
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
読
書
会

福
澤
諭
吉
の
東
洋
政
略
論
を
読
む
」

平

石

直

昭

二
○
○
九
年
度
の
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
の
読
書
会
は
、
二

○
一
○
年
三
月
一
日
、
一
○
日
、
一
六
日
に
三
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
。
時
間

は
午
後
二
時
か
ら
三
時
半
で
あ
る
。
主
題
は「
福
澤
諭
吉
の
東
洋
政
略
論
を
読
む
」

で
、
講
師
は
私
が
つ
と
め
た
。
応
募
者
数
は
六
七
名
で
、
抽
選
に
よ
り
三
○
名
が

参
加
し
た（
神
戸
な
ど
遠
方
か
ら
参
加
さ
れ
た
方
が
い
て
恐
縮
し
た
）。
ほ
か
に
東

京
女
子
大
学
や
丸
山
文
庫
の
関
係
者
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し
た
。

今
年
度
の
読
書
会
の
狙
い
は
、
論
壇
な
ど
で
と
か
く
物
議
を
か
も
し
て
い
る
福

澤
諭
吉
の
「
脱
亜
論
」（
明
治
十
八
年
）
が
も
つ
歴
史
的
意
味
を
、
早
い
時
期
か
ら

の
彼
の
東
洋
政
略
論
が
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
全
体
的
な
発
展
な
い
し

変
化
の
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
脱
亜

論
」
に
つ
い
て
は
、
戦
後
い
ち
早
く
遠
山
茂
樹
や
服
部
之
総
が
と
り
あ
げ
て
、
福

澤
を
近
代
日
本
が
た
ど
っ
た
「
脱
亜
入
欧
」
路
線
の
思
想
的
先
駆
者
、
ア
ジ
ア
侵

略
政
策
の
元
凶
と
い
う
見
方
を
示
し
た
。
こ
の
見
方
は
一
九
六
○
年
前
後
に
竹
内

好
、
岡
義
武
ら
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
橋
川
文
三
に
よ
る
研
究
史
的
な

跡
づ
け
や
坂
野
潤
治
に
よ
る
政
治
史
的
観
点
か
ら
の
批
判
を
へ
て
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
近
年
は
井
田
進
也
に
よ
り
、
現
行
の
福
澤
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
時

事
新
報
』
社
説
の
う
ち
、
ど
れ
を
福
澤
作
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
資
料
批
判

の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
問
題
は
複
雑
さ
を
増
し
た
。

「
脱
亜
論
」
の
趣
旨
は
、
ア
ジ
ア
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
し
、
今
後
は
西
洋
諸
国

が
ア
ジ
ア
に
対
し
て
と
っ
て
い
る
の
と
同
じ
態
度
で
ア
ジ
ア
に
対
し
て
振
舞
う
と

い
う
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
へ
の
絶
縁
宣
言
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
み
れ
ば「
脱
亜
入
欧
」

の
主
張
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
「
亜
」
と
は
旧
体
制
下
の
ア
ジ
ア
、
日
本
で
い

え
ば
徳
川
政
府
下
の
よ
う
な
日
本
を
さ
し
、
福
澤
は
ア
ジ
ア
が
西
洋
に
抗
し
て
独

立
を
維
持
す
る
に
は
、
日
本
が
維
新
革
命
を
遂
行
し
て
蘇
生
し
た
よ
う
に
、
各
国

の
改
革
派
が
旧
体
制
を
革
命
し
新
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
建
設
す
る
こ
と
が
必
須
と
考
え

て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
日
本
の
東
洋
政
略
と
し
て
、
革
命
さ
れ
た
ア
ジ
ア
と
連
帯

し
て
西
洋
に
抗
す
る
構
想
を
も
っ
て
お
り
、「
脱
亜
論
」は
そ
の
可
能
性
が
当
面
な

く
な
っ
た
と
い
う
状
況
認
識
の
下
で
書
か
れ
て
い
る
（
な
お
丸
山
眞
男
ら
が
指
摘
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し
て
い
る
よ
う
に
「
脱
亜
入
欧
」
と
い
う
言
葉
を
福
澤
が
使
っ
た
こ
と
は
な
い
）。

こ
の
点
で
「
脱
亜
論
」
が
明
治
十
八
年
三
月
に
『
時
事
新
報
』
社
説
と
し
て
発

表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
論
説
の
意
味
を
理
解
す
る
に

は
、
当
時
の
時
代
状
況
と
の
関
連
分
析
が
不
可
欠
な
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
論
説
以

前
に
福
澤
が
ど
ん
な
東
洋
政
略
論
を
構
想
し
、
そ
れ
ら
と
「
脱
亜
論
」
と
が
ど
ん

な
思﹅
想﹅
的﹅
関
連
に
あ
る
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
作
業
を
ぬ
き
に
し
て
「
脱
亜
論
」
だ
け
で
福
澤
の
東
洋
政
略
論
を
理
解
す
れ

ば
、
部
分
に
よ
っ
て
全
体
を
代
表
さ
せ
る
誤
り
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
た
っ
て
こ
の
読
書
会
で
は
、
明
治
八
年
に
公
刊
さ
れ
た

福
澤
の
主
著
『
文
明
論
之
概
略
』
か
ら
明
治
十
八
年
の
「
脱
亜
論
」
に
い
た
る
十

年
間
の
福
澤
の
東
洋
政
略
論
と
関
連
資
料
を
時
間
的
順
序
に
し
た
が
っ
て
読
み
、

福
澤
に
よ
る
そ
の
時
々
の
状
況
認
識
と
関
連
し
て
、
そ
の
論
に
ど
ん
な
変
化
が
見

ら
れ
る
か
を
、
論
理
内
在
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
文
脈
的
な

理
解
を
通
じ
て
「
脱
亜
論
」
に
つ
い
て
も
、
よ
り
正
確
な
歴
史
的
理
解
を
得
よ
う

と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
た
め
岩
波
書
店
刊
の
福
澤
全
集
や
福
澤
書
翰
集
か
ら
必
要
部
分
を
抜
粋

し
、
読
書
会
で
音
読
す
る
箇
所
を
罫
線
で
囲
ん
だ
資
料
集
を
作
り
、
参
加
者
に
配

布
し
た
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。『
文
明
論
之
概
略
』、「
亜
細
亜
諸
国

と
の
和
戦
は
我
栄
辱
に
関
す
る
な
き
の
説
」、『
通
俗
国
権
論
』、「
松
田
道
之
宛
書

翰
」、『
民
情
一
新
』、「
小
泉
信
吉
・
日
原
昌
造
宛
書
翰
」、『
時
事
小
言
』、「
朝
鮮

の
交
際
を
論
ず
」、「
支
那
国
論
に
質
問
す
」、『
兵
論
』、「
東
洋
の
政
略
果
し
て
如

何
せ
ん
」、「
朝
鮮
政
略
の
急
は
我
資
金
を
彼
に
移
用
す
る
に
在
り
」
な
ど
の
三
論

説
、「
外
交
論
」、「
日
本
の
用
終
れ
り
」
と
関
連
す
る
「
開
鎖
論
」「
宗
教
も
亦
西

洋
風
に
従
は
ざ
る
を
得
ず
」な
ど
四
論
説
、「
輔
車
唇
歯
の
古
諺
恃
む
に
足
ら
ず
」、

「
脱
亜
論
」、
そ
し
て
日
清
戦
争
期
の「
日
清
同
盟
到
底
行
は
る
可
ら
ず
」、「
朝
鮮

の
処
分
如
何
」
で
あ
る
。
Ａ
４
用
紙
で
七
十
枚
に
な
っ
た
。
ま
た
別
に
鈴
木
栄
樹

氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
田
中
不
二
麿
宛
の
福
澤
書
翰
の
コ
ピ
ー
も
配
布
し
た
。

読
書
会
で
は
、
当
日
分
の
資
料
の
中
か
ら
内
容
的
に
関
連
す
る
複
数
箇
所
を
参

加
者
に
音
読
し
て
も
ら
い
、
適
宜
質
問
し
、
そ
の
後
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
、
そ
れ
ら
が
書
か
れ
た
際
の
背
景
事
情
、
福
澤
の
意
図
な
ど
に
つ
い
て

解
説
を
加
え
、
一
区
切
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
次
の
一
連
の
資
料
に
移
る
と
い
う
や

り
方
を
と
っ
た
。
区
切
り
の
つ
け
方
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
上
記
し
た
観
点

か
ら
、
福
澤
自
身
の
東
洋
政
略
論
が
時
代
状
況
に
対
す
る
彼
の
認
識
の
変
化
と
関

連
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
点
で
変
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
論
理
を
跡
づ
け
る
と

い
う
点
に
注
意
し
て
解
説
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、
質

の
高
い
質
問
や
事
後
の
お
便
り
等
を
通
じ
て
温
か
い
励
ま
し
を
頂
い
た
。
心
か
ら

お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
ま
た
自
分
と
し
て
は
、
解
説
用
の
原
稿
を
準
備
す
る
な
か

で
、
上
記
し
た
井
田
氏
の
問
題
提
起
や
、
鈴
木
氏
が
紹
介
さ
れ
た
福
澤
の
田
中
宛

書
翰
、「
脱
亜
論
」自
体
の
位
置
づ
け
等
を
め
ぐ
り
、
考
え
を
深
め
た
り
新
し
い
発

見
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
て
も
喜
ん
で
い
る
。

齊
藤
洋
子
氏
は
じ
め
教
育
研
究
支
援
課
の
方
々
は
、
名
簿
や
資
料
集
の
作
成
な

ど
面
倒
な
事
務
万
般
を
担
っ
て
下
さ
っ
た
。
ま
た
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
長
の

安
藤
信
廣
先
生
は
司
会
・
進
行
に
当
っ
て
下
さ
っ
た
。
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
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