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一
明

一.

•

'

.

浜
田
氏
の
，新
刊
書
，「

現
代
思
想
入
門」

は
、
.
し
ば
し
ば
難
解
な
迄
に
鮮
明
な 

詩
的
表
現
の
故
で
は
な
く
、
思
想
史
学
の
方
法
に
：た
い
す
る「

批
判」

の
鋭
さ 

の
故
に
、
，筆
者
の
関
心
を
ひ
く
昨
年
の
：論
作
で
あ
る
。

.

著
者
は
世
界
史
の
上
で
過
渡
期
を
為
す
現
代
を
、
思
想
の
歴
史
に
お
け
る
重 

大
な
転
機
と
み
な
し
，、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
に
直
面
す
る
、
現 

代
思
想
の
最
大
の
課
題
を
社
会
主
義
の
概
念
の
把
握
に
あ
る
も
の
と
す
る
。
然 

る
に
現
代
日
本
の
思
想
状
況
を
省
れ
ば
、
戦
後
思
想
が
自
ら
に
課
し
た
任
務
は 

日
本
思
想
の
近
代
化
な
い
し
は
民
主
化
で
あ
つ
た
。
欧
米
の
近
代
に
日
本
の
ひ 

ょ
わ
な
近
代
が
敗
北
し
た
と
い
ぅ
自
覚
は
、
敗
戦
に
ょ
り
明
治「

維
新」
.
に
逆 

戾
り
し
た「

近
代」

.

日
本
の
徹
底
的
な
近
代
化
、
し
か
り
西
欧
的
な
近
代
化
を 

戦
後
思
想
の
あ
ら
た
な
問
題
意
識
た
ら
し
め
る
。
思
想
の
領
域
に
近
^
化
を
求 

め
る
実
践
的
な
意
識
の
過
剰
に
基
い
て
、

「

近
代」

日
本
の
精

神

「

t

g」

に 

根
を
下
ず
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
考
様
式
の
前
近
代
性
、
な
.い
し
は
擬
似
近 

代
的
な
様
式
の
近
代
的
変
革
が
意
図
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
て
戦
後
十
数
^
-
に
お

ょ
ぶ
思
想
史
研
究
の
成
果
と
課
題
は
、
現
代
の
日
本
の
思
想
の
特
質
を
、
近
代 

対
前
近
代
な
る
避
歩
の
図
式
に
引
き
比
べ
、
表
面
の
.扮
装
が
近
代
で
裏
面
は
前 

近
代
的
な
二
重
構
造
に
求
め
乍
ら
、

つ
い
に
近
代
対
前
近
代
と
.い
う
批
判
の
原 

理
を
近
代
め
信
仰
に
ま
で
、み
ぢ
び
い
た
。

「

近
代
を
目
標
と
し
て
そ
の
実
現
に 

邁
進
す
る
と
い
う
優
等
生
的
な
生
真
面
目
さ」

で
、

「

近
代
を
学
び
に
学
ん
だ 

そ
の
成
果
は
>

現
在
眼
前
.に
み
.ら
れ
る
と
お
り
.で
あ
る
。

」
(

浜

田「

入
門」

21 

頁
。)

近
代
対
前
近
代
な
る
進
歩
の
原
理
が
は
ら
む
危
険
な
論
理
は
、
そ
れ
が
近 

'
代
を
規
範
と
し
て
前
近
代
を
批
判
す
る
仕
方
の
無
批
判
さ
を
生
み
残
し
た
。
近 

代
対
前
近
代
と
い
う
批
判
の
基
軸
は
同
時
に
日
本
の
現
実
を
西
欧
の
理
想
に
対 

置
せ
し
め
、
理
念
と
し
て
の
近
代
の
日
本
に
お
け
る
敗
退
を
後
進
国
民
の
力
量 

不
足
の
貴
に
帰
せ
し
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
浜
田
は
反
問
し
て
い
う
。
日
本
が
模
範 

と
あ
お
ぐ
欧
米
先
進
に
.
お
け
る
近
代
の
運
命
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
、
と
。
現
代 

西
欧
に
お
い
て
近
代
思
想
じ
た
い
が
破
産
に
直
面
し
、
近
代
思
想
は
そ
の
中
心 

の
力
テ
ゴ
リ
ー
の
検
討
を
.迫
ら
れ
る
時
、
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
思
想
近
代
化 

,

の
達
成
の
根
本
的
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
戦
後
日
本
の
近
代
思
想
の
成
果
を 

土
台
に
、
.思
想
の
領
域
で
近
代
の
批
判
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に

浜
田
が
近
代
の
思
想
を
批
判
す
る
の
も
、
戦
後
思
想
史
に
お
け
る
そ
の
庄
倒
的 

影
響
の
ゆ
え
で
あ
る
。
近
代
の
立
場
に
戦
後
の
思
想
，の
S

と
欠
陥
を
掴
む
処 

に
同
氏
の
批
判
が
成
り
立
つ
。
批
判
の
対
象
と
し
て
氏
に
S

れ
た
戦
後
の
成 

采
こ
そ
は
丸
山
真
男
の
.思
想
史
学
で
あ
る
。

：

,

I 

.
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1)

‘「 …

こ

こ

で

は

神

島

一

一

郎

r

近
代
日
本
の
精
神
構
造』

.

(

昭

和

三

六

年
.}

を 

み
て
み
ょ
う
。…

…

神
島
の
問
題
意
識
は
、
"い
ぜ
ん
日
本
近
代
の
矮
小
さ
の
探 

求
と
い
う
、
：戦
後
思
想
史
共
哪
の
問
題
意
識
の
流
れ
の
中
に
立
：っ
て
い
る
。
そ 

の
方
法
と
し
て
は
、
近
代
対
前
近
代
の
.図
式
を
根
底
に
す
え
て
、：
西
欧
近
代
を 

無
批
判
に
規
準
と
し
な
が
ら
、'.
日
本
近
代
の
中
の『

甚
層
に
お
け
る
：前
近
代
性』

.

へ
の
批
判
を
く
わ
だ
て
る
。
そ
の
根
本
の
見
地
な
い
し
方
法
は
、：
丸
山
思
想
史 

学
の
踏
襲
で
あ
る
が
、
丸
山
で
は
近
代
思
想
へ
の
深
い
内
面
的
理
解
が
、
近
代 

的
原
理
の
駆
使
を
可
能
に
し
て
い
る
の
に
.反
し
て
、
：神
島
で
は
そ
の
理
解
が
浅
.

 

く
不
消
化
で
あ
る
た
め
、
批
判
の
尺
度
と
し
て
の
近
代
の
有
効
性
を
い
ち
じ
る 

し
く
そ
こ
ね
て
い
る
。
そ
こ
.に
神
島
に
お
け
る
丸
山
の
矮
小
化
が
あ
る
と
同
時 

.

に
、
丸
山
の
欠
陥
が
大
写
し
.に
さ
れ
て
い
.る
の
で
お
る
。」

.(

浜
田
義
文「

現
代 

思
想
入
門」

68

頁
。)

こ
の
引
用
か
ら
同
.書
の
丸
山
思
想
史
学
批
判
：の
大
要
は
察

知
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

. 

•

 

.

.

:
 

, 

;

•. 

.

. 

•.

 
.

 

'

.

'

'

'

.

.

ニ
'：
.
.
 

.

:

.

.

■

.

.

'

「

入
門」

：
の
著
者
は
、
現
代
邋
想
の
当
面
の
課
題
が
近
代
思
想
の
批
判
と
克 

服
に
あ
る
も
の
と
み
て
、.
戦
後
日
本
の
思
想
変
革
、
も
.し
く
は
思
想
近
代
化
の 

戦
後
的
達
成
を
し
.め
す
、
丸
山
史
学
の
近
代
主
義
を
批
判
の
対
象
に
ず
え
る
の

「

现
代
思
想
入
門」

に
お
け
る
近
代
主
義
批
判
に
よ
せ
て

で
あ
る
。
批
判
の
方
法
は
、
丸
山
の
思
想
の
.積
極
面
の
.継
承
と
そ
の
内
在
的
な 

批
判
.に
あ
る
も
の
と
.：さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
氏
の
指
摘
に
，よ
れ
ば
、
戦
後
の
思 

想
変
革
を
思
想
固
有
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
思
想
自
体
の
内
的
構
造
と
論
理 

に
即
しK

内
か
ら
遂
行
し
よ
う
七
し
た
、
丸
山
の
ユ
ニ 

—

ク
な
業
績
は
、
国
民
感 

情
の
底
に
根
を
張
る
旧
い
'
思
考
様
式
、
な
い
し
は
精
神
構
造
を
根
底
か
ら
転
覆 

す
る
：「

精
神
の
革
命」

.
で
あ
っ
た
。
'精
神
の
革
命
は
体
制
の
変
革
に
応
じ
て
自 

ず
と
成
る
者
で
は
な
い
。

「

政
：治
経
済
.の
問
題
に
思
想
問
題
を
従
属
さ
せ
る
こ 

と」

.

は
、，.：：「

思
想
固
有
の
：問
題
を
の
が
し
、
'

思
想
の
_

己
変
苹
を
ゆ
る
が
せ
に
.

 

す
る
.

.

こ
と
に
な
る
。

」

菸

田

「

入
門」

35

頁
。)

思

想

変

苹

の

事

_

は

政

治

経

済

め 

変
化
を
、
思
想
の
自
己
変
苹
の
■た
め
'
の
内
的
条
件
に
転
化
せ
し
め
る
、
内
面
的 

な
活
動
の
主
体
性
に
i
t

、'
思
想
領
域
で
思
想
自
体
の
論
理
と
樯
造
に
双
㈣

 

し

て

展

開

さ

る

べ

：き

.で
あ
る
。
ま
さ
し
く
戦
後
の
起
点
に
お
いV

、

丸
山
は
思 

想
■の
近
代
化
と
写
う
独
自
の
課
題
を
自
覚
的
に
捉
え
、
終
始
一
貫
し
て
戦
後
日 

本
の
思
想
近
代
化
に
.指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
。
思
想
の
近
代
化
は
戦
後
的
な 

課

題

、で

も

あ

る

が

、
.
近

代

化

の

視

点

そ

の

も

の

は

百

年

来

の

歴

史

の

う

ち

に

戦
 

前
の
物
語
を
：ひ
め
る
。「

日
本
政
治
思
想
史
研
究」

の
論
作
に
お
い
て
丸
山
が
、
，
 

「

近
代
の
超
克」

.

の
嵐
に
杭
し
.「

近
代
の
擁
護」

に
立
つ
時
、

同
氏
の
封
建
批 

判

は

戦

時

の

時

局

批

判

，を

な

し

：た

>

 

し
か
る
に「

現
代
政
治
の
思
想
と
行
動」 

に
お
い
て
、
戦
後
の
丸
山
は
，

「

擁
護」

の
親
点
を「

近
代」

：
の
批
判
に
き
り
.か
.

 

え
し
、
外
か
ら
と
.上
.か
ら
の「

民
主
化
政
策」

.
に
_

 

r

思

想

，近

代

化

」

の

課

題

を 

対

し

た
.

'

の
.で
あ
る
。？
こ
れ
こ
そ
浜
田
の
評
価
に
よ
れ
ば
，
丸
山
史
学
に
よ
る 

近
.代
の
探
究
が
戦
後
思
想
の
最
高
：の
成
果
と
看
做
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
戦
時 

の
丸
山
が「

擁
護」

の
苦
闘
な
く
し
.て
は
、.
戦
後
の
丸
山
に
お
け
る
'「

近
代
の

六

九

(

八
五
七)



•

 

-

 

V
,

 

,

..

.

へ
：

七
0

'

(

八
五
八)

：

批
判」

も
な
い
で
あ
ろ
う
。戦
時
戦
後
の「

問
題
意
識
の
ズ)

レ」

に
も
拘
ら
ず
ぐ
'
.'.
.
.■'

运

代

思

想

入

門

」

，
の

丸

山

史

学

批

判

は

、

:■
■
■い
ま
や
近
代
対
前
近
代
と
い
う
、
 

1
ー
っ
：
の
；視

角

を

支

ぇ

：る

丸

山

；
の

立

場

：：は

同

笔

：ぁ

：る

。
：
：
丸

山

真

男

め
 

が
前
提
す
る
の
は
理
念
と
し
て
.：の

近

代

め

信

奉
I

か

な

磐

い

。
：
；：
言

思
想
史
の
方
法
論
の
う
ち
に
、
近
代
対
前
近
代
：の
進
歩
め
囪
式
が
思
想
.の
座
標
.

と
し
て
持
ち
込
ま
れ
る
。
近
代
対
前
近
代
の
図
式
の
難
点
は
、
批
判
の
原
理
と

な
る
- ^

代
の
信
仰
に
あ
る
、.

：と
み
る
浜
田
の
.

論
誼
に
ょ
り
、
批
判
め
塞
軸
と
し

て
の
近
代
.の
原
理
が
、
丸
山
のM

想
に
：お
い
て
批
判
の
対
象
に
選
ば
れ
た
訳
で 

あ
る
。

'

' 

:

',

(

？)

.

「
…

弁
解
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
，
.

中
国
の
停
滞
性
と
い
う
ご
と
ば
当
時
の
. 

■
第
—*

線
に
立
.つ
中
国
史
家
.の
間
に
多
少
と
も
共
通
:1
.
た
：問

題

意

識

，で

あ

っ

た

。 

私
も
そ
れ
に
随
い
な
が
ら
'.

何

故

中

国

は

近

代

化

に

失

敗

し

て

.半

植

民

地

化
さ
. 

れ
、
日
本
は
明
治
維
新
に
ょ
っ
て
柬
洋
唯
ブ
，か
つ
最
初
の
：近
代
国
家
に
な
0
:た 

か
と
，.い
，う
課
題
を
思
想
史
の
面
か
ら
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の『

近̂

 

国
家』

が
力
，ッ
3

付
の
近
代
で
あ
っ
た
こ
と
も
今
日
^

そ

の

ル

如
；！

性

格
に 

つ
い
て
は
な
お
区
々
に
見
解
が
殳
れ
る
が_

_

ま
ず
学
会
の
共
有
財
^
に
な
っ 

て

い

る

と

い

え

ょ

巧
;'
9

力

ッ

コ

付

の

近

代

を

経

験

し

た

日

本

と

.
，

そ
れ
が
成
功 

し
な
か
っ
た
中
国
と
に
お
い

て

、

大
I

的
地
盤
で
の
近
代
化
と
い
.う
点
で
は
、

.

今
日
ま

さ

に

逆

.の

対

比

が

生

れ

つ

，つ
あ
る
。
こ
.
の

複

雑

な

歴

史

の

弁

証

法

の

な 

か
に
お
い
て
こ
そ
、『

何
故
日
本
は
東
洋
最
初
の
近
代
国
家
の
，樹
立
に
成
功
し 

■

た
か』

と
い
う
設
問
は
改
め
て
検
討
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

(「

日 

本
政
治
思
想
史
研
究」

あ
と
が
き
七
■

〜

八
頁
。
.
}

三

.に
'

.
西
欧
対
日
本
の
：.対

立

を

し

め

；す

丸

山

.
の

恩

想

把

握
.
の
"基

本

図

式■で

あ

：
る
：と 

い
.
わ

れ

る

。'ど

う

じ

に

思

想
'の

図

式

：
と

し

て

は

"
：.
近

代

対

前

近

代

の

対

置

じ

た
 

い
が
：.

「

作
為」

' 

対

-!

自
然
,-
;

.
に
置
.換

さ

，れ

う

る
.。

近

代

の

，

「

す

る」

.
原

理

に

ょ 

る
前
近
代
；「

で
あ
るJ

.

型
社
，会
の
批
判
：と
否
定
は
、
西
欧
的
近
代
人
の「

作
為」

. 

を
通
じ
て
の
東
^

:g
「

自

然」
：

観

め

破

壊

に.導
か
れ
る
。
I
東
洋
的
な「

自
お」 

観「

に
同
情
的
な「

現
代J

,

人
は
い
う
で
あ
ろ
う
。

「

近
代
人
の
虚
無
感
は
、

近 

代
以
降
ふ
く
ら
み
，に
ふ
く
ら
：ん
だ
人
間
か
尊
大
め
必
歡
の
結
末
で
あ
る」

と
。

「

人
間
の
自
然
.の
発
露
と
.しV

の
み
、
人
間
ば
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き 

る
.
の
で
あ
り
、
，
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
.い
。1-(

浜
田

「

入
門」

13
3〜

13
4
 

頁
。)

丸
山
は
近
代
の
能
動
性
む
一
面
に
心
酔
し
て
そ
の
客
観
的
な
根
拠
を
見
落 

し
で
い
る
。
.，丸
山
史
学
ば
作
為
の
概
念
を
近
代
思
想
の
核
心
と
看
做
し
、
近
代 

の
立
場
に
敢
て
自
ら
の
批
判
の
装
準
を
重
ね
合
わ
せ
、
西
欧
近
代
の「

強
：い
精 

，
神」

の

侧

か

ら

前

近

代

的

な

「

弱

い

精

神

」

を

捉

え^3
、「

近
代」

日
本
の
帝 

国
を
支
配
し
た「

主
体」

意
識
め
欠
如
を
.指
弾
す
.る

。
.
日

本

近

代

べ

の

批

判

に 

問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
1

典
型
的
近
代
へ
の
信
奉
に
問
題
が
.の
こ
る
の
で
あ 

る
。，
欧
米
の
典
型
的
近
代
に
日
本
の
後
進
的
近
代
が
敗
北
し
た
事
実
か
ら
、
戦 

後
思
想
は
思
想
近
代
化
の
問
題
意
識
を
支
配
的
観
点
に
す
え
た
。
近
代
化
の
完 

遂
の
た
め
に
は
不
可
欠
9

過
程
と
も
み
え
た
、
近
代
の
諸
原
理
に
ょ
る
前
近
代 

の
批
判
か
ら
は
、.
近
代
の
諸
原
理
に
た
い
す
.る
無
条
件
の
#

奉
が
う
ま
れ
て
、
 

思
想
近
代
化
に
指
導
的
役
割
を
担
ぅ
丸
山
史
学
も
近
代
主
義
に
.終
る
の
で
あ

る
。

丸
山
に
よ
る
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
は
そ
の
告
白
と
い
う
べ
き
.

で
あ
ろ 

う
。
ま
た
し
て
も
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
の
基
準
が
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
典
型
な
の
. 

で
あ
る
。
丸
山
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
.
.
フ

ァ

シ

ズ

ム

の

範
型
に
、
近
代
の
原
理
の
具 

現
の
み
を
み
て
そ
れ
.の
破
產
を
み
よ
う
と
し
な
い
。
丸
山
が
西
欧
の
近
代
を
基 

準
に
と
る
の
も
、

西
欧
の
先
進
に
近
代
の
典
型
を
み
る
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
 

「

日
本
の
特
殊
近
代
の
彼
方
に
西
欧
の
純
粹
普
遍
の
近
代
が」

想
定
せ
ら
れ
る 

丸
山
の
ば
あ
い
、
西
欧
近
代
か
ら
の
偏
差
値
で
日
本
近
代
の
特
殊
性
が
は
か
ら 

れ
る
。

し
か
.る
に
浜
田
の
批
判
に
よ
れ
ば
、

「

特
殊
性
の
彼
岸
に
純
粋
の
普
遍 

性
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

」
(

同
書
80

頁
。)

普
遍
的
近
代
が
特
殊
的
近
代
を
貫
い 

て
そ
こ
に
在
る
と
す
れ
ば
、
日

本「

近
代」

へ
の
批
判
は
同
時
に
世
界
史
的
な 

る
近
代
の
批
判
な
の
で
あ
る
。
 

.

.

.

.
 

.

.

.

.

.

.

. 

■

:

(

3)

グ
ル
ー
米
国
大
使
の
日
本
人
観
を
引
用
し
た
後
に
丸
山
は
述
べ
る
。「

つ

ま
り
こ
れ
が
自
己
の
行
動
の
意
味
と
結
果
を
ど
こ
ま
で
も
自
覚
し
つ
つ
遂
fT

す

る
ナ
チ
指
導
者
と
、
自
己
の
現
実
の
行
動
が
絶
え
ず
主
観
的
意
図
を
裏
切
っ
て

.

行
く
我
が
軍
国
指
導
者
と
.
の
対
比
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
に
も
罪
の
意
識

は
な
い
。
し
か
し
一
方
は
罪
.の
意
識
に
真
向
か
ら
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

れ
に
打
克
と
う
と
す
る
の
.に
対
し
て
、
他
方
は
自
己
の
行
動
を
絶
え
ず
倫
理
化

.ず
る
こ
と
に
よ
.つ
て
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
メ
.フ
ィ

ス.
ト

フ.

エ.

レ
人
と
，

ま
さ
に
逆
に『

善
を
欲
し
て
し
か
も
つ
ね
に
恶
を
為』

し
た
の
：が
日
本
の̂

配

>

.，権
力
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
が
一
層
始
末
が
悪
い
か
は
容
易
に
断
じ
ら
れ
な
い
。

.

た
だ
間
違
い
な
く
い
い
う
る
こ
と
は
.

1

方
は
ョ
リ
強
い
精
神
で
あ
り
一
方
は
ョ

リ
弱
い
精
神
.だ
と
い
う
こ」

と
.で
あ
る
。
弱
.い
猜
祌
が
強
い
.精
神
に
感
染
ず
る
.
の
-

•

は

思

え

ば

当

然

セ
.あ
0

た

。

」

.

.

(

丸

山

寘

男

，
：

「

軍

国

安

配

者

の

精

神

形

態

」
〔

同

.「

現
代
思
想
入
門」

に
お
け
る
近
代
主
義
批
判
に
よ
せ
て

■

『

現
代
政
治
の
思
想
と
行
動』

上
卷
93〜
94

頁
。〕

)

四

「

最
後
に
、

マ
ル
>
 

ス
の
ィ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
関
係
を
思
い
お
こ
そ
う
。

」

そ

こ

に「

入
門」

の
合
鍵
が
あ
る
。
問
題
の
焦
点
は
典
型
め
概
念
に
し
ぼ
ら
れ
て 

, 

(

4)

き
た
の
で
.あ
る
。

B
b
e
r

 d
i
c
h

 .
w
i
r
d
.

 

h
i
e
r

 

b
e
r
i
c
h
t
e
t

 !〕
「

と

.
い

う

ド

ィ

ッ

人

に

対

す
る
警
告
の
中
に
、
そ
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

」
(

浜

旧「

入
門」
85〜

86 

頁
-
.

浜
田
，は
マ
ル
ク
ス
の
典
型
ィ
ギ
リ
ス
批
判
に
着
目
し
、'「

典
型」

の
概
念 

に
お
い
て「

二
重」

'
 

の
批
判
を
つ
か
む
。
す
な
わ
ち
浜
田
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
は
典
型
の
批
判
に
お
い
て
自
国
の
近
代
を
、
後
進
国
の
惨
め
さ
を
踏 

ま
え
て
先
進
国
の
近
代
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「

自
国
の
近
代
に
つ
い 

て
と
く
べ
つ
多
く
の
苦
し
み
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
苦
し
み
を
ま
ぬ
か
れ
て
い 

る
よ
う
，に
み
え
る
欧
米
よ
り
も
、

必
ず
し
も
不
幸
で
.あ
る
と
は
い
え
な
い
。

」 

(

同
書
83

頁
。)

浜
田
は
二
重
の
批
判
を
日
本
の
近
代
の
う
え
に
適
用
し
て
い 

う
。
た
と
え
ば
.「

近
代
.

j

日
本
の
前『

近
代』

性
を
ど
.ろ
う
。
こ
•れ
こ
そ
帝
国 

主
義
の
競
争
場
裡
に
お
い
て
、「

後
進」

日
本
が
欧
米「

先
進」

に
対
し
て
自
ら 

を
保
つ
可
く
、：
余
り
に
も
急
逮
度
な
上
か
ら
.
の

近

代

化

を

と

お

し

て

、

自

己

，
の 

近
代
に
ひ
き
い
れ
ざ
る
を
え
ぬ
封
建
の
遺
制
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
%■
近
代 

の
表
面
に
裏
面
は
封
建
と
よ
ぶ
な
ら
、

そ
の
矛
盾
し
た
構
造
じ
た
い
が
後
進 

「

近
代」

'.
の

「

二
重」

構
造
で
あ
ろ
う
。
'
 

か

つ

こ

の

後

員

^

^

の

構

造

は

世

界 

史
的
な
規
模
に
お
け
る
、
帝
国
主
義
国
家
と
植
民
地
従
属
国
の
関
係
の
縮
図
で
.
 

あ
る
と
み
ら
れ
る
。
帝
国
主
義
国
家
の
文
明
と
植
民
地
従
属
国
の
野
蛮
と
は
お 

な

じ

矛

盾

め

：表

裏

で

あ

■る

か

ら

、「

野

蛮

が

文

明

そ

の

も

の

の

も

う

一

つ

の

-
顔

七 

一

A

五
i



に
ほ
か
な
ら
な
い
。

」

82
'
頁
。)

か
く
し
て
浜
田
.
.の
：評
価
に
よ
れ
ば
、
.は
や
く
も 

明
治
の
，

1

代
に
，お
い
で
，
あ
る
い
は
福
沢
の
生
顏
に
お
い
て
’
近
代
の「

文
明」 

と

「
野
蛮」

，
の
関
係
は
、「

福
沢
€>

思
惑
を
こ
え
.
て
、
逆
転
の
徴
候
を
^'

せ
る
。」

. 

(

23
0
頁

。

西

欧

近

代

，の

文

明

の

立

場

.
が

東

•洋

封

建

の

野

蛮

^

終

す

る

地

位
 

じ
た
r

「

先
な
る
者」

.

と

「

後
な
る
者」

と
.

の
闋
係
'
に
'

は
変
化
の
兆
し
.が
現
れ 

る
。：
：

「

近
代
.

の
文
明
は
進
歩
の
铤
点
に
お
い
て
、：
か
，え
'

っV

野
蛮
に
転
化
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
か
.

っ
た
。

」

23
2
頁
。)

い

ま

や

歴

也

は

福

沢

の

：
ど

る

、

.
野
蛮—

文 

明
の
直
線
的
進
歩
史
観
で
は
捉
え
得
.
な

い

処

べ

来

た

：
の

で

あ

;̂
.
が

"

す

で

に

思 

想
も
丸
山
の
た
つ
、
日
本
4

欧
米
の
歴
史
的
単
線
主
義
で
は
捉
え
得
な
い
処
に 

来
た
の
で
あ
っ
た
。

「

欧
米
に
ば
近
代
に」
つ
い
て
の
ま
だ
.

な
に
ほ
ど
か
.の
楽
観 

が
あ
り
う
る
と
き
、
日
本
に
は
そ
れ
は
あ
り
え
よ
う
も
な
い
。

」
(

83

頁
。)「

そ
こ 

に
.

バ
私
大
ち
は
自
ゾ
刀
の
；み
じ
め
さ
を
^

手
■

に
と
？
て
相
手

■

へ
の
真
の
優
位
を
き
.
. 

ず
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
.

こ
そ
後
な
'
る
者
が
.
先
に
、
先
な
る
者
が
後
に 

な
る
と
き
で
あ
ろ
う
。

J
.

 

(

84

頁
。

>
.

‘ 

(

4)

.

「

物
理
学
者
は
自
然
の
諸
過
程
.

を
ば
、
そ
れ
ら
が
最
も
含
蓄
あ
る
形
態
で
‘
 

か
つ
攪
乱
的
な
諸
影
響
に
よ
っ
て
は
殆
ん
ど
か
き
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
.
現
象 

す

る

と

..こ

ろ

で

観

察

す

る

か

.

、
さ
も
な
け
れ
.ば
彼
は
、
'

.も
し
可
能
な
ら
ば
、

.

.
：
.
.
過
，
. 

程
の
純
粋
な
経
過
を
保
証
す
る
よ
う
な
諸
条
件
'

の_

も
と
で
実
験
を
す
る
.0
私
W

 

. 

こ
0 -

著
作
で
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
：
'
:は
賢
^ '

®

j'
か
が
あ
^ '

ル
、
お

よ

び
、
こ 

れ
に
照
応
す
る
生
産=

な
ら
び
に
交
I

斯
撕
於
で
あ
る
。.

そ
れ
ら
.の
行
わ
れ
て 

い
る
典
型
的
な
場
所
.

は
今
日
ま
セ
で
は
6

¥ '

卜
ハ
で
あ
る
。'

こ
れ
、
ィ
ギ
リ
ス 

が
'、
私
の
理
論
的
展
開
の
主
要
な
例
証
と
し
て
！̂
だ
つ
所
.

以
で
あ
る
。
だ
が
、
 

も
し
ド
イ
ツ
の
読
者
に
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
.の
工
業=

お

よ

が

，
農

業

労

働

者

の

状

,

.
'
.
七
ニ
ノ

 

(

八
六
〇)

パ
態̂
,
っ
：.い
'
て
.偽
善
的
.に
眉
を
ひ
そ
め
ろ
'
か
、
.
あ
る
..い
は
、
ド
ィ
ッ
■で
は
.事
態
.は 

、

，
..
ま

だ

ま

だ

：そ

ん

な

に

恶

く

な

o

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
楽
天
的
に
安
堵
す
る 

.
な
ら
.ば
、'
私
は
彼
に
こ
う
叫
び
か
け
か
ば
な
ら
ぬ
、
^

b

い
か
.
 

\ 

だ
ぞ
！

と
。」

(
K
.

 

M
a
n
e
,

 

D
a
s

 

K
a
p
i
t
a
l
,
B
d
.

 

I,, 

s
.

 

6
.

長
谷
部
訳
。)

.

.

. 

: 

. 

.....
 

:

:

- 

他
A

の
思
想
を
.自
分
.
の
言
葉
.に
訳
し
■乍
ら
、.
自
分
..の
意
見
を
他
人
の
語
法
で 

の
べ
る
、-'
思
想
史
特
有
の
煩
雑
.な
作
業
に
；し
ば
し
別
れ
を
告
げ
て
、
以
上
の
論 

■

述
亿
か
ん
.
し
論
点
の
整
理
を
し
た
い
。

.

B

論
点
の
第
.
一
：は
、1「

精
神
の
革
命」

.を
成
功
と
み
る
か
、

失
敗
と
み
る 

か
、
思
想
近
代
化
の
社
会
的
成
果
を
い
か
に
つ
か
む
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
浜
田
の
煮
見
.に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
ば
失
敗
で
あ
る
、
か
、
ま
た
太
未
完 

で
あ
る
.。
,-
-
そ

こ

で「

日

本

の

思

想

」

，
，，
の

批

判

の

原

理

を

な

す

、

近

代

の

思

想

が 

批
判
の
.対
象
に
か
え
ら
れ
る
。
浜
田
の
立
場
か
ら
は
批
判
の
対
象
を
な
す
、
丸 

山
史
学
の
近
代
主
義
は
、.
f

本
の
思
想」

の
解
釈
の
道
具
に
す
ぎ
ず
、「

£
代 

の
思
想
'-

の
変
苹
の
武
器
で
は
な
い
、
戦
後
日
本
の
近
代
思
想
の
最
高
の
成
果 

で
あ
る
こ
と
に
な
，る
°

そ
九
ゆ
え
浜
甶
：の
論
.誼
に
お
い
て
、
'思
想
.近
代
化
の
達 

成
.の
根
本
的
検
討
が
要
求
.
.せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
，い
わ
ゆ
■る
思
想
の
5

代
匕
t
 

社
会
的
な
規
模
に
お
い
て
、
思
想
の
変
革
を
も
近
代
の
思
想
を
も
裔
ら
し
得
な 

い

:■
'
:
近
代
の
立
場
ょ
り
す
る「

精
神
の
革
命」

で
あ
る
と
論
決
さ
れ
る
も
同
然 

で
.あ
ろ
う
。
丸
山
真
男
'
の
近
代
思
想
を
、
戦
後
思
想
の
最
高
の
成
果
と
み
る
浜 

田
の
評
価
か
ら
は
、
熾
後
日
本
の
思
想
変
革
が
、
目
標
を
達
成
し
え
た
と
云
い 

.
得
ぬ
事
は
明
か
で
あ
る
。

「

そ
れ
は
、

す
で
に
目
標
が
達
成
さ
れ
て
、
次
の
新

目
標
が
見
あ
た
ら
な
く
て
困
っ
て
い
る
、
と
い
ぅ
こ
と
で
太
t

ん
。

」
(

M

田「

入 

門」

94

頁
。)

.

S

第
二
の
論
点
は
、

「

精
神
の
革
命」

，.
が
未
完
の
事
業
で
あ
る
と
し
て
、

. 

そ
の
思
想
近
代
化
の
積
避
的
成
果
を
.は
、
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
ぅ
問
題
で 

あ
る
。
.
戦
後
日
本
.
.の
思
想
変
革
、
な
い
し
は
思
想
近
代
化
の
否
定
的
侧
面
と
し 

て
は
，

丸
山
史
学
の
近
代
主
義
が
、.「

日
本
の
思
想」

に
お
け
る
前
近
代
性
、
.
. 

も
し
く
は「

近
代
0

思

想」

を

克

服

し

得

ぬ

点

が

指

摘

せ

ら

れ

た

.0
そ

れ

ゆ

え 

.前
段
の
論
結
ど
お
り
に
、
.「

日
本
の
思
想」

が
：「

近
代
の
思
想」

に
留
ま
る
限 

り
は
、「

近
代
の
擁
i

と
，

「
『

せ
れ』

.の
批
判」

に
、
惡
戦
苦
闘
し
た
丸
山
史 

.学
の
未
完
の
成
果
.が
，継

承

さ

れ

発

展

，せ

し

め

ら

る

べ

き

で

あ

る

。

し

か

る

に

浜

. 

田
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
継
承
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
，否
定
を
か
い
'潜
る
.と
き
可
能 

と
な
る
か
ら
、
，

「

近
代」

.
の

批

判

も

近

代

の

否

定

を

通

；じ

て

行

わ

れ

、
近

代

を

克
 

服
せ
ん
が
た
め
に
は「

近
代」

が
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浜
田
の 

言
葉
に
よ
れ
は
、「

日
本
近
代
が
小
さ
く
み
じ
め
で
あ
る
と
し
た
ら
、'

…

，•そ
れ 

を
テ
コ
に
し
て
す

す

ん

で
欧
米
近
代
を
も
批
判
し
な
け
れ
ば
.な
ら
ぬ
。

」
(

同
書 

38

頁
。)

と
は
い
え「

近
代
の
批
判」

に
お
い
て
、「『

近
代』

の
超
克」

が
な
さ 

れ
る
な
ら
ば
、

「

内
在」

的
な
批
判
も
外
在
的
な「

批
判」

に
か
わ
る
の
で
あ 

る
。

(

5)

引
用
の
筒
所
は
正
し
く
は
次
の
様
に
読
ま
れ
る
。「…

丸
山
は
、
昭
和
ニ 

五
年
こ
ろ
の
文
章
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
近
代
敗
自
主
的
人
間
の
確
立
が
、
 

『

西
欧
社
会
と
比
べ
て
相
対
的
に「

左」

の
集
団
の
推
進
力
を
通
じ
て
進
行
す 

る』
(『

現
代
政
治
の
.思
想
と
行
動』

上
卷
20
7

頁
。)

と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
|!1

丈 

而
由
い
。
こ
れ
は
大
体
丸
山
の
指
摘
し
た
と
お
り
実
際
に
も
進
行
し
た
。
と
こ

「

现
代
思
想
入
門」

に
お
け
る
近
代
主
義
批
判
に
よ
せ
て

ろ
が
.ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
で
は
''『

左
の
集
団』

が
目

的

喪

失

に
 

悩
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
目
標
が
達
成
さ
れ
て
，
次
の
新
目
標
が
見
あ 

た
ら
な
く
て
困
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
今
日
な
お
そ
れ
が
未
達 

.成
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
的
自
主
的
個
人
を
新
し
い
.人
間
の
ィ
メ
ー
ジ 

.
と
し
て
か
か
げ
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
破
れ
障
子
の
よ
う
に
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら 

す
き
ま
風
'が
吹
.き
こ
ん
.，で
"

と
う
て
い
目
標
と
は
な
り
え
ぬ
ほ
.ど
に
そ
れ
太
傷 

つ
き
ゆ
ら
い
で
い
る
、
ど
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。」

(

浜
田
義
文「
現
代
思
想 

入
門」

：
94
頁
。)

,

結
■
語

も
し
も
人
あ
っ
て
、
思
想
近
代
化
の
内
在
的
批
判
に
主
要
な
関
心
を
注
ぐ
な 

ら
ば
、
彼
が
.「『

近
代』

の
批
判」

：
を
顔
ず
、「

近
代
め
批
判」

に
赴
く
事
は
な 

い
で
あ
ろ
う
a

し
か
し
て
福
沢
の
思
想
に
近
代
の
完
結
を
み
と
め
、
文
明
の
信 

奉
ゆ
え
の
福
沢
の
錯
誤
の
み
に
就
い
て
語
る
、
福
沢
研
究
の
近
代
批
判
は
、
丸 

山
史
学
の
近
代
主
義
の
裏
返
さ
れ
た
踏
襲
で
あ
る
。
か
り
に
も「

近
代
の
批
判」 

が

「『

近
代』

の
批
判」

；を
つ
う
じ
、

か
つ
ま
た
批
判
的
分
析
は
内
在
的
批
判 

に
お
.い
て
果
さ
れ
う
.る
者
と
す
れ
ぱ
’

福

沢

の「

批
判」

も
そ
れ
が「

近̂

」 

.の
批
判
に
お
い
て
、
福
沢
の
思
想
の
内
的
な
論
理
に
そ
く
し
て
行
わ
る
可
き
で 

あ
っ
た
。
し
か
る
に
近
来
の
論
作
を
み
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
唯
.一
の
寄
与 

も
、

「

現
代」

的
な
立
場
よ
り
す
る
進
歩
派
の
著
作
に
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
れ 

を
ば
、

「

反
動」

的
な
文
学
者
の
労
作
に
負
う
齊
が
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

た

と

え

ば

：朝
'日
新
聞
紙
上
に
'
お
い
て
作
家
海
音
寺
'氏
が
説
く
と
こ
ろ
を
看
よ
。

「
…
• •

.
諭
吉
に
お
け
る
武
±

気
質
は
何
人
も
否
定
す
る
と
と
は
で
き
なi

で

七

三

(

八
六1

)



. 

七

四

(

八
六
ニ)

あ
ろ
ぅ
。.

-

v
.
; 

V
 

-

. 

ー
時
の
禍
に
し
て
、
'
士
風
，.の
維
特
は
万
世
の
要
.な
り
。

此
を
典
し
て
彼
を
買 

数
年
前
の
こ
と
、
若
手
の
歴
史
学
者
た
■ち
ど
の
座
談
舍
の
席
，で
、
論

吉

の

話

ふ
，
其
功
罪
相
償
.

4

や
否
や
：：…

権
り
に
和
議
を
講
.じ
て
円
滑
に
事
を
纏
め
た

が
出
、
議
論
が…

…
『

瘠
我
«

の
説』

.
の
こ
と
に
お
よ
ん
だ
時
、
歴
史
学
者
■た

ち

は
-
.
: 

..
'■
,.

し

『

諭
吉
の
限
界
で
あ
る』

：
.

と
言
っ
た
。

ぼ
く
に
は
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
'か
：っ
た
。

- 

.

『

論
吉
と
，い
.う
人
は
.そ
う
い
う
.入
で
す
よ』

.

と
だ
け
言
っ
た
.が
、
そ
の
人
た
ち
と
話
す
意
欲
を
急
速
に
失
っ
て
、
あ
と
は 

ロ
を
つ
ぐ
ん
だ
。：

前
に
觖
れ
た
よ
う
に
、
ぼ
く
に
は
論
吉
の
思
想
、
諭
吉
の
言
説
を
@

カ
.あ
ら 

し
め
た
の
は
、
諭
吉
の
.

こ
の
気
質
、
こ
の
精
神
に
尨
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い…

」 

(

海
音
寺
潮
五
郎「

武
士
気
質」

(3
)

〔

37

年
10

月
0

日
朝
日
新
聞
所
載『

日
本
再
発
見』 

48

。〕)

海
音
寺
氏
の
所
説
を
確
認
す
べ
く
福
沢
の
言
説
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
.

 

し
.

よ
う
。
彼
は
其
の
説
に
云
う
。
： 

•
「
…

勝
氏
ば
予
め
必
敗
を
期
し
、

其
米
だ
実
際
に
敗
れ
ざ
る
に
先
ん
じ
て
自 

か
ら
自
家
の
大
権
を
投
棄
-L

、
只
管
平
和
を
買
は
ん
と
て
勉
め
’た
る
者
な
れ
ば
、
 

兵
乱
の
為
め
に
人
を
殺
し
財
を
散
ず
る
の
禍
を
ば
軽
く
し
た
り
と
雖
も
、，
立
国 

の
要
素
た
る
瘠
我
慢
の
士
風
を
傷
ふ
た
る
の
責
は
免
る
可
ら
ず
。
殺
人
散
財
は

る
は
、
唯
そ
办
時
の
兵
祸
を
恐
れ
て
人
民
を
塗
炭
に
救
は
ん
が
為
め
の
み
な
れ 

ど
も
，
*:

来
立
国
の
要
は
瘠
我
慢
の
_:
.
.義
：に
在
り
、
況
ん
や
今
後
敵
国
外
患
の 

変
な
き
を
期
す
可
ら
.ざ
'る
に
'於
.て
を
や
。
斯
る
大
切
の
場
合
に
臨
ん
で
は
兵
禍 

は
恐
る
x

r

足
ら
ず
、
天
下
後
世
国
を
立
て
\

外
に
交
.は
ら
ん
と
す
る
者
は
、
 

努
々
吾
維
新
の
挙
動
を
学
ん
で
権
道
に
就
く
可
ら
ず…

…

,-
:(

福
沢
論
吉「

辟
我 

慢
の
.説」

〔

同

選

集

第

七

巻

。

〕
)

こ
れ
に
.
ょ
つ
て
福
沢
の
維
新
に
か
'ん
す
る
評
価 

の
—*

面
を
み
?)
.
な
ら
ば
、.
日
本
近
代
の
大
思
想
家
に
あ
？
て
も
ブ
ル
ジ
ュ
ァ
革 

命
に
対
す
る
批
判
の
試
み
が
フ
.東
洋
思
想
の
影
響
の
も
と
に
前
近
代
性
の
擁
輯 

に
お
い
て
自
己
を
貫
徹
し
、；「『

近
代』

の
思
想」

の
弱
い
環
を
露
呈
し
て
い
た 

.
事
実
が
指
摘
さ
れ
ぅ
る
。

「

近
代
の
立
場」

が
批
判
さ
れ
ぅ
る
彼
の
島
も
か
か
. 

.
る
地
点
を
措
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔

付
記〕

本
稿
は
原
来
が
書
評
の
様
式
で
書
か
れ
た
後
に
、
編
集
の
都
合
か
ら
這 

様
の
研
究
ノ
ー
ト
に
書
き
あ
ら
た
め
た
者
で
あ
る
。
異
常
に
遅
筆
な
筆
者
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
枚
数
の
不
足
は
に
わ
か
に
補
い
難
く
展
開
を
後
日
に
譲
り
度

%
 

0 
IV

守
田
志
'郎
著

.

.

『

地
主
経
済
と
地
方
資
本』

.

(

+
M島
敏
雄
監
修
.

近
代
土
地
制
度
史
研
究
叢
書
.

第
六
巻)

.
高

山

隆

.

三
：

日
本
資
本
主
義
の
生
成
と
展
開
に
お
い
て
、
そ
の
過
程
を
規
定
し
、
特
徴
づ 

け
，
農
地
改
革
に
よ
っ
て
解
体
を
遂
げ
る
地
主
的
土
地
所
有
の
性
格
と
機
能
•，
 

形
態
は
、.
生
産
力
水
準
•

生
産
力
構
造
に
規
定
さ
れ
、
段
階
的
，
地
帯
的
差
を
：
 

も
つ
。
本
書
は
、
.日
本
農
業
の
地
帯
構
成
に
お
い
て
_「

ー
極」

を
な
す
、

「

東 

北
新
潟
の
千
町
歩
地
主
地
地
帯」

の
中
、
新
潟
を
分
析
対
象
に
据
え
、
北
蒲
原 

郡
'
.中
蒲
原
郡
で
千
町
歩
1

家)

、''
:
'
'
'
五
百
町
歩
.

?
家
>
、
三
十
町
歩
.

<

M家)

を
所
有
し
_て
い
た
各
地
主
の
史
料
に
.拠
っ
て
、
千
町
歩
地
主
地
地
帯
の
地
主
制 

の
展
開
と
そ
れ
が
内
包
す
る
矛
盾
、
.
そ
し
て
地
主
の
性
格
を
、
諸
資
本
と
の
関 

連
の
仕
方
力
ら
解
明
を
試
み
た
も
の
と
.い

え

よ

ぅ

。
，
守

田

氏

は

そ

の

課

題

■を

土 

地
所
有
者
'.

小
作
米
販
売
者
、
貨
幣
蓄
積
者
で
あ
る
地
主
の
諸
経
済
機
能
の
、

' 

日
本
資
本
主
義
発
展
過
裎
に
お
け
る
働
き
方
•
地
方
経
済
と
の
関
連
の
仕
方
を 

詳
細
に
分
析
す
る
こ
.と
に
よ
タ
て
明
ら
か
に
し

よ

ぅ

と

さ

.
れ

た
の
で

あ

り

.
、
.
そ

書

評

. 

-

の
こ
と
は
、
.

従

来

の「

地
主
銀
行」

•「

商
人
地
主」

概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
- 

で
あ
つ 

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
，
銀
行
資
本
、
商
業
資
本
の
独
自
性
が
明
確
に
把
握 

さ
れ
る
こ

と

とな
り
、
地
主
の
本
質
規
定
も
亦
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と

とな 

る
。
す
な
わ
ち
地
主
経
済
機
能
の
諸
側
面
、
.諸
過
程
の
分
析
に
本
書
の
特
質
を 

み
る
こ
'
と
が
で
き
る
と
：い
え
よ
ぅ
。

そ
こ
で
、
本
書
の
篇
別
構
成
を
示
し
、
各
章
の
内
容
を
迎
り
な
が
ら
、
本
書 

の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
本
書
の
篇
別
構
成
は
左
の
如
く
で
あ
る
。• 

V
 

第
一
章
千
町
歩
地
主
め
成
立
と
展
開 

第

一

節

：地
主
的
土
地
所
有
の
地
域
性 

第
二
節
千
町
歩
地
主

I

家

の

成

長

過

程.

:

.
第

三

節

千

町

歩

地

主

I

家

'
の

大

成 

..

第

二

章

地

方

銀

行

と

地

主

制
.

第
一
節
国
立
銀
行
の
性
格 

第
ニ
節
第
四
銀
行
の
成
長
：と
地
主
制 

:

第
三
節
'
銀
行
系
列
と
諸
銀
行 

第
四
節
べ
銀
行
と
商
業
圏
:

”

第

三

章

地

主

の

企

業

投

資

し

：

第
一
節
地
方
企
業
の
様
相

.

,
第
二
節
銀
行
お
よ
び
企
業
投
資
の
様
相
.

第

三

節
.地
主
の
投
資

：
ゾ
 

:

第

四
節
：
地
主
投
資
と
地
方
資
本 

第

璧

早

来

商

人

と

地

主

ハ

：

七

五

(

八

六

彐

)


