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書

評

.‘
田

中

生

夫

著

■.

.
『

イ
ギ
リ
ス
初
期
鍛
行
史
研
究

』

：

.

飯

田

裕

.
康

イ
ギ
リ
ス
初
期
銀
行
史
と
い
う
場
合
、
お
お
か
た
は
、
一
六
九
四
年
の
イ
ン
グ 

ラ
ン
ド
銀
行(

T
h
e
B
a
n
k
o
f
E
n
g
l
a
n
d
)

の
設
立
前
後
の
時
期
を
意
味
し
て
い 

る
。
イ
ギ
リ
ス
金
融
史
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
、と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行 

設
立
は
、
一
つ
の
劃
期
と
さ
れ
、先
行
し
た
市
民
革
命
と
と
も
に
、
従
来
多
く
の 

研
究
者
が
と
り
あ
げ
て
き
た
し
、
今
後
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
も
こ
の
時
期
.は
、
た
ん
に
、
金
融
史
と
い
う
側
面
の
み
で
は
把
握
し
き
れ 

な
い
、
多
く
の
問
題
点
を
含
む
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
経
済
史
上
、
原 

始
蓄
積
期
と
し
て
、
ま
た
、
経
済
学
史
上
の
重
商
主
義
期
と
し
て
、
多
方
向
か 

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
と
し
て
い
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
と
の

時
代
の
、
 

と
く
に
'
 

金
融
問
題
を
と
り
あ
け
る
と
，̂>
う
場
合
で
さ
え
こ
の
ょ
う
な
V 

く 

つ
か
の
迤
礎
的
侧
面
と
の
綜
合
的
分
析
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。.
 

最
近
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
問
題
自
体
の
は
ら
む
複
雑
性
へ
の
十
分
の
考
慮 

の
も
と
に
な
さ
れ
た
貴
茁
な
労
作
を
手
に
し
う
る
ょ
う
に
な
っ
た
。

一
つ
は
、

_
 

杉
山
忠
平
氏
の『

イ
ギ
リ
ス
信
用
思
想
史
研
究』

(

未
来
社
、

一
九
六
四
ヸ)

で 

あ
り
、
も
う
.ひ
と
つ
が
、
と
こ
に
紹
介
す
る
田
中
生
夫
氏
のT

イ
ギ
リ
ス
初
期

.
 

ニ

四

(

六
五
八)

銀
行
史
研
究』

で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
労
作
は
、
す
で
に
わ
が
国
で 

歴
史
の
古
.い
こ
の
分
野
の
幾
多
の
業
績
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定 

し
え
な
い
が
、
そ
の
視
野
と
、
分
析
視
角
の
綜
合
性
と
に
お
い
て
、
こ
の
時
期 

.の
研
究
に
ひ
と
つ
の
方
向
、
水
準
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 

で
あ
ち
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、‘
こ
の
時
期
を
原
始
蓄
積
期
、
あ
る
い
は
初
期
資
本
主 

義
期
と
呼
ん
で
、
従
来
、
き
わ
め
て
.精
緻
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ 

の
中
心
に
あ
っ
て
つ
ね
に
水
準
を
高
め
て
き
た
も
の
と
.し
て
、
大
塚
久
雄
教 

授

の『

近
代
欧
州
経
済
史
序
説』

以
来
の
研
究
業
績
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き 

な
い
。
こ
の
こ
と
.は
、
比
較
g
M

史
の
浅
い
金
融
史
の
分
野
に
、
銮
本
的
な
方 

向
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
、
と
り
わ
け
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
史
の
、
従
来 

国
外
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
制
度
史
的
研
究
の
動
向
を
、
社
会
経
済
史
的
な
側 

面
か
ら
補
強
し
、
独
自
の
歴
史
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば 

-な
ら
な
い
。
さ
き
に
あ
げ
た
ニ
つ
の
労
作
が
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
大
塚
教
授
の 

所
説
、
あ
る
い
は
、
そ
の
考
え
方
に
立
脚
す
る
人
々
へ
の
評
価
と
批
判
に
ょ
っ 

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
大
塚
教
授
に
代
表 

さ
.れ
る
人
々
の
こ
の
時
期
、
と
.り
わ
け
金
融
史
へ
の
ァ
プ
.，ロ
ー
チ
の
視
角
を 

明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
一
一 

章
が
史
実
に
即
し
て
、
枇
判
を
展
開
し
て
い
る
。)

第
一
に
、
資
本
主
義
の
成
立
に
み
ら
れ
る
近
代
化
の
過
程
は
、
金
融
関
係
の 

分
野
に
お
い
て
は
、
い
か
に
遂
行
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
あ
げ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
初
期
資
本
主
義
を
、
農
村
工
業
ス
毛
織
物
工
業)

を
中
心
と
し
て
展

開
さ
れ
る
中
産
的
生
産
者
の
産
業
資
本
家
へ
の
推
転
と
し
て
把
握
す
る
こ
の
見 

解
に
あ
っ
て
は
、
一
方
で
農
民
層
の
分
解
に
よ
る
資
本
H
賃
労
働
関
係
の
形
成
、
 

地
方
で
の
前
期
的
，諸
資
本
へ
の
反
抗
•
闘
争
が
基
本
的
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
あ 

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
塚
教
授
は
、
'
マ
ル
ク
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
信
用
関
係 

の
侧
面
に
つ
い
て
は
、

近
代
的
商
業
信
用
へ
生
畠
者—

生
^
豸
、
生
産
者—

商
人
} 

を
金
融
関
係
近
代
化
の
メ
ル
ク
マー

ル
と
し
て
提
起
さ
れ
、
そ
れ
を
、
前
期
的 

商
業
資
本
に
よ
る
問
屋
制
的
前
貸
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し 

た
が
っ
て
、
近
代
的
信
用
関
係
は
、

ロ
ン
ド
ン
に
中
心
を
置
く
、
巨
チ
ね
» 7
險 

商

人

•
贸
易
商
人
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
農
村
工
業
内
部
に
中
心
を 

も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
た
つ
こ
と
で
、
ィ
ン
グ 

ラ
ン
ド
銀
行
の
成
立
を
、
産
業
資
本
へ
推
転
す
る
初
期
資
本
家
の
利
害
か
ら
.、

い
わ
ば
信
用
諸
関
係
の
国
民
経
済
的
統
合
者
と
し
て
、
把
握
し
よ
う
と
す
る
の 

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
過
程
を
原
始
蓄
積
期
と
し
て
把
え
，、
重
商
主
義
を
そ
の 

.

政
策
体
系
と
す
る
こ
と
で
、
十
七
世
紀
中
葉
以
降
に
活
発
化
す
る
利
子
•
為
替 

を
め
ぐ
る
論
争
、
信
用
制
度(

銀
行
業
設
立
計
画)

を
め
々
る
論
^
/
が
、
ィ
ン
グ 

ラ
ン
.ド
銀
行
の
設
立
に
帰
一
す
る
'も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
こ
の
時
期
の
全
体
像
を
き
わ
め
て
類
型
的
に
示
し
う 

る
も
の
と
し
て
今
日
ま
で
強
力
な
支
持
者
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
.
そ
れ
に 

対
し
て
、
き
わ
め
て
基
本
的
な
歴
史
理
解
に
お
い
て
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る 

こ
と
を
看
過
し
•て
は
な
ら
な
い
。
田
中
生
夫
氏
の
本
書
を
一
，.貫
し
て
流
れ
る
主 

張
は
、
こ
う
し
た
シ
ヱ
ー
マ
へ
の
疑
問
を
、
従
来
の
研
究
を
厳
密
に
検
討
.
理 

解
す
る
こ
と
で
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
る
な 

.
ら

、

こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
八
つ
の
論
文
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
塚
氏
等
の
見
解
.へ
批 

•

書

：
評

判
的
に
関
説
し
て
い
る
点
に
十
分
注
意
を
払
ぅ
必
要
が
あ
ろ
ぅ
。
例
え
ば
、
第 

ニ
章
や
第
五
章
、
第
七
章
な
ど
0

本
書
は
、
つ
ぎ
の
八
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
、
イ
ギ
リ
ス
初
期
銀
行 

史
序
説
。
第
二
章
、
い
わ
ゆ
る
■「

近
代
的
商
業
信
用」

の
特
質
。
第
三
章
、
十
六 

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
計
画
。
第
四
章
"
金
匠
銀
行
以
前
の
金
匠
。

第
五
章
、
 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
設
立
。
第
六
章
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
初
期
割
引
業 

務
。
第
七
章
、
第
十
八
世
紀
末
I

十
九
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
信
用
制
度
。
第
八 

章
、

一
七
六
ニ
年
お
よ
び
七
ニ
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
銀
行
恐
慌
。
以
上
の
各 

章
は
、
著
者
が
多
年
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
個
別
論
文
に
、
新
た
に
手
を
加 

え
ら
れ
て
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
 

本
書
に
は
、
あ
き
ら
か
に
一
貫
し
た
意
図
と
視
角
と
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
 

ほ
ぼ
ニ
〇
〇
年
余
に
わ
た
る
イ
ギ
リ
ス
金
融
史
の
重
要
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る 

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
で
そ
の
意
図
の
第
一
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 

は
、：

銀
行
業
と
い
う
業
態
の
複
雑
な
社
会
機
構
に
、
明
白
な
理
論
的
菡
準
を
も 

っ
.て
、
ア
ブ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
で 

単
純
化
さ
れ
す
ぎ
る
き
ら
い
の
.な
く
は
な
い
-が
、
金
融
史
と
い
う
特
殊
な
領
域 

へ
の
接
近
と
し
て
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、「

近
代
的」

銀
行
、
 

あ
.る
い
は
近
代
的
信
用
関
#

の
基
軸
と
し
て
の
銀
行
信
用
を
、
信
用
貨
幣
の
発 

行
に
よ
る
貸
付
け
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
た
ん
に
、
 

掛
売
買
に
よ
る
信
用
か
ら
一
歩
前
進
し
た
形
態
と
し
て
、
い
わ
ば
広
義
の
信
用 

創
造
が
.中
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
預
託
が
.業
態
の
中
心
を
な
し
て
、

.
1
:
1

五

(

六
五
九)

■



「
バ
ン
ク」

と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
信
用
機
関
も
、.

厳
密
に
、-
近
代
的
銀
行
.
 

か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は〈

十
八
丨
九
世
，紀
の
金
融
史
の 

理
解
に
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
点
を
，
著
者
は
示
さ
れ
て
い
る
。
'
.

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
の
菡
本
的
信
用
形
態
は
、
商
業
信
用
と
銀 

行
信
用
と
で
あ
々
、
.-
そ
れ
ら
は
、
'歴
史
的
範
_

と
し
'て
は
、

一
方
は
単
純
商
品 

流
通
に
甚
づ
く
掛
売
買
に
、
他
方
は
、
貨
幣
取
扱
業
に
、
そ
れ
ぞ
れ
先
行
的
形
.：
 

態
を
見
い
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
資
本
制
生
産
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
ニ
形
態 

は
お
互
い
に
絡
み
合
い
つ
つ
信
用
制
度
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
、商
業
唐
用
、
 

鈿
行
信
用
そ
の
い
ず
れ
が
よ
り
莶
本
的
な
範
疇
で
あ
る
か
は
、
.
-*
つ
の
課
題
を 

な
す
で
あ
ろ
う
が
、
信
用
制
度
が
、
産
業
資
本
の
論
理(

ロ
ゴ
：ス)

の
な
か
に
組 

み
こ
ま
れ
名
.こ
と
に
よ
る
‘「

従
属」

が
、
擬
制
的
な
関
係(

=

物
祌
的
関
係)

 ̂

進
展
せ
し
め
る
以
上
、
信
用
創
造
と
い
.わ
れ
る
事
態
が
、
そ
の
完
成
形
態
と
し 

て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
初
期
資
本
主
義
に
お
け
る「

«
幣
甲 

足」

が
、
た
ん
に
商
業
信
用
系
列
の
近
代
化
に
よ
っ
て
打
開
さ
れ
る
の
で
は
な 

く
、
信
用
諸
手
段
、
と
り
わ
け
、
紙
券
信
用
の
擬
制
性
を
逋
し
.て
解
決
の
方
途 

が
見
出
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
.を
あ
き
ら
か
に
し
た
4

で
、
' 本
書
は
従
来
の
諸
見
解 

を
一
歩
前
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
.る
。
す
な
わ
ち
、
十
七
1

八
世
紀
の 

諸
銀
行
設
立
計
画(

b
a
n
K
n
09s

c
h
e
m
e
)

を
、
ィ
ン
グ
ラ
シ
ド
銀
行
に
：対
抗
す
る 

勢
力
と
し
て
、
い
わ
ば
近
代
化
へ
の
抵
抗
と
み
る
と
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
、
産 

業

交

易(
t
r
a
d
e
)

を
さ
か
ん
に
し
.て
貨
幣
不
足
を
解
消
し
、
利
子
率
を
ひ
き
さ 

げ
る
と
い
う
同
一
.方
向
ベ
の
対
応
の
仕
方
の
差
異
と
し
て
あ
き
ら
か
.に
し
、
ィ 

ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
設
立
後
も
、
い
く
つ
か
の
銀
行
計
画
が
登
場
す
る
意
義
を
、
 

近
代
的
銀
行
へ
の
志
向
と
い
う
前
向
き
の
姿
で
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
の

.

.

.

.
一

一

六(

六
六
〇)

，銀
行
計
[S
'

史
論
は
、
か
く
て
、
.杉
山
氏
の
そ
れ
と
.

AJ.

も
.に
、
従
来
の
支
配
的
見 

解
へ
の
有
力
な
批
判
と
な
り
え
：て
い
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
'
.従
来
、
都
市
の
巨
大
商
人
：(

外
国
貿
易
に
従
琪
す
る
よ
う
な
商
人) 

の
金
融
関
係
近
代
化
の
役
割
に
は
：、
消
極
的
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ 

け
、
為
替
論
争
と
い
.う
重
商
主
義
の
初
期
か
ら
後
期
に
わ
た
る
一
大

論

争

問

題

 

の
解
明
と
と
も
に
、
そ
の
前
期
性
、.
独
占
性
が
.強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
.
 

田
中
氏
は
、
商
人
層
の
見
解
の
差
異
を
克
明
に
描
き
出
し(

第
三
章)

、
そ
の
な 

か
か
ら
、
近
代
㈤

豸
応
を
析
出
す
る
と
.
と
で
、
' 

さ
き
の
産
業
交
易
.の
発
展
の
t 

め
の
信
用
制
度
と
.い
う
基
本
線
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
.の
点
が
、
金
匠 

.を

単

純

：に

近

代

的

.銀
行
業
の
先
駆
者
と
す
る
'
.の
.で
..な
く
.、
. 
口
ン
.ド
ン
.
.シ
テ
ィ 

丨
の
商
人
の
金
融
上
の
操
作
に
、
む
し
ろ
.イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
設
立
に
導 

く
よ
う
な
経
済
的
実
力
を
み
る
と
い
う
点
に
帰
着
せ
し
め
て
い
る
。

V

第
三
.の
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
 

.イ
ン
グ

ラ

シ

ド

銀

行

が

.
：

「

近

代

的

銀

行'-
-
と

し

て「

確
立」

す
る
と
い
わ
れ
る 

過
程
が
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
ご
と
き
イ
ン

ダ
ラ
ン

ド
銀
行
中
心
の
金
融
体
制 

の

完

成

で

は

な

い

.と

い

* 5

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
高
利
禁
止
法
と
、
イ
ン
グ 

ラ
ン
ド
銀
行
の
手
•形
割
引
業
務(

対
民
間
業
務)

の
推
移
の
う
ち
に
み
よ
う
と
さ 

れ
る
点
：で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
い
，わ
ゆ
る
産
業
革
命
期
に
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
組 

織
が
い
か
.な
る
役
割
.を
は
た
し
た
か
、
と
い
う
重
要
な
課
題
に
関
連
す
る
貴
重 

な
示
唆
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
元
来
、
そ
の
法
制
的
根
拠
か
ら
す
れ
ば
、
財
政
上
の 

必
要
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
ン
ド
ン
•
シ
テ
ィ
ー
と
い

う
狭
い 

取
引
範
囲
を
前
提
に
し
た
う
え
で
の
業
務
で
あ
っ
て
、
対
民
間
取
引
は
、
い
ま

だ
蜇
商
主
義
的
色
彩
の
濃
.い
商
人
資
本
を
对
象
と
し
た
も
の
で
.あ
つ
た
。
ィ
ン 

グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
真
に
国
民
経
済
的
益
融
.の
中
心
と
な
る
の
は
漸
く
十
九
世
紀 

を
迎
え
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
：こ
ぅ
し
.た
点
に
注n

n

さ
れ
て
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
'
 

ド
銀
行
の
割
引
対
象
で
あ
る
紙
券
が
同
時
に
擬
制
資
本
で
あ
る
と
い
ぅ
二
重
性 

を
軸
に
、
割
引
業
務
の
停
滞
理
田
を

解
明
さ
れ
て
い
る
。

.

重
商
主
義
的
金
融
体
制
の
残
存
の
下
で
、
い
か
に
し
て
近
代
的
銀
行
制
度
の 

確
立
が
進
め
ら
れ
た
か(

一.
六
三
頁)

と
い
う
著
者
の
問
題
提
起
に
示
さ
れ
て 

い
る
ご
と
く
、
本
書
ぼ
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
設
立
を
軸
と
し
た
，金
融
体
制 

を
、

一
方
で
近
代
化
の
推
進
主
体
と
し
て
、
ま
た
、
他
方
で
市
場
利
子
率
の
引 

下
げ
を
実
現
す
る
機
関
と
し
て
の
未
完
成
、
•
近
代
的
な
個
人
銀
行
業
.

(

農
業
地 

方
の
地
方
銀
行)

と
の
対
立
と
い
う
複
線
構
造
と
し
て
提
示
し
、
産
業
革
命
を 

経
て
十
九
世
紀
に
い
た
る
繁
栄
へ
の
曲
折
の
一
面
を
み
ご
と
に
描
き
だ
し
た
と 

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'、

銀

行

史

研

究

と

し

て

は

、

な

.お

残 

さ
れ
た
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
杉
山
氏
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
田 

中
氏
に
お
い
て
も
、
銀
行
計
画
、
と
り
わ
け
土
地
銀
行
計
画
が
、
近
代
的
銀
行 

業
へ
の
帰
一
と
い
う
而
で
と
ら
え
ら
れ
、
土
地
所
有
者
階
級
が
、
'な
し
く
ず
し 

的
に
信
用
関
係
に
ま
き
こ
ま
れ
、
_

実
上
の
土
地
の
商
品
化
の
進
展
.か
ら
.
"利
' 

子
率
へ
の
配
慮
を
必
然
化
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
消
極
的
に
関
説
さ
れ
る 

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
土
地
の
価
格
の
成
立
に
ょ
る
資
本
還
元
率
の 

事
実
上
の
措
定
こ
そ
、
.
国
傲
の
発
行
、
流

通

(

取
引)

と
同
一
基
盤
に
あ
.っ
て
、
，
 

た
ん
な
る
貨
幣
利
害
か
ら
利
益(

利
潤)

へ
の
利
害
対
応
べ
.の
.推

移

と

と

も

、に

、
土
地
所
有
者
が
産
業
資
本
の
論
理
に
組
み
こ
ま
れ
る
過
程
と
、
そ
う
し
た
動
向 

に
た
い
す
る
土
地
所
有
者
の
抵
抗
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か 

ろ
う
か
。

'

い
ま
ひ
と
つ
.
の
点
は
、
.
イ
ン
グ
'ラ
.
ン
ド
銀
行
の
銀
行
紙
券
の
流
通
範
囲
と
、
 

地
方
銀
行
の
紙
券
発
行
•
流
通
と
い
う
問
題
が
あ
る
.で
あ
ろ
う
。

ロ
ン
ド
ン
の 

.銀
行
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
地
方
銀
行
と
の
対
抗
は
、
十
九
世
紀
の 

初
頭
ま
で
つ
づ
く
が
、
そ
れ
を
支
え
た
も
の
は
、
地
方
個
人
銀
行
、
銀
行
業
者 

の
i!
.弓
業
務
と
、■ 

.ロ

.
ン

ド

シ

の

市

場

利

子

率
と
の
差
異
と
■い
う
点
に
注
目
し
な 

く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス 

の
金
融
市
場
の
構
造
.を
、
貨
幣
資
本
の
供
給
侧
は
も
と
ょ
り
、
需

要

側(

産
業 

資
本)

の
分
析
を
加
え
て
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
 

関
ロ
.尚
志
氏
等
の
提
起
さ
れ
る
織
元
銀
行
業
者
と
い
う
範
疇
が
こ
こ
に
注
目
し 

た
も
め
で
■あ
■る
と
.す
れ
ば
、
十
分
注
意
を
払
う
に
値
い
す
る
の
.で
は
な
か
ろ
う 

か
。
■
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日
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