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二
二

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
一
月
に
北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』
が
出
版
さ
れ
た
が
予

定
よ
り
丸
一
年
遅
れ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
約
一
年
前
、
白
秋
の
主
宰
誌
「
朱
欒
」

の
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
十
一
月
一
日
発
行
の
創
刊
号
で
『
桐
の
花
』
の
広
告

を
載
せ
、
そ
こ
で
こ
の
歌
集
は
歌
三
百
余
首
散
文
エ
ッ
セ
イ
五
篇
で
構
成
さ
れ
て
い

て
翌
年
一
月
に
出
版
予
定
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
出
版
さ
れ
た
歌

集
は
歌
四
四
九
首
、
エ
ッ
セ
イ
六
篇
に
も
な
っ
て
い
た
。

出
版
が
遅
れ
た
の
は
人
妻
松
下
俊
子
と
の
恋
愛
が
徐
々
に
深
ま
っ
て
行
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
七
月
に
二
人
の
関
係
が
発
覚
し
、
共
に
姦
通

罪
で
告
訴
さ
れ
二
週
間
ほ
ど
未
決
監
に
拘
置
さ
れ
た
。
結
果
は
無
罪
免
訴
に
な
っ
た

が
新
聞
に
載
り
、
社
会
の
激
し
い
非
難
も
あ
っ
て
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
白
秋
に
と
っ
て

は
耐
え
難
く
、
ま
た
罪
の
意
識
に
も
苛
ま
れ
、
煩
悶
し
た
。

『
白
秋
全
集
』
の
編
集
者
紅
野
敏
郎
は
全
集
「
朱
欒
」
の
後
記
に
『
桐
の
花
』
の

広
告
文
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
白
秋
の
歌
集
の
基
礎
と
な
る
構
想
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

氏
が
歌
の
瀟
洒
に
し
て
清
新
の
匂
ひ
高
き
は
恰
も
か
の
仏
蘭
西
芸
術
の
な
つ

か
し
き
手
触
を
思
ひ
起
さ
し
む
。
而
も
此
独
得
の
官
能
は
繊
細
な
る
近
代
の
感

覚
と
相
俟
ち
て
、
微
か
に
草
木
昆
虫
及
移
り
ゆ
く
季
節
の
心
の
息
づ
か
ひ
を
た

づ
ね
、
あ
る
日
の
素
朴
な
る
情
緒
は
や
る
せ
な
き
神
経
の
顫
へ
に
変
り
て
自
ら

歌
本
来
の
哀
し
き
気
稟
に
つ
な
が
る
。（
中
略
）
収
む
る
に
新
声
三
百
余
首
、

単
に
自
然
の
推
移
に
任
せ
て
「
春
」「
夏
」「
秋
」「
冬
」「
心
」
の
五
章
と
し
、

添
ふ
る
に
「
桐
の
花
と
カ
ス
テ
ラ
」
以
下
のE

S
S

E
Y

五
篇
を
以
て
せ
り
。
加

ふ
る
に
そ
の
装
幀
の
好
も
し
さ
は
更
に
歌
集
と
し
て
の
新
記
録
を
作
ら
ん
と

す
。（
後
略
）q

こ
の
広
告
文
を
読
む
と
際
立
っ
て
目
立
つ
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
詩
集
『
思

ひ
出
』
を
モ
デ
ル
と
し
て
同
じ
類
い
の
独
特
性
を
持
ち
、
そ
し
て
官
能
的
で
独
自
の

創
意
に
富
ん
だ
歌
集
を
出
す
こ
と
。
二
つ
目
は
独
創
性
を
十
分
含
み
つ
つ
、
な
お
か

つ
伝
統
的
な
本
質
を
持
っ
た
歌
や
歌
集
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
刊
行
さ
れ
た
『
桐
の
花
』
は
物
質
的
な
要
素
（
色
付
き
の
挿
絵
、
表
紙
な
ど
）

は
計
画
通
り
で
あ
っ
た
が
、
全
体
の
構
造
は
よ
り
複
雑
な
も
の
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

元
の
五
章
の
予
定
が
十
一
章
に
も
な
り
、
章
の
名
称
が
す
べ
て
変
え
ら
れ
、「
三
百

余
首
」
が
四
四
九
首
に
増
え
て
い
た
。
そ
し
て
元
々
の
構
想
で
あ
る
大
都
会
の
季
節

の
移
り
変
わ
り
を
歌
に
し
て
明
る
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
粋
な
雰
囲
気
に
し
た
い
と
い

う
目
標
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
最
後
の
章
（
そ
の
有
名
な
「
哀
傷
篇
」）
で
姦
通
罪
に

よ
る
逮
捕
や
そ
の
後
の
経
験
を
端
的
に
表
し
た
一
〇
四
首
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。

『
桐
の
花
』
に
は
二
つ
の
異
な
る
歌
集
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

「
哀
傷
篇
」
前
の
三
四
五
首
と
「
哀
傷
篇
」
自
体
で
あ
る
。
批
評
家
に
よ
っ
て
そ
の

ど
ち
ら
か
を
好
み
、
高
く
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
刊
行
さ
れ
た
当
時
は
特
に
ア

ラ
ラ
ギ
派
の
批
評
家
が
「
哀
傷
篇
」
に
お
け
る
現
実
性
や
そ
の
体
験
に
対
す
る
作
家

イ
メ
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の
深
い
感
情
や
反
省
に
高
い
評
価
を
付
け
て
い
るw

。
他
方
で
は
、
例
え
ば
玉
城
徹
の

よ
う
な
現
代
批
評
家
は
「
哀
傷
篇
」
前
の
虚
構
性
や
溢
れ
ん
ば
か
り
の
想
像
力
を
褒

め
、「
哀
傷
篇
」
の
狭
苦
し
い
縮
ん
だ
視
野
を
非
難
し
て
い
るe

。

し
か
し
こ
の
一
見
異
な
る
二
つ
の
批
評
は
同
じ
も
の
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
姦
通
罪
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
白
秋
や
彼
の
作
品
に
と
っ
て
重
要
な
分

岐
点
に
な
り
、
こ
の
一
大
事
以
来
白
秋
の
考
え
方
が
根
本
的
に
変
わ
り
、
彼
の
芸
術

観
も
原
型
を
と
ど
め
な
い
程
変
貌
し
た
と
い
う
の
が
共
通
の
考
え
で
あ
る
。
も
し
こ

の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
事
件
の
シ
ョ
ッ
ク
で
そ
の
前
に
作
歌
し
て
い
た
よ
う
な
作
品

が
作
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
定
説
に
対
し
て
私
が
疑
問
を
抱
く
理
由
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
『
桐

の
花
』
の
合
計
四
四
九
首
中
の
九
十
五
首
ほ
ど
が
歌
集
初
出
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の

八
四
首
が
事
件
発
覚
前
の
経
験
を
題
材
に
し
、
ス
タ
イ
ル
も
以
前
の
ま
ま
で
「
哀
傷

篇
」
前
の
歌
に
織
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
定
説
が
真
実
だ
と
す
れ
ば

発
覚
す
る
前
の
歌
を
な
ぜ
そ
の
ま
ま
残
さ
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
新
し
く
作
歌
し
て

編
纂
し
た
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
白
秋
は
歌
集
の
整
理
に
苦
し
ん
だ
こ
と
。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
桐
の
花
』

を
刊
行
し
た
東
雲
堂
の
編
集
者
西
村
陽
吉
が
こ
う
語
っ
て
い
る
。

『
桐
の
花
』
は
越
前
堀
時
代
に
編
輯
し
た
も
の
だ
が
、
組
版
の
途
中
で
原
稿
が

と
ぎ
れ
て
し
ま
つ
た
り
、
何
べ
ん
も
版
の
組
替
へ
を
す
る
の
で
、
一
時
発
行
を

中
止
し
よ
う
と
さ
へ
思
つ
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
白
秋
と
喧
嘩
ま
で

し
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
が
、
た
う
た
う
、
あ
の
無
数
に
手
数
の
か
か
つ
た
歌
集
も

出
来
上
つ
た
。
出
来
た
と
き
は
白
秋
は
喜
ん
だ
が
、
私
の
方
は
腹
が
立
つ
て
し

や
う
が
な
か
つ
たr

。

作
家
が
こ
ん
な
に
編
集
者
を
困
ら
し
て
ま
で
何
の
た
め
に
敢
え
て
歌
の
流
れ
を
変

え
よ
う
と
し
た
の
か
。
歌
集
全
体
の
構
成
に
白
秋
自
身
が
こ
れ
程
の
精
力
を
注
い
だ

の
で
あ
れ
ば
、
読
者
も
ま
た
歌
集
全
体
を
統
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
方
が

い
い
の
で
は
な
い
か
。

『
桐
の
花
』
の
全
体
の
流
れ
は
何
な
の
か
。
ま
た
根
本
的
な
要
素
は
何
で
あ
る
の

か
。
も
ち
ろ
ん
歌
で
は
あ
る
が
、
白
秋
が
歌
集
を
組
み
立
て
た
時
に
歌
を
書
き
直
し

た
り
、
新
し
く
作
歌
し
た
り
し
て
い
る
。
全
体
の
流
れ
を
歌
と
同
じ
ぐ
ら
い
大
切
に

扱
っ
て
前
後
の
歌
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
よ

う
。先

ず
書
き
直
さ
れ
た
例
を
見
て
み
よ
う
。

（
＃
二
六t

）
ゆ
く
春
の
喇
叭
の
囃
子
は
や
し

身
に
ぞ
染
む
造
花

つ
く
り
ば
な
ち
る
雨
の
日
の
暮

（
＃
二
七
）
あ
あ
笛
鳴
る
思
ひ
い
づ
る
は
パ
ノ
ラ
マ
の
巴
里
パ
リ
ス

の
空
の
春
の
夜
の

月y

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
出
た
『
桐
の
花
』
翻
刻
新
版
の
「
あ
と
が
き
」
に
白

秋
自
身
が
自
分
の
若
い
時
の
歌
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。

世
の
色
相
の
中
の
、
複
雑
な
が
ら
に
う
す
曇
つ
た
色
合
、
香
ひ
と
香
ひ
と
の
陰

影
、
声
な
き
声
、
現
と
幻
と
の
境
、
か
う
し
た
も
の
の
あ
は
れ
の
果
敢
な
き
思

慕
は
ま
だ
う
ら
わ
か
い
私
の
常
住
の
夢
と
な
り
歌
と
な
つ
たu

。

こ
の
二
首
は
こ
の
「『
桐
の
花
』
ス
タ
イ
ル
」
の
よ
い
実
例
と
な
る
。
二
首
と
も

当
時
の
東
京
の
「
新
」
を
表
す
要
素
を
積
極
的
に
導
入
し
な
が
ら
現
実
と
夢
の
錯
覚

を
表
現
し
て
い
る
。
西
洋
の
楽
器
や
浅
草
の
映
画
館
（
二
七
番
の
パ
ノ
ラ
マ
）
や
映
画

の
中
の
場
面
は
皆
当
時
の
現
代
大
都
会
の
風
流
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
二
六
番
は
雨

の
中
で
造
花
が
散
る
こ
と
は
錯
覚
で
は
な
い
も
の
の
、
造
花
自
体
は
恐
ら
く
桜
の
花

313
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の
形
を
し
て
い
て
、
現
実
の
「
花
」
と
同
様
に
雨
に
散
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
の
中

に
、「
儚
さ
」
と
い
う
和
歌
の
伝
統
的
な
テ
ー
マ
を
不
思
議
に
醸
し
出
し
て
い
る
。

二
七
番
で
は
、
内
容
的
に
も
文
法
的
に
も
現
実
と
夢
の
分
割
線
が
曖
昧
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
語
り
手i

が
言
う
こ
の
「
パ
リ
の
空
」
の
思
い
出
は
実
際
に
肉

眼
で
見
た
パ
リ
で
は
な
く
映
画
の
中
の
パ
リ
が
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
こ
れ
も
「
夢
」
の
世
界
に
な
る
。
そ
の
う
え
「
パ
ノ
ラ
マ
」
と
い
う
映
画
館
で

見
た
ス
ク
リ
ー
ン
の
中
の
パ
リ
の
夜
空
の
「
パ
ノ
ラ
マ
」
を
見
た
と
い
う
意
味
と
し

て
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
曖
昧
さ
は
恐
ら
く
意
図
的
で
あ
る
。
文
法
的
に
下
の
句
は

助
詞
「
の
」
で
繋
が
っ
て
い
る
名
詞
ば
か
り
の
羅
列
な
の
で
そ
の
名
詞
の
間
に
ど
ん

な
関
係
が
あ
る
の
か
読
者
に
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
。
そ
の
「
月
」
が
映
画
の
中

の
パ
リ
の
空
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
映
画
館
の
外
の
浅
草
の
上
空
に
あ
っ
た
の

か
は
判
断
し
難
い
。
こ
れ
も
夢
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
白
秋
の
『
桐
の
花
』
ス
タ
イ
ル
の
代
表
的
な
歌
で
あ
る
。
こ
の
二
首

は
と
も
に
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
五
月
号
の
「
ス
バ
ル
」
の
有
名
な
「
も
の
の

あ
は
れ
」
の
六
十
三
首
の
中
の
作
品
を
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
歴

を
見
れ
ば
事
件
発
覚
前
と
そ
の
後
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
九
〇
九
年
の
こ

の
歌
に
は
現
実
と
夢
の
錯
覚
は
な
い
。

晩
春

ゆ
く
は
る

の
詠
嘆
調

ア

リ

ア

の
な
げ
き
身
に
ぞ
沁
む
傷い
た

み
し
胸
の
た
そ
が
れ
の
こ
ろo

こ
の
曖
昧
な
「
詠
嘆
調

ア

リ

ア

の
な
げ
き
」
が
歌
集
の
二
六
番
で
は
具
体
的
な
「
喇
叭
の

囃
子
」
に
な
り
、
些
か
冗
長
な
「
な
げ
き
」
が
消
え
て
し
ま
う
。
下
の
句
に
は
語
り

手
に
直
接
繋
が
る
「
傷
み
し
胸
」
の
代
わ
り
に
文
化
的
な
し
か
し
具
体
的
な
嘆
く
理

由
に
な
る
要
素
（
散
っ
て
い
る
花
）
が
入
っ
て
い
る
。
二
首
と
も
に
文
法
的
に
似
た

よ
う
な
名
詞
の
羅
列
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
集
で
の
こ
の
歌
は
語
り
手

の
感
情
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
な
い
。
だ
が
和
歌
文
学
の
知
識
で
も
っ
て
そ
の
感
情

を
想
像
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
い
。
し
か
も
書
き
直
さ
れ
た
歌
が
現
実
と
人
工

的
な
も
の
が
交
錯
し
て
い
る
の
で
よ
り
強
く
語
り
手
の
感
受
性
が
浮
き
立
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

二
七
番
の
元
歌
は
歌
集
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
着
想
で
あ
る
が
、
二
六
番
の
場
合

と
同
じ
で
具
体
性
が
比
較
的
欠
け
て
い
る
。

か
の
曲

き
ょ
く
よ
思
ひ
い
づ
る
は
ほ
の
青
き
活
動
写
真
見
て
し
夜よ

の
ゆ
め!0

「
ほ
の
青
き
」
は
恐
ら
く
映
画
自
体
の
投
影
さ
れ
た
光
線
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、

具
体
的
な
記
憶
と
伴
っ
て
夢
も
語
り
手
の
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
現
実
と
夢
の
世
界

が
あ
る
程
度
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
映
画
の
中
の
物
語
等
を
指
す
な
ら
、
も
う
一
つ

の
錯
覚
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
は
映
写
機
が
作
り
出
し

た
物
質
的
な
現
実
性
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
た
「
曲
」
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
れ
は
曖
昧
で
あ
る
。
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
の
六

月
号
の
「
朱
欒
」
に
出
た
修
正
の
歌
も
同
じ
よ
う
に
曖
昧
で
あ
る
。

か
の
曲
よ
、
思
ひ
い
づ
る
は
ほ
の
青
き
シ
ネ
マ
の
な
か
の
雪
の
夜
の
月!1

し
か
し
「
見
て
し
夜
の
ゆ
め
」
は
今
回
映
画
の
中
の
場
面
の
「
雪
の
夜
の
月
」
に

な
り
、
漠
然
と
し
た
「
夢
」
よ
り
も
割
合
具
体
的
で
あ
る
。
歌
集
の
二
七
番
で
は
映

画
の
中
の
風
景
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、「
春
の
夜
の
月
」
に
な
る
と
映
画
の
場

面
と
実
際
の
浅
草
の
場
面
が
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
活
動
写
真
」
や

「
シ
ネ
マ
」
の
よ
う
な
具
体
的
な
映
画
に
関
す
る
言
葉
を
用
い
ず
に
状
況
を
敢
え
て

曖
昧
に
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
映
画
館
を
間
接
的
な
表
現
「
パ
ノ
ラ
マ
」
に
す

る
こ
と
で
よ
り
一
層
夢
と
現
実
に
跨
が
る
歌
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
曖
昧
な
「
曲
」
を
具
体
的
な
「
笛
鳴
る
」
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
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て
こ
の
瞬
間
的
な
現
実
と
夢
の
結
び
を
更
に
強
め
る
効
果
を
齎
し
た
。
こ
の
二
首
か

ら
判
断
す
れ
ば
現
実
と
夢
の
世
界
の
重
な
り
合
い
が
事
件
発
覚
後
で
も
な
お
一
層
強

く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
六
番
と
二
七
番
の
初
出
を
見
れ
ば
白
秋
は
元
々
こ
の
二
首
を
一
歌
群
と
し
て
出

す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
収
集
さ
れ
て
は

い
る
が
そ
の
間
に
は
二
十
四
首
も
挟
ま
れ
て
い
る
し
、
内
容
的
に
も
二
首
は
関
係
が

な
い
。
し
か
し
『
桐
の
花
』
の
巻
頭
の
章
（「
銀
笛
愛
慕
調
」）
に
季
節
「
春
」
の
十

七
の
通
し
番
号
の
付
い
た
歌
群
の
中
、
こ
の
二
首
は
歌
群
十
三
に
な
り
、
二
首
だ
け

で
も
一
頁
を
占
め
て
一
組
と
な
っ
て
い
る
。
白
秋
の
最
終
的
な
推
敲
に
よ
っ
て
両
方

に
初
め
て
楽
器
が
入
っ
て
い
る
が
一
番
目
立
つ
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
楽
器
で

も
対
照
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
二
六
番
の
「
喇
叭
の
囃
子
」
は
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
二
七
番
の
「
笛
鳴
る
」
は
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
七
番
に
は
映
画
の
中
の
春
の
情
景
が
加
わ
り
、
そ

れ
で
季
節
要
素
が
一
致
し
、
そ
し
て
「
パ
ノ
ラ
マ
」
が
後
者
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
で

大
切
な
現
実
と
夢
の
重
な
り
合
い
が
浮
き
立
っ
て
く
る
。
こ
の
推
敲
に
よ
っ
て
比
喩

的
な
歌
が
具
体
的
な
歌
に
、
実
際
の
季
節
推
移
が
映
画
の
中
の
そ
れ
に
、
そ
し
て
実

際
の
雨
の
中
の
人
工
的
な
花
が
錯
覚
に
近
い
春
の
象
徴
的
な
月
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が

る
。
そ
し
て
歌
集
の
た
め
の
推
敲
で
二
首
は
美
的
な
釣
り
合
い
が
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、「『
桐
の
花
』
ス
タ
イ
ル
」
の
特
徴
で
あ
る
現
実
と
夢
あ
る
い
は
現
実
と
想
像
上

の
錯
覚
が
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
歌
群
を
構
成
す
る
た
め
に
全
く
新
し
い
歌
を
組
み
入
れ
た
よ
う
な
形
跡
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
「
銀
笛
愛
慕
調
」
中
の
歌
群
十
一
を
見
よ
う
。

十
一

（
＃
二
〇
）
あ
ま
り
り
す
息
も
ふ
か
げ
に
燃
ゆ
る
と
き
ふ
と
唇
く
ち
び
るは
さ
し
あ
て
し

か
な

（
＃
二
一
）
く
れ
な
ゐ
の
に
く
き
唇
あ
ま
り
り
す
つ
き
放
し
つ
つ
君
を
こ
そ
お

も
へ!2

こ
の
二
首
は
間
違
い
な
く
ペ
ア
と
し
て
の
働
き
が
あ
る
。
二
〇
番
が
一
九
〇
九
年

の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
一
首
で
あ
る
に
対
し
て
二
一
番
は
歌
集
初
出
で
、
恐
ら
く

事
件
発
覚
後
に
書
か
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
。
ペ
ア
の
要
素
と
し
て
中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ

と
な
る
ア
マ
リ
リ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
を
肯
定
的
に
二
〇
番
を
、
そ
し
て
否
定
的
に
二

一
番
を
扱
い
、
前
者
で
語
り
手
が
口
づ
け
し
よ
う
と
し
、
後
者
で
は
唇
か
ら
突
き
放

す
。ま

た
前
後
の
歌
と
の
関
係
を
考
え
る
と
こ
の
歌
群
の
働
き
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て

く
る
。
例
え
ば
一
六
番
か
ら
一
九
番
ま
で
の
四
首
に
な
る
歌
群
は
語
り
手
に
と
っ
て

愉
快
な
こ
と
、
不
愉
快
な
こ
と
の
交
互
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
。

（
＃
一
六
）
一
匙

ひ
と
さ
じ

の
コ
コ
ア
の
に
ほ
ひ
な
つ
か
し
く
訪
お
と
な
ふ
身
と
は
し
ら
し
た
ま

は
じ

（
＃
一
七
）
黒
耀
の
石
の
釦

ぼ
た
ん

を
つ
ま
さ
ぐ
り
か
た
ら
ふ
ひ
ま
も
物
を
こ
そ
お
も

へ

（
＃
一
八
）
薄
あ
か
き
爪
の
う
る
み
に
ひ
と
し
づ
く
落
ち
し
ミ
ル
ク
も
な
つ
か

し
と
見
ぬ

（
＃
一
九
）
寂
し
き
日
赤
き
酒
取
り
さ
り
げ
な
く
強
ひ
た
ま
ふ
に
ぞ
涙
な
が
れ

ぬ!3

一
六
番
の
愉
快
な
コ
コ
ア
の
匂
い
に
つ
ら
れ
て
語
り
手
を
女
性
の
所
に
訪
れ
さ
せ

る
。
一
七
番
で
女
性
と
の
逢
い
引
き
が
彼
に
と
っ
て
強
く
思
い
焦
が
れ
る
こ
と
に
繋

が
る
。
一
八
番
で
は
女
性
の
素
敵
な
赤
い
爪
に
ミ
ル
ク
の
落
ち
て
い
る
光
景
が
ま
た

美
的
で
愉
快
な
経
験
に
当
た
り
、
一
方
は
一
九
番
で
語
り
手
が
痛
い
程
の
寂
し
さ
に
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駆
ら
れ
て
酒
を
飲
み
泣
い
て
し
ま
う
。
次
の
歌
群
に
（
前
記
の
二
〇
〜
二
一
番
）
ま
た

こ
の
愉
快
不
愉
快
な
リ
ズ
ム
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
確
定
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
リ
ズ
ム
の
場
合
は
語
り
手
の
主
観
的
な
「
内
」
な
る
感
情
の
世
界
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
客
観
的
な
「
外
」
の
大
自
然
界
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
箇
所
も
『
桐
の
花
』
全
体
に
よ
く
あ
る
。
こ
の
「
内
」
と
「
外
」
の
対

極
の
間
を
往
来
す
る
語
り
手
の
意
識
の
動
き
が
も
う
一
つ
の
大
切
な
リ
ズ
ム
に
な

る
。
例
え
ば
歌
群
十
一
（
二
〇
〜
二
一
番
）
と
歌
群
十
二
（
二
二
〜
二
五
番
）
は
歌
群

十
（
一
六
〜
一
九
番
）
の
内
面
集
中
と
歌
群
十
三
（
二
六
〜
二
七
番
）
の
外
面
集
中
と

の
間
の
過
渡
的
な
段
階
と
し
て
の
働
き
を
担
っ
て
い
て
流
れ
を
進
め
る
。
歌
群
十
の

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
に
対
し
て
、
二
〇
番
で
再
び
「
恋
」
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り

入
れ
て
い
る
が
、
直
接
他
者
の
女
性
に
会
わ
ず
代
わ
り
に
自
然
世
界
の
花
が
相
手
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
歌
の
焦
点
が
自
然
へ
と
移
っ
て
い
る
が
、
急
激
で
は
な
く
、

段
階
的
に
動
く
。「
恋
」
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
残
る
が
、
先
ず
女
性
か
ら
焦
点
が
外

れ
る
。
そ
し
て
歌
集
初
出
の
二
一
番
に
は
語
り
手
が
「
君
」
を
指
し
て
い
る
が
こ
の

歌
で
モ
チ
ー
フ
の
赤
い
花
を
突
き
放
し
た
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
相
手
」
を

暫
く
引
き
離
し
て
お
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
歌
群
十
二
を
持
っ
て
き
て
い

る
。

十
二

（
＃
二
二
）
は
る
す
ぎ
て
う
ら
わ
か
ぐ
さ
の
な
や
み
よ
り
も
え
い
づ
る
は
な
の

あ
か
き
と
き
め
き

（
＃
二
三
）
く
さ
ば
な
の
あ
か
き
ふ
か
み
に
お
さ
へ
あ
へ
ぬ
く
ち
づ
け
の
お
と

の
た
へ
が
た
き
か
な

（
＃
二
四
）
わ
か
き
ひ
の
も
の
の
と
い
き
の
そ
こ
こ
こ
に
あ
か
き
は
な
さ
く
し

づ
こ
こ
ろ
な
し

（
＃
二
五
）
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
と
り
あ
つ
め
た
る
も
や
の
う
ち
し
づ
か
に
ひ
と
の
な

く
ね
き
こ
ゆ
る!4

歌
群
十
二
（
二
二
〜
二
五
番
）
で
は
赤
い
花
、
そ
し
て
曖
昧
な
「
恋
」
の
よ
う
な

感
情
的
要
素
が
最
初
の
三
首
に
残
っ
て
い
る
が
、
語
り
手
の
内
面
的
な
立
場
か
ら
も

う
一
段
階
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
歌
群
十
二
の
終
わ
り
（
二
五
番
）
で
「
恋
」
自
体
は

な
く
な
り
、
焦
点
が
赤
の
他
人
の
よ
う
な
「
人
」
の
泣
く
音
へ
と
変
わ
っ
て
行
く
。

流
れ
と
し
て
は
二
二
番
で
語
り
手
の
内
面
性
が
な
く
な
る
の
で
愉
快
不
愉
快
が
交
互

す
る
リ
ズ
ム
も
自
然
と
消
え
る
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
特
定
で
き
な
い
不
安
が
描
か

れ
、
そ
れ
が
自
然
界
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
効
果
が
歌
集
初
出
で
あ
る
二
一
番
の
配
列
結
果
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
従
っ
て
俊
子
と
の
恋
愛
事
件
が
衝
撃
で
は
あ
る
も
の
の
、
作
家
白
秋
は

ま
だ
ま
だ
そ
れ
以
前
の
ス
タ
イ
ル
を
生
か
し
て
作
歌
で
き
た
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

筆
者
も
白
秋
と
俊
子
の
不
法
関
係
の
発
覚
が
白
秋
へ
及
ぼ
し
た
影
響
は
決
定
的
で

あ
っ
た
と
主
張
す
る
玉
城
徹
や
他
の
批
評
家
と
殆
ど
の
点
で
同
じ
考
え
で
あ
る
。
同

意
し
か
ね
る
の
は
そ
の
経
験
で
全
く
違
う
人
間
や
歌
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
事
件
が
発
覚
し
て
か
ら
も
ま
だ
そ
の
前
の
経
験
や
ス
タ
イ
ル
を
歌
の
題
材
を
取

り
入
れ
て
い
る
。
よ
く
調
べ
れ
ば
白
秋
の
若
い
頃
の
「
哀
傷
篇
」
前
の
部
分
で
代
表

的
な
歌
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
事
件
が
発
覚
し
て
か
ら
の
も
の
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
が
「
哀
傷
篇
」
前
に
入
り
、
そ
の
全
体
の
流
れ
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
の
続
稿
で
『
桐
の
花
』
の
全
体
の
流
れ
の
構
成
を
検
討
す
る
。

注q

『
白
秋
全
集
』、
第
六
巻
、
四
二
七
頁
。
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w

例
え
ば
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
の
四
月
号
に
は
中
村
憲
吉
や
小

泉
千
樫
が
「
哀
傷
篇
」
ま
で
の
三
四
五
首
を
非
難
し
な
が
ら
も
「
哀
傷
篇
」
自
体
を

高
く
評
価
し
た
。

e

玉
城
徹
「『
桐
の
花
』
再
考
」（「
短
歌
現
代
」
昭
和
五
六
年
五
月
）
を
参
照
す
る
。

r

嶋
岡
晨
『
詩
人
白
秋
そ
の
愛
と
死
』（
社
会
思
想
社
　
昭
和
四
七
年
五
月
三
〇
日
）、
一

二
六
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

t

通
し
番
号
は
引
用
す
る
た
め
に
便
宜
上
付
け
た
だ
け
で
、
歌
集
に
は
な
い
。

y

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
一
八
頁
。

u

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
一
六
八
頁
。

i

筆
者
が
敢
え
て
「
作
家
」
を
使
わ
ず
「
語
り
手
」
を
使
う
理
由
は
韻
文
の
中
の

「
声
」
は
必
ず
し
も
「
作
家
」
自
身
の
声
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
の
上
に
立
っ
て

い
る
。
こ
の
語
っ
て
い
る
「
声
」
は
あ
く
ま
で
も
作
品
上
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
空
間

の
も
の
で
あ
る
。
文
芸
で
は
こ
の
「
声
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
避
け
ら
れ
な
い
要

素
で
あ
り
、
ど
の
作
家
で
も
否
応
無
し
に
こ
の
「
声
」
を
作
品
の
中
で
操
る
。
従
っ

て
こ
の
「
声
」
を
出
し
て
い
る
語
り
手
が
登
場
人
物
に
相
当
し
、
作
家
白
秋
で
は
な

い
。

o

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
二
三
〇
頁
。

!0

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
二
三
二
頁
。

!1

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
二
七
六
頁
。

!2

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
一
七
頁
。

!3

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
一
六
│
一
七
頁
。

!4

『
白
秋
全
集
』
第
六
巻
、
一
七
頁
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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