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目

次

、
福
沢
諭
吉
の
取
引
所
に
関
す
る
論
説

一、
そ
の
取
引
所
論
の
意
義

「
、

福

沢
諭

吉

の
取

引
所

に
関

す

る

論

説

「
東

京
米

商

会

所
」

(全
集
、
別
巻
所
収
、
明
治
一
.十

一
年

.月

.
F

四
日
)
は
、
そ

の
不
振

を
嘆

じ
、

こ
れ
が

「天

下

の
不

利

を
致

さ

ん

こ
と
」

を
恐

れ
、

「
政
府

に
於

て
も

」

「
減
税

の
処

分

」

を
施

す

こ
と

を
急

務

と

す

る
論

説

で
あ

る
。

す

で
に
福

沢

は
、
米

の
限
月

売
買

に
た

い
す

る
政

府

の
態

度

を
批

判

し
、

政
府

が

「
相

場
所

の
繁

昌
盛
人

を

奨
む

る

に
非

ず

し

て
、

不
本

意

な

が

ら
之

を
差

許

す

と
申

す
位

の
も

の
に

て
、

其
底

に

は
む
し

ろ
禁

止

の
意
味

を
含

む

ほ

ど

の
次
第

」

を
条

例

か

ら

見

て
と

っ
て
い
た
。

(
「相
場
所

の

一
新
を
塑
む
」
、
明
治
十
九
年
ヒ
月
士

.日
)
本

論

説

は
、

こ
の
点

を
再

度

、
強

く
主

張

し

て
次

の
よ

う

に

い
う
。
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「
米

の
限
月
売
買
を
目

に
し

て
博
変
同
様

の
事
と
認
め
、
全
国
幾
個
所

の
米
商
会
所

に
眼
を
付

け
、
唯
其
弊
害

の
み
を
摘
発
し

て

其
利
を
言

は
ず
、
漠
然
と
し

て
厭
悪

の
情
を
懐
く
は
、
蓋

し
占
学
者
流

の
残
夢
未
だ
醒
あ
ざ

る
も

の
に
し

て
、
共

に
文
明
世
界

の

経
済
論
を
論
ず

る
に
足
ら
ざ

る
も

の
な
れ
ば
、
特

に
弁
明
を
費
さ
ず
し

て
之
を
欄
き
、
拐
今

日
の
米
商
会
所

は
如
何
な
る
有
様

に

在
る
や
と
尋
る
に
、
東
京

の
会
所

の
如
き

は
殆
ど
断
絶

に
垂
ん
と
す
る
も

の
の
如
し
。
」

事
柄

の
背
景

は
次

の
と
お
り

で
あ

る
。
明
治
卜
年

の
西
南
戦
争

の
後

に
生
じ
た
物
価
騰
貴

に
よ
り
、
米
価
は
上
昇
し

つ
つ
乱
高

下
す

る
に
至
り
、
政
府
は
投
機
売
買
が

こ
れ
を
助
長
し

て
い
る
と
判
断
、
明
治
十
三
年
、
全
国

の
定
期
取
引
所
を
停
止
、
同
年
再

開
す

る
に
当

っ
て
様

々
の
改
善
を
加

え
、
明
治
卜
五
年
、

よ
り
厳
し

い
法
改
正
を
行

っ
た
。
加
え
て
、
明
治
卜
五
年

「
仲
買
人
収

税
規
則
」
を
定

め
、
売
買
約
定
代
金

の
千
分

の
五
を
仲
買
人

に
課

し

(株
式
取
引
所
は
千
分
の

一
)、
明
治
十
八
年
、
同
規
則
を
廃
止

し
、
新

た
に
会
所
税
と
し

て
売
買
約
定
代
金

の
千
分

の
二
を
課
し
、
株
式
取
引
所

に

つ
い
て
は
公
債
万
分

の
三
、
株
式
万
分

の
六

と
し
た

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
間

の
政
府

の
姿
勢

は
、
全
体

と
し

て
み
る
と
、
投
機
抑
制

の
方
向

の
も

の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
重
税

に
向

わ
し
あ
、

こ
れ
が
取
引
市
場

の
衰
微

と
仲
買
人

の
困
難
を
生
ぜ
し
め
、
呑
行
為
秘
密
取
引
を
増
加
さ
せ

て
、
仲
買
人

の
品
格
低
下

を
招
き
、

こ
れ
ら

一
連

の
事
態
が

「
ブ
ー

ル
ス
条
例
」

へ
と
流
れ
込
ん

で
ゆ
く

の
で
あ

る
。

さ

て
、
福
沢

は
、
か
ね

て
相
場
会
所
を
も

っ
て

圓商
売
社
会

の
大
機
関
」
と
呼
ん

で
お
り
、
本
論
説

で
も
そ

の
振
興
を

こ
そ
図

る
べ
き
こ
と
を
主
張
す

る
。

「
其
営
業

の
振

は
ざ

る
を

以

て
営
業

人

の
不
幸

を
悲
し
む

に
非
ず
。
」
「
由

て
以

て
天
下

の
不
利

を
致
さ
ん

こ
と
を
恐
る

る
の

み
。
」

で
は
、
ど

の
よ
う
な
点

で

「
天
下

の
不
利
」
を
招
く
か
。

三
点
を
挙
げ

て
い
う
。

「第

一
、
東
京
は
日
本
商
売

の
根
本

に
し

て
取
引

の
最
も
盛
な
る
地
な
る
が
故

に
、
米
商
会
所
も
東
京
を
以

て
恰
も
全
国

の
本
部
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と
す

る
も
の
な
り
。
」

「
第

。
↓、
米

は
日
本
国
中
第

一
の
物
産

に
し

て
、
其
売
買

の
洪
大
な
る
、
他

に
比
類
を
見
ず
。
」

「
第
三
、

今

の
全
国

の
経
済

の
為
め

に
謀
り
、

此
洪
大
な
る
物
産

の
売
買
は
如
何
な
る
有
様

に
し

て
最
も
利

な
る
や
と
尋
ね

る

に
、
其
価
を
し

て
成

る
べ
く
全
国

に
平
均

せ
し
む
る
こ
と
緊
要
な
り
と
す
。
如
何
と
な
れ
ば
、
米
作
は
国
中
何
れ

の
地
方

に
於

て

も
大
抵
皆
同
様

の
労
働
を
以

て
同
様

の
高
を
収
穫
す
る
も

の
な

る
が
故

に
、
其
価
を
平
均
す

る
は
農
家

に
幸
不
幸
な
か
ら
し
め
ん

が
為
め
な
れ
ば
な
り
。
又

そ
の
価
を
し

て
成

る

べ
く
貴
か
ら
し
む
る
こ
と
緊
要
な
り
と
す
。
如
何
と
な
れ
ば
、
近
年
は
農
家

の
衰

頽
甚

だ
し
き
が
故

に
、
些
少
た
り
と
も
米
価

に
騰
貴
を
致
す
は
自
か
ら
救
済

の

　
端
な
れ
ば
な
り
。
」

こ
れ
ら
三
点

に
お

い
て
、
橿
沢
は

蝸
全
国
経
済

の
為
め
に
、不
利

の
甚

だ
し
き
も

の
」
と
断
定
す
る
。
そ
れ
は
、
「営
業
人

の
不
幸

を
悲

し
む

に
非
ず
」
、
「
会
所

の
不
幸

の
み
な
ら
ず
、
全
国
経
済

の
点

よ
り
観
察
を
下
だ
し

て
不
利

の
大
な
る
も

の
た
る
や
明

に
見

る
べ
し
」
と
い
う
、
全
国
経
済

の
観
点
か
ら
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
目
す
る
必
要

が
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
【東
京

の
相
場

の
微

々
た
る
が
為
め

に
、
今

の
日
本
中

の
相
場
は
恰
も
其
標
準
を
失
ふ

て
勝
手
次
第

に
自
動
を
逞
ふ

す
る
が
故

に
、
ま
す
ま
す
不
.平
均

な
ら
ざ
る
を
得
ず
。
米

の
売
者

た
る
農
民

の
不
幸
と
云
ふ
可
し
。
」

つ
ま
り
、
標
準
と
な
る

べ
き

は
ず

の
東
京

の
相
場
が
失
わ
れ
る
と
、
相
場

は
全
国
各
地

で
区

々
と
な

り
、
異
な
る
米
価

が
成
立

し
て
し
ま
う
、
と
い
う

の
で
あ

る
。
「
然
か

の
み
な
ら
ず
東
京

の
米
商

は
今

の
会
所

の
事
態
を
厭

ひ
尽
し

て
出
入
す
る
者
甚

だ
少
く
、
随

て
其
売
買

の
高
も
見
る
に

足

ら
ざ
れ
ば
、
偶
ま
.
一三

の
商
人
が
会
所

に
行

て
幾
万

の
米
を
売
買
す
る
と
き
は
忽
ち
所

の
相
場

を
上
下
す
る

こ
と
難

か
ら
ず
。
」

取
引
高

が
薄
く
な

る
と
、
僅
か
の
売
買

に
よ
る
乱
高
下
を
許
す

こ
と

に
な
る
、
と

い
う

の
で
あ
る
。
「斯

の
如
き
は
則
ち
日
本
国
中

最
第

↓
の
物
産
た
る
米

の
相
場

は
、
東
京
二
、

三
商
人

の
為
め

に
玩
弄
せ
ら
る
る
も
の
と
云

ふ
も
可
な
ら
ん
。
商
売
社
会

の
異
常

こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
も

の
は
な
し
。
」
し
か
も
相
場
所

の
衰
微

に
伴

っ
て
米
価

は
下
落
す

る
。
「
故

に
今

日
の
米
価
も
米
商
会
所

に
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て
従
前

の
如

く
取
引

の
盛
な
る
も

の
あ
ら
ば
、
必
ず
幾
分
か

の
景
気
を
生
ず
可
き
筈
な
れ
ど
も
、
其
蓼

々
た
る
が
為
あ

に
今

の
価

格

に
止

ま
り
、
無
数

の
農
民
を
し
て
米
価

の
低
き

に
泣
か
し
む
る
と
は
是
れ
亦
甚
だ
堪

へ
難
き
次
第
な
り
。
」

そ
の
原
因
は
、
重
税

に
あ
る
。
「
然

る
に
其
会
所

の
振

は
ざ

る
は
何
事

に
原
因
す

る
や
を
尋
れ
ば
、
多
弁
を
侯
た
ず
、
唯
そ

の
税

率

の
非
常

に
重
き
が
故
な
り
と
答

へ
て
明
白
な
る
可
し
。
」

解
決
策

は
減
税

の
処
分

に
あ

る
、
と
福
沢
は
提
案
す
る
。
「
抑
も
米
商
会
所

に
限

り
て
然

る
由
縁
は
、
前
年

一
時

の
財
政
略

に
出

た
る
事
情
も
あ
ら

ん
と
錐
も
、
今
日

に
至
り

て
は
最
早

そ
の
売
買
を
抑
制
す

る
の
要
な
き
の
み
な
ら
ず
、
正
し
く
反
対

の
不
利

を

見

て
争

ふ
可
か
ら
ざ

る
の
事
実
あ
る
か
ら
に
は
、
政
府

に
於

て
も
断
然
旧
政
略
を
改
め
、
株
式
取
引
所
も
米
商
会
所
も
同

一
様

の

も

の
と
し

て
大

に
減
税

の
処
分

を
施
し
、
其
売
買
を
し

て
旧
時

の
有
様

に
復

ら
し
む
る
は
財
政

の
急
務

な
る
可
き

の
み
。
」

そ

こ
で
、
本
論
説

の
前
後

に
お
け

る
取
引
所
関
係

の
税
制

に

つ
い
て
述

べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

明
治
九
年
九
月

の

「
米
商
会
所
条
例
」

の
場
合
、
米
商
会
所

に
対
す
る
税
制

と
し

て
は
、
会
所
手
数
料
そ
の
他
現
収
す

る
総
金

高

の
十
分

の
四
と
定
め
ら
れ

て
い
た
。

こ
れ

に
対
し
、
明
治
レ

一
年
五
月

の

「
株
式
取
引
所
条
例
」

に
あ

っ
て
は
、
取
引
所

に
対

す

る
税
制
と
し

て
、
取
引
所

の
手
数
料

そ

の
他
現
収
す

る
総
金
高

の
ト
分

の

一
と
定
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
明
治
十
五
年
七
月
、

京
城

に
お
け
る
帝
国
公
使
館
襲
撃
事
件

に
端
を
発
し
、
軍
備
拡
張

の
た
あ

の
有
力
財
源

の

一
と
し
て
両
取
引
所

に

「
仲
買
人
税
」

の
創
設
が
企
図

さ
れ
、
明
治
卜
六
年
七
月
か
ら
実
施
、
他
方
、
両
取
引
所

の
窮
境
を
察
し
、
米
商
会
所
税

は
半
減
、
株
式
取
引
所

に
対
し

て
も
事
実
上

の
減
税
を
行

っ
た
。

さ
き

の
仲
買
人
税

は
、
明
治
「
八
年
、
取
引
所

の
極
度

の
不
振
を
見

て
遂

に
廃
止
。

こ

れ
よ
り
仲
買
人

の
売
買
約
定
金
額

に

つ
い
て
取
引
所

に
対
し

て
課
税
す
る

こ
と
と
さ
れ
、
「
米
商
会
所
並
株
式
取
引
所
収
税
規
則
」

(明
治
十
八
年
十

一
月
、
太
政
官
布
告
第

.一十
八
号
)
に
よ
る
と
、
「
米
穀
定
期
売
買
、
千
分

ノ
ニ
、
公
債
証
書
定
期
売
買
、
万
分

の
三
、

諸
株
式
定
期
売
買
、
万
分

ノ
六
」
を
売
買
約
定
金
額

に
課
す
も

の
と
さ
れ
た
。

こ
の
納
税

の
大
部
分
は
、
委
託
者
側

に
転
嫁

さ
れ



た

か

ら
、
米

の
取

引

に
は
重
税

感

が

あ

り
、
従

来

の
米
投

機

者

は
諸

株
式

に
転

じ
、
米
商
会

所

の
困
難

は
甚

し

い
も

の
が
あ

っ
た
。

本

論

説

は
か

か

る
事

情

の
も

と

に
執

筆

さ
れ

た
も

の

で
あ

る
。

本
論

説

の

の
ち

、
明

治

ニ
レ

一
年
卜

一
月

、
米

商

会
所

税

の
大

減
税

が
実
施

さ
れ

た
。
す

な
わ

ち
、
「
米
商

会
所

並
株

式

取
引

所

収

税
規

則
中

米

商
会

所

税
率

改

正
」
(明
治
、
.+

一
年
+

一
月
、
勅
令
第
七
+
五
号
)
は
、
「米

穀
定

期

売
買

千

分

ノ
.
}
ヲ
万
分

ノ
六

、
一改

ム
」

と
し

、
両

取
引

所

の
税

率

は

こ
れ

で
等

し

く
な

っ
た

の

で
あ

る
。

(小
谷
勝
亟

『
日
本
取
引
所
法
制
史
論
』
、

一
七
五
頁
、

一
、
一.∴
六

頁
)
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「
相
場

所

営
業

の
延

期
」

(全
集
、
別
巻
所
収
、
明
治
二
十

一
年
十
月
五
日
)
は
、
「
ブ

ー

ル

ス
条

例
」

を
め

ぐ

っ
て
の
混

乱
を
収

拾

し

た
井
上

馨
伯

の
功

労
を

た
た

え

つ

つ
、
畑
ブ

ー

ル

ス
条
例

」
と

い
う

「
大

間
違

い

の
入

乱

れ

た
る
も

の
」

に
会

っ
た
お

か
げ

で

「
功

名
手

柄

の
耀

く

を

見

る
」

と

い
う

「
人

事

い
よ

い
よ
奇
な

り
」

の
所
感

を

述

べ
た
も

の

で
あ

る
。

本

論
説

は
、
福

沢

の

「
ブ

ー

ル

ス
条
例

」

に
対

す

る
批

判
的

立

場

を
明

ら

か

に
し

た
も

の
と

し

て
貴

重

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

、

福

沢

は
、
「
我

輩

は
始

め

よ

り
ブ

ー

ル

ス
を
好

ま

ず
、
在

来

の
会

所

取
引

所

に
し

て
弊
害

あ

り
と

せ
ば

、
其

弊
害

の
み
を
指

摘

し

て

宜

し

く
改

正

を
加

ふ

べ
し
、
商

人

の
品

位

一
体

に
高
尚

せ

ざ

る
間

は
、

新
取

引

所

も
名

の
み
改

ま

る

に
過

ぎ
ざ

れ

ば
、
新

旧
転
換

の
際
徒

ら

に
無

益

の
騒
動

を
惹

起

す

は
不

可

な

り
と

云

ひ
し

に
、
」
と

し

て
、
ブ

ー

ル

ス
条

例

に
基

本
的

に
反
対

の
立

場

で
あ

っ
た

こ
と
を

明
.　一口
し

て
い
る
。

そ
し

て
、

ふ

り
返

っ
て
み
れ

ば
、

ブ

ー

ル

ス
条

例

を

め

ぐ

っ
て
の

「
彼

の
三
年

間

の
風
波

は
実

に
平
地

上

の
波

に
し

て
、

最
初

よ
り
此

波

さ

へ
あ

ら
ざ

れ
ば

平
地

は
平

地

に

て
安

寧

な

る
可

き
筈

」

と
.ム
い
、

こ
の
ブ

ー

ル

ス
条

例

に
よ

る

「
盤
根

錯

節

を
砕

き

た
る

の
技

価

」

に

つ
き
、

井

土

(馨

)
伯

の
功
労

を

評
価

す

る
。

そ

の
間

の
事

情

は
、
次

の
よ

う

に
記

さ

れ

て
い
る
。
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「
我
輩

の
議
論
は
不
幸

に
し

て
行

は
れ
ず
、
愈

々
新
條
例
を
発
布
す
る
こ
と
と
な
り
し
も
、
実
際

の
模
様
は
中

々
予
算

の
如
く

に

は
非
ず
し

て
、
苦
情
百
出
、
意
外

の
困
難

に
逢

い
、
新
取
引
所

の
実
施

に
も
至
ら
ざ

り
し
が
、
爾
後
天
上

の
陰
晴
定

ま
ら
ざ

る
が

為
め

に
、
下
界

の

一
方

に
喜
ぶ
も

の
あ
り

一
方

に
憂
ふ
る
も

の
あ
り
、
喜
ぶ
者
も
未
だ
胸
安
か
ら
ず
、
憂
ふ
る
者
は
戦

々
競

々
と

じ
ん
ぜ
ん

し
て
、
中

に
は
貧
富
忽
ち
地
を
替

へ
た
る
者
も
あ
り
し
よ
し
。
斯
く

て
荏
萬
今

日
に
至
り
、
井
上
伯

の
新

に
農
商
務
大
臣

に
任
ず

る
や
、
固
く
非
ブ

ー
ル
ス
の
説
を
執
り

て
、
此
程
東
京
及
び
大
阪
名
占
屋
等

よ
り
其
向
き

の
人

々
を
招
集
し
、
新
取
引
所
主
張
者

を
し
て
静

に
所
説
を
収
め
し
め
、
従
前

の
株
式
取
引
所
米
商
会
所
共

そ
の
営
業
期
限
を
明
治
二
卜
四
年
六
月
ま

で
延
ば
し
て
、
殆

ん
ど
三
年
間

の
風
波
を
取
鎮
め
、
以

て
商
売
社
会

の
安
寧
を
得
せ
し
め
た
る
は
、
全
く
伯

の
力

に
由
ら
ざ
る
は
な
し
。
」

本
論
説

は
、
上
記

の
よ
う

に
井
上

(馨
)
伯

の
功
労
を
大
と
し
な
が
ら
、
「ブ

!
ル
ス
条
例
」
が

「
唯
人
事

の
翻
齢
大
間
違
」

に

す
ぎ
ぬ

こ
と
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ

る
が
、
井
上
馨

の
果
し
た
役
割

に

つ
い
て
若
干
目
パ体
的

に
記
し

て
お
き
た
い
。
井
上

が
農
商

務
大
臣
と
な

っ
た

の
は
、
黒

田
清
隆

の
あ
と
を
受

け

て
、
明
治

二
卜

一
年
六
月

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
「
ブ

ー
ル
ス
条
例
」
は
す

で
に

明
治

二
卜
年
九
月

よ
り
施
行

さ
れ
、
大
阪

で
は
本
条
例

に
も
と
づ
き
藤
田
伝
三
郎
を
中
心

に
新
取
引
所

の
設
立

に
着
手
、
新
市
場

を
建
設
し
、
規
約

の
認
可
を
得
、
正

に
開
業

の
直
前

で
あ

っ
た
。
し
か
る

に
旧
取
引
所
側

の
反
発
苦
慮
は

一
方
な
ら
ず
、
激
烈
な

る
反
対
運
動
を
生
ぜ
し
め
た
。

こ
う
し
た
紛
糾

の
中

に
井
上

は
農
商
務
大
臣
と
し

て
登
場
し
、
両
者

の
調
停
を
は
か
り
、
大
阪

の

新
取
引
所

が
建
設

に
要
し
た
二
万
円
は
、
東
京
大
阪

の
米

・
株
取
引
所
が
負
担
す

る
も
の
と
し
、
営
業
満
期

の
旧
取
引
所

に
対
し

て
は
向

う
三
力
年
、
明
治

二
十

四
年
八
月
ま

で
の
営
業
継
続
を
許
可
、

こ
れ
に
よ
り
さ
し
も

の
争
議
も

一
応

の
収
束
を
見
た

の
で

あ
る
。

「
株
熱

の
余

症
恐

る
可

し
」
(全
集
、
別
巻
、
明
治
、
干

六
年
七
月

、
一十
六
日
)
は
、
こ

の
当
時

に
お

け

る
株

式
ブ

ー

ム
を

目

し

て
、
警
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鐘
を
乱
打

し
た
論
説

で
あ
る
。
福
沢

は
、
投
機

の
危
険

に

つ
い
て
人

々
に
知

ら
し
め
る
必
要
を
感
じ

て
い
た
。
先

ん
じ

て
明
治

.
↓

十

二
、
三
年
、

わ
が
国
は
初

め

て
の
近
代
的
恐
慌
を
経
験
し
、
株
価

は
暴
落
、

こ
の
こ
と
が
日
本
経
済

に
与
え
た
影
響

は
な
お
記

憶

に
新
し

い
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
株
式
担
保
貸
出

の
比
率

が
高
く
、
株
価
下
落

に
よ
り
市
中
銀
行

は
預
金
払

戻
資
金
を
失

い
、

日
本
銀
行

は
条
文

で
禁
止

さ
れ

て
い
る
株
式
担
保
貸
出
を
行

わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
数
年
前

の
こ
の
状
況
を

想
起
す
れ
ば
、
株
式
ブ

ー
ム
の
も
と

で
の

「
人
々
の
狂
奔
を
止
め
、
前
年

の
惨
状
を
再
演
す

る
こ
と
な
か
ら
し
あ
ん
」

こ
と
の
必

要
を
痛
感
す

る
の
は
当
然

で
あ

ろ
う
。

福
沢
は
、
金
融
緩
慢

の
下

で
の
金
利
低
下
、
こ
れ

に
よ
る
金
融
相
場

の
出
来
を
見

て
い
う
。
「
近

日
諸
会
社

の
景
気

は
次
第

に
上

進
し

て
、
株
式
売
買

の
価
貴
き

の
み
な
ら
ず
、
其
取
引
も
巾

々
盛
な
る
如
し
。
金
融
緩
曼
と
称
す

る
今

日
に
於

て
は
自
然

の
勢
な

る
可
し
と
雛
も
、
凡
そ
人
事

は
極
端

に
走
り
易
き

の
常

に
し

て
、
資
産

に
余
裕
あ
る
人

が
、
銀
行
な
ど

へ
金
を
預

け
て
も
其
利
子

の
割
合
甚
だ
低
く
し

て
面
白

か
ら
ず
、
左

れ
ば
と

て
他

に
資
金

の
用
法
も
な
け
れ
ば
、
先
づ
会
社

の
株
券

に
て
も
所
有

せ
ん
と

て
、

そ
う

し
ん

漸
く
其
辺

に
着
目
す
る
折
柄
、
経
済
社
会

の
人
気

は
機
を
見

て

一
時

に
動
き
、
唯
株

の

一
方

に
向

て
燥
進
す
る
其
勢
は
、
之
を
留

め

て
留
む
可
ら
ず
。
即
ち
価

の
暴
騰
を
致
し
た
る
所
以
な
り
。
」
株
式

の
価
格
は
、
上
下
変
動
す
る
の
が
常

で
あ
る
か
ら
、
暴
騰
し

た
と
し

て
も
何
ら
怪
し
む
に
足
り
な

い
。
ま
た
資
産
家

が
こ
れ
に
買

い
向

っ
た
と
し

て
も
、
長
期
投
資

と
し

て
み
る
な
ら
不
思
議

は
な

い
。
「
仮
令

ひ
暴
騰
し
た
れ
ば
と
て
、
富
豪
大
家

の
計
算
を
以

て
永
遠

の
利
益
を
見
込
み
、
恰
も
其
株
式
を
世
襲
財
産
と
し

て

私
有
す
れ
ば
毫
も
妨
な
き

の
み
か
、
真

に
世
襲

の
名

に
相
応
す

る
も

の
も
あ
る
可
し
」
。
す
な
わ
ち

「永
遠

の
利
益

に
着
眼
す

る
富

豪
大
家
」

の
こ
と

で
あ
れ
ば
分

る
が
、
し
か
し
今

日

の
有
様

は
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
福
沢

に
よ
る
現
況
判
断
は
次

の
通
り
で
あ

る
。こ

こ

「
愛

に
経
済
社
会

の
動
静

の
為
め

に
憂

ふ
可
き

は
、
諸
会
社

の
株
券
を
し

て
投
機
者
流

の
玩
弄
物
た
ら
し
む
る
の

一
事
な
り
。
元



14a商 経 論 叢 第32巻 第3号

来
株
券

の
価

は
、
其
会
社

の
基
礎

の
確
な
る
と
不
確
な
る
と
、
其

配
分
利
益

の
多
き
と
少
な
き
と
を
視
察

し
、
之
を
標
準

に
し
て

じ

よ

う

じ

よ

う

始
め

て
定
ま
る
筈
な
れ
ど
も
、
市
価
昇
進

の
勢
を
成
す
と
き
は
、
時
と
し

て
は
其
標
準

の
在
る
所
を
忘
れ
、
上

々
進
ん

で
止
ま
る

こ
と
を
知
ら
ざ
る
の
事
例
な
き
に
非
ず
。
」
投
資
利
回
り

の
低
下

に
と
も
な

っ
て
、
相
場

は
人
気
化
す
る
。
「
例

へ
ば
今

の
鉄
道
株

に
て
も
、
其
株

の
時
価
と
配
分
利
益
と

の
割
合

と
を
念
入
れ

て
計
算
し
た
ら
ば
、

一
年

の
金
利
僅

に
二
分
以
上
三
分

に
達
す
る
も

の
も
少
な
き
程

の
次
第
な
る
に
、
市
場

の
実
際

に
之
を
買

ふ
者

の
多
き

こ
そ
不
思
議
な
れ
。
況
ん
や
諸
会
社
中

に
、
其
基
礎
も
固

か
ら
ず
、
様

々
に
彌
縫
し

て
計
算
を
作
り
、
会
社

に
属
す

る
不
動
産
な
ど
を
物
価
騰
貴

の
今

の
相
場

に
積

り
、
或

は
物
品

の
未
だ

売
れ
ざ
る
も

の
を
現
金
と
硯
倣
す
等
、
様

々
の
工
風
を
運
ら
し

て
外
面
を
装

い
、
兎
角

し
て
営
業
費
を
少
な
く
し
て
配
分
益
を
多

く
し

て
人
気
を
引
き
、

以
て
株

の
価
格
を
維
持

せ
ん
と
す
る
も

の
さ

へ
あ
る
に
於

て
を
や
。
斯

る
内
情
を
知

り
な
が
ら
其
会
社

の

株
を
買
ふ
と
は
、
益

々
不
思
議

な
り
と
.ム
ふ
可
し
。
」
今

日
に
お
け
る
投
機

の
実
状
は
ど
う
か
。
「今

日
の
実
際

に
は
、
左
ま

で
資

産
も
な
き
人

々
が
、
身
分

不
相
応

の
株
券
を
所
有
し

て
曾

て
不
安
心

の
様
子
な
き

の
み
か
、
尚
ほ
進
ん

で
買

は
ん
と
す
る
者
多

き

は
何
ぞ
や
。
他
な
し
、
其

こ
れ
を
買

ふ
は
之
を
売

ら
ん
が
為
め

の
み
。
今

目
右

よ
り
買

ふ
て
明
日
左

に
売
り
、
甘
ハ売
買

の
間

に
利

す

る
所
あ
れ
ば
な
り
。
唯
人
々

の
度
胸
次
第

に
て
、
買
持

の
時
限

に
長
短
あ
り
、
其
金
高

に
多
少
あ
り
と
錐
も
、
之
を
要
す
る
に

売

る
が
為
め

に
買

ふ
の
目
的

に
至
り

て
は
則
ち

一
な
り
。
株
券

の
価

に
し

て
、
既

に
其
標
準
た
る
会
社

の
基
礎
配
分

の
利
益
如
何

う
さ

ぎ

お

も

と

ふ

と

を

問

は
ず
、

唯
人

気

に
従

て
昇
進

と

あ
れ

ば
、

亦

是
流

行

の
兎

か

万
年

青

の

一
種

に
し

て
、
甲

乙

丙
、」
転

々
売
買

の
問
、

不
図

し

は
ず
み

た
る
拍
子

の
機

に
人
気
去
り
流
行
止
む
と
き

は
、
夫
れ

こ
そ
由

々
し
き
騒
動
な
れ
。
其
時
機

の
未
だ
到
ら
ざ

る
に
先
だ
ち
、
旨
く

売
抜
け
た
る
者

は
高
運
な
れ
ど
も
、
最
終

に
至
り

て
誰

れ
か
災
厄
を
負
担
す
る
者
な
き
を
得
ず
。
時
価
膨
張

の
時

に
当
り

て
、
所

有

の
株
券
幾
百
幾
千
、
正

に
何
f
万
円

の
大
富
豪
と
自
か
ら
信
じ
人
も
亦
許
し
た
る
も

の
が
、
今

は
則
ち
収
縮
し

て
:
…
・所
謂
頭

金
を
附
し

て
抵
当

に
差
入
れ
た
る
も

の
こ
そ
多
け
れ
ば
、
金
主

は
頻

り
に
増
抵
当
を
促

し
て
義
務
者

は
之

に
応
ず
る
を
得
ず
、
双



方
共
に
悲
運

に
陥

り

て
空
し
く
既
往

の
狂
夢
を
嘆
息
す
る
の
日
あ

る
可
し
。
」

か
く

て
福
沢
は
い
う
。
「
股
鑑
遠
か
ら
ず
、
明
治

、
一ト

、
一、
三
年

の
頃

に
在

り
。
我
輩

の
掛
念
す

る
所
な

り
。
」

で
は
予
防

の
策
あ
り
や
。
「
実
業
社
会
先
達

の
」
人

は
、
万
般

に
注
意
し

て
人

の
狂
奔
を
止
め
、
前
年

の
惨
状
を
再
演
す
る

こ
と

な
か
ら
し
め
ん
が
為

め
、
予
防

の
策
を
講
ず

る
こ
と
肝
要
な
る
可
し
。
或

は
政
府

の
政
策
を
以

て
.ム
々
の
説
も
な
き
に
あ
ら
ざ
れ

ど
も
、
商
人

の
利

に
熱
す
る
は
其
人

の
私
事

に
し
て
、
政
令

の
達
す
可
き
区
域

に
非
ず
。
唯
此
庭

は
有
力
な
る
実
業
界

の
先
輩
が
、

私

に
事

の
利
害
を
説
き
、
或

は
自
家

の
経
験

に
照
ら
し
て
徳
義
L

に
之
を
警
め
、
又
或
は
金
融
取
引
上

に
於

て
暗

々
裡

に
之
を
抑

制
す
る
等
、
臨
機

の
処
置
あ
る
可
き

の
み
。
」

二
、
そ
の
取
引
所
論

の
意
義
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福

沢
諭

吉

の
取

引

所
観

を
整

理

し

て
お

き

た

い
。

福

沢

は
、

投

機

の

こ
わ
さ

を
良

く
知

っ
て
お

り
、

素
人

が
不

用
意

に
近
付

く

べ
き

で
な

い

こ
と

を
力

説

す

る
。
「左

ま

で
資

産

も

な
き

人

々

が
、
身

分

不
相
応

の
株
券

を

所
有

し

て
曾

て
不
安

心

の
様

子

な
き

の

み

か
、
尚

ほ
進

ん

で
買

は

ん
と
す

る
」

こ
と

に
憂

慮

の
念

を
表

明

し

、
嗣
人

々

の
狂

奔

を
止

め
、
前
年

の
惨

状

を
再

演

す

る

こ
と

な

か

ら
し

め

ん
」

こ
と
を

望
む
。

(明
治
.
、十
六
年
七
月

.卜
六

日
、
「株
熱

の
余
症
恐
る
べ
し
」
)

し

か

し
ま

た
、

取

引
所

と

そ

こ
で

の
取

引
所

投
機

の
存
在

理

巾

を

よ
く

理
解

し

て
、

取
引
所

が

「有

益

無
害

」

な

る

こ
と
を
説

き

、
取

引
所

が

「
理
財

上

の
大

機

関
」

「
商

売
社

会

の
人

機

関
」

な

る

こ
と

を
主
張

す

る
。

そ

の
役

割

と

は
、

「
国
中

に
相

場

の
標

準

を
明

に
」
す

る
点

、

い
い
か

え

る
と

「
近

遠

の
物
価

を

示

し
、
其

現
在

未
来

の
昂
低

を

明

に
」
す

る
点

に
あ

る
。

(明
治
.
.七

..年

四
月
十
八

日
、
「漫

に
米
価

の
ド
落
を
祈
る
忽
れ
」
お
よ
び
明
治
L「
九
年
七
月
十
、
、日

「相
場
所

の

一
新
を
望
む
」)

こ
の
根
本

の
と

こ
ろ
を

忘

れ

て
は

な
ら

ぬ
の

で
あ

っ
て
、

投
機

を

に
く

む

の
余

り
、

取
引

所

を
全

否
定

す

る

こ
と

が
あ

っ
て
は
な

ら

ぬ
と

い
う

の
で
あ

る
。
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「
其

間

に
僅

に
投

機

商

の
出

没
す

る
あ

る
も
、

何

ぞ
之

を

論

ず

る

に
足

ら
ん

や
。
経

世
家

の
意

に
介

せ

ざ

る
所

な

り
。
」

(明
治
一
、+

三
年
四
月
十
八

日

酬漫
に
米
価

の
下
落
を
祈
る
忽
れ
」)
そ
し

て
、
取
引

所
取

引

が

「
空

」
売

買

で
あ

っ
た

と
し

て
、
「
渡

す
可

き

物

な
き

を
売

り
、
払

ふ

可

き
金

な
き

に
買

ふ
者

あ

る
と

せ

ん
か
、

之

が
為

め

に
人

間
社

会

の
全

面

に
如

何

な

る
災

害

を
致

す

可

き

や
。
」

(明
治
十
九
年
七
月
十
二
日
、
「相
場
所
の

一
新
を
望
む
」)

し

か
し
、

一
方

に
は
、

の
ち

明
治

三
卜

三
年
頃

か
ら
天

野

為
之

が

主
張

す

る

「
勤
倹

貯
蓄

」

の
論

が

あ

る
。

こ
の
勤
倹

貯

蓄

の

論

に

つ
い
て
福

沢

は
む

し

ろ
反

対

の
立

場

を

と

っ
た
。
福

沢

に
し

て
み

れ
ば
、

「
不
景

気

の
場
合

に
際

し

て
特

に
勤

倹
談

を
催

す
」

理
由

が
分

ら
な

い
。
そ
れ

は
、
「
衷

中

に
謹

慎

す

る
が
如

く

、
不
景
気

の
上

に
不
景

気

を
添

え

て
ま

す

ま
す
社

会

を
殺
風

景

な

ら

し

め
、
以

て
細

民

生
活

の
源

を

塞
ぎ

、
ま
す

ま

す
其
難

渋

を

増

さ
し

む

る

に
過

ぎ

ざ

る

の
み
。
」

(明
治
、
、十
八
年
八
月
.
.十
日

「勤
倹
説

を
説
く
忽
れ
」
)
か
く

て
勤
倹

貯
蓄

論

は
、
「
一
点

の
悪

意

な

き
は
明

白

な

り
と
雌

も

、
只

是

れ
余
計

の
お
世
話

と
、ム
ふ
可

き

の
み
。
」

(明
治
、一-士

、」年
四
月
二
十
ご
.日

[所
謂
勤
倹
貯
蓄
の
説
」)

こ
う

し

て
福
沢

は
、
政
府

が
取
引

所

に
禁

圧

の
姿

勢

を

と

る

こ
と

に
は
正
面

か

ら
反
対

す

る
。
「
我

輩

は
始

あ

よ

り
ブ

ー

ル

ス
を

好

ま
ず
」

(明
治
二
十

一
年
十
月
五
日
、
「相
場
所
営
業

の
延
期
」
)
と

い
う

の
は
、

そ

の
端

的

な
表

現

で
あ

る
。
福

沢

の
根
本

的

な
考

え

方

は
、
「
経

済
自

然

の
大

義

」

に
従

い
、
「
経
済

自
然

の
定

則
」

に
従

う
、

と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
。

「
人
間
世

界

に
経
済

自

利

主
義

の
断
絶

せ
ざ

る
限

り

は
、
如

何

な

る
法

律
規

則

を
製

作

す

る
も
、

之

に
由

り

て
米

相
場

の
根

本

は
抜

く
可

ら

ず
。
唯

こ
れ

を
動
揺

混

乱

せ

し
む

る

に
足

る
可

き

の
み
。
」

(明
治
、
一十
、一一年
四
月
二
十
,
一日
～
.
、十
五

日
、
「米
商
論
」
)

し
か

し
、
福

沢

は
ま

た
、
現

実

の
取
引
所

が

「投

機

者

流

の
玩
弄

物

」
(明
治
、
一+
六
年
七
月

、十
六
日
、
「株
熱

の
余
症
恐
る
可
し
」
)

と

な

っ
て

い
る

こ
と

に
問
題

を
感

じ

て
い
た
。

こ
う

し

た

「木

葉
武

者

の
類

」

で
あ

る
群

小

投
機

家

は
、
小
資

本

な

る
が

た

あ

に
、

市
場

操

縦
的

な
投

機
を

し

ば
し

ば
行

う
。

虚

偽

の
情

報

に
よ

っ
て
、
愚

か

で
情

報

に
疎

い
素

人

は

ひ
ど

い
目

に
あ

う
。

こ
う

し

た
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「
空
投

機

の
気

焔

を
鎮

静

し
、
自

か
ら
商

売
社

会

の
秩

序

を
維

持

す

る
」

た
め

に
は
、

「
所
謂

毒

を

以

て
毒

を
制

す

る
」
筆

法

に
な

ら

っ
て

「
投

機

を

以

て
投

機

を
制

す

る

の
外

に
工
風

な
か

る
可

し

」
と

し

て
、
「
富
豪

人
家

」

の
出

動

に
期
待

す

る
。

そ
れ

は
、
富

豪
大

家

な

れ
ば

、
大
資

本

で
あ

る
が

ゆ
え

に
、

企
業

の
営
業

状
態

に
よ

っ
て
判
断

し

、
安

過
ぎ

れ

ば
買

い
、
高

過

ぎ

れ
ば
売

る
か

ら
、
自

然

の
価

格

を
形

成

す

る
。

ま

た
、
実

際

に
金

を

支
払

い
、
実
際

に
現
物

を

引
取

る
、

と

い
う
点

に
特

徴

が
あ

る
。

(明
治
二

十
七
年
四
月
十
七

日
、
「小
投
機
を
制
す
る
は
大
投
機
を
行
ふ
に
在
り

一)
こ
う
し

た
判

断

の
根

本

に

は
、
富
豪

大
家

な

ら
ば

、
「
永

遠

の
利

益

に
着

眼
す

る
」
筈

で
あ

り
、
「
元
来
株

券

の
価

は
、
其
会

社

の
基

礎

の
確

な

る
と

不
確

か

な
る

と
、
其

配
分

利
益

の
多

き

と
少

な

き

と

を
視

察

し
、
之

を
標

準

に
し

て
始

め

て
定

ま
る
筈

」
(明
治
二
十
六
年
七
月
、
.十
ヒ

日
、
鞘株
熱

の
余
症
恐
る
可
し
」
)
の
も

の

で
あ

る

と

い
う
理
解

が
あ

る
。

す

な

わ
ち

、
取

引

所
改

革
、

市

場

改
革

の
根

本

は
、

よ
り
合

理
的

な
動

き

を

す

る
大

投
資

家

・
大
投

機
家

の
参

加

・
出

動

と

い

う
点

に
絞

ら

れ

る
。
そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
、
長
期

安
定

的

な
投

資

が
増

加

し
、
か

つ
現
物

取

引
が

基
軸

と

な

る
と

こ
ろ
か

ら
、
フ

ァ

ン
ダ

メ

ン
タ

ル
ズ

に
添

う

か
た

ち

で
の
合

理
的

な
価
格

が
形

成

さ
れ

よ
う
。

フ

ァ
ン
ダ

メ

ン
タ

ル
ズ

の
変

化

に
反
応

し

、

ま
た

そ

の
変

化

を
予

測

し

て
の
合

理
的

価

格

形
成

が
期

待

さ

れ

る

の

で
あ

る
。
或

い
は
ま

た
、
福

沢

は
明

示
的

に
述

べ
て
は

い
な

い
け

れ

ど
も
、

限
月

間

の
相

場

の

ひ
ら
き

も
合

理
的

な

も

の
と

な

り
、

べ
ー

シ

ス

・
ス
プ

レ

ッ
ド
が

理
論

べ

ー
シ

ス
に
接

近

し

て
く

る

こ

と

も
期

待

で
き

よ
う
。
福

沢

は

こ
う
し

て
、
富

豪

大
家

に
向

っ
て
、
取

引
所

で

の
取
引

も

ま

た

「
尋

常

一
様

の
商
売

」

な

の
だ
か

ら
、

公
然

、

こ
れ

に
関
係

し

て
も

当

然

の
筈

と
説
得

を

試

み
、

こ
れ
を
勧

奨

す

る

の
で
あ

る
。

そ

の

こ
と

の
み
が

「木

葉

武

者
」

た

る
小

投
機

家

に
よ

る

「
空
投

機

の
気

焔

」
を
鎮
静

さ

せ
、
「自

ら
商
売

社
会

の
秩

序

を
維
持

」
す

る
、
と
考

え
る

の
で
あ

る
。
(明

治
.
子

七
年

四
月
+
ヒ
日
・
「富
豪
大
家
製

苦
し
ん
で
商
売
巣

紀
」
)
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(
-
)

福

沢

は
・
こ
の
よ
う

に
富
豪
大

家

の
出
動

あ

っ
て
初

あ

て
取
引
所

は
合
理
的

な
も

の
と
な
り
・つ
る
、
と
考

え
た
。
Ψ」
の
観
点

は
、
次

の
ふ

た

つ
の
点

か
ら
興
味
深

い
問
題
を
提

起
す

る
。
第

一
に
、
田

口
卯

占

の
株
式

会
社
企
業

論
と
関
係

す
る
面
を
持

つ
。
田

U
は
、
「
会
社

を
発

起

す

る
者

、
多

く
は
資
本

な
く
し

て
、

而

し

て
之
れ

が
株

ド
と
な

る
も

の
、

妄
り

に
其
」

任
者

を
選
挙

す

る
の
弊
L

を
強

く
指
摘

し

て
い

る
。
「
田

日
卯
占

「
会
社

創
並

の
注
意
」
、
明
治
十
七

年
十
月
十

一
11
、
十
八

日
、
-
.十

五
日
。
拙
稿

「
田

口
卯
h
口
の
株
式
会
社
論

」
、
『
商
経

論
叢

』
、
第

二
f

八
第

.号
、

一
九
九

、.-年

.

.月

、
を
参

照
。
)
会
社
設
立

に
ま

つ
わ
る

こ
の
泡
沫

的
様
相

は
、
取
引
所

に
お
け

る
群
小
投
機

家

の
動
向

と
、
軌

を

一
に
す

る
も

の
、
互

い
に
呼

応
し
合

う
も

の
、
と
し

て
受

け
と
め
ら
れ

る
必
要
が
あ

る
。
第

一
に
、
福
沢

の
指
摘

と
関

係
さ
せ

て
、

渋
沢
栄

一
の
動

き
を
想
起
す

る
必
要

が
あ

る
。

渋
沢

は
、
東
京
株

式
取
引
所

の
創
立

に
功

労

の
あ

っ
た
人
物

で
あ

る

に
も
拘

ら
ず
・
冒

ハの
取
引

に
就

て
は
論
理
上

ボ

ア

ソ
ナ
ー
ド
も
私

も
博
打

で
な

い
と
主
張

し
た
も

の

＼
、
実

際

の
有
様

は
ど
う

し

て
も
投

機

に
な

る

の
で
、
第

一
銀
行

の
経
営
者

た

る
私

が
其

尻
押
を

し

て
投
機
的

な
株

式
取
引

を
旺

ん
な
ら
し
め

る
と
、

銀
行

と
し

て
は
面
白

く
な

い
の

で
、
敢

て
近

よ
ら

ぬ
が
よ
か

ろ
う
と

て
、
其
方

針

で
進

ん
だ
。
」
(
『
雨

夜
諏
談
話
筆

記
』
、
渋
沢

栄

一
伝
記
資
料

、
第
士

..巻
、
二
六

一
頁
)

渋
沢

の
取
引
所

に
対
す

る
こ
の
姿
勢

は
、
か

の

一
ブ

ー

ル
ス
条

例
」
へ
の

ス
タ

ン
ス
と
と
も

に
、
興
味
あ

る
検
討
課
題

で
あ
る
。
(拙

稿

「
田

口
卯
占

の
取
引
所
論

」
、

『
証
券
研

究
』
、

一
〇

五
巻
、

一
九
九

、
.年

十

一
月
、

四
七
頁
参

照
。
)

(
2
)

な
お
、
福

沢
諭
吉

が
保

有
し

た
株
式

に

つ
い
て
は
、
『
全
集
』
第

二
十

一
巻
並

び

に
別
巻
所
収

の

「
諸

日
差
引
大
帳
」
m
金
銭
出
納
帳

L
に

記
さ
れ

て
い
る
。
正
金

銀
行
株
、
東
京
株
式

株
、
日
本
銀
行
株
、
東
京

電
車
鉄
道
株

、
東
京

電
気
鉄
道
株

、
山
陽
鉄

道
株
、
九
州
鉄

道
株
、

筑
豊
鉄
道
株
、
鐘

淵
株

、
E
子
製
紙
株

、

日
本

郵
船
株
、
、
東
京
瓦

斯
株
、
、
小

田
原
電

鉄
株
、
東

京
製
氷
株
、
関

西
鉄
道
株
、

な
ど
。

〔追

記
〕

小
稿

は
、
次

の
二
論
文

へ
の
補
遺

で
あ

る
。
[
取
引
所

の
意
義

と
役
割

福
沢
諭
吉

に
学

ぶ
」
(
『
証
券
研
究
』
、

一

一
四
号
)
、
「
福

沢

諭
吉

の
取
引
所
論

」

(
『
商

経
論
叢
』
、
第

..
一
巻

二
号
)

な
お
、
脱
稿
後
、
次

の
好
著

に
接

し
た
。
事
態

の
推
移

を
大

観
し

た
書

物

で
あ

る
。
高

村
直
助

『
会
社

の
誕
生
』

(吉

川
弘
文
館
、

一
九

九
六
年
)



145 福沢諭占の取引所論 ・追補

福沢諭吉による取引所関係論説一覧

全集巻数

4

4

8

8

8

8

11

明 治 ・年 ・月 ・口

雛

羅

髭

捲
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間経 済 録』 初編

問経 済録 二編 』

「通 貨論 」

「同 」

「同 」

「同 」

「柑場 名 の一新 を望 む」

i勅 令第11号 によ り 「取 引所 条例 」(い わ ゆ る1ブ ー ルス条例」)発 布〕
」 「東京 米商会 所 」

「相 場所営 業の 延期」

「鉄道 財産 」

「同 」

「同 」

「相場 所の 所望 」

「救 急 の 一策 」

1世 の 中を賑 や か にす る事」

「漫 に米 価 の 下落 を祈 る勿れ 」

「米 商論 」

「同 」

「同1

「財政 始 末」

「r司 」

「i司 」

「同 」

桐 」

「同 」

「諸株 式 の ド落 」

「鉄道 株の 未来」

「新人蔵 大 巨 に望 む」

「理 財法 の回 復 」

「同 」

1同 」

「同 」

1同 」

「阪谷学1の 理財 法 論 を読 む」

「重ね て阪 谷学 七の寄 轡 に就 て 」

「躍 財法 の回 復余 論」

1同 」

臼司 」

「資本 の用 法」

「同 」

「同1

「富 豪 の効 用」

「1司 」

「同 」

1繋 鷺1所_」]
「相場 所 の利 用」

「株 熱 の余症 恐 る可 し」

「小 投機 を制 す るは大投機 を行 ふ に在 り」

1 「富豪大家何を苫んで商売せざる」
.～_」

(『全集』 は,慶 鷹義 塾編 纂 ・岩 波書 店刊 行の 『福 沢諭 書全 集』。)


