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は
じ
め
に

︱
短
歌
革
新

︱

落
合
直
文
︵
文
久
元
年
︹
一
八
六
一
︺
～
明
治
三
十
六
年
︹
一
九
〇
三
︺︶

が
︑
明
治
二
十
六
年
に
浅
香
社
を
結
成
し
︑
そ
の
門
下
か
ら
出
た
与
謝
野
鉄
幹

︵
明
治
六
年
︹
一
八
七
三
︺
～
昭
和
十
年
︹
一
九
三
五
︺︶
は
︑
妻
晶
子
︵
明
治

二
年
～
昭
和
十
七
年
︶
と
と
も
に
雑
誌
﹃
明
星
﹄
で
浪
漫
的
歌
風
を
展
開
し
て

い
く
︒
ま
た
︑
正
岡
子
規
︵
慶
応
三
年
︹
一
八
六
七
︺
～
明
治
三
十
五
年
︹
一

九
〇
二
︺︶
は
︑
旧
派
の
古
今
調
を
批
判
し
﹃
万
葉
集
﹄
を
重
視
し
な
が
ら
︑

﹁
写
生
﹂
を
主
張
す
る
︒
確
か
に
大
き
な
変
化
で
あ
り
︑﹁
革
新
﹂
と
呼
ぶ
に
値

し
よ
う
︒

し
か
し
︑
な
ぜ
﹁
革
新
﹂
が
で
き
た
の
か
︒

和
歌
が
単
純
に
﹁
衰
退
﹂
し
て
い
た
か
ら
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

も
し
和
歌
が
本
当
に
衰
退
し
︑
和
歌
に
対
す
る
関
心
を
多
く
の
人
々
が
失
っ
て

い
た
な
ら
︑﹁
革
新
﹂
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
言
い
換
え
れ

ば
︑﹁
革
新
﹂
の
成
立
に
は
︑
和
歌
へ
の
関
心
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
︑
必
要
条
件
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

﹁
革
新
﹂
の
意
義
を
考
察
す
る
た
め
に
も
︑
当
時
︑
一
般
の
人
々

︱
歌
壇

な
ど
で
活
躍
し
て
い
な
い
人
々

︱
が
和
歌
へ
ど
の
よ
う
な
想
い
を
抱
い
て
い

た
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
ろ
う
︒

一

坂
本
龍
馬

か
つ
て
︑
宮
地
佐
一
郎
﹃
龍
馬
の
手
紙
﹄
︵
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
〇
三

年
︶・
管
宗
次
﹃
坂
本
龍
馬
と
新
撰
組
︿
文
﹀
で
読
む
幕
末
﹄︵
講
談
社
メ
チ
エ

二
〇
〇
四
年
︶
を
読
ん
だ
際
に
︑
興
味
を
覚
え
た
書
簡
が
二
通
あ
っ
た
︒

慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
三
月
六
日
付
の
印
藤
肇
宛
龍
馬
書
簡
に
は
︑
龍
馬

の
和
歌
愛
好
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
︒︵
な
お
以
下
︑
引
用
に
際
し
て
は
︑

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
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読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
︑
適
宜
︑
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
直
し
︑
句
読
点
・
濁

点
な
ど
を
付
し
た
︶
︒

⁝
⁝
時
々
相
集
り
歌
よ
み
つ
い
に
一
巻
と
は
な
し
て
︑
あ
る
翁
を
た
の
み

其
一
二
を
つ
け
し
に
飯
立
市
と
な
り
た
り
︒
幸
に
や
つ
が
れ
が
う
た
は
第

二
と
は
な
り
ぬ
︑
其
歌
は
︑

心
か
ら
の
ど
け
く
も
あ
る
か
野
べ
は
な
を
雪
げ
な
が
ら
の
春
風
ぞ
ふ
く

そ
の
頃
よ
り
引
つ
ゞ
き
家
主
な
ど
し
き
り
に
歌
を
よ
み
︑
あ
る
人
は
書
林

に
は
し
り
な
ど
し
か
〴
〵
に
候
︒
御
ひ
ま
あ
れ
ば
御
出
か
け
︑
お
も
し
ろ

き
御
事
に
候
︒
⁝
⁝
や
つ
が
れ
も
時
々
三
十
一
字
を
笑
出
し
︑
と
も
に
楽

み
申
候
⁝
⁝

下
関
で
の
歌
会
の
様
子
を
知
人
の
印
藤
へ
伝
え
︑
歌
会
へ
の
参
加
を
誘
っ
た
内

容
で
あ
る
︒
龍
馬
を
含
め
和
歌
好
き
の
者
た
ち
が
時
々
集
ま
っ
て
歌
会
を
し
て

い
た
が
︑
あ
る
人
に
批
評
を
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
︑
龍
馬
の
歌
は
運
よ
く
二

位
と
い
う
好
評
価
が
与
え
ら
れ
た
︒
龍
馬
に
と
っ
て
︑
実
に
楽
し
い
集
ま
り
で

あ
っ
た
︒

慶
応
元
年
九
月
九
日
付
︑
姉
︵
乙
女
︶・
お
や
べ
宛
龍
馬
書
簡
は
︑
お
龍
を

妻
に
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
︑
龍
馬
の
書
簡
の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
書
簡
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
え
る
︒

⁝
⁝
わ
た
し
が
お
国
に
お
り
し
頃
に
は
︑
吉
村
三
太
と
申
も
の
頭
の
は
げ

た
わ
か
い
し
ゆ
こ
れ
あ
り
候
︒
こ
れ
が
も
ち
候
歌
本
︑
新
葉
集
と
て
南
朝
︑

楠
木
正
成
公
な
ど
の
こ
ろ
よ
し
の
に
て
出
来
し
う
た
の
ほ
ん
也
︑
こ
れ
が

ほ
し
く
て
京
都
に
て
色
々
求
候
得
ど
も
︑
一
向
手
に
い
ら
ず
候
間
︑
か
の

吉
村
よ
り
御
か
り
も
と
め
な
さ
れ
︑
お
ま
へ
の
だ
ん
な
さ
ん
に
お
ん
う
つ

さ
せ
︑
お
ん
ね
が
い
被
成
︑
何
卒
急
に
御
こ
し
可
被
下
候
︒
⁝
⁝

こ
こ
に
も
明
ら
か
な
和
歌
へ
の
拘
り
が
あ
る
︒﹃
新
葉
和
歌
集
﹄
が
ど
う
し
て

も
読
み
た
か
っ
た
ら
し
い
︒
京
都
で
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
︑
土
佐
の
知
人
が

所
有
す
る
本
を
義
兄
に
写
し
て
も
ら
い
送
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
︒

こ
の
書
簡
に
は
︑
さ
ら
に
︑

⁝
⁝
短
尺
箱
に
母
上
父
上
の
御
歌
︑
お
ば
あ
さ
ん
の
御
歌
︑
権
兄
さ
ん
の

お
う
た
︑
お
ま
へ
さ
ん
の
御
う
た
こ
れ
あ
り
け
り
︒
な
に
と
ぞ
父
上
母
上

お
ば
あ
さ
ん
な
ど
死
う
せ
た
ま
い
し
時
と
日
と
︑
皆
短
尺
の
う
ら
へ
お
ん

し
る
し
な
さ
れ
お
ん
こ
し
⁝
⁝

と
続
い
て
い
る
︒
龍
馬
は
︑
実
家
に
残
し
て
お
い
た
短
冊
箱
か
ら
︑
身
内
の
和

歌
短
冊
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
る
︒
管
宗
次
前
出
書
が
指
摘
す
る
よ

う
に
︑
新
妻
の
お
龍
に
自
分
の
身
内
を
親
し
く
感
じ
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
今
な
ら
︑
家
族
写
真
で
も
送
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
︒
和
歌

短
冊
を
介
し
て
︑
家
族
へ
の
絆
が
存
在
し
て
い
る
︒

龍
馬
の
場
合
︑

�
仲
間
た
ち
と
和
歌
を
通
じ
て
楽
し
く
交
際
し
て
い
る
︒

�
見
た
い
歌
集
を
熱
心
に
探
し
て
い
る
︒
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�
和
歌
短
冊
を
介
し
て
︑
身
内
を
偲
ん
で
い
る
︒

幕
末
の
志
士
龍
馬
に
対
し
て
︑
我
々
は
勇
ま
し
い
無
骨
な
人
物
で
あ
っ
た
と
思

い
込
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
思
い
込
み
の
た
め
に
︑
龍
馬
に
お
け
る
和

歌
の
関
わ
り
は
想
像
し
に
く
い
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
︑
和
歌

︱
創
作
・
鑑

賞
の
み
な
ら
ず
︑
和
歌
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
含
め
て

︱
へ
強
い
関

心
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

先
に
あ
げ
た
宮
地
・
管
両
氏
の
書
籍
を
読
ん
で
以
来
︑
幕
末
明
治
初
に
お
い

て
︑
和
歌
へ
の
関
心
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
を
探
し
求
め

て
い
る
︒

今
回
は
︑
大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
妻
の
関
わ
り
に
注

目
し
て
み
た
い
︒二

大
田
垣
蓮
月
に
対
す
る
斎
藤
茂
吉
の
批
判

大
田
垣
蓮
月
は
︑
寛
政
三
年
︵
一
七
九
一
︶
に
京
都
で
生
ま
れ
︑
明
治
八
年

︵
一
八
七
五
︶
に
他
界
し
墓
は
西
賀
茂
に
あ
る
︒
幕
末
明
治
初
に
活
躍
し
た
女

流
歌
人
で
あ
る
︒

身
内
と
の
縁
が
薄
く
︑
生
後
十
日
で
智
恩
院
門
跡
の
坊
官
大
田
垣
伴
左
衛
門

光
古
の
元
へ
養
子
に
出
さ
れ
︑
若
く
し
て
夫
・
五
人
の
子
供
す
べ
て
を
失
い
︑

頼
り
と
し
て
い
た
養
父
光
古
も
︑
蓮
月
が
四
十
二
歳
の
時
に
没
し
て
い
る
︒
幼

い
時
か
ら
和
歌
を
好
み
︑
上
田
秋
成
に
添
削
を
受
け
た
り
︑
香
川
景
樹
と
関
わ

っ
た
り
し
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
は
っ
き
り
し
な
い
︒
嘉
永
二
年
︵
一
八
四
九
︶

五
十
九
歳
で
六
人
香
是
香
︵
む
と
べ
よ
し
か
︶
に
入
門
す
る
も
の
の
︑
具
体
的

な
こ
と
と
な
る
と
︑
こ
れ
も
未
詳
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
蓮
月
は
︑
和
歌
を

詠
む
だ
け
で
な
く
︑
自
分
の
和
歌
を
書
き
つ
け
た
陶
器
も
造
り
︑
そ
の
陶
器
を

売
る
こ
と
で
︑
生
活
の
糧
を
え
て
い
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
蓮
月
焼
﹂
で
あ
る
︒

蓮
月
に
対
し
て
︑
斎
藤
茂
吉
は
批
評
を
加
え
て
い
る
︒﹃
明
治
大
正
短
歌
史

概
観
﹄︵
改
造
社

昭
和
四
年
︶
に
お
い
て
︑
第
一
期
と
し
て
明
治
初
年
か
ら

明
治
十
年
前
後
を
仮
に
区
切
っ
て
こ
れ
に
当
て
︑
宮
中
御
歌
所
歌
人
の
流
派
に

属
す
る
人
び
と
を
略
述
し
︑
三
条
実
美
︑
岩
倉
具
視
︑
八
田
知
紀
︑
井
上
文
雄
︑

大
田
垣
蓮
月
に
つ
い
て
個
別
に
短
評
を
加
え
て
い
る
が
︑
蓮
月
の
歌
一
首
に
触

れ
て
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

宿
か
さ
ぬ
人
の
つ
ら
さ
を
情
に
て
お
ぼ
ろ
月
夜
の
花
の
下
臥

と
い
ふ
歌
は
有
名
だ
が
︑
こ
の
歌
を
私
は
感
心
し
な
い
︒
た
だ
か
う
い
ふ
︑

尤
も
ら
し
い
︑
人
心
の
機
微
を
あ
ら
は
し
た
も
の
だ
な
ど
と
思
は
せ
る
や

う
な
歌
が
︑
当
時
有
名
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
︑
当
時
の
歌
壇
乃
至
一

般
の
鑑
賞
者
の
気
持
が
分
か
る
の
で
あ
つ
て
︑
当
時
の
歌
壇
風
潮
を
知
る

一
つ
の
目
安
と
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑﹁
当
時
の
﹂﹁
一
般
の
鑑
賞
者
の
気
持
が
分
か
る
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒

﹁
一
般
の
鑑
賞
者
の
気
持
﹂
と
は
︑
お
そ
ら
く
右
書
序
論
に
あ
る
﹁
分
か
り
よ

い
古
今
集
調
に
︑
気
の
利
い
た
言
ひ
ま
は
し
を
な
す
﹂
歌
を
好
む
傾
向
を
い
う

大
田
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蓮
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の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑﹁
当
時
の
﹂﹁
一
般
の
鑑
賞
者
﹂
の
抱
い
て
い
た
和
歌
に
対
す
る
気

持
ち
を
右
の
よ
う
に
判
断
し
て
お
く
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

三

松
浦
武
四
郎

さ
て
︑
松
浦
武
四
郎
︵
一
八
一
六
～
一
八
八
九
︶
の
事
例
を
示
す
︒
武
四
郎

は
︑
伊
勢
出
身
な
が
ら
︑
蝦
夷
地
を
六
度
に
わ
た
り
調
査
し
︑
北
海
道
の
名
付

け
親
と
し
て
名
高
い
探
検
家
で
あ
る
︒

実
は
︑
武
四
郎
は
︑
蓮
月
の
短
冊
・
焼
物
を
好
み
︑
伊
勢
の
豪
商
川
喜
田
石

水
︵
一
八
二
二
～
一
八
七
九
︶
に
蓮
月
の
短
冊
・
焼
物
を
懇
願
し
て
い
る
︒
そ

の
様
子
は
︑
石
水
博
物
館
蔵
石
水
宛
武
四
郎
書
簡
︵﹃
三
雲
町
史
第
三
巻
資
料

編
�
﹄︹
三
雲
町
史
編
纂
委
員
会

二
〇
〇
〇
年
︺
に
翻
刻
所
収
︶
か
ら
う
か

が
え
る
︒

蓮
月
に
関
わ
る
文
面
を
書
簡
か
ら
抜
き
出
し
︑
改
め
て
年
代
順
に
並
べ
直
し

て
み
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

�
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
十
月
十
三
日

⁝
⁝
呉
々
も
蓮
月
尼
た
ん
ざ
く
奉
願
候
⁝
⁝
蓮
月
尼
た
ん
ざ
く
贈
被
下
候

由
︑
書
中
に
御
認
有
之
候
得
共
た
ん
ざ
く
は
参
り
不
申
候
︑
何
卒
一
枚
頂

戴
仕
度
候
︑
呉
々
も
此
義
奉
願
候
⁝
⁝

�
安
政
二
年
十
月
十
六
日

⁝
⁝
蓮
月
の
た
ん
ざ
く
何
卒
奉
願
候
⁝
⁝

�
安
政
二
年
十
月
二
十
三
日

⁝
⁝
蓮
月
た
ん
ざ
く
奉
願
候
⁝
⁝

�
安
政
二
年
十
二
月
三
日

⁝
⁝
蓮
月
た
ん
ざ
く
是
も
奉
願
候
⁝
⁝

�
安
政
二
年
十
二
月
二
十
三
日

⁝
⁝
蓮
月
た
ん
ざ
く
此
度
は
慥
に
相
届
き
申
候
⁝
⁝

�
安
政
五
年
一
月
三
日

⁝
⁝
京
師
蓮
月
の
焼
候
き
び
し
よ
︑
も
し
御
持
合
せ
有
之
候
は
ゞ
︑
一
つ

頂
戴
を
願
度
奉
存
候
︑
是
も
私
共
京
師
え
両
三
度
頼
遣
し
候
得
共
︑
未
だ

参
り
不
申
︑
甚
以
渇
望
仕
候
間
︑
若
御
手
元
に
無
御
座
候
は
ゞ
︑
御
地
よ

り
京
え
は
近
く
候
間
︑
一
つ
御
注
文
被
成
下
候
︑
御
も
と
め
送
り
被
成
候

様
奉
願
候
⁝
⁝
右
の
御
礼
に
は
何
哉
茶
席
御
用
ひ
被
成
候
様
の
物
を
蝦
夷

細
工
に
て
彫
ら
せ
進
上
仕
候
間
︑
何
卒
蓮
月
の
手
焼
一
つ
奉
希
候
⁝
⁝

�
安
政
五
年
一
月
十
八
日

⁝
⁝
蓮
月
の
急
須
︑
何
卒
一
つ
御
も
と
め
の
程
奉
希
申
候
︑
右
の
御
礼
に

は
蝦
夷
敷
も
の
并
に
蝦
夷
細
工
等
差
上
候
⁝
⁝

�
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶
二
月
十
三
日

⁝
⁝
今
般
は
︑
蓮
月
茶
碗
五
つ
・
竹
仙
菓
子
器
︑
御
恵
投
被
成
下
候
︑
有

難
仕
合
に
奉
存
候
⁝
⁝
右
礼
と
し
て

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
妻
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東
蝦
夷
日
誌

二
冊

西
蝦
夷
日
誌

一
冊

大
小
扇

二
握

こ
れ
ら
の
文
面
を
見
れ
ば
︑
武
四
郎
が
蓮
月
の
和
歌
へ
執
着
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
書
簡
の
時
期
に
武
四
郎
の
伝
記
的
事
実
を
対
応
さ
せ
る
と
︑
さ
ら

に
驚
き
を
覚
え
る
︒

安
政
二
年

九
月

幕
府
へ
蝦
夷
関
係
の
著
作
を
納
め
る
︒

十
二
月

幕
府
の
雇
い
と
な
り
︑
蝦
夷
地
御
用
を
命
じ
ら
れ
る
︒

安
政
三
年

二
月

函
館
に
向
け
出
立
︒

三
月

函
館
を
出
立
︒
蝦
夷
各
地
を
巡
る
︒

十
月

函
館
に
戻
る
︒

十
一
月

病
気
の
た
め
死
を
覚
悟
す
る
︒

安
政
四
年

四
月

蝦
夷
地
山
川
地
理
取
調
御
用
を
命
じ
ら
れ
︑
調
査
に

赴
く
︒

八
月

函
館
に
戻
る
︒

安
政
五
年

一
月

山
川
地
理
調
査
の
た
め
函
館
を
出
立
︒

八
月

函
館
に
戻
る
︒

十
一
月

江
戸
に
戻
る
︒

文
久
三
年

二
月

常
陸
国
沼
割
の
こ
と
を
依
頼
さ
れ
︑
調
査
に
赴
く
︒

蓮
月
の
短
冊
を
繰
り
返
し
懇
願
し
て
い
た
安
政
二
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か

け
て
︑
武
四
郎
は
︑
幕
府
か
ら
蝦
夷
御
用
を
命
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
時
期
で

あ
り
︑
蓮
月
の
短
冊
を
持
っ
て
函
館
に
向
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

蓮
月
焼
の
﹁
き
び
し
よ
﹂︵
急
須
の
こ
と
︶
を
懇
願
し
た
安
政
五
年
一
月
は
︑

蝦
夷
調
査
の
た
め
に
函
館
を
出
立
す
る
直
前
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
死
の
危
険

と
背
中
合
わ
せ
の
調
査
に
向
か
う
直
前
に
︑
右
に
あ
げ
た
書
簡
は
書
か
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
時
期
か
ら
し
て
︑
書
簡
が
津
の
石
水
の
元
に
届
い
た
頃
に
は
︑

武
四
郎
は
函
館
を
旅
立
っ
て
い
る
︒
も
し
運
よ
く
無
事
に
戻
れ
た
な
ら
︑
蓮
月

の
和
歌
が
刻
ま
れ
た
急
須
で
茶
を
飲
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒

過
酷
極
ま
り
な
い
生
死
に
関
わ
る
極
限
状
況
下
で
︑
し
か
も
﹁
蝦
夷
敷
も

の
﹂﹁
蝦
夷
細
工
﹂
と
い
う
当
時
珍
し
く
貴
重
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を

手
放
し
て
で
も
︑
蓮
月
の
短
冊
・
急
須
を
欲
し
て
い
る
︒
に
わ
か
に
は
信
じ
が

た
い
ほ
ど
の
情
熱
で
あ
る
︒

文
久
三
年
二
月
も
多
忙
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
︑
﹃
東
蝦
夷
日
記
﹄﹃
西
蝦
夷
日

記
﹄
な
ど
を
お
礼
と
し
て
︑
石
水
へ
贈
っ
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶
六
月
︑
武
四
郎
は
明
治
政
府
か
ら
蝦
夷

開
拓
御
用
係
を
命
じ
ら
れ
︑
京
都
で
仕
事
を
す
る
が
︑
こ
の
時
︑
武
四
郎
は
︑

富
岡
鉄
斎
︵
一
八
三
六
～
一
九
二
四
︶
と
親
し
く
付
き
合
う
︒
武
四
郎
が
︑
明

治
二
年
七
月
に
家
族
に
宛
て
た
書
簡
に
は
︑
鉄
斎
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
妻
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べ
て
い
る
︒

当
時
書
画
・
詩
歌
出
来
候
事
は
︑
近
代
に
並
な
き
人
物
に
御
座
候
⁝
⁝
蓮

月
尼
の
義
子
に
て
︑
余
程
僕
は
京
都
第
一
の
懇
意
也
⁝
⁝

富
岡
鉄
斎
は
︑
蓮
月
に
十
二
歳
の
頃
か
ら
薫
陶
を
受
け
て
お
り
︑
そ
の
関
係
は

親
子
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒﹁
蓮
月
の
義
子
﹂
と
武
四
郎
が
述

べ
る
所
以
で
あ
る
︒

こ
の
時
期
︑
武
四
郎
は
︑
蓮
月
と
も
直
接
の
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て

い
た
︒
北
海
道
開
拓
記
念
館
編
﹃
松
浦
武
四
郎

時
代
と
人
び
と
﹄︵
北
海
道

出
版
企
画
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
四
年
︶
に
掲
載
さ
れ
た
武
四
郎
画
蓮
月
賛
﹁
蝦

夷
人
舞
踏
之
図
﹂
︵
現
在
︑
松
浦
一
雄
氏
蔵
︶
は
明
治
三
年
制
作
と
推
定
で
き
︑

ま
た
同
氏
蔵
﹁
や
ま
と
錦
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
武
四
郎
宛
蓮
月
書
簡
三
通
も

明
治
二
年
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
書
簡
の
文
面
か
ら
も
︑
武
四

郎
が
蓮
月
の
健
康
を
思
い
や
り
︑
梅
干
や
海
苔
な
ど
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
蓮
月
他
界
の
際
に
は
︑
鉄
斎
が
武
四
郎
に
丁
寧
な
書
簡
を
出
し
て
お
り
︑

こ
の
こ
と
も
生
前
の
深
い
繋
が
り
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

武
四
郎
は
︑

�
生
死
に
関
わ
る
極
限
状
況
下
で
︑
蓮
月
の
和
歌
短
冊
・
焼
物
を
身
近
に
お

く
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
︒

�
そ
の
後
︑
蓮
月
と
直
接
付
き
合
う
よ
う
に
な
り
︑
非
常
に
細
や
か
な
心
遣

い
を
行
っ
て
い
る
︒

と
い
え
る
︒

蓮
月
短
冊
︵
上
下
に
金
の
付
け
ら
れ
た
蓮
月
の
好
み
短
冊
・
押
絵
の
人
形
が

貼
ら
れ
た
短
冊
・
自
画
を
伴
う
短
冊
︑
架
蔵
︶
を
参
考
に
あ
げ
る
︒
蓮
月
短
冊

は
︑
流
れ
る
よ
う
な
独
特
な
筆
跡
で
︑
全
体
と
し
て
は
奇
麗
な
も
の
が
多
い
︒

武
四
郎
が
望
ん
だ
短
冊
も
︑
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒

四

川
喜
田
石
水
夫
妻

武
四
郎
か
ら
蓮
月
の
短
冊
な
ど
を
懇
願
さ
れ
た
川
喜
田
石
水
︵
木
綿
問
屋
を

営
ん
だ
代
表
的
伊
勢
商
人
︶
は
︑
蓮
月
と
直
接
交
流
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
ま
で
の

蓮
月
研
究
で
は
︑
そ
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
石
水
博
物
館
︵
三
重

県
津
市
︶
で
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
︑
石
水
宛
蓮
月
書
簡
を
二
通

見
つ
け
ら
れ
た
︒

①

年
月
日
不
明

先
も
じ
は
︑
い
ろ
〳
〵
け
つ
か
う
成
御
し
な
〴
〵
い
た
ゞ
き
︑
山
〳
〵
あ

り
が
た
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
︒
扨
も
仰
付
ら
れ
候
事
︑
ま
事
に
〳
〵
う
た

は
も
と
よ
り
い
ろ
も
て
も
わ
ろ
く
候
て
︑
け
つ
か
う
な
る
御
ゑ
を
ば
け
が

し
︑
恐
入
ま
い
ら
せ
候
︒
御
ゆ
る
し
被
遊
被
下
候
︑
い
後
か
や
う
の
御
用

ふ
さ
い
不
申
候
様
︑
御
ゆ
る
し
被
遊
被
下
候
︑
何
も
又
〳
〵
御
礼
申
上
ま

い
ら
せ
候
︑
め
で
た
く
か
し
く
︒

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
妻
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蓮
月

川
北
様

現
代
語
訳
を
施
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
前
は
︑
い
ろ
い
ろ
結
構
な
お
品
を
頂
戴
し
︑
誠
に
あ
り
が
た
く
存
じ

て
お
り
ま
す
︒
さ
て
仰
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
で
す
が
︑
本
当
に
和
歌

は
も
ち
ろ
ん
色
も
筆
跡
も
悪
く
て
︑
素
晴
ら
し
い
絵
を
汚
し
て
し
ま
い
︑

恐
れ
入
り
ま
す
︒
お
許
し
下
さ
い
︒
以
後
こ
の
よ
う
な
御
用
は
お
う
け
し

な
い
よ
う
に
い
た
し
た
く
︑
お
許
し
下
さ
い
︒
い
ろ
い
ろ
ま
た
お
礼
は
申

し
上
げ
ま
す
︒
め
で
た
く
か
し
く
︒

蓮
月

川
北
様

川
喜
田
は
川
喜
多
あ
る
い
は
川
北
と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
ま
た
蓮
月
の
筆

跡
も
他
の
書
簡
類
と
比
較
検
証
し
た
が
︑
蓮
月
の
も
の
で
間
違
い
な
い
︒
蓮
月

の
生
没
年
を
勘
案
す
れ
ば
︑
宛
先
の
川
喜
田
は
︑
十
四
代
当
主
の
石
水
と
判
明

す
る
︒
右
の
書
簡
の
中
で
︑﹁
御
ゑ
﹂
と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
石
水
か
ら
︑
自
分

の
描
い
た
絵
へ
賛
を
付
け
て
く
れ
る
よ
う
に
︑
蓮
月
へ
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
な
お
︑
蓮
月
は
︑
以
後
の
依
頼
を
断
っ
て
い
る
が
︑
蓮
月
の
手
紙
に
は

多
く
出
て
く
る
も
の
で
︑
誰
に
対
し
て
も
毎
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

②

年
よ
び
日
不
明

︵
封
書
前
面
︶

川
北
久
太
夫
様

大
田
垣
蓮
月

上

六
月

︵
文
面
︶

一
ふ
で
申
上
存
候
︒
あ
つ
さ
の
せ
つ
に
御
ざ
候
所
い
よ
〳
〵
御
機
嫌
よ
く

い
ら
せ
ら
れ
候
は
ん
と
︑
御
め
で
度
存
上
ま
い
ら
せ
候
︒
ま
事
に
先
達
て

は
︑
け
つ
か
う
な
る
御
手
本
︑
ま
た
し
ろ
が
ね
さ
つ
に
御
め
ぐ
み
い
た
ゞ

き
山
〳
〵
あ
り
が
た
く
︑
お
よ
ば
づ
な
が
ら
日
々
拝
見
い
た
し
た
の
し
み

あ
り
が
た
く
御
礼
筆
紙
に
つ
く
し
が
た
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
︒
早
々
書
状

に
て
も
い
た
し
候
は
づ
︑
少
々
不
快
に
て
い
ま
だ
し
か
〴
〵
と
い
た
し
不

申
︒
そ
れ
ゆ
へ
大
に
御
ぶ
さ
た
申
上
ま
い
ら
せ
候
︒
ま
事
に
こ
の
御
礼
御

は
づ
か
し
く
候
へ
ど
も
︑
あ
り
あ
わ
せ
せ
め
て
の
御
礼
に
と
︑
ゑ
も
小
兵

へ
ど
の
へ
こ
と
づ
け
ま
い
ら
せ
候
︒
何
も
〳
〵
大
に
と
し
よ
り
候
て
︑
ら

ち
明
不
申
︑
失
礼
の
み
御
ゆ
る
し
あ
そ
ば
し
被
下
候
︒
め
で
た
く
か
し
く
︒

蓮
月

政
大
人

み
ま
へ
に

こ
れ
も
現
代
語
に
訳
し
て
お
く
︒

一
筆
申
し
あ
げ
ま
す
︒
暑
さ
の
頃
に
な
り
ま
し
た
が
︑
い
よ
い
よ
御
機
嫌

よ
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
︑
め
で
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
本
当
に
こ
の

前
は
︑
素
晴
ら
し
い
お
手
本
と
︑
銀
札
︵
紙
幣
の
こ
と
︶
を
お
恵
み
い
た

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
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だ
き
と
て
も
あ
り
が
た
く
︑︵
お
手
本
は
素
晴
ら
し
く
︶
及
ば
す
な
が
ら

日
々
拝
見
し
愉
し
ん
で
お
り
ま
す
が
︑
あ
り
が
た
さ
は
筆
紙
に
は
つ
く
し

が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
︒
す
ぐ
に
書
状
を
お
送
り
す
べ
き
で
し
た
が
︑

少
し
体
調
が
悪
く
未
だ
に
し
っ
か
り
と
し
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ゆ
へ
ず
い
ぶ
ん

ご
無
沙
汰
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
誠
に
こ
の
よ
う
な
御
礼
は
お
恥
ず
か

し
い
の
で
す
が
︑
あ
り
合
わ
せ
の
せ
め
て
も
の
御
礼
に
と
︑
絵
も
小
兵
衛

殿
へ
言
付
け
ま
し
た
︒
す
べ
て
年
を
取
っ
た
た
め
︑
埒
が
あ
き
ま
せ
ん
︑

失
礼
ば
か
り
で
お
許
し
下
さ
い
︒
め
で
た
く
か
し
く
︒

蓮
月

政
大
人

み
ま
へ
に

封
書
の
宛
先
は
川
喜
田
家
当
主
石
水
の
通
称
﹁
川
北
久
太
夫
様
﹂
と
な
っ
て
い

る
が
︑
中
身
は
︑
﹁
政
﹂︵
石
水
の
妻
︶
へ
の
も
の
で
︑
蓮
月
と
の
交
際
は
︑
家

族
ぐ
る
み
で
あ
っ
た
︒
政
は
︑﹁
御
手
本
﹂︵
お
そ
ら
く
は
歌
書
で
あ
ろ
う
︶
や
︑

﹁
し
ろ
が
ね
﹂︵
銀
札
︶
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

以
上
︑
こ
れ
ら
の
文
面
か
ら
︑

�
石
水
は
蓮
月
に
い
ろ
い
ろ
贈
り
物
を
し
な
が
ら
︑
自
分
の
絵
に
蓮
月
の
賛

を
望
ん
で
い
る
︒

�
当
主
石
水
だ
け
で
な
く
︑
妻
政
も
蓮
月
と
親
し
く
交
際
し
て
い
る
︒

と
わ
か
る
︒

最

後

に

一
見
︑
探
検
家
の
松
浦
武
四
郎
や
豪
商
の
川
喜
田
家
が
︑
歌
人
の
大
田
垣
蓮

月
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
意
外
に
思
わ
れ
る
が
︑
実
は
︑
そ
う
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

幕
末
明
治
初
︑
確
か
に
歌
風
は
﹁
停
滞
﹂
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し

か
し
︑
和
歌

︱
創
作
・
鑑
賞
だ
け
で
な
く
︑
短
冊
へ
の
愛
着
︑
歌
人
と
の
親

し
い
交
際
な
ど
を
含
む

︱
へ
の
関
心
は
根
強
く
存
在
し
て
お
り
︑
そ
れ
が

﹁
革
新
﹂
へ
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

幕
末
明
治
初
の
資
料
は
ま
だ
ま
だ
発
見
が
期
待
で
あ
る
︒
具
体
的
な
事
例
を

積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
右
の
こ
と
が
ら
を
明
瞭
に
で
き

る
と
考
え
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

資
料
の
閲
覧
お
よ
び
読
解
に
際
し
︑
石
水
博
物
館
の
方
々
に
は
御
高
配
を
た

ま
わ
り
ま
し
た
︒
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

な
お
︑
本
稿
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
課
題
﹁
江
戸
時
代
伊
勢
商
人
の
文
芸

活
動
の
研
究
﹂︵
研
究
課
題
番
号
�
�
�
�
	
	


�
︶
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
︒

大
田
垣
蓮
月
と
松
浦
武
四
郎
・
川
喜
田
石
水
夫
妻

九
〇


