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新

刊

紹

介

氏原芷治郎著
 .『

日本労働問題研究

』

!

!

本
書
は
,

氏
原
教
授
が
、

一
九
四
五
年
か
ら
五
五 

年
に
至
る
十
年
間
に
執
筆
し
た
論
文
の
ぅ
ち
、
' 

数
篇 

を
え
ら
ん
で
編
篑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ 

ぅ
な
内
容
か
•ら
成
っ
て
い
る
。

序
章
社
会
政

策

の

社
.会

理

論

の

.た

め

に
 

.
第
一
節
社
会
政
策
の
社
会
n

経
済
理
論
の
提
唱
.

——

服
部
教
授
の
問
題
提
起——

第
二
節
社
会
政
策
の
社
会
理
論
の
欠
如——

大 

河
内
教
授
の
服
部
教
授
に
た
い
す
る
回
答
-—

第
三
節
社
会
政
策
な
き
社
会
政
策
論
-

-

-岸
本

助
教
^

の
大
河
内
教
授
批
判
.

.

-

 

.

I

賃

金

 

第
ニ
早
日
本
資
本
主
義
の
賃
金
構
造 

第
一
一
章
わ
が
国
に
お
け
る
賃
金
問
題
の
所
在

-

-

-
賃
金
率
を
中
心
と
し
て
-

-

-

第
三
章
賃
金
体
系
の
一
考
察
I

生
活
給
と
能
. 

率
給

第
四
章
.

労
働
時
間
•
生
活
時
間
問
題
の
所
在 

補
論
1

い
わ
ゆ
る
.

「

賃
金
体
系」

.

に
つ
，い
て
. 

——
「

電
産
型
賃
金」

の
歴
史
的
意
義——

:

補
論
2

女
子
労
働
者
の
賃
金
間
題
'

.

補
論
3

男
女
同
一
労
働
同
.j

賃

金

.

補
論
：4 

.家
庭
内
職
の
論
理 

n

社

会

保

障

.

第

一

章
.
社
会
保
障
の
._理
論
と
日
本
的
条
件 

第
二
章
賃
金
と
社
会
保
障 

_

第
三
章
国
民
生
活
と
社
会
保
障——

わ
が
国
に 

お
け
る
国
民
生
活
の
社
会
的
性
格
.

四
章
失
業
政
策
に
お
け
る「

保
険」

と「

救
済」 

m

労

働

市

場
- 

序

章

労

働

市

場

解

明

の

課

題

と

方

法 

第
一
章
大
工
場
労
働
者
の
性
格 

.
第二章労働市場の模型
 

第
三
章
日
本
農
村
と
労
働
市
場 

補

論

常

用
H

と
臨
時
エ 

あ

と

が

き

こ
の

目
次
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
本
書
は
、
 

実
に
多
様
な
内
容
を
有
し
て
お
り
、
著
者
の
学
問
的 

関
心
の
広
さ
を
ぅ
か
が
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
す
' 

な
わ
ち
著
者
•は
序
章
に
お
い
て
は
、
従
^4
の
社
会
政 

策
論
摩
を
批
判
的
に
回
顧
し
、
㈠

論
争
当
事
者
の
間 

に
共
通
し
た
問
題
意
識
が
存
在
し
な
が
ら
、
問
題
の

1

0

四

(

四
五
©

)

内
容
の
理
解
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
識 

.が
存
在
し
た
こ
と
.、
U

社
会
政
策
の
正
し
い
理
解
の 

■

た
め
に
は
、
資
本
制
社
会
の
経
済
理
論
と
同
時
に
、
 

そ
の
社
会
理
論
、
そ
の

莲
礎
範
_

と

し
て
の
国
家
、
资 

本
家
、
労
働
渚
、
，階
級
闘
争
の
歴
史
的
形
態
を
、
資 

本
制
生
産
の
発
展
に
か
か
わ
ら
し
め
て
叨
ら
か
に
す 

.
る
こ
と
の
必
要
性
、
㈢

社
会
政
策
と
は
、
資
本
制
社 

会
を
創
出
し
、
維
持
し
、
発
展
せ
し
め
、
か
つ
防
衛 

す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
諸
発
展
段
階
に
応
じ
て
形
態 

‘
；を
異
に
す
る
、
労
働
者
に
た
い
す
る
近
代
国
家
の
政 

策
体
系
で
あ
る

(

五
一
頁)

と
い
ぅ

立
場
•を
と
る
。
 

ま
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、

著
者
は
、

「

低
賃
金
克
服 

の
方
向」

と
し
て
、「

機
構
上
の
変
革
を
と
も
な
ぅ 

強
力
な
横
断
的
労
働
組
合
組
織
の
確
立
と
社
会
保
障 

の
み
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る」

と

し

て

(

八
七
頁)

、
 

賃
金
体
系
、
労
働
時
間
、
男
女
同
一
労
働
、
同
一
賃

.
金
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
n

社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
わ 

が
国
の
社
会
保
障
制
度
の
危
機
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ 

の
危
機
は
、

た
ん
に
制
度
的
危
機
で
あ
る

だ
け
で 

な
く
、
労
働
者
階
級
の
生
存
の
権
利
を
階
級
と
し
て 

保
障
し
て
き
た
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
の
危
機
を 

意
味
し
、
労
働
者
が
保
障
さ
れ
て
い
る
べ
き
生
存
の 

ブ
ル
ジ
ョ
ァ

的
権
利
の
危
機
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の 

資
本
主
義
の
特
殊
的
な
現
わ
れ
を
一
般
的
法
則
の
現

わ
れ
と
し
て
把
握
す
.る
の
で
な
け
れ
ば
、
正
し
い
問 

題
の
所
在
と
解
決
の
方
途
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な 

V

と

さ

れ

る

(

ニ
.七
一
ー
一
一
七
一
一
頁

)

。

冚
労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
大
工
場
労 

働
者
の
性
格
を
中
心
に
、
き
わ
め
て
英
証
的
に
、
特 

異
な
労
働
市
場
の
態
様
を
研
究
し
て
'い
る
。

こ
の
部 

分
こ
そ
著
渚
が
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ 

.

り
，

著
渚
の
調
拖
経
験
が
逍
憾
.な
く
生
か
さ
れ
て
い 

る
上
.こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
多
方
而
的
.な
垃
つ
精 

力
的
な
勉
強
に
、
わ
れ
わ
れ
は
敬
^

を
覚
え
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
の
著
書
は
、
や
は
り
論
文
集
の
た 

め
か
、
や
や
ま
と
ま
り
の
な
さ
を
痛
感
せ
.し
め
る
。
 

社
会
政
策
•

賃
金
お
よ
び
労
働
市
場
問
題
を
、
日
本 

労
働
問
題
と
名
づ
け
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
相
互
の
間 

に
、

一
体
ど
の
よ
う
な
論
理
的
関
係
が
あ
る
の
か
全 

く
明
ら
か
で
は
な
い
。
体
系
化
が
十
分
で
な
い
こ
ど 

が
最
大
の
弱
点
で
あ
る
。
と
く
に
こ
こ
に
集
め
ら
れ 

た
論
文
自
体
、

一
九
五
五
年
ま
で
と
い
う
古
い
時
期 

の
.産
物
で
あ
る
た
め
か
、
た
と
え
ば
賃
金
に
お
い
て 

も
、
職
務
給
な
ど
の
现
卞
の
労
働
問
題
の
最
も
重
要
' 

な
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
.い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ 

る
。

(

束
大
出
版
会
.

一
九
六
.六

年

十

一

月

刊
.

A
 

5 

•
四
八

三

頁
.

一
 

八
〇
〇
円

)

丨飯田鼎丨

新
刊
紹
介

テ
•

ィ
•
オ
ィ
ゼ
ル
マ
.ン
著

森

■
宏
一
訳

『

マ

ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
形
成』

「

初
期
マ
.
ル
ク
スJ

の
研
究
は
、
今
日
、
学
界
に 

お
.け
る
ひ
と
.つ
の
ft

行
と
も
な
.り
つ
-
つ
あ
.る

。

そ

.れ 

は
.、
経
済
学
者
、
哲
学
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社 

会
学
者
や
一
般
に
ひ
ろ
く
思
想
史
を
研
究
す
る
人

 々

に
と
っ
て
も
好
個
の
研
究
題
目
と
し
.て
え
ら
ば
れ
て 

い
る
。
し
か
し「

初
期
マ
ル
ク
ス」

の
時
期
を
、
も
し 

わ
れ
わ
れ
が
、

一
八
四
一
一
年
か
ら
一
八
四
八
年
■に
至 

る
時
代
を
指
す
と
し
た
場
合
に
、
考
え
.る
べ
き
こ
と 

は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
.は
な
か
ろ
う
か
.。
ま
ず 

在

便

的
-̂

影
響
を
も
っ
：て
.い
た
.
へ

ー

ゲ

，
ル

哲

学

へ

の
 

批
判
と
^

討
、
そ
の
克
服
と
自
己
の
体
系
樹
立
の
た 

め
の
苦
關
の
過
程
が
、
複
雑
觅
つ
困
難
な
問
題
と
し 

て
読
者
を
悩
ま
す
。
た
.と
え
ば
経
済
学
•
哲
学
手
稿 

に
あ
ら
わ
れ
た
、「

疎
外
論」

の
評
価
の
如
き
、
こ
れ 

を
極
端
に
茁
視
し
て
、
そ
れ
が
あ
た
，か
も「

初
期
マ
ル 

ク
ス」

に
お
け
る
中
心
問
題
で
あ
る
か
の
ょ
う
に
考
' 

え
る
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の 

「

疎
外」

と
い
う
概
念
は
、

へ
ー
.ゲ
.
ル
が
：.は
じ
め
て
つ
，
 

か
っ
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
小
、
そ
の「

精
神
現
象
学」 

に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
と
な
つ
て
い

る
の
.で
あ

り
、
富
、
国
家
権
力
、
そ
の
他
の
社
会
制
度
を
、
人
間 

本
質
の
疎
外
と
み
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
場 

合
、

へ
ー
ゲ
■
ル
の
い
う「

疎
外」

と
は
、
た
だ
思
考 

の
な
か
で
だ
け
生
ず
？,
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
と 

こ
ろ
が
、
.
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、「
疎
外」

と
は
、
人
間 

の
本
質
的
、
類
的
力
の
発
展
の
帰
結
と
し
て
、
す
な 

わ
ち
、
労
働
と
資
本
と
の
ま
す
ま
す
深
ま
り
ゆ
く
矛 

盾
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

こ
そ
ま
さ
し
く「

疎
外」

さ
れ
た
労
働
な
の
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
私
有
財
産
の
結
果
と
し
.て
あ
ら
わ
れ
ざ
る 

を
え
な
い
—1

疏
外」

さ
.れ
た
労
働
と
し
て
と
ら
え
る
の 

で
あ
り
、.
多
面
的
な
人
間
観
に
お
け
る
必
然
的
な
モ 

メ
ン
.ト
と
し
て
み
な
す
唯
物
論
的
立
場
に
' 
マ
ル
ク
ス 

は
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る 

哲
学
的
人
間
学
の
立
場
に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
の
疎 

外
論
^.

理
解
す
る一

一

た
と
え
ば
和
迁
哲
郎「

人
間 

の
学
と
し
て
の
倫
理
学」

に
典
型
的
に
代
表
さ
れ
る 

——

学
派
や
実
存
主
義
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ 

れ
は
著
者
の
深
い
洞
察
を
み
る
こ
と
が
■
で
き
ょ
う
。

つ
ぎ
に
■「

初
期
マ
ル
ク
ス」

を
読
む
者
に
と
っ
て 

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、

一
八
四
八
年
以
前
の
マ
ル

ク
.
ス
と
そ
の
後
の「

成
熟
.し
た
マ
ル
ク
ス」

-
-
-

こ

う
1

う
表
|£
'ヵ
果
し
て
ゆ
る
さ
れ
る
.力
ど
う
力
問
題 

で
あ
る
が_

_

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
誰
し
も
想
い

一
〇
五

(

四
五
五)



を
め
ぐ
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か 

し
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、

従
来
、
疑
問
で
な
ら
な
か 

っ
た
の
は
、「
初
期
マ
ル
ク
ス

」

と
、

そ
れ
以
後
の
マ
 

ル
ク
ス
と

を
決
定
的
に
区
別
す
る

も
の
は
何
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

観
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
、
革
命
的 

段
主
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
変
化
、
そ
の
思
想
上 

の
転
換
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
も
の
こ
そ
、

一
八
四 

.八
年
の
革
命
で
ば
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の

革
命
以 

後
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
の
発
展
が
あ
っ
て
は
じ 

め
て

.

「

資

論

」

が
生
ま
れ
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ 

う
か

。
.

以
上
の
ょ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
わ
た
く
し 

は
本
#

を
ょ
み
耽
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
キa

に
、
同 

じ
ソ
ヴ

H

丨

ト
の

研
究
者
ロ

ー

ゼ
ン

ベ
ル
ク
の
す
ぐ 

れ
た
業
績「

初
期
マ
ル
ク
ス

経
済
学
説
の
形
成」

(

靑 

木
_

店
、.
副
島
種
典
訳
一
九
五
七
平)

を
も
っ
て
い 

る
。
木
書
は
、
ま
こ
と
に
こ
れ
と
好
一
対
で
あ
り
、
 

マ
ル
ク
ス
の
哲
学
体
系
の
樹
立
の
全
過
程
を
克
明
に 

分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
者
に 

は
一
読
の
価
値
が
あ
る
。
も
っ
と
も
興
味
深
く
教
え 

ら
れ
る
と
こ
ろ
の

多
か
っ
た
の
は「

疎
外
論」

で
あ 

る
が
、
と
く
に
第
一
部
の
は
じ
め
に
、
少
年
時
代
か 

ら
靑
年
時
代
に
か
け
て
の
ギ
ム

ナ
ジ
ゥ
ム

期
の
マ
'
ル 

ク
-
ス
に
つ
い
て
の
考
察
は
詳
細
で
あ
る
。

し

力

し

こ
の
キ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

時
代
か
ら
へ

I

ゲ
.

ル
哲
学
へ
の
深
酔
、
そ
し
て
や
が
て
そ
の
批
判
克
服 

の
過
程
に
お
け
る
人
間
マ
ル
ク
ス
の
苦
悩
は
ど
の
よ 

う
.に
あ
ら
わ
.れ
た
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
宗
教 

と
の
闘
い
、
信
仰
と
理
性
、
宗
教
と
科
学
と
の
関
係 

に
お
い
て
、.
初
期
の
マ
ル
ク
ス
は
、

い
か
に
悩
み
且 

つ
こ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
し
て
い
っ
た
の
か
。
批
判 

と
克
服
の
事
実
に
つ
い
て
は
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
い
う
二
人

の
巨
人
の
内
心
の
葛
藤
、
そ
の
思
想
的
な
煩
悶
は
一 

体
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
O

で
あ
ろ
う
か
と
考
え
■る
と 

き
、
本
書
の
著
者
は
ど
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、

マ
ル
ク
■
ス
と
エ
.ン
ゲ
ル
ス
は
、
.
J

.

S

*

ミ
ル
-
の

よ

う

に「

自
叙
伝
1-
を

残

さ

な

か

っ

た 

し
、
従
っ
.
て
ま
た
.彼
に
み
，る
.よ

う

な

，

「

ニ
〇
歳
の
薆 

愁」

と
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
具
体
的
.に
の 

ベ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
初
期
の
マ
ル
ク
ス
に 

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

「

初
期
マ
ル
ク
ス」
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
点
か 

ら
も
考
^
^
さ
れ
る
べ
き
で
は
.な
い
だ
ろ
う
か
。
.
.そ
の
. 

意
味
で
、
本
書
も
、

マ
.ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
や 

や
理
想
化
し
て
い
る
欠
点
が
自
立
つ
。
し
か
し
詳
細 

な
研
究
で
あ
る
。

一
読
に
値
す
る
。

(
勁
草
書
房
•

1

九
六
五
年
刊
.
B

6
 
.
.全
一
一
冊
•
八
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九
ニ
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円)
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飯

田
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矢

島

昭

‘
渡
部
経
彦
奢

『

経
済
予
測
と
計
量
モ
デ
ル』

計
量
経
済
学
の
書
物
で
は
そ
の
方
法
を
主
体
と
す 

る
も
の
と
、
，
実
際
の
経
済
モ
デ
ル
の
構
成
を
主
と
す 

る
も
の
と
が
あ
る
が
、
本
書
は
後
者
に
属
し
、
実
際 

に
日
沐
経
済
の
.短
期
予
測
の
モ
デ
ル
を
構
成
し
て
、い 

る
。
こ
の
種
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
興
味
あ
る
人
に
と 

っ
て
は
、
よ
い
参
考
と
な
ろ
う
。
本
書
の
目
的
は
ま 

え
が
き
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「

短
期
経
済
予
测
が 

有
効
に
行
わ
れ
、'
:そ
れ
、が
適
切
に
経
済
政
策
に
反
映 

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
っ 

て
も
、

(

そ
し
て
か
な
り
迂
遠
な
方
法
で
あ
っ
て
も) 

■私
た
ち
の
生
活
が
豊
か
に
な
る
手
が
か
り
に
な
れ
ば 

と
い
う
さ
さ
や
か
な
希
望
が
.、
本
書
を
つ
く
っ
た
一 

つ
の
動
機
と
な
っ
た
。
確
か
に
一
九
五
〇
年
代
か
ら 

の
計
量
経
済
学(

H

コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス)

の
進
歩 

は
理
論
的
に
も
応
用
的
に
も
大
き
か
っ
た
し
、
そ
し 

て
多
く
の
経
済
学
者
た
ち
の
共
有
財
産
と
な
り
つ
つ 

あ
る
。
し
か
.し
予
測
と
い
う
複
雑
な
现
実
と
密
接
に 

関
係
し
た
問
題
を
扱
う
の
に
は
ま
だ
"

ひ
よ
わ
"
な 

I
s

が
多
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
状
況 

判
断
で
の
行
動
原
理
と
し
て
.は
、
常

に

d
?
n
o
t
h
i
n
.

Ji

か
、
試
行
錯
誤
の
積
み
蜇
ね
か
の
選
択
が
私
た
ち
に 

袈
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
ま
さ
に
後
の
道 

を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。」

と
#

か
れ
て
い
る
。
.本
書 

は
8

章
か
ら
な
り
、

第
1

章
、
経
済
予
測
の
一
般
的 

考
察
で
予
測
と
は
何
か
と
い
ぅ
問
題
を
と
り
あ
げ
、

第
2

章
、
昭
和
40
.
41

年
度
見
贫
し
と
そ
の
評
価
、
 

で
モ
デ
ル
に
ょ
る
予
測
方
式
を
B

本
経
済
に
適
用
し 

た
結
染
と
そ
の
評
価
が
具
体
的
に
示
さ
'
れ
る
。
第
3
 

•軍
、
推
定
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
そ
の
理
論
的
性
質
、
第 

4

章
、
構
造
方
程
式
の
ス
ぺ
シ

フ
ィ
ケー

シ
ヨ

ン
、
 

第
5

章
、

モ
デ
.ル
の
テ
ス
ト
、

で
は
予
測
に
使
わ
れ 

た
モ
デ
ル
の
理
論
的
基
礎
と
具
体
的
な
ス
ぺ
シ

フ
ィ 

ケ
ー
シ
ヨ
ン
及
び
そ
の
説
明
力
に
関
す
る
や
や
詳
細 

な
記
述
が
行
わ
れ
る
。
第
六
章
、
シ
ミ

ユ
レ
ー
シ
ヨ 

ソ
分
析
，

で
は
政
策
効
果
の
.
9

分
析
を
中
心
と
す 

る
、

い
く
つ
か
の
シ
ミ

ユ
レ
ー
シ
，
ヨ
ン
結
染
の
紹
介 

が
あ
る
。
第
7

章
、
統
計
的
方
法
と
計
算
プ
ロ
グ
ラ 

ム
、
第
8

窜
、
.予
測
誤
差
の
分
析
、
.で
は
モ
デ
ル
分 

祈
に
関
す
る
統
計
的
方
法
、
予
測
誤
差
お
ょ
び
計
算 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
等
の
や
や
技
術
的
問
題
が
と
り 

•f
e

つ
か
わ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
日
本
経
済
の
最 

近
の
様
相
を
知
る
に
は
非
常
に
好
都
合
で
あ
る
が
、
 

そ
の
赀
後
の
統
計
的
計
算
方
法
を
知
る
に
は
頁
数
の 

関
係
も
あ
っ

て

や

や

簡
単
難
解
と
い
え
る
で
あ
ろ 

う
。

最
後
に
本
書
の
強
調
す
る
^

巧

「

経
済
予
測

新

刊

紹

介

と
い
う
問
題
は
、
往
々
に
し
て
予
測
値
の
正
確
さ
と 

い
う
こ
と
だ
け
で
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
私
た
ち 

が
こ
こ
で
-取
上
げ
た
研
究
は
、
単
に
予
測
値
の
正
確 

さ
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
理
論
的
に
構
成
さ
れ
た
モ 

デ
ル
を
定
量
的
に
操
作
可
能
な
形
に
変
換
し
て
ゆ
く 

過
程
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。」

と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。

(

日
本
経
済
新
聞
社
.

昭
和
四
一
年
'
一
一
月
刊
* 

B
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■

.浜
林
正
夫
著

『

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
構
造』

八
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
著
者
のP

イ
ギ
リ
ス
市
民 

革
命
史』

は
、，
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
の
政
治
過
程
、
：
 

革
命
の
経
過
を
追
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
書
は
. 

イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
期
の
.思
想
家
の
類
型
を
設
定 

し
、
こ
れ
を

市
民
革
命
の
な
か
で
位
殿

づ
け
、

近
代 

思
想
の
成
立
を
革
命
の
思
想
と
の
関
連
で
と
ら
え
よ 

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
収
録
論
文
の
大
半
は
、
昭
和
三一

年
か
ら
最
. 

近

ま

で

に「

歴
史
学
研
究
％

「

商
学
澍
究」

、
小
樽 

商

大

「

人
文
研
究」

に
発
衷
さ
れ
た
独
立
の
論
文
で 

あ
る
が
、
本
書
を
赏
ぬ
く
著
潘
の
菽
本
的
視
角
は
'

序

章

「

思
想
の
革
命
と
革
命
の
思
想」

の
な
か
に
端 

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
開
花
す 

る
近
代
思
想
は
、
市
民
革
命
に
.ょ
っ
て
成
立
し
た
も 

の
で
あ
り
な
が
ら
、
.実
は
当
初
か
ら
革
命
を
拒
否
す 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
は 

革
命
思
想
の
な
か
か
ら
そ
の
革
命
的
部
分
を
切
り
お 

と
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
市
民
^
命
の
成
果
だ 

け
を
つ
み
と
っ
た
階
®

、
ブ
ル
ジm

ア

*

ジ

H
ン
ト 

リ
ー
の
思
想
が
近
代
思
想
で
あ
る
な
ら
ば
、
市
民
革 

命
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
押
し
進
め
た「

$
命 

の
思
想」

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
軎
で
著
者
が 

据
え
た
視
角
は
こ
れ
で
あ
る
。

第

一

章

「

ピ
ユ

ー
リ

タ

ニ
ズ
ム

の
思
想

」

に
お
い 

て
ジ
ョ
ン
•
ォ
ウ
エ
ン

の
思
想
が
分
析
さ
れ
、
以
下 

第

二

章「

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
思
想」

、

ウ
ィ
リ
ア 

ム

•
チ
リ
ン
グ
ヮ
ー
ス
、

第

三

章「

経
験
論
の
思 

想」

、
ジ

ェ

I

ム
ズ
•

ハ
リ
ン
ト
ン
、

熊
四
窜

「

神
秘 

主
義
の
思
想

」

、

ジ
ョ
ー
ジ

•

フ
ォ
ッ
ク
ス
、

第
五 

章

「

平
等
派
の
思
想
分
析」

、
ジ
ョ
ン
.
リ

ル
バ
ー

ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

•

ウ
オ

I

ル
ウ
ィ
ン
、
リ
チ
ヤ
ー

ド
•

ォ
I

ヴ
ァ
ト
ン
、
第

六

章「

十
八
世
紀
へ
の
展 

望

」

、

レ
イ
フ

•

カ
ド
ワ

|

ス
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
•
テ 

ン
プ
ル
、
ジ
.ョ
ン
• 

ロ
ッ
ク
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
十
人
の
思
想
家
に
つ
い
て
著
者
の
分
析
を
逐 

一
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
著
表
の

ー
〇
七(

四
五
七)


