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『
花
関
索
伝
』

グ〉

「花」

と

「
少
年
浪
子
」

JL 

間

祥

介

毛
宗
山
岡
本
『
三
国
志
演
義
』
第
八
十
回
に
突
然
登
場
し
、
諸
葛
孔
明
の
南
征
に
従
軍
す
る
こ
と
に
な
る
関
羽
の
三
男
関
索
の
こ
と
は
、
「
水

治
伝
』
梁
山
泊
天
国
正
星
の
ひ
と
り
病
関
索
楊
雄
や
『
東
京
夢
華
録
」
な
ど
宋
代
都
城
の
繁
盛
記
に
見
え
る
小
関
索
・
妻
関
索
な
ど
芸
人
の
揮

名
な
ど
と
結
び
つ
け
て
、

以
前
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
、

ま
た
孔
明
南
征
の
足
跡
の
残
る
西
南
部
に
関
索
嶺
・
関
索
嗣
な
ど
関
索
ゆ
か
り
の
場

所
や
古
跡
の
多
い
こ
と
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た

I
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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史
書
に
よ
れ
ば
、
関
索
の
子
は
関
平
と
関
興
の
二
人
だ
け
で
、
関
索
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
関
索
の
謎
に
わ
が
国
で
最
初
に
着
目
し
た
の
は
管
見
に
よ
れ
ば
小
川
環
樹
氏
で
、
氏
は
『
三
国
志
伝
』
系
の
テ
キ
ス
ト
に
関
索
の
出

自
を
物
語
っ
た
「
関
索
刑
州
認
父
」
が
付
加
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
ら
「
異
本
の
系
列
に
お
け
る
関
索
の
物
語
に
は
民
間
説
話
の
色
彩
が
濃
厚

で
、
叙
述
は
粗
雑
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
関
索
は
そ
の
説
話
が
発
生
し
た
当
初
か
ら
、

人
間
よ
り
も
む
し
ろ
神
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
貫
索
九
星
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た

E
。

一
方
、
中
国
で
は
七
十
年
代
に
は
い
り
明
成
化
年
間
刊
の
「
説
唱
詞
話
」
十
数
種
が
復
刻
刊
行
さ
れ
、
「
花
関
索
出
身
伝
（
前
集
）
」
・
「
花

関
索
認
父
伝
（
後
集
）
」
・
「
花
関
索
下
四
川
伝
（
続
集
）
」
・
「
花
関
索
反
雲
南
伝
（
別
集
）
」
の
四
篇
よ
り
な
る
「
花
関
索
伝
」
が
世
界
に
紹
介

さ
れ
た
。



こ
の
「
花
関
索
伝
」
に
よ
り
、
従
来
『
三
国
志
伝
」
系
の
諸
本
に
よ
り
一
部
知
ら
れ
て
い
た
花
関
索
物
語
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
り
、

土品

き

こ
れ
は
「
説
唱
文
学
の
最
古
の
版
本
に
属
す
る
貼
、

亡
侠
久
し
い
物
語
を
匙
ら
せ
た
貼
、

ま
た
元
明
の
文
献
に
見
ら
れ
る
『
詞
話
」

と
い
う
語
の
概
念
を
賓
物
を
も
っ
て
一
挙
に
明
確
化
し
た
黙
な
ど
に
お
い
て
、
白
話
文
学
の
研
究
史
上
、
中
国
哲
学
史
研
究
に
お
け
る
馬
王

堆
の
老
子
に
も
匹
敵
す
る
劃
期
的
な
発
見
（
？
」
で
あ
っ
た
。

尾
上
兼
英
氏
の
「
『
成
化
説
陪
詞
話
』
試
論
（
二
ー
！
『
花
関
索
伝
』
を
め
ぐ
っ
て
l

｜
｜
」
（
4

）は、

同
時
に
出
土
し
た
説
唱
詞
話
本
十
種

と
あ
わ
せ
て
、
「
花
関
索
伝
」
を
わ
が
国
で
は
じ
め
て
紹
介
し
た
も
の
で
、
「
関
羽
の
死
後
も
身
代
わ
り
と
し
て
子
息
を
活
躍
さ
せ
る
趣
向
か

ら
、
史
実
を
無
視
し
て
、
関
平
を
活
躍
さ
せ
る
と
と
も
に
、
関
索
を
登
場
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、

活
躍
の
場
も
諸
葛
亮
の
南
征
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
に
貴
州
・
雲
南
地
方
で
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
関
索
に
ま
つ
わ
る
史
蹟
が
、
あ
と
か
ら
作
ら
れ
た
可

能
性
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
「
ま
た
関
索
が
重
要
な
人
物
と
な
る
に
つ
れ
て
、

『
出
身
伝
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
認
父
伝
」
「
下
西
川
伝
」
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「
庇
雲
南
伝
」
と
、

誕
生
か
ら
死
に
到
る
一
貫
し
た
伝
記
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
水
詰
伝
』
中
に
〈
病
関
索
楊
雄
〉

の
名
が
見
え
る

と
こ
ろ
か
ら
、
関
索
伝
の
成
立
は
宋
末
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

古
屋
昭
広
氏
の
「
説
唱
詞
話
『
花
関
索
伝
」
と
明
代
の
方
言
」
（
5

）
は
、
「
『
花
関
索
伝
」
の
成
立
と
背
景
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
解
読

上
の
幾
つ
か
の
間
題
、
特
に
仮
借
字
に
見
ら
れ
る
音
韻
上
の
問
題
に
焦
黙
を
据
え
」
て
詳
細
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
、
「
そ
の
中
に
呉

語
的
な
仮
借
が
見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、

江
南
に
お
け
る
弾
詞
の
祖
型
に
あ
た
る
演
塞
が
旦
ハ
語
圏
の
人
の
手
に
よ
っ
て
寓
定
さ
れ
、
読
み
も
の

と
し
て
印
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
」
と
し
た
労
作
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
井
上
泰
山
・
大
木
康
・
金
文
京
・
氷
上
正
・
古
屋
昭
広
の
五
氏
に
よ
る
「
説
唱
詞
話
研
究
会
」
の
会
読
の
成
果
の
一
つ
と
い
わ

れ
る
が
、
氷
上
正
氏
ブ
花
関
索
伝
。
研
究
ノ

l
ト
」
（
6

－
・
金
文
京
氏
「
関
羽
の
息
子
と
孫
悟
空
」
（
7

）
も
こ
の
会
読
会
の
成
果
で
あ
る
と
い



フ
氷
上
氏
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
は
、
唐
以
来
の
関
索
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
紹
介
し
、
宋
代
に
語
ら
れ
て
い
た

『
水
器
伝
』

の
原
型
に
つ
い
て

触
れ
た
あ
と
、

『
水
詳
伝
』
中
の
英
雄
の
ひ
と
り
病
関
索
楊
雄
が
天
牢
星
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、

天
牢
星
が
す
な
わ
ち
貫
索

九
星
の
別
名
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
川
氏
の
関
索
と
貫
索
九
星
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
推
論
よ
り
一
歩
深
め
た
も
の

と
い
え
る
。
氷
上
氏
は
ま
た
、
楊
雄
が
見
事
な
刺
青
を
し
て
い
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
花
関
索
の
「
花
」
が

『
水
詳
伝
』

の
「
花
和
尚
魯
智

深
」
の
「
花
」
（
刺
青
）

に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
金
氏
が
指
摘
し
た
「
「
水
詳
伝
』

の
豪
傑
た
ち
と
択
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
」
花

関
索
像
を
裏
付
け
る
ひ
と
つ
の
観
点
を
提
起
し
た
。

金
氏
の
論
文
は
、
「
「
花
関
索
伝
」
の
中
に
み
え
る
神
話
的
説
話
的
要
素
を
、

剣
神
（
鉄
の
英
雄
）
、

小
童
、
水
神
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら

考
察
」
し
、
花
関
索
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
み
ら
れ
る
「
剣
神
l
小
童
！
水
神
』

の
複
合
信
仰
の
中
国
に
お
け
る
一
類
型
で
あ
っ
た
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か
と
想
像
さ
れ
る
」
と
し
て
、
「
そ
れ
が

『
三
国
士
山
』
と
い
う
歴
史
物
語
の
世
界
を
借
り
て
説
話
化
さ
れ
た
も
の
が
す
な
わ
ち
『
花
関
索
伝
』

で
あ
ろ
う
」
と
し
た
も
の
で
、
民
俗
学
・
神
話
学
的
観
点
か
ら
の
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
論
考
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
で
も
超
景
深
氏
の
「
談
明
成
化
刊
本
グ
説
唱
詞
話
。
」
（
『
文
物
』

一
九
二
七
年
第
一

一期）

で
「
花
関
索
伝
」
を
含
む
「
説
唱

詞
話
」
本
の
概
要
が
報
じ
ら
れ
て
以
来
、

い
く
つ
か
の
論
考
が
発
表
き
れ
た
五
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
は
、
「
花
関
索
伝
」
発
見
以
前
に
書
か
れ

た
周
紹
良
氏
の
「
関
索
考
」
が
花
関
索
を
含
む
関
索
関
係
の
資
料
と
し
て
便
利
で
あ
る
ほ
か
は
、
概
し
て
「
花
関
索
伝
」

の
紹
介
か

『
三
国

志
演
義
』

と
の
関
係
に
触
れ
た
も
の
で
、
前
記
の
わ
が
国
の
諸
氏
の
論
考
以
上
の
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
花
関
索
伝
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

ま
た
そ
れ
が
成
立
し
た
当
時
の
「
そ
の
読
者
も
し
く
は
聴
衆
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
金
氏
が

そ
の
論
考
の
最
後
で
述
べ
て
い
る
、
「
「
花
関
索
伝
』
は
、

そ
の
読
者
も
し
く
は
聴
衆
に
と
っ
て
千
年
近
く
も
昔
の
歴
史
で
あ
っ
た
『
三
国
志
』



の
世
界
を
そ
の
表
向
き
の
舞
台
と
し
な
が
ら
、

そ
の
実
そ
の
裏
に
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
よ
り
身
近
な
現
実
で
あ
っ
た

『
水
論
伝
」
的
盗
賊

の
世
界
、

そ
し
て
更
に
そ
の
裏
に
は
、
彼
ら
の
想
像
力
の
中
に
存
在
し
た
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、

は
る
か
遠
い
昔
の
神
話
へ
の
記
憶
の
残

影
を
揺
曳
し
た

「
西
遊
記
』
的
妖
怪
の
世
界
を
潜
ま
せ
る
と
い
う
重
層
的
構
造
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、

当
時
の
民
衆
が
歴
史
的
事
実
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
劉
備
は
山
賊
の
親
分
、
孔
明

は
魔
術
師
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
下
・
八
九
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
周
到
な
考
察
以
上
に
付
け
加
え
る
な
に
も
の
も
な
い
感
が
あ
る
。

『
三
国
志
演
義
』

の
原
型
が
北
宋
の
頃
に
で
き
て
い
た
こ
と
は
、

「
東
城
志
林
』
（
巻
六
）

に
「
王
彰
嘗
て
云
う
：
j
」
と
し
て
、

劉
備
を

善
玉
と
し
、

曹
操
を
悪
玉
と
す
る
「
古
話
」
を
子
供
相
手
に
物
語
る
講
釈
師
が
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
こ
ろ
、

三
国
分
争
の
説
話
を
影
絵
芝
居
と
し
た
芸
人
が
い
た
と
も
い
う
（
「
事
物
紀
原
』
）
。
し
か
し
「
説
三
分
」
は
長
編
で
あ
り
、

前
編
を
通
し
て
聞
く
の
は
そ
れ
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
花
関
索
の
物
語
は
『
水
詰
伝
』
の
英
雄
た
ち
の
銘
々
伝
の
よ
う
に
、
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比
較
的
短
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

瓦
舎
で
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
講
釈
の
「
話
本
」
が
「
花
関
索
伝
」

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
花
関
索
伝
」
が
関
索
中
心
の
『
三
国
志
』
物
語
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

一
万
刊
「
全
相
三
国
志
平
話
』
が
張
飛
中

Jし、
グ〉

『
三
国
志
」
物
語
に
な
っ
て
い
る
の
と
類
似
し
、
当
時
、

張
飛
を
主
人
公
と
す
る
説
話
が
花
関
索
説
話
と
並
行
し
「
説
三
分
」
の
外
伝

の
よ
う
な
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

金
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
花
関
索
伝
」

で
は
関
索
が
「
身
材
不
抵
拳
来
大
」
・
「
上
下
不
長
四
す
五
」
（
後
伝
）

と
い
っ
た
「
小
童
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
各
所
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
関
索
説
話
が
金
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
「
小
童
」
説
話
と
し
て
成
立
し

た
こ
と
か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
『
角
川
漢
和
中
辞
典
』
に
付
さ
れ
た
「
お
も
な
度
量
衡
の
単
位
の
時
代
別
変
選
表
」
に
よ
れ
ば
、
宋
・
元
の

一
尺
は
三

0
・
七
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
。

と
す
る
と
、
「
四
尺
五
す
」
は
二
二
八
・
四
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
だ
か
ら
、

た
し
か
に
小
男



で
あ
る
。
「
四
尺
五
す
」
の
小
男
と
い
う
と
、

わ
た
し
は
「
水
論
伝
』
の
英
雄
武
松
の
兄
武
大
を
思
い
出
す
。
同
腹
の
弟
武
松
が
「
身
長
八
尺
、

一
貌
堂
々
、
揮
身
上
下
、
有
千
百
斤
気
力
」
と
い
う
豪
傑
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

兄
の
武
大
の
ほ
う
は
「
身
不
満
五
尺
、
面
白
丑
部
、

頭
脳

可
笑
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、

土
地
の
者
か
ら
「
三
す
丁
穀
樹
皮
」
（
ち
ん
ち
く
り
ん
の
黒
あ
ば
た
）
（
9

）
と
揮
名
き
れ
て
い
た
と
い
う
。
「
四

尺
五
す
」
の
関
索
に
対
す
る
「
身
材
不
抵
拳
来
大
」
・
「
関
家
小
形
人
」
（
別
集
）
な
ど
と
い
う
罵
言
も
、

い
っ
て
み
れ
ば
武
大
の
「
三
寸
丁
穀

樹
皮
」

の
よ
う
な
も
の
で
、
聴
衆
は
花
関
索
に
つ
い
て
も
「
小
童
」
を
と
く
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
背
は
ち
と
低
い
が
武
勇
は
抜
群
の
好

漢
を
見
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

『
三
国
志
伝
』
で
「
身
長
七
尺
、

面
似
桃
花
」
（
第
百
五
回
）
と
な
る
花
関
索
は
、

こ
の
よ
う
な
聴
衆
の
見
方
が
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
花
関
索
を
「
他
父
（
関
羽
）
生
得
長
大
、
如
何
這
抜
児
窓
小
」
（
前
集
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
れ
な
い
。

ち
な

み
に

『
三
国
志
演
義
』

で
見
て
み
る
と
、
劉
備
七
尺
五
す
、
関
羽
九
尺
、

張
飛
八
寸
、

以
上
第
一
回
）
、
越
雲
八
尺
（
第
七
回

孔
明
八

-99 

尺
（
第
三
十
八
回
）
な
ど
と
あ
る
な
か
で
、
曹
操
ひ
と
り
七
尺
（
第
一
回
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
叩
）
彼
ら
の
身
長
に
つ
い
て
、
『
三
国
志
』
で
は

な
ん
ら
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
『
三
国
志
演
義
」
作
者
の
仮
託
だ
が
、
苗
日
操
が
背
の
低
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

旬
奴
の
使
者
を
引
見
し
た
と
き
、
「
白
以
形
随
、
不
足
雄
遠
国
」
と
、
山
佳
季
珪
を
身
代
わ
り
に
立
て
、

自
ら
は
太
万
持
ち
と
し
て
侍
立
し
た
と

ぃ
、
フ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

「
世
説
新
語
・
容
止
篇
』
に
あ
り
、

そ
の
「
注
」
に
「
武
王
姿
貌
短
小
」
と
あ
る
。
「
三
国
志
演
義
』

で
彼
の
身
長
を
七

尺
と
し
た
の
は

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
と
づ
く
も
の
だ
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
を
罵
る
言
葉
と
し
て
「
姿
貌
短
小
」
を
用
い
た
例
は

戸

i
h
E
o

犬
d
L

つ
ま
り
、
講
釈
の
世
界
で
は
「
身
長
七
尺
」
と
い
え
ば
、
並
み
よ
り
い
く
ら
か
背
が
低
い
と
い
う
だ
け
で
、
特
に
明
罵
の
対
照
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
花
関
索
は
「
花
関
索
伝
」

で
し
き
り
に
「
小
童
」
を
強
調
さ
れ
た
も
の
の
、
受
け
手
の
聴
衆
の
印
象
で
は
、

む
し
ろ
次
々

と
強
敵
を
破
っ
て
ゆ
く
好
漢
と
し
て
の
姿
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。



こ
う
し
て

四
尺
五
す
の
小
男
で
あ
る
は
ず
の
花
関
索
が

の
ち
に
は
巨
漢
関
羽
愛
用
の
「
三
停
刀
」
を
揮
っ
て
陸
遜
ひ
き
い
る
呉
の
大

軍
を
打
ち
破
る
よ
う
に
な
る
（
別
集
）
。

丘
街
山
は
斑
石
洞
の
花
岳
先
生
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
と
き
索
童
、
道
童
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た

花
関
索
が
、
母
親
胡
氏
を
と
も
な
っ
て
父
親
関
羽
の
も
と
へ
旅
立
つ
の
は
十
八
歳
の
と
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
彼
に
は
「
少
年
」
（
若
者
）

と
い
う
修
飾
語
が
つ
く
（
初
出
は
「
前
集
」
第
四
葉
A
）
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、

そ
の
容
貌
も
「
誰
家
子
弟
小
官
人
、
丹
鳳
眼
長
眉
又
黒
、

臆
紅
口
小
密
朱
辰
口
、
為
甚
郎
君
生
得
好
、

牒
脂
若
就
粉
庄
成
」
（
「
前
集
」
独
四
葉
B
）
と
形
容
さ
れ
る
。
水
際
立
っ
た
若
武
者
振
り
だ
。
彼

は
ま
ず
太
行
山
に
山
案
を
か
ま
え
た
十
二
人
の
頑
日
を
破
っ
て
配
下
（
弟
分
）

〉」

1
レ、

さ
ら
に
飽
三
娘
・
王
桃
・
王
悦
と
い
う
三
人
の
女
傑

を
破
っ
て
妻
（
押
案
夫
人
）
と
す
る
。
堂
々
た
る
好
漢
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
設
定
は
、
「
桃
園
結
義
」
の
あ
と
、
関
羽
と
張
飛
が
劉
備
と
の
義

を
全
う
す
る
た
め
に
、

た
が
い
の
家
族
を
殺
害
す
る
と
い
う
目
頭
の
設
定
と
と
も
に
、

「
水
詰
伝
』
的
遊
侠
世
界
の
仕
来
り
で
あ
り
、

ま
さ
に

-100-

金
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
聴
衆
は
「
そ
の
裏
に
」
、
「
彼
ら
に
と
っ
て
の
よ
り
身
近
な
現
実
で
あ
っ
た

「
水
論
伝
』
的
盗
賊
の
世
界
」
を

見
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
八
歳
の
と
き
「
少
年
」
と
呼
ば
れ
た
花
関
索
は
、

そ
の
後
も
「
小
童
」
と
呼
ば
れ
る
一
方
、

そ
の
晩
年
の
三
十
六
歳
に
な
っ
て
も
（
「
別

集
」
第
六
葉
A
に
「
離
了
師
侍
十
八
載
」
と
あ
る
。
「
師
侍
」
は
花
舌
先
生
）
相
変
わ
ら
ず
「
少
年
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
少
年
」
と
「
小

童
」
だ
が
、
「
小
童
」
が
主
と
し
て
「
白
」
の
部
分
で
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
「
少
年
」
は
も
っ
ぱ
ら
「
陪
」
の
部
分
で
七
字
句
を
作
る
た
め

に
頻
用
き
れ
る
。
時
に
「
少
年
」
に
「
浪
子
」
を
加
え
て
「
少
年
浪
子
花
関
索
」
の
七
字
句
に
し
て
い
る
箇
所
（
「
続
集
」

一
O
葉
B
・
「
別

集
」
九
葉
A
）
も
あ
る
。
「
花
関
索
」
の
三
字
が
用
い
ら
れ
る
の
も
「
唱
」
の
部
で
、

七
字
句
を
作
る
必
要
か
ら
「
関
索
」
で
あ
っ
た
り
「
花

関
索
」
で
あ
っ
た
り
す
る
。
「
白
」

の
部
分
で
は
「
関
索
」
二
字
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

花
関
索
と
い
う
名
は
、
師
匠
の
花
岳
先
生
、
実
父
の
関
羽
、
養
父
の
索
員
外
、
三
人
の
姓
を
と
っ
て
付
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
今



も
述
べ
た
よ
う
に
「
白
」
の
部
分
で
は
「
関
索
」
の
二
字
が
使
わ
れ
、
「
花
関
索
」
の
三
字
が
「
少
年
」
・
「
浪
子
」
な
ど
と
と
も
に
も
っ
ぱ
ら

「
唱
」
の
部
分
で
使
わ
れ
る
の
は
、
「
花
」
が
「
少
年
」
や
「
浪
子
」
と
並
ん
で
関
索
に
対
す
る
修
飾
語
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

王
利
器
氏
は
そ
の
プ
水
一
昨
伝
。
英
雄
的
紳
号
」
（
H

の
な
か
で
、
花
和
尚
の
「
花
」
に
は
「
花
繍
」
の
「
花
」
と
同
時
に
、
「
花
但
胡
騒
」

或
い
は
「
冒
牌
」
の
意
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
花
」
を
刺
青
と
と
れ
ば
、

こ
れ
は
ま
た
「
浪
子
」
と
い
う
津
名
に
も
通

じ
る
。
「
浪
子
」
に
つ
い
て
も
王
論
文
は
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、

『
水
詳
伝
』

の
浪
子
燕
青
は
、
「
六
尺
以
上
身
材
、

二
十
四
五
年
紀
」
で
、

「
一
身
遍
体
花
繍
」
で
あ
っ
た
と
あ
り
、

そ
の
容
貌
も
「
辰
口
若
塗
朱
、
晴
如
点
漆
、

面
似
堆
理
」
（
「
水
誹
伝
』
第
六
十
一
回
）
と
、

花
関
索
の

そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
身
長
に
つ
い
て
も
、
彼
の
主
人
直
俊
義
が
九
尺
に
対
し
彼
が
六
尺
と
い
う
の
は
、
関
羽
の
八
尺
に
対
す
る
花
関
索

の
四
尺
五
す
と
い
う
関
係
に
似
な
く
も
な
い
。
「
浪
子
」
と
は
、
「
（
こ
遊
蕩
不
務
正
業
的
人
。
〆－、、

一一） 

風
流
（
人
）
」
（
陸
治
安
編
著
『
戯
曲

-IOI-

詞
語
匪
鐸
」
三
四
四
ペ
ー
ジ
）
を
い
う
と
い
う
。
燕
青
や
花
関
索
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん

の
解
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。

関
索
が
刺
青
を
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、

以
上
か
ら
見
て
聴
衆
は
そ
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
は
な
い
し
、

十
八
歳
に
し
て
す
で
に
三
人
の
妻
に
岡
ま
れ
た
艶
福
家
で
も
あ
っ
た
彼
は
ま
さ
に
「
浪
子
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
き
わ
し
い
人

物
だ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
燕
青
同
様
の
武
芸
の
達
人
で
も
あ
る
。
聴
衆
は
そ
の
よ
う
な
関
索
を
「
少
年
浪
子
」
と
と
ら
え
、

そ
の
活
躍
に
喝

采
を
お
く
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
聴
衆
の
な
か
で
、
も
と
も
と
四
尺
五
す
の
短
身
だ
っ
た
関
索
は
浪
子
燕
青
を
も
越
え
る
七
尺
に

成
長
し
、

よ
り
一
層
「
少
年
浪
子
」
に
ふ
き
わ
し
い
男
伊
達
に
成
長
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
「
三
国
志
伝
」
に
「
花
関
索
出
身
伝
」
の
一
部
を
取

り
入
れ
た
整
理
者
は

こ
の
よ
う
に
し
て
聴
衆
の
あ
い
だ
で
育
て
ら
れ
た
「
少
年
浪
子
」
像
を
重
視
し
、
関
索
の
身
長
を
七
尺
と
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

以
上
、

わ
た
し
は
「
説
唱
詞
話
研
究
会
」

の
金
氏
・
氷
上
氏
ら
の
業
績
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
「
花
関
索
伝
」
成
立
当
時
の
聴
衆
の
関
索
観
な



ど
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
み
た
が
、
説
唱
詞
話
本
「
花
関
索
伝
」
か
ら
は
、

口
述
者
の
口
調
が
な
ま
な
ま
し
く
伝
わ
っ
て
き

つ
い
つ
い

ん
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
く
な
る
。
説
唱
文
学
の
真
髄
を
つ
た
え
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

注

2 

周
紹
良
「
関
索
考
」
（
『
学
林
漫
歩
・
二
集
』
所
収

あ
た
り
発
表
う
さ
れ
た
も
の
と
い
う
）
参
照
。

小
川
環
樹
「
中
国
小
説
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
八
年
）
第
二
部
第
二
章
「
関
索
の
伝
説
そ
の
ほ
か
」
お
よ
び
「
二
刻
英
雄
譜
・

解
説
」
（
「
二
刻
英
雄
譜
・
二
一
』
所
牧
同
朋
舎
一
九
八

O
年
）
参
照
。

古
屋
昭
広
。
注
（
5
）
参
照
。

尾
上
兼
英
「
成
化
説
唱
詞
話
」
試
論
（
二
一
一
『
花
関
索
伝
』
を
め
ぐ
っ
て
一
一
」
（
『
東
洋
文
化
』
五
八
号
一
九
七
八
年
）

古
屋
昭
広
「
説
唱
詞
話
『
花
関
索
伝
』
と
明
代
の
方
言
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
第
一

O
期
一
九
八
四
年
）

氷
上
正
つ
花
関
索
。
研
究
ノ

l
ト
」
（
「
無
名
』
第
六
号
一
九
八
四
年
）

金
文
京
「
関
羽
の
息
子
と
孫
悟
空
」
上
（
『
文
学
』

1
9
8
6
年
六
月
。
同
下
（
「
文
学
』
一
九
八
六
年
九
月

丘
振
声
「
〈
全
像
通
俗
三
国
志
伝
〉
中
的
関
索
」
（
『
三
国
演
義
縦
横
談
』
所
収
清
江
出
版
社
一
九
八
三
年
）
、
謂
良
輔
「
〈
花
関
索
伝
〉

対
〈
三
国
演
義
〉
研
究
的
啓
一
不
」
（
『
〈
三
国
志
演
義
〉
研
究
集
』
所
収
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
一
九
八
三
年
）
陳
朔
華
「
俗
文

学
創
作
与
〈
三
国
志
演
義
〉
」
（
「
俗
文
学
論
』
所
収
黒
龍
江
人
民
出
版
社
一
九
八
七
年
）

こ
の
訳
語
は
駒
田
信
二
訳
講
談
社
文
庫
版
「
水
洗
伝
・
巻
一
一
』
二
一
一
二
ペ
ー
ジ
に
よ
っ
た
。

『
三
国
志
演
義
』
中
、
も
っ
と
も
短
躯
の
例
は
張
松
で
「
身
短
不
満
五
尺
」
（
第
六
十
回
）
と
あ
る
。

「
水
一
昨
研
究
論
文
集
」
所
収
作
家
出
版
社
一
九
五
七
年
。
王
利
器
『
耐
雪
堂
集
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
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中
華
書
局

一
九
八
一
年
。
本
論
文
は
二
十
数
年
前
に
書
か
れ
、
「
花
関
索
伝
」
刊
に

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

一
九
八
六
年
）
に
再
録
。


