
能
の
台
本
と
位
風

世
阿
弥
の
能
楽
論
は
中
期
か
ら
後
期
に
わ
た
っ
て
き
わ
め
て
特
色
あ
る
展
開

を
示
し
な
が
ら
、
前
期
の
『
風
姿
花
伝
』
の
説
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で

は
な
い
。

そ
れ
ら
は
『
花
伝
』
の
説
を
改
め
て
整
理
体
系
化
し
、
発
展
深
化
さ

せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
期
の
「
見
・問
・心
」
の
考
察
や
、
後
期
の
「
九

位
」
の
体
系
付
も
、
す
で
に
『
花
伝
』
の
中
に
そ
の
崩
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
中
で
『
九
位
』
に
示
さ
れ
た
「
位
風
」
は
、
多
く
演
者
の
芸
風
を
格
付
け
す

る
に
用
い
ら
れ
る
が
、
同
時
に
台
本
と
も
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(注
1
)

そ
れ
ら
が
『
花
伝
』
の
考
え
か
ら
ど
の
様
に
展
開
し
て
行
っ
た
か
を
考
え
た
い
。

1 

初
期
の
『
風
姿
花
伝
』
に
み
ら
れ
る

「砲
」
や

「わ
ざ
」
に
つ
い
て
の
世
阿

弥
の
考
え
は
、
あ
ら
ゆ
る
品
々
、
風
体
に
わ
た
り
熟
達
す
る
こ
と
、

「物
数
」
を

持
つ
こ
と
が
、
「
見
所
」
に

「珍
ら
し
さ

(花
ご
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
能
作
と
い
う
行
為
も
、

い
わ
ば
、
こ
の
「
物
数
」
を
尽

す
と
い
う
四
基
的
な
面
か
ら
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
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日
間
と
し
て
の
能
に
質
的
な
差
異
優
劣
の
あ
る
の
は
当
然
で
、

む
し
ろ
舞
台
で
の

能
の
出
来
ぱ
え
は
台
本
の
優
劣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。「
よ
き
能
を
よ
く
し
た

~. 

石

井

百H

(一

九
九
四
年
八
月
二
十
二
円
受
理
)

ら
ん
が
、
し
か
も
出
で
来
た
ら
ん
を
、
第
一
と
す
べ
し
。
能
は
そ
れ
程
に
な
け

れ
ど
も
、
本
説
の
ま
、
に
、
位
間
も
な
く
、

よ
く
し
た
ら
ん
が
、
出
で
来
た
ら
む

を
、
第
二
と
す
べ
し
。
能
は
ゑ
せ
能
な
れ
ど
も
、
本
説
の
悪
き
と
こ
ろ
を
、
中
々

便
り
に
し
て
、
骨
を
折
り
て
、
よ
く
し
た
る
を
、
第
三
と
す
ぺ
し
。
(
『花
伝
』

第
三)」

は
、
台
本
が

「よ
き
能
」
で
あ
る
か
「
ゑ
せ
能
」
で
あ
る
か
が
そ
の
ま

ま
舞
台
に
お
け
る
能
の
成
総
を
左
右
す
る
と
い
う
も
の
で
、
台
本
霊
視
の
考
え

と
言
え
る
。
こ
の
と
き
「
よ
き
能
」
と
は
、
「
本
説
正
し
く
、
珍
ら
し
き
が
、
幽

玄
に
て
、
面
白
き
所
あ
ら
ん
を
、

よ
き
能
と
は
申
す
ぺ
し
。
(
同
)
」
で
あ
り
、

従
っ
て
、
能
作
に
お
い
て
も
こ
の
点
が
重
視
さ
れ
る
。
『
花
伝
』第
六
は
能
作
の

伝
書
で
後
の

『三
道
』
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
『
よ
き
能
と
由
・

は
、
本
説
正
し
く
、
珍
ら
し
き
風
住
に
て
、
詰
め
所
あ
り
て
、
懸
り
幽
玄
な
ら

ん
を
、
第

一
と
す
べ
し
。」

と
あ
る
の
も
右
の

「よ
き
能
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
世
阿
弥
は
ま
た
、
右
の
ご
と
き
「
よ
き
能
」
と
は
別
種
の
能
で
あ

り
な
が
ら
き
わ
め
て
重
要
な
能
が
あ
る
と
し
て
次
の
様
に
述
べ
る
。

文
、
能
に
よ
り
て
、

き
し
て
細
か
に
、
言
葉

・
ぎ
り
に
拘
ら
で
、
大
様
に

す
べ
き
能
あ
る
べ
し
。
き
ゃ
う
の
能
を
ぱ
、
直
に
舞
ひ
謡
ひ
、
振
り
を
も

す
る
/
¥
と
な
だ
ら
か
に
す
べ
し
。
か
や
う
な
る
能
を
、
又
細
か
に
す
る
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は
、
下
手
の
態
な
り
。
こ
れ
又
、
能
の
下
が
る
所
を
知
る
べ
し
。
し
か
れ

ば
、
よ
き
言
葉

・
像
情
を
求
む
る
も
、
ぎ
り

・
詰
め
所
の
な
く
て
は
叶
は

ぬ
能
に
至
り
て
の
事
也
。
直
な
る
能
に
は
、

た
と
ひ
、
幽
玄
の
人
世
に
て

硬
き
言
葉
を
諸
ふ
と
も
、
音
曲
の
懸
り
だ
に
確
や
か
な
ら
ば
、
こ
れ
よ
か

る
ぺ
し
。
こ
れ
即
ち
、
能
の
ほ
ん
撲
と
心
得
べ
き
事
な
り
。
た
て
返
々
、

か
ゃ
う
の
様
々
を
極
め
蓋
し
て
、

さ
て
大
様
に
す
る
な
ら
で
は
、
能
の
て

い
き
ん
あ
る
べ
か
ら
ず
。

(
風
姿
花
伝

第
六
)

文
字

・
風
慢
を
求
め
ず
し
て
、
大
様
な
る
能
の
、
本
説
殊
に
正
し
く
て
、

大
き
に
位
の
上
れ
る
能
あ
る
べ
し
。
か
や
う
な
る
能
は
、
見
所
さ
ほ
ど
細

か
に
な
き
…
ゃ
あ
り
。
こ
れ
に
は
、
よ
き
程
の
上
手
も
、
似
合
は
ぬ
事
あ
り
。

(
同
)

「
大
様
な
る
(
に
)
」
と
「
直
な
る
(
に
ご
は
、

ゆ
っ
た
り
と
し
て
技
巧
を
弄

し
な
い
こ
と
、
従
っ
て
「
大
様
な
る
能
」
「
直
あ
る
能
」
と
は
、
美
し
い
文
句
や

風
趣
が
特
に
あ
る
必
要
な
く
、
特
別
な
見
せ
場
や
劇
的
高
藤
の
少
い
素
直
な
能

で
、
脇
能
や
祝
言
な
ど
を
指
す
(
後
述
)
。
世
阿
弥
は
こ
の
様
な
能
に
つ
い
て
、

み
た
目
に
は
さ
し
て
細
や
か
な
面
白
さ
は
な
い
が
、
よ
ほ
ど
の
上
手
で
な
け
れ

ぱ
似
合
は
ぬ
能
で
あ
り
、
こ
の
種
の
能
を
窮
め
て
こ
そ
能
の
正
統
の
家
伝
を
継

ぎ
得
る
と
重
視
す
る
の
で
あ
る

閉
じ
機
な
考
え
基
づ
く
と
思
わ
れ
る

ま
た
、

も
の
に
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る

老
人
の
物
ま
ね
、
此
遁
の
奥
義
な
り
。
能
の
位
、
や
が
て
よ
そ
自
に
現
る
冶

事
な
れ
ば
、

(
風
姿
花
伝

第
二
)

結
第
一
の
大
事
也
。

冠

・
直
衣

・
烏
叩
チ

・
狩
衣
の
老
人
の
姿
、
得
た
ら
む
人
な
ら
で
は
、

似
合
ふ
べ
か
ら
ず
。
稽
古
の
却
入
り
て
、
位
上
ら
で
は
、
似
合
ふ
べ
か
ら

ず

(同
)

脇
能
の
仕
手
で
あ
る
老
人
の
物
瓦
似
を
「
第
一
の
大
事
也
」
「
位
上
ら
で
は
、
似

合
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
の
は
、
「
大
援
な
る
能
」
「
直
な
る
能
」
を
重
視
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
。

2 

「
風
姿
花
伝
』
の
能
作
の
理
論
は
、
元
能
に
与
え
ら
れ
た
『
三
道
』

へ
と
発

展
し
て
行
く
が
、

閉
じ
元
能
の
聞
き
書
き
『
申
楽
談
儀
』
に
散
見
さ
れ
る
談
話

に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
前
述
「
直
な
る
能
」
に
つ
い
て

次
の
様
な
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

先
、
祝
言
の
、

か
、
り
直
成
道
よ
り
書
き
習
ふ
べ
し
。
直
成
鐙
は
弓
八
幡

也
。
曲
も
な
く
、
民
斑
成
能
也
。
血
管
回
御
代
の
初
め
の
た
め
に
書
き
た
る
能

な
れ
ば
、
秘
事
も
な
し
。
放
生
舎
の
能
、
魚
放
つ
所
曲
な
れ
ば
、
わ
た
く

し
有
。
相
生
も
、
な
を
し
鰭
が
有
也
。
祝
言
の
外
に
は
、
井
筒

・
道
盛
な

ど
、
直
成
能
也
。
寅
盛

・
山
姥
も

そ
ば
へ
た
る
所
有
。
(
申
楽
談
儀
)

「
弓
八
幡
」
「
井
筒
」
「
道
盛
」
の
三
曲
が
「
直
成
能
」
で
あ
り
、
能
作
の
初
心

者
の
手
本
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
し
、

そ
れ
に
対
し
て
、
「
放
生
会
」
「
相
生
」

「
賓
盛
」
「
山
姥
」
は
、
趣
向
や
添
え
物
的
な
も
の
が
あ
っ
て
素
直
な
曲
と
は
言

い
難
い
、
従
っ
て
能
作
の
初
心
者
の
手
本
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
『
談
儀
』
の
「
直
成
能
」
と
『
花
伝
」
の
「
直
な
る
能
」
「
大
様

な
る
能
」
が
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
は
、
「
曲
も
な
く
直
成
能
」
と
「
細



か
に
、
言
葉

・
ぎ
り
に
も
拘
ら
で
、
大
様
に
す
べ
き
能
」
と
は
同
じ
内
容
で
あ

り
、
ま
た
、
『
談
俄
』
で
「
直
成
能
」
と
し
て
「
弓
八
幡
」
の
ご
と
き
脇
能
を
第

一
に
あ
げ
て
い
る
の
も
『
花
伝
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
更
に
、
女
体

・

男
(
軍
)
体
の
中
に
も
「
井
筒
」
「
道
盛
」
を
「
直
成
能
」
と
す
る
点
が
注
目
さ

れ
る
が
、

い
ず
れ
も
劇
的
要
素
に
乏
し
く
索
直
な
作
で
「
大
様
な
る
能
」
「
直
な

る
能
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
中
で
「
井
筒
」
に
つ
い
て
は
更
に

井
筒
、
上
花
也
。
松
風
村
雨
、
部
深
花
風
の
位
鰍
。
蛾
円
述
、
開
花
瓜
斗
鰍
。

遁
盛
、
忠
度
、
義
常
、
三
番
、
修
羅
が
》
り
に
は
よ
き
能
也
。
此
内
、
忠

度
上
花
敗
。

(同
)

と
あ
っ
て
、
曲
と
位
風
を
結
び
つ
け
た
小
で、

「井
筒
」
を

「上

(妙
)
花
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
「
位
風
」
の
考
え
は
、

世
阿
弥
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

の
能
楽
論
の
一
特
色
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
『
九
位
』
に
よ
る
と
、
仕
手
の
芸

位
を
上
中
下
の
三
位
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
位
を
更
に
上
中
下
三
位
に
分
け
九

位
と
し

習
道
の
次
第
は
、
中
|
上
|
下
と
進
む
べ
き
で
、
上
位
に
達
し
た
も

の
を
最
高
と
す
る
。
最
初
の
中
位
に
お
い
て
二
曲
三
体
の
わ
ざ
を
習
得
し
、

そ

れ
に
熟
達
安
定
し
て
中
位
上
の
正
花
風
、
そ
れ
以
後
は
技
術
を
超
え
た
心
の
状

態
で
、
上
三
花
、
す
な
は
ち
、
開
花
風
(
上
位
下
)
・
寵
深
花
風
(
上
位
中
)
妙

花
風

(上
位
上
)、
こ
の
う
ち
妙
花
風
は
是
非
を
超
越
し
た
最
高
位
と
さ
れ
た

『
談
儀
』
の
一
節
は
、
「
直
な
る
能
」
ゆ
え
能
作
の
初
心
者
の
手
本
と
さ
れ
た
「
井

筒
」
が
、

一
方
で
は
そ
れ
が
舞
台
で
演
じ
ら
れ
た
と
き
最
高
位
の
「
上
(
妙
)
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花
」
と
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

位
風
は
一
般
に
演
者
の
芸
風
の
位
を
示
す
こ
と
が
多
く
、
特
に
上
三
花
に
つ

...... ・h

い
て
は
曲
の
位
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
い
。

A
7
の
哨
阿
は
、
能
も
立
円
山
も
悶
花
風
に
入
る
べ
き
鰍
。

(申
楽
談
儀
)

犬
王
は
、
上
三
花
に
て
、

つ
ゐ
に
中
上
に
だ
に
落
ち
ず
。
中

・
下
を
知
ら

ざ
り
し
者
也
。
(
同
)

上
花
に
上
り
て
も
山
を
崩
し
、
中
上
に
上
り
て
も
山
を
崩
し
、

又
、
下
三

位
に
下
り
、
塵
に
も
交
は
り
し
こ
と
、

た
ゾ
観
阿
一
人
の
み
也
。

(
同
)

の
よ
う
に
、
相
阿

・
犬
王

・観
阿
の
位
風
体
を
示
す
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

元
能
は
こ
の
三
人
の
芸
風
に
つ
い
て
の
父
世
阿
弥
の
談
を
記
し
た
後
、

父
自
身

に
つ
い
て
述
べ
る
。
静
夜
父
子
「
砧
」
を
開
き
つ
¥
父
世
阿
弥
は
「
砧
」
の

曲
が
批
評
を
超
越
し
言
葉
に
尽
し
難
い
と
子
元
能
に
語
る
。

然
れ
ば
、
無
上
無
味
の
み
な
る
所
は
、
味
は
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
。
又
、

世
き
載
せ
ん
と
す
れ
共
、
更
に
其
一
宮
葉
な
し
。
位
上
ら
ぱ
自
然
に
悟
る

ぺ
き
事
と
う
け
給
は
れ
ば
、
間
舎
に
も
及
ぱ
ず
。
た

て

浮

船

・
松
風

松
雨
な
ど
ゃ
う
の
能
に
相
謄
た
ら
ん
を
、
無
上
の
物
と
知
る
べ

し、

と

云
々
。

(向
)

こ
こ
に
は
仕
手
の
芸
位
が
損
ず
る
曲
の
位
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
曲
の
位
と
い
う
意
識
が
前
述
「
井
筒
上
(
妙
)
花
也
」
の
よ
う
に

具
体
化
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

習
道
の
次
第
で
は
、
中
位
下
か
ら
中
位
中
へ
と
進
ん
で
い
く
中

で
二
曲
三
体
の
わ
ざ
を
習
得
し
、
す
べ
て
の
わ
ざ
に
熟
達
し
安
定
し
て
初
め
て

中
位
ヒ
正
北
風
に
到
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
位
で
ほ
と
ん
ど
の
曲
を
押
得
し

え
た
も
の
と
言
え
る
。
従
っ
て
、

そ
の
上
の
上
三
花
に
特
定
の
曲
を
当
て
は
め
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る
と
言
う
『
談
儀
』

の
記
述
は
、

そ
の
曲
そ
の
も
の
の
中
に
他
の
曲
と
異
る
特

殊
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
井
筒
」
が
「
上
(
妙
)
花
」
と
言
う
と
き
「
井

筒
」
の
特
殊
性
と
は
、
今
ま
で
の
考
察
か
ら
す
る
と
「
直
な
る
」
「
大
様
な
る
」

以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
上
(
妙
)
花
に
位
茸
づ
け
ら
れ

た
「
井
筒
」
の
「
直
な
る
」
と
い
う
性
質
と
、
「
花
伝
』
に
お
い
て
よ
き
能
の
条

件
「
本
説
正
し
く
、
珍
し
き
風
位
に
て
、
詰
め
所
あ
り
て
、
懸
り
幽
玄
」
と
い

う
性
質
と
は
相
当
の
追
い
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
中
期
以
後
世
阿
弥
が

著
し
く
「
心
」
の
問
題
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

3 

「
花
は
心
、
種
は
わ
ざ
(
『
花
伝
』
第
一
ニ
)
が
示
す
よ
う
に
、
前
期
で
は
「
わ

ぎ
」
を
「
種
」
と
し
て
そ
れ
に
「
心
」
を
働
か
せ
る
と
こ
ろ
に
「
花
」
が
生
ず

る
と
考
え
た
。
そ
し
て
「
わ
ざ
」
を
生
か
す
の
は
「
心
」
で
あ
り
、
「
心
」
を
支

え
る
の
は
「
わ
ざ
」
で
あ
る
と
し
、
「
わ
ざ
」
と
「
心
」
は
同
等
に
扱
わ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
『
花
伝
』
第
二
で
分
類
さ
れ
た
九
体
の
品
々
が
示
す
よ
う
に
物
真
似

の
対
象
は
多
岐
に
わ
た
り
、
幽
玄
の
能
を
重
視
し
つ
も
も
強
き
能
も
拾
て
な
か

っ
た
。中

期
の
著
作
『
三
道
』
『
二
曲
三
体
絵
図
』
等
に
み
ら
れ
る
三
体
の
考
え
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
『
花
伝
』
で
重
視
さ
れ
た
「
わ
ざ
」
の
後
退
を
示
す
も
の
で
あ

"'? 

fこ

物
真
似
の
対
象
が
『
花
伝
』
の
九
体
か
ら
、
老
(
神
)
・
女

・
男

(
軍
)

の
三
体
に
整
理
さ
れ
、
質
的
に
も
幽
玄
の
能
を
強
き
能
よ
り
重
視
し
て
い
っ
た
。

(注
2
)

一
方
で
は
、
「
心
」
を
重
視
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
期
の
世
阿
弥
の
特
色
で
あ
る
-

『
花
銭
』

の
「
動
十
分
心
、
動
七
分
身
」
の
ご
と
く
動
き
を
控
え
目
に
し
心
を

十
分
に
働
か
せ
る
と
い
う
具
合
に
、
「
わ
ざ
」
よ
り
「
心
」
を
重
視
す
る
記
述
が

多
く
な
る
。
同
時
に
「
心
」
そ
の
も
の
が
質
的
に
変
化
す
る
。

見
所
の
批
判
に
云
、
「
せ
ぬ
所
が
面
白
き
」
な
ど
云
事
あ
り
。
是
は
、
潟
手

の
秘
す
る
所
の
安
心
な
り
。
ま
づ
、
二
曲
を
初
め
と
し
て
、
立
は
た
ら
き
、

物
ま
ね
の
色
々
、

せ
ぬ
所
と
申
は
、

こ
と
ん
¥
く
み
な
身
に
な
す
態
也
。

そ
の
ひ
ま
な
り
。
こ
の
せ
ぬ
ひ
ま
は
何
と
て
面
白
き
ぞ
と
見
る
所
、
赴
は
、

油
断
な
く
心
を
つ
な
ぐ
性
披
也
。
舞
を
舞
い
や
む
ひ
ま
、
音
曲
を
諮
ひ
や

む
所
、

そ
の
ほ
か
、
古
川
葉
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
る
品
々
の
ひ
ま
/
¥
に
、

心
を
捨
て
ず
し
て
、

用
心
を
持
つ
内
心
也
。
此
内
心
の
感
、
外
に
匂
ひ
て

面
白
き
な
り
。

か
や
う
な
れ
ど
も
、
此
内
心
あ
り
と
、
よ
そ
に
見
え
て
は
悪
か
る
べ
し
。

も
し
見
、
え
ば
、

そ
れ
は
態
に
な
る
べ
し
。

せ
ぬ
に
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

無
心
の
位
に
て
、
我
心
を
わ
れ
に
も
隠
す
安
心
に
て
、

せ
ぬ
ひ
ま
の
前
後

を
つ
な
ぐ
べ
し
。
是
則
、
高
能
を
一
心
に
て
つ
な
ぐ
感
力
也
。

(
花
鏡

高
能
結
一
心
事
)

な
に
も
し
な
い
「
ひ
ま
」
を
「
心
」
で
つ
な
ぐ
と
い
う
場
合
の
「
心
」
に
つ
い

て
、
小
西
甚
一
氏
は
、
「
『
わ
ざ
』
を
『
心
』

で
操
る
と
い
う
の
は
、

前
期
に
お

け
る
『
花
は
心
、

砲
は
わ
ざ
』
の
基
本
理
論
と
別
の
も
の
で
な
い
‘

と
こ
ろ
が
、

つ
な
ご
う
に
も
『
わ
ざ
』
の
な
い
空
白
は
、
種
が
存
在
し
な
い
形
と
な
る
け
れ

ど
、
般
の
無
い
と
こ
ろ
に
花
は
咲
か
な
い
。
こ
の
埼
合
は
、
ど
う
し
て
も
『
心
』

(注
3
}

そ
の
も
の
が
種
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
」
と
述
ぺ
、
そ
の

様
な
「
心
」
を
「
穂
と
し
て
の
心
」
と
称
し
た
。
閉
じ
『
花
鏡
』
の
「
心
よ
り

出
で
来
る
能
」
の
「
心
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
能
を
見
・
開

・
心
の
三
つ
に
分



け
、
そ
の
う
ち
「
心
」
の
能
に
つ
い
て
、

心
よ
り
出
来
る
能
と
は
、
無
上
の
上
手
の
申
築
に
物
数
の
後
、
二
曲
も
物

ま
ね
も
儀
理
も
き
し
て
な
き
能
の
、

さ
ぴ
/
¥
と
し
た
る
中
に
、
何
と
や

ら
ん
感
心
の
あ
る
所
あ
り
。
是
を
、
冷
え
た
る
曲
と
も
申
也
。
此
位
、
よ

き
程
の
目
き
、
も
見
し
ら
ぬ
な
り
。

(
花
鋭

批
判
之
事
)

こ
の
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
「
冷
え
た
る
曲
」
を
更
に
「
無
心
の
能
」
「
無
文
の

{注

4
}

能
」
と
も
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
心
」
は
前
の
「
種
と
し
て
の
心
」

と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
花
鏡
』

い
づ
れ
も
舞
台
で
演
ぜ
ら
れ
た
能
に
つ
い
て

の
二
つ
の
引
用
は
、

「
せ
ぬ
所
が
面
白
き
」
能
で
あ
り
、
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
で
あ
っ
て
、
主
と
し

て
仕
手
自
身
の
芸
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
台
本
と
し
て
の
能
と
も

無
関
係
で
は
な
い
。「
せ
ぬ
所
の
面
白
き
」
能
や
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
で
は
、

「
せ
ぬ
所
」
「
せ
ぬ
ひ
ま
」
を
「
心
」
で
つ
な
ぐ
と
し
た
が
、
「
心
」
で
つ
な
ぐ

ぺ
き
「
ひ
ま
」
と
は
、
「
二
曲
も
物
ま
ね
も
儀
理
も
き
し
て
な
き
能
」
「
言
葉

・

ぎ
り
に
拘
ら
で
、
大
様
に
す
べ
き
能
」
の
中
に
こ
そ
見
い
出
さ
れ
る
。
前
期
の

「
よ
き
能
」
の
条
件
で
あ
っ
た
「
本
説
正
し
く
、
珍
ら
し
き
風
鐙
に
て
、
詰
め

所
あ
り
て
、
懸
り
幽
玄
」
と
い
う
の
は
、
舞
台
の
上
に
形
と
な
っ
て
現
れ
る
珍

ー
し
去
¥

い
わ
ば
、
「
す
る
」
こ
と
の
珍
ら
し
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
せ
ぬ
所

が
面
白
き
」
、

そ
の
「
せ
ぬ
ひ
ま
」
を
「
心
」
で
つ
な
ぐ
と
い
う
と
き
、
「
す
る
」

と
こ
ろ
の
「
わ
ざ
」
は
後
退
す
る
。
と
す
れ
ば
、
台
本
は
演
技
者
に
細
い

す

る
」
「
わ
ざ
」
を
要
求
し
な
い
よ
う
な
曲
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
先
、

-19ー

祝一一一回の、

か
か
り
直
成
道
よ
り
書
き
習
ふ
ぺ
し
」
と
言
う
場
合
の
、
能
作
の
初

心
者
向
き
の
曲
で
あ
っ
て
、
細
か
い
技
術
を
要
し
な
い
「
直
な
る
」
曲
こ
そ
そ

う
し
た
能
に
ふ
さ
わ
し
い
。
「
井
筒
」
が
能
作
の
初
心
者
が
手
本
と
す
べ
き
「
直

な
る
」
と
言
、
っ
性
質
を
持
ち
な
が
ら
、

一
方
で
は
「
上
(妙
)
花
」
と
さ
れ
た

理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

4 

返
々
、

き
て
大
様
に
す
る
な
ら
で
は
、

か
ゃ
う
の
様
々
を
極
め
蓋
し
て
、

能
の
て
い
き
ん
あ
る
べ
か
ら
ず

(前
出
)

こ
れ
が
単
な
る
初
歩
的
な
単
純
さ
を
言
う
の
で
は
な
く
、
様
々
の
技
術
を
体

得
し
た
後
で
「
大
様
に
」
す
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
中

三
位
で
あ
ら
ゆ
る
技
術
を
窮
め
尽
し
、
安
位
に
達
し
た
後
で
無
文
の
上
花
に
進

む
と
い
う
「
九
位
』

の
習
道
の
次
第
や
、
見

・
聞
の
能
の
あ
と
で
「
よ
き
程
の

目
き
、
も
知
ら
ぬ
」
よ
う
な
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
と
い
う
『
花
鏡
』
に
も
通

じ
る
。ま

た
、
「
一
座
棟
梁
の
輩
、
至
極
、
康
精
風
ま
で
を
習
道
し
て
、
正
花
風
に
も

上
ら
ず
し
て
、

下
三
位
に
下
り
て
、
終
に
出
世
も
な
き
義
人
共
、
あ
ま
た
あ
り

し
也
‘
(
『
九
位
』
習
道
の
次
第
)
」
の
よ
う
に
、

一
座
の
棟
梁
た
る
多
く
の
者
が

上
三
花
に
至
ら
ず
、
名
声
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
批
難
し
、
暗
に
、

正
統
な
家
を
継
ぎ
得
る
者
は
上
三
花
に
達
し
た
者
だ
と
し
て
い
る
。

一
座
の
棟

梁
た
る
資
格
と
し
て
の
上
三
花
と
「
大
様
に
す
る
な
ら
で
は
、
能
の
て
い
き
ん

あ
る
べ
か
ら
ず
」
の
「
大
様
」
な
る
能
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。

5 

世
阿
弥
は
、
位
や
風
体
を
示
す
も
の
と
し
て
「
大
様
な
る
能
」
や
「
直
な
る
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能
」
の
語
を
用
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
本
来
、
文
字
ど
お
り
ゆ
っ
た
り
と

し
て
曲
節
の
な
い
能
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
自
体
に
価
値
あ
り
と
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
様
な
能
が
、

仕
手
の
力
量
以
第
で
は
あ
る
に
し

‘，
-
J
-

、

，J
J
J
 

て
も
、
他
の
能
と
は
異
り
特
殊
で
き
わ
め
て
高
度
の
美
し
さ
を
生
み
出
す
可
能

性
を
認
め
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

前
期
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
能
は
、

ほ
と
ん
ど
が
有
文
風
の
能
で
あ
り
、

そ

れ
以
上
に
つ
い
て
は
、
「
こ
ま
か
な
る
こ
と
需
筆
に
載
せ
難
し
。
(『花
伝
』
第
二
)
」

「
心
中
に
案
を
廻
ら
す
べ
し
。
(
同
第
一
ニ
)
」
「
心
中
に
嘗
て
、
公
案
す
ぺ
し
。

(同
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
説
明
が
な
い
。
お
そ
ら
く
父
観
阿
弥
の
名
人
芸
に

接
し
つ
つ
も
そ
れ
を
こ
と
ば
で
表
現
で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
期
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
世
阿
弥
の
著
作
活
動
は
、
そ
の
表
現
で
き
な
い
至
上
の
芸

(注
2
)

風
を
、
歌
論
や
連
歌
論
の
用
語
に
よ
り
、
あ
る
い
は
仏
教
の
用
語
を
借
り
用

(注

6
}

い
て
、
説
明
整
理
し
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
考
え
そ
の
も
の
は
、
す
で
に
前
期
の

「花
伝
』
時
代
か
ら
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
「
心
よ
り
出
来
る
能
」
や
「
上
三
花
」
の
与
え
に
つ
い

て
も
問
機
で
、
そ
う

し
た
能
や
風
体
が
整
理
さ
れ
名
を
与
え
ら
れ
た
の
は
中
期
以
後
で
あ
る
に
し
て

も
、
お
そ
ら
く
前
期
で
そ
う
し
た
能
の
あ
る
こ
と
を
、

父
観
阿
弥
等
の
芸
を
直

接
見
聞
し
て
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

注

(1
)
世
阿
弥
の
若
作
活
動
を
三
期
に
分
け
る
考
え
は
小
西
桂

一
氏

「世
阿

弥
の
人
と
芸
術
論
」

(世
阿
弥
築

日
本
の
思
想
8
)
に
よ
っ
た
。

(2
)
小
西
甚
一
氏

『能
楽
論
研
究
』
塙
書
房

(3
)
小
西
甚
一
氏

前
掲

『申
楽
談
儀
』
批
判
之
事

前
掲

(4
)
 

(5
)
小
西
甚

一
氏

(6
)
香
丙
梢
氏
『
世
阿
靖
新
考
』

わ
ん
や
占
庖

な
お
、
本
文
は

『歌
論
集
能
楽
論
集
」
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
に
よ
っ
た
。
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