
初
に
習
う
事
が
多
く
、
そ
れ
ほ
ど
基
本
的
で
定
期
的
な
謡
の
文
句
を
ほ
と
ん
ど
考
え
な
く
て
も
舞
え
て
終
え

て
し
ま
え
る
舞
で
あ
る
。
し
か
し
意
味
す
る
所
は
か
な
り
複
雑
で
、
一
見
宴
会
の
座
輿
と
し
て
の
舞
の
よ
う
に
見
え
る
が
鬱

々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
熊
野
が
、
周
り
の
ざ
わ
め
き
と
明
る
さ
を
よ
そ
に
、
ぼ
ん
や
り
と
景
色
を
眺
め
て
い
る
、
そ
の
心
の

中
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。

　

熊
野
は
遊
女
で
あ
り
、
宴
会
で
酌
を
し
た
り
舞
を
舞
う
の
は
当
然
な
の
だ
が
、
遊
女
の
芸
尽
く
し
の
単
純
な
曲
に
せ
ず
、

都
の
春
を
背
景
に
、
弱
者
の
心
理
的
葛
藤
を
テ
ー
マ
と
し
て
成
功
し
て
い
る
。
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