
Ｖ
忠
度
を
中
心
と
す
る
修
羅
も
の
の
変
貌

ｌ
修
羅
の
系
譜
ｌ

は
し
が
き
に
い
う
二
十
九
曲
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
修
羅
も
の
に
つ
い
て
の
記

載
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

通
盛
・
薩
摩
守
（
筆
者
註
、
忠
度
）
・
実
盛
・
頼
政
・
清
経
・
敦
盛
、
か

く
の
如
き
の
車
体
（
姥
作
書
）

さ
つ
ま
の
か
象
さ
れ
も
り
よ
り
ま
さ
き
（
よ
）
常
あ
つ
も
り
・
・
…
．

是
以
上
、
世
子
作

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

ⅧⅥ VⅣⅢⅡI

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

も
く
ろ
く
．

は
し
が
き

観
阿
系
も
の
ま
ね
能
の
一
類
型

観
阿
か
ら
仕
阿
へ
以
上
一
四
号

世
阿
創
作
能
に
お
け
る
「
大
和
」
的
性
格
以
上
一
五
号

忠
度
を
中
心
と
す
る
修
羅
も
の
の
変
貌

ｌ
修
羅
の
系
譜
ｌ

結
崎
能
と
金
春
能
な
ど

む
す
び

4

〈
し
づ
か
〉
拳
ち
も
り
〈
た
ん
ご
物
ぐ
る
ひ
〉
以
上
、
井
阿
作

ｌ
〈
〉
で
囲
ん
だ
も
の
は
修
羅
も
の
で
な
い
Ｉ
（
談
儀
）

世
阿
当
時
、
世
に
好
評
を
博
し
、
し
た
が
っ
て
、
新
作
の
サ
ン
プ
ル
と
も
す

べ
き
中
に
入
れ
ら
れ
た
こ
れ
ら
修
羅
も
の
は
、
通
盛
を
除
い
て
、
五
曲
す
べ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

世
阿
作
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
松
風
村
雨
や
、
ひ
や
く
ま
ん
や
、
佐
野
上
船
ぱ
し

な
ど
の
よ
う
な
改
作
（
能
作
書
・
談
儀
に
拠
る
）
で
な
く
、
純
粋
に
世
阿
の
手

①

に
成
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
節
五
奥
儀
の
奥
書
き
に
よ
っ
て
、
亡
父
観
阿
の
辿

訓
を
ほ
ぼ
忠
実
に
書
い
た
と
さ
れ
る
花
伝
に
、
「
修
羅
」
が
脱
か
れ
な
が
ら
、

観
阿
に
、
い
わ
ゆ
る
修
羅
も
の
が
な
い
の
は
、
「
修
羅
」
を
考
え
る
も
の
が
、

だ
れ
し
も
、
は
じ
め
に
ゆ
き
あ
た
る
疑
問
で
あ
る
が
、
観
阿
の
修
羅
が
古
来
の

土
俗
芸
能
の
「
鬼
」
の
芸
統
に
立
ち
、
鬼
能
の
風
体
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
修
羅
か
な
ら
ず
し
も
軍
躰
（
武
者
姿
）
と
は
直
結
せ
ぬ
概
念
で
あ

っ
た
の
を
、
世
阿
が
軍
躰
に
結
び
つ
け
て
、
人
間
の
修
羅
に
昇
華
し
た
事
情
が
、

②

金
井
・
戸
井
田
・
伊
藤
三
氏
の
川
に
、
そ
の
所
論
を
読
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
花
伝
の
「
修
羅
」
は
、
す
で
に
世
阿
の

昇
華
（
お
そ
ら
く
、
そ
の
修
羅
も
の
鰻
低
二
三
曲
の
成
立
を
含
め
て
）
を
経
て

①

の
記
述
で
あ
り
、
能
作
書
の
「
軍
躰
」
や
二
曲
三
躰
絵
図
の
「
軍
躰
」
と
あ

わ
せ
読
む
と
き
、
世
阿
の
修
羅
も
の
が
具
体
例
と
な
っ
て
、
修
羅
の
概
念
と
軍

味
方

禍

４

健



｜

通
盛
は
諸
家
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
阿
自
身
、
か
れ
か
ら
見
れ
ば
低
い

仙
界
を
俳
個
し
て
い
た
井
阿
の
「
こ
と
ば
を
を
き
」
（
談
儀
）
原
作
を
「
き
り

の
け
ｌ
、
し
て
能
（
に
）
な
」
（
同
）
し
た
よ
う
で
、
「
神
の
御
前
、
は
れ
の

さ
る
が
る
に
、
道
盛
し
た
き
也
」
（
同
）
と
い
う
く
ら
い
の
愛
着
を
覚
え
て
い

⑤

た
曲
で
あ
る
。
井
阿
の
原
作
を
く
わ
し
く
う
か
が
う
よ
し
も
な
い
が
、
軍
躰
の

修
羅
の
試
案
で
あ
り
、
井
阿
の
世
代
か
ら
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
修
羅
も
の
の

①

洲
脇
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

世
阿
の
修
羅
の
作
能
態
度
は
い
わ
ゆ
る
幽
玄
化
（
叙
情
化
・
怖
趣
化
）
と
本
説

⑦

（
原
典
）
尊
重
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
系
譜
は
、
叙
事
的
系
列
（
か
り
に
Ａ
）
と
叙
情

的
系
列
（
か
り
に
Ｂ
）
と
に
分
か
れ
る
。
二
系
列
を
分
か
つ
基
準
は
、
①
人
物
の

本
説
に
お
け
る
性
格
②
テ
キ
ス
ト
の
構
成
・
幟
想
・
詞
章
③
〈
世
阿
の
用
語

な
ら
〉
「
音
曲
の
か
か
り
」
④
舞
の
か
か
り
⑤
面
⑥
装
束
に
お
け
る
相
違
で
あ

る
。
①
②
④
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
考
察
・
分
析
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、

③
⑤
⑥
は
、
し
ご
く
明
蜥
に
系
列
を
分
か
つ
。
す
な
わ
ち
、
③
だ
い
た
い
後
段

躰
と
い
う
風
体
と
が
、
当
然
の
形
の
よ
う
に
同
時
化
さ
れ
、
そ
こ
に
得
ら
れ
る

イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
ん
に
ち
に
伝
わ
る
そ
れ
と
、
質
的
相
違
は
覚
え
な
い
（
た
だ
、

右
二
言
中
、
特
定
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
、
世
阿
よ
り
一
世
代
以
前
の
修
羅
の
お

＠

も
か
げ
を
伝
え
て
い
る
）
。
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
修
羅
も
の
は
、
仙
阿
に
始
ま

マ
マ

リ
世
阿
に
完
成
す
る
（
テ
キ
ス
ト
の
上
で
）
。
そ
の
世
阿
が
「
道
盛
、
忠
度
、

マ
マ

義
常
、
三
番
、
修
羅
が
か
り
に
は
よ
き
能
也
）
此
内
忠
度
上
花
歎
」
（
談
儀
）

と
語
っ
て
い
る
の
は
、
修
羅
の
系
譜
を
考
え
、
作
品
分
析
を
行
な
う
ぱ
あ
い
、

ま
こ
と
に
象
徴
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
三
曲
を
中
心
に
修
羅
の
系
譜
と
変

貌
を
語
ろ
う
。

5

2

に
設
定
さ
れ
る
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
が
ツ
ョ
吟
ｌ
い
わ
ゆ
る
ツ
ョ
グ
セ
ー

ｌ
③

（
Ａ
）
か
ヨ
ワ
吟
（
Ｂ
）
か
、
⑤
平
太
（
Ａ
）
か
中
将
（
Ｂ
）
か
（
以
下
傍
線

０
．

Ｏ
Ｑ

ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ

を
引
く
の
は
面
の
名
）
、
⑥
法
被
（
袷
）
・
半
切
（
Ａ
）
か
長
絹
・
大
口
（
Ｂ
）

か
（
以
下
。
。
を
付
す
の
は
装
束
の
名
）
と
い
う
こ
と
だ
。
川
村
・
箙
・
兼
平

は
Ａ
に
属
し
、
そ
の
掘
り
下
げ
の
極
に
位
置
す
る
の
が
屋
島
で
あ
り
、
清
経
・

俊
成
忠
度
は
Ｂ
に
属
し
、
そ
の
幽
玄
化
の
極
に
近
い
も
の
（
主
題
で
は
そ
の

極
）
が
忠
度
で
あ
る
。
Ａ
は
実
盛
（
笑
尉
ま
た
は
朝
倉
尉
）
・
頼
政
（
特
殊
面
）

と
い
う
老
武
者
を
派
生
さ
せ
た
。
世
阿
は
「
老
・
女
・
軍
↑
こ
れ
三
躰
な
り
」

（
能
作
詩
）
と
い
う
が
、
こ
れ
は
老
躰
と
軍
躰
と
の
結
合
で
あ
る
。
Ｂ
は
経
正
・

敦
盛
・
生
田
敦
盛
（
い
ず
れ
も
十
六
・
敦
盛
・
今
若
）
と
い
う
少
年
公
達
を
生

象
出
し
た
。
こ
と
に
敦
盛
は
、
一
曲
を
笛
の
音
を
も
っ
て
彩
り
、
袖
を
返
し
て
舞

う
（
現
行
観
枇
は
中
之
舞
）
の
で
あ
っ
て
、
世
阿
よ
り
一
世
代
前
に
は
思
い
も
よ

ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
修
羅
の
昇
華
と
い
う
よ
り
、
、
、
ソ
を
い
え
ば
、

軍
躰
と
女
躰
と
の
結
合
（
敦
盛
に
小
面
を
か
け
る
異
演
出
ま
で
あ
る
）
で
あ
っ
て
、

の
ち
に
い
う
忠
度
の
ば
あ
い
よ
り
、
構
成
上
、
幽
玄
化
の
方
法
が
思
い
き
っ
て

い
る
。
巴
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
女
武
者
、
女
躰
の
修
羅
が
出
現
す
る
（
敦

盛
と
巴
と
の
淡
技
上
の
相
違
は
、
前
者
は
舞
が
あ
り
、
後
者
は
ハ
タ
ラ
キ
ば
か

り
で
あ
る
こ
と
だ
）
。
通
盛
は
ヘ
ッ
レ
（
小
宰
相
局
）
を
伴
な
う
と
い
う
古
体

で
、
サ
シ
・
ク
セ
に
一
の
谷
の
合
戦
の
陣
中
を
懐
旧
し
、
ひ
き
つ
づ
き
、
合
戦

の
前
夜
の
酒
宴
の
描
写
は
、
項
羽
と
虞
姫
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
ね
て
叙
事
詩

的
で
あ
り
、
愛
姫
と
の
訣
別
を
惜
し
む
の
は
叙
情
的
で
も
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、

Ｏ
○
○
．

謡
は
ツ
ョ
吟
で
あ
っ
て
、
ヒ
イ
ロ
ウ
は
中
将
を
か
け
、
だ
い
た
い
単
法
被
（
長

。

○

絹
も
）
を
着
る
。
叙
事
的
な
ツ
ョ
グ
セ
が
あ
っ
て
、
中
将
系
の
面
を
か
け
、
袷

ｃ
ｃ
Ｏ
Ｏ

ｏ
Ｏ
Ｏ

ｏ
Ｃ

①

法
被
と
長
絹
に
位
置
す
る
単
法
被
を
着
る
（
長
絹
も
着
る
）
も
の
に
知
章

0

茸

二二
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（
敦
盛
・
十
六
の
類
、
替
に
童
子
と
も
）
・
朝
長
（
中
将
）
が
あ
る
（
朝
長
は

前
シ
テ
が
別
人
格
で
、
し
か
も
女
で
，
あ
る
の
が
異
例
で
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
・
を

試
み
た
も
の
。
そ
の
初
同
は
、
定
家
◆
野
宮
・
井
筒
な
ど
の
鬘
も
の
と
同
じ
構

成
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
淡
に
接
す
れ
ば
、
女
躰
が
す
ぐ
ひ
と
昔
ま
え
の
戦

乱
の
跡
を
歴
狗
と
描
き
、
叙
事
詩
的
無
常
を
実
感
さ
せ
る
）
。
通
盛
は
、
Ａ
・

Ｂ
二
系
列
、
そ
し
て
↑
，
こ
の
第
三
系
列
（
か
り
に
Ｃ
）
の
母
胎
的
要
素
に
よ
っ

て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
通
朧
の
「
う
し
ろ
髪
ぞ
引
か
る
る
」
と
カ
ヶ
リ
に
な
る
だ
ん
ど
り
は

特
異
で
あ
る
が
、
カ
ヶ
リ
は
、
戦
い
の
再
現
と
い
う
素
朴
な
発
想
に
立
ち
な
が

ら
、
あ
り
し
日
の
懐
旧
・
悔
恨
、
勝
利
へ
の
貧
埜
な
意
志
が
妄
執
と
な
っ
て
、

修
羅
の
時
が
襲
う
と
い
う
屋
島
・
経
政
・
俊
成
忠
度
な
ど
の
形
へ
の
発
展
を
示

唆
す
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
通
盛
が
修
羅
の
系
譜
の
発
展
的
カ
オ

ス
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
よ
し
常
」
、
す
な
わ
ち
屋
烏
は
”
Ａ
系
列
の
極
に
位
世
し
、
昇
華
度
の
高
い
作

品
で
あ
る
。
ま
ず
、
漁
翁
が
舟
に
浮
か
ん
で
の
前
段
の
ひ
と
く
だ
り
、
わ
た
し
は
、

通
盛
の
影
響
な
し
と
し
な
い
。
し
か
る
に
、
通
盛
に
い
ち
じ
る
し
い
、
な
り
わ

い
を
嘆
く
こ
と
ば
が
、
は
か
な
さ
に
通
じ
て
、
む
し
ろ
叙
情
に
流
れ
る
の
を
避

け
、
後
段
の
英
雄
像
を
支
え
る
べ
く
、
つ
と
め
て
、
厚
承
の
あ
る
詩
趣
を
ね
ら
っ

て
い
る
。
通
盛
の
「
憂
き
な
が
ら
、
心
の
す
こ
し
慰
む
」
月
を
、
こ
ち
ら
は
あ

た
ま
か
ら
「
お
も
し
ろ
や
」
と
賞
で
る
が
、
か
れ
に
お
い
て
、
「
暗
濤
月
を
埋
ん

、

で
清
光
な
し
」
「
西
は
と
問
へ
ば
月
の
入
る
、
そ
な
た
も
見
え
ず
」
「
燈
暗
う

し
て
、
月
の
光
に
さ
し
向
か
ひ
」
と
、
月
が
彩
り
と
な
り
な
が
ら
、
主
題
的
景

物
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
イ
メ
ー
ジ
が
不
統
一
な
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
、

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

角

今

や
「
月
も
南
の
海
原
や
」
か
ら
「
月
に
白
む
は
剣
の
光
」
ま
で
、
波
と
と
も
に
、

じ
つ
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
で
、
主
題
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

「
も
の
の
ふ
の
、
屋
島
に
入
る
や
つ
き
弓
の
」
と
い
う
後
の
初
同
の
ぱ
あ
い
に

し
て
も
、
詔
語
あ
い
寄
っ
て
、
夜
潮
に
浮
か
ぶ
、
赤
く
焼
け
た
叙
事
詩
的
な
月

が
妨
佛
と
さ
れ
る
。
中
入
り
に
「
し
ほ
引
く
」
と
い
わ
ず
、
「
う
し
ほ
の
落
つ

る
暁
な
ら
ば
、
修
羅
の
時
に
な
る
べ
し
」
と
、
叙
事
詩
的
な
ひ
び
き
と
イ
メ
ー

ジ
を
ね
ら
っ
た
の
は
、
つ
れ
づ
ね
、
わ
か
し
の
感
服
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
逆
巻
く
洲
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
生
死
の
海
」
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の

上
に
照
る
の
は
「
真
如
の
月
」
で
あ
る
。
「
生
死
の
海
に
沈
浦
」
す
る
魂
は
、

月
影
を
追
う
が
、
波
に
千
千
と
く
だ
け
て
、
把
ら
え
る
す
べ
が
な
囎
魂
は
月

を
求
め
て
、
因
果
律
の
ま
ま
に
、
永
遠
に
輪
廻
す
る
。
こ
の
苦
渋
を
、
僧
に
回

向
を
乞
わ
ず
に
、
象
ず
か
ら
の
行
動
性
に
お
い
て
克
服
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

英
雄
的
義
経
像
か
結
ば
れ
る
。
通
盛
に
ま
さ
る
屋
島
の
構
成
の
統
一
は
、
ま
だ

あ
る
。
阿
波
の
鳴
門
に
一
の
谷
の
合
戦
を
語
る
無
理
か
ら
、
屋
島
は
ゑ
ご
と
に

脱
皮
し
た
の
だ
。
「
生
死
の
海
山
を
離
れ
や
ら
で
、
帰
る
屋
島
の
恨
め
し
や
」

「
思
ひ
ぞ
出
づ
る
昔
の
春
、
月
も
今
宵
に
冴
え
か
へ
り
、
も
と
の
淵
は
こ
こ
な

れ
や
…
…
」
と
、
執
心
は
屋
島
へ
の
詮
却
来
し
、
か
つ
て
の
戦
乱
と
「
修
羅
道

の
あ
り
さ
ま
」
と
の
次
元
を
同
時
化
し
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
出
で
立
ち
は
、

Ｏ
Ｃ
Ｃ
。

⑨

平
太
・
法
被
・
半
切
で
あ
る
。
五
音
に
よ
っ
て
世
阿
作
と
わ
か
る
繩
（
ヌ
ご

と
重
ね
あ
わ
せ
て
象
る
が
い
い
。
ひ
ま
な
き
苦
渋
に
い
よ
い
よ
容
貌
に
蛸
刻
さ

を
加
え
た
怪
烏
鵺
の
亡
心
の
影
法
師
は
、
う
つ
お
舟
に
乗
っ
て
、
波
の
童
に
ま

に
瞼
眼
と
た
だ
よ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
僧
に
過
去
の
所
業
を
霞
悔
す
る
と
、

「
夜
の
波
に
浮
き
ぬ
沈
ゑ
ぬ
」
去
っ
て
ゆ
く
。
州
の
向
に
よ
っ
て
一
時
の
安
息

を
得
た
魂
は
「
狸
鑿
に
引
か
れ
て
真
如
の
月
の
夜
潮
に
浮
か
桑
つ
つ
」
現
わ
れ
、

二
五



'

昔
を
倣
ん
で
見
せ
る
。
「
う
つ
ぼ
舟
に
押
し
入
れ
ら
れ
て
淀
川
の
、
よ
ど
み
つ

流
れ
つ
・
…
．
暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る
」
と
諮
り
尽
く
す
や
、
「
山
の
端
の
月

と
と
も
に
海
月
も
入
り
」
、
真
如
の
月
没
し
た
迷
妄
の
苦
海
の
夜
湘
に
、
怪
鳥
の

魂
も
ま
た
沈
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
次
元
の
統
一
、
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
度
、
ま
さ
に

世
阿
的
性
格
を
示
す
。
そ
し
て
、
屋
島
と
符
を
合
す
る
か
ご
と
き
で
は
な
い
か
。

小
西
博
士
・
草
深
氏
は
、
．
〈
ウ
ン
ド
の
発
見
し
た
と
い
う
「
イ
メ
ー
ジ
の
統
一

（
自
己
噂
。
ご
己
品
。
）
」
に
よ
っ
て
、
世
阿
の
曲
を
分
析
し
な
が
ら
、
ど
う
し

て
屋
島
・
鵺
に
そ
れ
ぞ
れ
「
浪
」
「
夜
潮
」
だ
け
で
な
く
、
月
も
挙
げ
ら
れ
ぬ

⑪

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
中
の
机
辺
に
書
津
か
ら
届
け
ら
れ
た
表
・

横
道
両
氏
校
注
の
「
謡
曲
集
」
下
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
、
決
定
的

な
資
料
の
な
い
定
家
を
川
衲
か
ら
禅
竹
作
の
可
能
性
が
強
い
と
し
て
、
「
禅
竹

⑫

関
係
の
能
」
に
配
列
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
屋
島
を
「
作
者
を
決
定
す
る
確
実

な
資
料
が
な
い
」
と
し
て
「
世
阿
弥
時
代
の
能
」
に
ま
わ
さ
れ
た
（
「
世
阿
弥

の
能
」
は
「
上
」
に
あ
る
）
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
屋
島
を
や
や
念
入
り
に
読
む
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
勝
修
羅
に
祝
言

的
効
用
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
近
世
に
設
け
ら
れ
た
ら
し
い
負
修
羅
と
の
区
別

、
、

は
意
味
を
失
う
。
屋
島
の
合
戦
に
お
い
て
義
経
が
勝
利
を
得
た
こ
と
は
、
作
品

、
、
、
、
、

と
し
て
見
た
屋
島
の
主
題
に
な
ん
の
祝
言
的
な
意
味
を
も
も
た
ら
さ
な
い
。
本

来
、
祝
言
性
を
持
つ
ユ
ウ
ヶ
ン
扇
も
、
「
あ
ら
も
の
も
の
し
や
」
で
は
、
実
盛

の
「
無
念
は
こ
こ
に
あ
り
」
に
通
ず
る
演
戯
的
所
作
で
あ
る
。
松
に
日
の
出
の

勝
修
羅
扇
よ
り
、
う
し
お
に
落
日
の
い
わ
ゆ
る
負
修
羅
扇
を
持
つ
ほ
う
が
、
こ

の
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
、
あ
ま
り
に
感
覚
主
義
で
あ
ろ
う
か
。

忠
度
は
世
阿
自
身
「
上
花
也
」
と
、
井
筒
に
対
し
て
用
い
た
評
語
で
も
っ
て

？

2

一
一
一
〈

自
讃
す
る
．
忠
度
の
ぱ
あ
い
、
や
は
り
、
幽
玄
な
る
を
よ
ろ
こ
ぶ
と
見
て
よ
か

ろ
シ
、
ノ
。

忠
度
は
須
磨
を
舞
台
と
す
る
。
世
阿
は
い
う
、
「
そ
も
そ
も
こ
の
須
磨
の
浦

と
申
す
は
、
さ
み
し
き
ゆ
ゑ
に
そ
の
名
を
得
る
」
と
。
い
く
つ
か
の
先
行
文
芸

⑬

の
う
ち
、
須
磨
に
こ
の
決
定
的
な
性
格
を
与
え
た
の
は
、
行
平
の
歌
よ
り
、
む

⑦

し
る
源
氏
須
磨
の
巻
で
あ
る
。
世
阿
は
「
平
家
の
物
語
の
幟
に
書
く
べ
し
」
と

い
う
が
、
屋
島
の
椛
成
に
お
い
て
、
そ
の
義
経
像
の
、
あ
る
椰
生
を
行
な
う
か

れ
は
、
忠
度
を
情
趣
的
に
は
源
氏
で
彩
っ
た
。
源
氏
の
「
ま
た
な
く
あ
は
れ
な

る
」
「
か
か
る
所
の
秋
」
を
、
春
の
あ
わ
れ
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
の
は
、
新
古
今

⑭

以
来
の
手
法
で
あ
る
。
忠
度
の
主
題
的
景
物
は
花
で
あ
る
。
俊
成
の
残
後
、
世

を
拾
て
た
と
い
う
ワ
キ
は
、
須
磨
の
一
夜
、
‐
一
木
の
桜
の
木
蔭
に
旅
寝
し
て
、

文
字
ど
お
り
の
花
武
者
（
忠
度
の
人
格
と
桜
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
亜
層
す
る
）
を

夢
想
す
る
。
「
花
を
も
憂
し
と
捨
」
て
た
は
ず
の
か
れ
が
、
「
木
の
下
蔭
を
宿

⑮

と
」
し
て
、
「
花
こ
そ
あ
る
じ
な
り
け
れ
」
と
一
曲
が
結
ば
れ
る
（
修
羅
も
の

が
主
題
歌
を
持
つ
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
で
あ
る
。
清
経
の
ぱ
あ
い
の
「
見
る

た
び
に
．
．
・
・
・
・
」
や
「
世
の
巾
の
…
…
」
も
、
こ
こ
ま
で
一
山
に
喰
い
こ
ま
な

い
）
。
須
磨
の
嵐
は
、
む
ざ
ん
に
も
花
の
命
を
散
ら
し
た
。
何
び
と
か
は
知
ら

ぬ
が
、
そ
の
跡
の
し
る
し
と
し
て
、
一
木
の
桜
を
植
え
お
い
た
。
き
よ
う
も
、

忠
度
の
魂
の
影
法
師
は
、
ゑ
ず
か
ら
へ
の
い
と
お
し
さ
に
、
そ
の
あ
た
り
へ
さ

す
ら
っ
て
来
る
。
人
は
塩
木
に
す
る
べ
く
「
う
し
ろ
の
山
里
に
柴
と
い
ふ
も

の
」
（
源
氏
、
須
磨
よ
り
曲
中
に
引
く
）
を
採
り
に
通
う
老
人
と
思
う
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
柴
に
は
、
ゑ
ず
か
ら
の
魂
に
手
向
け
る
一
枝
の
花
が
折
り
そ
え
ら

れ
て
あ
る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
須
磨
は
こ
と
さ
ら
「
余
の
所
に
や
変
る
」
は

ず
で
あ
り
、
「
須
磨
の
若
木
の
桜
」
を
い
と
お
し
む
の
も
逝
理
す
ぎ
る
話
で
あ

唖

r



ろ
う
。
後
段
、
あ
り
し
日
の
忠
度
が
あ
ら
わ
れ
、
千
伐
集
に
「
行
き
暮
れ
て
」

の
歌
が
採
ら
れ
な
が
ら
、
「
読
み
人
し
ら
ず
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
願

ば
く
は
作
者
を
つ
け
て
た
び
た
ま
へ
」
と
、
執
心
の
ほ
ど
を
披
瀝
す
る
。
そ
れ

が
、
い
つ
し
か
戦
物
語
と
な
り
、
岡
部
六
弥
太
が
、
手
に
か
け
た
公
達
の
え
び

ら
を
見
れ
ば
、
短
Ⅲ
が
つ
け
て
あ
り
、
「
行
き
暮
れ
て
」
の
歌
が
し
た
た
め
ら
れ

て
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ふ
た
た
び
主
題
へ
戻
り
、
典
雅
な
若
武
者
は
、

⑯

花
の
蔭
に
消
え
て
ゆ
く
。
歌
の
執
心
を
主
題
と
も
い
う
が
、
歌
の
執
心
も
戦
物

語
も
、
む
し
ろ
彩
り
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
、
花
と
歌
と
公
達
を
織
り
ま
ぜ
た
叙

情
詩
篇
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

１
０
０
．

右
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
川
で
立
ち
は
、
中
将
・
長
紺
・
大

Ｑ口
で
あ
る
の
だ
が
、
始
め
か
ら
、
そ
う
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
盛

を
出
発
点
と
し
て
、
曲
か
ら
曲
へ
展
開
・
昇
華
し
て
い
っ
た
修
羅
の
系
譜
は
、

忠
度
一
曲
に
お
い
て
も
、
か
な
り
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、

求
塚
か
ら
、
定
家
・
野
宮
・
井
筒
と
外
蕪
し
な
が
ら
、
定
家
一
川
中
に
お
い
て
、

変
貌
が
見
ら
れ
た
事
情
（
拙
稿
「
中
」
参
照
）
と
同
じ
で
あ
る
。
い
ま
、
手
も

と
に
あ
る
資
料
を
一
随
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

⑰
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ

イ
、
か
つ
ち
う
、
ち
や
う
け
ん
…
…
（
花
伝
髄
悩
記
）
〈
以
下
、
傍
点
・
傍

線
筆
者
〉

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

ロ
、
太
夫
後
大
口
単
法
被
右
ノ
肩
ヌ
グ
・
・
・
・
面
中
将
（
七
太
夫
仕
舞
付
）

Ｉ
‐
ｒ
辰
Ｉ
。
。

〈
、
後
太
夫
面
今
若
式
出
若
外
田
村
に
同
じ
但
赤
地
大
紋
の
唐
織

ｏ
Ｃ

ｏ
Ｏ

Ｏ
ｏ

の
着
附
に
白
地
の
法
被
紫
地
の
半
切
又
白
地
大
模
様
の
唐
織
に
赤
地
の

Ｃ
Ｏ

Ｄ
○

法
被
花
色
の
半
切
な
ど
殊
に
吉
尤
是
は
結
榊
に
少
し
つ
よ
く
収
合
す
べ

し
（
能
楽
編
奥
集
）。

○

Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ

二
、
面
中
将
：
：
・
・
長
絹
、
着
附
・
唐
織
、
半
切
（
大
口
に
も
）
・
…
・
・
（
野
上

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

暇
‐
一
郎
「
解
註
謡
曲
全
集
」
）
ｌ
た
だ
し
松
野
奏
風
先
生
の
挿
絵
は
、
半

Ｏ
Ｏ
ｏ

被
・
半
切
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
Ｉ

Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ

Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ

ホ
、
面
ｌ
中
将
又
は
今
若
：
．
：
着
附
Ｉ
唐
織
（
縫
箔
一
一
モ
）
白
大
口
又
は
色

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

大
口
、
模
様
大
口
長
絹
又
は
単
法
被
・
・
・
・
・
・
（
観
世
流
大
成
版
前
付
）

こ
の
ほ
か
に
、
わ
た
し
は
、
白
平
太
を
か
け
る
こ
と
が
あ
る
と
も
聞
い
た
。

右
に
よ
る
と
、
忠
度
一
山
の
川
で
立
ち
に
は
、
か
な
り
川
が
あ
る
。
天
正０

年
間
（
十
六
世
紀
末
）
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
花
伝
髄
悩
記
に
、
す
で
に
長

ｏ

Ｏ
Ｏ
ｏ

絹
と
あ
り
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
刊
行
の
七
太
夫
仕
舞
付
も
単
法
被
に
昇

華
し
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
江
戸
後
期
の
も
の
を
載
せ
る
ら
し
い
穂
奥
集
に
、

Ｃ
Ｏ
Ｏ
。

「
絲
椛
」
と
は
い
え
、
法
被
・
半
切
と
見
え
、
「
少
し
つ
よ
く
取
合
く
し
」
と

い
う
注
意
ま
で
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
は
や
、
今
若
の
演
出
が
見
え

る
の
は
、
注
目
に
価
す
る
。
白
平
太
か
ら
今
若
へ
は
、
や
や
距
離
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
断
篇
的
資
料
は
、
つ
ぎ
に
い
う
カ
ヶ
リ
の
変
遷
を
傍
証
と
し
て
、
古
く
、

忠
度
の
川
で
立
ち
は
（
色
あ
い
や
棋
様
は
と
も
か
く
、
装
束
の
麺
類
は
）
、
Ａ

系
列
と
同
じ
も
の
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
見
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
因
み
に
、
穂
奥
集
に
拠
る
と
、
通
盛
・
清
経
・
五
条
忠
度
（
俊
成
忠
度
）
・

Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

Ｑ
Ｏ

朝
長
、
象
な
法
被
・
半
切
（
五
条
忠
度
は
着
付
け
が
唐
織
、
通
盛
は
繍
入
箔
、

つ
ま
り
縫
舗
、
消
経
・
帆
促
は
そ
れ
に
な
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
な
の
だ
。

実
演
記
録
と
し
て
、
永
禄
元
年
（
一
五
六
三
）
相
国
寺
八
幡
の
「
石
橋
勧
進
能

ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ

之
記
異
本
」
に
、
朝
長
が
「
ソ
ハ
ッ
キ
（
側
次
）
」
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

０
０

勧
進
能
（
？
）
に
清
経
が
「
下
着
唐
織
亀
甲
う
ろ
こ
か
た
段
替
龍
ノ
丸
半
切

○
○

赤
地
金
龍
ノ
九
法
被
紫
地
牡
丹
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
花
伝
髄
悩
記
に
は
、

Ｏ
ｏ
ｏ
Ｃ
ｏ

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

朝
長
は
二
箇
所
に
出
、
一
箇
所
は
「
ち
や
う
け
ん
」
、
一
筒
所
は
「
は
つ
ひ
（
法

○
○
○

○
。
。
。
○

被
）
・
半
切
」
と
な
っ
て
お
り
、
清
経
は
「
ち
や
う
け
ん
」
で
あ
る
。
朝
長
に

二
七

畑

､！



。
。
。
。

「
ソ
ハ
ッ
キ
」
を
着
た
の
は
、
こ
ん
に
ち
の
例
を
の
み
見
て
、
と
く
に
、
お
そ

○
。

ま
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
あ
た
ら
ぬ
。
花
伝
髄
悩
記
に
は
Ａ
系
列
の
法
被
も

Ｏ
Ｏ
Ｑ

Ｏ
ｏ

の
は
す
べ
て
「
袖
な
し
」
、
つ
ま
り
側
次
に
も
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

。
。
。

。
。

（
各
行
や
小
鍜
冶
も
「
袖
な
し
」
で
あ
る
の
を
兄
る
と
、
法
被
の
肩
上
げ
は
後

Ｏ
○
○
○
．
０
．

世
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
）
。
朝
長
は
‐
だ
か
ら
、
側
次
↓
法
被
↓
単
法
被
↓

。
○

長
洲
と
肋
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
忠
度
と
Ⅲ
穂
の
変
貌
（
幽
玄
化
）
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
忠
度
の
カ
ヶ
リ
が
問
題
と
な
る
。
「
皆
皆
船
に
と
り
乗
っ
て
海
上
に

浮
か
む
」
の
あ
と
に
「
働
ア
リ
無
テ
モ
笛
如
常
」
と
し
る
す
の
は
七
太
夫
仕
舞

付
、
お
な
じ
く
「
カ
ヶ
リ
」
と
し
る
す
の
が
、
貞
享
・
正
徳
（
十
七
世
紀
末
’

十
八
仙
紀
初
頭
）
刊
行
の
下
懸
り
本
で
あ
る
。
こ
の
淡
出
は
、
現
在
、
金
春
一

流
に
残
っ
て
い
る
。
宝
生
は
「
行
き
暮
れ
て
」
、
金
剛
・
喜
多
は
「
水
の
下
蔭

を
宿
と
せ
ば
」
で
、
や
は
り
本
ガ
ヶ
リ
と
な
る
。
観
世
も
一
‐
宿
と
せ
ば
」
で
あ

る
が
、
立
チ
廻
り
と
称
し
、
イ
ロ
エ
様
の
も
の
を
入
れ
る
。
金
春
の
カ
ヶ
リ
は
、

遠
心
的
に
は
戦
闘
の
急
迫
し
た
気
分
を
表
現
し
、
求
心
的
に
は
「
戦
剛
の
中
に

⑱

陸
に
残
っ
た
忠
度
の
焦
燥
を
示
す
所
作
」
で
あ
る
。
観
世
は
大
成
版
で
カ
ヶ
リ

を
立
チ
廻
り
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
以
前
か
ら
浪
川
に
は
変
わ
り
な
く
、
カ
ヶ

リ
ガ
シ
ラ
も
地
ガ
シ
ラ
（
い
ず
れ
も
小
鼓
の
や
や
激
し
く
打
つ
手
）
も
な
い
し
、

緩
急
も
な
く
長
地
（
小
鼓
の
し
ず
か
な
繰
り
返
し
の
手
）
を
打
つ
。
シ
テ
の
動

き
も
、
ハ
タ
ラ
キ
で
な
く
、
舞
に
い
く
ぶ
ん
近
く
、
そ
れ
で
い
て
舞
わ
な
い
、
ア

ュ
ミ
に
も
似
た
ノ
リ
で
あ
る
。
花
の
も
と
を
俳
仙
す
る
の
で
あ
る
。
主
題
歌
調

詠
の
川
に
挿
入
さ
れ
る
こ
の
立
チ
廻
り
の
主
た
る
効
用
は
、
よ
り
情
趣
を
助
長

⑪

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
か
ら
イ
ロ
エ
と
い
っ
て
も
い
い
の
だ
。
沿
革
的
に
は
、

金
春
の
演
出
が
も
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
曲
是
の
把
ら
え
か
た
が
、
幽
玄
化
し

て
く
る
に
つ
れ
、
観
世
の
演
出
に
お
も
む
く
こ
と
に
な
る
。
宝
生
・
金
剛
・
喜
多

唖

2

二
八

の
不
安
定
な
形
は
、
そ
の
過
渡
的
段
階
に
お
い
て
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

曲
か
ら
曲
へ
の
幽
玄
化
で
い
う
な
ら
ば
、
経
正
・
俊
成
忠
度
・
生
田
敦
盛
は
、
、
カ
ケ

リ
で
は
カ
カ
リ
が
不
安
定
で
あ
り
、
舞
で
は
ト
メ
が
落
ち
つ
か
な
く
な
る
。
だ

か
ら
、
も
し
、
演
出
の
固
定
化
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
カ
カ
リ
は

イ
ロ
エ
（
生
田
敦
盛
は
別
）
、
途
中
か
ら
修
羅
道
の
苦
患
の
て
い
で
、
カ
ヶ
リ
に
つ

な
ぐ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
・
敦
盛
も
修
羅
な
ら
、
「
御
脹
船

も
兵
船
も
遙
か
に
の
び
た
ま
ふ
」
と
カ
ヶ
リ
を
入
れ
、
「
せ
ん
か
た
波
に
」
と

な
る
べ
き
を
、
そ
の
ま
え
に
、
一
く
だ
り
、
謡
を
挿
入
し
て
、
舞
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変
貌
の
一
連
の
現
象
と
し
て
、
し
ぜ
ん
他
の
部
分
に
お
い
て
も
、

ハ
タ
ラ
キ
ぶ
り
が
舞
り
ぶ
り
に
動
い
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
花
伝
（
物
学
、
修

雑
）
に
い
う
、
「
修
羅
の
狂
ひ
、
や
や
も
す
れ
ば
、
鬼
の
振
舞
ひ
に
な
る
な
り
。

ま
た
は
、
舞
の
手
に
も
な
る
な
り
。
そ
れ
も
曲
舞
が
か
り
あ
ら
ぱ
、
少
し
、
舞

が
か
り
の
手
使
ひ
、
よ
る
し
か
る
べ
し
．
：
．
：
相
構
へ
て
相
構
へ
て
、
鬼
の
働
き
、

ま
た
、
舞
の
手
に
な
る
所
を
用
心
す
べ
し
」
と
。
「
鬼
の
振
舞
ひ
」
と
は
、
も

の
ま
ね
が
か
り
の
〈
タ
ラ
キ
ぶ
り
で
あ
り
、
Ａ
系
列
の
屋
島
を
極
と
し
て
、
い

か
ん
な
く
掘
り
下
げ
ら
れ
た
（
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
）
。
「
郷
の
手
」
は
幽
玄
な
る
舞
ぶ
り
で
あ
っ
て
、
Ｂ
系

列
、
こ
と
に
敦
盛
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
忠
度
は
、
一
曲
中
に
、

そ
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

忠
度
に
お
い
て
、
後
シ
テ
の
登
場
楽
コ
セ
イ
」
を
指
摘
し
て
こ
の
項
を
終

ろ
う
。
ワ
キ
の
待
謡
は
一
セ
イ
を
ゑ
ち
び
く
。
上
懸
り
ば
「
須
磨
の
関
屋
の
旅

寝
か
な
」
と
結
び
、
下
懸
り
は
「
嵐
烈
し
き
気
色
か
な
」
と
結
ぶ
。
い
ず
れ
も

夜
嵐
を
叙
す
の
で
あ
る
が
、
上
懸
り
の
は
、
む
し
ろ
、
花
を
い
と
お
し
ん
で
、

そ
の
花
に
対
し
て
浦
風
は
凄
き
に
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
下
懸
り
の
は
、

a
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嵐
の
烈
し
さ
そ
の
も
の
を
、
描
写
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
は

本
越
シ
と
称
す
る
正
攻
法
の
一
セ
イ
、
後
者
は
頭
越
シ
と
称
し
て
、
待
謡
に
か

夢
せ
て
、
激
し
い
手
を
打
ち
か
け
て
ゆ
く
。
こ
れ
も
、
た
ん
に
流
儀
差
と
い
う

に
留
ま
ら
ず
、
や
は
り
、
修
羅
が
か
り
の
忠
度
か
ら
幽
玄
な
る
忠
度
へ
の
動
き

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

が
見
せ
る
一
現
象
と
解
す
る
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
よ
う
。
す
で
に
大
口
・
単
法

○彼
と
し
る
す
七
太
夫
仕
舞
付
は
、
注
意
を
与
え
る
。

間
ノ
謡
果
テ
ソ
ノ
マ
、
越
淋
子
細
ア
リ
此
出
場
常
ノ
修
羅
二
相
替
テ
余
怖

ア
ル
ヘ
シ
気
ヲ
ハ
リ
テ
ュ
ル
ノ
、
卜
例
ク
然
間
ハ
ャ
シ
モ
太
夫
側
ヲ
ヨ

ク
心
待
テ
打
へ
シ

装
束
・
型
・
ハ
ヤ
シ
、
つ
ま
り
忠
度
一
曲
の
演
出
は
、
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る

幽
玄
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅵ
結
崎
能
と
金
春
能
な
ど

昭
君
と
い
う
曲
は
、
特
異
な
構
成
の
曲
で
あ
る
。
ま
ず
、
土
車
・
竹
野
に
残

っ
て
い
る
よ
う
に
‐
次
第
が
三
度
返
シ
で
あ
る
（
上
懸
り
の
二
度
と
い
う
の
は

地
取
り
が
消
え
て
、
三
度
め
の
役
謡
を
地
が
と
る
の
で
あ
る
）
。
こ
れ
は
い
う
な

ら
ば
古
体
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
古
休
と
い
う
に
し
て
は
、
シ
テ
の
人
格
が
、
前
後

⑳

変
わ
り
、
そ
の
間
、
脈
絡
を
保
た
な
い
が
、
「
謡
曲
集
」
に
あ
る
と
お
り
、
こ

れ
は
「
シ
テ
の
老
人
が
品
後
ま
で
残
り
、
韓
邪
将
を
別
人
が
勤
め
る
の
が
本
来

だ
ろ
う
」
し
，
「
後
世
ま
で
ア
イ
の
な
い
の
本
則
と
し
た
の
は
、
そ
の
な
ご
り

だ
ろ
う
」
）
そ
の
詞
章
か
ら
い
っ
て
、
当
然
「
キ
リ
は
昭
君
が
舞
う
の
だ
ろ
う
」

⑳

（
こ
の
事
情
は
池
田
弥
三
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
る
）
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
、

詞
章
の
構
成
と
と
も
に
ま
こ
と
に
古
風
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
番
め
に
、
中
入
り
が
特
異
な
こ
と
で
あ
る
。
シ
テ
は
「
散
り
か
か
る
花

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

▲

●

や
」
と
常
座
へ
ク
ッ
ロ
ギ
、
後
見
が
出
し
匠
く
作
り
物
の
鏡
台
を
両
手
に
取
り

あ
げ
、
正
面
先
に
持
ち
出
し
：
（
こ
ん
な
型
は
例
が
な
い
）
、
「
も
し
も
姿
を
見
る

や
と
」
と
、
両
手
で
鏡
台
を
に
ぎ
っ
た
ま
ま
、
鏡
の
中
を
見
こ
み
、
タ
ラ
タ
ラ

と
下
が
っ
て
平
座
、
モ
ロ
ジ
ホ
リ
を
す
る
．
当
節
で
は
天
皷
や
藤
戸
の
よ
う
に
、

ア
イ
が
送
り
こ
む
が
、
も
と
は
走
り
こ
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
（
ア
イ
の
登
場

⑳

は
後
世
で
あ
る
）
。
い
つ
か
、
こ
の
曲
が
出
た
と
き
、
小
皷
が
激
し
く
つ
っ
こ

ん
で
来
る
手
で
、
し
ず
め
て
平
座
、
モ
ロ
ジ
ホ
リ
に
な
ら
ぬ
た
め
、
け
つ
き
よ

く
、
手
く
ば
り
を
変
え
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

四
番
め
に
、
後
シ
テ
が
鏡
に
映
っ
た
て
い
で
、
す
べ
て
鏡
に
向
か
っ
て
型
を

す
る
（
小
次
郎
信
光
は
、
こ
の
趣
向
を
皇
術
に
採
り
入
れ
た
）
。
鏡
に
映
っ
た

て
い
で
、
襟
を
左
ま
え
に
合
わ
す
と
も
聞
い
た
。

さ
て
、
こ
の
曲
は
五
音
に
「
ワ
ウ
セ
ウ
ク
ン
金
春
曲
是
は
モ
ロ
コ
シ
カ

ウ
ホ
ノ
サ
ト
｜
こ
と
あ
る
。
野
煮
村
戒
三
博
士
は
、
金
春
を
毘
沙
王
次
郎
で
あ

ろ
う
と
い
わ
れ
た
よ
し
で
あ
り
、
田
中
允
氏
・
小
林
静
雄
氏
は
、
禅
竹
の
祖
父

⑳
⑳

金
春
権
守
と
と
ら
れ
る
。
「
謡
曲
集
」
に
は
「
金
春
系
統
の
古
い
能
」
と
あ
る
。

父
禅
竹
の
歌
舞
髄
悩
記
に
は
、
「
王
昭
君
閖
花
風
腿
体
：
．
：
此
風
姿
、
殊
に
祖

川
の
一
流
を
残
す
。
一
姿
一
言
一
踏
の
妙
所
あ
り
」
と
あ
る
。
「
祖
父
曲
」
と

は
権
守
作
と
い
う
こ
と
か
。
と
も
か
く
、
昭
君
は
金
春
能
な
の
で
あ
る
。
金
春

中
興
の
祖
で
あ
り
、
能
本
を
も
達
者
に
書
き
の
こ
し
て
い
る
禅
竹
は
、
世
阿
的

洗
礼
を
受
け
、
か
れ
Ⅲ
身
、
歌
学
・
仏
教
・
神
辿
な
ど
を
ふ
ま
え
た
．
ヘ
ダ
ン
テ

ィ
ズ
ム
が
あ
っ
た
か
ら
、
金
春
能
を
論
ず
る
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
禅
鳳
と
な

る
と
、
こ
の
禅
竹
を
介
す
る
ほ
か
、
世
代
も
く
だ
り
、
お
も
む
き
も
、
ま
た
変
わ

っ
て
し
ま
う
。
と
す
れ
ば
、
昭
君
は
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
金
春
能
と
い
え
る
。

昭
君
は
、
前
段
、
老
夫
婦
が
落
ち
葉
を
か
き
な
が
ら
昭
君
を
し
の
ぶ
の
も
、

二
九

歩
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後
段
、
胡
韓
邪
単
子
が
鏡
に
映
っ
て
見
え
る
と
い
う
の
も
、
趣
向
を
本
意
と
し

て
立
て
ら
れ
た
構
想
で
あ
り
、
後
は
、
も
の
ま
ね
が
か
り
に
ハ
タ
ラ
ク
の
で
あ

る
が
、
結
崎
系
の
も
の
の
よ
う
に
、
主
題
の
掘
り
下
げ
に
向
か
う
と
い
う
た
ち

の
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は
わ
ざ
を
見
せ
る
川
で
あ
る
。
中
入
り
に

し
て
も
、
あ
て
芸
め
い
た
匂
い
が
、
ど
う
し
て
も
鼻
に
つ
く
。
結
附
能
は
観
阿

か
ら
世
阿
へ
の
系
譜
に
お
い
て
、
人
間
の
業
と
輪
廻
の
問
題
に
き
び
し
く
対
決

す
る
の
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
課
題
に
し
（
求
塚
・
卒
都
婆
小
町
・
通
小
町
・
定

②

家
・
砧
・
野
宮
な
ど
）
、
元
雅
に
い
た
っ
て
、
死
を
前
に
し
て
命
と
ぎ
り
ぎ
り

に
対
決
し
、
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
し
て
一
纏
の
光
肌
を
ひ
た
ぷ
る
に
求
め
る
も

の
（
隅
田
川
・
盛
久
・
隅
剛
川
・
高
野
物
狂
・
弱
法
師
）
に
展
開
し
た
の
で
あ

る
が
、
金
春
能
は
い
か
が
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
禅
竹
は
、
は
や
、
世
阿
を
介

し
た
一
世
界
で
あ
り
、
作
品
の
系
譜
は
、
結
崎
能
の
発
展
の
か
げ
に
、
は
か
な

く
命
脈
を
絶
っ
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
金
春
を
表
望
す
る
人
の
芸
風
・
風
体
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
た
、
昭
君
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
禅
竹
の
柧
父
金
春
椛
守
ひ
と
り
し
か
、

資
料
的
に
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
か
れ
が
昭
君
の
作
者
で
あ
ろ
う

と
な
か
ろ
う
と
、
か
れ
の
風
体
は
、
い
室
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
か
れ

は
談
儀
に
拠
れ
ば
、
「
い
な
か
の
風
躰
」
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
つ
ね

に
出
世
な
く
」
、
「
京
中
の
く
わ
ん
じ
ん
に
も
、
将
ぐ
ん
家
御
成
」
は
な
か
っ

た
。
お
そ
ら
く
不
評
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
「
京
の
く
わ
ん
じ
ん
、
二
日
し
て
く

だ
」
っ
て
し
ま
つ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
た
ぶ
た
ぶ
」
と
し
た
音
曲
も
な
く
、

「
さ
ら
り
さ
さ
」
と
舞
え
も
せ
ず
、
「
ゆ
ら
り
き
き
」
と
し
た
大
き
さ
も
な
か

っ
た
。
な
に
よ
り
も
、
か
れ
が
世
阿
に
非
難
さ
れ
た
理
由
は
、
幽
玄
な
る
べ
き

「
郷
を
ぱ
え
ま
は
ざ
り
し
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
世
阿
が
舞
を
入
れ
て
油
じ

回

ｔ
》

三
○

＠

て
い
た
柏
崎
で
も
、
「
「
な
る
は
た
き
の
水
』
と
（
云
）
て
、
舞
さ
う
に
」
し
て
、

②

す
ぐ
「
わ
が
こ
小
二
郎
か
」
と
再
会
の
く
だ
り
に
と
び
、
「
さ
と
入
な
ど
」
と

い
う
「
何
共
心
え
ぬ
」
「
く
せ
ご
と
」
を
し
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
。
同
じ

柏
崎
の
「
一
ぎ
り
の
花
さ
く
い
の
う
へ
の
』
と
て
、
か
さ
ま
へ
に
あ
〔
て
〕
、
き

と
み
し
」
に
対
し
て
は
金
剛
方
か
ら
、
「
ち
ら
Ｊ
＼
き
り
ノ
、
と
、
か
へ
り
な

ど
し
て
と
■
め
し
」
に
対
し
て
は
赤
松
氏
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
非
難
を
受
け
て
い

る
。
海
士
の
「
『
ち
の
下
を
か
い
き
り
、
玉
を
お
し
こ
め
』
な
ど
の
か
か
り
は
、

黒
が
し
ら
に
て
、
か
る
人
、
と
い
で
立
て
、
《
」
ぱ
た
ら
き
の
風
躰
」
で
、
「
女

な
ど
に
に
あ
は
」
ぬ
や
り
か
た
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
を
見
る
の
に
、
金
春
は
、
か
な
ら
ず
し
も
ヘ
タ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

あ
る
面
に
は
達
者
に
す
ぎ
た
た
め
、
達
者
負
け
し
て
、
能
の
節
度
を
お
か
し
、

品
格
的
に
お
ち
た
の
で
あ
る
ろ
う
。
た
だ
、
舞
え
な
い
と
い
う
一
大
欠
点
を
カ

ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
は
あ
っ
た
の
だ
。

観
阿
は
も
の
ま
ね
を
基
調
と
す
る
大
和
に
あ
っ
て
、
「
幽
玄
無
上
の
風
体
」

（
そ
の
幽
玄
が
か
な
ら
ず
し
も
高
い
も
の
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
）
を
も
見
せ
、
「
鬼

神
の
も
の
ま
ね
、
怒
れ
る
粧
ひ
漏
れ
た
る
風
体
な
か
り
け
る
」
（
花
伝
）
名
手

で
あ
っ
た
。
世
阿
が
諸
害
に
観
阿
を
敬
畏
し
、
禅
竹
か
歌
舞
随
悩
記
に
金
春
権

守
を
ほ
め
る
の
は
、
わ
が
流
を
尚
び
、
父
祖
を
慕
う
意
識
が
混
じ
て
い
る
と
と
も

に
、
じ
じ
つ
そ
の
長
所
を
も
見
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
諸
般
の
聯
怖
を
勘
案
す
れ
ば
、

観
阿
と
金
春
と
を
Ｍ
日
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
納
得
す
る
に
難

く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
金
春
の
芸
質
は
、
か
れ
一
人
の
も
の
で
な
く
、
む
し

ろ
、
金
春
系
の
芸
質
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
先
づ
、

物
ま
ね
を
取
り
立
て
て
、
物
数
を
尽
し
て
、
し
か
も
幽
玄
の
風
体
な
ら
ん
」

（
花
伝
・
奥
俵
）
と
い
う
結
崎
の
ほ
う
は
、
近
江
に
対
し
て
は
、
も
の
ま
ね
を

４
勺
垂



⑳

立
て
る
が
、
同
じ
大
和
の
金
春
に
対
し
て
は
、
幽
玄
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
鬼
能
に
つ
い
て
は
、
軽
軽
に
論
じ
ら
れ
ぬ
が
、
「
殊
さ
ら
大
和
の
物
な

り
」
と
い
い
、
「
鬼
の
面
白
き
死
あ
ら
ん
為
手
は
、
極
め
た
る
上
手
と
も
申
す
べ

き
か
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
者
は
、
殊
さ
ら
、
花
を
知

ら
ぬ
為
手
な
る
べ
し
」
と
い
っ
て
、
「
雄
に
花
の
咲
か
ん
が
如
」
（
花
伝
・
物

学
）
き
池
休
を
ね
ら
う
の
が
、
そ
う
い
っ
た
事
情
を
物
語
り
、
「
そ
う
じ
て
、

鬼
と
い
ふ
こ
と
を
ば
つ
ゐ
に
な
ら
は
ず
」
「
鬼
の
能
、
こ
と
さ
ら
当
り
う
に
か

、
、
、

は
れ
り
。
ひ
う
し
も
、
を
な
じ
き
も
の
を
、
よ
そ
に
は
は
ら
り
と
ふ
む
を
、
ほ

ろ
り
と
ふ
象
、
よ
そ
に
は
ど
う
ど
ふ
む
を
、
と
う
ど
ふ
む
」
、
「
子
べ
し
み
は
、

世
子
き
い
だ
さ
れ
し
め
ん
也
…
…
こ
と
め
ん
に
て
は
、
う
か
い
（
筆
者
註
、
鬼

能
）
を
ほ
ろ
り
と
せ
ら
れ
し
也
」
（
談
儀
・
傍
点
筆
者
）
と
い
う
の
も
、
同
じ

態
度
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
動
十
分
心
動
七
分
身
」
「
強
身

勤
宥
足
踏
、
強
足
踏
宥
身
動
」
（
花
鏡
）
の
こ
こ
ろ
え
も
、
傍
証
に
な
ろ
う
。
元

雅
硬
後
、
だ
れ
よ
り
も
深
く
愛
し
た
禅
竹
に
、
世
阿
は
佐
渡
か
ら
書
状
を
送
っ

て
い
る
が
、
そ
の
中
、
ふ
し
ぷ
し
に
、
女
婿
に
対
す
る
ね
ん
ご
ろ
な
愛
情
を
示

し
な
が
ら
、
お
も
て
む
き
は
、
宛
名
に
い
う
「
金
春
太
夫
」
に
対
し
て
、
「
鬼

ノ
能
：
…
・
コ
ナ
タ
ノ
リ
ウ
’
一
ワ
シ
ラ
ヌ
事
｝
一
テ
候
」
と
、
い
ち
お
う
、
筋
を
通

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
タ
イ
ト
ル
に
「
結
崎
能
と
金
春
能
な
ど
」
と
掲
げ
た
の
は
、
近
江
の

風
体
と
の
対
比
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
い
き
ん
、

⑳

田
中
允
氏
が
ま
と
ま
り
よ
く
解
説
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
り
た
い
。

ま
た
清
田
弘
氏
が
昨
秋
の
日
本
演
劇
学
会
に
発
表
さ
れ
た
「
碁
に
つ
い
て
ｌ

近
江
能
の
研
究
ｌ
」
（
「
金
剛
」
五
七
号
所
収
）
は
、
さ
ら
に
多
く
の
示
唆
を

与
え
る
で
あ
ろ
う
。

大
和
申
楽
の
芸
質
（
下
）

文
化
遺
産
（
古
典
）
で
あ
り
、
現
代
の
舞
台
芸
術
で
も
あ
る
能
に
あ
っ
て
は
、

絶
え
ず
、
遡
源
的
な
い
し
沿
革
的
な
も
の
の
持
つ
権
威
や
底
力
と
、
発
展
的
な

意
志
と
が
奇
妙
に
切
れ
て
、
統
一
を
求
め
て
葛
藤
す
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し

は
、
能
じ
た
い
に
本
質
す
る
も
の
を
流
れ
の
中
に
把
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
自
身
の
志
向
性
を
も
把
ら
え
よ
う
と
す
る
。
小
論
の
は
し
が
き
の
こ
と
ぱ

で
い
え
ば
、
「
能
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
小

論
は
そ
の
一
試
案
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
附
随
的
産
物
と
し
て
、
作
品
論
か
ら

能
本
作
者
を
み
ち
び
き
出
す
方
法
、
作
品
の
系
譜
か
ら
、
成
立
年
吹
を
み
ち
び

き
出
す
方
法
の
可
能
性
を
、
ひ
と
び
と
に
問
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

註
①
「
お
よ
そ
、
花
伝
の
中
、
年
来
稽
古
よ
り
姑
め
て
、
こ
の
条
々
を
注
す

所
、
全
く
、
脚
力
よ
り
川
づ
る
才
覚
な
ら
ず
。
幼
少
よ
り
以
来
、
亡
父
の

力
を
得
て
人
と
成
り
し
よ
り
二
十
余
年
が
問
、
目
に
触
れ
、
耳
に
聞
き
置

き
し
ま
ま
、
そ
の
風
を
承
け
て
、
造
の
た
め
、
家
の
た
め
、
こ
れ
を
作
す

る
所
、
私
あ
ら
ん
も
の
か
」

②
金
井
清
光
「
鬼
能
の
系
譜
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
三
十
三
年
八
月
）

戸
井
田
道
三
「
世
阿
弥
と
修
羅
能
ｌ
文
化
遺
産
の
継
承
Ｉ
」
（
「
文

・
学
」
第
二
十
二
巻
第
九
号
）

伊
藤
正
義
「
Ⅲ
阿
弥
に
お
け
る
能
の
形
成
」
（
「
国
語
国
交
」
（
三
十
二

年
五
月
）

③
現
在
の
公
達
も
の
の
よ
う
な
絵
を
載
せ
、
「
こ
れ
は
軍
体
な
が
ら
、
籠

景
の
見
風
残
ら
ぱ
、
児
姿
二
曲
の
残
花
な
る
べ
し
」
と
し
る
す
。
な
お
、

同
書
に
「
児
姿
は
、
幽
玄
の
本
風
な
り
」
と
い
う
。

一
一
一
一
４

Ⅷ

む
す
び



④
「
修
羅
・
…
．
．
よ
く
す
れ
ど
も
、
面
白
き
所
稀
な
り
…
・
・
・
や
や
も
す
れ
ば
、

鬼
の
振
舞
ひ
に
な
る
な
り
」
（
花
伝
）
「
車
体
の
風
婆
・
・
…
・
急
を
ば
修
羅

懸
り
の
早
節
に
て
入
る
べ
し
」
（
能
作
書
）
ｌ
傍
線
筆
若
ｌ

⑤
戸
井
旧
道
三
「
世
阿
弥
と
修
羅
能
ｌ
文
化
遺
産
の
継
承
Ｉ
」
（
「
文

学
」
第
二
十
二
巻
第
九
号
）
表
章
・
横
道
万
里
雄
校
注
「
謡
曲
集
」
上

（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
な
ど
。

談
儀
「
能
書
く
や
う
、
そ
の
ご
「
同
、
そ
の
二
」
の
記
枚
を
綜
合
す

れ
ば
拳
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
。

⑥
小
林
静
雄
「
能
楽
史
研
究
」
二
三
。
ヘ
ー
ジ
。

⑦
「
源
平
な
ど
の
、
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
て
、

能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
た
面
白
し
。
こ
れ
、
殊
に
花
や
か
（
な
る

所
）
あ
り
た
し
」
（
花
伝
・
物
学
条
条
・
修
羅
）

「
仮
令
、
源
平
の
名
将
の
人
体
の
本
説
な
ら
ば
、
殊
に
殊
に
平
家
の
物

語
の
侭
に
書
く
べ
し
」
（
能
作
書
）

③
現
行
の
、
な
か
ん
ず
く
上
懸
り
の
ツ
ョ
吟
は
古
い
も
の
で
な
い
が
、
そ

の
称
は
江
戸
初
期
か
ら
あ
る
。
世
阿
は
音
曲
（
発
声
）
に
「
律
呂
」
「
横

竪
」
と
い
う
区
別
を
立
て
る
程
度
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
修
羅
が
か
り
」

（
既
出
）
「
け
な
げ
か
る
節
懸
り
」
（
能
作
書
）
な
ど
に
、
ツ
ョ
吟
ふ
う
の

感
じ
が
あ
る
。

⑨
世
阿
自
筆
本
の
写
し
現
存
。

⑩
「
ヌ
エ
、
指
カ
ナ
シ
キ
カ
ナ
ャ
」

⑪
小
西
甚
一
・
草
深
清
「
世
阿
弥
の
作
州
と
芸
術
論
」
（
「
文
学
」
第
三
十

一
巻
第
一
号
）

⑬
小
論
「
中
」
参
照
（
筆
者
は
世
阿
説
）
。

⑬
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ぱ
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
答
へ

､

丘

＄

よ
へ
古
今
集
・
雑
・
下
）

⑭
⑪
に
あ
げ
る
論
文
に
統
一
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑮
枇
遊
万
里
雄
氏
も
「
能
・
狂
言
は
い
か
に
上
演
・
研
究
。
味
わ
う
べ
き

か
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
三
十
三
年
十
月
特
集
墹
大
号
）
や
既
出

「
謡
曲
集
」
上
で
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。

⑯
野
上
農
一
郎
「
解
註
謡
曲
全
集
」
第
二
巻
・
同
「
能
二
百
四
十
番
」
。

⑰
「
実
守
（
盛
）
」
の
項
に
い
う
「
甲
門
の
体
」
の
略
。
そ
の
前
に
あ
る

「
八
（
屋
）
島
」
の
「
く
ん
た
ひ
（
軍
躰
）
」
と
同
義
語
。
金
井
清
光
氏
は

一
‐
『
田
村
』
論
考
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
三
十
七
年
二
月
号
）
で
、
「
田
村
」

の
同
じ
記
載
か
ら
、
ほ
ん
も
の
の
甲
冑
を
着
た
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
た
し

は
、
そ
う
読
ま
な
い
。

⑬
堂
本
正
樹
、
⑮
に
既
出
の
「
能
・
狂
言
は
：
．
；
・
」

⑲
小
論
「
上
」
註
⑨
、
お
よ
び
八
。
ヘ
ー
ジ
の
卒
都
婆
小
町
の
カ
ヶ
リ
の
記

述
参
照
。

⑳
⑤
に
い
う
も
の
の
「
下
」
。

、
「
能
と
先
行
芸
能
と
」
（
「
文
学
ｉ
’
二
十
五
巻
第
九
号
）

、
田
中
允
「
昭
君
の
作
者
に
つ
い
て
」
（
「
謡
曲
界
」
第
四
三
号
第
四
号
）

小
林
静
雄
「
能
楽
史
研
究
」
二
六
。
ヘ
ー
ジ
。

⑳
小
伽
「
上
」
「
中
」
参
照
。

⑳
宝
山
寺
蔵
の
世
阿
自
筆
本
（
写
し
か
）
に
は
、
「
鳴
る
は
滝
の
水
」
の

あ
と
、
ク
リ
の
前
に
「
マ
イ
ア
ル
ゞ
へ
シ
」
と
注
す
。

⑤
表
章
校
註
「
申
楽
談
儀
」
（
岩
波
文
庫
）
補
註
五
七
（
一
四
○
．
ヘ
ー
ジ
）
。

⑳
談
儀
の
序
「
犬
王
」
の
項
、
小
論
「
上
」
八
・
ヘ
ー
ジ
参
照
。

、
「
大
和
申
楽
と
近
江
申
楽
と
の
対
立
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
‐
’
三
十
七
年
六

月
）

を
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