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伊東
岱，

吉

.小
泉
信
三
博
士
の
経
済
学
研
究
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
，

既
に
中
山
伊
知
郎
博
士
が「

小
泉
経
済
学
の
本
質」

3
1ー
田
評
論」

特
集
号「

追
悼
.
 

小
衆
信
三」

一
九
六
六
年
八
•九
月
合
併
号)

に
お
い
て
、「

小
泉
先
生
の
経
済
学
と
い
ぅ
場
合
も
っ
と
も
光
っ

.て
V
る
の
は
，
何
と

V
っ
て
も
英 

国
の
古
典
学
派
こ
と
に
リ
カ
ル
ド
ー
の
研
究
で
あ
る
。…

…

先
生
は
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
経
済
学

.の
本
質
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
だ
。
後
に
マ

ル
ク
ス
批
判
と
な
っ
.て
現
わ
れ
た
考
え
方
は
、
全
く
リ
カ
ル
ド
ー
の
延
長
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。

.
あ
る
人
々
は
小
泉
先
生
の
マ
ル

ク
ス
批
判
を
主
観
主
義
俪
値
論
の
立
場
か
ら
す
る
も

.の
と
し
て
、
後
の
限
界
効
用
学
派
の
中
に
数
え
て
い
る
。
：

が
、
間
違
っ
て
い
る
。
小
泉 

経
済
学
に
と
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
批
判
の
ょ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
深
く
、
し
か
も
専
ら
そ
の
リ
カ
ル
ド
ー
解
釈
の
中
か
ら
で
て
い
る
。
こ
の
点
が 

先
生
の
マ
ル
ク
ス
批
判
を

.し
て
重
か
ら
し
め
た
理
出
で
あ
っ
た」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
も
同
感
で
あ
っ
て
中
山
博
士
の
評
価
は
正
確
と
思 

ぅ
。

中
山
博
士

.は
さ
ら
に
リ
カ
ル

^
—
研
究
に
お
け
る
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ

—

小
泉
.先
生
の
相
違
点
.の
比
較
か
ら
両
者
の
立
場
の
相
違
を
論
じ 

「

小
泉
説
は
リ
カ
ル
ドー

を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
、
.
す
な
わ
ち
純
粋
理
論
と
い
う
形
で
裸
に
し
な
い
で
、

認
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。…

…

先

生
が
自
分
は
正
統
学
派
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
場
合
：
.そ
の
立
場
は
は
る

.か
：に
純
粋
な
理
論
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う」

と
述
べ
、

つ
ぎ 

に
マ
ル
ク
ス
の
リ
カ

.ル
ド
ー
に
対
す
る
解
釈
の
ゆ
き
す
ぎ
、

「

過
剰
解
釈」

に
関
す
る
両
者
の
批
判
の
一
致
に

.つ
い
：て
興
味
あ
る
指
摘
を
し
て
、
 

「

現
代
の
宙
典
派
経
済
学
者
と
し
て
自
ら
任
じ
て
い

.た
先
生
の
'中
に
は
、
そ
の
意
味
で
経
済
学
者
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。」

と
し 

て
、「

小
泉
経
済
学
の
本
質」

を
結
ん
で
い
る
。
 

. 

.

.小
泉
先
生
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
批
判
、
と
く
に
そ
の
労
働
価
値
説
の
批
判
を
す
る
場
合
の
立
場
は
、
，中
山
.博
士
が
簡
潔
明
確
に
い
わ
れ
る
通
り 

の
も
の
で
あ
り
、
リ
カ
ア
ド
ォ
が
労
働
価
値
説
を
貫
き
得
ず
し
て「

労
働」

：
以

外

に「

時
間」

.
の
要
素
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
い
わ
ゆ 

る
リ
.力
ア
ド
オ
の「

修
正」

■.を
認
め
る
立
場
に
立
ち
、
こ
.の
立
場
.か
.ら
マ
ル
ク
ス
、を
批
判
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
.れ
.と
は
逆
に
、
.リ
カ
ア
ド
オ 

の
こ
の「

修
正」

.を
以
て
リ
カ
ア
ド
ォ
学
説
の
崩
壊(

俗
流
化)

と
み
、
.
こ

の「

修
正」

な
し
に
本
来
の
労
働
価
値
説
を
そ
の
独
特
の
弁
証
法
と 

唯
物
史
観
の
立
場
で
深
化•

発
展
せ
し
め
ょ
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
、「

過
剰
解
釈」

、

一
面
的
誇
張
と
み
る
小
泉
先
生
の
批
判
が
生
れ
て

く
る
の
で
ノ
あ
る
。
 

-

こ
こ
で
は
先
生
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
、
と
く
に
，そ
の
労
働
価
値
説
批
！：

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
先
ず
小
泉
経
済
学
の
形
成
過
程
を
迪
り
、
さ 

ら
に
狹
く
は
わ
が
慶
応
義
塾
に
お
い
て
、
広
く
は
わ
が
国
の

.経
済
学
展
開
史
上
に
お
い
て
果
し
た
役
割
り
、
あ
る
い
は
そ
の
も
つ
地
位
な
り
意
義 

に
つ
い
て
私
の
感
想
を
概
括
し
て
み
た
い
。
 

■ 

: 

'

ニ

右
の
リ
カ
ア
ド
ォ
の「

修
正」

と
小
泉
経
済
学
の
立
場
に
つ
い
て
さ
ら
に
立
入
っ
て
み
ょ
う
。
リ
カ
ア
ド
ォ
は
ー
貨
物
の
価
値(

交
換
価
値
、
 

，こ
の
場
合
は
、
市
場
価
格
に
対
す
る
自
然
価
格)

は
、
そ
の
生
産
に
要
せ
ら
れ
る
労
働
量
に
ょ
ら
て
定
ま
る
と
し
た
。
か
れ

は「

称
用
は
交
換
価
値
に 

取
っ
て
絶
対
的
に
欠
く
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
其
尺
度
で
は
な
い

,0
既
に
利
用
を
有
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
諸
貨
物
の
交
換
価
値
は
ニ 

小
泉
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

ニ

七(

一
一
九
七)



個
の
泉
源
よ
り
生
ず
る
。
即
ち
貨
物
の
稀
少
性
か
ら
と
、
之
を
取
得

-̂
ん
が
為
め
に
要
す
る
労
働
童
か
ら
と
で
あ
る
。」

.(

リ
カ
ァ
ド
ォ
，
小
衆
悟
三 

訳

「

経
済
学
及
課
税
之
原
理」

岩
波
文
靡
、
.七
丨
八
頁
、
傍
点
伊
東)

と
し
、
.
•:「

稀
有
な
る
彫
像
絵
画
、

稀
覯
書
及
び
古
銭
し
等
砰
生
産
不
可
能
財
に
つ 

い
て
は
、
稀
少
性
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が
決
定
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
交
換
せ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
極
く
少
な
い
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
最
大
部 

分
を
占
め
る
西
生
産
可
能
財
は
労
働
生
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
価
値
は「

其
生
産
に
必
要
な
る
相
対
的
労
働
量
に
由
て
定
ま
る」

と
し
た
。

し
か
し
、
市
場
価
格
が
そ
の
と
き
ど
き
の
需
要
供
給
に
よ
っ
て
変
動
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
結
局
、
自
然
価
格
に
帰
着
す
る
の
は
、
生
産
上
に
競 

争
上
の
制
限
が
な
い
こ
と
、
即
ぢ
自
由
競
争
が
前
提
と
さ
れ
、
資
本
の
異
部
門
間
の
岛
甶
移
動
に
よ
る
利
潤
率
の
平
均
と
い
う

作
用
に
よ
る
の
で 

お
る
。
と
こ
ろ
で
異
種
産
業
間
で
必
要
と
ざ
れ
る
固
定
資
本
と
労
働
量
と
の
間
の
比
例
に
差
が
あ
り
、.
知
る
い
は
生
産
物
、が
市
場
に
出
て
売
れ
る 

ま
で
の
時
間
に
差
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
過
去
の

^g

の
所
産
で
は
あ
っ
て
も

胄

ホ

が

「

寝
か
.さ
れ
る
卜

時
間
が
長
け
れ
ば
長
.い
ほ 

■.ど
、

そ
の
商
品
の
自
然
価
格
は
、

利
潤
率
平
均
の
作
用
で
、

然
ら
ざ
る
も
の
の
労
働
量
に
蕋
く
価
値
よ
り
も
高
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く 

て
、
自
然
価
格
は
生
産
に
費
さ
れ
た
労
働
量
に
一
致
す
る
と
は

.い
え
な
く
な

.る
。
こ
の
難
問
が
リ
カ
ァ
ド
オ
を
し
て
か
れ
の
価
値
法
則
の
再
考

、
.
 

あ
る
い
は
修
正
を
促
し
た
。
 

.

.

.

リ
カ
ァ
.ド
オ
は
そ
の「

原
理」

の
第
一
版
か
ら
第
三
版
，.に
い
_た
る
ま
で
の
思
索
に
よ
っ
て
、
.い
よ
い
よ
こ

.の

「

修
正」

を
重
視
す
.る
よ
う
に
な 

り
、
そ
し
て
か

.の
有
名
な
マ
カ
ロ
ッ
ク
宛
の
手
紙

.

(

一
八
ニ
〇
年
五
月
ニ
〇
日
お
よ
び
六
月
ー
三
日
付)

の
中
で
、

明
瞭
に
、

価
値
を
定
め
る
原
因
と 

し
て
、(

一)

そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産
に
要
せ
ら
れ
る
労
働
量
、

の
み
な
ら
ず

.(

ニ)

生
産
物
が
市
場
に
出
て
売
れ
る
ま
.で
に
か
か
る
そ
れ
ぞ 

れ

.の
時
間(

坐
産
上
固
定
資
本
が
寝
が
さ
れ
る
時
間
の
問
題
も
同
じ)

を
も
認
め
る
こ
と
に

.な
っ
た
の
で
あ
る
。

.小
泉
先
生
の「

経
済
原
論」

をii

む
と
、
基
本
的
に
は
右
の
リ
カ
ァ
ド

.オ

.の

「

修
正」
の
立
場
に
立
っv

い
る
。
先
生
は
、
限
界
効
用
説
に
よ 

づ
て
需
要
供
給
説
は
初
め
て
精
密
に
説
明
さ
れ
た
が
、

効
用
説
と
費
用
説(

こ
れ
は
労
働
量
と
、
時
間—

あ
る
い
は
待
忍
•
節
約
の
ニ
要
素
を
基
本
と
み 

る)

と
は
、

ジ
ヱ
ブ
ン
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
人

.々
が
自
ら
の
限
界
効
用
説
を「

新
奇
な
る
意
見」

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
生
産
費
説
と
全

ベ
相
容
れ
難
き
も
の
の
如
く
説
く
の
は
誤
り
で
あ
っ
て

.、
両
者
は
決
し
て
相
容
れ
難
い
も
め
で
は
な
い
。「

稀
少
財
に
就
い
て
は
、

リ
カ
ア
ド
オ 

は
.無
論
限
界
効
用
性
を

.拒
否
し
な
い
。
た
だ
任
意
に
苒
生
産
し
得
る
貨
物
に
就
い
て
、
彼
れ
は
効
用
論
者
以
上
に
更
に
一
歩
を
進
め
て
、
労
働
費 

用
が
.よ
り
明
確
な
尺
度
を
供
す
る
と
云
っ
た
に
過
ぎ
ぬ」

と
い
う
ハ
イ
シ
リ
ツ
ヒ

•
デ
ィ
ツ
ェ
ル
の
所
説
に
賛
成
し
、「
貨
物
の
価
値
を
決
す
る 

も
の
は
何
処
迄
も
需
要
と
供
給
或
は
，効
用
と
稀
少
性
と
で
あ
り
、
労
働
費
用
又
は
生
産
費
は
此
の
供
給
又
は
稀
少
性
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
、
 

初
め
て
価
値
に
影
響
す
る
，
の
で
あ
る
か
ら
、
効
用
学
説
は
生
産
費
説
に
対
し
て
特
殊
に
対
す
る
一
般
の
地
位
に
あ
り
、

たm

其
場
合
に
生
産
費
は 

効
用
よ
り
も
一
層
明
確
に
価
値
を
测
定
せ
し
む
る
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
ぬ」

(

小
泉
信
三「

経
済
原
論」

.ニ
九
三
丨
四
頁)

.と
結
ば
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
先
生
は
リ
カ
ア
ド
ォ
の
延
長
の
上
に
、
.
其
後
の
イ

.ギ
リ
ス
正
統
学
派
、

ド
イ
ツ
歴
史
学
派
、

あ
る
い
は
限
界
効
用
学
派
を
は
じ 

め
、
グ
ス
タ
フ

•
カ
ツ
セ
.ル
、
ゥ
ィ
ル
へ
ル
ム

.
レ
キ
シ
ス
等
当
時
ま
で
の

&
済
学
発
展
の
成
果
を
織
り
込
み
つ
つ
、
そ

の

「

経
済
原
論」

を
展 

開
さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
も
、

か
れ
が
理
論
経
済
学
者
と
し
て
は
リ
カ
ア
ド
オ
を
以
て
出
発
し
た
こ
と

.は
、

争
い
難
く
明
白
で
あ 

る
、
と
し
て
、

「

哲
学
の

^
_」

二
八
四
七
年y

「

賃
労
働
と
資
本」

(

一
八
四
九
年)

r

価

値

•価
格
及
び
利
潤」

(

一
八
六
五
年)

の
中
よ
り
、
リ
カ 

ア
ド
ォ
的
論
理
の
例
証
を
あ
げ
て

、
' 

.
マ
ル
ク
ス
が「

経
済
学
批
判」

第

一

輯(

一
八
五
九
年)

以
後
、
そ
れ
以
前
の
誤
り
や
歪
み
を
克
服
し
て
つ 

い

に「

資
本
論」

(

一
八
六
七
年)

の
完
成
に
到
達
し
た
変
化

•
発

展(

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス「

賃
労
働
と
資
本」

に
お
け
る
ユ
ン
ゲ
ル
ス
の
序
文 

参
照)

に
つ
い
.て
は
そ
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
な
：い
。

む
し
ろ
リ
カ
ア
ド
オ
が
当
面
し
た
困
難
を
一
九
五
九
年
以
後
の
マ
ル
ク
ス
は
、

い
わ 

ゆ
る
弁
証
法
的
詭
弁
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
論
理
を
も
っ
て
、
解
決
し
た
よ
う
に
み
せ

.て
い
る
と
み
る
。
少
く
と
も
後
思
案
に
よ
る
無
理
な
こ 

じ
つ
け
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
価
値
説—

剰
余
価
値
理
論
は
経
済
理
論
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、

「

そ
の
資
本
主
義
の
必 

然
的
崩
壊
の
説
明
は
、
過
剰
の
労
働
者
と
過
剰
の
商
品
の
，造
出
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ニ
つ
の
過
剰
の
説
明
に
特
定
の
価
値
理
論
が 

必
要
で
な
い」
(

小
泉
信
.三

「

経
済
分
析
に
於
け
る
リ
カ
ア
ド
オ
と
マ
ル
ク
ス」

「

日
本
学
士
院
紀
.要」

'第
二
十
四
巻
第
一
号
、
昭
和
四
十
一
年
三
月)

と
さ
れ 

る
。「

然
ら
ば
価
値
理
論
は
マ
ル

.ク
シ
、、ス
ム
，に
と
っ
て
不
必
要
な
も
の

.で
あ
る
か
。

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
い
う
べ
く
ん
ば

、
.

小
泉
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

ニ

九(
一

一
九
九)



認
識
の
：た
め
よ
り
は
行
動
の
た
め
に
、
.
'理
論
的
よ
り
は
政
治
的
の
必
要
で
あ
る」

(

同
上
論
文)

と
結
論
さ
れ
る
。
こ

の「

経
済
分
析
に
於
け
る
リ 

力

ァ
ド
オ
と
マ

ル
ク
ス」

と
い
う
論
文
は
、
戦
後
久
し
く
経
済
論
文
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
お
ら
れ
た
先
生
が
昭
和
四
十
年
六
月
、

学
士
院
で
報
告
さ 

れ
た
も
の
で
、
恐
ら
く
経
済
論
文
と
し
て
の
絶
筆
に
当
る
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
晚
年
の
先
生
の
考
え
方
が
最
も
卒
直
に
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
点 

.で
注
因
さ
れ
る
。

さ
ら
に
先
生
の
マ

.ル
ク
ス
.経
済
学
と
対
照
的
な
考
え
方
の
相
違
の
特
徴
点
を
あ
げ
る
と
、
超
歴
史
的
な
経
済
本
則
に
お
い
て
も
、
単
純
商
品
生 

産
：に
お
い
て
も
、
生
産
手
段
が
用
い
ら
れ

I
迂
回
的
生
産
が
行
わ
れ
る
場
合
、
人
間
は
そ
の
労
働
支
出
に
お
い
て
、
も
し
労
働
の
成
果
の
実
現
ま 

で
に
遅
速
が
あ
る
な
ら
ば
、.、同
一
労
働
量
の
生
産
に
お
い

.

V
も
：、. ：.

も
し
交
換
比
例
に
お
い
て
同
一
な
ら
、ば
、
実
現
の
速
い
方
を
択
ぶ
で
あ
ろ
う
か 

ら
、「

時
間」

(

待
忍)

.は
、

資
本
主
義
で
な
べ
と
も「

労
働」

.と
並
ん
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
資
本
生
義 

.

.に
お
い
て
は
、
こ
の
：「

時
間」

が
利
潤
の
蕋
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
み
る
。
.
こ
の
考
え
方
か
ら
し
て
も
、
資
本
論
冒
頭
の
商
品
を
、
資
本
制
的
モ 

デ
ィ
フ
ィ
ヶ
ー
シ
ョ
ゾ

=
生
産
価
格
化
の
論
理
的
捨
象

.の
上
に
立
つ

.「

た
だ
の
商
品」

で
、
資
本
制
生
産
に
歴
史
的
に
先
行
す
る
雄
純
商
品
生
産 

と
照
応
す
る
も
の
、

と
：い
う
解
釈
に
対
し
て
も
こ
れ
を
認
め
る
立
場
に
は
な
く
、

「

資
本
論
第
三
巻
補
遺」

：
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
、
ほ
ぼ
労 

働
価
値
通
り
に
行
わ
れ
た
と
す
る
単
純
商
品
生
産
段
階
よ
り
利
潤
率
の
平
均
、
生
産
価
格
へ
の
、
歴
史
的
過
程
の
内
的
諸
連
関
の
論
理
的
追
跡
の 

.試
み

(

こ
れ
は
マ
ル
ク
シ
ス
卜
に
よ
っ
て
も
っ
と

社
会
経
済
史
的
研
究
で
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
も
あ
る
が)

'に
つ
い
て
'も
先
生
の
承
認
し
得
ら
れ 

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る

つ
ぎ
に
、

マ
ル
ク
ス
は
賃
労
働
者
が
資
本
家
に
売
る
商
品
は
、「

労
働」

：.で
は
な
く
し
て

-「

労
働
力」

で
あ
る
と
い
う
理
論
的
発
展
，を

「

賃
労 

働
と
資
本」

以
後
の
変
化

.に
お
い
て
行
い
、
し
か
も
、「

労
働
力
の
価
値」

と
賃
労
働
者
の
資
本
家
の
下
で
行
う
労
働
量
と
の
差
額
か
ら
剩
余
労
働 

I
剩
余
価
値
論
を
成
立
せ
し
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

先
生
は
こ
れ
を
認

め

ず(

そ
の
理
由
は「

労
働
力
な
る
%■
の
が
若
し
マ
ル
ク
ス
の 

謂
ふ
如
く H

ネ
ル
ギ
イ
を
出
す
肉
体
的
精
祌
的
の
力
で
あ
る
な
ら
ば
、，
，

労
働
者
は
決
し
て
そ
れ
を
手
離
し
て
他
人
に
売
る
こ
と
は

出
来
な
い
箸
で
あ
る
。
労
働
力
は

飽
く
迄
も
労
働
者
に
厲
し
典
購
買
者
は
.決
し
て
之
を
我
物
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
出
来
る
の
は
た
だ
己
れ
の
為
め
に
其
労
働
力
を
行
使
し
て
労
働
せ
し
む
る
こ 

と
の
み
で
あ
る」

小
泉
信
三「

経
済
原
論」

一
七
四
頁)

労
働
者
が
資
本
家
に
傭
わ
れ
る
こ
と
は

■

「

労
働
の
給
付
を
売
る」
の
で
あ
っ
て
、

賃
金
は 

「

労
働
給
付
の
価
格」

で
あ
り
、
賃
金
を
決
定
す
る「

最
も
虫
要
な
要
素
は
労
働
の
相
対
的
欠
乏」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

右
の
立
場
か
ら
先
生
は
マ
ル
ク
ス
の
搾
取
論
を
批
判
さ
れ
、「

労
働
に
比
し
て
生
産
財
が
欠
乏
し
て
ゐ
れ
ば
賃
銀
は
資
本
家
に
有
利
に
定
ま
る 

し
、
反
対
に
労
働
が
欠
乏
す
れ
ば
労
働
者
の
願
望
が
多
く
通
る

1_
-
:

「

そ
の
願
望
が
何
処
ま
で
貫
徹
さ

.れ
る
か
は
た
乂
市
場

.の
状
態
が
之
を
定
め
る」 

(

上
掲「

原
論」

一
七
三
頁)

と
さ
れ
た
。

こ
ぅ
し
て
、

マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
も
剩
余
価
资
理
論—

搾
取
の
理
論
も
先
生
の
承
認
し
ぅ
る
も
の 

と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

.

三

.小
泉
先
生
は
義
塾
の
普
通
部
か
ら
大
学
予
科
を
経
て
、
.明
治
四
十
年(

一
九
〇
七
年)

政
治
科
に
進
み
、
こ
こ
で
経
済
学
を
本
格
的
に
学
ん
だ
。
 

当
時
の
政
治
科
は
塾
生
の
精
鋭
を
集
め
て
い
た
科
で
、
小
泉
先
生
の
先
輩
で
義
塾
経
済
学
確
立
の
双
璧
と
さ
れ
た
高
橋
誠
一
郎
先
生
も
こ
こ
に
学 

ん
で
お
り
、
東
京
高
等
商
業
学
校(

現
一
橋
大
学)

か
ら
招
か
れ
て
塾
で
教
え
て
い
た
福
田
徳
三
博
士
の
講
義
も
小
衆
先
生
.を
ひ
き
つ
け
た
魅
力 

で
あ
っ
た
。
小
泉
先
生
の
経
済
学
研
究
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
第
一
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
福
田
博
士
で
あ
り
、

つ
い
で
堀
江
帰
一
博
士
で
あ 

っ
た
。
社
会
主
義
と
く
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
関
心
は
福
田
博
士
の
啓
発
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
先
生
が
政
治
科
を
卒
業
し
て
教
員 

に
採
用
さ
れ
た
明
治
四
十
三
年(

一
九
一
〇
年)

.に
は
、.
か
の
幸
徳
秋
水
を
は
じ
め
と
す
る「

大
逆
事
件」

が
起
り
、
先
生
の
社
会
問
題
へ
の
関 

心
を
強
く
刺
戟
し
た
。

「

幸
徳
伝
次
郎
ー
派
に
ょ
っ
て
企
て
ら
れ
た
と
い
ぅ
大
逆
事
件
は
、

強
い
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
ま
し
た

' 
幸
徳
は
無
政
府
主
義
を
奉
ず
る
も
の
だ 

と
伝
え
ら
れ
た
。
無
政
府
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
虚
無
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
：
；…

人
び
と
は
し
き
り
に「

危
険
思
想」

と 

小
康
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

三

一(

一
二
〇
一)



.い
う
こ
と
を
云
っ
た
。
危
険
思
想
が
青
年
に
と
っ
て
魅
力
の
な
い
箸
は
な
い
。
当
時
、
私
た
ち
の
同
僚
や
同
年
輩
の
友
人
に
社
会
主
義
者
と
称
す 

ベ
き
も
の
は
見
当
ら
な
か
っ
た
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
主
義
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
、
皆
一
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
好
い
で
し
ょ 

う
。
幸
徳
伝
次
郎
、
.堺
利
彦
の
共
訳
に
よ
る『

共
産
党
宣
言』

な
ど
も
、
私
た
ち
は
す
で
に
読
ん
で
い
ま
し
た」

(

小
泉
信
三「

私
の
履
歴
書」

四
九
頁) 

七
先
生
は
当
時
を
追
懐
さ
れ

.て
い
る
。
 

/ 

.

•-
先
生
は
大
正
元
年(
一
九
二
一
年)

義
塾
派
遣
留
学
生
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
向
っ
た
が
、
出
発
前
に
ジH

ブ

ン

ス「

経
済
学
純
理」

の
翻
訳
を
完 

成
し
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
で
はLondon School of Economics and 

Political Science

の
聴
講
生
と
な
り
、
キ
ャ
ナ
ン
、
ボ
ウ
レ
エ
、

フ 

V

ッ
ク
ス
ウ
ヱ
ル
ら
の
講
義
を
聞
い
た
が
、.
こ
れ
ら
の
講
義
よ
り
も
多
く
の
刺
戟
を
受
け
た
の
は
当
時
，の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治•

社
会
の
激
動
で
あ 

っ
た
。

/-
>一
一
十
五
歳
の
私
が
刺
戟
を
受
け
、

.十
九
世
紀
以
来
の
自
由
主
義
の
変
化
、

自
由
主
義
と
社
会
主
義
の
問
題
等
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ 

ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
私
は
留
学
以
前
か
ら
社
会
主
義
の
問
題
に
は
注
意
を
ひ
か
れ
、
福
田
徳
三
博
士
に
よ
る
啓
発
は 

別
と
し
て
も
、
ゾ
ム
バ

ル
ト
や
デ
ィ
イ

ル
の

著
書
、
進
ん
で
は
少
し
ば
か
り
の
原
典
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
知
識
と
意
見
と
を
持
っ
て
い
た
が
、
 

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
現
実
が
私
の
上
に
さ
ら
に
力
強
い
刺
戟
と
な
っ
た
こ
と
は
争
わ
れ
な
い」

(

小
眾
信
三「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

一
〇
三
頁)

。
そ 

し
て
講
義
よ
り
む
し
ろ
シ
ド
ニ
！

ウ
ェ
ッ
ブ
の
諸
著
作
に
刺
戟
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る(

「

慶
応
義
塾
.百
年
史J

別
巻

•大
学
編
、

一
一
三
頁)

。

ロ
ン
ド
ン
で
は
チ
ヱ
ァ
リ
ン
グ
ク
ロ
ッ
ス

•
ロ
ー
ド
の
古
本
屋
街
に
あ
る
社
会
主
義
、
無
政
府
主
義
、
婦
人
参
政
主
義
等
、
に
関
す
る
急
進
的 

書
籍
の
み
取
扱
う
ベ
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
い
う
小
さ
な
店
を
み
つ
け
て
、「

何
し
ろ
、

大
正
元
年
の
そ
の
当
時
、

日
本
で
は
ウ
ッ
ヵ

.リ
持
っ
て
出
歩
く

こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
禁
制
の
書
ば
か
り
店
い
っ
ぱ
い
並
べ
て
あ
る
に
は
驚
い
た
。
た
ち
ま
ち
そ
の
家
の
常
得
意
と
な
り

.
書
棚
に
並
べ

て
あ
る
も
の
も

-
小
册
子
類
が
多
か
っ
た
が

-
片
端
か
ら
買
っ
た
。

.か
く
手
当
り
次
第
に
社
会
主
義
文
書
を
あ
さ
る
と
と
も
に
、
系
統

，的
に
近

il
l：
社
会
生
義
思
想
お
よ
び
実
践
運
動
の
由
来
経
過
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
批
評
的
態
度
を
定
め
た
い
と
の
欲
求
が
よ
う
や
く 

■強
く
な
つ

.

V

き
た」

(

小
设
信
三

「

私
と)

ル
ク
シ
ズ
ム」

ー
〇
三
丨
四
頁)

。
小
泉
先
生
の
社
会
主
義
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
の
ス
タ
ー
ト
は
以
上

の
ょ
ぅ
に
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
。

ロ
ン
ド
ン
にf

年
い
て
、
大
正
ニ
年(

一
九j

i

ニ
年)

十
一
月
べ
ル
リ
ン
大
学
に
移
り
、

こ
こ
で
社
、
グ
ス
タ
フ
：
ゾ
ユ
モ

ラ

丨

の「

イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
階
級
闘
争」

、

ア
ド
ル
フ
.
ヮ
グ
ナ
丨
の「

資

本

義

と

社

塗

義J
、

さ
ら
に
経
済
原
論
及
び
そ
の
各
論
に
あ
た
る
。
フ
ラ
ン
ッ
•
オ

ッ
ぺ
ン
ハ
イ
マ
ー
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
•
ヘ
ル
ク
ナ
ー
、
あ
る
い
は
高
等
商
業
学
校
で
の
ウ
ヱ
ル
ナ
！

ゾ
ン
バ
ル
卜
等
の
講
義
を
聞
い
て
い
る

( 「

慶
応
義
塾
百
年
史」

別
巻
一
一
三
頁)

。
こ
こ
で
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
•直
前
、

一
九
一
四
年
に
た
ま
た
ま
出
版

さ
れ
た
、
マ
ル
ク
ス

.

「

資
本
論」

：第
一
巻
の
カ
ウ
ッ
キ
丨

校

訂

「

民
衆
版」

を
入
手
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
戾
っ
て
い
る
。(

小
泉
信
三
、
前
掲
書
、

一
〇 

四—

五
頁)

一
一
度
因
の
イ
キ
リ
ス
滞
在
で
は
そ
の
大
半
を
ケ
ン
プ
リ

ッ
ジ
大
学(

キ
ン
グ
ス
•

カ
レ
.

ッ
ジ)

で

過

し

た

が
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

•
マー

シ
ヤ
レ 

は
既
に
議
を
止
め
て
お
り
、
そ
の
あ
と
を
つ
ぐ
ビ
グ
I
教
授
や
、「

当
時
ま
だ
三
十
歳
勿
ノV

の
青
年」

.で
あ
っ
た
若
き
日
の
.ケ
イ
ン
ズ
の
議 

を
僧
し
て
I

る
。
さ
ら
に
其
後
、
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン

ヌ

の

法
科
大
学
で
、

シ
ャ
ル
ル
•
ジ
丨
ド
、

シ
ャ
ル
ル
•
リ
ス
ト
等
の
講
義
を
聞
き
大
正
五 

年

(

一
九一

六
年)

三
月
足
か
け
五
年
の
留
学
を
お
え
て
帰
国
し
た
。
霞

後

直

ち

■に
四
月
か
ら
経
済
原
論
等
を
担
当
し
、

さ
ら
に
社
会
問
題(

の 

ち
に
社
倉
想
史〉

、経
済
学
史
等
の
講
義
を
担
翌
し
た
。
そ
れ
か
ら
昭
和
八
年(

一

九
.三
三
年)

十
一
月
、
■慶
応
議
長
に
就
任
す
る
ま
で
の
.十
七 

年
あ
ま
り
力 

'小
衆
先
生
の
大
学
教
授
時
代
で
、
そ
の
主
要
な
業
績
、
リ
カ
'ア
ド
オ
研
究
、
経
済
原
論
、
社

会

屋

史

、
と
く
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム 

批

消

.
穷
働
価
値
説
論
争
*
等
-々

も
こ
の
期
間
に
な
さ
れ
た
も

.

の
で
あ
る
が
、
.そ
の
学
問
9

_
は
右
の
留
学
期
間
に
培
か
わ
h
た
も
の
の
ょ
ぅ 

に
思
わ
れ
る
。.
と
く
に
留
学
中
に
興
味
を
も
っ
た
社
会
墨
と
経
済
理
論
の
ノ
I
卜
は
、
.帰
朝
後
の
世
界
及
び
日
本
の
社
会
的
激
動
期
に
先
生
が 

自
e
の
思
想
を
確
立
し
、
ま
た
ジ
ヤ
I

ナ

リ
ズ
ム
に
論
客
と
し
て
活
躍
す
る
資
料
と
し
て

役
立
つ
と
と
と
な
っ
た
。

.先
生
が
帰
词
し
て
間
も
な
く
、

口
シ
ア
革
命(一

九
一
七
年
三
月
及
び
十
一
月)

.が
起
り
、

そQ

影
響
は
.

ハ
ン
ガ
リ
ー
そ
の
他
東
欧
諸
国
に
波
及 

し
た

' 

.
さ

ら
に
翌
年
益
第
一
次
黨
大
戦
が
終
っ
て(

一
九
一
八
年
秋)

異
常
な
好
景
気
に
対
す
る
激
烈
な
反
動
が
き
た
。
日
本
国
内
で
は
劃
期

小
衆
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

, 

三

三(

ニ
ー
.〇
三)



的
.な
米
騒
動
，

(

大
正
七
年
、
.
1一
 
九一 

'八年)

.

.が
起
め
、

労
働
運
動
も

^
た
.こ
.の
前
後
か
ち
大
規
模
:<
^
な
'0
.て
き
た1

r

玆
に
戦
後

.の
世
界
に
い
.か
な

•
 

•
 

'
 

'
 

•
 

.

る
社
会
を
患
設
す
べ
き
か
の
問
題
が
起
っ
て
来
た
訳
，で
す
。
，今
日
か
ら
顧
み

.る
夫

，当
時
誰
れ

..
も
先
！
の
見
透
し
を
持

.っ
て
い
'た
.も
•の
：
は

な

，
く

、

嗖
た
、
そ
れ
が
当
然

.の
次
第
で
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、'
人
；々
が
#
：っ
て
社
会
改
造
に
つ
い
て
、
今
ま
で
思
想
家

r
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
様
 々

の
提
案
に
つ
い
て
知
識

.を
求
め
た
の
；は
当
然
で
あ
り
ま
ん
た
。」

'
.

(

小
泉
信
三
.「

私
の
厲
歴
書」

：
七
九—

八
〇
頁)

.
「『

解
放』

『

改
造』

そ
の
他
こ
れ
に
類

.す
る
雑
誌
は
雨
後
の

.筍

.0
如
く
簇
生
し
、
，社
会
思
想
に
関
し
多
少
の
知
識
を

'有
す
る
も
の
は

-1
»
:
間
の
引 

S

り
®
に
な
っ
た
。
.私
が
ロ
ン
ド
ン
留
学
当
時

1

作
成
を

3

け
た
社
塗
義
研
究
の
ノ
オ
ト
も
時
々
思
い
が
け
な
い
役
に
立

S
 

り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
新
聞
雑
誌
に
寄
稿
す
る
こ
と
も
よ
う
や
く
頻
繁
に
な
っ
て
行
っ
た
。：

ご
れ
は
留
学
中
の
私
の
全
く
予
想
し
な
か
っ
た
こ
と 

で
あ
っ
た
。」

(

小
東
信
三
'
私
と
マ
ル
ク
、ゾ
' ズ
‘ム」
.■一
 

0六
I
七
頁)

.

.と
こ
ろ
で
、
社
会
主
義
、.
共
産
主
義
、
無
政
府
主
義
、.
虚
無
主
義
'
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
等
々
.の
多
彩
を
極
め
た
社
会
思
想
体
系
も
、
時
の
流
れ 

の
.う
ち
に
い
つ
し
か
重
要
性
を
失
い
、
そ
の
思
想
的
理
論
的
偭
値
そ
の
も
の

.か
ら
も
、
ソ
ヴ
ヱ
ー
ト
連
邦
の
成
立
と
，い
う
歴
史
的
事
実
か
ら
も
、，
 

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
た
だ
一
つ
.が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
先
生
の
研
究
対
象
も
こ
れ
に
お
の
ず
か
ら
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
.し
て
問
題 

の
焦
点
も
先
ず
最
も
基
礎
的
な
、

マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
、

剰
余
価
値
、

生
産
価
格
の
理
論
に
注
が
れ
た
。

け
だ
し
、

資
本
主
義
か
社
会
主 

義
、
.
共
産
主
義
か
の
理
論

.闘
争
に
お
い
て
、
も
し
マ
ル
ク

.ス
の
労
働
価
値
説
が
支
持
さ
れ

.え
な
い
と
す
れ
ば
、
剰
余
価
値
説
も
搾
取
理
論
も
成
立 

せ
ず
、

マ
ル
夂
シ
ズ
ム
の
全
体
系
が
崩
壊
す
る
こ
と

>
な

る

の

，
で

あ
.る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
最
も
鉴
本
的
で
あ
る
。

「

最
初
に
不
満
を
感
じ
た
の
は
、

マ
ル
ク
ス
の
価
値
'
余
剰
価
値
、
価
格
理
論
で
あ
っ
た
。

大
正
十
年
頃
の
日
本
で
は
、

マ
ル
ク
ス
の
価
値
理
論

.の
批
判
よ
り
も
ま
だ
そ
の
解
説
が
必
要
と
さ
れ
た
と
思
う
。
有
名
な
ボ
エ

ム
の
、

『

力

ア
 

ル

•
マ
ル
ク
ス
及
び
そ
の
体
系
の
終
結』

は
、
発
表
後
二
十
数
年
を
経
た
当
時
に
お
い
て
も
依
然
そ
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、.
私
は
む 

し
ろ
古
典
派
経
済
学
、

こ
と
に
づ
ヵ
ァ
ド
オ
の
理
論
と
そ
の
発
展
の
経
過
を
学
ぶ
間
に
、

マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
批
判
が
自
分
か
う
ち
に
熟
し
て
行

>•
>-
^

 

V

 

>

 

'

 

V

.

っ
た
こ
と
を
憶
ぃ
出
す
。
私
が
リ
ヵ
ァ
ド
ォ
、

マ
ル
メ
ハ
、
h
わ
、い
、

f
.
4

い
ハ6

6
霞

4

に
興
味
を
感
じ
、
そ
の
一
.人

々

々

で

な

く

、

ー
ー
、
を

 

一
括
し
て
考
察
の
対
象
と
し
.た
の
は
大
IE
'
.
P
<
年
頃
か
へ
っ
で
.あ
.っ
た
と
思
う
。.
私
が
マ
ル
ク
ス
一
人
を
単
独
殊
別
の
も
の
と
考
察
せ
.ず
、
こ
れ
を 

同
系
の
思
想
の
'流
れ
.に
お
い
て
捉
え
た
こ
と
は
、
幸
に
正
し
か
っ
た
と
思
う
。.
.こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
他
の
優
れ
た
理
論
家
ら 

と
同
じ
問
題
に
当
面
し
、
同
じ
困
難
に
^
^
.い
た
.

6
’

かf

た
こ
と
を
冷
静
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
往
々
一
部
の
マ 

ル
ク
シ
ス
ト
に
免
れ
ぬ
凝
り
過
ぎ
ひ
と
り
相
撲
に
類
す
る
偏
執
と
訓
話
癖
と
か
ら
免
れ
る
こ
.と
が
で
き
た
と
思
；

0
。」

(

小
泉
信
三「
私
と
'マ
ル
ク 

ツ
ズ
-A
J
一
 
〇
八—

.九
頁
、
傍
点
伊
東)

■

•

.冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
'先
生
の
マ
ル
ク

.ス
価

値

論

批

判

は

、

「

む

し

ろ

古

典

派

経

済

学

,'
こ

と

にリ
カ
ア
ド
オ
理
論
と
そ
の
発
展
の
経
過 

を
学
ぶ
.間
に
、

マ
ル
ク
ス
に
対
^
る
批
判
が
自
分
の
う
ち
に
熟
し
て
行
っ
た」

も
の
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
、
マ
ル
ク
ス
、
コ
オ

ド
べ
.シ
ト
ス 

の

「

三
人
を

.一
括
し
て
考
察
め
対
象
と
し
た」

研
究
の
一

’つ
の
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色

'か
あ
る
。
先
生
帰
国
後
の

「

三
田
学
会
雑
誌」

執
筆 

論
文
を
み
る
と
、
右
の
三
人
に
さ
ら
に
ラ
ッ
サ—

ル
、
ギ
ル
ド

•
ソ
丨
シ
ャ
リ

'
5等
を
含
め
て
、
大
正
摩
に
か
け
て
実
に
沢
山
の
エ
ネ
ル
ギ 

ッ
シ
ュ
な
研
究
発
表
を
.み
る
こ
と
が
で
き
る
。

：
 

•

た
た
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
生
の

..マル
ク
シ
ズ
ム
研
究

.は
、
リ
カ
ア
ド
オ
研
究
の
経
過
の
.う
ち
に
総
じ
て
経
済
学
説
研
究
の
う
ち
に 

行
わ
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、

マ
ル
ク
ス
資
本
論
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
そ
の
独
特
の
方
法
論
、

マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
に
学 

び
こ
れ
を
逆
立
ち
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
変
革
し
て
得
た
唯
物
弁
証
法
、
さ
ら
に
は
唯
物
史
観
に
関
す
る
先
生
の
研
究
は
、
右
の
価
値
論
批 

判
の
結
論
を
得
た
あ
と
で
本
格
的
に
な
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ヴ
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、

マ
ル
ク
ス
が「

1
 チ
の

貧
困」

「

賃
労
働
と
資
本

」 

「

経
済
学
批
判」

「

資
本
論」

へ
.と
、
か
れ
独
息
弁
証
&
的
方
法
に
基
き
古
典
派
の
方
法
論
的
限
界
に
も
と
づ
く
経
済
学
の
諧
成
果
の
も
つ
限
界 

を
突
破
し
て
、

マ
ル
タ
ス
経
済
学
の
新
し
い
体

f

樹
立
す
る
に
至
っ
、た
そ
の
経
，済
学
的
研
究

^
発
展
過
程
を
、
リ

カ

ア

.K
オ
的
立
場
か
ら
の
み 

考
察
さ
れ
て
、

マ
ル
ク
ス
が
資
本
論
で
展
開
し
た
い
わ
ゆ
る

.

.

.

「

上
向
法」

V
論
理
的

.

=

歴
史
的
展
開
の
方
法
は
む
し
ろ
後
か
ら
の
抽
象
的
思
弁
、
 

小
康
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

三
五

(

ニ
ー
〇
五

)

'



三
六

.

(

一
二
〇
六)

.

「

後
思
案」
に
す
ぎ
ぬ
と
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の「

経
済
学
批
判
序
説」

「

ド
ィ
ッ
チ
ヱ
•
•
‘
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

等
も
先
生
は
当
時
も 

余
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か.

っ
.た
よ
ぅ
に
思
わ
れ
、
.
-1
剰
余
価
値
学
説
史」

も
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
よ
ぅ
に
記
憶
す
る
。
 

ま
し
て
、

戦
後
に
な
っ
て
公
刊
さ
れ
た
'尨
大
な
草
案「

経
済
学
批
判
要
綱」

'

(

■一
 
八
五
七—

五
八
年)

(Karl 

Marx, 

Grundrisse 

der 

Kritik 

del* 

politischen

o:konomie, 

(Kohentwurf) 

1S57—
1S5S, A

n
h
a
n
g

 1S5QI1959, 

Diez 

Verlag 

Berlin, 

1953 )

な
ど
は
当
時
未
発
表
で
先
生
が
み
ら 

れ
る
す
べ
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
先
生
が
ベ
！
ゲ
ル
か
ら
は
じ
め
て
弁
証
法
を
本
格
的
に
研
究
さ
れ
て
か
ら
も
、
先
生
は
弁
証
法
的
論 

I
に
な
じ
め
ず
、
元
来
の
形
式
論
理
を
固
持
さ
れ
、
こ
の
立
場
か
ら
唯
物
弁
証
法
を
批
判
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「

社
会
主
義
史
を
公
に
す
る
以
上
は
当
然
唯
物
史
観
に
対
す
る
著
者
の
立
場
を
明
ら
か
■と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
最
初
か
ら
分
っ
て
ゐ 

た
が
、

そ
れ
が
か
く
延
引
し
た
の
は
、

此
問
題
に
対
す
る
自
分
の
.考
へ
が
ま
だ
よ
く
纏
ま
ら
な
か
っ
た
為
め
で
あ
っ
た
。
即
ち
マ
ル
ク
ス

の
価 

{!
'
、4

齋
4
{1
'
1 '
^
ゃ
0'
£

$ '
亂
に
対
し
て
は
、
.
笔

客

^
-な
に
ー
か
か
分
だ
か
か

&
か
に
到
を
レ
て
ゐ
た
が
、
最
も
根
本
的
な
歴 

5^
'
ii
'
r'
外
レ

'

tr
'
fr
t
'、
«:
'
判
か
加
ん
る
^ '
備

に

|
# '
^ '
^ '
^ '
レ
た
と
.い
ふ
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

こ
か
準
備
に
必
要
な
学
問

P
か
い
、

ル
か素
養
は
最
も
不
足
で
あ
っ
た
。
 

、
 

.、

知
^ :
ヤ
1:
1 '
^:
い

乾

い

$

迄

^'
ぎ

い

か

”

^:
そ

(
か

私

6

知
識
は
断
片
的
で
、
理
解
は
極
め
て
不
十
分
で

か

0>
か

0

」

と
先
生
は
卒
直
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
。(

小
枭
信
三「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

一
六
三
頁
、
傍
点
伊
東)

私
は
先
生
の
.ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
い
た
当
時
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
と
唯
物
弁
証
法
、
唯
物
史
観
と
の
関
係
の
重
要
性
、
と
く
に
冒
頭
の
商
品
分 

析
を
理
猝
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
忆
も
と
づ
く
マ
ル
ク
ス
独
特
の
方
法
の
重
要
な
こ
と
を
論
じ
、
単
な
る
交
換
比
率
論=

価
値
論
と
す
る
従
、来
の 

見i
n

で
は
到
底
、
そ
の
真
意
を
つ
か
め
ぬ
こ
と
、
価
値
の
量
の
み
な
ら
ず
、
質
の
問
題
、
表
現
形
態
と
し
て
の
価
値
形
態
発
展
論
の
重
要
性
、
さ 

ら
に
商
品
の
物
神
的
性
格
に
関
す
る
商
品
交
換
関
係
の
社
会
的
本
質
に
関
す
る
認
識
の
重
要
性
等
を

述
べた
も
の
で
あ
る
が
、
先
生
は
、「

現
実
に 

ぁ
る
の
は
商
品
の
交
換
比
率
で
し
ょ
ぅ
、
こ
•れ
が
勞
働
価
値
説
か
ら
十
全
.に
説
明
さ
れ
な
い
の
で
は
困
る」

、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を

V
わ
れ
て

余
り
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。

，

先
生
が
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
方
法
を
本
格
的
に
研
究
さ
れ
た
あ
と
で
、

つ
ま
り
資
本
論
が
書
か
れ
た
方
法
を
十
分
理
解
さ
れ
た
あ
と
で
こ
れ 

を
批
判
し
、
あ
る
い
は
弁
証
法
的
方
法
_
体
を
十
分
よ
く
批
判
さ
れ
た
あ
と
で
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
的
分
析
を
批
判
す
る
と 

い
う
手
順
を
踏
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今
で
も
惜
し
む
思
い
で
あ
る
。
 

•

.
(

注)

右
の
方
法
論
的
問
題
を
含
め
て
、
.当
時
の
マ
ル
ク
ス
価
値
論
論
争
で
問
題
と
な
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
は「

労
働
価
値
説
の
基
本
的
考 

察」
( 「

三
田
学
会
雑
誌」

昭
和
七
年
三
月
号)

お
よ
び「

労
働
価
値
説
の
諸
問
題」

(

.

「

三
田
学
会
雑
誌」

昭
和
七
年
八
月
号)

の
姉
妹
論
文
に
述
べ
て
お
い 

た
。
マ
ル
ク
ス
の「

資
本
論」

が
発
表
さ
れ
て
か
ら
西
欧
で
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
同
じ
問
題
の
論
争
と
く
に
べ

I
ム
•

バ
ヴH

ル
ク
の
批
判
P
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ 

ン
グ
の
擁
護
論
を
含
め
て
、
日
本
に
お
け
る
小
泉
先
生
を
は
じ
め
諸
家
の
，論
争
問
題
を
総
括
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
マ
.ル
ク
ス
労
働
価
値
説
の
解
釈
と
そ
れ
の 

支
持
せ
ら
れ
う
る
積
極
的
理
由
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
今
読
み
直
し
て
み
る
と「

労
働
価
値
説
の
基
本
問
題」

に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
ク
ー
ゲ
ル
マ
ン
宛
の 

手
紙
な
ど
に
よ
る
労
働
配
分
原
理
に
関
す
る
私
の
拡
大
解
釈
と
労
働
価
値
法
則
.の
積
極
的
展
開
の
試
み
、
社
会
的
効
用
：晓
の
設
定
等
、
な
お
あ
い
ま
い
で
、
 

も
っ
と
厳
密
に
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
の
多
い
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
が
、「

労
働
価
値
説
の
諸
問
題」

に
お
い
て
諸
家
の
諸
説
の
批
判
を
し
つ
つ
私
の
試
み 

た
マ
ル
ク
ス
商
品
分
析
の
理
解
は
今
日
か
ら
み
れ
ば
不
十
分
な
点
が
多
い
に
し
て
も
、

当
時
と
し
て
は
比
較
的
正
し
い
方
向
を
志
向
し
て
ハ
た
も
の
と
思
う
。

戦
後
に
お
い
て
は
同
僚
の
遊
部
久
蔵
教
授
が
、
当
時
;«
3

:

り
遙
か
に
深
め
女
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
マ
ル
ク
ス
弁
証
法
、
唯
物
史
観
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
、

あ 

る
い
は
ま
た
当
時
私
が
十
分
に
意
識
し
な
か
っ
た「

労
働
の
ニ
.重
性
1-
,と
の
関
連
づ
け
を
は
じ
め
、
価
値
の
実
態
、
■尺
度
、
形
態
、
本
質
等
、
マ
ル
ク
ス
商
品 

論
の
.構
造
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

問
題
の
方
法
論
的
解
釈
に
緻
密
な
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
遊
部
氏
の
主
要
労
作
を
年
代
順
に
掲
げ 

,

る
と「

価
値
と
価
格」
(

昭
和
ニ
十
三
年)

、「

マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
稂
本

問

題」(

昭

和

二

十四
年)

、「

価
一
論
争
史」

(

昭
和
二
十
四
年)

、「

価
値
論
と
史
的
唯 

物
論」

(

昭
和
二
十
五
年)

、「

古
典
派
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス」

(

昭
和
三
十
年)

、
.「

価
値
論
研
究
史」

(

慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
会
編「

日
本
に
お
け
る
経
済
学 

の
百
年」

上
巻
所
収
、
昭
和
三
十
四
年)

、「

資
本
論
講
座」

⑴

(

青
木
書
店
、
昭
和
三
十
八
年
、
所
収
の
同
氏
論
文)

等
が
あ
る
。

戦
前
、
私
が
未
熟
な
が
ら
志
向
'し
た
、
マ
ル
ク
ス

労
働
価
値
説
丨
商
品
論
を
方
法
論
的
に
誤
り
な
く
理
解
し
よ
う
と
す
る

方
向
の
仕
事
を
、
遊
部
氏
が
戦 

小
康
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス

労
働
価
値
説 

三
七
こ 
一一
3
匕
ノ

^



,

. 

三

八(

一
'ニ
〇
八)

後
’
実
に
^
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
発
展
さ
せ
て
く
れ
た
^
と
を
ノ
本
稿
を
書
く
機
会
に
改
め
て
逋
読
し
て
感
謝
し
て
い
る
。

.

た
だ
し
、
方
法
的
に
正
し
く
理
解
し
て
マ
ル
ク
ス
の
真
意
が
つ
か
め
た
か
ら
と
い
っ
.て
、
こ
れ
だ
け
で
は
マ
ル
ク
ス
解
釈
論
の
域
を
出
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ 

て
、
マ
.ル
'ク
ス
批
判
家
の
方
法
的
無
理
解
は
反
批
判
で
き
'た
と
し
て
も
、
そ
の
方
法
自
体
亦
正
し
い
か
ど
う
か
、
'さ
ら
に
そ
の
方
法
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ 

た
マ
ル
ク
ス

i

学
の
体
系
が
正
し
い
が
ど
う
か
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

.'

な
お
、
小
_

生
は
弟
子
の
私
が
何
の
遠
慮
も
&-
く
先
生
の
所
論
を
批
判
し
、
こ
れ
を
学
会
誌
に
発
表
す
る
こ
と
を
少
し
も
お
こ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
発
表 

の
推
薦
の
労
-を
'と
っ
て
下
さ
：っ
た
。
自
由
主
義
学
者
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
の
日
本
の
学
界
の
実
情
を
考
え
る
‘と
、
義
塾
の
伝
統
も 

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
先
生
の
言
行
ナ
致
の
態
度
に
深
く
訓
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
 

：：
；
，
■

'

'.
■
.

.

.
 

.
 

.
 

• 

■ 

- 

.

先
生
晚
年
の
述
懐
を
読
む
と
、「

私
は
何
時
か
マ
ル
ク
ス
批
判
者
と
い
う
こ
と

■に
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん

^
 

私
は
た
し
か
に
批
判
者
で
あ
っ
た
。
私
は
多V
の
同
時
代
人
と
共
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
に
対
し
て
多
く
の
関
心
を
い
だ
き
、
或
る
点
そ 

の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
.結
局
彼
れ
を
、
誤
謬
な
.き(Infal

g-e
)

た
だ
一
人
の
人
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
れ
は
私
に
と
っ
て
は 

異
色
あ
る
多
く
の
思
想
家
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
シ
ハ
ト
と
私
の
違
う
点
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
経

^
皿
論
に
.於
て
も
、
 

a'
^'
li
'
i
T̂'
v
、

哲
学
に
於
て
も
、

マ
ル
ク
ハ
の
主
張

1
全
く
の
謬
り
で
は
な
い
。
否
な
、
非
常
に
多
く
の
価
値
あ
る
も
の
を
含
ん
で
い 

?'
、J
bル
、
务
於

%'
3
か

:̂
'

:

ら
ぬ
。
た
だ
私
は
彼
れ
の
革
命
家
と
し
て
の
局
視
或
は
焦
燥
に
よ
る
多
く
の
誇
張
と
偏
説
に
同
意
し
な
い 

と
い
う
だ
け
で
あ
る」

(

小
泉
信
三「

私
の
履
歴
書」

八
ニ
頁
、
傍
点
伊
東)

と
述
べ
て
い
る
。
.
こ
れ
が
先
生
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対
す
る
立
場
で
あ 

り
、
総
括
的
結
論
で
も
あ
っ
た
。

四

J

I
 

先
生
の
マ
ル
ク
ス
価
値
論
論
争
は
、
学

外

の「

改
造」

「

■
双」

等
の
誌
上
で
花
々
し
く
行
な
わ
れ
た
。

す
で
に
、

大
正
八
年
十
月
号
の
■

「

改

麗
 

• 

•

窺」

に
高
畠
素
之
氏
の「

マ
ル
ク
ス
価
値
説

#.
剰

.^
価
値
説
及
び
そ
の
批
判」

が
発
表
さ
れ
、

つ
い
で
先
生
の「

労
働
価
値
説
と
平
均
利
潤
率
の 

，問
題—

マ
ル
ク
八
の
価
値
学
説
に
対
す
る
一
批
評」

( 「

改
造」

大
正
十】

年
二
月
号)

，が
発
表

.さ
れ
た
.。
.
こ
れ
に
対
し
て
山
⑴
与

氏

「

h
泉
教
授
の 

マ
ル
ク
ス
批
評
を
読
む」

( 「

社
会
主
義
研
究」

大
IE
十
一
年
五
月
号)

に
お
け
る
反
批
判
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
小
泉
信
三「

再
び
労
働
価
直
説
と
下
均 

利
潤
率
の
問
題
を
論
ず——

山
川
均
氏
の
批
評
に
答
ぅー

」
( 「

改
造」

大
正
十
一
年
七
月

号)

が
書
か
れ
た
。

さ
ら
に
先
生
は
.

「
資
本
論
以
前
に
お 

け
る
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
、
.価
格
論」

( 「

三
田
学
会
雑
誌
1_
大
正
十
一
年
十
；
月
号)

に
お
い
て
、「

賃
労
働
と
資
本」

「

価

値
•

11
1
1格
お
ょ
び
利
^

一
 

等
に
お
け
る
リ

.ヵ
ァ
.ド
ォ
流
の
見
方
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
価
値
説
の「

資
本
論」

に
至
る
変
化
を
学
説
史
的
に
追
求
し
、
明
ら
か
に
矛
盾
ず
る
ニ
つ 

の
思
想
が
マ
ル
ク
ス
に
併
存
し
た
と
論
じ
、
さ
ら

.に
，

「

値
値
論
上
に
於
け
る
生
産
費
説
と
労
働
説
丨
口
オ
ド
べ

ル
ト
ス
及
び
マ
ル
ク
ス
の
学
説
の 

背
景」

( 「

解
放」

大
正
十
一
年
十
一
月
号)

.に
お
い
て
、
ス
ミ
.ス
、
リ
ヵ
.ァ
-ド
オ
ょ
り
ジ

3
ン

•
ス
チ
〒
ア
ー
ト

•
ミ
ル
、
ケ
ア
ン
ズ
に
至
る

.王
^

学
ー
民 

の
假
値
論
の
発
展
は
、
純
然
た
る
労
働
価
値
説
が
支
持
し
難
く
生
産
費
説
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
、

労
働
価
値
説
、が
成
立
す
る
た
め
の
前
提 

は
、(

一)

資
本
の
有
機
的
組
成
に
異
同
な
き
こ
と
、(

ニ)

自
由
競
争
の
完
全
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、

両
前
提
は
両
立
せ
ず
、

(

1.

)

は
鼠
ム
ロ
社 

会
に
限
る
が
、

(

ニ)

は
相
当
発
達
し
た
資
本
社
会
に
限
る
、

し
た
が
っ
て
労
働
価
値
説
は
労
働
以
外
の
要
素(

た
と
ぇ
ば
リ
ヵ
ァ
ド
ォ
に
お
け
る 

「

時
間」

の
要
素)

を
入
れ
て
当
然
生
産
費
説
に
発
展
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
小
泉
先
生
の
マ
ル
ク
ス
批
判
の
要
氛
^
、、
右
の
正 

統
学
派
の
発
展
の
立
場
か
ら
、

マ
ル
グ
ス
.の
資
本
論
冒
頭
の
商
品
分
析
に
お
け
る
労
働
価
値
説
の

.等
価
交

.換
の
原
則
に

.も
と
づ
く

証
明
は
、
第
三 

巻
の
生
産
価
格
に
お
け
る
平
均
利
潤
率
の
作
用
に
ょ
る
価
値
と
生
産
価
格
と
の
乖
離
、
等
•価
交
換
の
原
則
.が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
と
矛
盾
す 

る
、

つ
ま
.り
平
均
利
潤
率
の
成
立
は
労
働
価
値
説
の
拋
棄
を
意
味
す
る
、
と
い
ぅ
点

..にあ
る
。

‘ 

■

右
の
先
生
の
一一論
文
の
発
表
と
，時
を
同
じ
く
し
て
河
上
肇
氏
が「

社
会
問
題
研
究」

誌

上

で「

マ
ル
ク
ス
の
■労
働
俯
馗
説(

小
泉
教
授
の
之
に
対 

l
^
flf
F

m,
つ
い
て)

」

.?.
の
一
‘
.そ
の
.ニ
、
そ
の
三
‘、
査

i

年
ナ
一
月
号
‘、
十
一
一
月
号

、
'
大

正
十
一
一
年
一
月S 
.を
発
表
さ
れ
て
論
争
に
加
わ
り
、
さ 

ら
に
櫛
田
民
蔵
氏
が「

.マ
ル
ク
ス
価
値

概
念
の
一
考

察(

河
上
博
士
の『

価
値
人
類
犠
牲
説』

に
対
す
る
若
干
の
.
.疑問)

」
(r

大
原
社
会
問
題
研
究」

大
正
十
四 

小
康
経
済
学
と
マ
ル.
ク

ス

労

働

価

値

説

;

3

JL(
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.年)
を
書
い
て
こ
れ
に
参
加
し
、
河
上
氏
が
こ
れ
に

.答
え
、( 「

マ
ル
ク
ス
価
値
概
念
に
関
す
る
一
考
察(

櫛
田
民
蔵
氏
の
同
問
題
の
論
文
を
読
み
て)」

社 

会
問
題
研
究
、
大
正
十
四
年
二
月)

、
こ
の
よ
う
に
し
て
小
泉
先
生
の
マ
ル
ク
ス
批
判
が
発
端
と
な
っ
て
、
河
上
、
櫛
田
両
氏
を
は
じ
め
マ
ル
ク
シ
ス 

ト
の
間
に
も
、
資
本
論
劈
頭
の「

商
品」

0:
性
質
や
、

マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説
の
正
し
い
理
解
、
総
じ
て
資
本
論
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
方
法
論 

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
発
展
し
た
。

マ
ル
ク
ス
批
判
家
の
側

.か
ら
も
、
高
田
保
馬
氏
、
福
田
徳
三
氏
、
土
方
成
美
氏
、
さ
ら
に
後
に
は
ニ
木 

保
幾
氏
等
々
が
参
加
し
、
こ
の
ニ
木
氏
の

I「

マ
ル
ク
ス
価
値
論
に

^
け
る
平
均
観
察
と
限
界
原
理
と
の
矛
盾」

ハ「

中
央
公
_
.

」

昭
和
四
年
十
二
月
号
、
 

こ
れ
に
は
同
誌
の
す
ぐ|

一
号
あ
と
に
、
三
木
淸「

資
本
諭
の
冒
潰」

昭
和
五
年
二
月
号
、
が
方
法
論
上
の
反
論
を
し
て
い
る)

が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
価

値
 

論
論
争
は
地
代
論
論
争
に
ま
で
展
開
し
、
こ
れ
に
も
ま
.た
高
田
氏
、
櫛
田
氏
、
向
坂
逸
郎
氏
、
猪
股
津
南
雄
氏
、
河
上
氏
等
々
が
参
加
し
た
。

右
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
価
値
論
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
大
正
十
一
年
の
小
泉
論
文
を
発
端
と
し
て
、
昭
和
四
、五
年
ま
で
つ
づ
き
、
昭
和
五
、
六
年 

に
は
マ
ル
ク
ス
地
代
論
を

‘め
ぐ
る
論
争

'と
'ま
で
な
っ
て
展
開
し
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク

.ス
の「

資
本
論」

を
め
ぐ
る
論
 ̂

が
現
実
の
荷
烈
な
昭
和
恐
慌
下
の
労
資
闘
争
あ
る
い
は
農
民
運
動
か
ら
遊
離
し
た

.傾
向
を
み
せ
て
い
た
と
き
、
か
か
る
実
践
運
動
の
求
め
る
理 

論
と
し
て
、
.HI

本
資
本
主
義
発
達
史
、
日
本
資
本
主
義
の
現
状
分
析
が
マ
ル

.ク
ス
経
済
学
者
の
間
で
進
め
ら
れ

.て
お
り
、
か
か
る
立
場
か
ら
野
呙 

榮
太
郎
氏
が「

櫛
田
氏
地
代
論
の
反
動
性」

.( 「

中
央
公
論」

昭
和
六
年
十
月
号)

を
発
表
し
て
、1
櫛
田
氏
の

.

「

わ
が
国
小
作
料
の
特
質
に
つ
い
て」

( 「

大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌」

昭
和
六
年
六
月
号)

を
批
判
し
た
と
と
は
注
目
し
て
よ
い
と
思
う
。
こ
う
し
て
わ
が
国
の
経
済
学
研
究
と
そ
の
論
争 

が
、
輸
入
経
済
学
レ
べ
ル
の
学
説
紹
介—

解
釈
の
段
階
か
ら
、
日
本
の
現
実
に
も
と
づ
き
、
実
践
的
課
題
に
答
え
う
る
や
否
や
に
よ
っ
て
理
論
を 

検
討
す
る
と
い
う
段
階
に
進
む
と
こ
ろ
ま
で
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、.
こ
の
時
期
に
つ
づ
く
戦
争
と
そ
の
下
に
お
け
る
思
想
や
研
究
の
自
由 

に
対
す
る
弾
圧
は
、
右
の
方
向

.の
展
開
を
ば
、
戦
後
に
も
ち
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

*o

小
衆
先
生
の
価
値
論
論
争
に
お
け
る
論
文
は
前
に
あ
げ
た
も
の
に
つ
づ
い
て「

三
度
び
労
働
費
用
と
平
均
利
潤
と
の
問
題
を
論
ず」

( 「

改
造」 

'大
正
十
四
年
四
月
号)

に
お
い
て
河
上
氏
の
批
評
に
答
え
、
.マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
側
か
ら
も
痛

^
,に
批
判
さ
れ
た
同
氏
のr

価
値
人
類
犠
牲
説」

を
批

判
さ
れ
、
さ
ら
に
，

「

四
度
び
労
働
費
用
と
平
均
利
潤
と
の
問
題
を
論
ず」

( 「

改
造」

大
正
十
四
年
十
.一
月
号)

に
お
い
て
河
上
•
櫛
田
両
氏
の

マ
ル

ク
ス
弁
護
説
を
批
判
し
、
両
氏
の
間

.で
解
釈
の
対
立
す
る「

資
本
論」

劈
頭
商
品
の
性
格(

河
上
説—

資
本
制
商
品
ょ
り
資
本
，
規
定
を
論
理
的
に
捨
象 

し
た
も
の
、
櫛
田
説
丨
資
本
制
生
産
以
前
の
.歴
史
上
の
単
純
商
品
説)

に
論
及
し
、
さ
ら
.に
社
会
的
必
要
勞
働
の
ニ
重
の
意
味
の
問
題
や
国
際
価
膨
論
、
 

需
給
均
衡
無
作
用
論
の
批
判
等
を
行
っ
て
い
る
。

こ
：の
論
文
に
対
す
る
櫛
田
氏

.の
批
評
に
さ
ら
に
答
え
る
も
の
と
し
て「

櫛
田
氏
に
答
ふ」

へ「

改 

造」

.大
正
十
五
年
五
月)

が
書
か
れ
、
論
争
形
式
め
先
生
の
論
文
は
ほ
ぼ

れ̂
で
終
る
の
で
あ
る
が
、.
こ
れ
ら
の
諸
論
文
は
、
小
泉
信
三「

増
補
、
 

価
値
論
と
社
会
主
義」

に
す
ベ
て
収
め
ら
れ
て

.い
る
。
本
書
は
戦
後

.

(

昭
和
ニ
十
三
年)

稍
長
文
の
改
訂
版
序
と
雑
録
三
章
を
加
え
て
再
び
出
さ 

れ
て
い
る
が
、

そ
の
終
章
の
註
に
、. 「

内
藤
赳
夫
氏
の
調
査
に
由
れ
ば
、
.
大
正
八
年
か
ら
昭
和
三
年
末
に
至
る
期
間
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学 

説
に
関
す
る
論
争
参
加
者
及
び
其
述
作
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
と
い
ふ(

雑
誌
，

「

鉄
塔」

昭
和
八
年
第
一
一
巻
第
三
号)」

と
し
て
次
の
ょ
ぅ
な
興
味
あ 

る
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る(

小
泉
、
同
書
、
三
〇
六
丨
七
頁)

。

小

泉

信

三(

単
行
本
一
一
、

雑

誌

掲

載

：
論

文
 

山

川

均

(

単
一
、
雑
六

>

高
畠
素
之

‘(

単
一
、
雑
七)

河

上

肇

へ

1
ハ
、

_
ー
ご
ハ)

櫛

田

民

蔵(

雑
一
〇)

土

方

成

美(

単
一
、
雑
七)

舞
出
長
五
郎(

雑
四)

福

田

徳

三(

雑
四)

高
田
保
馬

■(

雑
三
.

)

.
小
泉
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説

一
四)

四

一

(

ニ
ニ 

一)



四
ニ 

(

ニ
ニ
ニ)

猪
股
津
南
雄(

単

一
、

雑
三) 

,

右
は
私
力

当
時
集
め
た
雯
献
か
ら
み
る
と
未
だ
も
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
当
時
の
論
争
の
盛
ん
な
模
様
を
知
る
参
考
と
な
ろ
う
。

な
お
小
泉
先
生
の
価
値
論
に
つ
い
て
の
最
も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
労
作
と
し
て
は
、
先

生

の「

経
済
原
論」

(

昭
和
六
年)

第
三

篇

r

価
値
及
び 

丨
格」

.

.力
あ
り
マ
ノ
ク
ス
の
価
値
論
の
み
な
ら
ず
菊
余
価
値
、
搾
取
理
論
、

「

過
剰
の
露
者
と
過
剰
の
商
品」

(

マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
震
壞
説 

に
つ
な
が
る
理
論)

等
、.
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
よ
り
ひ
ろ
い
領
域
の
問
題
に
関
す
る
先
生
の
批
判
論
文
は「

マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年
丨

マ
ル
ク
シ
ズ 

ム
の
理
論
と
実
践

I
J (

昭
和
八
年
、
戦
後
版
、
昭
和
二
十
一
年)

に
最
も
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

。

.
：
.

五

わ
が
国
は
ア
ジ
ア
で
唯
一
.の
後
発
資
本
主
菌
と
し
て
す
で
に
西
欧
資
本
主
義
が
白
由
主
讀
階
の

_

期
に
達
し
た
と
き
に
、
よ
う
や
く
明 

治
維
新
を
迪
ぇ
、
永
い
封
建
社
会
か
ら
脱
し
て
世
界
経
済
の
仲
間
入
り
を
し
、
急
速
に
先
進
資
本
主
義
に
追
い
つ
こ
う
と
し
て
そ
の
資
本
主
義
を 

育
成
し
た
。
し
か
も
そ
の
資
本
主
義
が
形
成
せ
ら
れ
る
過
程
は
欧
米
資
本
主
義
が
、.
独
占
資
本
主
義
、
富
主
義
と
い
わ
れ
る
段
階
へ
移
行
す
る 

時
艰
で
あ
っ
た
か
ら
、
外
圧
も
強
く
、
内
的
矛
盾
を
激
し
く
し
た
。
欧
米
の
古
典
的
な
自
由
鏡
争
段
階
を
も
た

f
、
特
権
的
財
閥
と
広
令
和
小 

•
零
細
企
業
層
と
の
断
層
、.
さ
ら
に
国
民
の
半
分
を
占
め
る
お
く
れ
た
農
村
、
労
働
構
造
の
特
質
等
、，
頗
る
ア
ン
.、パ
ラ
ン
ス
な
発
冥
捧
造
の
ヒ
で 

そ
の
急
速
な
資
本
襄
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
産
業
資
本
確

f

と
独
占
資
本
主
義
化
と

.が
、

き
び
す
を
接
し
て
.み
ち 

れ
、
農
業
問
題
、
中

小

企

隱

題

、
労
働
問
題
等
に
今
日「

ニ
重
構
造」

な
f

い
わ
れ
る
よ
う
な
著
し
い
特
質
を
も
た
ら
し
て
い
る
•
し
た
が
っ 

て
欧
米
先
進
国
の
歴
史
的
発
展
の
う
ち
に
生
ま
れ
た
経
済
学
の
公
式
理
論
の
機
械
的
適
用
で
は
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
問

題

ば
か
り
で

I

。
 

し
か
し
こ
の
こ
と
は
先
進
国
の
，理
論
を
学
ぶ
こ
と
が
不
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
理
論
を
深
く
ド
し
く
瑕
解
し

.、，
そ
.の
有
効
性 

と
限
界
と
を
し

0
か
り
っ
か
み
、
他
方
日
本
の
経
済
の
現
実
の
実
証
的
把
握
を
行
い
、
理
論
と
現
実
と
の
中
間
項
を
明
確y

し
つ
つ
'、
理
論
の

味
と
そ
れ
の
創
造
的
展
開
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。

.

，日
本
の
経
済
学
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
任
務
は
頗
る
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
っ

て

、

自
然
：科
学
め
発
達
に
比
し
て
社
会
科
学
は
著
し 

く
お
く
れ
て
お
り
、
戦
後
の
今
日
、
戦
前
と
比
較
し
て
遙
か
に
進
ん

.だ
と
は
い
う
も
の
の
未
だ
頗
る
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
今
か
ら
み
れ
ば
、
 

お
く
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
先
人
の
研
究
も
、
'そ
れ
は
今
日
に
至
る
必
要
な
経
過
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
期
を
通
じ
て
、
見
方
に
よ
っ
て
は
戦
前
ま
で
の
わ
が
国
の
経
済
学
は
、
輸
入
経
済
学
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
そ
れ
は
翻
訳
経
済
学
と
呼 

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
当
初
は
ス
ミ
ス
、

マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
オ
と
い
っ
た
経
済
学
創
設
の一

流
学
者
の
そ
れ
の
輸
入
で 

は
な
く
、

F

•ゥ
ヱ
ー
ラ
ン
ド

、

A 

r
L 
•
ぺ
リ
ー

、

W 
•

エ
リ
ス
等
の
自
由
主
義
経
済
学
の
教
科
書
、
普
及
通
俗
書
で
あ
っ
た
タ
そ
し
て
ジ
ョ 

ン•

ス
iチ
ユ

ア

ー

ト

•

ミ
ル
が
最
も
永
く
あ
と
ま
で
も
つ
づ
い
た
。

ア
ダ
ム

.
ス
ミ
ス
の「

富
国
論」

は
明
治
十
七
年
に
漸
く
翻
訳
さ
れ
た
。

自
由
主
義(

あ
る
い
は
自
由
貿
易
論
と
.い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ぬ)

経
済
学
の
紹
介
は
、
当
時
の
日
本
経
済
の
現
実
と
は
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
で
あ 

っ
た
か
ら
、
明
治
中
期
に
は
国
民
主
義
的
、

_

貿
易
論
の
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
経
済
学
が
輸
入
さ
れ

"
こ
.れ
は
実
際
政
策
上
も
理
論
的
武
器
と 

は
な
っ
た
が
、
そ
の
所
論
は
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ•

イ
ギ
リ
ス
等
の
諸
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
現
実
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
は
な 

っ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
後
期
、
，社
会
政
策
学
派
の
影
響
は
強
く
、

日
本
社
会
政
策
学
会
が
明
治
三
十
年(

一
八
九
七
年)

に
結
成
さ 

れ

?
イ
ツ
本
国
で
は
ー
八
七
三
年
設
立)

日
清
戦
争
後
、
漸
く
発
展
し

.て
き
た
産
業
革
命
の
も
た
ら
す
社
会
問
題
に
対
応
す
る
研
究
、

工
場
法
案 

の
検
討
等
が
な
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
の
実
態
認
識
は
不
十
分
で

.あ
り
、
学
問
的
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
と
現
実
の
政
策
的
問
題
意
識
と
は
チ
グ

ハ
グ
で
あ
マ
た
。
 

.

.明
治
末
年
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
に
か
け
て

.輸
入
経
済
学
と
い
っ
て
も

.、
漸
く
こ
れ
の
本
格
的
理
解
、
消
化
の
段
階
を
迎
え
る
の
で
あ
っ

て

、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
第
一
に
歴
史
学
派
よ
り
理
論
経
済
学
へ
の
展

_
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

m
一一
 
に
は
社
会
主
義
思
想
の
導
入
が
盛
ん
と
な
っ
て 

き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
づ
く
第
一
.次
大
戦
後
か
ら
昭
和
に
か
け
て

.、
日
本
資
本
主
義
の
成
熟
、
独
占
資
本
主
義
へ
の
発
展
に
と
も

小
泉
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説 

.
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三(

ニ
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三)



な
っ
て
、
戦
時
の
ブ—

ム
、
物
価
騰
貴
か
ら
戦
後
の
慢
性
的
不
況
、
昭
和
の
鑫
恐
慌
か
ら
世
界
恐
慌
へ
と
、
慢
性
的
失
業
と
農
村
疲
弊
、
小
作

争
議
、
労
働
争
議
の
瀕
発
等
々
、
資
本
主
義

.の
，
矛

盾

が

.
累

積

さ

れ

て
現
わ
れ
て
き

.た
。

か
か
る
情
勢
に
こ
た

.

Iも
の
と
し
て
第
一
■一

の

社

会

襄

墨

の

う
ち
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
最
も
強
い
影
響
力
を
も
ち
、

こ
れ
は
む
し
ろ
ァ 

力

テ

、
、パ
ク
な
大
学
内
よ
り
は
労
働
運
動
農
民
運
動
等
社
会
運
動
家
の
手
に
よ
り
民
衆
に
ま
で
普
及
さ

.れ
、
経
済
学
が
は
じ
め
て
わ
が
国
で
大 

衆
化
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
し
て
大
学
内
に
も
侵
入
し
て
若
い
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
教
授
が
簇
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
大
学
の
元
来
の
輸
入
経
済
学 

の
真
価
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
資

本

主

菌

.

|界
£

い
て
学
者
を
二
分
す

I

U

益
ど
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
盛
ん
な
国
は
な 

I

こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
な
日
本
資
本
主
義
の
複
雑
な
矛
盾
の
現
実
に
正
統
派
経
済
学
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
適
合
し
て
い
た
こ
と
、
 

に
よ
る
も
の
と
管
が
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
も
ま
た
輸
入

I

学
で
あ
り
、
そ
の
現
実
適
用
へ
の
努
力
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
今

日

か 

ら
み
れ
ば
、
理
論
の
理
解
も
そ
の
現
実
へ
の
適
用
も
公
式
的
、
機
械
的
で
あ
，っ
て
、
戦
瞭
の
思
蜃
圧
に
よ
る
空
白
は
あ

.っ
た
に
し
て
も
、
今

日

 

な
お
そ
の
感
が
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
反
省
さ
れ
な
け
れ
、笨
な
ら
汰
ハ
。

こ
れ
に
対
す
る
古
典
派
、
正

讓

1

済
学
は
当
時
学
説
的
研
究
に

.止
ま
り
、
日
本Q

屋
か
ら
の
遊
離
の
弱
点
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
し
、
な
か 

に
は
外
国
原
書
の
受
け
売
り
の
み
を
も
っ

T
•任
務
が
終
っ
た
か
の

よ
う
に
み
ぎ

教
授
も
あ
っ
た
か
ら
、

学
生
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
に

乏
し
か
っ 

た
が
、
濃

は

い

わ

ゆ

る

「

ヶ
ィ
ン
ズ
革
命」

以

後

の「

近
代
経
済
学」
が
盛
ん
と
な
り
、
と
く
に
そ
の
計
量
的
、
実
証
的
分
析
の
努
力
は
み
る 

べ
き
も
の
が
あ
り(

量
的
現
象
面
に
止
ま
る
が)

、
官
庁
経
済
学
と
し
て
時
の
政
府
当
局
の
政
策
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
.

っ
た
が
、

こ
k
こ▼
も

ま
 

た
、
欧
米
先
進
国
モ
デ
ル
の
機
械
的
適
用
の
弊
害
が
み
ら
れ
る

。——

両
者
力
理
論
を
、
善

の

謹

、
•と
く
に
日
本
経
済
の
現
実
に
お
い
て
そ
の

有
効
性
を
競
い
、
切

議

磨
す

る
こ
と
が
、

今
後
の
発
展
の
道
と 

思
う
が
、.
小
泉
先
生
の
マ
ル
ク
ス
価
値
論
論
争
は
従
来
の
日
本
の
経
済
学
界
に
お
い
て
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、

か

か

る

切

磋

琢 

磨
の
最
初
の
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

つ
ま
り
こ
の
論
争
に
お
い
て
、
小
泉
先
生
の
批
判
に
よ
つ

て
、

マ
ル
ク
シ
ス
ト
を

以
て
|

る
可
ヒ

肇
博
士
は
じ
め
、
そ
の
マ
ル
ク
ス
理
解
の
浅
薄
さ
を
自
認
さ
せ
ら
れ

>'
く
に
著
し
い
例
と
し
て
は
河
上
氏
の「

人
類
価
値
犠
牲
説」)

、
資
本
論
劈
頭
の 

商
品
の
性
格
を
め
ぐ
る
河
上
、

.

.櫛
田
両
氏
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
同
志
の
論
争
に
も
み
ら
れ
る
如
く
、

マ
ル
ク
ス

経
済
学
の
方
法
的
理
解
は
こ
れ
に
よ 

っ
て
深
め
ら
れ
た
。
小
泉
先
生
も
自
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
い
ろ
い
ろ
影
響
を
う
け
て
お
り
、
と
く
に
そ
の「

経
済
原
論」 

を
読
む
と
兹
本
的
に
は
異
な
る
立
場
、
異
な
る
結
論
で
は
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
的

.
•社
会
的
関
係
の
見
方
を
は
じ
め——

先
生
自
身
は
と
く
に
マ 

ル
ク
ス
を
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が

-
リ
カ
ア
ド
オ

等
に
は
み
ら
れ
ぬ
、
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
の
影
響
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
小
泉
先
生
の
、
右
に
述
べ
た
日
本
に
お
け
る
経
済
学
発
達
史
上
の
役
割
り
を
考
え
て
み
る
と
、
前
に
述
べ
た
理
論
経
済
学
へ
の 

展
開
期
を
担
う
第
一
人
者
と
も
い
う
べ
き
で
あ
り
、

ス
ミ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ
、

マ
ル
サ
ス
、
と
く
に
リ
カ
ア
ド
オ
の
深
い
理
解
を
基
礎
と
し
て
当 

時
の
経
済
学
理
論
を
集
成•

整
理
し
た
人
で
あ
る
。
経
済
学
史
へ
の
接
近
の
仕
方
も
高
橋
誠
一
郎
先
生
の
克
明
緻
密
な
文
献
学
的
方
法
と
対
照
的 

で
、

つ
ね
に
理
論
を
求
め
て
、
理
論
体
系
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
研
究
態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
生
独
自
の
経
済
理
論
体
系
を
樹
立
す
る
ま 

で
に
は
至
ら
ず
、

こ
.の
点
で
は
教
授
時
代
僅
か
十
七
年
で
塾
長
の
要
職
に
つ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
は
経
済
学
者
と
し
て
の
先
生
の
完
成 

に
，と
っ
て
惜
し
ま
れ
る

。
' 古
典
派
経
済
学
を
純
粋
に
き
わ
め
ら
れ
、
自

ら

「

現
代
の
古
典
派
経
済
学
者」

と
し
て
任
じ
、
純
粋
理
論
、
さ
ら
に
は 

戦

後

の「

近
代
経
済
学」

に
は
向
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
新
方
向
に
も
深
い
理
解
を
示
し
て
後
進
を
育
て
そ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
演
じ
た
こ
と 

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
先
生
の
価
値
論
は
正
統
学
派
の

.生
産
費
説
の
方
向
に
向
い
、

マ
ル
ク
ス
の
求
め
た「

価
値」

と
は
異
質
な
、
 

リ
カ
ア
ド
オ
の
自
故
価
格
論
で
あ
り
、
.さ
ら
に
は
前
記
の
賃
金
論
や「

経
済
原
論」

に
み
ら
れ
る
分
配
論
の
傾
向
か
ら
み
て
も「

質」

や

「

源
泉」 

を
問
題
と
，せ
ぬ
量
的
相
関
関
係
の
み
を
問
題
と
す
る「

価
値
論
な
き
経
済
学」

へ
の
発
展
の
素
質
を
元
来
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

マ
ル
，ク
ス
経
済
学
に
つ
い
て
も
そ
の
批
判
家
で
は
あ
っ

.た
が
、
こ
れ
を
相
当
深
く
消
化
し
た

.上
の
批
判
で
あ
っ
た
し
、
社
会
的
熱
情
を
内
部
に 

動
機
と
し
.て
つ
ね
に
燃
や
し
つ
づ
け
た
研
究
態
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
先
生
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
を
知
り

先
生
の
批
判
と
は
逆
に
マ
ル
ク
シ
ス
ト
と 

し
て
大
成
し
た
人
々
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
野
坂
参
三
氏
は
先
生
か
ら

.「

共
産
党
宣
言」

_等
先
生
が
留
学
か
ら
持
ち
か
え
っ
た
諸
文
献
に
よ 

小
京
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
働
価
値
説
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る
影
饗
を
述
べ

5

り
、

S

栄

太

郎

氏

は

先

を

聞
く
学
生
で
あ
っ
た
し
、

立
場
は
と
も
か
く
人
間
，と
し
て
の
先
生
を
か
.れ
の
死
に
至

■る
ま
で
尊
敬
し
て
い
た
よ
う
で

-あ
る
。
 

こ

タ
生

I

の
.'ょ
う
に
マ
ル
ク
シ
ス
ト
を

育
成
す
る
の
に

影
響
が
あ
っ
た
と
と
も
に
、

讀

経

済

学

部
の

経
済
理
論
、

経
済
学
説
史
、
.あ
る
；
 

社
会
思
想
史
研
究
の
上
で
、
良
心
的
な
学
風
を
後
進
に
遺
さ
れ
た
影
響
は
は
か
り

知
れ
な
い
。
.ま
た
マ
ル
ク
ス
に
傾
く
も
の
に

も
こ
れ

を
絶
対
り 

せ
ず
、
ひ
ろ
い
視
野
か
ら
こ
れ
を
吟
味
し
て
、
そ
の
.上
で
'と
る
べ
き
も
の
を
と
る
、
と

V

正
し
.い
科
学
的
態
度
を
教
え
ら
れ
た
。

先
生
が
勉
強
を
.す
る
場
合
に
も
、
そ
の
他
の
人
間
露
に

.お
い
て
も
、

つ
ね
に
二
流
、
三
流
、
I

い
は
亜
流
を
好
ま
ず
、
先
ず
第
一
流
を
対 

象
と
す
る
こ
と
.を
.心
が
け
、
後
進
に
も
こ
れ
を
す
す
め
た
こ
と
の
囊
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
学
生
時
代
、
先
生
の
ゼ
.、、、
ナ
I
ル
で
つ
2 

.に
い
わ
れ
た
こ
と
は
、「

マ
.ル
ク
ス
な
ら
マ
ル
ク
S

原
典
を
読
め
、
片
々
た
る
亜
流
の
。ハ
：

V
N

レ
ッ
ト
I

及
書
に
た
ょ
っ
て
時
間
を
浪
費
す 

る
な」

と
.レ
ば
し
ば
注
意
さ
れ
た
。
日
本
の
経
済
学
発
展
史
に
.
.お
い
て
先
生
が
、
'古
典
学
派
を
学
び
、
と
く
に
リ
カ
ア
ド
オ
に
打
込
ん
だ

と
い
う 

.こ
と
は
右
。の
先
生
£

度
力
ら
く
る
も
の
と
思
わ
れ
、
し
か
も
リ
カ
ア
ド
オ
を
：真
に
消
化
し
て
日
本
に
ひ
ろ
.め
た
の
も
先
生
の
第
一
の
功
績
と
考

義
塾
経
済
学
の
発
展
は
、
ド
ロ
ッ
パ
I

ス
、

ヴ
ィ
ッ
カ
丨
ス
等
の

ア
メ
リ
カ
入

教
授
の
指
導
下
に
お
け
る
理
財
科
の
創
設
期

(

そ
の
.創
設
は
明 

治
二
十
三
年
、

一

八
九
〇
年)

を
経
て
、

明
璧
十
二
年
海
外
に
派
遣
さ
れ
た
若
手

I

の
中
で
、

と
く
に
堀
江
帰一

、
.
.

気

賀

璧

の

両

，

に
'ょ 

っ
て
漸
く
蔭
を
き
ず
か
れ
、
福

田

證

教

授

に
ょ
る

西
欧
学
界
に
お
け
る

最
新
の
問
題
意
識
の
紹
介
と
刺
激
も
あ
っ
て
、
小
泉
、
高
橋
両
教
授

' 

に
ょ

っ
て
本
格
的
S

立

：さ

れ

た

..と

み

.る

こ
.と
が
で
：き
ょ
う
。
こ
れ
は
ま

I

I
ベ

音

本
t

.

Q

経

済

学

の

発

農
階
と
|

応
し
、
義
塾 

経
済
学
は
そ
の一

つ
の
主
流
を
構
成
し
て
き
た
の

.で
あ
う
た
。 

I

 

I

i
 
’堀
江
掃 
一.•教
授
は
鑫
及
び
財
政
研
究
で
重
き
を

な
し
た
。

当
初
は
自
由
主
義
論
者
で
あ
っ
た
が
、

再
度
の
留
学
，(

明
治

西
十
三
年)

.
に
お
い
て
救
貧 

法

H

場
法
、
ィ
ギ
リ
ス
社
会
問
題
等
に
，関
心
を
深
め
、
.そ
の
晩
年
、
ヒ

I

ユ
ズ
ム
に
.
も

と

づ

く

社

含

革

的

熱

情

と

社
会
問
題
へ
の
深
い
関
心
か
ら
、

こ
そ
の
立
場
を
変
え
、
新
興
労
働
渚
階
級
に
畛
び
.か
げ
、
労
働
運
動
の
自
山
を
主
張
.し
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
撤
廃
を
要
求
し
、
安
部
磯
縱

''
古
野
作
造 

氏
た
ち
と
最
初
の
労
働
者
政
党
で

-̂

る
社
会
民
衆
党
の
旗
立
に
際
し
,,
そ
の

産
婆
役
を
つ
と
め
た

こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

気
贺
勘
重
教
授
は
ド
イ
ツ

留
学
中
、
.ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン

大
学
で
は
グ
ス
タ
フ

•
コ

ー
ン
、
ラ
イ
フ

チ
ッ
■ヒ
大
学
で
は
歴
史
学
派
のini

匠
、
力ー

ル

•
ブ
ユ
ッ
 

ヒ
ャ
I

に
師
事
し
、
ド
イ
ッ

歴
史
学
派
の
政
策
理
論
の
導
入
、
と
く
に
オ
イ
ゲ
ン
•
フ
ィ
リ
ッ
ポ

ヴ
ィ
ッ
チ
の

経
済
原
論
及
び
経
済
政
策
の
大
著
の
翻
訳
を 

行
い
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス「

国
富
論」

(

上
巻)

の
翻
訳
等
も
行
い
、
経
済
原
論
、

工
業
政
策
の
み
な
ら
ず
、
■と
く
に
農
業
政
策
に
お
い 

て
重
き
を
な
し
た
。( 「

摩
応
'義
塾
百
年
史J.

別
巻
''
大
学
編(

経
済
学
部
、
参
照)

：

〔

後
記〕

本
稿
は
さ
.ら
にt

ル
'ク
ス
労
働
価
値
説
論
争
自
体
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
、
当
時
ょ
り
今
日
に
至
る
そ
'の
研
究
の
発
展
か
ら
当
時
の
評
価
を
し
、
 

さ

ら

に

，小

泉

先

生

が

..

「

マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年」

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
ょ
り
高
次
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
諸
理
論
批
判( 「

搾
取
理
論
の
根
拠」

「

♦ 

剰
価
値
と
利
潤」

：「

過
剰
の
労
働
者
と
過
剰
の
商
品
.

」

等
の
論
文)

に
も
言
及
す
る
予
定
で
準
備
も
し
た
が
、
時
間
と

紙
数
の
制
約
で
、
内
容
に
つ
い
て 

は
頗
る
断
片
的
な
も
の
と

な
り
、
と
く
に

マ
ル
，ク
ス
経
済
学
側
か
ら
の
積
極
的
解
答
と
、

さ
ら
に
今
後
に
残
さ
れ
た
基
本
的
問
題
点
等
に
は
殆
ん
ど
ふ
れ 

る
こ
と
が
で
き
ず
、
概
栝
的
感
想
に
.止
.
め

ざ

る

を

得

な

く
な
つ
た
こ
と
を

今
は
亡
き
先
生
に
対
し
て
お
訪
び
申

上
げ
る
。

小
泉
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
労
霞
価
値
説
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