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本
書
.

は
ゲ
-

エ.
.I■
.
.
、ハ.
，
丨

生
誕
百
'

年
を
微
に
.

、
.
長
年
.ゥ 

.

エ
ー
.パー

研
究
の
先
達
の一

人
で
あ
っ
た
著
者
が
、
 

と
れ
ま
で
'

発
表
し
て
き
た
四
つ
の
.独
立
論
文
を
一
書 

に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
ー
.

の
論
文
は
、
.：本
書
の 

標
題
と
同
じ「

マ
ッ
ク
ス
•
ゥ

H

丨
バ
'丨
の
蚤
済
学 

方
法
論」

：
で
あ
っ
.

て
、
本
# .
の
半
分
以
上
を
か
々
.

て 

.

い
る
。
ゥ
チ
ー
パ
ー
に
関
す
る
他
の
ニ
論
文
は
、
‘雑 

露

「

思
想J

に
、.

他
の
.
.

1

論

文

「

歴
史
学
派」

は
東 

洋
経
済
新
報
社
の「

経
済
学
大
辞
典」

に
.

発
表
さ
れ 

、

て
ぃ
ち

■

著
者
の
ゥ
X

丨
バ
ー
研
究
の
特
徴
は
、，
ゥ
エ
ー
バ
' 

丨
の
思
想
像
を
そ
の
広
汎
な
思
想
史
的
背
景
の
中
か 

ら
浮
か
，び
上
ら
せ
ょ
う
と
い
う
敬
近
方
汝
で
あ
る
と 

ぃ
ぇ
ょ
う
。
そ
れ
は
、
ゥ
H

I

パ
ー
の
経
済
学
方
法 

，論
を
、
ぞ
の
人
格
、
そ
の
時
代
の
精
神
と
の
か
か
わ 

り
あ
い
の
中
で
と
り
あ
げ
る
，
と
い
う
意
味
で
、■
社 

会
思
想
史
的
接
近
、
よ
り
獨
有
に
は
、
：歴
史
哲
学
^

接
近
と
い
っ
て
よ
.
い
か
も
ん
れ
な
い
。
そ
れ
は
技
術 

ふ
鋼
的
接
近
と
鋭
く
対
立
し
て
.

い

る

。-'
著

者

が

鋭

く

批
 

.

判

し

.
て

い

る
よ

う

■

に
.

、
ウ
X

丨
、パ
ー
の
亜
流
が
、
■ウ

す

る

こ

上

な

し

に

"

お

し

い

た

だ

く

の

、を

み

る

と
 

き

、
'ゥ

：：

工

ー

バ

；—

自

身

を

相

対

化

す

る

著

者

の

見

方

：
 

は

、

.ゥ

H

I

:: -
丨

の

業

績

を

積

極

的

に

生

か

す

た

め

'

に
も
不
可
欠
.

の
.

手
続
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

.

.

.
/
-
• 

■

- 

■
 

-
 

...
 

./

バ
ー
自
身
が
育
つ
た
歴
史
学
派
と
の
相
克(

相
激
化 

を
お
し
す
す
め
た
•

と
い
う
意
味
で
は
そ
の
撕
1£
'

。
認
. 

識
の
主
観
化
と
い
う

意
味
で
は
そ
こ
か
ら
め
於
か)

 

.

の
.

中
で
と
ら
え
て
い
.2
>

。
し
か
.

し
、
著
者
は
.

必
ず
し
.
. 

も
明
言
し
な
い
が
'

、
そ
.の
論
述
の
影
に
立
つ
て
い
る 

の
は
マ
ル
，ク
ス
で
.

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
中 

で
、
ゥ
ェ
ー
バ
ー
が
寘
に
相
克
し
て
い
る
：の
は
実
は 

マ
ル
ク
ス
で
は
な
か
ろ
う
か
，
,0
著
者
が
ゥ
-

.

'パ
!' 

の
思
想
を「

最
高
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
達
成」

と
す 

る
と
き
、.
あ
る
い
は
、
ゥ
エ
丨
バ
ー
の
創
つ
た「

類 

型」

概
念
そ
の
も
の
の
存
立
の
根
拠
を
問
う
と
き
、

.■

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
感
じ
と
る
。

,

か
く
て
本
耆
は
、
最
高
の
ブ
ル
ジ
ョ
.
ァ
的
達
成
と 

し

て

の

ゥ
エ
I

、パ

丨
の
思
想
を
明
瞭
に
浮
か
び
上
ら 

せ
、
し
た
ぶ
.
っ
て
そ
の
跟
界
を
も
词
峙
に
浮
か
び
上
'

ら
せ
る
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
分
析 

で
あ
る
。
著
者
の
意
図
が
、

(

そ
し
て
方
法
論
に
ぬ 

き
さ
し
な
ら
な
い
関
心
を
も
つ
も
の
す
ベ
て
の
意
図 

が)

ウ
ヱ
一
バ
ー
を
こ
え
る
こ
と
、「

あ
た
ら
し
い
方 

法
論
の
中
に
、'
.
ゥ
.

エ
1

バ
.丨
め
方
法
論
に
ょ
っ
て
汲 

み
取
ら
れ
た
真
理
が
止
揚
.

さ
れ
た
か
.た
ち
で
生
か
さ 

れj

る
こ
と
、
で
あ
•る

と

す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
こ

と 

は
.

、
.
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
、：.
ウ
エ
丨
.
'、
ハ
，.
丨

を

克

服

す

る

そ 

.

の
.'̂

か
た
.

を
さ
し
示
す
こ
と
で
.

あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
な 

が
ら
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
方
法
論
プ
ロ
パ
ー
の
問
題 

と
し
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

-

さ
い
ご
.

に
も
ぅ
一
度
、
著
者
の
警
：告
を
引
用
す 

,

.る
。：
：

「

ゥ
エ
ー
、、ハ
I

の
亜
流
が
、技
術
的
な
命
題
し
か 

展
開
で
き
ぬ
C

の
方
法
論
の
結
論
を
、
十
分
な
自
覚 

■-
;

な
し
に
採
用
し
.
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
っ
て
あ
た
か
も

'

ヱ
ー
バ
ー
の
方
法
論
か
ら
実
践
的
命
題
へ
.

の
橋
.わ
た 

し
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
理
念
型
的
な
理
論
を
研
究 

す
る
こ
と
が
、
や
が
て
実
践
的
命
題
に
つ
な
が
っ
て 

ゆ
く
と
考
え
る
ょ
ぅ
な
人
た
ち
の
立
場
を
、
技
術
論 

的
顏
鹿
と
名
づ
计
て

、

す
る
ど
く
批
判
し
よ
う
■と
思

' 

.

'

H

i

.
バV
I

の
，あ

る

，
部

分

を

、

歴

史

を

と

お

し

て

.

吟

味

.
へ

，■.著

者

は

こ

，

Q

■

よ

う■
に
.

v

ウ

ヱ
.
丨
.
.パ
.

丨

を

、

ウ

H

 

I

.

:■

実
践
的
•
政
策
的
な
命
題
を
提
示
し
ぅ
る
か
の
ょ
ぅ 

'

な
錯
覚
に
お
ち
い
つ
て
い
る
。「

わ
た
く
し
は
、
技
術 

.

論
と
実
践
論
と
の
本
質
的
な
相
違
を
抹
殺
し
て
、
ゥ

!
ぅ
も
の
•

で
あ
る
。J

 

(

一
三
ニ
頁)

.
-:

ゥ
工
ー
バ
ー
を
と
お
し
て
，
経
済
科
学
の
方
法
を 

学
ぼ
ぅ
と
す
る
も
の
は
、；.
先
達
の
切
り
.

開
い
た
道
を
. 

1

度
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

ス
ミ
ネ
ル
.

ヴ
ァ
書
房
•

一
九
三
九
年
九
月
刊
.，
B-
6

-1

ー.六
ー.
ー
頁
：
.
五
一
ー
〇 

円)

. 

—

-

野
_

地

洋

行-―

I

内

田

義

彥

.
宮

崎

義

一 

小

林

，

昇

、
•
宮

崎

厚

一

編

『

経
済
学
史
講
座』

I

.
'

、

——

経
済
学
史
の
基
礎
-

近
ご
ち
多
く
の
講
座
類
が
刊
行
さ
れ
、
学
界

Q

問
. 

題

整

理

に

役

立

づ

て

い

る

ょ

ぅ

で

あ

る

が

，
，
そ

'
の

傾 

向
が
経
済
学
史
と
い
ぅ

.

非
常
に
地
味
な
研
究
分
野
に
' 

ま
で
及
ん
で
き
た
こ

と

に
.

い
さ
さ
か
驚
き
を
感
じ
、
 

編
集
者
の
本
来
の
意
図
七
は
こ
と
な
っ
た
コ
マ
ー
シ 

ャ
リ
ズ
ム
の
浸
透
を
併
せ
感
じ
さ
•

せ
ら
れ
る
。
し
か 

.

し
、
.内
田
義
彦
氏
の
緒
論
に
も
あ
き
ら
か
な
と
お 

り
，

I

 

•の
経
済
学
史
研
究
が
今
日
一
つ
の
転
換
期
， 

■

反
省
期
に
さ
し
か
か
0

て
■い
る
こ
と

も

確
か
な
こ
と 

で
あ
れ
ば
、
こ
の
講
座
刊
行
も
意
義
の
あ
る
こ
と
で 

あ
ろ
う
。
 

;

た
し
か
に
戦
後
経
済
学
史
は
、
軚

前

..戦
中
の
経 

済
学
あ
る
い
は
：社
会
科
学
に
対
す
る
権
カ
の
庄
迫
を 

は
ね
か
え
し
へ
真
の
社
会
科
学
の
建
設
の
t

め
：の
方 

.

途
と
し
て
研
究
が
猶
め
ら
れ
た
-
と
ば
否
定
出
来
な 

い
。
し
か
る
に
こ
の一

5

1

年
の
間
に
、
か
っ
て
の
経 

済
学
史
研
究
者
か
ら
学
史
研
究
の
'

意

義

..や

方

法

に

っ 

い
て
数
タ
.
の
再
検
討
が
な
さ
れ
る
に
い
た
り
、
戦
後 

の
一
貫
し
た
方
法
に
強
い
殳
罾
が
こ
ご
：ろ
み
ら
れ
ざ 

る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
中
心
は
，
経
済
科 

学
の
ぅ
ち
で
，
経
済
学
史
が
い
か
な
る地

：.

位
に
あ 

.

.り
，
ま
た
、
い
.

か
な
る
現
代
'的
意
義
を
有
ず
る
か
と 

い
：
ぅ

点

に

あ

る

と

い

い

え

.
よ

7

。
し
か
し
そ
れ
に
対 

す
る
答
え
は
い
ま
だ
に
出
さ
れ
て
い
な
い
一
と
い
ぅ
の 

が
現
状
で
あ
,̂

。本
講
座
に
も
、経
済
学
史
.
を「

現
代」 

の
社
会
科
学
的
把
握
べ
0

1

:方
途
と
み
身
し
て
い 

2>
-

こ
と
が
明
示
.
さ
.
れ
て
い
る
ょ
ぅ
に
、
，
経
済
学
史
を
. 

単
な
る
•

経
済
学
の
古
典
.

の
研
究
に
終
ら
せ
な
.

い
.と
い 

ぅ
こ
と
は
学
史
研
究
家
の
間
の
共
同
の
認
識
で
あ
る
：
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
問
題
を
ー
八
世
紀
後 

半
以
後
に
M

自
の
科
学
と
し
て
の
步
み
を
は
じ
め
た 

経
済
学
を
編
年
的
に
.

と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
世
界 

史
的
な
今
日
の
.

問

題

状

況

に

古

典

を

投

げ

.込

む

と

い 

う
無
理
を
す
る
.

こ
と
で
何
ら
が
：の
学
史
研
究
の
，

「

一
 

本
の
.

赤
い
.
.糸」

.

.を
求
め
よ
う
■と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
.

る
。
従
来
、
古
典
学
派
中
心
の
学
史
、
あ
る
い
は 

重
商
主
義
丨
古
典
派
->

 

マ
ル
ク
ス
と
い
う

.

コ
I

ス
が 

学
史
研
究
の
主
流
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、.
こ 

■

の
講
座
が
現
代
資
本
主
義
を
直
接
み
つ
め
な
が
ら
編 

•
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
こ
そ
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ 

き
で
.
あ
ろ
.
.う
。

こ
の
第
一
卷
も
、
.

小

林
昇

•
水
田 

洋
•

吉
原
泰
助

•

内
田
義
彦
•
吉
田
洋 

一
•橋
本
比
登 

志

.»

真
実

|

男

•

溝
;|
|

喜

一

•
南
方
寛一
の
諸
氏
に 

ょ
る
重
商
主
義
か
ら
英
国
の
新
古
典
学
派
ま
で
と
い 

う
広
い
対
象
が
選
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ 

こ
と
な
っ
た
方
法
で
の
ァ
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い 

る
。
し
か
し
、

.
J

 

• 

S

 •
ミ
ル
以
後
の
分
析
は
い
ま 

だ
問
題
を
摸
索
す
る
段
階
で
あ
り
、
古
典
派
以
後
の 

学
説
：の
取
扱
の
方
法
的
未
確
立
を
物
語
っ
て
い
る
と 

い
う
感
じ
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

経
済
学
史
が
、
独
自
の 

一
_

と

し

て

肯
定
さ
れ 

る
立
場
を
守
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
済
学
説
に
歴 

史
科
学
的
照
明
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の 

意
味
で
.

こ
の
講
座
の
ね
ら
•

い
は
重
要
で
あ
る
が
、>

し
 

の
講
座
の
思
想
と
し
て
何
が
で
て
く
る
の
か
に
わ
れ 

わ
れ
は
期
待
し
た
い
。

(

有

斐

閣

.

一

九

六

四

年

五 

月
刊
，
A

 

5 

•

三
〇
六
頁
•

六
五
〇
円)

/

——

飯
.

田

裕

康

——

新

刊

紹

介

七

三

(

一
五
五)


