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初
め
に

近
代
文
学
の
先
駆
者
、
北
村
透
谷
（
明
治
元
・
一
八
六
八
～
明
治
二
七
・
一
八
九
四
）
は
、
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
数
多
く
の
構
想
を
残
し

て
い
る
。
透
谷
没
後
に
『
文
学
界
』
の
元
同
人
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
透
谷
全
集
』（
文
武
堂　

明
35
・
10
）
に
は
、
島
崎
藤
村
が
保
管

し
て
い
た
一
部
を
抜
き
出
し
て
紹
介
し
た
「
亡
友
反
古
帖
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る注

１

。

「
桃
太
郎
遠
征
記
」「
四
条
畷
」（
以
上
、
十
九
歳
ま
た
は
二
十
歳
頃
）「
人
間
村
漫
遊
記
」「
別
乾
坤
捜
索
日
記
」「
地
獄
極
楽
巡
遊
日
記
」

「
平
家
行
」「
常
盤
曲
」（
以
上
、
二
十
二
歳
よ
り
二
十
三
歳
頃
）
等
、
御
伽
草
子
、
戯
作
、
謡
曲
を
思
わ
せ
る
題
名
は
、
透
谷
の
関
心
の
幅

と
伝
統
的
な
文
芸
へ
の
親
炙
を
窺
わ
せ
る
。
中
で
も
、
藤
村
が
、
二
十
二
歳
よ
り
二
十
三
歳
の
頃
と
推
測
す
る
中
に
あ
る
「
荒
野
の
戦
ひ
」

は
、
そ
の
破
天
荒
な
筋
書
き
が
印
象
に
残
っ
た
と
見
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
其
脚
色
は
非
常
に
豊
饒
な
る
野
あ
り
て
こ
ゝ
に
曾
て
蛇
を
平
げ
た
る
一
の
大
な
る
蜓
蚰
が
野
の
長
と
な
り
、
で
ん
〳
〵
虫
が
箱
を
か

つ
い
で
配
権
を
執
行
し
居
り
、
其
臣
下
に
は
虻
、
蜂
、
と
ん
ぼ
、
蛍
、
芋
虫
、
毛
虫
、
蚯
蚓
、
蜥
蜴
、
ま
つ
虫
、
す
ゞ
む
し
、
く
つ
は

む
し
、
蛙
、
き
り
〴
〵
す
、
蟬
、
蜻
蛚
、
赤
と
ん
ぼ
、
螽
、
ば
つ
た
、
ひ
ぐ
ら
し
、
か
じ
か
、
虱
、
蚤
、
宮
守
、
蟻
、
油
虫
、
蝿
、
蚊
、

げ
じ
〳
〵
、
百
足
、
わ
ら
じ
虫
、
け
ら
、
ふ
く
ろ
ぐ
も
、
く
さ
ひ
ば
り
、
玉
虫
、
黄
金
虫
、
な
ど
あ
り
て
双
蝶
を
主
人
公
と
と
な
し
、

こ
ゝ
に
蛇
外
よ
り
来
り
て
彼
等
と
戦
ひ
全
く
荒
野
と
な
る
の
趣
向
）

蛞
蝓
が
蛇
を
討
ち
破
っ
て
野
を
支
配
す
る
と
い
う
着
想
も
荒
唐
無
稽
だ
が
、
登
場
す
る
夥
し
い
虫
に
驚
か
さ
れ
る
。
成
敗
さ
れ
た
筈
の
蛇
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が
や
っ
て
来
て
、
戦
乱
の
果
に
全
て
が
壊
滅
す
る
と
い
う
結
末
も
、「
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿　

一
八
八
七
年
十
二
月
十
四
日
」
に
、「
蓋
し

未
来
の
結
果
を
想
像
す
る
時
ハ
、
再
び
の
あ
の
大
洪
水
を
来
た
す
か
然
ら
ざ
れ
バ
あ
ま
た
の
く
り
す
と
を
出
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
到
底
社
界

の
破
滅
を
免
れ
ざ
ら
ん
」
と
書
か
れ
て
い
る
透
谷
の
虚
無
的
な
世
界
観
が
、
依
然
と
し
て
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
蝶
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
、
短
い
晩
年
に
書
か
れ
た
「
蝶
の
ゆ
く
へ
」（『
三
籟
』
７
号　

明
26
・
９
）「
眠
れ
る
蝶
」（『
文
学
界
』
９
号　

明
26
・
９
）

「
双
蝶
の
別
れ
」（「
国
民
之
友
」
204
号　

明
26
・
10
）
と
い
う
一
連
の
抒
情
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
透
谷
の
魂
の
表
象
で
あ
る
が
、
次
か

ら
次
へ
と
多
種
類
の
虫
を
挙
げ
て
い
く
透
谷
の
筆
の
運
び
に
は
、
憑
か
れ
た
よ
う
な
昂
揚
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
透
谷
が
記
し
て
い
る
の
は
、

虫
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
身
の
存
在
と
し
て
の
虫
で
あ
る
。
透
谷
の
虫
へ
の
こ
の
こ
だ
わ
り
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
一
、
自
己
投
影
と
俳
句

「
亡
友
反
古
帖
」
に
は
、
題
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
戯
曲
」
と
し
て
、「
蚯
蚓
を
見
て
感
あ
り
／
蚯
蚓
、
鼠
、
猫
、
狐
、
等
い
ろ

〳
〵
の
も
の
を
人
間
位
の
大
き
さ
に
し
て
、
形
を
造
り
て
各
そ
の
思
ふ
と
こ
ろ
を
言
は
し
む
べ
し
、
／
而
し
て
之
を
人
に
比
較
す
べ
し
。
／

智
情
意
の
動
物
を
し
て
各
其
性
質
を
顕
は
さ
し
め
ば
妙
」
と
い
う
覚
書
も
あ
る
。
異
類
譚
の
趣
も
あ
る
が
、「
而
し
て
之
を
人
に
比
較
す
べ

し
」
と
人
間
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
創
作
上
で
の
着
想
に
と
ど
ま
ら
な
い
透
谷
の
指
向
性
で
あ
る
。
透

谷
の
日
記
の
抄
出
で
あ
る
「
透
谷
子
漫
録
摘
集
」（
前
出
『
透
谷
全
集
』
所
収
）
を
読
む
と
、「
〇
地
龍
子
／
行
脚
の
草
鞋
紐
ゆ
る
み
ぬ
。
胸

に
ま
つ
は
る
悲
し
の
恋
も
思
ひ
疲
る
ゝ
ま
ゝ
に
衰
へ
ぬ
。
と
見
れ
ば
思
ひ
も
う
け
ぬ
所
に
目
新
ら
し
き
花
の
園
。
人
の
い
や
し
き
手
に
て
作

ら
れ
し
物
と
変
り
て
、
百
種
の
野
花
思
ひ
〳
〵
に
咲
け
る
ぞ
め
で
た
き
。
何
や
ら
ん
花
の
根
に
う
ご
め
く
物
あ
り
。
眼
を
下
向
け
て
見
れ
ば

地
龍
子
な
り
」（
明
24
・
５
・
９
）
と
透
谷
の
視
線
は
、
野
の
花
の
根
元
に
這
い
出
し
た
蚯
蚓
に
向
か
う
。
翌
明
治
二
十
五
年
一
月
十
五
日

に
は
「
コ
ー
サ
ン
ド
氏
よ
り
愈
々
免
職
の
相
談
あ
り
帰
途
歩
上
作
あ
り
。
／
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は
な
れ
た
蝸
牛
」
と
伝
道
師
の
コ
ー
サ
ン

ド
が
一
時
帰
米
す
る
た
め
、
通
訳
の
仕
事
を
罷
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
な
決
意
を
示
す
句
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
も
、「
か
ら
」

と
い
う
保
護
を
脱
ぎ
捨
て
た
剥
き
出
し
の
蝸
牛
に
自
分
を
擬
え
て
い
る
。
橋
詰
静
子
が
「
透
谷
は
、
蜓
・
蚰
な
ど
「
地
を
這
う
も
の
」
に
自
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分
を
擬
す
こ
と
が
あ
る
。注
２」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
中
に
棲
み
、
地
を
這
う
虫
に
透
谷
は
自
己
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

小
説
「
我
牢
獄
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

320
号　

明
25
・
６
）
の
「
デ
ン
マ
ル
ク
の
狂
公
子
を
通
じ
て
沙
翁
の
歌
ひ
た
る
如
く
に
我
は
天

と
地
と
の
間
を
蠕
ひ
め
ぐ
る
一
痴
漢
な
り
」
と
い
う
自
己
把
握
に
直
結
し
て
い
る
。
虫
に
共
振
す
る
身
体
感
覚
は
、
そ
の
ま
ま
形
而
上
的

な
位
置
付
け
に
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」（『
文
学
界
』
２
号　

明
26
・
２
）
で
は
、「「
力

フ
オ
ー
ス」
と
し
て
の

自
然
は
、
眼
に
見
へ
ざ
る
、
他
の
言
葉
に
て
言
へ
ば
空
の
空
な
る
銃
鎗
を
以
て
時
々
刻
々
「
肉
」
と
し
て
の
人
間
に
迫
り
来
る
な
り
。」
と
、

死
が
不
可
避
で
あ
る
人
間
の
肉
体
の
儚
さ
が
鋭
敏
に
感
受
さ
れ
て
い
る
。
死
に
到
る
肉
体
と
い
う
点
で
、
透
谷
は
、
虫
も
人
も
等
し
く
非
力

な
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
透
谷
は
、
そ
こ
か
ら
「
吾
人
は
吾
人
の
霊
魂
を
し
て
、
肉
と
し
て
吾
人
の
失
ひ
た
る
自
由
を
、

他
の
大
自
在
の
霊
世
界
に
向
つ
て
縦
に
握
ら
し
む
る
事
を
得
る
な
り
。」
と
、
有
限
の
肉
体
を
「
美
妙
な
る
自
然
」
に
跳
躍
し
得
る
契
機
へ

と
反
転
さ
せ
る
。
地
に
棲
み
、
地
を
這
う
卑
小
な
生
き
物
は
、
透
谷
に
と
っ
て
、
人
間
の
実
存
を
見
る
思
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

虫
は
俳
句
の
季
語
で
あ
る
。
透
谷
は
、
一
月
に
夏
の
季
語
で
あ
る
蝸
牛
を
詠
ん
で
い
る
が
、
心
象
の
句
な
の
で
季
節
の
ず
れ
に
こ
だ
わ
る

必
要
は
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
心
象
が
虫
の
句
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
橋
詰
に
よ
れ
ば注

３

、
透
谷
は
生
涯
で
二
十
二
句
を
遺
し
て

い
る
。
早
逝
し
た
と
は
言
え
、
決
し
て
多
い
数
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
由
民
権
運
動
の
地
、
川
口
村
を
再
訪
し
た
折
の
紀
行
文
「
三
日
幻

境
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

325
、
327
号　

明
25
・
８
、
９
）
で
は
、
知
友
で
民
権
運
動
の
支
援
者
で
も
あ
っ
た
秋
山
国
三
郎
宅
に
宿
泊
し
、

「
七
年
を
夢
に
入
れ
と
や
水
の
音
」
と
民
権
運
動
離
脱
後
、「
一
種
の
牢
獄
」「
幾
多
の
苦
獄
を
経
歴
し
た
る
」
と
回
想
す
る
七
年
間
を
印
象

的
に
詠
ん
で
い
る
。
中
山
栄
暁
は注

４

、
こ
の
句
を
含
め
た
「（
略
）
翁
も
亦
た
ね
が
へ
り
の
数
に
夢
幾
度
か
と
ぎ
れ
け
む
、
む
く
〳
〵
と
起
き

て
我
を
呼
び
こ
れ
よ
り
談
話
俳
道
の
事
戯
曲
の
事
に
闌
に
し
て
い
つ
眠
る
べ
し
と
も
知
ら
れ
ず
。
わ
れ
は
眠
り
の
成
ら
ぬ
を
水
の
罪
に
帰
し

て
／
七
年
を
夢
に
入
れ
と
や
水
の
音
／
と
吟
み
け
る
に
翁
は
こ
れ
を
何
か
と
読
み
変
へ
て
見
た
り
。」
と
い
う
記
述
に
着
目
し
、「
批
評
や
指

導
を
受
け
た
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、「
俳
道
」
に
つ
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
、
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。」
と
推
測
し
て
い
る
。
透

谷
の
中
に
俳
句
は
根
を
下
ろ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

国
三
郎
、
俳
号
龍
子
の
句
集
『
安
久
多
草
子
』（
明
22
・
10
）
は
、
小
沢
勝
美
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
、
労
作
『
透
谷
と
秋
山
国
三
郎　

附

秋
山
龍
子
句
集
「
安
久
多
草
子
」』（
私
家
版　

昭
49
・
７注

５

）
に
「
約
三
千
五
百
三
十
句
の
う
ち
か
ら
、
約
二
千
句
を
え
ら
ん
で
収
録
」
さ
れ
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た
。
虫
を
詠
ん
だ
中
で
気
に
な
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

雨
ら
し
き
鐘
の
響
き
や
火
取
虫

蟻
の
塔
爰
に
尊
し
大
三
十
日

灸や
い
とす
る
背
を
辷
り
け
り
冬
の
蝿

雛
の
首
並
へ
る
椽
や
冬
の
蝿

冬
の
蝿
真
綿
に
足
を
つ
ら
れ
け
り

世
に
愛
の
愁
も
云
ハ
す
蝸
牛

白
桃
や
蚋ぶ

と

の
生
る
ゝ
雨
後
の
畑

落
て
か
ら
蜂
の
出
て
行
椿
哉

て
ゝ
虫
の
小
粒
に
な
り
て
初
時
雨

蚊
の
声
や
気
短
に
置
筆
の
音

き
り
〳
〵
す
鳴
や
琵
琶
引
袖
の
う
ら

花
屑
に
這
ハ
せ
て
捨
る
毛
虫
哉

て
ふ
に
成
者
と
ハ
聞
け
と
毛
虫
哉

吹
落
て
丸
う
成
た
る
毛
虫
哉

糸
引
た
蜘
蛛
も
落
け
り
芥
子
の
花

世
界
中
見
る
気
て
這
ふ
か
蝸
牛

雷
に
向
ふ
さ
ま
見
ゆ
蝸
牛

う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛

引
込
ハ
世
の
中
の
丸
し
蝸
牛
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気
配
り
の
角
に
見
へ
け
り
蝸
牛

腹
立
つ
ハ
立
程
丸
き
毛
虫
哉

捻
し
向
た
毛
虫
に
志
さ
る
ひ
よ
こ
哉

虹
も
は
き
兼
ぬ
顔
し
て
蝸
牛

顔
へ
来
た
蝿
の
冷
た
き
小
春
哉

逃
る
気
の
な
き
に
し
あ
ら
す
冬
の
蝿

蝶
程
の
影
さ
す
秋
の
藪
蚊
哉

生
活
の
中
で
目
と
心
に
留
ま
っ
た
も
の
を
率
直
に
詠
ん
で
い
る
。『
三
冊
子
』（
服
部
土
芳
、
執
筆
は
元
禄
十
五
、
六
年
頃
か注

６

）
の
「
詩
・

歌
・
連
・
俳
は
と
も
に
風
雅
な
り
。
上
三
つ
の
も
の
に
は
余
す
所
も
、
其
の
余
す
所
ま
で
俳
は
い
た
ら
ず
と
い
ふ
所
な
し
。（
略
）
見
る
に

あ
り
、
聞
く
に
あ
り
、
作
者
感
ず
る
や
句
と
な
る
所
は
即
ち
俳
諧
の
誠
な
り
。」
の
実
践
と
も
言
う
べ
き
詠
み
方
で
あ
る
。
観
察
眼
が
利
い

て
お
り
、「
花
屑
に
這
ハ
せ
て
捨
る
毛
虫
哉
」「
蝶
程
の
影
さ
す
秋
の
藪
蚊
哉
」
な
ど
、「
俗
の
中
の
雅
」
で
あ
る
。

中
で
も
、
蝸
牛
の
句
が
多
い
の
が
注
意
さ
れ
る
。「
て
ゝ
虫
の
小
粒
に
な
り
て
初
時
雨
」
は
季
節
の
推
移
を
細
や
か
な
眼
差
し
で
詠
ん
で

い
る
が
、
そ
の
他
は
、
擬
人
化
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
と
言
え
ば
、
二
月
に
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
、
三
月
に
第
一
回
帝
国
議
会
開
設
と

近
代
日
本
の
体
制
が
整
備
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
十
七
年
の
川
口
村
困
民
党
に
よ
る
八
王
子
警
察
署
襲
撃
（
九
月
）、
加
波

山
事
件
（
同
）、
秩
父
困
民
党
蜂
起
鎮
圧
（
十
月
）、
翌
十
八
年
の
大
阪
事
件
（
朝
鮮
独
立
計
画
及
び
そ
の
資
金
調
達
の
た
め
の
強
盗
事
件
）

と
自
由
党
員
の
逮
捕
（
八
～
十
一
月
）
と
い
う
自
由
民
権
運
動
の
瓦
解
の
後
の
成
立
で
も
あ
っ
た
。
透
谷
は
、
明
治
十
七
年
晩
秋
か
ら
翌
十

八
年
初
春
に
か
け
て
、
川
口
村
の
国
三
郎
宅
で
、
国
三
郎
、
盟
友
の
大
矢
正
夫
と
三
人
で
共
同
生
活
を
送
っ
た注

７

。「
三
日
幻
境
」
で
、「
お
も

む
ろ
に
庭
樹
を
眺
め
て
奇
句
を
吐
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
家
の
老
畸
人
、
剣
を
撫
し
時
事
を
慨う

れ

ふ
る
も
の
は
蒼
海
、
天
を
仰
ぎ
流
星
を
数
ふ

る
も
の
は
我
れ
、
こ
の
三
個
一
室
に
同
臥
同
起
し
て
玉
兎
幾
度
か
欠
け
幾
度
か
満
ち
し
。」
と
回
想
さ
れ
て
お
り
、
一
歩
引
い
た
立
場
か
ら

見
守
っ
て
い
た
国
三
郎
、
透
谷
に
強
盗
計
画
参
加
を
要
請
し
（
こ
の
拒
絶
が
、
透
谷
の
民
権
運
動
離
脱
の
契
機
と
な
っ
た
）
自
ら
は
強
盗
を
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決
行
し
て
捕
縛
さ
れ
た
大
矢
正
夫
、
形
而
上
的
な
志
向
性
を
持
ち
、
運
動
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
透
谷
、
と
そ
の
後
の
彼
等
の
歩
み
も

含
め
て
三
者
三
様
の
姿
を
描
き
分
け
て
い
る
。
国
三
郎
に
と
っ
て
も
、
遥
か
に
年
若
い
二
人
と
過
ご
し
た
生
活
は
忘
れ
が
た
い
日
々
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。「
世
界
中
見
る
気
て
這
ふ
か
蝸
牛
」「
雷
に
向
ふ
さ
ま
見
ゆ
蝸
牛
」「
う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛
」「
引
込
ハ
世
の
中
の
丸

し
蝸
牛
」
と
い
う
一
連
の
蝸
牛
の
句
は
、
民
衆
の
権
利
主
張
が
弾
圧
さ
れ
お
上
に
楯
突
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
状
況
へ
の
鬱
屈
と
、
そ
れ
で

も
気
概
は
持
ち
続
け
る
姿
勢
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
蝸
牛
は
、
龍
子
の
心
情
を
託
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は

な
れ
た
蝸
牛
」
は
同
様
の
詠
み
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
は
、「
十
七
世
紀
前
半
、
俳
諧
は
日
常
の
小
さ
な
虫
を
句
に
詠
み
、
庶
民
の
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
よ
う
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
『
毛
吹
草
』（
引
用
者
注
‥
松
江
重
頼
著　

正
保
二
・
一
六
四
五
）
に
は
、
蟻
、
シ
ラ
ミ
、
ケ
ラ
、
カ
タ
ツ
ム
リ
、

ナ
メ
ク
ジ
、
ノ
ミ
、
蝿
な
ど
日
常
生
活
で
出
会
う
虫
が
登
場
す
る
。
連
歌
で
付
句
を
す
る
た
め
に
縁
の
あ
る
言
葉
を
ま
と
め
た
「
付
合
」
の

表
で
は
、
シ
ラ
ミ
は
乞こ

つ
じ
き食
、
病
人
、
舟
、
藪
、
古
い
布
子
、
花
見
頃
な
ど
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
俳
諧
に
お
け
る
シ
ラ
ミ
の
詩
的
連

想
と
な
っ
た
。注

８」
と
述
べ
て
お
り
、
和
歌
が
捨
象
し
た
俗
な
る
モ
チ
ー
フ
を
俳
諧
が
開
拓
し
、
新
し
い
季
語
は
、
庶
民
の
生
活
の
比
喩
と
し

て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

正
岡
子
規
が
「
室
町
時
代
の
連
歌
の
発
句
か
ら
江
戸
時
代
末
期
の
俳
諧
の
発
句
ま
で
を
集
め
て
、
季
語
別
そ
の
他
、
い
く
つ
か
の
観
点
か

ら
分
類
整
理
し
た注

９

」
遺
稿
を
、
高
浜
虚
子
、
河
東
碧
梧
桐
、
寒
川
鼠
骨
が
校
訂
し
刊
行
し
た
『
分類
俳
句
全
集
』（
ア
ル
ス　

昭
３
・
３
～
４
・

９　

全
12
巻注1

注

）
を
見
る
と
、「
蝸
牛
」
は
、（
雨
）
／
（
天
文
）（
動
物
）
／
（
動
物
）
／
（
木
）（
竹
）
／
（
草
）
除
竹
（
葉
）
／
（
地
理
）

（
器
物
）
／
（
衣
冠
）（
神
人
）（
土
木
）（
飲
食
）
／
（
角
）
除
肢
体
等
／
（
殻
）（
人
事
）
除
体
角
等
／
除
肢
体
角
殻
人
事
等
、
と
詳
細
に

分
類
さ
れ
、
収
録
さ
れ
た
句
数
が
多
い
。
身
近
に
棲
み
、
自
分
の
家
を
背
負
っ
て
歩
む
よ
う
な
姿
が
、
古
か
ら
興
趣
を
誘
っ
て
来
た
の
だ
ろ

う
か
。「
梅
雨
晴
や
垣
ふ
ち
咶
る
蝸
牛
」（
除
来
）「
五
月
雨
や
物
干
竿
に
蝸
牛
」（
也
有
）「
た
の
み
な
き
角
と
し
思
へ
蝸
牛
」（
暁
台
）「
身

一
つ
は
容
る
ゝ
に
安
し
蝸
牛
」（
貫
支
）「
心
に
は
翅
も
あ
ら
め
蝸
牛
」（
午
心
）
と
、
龍
子
の
観
察
及
び
感
慨
に
通
じ
る
。「
蝸
牛
」
の
次
に

は
「
な
め
く
し
り
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
五
月
雨
に
家
ふ
り
す
て
ゝ
な
め
く
し
り
」（
凡
兆
）「
我
道
を
付
し
よ
壁
の
な
め
く
し
り
」（
半

魯
）「
な
め
く
し
り
は
ふ
て
光
る
や
古
具
足
」（
嵐
雪
）「
身
の
果
は
い
つ
く
な
る
ら
ん
土
蝓
」（
牧
人
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
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方
が
観
察
が
鋭
く
繊
細
で
あ
り
、
心
象
と
し
て
も
深
い
。
シ
ラ
ネ
に
よ
れ
ば注注
注

、「
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
自
然
の
文
化
的
、
視
覚
的
な

イ
メ
ー
ジ
は
本
草
学
の
影
響
を
強
く
受
け
る
よ
う
に
」
な
り
、
一
八
〇
三
（
享
和
三
）
年
に
、
曲
亭
馬
琴
が
季
節
と
月
ご
と
に
分
類
さ
れ
た

二
千
六
百
以
上
の
季
語
と
句
例
を
含
む
『
俳
諧
歳
時
記
』
を
出
版
す
る
。
一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
に
は
、
改
訂
増
補
版
の
『
俳
諧
歳
時
記

栞
草
』注1

注

を
藍
亭
青
藍
が
出
版
す
る
。
こ
の
増
補
版
は
、『
栞
草
』
と
い
う
名
で
知
ら
れ
、
明
治
以
降
も
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。『
俳
諧
歳

時
記
栞
草
』
の
「
蝸
牛
」
は
「
此
月
よ
り
五
月
ニ
至
て
、
霖な

が
あ
め雨
あ
る
と
き
、
蝸
牛
多
く
出
て
、
或
は
床
に
登
り
、
又
壁
に
黏つ

く
、
高
く
登
る

と
き
は
其
涎
随
て
尽
れ
ば
随
て
落
つ
、
其
貝
に
あ
り
て
、
人
を
見
る
と
き
は
蝟
縮
ス
、
児わ

ら
べ童
聚
り
て
出
出
虫
々
々
と
云
、
出
ざ
る
と
き
は
釜

を
打
破
ら
む
と
い
ふ
（
略
）」、「
蚰
蝓
」
は
「
附
蠃
は
、
皆
殻
を
負
ふ
蝸
牛
と
い
ふ
、
殻
な
き
を
蚰な

め
く
じ
り蝓
と
云
」
と
あ
り
、
両
者
は
殻
の
有
無

で
区
別
さ
れ
る
同
類
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
蝸
牛
」
の
項
目
に
は
、「〔
夫
木
〕
牛
の
子
に
ふ
ま
る
な
野
べ
の
蝸
牛
角
あ
れ
ば
と
て
身
を
な
た
の
み
そ　

寂
蓮
、「
五
元
集
」
文
七
に
ふ

ま
る
な
庭
の
か
た
つ
ぶ
り　

其
角
、
〇
文
七
は
髻
結
師
な
り
」
と
和
歌
と
俳
諧
の
用
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
植
木
朝
子
は注1

注

、
寂
蓮
の
こ
の

歌
に
つ
い
て
、
松
永
貞
徳
『
新
増
犬
筑
波
集
』（
寛
永
二
〇
・
一
六
四
三
）
の
「
ふ
み
こ
ろ
さ
れ
な
よ
な
か
た
つ
ぶ
り
」
の
句
の
注
と
し
て

引
用
さ
れ
、「
天
神
の
御
歌
と
な
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
の
世
界
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
推
測
し
て
い
る
。
更
に
、『
栞
草
』
が
挙
げ
て
い
る
其
角
の
句
も
含
め
て
、「
俳
諧
に
お
い
て
は
、
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
る
蝸
牛
が
相
当
数
現

れ
る
」
が
、「『
梁
塵
秘
抄
』
今
様
の
よ
う
に
、
蝸
牛
の
動
き
に
関
心
を
寄
せ
、「
舞
ふ
」
と
擬
人
化
し
て
明
る
い
作
品
に
仕
上
げ
る
よ
り
も
、

踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
り
高
所
か
ら
落
ち
た
り
す
る
姿
や
懸
命
に
歩
く
姿
を
、
ユ
ー
モ
ア
に
く
る
み
な
が
ら
も
あ
る
哀
感
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る

こ
と
が
多
い
。」
と
俳
諧
に
特
徴
的
な
蝸
牛
の
詠
ま
れ
方
に
注
目
し
て
い
る
。『
分類
俳
句
大
観
』（
第
五
巻
）
に
は
、「
重
々
と
引
き
行
く
家
や

蝸
牛
」（
志
昔
）「
這
出
て
も
付
き
ま
と
ふ
家
や
蝸
牛
」（
才
之
）「
お
の
が
家
を
足
手
ま
と
ひ
や
蝸
牛
」（
麦
翅
）
と
桎
梏
と
し
て
の
殻
を
背

負
う
存
在
と
し
て
、
蝸
牛
が
詠
ま
れ
て
も
い
る
。
凡
兆
の
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
が
身
を
保
護
す
る
殻
も
持
た
ず
、
蝸
牛
よ
り
一
段
と

脆
弱
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
姿
に
反
転
し
得
る
蛞
蝓
の
方
が
、
蕉
門
の
俳
人
た
ち
に
は
漂
泊
の
身

を
投
影
す
る
に
相
応
し
い
季
語
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

国
三
郎
の
「
う
き
世
に
ハ
さ
ハ
ら
ぬ
角
や
蝸
牛
」「
気
配
り
の
角
に
見
へ
け
り
蝸
牛
」
も
、
寂
蓮
の
「
角
あ
り
と
て
も
身
を
な
た
の
み
そ
」
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を
踏
ま
え
て
「
角
」
に
焦
点
化
し
て
い
る
感
が
あ
り
、『
栞
草
』
を
手
許
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

寂
蓮
と
は
異
な
り
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
の
触
知
も
容
易
で
は
な
く
、
用
心
深
く
構
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
角
」
で
あ
る
。
国
三
郎

に
蝸
牛
の
句
が
多
い
の
は
、
先
人
に
倣
っ
た
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
沢
は注1

注

、
明
治
十
代
以
降
の
国
三
郎
の
経
済
状
況
に
つ

い
て
、
足
柄
上
郡
の
官
員
を
し
て
い
た
透
谷
の
父
快
蔵
の
月
給
や
透
谷
の
神
奈
川
県
会
臨
時
書
記
の
日
給
と
比
べ
つ
つ
、
桑
仲
買
、
旅
籠
屋
、

炭
焼
、
織
物
と
多
角
経
営
を
し
つ
つ
家
族
や
使
用
人
を
養
っ
て
い
た
実
状
は
、「
豪
農
」
と
は
言
え
、
決
し
て
富
裕
で
は
な
か
っ
た
と
推
測

し
て
い
る
。
国
三
郎
は
、
家
を
背
負
い
続
け
た
立
場
と
国
家
権
力
が
増
大
し
て
い
く
中
で
閉
塞
を
強
い
ら
れ
る
民
衆
の
姿
を
重
ね
て
投
影
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

透
谷
は
、「
秋
窓
雑
記
」（『
女
学
雑
誌
』
甲
の
巻　

330
号　

明
25
・
10
）
で
、
当
代
の
人
気
俳
諧
宗
匠
で
あ
っ
た
其
角
堂
永
機
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る
（「
第
十
一
」）。
永
機
は
「
我
庵い

ほ

を
隔
つ
る
こ
と
杜
ひ
と
つ
」
に
住
む
「
名
宗
匠
」
で
あ
る
が
、「
一
日
人
に
誘
は
れ
て
訪
ひ
行

き
つ
閑
談
稍
久
し
き
後
彼
の
導
く
ま
ゝ
に
家
の
中
あ
ち
こ
ち
と
見
物
し
け
る
が
、
華
美
を
尽
す
と
い
ふ
程
に
は
あ
ら
ね
ど
、
よ
ろ
づ
数
寄
を

備
へ
て
粋
士
の
住
家
と
は
何
人
も
見
誤
ら
ぬ
べ
し
。
間
数
も
不
足
な
き
程
に
あ
れ
ば
何
を
か
喞か

こ

つ
べ
き
と
思
ふ
な
る
に
、
俳
翁
頻
り
に
其
の

狭
陋
な
る
を
つ
ぶ
や
き
て
止
ま
ず
。」
と
家
屋
の
狭
さ
に
不
満
を
漏
ら
し
て
止
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
透
谷
は
、「
俳
士
を
し
て
俗
に
媚
ぶ
る

の
止
む
を
得
ざ
る
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
あ
る
は
余
と
雖
も
之
を
知
ら
ぬ
に
あ
ら
ね
ど
、
高
達
の
士
の
俗
世
に
立
つ
こ
と
の
難
き
に
思
ひ
至

り
て
黙
然
た
る
こ
と
稍
し
ば
し
な
り
し
。」
と
あ
る
程
度
は
世
間
と
妥
協
す
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
認
め
は
す
る
も
の
の
、
永
機
の
俗
人

ぶ
り
は
度
を
過
し
て
い
る
と
暗
澹
た
る
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
透
谷
は
、
こ
の
文
章
の
冒
頭
で
「
今
の
世
の
俳
諧
士
は
憐
れ
む
べ
き
も
の
な

る
か
な
。」
と
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
物
質
的
欲
望
が
何
よ
り
も
優
先
し
て
い
る
「
名
宗
匠
」
へ
の
幻
滅
が
余
程
深
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

永
機
の
句
に
つ
い
て
は
、
小
沢
が
著
書
の
中
で
引
用
し
て
い
る
勝
峯
晋
風
『
明
治
俳
諧
史
話
』（
大
誠
堂　

昭
９
・
12
）
が
言
及
し
て
い

る
。
晋
風
が
、
安
田
雷
石
が
編
集
し
た
年
間
俳
句
集
『
明
治
作
家

五
十
鈴
川
集
』（
明
15
・
３
）
か
ら
抄
出
し
て
い
る
永
機
の
句
を
挙
げ
て
み
る
。

晋
風
に
よ
れ
ば
、『
明
治
俳
家

五
十
鈴
川
集
』
は
、
当
代
の
著
名
俳
人
五
十
四
人
の
句
を
、
一
人
一
季
十
句
ず
つ
、
即
ち
四
季
四
十
句
採
録
し
た
も

の
で
あ
る
（「
俳
壇
の
静
態
と
点
取
調
の
流
行
／
明
治
俳
家
集
を
鳥
瞰
し
て
」）。
晋
風
は
、
雷
石
が
選
ん
だ
俳
人
に
つ
い
て
、「
東
京
の
其
角

堂
永
機
、
雪
中
庵
梅
年
、
香
楠
居
幹
雄
、
太
白
堂
呉
仙
、
一
具
庵
尋
香
、
大
阪
の
黄
花
庵
南
齢
、
出
雲
の
釣
年
庵
曲
川
は
、
当
時
一
流
の
俳
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諧
師
と
し
て
指
を
折
ら
れ
、」
と
記
述
し
て
い
る
（「
俳
壇
の
静
態
と
点
取
調
の
流
行
／
明
治
俳
家
集
を
鳥
瞰
し
て
」
262
頁
）。

春
の
夜
も
ふ
る
び
て
昼
の
は
つ
蛙

さ
し
て
お
く
花
も
ひ
と
へ
や
衣
更

白
露
や
夕
や
み
つ
く
る
も
の
ゝ
は
し

時
雨
来
よ
竹
の
あ
み
戸
の
青
き
う
ち

晋
風
は
、「
観
念
的
な
句
作
態
度
に
厭
味
を
感
ず
る
が
、
風
雅
人
と
し
て
或
る
侘
び
た
境
地
を
持
つ
て
ゐ
る
。
個
人
的
に
も
水
平
線
以
上

の
作
家
た
る
を
頷
か
せ
る
。」
と
一
定
の
評
価
を
し
て
い
る
（
同
／
「
売
出
し
作
家
と
そ
の
句
評
」
263
頁
）。「
観
念
的
」
だ
が
「
風
雅
人
」

た
る
境
地
に
到
っ
て
い
る
と
は
、
洗
練
さ
れ
た
見
立
て
と
機
知
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
永
機
の
句
は
、
永
機
没
後
に
其
角
堂
機
一
と
雪
中
庵

宇
貫
が
編
ん
だ
旧
派
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
正風
明
治
俳
句
集
』
全
四
冊
（
双
樹
庵
発
行　

明
43
・
５
、
11
、
44
・
11
、
45
・
７
）
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
。『
明
治
文
学
全
集
57　

明
治
俳
人
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
50
・
10
）
に
は
、「
新
年
の
部
」
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

中
か
ら
幾
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

元
日
や
暮
ま
つ
星
の
早
や
一
ツ

御
降
り
や
一
年
中
の
花
の
露

日
の
影
や
雑
木
も
洩
れ
ぬ
花
の
春

昇
る
日
の
唯
一
輪
や
年
の
花

鴉
に
は
ぬ
か
り
乍
ら
も
屠
蘇
湯
哉

餅
の
粉
に
化
粧
も
す
也
嫁
か
君

日
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透
谷
が
、
永
機
の
住
い
を
「
よ
ろ
づ
数
寄
を
備
へ
て
粋
士
の
住
家
と
は
何
人
も
見
誤
ら
ぬ
べ
し
。」
と
評
し
て
い
た
よ
う
に
、
季
感
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
、
響
き
合
い
を
楽
し
む
と
い
う
遊
び
心
が
窺
え
る
。
青
木
亮
人
に
よ
れ
ば注1

注

、
永
機

は
、
幕
末
の
「
今
紀
文
」
と
称
さ
れ
た
細
木
香
以
の
サ
ロ
ン
の
一
員
で
あ
り
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
、
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
と
も
懇
意
で

あ
っ
た
「
洗
練
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
で
あ
る
。
青
木
は
、
永
機
を
「
身
を
持
ち
崩
さ
ず
、
人
間
関
係
の
機
微
を
す
く
い
つ
つ
、
教
養

と
見
識
を
保
ち
な
が
ら
句
を
ひ
ね
り
続
け
た
俳
諧
師
」
で
あ
る
と
見
、
俳
句
を
「
文
学
（literature

）」
た
ら
し
め
ん
と
し
た
正
岡
子
規
の

変
革
を
相
対
化
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
永
機
は
、
明
治
三
十
一
年
の
『
都
新
聞
』
の
俳
人
人
気
投
票
で
第
一
位
、
翌
三
十
二
年
の

『
太
陽
』
で
も
一
位
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
紛
れ
も
な
い
人
気
俳
人
で
あ
り
、
大
衆
の
趣
味
趣
向
は
洗
練
さ
れ
た
言
葉
遊
び
を
通
し
て
季

節
を
楽
し
む
俳
句
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

永
機
の
句
を
置
い
て
み
る
と
、
秋
山
国
三
郎
龍
子
の
句
は
、
暮
し
の
実
感
に
基
づ
い
て
お
り
、
異
質
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
沢
は注1

注

、

龍
子
が
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
及
び
三
年
の
、
南
街
堂
文
巡
、
太
白
堂
弧
月
が
選
者
で
あ
る
「
月
次
混
題
句
合
」
に
龍
子
の
句
が
頻
々

と
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若
き
日
の
龍
子
の
句
は
、
蕉
門
の
流
れ
を
汲
む
太
白
堂
系
統
の
六
世
太
白
堂
弧
月
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
小
沢
は
、
弧
月
は
渡
辺
崋
山
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
吉
沢
忠
『
渡
辺
崋
山
』（
昭
31
・
11　

東
京
大

学
出
版
会
）
に
描
か
れ
た
、
崋
山
が
、
太
白
堂
の
紹
介
で
俳
諧
を
嗜
む
地
方
の
豪
農
の
家
に
宿
泊
し
な
が
ら
厚
木
地
方
を
旅
し
た
時
の
様
子

と
両
者
の
交
流
の
意
味
に
触
れ
て
、「
子
供
の
頃
か
ら
、
大
藩
の
者
に
抑
え
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
発
憤
し
て
人
一
倍
の
苦
労
を
重
ね
た
崋
山
。

町
人
出
身
で
、
武
士
の
間
に
あ
っ
て
一
歩
も
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ
た
太
白
堂
莱
石
。
剣
道
の
達
人
で
三
多
摩
に
も
ひ
ろ
く
俳
諧
を
ひ
ろ
め
た

大
衆
的
な
太
白
堂
弧
月
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
つ
く
り
上
げ
た
伝
統
が
、
平
民
出
身
で
、
一
生
反
骨
の
精
神
を
つ
ら
ぬ
い
た
龍
子
に
引
き
継

が
れ
、
そ
れ
が
透
谷
に
、
地
底
の
水
脈
と
い
う
も
の
の
存
在
を
実
感
さ
せ
な
か
っ
た
と
は
誰
が
断
言
で
き
よ
う
。
／
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
、
自
然
や
、
庶
民
の
生
活
へ
の
凝
視
が
、
人
一
倍
強
い
の
は
、
決
し
て
偶
然
と
は
い
え
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、

私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

小
沢
が
感
じ
取
っ
た
も
の
は
、
都
の
洗
練
さ
れ
た
遊
芸
と
は
異
な
る
、
暮
し
の
声
と
し
て
の
俳
句
で
あ
り
、
そ
こ
に
時
代
や
世
相
へ
の
批

判
精
神
も
胚
胎
し
て
い
く
。
透
谷
の
句
も
後
者
の
系
譜
に
連
な
る
。
龍
子
の
俳
句
が
透
谷
に
「
地
底
の
水
脈
」
の
存
在
を
実
感
さ
せ
た
と
い
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う
小
沢
の
直
観
は
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
蝸
牛
の
句
、
及
び
「
捻
し
向
た
毛
虫
に
志
さ
る
ひ
よ
こ
哉
」
は
、
ま
ま

な
ら
ぬ
現
実
の
受
容
と
い
う
認
識
と
卑
小
な
存
在
が
孕
む
抵
抗
の
可
能
性
の
両
方
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
殻
を
は

な
れ
た
蝸
牛
」、
お
よ
び
『
蓬
莱
曲
』（
養
真
堂　

明
24
・
５
）
の
見
返
し
に
墨
書
し
て
戸
川
秋
骨
に
送
っ
た
句
で
あ
る注1

注

「
折
れ
た
ま
ま
咲
い

て
み
せ
た
る
百
合
の
花
」
は
、
龍
子
の
句
が
内
包
す
る
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。

　
　
　
　
二
、
本
草
学
と
生
育
環
境

透
谷
が
詠
ん
だ
蝸
牛
は
、
中
世
の
今
様
や
寂
蓮
の
歌
を
受
け
て
、
十
七
世
紀
後
半
の
俳
諧
が
開
拓
し
た
俗
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
時
代

が
下
っ
て
、
本
草
学
の
影
響
を
受
け
た
「
百
科
事
典
的
な
歳
時
記
」（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ注1

注

）
で
あ
る
『
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
に
も
形
態
が
詳

述
さ
れ
、
好
ん
で
詠
ま
れ
た
季
語
で
あ
る
。
龍
子
を
介
し
て
「
作
者
感
ず
る
や
句
と
な
る
所
は
即
ち
俳
諧
の
誠
な
り
。」（『
三
冊
子
』）
と
い

う
俳
句
の
本
道
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

透
谷
が
「
荒
野
の
戦
ひ
」
で
挙
げ
て
い
た
虫
に
つ
い
て
、『
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
で
見
て
み
る
と
、「
蜂
」（
春
・
二
月
）「
蛇
螈と

か
げ
地
虫
の

類
穴
を
出
る
」（
同
）「
蝶
」（
同
）「
■
」（
同
）「
蚕
」（
春
・
三
月
）「
蝿
」（
夏
）「
蛍
」（
同
）「
蛇
」（
同
）「
蚕

か
ひ
こ
の

蛹ま
ゆ

」（
夏
・
四
月
）「
蚊
」

（
夏
）「
蝸
牛
」（
同
）「
蚰
蜓
」（
夏
）「
蚤
」（
同
）「
蜘
の
子
」（
夏
・
四
月
）「
毛
虫
」（
夏
・
六
月
）「
黄
金
虫
」（
同
）「
蚯
蚓
出
」（
夏
）

「
蝉
」（
夏
・
五
月
）「
蛭
」（
夏
）「
火

ひ
と
り

蛾む
し

」（
夏
・
六
月
）「
ち
ゝ
ろ
虫
」（
秋
・
七
月
）「
稲い
ね

春つ
き

虫
」（
秋
・
七
月
）「
𧑉い
な

螽ご

」（
同
）「
蝗
い
ね
む
し」（
同
）

「
芋
虫
」（
同
）「
蟷い

な
む
し
り螂」（
同
）「
竃い
と

馬ど

」（
同
）「
絡は
た

線お
り

虫
」（
同
）「
蟿は
た
は
た螽
」（
同
）「
蛇
穴
に
入
」（
秋
・
八
月
）「
蜻と
ん
ぼ
う蛉
」（
秋
・
七
月
）「
虫
」

（
秋
）「
常く

さ
ぎ山
の
虫
」（
秋
・
七
月
）「
鑣
く
つ
わ
虫
」（
同
）「
蛁
く
つ
〳
〵
ぼ
う
し

蟟
」（
同
）「
松
虫
」（
同
）「
馬
追
」（
同
）「
秋
津
虫
」（
同
）「
秋
の
蝶
、
秋
の
蚊
、

秋
の
蛍
、
秋
の
蝿
、
秋
の
蝉
」（
同
）「
蟋き

り
〴
〵
す蟀
」（
同
）「
鈴
虫
」（
同
）「
蚯
蚓
鳴
」（
秋
）「
蓑
虫
」（
同
）「
蜩
」（
秋
・
七
月
）
と
続
々
と
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
子
規
の
『
分類
俳
句
大
観
』
で
は
、
春
の
部
に
「
寄
居
虫
」「
蛇
出
」「
蜥
蜴
出
る
」「
虫
出
穴
」（
以
上
第
二
巻
）、
夏
の
部

に
「
熊
蝉
」「
山
蝉
」「
夕
蝉
」「
■

ス
ク
モ
ム
シ」「
芋
虫
」「
は
だ
か
虫
」「
毛
虫
」「
蚕
」「
蚕
蛹
」「
鼓
虫
」「
蝸
牛
」「
な
め
く
し
り
」「
蚯
蚓
出
」「
蛭
」

（
以
上
第
五
巻
）、
秋
の
部
に
「
蛇
穴
に
入
る
」「
穴
惑
ひ
」「
い
と
ゝ
」「
稲
の
虫
」「
螽
」「
芋
虫
」「
は
た
お
り
」「
屁
こ
き
虫
」「
蜻
蛉
」
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「
羽
き
れ
蜻
蛉
」「
川
蜻
蛉
」「
つ
る
み
蜻
蛉
」「
赤
蜻
蛉
」「
茶
立
虫
」「
螳
螂
」「
か
け
ろ
ふ
」「
玉
虫
」「
つ
ゝ
り
虫
」「
つ
く
〳
〵
ほ
う
し
」

「
虫
」「
轡
虫
」「
松
虫
」「
ち
ん
ち
ろ
り
」「
筆
つ
虫
」「
蛼
」「
秋
の
蝿
」「
秋
の
蜂
」「
秋
蛍
」「
秋
の
蚊
」「
残
る
蚊
」「
晩
稲
蚊
」「
秋
の
蝶
」

「
秋
蝉
」「
き
り
〳
〵
す
」「
蓑
虫
」「
灯
取
虫
」「
蜉
蝣
」「
蜩
」
藻
虫
啼
」「
鈴
虫
」「
蚯
蚓
鳴
」（
以
上
第
八
巻
）
と
子
規
の
気
迫
と
執
念
が

結
実
し
て
い
る
が
、『
栞
草
』
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

透
谷
も
、
明
治
以
降
も
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
『
栞
草
』
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
節
で
引
用
し
た
「
地
龍

子
」
は
、
花
の
根
元
に
顔
を
出
し
た
蚯
蚓
に
目
を
留
め
て
い
る
が
、『
栞
草
』
の
「
蚯
蚓
鳴
」（
三
秋
）
に
は
、「
雨
ふ
る
と
き
は
先
ヅ
出
、

晴
る
と
き
は
夜
鳴
、
或
は
い
ふ
結
ぶ
と
き
は
化
し
て
百
合
と
な
る
、
𧑉
螽
と
穴
を
お
な
じ
く
し
て
雌
雄
（
め
を
）
に
な
る
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
シ
ラ
ネ
は注1

注

、
中
世
以
来
の
「
四し
し
ょ
う生
」
と
い
う
生
物
の
分
類
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
母
胎
か
ら
生
ま
れ
る
胎
生
、
卵
か
ら

生
ま
れ
る
卵
生
、
湿
気
か
ら
生
ま
れ
る
湿
生
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
生
ま
れ
る
化
生
」
で
あ
る
。
虫
は
、
湿
生
あ
る
い
は
化
生
と
考
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。
交
合
す
る
と
百
合
に
な
る
と
は
、「
化け

し
ょ
う生
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
透
谷
の
句
、「
折
れ
た
ま
ま
咲
い
て
み
せ

た
る
百
合
の
花
」
を
重
ね
て
み
る
と
、
百
合
は
蚯
蚓
が
変へ

ん
げ化
し
た
姿
、
即
ち
地
を
這
う
透
谷
が
昇
華
さ
れ
た
姿
で
あ
る
と
読
め
る
。
百
合
は
、

「
三
日
幻
境
」
で
、
川
口
村
を
再
訪
し
た
折
の
国
三
郎
の
老
母
の
も
て
な
し
と
し
て
、「
老
婆
は
後
庭
に
植
へ
た
る
百
合
数す

う
し
ゆ株
惜
気
も
な
く
堀

り
と
り
て
我
が
朝
餉
の
膳
に
供
し
、
そ
の
花
を
ば
古
び
た
る
花
瓶
に
活
け
て
我
が
前
に
置
据
へ
ぬ
。」
と
描
か
れ
て
い
る
。
透
谷
に
と
っ
て

仙
境
の
花
で
あ
り
、
こ
の
句
は
、
二
度
と
戻
ら
ぬ
至
福
の
時
間
を
内
包
さ
せ
た
、
透
谷
の
重
層
的
な
生
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「
亡
友
反
古
帖
」
に
見
ら
れ
る
書
き
な
が
ら
昂
揚
し
て
い
く
列
挙
の
仕
方
は
、
歳
時
記
か
ら
得
た
知
識
以
上
の
只
な
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
さ
せ

る
。
和
歌
的
伝
統
的
な
秋
の
情
趣
に
連
な
る
季
題
も
そ
う
で
な
い
虫
も
並
列
的
に
挙
げ
ら
れ
、「
げ
じ
〳
〵
、
百
足
、
わ
ら
じ
虫
」
と
い
う

季
語
の
外
に
あ
る
も
の
も
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
く
る
。

透
谷
は
、
あ
る
い
は
、『
千
虫
譜
』
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
千
虫
譜
』
は
、
本
草
学
者
で
幕
府
の
侍
医

で
も
あ
っ
た
栗
本
丹
洲
（
宝
暦
五
・
一
七
五
六
～
文
政
五
・
一
八
三
四
）
が
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
に
作
成
し
た
虫
譜
で
あ
る11

注

。
小
西

正
泰
は1注

注

、「
新
旧
多
く
の
写
本
が
つ
く
ら
れ
て
き
て
お
り
、
お
そ
ら
く
江
戸
期
の
虫
譜
の
な
か
で
は
最
も
伝
本
の
多
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
本
書
の
価
値
を
よ
く
示
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、『
千
虫
譜
』
が
重
宝
さ
れ
、
活
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
窺
え
る
。
小
西
に
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よ
れ
ば11
注

、『
千
虫
譜
』
の
材
料
と
な
っ
た
動
物
標
本
は
、
丹
洲
自
身
が
採
集
、
観
察
し
た
も
の
の
他
に
、
同
定
依
頼
や
贈
呈
さ
れ
た
も
の
も

少
な
く
な
く
、
採
集
地
は
、
丹
洲
が
住
ん
で
い
た
江
戸
を
主
体
と
し
て
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
八
重
山
諸
島
に
及
ん
で
い
る
。
微
小
な

虫
に
つ
い
て
は
顕
微
鏡
を
使
っ
て
写
生
し
、「
化
生
」
即
ち
自
然
発
生
と
い
う
考
え
方
を
基
準
に
発
生
を
考
察
し
、
生
態
を
観
察
し
て
い
る
。

ま
た
、
医
師
で
あ
っ
た
丹
洲
は
、
薬
物
と
し
て
の
虫
の
利
用
を
重
視
し
て
お
り
、
当
時
の
習
俗
に
関
わ
る
内
容
も
記
述
し
て
い
る
。
科
学
的
、

実
用
的
、
民
俗
的
に
得
る
も
の
が
多
い
書
物
で
あ
る
と
言
え
る
。

透
谷
は
、
後
に
妻
と
な
る
石
坂
ミ
ナ
宛
の
書
簡
（
一
八
八
七
年
八
月
十
八
日
）
草
稿
で
、「
明
治
六
年
生
の
父
母
は
生
を
祖
父
母
に
託
し

て
東
都
に
去
れ
り
、
十
一
年
ま
で
五
年
間
生
は
全
く
祖
父
母
の
膝
下
に
養
育
せ
ら
れ
け
り
、」
と
述
べ
て
い
る
が
、
明
治
六
年
秋
、
透
谷
の

父
快
蔵
は
大
蔵
省
に
出
仕
す
る
た
め
、
五
月
に
生
ま
れ
た
垣
穂
を
連
れ
て
上
京
、
母
ユ
キ
は
日
本
橋
照
降
町
の
自
宅
で
呉
服
屋
を
開
い
た
と

い
う11

注

。「
生
の
祖
父
は
凡
そ
世
に
め
づ
ら
し
き
厳
格
の
人
に
し
て
活
発
に
飛
は
ね
る
こ
と
を
好
む
少
年
を
こ
ら
す
の
術
に
苦
し
み
た
る
事
今

も
し
ば
〳
〵
祖
母
の
物
語
に
聞
き
得
る
事
ど
も
な
り
、」（
同
書
簡
草
稿
）
と
、
透
谷
の
祖
父
玄
快
は
、
少
年
透
谷
の
腕
白
ぶ
り
に
手
を
焼
い

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
小
田
原
藩
医
で
あ
っ
た
玄
快
（
文
化
一
二
・
一
八
一
五
～
明
治
一
七
・
一
八
八
四
）
に
つ
い
て
、
平
岡
敏
夫
『
北
村

透
谷
研
究　

評
伝
』（
有
精
堂　

平
７
・
１11

注

）
は
、「
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
不
明
だ
が
、
外
科
医
で
あ
り
、
玄
快
製
造
の
火
傷
の
薬
金
明
膏
は

小
田
原
で
は
有
名
で
あ
っ
た
。
ゴ
マ
油
を
原
料
と
し
、
は
ま
ぐ
り
詰
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。」
と
記
し
て
い
る
。
平
岡
は
、
透
谷
と
同
時
期

に
小
田
原
の
小
学
校
に
入
学
し
た
坂
本
易
徳
（
紅
蓮
洞
）
の
回
想
（「
故
北
村
透
谷
」『
明
星
』
明
39
・
10
）
か
ら
、「
此
霜
焼
や
火
傷
の
薬

が
北
村
氏
の
祖
父
の
玄
快
と
い
ふ
漢
方
医
の
創
製
に
な
つ
て
居
つ
て
、
郷
里
で
は
有
名
な
薬
で
、
金
明
膏
と
云
ふ
其
の
実
名
を
呼
ぶ
者
は
無

く
、
北
村
の
や
け
ど
の
薬
、
玄
快
さ
ん
の
膏
薬
と
い
つ
て
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
件
を
引
用
し
て
い
る
。
平
岡
も
触
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
此
の
薬
を
僕
が
北
村
氏
の
家
に
貰
ひ
に
行
く
や
う
に
な
り
ま
し
て
北
村
氏
と
懇
意
と
な
り
、
一
所
に
遊
ぶ
や
う
に
な
り
ま
し

た
。」
と
玄
快
の
薬
は
二
人
の
少
年
を
近
づ
け
る
程
、
各
家
庭
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
薬
も
創
意
製
造
し
た
玄
快
が
、
本
草
学
の

虫
に
関
す
る
事
典
と
も
言
う
べ
き
『
千
虫
譜
』
の
写
本
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
し
、
少
年
透
谷
が
好
奇
心
に
任
せ
て
、
そ
こ

に
描
か
れ
て
い
た
虫
の
生
態
、
形
態
を
眺
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
得
る
。
透
谷
は
、
先
の
ミ
ナ
宛
の
書
簡
草
稿
で
、「
偖
て
明
治
十
一
年
の

春
と
な
り
我
が
や
か
ま
し
き
祖
父
は
中
風
病
に
か
ゝ
り
て
其
性
質
は
全
く
一
変
し
生
を
叱
責
す
る
の
性
は
変
じ
て
生
を
憐
愛
す
る
の
情
と
な

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
六
号
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れ
り
、」
と
回
想
し
て
い
る
。
透
谷
は
続
け
て
、「
然
れ
ど
も
生
は
遂
に
温
良
な
る
性
質
を
養
ふ
の
暇
は
な
か
り
け
り
」
と
、
自
分
の
天
性
や

遺
伝
か
ら
「
憐
愛
」
の
薫
陶
を
否
定
し
て
い
る
が
、「
憐
愛
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
玄
快
に
対
し
て
否
定
的
な
感
情
の
み
を
持
っ
て
い
た

訳
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

『
千
虫
譜
』（『
栗
氏
千
虫
譜
六11

注

』）
を
見
る
と
、「
ゲ
シ
　〻

カ
チ
ハ
ラ
」「
蚰
蜓
一
名
螾
■
一
名
入
耳
」「
蜈
蚣　

ハ
カ
チ
」、
文
化
十
二

（
一
八
一
五
）
年
に
豊
前
国
小
倉
中
津
村
で
採
集
さ
れ
、「
何
ト
名
謂
ス
ル
コ
ト
ヲ
不
知
」
と
命
名
さ
れ
て
い
な
い
「
其
色
五
彩
長
三
四
寸

許
」
と
い
う
足
が
四
十
本
前
後
あ
る
長
虫
、
文
化
壬
牛
（
文
化
五
・
一
八
二
二
）
に
西
丸
で
採
集
さ
れ
た
、
尾
と
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
四
本
の
長

い
足
を
持
つ
虫
、「
一
寸
ム
カ
デ　

蜈
蚣
」「
馬
蚿
」「
赤
足
蜈
蚣　

一
名
百
足
」
と
い
う
ゲ
ジ
ゲ
ジ
、
百
足
の
類
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
げ
し
〻
」
に
は
、
長
門
、
周
防
、
陸
奥
、
大
隈
、
仙
台
、
加
賀
の
方
言
が
、「
蜈
蚣　

ハ
カ
チ
」
に
は
「
古
訓
ナ
リ
日
本
紀
に
出
今
上
総

ニ
テ
ハ
ガ
チ
と
云
古
ノ
称
ヲ
不
失
」
と
古
訓
と
方
言
の
繋
が
り
も
記
さ
れ
て
お
り
、
書
き
手
の
興
味
関
心
の
広
が
り
が
表
れ
て
い
る
。『
栗

氏
千
虫
譜
五
』
に
は
、
斑
猫
、
カ
ミ
キ
リ
虫
、
蒼
蝿
、「
青
蝿　

キ
ン
バ
イ
」、「
扁
前　

ア
カ
バ
イ
」「
牛
螙　

ウ
シ
バ
イ
」、
油
虫
、
屁
こ

き
虫
、
金
亀
子
の
類
、
蝨
の
類
と
来
て
、
二
頁
を
用
い
て
、「
蚤　

顕
微
鏡
ヲ
以
テ
写
」
と
巨
大
な
蚤
、
同
じ
く
二
頁
を
用
い
て
顕
微
鏡
に

よ
っ
て
観
察
し
た
巨
大
な
蝨
が
描
か
れ
て
い
る
。「
荒
野
の
戦
ひ
」
に
お
け
る
大
小
の
虫
の
等
価
な
列
挙
の
一
因
が
、
実
際
の
大
き
さ
を
攪

乱
さ
せ
る
『
千
虫
譜
』
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
面
白
い
。

「
荒
野
の
戦
ひ
」
に
は
、「
曾
て
蛇
を
平
げ
た
る
一
の
大
な
る
蜒
蚰
が
野
の
長
と
な
り
、
で
ん
〳
〵
虫
が
箱
を
か
つ
い
で
配
権
を
執
行
し
居

り
」
と
、
現
実
の
弱
肉
強
食
を
転
覆
さ
せ
る
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。『
栗
氏
千
虫
譜
八
』
に
は
四
種
の
蛞
蝓
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
安
永

八
年
十
月
山
中
ノ
人
姜
醋
ヲ
以
テ
浸
シ
食
フ
ト
云
フ
山
ナ
マ
コ
と
云
フ
」
と
、
む
っ
く
り
太
っ
た
巨
大
な
蛞
蝓
が
描
か
れ
、
次
の
ペ
ー
ジ
に

は
「
蛞
蝓　

一
種
大
者
」
と
し
て
同
じ
く
巨
大
な
蛞
蝓
が
描
か
れ
、「
大
宮
八
幡
林
中
陰
地
ニ
テ
獲
之
尋
常
ノ
モ
ノ
ト
別
ナ
リ
」
と
の
注
釈

が
あ
る
。
続
く
ペ
ー
ジ
に
は
蝸
牛
が
記
載
さ
れ
、
小
児
の
五
疳
の
虫
を
治
療
す
る
薬
と
し
て
の
処
し
方
（
塩
を
振
っ
て
泥
を
吐
か
せ
、
肉
を

出
し
て
串
に
刺
し
て
炙
っ
た
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
）
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
異
形
の
蛞
蝓
と
実
用
的
な
蝸
牛
の
記
述
も
、
破
天
荒
な
構
想
を

形
成
す
る
糧
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
詩
人
は
、
一
見
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
地
点
か
ら
も
着
想
を
汲
み
上
げ
て
く
る
こ
と
が
窺
え
る
。

透
谷
が
ミ
ナ
宛
書
簡
草
稿
で
、
幼
少
期
の
腕
白
ぶ
り
を
回
想
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
具
体
的
に
は
、「
其
頃
生
の
最
も
好
み
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た
る
小
説
は
楠
公
三
代
記
、
漢
楚
軍
談
、
三
国
史
、
等
に
し
て
、
日
夜
是
等
の
小
説
を
手
離
す
事
能
は
ざ
り
し
程
な
り
き
又
た
生
の
最
も
喜

び
た
る
遊
戯
は
多
数
の
小
児
を
集
め
て
軍
事
を
ま
ね
る
事
に
て
あ
り
し
、
生
は
常
に
自
ら
軍
師
と
な
り
て
進
退
運
転
を
司
ど
り
け
り
、
是
等

の
遊
戯
は
我
や
か
ま
し
き
祖
父
の
最
も
厳
禁
す
る
所
に
て
あ
り
し
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
清
く
快
よ
き
浜
辺
の
砂
上
に
あ
つ
ま
り
て
か
し
こ
の

つ
ゝ
み
こ
ゝ
の
丘
を
城
堡
と
定
め
、
伏
兵
を
隠
す
可
き
場
所
を
も
見
極
め
て
、
軍
略
を
め
ぐ
ら
し
知
勇
を
奮
ひ
、
砂
礫
を
飛
し
て
銃
丸
に

代
へ
、
長
短
の
棒
片
は
、
刀
鎗
を
代
用
せ
り
、」
と
い
う
熱
中
ぶ
り
で
あ
る
。
軍
記
物
語
に
読
み
耽
り
、
玄
快
に
禁
止
さ
れ
て
も
戦
争
遊
戯

に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幼
少
期
の
体
験
、
記
憶
が
後
年
の
創
作
に
発
想
源
と
し
て
流
れ
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
中
山
右
尚

は11
注

、『
毛
吹
草
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
蛙
・
蛇
・
蛞
蝓
」
の
「
三
竦
（
さ
ん
す
く
み
）」
が
、「「
国
家
老
妾
殿
さ
ま
三
ン
す
く
み
」（
柳
多
留
・

八
七
）、「
な
め
く
じ
の
夢
で
蛇
の
子
お
び
え
て
る
」（
同
、
一
二
〇
）
の
よ
う
に
雑
俳
川
柳
な
ど
江
戸
文
芸
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
」
こ
と
、

『
地
雷
也
豪
傑
譚
』
で
は
、「
悪
賊
大
蛇
丸
に
対
し
て
、
尾
形
周
馬
が
蝦
蟇
の
妖
術
、
そ
の
妻
綱
手
が
蛞
蝓
の
妖
術
を
使
っ
て
三
竦
み
の
妖
術

乱
闘
を
展
開
す
る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
少
年
透
谷
が
、
川
柳
や
『
地
雷
也
豪
傑
譚
』
か
ら
蛙
・
蛇
・
蛞
蝓
の
三
竦
み
を
知
り
、
長
じ

て
「
荒
野
の
戦
ひ
」
の
蛇
と
蛞
蝓
の
闘
争
の
着
想
に
な
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
植
木
は11

注

、
中
世
の
人
々
と
虫
と
の
関
わ
り
方
が

現
れ
て
い
る
文
芸
と
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』
六
九
六
話
の
虱
に
報
復
さ
れ
た
田
舎
人
、
御
伽
草
子
『
俵
藤
太
物
語
』
の
、
大
蛇
に
頼
ま
れ

て
仇
敵
大
百
足
を
退
治
し
た
俵
藤
太
秀
郷
の
物
語
を
挙
げ
て
い
る
。
当
時
の
出
版
状
況
を
調
べ
て
み
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
が
、
あ
る
い

は
、
御
伽
草
子
の
百
足
退
治
や
仏
教
説
話
の
人
に
報
復
す
る
虱
も
透
谷
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
物
語
に
お
け
る
異
形
の
力
を

持
つ
虫
と
本
草
学
的
な
観
察
の
対
象
と
し
て
の
虫
が
、
共
に
透
谷
の
着
想
を
促
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
荒
唐
無
稽
な
「
荒
野
の
戦
ひ
」

に
は
、
明
治
初
年
代
と
い
う
近
世
と
近
代
が
交
錯
す
る
時
代
相
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
終
わ
り
に

透
谷
の
「
ぬ
ら
〳
〵
と
か
ら
を
は
な
れ
た
蝸
牛
」
は
、
民
権
運
動
離
脱
後
、
収
入
の
途
も
保
証
さ
れ
な
い
中
で
、
剝
き
出
し
の
自
分
に
肚

を
括
っ
て
こ
の
世
を
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
決
意
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
蝸
牛
へ
の
自
己
投
影
は
、
俳
諧
の
系
譜
に
連
な
る
と
共
に
、
敬
愛
し
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た
秋
山
国
三
郎
が
蝸
牛
に
託
し
た
卑
小
な
る
も
の
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
可
能
性
も
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
地
を
這
う
姿
は
、「
ハ
ム
レ
ッ

ト
」
に
も
触
発
さ
れ
た
、
透
谷
の
実
存
の
表
象
で
あ
る
。「
蝸
牛
」
を
未
完
の
戯
曲
構
想
「
荒
野
の
戦
ひ
」
の
数
多
の
虫
た
ち
に
広
げ
て
み

る
と
、
地
を
這
う
虫
た
ち
の
戦
闘
と
そ
の
果
て
の
荒
廃
と
い
う
設
定
に
は
、
幼
少
期
の
軍
記
物
語
の
耽
読
、
戦
争
遊
戯
、
近
世
の
川
柳
や
物

語
、
目
に
触
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
本
草
学
の
書
物
と
い
っ
た
体
験
か
ら
自
由
民
権
運
動
離
脱
を
経
て
の
社
会
批
判
と
い
う
透
谷
の
半
生

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
一
覧

注
１　

引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
51
・
10
）
に
よ
る
。

注
２　

橋
詰
静
子
「
校
本
北
村
透
谷
句
集
」（『
北
村
透
谷
研
究
』
25
号　

平
26
・
６
）

注
３　

注
２
と
同
論
文
の
注
（
３
）。

注
４　

中
山
栄
暁
「
透
谷
と
俳
句
」（『
解
釈
』
13
巻
４
号　

昭
42
・
４
）

注
５　

小
沢
勝
美
『
透
谷
と
秋
山
国
三
郎　

附　

秋
山
龍
子
句
集
安
久
多
草
子
（
復
刻
版
）』（
教
文
社　

平
12
・
９
）
に
よ
る
。

注
６　

引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88　

連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集 

』（
小
学
館　

平
13
・
９
）
に
よ
る
。『
三
冊
子
』
の
校
注
・
訳
は
復
本

一
郎
。

注
７　

注
５
と
同
書
の
「
秋
山
国
三
郎
年
譜
」
に
よ
る
。

注
８　

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
『
四
季
の
創
造　

日
本
文
化
と
自
然
観
の
系
譜
』（
角
川
選
書　

令
２
・
５　

北
村
結
花
訳
）
の
「
第
七
章　

季
節
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、

パ
ロ
デ
ィ
、
本
草
学
」。
208
～
209
頁
。

注
９　
『
分類
俳
句
大
観　

別
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

平
４
・
４
）
の
「
解
説
」（
山
下
一
海
）。
４
頁
。

注
10　

引
用
は
「
新
編
纂
の
別
巻
一
巻
を
加
え
」（
山
下
一
海
）
た
『
分類
俳
句
大
観
』（
注
９
に
同
じ
）
を
用
い
た
。

注
11　

注
８
と
同
書
の
222
～
223
頁
。

注
12　

引
用
は
『
生
活
の
古
典
双
書
９　

増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草
（
上
）』（
八
坂
書
房　

昭
48
・
11
）『
生
活
の
古
典
双
書
10　

増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草

－101－

地
を
這
う
透
谷

─
「
亡
友
反
古
帖
」
よ
り
見
え
る
も
の

─



（
下
）』（
八
坂
書
房　

昭
48
・
11
）
に
よ
る
。

注
13　

植
木
朝
子
『
虫
た
ち
の
日
本
中
世
史

―
『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら
の
風
景

―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

令
３
・
３
）
の
「
第
一
章　

中
世
芸
能
に
舞
う

虫

―
蟷
螂
・
蝸
牛
／
４　

寂
蓮
と
蝸
牛
の
今
様
」。
33
～
36
頁
。

注
14　

注
５
と
同
書
の
「
透
谷
と
秋
山
国
三
郎
」。
20
～
21
頁
。

注
15　

青
木
亮
人
『
そ
の
眼
、
俳
人
に
つ
き　

正
岡
子
規
、
高
浜
虚
子
か
ら
平
成
ま
で
』（
邑
書
林　

平
25
・
９
）
の
「
其
角
堂
永
機　

江
戸
の
残
照
」。

注
16　

注
５
と
同
書
の
「
透
谷
と
秋
山
国
三
郎
」
の
第
八
節
（
30
～
36
頁
）。

注
17　
『
透
谷
全
集
』
第
３
巻
（
岩
波
書
店　

昭
30
・
９
）
の
「
解
題
」（
勝
本
清
一
郎
）。
645
頁
。

注
18　

注
８
と
同
書
の
223
頁
。

注
19　

注
18
に
同
じ
。

注
20　
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
41　

千
虫
譜
』（
恒
和
出
版　

昭
57
・
12
）
の
「
解
説
／
三
、『
千
虫
譜
』
の
成
立
」（
小
西
正
泰
）。
８
頁
。

注
21　

注
20
と
同
書
の
「
解
説
」。
９
頁
。

注
22　

注
20
と
同
書
の
「
解
説
／
四
、『
千
虫
譜
』
の
概
要
と
特
徴
」。

注
23　

透
谷
の
年
譜
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』
の
「
年
譜
」（
小
田
切
秀
雄
編
）
に
よ
る
。

注
24　

平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究　

評
伝
』（
有
精
堂　

平
７
・
１
）
の
「
第
一
章　

生
い
た
ち
／
３　

祖
父
母
と
祖
母
／
祖
父
玄
快
」。
39
頁
。

注
25　

小
西
に
よ
れ
ば
、『
千
虫
譜
』
原
本
は
、
栗
本
家
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
』

収
録
の
『
千
虫
譜
』
は
、『
栗
氏
千
虫
譜
』
全
十
冊
（
曲ま

な直
瀬せ

愛
旧
蔵
）
を
底
本
と
し
て
い
る
（「
解
説
」
９
頁
）。

注
26　
『
古
典
文
学
動
物
誌
』（『
國
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
39
巻
12
号　

平
６
・
10　

臨
時
増
刊
）「
蛞
蝓
」
項
目
執
筆　

中
山
右
尚
。

注
27　

注
13
と
同
書
の
「
第
二
章　

中
世
の
信
仰
と
刺
す
虫

―
蜂
・
虱
・
百
足
・
蚊
／
３　

虱
の
遊
び
と
発
心
」
及
び
「
同
／
４　

俵
藤
太
の
百
足
退
治
」。

付
記　

透
谷
の
テ
キ
ス
ト
は
『
明
治
文
学
全
集
29　

北
村
透
谷
集
』（
筑
摩
書
房　

昭
51
・
10
）
を
用
い
た
。
引
用
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字

体
に
改
め
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。
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