
本
稿
で
取
り
上
げ
る
山
路
愛
山
と
井
上
哲
次
郎
が
本
格
的
に
著
作
活
動
を
開

始
し
た
明
治
二
○
年
代
は
、
明
治
維
新
以
来
の
急
速
な
文
明
開
化
に
対
す
る
反

動
が
現
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
の
結
果
、
政
府
は
積
極
的
に
欧
米
の

制
度
や
学
問
を
取
り
入
れ
る
方
針
を
打
ち
出
し
、
旧
来
の
も
の
を
捨
て
、
欧
米

の
も
の
を
す
べ
て
文
明
開
化
と
見
な
す
啓
蒙
運
動
が
政
府
の
主
導
の
下
で
始
ま

っ
た
。
し
か
し
欧
米
の
文
明
に
追
い
付
く
こ
と
を
目
標
と
し
た
啓
蒙
運
動
は
、

結
果
的
に
は
功
利
主
義
的
物
質
主
義
的
風
潮
を
生
み
出
し
、
明
治
二
○
年
代
に

な
る
と
そ
の
反
動
と
し
て
多
様
な
理
想
主
義
的
精
神
主
義
的
思
想
が
台
頭
し
て

（
１
）

き
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
文
明
開
化
に
よ
る
物
質
的
進
歩
は
著
し
い
も
の

が
あ
っ
た
が
、
思
想
上
の
混
乱
の
中
で
、
こ
の
時
代
の
日
本
は
、
伝
統
的
な
儒

教
的
理
想
主
義
に
取
っ
て
変
わ
る
確
固
と
し
た
精
神
的
支
柱
を
、
ま
だ
見
出
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

山
路
と
井
上
は
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
運
動
に
対
す
る
反
動
的
思
潮
の
中
で
活

動
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
「
普
遍
的
な
」
人
間
の
精
神
的
支
柱
と
な
る
も

の
を
模
索
し
た
。
し
か
し
明
治
二
七
年
の
日
清
戦
争
の
勃
発
と
そ
れ
に
続
く
三

｜
・
序
説

精
神
主
義
の
覚
醒
と
八
日
本
へ
の
回
帰
ｖ

ｌ
山
路
愛
山
と
井
上
哲
次
郎
Ｉ国

干
渉
と
い
う
一
連
の
衝
撃
は
、
日
本
の
知
識
人
に
「
世
界
の
中
の
日
本
」
を

厭
が
上
に
も
意
識
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
彼
等
が
実
際
的
な
「
個
別
的

な
」
日
本
人
の
精
神
的
支
柱
の
問
題
を
も
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
当
然
で

あ
っ
た
。
啓
蒙
時
代
に
影
を
潜
め
て
い
た
日
本
の
過
去
は
、
単
に
捨
て
去
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
の
将
来
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な

も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
人
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
二
人
が
描
い

た
日
本
像
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
井
上
が
日
本
の
伝
統
的
思
想
に
見
ら

れ
る
日
本
国
民
の
「
個
別
性
」
を
強
調
し
て
、
そ
れ
を
国
民
道
徳
教
育
の
中
で

生
か
そ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
山
路
は
日
本
歴
史
を
人
間
精
神
の
「
普
遍
性
」

に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。

井
上
の
日
本
像
は
当
時
の
政
府
の
後
押
し
も
あ
っ
た
た
め
影
響
力
が
あ
り
、

そ
の
後
入
れ
代
わ
り
立
ち
現
れ
た
日
本
特
殊
論
の
原
型
と
で
も
言
え
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
路
の
思
想
は
、
明
治
後
期
の
〈
日
本
的
伝
統
へ

の
回
帰
〉
が
必
ず
し
も
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
２
）

と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
本
稿
で
は
、
山
路
と
井
上
が
ど
の
よ
う
に
啓
蒙
時
代

の
功
利
主
義
・
物
質
主
義
を
批
判
し
た
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
、
さ
ら
に
山

路
が
な
ぜ
井
上
の
思
想
と
対
決
し
な
が
ら
、
「
個
別
的
な
」
日
本
の
歴
史
の
中

伊
藤
雄
志

九
一



に
「
普
遍
的
な
」
人
間
精
神
を
見
出
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
．
啓
蒙
期
物
質
主
義
に
対
す
る
反
動

《
山
路
愛
山
の
人
間
精
神
論
》

明
治
初
期
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
見
ら
れ
た
功
利
主
義
・
物
質
主
義
に
対
す

（
３
）

る
不
満
を
、
最
も
明
瞭
に
表
明
し
た
の
は
若
き
徳
富
蘇
峰
で
あ
っ
た
。
蘇
峰
は
、

明
治
の
新
世
代
の
青
年
向
け
に
雑
誌
「
国
民
之
友
」
を
出
版
し
た
が
、
山
路
愛

山
（
一
八
六
五
～
一
九
一
七
）
は
、
こ
の
雑
誌
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
徳
富

の
主
張
に
強
く
感
動
し
た
若
き
読
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
山
路
は
明
治
二
三
年

に
徳
富
と
同
様
に
、
「
物
質
的
開
化
の
建
造
と
共
に
更
に
高
尚
な
る
精
神
的
開

（
４
）

化
の
建
造
に
」
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
物
質
主
義
に
対

す
る
山
路
の
不
満
は
、
彼
の
「
明
治
文
学
史
」
（
明
治
二
六
年
）
の
中
で
よ
り

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
、
山
路
は
、
田
口
卯
吉
と
福

沢
諭
吉
を
優
れ
た
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
称
賛
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
の
物
質
主
義

的
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
路
は
、
田
口
卯
吉
の
「
日
本
開
化
小
史
」
に
関
し
て
、
そ
の
「
最
も
優
れ

た
る
所
は
そ
の
〔
日
本
の
〕
思
想
発
達
と
物
質
的
の
進
歩
と
を
観
察
せ
し
点
に

在
り
」
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
彼
の
史
論
の
大
き
な
欠
点
は
「
人
物
に
重
き
を

置
か
ざ
る
こ
と
な
り
」
と
批
判
し
て
い
る
。
田
口
の
史
論
は
「
余
り
に
因
果
づ

く
め
な
り
、
斯
ふ
す
れ
ば
斯
ふ
な
る
者
、
斯
る
場
合
に
は
、
斯
か
る
現
象
を
生

ず
と
予
じ
め
人
事
を
推
断
し
て
、
而
し
て
史
を
評
す
る
者
」
な
の
で
あ
る
。
山

路
は
田
口
が
歴
史
の
中
で
人
物
を
無
視
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

「
不
幸
に
し
て
田
口
君
の
著
す
所
の
人
物
は
平
凡
の
人
物
な
り
、
彼
の
筆
は
英

雄
を
写
し
出
す
能
は
ざ
る
也
、
彼
は
人
物
に
向
っ
て
同
感
の
情
少
な
き
也
。
」

と
批
判
し
て
い
る
。
人
物
論
は
「
論
理
学
」
に
よ
っ
て
為
す
こ
と
は
出
来
ず
、

（
二
０
）

「
直
感
」
「
同
感
」
「
詩
人
的
の
識
認
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

山
路
は
ま
た
啓
蒙
時
代
の
《
ヘ
ス
ト
セ
ラ
ー
「
学
問
の
勧
め
」
を
書
い
た
福
沢

諭
吉
を
「
明
治
文
学
史
上
の
巨
人
」
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
山
路
に
よ
れ

ば
、
福
沢
の
天
職
は
「
怜
捌
な
る
商
人
を
作
り
、
敏
捷
な
る
官
吏
を
作
り
、
寛

厚
に
し
て
利
に
聡
き
地
主
を
造
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

実
際
的
な
教
え
は
、
古
い
精
神
を
留
め
て
い
た
明
治
初
年
に
は
「
開
化
党
」
に

大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
路
は
福
沢
が
単
な
る

「
党
派
の
首
領
」
に
過
ぎ
ず
、
日
本
国
民
が
求
め
る
指
導
者
で
は
な
い
と
見
な

し
た
。
な
ぜ
な
ら
福
沢
の
後
継
者
は
、
「
唯
生
活
を
善
く
す
る
の
一
事
を
以
て

そ
の
最
終
の
目
的
と
な
す
こ
と
」
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
山
路
に
よ
れ

ば
、
「
人
は
唯
善
く
生
活
す
る
を
以
て
満
足
す
る
者
に
非
ず
、
人
の
心
の
深
き

所
に
は
温
飽
に
満
足
せ
ざ
る
も
の
を
有
す
、
是
故
に
世
は
宗
教
を
要
す
、
是
故

に
世
は
哲
学
を
要
す
」
る
の
で
あ
る
。
福
沢
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
、
哲
学
を
教

え
な
か
っ
た
ゆ
え
に
「
国
民
の
大
師
」
と
な
り
え
な
か
っ
た
と
山
路
は
主
張
し

（
６
）

た
の
で
あ
る
。

人
間
の
存
在
に
は
物
質
的
側
面
だ
け
で
な
く
精
神
的
側
面
が
重
要
で
あ
る
と

い
う
山
路
の
考
え
は
、
明
治
中
期
に
流
行
し
た
進
化
論
の
物
質
主
義
的
解
釈
に

対
す
る
彼
の
批
判
の
中
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
多
く
の
知
識
人
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
山
路
は
進
化
論
を
信
じ
て
お
り
、
「
世
界
は
常
に
進

歩
す
る
も
の
な
り
。
優
勝
劣
敗
な
る
進
化
の
大
法
は
偏
在
な
り
。
」
と
述
べ
て

（
７
）

い
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
生
物
は
生
存
競
争
を
通
し
て
進
化
し
、
人
間
社
会
の

発
展
は
適
者
生
存
の
原
理
に
一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ

（
８
）

イ
ン
の
進
化
論
を
山
路
は
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
「
現
代
日
本
教
会
史
論
」
（
明

九
一

一



治
三
九
年
）
の
中
で
彼
は
、
明
治
一
三
、
四
年
頃
以
降
東
京
大
学
の
教
授
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
た
進
化
論
や
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
・
ヘ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
が
、
静

岡
の
青
年
会
の
討
論
会
で
さ
え
話
題
に
な
る
ほ
ど
広
く
日
本
の
思
想
界
に
影
響

を
与
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
路
は
、
東
京
大
学
派
の
学
説

が
「
遂
に
人
心
に
真
個
の
満
足
」
を
与
え
な
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
主
張
が
「
人
間
の
知
り
得
べ
き
も
の
は
現
象
の
み
」
で
あ
り
、
「
万

物
そ
れ
自
身
は
不
可
知
的
」
で
あ
り
、
「
万
物
の
本
源
も
ま
た
不
可
知
的
」
だ

（
９
）

と
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
四
一
年
に
発
表
し
た
「
生
命
哲
学
」
の
中
で
、
山
路
は
人
間
は
「
智
恵
」

の
ほ
か
に
「
生
命
」
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
人
間
の
「
智
恵
」
は
、
万

物
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
を
納
得
し
て
も
、
人
間
の
「
生

命
」
は
、
「
万
物
解
す
べ
か
ら
ず
。
人
の
生
涯
は
無
限
の
如
き
も
の
な
り
。
人

は
唯
知
る
べ
か
ら
ず
。
説
く
べ
か
ら
ざ
る
暗
黒
の
中
に
煩
悶
し
て
死
す
る
も
の

な
り
」
と
言
う
よ
う
な
解
答
に
満
足
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
の
発
達
だ
け

で
は
、
宇
宙
・
人
生
の
不
可
思
議
さ
に
関
す
る
疑
問
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来

ず
、
「
人
心
は
光
明
を
失
ひ
、
希
望
を
奪
は
れ
、
煩
悶
し
て
次
第
に
生
気
を
枯

ら
し
」
て
し
ま
う
。
人
間
は
、
生
命
存
続
の
た
め
に
食
物
を
求
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
宇
宙
万
有
の
解
釈
を
も
求
め
る
も
の
だ
と
山
路
は
主
張
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
彼
は
宇
宙
万
有
の
謎
に
対
す
る
普
遍
的
解
答
が
あ
り
得
る
と
も
指

摘
し
た
。
人
間
の
心
は
、
「
古
今
東
西
同
一
の
も
の
」
で
あ
り
、
「
人
心
既
に
一

（
Ⅲ
）

な
れ
ば
宇
宙
万
有
の
説
明
も
帰
一
致
す
べ
き
筈
」
と
山
路
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
・
人
生
の
問
題
は
普
遍
的
に
理
解
さ
れ
う
る
言
葉

で
説
明
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
普
遍
的
な
内
部
的
生
命
の
強

調
は
、
次
に
検
討
す
る
井
上
哲
次
郎
の
哲
学
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
山
路
の
「
普
遍
的
」
人
間
精
神
へ
の
確
信
は
、
こ
れ
か
ら
論
ず
る

よ
う
に
、
井
上
の
「
個
別
的
」
な
国
家
主
義
に
対
す
る
批
判
の
基
礎
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

《
井
上
哲
次
郎
の
哲
学
的
宗
教
論
》

山
路
愛
山
は
、
帝
国
大
学
教
授
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
～
一
九
四
四
）
を

（
Ⅲ
）

当
時
の
日
本
の
代
表
的
知
識
人
と
見
な
し
て
い
た
が
、
井
上
も
ま
た
、
山
路
と

同
様
に
、
啓
蒙
期
の
学
者
に
見
ら
れ
た
物
質
主
義
的
世
界
観
を
批
判
し
た
。
「
明

治
哲
学
界
の
回
想
」
の
中
で
、
井
上
は
「
自
分
は
理
想
主
義
の
側
に
立
っ
て
絶

え
ず
唯
物
主
義
、
功
利
主
義
、
機
械
主
義
の
主
張
者
と
た
た
か
っ
て
き
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
も
っ
と
も
激
し
く
た
た
か
っ
た
相
手
は
加
藤
弘
之
博

（
胆
）

士
」
だ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

帝
国
大
学
の
教
授
の
中
で
も
、
大
学
総
長
加
藤
弘
之
は
、
福
沢
諭
吉
と
と
も

に
啓
蒙
期
を
代
表
す
る
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
進
化
論
を
擁
護
し
て
迷
信
や
不

（
Ｂ
）

合
理
な
考
え
方
を
な
く
す
た
め
に
努
力
を
払
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
井

上
が
東
京
大
学
哲
学
科
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
大
学
で
は
、
モ
ー
ス
、
フ
ェ
ノ

ロ
サ
ら
の
お
雇
い
教
師
や
加
藤
弘
之
、
外
山
正
一
ら
に
よ
っ
て
進
化
論
が
盛
ん

（
Ｍ
）

に
広
め
ら
れ
て
い
た
。
井
上
が
帝
国
大
学
教
授
に
就
任
し
た
明
治
二
三
年
に
発

表
さ
れ
た
「
博
物
学
と
歴
史
学
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
加
藤
は
、
他
の
動
物

と
同
様
に
、
人
類
も
ま
た
自
然
の
力
に
支
配
さ
れ
、
自
由
意
志
や
目
的
論
の
入

る
余
地
は
な
い
と
主
張
し
、
進
化
論
を
基
礎
に
し
た
物
質
主
義
的
世
界
観
を
説

（
旧
）

明
し
て
い
る
。
井
上
は
東
京
大
学
に
お
い
て
、
自
分
が
影
響
を
受
け
た
も
の
の

一
つ
と
し
て
進
化
論
を
あ
げ
て
い
る
が
、
「
進
化
論
者
は
と
か
く
唯
物
的
方
面

に
傾
向
す
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
加
藤
を
「
極
端
な
唯
物
論
者
」
と
見

な
し
、
「
自
分
も
加
藤
博
士
と
同
じ
く
進
化
論
者
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ど
う

九



し
て
も
唯
物
主
義
に
走
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
「
多
く
の
進
化
論
者
は
、
自
然
科
学
的
の
進
化
論
を
も
っ
て
満
足
し
て
、

と
か
く
物
質
主
義
に
傾
向
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
は
自
分
は
あ
き
た
ら
な
い
感

じ
を
抱
い
」
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
ど
う
し
て
も
哲
学
的
方
面
か
ら
見

た
精
神
的
進
化
主
義
を
と
る
ん
で
な
け
れ
ば
、
は
な
は
だ
偏
し
た
不
完
全
な
進

（
肥
）

化
論
と
な
る
」
と
井
上
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

井
上
は
啓
蒙
主
義
の
物
質
主
義
的
傾
向
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身

の
新
た
な
思
想
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
日
本
民
族
思
潮
の
傾
向
」
（
明

治
三
二
年
）
の
中
で
、
井
上
は
、
加
藤
弘
之
と
福
沢
諭
吉
を
旧
世
代
の
代
表
的

思
想
家
と
見
な
し
、
彼
ら
の
経
験
主
義
的
実
際
主
義
的
考
え
方
は
日
本
思
想
の

古
く
か
ら
の
伝
統
に
由
来
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
は
そ
の

固
有
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
発
展
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
先
祖
の

（
Ⅳ
）

伝
統
に
従
う
の
は
良
い
こ
と
だ
、
と
井
上
は
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

経
験
主
義
的
実
際
主
義
的
考
え
方
の
ほ
か
に
、
精
神
主
義
が
も
う
一
つ
の
日
本

の
伝
統
思
想
で
あ
り
、
こ
の
二
種
の
思
潮
を
「
融
合
調
和
し
て
、
一
種
新
規
の

（
旧
）

哲
学
を
胚
胎
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
た
。

明
治
三
三
年
に
山
路
愛
山
は
、
「
今
や
我
日
本
の
人
心
は
懐
疑
に
飽
き
」
、
「
功

利
教
の
満
足
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
」
っ
た
た
め
、
「
井
上
哲
次
郎
氏
す
ら
も
諸

宗
教
を
合
金
し
て
新
信
条
を
建
つ
べ
き
時
期
な
る
こ
と
を
暗
示
せ
り
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
山
路
は
、
功
利
主
義
的
風
潮
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
「
哲
学
と

（
旧
）

宗
教
の
再
び
我
国
民
の
中
に
復
活
し
来
る
べ
き
を
」
信
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

明
治
三
四
年
に
信
濃
教
育
会
総
会
で
、
井
上
は
「
人
生
の
話
」
と
い
う
題
の
演

説
を
行
い
、
「
人
類
の
生
き
て
世
に
あ
る
目
的
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
題
を
論

じ
た
が
、
そ
の
当
時
長
野
の
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
の
主
筆
で
あ
っ
た
山
路
は
こ

の
公
開
講
演
に
出
席
し
、
後
日
「
博
士
井
上
哲
次
郎
氏
の
演
説
を
評
す
」
を
書

き
、
そ
の
中
で
、
井
上
が
人
生
に
お
け
る
「
不
朽
な
る
も
の
」
を
求
め
た
点
を

（
幼
）

高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
井
上
の
よ
う
に
、
宇
宙
の
神
秘
、
人

生
の
目
的
を
科
学
と
論
理
学
の
承
に
よ
っ
て
論
ず
る
の
は
誤
り
だ
と
山
路
は
主

張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
問
題
は
知
識
の
問
題
で
は
な
く
信
仰
の
問
題

（
剛
）

だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
だ
「
少
量
に
し
て
傲
慢
な
る
小
哲
学
者
」
だ
け
が
「
余

は
宇
宙
の
秘
密
を
解
き
得
た
り
」
と
誇
ら
し
げ
に
言
う
が
、
実
は
人
々
は
「
哲

学
を
軽
蔑
し
哲
学
者
の
信
条
を
躁
臘
し
て
自
己
の
中
に
存
す
る
要
求
を
満
た
さ

（
型
）

ん
と
し
つ
つ
あ
る
」
と
山
路
は
批
判
し
て
い
る
。

更
に
山
路
は
、
明
治
三
六
年
に
雑
誌
「
独
立
評
論
」
を
創
刊
し
た
時
、
そ
の

「
発
刊
の
趣
旨
」
の
中
で
、
「
帝
国
大
学
の
哲
学
者
」
を
公
平
に
論
じ
、
哲
学

（
魂
）

と
宗
教
に
特
別
の
注
意
を
払
い
た
い
と
主
張
し
て
い
る
。
実
際
彼
は
「
独
立
評

論
」
の
中
で
、
帝
国
大
学
教
授
井
上
哲
次
郎
の
思
想
に
何
度
も
触
れ
、
ま
た
諸

宗
教
を
統
合
し
て
新
宗
教
を
創
る
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
論
文
の
要
旨
を
そ
こ
に

掲
載
し
た
。
ま
た
「
独
立
評
論
」
の
第
三
号
の
論
文
の
中
で
山
路
は
「
井
上
哲

次
郎
氏
が
総
て
の
歴
史
的
宗
教
を
以
て
信
ず
る
に
足
ら
ず
と
し
別
に
一
種
の
宗

教
を
創
立
せ
ん
と
す
る
を
壮
と
す
」
と
称
賛
し
て
い
る
が
、
同
時
に
「
筍
も
我

心
に
し
て
満
足
す
べ
く
ん
ぱ
何
ぞ
新
た
に
一
教
を
設
く
る
こ
と
を
要
せ
ん
」
と

（
別
）

も
述
べ
て
い
る
。

山
路
と
井
上
が
活
動
を
始
め
た
明
治
二
・
三
○
年
代
を
回
想
し
て
、
島
崎
藤

村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
が
国
に
お
け
る
一
九
世
紀
の
末
と
言
え
ば
実
に
思
潮
の
入
り
乱
れ
た
時

で
あ
っ
た
。
一
切
の
も
の
が
統
一
を
欲
し
て
叫
び
を
揚
げ
て
い
た
。
…
極
端

な
欧
化
主
義
、
そ
れ
に
対
す
る
国
粋
保
存
の
声
、
そ
れ
ら
の
激
し
い
争
い
が
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次
第
に
沈
ま
っ
て
行
っ
て
、
東
西
の
も
の
の
調
和
と
い
う
こ
と
が
さ
か
ん
に

唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
調
和
的
の
思
想
が
一
切
の
学
問
や

（
閉
）

芸
術
の
世
界
を
支
配
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
」

こ
の
よ
う
な
「
東
西
の
も
の
の
調
和
」
の
試
み
に
対
し
て
、
島
崎
は
、
「
ど
う

し
て
東
か
ら
も
西
か
ら
も
芸
術
の
精
華
を
集
め
て
来
て
、
幾
多
の
性
質
を
異
に

し
生
立
ち
を
異
に
し
た
天
才
の
作
っ
た
も
の
を
一
つ
の
渦
中
に
溶
和
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
疑
い
、
「
自
分
ら
青
年
は
も
っ
と
直
接
に
自

分
ら
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
を
重
ん
じ
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
井
上
が
構
想
し
た
東
西
宗
教
の
統
合
に
よ
る
新
宗

教
の
創
造
の
試
み
は
、
ま
さ
し
く
島
崎
が
指
摘
し
た
類
い
の
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
島
崎
が
「
東
西
の
も
の
の
調
和
」
を
疑
っ
た
の
と
同
様
に
、
山
路
は
井
上

の
唱
え
る
折
衷
的
に
創
造
さ
れ
た
新
宗
教
で
は
真
に
人
間
の
心
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

諸
宗
教
を
融
合
調
和
し
て
「
普
遍
的
」
新
宗
教
を
作
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い

た
井
上
哲
次
郎
は
、
他
方
で
明
治
三
○
年
に
高
山
樗
牛
ら
と
大
日
本
協
会
を
起

こ
し
て
、
機
関
紙
「
日
本
主
義
」
を
発
刊
、
「
個
別
的
」
国
民
の
特
性
と
建
国

の
精
神
に
由
来
す
る
国
民
的
実
行
道
徳
の
原
理
を
説
い
た
。
井
上
が
創
造
し
よ

う
と
し
た
新
宗
教
は
「
日
本
主
義
と
衝
突
す
る
こ
と
」
は
な
く
、
「
日
本
主
義

は
日
本
国
民
の
一
分
子
と
し
て
取
る
べ
き
方
針
、
宗
教
は
世
界
の
一
分
子
と
し

（
妬
）

て
取
る
べ
き
方
針
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
井
上
は
明
治
哲
学
界
を
回
顧
し
て
、
「
明

治
以
来
、
倫
理
を
講
ず
る
も
の
が
や
や
も
す
れ
ば
一
般
的
普
遍
的
の
方
面
の
み

に
着
眼
し
て
、
特
殊
的
差
別
的
方
面
を
度
外
視
す
る
の
傾
向
あ
る
は
、
実
践
道

三
．
煩
悶
青
年
と
国
家
主
義
教
育

徳
の
上
か
ら
見
て
は
な
は
だ
そ
の
当
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
こ
で
井
上
は
「
国
民
道
徳
を
力
説
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
で

（
”
）

あ
る
。
井
上
は
、
国
民
道
徳
の
こ
と
を
言
う
者
は
明
治
の
初
年
か
ら
い
た
が
、

こ
れ
を
「
一
箇
の
学
と
し
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明

治
の
末
年
か
ら
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
に
は
自
分
が
主
と
し
て
関
係
し
た
」
と
回

想
し
て
い
る
。
実
際
、
明
治
四
三
年
の
幸
徳
秋
水
ら
の
大
逆
事
件
を
き
っ
か
け

に
、
文
部
省
は
「
我
国
固
有
の
国
民
道
徳
」
の
普
及
に
乗
り
出
し
、
内
務
省
は

井
上
哲
次
郎
を
国
民
道
徳
運
動
の
指
導
者
に
任
命
し
、
や
が
て
井
上
は
「
国
民

道
徳
概
論
」
（
明
治
四
五
年
）
を
出
版
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
井
上
は
早
く
か
ら
政
府
に
接
近
し
、
「
個
別
的
」
国
民
道

徳
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
急
速
な
文
明
開
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
青
年
の

精
神
的
混
乱
を
抑
え
る
た
め
に
、
明
治
二
三
年
に
文
部
省
は
教
育
勅
語
を
発
布

し
、
翌
年
に
は
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
井
上
に
教
育
勅
語
の
解

説
を
書
く
こ
と
を
要
請
し
た
。
こ
の
「
勅
語
桁
義
」
の
中
で
井
上
は
、
学
校
で

教
え
ら
れ
る
べ
き
忠
君
愛
国
思
想
の
合
理
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み

た
。
そ
の
後
彼
は
「
宗
教
と
教
育
の
衝
突
」
（
明
治
二
六
年
）
を
出
版
し
、
そ

の
中
で
国
家
主
義
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
た
こ
と
は

（
鍋
）

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
山
路
愛
山
は
、
国
家
の
繁
栄
の
た
め
に
献
身
す

る
こ
と
が
人
生
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
井
上
の
「
極
端
な
る
国
家
主
義
」
を
厳

（
羽
）

し
く
批
判
し
て
い
た
。

井
上
の
国
家
主
義
教
育
に
対
す
る
山
路
の
批
判
は
十
年
後
に
「
煩
悶
青
年
」

の
自
殺
事
件
に
よ
っ
て
再
燃
し
た
。
明
治
三
六
年
五
月
二
二
日
に
第
一
高
等
学

校
の
生
徒
で
あ
っ
た
藤
村
操
が
人
生
の
意
味
を
問
い
つ
め
た
末
に
、
書
置
き
を

残
し
て
日
光
の
華
厳
の
滝
で
投
身
自
殺
を
し
た
。
こ
の
事
件
が
報
道
さ
れ
る
と
、
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た
ち
ま
ち
人
生
問
題
が
言
論
界
の
話
題
と
な
っ
た
。
藤
村
自
殺
の
直
後
に
井
上

の
論
説
「
青
年
の
精
神
上
の
危
機
」
を
自
分
が
主
宰
す
る
「
独
立
評
論
」
に
掲

載
し
た
こ
と
は
、
井
上
の
発
言
に
対
す
る
山
路
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
唆
し

て
い
る
。
そ
の
論
説
の
中
で
井
上
は
、
青
年
が
人
生
の
哲
学
上
の
問
題
や
宇
宙

の
神
秘
に
遭
遇
し
、
精
神
的
煩
悶
を
体
験
し
た
時
に
は
、
か
か
る
人
生
の
問
題

（
卯
）

を
論
じ
た
偉
大
な
哲
学
者
の
著
作
を
勉
強
す
る
の
が
よ
い
と
主
張
し
た
。

山
路
自
身
も
ま
た
「
独
立
評
論
」
（
明
治
三
九
年
）
の
中
で
、
井
上
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
立
場
か
ら
、
青
年
の
煩
悶
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
山
路
は
文
部

省
の
国
家
主
義
教
育
こ
そ
が
煩
悶
青
年
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
。

「
日
本
固
有
の
忠
孝
」
を
説
く
国
家
主
義
教
育
は
、
「
触
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
信

仰
の
問
題
」
に
干
渉
し
よ
う
と
し
た
が
故
に
、
「
始
に
は
偽
善
者
を
生
じ
、
後

に
は
謀
反
人
を
生
じ
。
遂
に
潰
裂
崩
壊
し
て
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
部
省
の
教
育
を
受
け
た
青
年
の
心
は
「
次
第
に
矯

（
別
）

激
に
馳
せ
、
次
第
に
煩
悶
に
陥
」
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
山
路
は
、

同
じ
明
治
三
九
年
に
「
教
育
論
」
の
中
で
、
文
部
省
の
「
注
入
主
義
教
育
」
を

批
判
し
て
、
「
頭
か
ら
国
家
の
威
光
、
政
府
の
命
令
に
て
忠
良
な
る
臣
民
を
作

ら
ん
と
し
た
り
と
て
、
そ
れ
が
成
ら
ぬ
は
当
然
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
少

年
が
年
頃
に
な
っ
て
煩
悶
を
始
め
た
時
、
学
校
の
先
生
が
そ
れ
に
頓
着
せ
ず
、

た
だ
国
家
を
愛
せ
よ
と
説
教
し
て
も
何
も
解
決
出
来
な
い
。
む
し
ろ
少
年
を
「
誘

導
し
て
そ
の
宗
教
的
、
哲
学
的
要
求
を
満
足
せ
し
む
る
工
夫
を
な
す
べ
き
だ
」

（
塊
）

と
い
う
の
が
山
路
の
主
張
で
あ
っ
た
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
井
上
哲
次
郎
は
、
「
普
遍
的
」
新
宗
教
の
創
造
を
目
指

す
理
想
主
義
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
が
、
現
実
の
問
題
に
お
い
て
は
「
個
別
的
」

日
本
主
義
を
唱
え
、
実
際
的
な
国
民
道
徳
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に

井
上
哲
次
郎
の
国
家
主
義
の
背
景
に
あ
っ
た
日
本
国
民
性
論
の
萌
芽
は
彼
の

修
業
時
代
に
す
で
に
見
ら
れ
た
。
彼
は
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
書
い
た
「
内
地
雑

居
論
」
（
明
治
二
二
年
）
の
中
で
す
で
に
「
人
種
」
の
概
念
に
強
く
捕
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
外
国
人
と
の
内
地
雑
居
に
反
対
し
た
井
上
は
、
ス

・
ヘ
ン
サ
ー
の
「
劣
等
人
種
が
優
等
人
種
と
雑
居
す
る
時
は
、
優
等
人
種
に
圧
倒

さ
れ
る
」
と
い
う
進
化
学
説
を
理
論
的
根
拠
に
し
た
。
つ
ま
り
日
本
人
は
知
識

に
お
い
て
も
、
金
力
に
お
い
て
も
、
体
格
に
お
い
て
も
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
点

で
西
洋
人
に
劣
る
の
で
、
今
す
ぐ
に
外
国
人
の
内
地
雑
居
が
許
さ
れ
た
な
ら
ば
、

日
本
人
が
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
の
は
必
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
人
が
将

来
対
等
に
欧
米
人
と
競
争
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
外
国
人
と
の
接
触
を
避

（
弱
）

け
る
べ
き
だ
と
井
上
は
主
張
し
た
。
こ
の
様
に
、
彼
に
と
っ
て
外
国
人
は
日
本

の
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
考
え
ら
れ
、
国
家
を
超
え
る
普
遍
的
な
「
人
類
」
と

井
上
が
「
昔
の
態
度
を
一
変
し
た
」
の
は
井
上
が
「
昨
非
を
覚
り
た
る
も
の
」
、

つ
ま
り
自
分
が
求
め
て
い
た
折
衷
的
宗
教
が
偽
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た

も
の
だ
と
山
路
は
受
け
取
っ
た
。
一
方
、
井
上
自
身
は
「
国
民
道
徳
は
理
想
主

義
で
あ
る
か
功
利
主
義
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
利
用
厚
生
と
云
う
程
度
に
お
い

て
功
利
主
義
と
矛
盾
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
は
る
か
に

そ
れ
を
突
破
し
て
向
上
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
む
ろ
ん
理
想
主
義
で
あ
る
」
と

（
調
）

述
べ
て
、
自
分
が
中
心
と
な
っ
た
国
民
道
徳
の
主
張
を
弁
解
し
て
い
る
。
井
上

は
、
彼
の
思
想
が
「
普
遍
的
」
宗
教
と
「
個
別
的
」
国
民
道
徳
と
い
う
二
重
構

造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
統
合
を
彼
の
学
問
的

（
別
）

課
題
と
し
て
残
し
た
ま
ま
、
「
個
別
的
」
国
民
道
徳
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

四
．
二
つ
の
《
日
本
へ
の
回
帰
》
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（
調
）

い
う
概
念
は
こ
の
時
す
で
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
山
路
愛
山
の
思
想
の
根
底
に
は
、
古
今
東
西
に
わ
た

っ
て
普
遍
的
な
人
間
性
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
始
め
か
ら
あ
っ
た
。
明
治
二
五

年
に
「
国
民
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
山
路
の
論
説
「
今
猶
古
の
如
し
、
彼
猶
此

の
如
し
」
は
、
そ
の
表
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
類
は
同
こ
で
あ
る

（
師
）

と
い
う
彼
の
思
想
の
端
的
な
表
明
で
あ
っ
た
。
人
間
の
普
遍
性
に
対
す
る
山
路

の
確
信
は
、
彼
の
「
大
同
論
」
（
明
治
三
八
年
）
の
中
で
更
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
山
路
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
外
観
だ
け
見
れ
ば
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
が
、

外
観
の
相
違
は
皮
三
寸
の
事
の
み
で
内
部
に
立
ち
入
っ
て
よ
く
観
察
す
れ
ば
、

何
も
違
い
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
外
国
人
を
差
別
の
眼
で
以
て
見
る
の
で
は

な
く
、
古
今
東
西
を
貫
く
一
定
の
道
理
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
本
人
が
支
那
人
を
見
て
「
不
思
議
な
る
異
人
」
と
思
っ
て
い
る
間

は
、
支
那
人
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
彼
ら
の
良
友
に
も
な
れ
な
い
、

（
銘
）

と
山
路
は
指
摘
し
て
い
る
。

大
正
元
年
の
「
国
民
雑
誌
」
（
「
独
立
評
論
」
の
改
名
）
掲
載
さ
れ
た
「
日
本

人
可
解
論
」
も
ま
た
山
路
の
国
民
性
論
へ
の
関
心
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
記

事
は
新
聞
記
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
が
ア
メ
リ
カ
で
発
表
し
た
「
我
々
は
日
本

人
を
了
解
出
来
る
か
」
と
い
う
題
の
論
文
紹
介
で
あ
る
。
ケ
ナ
ン
に
よ
れ
ば
、

如
何
な
る
国
民
、
如
何
な
る
人
種
で
も
多
少
理
解
し
難
い
面
が
あ
る
が
、
人
類

に
は
根
本
的
な
共
通
点
が
あ
る
。
異
な
る
風
俗
、
習
慣
、
社
会
組
織
の
背
後
に

は
同
一
の
人
間
性
が
隠
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
人
の
風
俗
と
祖
先
伝
来
の
教

育
は
西
洋
人
の
そ
れ
と
は
違
う
が
、
日
本
人
は
決
し
て
不
可
解
と
い
う
わ
け
で

（
弱
）

は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
人
間
の
普
遍
性
に
着
目
し
て
い
た
山
路
に
と
っ
て
、
日
本
国

民
の
特
性
を
強
調
す
る
観
点
は
受
け
容
れ
難
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
山
路
は
、
水
戸
学
が
近
世
の
日
本
史
学
を
開
い
た
こ
と
を
評
価
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
が
「
国
体
人
情
の
差
別
に
注
意
す
る
こ
と
」
が
多
く
、
そ
の
「
同

一
に
注
意
す
る
こ
と
」
が
少
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
古
今
東
西
を
区
別
し
て
、

恰
か
も
「
感
情
を
殊
に
す
る
別
世
界
の
観
を
為
す
」
な
ら
ば
、
古
今
東
西
を
貫

く
国
家
盛
衰
の
原
理
、
人
事
興
亡
の
法
則
を
見
抜
く
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え

（
㈹
）

た
の
で
あ
る
。
水
戸
学
の
伝
統
は
、
井
上
哲
次
郎
の
著
書
「
日
本
古
学
派
の
哲

学
」
（
明
治
三
五
年
）
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
山
路
は
こ
れ
を
「
独
立

（
靴
）

評
論
」
の
第
一
号
で
批
判
的
に
論
評
し
て
い
る
。
こ
の
本
の
中
で
、
井
上
は
、

古
学
派
の
活
動
主
義
や
赤
穂
義
士
の
武
士
道
精
神
は
日
本
民
族
特
有
の
精
神
で

あ
る
と
主
張
し
た
が
、
山
路
は
こ
の
よ
う
な
主
張
が
十
分
な
歴
史
的
考
証
に
基

づ
い
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
。

日
本
人
の
国
民
性
の
問
題
は
明
治
末
期
に
、
多
く
の
知
識
人
が
取
り
上
げ
た

た
め
、
言
論
界
の
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。
明
治
四
一
年
の
「
独
立
評
論
」
の

「
思
潮
」
欄
に
よ
れ
ば
、
国
民
性
に
関
す
る
思
想
が
「
今
や
諸
方
面
に
潜
在
し

て
種
々
の
問
題
と
な
っ
て
現
れ
て
」
お
り
、
な
か
に
は
国
民
性
に
つ
い
て
考
察

し
国
民
的
自
覚
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
情
熱
に
満
ち
て
い
る
者
も
い
る
。
「
国

民
性
」
と
か
「
自
覚
自
信
」
と
い
っ
た
言
葉
が
「
野
に
も
山
に
も
満
ち
て
居
る

よ
う
」
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
国
民
性
論
は
、
「
悪
く
言
え
ば
神
経
家

が
自
分
の
脈
拍
を
数
え
て
居
る
よ
う
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
思
潮
」
欄
は
、

日
本
人
ほ
ど
自
分
の
事
を
考
え
ま
た
こ
れ
を
語
る
国
民
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
同
じ
欄
で
山
路
は
、
日
本
人
の
国
民
性

に
つ
い
て
の
議
論
が
断
片
的
証
拠
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
正
当
な
根
拠
を
欠

（
蝿
）

き
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
痴
人
の
夢
」
の
よ
う
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
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山
路
は
「
我
等
は
白
人
を
以
て
優
等
な
る
人
種
な
り
と
も
思
は
ざ
れ
ど
も
、

さ
り
と
て
我
等
の
ゑ
が
世
界
無
比
の
善
き
人
種
な
り
と
も
思
は
ず
」
と
述
べ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
人
間
の
価
値
は
本
来
平
等
に
し
て
其
勝
劣
は
唯
だ
素
養
の

（
柵
）

如
何
に
在
り
と
信
ず
る
」
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。
山
路
に
と
っ
て
日
本
帝
国
、

若
し
く
は
日
本
人
種
と
い
う
小
さ
い
範
囲
を
限
っ
て
「
特
別
の
哲
学
、
感
情
、

信
仰
を
の
み
養
は
ん
と
す
る
」
の
は
「
風
と
雲
と
に
一
定
の
区
域
を
作
ら
ん
と

（
帆
）

す
る
よ
り
も
愚
か
な
る
業
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
人
間
の
普
遍

性
を
強
調
し
て
、
国
民
性
論
を
批
判
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ど
ま
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
井
上
哲
次
郎
が
「
普
遍
的
」
理
想
宗
教
と
「
個
別
的
」
国
民
精
神

の
両
方
を
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
山
路
も
ま
た
「
普
遍
的
な
」
人
間
の
心
の
問

題
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
民
が
誇
り
得
る
伝
統
を
日
本
の
歴
史
の
中
に
探
求
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

山
路
は
、
国
家
主
義
教
育
、
国
民
性
論
を
批
判
し
た
が
、
人
間
の
普
遍
性
を

信
じ
る
が
故
に
す
べ
て
の
日
本
的
な
も
の
を
拒
否
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
明
治
三
○
年
の
「
日
本
の
歴
史
の
於
け
る
人
権
発
達
の
痕
跡
」
の
中
で

山
路
は
、
「
国
体
」
と
い
う
言
葉
に
彼
な
り
の
意
味
を
与
え
て
い
る
。
山
路
は
、

「
頻
り
に
国
史
国
文
の
教
育
を
奨
励
し
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
日
本
に
固
有
な

る
愛
国
心
」
や
「
日
本
に
固
有
な
る
忠
孝
の
情
」
を
養
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る

教
育
家
に
強
く
反
対
し
た
。
山
路
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
は
、
む
し
ろ
日
本

人
の
祖
先
が
自
己
の
生
存
、
自
己
の
権
利
の
た
め
に
戦
っ
た
闘
争
史
で
あ
り
、

政
府
に
服
従
す
る
こ
と
が
日
本
に
固
有
な
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
日
本
に
人
権
発
達
の
痕
跡
な
ど
な
い
と
主
張
す
る
者
は
、
「
日
本
人

民
の
歴
史
を
侮
辱
す
る
者
」
で
あ
り
、
「
日
本
の
国
体
を
知
ら
ざ
る
者
」
な
の

（
媚
）

で
あ
っ
た
。

山
路
に
と
っ
て
日
本
の
「
国
体
」
は
ま
た
自
由
寛
容
精
神
の
源
で
も
あ
っ
た
。

明
治
三
二
年
の
「
大
日
本
祖
国
の
歌
」
に
、
こ
の
山
路
の
「
国
体
」
論
を
見
る

こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
「
万
物
を
吐
呑
し
万
情
を
陶
冶
し
、
化
し
て
一
国
の
風

教
と
な
す
も
の
は
唯
此
自
由
寛
容
の
精
神
に
在
る
の
み
」
と
考
え
た
。
山
路
に

よ
れ
ば
、
も
し
異
端
思
想
が
抹
殺
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
国
家
の
思
想
は
単
調

と
な
り
、
精
神
は
狭
く
な
り
、
そ
の
文
明
は
化
石
化
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
歴

史
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
民
は
、
諸
文
明
の
異
種
異
様
な

主
張
を
受
け
入
れ
、
同
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
自
由
寛
容
の
精
神
は

（
柵
）

日
本
の
「
国
体
」
で
あ
っ
た
。

山
路
の
「
国
体
」
論
は
、
忠
君
愛
国
の
精
神
が
日
本
に
固
有
で
あ
る
と
し
て

日
本
主
義
を
唱
え
た
井
上
哲
次
郎
の
主
張
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
明
治
三

一
年
に
、
山
路
は
流
布
し
て
い
る
国
体
論
、
国
粋
保
存
主
義
、
日
本
主
義
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
今
日
の
教
育
界
の
者
は
、
「
し
き
り

に
国
体
と
い
う
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
未
だ
日
本
の
文
明
史
を
解
せ
ざ
る
な
り
。

彼
等
は
し
き
り
に
日
本
主
義
と
云
う
、
然
れ
ど
も
彼
等
は
日
本
人
の
模
型
の
何

た
る
者
な
る
乎
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
彼
等
の
所
謂
国
粋
保
存
主
義
、
日
本
主
義

は
空
気
の
如
き
感
情
の
み
。
」
こ
の
様
に
山
路
は
、
教
育
界
で
鼓
吹
さ
れ
て
い

る
国
体
論
が
実
体
の
な
い
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
余

は
古
し
の
日
本
と
戦
ば
ん
が
為
に
来
り
た
る
者
に
あ
ら
ず
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

彼
は
過
去
の
日
本
は
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
中
に

こ
そ
日
本
を
「
新
日
本
に
移
ら
し
む
べ
き
道
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
「
二
千
五
百
年
間
の
日
本
歴
史
を
通
じ
て
発
達
し
来
れ
る
総
て
の
善

き
者
、
総
て
の
美
し
き
者
、
総
て
の
真
な
る
者
に
対
し
て
余
は
甚
深
の
敬
意
を

表
し
、
且
之
に
愛
着
す
」
と
い
う
の
が
彼
の
日
本
歴
史
を
見
る
観
点
で
あ
っ
た
。

九
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キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
は
、
「
日
本
の
近
代
神
話
」
（
一
九
八
五
年
）
の
中
で
、

山
路
愛
山
が
、
日
本
の
「
国
粋
」
の
意
味
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
民
間
の
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
一
人
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
哲
次
郎
に

つ
い
て
は
、
教
育
勅
語
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
擁
護
し
た
学
者
と
し
て
描

（
蛸
）

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
山
路
と
井
上
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
っ
た

と
言
う
解
釈
は
、
的
外
れ
で
は
な
い
と
し
て
も
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
彼
等

の
思
想
上
の
根
本
的
対
立
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
山
路
と
井
上
は
と
も
に
啓
蒙
思
想
が
も
た
ら
し

た
功
利
主
義
的
物
質
主
義
的
風
潮
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
自
ら
の
思
想
活
動
を
開

始
し
た
。
彼
ら
が
問
題
と
し
た
の
は
、
文
明
開
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
精
神
的
混

そ
れ
か
ら
西
欧
の
文
明
が
「
古
し
の
日
本
」
を
亡
ぼ
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
危
倶
に
対
し
て
、
山
路
は
西
欧
の
文
明
は
「
将
に
麻
溥
せ
ん
と
す
る

古
し
の
日
本
を
呼
醒
す
る
者
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
自
分
は
「
西
欧
の
文
明

（
輔
）

を
日
本
に
輸
入
せ
ん
と
す
る
者
」
な
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
山
路
の
《
日
本
へ
の
回
帰
》
は
、
日
本
を
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
外
に
対
し
て
開
か
れ
た
、
変
化
し
得
る
も
の
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
様
な
も
の
と
し
て
の
日
本
の
伝
統
こ
そ
、

日
本
人
が
世
界
に
対
し
て
誇
り
得
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
山
路
の
言
葉
に
よ

れ
ば
、
過
去
の
日
本
は
「
若
し
善
く
之
を
長
養
発
達
せ
ば
日
本
を
し
て
特
殊
の

（
帽
）

面
目
を
世
界
に
保
た
し
む
べ
き
価
値
あ
る
者
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
見

方
は
、
日
本
の
「
個
別
的
な
」
特
性
の
み
を
取
り
上
げ
る
井
上
の
も
う
一
つ
の

《
日
本
へ
の
回
帰
》
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
．
結
論

乱
を
如
何
に
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
井
上
は
伝
統
的
宗
教
を
超

え
た
「
普
遍
的
な
」
理
想
的
宗
教
を
学
問
的
に
創
造
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
は
「
個
別
的
な
」
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
が

人
生
の
目
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
も
主
張
し
た
。
「
普
遍
的
な
」
宗
教
と
「
個
別

的
な
」
国
家
主
義
を
同
時
に
唱
え
た
と
い
う
点
で
井
上
の
思
想
は
二
重
構
造
を

持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
山
路
は
、
井
上
の
言
う
東
西
宗
教
の
折
衷
的
統
合

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
宗
教
で
は
、
真
に
人
間
の
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
考
え
た
。
ま
た
「
人
心
は
一
つ
な
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
生
問
題

は
普
遍
的
問
題
で
あ
り
、
国
家
主
義
は
救
い
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
山
路
は
、
井
上
を
「
臨
機
応
変
者
」
と
呼
ん
で
彼
の
思
想
の
折
衷
性
を
見

（
和
）

抜
い
て
い
た
。

井
上
の
主
張
し
た
国
家
主
義
は
教
育
の
場
で
唱
え
ら
れ
、
忠
君
愛
国
の
精
神

が
日
本
の
国
体
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
が
、
山
路
は
日
本
主
義
を
提
唱
し
た
高

山
樗
牛
の
よ
う
な
人
物
を
生
承
出
し
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家

（
別
｝

主
義
教
育
に
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
国
家
が
至
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

の
背
後
に
は
、
日
本
国
民
特
性
論
が
あ
り
、
井
上
は
日
本
国
民
の
特
殊
性
を
日

本
の
歴
史
の
中
で
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
井
上
と
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
高
山
の

（
魂
）

場
合
に
も
、
同
様
な
「
歴
史
的
研
究
」
に
対
す
る
関
心
が
見
ら
れ
た
。
た
だ
高

山
の
発
想
の
根
底
に
は
、
井
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
日
本
を
世
界
に
結
び
付

け
る
別
の
「
普
遍
的
」
な
観
点
が
な
く
、
彼
は
「
国
家
的
道
徳
を
外
に
し
て
別

（
調
）

に
人
類
的
情
誼
な
る
も
の
」
は
な
い
と
考
え
た
。
つ
ま
り
高
山
は
、
帝
国
大
学

の
恩
師
井
上
の
思
想
の
「
個
別
的
」
側
面
の
み
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
未
来
の
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
つ
け
る
た
め
に
「
過

去
の
日
本
」
が
振
り
返
ら
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
山
路
が
日
本
の

九
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歴
史
の
中
に
発
見
し
た
日
本
の
精
神
は
、
井
上
や
高
山
が
主
張
し
た
忠
孝
精
神

と
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
山
路
の
思
想
に
は
、
日
本
を
「
世
界
の
中

の
日
本
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
出
来
る
普
遍
的
原
理
が
あ
り
、
井
上
が
抱

え
て
い
た
よ
う
な
思
想
の
二
重
構
造
と
い
う
問
題
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
高
山
の
よ
う
に
、
「
個
別
的
な
」
日
本
的
な
も
の
に
自
己
の
思
想
を
閉
じ
込

め
て
し
ま
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
明
治
後
期
の
知
識
人
に

見
ら
れ
た
《
日
本
へ
の
回
帰
》
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
辿
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

（
別
）

山
路
の
《
日
本
へ
の
回
帰
》
は
、
「
異
中
に
同
を
見
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
開
国
百
年
記
念
文
化
事
業
会
編
「
明
治
文
化
史
第
五
巻
学
術
」
（
原

書
房
、
昭
和
五
四
年
）
、
五
三
二
、
六
四
一
頁
。

（
２
）
宮
川
透
「
日
本
精
神
史
へ
の
序
説
」
（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
七
年
）

参
照
。

（
３
）
色
川
大
吉
「
明
治
精
神
史
（
下
）
」
（
講
談
社
、
昭
和
五
一
年
）
、
一
○

～
二
九
頁
。

（
４
）
山
路
愛
山
「
英
雄
論
」
（
「
女
学
雑
誌
」
第
二
四
七
号
、
明
治
二
四
年
一

月
一
○
日
）
。

（
５
）
山
路
愛
山
「
明
治
文
学
史
」
（
「
国
民
雑
誌
」
明
治
二
六
年
三
月
一
九
日
、

二
六
日
）
。

（
６
）
同
上
、
五
月
七
日
。

（
７
）
山
路
愛
山
「
近
世
物
質
的
の
進
歩
」
（
「
国
民
之
友
」
明
治
二
五
年
）
。

（
８
）
山
路
愛
山
「
世
界
の
過
去
現
在
未
来
」
（
大
江
書
房
、
大
正
六
年
）
、
二

五
○
～
二
五
一
頁
。

（
９
）
山
路
愛
山
「
現
代
日
本
教
会
史
論
」
（
明
治
三
九
年
）
。

（
Ⅲ
）
山
路
愛
山
「
生
命
哲
学
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
四
一
年
六
月
三
日
）
。

（
Ⅲ
）
山
路
愛
山
「
日
本
の
思
想
界
に
於
け
る
帝
国
大
学
」
（
「
太
陽
」
明
治
四

二
年
五
月
）
。

（
皿
）
井
上
哲
次
郎
「
明
治
思
想
界
の
回
顧
」
（
昭
和
七
年
）
。

（
旧
）
武
田
清
子
「
近
代
科
学
摂
取
の
三
つ
の
道
ｌ
福
沢
諭
吉
、
加
藤
弘
之
、

植
村
正
久
を
中
心
に
」
（
「
国
際
基
督
教
大
学
教
育
研
究
」
六
、
昭
和
三
五

年
、
四
○
頁
）
参
照
。

（
Ｍ
）
磯
野
直
秀
「
モ
ー
ス
そ
の
日
そ
の
日
」
（
有
隣
堂
、
昭
和
六
二
年
）
参

照
。

（
旧
）
加
藤
弘
之
「
博
物
学
と
歴
史
学
」
（
「
史
学
会
雑
誌
」
明
治
二
三
年
五
月
）
。

（
船
）
井
上
「
明
治
哲
学
界
の
回
顧
」
、
六
○
頁
。

（
Ⅳ
）
井
上
哲
次
郎
「
日
本
民
族
思
潮
の
傾
向
」
（
「
太
陽
」
明
治
三
二
年
、
九

～
二
頁
）
。

（
肥
）
井
上
「
日
本
民
族
思
潮
の
傾
向
（
承
前
）
」
（
「
太
陽
」
明
治
三
二
年
、

一
二
～
一
五
頁
）
。

（
的
）
山
路
愛
山
「
田
舎
よ
り
首
府
に
（
第
四
信
と
（
「
国
民
新
聞
」
明
治
三

三
年
四
月
二
七
日
）
。

（
別
）
山
路
愛
山
「
人
生
の
話
（
六
）
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
明
治
三
四
年
六

月
二
三
日
）
。

（
別
）
山
路
愛
山
「
人
生
の
話
（
四
）
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
明
治
三
四
年
六

月
二
一
日
）
。

（
〃
）
山
路
愛
山
「
人
生
の
話
（
五
）
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
明
治
三
四
年
六

一
○
○



月
二
二
日
）
。

（
羽
）
山
路
愛
山
「
発
刊
の
趣
意
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
六
年
一
月
一
日
、

一
号
、
一
頁
）
。

（
別
）
「
井
上
哲
次
郎
氏
の
「
宗
教
革
新
の
前
途
上
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
六

年
一
月
一
日
、
一
号
、
六
一
～
六
二
頁
）
。
「
井
上
哲
次
郎
氏
の
「
日
本
徳

教
諭
」
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
六
年
二
月
一
日
、
二
号
、
六
一
～
六
二

頁
）
。
山
路
愛
山
「
海
老
名
弾
正
氏
の
耶
蘇
基
督
伝
を
読
む
」
（
「
独
立
評

論
」
明
治
三
六
年
三
月
一
日
、
三
号
、
九
、
二
一
頁
）
。

（
路
）
十
川
信
介
編
「
藤
村
文
明
論
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
、
一
九

四
～
一
九
五
頁
。

（
恥
）
山
路
愛
山
「
文
学
及
び
思
想
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
九
年
二
月
三
日
、

二
号
、
二
二
頁
）
。

（
〃
）
井
上
「
明
治
思
想
界
の
回
顧
」
（
昭
和
七
年
）
。

（
羽
）
井
上
哲
次
郎
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
（
「
教
育
時
論
」
明
治
二
六
年
一

月
二
日
、
二
七
九
、
二
八
○
、
二
八
一
、
二
八
三
号
）
。

（
的
）
山
路
愛
山
「
井
上
哲
二
郎
氏
に
与
ふ
」
（
「
護
教
」
明
治
二
六
年
四
月
一

五
日
）
。

（
刈
）
井
上
「
青
年
の
精
神
的
危
機
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
六
年
、
七
号
、

一
三
～
二
三
頁
）
。

（
別
）
山
路
「
文
学
及
び
思
想
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
九
年
二
月
三
日
、
二

二
～
二
五
頁
）
。

（
塊
）
山
路
愛
山
「
教
育
論
（
上
）
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
九
年
七
月
三
日
、

七
号
）
。

（
羽
）
「
文
学
及
び
思
想
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
九
年
二
月
三
日
、
二
二
頁
）
。

井
上
哲
次
郎
「
明
治
思
想
界
の
回
顧
」
（
昭
和
七
年
）
。

（
別
）
「
万
報
一
覧
」
（
「
新
公
論
」
二
四
巻
七
号
、
明
治
四
二
年
、
二
七
頁
）

参
照
。

（
弱
）
井
上
哲
次
郎
「
内
地
雑
居
論
」
（
明
治
二
二
年
）
（
明
治
文
化
研
究
会
編

「
明
治
文
化
全
集
第
二
巻
外
交
編
」
日
本
評
論
社
、
昭
和
三
年
、

四
七
三
～
四
八
八
頁
）
。

（
邪
）
源
了
圓
「
教
育
勅
語
の
国
家
主
義
的
解
釈
」
（
坂
田
吉
雄
編
「
明
治
前

半
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
未
来
社
、
昭
和
三
三
年
、
一
八
二
頁
）
。

（
師
）
山
路
愛
山
「
今
猶
古
の
如
し
、
彼
猶
此
の
如
し
」
（
「
国
民
新
聞
」
明
治

二
五
年
四
月
三
日
）
。

（
胡
）
山
路
愛
山
「
大
同
論
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
八
年
、
五
号
、
三
五
～

三
九
頁
）
。

（
胡
）
「
日
本
人
可
解
論
」
（
「
国
民
雑
誌
」
大
正
元
年
一
○
月
一
日
、
六
○
～

六
二
頁
）
。

（
㈹
）
山
路
愛
山
「
史
学
論
」
（
「
国
民
新
聞
」
明
治
三
三
年
七
月
二
○
日
）
。

（
判
）
記
者
「
日
本
古
学
派
の
哲
学
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
三
六
年
、
一
号
、

七
二
～
八
四
頁
）
。

（
岨
）
「
思
潮
」
（
「
独
立
評
論
」
明
治
四
一
年
三
月
三
日
、
一
九
～
二
八
頁
）
。

（
“
）
山
路
愛
山
「
尚
武
論
」
（
「
独
立
評
論
」
大
正
二
年
一
二
月
一
日
、
五
～

六
頁
）
。

（
“
）
山
路
愛
山
「
露
国
及
び
ト
ル
ス
ト
イ
伯
」
（
「
独
立
評
論
」
大
正
二
年
二

月
）
。

（
妬
）
山
路
愛
山
「
日
本
の
歴
史
に
於
け
る
人
権
発
達
の
痕
跡
」
（
「
国
民
之
友
」

三
三
○
～
三
三
二
号
、
明
治
三
○
年
一
月
九
日
～
二
三
日
）
。

一

○
一



（
別
）
山
路
「
戦
国

九
月
一
○
日
）
。

山
路
「
戦
国

（
弱
）
宮
川
圭

三
一
頁
。

宮
川
透

（
犯
）
渡
辺
和
靖

～
二
四
六
頁
。

渡
辺
和
靖

（
別
）
同
上
。

（
⑱
）
○
胃
昌
⑦
盲
の
〆
苛
己
四
ご
げ
三
○
・
国
国
富
胃
言
（
も
臥
国
８
８
貝
勺
『
旨
８
８
口

ご
己
ぐ
閏
巴
ｑ
も
吊
關
・
岳
、
巴
》
己
己
』
届
》
屋
い

（
洲
）
山
路
愛
山
「
現
代
日
本
教
会
史
論
」
（
「
基
督
教
評
論
」
警
醒
書
店
、
明

治
三
九
年
）
。

（
〃
）
山
路

三
一
年

（
組
）
同
上

山
路

（
妬
）
山
路
愛
山

月
二
九
日
）
。

（
岬
）
山
路
愛
山

山
路
愛
山

愛
山「

日
本
精
神
史
へ
の
序
説
」
（
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
七
年
）
、

策
と
マ
キ
ャ
。
ヘ
リ
を
読
む
」
（
「
国
民
之
友
」
明
治
三
○
年

「
明
治
思
想
史
」
（
ペ
リ
か
ん
社
、
昭
和
六
○
年
）
二
四
五

「
大
日
本
祖
国
の
歌
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
明
治
三
二
年
四

「
西
園
寺
文
相
に
与
ふ
」
（
「
世
界
之
日
本
」
二
四
号
、
明
治

一
年
二
月
一
日
）
。

（
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学
助
教
授
）

一

○
二


