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筑
波
常
治
著

　
　
『
日
本
人
の
思
想
』

　
　
　
　
　
　
1
農
本
主
義
の
世
界
－

　
最
近
、
日
本
の
思
想
に
関
す
る
著
書
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
。
そ
の
な
か
で
筑
波
常
治
氏
の
『
日
本
人
の
思
想
』
は
型
は
小
著
な
が
ら

新
し
い
視
角
か
ら
こ
の
問
題
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
異
色
あ
る
思
想
書
で

あ
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
結
論
か
ら
先
に
い
う
と
筑
波
氏
は
、
日
本
人
の
思
想
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
「
農
本
思
想
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
．
こ
の
「
農
本
思
想
」
と
い
う
角
度

か
ら
日
本
の
思
想
を
見
事
に
切
り
さ
ば
い
て
み
せ
る
。
か
つ
て
私
は
筑
波
氏
の

「
日
本
農
本
主
義
序
説
」
な
る
論
文
（
『
思
想
の
科
学
』
一
成
六
〇
年
六
月
号
）
に

接
し
た
と
き
．
新
し
い
視
角
か
ら
日
本
思
想
史
を
鮮
や
か
に
分
析
し
て
い
く
そ

の
見
事
さ
に
感
動
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
筑
波
氏
は
、
従
来
の
日
本
思
想
史
は
、
外
来
思
想
の
輸
入
と
挫
折
の
く
り
か

え
し
の
叙
述
に
費
さ
れ
て
い
る
が
、
思
想
史
に
お
い
て
も
つ
と
大
切
な
こ
と

は
、
外
来
思
想
が
日
本
に
は
い
つ
て
か
ら
歪
め
ら
れ
る
過
程
と
そ
の
原
因
を
追

求
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
．
な
ぜ
外
来
思
想
が
歪
め
ら
れ
る
か
と
い
え

ば
、
日
本
人
の
世
界
を
根
抵
に
お
い
て
制
約
し
て
い
る
“
農
“
の
伝
統
ー
農

本
思
想
が
あ
つ
て
、
そ
こ
を
通
過
す
る
と
き
、
い
か
な
る
外
来
思
想
も
プ
リ
ズ

ム
を
通
る
光
の
よ
う
に
屈
折
す
る
の
だ
．
だ
か
ら
こ
の
農
本
思
想
を
究
明
し
な

い
か
ぎ
り
、
本
当
の
日
本
思
想
史
は
つ
く
り
だ
さ
れ
な
い
、
と
筑
波
氏
は
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
日
本
人
の
あ
い
だ
に
農
本
思
想
が
生
れ
て
き
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
筑
波
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
そ
れ
は
日
本
人
は
狩
り
と
漁
業
の

段
階
か
ら
牧
畜
段
階
を
通
ら
ず
に
、
一
挙
に
農
耕
社
会
を
出
現
さ
せ
て
し
ま
つ

た
こ
と
に
由
来
す
る
。
農
耕
－
殊
に
稲
作
は
一
つ
の
土
地
に
じ
つ
と
し
て
お

り
、
単
調
な
反
復
作
業
を
す
る
こ
と
で
生
活
が
可
能
で
あ
る
．
日
本
人
の
“
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
三
四
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
れ
の
土
地
”
に
た
い
す
る
病
的
な
ま
で
の
執
着
、
ま
た
は
郷
土
か
ら
受
け
る

異
常
な
ほ
ど
の
束
縛
感
は
農
耕
民
族
た
る
歴
史
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
き

た
も
の
に
ち
が
い
な
い
．
こ
の
郷
土
愛
精
神
と
土
地
を
す
べ
て
の
中
心
に
す
え

た
封
建
的
農
業
機
構
と
が
結
び
つ
き
、
こ
れ
が
さ
ら
に
儒
教
の
徳
治
主
義
と
結

合
し
て
人
格
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
道
徳
を
生
み
だ
し

た
．
明
治
維
新
後
も
農
本
思
想
は
農
村
に
温
存
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に

都
会
の
人
間
関
係
を
も
規
制
す
る
道
徳
と
し
て
若
返
つ
て
き
た
。
だ
か
ら
「
問

題
は
過
去
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
．
一
部
の
論
者
た
ち
は
、
日
本
の
農
本
主

義
を
、
地
主
あ
る
い
は
豪
農
階
級
の
イ
デ
オ
・
ー
グ
に
す
ぎ
な
い
と
規
定
し

て
、
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
り
階
級
的
基
盤
を
失
つ
た
以
上
は
、
と
お
か
ら
ず

消
え
う
せ
る
べ
き
運
命
に
あ
る
と
楽
観
す
る
。
し
か
し
、
日
本
の
農
本
思
想

は
け
つ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
定
集
団
だ
け
の
独
占
物
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は

む
し
ろ
職
業
と
し
て
の
農
業
か
ら
は
な
れ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
日
本
人
の
思
考
の

内
部
に
、
ガ
ン
細
胞
の
よ
う
に
巣
く
つ
て
増
殖
を
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
（
一
二
頁
）
と
い
い
き
る
。

　
農
村
に
育
つ
た
者
な
ら
誰
で
も
知
つ
て
い
る
が
、
農
民
た
ち
は
人
が
一
尺
土

を
掘
る
と
き
一
尺
五
寸
掘
り
さ
げ
る
の
が
篤
農
家
だ
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
。

土
を
深
く
掘
り
お
こ
す
こ
と
は
多
少
の
増
産
に
は
な
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
労
働

の
能
率
の
低
下
と
い
う
「
合
理
的
な
労
働
生
産
性
」
の
視
点
は
な
い
．
そ
の
か

わ
り
に
、
深
く
耕
す
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
苦
し
み
が
、
そ
の
ま
ま
人
間
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
三
四
六
）

て
の
修
養
と
し
て
役
立
つ
の
だ
と
い
う
道
徳
主
義
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
勤
労
」
精
神
は
消
費
生
活
に
お
け
る
「
節
約
」
の
強
制
が
裏
う
ち
さ
れ

て
農
本
思
想
の
道
徳
基
準
と
な
る
．
勤
労
と
節
約
の
思
想
は
当
然
に
貧
し
い
生

活
の
中
に
生
れ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
農
本
思
想
は
一
面
に
お
い

て
富
裕
階
級
に
た
い
す
る
攻
撃
の
役
割
も
は
た
し
て
き
て
い
る
．
「
働
か
ざ
る

者
は
食
う
べ
か
ら
ず
」
「
貧
し
い
農
民
を
救
え
」
と
い
う
思
想
は
農
本
思
想
の

も
の
で
あ
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
の
専
売
で
は
な
い
。
戦
前
は
も
と
よ
り
戦

後
に
お
い
て
も
衣
装
を
か
え
て
農
本
思
想
は
健
在
な
の
で
あ
る
。

　
筑
波
氏
は
さ
ら
に
戦
後
の
ミ
チ
ュ
：
リ
ン
農
法
、
生
活
綴
方
、
歌
ご
え
運

動
、
サ
ー
ク
ル
主
義
、
人
生
雑
誌
と
い
つ
た
も
の
も
実
は
農
本
思
想
の
上
に
の

つ
か
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
と
く
。
た
と
え
ば
理
科
教
育
も
国
語
教
育
も
、

ま
と
も
に
受
け
る
条
件
を
あ
た
え
ら
れ
ぬ
貧
乏
の
子
供
た
ち
を
、
も
つ
と
も
有

効
に
教
育
す
る
方
法
と
し
て
、
生
活
綴
方
が
考
案
さ
れ
た
．
あ
る
い
は
歌
ご
え

運
動
に
し
て
も
、
道
具
も
資
金
も
要
せ
ず
に
、
わ
ず
か
の
余
暇
を
さ
い
て
お
こ

な
え
る
娯
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
多
数
の
同
調
者
を
獲
得
し
た
原
因
で
あ
つ

た
。
「
貧
し
さ
こ
そ
は
．
ネ
オ
農
本
主
義
を
そ
だ
て
た
背
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
．

そ
れ
は
、
日
本
人
の
多
く
が
、
戦
後
も
貧
し
い
こ
と
、
す
く
な
く
と
も
貧
し
い

と
い
う
意
識
か
ら
脱
け
だ
せ
な
い
で
い
る
こ
と
の
、
こ
よ
な
き
証
明
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
」
（
一
九
九
－
二
〇
〇
頁
）
「
貧
し
さ
か
ら
の
出
発
が
、
　
ネ
ォ
農
本

主
義
の
特
色
を
な
す
。
そ
の
手
段
を
採
用
す
る
人
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
を
貧
し



い
と
規
定
す
る
立
場
に
た
つ
。
地
団
研
に
ぞ
く
す
る
学
者
た
ち
も
、
ミ
チ
ュ
ー

リ
ン
運
動
の
農
民
た
ち
も
、
生
活
綴
方
の
教
師
も
生
徒
も
、
歌
ご
え
に
参
加
す

る
B
G
も
．
け
つ
し
て
自
分
た
ち
を
富
裕
な
る
人
種
と
は
考
え
て
い
ま
い
。
み

ず
か
ら
貧
し
い
と
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
運
動
か
ら
は
、
ほ
か
の
貧
し

い
人
々
に
た
い
す
る
同
情
が
生
じ
る
。
同
情
と
と
も
に
、
仲
間
意
識
が
芽
ば
え

る
」
（
二
〇
〇
頁
）
．
こ
の
意
識
は
国
際
的
に
拡
大
さ
れ
る
と
文
明
国
の
欧
米
を

憎
み
、
農
奴
の
国
で
あ
つ
た
中
ソ
に
親
し
み
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
。
「
反
米
・

親
ソ
の
旗
じ
る
し
は
、
共
産
党
の
思
想
で
あ
る
前
に
、
農
本
主
義
の
感
情
で
あ

つ
た
」
（
二
〇
〇
頁
）
の
で
あ
る
．
こ
の
筑
波
氏
の
指
摘
は
き
わ
め
て
多
く
の
示

唆
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。

　
以
上
は
本
書
の
内
容
を
全
般
的
に
紹
介
し
た
も
の
で
は
な
く
、
筆
者
の
関
心

度
の
高
い
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
ふ
れ
た
だ
け
で
あ
る
．
本
書
は

竹VW田ロ1序
日
本
人
の
思
想
の
源
流

技
術
主
義
の
功
罪

土
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
あ
い
だ

日
本
思
想
と
進
化
論

農
業
史
を
見
る
眼

家
庭
菜
園
の
社
会
学

戦
後
日
本
の
「
ネ
オ
農
本
主
義
』

お
わ
り
に

　
　
紹
介
と
批
評

と
い
う
構
成
に
な
つ
て
い
る
．
各
論
文
に
つ
い
て
は
筑
波
氏
自
身
が
つ
ぎ
の
よ

う
に
紹
介
し
て
い
る
。
1
は
日
本
の
農
業
技
術
の
う
ち
、
ず
ぬ
け
て
そ
れ
だ
け

発
達
し
て
い
る
品
種
改
良
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
「
技
術
」
に
た
い
す
る

日
本
人
の
期
待
の
本
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
た
。
H
は
目
本

に
お
け
る
農
学
の
成
立
史
を
ふ
り
か
え
り
、
日
本
の
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
性

格
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
皿
は
日
本
で
の
進
化
論
の
運
命
を
た
ど
り

な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
的
合
理
主
義
と
ま
つ
た
く
異
質
の

日
本
人
の
「
自
然
観
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
W
で
は
農
業
史
の
歴
史

を
ふ
り
か
え
り
．
と
く
に
日
本
の
伝
記
作
家
の
問
題
に
ふ
れ
な
が
ら
、
日
本
人

に
根
づ
よ
い
「
道
徳
主
義
」
の
歴
史
観
の
源
泉
を
掘
り
お
こ
そ
う
と
し
た
。
V

で
は
戦
中
戦
後
に
か
け
て
隆
盛
を
き
わ
め
た
家
庭
菜
園
を
手
が
か
り
に
、
そ
れ

が
い
か
に
日
本
人
の
「
生
活
」
の
伝
統
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
つ
た
か
を
指

摘
し
た
か
つ
た
．
W
は
、
戦
後
の
農
本
思
想
の
存
続
を
あ
き
ら
か
に
し
な
が

ら
、
日
本
人
の
「
実
感
主
義
」
な
い
し
は
「
大
衆
崇
拝
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
追

究
し
よ
う
と
し
た
（
≡
二
頁
）
。

　
筑
波
氏
は
生
物
学
者
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
方
面
の
著
作
も
い
く
つ
か
あ
る

が
、
日
本
農
業
思
想
史
を
将
来
ま
と
め
た
い
と
い
う
念
願
を
も
た
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
．
そ
の
将
来
の
目
標
に
向
う
過
程
の
作
業
と
し
て
本
書
が
生
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
デ
ッ
サ
ン
」
で
あ
る
と
筑
波
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、
ど
の

論
文
を
と
つ
て
み
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
力
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
．
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
三
四
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
思
想
史
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
外
国
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
は
こ
う

で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
明
治
何
年
頃
、
誰
々
に
よ
つ
て
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
、
そ

れ
が
い
つ
ど
ん
な
事
件
に
よ
つ
て
挫
折
し
て
い
つ
た
と
い
う
も
の
よ
り
本
書
は

ど
れ
ほ
ど
興
味
深
い
か
し
れ
な
い
。
従
来
の
思
想
史
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「
思
想
」
と
い
う
名
の
墓
場
の
発
掘
で
あ
つ
た
。
『
日
本
人
の
思
想
』
は
、
た
と

え
歴
史
的
な
も
の
を
取
り
扱
つ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
今
日
の
．
わ
れ
わ

れ
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
そ
れ
は
な
ん
と
い
つ
て
も
、

借
り
も
の
で
な
い
日
本
人
の
思
想
を
追
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
コ
ニ
書

房
　
一
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
勝
範
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