




段 階 式　能 の 見 方 ガ イ ダ ン ス　初 め て の 方 か ら マ ニ ア ま で ― 春 青 能「半 蔀（は じ と み）」を よ り 深 く 楽 し ん で い た だ く た め に

「
能
は
難
し
そ
う
で…

…

」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。「
そ
れ
で
も
機

会
が
あ
れ
ば
一
度…

…

」
と
、せ
っ
か
く
こ
れ
を
手
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
の
た
め
に
、

難
し
い
点
と
、
初
め
て
見
る
と
き
の
ヒ
ン
ト
を
記
し
ま
す
。

難
題
１　

言
葉
が
わ
か
ら
な
い

↓ 

全
部
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
要
所
要
所
と
キ
ー

ワ
ー
ド
を
知
っ
て
お
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う

室
町
時
代
の
言
葉
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、

左
の
解
説
に
目
を
通
し
て
く
だ
さ
い
。
次
に
、全
部
理
解
す
る
必
要
は
な
い
、

と
割
り
き
っ
て
く
だ
さ
い
。
重
要
な
い
く
つ
か
の
言
葉
「
夕
顔
の
花
（
発

音
は
《
い
う
が
お
》）」「
白
き
花
・
扇
」「
半
蔀
（
は
じ
と
み
）」「
源
氏
の
中
将
」

「
立
花
供
養
（
り
っ
か
く
よ
う
）」「
五
条
」…

…

な
ど
を
聴
き
と
る
だ
け
で

も
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。「
半
蔀
」
の
物
語
そ
の
も
の
は
、
ご
く
シ
ン

プ
ル
で
、
そ
の
場
の
「
雰
囲
気
・
情
緒
」
を
言
葉
か
ら
受
け
取
る
も
の
と

考
え
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
文
章
そ
の
も
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
謡
曲
を
読
も
う
！
」
に
全
文
と
現
代
語
訳
）
で
も
読
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
源
氏
物
語
「
夕
顔
」
が
素
材
な
の
で
、
原
作
の
現

代
語
訳
を
読
む
だ
け
で
も
、
作
品
世
界
に
入
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

難
題
２　

ゆ
っ
く
り
過
ぎ
て
わ
か
ら
な
い

↓ 「
ゆ
っ
く
り
」
に
慣
れ
、
微
妙
な
変
化
を
楽
し

み
ま
し
ょ
う

「
ゆ
っ
く
り
動
く
美
し
さ
」
を
よ
く
味
わ
う
の
が
、
能
の
重
要
な
楽
し
み

だ
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
日
常
的
な
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
を
身
体
か
ら
落
と

し
、
ゆ
る
や
か
に
動
く
舞
台
上
の
人
々
に
じ
っ
と
目
を
こ
ら
し
ま
す
。

「
遅
い
こ
と
を
味
わ
う
の
だ
」
と
、
ま
ず
自
分
に
言
い
き
か
せ
ま
す
。
目

や
呼
吸
が
能
の
運
び
（
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
）
に
慣
れ
る
と
、
ゆ
っ
く
り
し

た
動
き
の
中
の
柔
ら
か
さ
や
強
さ
、
わ
ず
か
な
姿
勢
の
変
化
が
劇
的
な
表

現
に
な
る
こ
と
な
ど
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
集
中
し
て
味
覚

が
冴
え
て
く
る
と
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
味
の
違
い
ま
で
わ
か
る
よ

う
に
な
る
と
い
っ
た
「
慣
れ
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ら
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

難
題
３　

舞
台
に
何
も
無
さ
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
い

↓ 

能
面
と
衣
装
だ
け
で
も
な
か
な
か
楽
し
め
ま
す

舞
台
が
あ
ま
り
に
が
ら
ん
と
し
て
い
る
の
で
驚
く
人
も
い
ま
す
。
場
面

や
情
景
は
、
原
則
と
し
て
装
置
を
使
わ
ず
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、「
難
題
１
」
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
要
所
要
所
が
わ
か
っ
て
イ
メ
ー

ジ
が
わ
け
ば
よ
い
の
で
「
こ
ん
な
感
じ
」
で
見
始
め
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

本
公
演
で
は
「
立
花
」「
半
蔀
を
備
え
た
家
屋
」
が
配
置
さ
れ
ま
す
。

装
置
と
は
反
対
に
、
能
面
と
衣
装
は
凝
り
に
凝
っ
て
い
ま
す
。
面
は
、「
難

題
２
」
と
同
じ
で
、
じ
っ
と
見
つ
め
続
け
る
と
、
わ
ず
か
な
角
度
の
変
化

で
表
情
が
動
く
の
が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
わ
か
り
や
す
く
誇
張

し
て
伝
え
て
く
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
楽

し
む
も
の
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
女
性
役
の
衣
装
は
特
に
、
豪
華
で
手
間

の
か
か
っ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
柄
や
仕
立
て
、
色
合
い
な
ど
、
目
の
ご

ち
そ
う
と
し
て
楽
し
め
ま
す
。

難
題
４　

音
楽
や
舞
踊
が
不
思
議
で
わ
か
ら
な
い

↓ 

基
本
パ
タ
ー
ン
を
知
る
と
親
し
み
や
す
く
な
り
ま
す

こ
こ
で
も
「
慣
れ
」
が
大
切
で
す
。
コ
ツ
が
あ
り
ま
す
。
能
の
音
楽
と

舞
踊
の
仕
組
み
は
意
外
に
か
ん
た
ん
で
す
。
音
楽
は
原
則
と
し
て
「
七
・

五
調
」
の
十
二
文
字
が
一
単
位
で
、こ
れ
を
伸
ば
し
て
十
六
字
相
当
に
し
て
、

こ
こ
に
打
楽
器
が
八
回
「
あ
い
の
手
」
を
入
れ
ま
す
。
リ
ズ
ム
の
パ
タ
ー

ン
は
い
く
つ
か
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
も
一
定
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
で
、
音
の
動
き
に
慣
れ
れ
ば
、
言
葉
も
聴
き
と
り
や

す
く
な
り
ま
す
。
能
は
「
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
と
誰
が
」
や
っ
て
も
上
演

し
や
す
い
よ
う
に
規
格
化
さ
れ
た
部
品
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
演
し

や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
つ
か
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

本
紙
の
反
対
面
で
紹
介
し
て
い
る
冬
青
庵
能
舞
台
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
動

画
（
仕
舞
）
を
見
れ
ば
、
基
本
的
な
所
作
と
音
の
動
き
は
つ
か
め
ま
す
。

そ
し
て
、
あ
る
意
味
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
と
も
い
え
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、

出
演
者
は
そ
こ
に
微
妙
な
変
化
や
表
情
を
与
え
る
こ
と
に
心
を
砕
き
、
稽

古
に
没
頭
し
ま
す
。
結
論
と
し
て
は
「
同
じ
に
見
え
る
も
の
の
中
の
微
妙

な
違
い
を
楽
し
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
し
手
間
を
か
け
て
慣
れ
る
と
、

ず
い
ぶ
ん
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

ま
ず
は
詩
・
音
楽
・
舞
踊
・
面
と
衣
装
な
ど
の
ど
れ
か
一
つ
、
興
味
が

感
じ
ら
れ
た
も
の
に
注
意
深
く
接
し
て
み
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

入
門
編　
「
能
」の
見
方 

ま
っ
た
く…

…

ま
た
は
ほ
ぼ
初
め
て
の
方
に

標
準
編　
「
半
蔀
」の
見
方 

経
験
が
あ
る
方
は
こ
こ
か
ら

前
半　

立
花
供
養
を
終
え
た
僧
の
前
に
謎
の
美
女
が

１　

雲
林
院
の
僧
が
「
立
花
供
養
」
を
行
う
と
宣
言
す
る

２　

僧
は
能
力
（
寺
に
仕
え
る
男
・
狂
言
の
役
者
が
演
じ
る
）
を
呼
び
、
立
花

供
養
の
支
度
を
命
じ
、
能
力
は
触
れ
て
回
る

３　

立
花
の
も
と
に
不
思
議
な
美
女
が
現
れ
、
白
い
花
を
供
え
る

４　

僧
が
不
思
議
に
思
っ
て
女
に
素
性
を
尋
ね
る

５　

女
は
「
私
の
こ
と
は
五
条
に
来
れ
ば
わ
か
る
」
と
言
い
、
花
の
影
に
隠
れ

る
よ
う
に
消
え
る

僧
が
「
立
花
の
供
養
」
を
行
う
と
宣
言
し
、
人
々
が
集
ま
り
、
そ
こ
に
不
思

議
な
女
性
が
現
れ
夕
顔
の
花
を
供
え
ま
す
。
僧
が
何
者
か
と
問
う
と
、
源
氏
物

語
の
「
夕
顔
の
女
の
霊
」
お
よ
び
「
夕
顔
の
花
の
精
」
を
暗
示
す
る
よ
う
な
謎

め
い
た
言
葉
を
発
し
、
さ
ら
に
、
夕
顔
の
女
の
住
ん
で
い
た
五
条
（
京
の
南
部
）

に
来
れ
ば
わ
か
る
と
言
う
と
、
花
の
影
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
が
前
半
で
、
僧
・
能
力
・
女
の
や
り
取
り
が
物
語
を
進
め
ま
す
。

か
ろ
う
じ
て
劇
ら
し
い
筋
が
あ
り
ま
す
。

「
半
蔀
」
は
優
美
な
女
性
の
舞
を
見
せ
る
と
い
う
点
で
、最
も
「
能
ら
し
い
能
」

の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
ま
す
。

「
夕
顔
」
と
は
、
若
き
日
の
源
氏
が
愛
し
た
女
の

名
。
前
半
部
分
か
ら
源
氏
と
の
恋
を
暗
示
す
る
言

葉
が
多
く
並
び
ま
す
。

な
お
、
前
半
と
後
半
の
間
に
、
狂
言
役
者
に
よ
っ

て
、
源
氏
物
語
の
筋
が
説
明
さ
れ
ま
す
〈
６
〉。
古

文
で
す
が
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
じ
っ
く

り
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

後
半　
「
夕
顔
」
が
半
蔀
か
ら
現
れ
、
舞
う

６　

僧
は
五
条
に
着
き
、
能
力
か
ら
「
夕
顔
の
女
」
の
物
語
を
聴
く

７　

僧
は
夕
顔
の
女
を
弔
う
た
め
、
経
を
唱
え
る

８　

半
蔀
の
あ
る
館
の
内
か
ら
女
の
声
が
聞
こ
え
、
女
の
姿
が
半
蔀
を
開
け
て

現
れ
る

９　

夕
顔
の
霊
が
源
氏
と
の
逢
瀬
を
懐
か
し
み
つ
つ
、
語
り
舞
う

10　

夜
明
け
が
訪
れ
、
女
の
霊
は
消
え
、
全
て
は
僧
の
夢
で
あ
っ
た
と
知
れ
る

後
半
に
は
筋
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
一
行
で
お

し
ま
い
で
す
。

　

夕
顔
の
女
の
霊
が
現
れ
、源
氏
と
の
思
い
出
を
語
り
、舞
い
、消
え
失
せ
た
。

後
半
は
、
劇
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
僧
の
夢
だ
っ
た
と
い
う
流
れ
で
す
。

夕
顔
の
女
の
霊
が
源
氏
と
の
思
い
出
の
地
、
五
条
に
現
れ
、
語
り
、
舞
い
ま
す
。

「
半
蔀
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
、
こ
の
「
舞
の
情
趣
」
を
味
わ
わ
せ
る
た

め
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
作
品
は
、
ほ
の
か
で
淡
い
情
趣
を
特
に
重
視
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

源
氏
物
語
で
は
、
夕
顔
の
女
は
唐
突
で
恐
ろ
し
い
死
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
こ
の

場
面
で
は
源
氏
の
恋
人
の
一
人
、
六
条
御
息
所
の
嫉
妬
で
呪
い
殺
さ
れ
た
こ
と

も
暗
示
さ
れ
ま
す
。
源
氏
の
落
胆
や
動
揺
も
大
き
な
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
能
「
半
蔀
」
は
そ
の
よ
う
な
影
の
部
分
を
注
意
深
く
避
け
、
夕
顔

の
恋
の
美
し
い
想
い
出
だ
け
を
柔
ら
か
な
筆
致
で
描
き
ま
す
。

そ
し
て
、
源
氏
と
の
恋
を
物
語
る
最
後
に
、
大
切
な
和
歌
が
引
用
さ
れ
ま
す
。

折
り
て
こ
そ 

そ
れ
か
と
も
見
め 

黄
昏
に 

ほ
の
ぼ
の
見
え
し 

花
の
夕
顔

―

源
氏
物
語
で
は
初
句
は
「
寄
り
て
こ
そ
」
で
す
。
能
で
は
「
源
氏
が
あ

の
夕
顔
の
花
を
折
れ
と
仰
っ
た
」
と
語
る
部
分
に
合
わ
せ
て
書
き
換
え
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。「
折
り
て
こ
そ
」
の
句
に
導
か
れ
、
夕
顔
は
静
か
で
緩
や
か

な
「
序
之
舞
」
を
舞
い
ま
す
。
時
間
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
見
ど
こ
ろ
で
す
。

―

気
が
つ
け
ば
も
う
明
け
方
。
美
し
い
も
の
に
も
終
り
が
あ
る
こ
と
が
、

「
鳥
の
声
」「
鐘
」「
東
雲
」
な
ど
の
言
葉
で
示
さ
れ
ま
す
。
能
の
多
く
に
、
こ

の
よ
う
な
時
の
移
ろ
い
の
切
な
さ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
半
蔀
の 

内
に
入
り
て 

そ
の
ま
ま
夢
と
ぞ 

な
り
に
け
る

夕
顔
の
舞
も
、
す
べ
て
僧
の
夢
だ
っ
た―

明
け
方
の
こ
の
切
な
さ
は
ま
た
、

平
安
時
代
の
恋
人
た
ち
が
朝
、
逢
瀬
の
終
わ
り
に
感
じ
た
別
れ
の
悲
し
さ
と
重

な
り
合
っ
て
響
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

発
展
編　

「
芸
」の
見
方

マ
ニ
ア
へ
の
道
？

１ 漁師が１ 漁師が
　 羽衣を発見　　 羽衣を発見　

３～５ 不思議な
      女が白い花を
      供え消える

芸
能
・
芸
術
の
楽
し
み
は
「
観
比
べ
・
聴
き
比
べ
」

に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
こ
で
、
よ
り
マ
ニ
ア

的
（
？
）
な
方
の
た
め
に
、
本
公
演
の
主
演
者
の
芸

風
に
関
す
る
短
評
を
掲
載
し
ま
す
。
五
年
ほ
ど
前
に

書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
ご
参
考
に
。

青
木
道
喜
の
芸
風
に
つ
い
て
「
簡
素
で
力
強
い
」

と
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
精
確
で
厳
粛
な
楷
書
風
。

と
こ
ろ
が
、「
何
か
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
は
？
」

と
い
う
場
面
に
遭
遇
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
書
く
。

初
夏
、
京
都
薪
能
の
半
能
「
半
蔀
」。
舞
台
を
滑

る
夕
顔
の
精
は
、
空
気
を
切
ら
ず
風
に
逆
ら
わ
ず
、

ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
動
い
て
い
る
。
指
す
手
や
扇
が
、

風
の
動
き
に
枝
や
葉
が
な
び
く
よ
う
な
印
象
を
残

す
。
そ
の
結
果
、
名
状
し
が
た
い
静
け
さ
が
舞
台
に

広
が
る
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
こ
ち
ら
の
呼
吸
ま
で
静

ま
り
返
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ら
、
も
う
序

之
舞
が
終
わ
っ
て
い
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

上
演
中
に
は
不
思
議
な
何
か
が
眼
前
を
過
ぎ
る
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
が
、
記
憶
を
探
り
、
あ
る
程
度
の
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

も
と
も
と
青
木
の
舞
は
精
確
さ
が
身
上
。
物
足
り

な
い
こ
と
は
ま
ず
な
い
が
、
時
に
定
規
で
測
っ
て
方

眼
紙
に
描
い
た
「
優
雅
さ
の
見
本
」
み
た
い
な
も
の

を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
夜
観
た
も
の
は

違
っ
た
。
ほ
ん
の
少
々
の―
―

物
理
的
な
時
間
で
測

れ
ば
、
コ
ン
マ
数
秒
ま
た
は
も
っ
と
微
細
か
も
し
れ

な
い―

―

「
ゆ
ら
ぎ
」
じ
み
た
も
の
が
舞
に
認
め
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
ス
ミ
柱
に
進
ん
で
止
ま
る
と
き
、

全
身
の
各
部
位
が
整
然
と
狂
い
な
く
静
止
す
る
の
が

こ
れ
ま
で
だ
っ
た
の
が
、
止
ま
る
そ
の
瞬
間
、
次
の

動
作
に
進
む
部
位
と
た
め
ら
う
部
位
に
ず
れ
が
生
じ

て
い
る
。
弛
緩
で
は
な
い
。
結
果
、
動
く
よ
う
で
止

ま
り
、
止
ま
る
よ
う
で
ゆ
る
や
か
に
進
む
と
い
っ
た

表
情
が
生
ま
れ
る
。
い
つ
止
ま
っ
て
い
つ
動
き
は
じ

め
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
こ
と
に
自
然
な
「
移

り
行
き
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
が
こ
と
さ

ら
好
む
人
工
と
自
然
の
接
す
る
場
所
に
あ
る
芸
、
と

で
も
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
観
能
の
幸
福
を
さ
ら
に
大
き
く
し
て
く

れ
た
の
は
、
薪
能
な
ら
で
は
の
「
風
」
で
あ
る
。
静

か
に
移
り
ゆ
く
舞
い
の
袖
を
風
が
波
打
た
せ
る
の
を

見
て
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
の
は
私
だ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
舞
い
終
え
て
後
、
半
蔀
の
下
に
見
え
る

衣
の
裾
が
か
す
か
に
な
び
い
た
。
こ
の
余
韻
が
ま
た

格
別
だ
っ
た
。

ご
く
小
さ
な
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
間
は
視

覚
が
特
別
に
発
達
し
た
生
物
だ
か
ら
、
そ
の
違
い
は

大
き
な
味
わ
い
の
差
に
な
る
。

「
切
り
詰
め
た
動
作
」
が
青
木
の
芸
の
持
ち
味
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
わ
ず
か
な
身
体
的
感

覚
の
ち
が
い
に
ど
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
鍛
錬
を
重
ね

た
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
し
ま
う
。
何
十
年
か
け

て
数
ミ
リ
、
コ
ン
マ
数
秒
か
も
し
れ
な
い
。

見
方
に
よ
っ
て
は
何
た
る
時
間
の
浪
費
、
と
も
い

え
る
。
し
か
し
、
浪
費
と
蕩
尽
こ
そ
芸
能
の
本
質
で

あ
る
。
そ
の
成
果
が
、
世
阿
弥
が
説
く
「
巌
に
花
の

咲
く
」
よ
う
な
境
地
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
し
て
、

そ
の
道
の
り
を
賞
味
で
き
る
と
し
た
ら
、
観
客
と
し

て
こ
の
上
な
い
歓
び
で
あ
る
。

相
生
次
郎
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

１～２　僧が
　 立花供養を行う

９ 夕顔の女の舞　

10 夜が明け
      半蔀の内に
      消える

前半

後半
ま
と
め  

ま
ず
注
目
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
慣
れ
る

キ
ー
ワ
ー
ド 

詩
・
動
か
な
い
舞
踊
・
面
と
衣
装
の
美
術
・
シ
ン
プ
ル
な
音
楽
・
様
々
な
パ
タ
ー
ン
化  …

…
 

な
ど

７ 夕顔の女の霊が
      半蔀の内に現れ
      半蔀を上げて出る


