
町
期（
十
四
世
紀
）に
広
く
平
曲（
琵
琶
法
師
の
語
る
芸
能
）と
し
て
親

し
ま
れ
た
本
文
で
し
ょ
う
か
ら
、一応
覚
一本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
引
用
し

て
お
き
ま
す
。

　

元
暦
元
年（
寿
永
三　
一一八
四
）九
月
二
十
五
日
、屋
島
を
本
拠
と
す

る
平
家
軍
は
、平
資
盛
を
大
将
軍
と
し
て
備
前
の
児
嶋（
現
在
の
岡
山

市
児
島
半
島
）に
陣
取
り
ま
す
。一
方
、源
範
頼
を
総
大
将
と
す
る
源
氏

軍
は
、そ
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
対
岸
の
藤
戸
に
陣
取
り
ま
す
。現
在
の
地

形
で
は
陸
続
き
で
す
が
、こ
の
時
代
は
ま
だ
児
嶋
と
藤
戸
は
海
で
隔
て

ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、騎
馬
軍
の
源
氏
勢
に
は
舟
が
な
く
、対
岸
で
平

家
軍
と
対
峙
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。「
海
の
お
も
て
五
町
ば
か
り
へ

だ
て
た
り
。舟
な
く
し
て
は
た
や
す
う
わ
た
す
べ
き
様
な
か
り
け
れ
ば
」

と
平
家
物
語
に
あ
り
ま
す
の
で
、源
氏
の
陣
営
か
ら
は
、五
百
メ
ー
ト
ル

余
り
沖
合
に
児
嶋
が
見
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。仕
方
な
く
、平
家
軍
は

い
た
ず
ら
に
日
数
を
送
っ
て
い
た
の
で
し
た
。と
こ
ろ
が
、平
家
の
陣
営
か

ら
は
血
気
盛
ん
な
若
い
兵
士
達
が
小
舟
を
こ
ぎ
出
し
て
は
、「
扇
を
あ

げ
て
、『
こゝ
わ
た
せ
』と
ま
ね
き
け
る
」と
い
う
具
合
に
、挑
発
作
戦
に
で

る
の
で
し
た
。勿
論
、源
氏
の
陣
営
に
は
焦
り
の
色
が
出
ま
す
。

　

平
家
物
語
の
最
も
古
い
本
文
か
と
思
わ
れ
る
延
慶
本
平
家
物
語
に

は
、こ
の
直
前
に「
平
家
ノ
方
ヨ
リ
海
ノ
底
ニハ
菱ヒ

シ
ヲ
植
ヘ
蜘
蛛
手
ヲ
結
テ

陸
ニハ
軍
兵
ヲ
居ス

ヘ
タ
リ
」と
あ
り
ま
す
か
ら
、こ
の
挑
発
行
為
は
、挑
発
に

乗
っ
て
児
嶋
側
に
源
氏
の
騎
馬
軍
を
発
進
さ
せ
、海
底
の
菱
や
蜘
蛛
手

平
家
物
語
と
謡
曲
の
「
藤
戸
」

生　

形　

貴　

重

千
里
金
蘭
大
学
人
間
社
会
学
部
教
授

　
　
　

１　

平
家
物
語（
巻
第
十
）の「
藤
戸
」

　

謡
曲「
藤
戸
」は
、周
知
の
通
り
平
家
物
語
の
巻
第
十「
藤
戸
」の
段

に
語
ら
れ
る
佐
々
木
盛
綱
の
先
陣
功
名
譚
を
素
材
に
し
た
作
品
で
す
。

興
味
深
い
の
は
、原
典
に
当
た
る
平
家
物
語
の「
藤
戸
」の
段
で
は
、こ
の

源
平
合
戦
の
逸
話
が
佐
々
木
盛
綱
の
手
柄
話
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
語

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、謡
曲「
藤
戸
」で
は
、佐
々
木
盛
綱
に
馬
で
渡

る
こ
と
の
出
来
る
浅
瀬
の
存
在
を
教
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、盛
綱
の

功
名
心
に
よ
っ
て
無
惨
に
殺
害
さ
れ
た
漁
民
の
青
年
の
母（
前
シ
テ
）を

登
場
さ
せ
、息
子
を
殺
害
し
た
盛
綱
へ
の
恨
み
を
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
で

す
。ま
た
後
半
に
は
、殺
害
さ
れ
た
青
年
の
亡
霊（
後
ジ
テ
）を
登
場
さ

せ
、そ
の
怨
念
を
語
ら
せ
、劇
の
前
半・後
半
に
わ
た
っ
て
、残
酷
な
仕
打

ち
を
し
た
盛
綱
に
怨
嗟
の
情
を
劇
的
に
浴
び
せ
る
構
成
に
も
興
味
が

尽
き
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、こ
の
曲
の
作
者
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
し
か
い
え
ま
せ
ん
が
、

原
典
の
平
家
物
語
の
行
間
に
埋
も
れ
て
い
た
人
間
の
悲
劇
を
、み
ご
と

に
謡
曲
作
品
と
し
て
掘
り
出
し
て
み
せ
る
文
学
的
な
才
能
に
長
け
た

人
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。そ
こ
で
ま
ず
、簡
単
に
原
典
で
あ
る
平
家
物

語
の
内
容
を
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

謡
曲「
藤
戸
」が
典
拠
に
し
た
平
家
物
語
の
本
文
は
明
確
に
確
定
す

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、ほ
ぼ
覚
一
本（
一
方
流
）系
統
と
よ
ば
れ
る
室



に
か
か
っ
た
源
氏
軍
を
舟
に
乗
っ
た
平
家
の
機
動
部
隊
が
壊
滅
さ
せ
る

と
い
う
作
戦
だ
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、九
月
二
十
五
日
の
夜
、佐
々
木
三
郎
盛
綱
は
、土
地
の
漁

民
の
青
年
に
衣
類
や
短
刀
を
与
え
て
う
ま
く
信
用
さ
せ
、「
こ
の
海
に

馬
に
て
わ
た
し
ぬ
べ
き
と
こ
ろ
や
あ
る
」と
尋
ね
ま
す
。青
年
は
、勿
論

そ
の
土
地
の
漁
民
で
す
か
ら
海
に
は
詳
し
く
、「
河
の
瀬
の
や
う
な
る
と

こ
ろ
の
候
が
、月
が
し
ら
に
は
東
に
候
、月
じ
り
に
は
西
に
候
」と
教
え

て
く
れ
、実
は
馬
で
簡
単
に
渡
れ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
の
で
し
た
。

そ
こ
で
、佐
々
木
盛
綱
は
、誰
に
も
知
ら
せ
ず
そ
の
青
年
と
二
人
で
そ
の

瀬
を
渡
っ
て
み
ま
す
と
、ほ
と
ん
ど
背
丈
く
ら
い
の
深
さ
の
瀬
で
、足
の
立

た
な
い
と
こ
ろ
は
少
し
泳
げ
ば
児
嶋
に
た
ど
り
着
け
る
の
で
し
た
。青

年
が
盛
綱
に
そ
れ
以
上
近
づ
け
ば
危
険
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
、

二
人
は
立
ち
戻
り
ま
し
た
が
、盛
綱
は
、「
下
臈
は
ど
こ
と
も
な
き
物
な

れ
ば
、又
人
に
か
た
ら
は
れ
て
案
内
を
も
お
し
へ
ん
ず
ら
ん
。」と
疑
い
、

自
分
だ
け
が
こ
の
軍
事
機
密
を
独
占
し
よ
う
と
し
て
、残
虐
に
も
青
年

を
刺
し
殺
し
、首
を
掻
き
切
っ
て
捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。

　

翌
二
十
六
日
、平
家
が
再
び
小
舟
で
源
氏
勢
に
挑
発
を
し
た
と
こ
ろ
、

盛
綱
は
総
大
将
範
頼
や
味
方
の
兵
士
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
海
に
出
撃

し
、先
陣
を
切
っ
た
の
で
し
た
。盛
綱
の
渡
海
上
陸
を
見
た
源
氏
軍
は

雪
崩
を
打
つ
よ
う
に
続
い
て
児
嶋
に
攻
め
入
り
ま
し
た
か
ら
、平
家
は

と
う
と
う
海
上
に
退
い
た
の
で
し
た
。

　

平
家
物
語
は
、こ
の
残
酷
な
ま
で
の
盛
綱
の
功
名
心
を
讃
え
て
、「『
昔

よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、馬
に
て
河
を
わ
た
す
つ
は
物
は
あ
り
と
いへ
ど
も
、

馬
に
て
海
を
わ
た
す
事
、天
竺・震
旦
は
し
ら
ず
、我
朝
に
は
希
代
の
た
め

し
な
り
』と
て
、備
前
の
児
嶋
を
佐
々
木
に
給
は
り
け
る
。」と
、頼
朝
か
ら

賞
賛
さ
れ
、こ
の
土
地
を
恩
賞
と
し
て
た
ま
わっ
た
盛
綱
を
讃
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

２　

謡
曲
の「
藤
戸
」

　

さ
て
、中
世
の
夜
明
け
を
告
げ
る
源
平
合
戦
の
時
代
で
は
、鎌
倉
方

の
源
氏
の
武
士
達
は
、こ
の
戦
に
功
名
を
立
て
、恩
賞
と
し
て
の
土
地
を

獲
得
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
的
で
し
た
。で
す
か
ら
、仲
間
に
先
立
っ
て

先
陣
を
切
る
こ
と
や
、恩
賞
の
た
め
に
敵
を
だ
ま
す
こ
と
な
ど
は
け
っ
し

て
不
名
誉
な
こ
と
、あ
る
い
は
卑
怯
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。で
す
か
ら
、身
分
の
低
い
漁
民
の
命
な
ど
は
、盛
綱
に
し
て
は
顧

み
る
価
値
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。い
わ
ば
、戦
場
と

い
う
の
は
非
情
さ
が
尊
ば
れ
る
の
で
あ
り
、人
間
的
な
情
愛
に
目
覚
め

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。そ
れ
故
、戦
場
の
中
で
、

き
ら
り
と
人
間
的
な
情
愛
が
耀
く
逸
話
、た
と
え
ば
熊
谷
直
実
と
平

敦
盛
の
逸
話
な
ど
が
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
り
、ま
た
ま
る
で
ス

ポ
ー
ツ
を
観
戦
す
る
よ
う
な
先
陣
争
い
の
逸
話
が
美
し
く
描
か
れ
る
の

で
し
た
。

　

し
か
し
、実
際
の
戦
場
は
、血
で
血
を
洗
う
修
羅
の
場
で
し
た
。先
ほ

ど
少
し
触
れ
ま
し
た
平
家
物
語
の
古
い
本
文
の
残
る
延
慶
本
な
ど
の
合

戦
譚
に
は
、私
達
が
日
頃
親
し
む
語
り
本（
平
曲
）の
本
文
で
は
見
ら
れ

な
い
残
虐
な
勝
利
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。い
わ
ば
、平
家
物
語
の

本
文
の
動
き
の
中
で
も
、語
り
物
の
芸
能
に
は
、討
ち
果
た
さ
れ
た
側
に

視
点
を
移
し
て
い
く
と
い
う
不
思
議
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
の
で
す
。

　

謡
曲
の「
藤
戸
」は
、ま
さ
に
こ
の
語
り
の
芸
能
の
本
質
を
平
家
物
語

本
文
に
も
う
一
度
働
か
せ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。源
平
合
戦
の
中
で
、

ま
る
で
虫
け
ら
の
如
く
海
に
葬
り
去
ら
れ
た
青
年
の
悲
し
み
と
怒
り

に
焦
点
を
当
て
て
、彼
の
母
親
と
本
人
の
亡
霊
と
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
、

理
不
尽
な
武
士
の
仕
打
ち
を
徹
底
的
に
暴
き
出
し
、合
戦
の
功
名
の
中



に
埋
も
れ
た
人
間
の
生
命
の
う
め
き
声
を
私
達
に
届
け
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、こ
の
本
文
の
創
造
は
け
っ
し
て
平
家
物
語
本
文
か
ら
離
れ

る
の
で
は
な
く
、前
節
で
引
用
し
た
平
家
物
語
の
言
葉
は
、確
実
に
謡
曲

「
藤
戸
」に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。作
者
は
、確
か
に
平
家
物
語

本
文
を
下
敷
き
に
し
て
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
し
っ
か
り
と
利
用
し
な
が
ら
、

新
た
な
悲
し
み
と
怒
り
の
ド
ラ
マ
を
創
造
し
て
い
ま
す
。先
に
述
べ
ま
し

た
原
作
に
は
け
っ
し
て
出
な
い
母
親
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
や
、後
半
に
そ

の
息
子
の
亡
霊
が
理
不
尽
き
わ
ま
り
な
い
殺
戮
で
海
に
捨
て
ら
れ
た
無

念
を
語
る
こ
と
な
ど
は
、平
家
物
語
を
素
材
に
し
た
い
く
つ
か
の
作
品
の

中
で
も
、こ
の
作
品
を
際
だ
っ
て
劇
的
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

３　

謡
曲「
藤
戸
」の
お
も
し
ろ
さ

　

こ
の
よ
う
な
平
家
物
語
の
行
間
に
埋
も
れ
た
悲
劇
を
紡
ぎ
出
す
こ
の

作
品
の
お
も
し
ろ
さ
も
、い
く
つ
か
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。こ
の
作
品
は
、

先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、前
シ
テ
の
老
婆
が
こ
の
土
地
に
入
っ
た
新

領
主
と
し
て
の
盛
綱
の
偽
善
を
暴
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

藤
戸
と
い
う
地
名
を
借
り
て
、作
品
は
春
に
咲
く
藤
を
連
想
さ
せ
る

よ
う
な
言
葉
か
ら
導
か
れ
ま
す
。そ
し
て
、児
嶋
合
戦
の
功
名
に
よ
っ
て

獲
得
し
た
児
嶋
に
領
主
と
し
て
赴
任
す
る
ワ
キ
佐
々
木
盛
綱
が
登
場

し
、「
皆
々
訴
訟
あ
ら
ん
者
は
罷
り
出
よ
」と
い
う
触
れ
を
出
さ
せ
、あ
た

か
も
物
わ
か
り
の
い
い
領
主
の
よ
う
に
描
か
れ
ま
す
。し
か
し
、二
度
と

戻
ら
な
い
人
生
の
悲
し
み
を
漂
わ
せ
た
シ
テ
の
老
婆
が
泣
き
な
が
ら
登

場
し
、何
事
と
驚
く
盛
綱
に
向
か
っ
て
、罪
も
な
い
我
が
子
を
殺
害
し
た

盛
綱
の
罪
を
告
発
し
ま
す
。

　
「
な
に
と
わ
が
子
を
浪
に
沈
め
し
恨
み
と
は
さ
ら
に
心
得
ず
」と
し

ら
を
切
る
盛
綱
で
し
た
が
、真
実
を
暴
か
れ
か
け
る
と
、「
あ
あ
音
高

し
」と
狼
狽
し
始
め
ま
す
。そ
し
て
、功
名
の
陰
に
隠
し
続
け
た
残
虐

行
為
を
、老
婆
の
悲
し
み
の
籠
も
っ
た
怨
嗟
の
語
り
に
よ
っ
て
と
が
め
ら

れ
る
と
、と
う
と
う
、「
言
語
道
断
、か
か
る
な
る
こ
と
こ
そ
候
は
ね
。今

は
な
に
を
か
包
む
べ
き
」と
、お
そ
ら
く
彼
の
心
中
に
深
く
押
し
込
め
て

い
た
か
つ
て
の
行
為
を
、老
婆
に
息
子
の
最
期
の
姿
と
し
て
語
る
の
で
す
。

こ
の
盛
綱
の
心
理
の
変
化
は
実
に
面
白
く
劇
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、

平
家
物
語
の
功
名
譚
を
再
現
す
る
語
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、完
全
に
懺

悔
の
語
り
に
変
質
し
て
い
ま
す
。「
取
つ
て
引
き
寄
せ
二
刀
刺
し
、そ
の

ま
ま
海
に
沈
め
て
帰
り
し
が
、さ
て
は
汝
が
子
に
て
あ
り
け
る
よ
な
」と

い
う
語
り
の
結
び
は
、心
の
深
層
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
罪
業
の
自
覚
が
目

覚
め
て
き
た
盛
綱
の
心
の
動
き
を
巧
み
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

作
品
が
感
動
的
な
の
は
、こ
の
盛
綱
の
語
り
の
後
、老
婆
に
息
子
を
殺

害
し
た
現
場
を
聞
か
れ
、「
あ
れ
に
見
え
た
る
浮
き
の
岩
の
、す
こ
し
こ

な
た
の
水
の
深
み
に
、死
骸
を
深
く
隠
し
し
な
り
」と
告
白
す
る
盛
綱

の
語
り
と
、「
さ
て
は
人
の
申
し
し
も
、す
こ
し
も
違
は
ざ
り
け
り
」と
い

う
息
子
の
死
を
再
確
認
す
る
母
の
情
と
の
掛
け
合
い
で
す
。こ
こ
に
は
、

息
子
を
殺
さ
れ
た
怒
り
を
殺
害
し
た
男
に
投
げ
つ
け
て
も
、さ
ら
に
息

子
を
亡
く
し
た
悲
し
み
が
増
す
と
い
う
母
の
悲
し
み
も
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
世
と
あ
の
世
と
い
う
二
度
と
交
わ
れ
な
い
別
れ
の
自
覚
の
上
に

母
子
の
愛
情
が
表
現
さ
れ
、ま
た
、あ
が
な
う
こ
と
の
出
来
な
い
罪
が
自

覚
さ
れ
る
時
に
は
じ
め
て
恨
み
を
超
え
た
心
の
交
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る

と
い
う
、中
世
の
無
常
の
悲
し
み
が
こ
の
作
品
を
さ
ら
に
感
動
的
な
も
の

に
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。



　

盛
綱
は
、己
が
殺
害
し
た
青
年
の
母
の
悲
し
み
に
打
た
れ
、青
年
の
弔

い
を
誓
い
ま
す
。そ
の
情
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
し
て
後
ジ
テ
で
あ
る
青
年

の
亡
霊
が
現
れ
ま
す
。前
シ
テ
と
後
ジ
テ
と
は
別
の
人
格
で
す
か
ら
夢

幻
能
で
は
な
く
、現
在
能
の
幽
霊
能
の
よ
う
な
演
出
が
、ま
た
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
亡
霊
の
語
り
に
も
、平
家
物
語
で
の
盛
綱
賞
賛
の
言
葉
は
し
っ
か

り
と
引
用
さ
れ
ま
す
が
、し
か
し
、「
こ
の
島
を
御
恩
に
給
は
る
ほ
ど
の
、

お
ん
喜
び
も
わ
れ
ゆ
ゑ
な
れ
ば
、い
か
な
る
恩
を
も
賜
ぶ
べ
き
に
、思
ひ
の

ほ
か
に一
命
を
、召
さ
れ
し
こ
と
は
、馬
に
て
海
を
渡
す
よ
り
も
、こ
れ
ぞ

希
代
の
例
な
る
」と
、平
家
物
語
で
の
賞
賛
の
言
葉
を
巧
み
な
皮
肉
に

置
き
換
え
て
、亡
霊
は
盛
綱
の
非
情
、す
な
わ
ち
中
世
の
夜
明
け
の
闘
い

の
陰
に
隠
れ
た
人
々
の
命
の
重
さ
を
訴
え
ま
す
。

　

こ
の
世
に
残
し
た
怨
念
を
語
る
こ
と
は
、同
時
に
鎮
魂
滅
罪
の
行
為

で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、青
年
も
や
っ
と
の
こ
と
で
成
仏
が
か
な
い
ま
す
。

ま
れ
に
見
る
劇
的
な
曲
が
こ
こ
に
終
わ
る
の
で
す
。

　
　
　

４　

お
わ
り
に

　

謡
曲「
藤
戸
」は
、右
の
よ
う
に
中
世
と
い
う
時
代
の
夜
明
け
の
光
の

中
で
、そ
の
日
陰
に
隠
さ
れ
て
い
た
戦
乱
の
生
け
贄
達
の
悲
し
み
と
怒

り
と
を
、見
事
に
舞
台
化
し
た
ま
れ
に
見
る
名
曲
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
、時
空
を
越
え
て
命
の
大
切
さ・重
さ
と
いっ
た
現
代
的
な
テ
ー

マ
に
通
じ
る
も
の
さ
え
創
造
さ
れ
て
い
ま
す
。い
つ
の
世
も
、戦
争
の
直

後
は
勝
利
者
が
讃
え
ら
れ
ま
す
が
、し
ば
ら
く
す
る
と
そ
の
犠
牲
者
達

の
悲
劇
が
伝
え
ら
れ
、戦
争
の
真
実
が
暴
露
さ
れ
ま
す
。そ
う
い
う
意

味
で
は
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、ま
た
歴
史
の
時
間
を
越
え
て
、人
間
の

愚
か
さ
は
変
わ
り
な
い
よ
う
で
す
が
、古
典
芸
能
の
世
界
で
、早
く
こ
う

し
た
人
類
史
的
な
課
題
を
演
劇
の
空
間
で
描
い
た
こ
と
に
、「
藤
戸
」の

芸
術
性
は
再
評
価
さ
れ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
の
テ
ー
マ
を
、能
面・能
衣
装
を
初
め
と
し
て
、さ
ま

ざ
ま
な
舞
の
型
や
謡
の
型
に
よ
っ
て
舞
台
化
す
る
仕
組
み
に
も
興
味
が

尽
き
ま
せ
ん
。悲
し
み
を
漂
わ
せ
る
老
婆
や
、成
仏
を
求
め
て
苦
し
み

続
け
て
い
た
青
年
の
怨
霊
の
面
な
ど
は
、ま
た
造
形
芸
術
と
し
て
眺
め

て
み
て
も
、い
ろ
い
ろ
な
知
的
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、こ
う
し
た
伝
統
芸
能
、伝
統
芸
術
を
守
り
育
て
る
能
楽
関

係
者
の
方
達
の
日
々
の
稽
古
や
努
力
に
も
思
い
を
馳
せ
て
鑑
賞
し
て
い

た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。




