
佐
藤
善
也
著
『
北
村
透
谷

解
説
と
論
究
』

出
口

智
之

あ
く
ま
で
文
業
の
概
況
に
つ
い
て
の
話
だ
が
、

北
村
透
谷
は
近
代
の
文
学
者
の
な
か
で
も
い
さ
さ

か
特
異
な
存
在
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
ず
か
二
十
五
年
の
生
涯
に
、
日
記
や
書
翰
、

翻
訳
ま
で
含
め
て
も
三
巻
の
全
集
に
収
ま
る
程
度

の
作
品
し
か
残
さ
ず
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
短
篇

の
評
論
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
が
中

心
的
な
位
置
を
占
め
る
近
代
散
文
学
研
究
に
あ
っ

て
大
き
な
存
在
感
を
有
し
、
現
在
で
も
北
村
透
谷

研
究
会
を
は
じ
め
と
し
て
活
発
な
研
究
が
続
け
ら

れ
て
い
る
。
作
品
の
少
な
さ
と
い
う
点
で
は
た
と

え
ば
樋
口
一
葉
や
梶
井
基
次
郎
、
評
論
が
主
体
と

い
う
点
で
は
小
林
秀
雄
な
ど
も
想
起
で
き
よ
う

が
、
一
葉
・
梶
井
は
小
説
で
評
価
が
高
く
、
小
林

に
は
多
く
の
長
篇
評
論
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
透
谷
の
異
質
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
一
方
、

詩
人
と
し
て
の
活
動
も
知
ら
れ
る
が
、
代
表
作
で

あ
る
「
楚
囚
之
詩
」「
蓬
萊
曲
」
は
、
近
代
で
は

ほ
ぼ
命
脈
を
絶
っ
た
長
詩
・
劇
詩
で
あ
り
、
こ
の

点
で
も
や
は
り
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。こ

う
し
た
透
谷
の
文
学
が
今
な
お
多
く
の
興
味

を
集
め
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
作
品
の
魅

力
と
問
題
性
の
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
本
書

は
昭
和
中
期
か
ら
一
貫
し
て
透
谷
研
究
の
中
核
を

担
っ
て
き
た
佐
藤
善
也
氏
が
、
彼
の
文
学
の
核
心

に
迫
ろ
う
と
し
た
四
冊
目
の
単
著
で
あ
る
（
な

お
、
透
谷
研
究
と
は
別
に
『
芥
川
龍
之
介
の
ク
リ

ス
ト
像
』
が
あ
る
）。
全
体
の
内
容
は
、
題
名
に

「
解
説
と
論
究
」
と
あ
り
、
ま
た
「
あ
と
が
き
」

に
「
私
が
今
ま
で
透
谷
及
び
透
谷
に
関
連
す
る
事

柄
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
も
の
の
中
か
ら
、
既
刊

の
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
集
め
」
た

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
透
谷
の
名
句
の
解
説

や
「
一
夕
観
」
の
現
代
語
訳
、「
我
牢
獄
」「
悪
夢
」

「
蓬
萊
曲
」「
富
士
山
遊
び
の
記
臆
」
お
よ
び
評

論
に
関
す
る
論
考
、
伝
記
的
事
実
の
考
察
、
諸
氏

の
透
谷
論
の
書
評
や
解
題
、
そ
し
て
氏
自
身
が
手

が
け
た
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』「
９

北
村
透

谷
・
徳
冨
蘆
花
集
」（
角
川
書
店
）
の
補
注
に
お

い
て
、
引
用
を
省
略
さ
れ
て
い
た
英
語
原
文
の
一

覧
な
ど
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
す
な
わ
ち
、

本
書
は
氏
の
先
行
三
著
、『
北
村
透
谷
―
そ
の
創

造
的
営
為
』『
透
谷
、
操
山
と
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー

ノ
ル
ド
』『
北
村
透
谷
と
人
生
相
渉
論
争
』
を
補

う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
文
学
研
究
書
を
め

ぐ
る
出
版
環
境
が
厳
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
当

今
、こ
の
よ
う
な
形
で
の
刊
行
が
成
っ
た
こ
と
を
、

ま
ず
は
賀
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
の
文
章
が

一
度
は
活
字
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
通
覧
が

可
能
と
な
っ
た
影
響
の
大
き
さ
は
論
を
俟
た
な
い

し
、「
蓬
萊
曲
」「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」

「
内
部
生
命
論
」
の
理
解
を
扶
け
る
バ
イ
ロ
ン
・

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
・
カ
ー
ラ
イ
ル
・
エ
マ
ー
ソ
ン

の
英
語
原
文
が
、
前
述
の
補
注
と
対
応
す
る
形
で

翻
印
さ
れ
た
こ
と
も
、
今
後
の
透
谷
研
究
に
大
き

く
資
す
る
成
果
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
英
語
原
文
を
透
谷
の
テ
キ
ス

ト
と
照
ら
す
こ
と
に
よ
る
具
体
的
な
成
果
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
詳
細
な
研
究
に
譲
る
べ
き
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
書
評
を
さ
ら
に
論
評
す
る
と
い
う
の

も
い
さ
さ
か
奇
妙
な
の
で
、
こ
こ
で
は
論
考
に

絞
っ
て
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
つ
つ
、
卑
見

を
申
し
述
べ
て
み
た
い
。

本
書
の
論
考
の
な
か
で
最
も
大
き
な
分
量
を
持

つ
の
は
、
第
Ⅱ
部
第
一
章
「「
我
牢
獄
」
解
読
の

諸
方
法
」
で
あ
る
。
氏
は
本
作
を
「
解
読
」
す
る

に
際
し
、
ま
ず
「
極
め
て
素
朴
な
一
読
者
」、
す

な
わ
ち
「
透
谷
及
び
透
谷
の
著
作
に
つ
い
て
全
く
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何
の
知
識
も
持
た
な
い
読
者
」
を
仮
定
し
、
そ
う

し
た
読
者
が
「
我
牢
獄
」
を
読
ん
だ
時
の
思
考
の

変
遷
を
推
定
す
る
。
続
い
て
、
四
十
三
本
に
お
よ

ぶ
「
我
牢
獄
」
の
先
行
研
究
を
取
上
げ
、
主
要
な

問
題
点
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
整
理
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
洗
い
出
さ
れ
た
様
々
な
解
釈

と
右
記
「
極
め
て
素
朴
な
一
読
者
」
に
よ
る
解
釈

と
を
対
比
し
つ
つ
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。氏

の
整
理
に
よ
れ
ば
、「
我
牢
獄
」
を
読
む
う

え
で
の
問
題
点
は
「
第
一
期
・
自
由
の
世
・
故
郷

の
意
味
、
原
体
験
と
の
関
係
」「
第
二
期
・
牢
囚

の
世
の
始
ま
り
」「「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
と
の
対

応
関
係
ま
た
は
引
用
箇
所
」「「
牢
囚
」「
牢
獄
」

の
喩
の
意
味
も
し
く
は
右
に
関
連
す
る
言
及
」

「「
恋
愛
」
の
意
味
、
モ
デ
ル
」
の
五
点
に
大
別

さ
れ
る
。こ
の
う
ち
第
一
点
の
「
第
一
期
」
と
は
、

作
中
の
我
が
「
獄
室
」
に
囚
わ
れ
る
以
前
の
こ
と

で
あ
り
、
先
行
研
究
の
見
解
は
「「
経
験
的
・
時

間
的
」
に
存
在
し
た
も
の
と
す
る
見
解
」「「
第
二

期
に
お
い
て
は
じ
め
て
存
在
し
得
る
」〈
幻
想
〉

と
し
て
の
存
在
と
す
る
見
解
」
お
よ
び
そ
の
他
に

わ
か
れ
る
。
第
二
点
に
関
し
て
は
、「
透
谷
の
民

権
運
動
離
脱
の
原
体
験
に
関
係
さ
せ
る
も
の
」

「
ミ
ナ
と
の
結
婚
に
関
係
さ
せ
る
も
の
」「
特
に

そ
れ
ら
と
関
係
づ
け
な
い
も
の
」
に
分
類
さ
れ

る
。
第
三
点
に
関
し
て
は
、「「
想
世
界
」
と
「
実

世
界
」
と
の
衝
突
の
問
題
と
対
応
さ
せ
る
も
の
」

「「
恋
愛
」
と
「
婚
姻
」
と
の
関
係
の
問
題
と
対

応
さ
せ
る
も
の
」「「
恋
愛
」
ま
た
は
「
婚
姻
」
の

問
題
の
一
方
に
言
及
す
る
も
の
」
に
分
類
さ
れ

る
。
第
四
点
に
関
し
て
は
、
主
人
公
の
陥
っ
た
状

況
を
外
部
（
明
治
の
資
本
制
社
会
等
）、
あ
る
い

は
内
部
（
精
神
）
に
求
め
る
と
い
う
方
向
に
見
解

が
わ
か
れ
る
。
第
五
点
に
関
し
て
は
、「
モ
デ
ル

を
想
定
す
る
も
の
」「
想
定
し
な
い
も
の
」「
男
女

の
恋
愛
と
し
な
い
も
の
」
に
わ
か
れ
る
。

こ
う
し
た
整
理
の
う
え
で
、
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の

得
失
を
簡
潔
に
評
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
そ
の
す
べ

て
を
列
挙
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
場
合
に
よ
っ
て

は
た
が
い
に
対
立
し
あ
う
見
解
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
で
「
透
谷
解
釈
の

幅
」
を
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
氏
の
寛
闊
な
姿

勢
は
、
透
谷
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
含
意
の
豊
か
さ

を
示
し
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
一
方
、
氏
自
身
の
立
脚
点
と
し
て
繰
返
し
強

調
さ
れ
る
の
は
、「
小
説
内
の
語
り
手
た
る
主
人

公
と
透
谷
自
身
と
を
、
同
一
視
す
る
誤
り
」
へ
の

警
鐘
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
作
の
語
り
手
が
経

験
し
た
「
恋
愛
」
に
つ
い
て
、「
厭
世
詩
家
と
女

性
」
に
見
え
る
「
婚
姻
に
よ
り
て
実
世
界
に
擒
せ

ら
れ
た
る
」
と
い
っ
た
言
説
を
そ
の
ま
ま
援
用

し
、
本
作
で
言
わ
れ
て
い
る
「
牢
獄
」
を
婚
姻
に

比
定
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
批
判
し
て
い
る
箇

所
な
ど
が
わ
か
り
や
す
い
。

氏
は
、
右
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
、
透

谷
と
語
り
手
と
の
同
一
視
を
厳
に
戒
め
つ
つ
、
あ

く
ま
で
も
語
り
手
の
言
葉
に
即
し
た
解
釈
を
展
開

す
る
。そ
し
て
最
終
的
に
、本
作
で
言
わ
れ
る
「
故

郷
」
に
つ
い
て
、
主
人
公
が
現
世
に
生
れ
る
以
前

に
恋
愛
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
持
っ
て
い
た
、

し
か
も
現
世
と
同
時
に
存
在
し
て
い
る
別
空
間
で

あ
り
、
恋
人
は
今
も
そ
こ
に
住
み
、
主
人
公
は
そ

こ
か
ら
彼
女
を
引
寄
せ
よ
う
と
苦
し
ん
で
い
る
の

だ
と
い
う
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
主
人

公
が
幸
田
露
伴
「
風
流
悟
」
を
読
ん
で
、
恋
の
牢

獄
が
「
楽
園
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
衝
撃
か
ら
自

身
の
苦
悩
を
見
つ
め
な
お
し
、
本
作
の
語
り
に
つ

な
が
っ
た
と
い
う
見
解
、
さ
ら
に
は
ハ
ム
レ
ッ
ト

の
独
白
に
よ
り
喚
起
さ
れ
た
死
後
の
世
界
へ
の
不

安
が
、
主
人
公
の
希
望
を
圧
殺
し
た
と
す
る
解
釈

も
続
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
語
り
手

の
発
言
と
文
脈
に
寄
添
お
う
と
す
る
姿
勢
を
共
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
「
我
牢
獄
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
豊
饒
な
含
意
の
な
か
で
、
語
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り
手
の
思
考
と
認
識
を
緻
密
か
つ
徹
底
的
に
解
析

し
て
い
く
と
い
う
、
ま
さ
に
一
つ
の
「
方
法
」
を

提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
に
対
し
て
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト

を
時
代
状
況
や
社
会
か
ら
切
離
し
、
特
権
化
し
て

い
る
と
の
批
判
が
当
然
予
想
さ
れ
よ
う
が
、
逆
に

言
え
ば
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
を
時
代
に
回
収
し
、
そ

の
文
脈
で
し
か
読
め
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
と

い
う
限
界
を
抱
え
て
い
る
以
上
、
語
り
手
の
言
葉

が
「
普
遍
化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
せ
ず
、

そ
の
言
説
と
真
摯
に
向
き
あ
っ
た
う
え
で
「
解
釈

の
幅
」
を
認
め
て
ゆ
く
氏
の
姿
勢
に
、
ま
ず
は
共

感
と
支
持
を
表
し
た
い
。
だ
が
同
時
に
、
本
作
の

読
解
に
透
谷
自
身
や
別
の
作
品
を
参
照
す
る
試
み

が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
、
そ
し
て
近
年
に
お
い
て

も
な
お
絶
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
単
な
る
「
両
者

同
一
視
の
誤
り
」
と
し
て
簡
単
に
片
づ
け
て
よ
い

も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、

本
作
は
「
小
説
」
と
銘
打
た
れ
て
発
表
さ
れ
、
実

際
に
一
人
称
小
説
の
形
式
を
取
っ
て
は
い
る
が
、

一
方
で
露
伴
「
風
流
悟
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
き
わ
め
て
抽
象
的
か
つ
思
索
的
な
述
懐
に
終

始
す
る
、
特
異
な
作
品
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、「
小

説
」
と
い
う
仮
に
与
え
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
性
格

を
そ
の
ま
ま
前
提
化
し
、
森
鷗
外
「
舞
姫
」
や
嵯

峨
の
屋
お
む
ろ
「
初
恋
」
の
よ
う
な
同
時
期
の
一

人
称
小
説
と
ま
っ
た
く
同
等
に
扱
う
だ
け
で
よ
い

の
か
、
む
し
ろ
小
説
で
あ
る
こ
と
を
超
え
、
透
谷

自
身
の
言
葉
と
捉
え
た
読
解
・
解
釈
を
誘
引
し
て

し
ま
う
よ
う
な
本
作
の
性
質
ま
で
視
野
に
入
れ
て

論
じ
る
こ
と
で
、
近
代
小
説
と
い
う
枠
に
と
ら
わ

れ
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
挑
戦
的
で
す
ら
あ
る
透
谷
の
テ

ク
ス
ト
の
可
能
性
を
よ
り
明
ら
か
に
で
き
る
の
で

は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。

本
書
に
は
続
い
て
、
源
実
朝
と
公
卿
の
物
語
を

扱
っ
た
未
完
の
史
劇
、「
悪
夢
」
に
関
す
る
三
章

が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
目
を
引
く

の
は
、先
行
す
る
福
地
桜
痴
「
東
鑑
拝
賀
巻
」（
明

治
二
十
六
年
）
か
ら
の
影
響
を
探
っ
た
第
三
章
で

あ
ろ
う
。
氏
は
「
悪
夢
」
中
、「
史
実
や
伝
承
に

拠
っ
た
場
合
は
殆
ど
「
拝
賀
巻
」
の
解
説
部
分
に

従
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
両
作
を
細
か
に
対
比

す
る
こ
と
で
、
本
作
の
公
卿
像
が
成
立
す
る
ま
で

の
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
タ
イ

ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
公
卿
の
見
た
夢
と
、
続
く

場
面
の
詳
細
な
検
討
か
ら
、
彼
の
「
暗
い
自
己
認

識
」「
陰
惨
な
自
己
凝
視
に
進
ん
で
ゆ
く
必
然
性
」

を
見
出
し
、
さ
ら
に
ひ
た
す
ら
源
氏
の
復
権
を
願

う
「
一
本
気
な
行
動
的
青
年
」
で
あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
「
理
性
的
認
識
と
暴
力
的
情
念
と
を
心
中

に
相
剋
葛
藤
さ
せ
」
た
「
シ
ニ
カ
ル
で
内
向
的
な

思
索
的
青
年
」
で
も
あ
る
彼
の
人
物
像
を
あ
ら
わ

に
し
て
ゆ
く
論
の
運
び
は
、
き
わ
め
て
ス
リ
リ
ン

グ
で
刺
激
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
公
卿
像
を
引
継

や
わ
ら

い
だ
と
目
さ
れ
る
、
林
和
「
公
卿
」（
大
正
四
年
）

を
論
じ
た
続
く
第
四
章
と
と
も
に
、
氏
の
透
徹
し

た
読
み
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
好
論
と
感
じ
ら

れ
た
。

「
蓬
萊
曲
」
を
扱
っ
た
二
章
に
つ
い
て
も
、
特

に
第
六
章
は
作
品
を
丹
念
に
読
解
し
、
そ
の
主
題

を
明
確
化
し
た
重
要
な
論
考
で
あ
る
。
氏
は
、
自

己
と
他
者
と
の
関
係
や
恋
愛
に
苦
悩
す
る
主
人
公

素
雄
が
、「
醜
悪
な
人
の
世
の
姿
」
に
煩
悶
し
て

救
済
を
求
め
る
も
の
の
、
魔
王
か
ら
「
現
実
そ
の

も
の
の
破
壊
」
と
い
う
極
端
な
道
を
提
示
さ
れ
、

神
な
き
絶
望
に
墜
ち
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、「
現
世

の
否
定
と
来
世
の
肯
定
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
見
出

し
た
。
と
同
時
に
、
そ
の
肯
定
す
べ
き
来
世
を
描

く
は
ず
の
後
篇
「
慈
航
湖
」
が
未
完
に
終
っ
た
結

果
、「
現
世
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
魂

の
苦
悶
の
強
さ
、
深
さ
、
激
し
さ
、
そ
の
原
因
、

遍
歴
等
の
表
白
そ
の
も
の
が
、
事
実
と
し
て
の
主

題
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
も
指
摘
す
る
。
テ
ク
ス
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ト
の
丁
寧
な
分
析
と
解
釈
に
よ
り
、
そ
の
絶
望
の

深
さ
を
明
瞭
に
示
し
出
し
た
本
章
は
、
初
出
が
昭

和
四
十
三
年
と
い
さ
さ
か
古
い
も
の
の
、
現
在
な

お
「
蓬
萊
曲
」
を
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い

重
要
な
位
置
を
保
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
氏
の
読
解
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作

中
に
透
谷
自
身
の
文
脈
を
持
込
む
こ
と
を
慎
み
、

あ
く
ま
で
語
り
手
の
言
葉
に
即
し
て
丹
念
に
テ
ク

ス
ト
を
解
析
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。「
蓬

萊
曲
」
論
に
は
「
で
き
る
限
り
作
品
の
内
部
構
造

に
即
し
て
」
と
の
表
現
も
あ
る
が
、
独
立
し
た
物

語
世
界
を
有
す
る
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
こ

う
し
た
厳
格
な
態
度
を
選
択
し
た
こ
と
で
、
氏
の

論
理
に
は
揺
る
ぎ
の
な
い
た
し
か
さ
が
備
わ
っ
て

い
る
。
そ
の
一
方
、
旅
行
記
で
あ
る
「
富
士
山
遊

び
の
記
臆
」
論
に
お
い
て
は
、
氏
自
身
の
研
究
に

よ
り
確
定
さ
れ
た
執
筆
時
期
で
あ
る
明
治
十
八
年

夏
に
、
透
谷
が
置
か
れ
て
い
た
身
辺
の
状
況
を
踏

ま
え
、
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
彼
の
意
識
を
読

取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
弁
別
は
小
説
や

戯
曲
、劇
詩
が
虚
構
性
を
強
く
有
す
る
の
に
対
し
、

「
富
士
山
遊
び
の
記
臆
」
が
実
際
の
旅
行
に
つ
い

て
書
か
れ
た
手
記
で
あ
る
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
違

い
を
考
え
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
は
う
な
ず
け
る
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
我
牢
獄
」
論
に
つ
い
て
述

べ
た
こ
と
の
繰
返
し
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
厳
密

な
区
別
は
そ
れ
自
体
、
虚
構
世
界
の
物
語
で
あ
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
な
お
透
谷
自
身
の
言
葉
と
し

て
の
解
釈
を
誘
う
、
彼
の
作
品
の
特
質
を
取
り
こ

ぼ
し
て
し
ま
う
虞
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た

と
い
旅
行
記
で
あ
っ
て
も
、
言
語
と
い
う
記
号
に

よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
以
上
は
あ
る
程
度
の
虚
構

化
は
免
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
逆
に
い
か
な
る

ジ
ャ
ン
ル
も
ひ
と
し
く
作
者
自
身
の
言
葉
と
捉
え

る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
思
想
に
迫
ろ
う
と
す
る
読

み
か
た
も
、
決
し
て
有
効
性
を
失
っ
た
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
近
代
小
説
と
い
う
形

式
そ
の
も
の
が
、
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
定
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
明
治
二
十
年
代
中
盤
の
文
学
状

況
も
、
そ
う
し
た
性
質
の
む
こ
う
に
見
据
え
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
に

よ
っ
て
こ
そ
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
透
谷
の
文

学
の
特
徴
と
位
置
づ
け
に
迫
り
う
る
の
で
は
な
い

か
と
愚
考
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
さ
ら
な
る
透

谷
研
究
の
進
捗
に
期
待
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。本

書
に
収
め
ら
れ
た
最
も
古
い
論
考
は
、
昭
和

二
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
当
世
文
学
の
潮
模

様
」
論
で
あ
り
、
す
で
に
歴
史
的
な
位
置
を
獲
得

し
て
い
る
論
考
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
い
ま
そ
う

し
た
本
書
を
あ
ら
た
め
て
読
返
し
、
そ
こ
に
築
き

固
め
ら
れ
た
礎
と
向
き
あ
う
こ
と
で
、
次
な
る
研

究
の
一
歩
を
踏
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

強
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

（
二
〇
一
六
年
一
月

三
弥
井
書
店

三
六
九
ペ

ー
ジ

本
体
三
五
〇
〇
円
）

（
で
ぐ
ち
と
も
ゆ
き

東
海
大
学
准
教
授
）
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