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北

村

透

谷

の

文

体

1

手
紙
か
ら
散
文

へ
ー

岡

部

隆

志

野
山
嘉
正
氏
は

「
北
村
透

谷
の
散

文
」

(
文
学

49

・
8
)

へ
の
意
識

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

で
、
透
谷

の
言
語

透
谷
の
散
文
が
外
見
上
の
撞
着
を
物
と
も
せ
ぬ
力
を
持

っ
て
い
る
の
は
、

自
己
の
感
覚
以
外
の
何
者
も
頼
り
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
透
谷
が
よ
く
知

っ
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
自
己
と
時
代

の
核
心
に
到
達
し
得
な
い
と

信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
透
谷
の
文
学
好
き
と
は
、
言
語
に
そ
の
信
念
を

十
全
な
形
で
託
し
得
る
と
の
信
頼
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

二

呼
吸
に
あ

・

い
ふ
処

へ
躍
り
入

っ
た
や
う
な
風
に
見
え
た
。
」
と
い
う
島
崎
藤
村

は
的
を

射
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
透
谷
論
の
方
法
の
最
大

の
蹟
き
の
石
は
、
こ
の
透
谷

の
鋭

い
直
感
が
言
語
意
識
を
ど
の
よ
う
に
規
制
し
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
点
を
抜
き
に
す
る
と
、
透
谷
の
文
章
の
細
部
の
矛
盾
に
と
ら
わ
れ
、
或

い
は
外
側
か
ら
論
証
し
て
結
局
当
体
に
辿
り
着
け
ぬ
と
い
う
事
態
に
落
ち
込

む
。

透
谷
と
言
葉

と

の
か
か
わ
り
と

い

っ
た
も

の
が
、
的
確

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

野
山
氏

の
述

べ
る
通

り
、
確

か
に
透
谷
は
言
葉
を
選
ぶ
に
際
し
、

「自

己
の
感

覚
以
外

の
何
者

も
頼

り
に
な
ら
ぬ

こ
と
を
」
よ
く
知

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
詩

や
小
説

で
の
透

谷

の
表
現

に
お
け
る
仮
構
性
が
、
透
谷

の
内
面

の
吐
露

の
手
段

と

し
て
限
定

さ
れ
、
作
品
全
体

の
仮
構
と
い
う
形

で
結
実
し
な
か

っ
た

こ
と
と

符
号
し
よ
う
。
透

谷

の
言
語

へ
の
意
識
は
、
自

己
に
懐
胎

し
た
観
念
を
も
ど
か

し

い
思

い
で
言
葉

に
置
き
換
え
て
い
く

こ
と
に
集
中

し
て
い
て
、

そ
の
言
葉

が

あ

る
作
品
世
界

の
全
体

の
秩
序

の
な
か
に
ど
う
位
置
付

け
ら
れ
る
か
と

い
う
、

注

1

そ

の
よ
う
な
言
葉

の
選
択
に
は
向
か

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
作
品

世
界
全
体

の
仮
構
性
が
強
く
求

め
ら
れ
る
詩
や
小
説
に
お
い
て
は
、
透
谷

の
表

現
意
識

は
う
ま
く
適
合

し
な

い
。
無
媒
介
的
に
借

り
ら
れ
た
伝
統
的
(
通
俗
的
)

表
現

の
形
式

の
な

か
に
、
透
谷
固
有

の
言
葉

を
挿
入
す

る
と

い
う

こ
と
に
な
ら

ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。

だ
が
、
散
文

(評
論
)
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
透
谷
の
表
現
意
識
は
う

ま
く
機
能

し
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
理
由

は
、
評
論
と

い
う
形
式
が
ジ

ャ
ン
ル

と

し
て
新

し
い
と

い
う

こ
と
が
ま
ず
あ

っ
た
ろ
う
。
借

り
る
べ
き
ど
ん
な
伝
統

形
式
も
な
か

っ
た

は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
評
論
は
、
詩
や
小
説

の
よ
う
な
作
品



北村透谷の文体

と
し
て
の
仮
構
性

に
よ

っ
て
必
ず
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
、
と

い
う
も

の
で
も
な

い
。
書
き
手

の
考
え

て
い
る
内
容
が
論
理

と
し
て
伝
達
出
来
れ
ば
、

美
文

で
な
く
と
も
評
論

は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

「
小
説
家
た
る
を
得

ん
と
」

自
負

し
た
透

谷
だ

っ
た
が
、
透
谷

の
言
葉

へ
の
か
か

わ
り
の
性
格

を

考

え

れ

ば
、
散
文

(評
論
)
に
お
い
て
書
き
手
と
し
て
の
面
目
を
発
揮
す

る
の
は
当
然

で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
評
論
も
ま
た
、
詩
や
小
説
と
は
違

っ
た
意

味

で
の
仮
構
性
を
必
要
と

す

る
。
そ
れ
を
文
体

と
言

っ
て
も

い
い
。
例
え
ば
、
透
谷
が
傾
倒
し
ま
た
反
発

し
た
徳
富
蘇
峰

や
山
路
愛
山

の
漢
文
を
読

み
下
し
た
よ
う
な
文
体

を
想
起
す
れ

ば
よ

い
。
詩
や
小
説

の
従
来

の
形
式
に
収
ま
り
切

ら
な

い
透
谷

の
言
葉

へ
の
意

識

は
、
当
然
、

こ
の
よ
う
な
文
体
を
素
直
に
受
容

し
た
と
は
思

え
な
い
。
そ
れ

は
、
野
山
氏
が
述

べ
る
よ
う
に

「透
谷

の
鋭

い
直
感
が

言
語
意
識
を
ど

の
よ
う

に
規
制

し
た
か
」
と

い
う
問
題
と
し
て
、
透
谷

の
散
文

(評

論
)

の
文
体

に
あ

ら
わ
れ

る
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
透
谷
論
を
書
く
評
者

の
問

題
で
あ

る
前

に
、
透

谷
自
身

の
問
題
と

し
て
語
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
だ

ろ
う
。
透
谷
が
、
自

分

の
考

え
て

い
た

こ
と
も

し
く
は
考

え
あ
ぐ
ね
て
い
た

こ
と
を
、

そ
の
ま
ま
言
葉

に
置
き
換

え
た

こ
と
が

出
来

た
と

は
思

え
な

い
。
そ

こ
に
は
、
書
く

こ
と

へ
の
も
ど
か
し
さ
と

い
っ
た

も

の
が
あ

る
は
ず

で
あ
り
、

そ
れ
を
自
意
識

の
不
透
明

さ

(内

面
)
と
い

っ
た

も

の
に
帰
す

の
で
は
な
く
、
表
現
さ
れ
た
言
葉

の
、
透

谷
と

い
う
主
体
を
巻
き

込
ん
だ
、

一
種

の
運
動

と
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
も
思

え
る
。

つ
ま

り
、
透
谷

の
言
葉
が
不
可
避

に
は
ら
む

〈
異
和
〉
を
見

て
い
く

こ
と
が
、
そ
の

ま
ま
透

谷
論

に
な
り
え
る
と

い
う

こ
と
だ
。
そ

の
よ
う

な
目
論
見

の
も
と
に
、

透
谷
の
散
文

(主

に
評
論

)
に

つ
い
て
少
し
論

じ
て
み
た

い
。

二

 

透
谷
の
手
紙
が
透
谷
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
だ
が
、
透
谷
の
手
紙
の
貴
重
さ
は
、
透
谷
の
作
品
か
ら
で
は
知
り

得
な
い
透
谷
像
を
知
る
と
い
う
意
味
よ
り
も
、
透
谷
像
が
透
谷
自
身
の
手
に
よ

っ
て
直
裁
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

一
八
八
七

(
明
治
二
〇
)

・
八

・
一
八
の
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
、
同
八
月
下
旬

の
父
快
藏
宛
書
簡

の
な
か
で
、
透
谷
は
自
己
の
政
治
上

の
挫
折
、
事
業

の
失

敗
、
恋
愛
に
つ
い
て
分
析
を
繰
り
返
す
。
何
と
も
奇
妙
な
手
紙
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
人
は
普
通
父
親
や
恋
人
に
こ
ん
な
手
紙
を
書
く
も
の
な
の
か
。

一
体
本

当
に
透
谷
は
石
坂
ミ
ナ
や
父
快
藏
に
読
ん
で
も
ら
い
た
く
て
手
紙
を
書
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
八
・
一
八
の
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
の
な
か
で
、
透
谷
自
身
の
手
に
な

る
自
己
史
は
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

鳴
呼
若
し
生
を
し
て

一
の
大
家
た
る
を
得
る
あ
か
つ
き
あ
り
と
念
は
し
め

ば
、
生
は
今
に
於
て
己
れ
の
履
歴
を
語
る
の
必
要
な
か
る
べ
し
、
生
は
寧
ろ

堂
々
た
る
自
博
を
玉
の
如
き
名
筆
を
以
て
書
き
始
む
可
し
、
然
れ
ど
も
其
望

な
し
と
せ
ば
、
生
は
し
ば
ら
く
の
間
、
お
も
し
ろ
き
妄
想
を
持
ち
た
る
事
を

悪
さ
ず
白
状
す
る
こ
そ
能
け
れ
と
思
ふ
な
り
、
げ
に
生
の
生
活
は
世

の
有
為

の
少
年

の
為
め
に

一
部

の
警
戒
書
と
な
る
べ
し
、
生
の
失
敗
は
以
て
彼
等
に

示
す
可
し
、
秘
し
隠
す
可
き
者
に
あ
ら
ず

こ
れ
は
、
告
白

小
説

の
書
き
出

し
で
は
な
い
。

石
坂
ミ
ナ
に
あ
て
た
手
紙

の

一
節

な
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
が

い
か
に
告
白
小
説
的

で
あ

る
か
。
比
較

し
て

み
た
く
な

る
の
が
次

の
よ
う
な
文
章
で
あ

る
。
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私
は
、
か

っ
て
例
も
な
か

っ
た

し
、
将
来
真
似

手
も
あ
る
ま

い
と
思
わ
れ

る
こ
と
を
企
画
す
る
の
で
あ
る
.

一
人

の
人
間

を
、
全
く
本
然

の
真
理

に
お

い
て
、
人
々
に
示
し
た
い
。

そ
の
人
間
と

は
、
私

で
あ
る
。

た
だ
私

だ
け
だ
。
私
は
自
分

の
心
を
感
じ
、
人

々
を
知

っ
て
来

た
。
私

の

人
と
な
り
は
私

の
会

っ
た
人

々
の
誰

と
も
似

て
い
な

い
。

い
や
世

の
あ

ら
ゆ

る
人

々
と
異
な

っ
て
い
る
と
敢
え

て
信

じ
よ
う
と

思
う
。
偉
く
な
い
と
し
て

も
、
少

な
く
と
も
違

っ
て
い
る
。
自
然

の
手
で
叩

き
込
ま
れ
た
型
を
、
自
然

は
殿
す
方
が
善

か

っ
た
か
悪

か

っ
た
か
、
そ
れ
は
私

の
本
を
読

ん
で
か
ら
判

定

す
べ
き
事
だ
。

(
中
略
)
数
限
り
な
い
人

々
の
群
れ
を
私

の
周
囲
に
集

め

て
く
れ
給

え
、
人

々
が
私

の
告
白
を
き
き
、
私

の
下
劣
さ

に
悲
鳴
を
あ
げ
、

私

の
み
じ
め
さ
に
赤

面
せ
ん
事
を
。
彼
ら
が
各
自

、
同

じ
誠
意

を
も

っ
て
、

貴
方

(自
然

)
の
帝

座
の
下

に
、
そ
の
心
を
む
き

出
し
に
し

て
欲

し
い
。
も

し
勇
気
が
あ
る
な

ら
、
た

っ
た

一
人

で
も
、
貴
方

に
言
う
人
が
あ

っ
て
欲

し

い
も

の
だ
、
私

は
あ

の
男

よ
り
は
ま

し
だ

っ
た
、

と
。

こ
れ
に
、
小
林
秀
雄

の

「
私
小
説
論
」

の
冒
頭
に
引

用
さ
れ
た
、
小
林
秀
雄

訳
に
な
る
、

ル
ソ
ー

「告
白
」

の
書
き
出
し
で
あ

る
。

こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
文

章

が

い
か

に
、
透
谷

の
手
紙

の

一
節

に
似

て
い
る
こ
と
か
。
否
、
透
谷

の
手
紙

が

こ
の
文
章
に
似

て
い
る
と
言
う
べ
き
か
。

小
林
秀
雄
は

「
私
小
説
論
」

の
な
か
で
、

「
ル
ソ
オ
は

『
撒
悔
禄
』

で
た
だ

己
れ
の
実
生
活
を
描

こ
う
と
思

っ
た
の
で
も
な
け
れ

ば
、
ま
し
て
こ
れ
を
巧
み

に
表
現

し
よ
う
と
苦

し
ん
だ
の
で
も
な

い
の
で
あ

っ
て
、
彼
を
駆

り
立

て
た
も

の
は
、
祉
会
に
お
け

る
個
人
と

い
う
も

の
の
持

つ
意

味
で
あ
り
、
引

い
て
は
自

然

に
お
け

る
人
間

の
位
置

に
関
す
る
熱
烈
な
思
想

で
あ
る
。
」
と
書

い
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ル
ソ
ー
の

「私
」

は
、

「
社
会
に
お
け

る
個

人
と

い
う
も

の
の
持

つ

意
味
」
が
重
要
な
も

の
と
し
て
成
立

し
た
、
近
代

社
会

に
お
け
る
、

「
人
間
」

に
関
す

る
思
想

の
あ
ら
わ
れ
だ
と
述

べ
、
そ
し
て
返
す
刀

で

一
西
欧

に
私
小
説

が
生
ま
れ
た
外
的
事
情
が
わ
が
国
に
な
か

っ
た
」
た
め
に
、

「
わ
が
国

の
自
然

主
義
文
学
運
動
が

、
遂

に
独
特
な
私
小
説
を
育

て
上
げ

る
に
至

っ
た
」

の
だ
と

裁
断
す
る
。

さ

て
、
小
林
秀

雄

の
言

い
か
た
に
倣
え
ば
、

一
西
欧
に
私
小
説
が
生
ま
れ
た

外
的
事
情

一
を
持

た
な

い
透
谷

の
告
白
に
お
け

る

「
私
」
は
、

ル
ソ
ー

の

「
告

白
」
に
お
け
る

「
私

」
で
は
当
然

な
い
だ
ろ
う
。
と
す

る
な
ら
、

こ
の
、
わ
が

国

の

「独
特
な
私

小
説
」
の

「
私
」
が
ま
だ
生
ま
れ
る
以
前

に
透

谷
に
よ

っ
て

告
白
さ
れ
た

「私

」

の
意
義
と
は
な

に
か
。

そ
れ
は
何
故

ル
ソ
ー

の

「告
白
」

の
書
き
出

し
と
似

て
し
ま
う

の
か
。

ミ
シ
ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー
は

「言
葉

と
物

」
の
な
か
で
、

「
十
八
世
紀

の
末
葉

は
、
十
七
世
紀
初

頭
に

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
の
思
考

を

破
壊
し
た
そ
れ
と
対

称

的

注
2

な
、
ひ
と

つ
の
不
連
続

に
よ

っ
て
断
ち
切

ら
れ

て
い
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
が
、

近
代

に
至

る
そ
の
不
連
続

の
連
続
と
も
言
う

べ
き
展
開

の

一
つ
に
、

「
人
間
」

の
創
造
を
あ
げ

る
。
そ
れ
は
神
に
対
す
る
人
間
と
い

っ
た
意
味
で

の

「
人
間
」

で
な
く
、
経
験

と
認
識

の
主
体

で
あ

リ
同
時

に
そ
れ
を
可
能

に
す
る
先
験
的
な

場
所
と
し
て
の

「
人
間

」
を
意
味

し
て
い
る
、

つ
ま
り
、

「
人
間
」
を
超
越
的

に
見
る
の
で
な
く

、

一人
間
」
以
外

の
超
越
的
な
場
所
に

「
普
遍
」
を
見

い
だ

す

の
で
も
な
く
、

有
限
的
存
在

で
あ

る
が
故

に
、
そ
の
経
験
と
認
識

に

一普

遍
」

の
起
源
を
見

い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も

の
と
し
て
の

「
人
間
」
が
見

い
だ

さ
れ
た
と

い
う
の
だ
。

こ
の

「
人
間

一
は
ル
ソ
ー
の
「告
白
」
に
お
け

る

「
私
」

に
置
き
換

え
可
能

だ
ろ
う
.

ル
ソ
ー

の

「
私
」
も

ま
た
、

「
私
」
と

い
う
体
験

と
認
識

の
な
か
に
、

「普
遍

】
を
見

い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
と
す

る

な
ら
、

「経
験
」

し

「認
識
」
す

る

「私
」

の
創
造

こ
そ
、
不
連
続
と
し
て
生
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じ
る
近
代

の
問
題
と
な
る
。

透

谷

の

「
私
」
も

ま
た
、

「
経
験
」
し

「
認
識
」

す

る
こ
と
に

「普
遍
」
を

見

い
だ
そ
う
と
す
る

「
私
」

の
創
造
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
無
論

、
ル
ソ
ー

の

「私
」
が
透
谷
の

「私

」
と
同
じ
だ
と
は
言

わ
な

い
。
た
だ
、
透
谷

は
透
谷

が
属
し
た
日
本
近
代

に
お
け
る

〈
知
〉

の
言
説

の
、

不
連
続

な
切
れ
目
に
ぶ

つ

か

っ
て
い
る
と
は
言
え

る
だ
ろ
う
。
自
己

の
体
験

の
言
述

に

「普
遍
」

へ
の
予

感
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
透
谷

は
ル
ソ
ー
の

「私
」

の
よ
う
に
、
告
白
出
来
た

の
だ
。

だ
が
、

ル
ソ
ー
の

「告
白
」
が
日
記

で
も
手
紙

で
も
な
い
こ
と
を
確

認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
ソ
ー
の

「私
」
は
、
近
代
小

説

の
先
駆
と
も
言
う
べ
き

こ
の

「
作
品
」
の
な
か
に
仮
構
さ
れ
た

「私
」
な

の
で
あ

る
。

透
谷

の

「
私
」
は
、

石
坂

ミ
ナ
宛

の
手
紙

の
文
章

に
あ
ら
わ
れ
た

「私
」

で

あ
る
。

こ
こ
に
、
透
谷
の
告
白

の
特
異
さ
、

ひ
い
て

は
、
日
本
近
代

が
恐

ら
く

最
初
に
経
験

し
た
告
白

の
特

異
さ
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

人

は
普

通
自
分

の
恋
人

へ
の
私
信
に

「生

の
失
敗

は
以

て
彼
等

に

示

す

可

し
」
な
ど
と
は
書

か
な
い
。

こ
の
手
紙

に
は
、
明

ら
か
に

「
普
遍
」
が
指
向

さ

れ

て
お
り
、
そ
の
意
味

で
、
透

谷
に
よ

っ
て
仮
想

さ

れ
た

「普
遍
」

の
受
け
手

と
し
て

の
読
み
手
が
、

こ
の
手
紙
に
は
想
定
さ
れ
て

い
る
と
老
え
ざ
る
を
得
な

い
。
読

み
手

の
石
坂

ミ
ナ
は
、
透
谷
に
と

っ
て
単
な

る
私
信

の
相

手

で

は

な

く
、

「普
遍
」
の
受
け
手
と
し
て
不
特
定
多
数

の
ま

な
ざ

し
を
持

ち
、
そ

の
ま

な
ざ
し
に
よ

っ
て
透
谷

の

「
私
」
に

「
普
遍
」
を
見

い
だ
さ
せ
も
す

る
、
重
要

な
存
在
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期

の
透
谷

の
手
紙

は
、
手
紙

で
あ

っ
て

手
紙

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
手
紙

の
す
ぐ
後

に
書

か
れ
た
二

生

中
最
も
惨

憺
た
る

一
週
間
」
は
、

「
余
は
是

を
記
憶

せ
ん
が
為

に
時
と
紙
筆
と

を
費

や
す
者

な
り
」
と

い
う
書

き
出

し
で
始

ま
る
透

谷

の
手
記

で

あ

る

が
、

「今
、
此
栄
誉

あ

る

一
貴
女

は
深
く
余
を

ラ
ブ
す

る
に
似
た
り
、
余
は
既

に
余

が
企

て
た
る
事
業

に
し
て
、
成
就
す
可
き
望

あ
り
と
仮
定
す

る
を
得
ぱ
、
速
に

此
愉
快
な
る
ラ
ブ
を
受
け

て
ラ
ウ

ス
の
花
を
挿

む
可
し
、
鳴
呼
是
れ
望

む
可
か

ら
ず
、
余

の
事
業

は
成
ら
ざ

る
べ
し
、
余
は
漂
零
し
て
首
を
青
山
に
暴
ら
す
可

し
、
余

は
断
然
身

を
下
等
社
界

の
巣
中

に
隠

く
す
可
し
」
と
、
石
坂
ミ
ナ

へ
の

「
恋
愛

」
と
そ

れ
を
否
定

し
去

ろ
う
と
す
る
透
谷

の
葛
藤

を
書
き
連

ね
た

こ
の

文

は
、
明

ら
か

に
分
裂

し
た
自
己
を
そ
の
ま
ま
記
述

す
る
こ
と
が

「普
遍
」
に

近
付
く

こ
と
だ

と
い
う
認
識
に
支

え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
手
記

で
あ
る

こ
と

か
ら
、
誰

の
た

め
に
書

か
れ
た

の
で
も
な
く
、

{普
遍
」
を
了
解

し
て
く
れ
る

仮
想

の
読

み
手

に
向
か

っ
て
書

か
れ

て
い
る
の
が
知
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
、

そ

の
執
要
な
自
己

分
析

を
繰
り
返
す
文
体

は
、
前
記

の
石
坂

ミ
ナ
宛
書
簡

や
父

快
藏
宛
書
簡

と

ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
透
谷

の
手
紙

の
、
手
紙

で
あ

っ
て
手
紙

で
な

い
性
格

を
証
す

る
の
だ
が
、
そ
れ

で
も

や
は
り
手
紙

で
し
か
な
い
と

い
う

こ
と

の
意

味
と

は
何

だ
ろ
う
。

も

北
川
透
氏
は

こ
の
時
期

の
透
谷
を
次

の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

自
由
民
権

運
動

敗
退
以
後

の
二
年
間

に
進
行

し
た
自

己
解
体

の
底

で
、

つ

ま
り
、
あ

の

〈
一
生
中
最
も
惨
憺
た
る

一
週
間
〉

の
内
部

で
、
透
谷
み
ず
が

か
ら
の
来
歴

か

ら
、
家
庭
や
現
実

の
上

に
露
出

し
た
風
土
的
感
性
と

の
異
和

を
拡
大
す
る
こ
と

で
、
そ

こ
に
書
く

こ
と

の
初
源
を
見
出
し
た
こ
と
、
そ
し

て
、
書
簡

と
い
う
形
式
を
仮
装
な

る
も

の
と
し
て
、
そ
れ
を
虚
構

の
文
体
に

ふ
く
ら
ま
せ
て

い

っ
た
こ
と
、
そ

の
こ
と

の
う
ち
に
彼

の
倫
理
感

の
性
格
は

か
く
さ
れ

て
い

る
は
ず
だ
。
透
谷
は
、
お
そ
ら
く
生
育
期

に
お
い
て
は
家
庭

環
境
に
、
長
ず

る
に
及
ん
で
は
社
会
的
な
現
実

に
、
そ
れ
ぞ
れ
露
出

し
た
風
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土
的
な
感
性

へ
の
異
和
や
衝
突
を
繰
り
返
す
た
び
に
、
そ
こ
に
お
け
る
自
己

解
体
を
、
観
念
の
肥
大

へ
、
書
く
こ
と
の
不
可
逆
性

へ
転
化
し
て
い
っ
た
の

注
3

で

あ

る

。

ま
た
、
透
谷

の
倫
理
感
を
突
き
詰
め
れ
ば

そ
こ
に

「
風
土
的
現
実

と
の
異
和

と
自
己
異
和
に
よ
る
存
在

の

欠
如
を
、
観
念

の

肥
大

に
よ

っ
て
満

た
す

こ
と

で
、
観
念

の
世
界
そ
れ
自
体

を
、
現
実
世
界
と
同
じ
比

重

で
、
そ
れ
と
強
力
に

き

っ
抗

さ
せ
る
透
谷
文
学
固
有

の
貌
が
せ
り
あ
が

つ
て
鮭
瓠
」
と
述

べ
、
透

谷

に

お
け
る
現
実
と
観
念

の

へ転
倒
〉
が

こ
の
時
期

に
進

ん
だ

こ
と
を
指
摘

し
て

い
る
。

そ
れ

は
手
紙
を

「仮
装

な
る
も

の
」
と
し
て

「虚
構

の
文
体

に
ふ
く
ら

ま
せ
て
」

い
く

こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
が
、
氏

は
別

の
と

こ
ろ

で

「
透
谷
が

手
紙

を
書

こ
う
と
し
て
、
む
し
ろ
、
手
紙

か
ら
は
み

だ
し
、
書
く

こ
と
そ
の
も

注
5

の
の
深
淵

の
う
ち
に
入

っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
を
み

る
こ
と
が

で
き
る
。
」
と
、

透

谷

の
書
く
行
為

に
お
け
る
過
剰
さ
に

つ
て
い
も
言
及

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

こ
の
時
期

の
透
谷
は
、
書
く

こ
と
が

す

で
に
「虚
構

の
文
体
」

に
成
ら
ざ

る
を
得

な
い
状
態

に
あ

っ
た
と
み
て
い
い

だ
ろ
う
。
手
紙

も
例
外

で

は
な

い
と

い
う

こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
、

こ
の
時
期

の
手
紙

の
文
体
が
、
そ

の
後

の
透
谷

の
散
文

(
評
論
)

の
特
徴
、
徹

底
し
た
自

己

へ
の
認
識
、
「普

遍
」

へ
の
指
向
、
を
獲
得

し
た
と
考

え
る
と
き
、
や
は
り
、

そ
れ
が
手
紙

で
あ

る
と

い
う

こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
感

じ
ざ

る
を
得
な

い
。

一
体
、
透
谷

の
手
紙

の
差
出
人

で
あ
る
石
坂
ミ
ナ

や
父
快
藏

は
、
透
谷

の
表

現
に
と

っ
て
ど
ん
な
役
割

を
持

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
手
紙

の
文
体

は
、

「
普
遍

」

の
受
け
手

で
あ

る
不

特
定
多
数

の
読
み
手
を
想
定

し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
等

は
、
透
谷
に
と

っ

で
不
特
定
多
数

の
読

み
手
と
し
て
装

わ
れ
た

一
人
の
確

実

な
読
み
手

で
あ

る
他

は
な
い
。
石
坂

ミ
ナ
や
父
快
藏
が
も

し
恋

人
や
父
親

と
し
し
て
の
確
実
な
読

み

手

以
外

の
何
も

の

で
も
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
透
谷
は

「虚
構

の
文
体
」
を
ふ

く
ら
ま
せ
る
こ
と

は
出
来
な
か

っ
た
ろ
う
。
恋
人
や
父
親
と
い
う
ま
な
ざ
し
の

な

か
で
し
か
透
谷

は
言
葉

を
選
択
出
来
な
く
な

る
か
ら
で
、
恐
ら
く
、
相
手

と

の
関
係

の
現
実
性

に
沿

っ
て
し
か
表
現

は
展
開

し
な
い
だ

ろ
う
か
ら
だ
。
透

谷

に
と

っ
て
、
彼
等

は
、

そ
の
意
味

で
の
恋
人
や
父
親

で
は
な

い
。
が
、
そ
れ
な

ら
、
不
特
定
多
数

と
し
て

「普
遍
」

の
受
け
手

で
あ
る
資
格
さ
え
持

つ
な
ら
、

誰

で
も
よ
か

っ
た

の
か
と

い
う

こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
、
そ
の
読

み
手
は
石

坂

ミ
ナ
で
あ
り
父
快
藏

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
。

も
し
、
彼
等
が
、
石
坂
ミ
ナ
で
あ
り
、
父
快
藏

で
あ
る
こ
と
を
放
棄

し
て
、

不
特
定
多
数
と
し

て
の
無
名

の
読
み
手

に
成

り
切

っ
た
と

し
た
ら
、
今
度

は
透

谷

は
書
く
と

い
う

こ
と
さ
え
覚

つ
か
な
か

っ
た
に
違

い
な

い
。
何
故
な
ら
、
そ

の
と
き
、
透
谷

は
透
谷

の
個

人
的
な
世
界
と

つ
な
が

っ
て
い
た
読
み
手
を
失

う

か
ら
で
あ
り
、
本

当

の
と

こ
ろ
透
谷

の
こ
と
な
ど
に

一
切
関

わ
り
を
持
た
ぬ
か

も
知
れ
な

い
未
知

の
読

み
手

に
向
か

っ
て
表
現

は
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
時

期

(
明
治

二
〇
年
)
に
、
透

谷

個

人

の

「
経
験
」
と

「
認

識
」

の
告
白
を
、

「
普
遍
」
と
し
て
受
け
止
め
て
く
れ
る
不
特
定
多
数

の
読

み

手
な
ど
居

る
は
ず
も
な

い
。
と
す
る
な
ら
、
透
谷
は

「
虚
構

の
文
体
」
を
ふ
く

ら
ま
し
よ
う
が
な

か

っ
た
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
、
投
げ
出

し
た
と
し
て
も
そ
れ

を

「普

遍
」

へ
の
言
説
と
し
て
回
収
す

る
こ
と

は
不
可
能
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

が
、
そ
れ
で
も
、
未
知

の
読
み
手

に
向

か

っ
て
表
現
を
投
げ
出
さ
ざ

る
を
え

な

い
と

こ
ろ
に
、
余
り
に
早
く
時
代

の
不
連
続

の
切

れ
目
に
遭
遇
し
た
、
透

谷

の
表
現

の
困
難
が

あ
る
と
す
る
な
ら
、
透
谷
は
、
言
葉

の
背
後

に
言
語
化
さ
れ

ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
や
感
情

を
貼
り

つ
け
た
ま
ま
、
表
現
せ
ざ
る
を
得

な
か

っ

た
。
そ
し
て
、
恐

ら
く
、
言

語
化
さ
れ
ぬ
こ
の
領
域

で
の
透
谷
の
表
現
を
よ
く

78



北村透谷の文体

理
解
し
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
、
透
谷
と
い
う
存
在
の
内
部
に
出
入
り
す
る
こ
と

が
出
来
た
、
石
坂
ミ
ナ
や
父
快
藏
だ
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
彼
等
は
、
透
谷
に
と

っ
て

「虚
構
の
文
体
」
を
引
き
出
し
て
く
れ

る
近
し
い

一
人

の
確
実
な
読
み
手
で
あ
り
、
同
時
に

「
普
遍
」
を
了
解
す
る
不

特
定
多
数
の
読
み
手
と
し
て
透
谷
に
装
わ
れ
も
す
る
と
い
う
、
両
義
的
役
割
を

担

っ
て
、
手
紙
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
透
谷
に
と

っ
て
手
紙
が
い
か
に
重
要
な
表
現
の
手
段
で
あ

っ

た
か
を
示
す
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
現
実
に
お
け
る
確
実
な
読
み
手
の
保
証
の

も
と
で
し
か
、

「
普
遍
」
を
指
向
す
る
散
文
の
文
体
を
作
り
え
な
い
と
い
う
、

最
初

の
蹟
き
を
こ
こ
で
見
せ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
言
う
不
特
定
多
数
の
読
み
手
と
は
、
誰
し
も
自
分
に
向
か
っ
て
書
く

と
い
う
意
味
で
透
谷
自
身

の
こ
と
と
考
え
て
も
い
い
。
と
す
れ
ば
、
石
坂
ミ
ナ

も
父
快
藏
も
ま
た
透
谷
自
身

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
透
谷
は
自
身
の
な
か

に
透
谷
と
い
う
確
実
な
読
み
手
の
存
在
を
常
に
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
。
野
山
氏
が
、
透
谷
の
散
文
の
力
強
さ
を

「自
己
の
感
覚
以
外
の
何
者

も
頼
り
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
透
谷
が
よ
く
知

っ
て
い
た
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
透
谷
固
有

の
表
現
意
識
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
透
谷
が
自
分
の
表
現
に
対
し
て
常
に
自
意
識
が
過

剰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
石
坂
ミ
ナ
や
父
快
藏
が
け

っ
し
て
そ
の
ま
ま
透
谷
自
身
に
重
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
等
の
表
現

に
お
け
る
機
能
が
、
透
谷
の
十
全
で
な
い
表
現
を
未
知
の
読
み
手
の
前
に
引
き

出
し
、
あ
る
と
き
は
虚
構
に
過
ぎ
る
文
体
を
現
実
の
感
覚

の
側

へ
引
き
戻
し
た

り
も
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
透
谷
自
身
の
表
現
意
識
に
は

ら
ま
れ
た
言
葉
に
対
す
る
実
存
的
な
感
覚
、
あ
る
い
は
透
谷
の
表
現
が
は
ら
ん

だ

〈
異
和
〉
と
い
っ
た
も
の
と
言

っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
そ

の

〈
異
和
〉

に
よ

っ
て
、
透
谷

の
散
文

は
、

「
虚
構

の
文
体
」
と

し
て
上
昇

し
つ
づ

け

る
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
摘

み
取
ら
れ
、
真

の
不
特
定
多

数

の
読

み
手
に
投

げ
出
さ
れ

る
見
通

し
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
ま
た

野
山
氏

の
言

う

{透

谷

の
鋭

い
直
感

が

言
語
意
識
を
ど
の
よ
う
に
規
制

し
た

か
」
と
い
う
問
題

で
も
あ
る
。
「普
遍
」
を
目
指

す
文
体

で
あ
り
な
が
ら
、

「直

感
」
も
し
く
は

「
確
実
な
読

み
手
」
か
ら
離
れ
ま

い
と
す
る
た
め
に
、
「論
理
」

の
自
律
的
な
展
開

を
拒
ん
で
し
ま
う
文
体

と
な

っ
て
し
ま
う
。

透

谷

の
こ
の
よ
う
な
散
文
表
現

の
特
徴

は
、
手
紙
に
お

い
て
最
も
象
徴
的

に

現
れ
、

そ
の
ま
ま
評
論

の
文
体

を
も
規
制

し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

三

 

透
谷
に
と

っ
て
、
表
現
さ
れ
た
言
葉

は
透
谷
自
身
に
密
着

し
す
ぎ

て
い
る
、

と
言
え

る
だ
ろ
う

か
。
そ

の
よ
う
な
性
格

を
刻
印
さ
れ

て
し
ま

っ
た
評
論

の
文

体

は
、
そ
の
全
体

の
論
理
的
構
造

よ
り
も
個

々
の
言
葉

に
込
め
ら
れ
た
透
谷

の

感
性
が
輝
き
を
帯

び
る
、
と
い
う
形

で
展
開

し
て
い
る
。

君
知

ら
ず
や
、
人
は
魚

の
如
し
、
暗

き
に
棲
み
、
暗
き
に
迷

ふ
て
、

く
、
食
少
な
く
世
を
送

る
者
な
り
。

(時
勢
に
感
あ
り
)

寒
む

恋
愛
は
ひ
と
た
び
我
を
犠
牲
に
す
る
と
同
時
に
我
な
る

「
己
れ
」
を
写
し

出
す
明
鏡
な
り
。
男
女
相
愛
し
て
後
始
め
て
社
会
の
真
相
を
知
る
。

(
厭

世
詩
家
と
女
性
)

遊
郭
は
即
ち
砂
地
な
り
、
其
中

に

生
え
た
る
花

は
即
ち
遊
郭
的
恋
愛
な

り
、
美

の
真
な
ら
ず
自
然
な
ら
ぬ
事
多
言
を
用
ひ
ず
し
て
明
瞭
な
る
可
し
。
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(『
伽
羅
枕
』
及
び

『
新
葉
末
集
』
)

燈
火
再
び
晃
々
た
り
、
わ
れ
之
を
悪
く
む
。
内
界
の
紛
擾
せ
る
時
に
、
わ

れ
は
寧
ろ
外
界

の
諸
識
別
を
遠
ざ
け
て
、
暗
黒
と
寂
真
と
を
迎
ふ
る
の
念
あ

り
。
内
界
に
盤
入
す
る
事
深
く
し
て
、
外
界

の
地
層
を
没
却
す
る
は
自
然
な

り
。
内
界
は
悲
恋
を
醸
す
場
な
る
事
を
知
り
な
が
ら
、
わ
れ
は
其
の
悲
恋
に

近
よ
り
、
其
悲
恋
に
刺
さ
れ
ん
事
を
楽
し
む
心
あ
る
を
奈
何

に

せ

む

。

(松
島
に
於
て
芭
蕉
を
読
む
)

以
上
、
透
谷

の
初
期

の
散
文

(評
論
)
か
ら
、
目
に
つ
く
ま
ま
に
透
谷
の
感

性
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
文
章
を
挙
げ
て
み
た
が
、
透
谷
の
評
論
に
お
け
る

文
体
の
特
徴
が
よ
く
で
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
文
体
に
は
、
論
理
の

展
開
の
な
か
か
ら
あ
る
帰
結
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
思
考
の
動
き
は
あ
ま
り
感

じ
ら
れ
ず
、
透
谷
の
思
考

の
核
が
、
透
谷
の
直
感
に
よ

っ
て
、
そ
の
ま
ま
映
像

化
さ
れ
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
従

っ
て
、
非
常
に
断

定
的
で
説
得
力
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
自
体
論
理
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
短

い
文
章
と
し
て
取
り
出
し
て
も
透
谷
の
思
考
の
息
づ
き
を
そ

の
ま
ま
伝
え
て
い
る
し
、
透
谷
独
特
の
世
界
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
い
範
型
の
映

像
の
な
か
に
く

っ
き
り
と
映
じ
て
い
る
。

こ
の
思
考
の
映
像
と
で
も
言
う
べ
き
透
谷
の
文
体
は
、
視
覚
的
も
し
く
は
身

体
感
覚
的
な
物
や
事
の
表
象
に
置
き
換
え
て
い
く
表
現
に
よ

っ
て
際
立

っ
て
い

る
。

「暗
き
に
棲
み
、
暗
き
に
迷
ふ
て
」

「我
れ
な
る

『
己
れ
』
を
写
し
出
す

明
鏡
な
り
」

「
遊
郭
は
即
ち
砂
地
な
り
、
其
中
に
生
え
た
る
花
は
」

「其
悲
恋

に
刺
さ
れ
ん
事
を
」
等

々
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
透
谷
の
内
面
を
具
体
的
イ
メ

ー
ジ
で

一
挙
に
把
捉
し
、
透
谷
の
文
体
の
核
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
透
谷
の

散
文

(評
論
)

の
全
体

の
印
象
を
支
配
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
文

体
と

い
う
も

の
は
、
言
葉
が
、
ま
だ
不
特
定
多
数

の
読

み
手

に
向

か

っ
て
投
げ

出
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
透
谷
の
直
感

に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
た
映
像

の
表
現
を
、
ま
た
直
感

に
よ

っ
て
理
解

し
て
く
れ
る
読

み
手
に
向

か

っ
て
、
透
谷
の
表
現

は
成
立
し
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
ま
だ
透
谷

は
、
透

谷
の
感
性

を
共
有

し
う
る
不
特
定
多
数
を
装

っ
た
確
実
な
読

み
手

の
保

証
、
あ

る
い
は
、
透
谷

の
表
現
意
識

の
な

か
に
は
め

こ
ま
れ
た
言
葉
に
対
す
る

実
存
的
な
感
覚

の
保
証
を
、
必
要
と
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
。

確
か
に
、
透
谷

の
言
葉

を

「普

遍
」
と

し
て
受
け
取

っ
て
く
れ
る
、
文
学
に

お
け
る
真

の
不
特

定
多
数
と

い
う
読
み
手

は
、
明
治

二
十
年
代
に
は
ま
だ
現
れ

よ
う
が
な
か

っ
た

ろ
う
。
そ
れ
は
、
西
欧
的
市

民
社
会
が
成
立
し
て
い
る
と
か

な

い
と
い
う
よ
う

な

こ
と
で
は
な
く
、
西
欧
と
の
接
触
に
よ

っ
て
は

っ
き
り
と

形
を
顕

し
て
き
た

〈
内
面
〉
か
ら
の
ま
な
ざ

し
が
、

「普
遍
」

の
起
源
と
し
て

ま
だ
受

け
止
め
ら
れ

る
に
至

っ
て
い
な

い
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
内
面

を

〈制
度
〉
と
し

て
形
づ
く

っ
た
日
本

の
近
代

は
そ
の
意
味

で
ま
だ
未
成
熟

で

あ

っ
た

の
だ
。

だ
が
、
透
谷

の
表
現
が
、
論
理
的
で
あ

る
よ
り
も

"
直
感

"
的

で
あ
る
が
ゆ

え
に
、

シ
ン
パ

シ
ー
を
わ
た
し
た
ち
が
ま
だ
感

じ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
わ
た
し

た
ち
の
属
す
現
代

も
ま
だ
未
成
熟
な

の
だ
と

い
う

こ
と
に
な
り
は
し
な

い
か
。

例

え
ば
、
透
谷

の
そ
の

"直
感
"
的

で
あ

る
が

ゆ
え
の
像
に

シ
ン
パ

シ
ー
を

感
じ
た

一
人
に
中

野
重
治
が

い
る
。
中

野
重
治
は
透
谷
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に

述

べ
て
い
る
。

透
谷
の
頭
の
な
か
に
花
咲
い
た
観
念
論
的
理
想
主
義
は
イ
ギ
リ
ス
に
咲
い

た
も
の
の
映
像
で
あ

っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
れ
が
大
地
か
ら
咲
い
た
。
日
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北村透谷の文体

本

で
は
け
れ
ど
も
大
地
か
ら
咲
き
え
な
か

っ
た
。
大
地
が
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
つ
い
に
美
し
い
切

り
花
で
あ
り
む
し
ろ

一
茎

の
造
花
で
あ

っ

た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
愛
山
ら
の
小
ぎ
た
な
い
実
証
主
義
に
敗
れ
た
。
透
谷
の

咲
か
せ
よ
う
と
し
た
ほ
ん
と
う
の
花
は
、
実
は
こ
の
小
ぎ
た
な
い
実
証
主
義

を
生
み
だ
し
た
も
の
の
進
路
の
上
に
咲
か
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
の
咲
く
時
は
け
れ
ど
も
来
な
か

っ
た
。
小
ぎ
た
な
い
実
証
主
義
を

生
み
だ
し
た
日
本
の
資
本
主
義
が
特
異
の
発
展
を
と
げ
た
こ
と
を
人
は
知

っ

て
い
る
。
だ
が
透
谷
の
敗
れ
た
の
は
日
本
の
資
本
主
義
に
で
あ

っ
て
、
そ
れ

の
た
め
に
小
ぎ
た
な
い
実
証
主
義
を
か
つ
ぎ
ま
わ
っ
た

一
個
の
俗
学
者
山
路

愛
山
に
で
は
な
い
。
こ
の
薄
命
の
秀
才
の
抱
懐
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
今
そ

れ
と
全
く
別
個

の
も
の
に
よ

っ
て
継
が
れ
て
い
る
。
戦
闘
的
唯
物
論
に
よ
る

資
本
主
義
の
奴
僕
と
し
て
の
実
証
主
義
の
絞
殺
が
は
じ
め
て
透
谷
を
よ
み
が

え
ら
す
だ
ろ
う
。

(芥
川
氏
の
こ
と
な
ど
)

中
野
重
治
も
ま
た
透
谷
の
表
現
を

「
美
し
い
切
り
花
」
と
い
っ
た

"直
感
"

の
側

で
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
中

野
重
治
は
、
山
路
愛
山
と
透
谷
と
の
論
争
を
、
論
理
的
で
あ
る
小
ぎ
た
な
い
実

証
主
義
と
、
論
理
的
で
は
な
い
に
し
て
も
透
谷
の
観
念
の
実
感
的
な
正
し
さ
、

と
の
戦

い
と
見
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
資
本
主
義
と

マ
ル
ク
ス
主
義
、
も
し
く

は
資
本
側
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
戦
い
に
擬
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
擬
定
が
可
能
な
の
は
、
山
路
愛
山
と
透
谷
と
の
論
争
を
、
近
代
に
お
け
る
知

識
の
複
雑
な
受
容
と
い
う
問
題
を
抜
き
に
し
て
、
強
者
と
弱
者
の
戦
い
と
捉
え

た
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
論
理
の
側
に
い

な
が
ら
も
現
実
に
は
弱
者

で
あ
る
中
野
重
治
の
、
実
感
の
側
に
身
を
寄
せ
ざ
る

を
得
な
い
自
身

へ
の
ま
な
ざ
し
が
入

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
が
、
本

当

は
、
論
理
と
実

感
を
加
害
者
と
被
害
者

の
よ
う
に
容
易
に
対
立
さ
せ
て
し
ま

う
そ
の
思
考
自
体

に
問
題
が
あ
る
。
透
谷
と
山
路
愛

山
と
の
対
立
を
善
と
悪
と

の
対
立

の
よ
う
に
擬
定
す
る
と
き
、
中
野
重

治
は
、
弱
者

で
あ
る
自
分
に
と

っ

て
加
害
者
が
何
者

で
あ

る
か
を
、
透
谷
に
対

す
る
加
害
者

の
正
体
と
し
て
説
い

て
し
ま

っ
て
い
る

の
だ
が
、
た
ぶ
ん
そ
こ
に
は
、
日
本
的
近
代

の
不
連
続
的
な

知
識

の
展
開

の
な

か
で
、
自
ら

の

「
生
き
方

の
問
題

と
し
て
」
実
存
的
に
知
識

を
受
容
し
よ
う
と

し
た
透
谷
に
対
し
て
、
山
路
愛
山
を
功
利
的
な
知
識

の
受
容

に
終
始
し

「
生
き

方
の
問
題
」
を
不
問

し
た
も
の
と
す
る
評
価
が
あ
る
。

こ
の
評
価
が
全

く
外
れ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、

「
普
遍
」

に
性
急

す
ぎ

る
余

り
論
理
的

で
あ
る
よ
り
も

"直
感
"
的

に
な

っ
て

し
ま
う
透
谷

の
未

成
熟
と
、
未
成
熟

で
あ
る
か
ら

こ
そ

「論
理
」
的

で
あ
り
あ

い
ま

い
な
個
人

の

「
生
き
方
」
を
不
問
に
す
る
よ
う
な
愛
山
的
立
場
が
、
実

は

相
補
的
な
関
係
に

あ
る
と

い
う
理
解
が
欠
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

マ
ル
ク

ス
主

義
が
日
本

の
知
識

人
を
席
巻

し
て
い

っ
た

の
は
、
そ
れ
が
日
本

の
社
会
か
ら
は

生
ま
れ
な
い

「思

想
」

で
あ
り
、
そ
の
社
会

で
あ

い
ま
い
な

「
生
き
方
」
を
強

い
ら
れ
る
彼
等

の

一
生
き
方

の
問
題
」
を
不
問

に
し
て
く
れ
る

「論
理
」

で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
が

同
時
に
、

マ
ル
ク

ス
主
義

は

「論
理
」
で
あ
る
よ
り
先
に
そ

う
い
う

「
生
き
方

の
問
題
」

で
も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
と

い
う

「
論
理
」

に
傾
倒

し
、
そ
れ
を
た
や
す
く

「
生
き
方

の
問

題
」
に
転
化

し
て
し

ま

っ
た
代
表
的
知

識
人

こ
そ
ま
さ
し
く
中
野
重
治
だ

っ
た
。

た
ぶ
ん
、
中
野
重
治
は
自
己
を
弱
者
に
位
置
付

け
た
と
き
、

こ
の
日
本

の
近

代
が

つ
く
り
あ
げ

て
し
ま

っ
た
相
補
的
関
係

と
い
う
構
図
か
ら
抜

け
出
し
、
自

分
を
あ
ら
た
め
て

"
直
感
'
的

で
あ

る
透
谷

の
側

に
置

い
て
み
る
必
要
を
感

じ

た
の
で
あ
る
。
が

、
そ

の
と
き
自
分
も
ま
た
愛
山
的
立
場
に
い
た

の
だ
と
い
う

認
識
を
落

と
す

こ
と
で
、
愛
山
的
立
場
を
加
害
者

と
し
て
の
資
本

主
義
に
擬
定
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し
て
し
ま
う

の
だ
。

中
野
重
治

の
透
谷
評
価
は
現
在

の
透

谷
論

に
お
け

る
透
谷
観

に
抜

き
難

い
影

響
を
与
え
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
も
ま
た

「論

理
」
的

で
あ

る
よ
り
も

"
直
感

"
的

で
あ
る
透
谷

の
側

に
シ
ン
パ

シ
ー
を
感

じ
る
の
だ
と
い

う

こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
愛
山
的
立

場

に
い
る
と

い
う
事
実

を
落
と
し
て
い
る
の
か
も
知

れ
な

い
。
が
、
そ
う
言
え
る

た

め
に
は
、
透
谷

の
散
文
を

"
直
感
"
的
な
も

の
と

し
て
規
制

し
た
近
代

の
未

成
熟
さ
を
、
現
在
も
そ
の
ま
ま
受

け
継

い
で
い
る
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ

ろ
う
。
そ
う

で
あ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
相
補
的

立
場
と
し
て
の
愛
山

の
側

に
い
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
だ
。

が
、
そ
う

で
あ
る
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
果
た
し

て

"未
成
熟
"
と

い
っ
た

も

の
な

の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
の
言

い
か
た
は
西
欧
的
近
代

に
対
し
て

"未

成
熟
'
と

い
う

こ
と

で
あ

る
、

つ
ま
り
、

一
普
遍
」
を
目
指
す
表
現
が
、
真

に

不
特
定
多
数

の
読
み
手

に
受
容

さ
れ
た
と
き
、
そ

の
表
現
は

「
普
遍
」
と

し
て

定
位
さ
れ
た
と
考

え
、
そ
れ
が
西
欧
的
近
代
に
お

い
て
成
立

し
た
も

の
で
あ

る

か
ら
西
欧
的
近
代

を

"成
熟
"
と
し
た
わ
け
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
日
本

の
近
代

が
西
欧
を
理
想
と
し
て
自
ら

の
対
極
に
置

い
た
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
実
際

の
西
欧
的
近
代

が
成
熟

し
て
い
た
か
ど
う
か
と

い
う
問
題

で
は
な

い
。
が
、
そ

れ
で
も
や
は
り

"未
成
熟
"
と
い
う
言

い
か
た
に
は
引

っ
掛
か
り
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、

そ
こ
に
は
、
透

谷

の
表
現
は
未
完
成

な

の
だ
か
ら

"
成
熟

"
に
向

か

う

は
ず
だ
、
と

い
う
考

え
か
た
を
生

む
か
ら
で
、
そ

の
と
き
の

"成
熟
〃
に
、

「
生
き
方

の
問
題
」
を
不
問
に
し
な

い
で

「
論
理
」
的

で
あ
る
よ
う
な
表
現

が

成
立
す
る
保
証
は
な
に
も
な

い
か
ら

で
あ

る
。
中

野
重
治
流

に
言
え
ば
、
透
谷

と

い
う

「花
」
が
大
地
か
ら
咲
く
保
証
は
な
に
も
な

い
と

い
う

こ
と
だ
。
そ

の

"
成
熟
"
が
、
日
本

の
近
代

が
西
欧
的
近
代
と

い
う
名

の
も
と

に
勝
手

に
作

り

上
げ
た
幻
想

で
な

い
と
言

い
切
る
保
証

は
ど
こ
に
も

な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
わ
た
し

た
ち
は
、
透
谷

の

"
直
感
"
的
表
現
も

一
つ
の
成
熟

の
仕
方

な
の
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
な

の
で
は
な

い
か
。
あ
る
い
は
、
透

谷
の

「花
」

は
大
地

で
な
く
と

も
確
か
な
地
面
か
ら
生
え
た
も

の
で
あ

っ
て
、

「
切
り
花
」

な
ど
と
見

る
必
要

は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
な
ら
、
透
谷
は

「観
念
論

的
理
想
主
義
」

で
は
な

い
し
、
愛
山
も
ま
た

「
小
ぎ

た
な

い
実
証
主
義
」
と
言

い
切

る
こ
と

は
出
来
な

い
だ
ろ
う
。
逆

に
、
透
谷
や
愛
山
を

"
成
熟
"
と

い

っ

た
地
点
か
ら
見
下

ろ
す
そ

の
見
方
が
、
両
者

の
相
補
的
構
図

の
な
か
に
と
ら
わ

れ
て
い
な
が

ら
そ

の
こ
と
に
気
付
か
な

い
で
、
両
者

を
善
と
悪
の
よ
う
に
対
立

さ
せ
る
わ
た
し
た

ち

の
も

の
の
見
方
を

つ
く
り
あ
げ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

と

い
う
言

い
か

た
が
認
め
て
も
ら
え
る
な
ら
、
透

谷
に
対

し
て
わ
た
し
た
ち

が

シ
ン
パ

シ
ー
を
感

じ
る
の
は
、
近
代

の

"未
成
熟
"
が
ま
だ
継
続

し
て
い
る

か
ら
で
は
な
く
、
透
谷

の

"直
感
"
的
表
現

の
現
れ
か
た
が
、
わ
た
し
た
ち
に

と

っ
て
の
表
現

の
問
題

そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ

の
起

源
で
も
あ
る
か
ら

で
は
な

い
か
。

つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
不
特
定
多
数
を
装

っ
た
確
実
な

読

み
手

の
保
証

の
も
と
で
し
か
、
な
か
な
か
言
葉
を
投
げ
出
す
こ
と
が
出
来
な

い
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
表
現

の

"
未
成
熟
"

の
問

題

で

は

な

く
、

わ
た
し
た
ち

の
表
現

の
固
有

の
問
題

で

は

な

い

か
、
と
い
う

こ
と
な

の

だ
。こ

の
こ
と
は
、

近
代
日
本
文
学

の

「
批
評
」

の
文
体

の
問

題
と
し
て
も
た
ぶ

ん
語
れ

る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
は
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
べ
き

こ
と
と
し
て
、

こ

こ
で
は
、
透
谷
が

形
を
与
え
て
し
ま

っ
た
散
文
表
現

の

一
つ
の
様
式

に
、
中

野

重
治
も
と
ら
わ
れ

、
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
と
ら
わ
れ
て
い
る

の
だ
と

い
う

こ
と

を
指
摘
し
て
お
く

に
止
ど
め
て
お
く
。
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北村透谷の文体

四

さ

て
、
表
現
が
透

谷
の
よ
う
に

"
直
感
"
的

に
な

っ
て

い

く

の
は
、
言
葉

が
、
送

り
手

と
受
け
手
と

の
強

い
現
実

的
な
関
係
に
沿

っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と

思

わ
れ

る
。

そ
の
な
か
で

「普
遍
」
を
語
ろ
う
と
す

る
と
き
、
ま
ず
そ

の
現
実

的
な
関
係
性

は

一
旦
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
従

っ
て
送

り
手

の
な
か

に
表
現

の

「ず
れ
」
が
生

じ
る
が
、

そ
の

「
ず
れ
」

は
体

系
的

に

「意
味
」
を

書
き
連
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
解
消
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
受
け
手
は
あ
く

ま
で
も
現
実
性

に
そ

っ
て
し
か
表
現
を
受

け
取

ろ
う
と

し
な

い
か
ら
だ
。
そ

こ

で
、
送

り
手

は
、
そ

の
現
実

の
な
か
で
何
故

「普

遍
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な

い

か
と

い
う

「生
き
方

の
問
題
」
を

「普

遍
」
と

し
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な

る

の
で
あ

る
。
透
谷

の
言
葉
が

〈
異
和
〉
を
は
ら
む
と

い
う

の
は
、
透

谷
と

い
う

送

り
手
が
現
実
性
と

「
普
遍
」
の
両
極

に
岐
れ

る

【
ず
れ
」
を
持

っ
て
し
ま
う

と
い
う

こ
と
な
の
だ
。

「
真

の
不
特
定
多
数
と

い
う
読

み
手
」
は
、

一普
遍
」

を

「普

遍
」
と
し

て
語

り
う

る
送

り
手
と
受
け
手

の
関
係
性

の
あ

る
水
準
を
示

す
が
、
そ

の
水
準
を
持
た
な

い
か
ら
こ
そ
透
谷

は
、

そ
う

い

っ
た
読
み
手
を
装

っ
た
現
実

の
読

み
手
に
向
か

っ
て

「普

遍
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で

あ
る
。

「
生
き
方

の
問
題
」
を

「普
遍
」
と
し
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
、

「
虚
構

的
」

で
あ
ろ
う
と
す
る

「
普
遍
」
を
目
指
す
言
葉

は
同
時
に
現
実
的

で
も
あ
ろ

う
と
す

る
。

つ
ま
り
、
現
実

の
実
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
葉

で
あ

ろ

う

と

す

る
。
と
す
れ
ば
そ

の
表
現

は

「意
味
」

の
言
語

で
あ

る
よ
り
、

「意
味
」
以
前

の
実
存
的
感
覚
を
表
現

し
よ
う
と
す

る
比
喩
的
言
語

足
ら
ざ
る
を
得

な
い
だ
ろ

レつ
。以

上
が
、
透
谷

の
表
現
が

.直
感
〃
的
な
映
像

の
文
体
に
な

っ
て
い
く

こ
と

の
理
由
だ
と
思
わ

れ
る
。
そ

の
理
由

に
よ

っ
て
か
、

い
く

つ
か
取

り
出
し
て
み

た
透
谷

の
文
章

は
、
作
品
全
体

の
論
理
構
造

の
な
か
に
収
ま

っ
て
初
め
て
輝
く

よ
う
な
も

の
で
も

な
く
、

そ
れ
自
体
を
と
り
だ
し
て
も
十
分
に
詩
的
な
表
現

の

よ
う
に
輝

い
て
い

る
。
透
谷

の
体
熱
が
言
葉

に
ま
で
放
射
さ
れ
て
言
葉
自
体
が

熱

を
帯

び
て

い
る
、
と
い
う
印
象
さ
え
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
繰

リ
返
す
が
、
透

谷

の
言
葉

が
、
透

谷

の
現
実
に
ま
と
わ
り

つ
い
た
も

の
で
あ
り
、
透
谷
と
い
う

個
体

の
実
存
的
感

覚
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
よ

っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
透

谷

の
評
論
が
、
論

じ
よ
う
と
す

る
対
象

の
中
心
を
よ
く

つ
か

ま
え
る
こ
と
が
出
来

て
い
る
の
は
、
言
葉
を
僻
敵
的
位
置
に
固
定

し
、
そ
こ
か

ら
可
視
的
で
あ

る
よ
う
な
社
会

の
表
層

を
切

り
取

る
の
で
は
な
く
、
そ
の

"直

感

"
的
な
言
葉

で
対
象

の
只
中

に
跳

び

こ
ん
だ
か
ら

で
あ

る

。従

っ
て
、
透
谷

の
表
現

は
論
理
的

に

つ
な
が

っ
て
次

の
言
葉

が
用
意

さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
直

感

に
よ

っ
て
次

々
と
言
葉

が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え

る
。

そ
れ
で
も
透
谷

の
評
論
が
対
象

に
対
す
る
的
確

な
批
評

で
あ
り
え

て

い

る

の

は
、
透
谷

の
現
実

感
覚
が
的
を
外

し
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な

"直
感
"
的
文
体

に
支
え
ら
れ
た
透
谷

の
評
論

は
、

極

め
て
不
安
定
な

も

の
に
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
。
評
論
も
ま
た
仮
構
さ
れ
た
作

品
で
あ

る
他

は
な

い
が
、
そ
の

「仮
構
性
」
を
統
括
す
る
も

の
が

「普
遍
」
と

し
て
の

「論
理
」

で
な
く
、
透
谷

の

"
直
感

"
に
裏
付
け
さ
れ
た
言
葉

で
し
か

な

い
と
す
る
な
ら

、
そ
の

一仮
構
性
」

は
透

谷
と

い
う
個
体

の
調
子
も

し
く
は

透
谷

の
属
す
る
現
実

の
動
き
の
な
か
で
、
揺

れ
動
く
だ
ろ

う

か

ら

だ
。
ま
し

て
、
透
谷

の

「
生

」
の
根
拠
が
、

「普
遍
」
を
目
指

す
表
現
に
し
か
な
い
と
す

る
な
ら
、
透
谷
自
身

も
ま
た
最
初
か
ら
支
え
所

を
失

っ
て
揺
れ
動
く
し
か
な

い

の
で
あ

る
。

従

っ
て
、
透
谷

の
表
現
は
、
透
谷

の
体
熱

が
下
が
り
始
め
た
と
き
あ
る
い
は
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透
谷

に
と

っ
て
の
現
実
が
色
あ
せ
始
め
た
と
き
、
そ

の
対
象

の
只
中
に
跳

び
こ

む
よ
う
な
カ

を
失

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
透
谷

は
、
さ
ら
な

る

「普
遍
」

へ
向
け

て
言
葉
を
定
位

さ
せ
よ
う
と
あ
せ
り
始

め
る

の
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
透
谷

の

「
揺
れ
」
は
、
透
谷

の
言
葉

の
運
動
、
残
さ
れ
た
透
谷

の
評
論
を
跡
づ
け

て
い
く

こ
と

で
あ
る
程
度
見

る
こ
と
が
出
来

る

よ

う

に

思

う
。
例
え
ば
、

そ
の
よ
う
な
あ
せ
り
は

「各
人
心
宮

内

の
秘
宮

」
を
書
く
前

に

訪

れ
、

そ
れ
を
書

か
せ
る
動
機

と
な

っ
て
い
る
。

そ
し

て
そ
の
動
機

は

「
三
日

幻
境
」
を
書

く
こ
と

の
な
か
で
用
意
さ

れ
た

の
で
は
な

い
か
と
考

え
て
い
る
。

ー
こ
の
稿
続
く
ー

注

注
1

こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
論

「北
村
透
谷
の
表
現
意
識
ー
作
品

へ
の
異

和
ー
」

(明
大
日
本
文
学
11
号
)
を
参
照
。

注
2

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

「言
葉
と
物
」

(渡
辺

一
民

・
佐
々
木
明
訳

新
潮
社

一
九
七
六
・
六

・
五

二
三
七
頁
)

注
3

北
川
透

「北
村
透
谷
試
論
皿
」

(冬
樹
社

昭
和
51

・
9
)
三
六
三
頁

注
4

同

三
六
四
頁

注
5

同

「北
村
透
谷
試
論
1
」
二
一二
頁

(本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
)
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