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意

味

1

一
、

以
前
、
経
信
髭
花
の
作
品
を
読
ん
で
い
て
、
「
日
子
口
女
」
と
い
う
こ
と
ば

に
ふ
相
、
不
可
解
な
思
い
に
と
り
つ
か
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
純
粋
の
宗
教
家

な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
「
思
出
の
記
」
や
「
自
然
と
人
生
」
な
ど
の
作
者
が
、
自

分
の
こ
と
を
、
あ
た
り
は
ば
か
ら
ず
、
日
子
と
い
い
、
自
分
の
妻
の
こ
と
を
目

女
と
い
う
、
そ
れ
が
奇
妙
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
時
代
に
対
す
る
諷
刺
か
、
そ

れ
と
も
何
か
の
比
喩
か
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
は
、
ど
う
も
直
情
に
す
ぎ

る
、
そ
の
思
考
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
短
絡
的
で
あ
る
、
論
理
の
中
間
項
が
な

い
、
そ
れ
が
不
思
議
で
あ
っ
た
。

京
花
の
兄
、
穂
富
蘇
峰
の
有
名
な
変
節
の
基
底
に
「
時
流
随
順
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
横
井
小
楠
流
の
実
学
の
系
流
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、

は

私
は
か
つ
て
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
、
こ
の
、
正
花
の
奇
妙
な

短
絡
思
考
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
も
、
構
井
実
学
の
一
つ
の
流
れ
を
感
ず
る
の

で
あ
る
。
以
下
は
、
そ
の
一
系
流
に
つ
い
て
の
考
察
を
目
的
と
す
る
。

注
川
　
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
日
を
鋲
責
と
す
7
つ
日
本
に
生
れ
た
事
を
、
私
共
は
感
謝
す
る
。
私
共
は

H
の
本
に
生
れ
た
日
子
口
女
で
あ
る
。
地
球
は
一
年
か
1
つ
て
日
を
一
周
り

す
る
。
私
共
は
一
年
か
1
つ
て
地
を
一
周
す
る
。

横
　
　
林
　
　
混
　
　
二

日
を
め
ぐ
る
地
の
一
年
を
日
の
本
ゆ
地
を
用
ら
ん
と
す
日
子
と
口
女
と

は
」
　
（
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
大
1
0
・
3
）

「
長
崎
を
出
た
黒
目
は
二
月
一
日
、
陰
暦
の
一
月
一
口
で
、
即
ち
支
那
の

元
旦
で
あ
る
。

夜
来
の
風
波
に
朝
寝
し
て
、
九
時
近
く
船
窓
か
ら
眺
め
る
と
、
最
早
梅
の

色
が
水
っ
ぽ
く
な
っ
て
居
る
。

海
は
色
を
暦
は
朔
を
あ
ら
た
め
て
支
那
は
通
へ
ぬ
首
子
日
女
の
船
」

（
　
同
　
前
　
）

は
　
「
横
井
小
柄
実
学
の
一
系
譜
！
い
わ
ゆ
る
透
谷
的
な
る
も
の
の
反
措

定
－
」
　
（
『
日
本
文
学
』
昭
4
5
・
8
）

二
、

「
新
春
」
　
（
大
7
・
4
）
　
「
竹
崎
皿
子
」
　
（
大
1
2
・
1
）
「
霹
士
」
（
大
1
4
・

5
～
昭
3
・
2
）
な
ど
、
一
連
の
、
い
わ
ゆ
る
京
花
の
自
伝
的
な
小
説
群
や
、

あ
る
い
は
「
思
釦
の
記
」
　
（
明
3
4
・
5
）
な
ど
に
状
聞
さ
れ
る
徳
笛
一
族
は
、

い
わ
ば
、
明
治
前
半
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
、
日
本
近
代
化
の
一
象
徴
と

い
え
よ
う
。
令
名
商
い
矢
島
の
七
姉
妹
や
社
告
一
族
は
、
政
治
、
忠
恕
、
言

論
、
教
育
、
文
学
な
ど
の
世
界
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旗
施
を
見
事
に
掲
げ
て
い

る
っ
教
育
の
竹
崎
茶
堂
・
頼
子
、
矯
風
会
の
矢
島
拍
子
、
忠
恕
の
徒
官
縮
峰
、
文
学

の
盤
花
、
百
花
繚
乱
の
親
を
そ
れ
ら
は
み
せ
．
奇
妙
に
栄
光
に
包
ま
れ
た
一
族
が
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そ
こ
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
歳
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
・
た
の
が
、

些
前
福
井
棺
に
∵
腑
と
し
て
招
か
れ
、
そ
の
治
鼓
に
活
如
し
、
明
治
新
政
府
の

参
与
と
し
て
新
し
い
日
本
政
府
の
指
針
を
示
し
て
い
っ
た
描
井
小
柏
で
あ
る
。

こ
の
小
柄
の
余
光
と
リ
ー
ド
の
も
と
に
、
こ
の
一
族
は
伸
展
し
て
い
く
の
で

あ
り
、
蘇
峰
徳
ハ
〓
紹
一
郎
は
そ
の
直
系
に
あ
っ
た
。
小
柄
、
そ
の
高
弟
社
告
一

敬
、
一
敬
の
長
子
蘇
蜂
と
沌
流
し
た
明
治
実
学
の
流
れ
が
そ
こ
に
あ
る
。
明
治

の
忠
恕
界
に
一
つ
の
強
組
な
思
潮
を
こ
れ
が
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
肥

後
実
学
の
討
究
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
蘇
峰
の
主
宰
し
た
雑
誌
『
国
民
之
友
』

の
盛
行
；
に
よ
っ
て
で
も
明
知
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蘇
蜂
の
弟
琶

花
の
場
合
に
は
、
今
一
つ
の
系
脈
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
萬
花
は
蘇
峰
よ
り

も
、
思
想
的
に
出
発
が
一
世
代
一
、
り
く
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蘇
峰
か
ら
琶
花
へ

と
い
う
流
れ
の
成
立
も
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
、
事
実
、
あ
る
一
面
で

は
そ
れ
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
、
こ
こ
で
は
、
今
一
つ
の
流
れ
も

加
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
横
井
小
柄
、
そ
の
子
杭
井
時
雄
、
芭
花
の
流
れ

で
あ
る
。
つ
と
に
、
熊
本
バ
ン
ド
の
一
員
と
し
て
、
つ
い
で
、
今
治
基
督
教
会

の
総
帥
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
、
恩
商
家
と
し
て
活
躍
し
た
横
井
時
雄

の
存
在
は
、
芭
花
の
精
神
を
考
え
る
と
き
、
今
一
度
、
考
察
し
薦
し
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
蘇
峰
や
横
井
時
雄
と
？
つ
捏
導
体
を
通
し
て
、
小
柄
の
影
響
下

に
、
草
化
は
存
立
し
た
と
い
え
る
し
今
っ
で
き
篭
と
く
に
、
兄
蘇
峰
と
は
、
体

質
の
相
異
や
、
．
幼
時
か
ら
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
問
迫
も
あ
り
、
事
情
は
そ
れ

ほ
ど
冊
里
で
は
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り
を
少
し
孝
竺
し
み
た
い
。

三
、

今
日
、
硫
花
の
著
作
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
思
想
が
き
わ
め
て
丹
純

門
別
で
あ
る
の
に
句
つ
く
。
ま
さ
し
く
、
欝
く
ほ
ど
棋
聖
で
あ
る
。
「
自
然
と

人
生
」
と
か
「
み
ゝ
守
の
た
は
こ
と
」
な
ど
に
お
け
る
白
鷺
㍑
物
の
描
出
は
し

か
た
が
な
い
と
し
て
も
、
自
伝
的
な
ビ
ル
ド
ウ
ン
ク
ス
ロ
マ
ン
と
み
ら
れ
る

「
思
出
の
記
」
に
も
、
元
を
つ
け
て
み
る
と
、
何
一
つ
思
由
心
の
深
ま
り
は
な

い
。
「
自
修
」
に
よ
る
治
国
平
天
下
的
な
も
の
と
、
儒
教
的
な
立
身
出
世
主
義

と
、
伝
統
的
な
助
手
懲
悪
主
義
が
、
外
形
的
な
、
近
代
キ
リ
ス
ト
教
の
香
り

や
、
近
代
的
自
我
行
動
主
壷
の
底
に
、
確
固
と
し
て
相
関
を
す
え
て
動
か
な
い

で
い
る
。
そ
こ
に
多
数
の
行
動
人
は
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
思
惟
の
巾
に

沈
潜
す
る
人
物
は
奇
妙
に
少
な
い
。
も
し
く
は
、
そ
れ
が
造
捜
さ
れ
て
い
て

も
・
そ
の
思
考
の
深
ま
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
主
人
公
菊
池
慎
太
郎
が
、
親

友
兼
親
近
太
郎
の
落
雷
に
よ
る
死
を
期
に
生
洋
の
一
方
針
を
確
立
し
た
か
に
み

え
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
発
悟
も
、
唐
突
の
ま
ま
に
終
わ
り
、
そ
れ
以
上
の
感
転

を
持
続
さ
せ
な
い
。
こ
の
親
友
の
死
を
通
し
て
、
霊
界
の
覚
醒
を
感
じ
た
は
ず

の
男
が
、
以
降
、
簡
単
に
そ
の
宗
教
的
命
題
か
ら
逃
れ
、
官
学
に
遊
び
、
時
事

評
論
家
と
し
て
名
を
あ
げ
、
故
郷
へ
錦
を
飾
る
の
で
あ
る
。
唯
一
の
思
弁
存

在
の
駒
井
先
生
に
し
て
も
、
そ
の
外
貌
や
凪
釆
は
さ
っ
そ
う
と
し
て
あ
ざ
や
か

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
思
想
の
内
暦
の
詳
し
い
展
開
は
な
い
。
馬
場
辰
緒

を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
馬
場
の
思
想
的
影
響
の
さ
ほ
ど
な
い
こ
と

は
よ
ノ
＼
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
．
ろ
で
も
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
忠
出
の
記
」
に
は
、
野
田
伯
父
を
中
心
に
し
た
、
当
時
の
実

川

業
の
見
事
な
描
出
が
あ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
時
代
の
彗
生
活
や
学
校
の
あ
り
さ

ま
も
多
彩
に
描
か
れ
て
い
る
。
忠
恕
的
に
も
革
閂
的
に
も
、
そ
れ
は
、
今
日
、
注

目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
十
分
に
分
析
に
耐
え
う
る
資
料
と
も
な
り

う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
深
甚
な
認
識
の
深
ま
り
や
広
が
り
を
求
め

よ
う
と
し
た
ら
、
徒
労
に
終
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
喜
花
に
は
思
想
的
な
深
み
は
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殆
ん
ど
な
い
よ
う
な
の
畑
。
例
え
ば
、
「
み
～
ず
の
た
は
こ
と
」
の
中
に
、
半

ば
の
真
心
を
こ
め
な
が
ら
次
の
よ
う
に
自
戒
を
し
、
ま
た
す
ぐ
に
、
そ
れ
を
よ

し
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
特
質
の
一
つ
が
あ
る
。

「
彼
は
昔
耶
蘇
教
伝
道
師
見
習
の
真
似
を
し
た
。
英
語
読
本
の
教
師
の
真
似

も
し
た
。
新
聞
雑
誌
記
者
の
真
似
も
し
た
。
漁
師
の
真
似
も
し
た
。
今
は
百
姓

の
真
似
を
し
て
居
る
。

真
似
は
到
底
本
物
で
無
い
。
彼
は
終
に
美
的
百
姓
で
あ
る
。
」
　
（
「
み
ゝ
ず

の
た
は
こ
と
」
大
2
・
3
）

と
こ
ろ
が
、
こ
の
芭
花
が
わ
ず
か
に
残
し
た
、
有
名
な
思
想
的
行
動
が
あ

る
。
、
兄
蘇
峰
ゆ
ず
り
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
と
、
そ
の
芝
居
が
か

っ
た
行
為
と
で
も
っ
て
、
人
々
に
多
大
の
㌍
異
と
関
心
を
ま
き
お
こ
し
た
、
大

逆
事
件
に
関
す
る
反
応
が
そ
れ
で
あ
る
。
〓
菌
弁
論
部
主
催
の
講
寓
会
に
お
い

て
「
謀
薮
論
」
と
箪
す
る
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
の
講
演
は
、
今
な
お
人
々
に

語
り
伝
え
ら
れ
て
い
か
。
当
時
、
次
第
に
強
大
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
絶
対
主
義

的
な
国
家
体
制
に
対
す
る
、
き
わ
め
て
直
秩
な
反
論
と
み
て
と
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
結
局
は
、
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
、
「
天
皇
陛
下
に
相
ひ

奉
る
」
と
い
う
漬
訴
状
の
ご
と
き
も
の
も
、
今
日
、
私
達
の
感
懐
を
不
思
議
に

そ
そ
る
。
こ
れ
は
、
大
変
な
思
想
行
動
だ
と
い
う
思
い
が
し
て
く
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
そ
れ
ら
の
内
賓
を
今
一
度
詳
細
に
見
正
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
、
き
わ
め
て
栗
朴
な
単
一
論
理
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
に
気
づ
か
さ
れ

る
。技

の
論
理
は
校
雑
な
思
弁
の
展
肌
の
後
に
、
よ
う
や
く
こ
れ
と
い
う
形
で
提

出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
分
が
こ
れ
と
判
断
し
た
ら
、
も
う

そ
れ
で
問
題
は
一
気
に
結
末
に
ま
で
行
っ
て
い
る
。
論
Ⅱ
の
ひ
だ
や
か
げ
り
や

そ
う
い
っ
た
様
々
の
中
間
の
模
索
が
そ
こ
に
は
欠
如
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
有
名
な
「
謀
顔
論
」
の
論
理
を
お
っ
て
み
よ
う
。

「
暴
力
は
感
心
が
出
来
ぬ
。
自
ら
犠
牲
と
な
る
共
、
人
を
犠
牲
に
は
し
た
く

な
い
。
然
し
乍
ら
大
逆
罪
の
企
に
芭
不
同
意
で
あ
る
と
同
時
に
、
其
企
の
失
敗

を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
彼
等
十
二
名
も
殺
し
た
く
は
な
か
つ
た
。
生
か
し
て
E
望
已

た
か
っ
た
。
彼
等
は
乱
臣
賊
子
の
名
を
受
け
て
も
た
ゞ
の
班
で
は
な
い
、
志
士

で
あ
る
。
た
ゞ
の
賊
で
も
死
刑
は
い
け
ぬ
。
況
ん
や
披
等
は
有
為
の
志
士
で
あ

る
。
自
由
平
等
の
新
天
新
地
を
夢
み
身
を
献
げ
て
人
類
の
為
に
尽
さ
ん
と
す
る

志
士
で
あ
る
。
其
行
為
は
仮
令
狂
に
近
い
と
も
、
其
志
は
惰
れ
む
べ
き
で
は
な

い
か
。
」

「
諸
君
、
幸
穂
君
等
は
時
の
政
府
に
謀
薮
人
と
見
放
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
。

が
、
謀
薮
を
恐
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
謀
坂
入
を
恐
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
ら
謀
叛
人
一

と
な
る
を
恐
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
新
し
い
も
の
は
常
に
謀
薮
で
あ
る
。
」
　
（
「
謀
　
1
2

薮
論
」
明
4
4
・
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
の
思
考
は
、
彼
ら
は
志
士
で
あ
る
、
だ
か
ら
救
う
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
救

わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
男
た
ち
の
論
理
を
く
み
と
ろ

ぅ
と
す
る
気
配
も
な
け
れ
ば
、
国
家
体
制
や
椎
力
鵜
鵜
の
問
題
も
そ
こ
に
は
配

慮
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
必
要
性
さ
え
彼
は
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
天
皇
陛
下
に
鳳
ひ
奉
る
」
の
論
理
も
例
え
ば
次
の
と
う
り
で
あ
る
。

「
彼
等
も
亦
陛
下
の
赤
子
、
元
来
火
を
放
ち
人
を
穀
す
た
ゞ
の
賊
徒
に
無

之
、
平
素
世
の
為
人
の
為
に
と
心
が
け
居
候
者
に
て
、
此
度
の
不
心
得
も
一
は

有
司
共
が
忠
義
立
の
あ
ま
り
被
等
を
岩
め
過
ぎ
候
よ
り
被
等
も
ヤ
ケ
に
相
成
候

意
味
も
有
之
、
大
都
親
の
御
仁
慈
の
程
も
思
ひ
知
ら
せ
ず
、
盤
殺
し
の
企
し
た

る
鬼
子
と
し
て
打
殺
し
候
は
如
何
に
も
残
念
に
奉
存
候
。
何
卒
披
等
に
今
一
度

静
に
反
省
改
悟
の
杭
全
を
御
輿
へ
遊
ば
さ
れ
珪
切
に
輩
祈
寝
。
」
（
明
4
4
㍉
1
）



証
情
的
な
、
事
件
へ
の
反
応
が
そ
こ
に
は
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
一
つ
、
彼
の
起
こ
し
た
忠
恕
的
な
行
為
と
し
て
、
第
二
回
目
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
旅
行
の
＝
最
中
に
披
起
し
た
、
「
所
望
」
と
い
う
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

七
ヶ
条
に
わ
た
る
、
世
界
へ
の
公
周
状
を
そ
こ
に
の
せ
、
世
界
平
和
へ
の
提
言

を
行
な
っ
て
い
る
。

「
一
、
現
在
の
講
和
会
議
を
進
め
て
世
界
的
家
族
会
議
と
し
、
全
世
界
の
各

国
民
各
種
族
の
男
女
代
表
者
を
会
し
て
、
人
類
の
福
祉
を
増
進
す
べ
く
、
意
志

の
疎
通
と
感
情
の
融
和
を
図
る
。
　
（
入
獄
総
会
議
は
、
時
折
間
か
ん
こ
と
を

望
七六五四三二む

ヽ　　　ヽ　　　ヽ　　　ヽ　　　ヽ　　　ヽ　　　）

新
紀
元
の
創
始

陸
海
揖
全
蛭

税
関
撤
廃

国
際
貸
借
の
制
定

還
元

天
赦
の
年

（　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　（　　　　　（

略略略略略略
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

新
紀
元
元
年
四
月
二
十
一
日
朝
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
て
　
社
告
健
次
郎愛

」

（
「
日
赤
か
ら
日
本
へ
」
）

こ
の
論
旨
を
基
底
と
し
て
、
彼
ら
は
世
界
の
ア
ダ
ム
・
イ
ブ
と
し
て
、
日
本

の
日
子
日
女
と
し
て
、
花
活
し
た
キ
リ
ス
ト
と
し
て
、
世
界
へ
の
旅
に
出
る
の

㈱

で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
、
い
わ
ば
、
‖
涙
も
そ

の
論
の
、
世
界
に
受
容
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
一
顧
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
。
意
気
ご
ん
で
世
界
へ

旅
立
っ
た
被
が
、
次
第
に
し
お
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
紀
行
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」

の
内
舘
が
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
す
で
に
前
山
河
広
一
郎
氏
も
持
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
彼
の
変
化
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
考
え
た
い
の
は
、
そ
う
い
っ
た
離
花
の
思
考
法
な
の
で
あ
を
。
あ
る
い

は
、
そ
の
唯
一
の
忠
恕
と
思
わ
れ
る
世
非
平
和
や
世
罪
因
家
の
忠
恕
に
つ
い
て

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
恩
恵
や
思
想
活
動
は
、
よ
く
み
る
と
、
奇
妙
に
混
合
す
る
二
つ
の

形
態
よ
り
な
り
た
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
悟
略
な
世
界
統
〓
州
で
あ
り
、
今
一

っ
は
、
そ
の
内
質
捕
弼
と
し
て
の
、
キ
リ
ス
斗
教
的
な
思
考
法
で
あ
る
。
「
日

本
か
ら
日
本
へ
」
の
長
い
旅
行
中
、
彼
は
、
奇
妙
な
こ
じ
つ
け
を
し
て
奇
蹟
を

こ
し
ら
え
よ
う
と
し
た
新
、
新
紀
元
と
称
し
て
新
し
い
時
代
の
到
来
を
予
告
し

た
り
、
旅
の
あ
ち
こ
ち
で
、
キ
リ
ス
ト
的
愛
の
施
し
の
つ
も
′
り
で
チ
ッ
プ
の
大

盤
ふ
る
ま
い
を
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
が
、
彼
の
大
事
に
し
て

い
た
水
晶
の
十
字
架
を
人
に
や
り
、
惜
し
く
な
っ
た
の
で
、
返
還
を
せ
ま
っ
た
一

と
こ
ろ
、
そ
れ
が
粉
失
し
て
い
た
こ
と
と
、
妻
愛
子
の
な
く
し
た
カ
タ
バ
、
、
、
の
　
1
3

髪
飾
り
を
失
っ
た
話
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

次
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
、
十
字
架
に
よ
る
形
式
的
な
信
仰
を
な
く
し
て
、

〓
コ

自
由
な
信
仰
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
か
。

エ
メ
ラ
ル
ド

「
あ
の
E
ヨ
e
r
巴
d
の
ピ
ン
は
カ
タ
バ
、
・
、
の
花
で
、
カ
タ
バ
ミ
の
形
は
正
し

く
十
字
花
だ
。
俺
の
水
晶
の
十
字
架
は
益
君
が
落
し
て
く
れ
た
。
E
H
】
一
e
r
a
－
d

モ
な
た

の
十
字
は
糊
が
落
し
た
。
若
く
は
い
さ
か
ひ
が
落
し
た
と
云
ふ
て
よ
い
。
『
十

字
架
の
時
代
は
過
ぎ
た
』
と
云
ふ
人
の
妻
か
ら
そ
れ
が
装
飾
で
も
十
字
の
も
の

が
取
り
去
ら
れ
る
の
は
自
然
で
な
い
か
。
共
同
頂
が
十
字
ぬ
き
の
精
百
で
十
字

の
ピ
ン
を
落
す
は
、
人
の
み
か
処
も
其
処
を
得
て
居
る
。
」
　
（
「
日
本
か
ら
日

本
へ
」
）

そ
こ
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
棋
界
平
和
と
い
う
大
志
向
を
前
に
し

て
、
そ
れ
を
行
な
う
再
臨
し
た
キ
リ
ス
ト
に
揖
し
た
自
己
の
立
場
の
設
定
が
あ



る
。
そ
の
た
め
に
は
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
と
対
等
、
も
し
く
は
、
そ
の
生
れ
変

わ
り
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
よ
そ
お
い
た
か
っ
た
よ
う
で

用

あ
る
。「

世
界
平
和
は
侵
活
裁
吾
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
今
日
キ
リ
ス
ト
と
い

へ
ば
、
西
洋
の
も
の
1
如
く
思
っ
て
〓
る
。
こ
れ
は
大
な
る
誤
り
で
多
く
の
宗

教
は
比
＝
こ
の
座
興
興
か
ら
出
て
ゐ
る
。
決
し
て
西
洋
の
も
の
で
は
な
い
。
一
般

に
西
洋
の
も
の
だ
と
し
て
ゐ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
串
に
日
本
の
も
の
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
」
　
（
「
私
の
ス
テ
ッ
ユ
こ
大
1
1
・
3
・
5
講
．
損
）

こ
れ
ら
を
統
合
し
て
み
る
と
、
甫
花
の
思
想
は
き
わ
め
て
素
朴
な
単
一
思
考

に
薪
ち
つ
く
。
前
者
、
す
な
わ
ち
、
大
逆
事
件
に
示
し
た
彼
の
行
動
は
、
幸
徳

秋
水
た
ち
の
論
理
の
正
否
で
は
な
い
、
そ
れ
を
不
当
に
弾
圧
す
る
推
力
へ
の
怒

り
で
も
な
い
、
も
っ
と
素
朴
な
、
前
辻
に
有
為
性
の
あ
る
岩
者
達
の
死
を
悲
し

み
、
そ
れ
を
救
お
う
と
す
る
意
識
の
う
ち
か
ら
出
た
、
ひ
ど
く
単
純
で
純
粋
な

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
れ
を
救
う
に
は
、
も
は
や
恩
赦
と
い
う
方
法

し
か
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
の
制
約
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
実
に
短
絡
的
に
天

皇
に
ま
で
甫
結
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
じ
思
考
は
、
次
の
よ
う
に
よ
く
言
及

さ
れ
る
。

「
愛
国
、
忠
男
、
共
は
別
が
説
く
に
任
す
。
鳳
わ
く
ば
陛
下
の
赤
子
を
し
て

餓
ゑ
し
む
る
勿
れ
。
」
　
（
「
自
然
と
人
生
」
明
3
3
・
8
）

そ
し
て
、
こ
の
思
考
法
は
、
後
者
で
も
い
え
る
。
世
界
平
和
理
念
を
核
に
す

れ
ば
、
他
の
醜
俗
は
、
思
う
さ
ま
に
切
り
す
て
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
い
き
な
り
日
子
日
女
の
思
想
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。

い
わ
ば
、
一
気
に
そ
の
頂
点
ま
で
そ
の
思
弁
は
走
り
き
っ
て
し
ま
う
、
そ
の

中
間
理
念
を
切
り
す
て
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
問
の
も
の
を
埋
め
る
作
業
を
彼
が
行
な
っ
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
未
完
に
お
わ
っ
た
「
黒
溜
」
の
中
の
、
煩
悶
す
る
壮
士
死
三
郎

は
、
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
問
い
つ
め
て
い
く
と
、
こ
の
構
想

は
、
実
は
兄
蘇
峰
に
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
故
も
あ
っ
て
か
、
六

巻
を
想
牢
さ
れ
て
い
た
そ
れ
は
、
這
初
の
一
巻
と
、
第
二
巻
の
前
半
少
し
で
杜

絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
彼
に
お
け
る
唯
一
の
思
想
小
説
と
な
ろ
う

と
し
た
こ
れ
も
、
そ
こ
で
中
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
ら
に
、
琶
花
の
思
考
法
の
一
つ
の
特
色
が
あ
る
。
頂
点
に
一
気
に
の
ぼ

り
、
そ
の
論
班
の
欠
落
を
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
流
解
釈
に
よ
り
補
お
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
、
こ
の
思
考
の
例
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。

さ「
酷
め
よ
、
日
本
。
眼
を
聞
け
、
日
本
。
皇
天
の
欝
に
期
待
し
玉
ふ
所
は
、

倍
々
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
夢
の
如
く
、
水
の
泡
の
如
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
大

義
を
四
海
に
布
く
ほ
爾
の
使
命
也
。
平
和
の
光
を
日
の
如
く
輝
や
か
す
は
爾
の
一

任
也
。
関
の
武
力
を
悼
ま
ず
し
て
雨
の
神
を
悼
め
。
（
中
略
）
柑
父
な
る
神
の
　
1
4

前
に
披
い
て
、
平
伏
し
て
、
其
指
導
を
仰
が
ざ
る
可
か
ら
ず
。
日
本
間
民
、
－

悔
改
め
よ
。
」
　
（
「
勝
利
の
悲
哀
」
明
3
9
・
1
2
）

柁
川
　
萩
原
延
寿
『
馬
場
長
緒
』
中
央
公
論
社
昭
4
2
・
1
2
な
ど
参
照

用
一
例
を
あ
げ
る
。

「
此
れ
か
ら
は
地
方
有
志
家
の
巨
魁
と
し
て
、
卒
先
し
て
殖
産
興
業
の
事

に
従
は
う
と
云
ふ
の
で
、
も
七
或
雅
人
が
住
ん
で
居
た
此
丘
陵
の
地
面
家
作

を
H
ひ
取
っ
て
蚕
室
を
立
て
、
生
小
川
を
作
り
、
豚
小
屋
を
相
へ
、
鶏
作
を

し
っ
ら
ひ
、
ま
た
彩
し
く
果
梢
を
栽
え
茶
や
桑
を
仕
立
て
、
西
洋
読
薬
類
を

作
っ
て
、
文
明
的
班
邦
家
の
先
導
せ
以
て
自
ら
任
じ
て
居
る
の
で
あ
る
。
」

（
「
忠
出
の
記
」
明
3
4
・
5
）

聞
　
「
そ
こ
か
ら
思
想
を
汲
ま
う
と
い
ふ
も
の
は
必
ず
失
望
す
る
。
内
心
の



秘
密
を
抹
ら
う
と
し
て
も
克
な
き
こ
と
で
あ
る
。
書
簡
集
の
髭
花
は
全
く
常

識
極
ま
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
人
田
が
常
識
で
、
正
直
で
言
葉
の
嘘

が
．
ム
ヘ
な
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
出
来
る
。
」
　
（
悟
大
皿
三
「
穂
告
腱

次
郎
」
昭
2
1
・
1
）

聞
　
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
。

「
と
に
か
く
普
－
通
の
演
説
で
は
な
か
っ
た
。
態
度
は
真
剣
だ
し
、
諭
旨
は

深
刻
だ
し
、
み
ん
な
か
た
く
な
っ
て
、
息
を
つ
め
て
聞
い
て
い
た
。
会
場
の

空
気
は
、
妬
比
に
緊
張
し
て
、
拍
手
を
す
る
も
の
も
な
け
れ
ば
、
呟
払
い
を

す
る
者
も
は
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
し
ザ
か
な
太
古
の
湖
水
に
醗
花
の
声
だ

け
が
ひ
び
い
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
最
後
に
『
人
格
の
修
養
で

あ
る
』
と
む
す
ん
で
壇
を
お
り
た
が
、
一
生
腔
に
二
度
と
聞
く
こ
と
の
で
き

な
い
大
講
演
で
あ
っ
た
。
」
　
（
「
河
上
丈
太
郎
談
、
『
明
治
文
学
全
集
聖

徳
H
麗
花
集
』
解
題
よ
り
）

糾
　
「
五
十
一
歳
の
私
徳
冒
健
次
郎
と
、
四
十
五
歳
の
妻
あ
い
と
、
婿
後
廿

五
年
、
新
し
く
も
な
い
夫
妻
が
、
卒
然
と
し
て
ア
ダ
ム
、
イ
ヴ
の
白
党
に
恨

ざ
め
た
の
は
、
尖
に
此
紀
元
節
の
天
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
　
（
「
日
本

か
ら
日
本
へ
」
）

ノ
　
「
私
は
日
本
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
の
血
は
先
づ
東
洋
の
l
為
に
動
く
。
然

し
私
は
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
西
洋
人
の
腹
に
も
、
私
は
入
り
得
る
。

U
す
こ
　
　
　
り
す
の

日
輪
は
逗
ね
く
照
ら
す
。
目
の
子
、
日
の
女
、
は
一
切
衆
生
の
父
た
り
け

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
　
（
「
円
木
か
ら
H
木
へ
」
）

佃
　
「
離
花
が
『
所
瑚
己
七
ヶ
条
を
あ
る
相
の
描
動
家
の
や
う
に
ど
こ
ま
で

も
持
っ
て
犯
は
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
『
口
本
か
ら
日
本
へ
』
の
前
半
聖
地

の
旅
と
、
牧
羊
ヨ
‥
ロ
ッ
パ
巡
り
と
が
、
異
様
な
対
日
…
を
示
し
て
る
る
。
こ

の
こ
と
り
不
E
ご
誓
㌍
接
着
に
も
批
評
家
に
も
、
あ
ま
り
気
づ
か
れ
ず
に
を
は

っ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
そ
こ
に
興
味
あ
る
か
れ
の
思
想
の
変
化
が
潜
む
や
う

に
忠
は
れ
る
。
」
　
（
前
田
河
広
一
郎
『
藍
花
の
芸
術
』
昭
1
8
・
1
1
）

川
　
「
私
は
日
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
今
日
は
ー
巴
u
年
の
十
一
月
十
一
日
で
あ

る
。
十
一
月
十
一
ロ
ー
恰
も
世
界
大
戦
の
休
載
一
周
年
の
其
日
に
、
私
共
が

英
士
＝
利
に
上
陸
す
る
の
は
正
に
共
時
を
得
て
居
る
。
」
　
（
「
日
本
か
ら
日
本

へ
」
）「

両
足
の
な
い
人
に
妻
が
三
片
を
与
へ
た
。
而
し
て
急
い
で
来
る
拍
子

バ
ヅ
ク

に
、
妻
の
B
a
g
の
口
が
開
い
て
、
懐
中
鏡
が
落
ち
て
二
つ
に
破
れ
た
。
結

担
前
に
彼
女
が
…
l
l
つ
た
小
さ
な
四
角
い
鏡
。
縁
者
を
担
げ
ば
、
破
鏡
は
離

折
を
意
味
す
る
。
新
し
い
縁
石
を
祝
へ
ば
、
何
も
か
も
新
し
く
な
る
時
節

だ
。
」
　
（
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
）

ジ
ユ
ネ
ー
ヴ

「
新
聞
を
見
る
と
己
見
G
e
n
㌢
2
問
の
汽
車
事
故
で
大
分
死
傷
が
あ
っ
一

ふ
ら
ん

た
。
千
法
の
罰
金
を
払
ふ
前
夜
私
共
が
通
っ
た
あ
の
紹
路
だ
。
時
処
の
隔
て
　
1
5

こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
も
ナ
ポ
リ
の
天
井
で
あ
っ
た
。
」
（
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
）
－

㈱
　
「
十
字
架
は
最
卑
沢
山
だ
。
何
故
基
背
教
従
は
十
字
架
に
ば
か
り
紅
り

っ
く
の
で
あ
ら
う
？
　
何
故
血
だ
ら
け
の
耶
猫
ば
か
り
仰
い
で
、
復
活
の
栄

光
輝
く
清
正
恐
地
の
基
再
を
仰
が
な
い
の
で
あ
ら
う
7
　
人
期
の
新
紀
元

は
、
十
字
架
の
高
調
を
以
て
始
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
私
は
も
う
！
1
決
し

て
十
字
架
に
末
舘
は
残
す
ま
い
。
」
　
（
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
）

㈲
　
今
少
し
例
を
引
い
て
み
る
。

「
私
が
云
は
ず
に
、
誰
が
私
の
日
ふ
串
を
云
は
う
？
　
山
の
上
の
エ
ル
サ

レ
ム
は
、
声
を
出
す
に
好
い
場
所
で
あ
る
。
　
復
活
節
は
好
い
季
節
で
あ

る
。
　
私
は
言
ふ
。
　
私
は
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

其
為
に
こ
そ
来
た
の
だ
。
」
　
（
「
H
木
か
ら
日
本
へ
」
）

「
食
料
は
乏
し
、
石
炭
は
乏
し
、
来
る
冬
を
伯
林
三
百
苺
、
独
逸
七
千
芭



の
彗
㌶
は
如
何
し
て
過
す
で
ム
ら
う
？
　
そ
れ
を
思
ふ
と
私
共
は
見
捨
て
1

ひ
し

中
々
去
り
か
ね
る
。
二
人
の
l
兢
に
此
罰
せ
ら
れ
る
現
の
独
逸
有
害
と
か
き
抱

き
た
い
。
」
　
（
「
口
本
か
ら
円
本
へ
」
）

四
、

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
思
考
の
藻
を
た
ず
ね
て
い
て
、
ふ
と
患
い
あ
た
る
一

点
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
被
の
思
考
の
中
心
論
理
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
髭
花
が
、
描
井
小
柄
を
語
る
と
き
、
く
り
返
し
て
使
用
す
る
評
語

で
あ
る
。
次
に
す
こ
し
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
抑
も
翁
が
点
描
の
藩
の
百
三
十
石
．
の
．
貧
士
の
家
に
生
れ
て
、
世
昇
的
眼
光

を
有
す
る
哲
人
と
な
り
、
」
　
（
「
青
山
白
雲
」
明
3
1
・
3
）

「
米
人
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
推
称
し
、
自
分
を
使
っ
て
く
れ
る
者
が
あ
っ
た

ら
、
太
平
洋
を
渡
っ
て
米
国
に
説
き
、
日
米
提
携
し
て
四
海
の
兵
式
を
止
む
る

の
だ
、
と
酒
の
席
に
も
本
音
を
吐
い
た
。
」
　
（
「
太
平
洋
を
中
に
し
て
」
　
大

1
3
・
8
）

「
小
楠
は
維
新
前
山
幕
府
の
未
の
乱
れ
て
居
る
際
に
、
世
界
の
平
和
と
い
ふ

こ
と
を
考
へ
て
居
た
。
」
　
（
「
私
の
ス
テ
ッ
キ
」
）

「
よ
ろ
づ
窮
屈
な
徳
川
時
代
に
早
く
も
世
界
の
平
和
を
真
面
目
に
考
へ
た
程

ず
ば
ぬ
け
た
元
の
兢
井
小
柄
が
、
（
下
略
）
」
　
（
「
竹
騎
昭
子
」
大
1
2
・
4
）

「
説
く
処
は
『
天
』
で
し
た
。
『
自
然
』
で
し
た
。
其
結
論
は
開
国
で
す
、

国
際
の
墾
交
で
す
、
棋
界
の
平
和
で
す
。
」
　
（
「
竹
崎
凧
子
」
）

必
ず
、
そ
の
小
用
論
の
基
底
に
は
、
世
界
平
和
論
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
注
目
し
て
よ
い
事
実
に
思
わ
れ
る
。

班
花
の
眼
に
う
つ
っ
た
、
一
族
、
郷
党
の
師
横
井
小
柄
の
中
心
思
想
は
そ
一
こ

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
柄
の
間
同
論
も
、
経
世
論
も
、
墾
空
洞
も
、
す
べ

て
そ
こ
に
統
括
す
る
よ
う
に
醗
花
は
思
っ
て
い
る
か
の
成
心
が
お
る
。
も
っ
と

も
、
兄
蘇
峰
も
そ
の
点
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
茄
峰
は
よ

り
小
楠
の
発
想
の
方
法
に
近
い
。
む
し
ろ
、
小
楠
の
自
在
な
発
憩
が
彼
の
小
楠

橡
に
は
多
く
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
、
民
友
社
は
「
横
井
小
柄
文
」
と
銘
う
っ

て
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
と
り
入
れ
た
小
冊
子
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
問
題

に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
学
校
問
題
」
や
修
身
的
な
も
の
が
多
く
、
平
和
思
想

は
さ
ほ
ど
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
小
柄
遺
稿
』
　
（
昭
1
7
・
7
）
　
の
序

川

で
蘇
峰
が
問
題
に
す
る
の
も
「
臨
機
応
変
」
と
い
う
発
想
法
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
択
花
の
小
柄
橡
を
今
す
こ
し
追
っ
て
み
る
と
、
『
花
の
小
柏

に
初
め
て
ふ
れ
る
の
は
、
明
治
二
十
年
、
『
同
志
社
文
学
雑
誌
』
に
発
表
し
た

「
孤
墳
之
夕
」
と
題
す
る
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
己
花
自
身
と
し
て
も
処
女
作

に
近
い
一
文
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
こ
で
、
小
柄
に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
高
く

評
価
す
る
。

「
（
前
略
）
此
時
に
当
り
先
生
に
あ
ら
ず
ん
ば
誰
か
天
空
梅
潤
の
大
識
見
を

以
て
鎖
国
の
到
底
行
は
る
可
か
ら
ざ
る
を
窮
破
し
那
言
的
集
の
中
に
立
て
独
り

開
港
の
論
を
発
す
る
者
あ
ら
ん
や
。
」
　
（
「
孤
墳
之
夕
」
明
2
0
・
5
）

少
し
、
無
理
な
呼
応
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
年
譜
的
事
実
と
照
応
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
小
柄
憧
憶
の
文
が
描
か
れ
た
、
そ
の
両
前
、
明
治
十
八
年
か
ら
十
九

年
の
前
半
、
彼
は
、
四
国
今
治
の
措
井
時
雄
の
所
へ
寄
寓
し
て
、
伝
道
と
英
語

教
師
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
有
名
な
「
黒
い
眼
と
茶
色
の
目
」
の
中
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
、
こ
の
従
兄
描
非
時
雄
を
、
や
や
平
凡
に
す
ぎ
る
と
し

て
、
後
に
は
物
た
り
な
さ
を
覚
え
二
猪
に
い
た
友
人
を
同
志
社
へ
奔
ら
÷
た
り

し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
今
治
へ
来
た
当
座
は
、
や
は
り
、
こ
の
盛
大
に
な
ら

ん
と
す
る
教
会
の
若
き
指
導
者
潰
井
時
雄
に
近
づ
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
察

で
き
る
。
当
時
の
こ
の
教
会
の
さ
ま
を
、
長
野
浪
山
氏
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
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い
る
。「

今
治
は
非
l
誉
衷
の
伝
導
文
中
有
名
な
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
横
井
小
柄
の

患
横
井
時
雄
氏
が
最
初
に
開
拓
し
た
伝
道
地
で
あ
る
。
私
は
幼
少
の
時
、
彼
等

の
熱
烈
な
る
伝
道
振
り
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
て
、
感
心
し
て
居
た
こ
と
を

覚
え
て
居
る
。
殊
に
、
横
井
時
雄
氏
の
洋
風
ま
が
ひ
の
清
楚
な
住
宅
と
同
氏
の

気
品
高
い
洒
酒
た
る
風
姿
は
、
幼
い
私
の
心
に
も
深
い
尊
敬
の
念
を
柚
ゑ
つ
け

た
。
」
　
（
「
今
治
時
代
の
芭
花
氏
」
大
1
2
・
8
）

こ
こ
で
、
、
少
し
、
そ
の
時
雄
自
身
の
論
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
父
小
柄
ほ
ど

の
位
相
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
か
な
り
数
奇
な
生
涯
を
彼
は
送
っ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
の
発
想
法
を
み
る
と
、
こ
れ
も
か
な
り
簡
潔
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
、
世
…
井
論
の
揖
山
の
仕
方
も
そ
れ
に
近
い
。

「
即
ち
吾
人
日
本
人
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
東
洋
諸
邦
の
先
導
者
と
な
り
教
師
と

な
る
に
あ
り
。
日
本
は
植
物
試
験
場
な
り
。
此
邦
に
於
て
西
洋
の
宗
教
文
物
を

試
験
し
、
後
に
移
し
て
以
て
六
億
万
の
東
洋
諸
国
民
に
分
た
ぎ
る
可
か
ら
ず
。

（略）
請
ふ
試
み
に
被
が
最
良
の
忠
恕
を
取
り
企
図
を
取
り
精
神
を
取
り
以
て
我
回

生
を
養
こ
と
今
後
百
年
及
ぶ
と
仮
定
せ
よ
。
百
年
豆
人
生
の
三
代
な
り
。
岩
に

百
年
の
後
欧
米
の
未
た
腎
て
達
し
能
は
ざ
る
処
の
文
化
の
程
皮
に
達
し
、
独
り

東
洋
諸
邦
の
教
師
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
欧
米
の
教
師
と
な
る
こ
と
あ
ら
′
ル

も
計
る
ぺ
け
ん
や
。
」
　
（
「
日
本
今
後
の
国
是
」
明
2
1
・
7
）

ま
た
、
次
の
よ
う
な
女
性
解
放
論
な
ど
も
そ
の
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。「

私
は
一
日
も
早
く
進
ん
で
男
子
を
説
諭
す
る
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

恩
ひ
ま
す
而
し
て
其
の
前
に
そ
れ
が
出
来
る
様
に
は
姉
妹
方
の
実
力
を
養
な
ふ

こ
と
即
は
ち
学
閥
を
励
む
こ
と
宗
教
を
揺
す
る
こ
と
及
よ
ひ
実
用
に
諌
達
す
る

み
つ

こ
と
の
三
者
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
私
は
考
へ
ま
す
。
」
　
（
「
口
木
現

今
之
婦
人
」
明
2
1
・
6
）

彼
に
も
、
時
代
、
状
況
の
今
一
つ
の
追
求
の
眼
が
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
え

に
、
修
身
的
な
も
の
に
帰
一
し
て
い
く
。

と
こ
で
、
彼
の
宗
教
上
の
態
度
も
一
寸
ふ
れ
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な

プ
恕

「
余
日
く
余
は
基
督
教
の
伝
道
者
な
り
是
迄
福
音
主
壷
正
統
派
と
称
せ
ら
る

神
学
の
中
に
育
ち
今
も
尚
は
此
主
義
の
大
要
を
ば
是
認
す
る
処
の
も
の
な
り
然

れ
と
も
（
中
略
）
我
亦
旧
来
の
神
学
説
を
以
て
満
足
す
る
′
こ
と
能
は
す
希
は
く

其
根
本
に
湖
り
悉
く
考
究
し
新
た
に
余
自
ら
の
神
学
を
組
織
せ
ん
と
す
」
（
「
ロ

ベ
ル
ト
・
ヱ
ル
ス
ミ
ー
ル
の
著
者
ワ
ー
ド
大
人
」
明
2
3
・
4
）

経
絡
家
の
二
人
の
従
弟
ほ
ど
の
華
麗
さ
は
な
い
が
、
．
し
か
し
、
そ
の
発
相
送

に
は
か
な
り
類
似
し
た
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
も
、
短
㌫
忠
恕
を
み

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
初
期
の
彼
は
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰

と
情
熱
と
で
捕
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
治
教
会
の
成
功
か
ら
も
察
知
で
き
よ

・つ。
後
の
、
「
黒
い
眼
と
茶
色
の
冒
」
の
¶
件
で
は
、
損
花
の
完
全
な
敵
役
に
ま

わ
る
時
雄
で
あ
る
が
、
そ
の
発
憩
法
は
、
宗
教
的
な
も
の
も
合
め
て
、
多
感
な

少
年
期
の
芭
花
に
か
な
り
の
か
げ
り
を
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
試
み
に
、
少
し
芭
花
の
時
雄
に
ふ
れ
た
所
を
引
用
し
て
お
く
。

「
間
も
な
く
洋
学
校
隼
徒
閏
に
蛮
習
蓑
信
仰
の
訴
あ
り
。
遺
書
大
い
に
起

る
。
時
雄
氏
ま
た
主
な
る
信
徒
の
一
人
。
小
梢
先
学
の
持
出
H
と
し
て
四
方
の
注

目
す
る
所
、
攻
撃
最
も
倒
し
。
つ
せ
子
此
際
の
苦
心
、
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の

あ
り
き
。
（
中
略
）
橋
に
一
通
の
書
箔
を
認
め
、
懐
剣
を
帯
の
問
に
蔵
し
、
時

雄
氏
を
膝
下
に
呼
ん
で
信
教
の
理
由
キ
詰
問
す
。
時
雄
氏
具
に
奉
敦
の
由
来
を
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説
く
。
つ
せ
子
大
い
に
動
き
、
是
れ
よ
り
ま
た
甚
だ
迫
ら
ざ
り
き
。
」
（
「
青

山
白
雲
」
明
3
1
・
3
）

「
父
の
血
を
受
け
父
の
尊
敬
を
見
馴
れ
た
敬
二
に
は
、
学
問
修
兼
の
上
か
ら

わ
l
し
と
し

も
処
生
上
の
地
位
か
ら
も
別
世
界
に
住
ん
で
㍍
る
様
な
、
己
よ
り
年
齢
の
十
取

り
も
多
い
又
雄
さ
ん
を
、
た
ゞ
の
従
兄
と
は
思
ひ
得
な
か
っ
た
。
」
（
「
用
一
一
い

眼
と
茶
色
の
目
」
大
3
・
1
2
）

「
私
は
こ
の
時
雄
さ
ん
に
は
大
変
世
話
に
克
っ
た
従
兄
で
は
あ
る
が
或
時
は

兄
の
如
く
戎
時
は
師
の
如
く
思
ふ
て
居
・
に
。
従
兄
で
は
あ
る
が
私
は
棉
井
さ
ん

の
門
人
の
桜
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
。
も
一
つ
妙
な
こ
と
は
明
治
十
八
年
に
三

年
坂
の
日
本
メ
ソ
ヂ
ス
ト
教
会
で
洗
礼
を
受
け
る
時
、
偶
々
来
熊
し
た
時
雄
さ

ん
が
立
ち
合
っ
て
呉
れ
た
事
で
あ
る
。
」
（
大
江
高
等
女
学
校
に
於
る
講
潰
、

大
1
1
・
2
）

「
今
神
戸
の
須
融
に
左
手
不
随
で
病
臥
し
て
居
ら
れ
る
横
井
時
雄
と
云
ふ
人

が
あ
り
ま
す
、
是
は
私
の
従
兄
に
当
り
ま
す
、
又
私
の
先
生
見
た
様
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。
」
（
村
井
先
生
＝
第
一
外
囲
語
学
校
に
於
る
汰
説
＝
大
1
3
・
8
）

醗
花
は
ま
た
、
「
思
出
の
記
」
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
柘
端
に
熱
心
な
伝

道
師
と
し
て
今
治
の
時
代
を
す
ご
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
降
、
同
志
社
へ
進

学
し
て
か
ら
の
彼
は
、
ひ
と
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
は
遠
く
は
な
れ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
が
再
び
キ
リ
ス
ト
教
へ
直
情
的
に
帰
っ
て
く
る
の
は
、

先
に
示
し
た
、
日
子
H
女
に
か
ら
ま
る
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
問
題
と
か
、
十
字
架

否
定
論
議
な
ど
に
か
ら
ま
っ
て
の
所
で
あ
る
。
こ
の
十
字
架
否
定
論
は
、
当
時

流
行
し
た
自
由
神
学
、
い
わ
ゆ
る
新
神
学
の
影
響
下
に
あ
る
。
そ
し
て
、
杭
井

時
雄
は
、
前
述
の
宗
教
の
と
こ
ろ
で
隙
間
み
た
よ
う
に
、
そ
の
新
神
学
の
先
駆

者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
の
だ
。、

こ
の
あ
た
り
に
、
か
な
り
時
虹
か
ら
罠
花
へ
と
い
う
思
考
の
伝
承
が
あ
る
．
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
L
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
つ
け
加
え
れ

ば
、
「
思
出
の
記
」
の
中
で
、
母
が
息
子
に
懐
剣
を
つ
き
つ
け
て
い
さ
め
る
有

名
な
シ
ー
ン
と
似
た
も
の
が
、
時
雄
母
子
に
あ
っ
た
こ
と
も
前
山
の
と
う
り
で

あ
る
。な

お
、
小
柄
、
醗
花
の
呼
応
を
今
一
例
引
い
て
お
こ
う
。

づ
一
・

「
私
は
ま
た
父
の
師
杭
井
小
楠
を
私
の
蛙
か
ら
見
下
る
事
が
出
来
る
。
彼
は

維
新
の
昔
己
に
四
海
の
兵
式
を
や
む
る
事
を
考
へ
た
。
私
の
父
は
愛
と
誠
を
以

て
師
に
仕
へ
た
が
、
英
小
．
兢
活
気
の
師
は
父
を
愚
直
一
遍
の
者
に
忠
ふ
た
。
彼
は

其
自
慢
の
弟
子
で
も
愛
弟
子
で
も
な
か
っ
た
弟
子
の
其
子
供
の
中
で
も
一
番
の

盾
と
窮
ら
れ
た
末
子
が
、
被
の
頭
に
閃
め
い
た
Ⅱ
憩
を
世
界
的
に
押
立
て
る
を

夢
に
も
忠
は
な
か
っ
た
の
だ
。
」
　
（
「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
）

注
目
　
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
予
は
、
（
中
略
）
着
く
は
措
井
小
柄
の
軽
罪
平
和
忠
思
や
、
そ
れ
等
の

も
の
に
休
っ
て
、
予
一
個
の
見
識
を
打
ち
建
て
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」

（
『
琵
蜂
自
伝
』
昭
1
0
・
9
）

「
予
が
小
柄
よ
り
受
け
た
る
感
化
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
第
一
に
対
世
界
親

で
あ
る
。
小
楯
は
封
建
割
拠
の
、
恰
も
人
間
が
目
白
や
カ
ナ
リ
ヤ
の
箱
の
中

に
生
活
し
て
ゐ
る
が
如
き
時
代
に
お
い
て
、
『
何
ぞ
打
田
に
止
ま
ら
ん
、
何

ぞ
強
兵
に
止
ま
ら
ん
、
大
義
を
四
海
に
布
か
ん
の
み
』
と
言
っ
た
。
被
は
実

に
当
時
に
於
て
世
界
を
狭
L
と
す
る
大
規
模
、
大
見
識
が
あ
っ
た
の
だ
。
」

（
『
蘇
翁
感
銘
録
』
昭
1
9
・
1
1
）

は
　
「
先
生
は
口
取
も
薫
き
意
味
に
於
い
て
の
臨
按
応
変
者
で
あ
る
。
」
（
F
．
小

柄
遺
稿
』
序
、
昭
1
7
・
6
）

糾
　
時
館
に
つ
い
て
は
辻
悟
三
郎
氏
の
詳
説
が
う
り
。
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『
近
代
文
学
者
と
キ
リ
ス
ト
致
忠
恕
』
昭
4
4
・
6
、
桜
璃
社
。

同
　
所
神
学
に
つ
い
て
解
説
を
引
く
。

「
宣
教
2
0
年
も
経
る
と
、
教
職
・
信
徒
の
巾
に
従
来
の
信
仰
内
容
へ
の
反

省
が
起
き
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
　
ド
イ
ツ
か
ら
曲
目
及
福
音
教
会

の
宣
教
師
シ
ュ
ピ
ン
ナ
1
が
来
日
し
、
（
明
1
8
）
、
続
い
て
ア
メ
リ
カ
か
ら

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
宣
教
師
ナ
ッ
プ
（
A
r
t
h
u
r
 
k
n
a
p
p
）
が
来
日
（
明
2
2
）
お

の
お
の
機
関
紙
を
出
し
て
活
動
し
た
。
彼
ら
は
、
知
識
人
の
た
め
の
キ
リ
ス

ト
教
を
主
張
し
、
人
間
中
心
的
・
合
理
主
義
的
立
場
に
立
ち
、
十
字
架
の
隠

罪
性
を
批
判
し
た
。
」
　
（
『
キ
リ
ス
ト
教
大
辞
典
』
教
文
館
）

五
、

と
こ
ろ
で
、
小
柄
の
「
世
界
平
和
忠
恕
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
へ
も
少
し
ふ
れ
て
お
・
き
た
い
。
「
夷
虜
応
接
大
意
」
の
巾

で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
ま
た
、
「
海
外
の
形
勢
を
説
き
併
せ
て
防
国
を

論
ず
」
の
巾
に
も
、
き
わ
め
て
自
由
関
連
な
向
日
的
な
外
交
方
法
を
提
示
し
て

い
る
。「

夫
天
地
有
生
の
仁
心
を
宗
と
す
る
同
は
我
も
又
‖
疋
を
い
れ
不
信
不
義
の
田

は
天
地
神
明
と
共
に
目
元
を
戚
罰
す
る
の
大
壷
を
海
外
茂
国
に
示
し
内
天
下
の
士

気
を
振
起
し
て
㌫
械
柏
艦
潮
を
以
全
く
情
る
に
至
り
て
は
萬
同
醜
虜
我
正
義
に

服
従
せ
さ
る
事
能
は
さ
る
も
の
何
の
緑
か
あ
る
へ
き
そ
や
」
　
（
「
夷
虜
応
接
大

意
」
嘉
永
6
）

「
方
今
五
大
洲
車
の
勢
英
に
帰
せ
さ
れ
は
則
魯
に
帰
す
英
魯
両
立
す
へ
か
ら

す
是
又
動
止
む
へ
か
ら
す
此
に
於
て
我
邦
一
視
同
仁
塑
ら
か
に
天
地
の
大
道
を

以
て
深
く
彼
等
の
私
を
説
破
し
萬
国
自
ら
安
全
の
道
を
示
す
へ
き
也
我
国
の
寓

同
に
冠
絶
し
て
永
く
帝
閏
の
尊
号
欠
る
こ
と
な
き
は
今
日
の
習
臼
誉
三
変
し
て

天
地
の
大
道
に
帰
せ
し
む
る
に
あ
り
」
　
（
「
海
外
の
形
労
を
説
号
併
せ
て
持
回

を
論
ず
」
年
代
未
詳
）

彼
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
作
っ
て
い
る
。

「
　
　
送
左
大
二
姪
洋
行

岩
壁
r
l
雲
L
l
恩
遇
優
一
家
掛
拉
総
忘
憂

好
将
生
死
付
蒼
海
　
棍
躍
m
飛
六
大
洲

同
　
前

開
票
舜
孔
子
之
道
　
志
西
洋
器
械
之
術

何
止
雷
同
　
何
止
強
兵
　
布
大
義
於
天
下
耳
」

（
「
小
柄
堂
詩
川
」
）

そ
れ
ら
を
み
る
と
、
ま
さ
し
く
、
萬
花
な
ど
の
い
う
よ
う
に
、
大
き
な
視
野

を
も
っ
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
め
冊
衰
平
和
論
は
、
直
一

接
に
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
元
甲
永
竿
の
『
小
柄
追
納
』
後
序
必
中
に
、
　
1
9

次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

「
天
地
大
道
。
玩
国
共
由
。
岩
容
有
鎖
P
之
理
。
吾
当
冊
我
向
。
明
王
道
以

交
前
回
。
苛
有
用
我
者
。
吾
当
奉
使
命
。
先
説
於
米
同
。
一
和
協
同
。
然
後
説

於
各
国
。
迂
止
四
海
戦
事
。
其
識
見
遥
出
於
也
論
外
。
」
　
（
『
小
柄
遺
稿
』
後

序
、
明
2
2
・
1
1
）

も
っ
と
U
、
こ
の
平
和
思
想
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
米
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
′

ン
の
請
を
開
き
、
そ
の
大
統
領
の
位
の
交
代
な
ど
が
、
彼
の
理
想
と
す
る
空
け

の
政
治
に
も
比
肩
し
う
る
と
惑
徹
し
た
ぷ
ど
ら
出
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
、
彼

の
話
の
聞
き
書
き
で
あ
る
次
例
な
ど
1
？
？
も
、
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

・
「
真
実
公
平
の
心
に
て
天
準
を
法
り
H
摂
割
拠
兄
を
抜
け
候
は
近
世
に
て
は
ア

メ
リ
カ
ワ
シ
ン
ト
ン
一
人
な
る
べ
し
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
こ
と
は
諸
雷
に
見
え
頼

通
国
を
賢
に
謀
り
宇
内
の
戦
功
を
負
笑
子
ど
の
三
m
条
の
同
日
空
せ
立
て
言
行
相



違
な
く
走
を
事
実
に
践
行
ひ
、
一
つ
も
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
無
レ
之
候
。
」
　
（
井

上
毅
『
沼
山
対
話
』
）

「
人
情
を
知
ら
ば
戦
争
も
停
む
可
き
遺
あ
る
べ
し
。
華
痛
切
一
人
は
此
処
に

見
識
あ
り
と
見
え
た
り
。
」
　
（
元
田
東
野
『
沼
山
間
話
』
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
木
村
窮
民
も
指
摘
さ
れ
て
い
か
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
小
柄
実
学
の
一
頂
点
が
あ
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

そ
の
構
想
は
、
当
時
、
東
洋
の
一
小
国
の
同
人
と
し
て
の
発
想
を
一
気
に
と
び

こ
え
て
い
る
。
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
予
言
的

色
彩
を
お
び
て
い
る
。
小
柿
実
学
の
特
色
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。

例
え
ば
、
そ
れ
は
、
ず
っ
と
後
、
第
二
次
大
戦
後
、
小
柄
の
研
究
者
山
崎
正

竃
氏
が
次
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
思
想
を
、
き
わ
め
て
興
奮
し
て
紹
介
し
て
い

一
る
こ
と
か
ら
も
い
え
よ
う
。

「
欧
州
大
戦
以
後
に
も
国
際
併
盟
と
か
、
世
界
軍
搾
会
議
と
か
、
或
は
不
戦

条
約
と
か
が
行
わ
れ
て
居
り
、
最
近
に
至
り
て
は
か
の
世
界
的
学
者
た
る
ア
イ

ン
ス
タ
イ
ン
は
、
戦
争
を
不
可
能
と
し
、
国
際
的
間
題
を
法
に
よ
っ
て
解
決
す

る
に
足
る
同
家
を
超
え
た
強
い
秩
序
の
創
設
即
ち
世
界
政
府
の
樹
立
を
強
調

し
、
米
田
は
も
と
よ
り
英
・
仏
そ
の
他
の
学
者
・
文
化
人
・
政
治
家
に
よ
っ
て

そ
の
具
体
化
が
促
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
小
楠
先
生
は
か
か
る
種
々
の

戦
争
防
止
、
平
和
工
作
の
意
見
を
、
す
で
に
今
か
ら
百
年
前
の
幕
末
内
外
多
事

の
際
に
、
し
か
も
鼓
も
国
際
情
勢
に
暗
い
鎖
国
日
本
の
小
天
地
に
於
て
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
一
つ
の
世
界
的
机
高
男
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
」
　
（
山
崎
正
萬
述
『
横
井
小
柄
先
生
を
偲
び
て
』
昭
2
4
・
4
）

そ
し
て
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
H
恋
を
、
愚
痴
め
い
て
、
正
花
に
つ
い
て
、
そ

の
夫
人
愛
子
が
前
田
河
氏
に
も
ら
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

「
愛
子
夫
人
か
ら
、
こ
ん
な
手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
『
…
…
古
い
日
記
に

「
日
本
か
ら
日
本
へ
」
は
今
日
（
大
正
十
一
年
春
）
の
日
本
人
に
は
肝
せ
ら
れ

な
い
が
、
二
十
五
年
も
し
た
ら
花
が
咲
く
時
が
来
る
。
そ
し
て
又
し
ぼ
み
、
ま

た
閉
く
だ
ら
う
。
か
く
し
て
生
命
は
つ
づ
く
だ
ら
う
。
と
書
い
て
居
り
ま
す

が
、
本
年
が
正
に
二
十
五
年
。
わ
れ
か
ら
先
立
っ
て
軍
備
撤
廃
を
所
望
し
た
そ

の
忠
ひ
が
、
餃
儀
な
く
の
姿
で
実
現
さ
る
る
時
代
と
な
り
、
う
た
た
感
兢
無
瑞

で
、
も
う
一
度
あ
な
た
に
よ
ん
で
頂
き
た
い
も
の
と
思
っ
た
り
し
て
居
ま

す
。
』
」
　
（
前
田
河
広
一
郎
『
己
花
伝
』
改
訂
版
の
序
、
昭
”
∵
1
1
）

思
考
の
短
絡
が
、
そ
こ
で
共
通
の
反
応
を
み
せ
、
一
種
の
忠
恕
的
な
成
功
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
目
　
水
村
毅
、
日
本
歴
史
新
書
『
文
明
開
化
』
昭
2
9
・
1
1
・
至
文
堂
、
参
照

六
、

芭
花
の
兄
蘇
峰
は
、
「
時
流
随
皿
」
と
い
う
形
で
自
在
な
変
化
を
示
し
た
。

そ
の
変
化
を
、
変
節
と
し
て
人
々
に
よ
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
、
二
回
も
行
な

わ
れ
た
国
民
新
聞
社
の
焼
打
ち
事
件
だ
け
で
も
如
実
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
想
法
の
源
に
小
柄
の
「
臨
鵜
応
変
」
が
あ
っ
た
。
肪
海

舟
の
い
う
「
今
日
は
か
う
忠
ふ
け
れ
ど
も
」
の
理
論
で
あ
慰
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
し
て
の
感
覚
が
、
こ
の
小
楠
の
便
利
な
思
弁
法
を
た
や
す
く
自
己
の
内
へ

も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

弟
正
花
も
や
は
り
、
小
柄
の
影
皆
下
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
時
雄
と
い
う
ワ
ン

・
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
お
き
な
が
ら
も
、
む
っ
と
直
接
に
、
小
柄
の
思
考
の
内
崇
の
巾

に
入
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
被
は
、
小
机
の
、
こ
の
大
ま
か
な
直
感
思
考

を
好
ん
で
と
り
入
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
靖
惜
的
に
そ
の
世
界
平
和
忠
恕
が

種
の
車
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
彼
の
文
学
的
気
質
が
そ
つ
さ

せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
兄
蘇
峰
と
の
差
軍
も
生
じ
て
き
た
よ
う
で
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あ
る
。
同
じ
板
を
も
ち
、
派
生
し
た
系
統
樹
は
、
そ
こ
で
、
く
っ
き
り
と
枝
わ

か
れ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
正
妻
に
考
え
た
い
の
は
、
離
花
の
源
に
小
楠
の
世
界
平
和

忠
恕
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
簡
明

さ
を
許
す
論
理
の
直
戟
さ
に
あ
る
。
い
わ
ば
、
東
洋
の
一
小
国
の
名
も
な
い
思

患
家
が
、
一
気
に
ア
メ
リ
カ
の
大
統
徹
と
の
面
談
を
考
え
、
あ
る
い
は
、
世
界

．
の
平
和
を
め
ざ
す
よ
う
な
、
短
絡
忠
恕
に
あ
る
。
こ
の
思
考
な
ら
ば
、
正
花
夫

妻
が
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
や
日
子
と
日
女
に
な
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
素
朴
さ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
諷
刺
で
は
な
く
、
実
に
素
直
に

信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
狂
し
た
と
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
こ

で
は
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
の
短
絡
思
想
こ
そ
、
ま
さ
し
く
小
楠
実
学
の
落
し

子
な
の
で
あ
る
。

こ
の
短
絡
思
想
は
、
日
本
の
実
学
の
萬
故
思
考
と
し
て
、
蘇
峰
に
つ
な
が

り
、
明
治
・
大
正
の
日
本
揖
固
化
の
一
理
論
と
も
な
っ
た
。
勝
本
清
一
郎
氏
は

正
花
の
中
に
も
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
『
口
は
太
陽
系
の
中
心
に
あ
る
べ
き
だ
。
』
　
『
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
は

手
に
手
を
放
っ
て
天
の
浮
橋
に
立
つ
の
だ
』
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
観
念
と
邪
教
的

妄
想
と
が
習
合
し
て
い
る
。
最
早
危
牧
で
あ
る
。
」

「
正
花
は
こ
の
建
替
え
が
、
終
末
が
、
最
後
の
審
判
が
、
新
紀
元
か
す
で
に

お
の
れ
の
新
紀
元
第
一
年
に
実
現
し
た
も
の
と
妄
想
し
た
の
で
あ
る
。
大
本
教

よ
り
一
層
性
急
で
無
謀
で
あ
る
。
」
　
（
「
醗
花
と
キ
リ
ス
ト
教
」
　
昭
3
1
・
8

㌢
文
学
』
）

そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
は
、
山
帖
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
休
的
な
眼
や
千

言
的
な
要
素
も
も
っ
て
い
た
。
世
界
平
和
と
い
う
よ
う
に
、
一
気
に
、
そ
の
忠

琴
の
一
香
上
ま
で
走
り
あ
が
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
の
単
純
さ
の
故
に
思
想
の
両
異
に
お
い
て
有
効
性
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
重
戟
さ
の
故
に
、
思
考
の
全
容
を
包
摂
す
る
大
き
な
力
と
も

な
り
え
た
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
思
考
は
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
脆
弱
さ
も
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
論
理
の
中
間
項
切
り
す
て
の
方
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
忠
恕
を

許
容
し
た
か
ら
だ
。

思
想
の
展
開
の
方
法
と
し
て
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
、
日
本
近
代
文
学
史
や
、
近
代
思
想
史
に

お
け
る
、
蘇
峰
、
醗
花
の
意
味
と
い
え
よ
う
。

付
言
す
れ
ば
、
こ
の
思
考
の
態
度
そ
の
も
の
が
、
あ
の
、
小
柚
の
高
弟
由
利

公
正
に
よ
り
示
さ
れ
た
五
ヶ
条
の
誓
文
と
か
か
わ
り
、
ま
た
、
熊
本
で
つ
い
え

た
肥
後
の
純
銑
実
業
と
も
か
か
わ
り
、
明
治
以
降
、
近
代
化
を
行
な
う
日
本
の

発
想
の
一
つ
の
形
体
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。た

だ
、
こ
れ
で
も
っ
て
、
芭
花
の
文
学
の
全
容
が
解
け
る
も
の
で
は
決
し
て

な
い
の
で
、
や
は
り
、
こ
こ
で
も
、
単
に
、
蔚
花
の
蝉
純
忠
悪
形
体
の
一
況
流

に
小
柄
的
な
思
考
が
深
い
か
げ
り
を
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘

に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
唐
木
氏
な
ど
の
示
さ
れ
る
よ
う
廿
、
キ
リ

ス
ト
教
の
意
味
、
さ
ら
に
は
、
「
モ
ラ
ル
」
　
「
道
徳
」
家
と
し
て
の
だ
花
の
意

味
を
考
え
る
に
は
、
私
は
別
の
機
会
を
必
婁
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
近
代
文
学
史
や
思
想
史
の
上
か
ら
い
え
ば
、
白
樺
派
の
最
も
短
絡
的

な
人
類
中
心
思
考
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
武
者
小
路
実

篤
の
行
な
っ
た
「
新
し
き
村
」
や
有
島
武
郎
の
農
場
解
放
と
い
っ
た
ロ
バ
体
的
行

動
を
考
察
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
自
陣
の
方
が
離
花
よ
り
も
、
よ
り
一
侶

短
絡
し
て
、
人
類
の
平
和
、
向
上
に
つ
な
が
る
観
念
思
考
を
も
っ
て
い
た
。
こ

の
短
絡
に
く
ら
べ
れ
ば
、
「
美
的
百
姓
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
日
子
目
女
」

＼
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に
し
て
も
、
欝
花
の
方
が
よ
り
行
為
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
明
治
実

学
の
残
存
と
い
・
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
与
論
ず
る
に
は
、
す

で
に
紙
裾
は
つ
き
た
。

注
川
　
吉
本
棄
編
「
氷
川
清
請
」
明
3
0
・
1
1
参
照

佃
　
唐
木
腰
三
「
徳
富
俸
次
郎
」
昭
2
1
・
1
参
照

－
広
島
文
教
女
子
大
学
助
教
授
1

会

員

近

著

紹

介

「
芭
蕉
紀
行
総
索
引
上
」
票
票
稿

本
索
引
は
、
芭
薫
紀
行
文
の
う
ち
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
　
「
鹿
島
詣
」
　
「
佃
火

の
小
文
」
　
「
更
科
紀
行
」
の
四
作
品
を
収
録
し
、
前
半
部
の
本
文
肩
、
後
半
部

の
索
引
編
か
ら
な
る
。

本
文
は
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
が
、
習
得
貞
蹟
絵
巻
本
（
藤
田
木
）
を
底
本

と
し
、
以
下
「
鹿
島
詣
」
は
秋
瓜
刊
本
、
「
笈
の
小
文
」
は
、
乙
州
刊
本
、

「
更
科
紀
行
」
は
、
乙
州
刊
本
を
、
各
々
底
本
と
す
る
。
各
底
本
は
、
影
印
版

を
掲
載
し
、
さ
ら
に
、
名
作
［
H
日
の
代
表
的
諸
本
三
木
の
本
文
を
も
あ
わ
せ
て
収

録
し
て
い
る
。

索
引
帯
は
、
単
な
る
語
彙
の
所
在
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
文
例
を
掲
げ
る
な

ど
、
種
々
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
巻
末
に
は
、
付
録
帯
と
し
て
、
「
晶
識
別
一
覧
表
」
「
諸
本
系
統
図
」

「
諸
本
解
説
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
A
5
刊
。
三
一
五
㍍
。
昭
和
四
十
五
年
十
月
刊
。

二
、
八
〇
〇
円
。
明
治
書
院
。
）
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