
一
四
三
六
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
シ
ン
ボ
ル
、
花
の
聖
母
マ
リ
ア
大
聖
堂
に
、
プ
ル
ネ
ッ
レ
ス

キ
設
計
に
よ
る
ク
ー
ポ
ラ
（
大
円
蓋
）
が
完
成
し
た
。
ロ
ー
マ
時
代
に
、
「
フ
ロ
レ
ン
テ
イ
ア
（
花

の
女
神
フ
ロ
ー
ラ
の
街
ご
と
命
名
さ
れ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
（
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
）
が
、
ル
ネ
サ
ン

ス
を
迎
え
て
、
〈
花
の
都
〉
と
し
て
の
面
貌
を
い
よ
い
よ
輝
か
そ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

そ
の
少
し
前
、
日
本
で
は
、
足
利
義
満
が
あ
ら
わ
れ
て
、
花
の
御
所
を
造
り
（
一
三
七
八
年
）
、

金
閣
（
一
四
○
○
年
頃
）
を
完
成
さ
せ
、
花
の
時
代
を
演
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
義
満
の

文
化
戦
略
は
、
じ
つ
に
〈
花
の
都
〉
と
い
う
京
都
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
、
大
き
く
働
き
か
け
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

花
の
御
所
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
そ
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

義
満
の
父
義
詮
は
、
下
京
に
近
い
三
条
坊
門
に
邸
宅
を
構
え
て
お
り
、
そ
こ
が
幕
府
の
政
庁
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
義
満
が
新
た
に
造
営
し
た
室
町
殿
（
第
）
Ⅱ
花
の
御
所
は
、
上
京
に
位
置

し
て
い
る
。

こ
の
邸
宅
兼
政
庁
の
移
転
の
持
つ
意
味
は
大
き
か
っ
た
。
新
田
一
郎
氏
は
、
当
時
の
京
都
に
つ

い
て
、
「
土
御
門
東
洞
院
に
在
っ
た
皇
居
（
土
御
門
内
裏
）
を
中
心
と
し
た
権
門
の
地
と
し
て
の

上
京
と
、
四
条
通
を
中
心
と
し
て
園
社
の
門
前
に
展
開
し
た
商
業
の
町
と
し
て
の
下
京
と
い
う
、

性
格
の
異
な
る
二
つ
の
地
域
に
分
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
」
と
し
、
「
花
の
御
所
が
造
営
さ
れ
た
北
小

路
室
町
の
地
は
土
御
門
内
裏
に
ほ
ど
近
く
、
下
京
に
近
い
三
条
坊
門
第
か
ら
の
移
転
に
よ
っ
て
、

義
満
は
権
門
の
地
に
進
出
し
自
ら
の
拠
点
を
据
え
た
」
と
捉
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
「
単
に
武

家
の
首
長
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
公
家
社
会
に
対
し
て
も
直
接
に
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る

義
満
の
政
治
的
意
図
と
存
在
感
を
誇
示
す
る
、
恰
好
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
に
違

い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
日
本
の
歴
史
ｕ
『
太
平
記
の
時
代
』
講
談
社
）
。

新
田
氏
が
言
う
よ
う
に
、
武
家
が
大
胆
に
公
家
の
エ
リ
ア
で
あ
る
上
京
に
乗
り
込
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
義
満
が
「
花
の
御
所
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も

に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。

「
花
の
御
所
」
造
営
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
し
複
雑
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
川
上
貢
氏
の
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
』
第
三
章
「
義
満
の
室
町
殿
と
北
山
殿
」
と

百
瀬
今
朝
雄
氏
の
「
花
亭
・
花
御
所
・
室
町
殿
」
（
週
刊
朝
日
百
科
『
日
本
の
歴
史
』
皿
〈
義
満

と
室
町
幕
府
〉
）
に
よ
り
な
が
ら
、
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

花
の
御
所
は
、
西
が
室
町
小
路
に
面
し
て
い
て
、
そ
こ
に
正
門
が
あ
っ
た
の
で
室
町
殿
と
呼
ぱ

花
の
時
代
の
演
出
家
た
ち

れ
た
。
東
は
今
出
川
、
西
は
室
町
、
南
は
北
小
路
、
北
は
柳
原
に
囲
ま
れ
た
区
域
内
に
あ
っ
て
、

南
北
二
町
、
東
西
一
町
の
面
積
で
あ
る
。
北
ブ
ロ
ッ
ク
、
南
ブ
ロ
ッ
ク
の
二
つ
の
邸
宅
か
ら
成
り
、

当
初
は
北
が
花
亭
、
南
が
下
亭
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
両
者
合
わ
せ
て
花
亭
と

呼
ば
れ
る
方
が
普
通
で
あ
る
。

二
つ
の
邸
宅
か
ら
成
る
の
は
、
も
と
も
と
、
北
に
室
町
季
顕
の
花
亭
（
小
川
剛
生
氏
の
御
教
示

に
よ
る
『
在
盛
記
』
「
宝
筐
院
殿
」
の
項
な
ど
）
が
、
南
に
今
出
川
公
直
の
菊
亭
が
、
そ
れ
ぞ

れ
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

北
の
花
亭
は
、
室
町
季
顕
か
ら
足
利
義
詮
が
買
い
取
っ
て
「
上
山
荘
」
と
い
う
別
荘
に
し
た
が
、

そ
の
没
後
、
崇
光
院
に
進
上
さ
れ
、
貞
治
七
年
（
一
三
六
八
）
か
ら
は
崇
光
院
の
仙
洞
御
所
と
な

っ
た
。
そ
の
と
き
、
こ
こ
は
す
で
に
「
花
の
御
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
『
後
愚
昧
記
』
永
和
三

年
〔
一
三
七
七
〕
二
月
十
八
日
条
）
。

と
こ
ろ
が
、
永
和
三
年
二
月
十
八
日
に
火
事
が
お
こ
っ
て
、
崇
光
院
御
所
と
菊
亭
を
は
じ
め
付

近
の
貴
族
邸
が
焼
け
て
し
ま
う
。
そ
の
跡
地
に
仙
洞
御
所
が
再
建
さ
れ
な
い
の
を
見
て
、
足
利
義

満
が
菊
亭
跡
地
ま
で
も
含
め
て
接
収
し
、
そ
こ
に
室
町
第
（
殿
）
を
営
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
ふ
ま
え
、
百
瀬
氏
は
前
記
エ
ッ
セ
イ
で
、
足
利
義
満
は
自
邸
が
も
と

も
と
花
亭
ま
た
は
花
の
御
所
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
花
を
植
え
た
の
だ
と
し
、
さ
ら
に
「
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
、
義
満
は
特
別
に
名
花
を
植
え
よ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
、
意
識
的
に
は
し
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
」
と
ま
で
推
測
す
る
。

私
は
、
こ
の
考
え
に
は
反
対
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
逆
の
結
論
を
導
き
た
い
。

世
阿
弥
晩
年
の
名
作
「
西
行
桜
」
で
も
謡
わ
れ
る
「
近
衛
殿
の
糸
桜
」
は
、
永
和
四
年
（
一
三

七
八
）
三
月
十
日
の
花
亭
へ
の
移
徒
〔
引
っ
越
し
の
儀
式
〕
（
川
上
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
は

菊
亭
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
下
亭
へ
の
移
徒
だ
っ
た
ら
し
い
）
の
直
前
の
二
月
二
十
八
日
、
蹴
鞠
の

か
か
り
の
木
と
し
て
近
衛
殿
か
ら
室
町
殿
へ
移
植
さ
れ
て
い
る
（
『
後
深
心
院
関
白
記
』
同
日
条
）
。

こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
小
川
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
二
十
月
七
日
に

は
、
義
満
の
「
内
々
の
厳
命
」
に
よ
り
近
衛
殿
の
庭
前
の
銀
杏
や
槙
な
ど
が
室
町
殿
に
掘
り
渡
さ

れ
て
お
り
（
『
後
深
心
院
関
白
記
』
同
日
条
）
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
二
月
九
日
に
は
、
三
条

実
継
邸
の
「
も
っ
て
の
ほ
か
の
古
木
」
の
糸
桜
が
掘
ら
れ
、
室
町
殿
に
渡
さ
れ
て
い
る
（
『
兼
宣

公
記
』
同
日
条
）
。

や
は
り
義
満
は
、
新
邸
を
「
花
の
御
所
」
に
す
べ
く
力
を
尽
く
し
て
い
た
。

だ
か
ら
「
永
和
四
年
花
亭
に
移
る
。
号
し
て
室
町
殿
と
日
ふ
。
其
の
新
亭
多
く
名
花
を
植
う
。

松
岡
心
平
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故
に
時
人
称
し
て
花
御
所
と
な
す
」
（
『
翰
林
萌
盧
集
』
）
と
い
う
景
徐
周
麟
（
一
四
三
○
～
一
五

一
八
）
の
理
解
は
全
く
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
義
満
は
自
邸
を
世
人
に
「
花
御
所
」
と
し
て
ま
ぎ

れ
も
な
く
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

公
家
社
会
の
中
で
育
て
ら
れ
て
い
た
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
乗
り
、

さ
ら
に
新
し
い
価
値
を
付
加
し
、
よ
り
大
き
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
公
家
社
会
の
み
な
ら
ず

天
下
を
も
心
服
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
シ
ン
ボ
ル
操
作
に
よ
る
世
論
誘

導
こ
そ
が
、
義
満
の
得
意
と
す
る
政
治
手
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
邸
宅
に
関
し
て
は
、
今
度
は
、
本
家
の
西
園
寺
家
（
室
町
、
今
出
川
は
と
も
に
西
園

寺
流
で
あ
る
）
か
ら
接
収
し
た
土
地
に
造
営
し
た
「
北
山
第
」
を
め
ぐ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
に

よ
る
イ
メ
ー
ジ
操
作
と
し
て
展
開
さ
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
号
の
座
談
会
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
）
。

永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
、
足
利
義
満
は
室
町
殿
に
後
円
融
天
皇
を
迎
え
、
六
日
間
に
わ
た
っ

て
遊
宴
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
そ
の
模
様
を
描
い
た
『
さ
か
ゆ
く
花
』
は
二
条
良
基
の
作
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
中
で
、
右
大
将
義
満
は
、
そ
の
「
行
装
ま
こ
と
に
花
の
色
香
に
ま
さ
り
て
、
目
を
驚
か

す
ば
か
り
な
り
」
と
描
写
さ
れ
、
天
皇
を
迎
え
て
並
び
立
つ
二
人
の
大
将
の
う
ち
左
大
将
は
、
右

大
将
義
満
と
い
う
「
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
」
と
お
と
し
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
桐
壷
帝
の
御
前
で
の
内
裏
の
試
楽
で
、
中
将
の
光
源
氏
が
頭
中
将
と
と
も
に
〈
青
海

波
〉
を
舞
っ
た
と
き
、
頭
中
将
が
「
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
源
氏

と
「
立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
」
と
叙
さ
れ
る
、
『
源
氏
物
語
』
「
紅

葉
賀
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
義
満
は
、
二
条
良
基
の
『
さ
か
ゆ
く
花
』
で
は
、
光
源
氏
に

よ
そ
え
ら
れ
、
花
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

花
の
イ
メ
ー
ジ
の
提
供
者
と
し
て
、
二
条
良
基
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
花

合
せ
と
い
う
遊
び
を
義
満
に
伝
授
し
た
の
は
良
基
で
あ
る
。
良
基
は
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
「
立

て
花
」
に
よ
る
花
合
せ
の
主
催
者
で
あ
っ
た
。

康
暦
二
年
（
一
三
八
○
）
六
月
九
日
、
二
条
良
基
邸
に
そ
の
文
化
サ
ー
ク
ル
の
面
々
二
十
四
人

が
集
ま
り
、
「
花
御
会
」
つ
ま
り
花
合
せ
が
行
わ
れ
た
。
実
態
と
し
て
は
花
瓶
合
せ
で
あ
ろ
う
が
、

と
も
あ
れ
花
合
せ
の
初
見
で
あ
る
（
『
迎
陽
記
』
同
日
条
）
。

こ
の
花
合
せ
は
「
密
々
」
に
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
足
利
義
満
は
、
六
月
十
四

日
の
園
会
還
幸
祭
の
日
に
良
基
と
会
っ
た
際
に
で
も
、
こ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
よ
う
だ
。
六
月

十
七
日
に
、
六
月
九
日
の
花
合
せ
で
負
け
た
人
た
ち
の
要
望
に
よ
り
二
条
良
基
亭
で
花
合
せ
の
リ

タ
ー
ン
・
マ
ッ
チ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
二
日
後
の
十
九
日
、
今
度
は
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
室
町

第
に
集
め
ら
れ
、
足
利
義
満
主
催
の
最
初
の
花
合
せ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
花
合
せ
は
、
後
年
、
北
山
第
で
の
七
夕
花
合
せ
と
し
て
大
々
的
に
展
開
し
て
い
く
。

世
阿
弥
の
「
花
」
は
、
義
満
時
代
の
「
花
」
の
落
と
し
子
で
あ
る
。

『
風
姿
花
伝
』
『
至
花
道
』
『
花
鏡
』
『
拾
玉
得
花
』
『
却
来
花
』
な
ど
、
初
期
か
ら
晩
年
に
至

る
主
要
な
著
作
の
書
名
に
「
花
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
世
阿
弥
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
花
」
を

テ
ー
マ
と
し
つ
づ
け
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
実
際
、
世
阿
弥
の
論
書
の
中
で
、
「
花
」
と
い
う

言
葉
が
光
芒
を
放
っ
て
乱
舞
す
る
さ
ま
は
、
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

世
阿
弥
の
言
う
「
花
」
は
、
多
く
の
場
合
、
役
者
が
観
客
に
与
え
る
感
動
、
と
定
義
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
世
阿
弥
が
独
自
に
「
花
」
に
盛
り
込
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
。
世
阿
弥
は
生
涯
、

観
客
を
い
か
に
面
白
が
ら
せ
る
か
、
だ
け
に
賭
け
た
演
劇
人
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
一
生
を

通
し
て
「
花
」
を
追
求
し
た
の
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
世
阿
弥
が
能
楽
論
で
「
花
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
そ
の
前
提
に
は
、
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
真
名
序
」
あ
た
り
か
ら
語
ら
れ
る
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
文
学
論
の
一
つ
「
花
実
論
」
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
花
実
論
」
の
枠
組
か
ら
一
歩
抜
け
出
、
「
所
詮
、
ほ
け
ほ
け
と
し
み
深

く
幽
玄
の
体
と
、
花
々
と
花
香
の
立
て
さ
さ
め
き
た
る
体
、
簡
要
で
あ
る
べ
き
な
り
」
（
『
九
州
問

答
』
）
な
ど
と
発
言
し
て
、
句
が
観
客
（
鑑
賞
者
）
に
訴
え
か
け
る
、
そ
の
感
動
の
相
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
世
阿
弥
の
「
花
」
へ
と
橋
渡
し
を
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
二
条
良
基
で

あ
っ
た
。

な
に
よ
り
二
条
良
基
は
、
藤
若
（
世
阿
弥
の
稚
児
名
）
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
書
き
連
ね
ら
れ
る

そ
の
書
状
の
中
で
、
「
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
樺
桜
の
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
と
申
た
る
も
、
ほ
け

や
か
に
、
し
か
も
花
の
あ
る
か
た
ち
に
て
候
」
な
ど
と
、
『
源
氏
物
語
』
で
の
紫
上
の
美
し
さ
を

応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
七
月
七
日
、
新
装
な
っ
た
北
山
第
で
、
義
満
は
は
じ
め
て
七
夕
花
合

せ
を
催
す
。
そ
れ
は
、
五
十
人
の
参
加
者
に
そ
れ
ぞ
れ
七
つ
の
花
瓶
を
持
ち
寄
ら
せ
て
、
計
三
百

五
十
の
花
瓶
に
花
々
が
立
ち
さ
さ
め
く
よ
う
な
豪
華
な
花
の
宴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
参
集
の

人
々
が
持
ち
寄
っ
た
計
三
、
四
百
枚
に
も
及
ぶ
小
袖
を
景
品
と
す
る
大
闘
花
会
で
も
あ
っ
た
（
『
迎

陽
記
』
同
日
条
）
。

義
満
は
、
七
夕
花
合
せ
を
強
力
に
プ
ッ
シ
ュ
し
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
彼
が
亡
く
な
る
ま
で
ほ
ぼ

十
年
に
わ
た
っ
て
続
く
。
こ
の
七
夕
花
合
せ
は
、
立
花
と
い
う
芸
道
の
成
立
に
と
り
、
と
て
も
大

き
な
意
味
を
持
っ
た
。
ま
ず
「
立
て
花
」
の
世
界
が
、
日
本
の
最
高
権
力
者
・
足
利
義
満
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
七
夕
花
合
せ
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
形
で
、
各
所
に
花
の
空
間
を
切
り

拓
い
て
い
き
流
行
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
大
所
の
か
ざ
り
な
ど
に
、
花
瓶
の
数
を
そ
ろ
へ
、
花
を
尽
く
し
た
ら
ん
ず
る
座
敷
に
…
…
」

（
『
風
姿
花
伝
』
古
本
別
紙
口
伝
〔
世
阿
弥
自
筆
本
〕
）
と
い
う
世
阿
弥
も
、
こ
の
よ
う
な
花
の
空

間
に
真
近
で
接
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
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そ
の
よ
う
な
義
満
の
志
向
を
う
け
て
、
世
阿
弥
は
能
楽
論
だ
け
で
な
く
、
義
満
的
な
文
化
の
広

告
塔
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
能
そ
の
も
の
の
中
で
、
〈
花
〉
の
曲
を
多
く
作
り
、
ま
た
「
花

足
利
義
満
は
、
年
を
と
る
に
つ
れ
て
、
稚
児
を
自
分
の
〈
花
〉
の
分
身
と
し
て
、
世
間
に
強
く

打
ち
出
し
て
い
く
。
世
阿
弥
を
祇
園
会
の
桟
敷
に
あ
げ
て
側
に
置
き
盃
を
下
す
と
い
っ
た
デ
モ
ン

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
『
後
愚
昧
記
』
永
和
四
年
六
月
七
日
条
）
の
あ
た
り
か
ら
、
そ
の
傾
向
は
う

か
が
え
る
が
、
北
山
第
で
法
皇
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な
る
と
、
師
匠
僧
ｌ
稚
児
と
い
う
寺
院

内
の
関
係
を
俗
世
に
移
し
て
、
稚
児
の
存
在
を
も
っ
と
正
面
に
押
し
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
極
点
と
し
て
、
後
小
松
天
皇
を
迎
え
て
の
北
山
第
行
幸
の
遊
宴
で
の
舞
御
覧
に
あ
っ

て
、
南
都
の
え
り
す
ぐ
り
の
稚
児
二
人
に
、
あ
の
光
源
氏
の
〈
青
海
波
〉
を
舞
わ
せ
る
と
い
う
演

て
、
南
都
の
え
り
す
ぐ
り
の
甦

だ
ろ
う
か
。

出
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

樺
桜
に
た
と
え
る
描
写
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
世
阿
弥
の
美
し
さ
に
重
ね
た
り
し
て
い
る
。
こ

の
書
状
は
、
す
で
に
世
阿
弥
（
十
三
歳
）
を
寵
愛
し
て
い
た
足
利
義
満
（
十
八
歳
）
に
伝
わ
る
よ

う
に
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
都
」
と
い
う
言
葉
も
多
く
用
い
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
世
阿
弥
は
、
足
利
義
満
に
と
っ
て
稚
児
第
一
号
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
花
の
稚
児
と

し
て
の
世
阿
弥
は
、
足
利
義
満
や
二
条
良
基
か
ら
同
時
に
愛
さ
れ
る
〈
花
〉
の
三
角
関
係
の
中
に

い

た
◎

世
阿
弥
も
ま
た
花
の
時
代
の
演
出
家
の
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
。

足
利
義
満
を
つ
き
動
か
し
て
い
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
花
」
へ
の
渇
望
、
欲
望
で
は
な
い
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