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-
 

•

内
容
の
要
旨

「

近
世
経
世
済
民
論
の
研
究」

論
文
要
旨

島

崎

隆

夫

.

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
科
学
と
し
て
の「

経
済
学」 

は

わ

ゆ

る

.「

内
発
的」

.
に
誕
生
し
た
の
で
は
な
く
、

「

外
発
的」

に
、
■幕 

末—

明
治
維
新
期
に
西
欧
先
進
諸
.国
ょ
、り
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ 

以
前
の
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
四

欧「

経
済
学」

と
は
異
質
的
な
内
容
を
も 

つ
た
、「

凡
夫
下
国
家
を
治
む
る
を
経
済
と
云
、

世
を
経
め
、

民
を
済
ふ
と
云 

ふ
義
也」

(

太
宰
春
台「

経
済
録J

)

 

■に
最
も
端
的
に
.
示
さ
れ
て
い
る「

経
世
済 

民」
「

経
国
済
民」

「

経
済
道」

「

經
済
之
術」

に
関
す
る
思
想
が
あ
つ
た
の
で 

あ
る
。
こ

の「

経
世
済
民」

論
は
今
日
の
言
薬
で
い
え
ば
、
む
し
ろ

r

政
治」

、
 

「

r

治」

の
一
分
野
を
意
味
し
て
い
る
。

,
徳
.川
封
速
社
会
の
推
移
，<
と
も
に
、政
治
.に
占
め
る「

経
済」

間
題
丨
富
裕
、

八

八

O

五
〇
Q

)

貧
困
、
財
、
富
、
生
産
、
消
費
、
貨
幣
、物
価
箏
丨
が
次
第
に
逭
耍
性
を
带
ぴ
、
 

封
建
社
会
の
体
制
的
危
機
と
と
-も
.に
支
配
者
た
る
武
士
階
級
は

勿
論
被
支
配
者 

階
級
も
貧
困
問
題
に
直
面
し
、「

経
世
家」

的
発
言
が
増
加
し
た
。
.
か
く
て「

経 

済」

が

「

政
治」

や

「

倫
理」

か
ら
独
立
し
、
独
自
に
検
討
さ
れ
る
方
向
が
あ 

ら
-P

れ
つ
つ
も
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
つ
い
に
、
科
学
と
し
て
の「

経
済 

学」

の
誕
生
を
み
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
末—

明
治
維
新
期
に
輸
入
さ
れ
た
西
欧「

経
済
学」

に
は
理
論
お
ょ
び
政 

策
に
お
い
て
、「

経
世
済
民
,-

論
を
批
判
、

否
定
す
る
側
面
が
あ
.っ
た
が
、

同 

時
に
、

西

欧「

経
済
学」

に
た
い
し
て
、「

経
世
済
民」

論
が
そ
の
思
想
的
土 

壤
と
し
て
作
诩
し
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
.

本
主
論
文
は
、
上
述
の
論
旨
を
念
頭
に
お
ぎ
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
、
生
成 

し

た「

経
済」

論
の
史
的
発
展
と
そ
の
思
想
構
造
を
叨
白
に
す
る
こ
と
を
中
、レ 

課
題
と
し
て
い
る
。

序
に
お
い
て
、
徳
川
時
代
に
お
け
る「

経
世
済
民」

論
の
：̂
成
と
、
そ
の
史 

的
発
展
が
、
主
要
な
る
思
想
家
の
思
想
を
検
討
し
つ
つ
、
概
括
的
に
展
望
さ
れ 

て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
、
第

一

篇
以
下
の
諸
論
文
に
て
：ふ
れ
ら
れ
ぬ
諸
問
題 

が
論
じ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
諸
論
文
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
篇
の
諸
論
.文
は
、
徳
川
時
代
の「

経
済」

思
想
の
研
.究
史
に
関
.す
る
も 

の
で
あ
る
。
若
干
の
問
題
が
提
起
さ
れ
将
来
の
研
究
へ
の
礎
石
が
お
か
れ
て
い 

る
。
,

究
史
の
回
顧
は
、
他
に
は
、，
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
み
な
い
。

第
二
篇
の
諸
論
文
は
、
戦
国
末〜

徳
川
初
期
に
お
け
る「

経
世
済
民」

論
の 

萌
萍
、
そ
の
.生
成
の
諸
条
件
を
、
さ
ら
に
元
禄
以
前
の「

経
世
済
民
，-
論
の
特 

質
を
换
討
し
た
も
の
.で
あ
る
。

：
‘

•

-

第
.
三
篇
の
.
諸
論
文
は
、：

体
制
的
危
機
が
あ
ら
わ
れ
、
.国
内
外
の
諸
問
題
が
累 

.横

し

.て

く

る

一七
五
〇
年
以
後
.、
徳
川
末
期
の「

経
世
済
民」

論
を
検
討
し 

た
.も
の
で
あ
る
。

ゝ
第
四
篇
の
諸
論
文
は
"

主
と
.
し
て
農
村
.
に
関
連
し
、
在
郷
商
人
の
商
人
意 

識
、
農
書
の
成
立
、
老
農
め
性
格
お
ょ
び
.寺
壇
制
度
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。..

審

査

報

告

要

歐

-

, 

:

:

:

.

.

.

.

:

■
 

:

.

.

.

.;

.

.

.

島
崎
隆
夫
君
の
，学

位

前

求

論

文

「

近
1»

経
世
済
民
論
の
研
究

」

は
'
.
江
戸
時 

代
に
お
.

け
る
経
世
済
民
論
の
特
質
と
そ
.

の
展
：開
を
明
ら
か.に
し
ょ
ぅ
と
し
て、
. 

昭
和
三
〇
年
以
来
、
発
表
し
た
十
八
.

の
論
稿
と
、
：
未

公

表

の.「

序
説
H
 

.の
部
分 

と

を：

ま
と
.

め
た
も
の
で.
あ
る
。：
そ
の
篇
別
を
一
瞥
す
る
上
、，

t'

ず

「

亨
説'」

.
■ 

に
お
い
て
経•
世
済
民
論
の
史
的
発
展
を
概
説
し
た
の
ち
、
第
一
篇
と
し
て
、
江 

戸
略
代
，に.
お
け
る
経
済
思
想
に
関
す
る
研
究
史
の
回
顧
と
展
望
.に
関
す
る
一
一
つ 

の
.

論
文
を
掲
げ
、
第
一
一
篇
で
は
四
つ
の
論
文
.

を
も
っ
て
ゾ
近
世̂

⑽
の
経
世
済 

民
論
に
.

検

尉

を

，
加

え

、

第

三

篇

.

で
は
七
つ
.の
論
文
に
よ
って
.
、

.江
戸
幕
府
後
期 

に
，お
け
る
経
世
済
民
論
の
動
向
を
と
.

り
あ
げ
て
、
.

幕
末
か
ら
明
治
維̂

^

こ
，
か 

け
て
の
.
.経
世̂

民
論
へ
.

の
.展
開
を
指
摘

し
て
.

い
る
。
.

こ
.
.の
あ
と
に.
、
第
四̂

と
. 

し
'

て
江
戸
時
代
の'
農
村
に
お
け
る
諸
問
題
を
主
題
と
し
た
五
.

つ

の

，論

文

が

.
附

載
 

さ
れ
て
：い
る
が
、
と
の
い
，ず

れ

も
.「

近
世
.

経
世
済
段
論
の
研
究

」

と
，は
関
係
の. 

蹄
い
問
題
|

す
令
わ
ち
在
郷
商
人
、
在

郷

地

主

の

意

識

(

第
十
四
論
文y

 

M

 

書

の

成

立(

第
十
五
、
十
六
論
文

)

、
老
農
形
成
，
.

の
$

盤
バ̂

ナ
セ
論
文)

、

寺
壇 

制

度

(

第
十
八
論
文)——

を
题
材
と
し
た
も>
の
で
ー
あ.
る
が
ゆ
克
に
、
本
論
文
の 

描
成
に
お
い
て
は
稍
々
不
適
^

の
感
が
あ
る
。

以
下
本
論
文
め
呻
心
唸
な
す
第 

f

¥

凇
与
報
呰

二
篇
.の
第
三〜

第
六
論
文
と
、
第
三
篇
の
第
七〜

第
十
三
論
文
に
焦
点
を
あ
わ 

せ
て
、
論
旨
の
大
意
な
ら
び
•
に
著
者
.の
強
調
す
る
特
色
を
摘
記
す
る
。

： 

著
者
は
、
江
.戸
時
代
に
.提
唱

さ.

れ
た

「

経
世
済
民
^

」
.

に
.
は
，多
様
な
性
格
の 

も
.の
が
含
ま
れ
て
い
.そ

、

ー
義
的
に
こ
れ
を
規
定
す
.る
と
と
は
困
難
で
あ
る 

が
、•

し
か
も
な
お
い
い

ぅ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
は
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の「

経
済
学
.

」 

と
は
異
質
的
：な
内
容
を
持
つ
.
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
い
'っ
て
政
治
論
な
い
し
統 

治
論
の

I

分
野
に
ほ
か
な
ら
，な
，い
.
と
：す
る
。
こ
の
.経
世
済
民
論
を
' 

元
禄
•
享 

保
期
を
境
に
前
期
と
後
期
と
に
大
別
し
、
前
者
は
：山
鹿
素
行
.•
.熊
沢
蕃
山
を
中 

心
.と
し
て
形
成
さ
れ
た
が
、
荻
生
祖
裸
バ
太
宰
春
台
に
ょ
っ
弋
大
成
さ
れ
た
。
 

後
者
を
も
っ
て
、.
著
者
は
本
来
的
意
味
の
.：

「

経
世
済
民
論」

で
.
.あ
る
■と
い
.ぅ
。

■ 

こ
れ
を
や
や
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
前
期
.経
世
済
民
論
は
、
戦
国
末
期
か
.
ら
.近 

世
初
期
に
か
け
て
、

「

所
領
全
体
を
治
め
る
た
め
の
知
識」

、

「

農
民
、
商
人
統 

治
の
大
綱
に
関
ず
：る
知
識
，

」

>■

し
：て
形
成
さ
れ
た
統
治
論
に
は
じ
ま
る
。
近
世 

大
名
の
k

.
長
'

一
 

円
領
地
支
配
の
進
展
と
い
ぅ
歴
史
的
条
件
の
.%

と
に
お
'
い
て
、

一方
、
領
主
層
の
間
に
は
為
政
者
の
立
場
か
ら
政
治
の
蕋
礎
と
し
て
経
済
を
掌 

握
す
る
た
め
の
諸
政
策
に
道
大
な
関
心
を
寄
せ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
文
化
. 

教
養
の
滲
透
•

向
上
に
つ
れ
て
領
主
.層
の
周
囲
に
は
政
策
や
法
制
を
^

立
し
こ 

れ
を
政
論
づ
け
る
能
力
所
持
者
が
集
ま
っ
た(

第
三
論
文)

。
著

渚

は

.戦

国

刻
の 

一.領
：主
の
■
政
治一

^
農
政
の
在
り
方
を
■-
.
淸
设
記-

―

^
親
民
鑑
月
集」

を
中
心
，
 

に
、
ま
た
徳
川
初
期
：の
そ
れ
を「

本
佐
録」

■
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。
前

者
. 

は
自
領
内
：の
農
業
生
産
力
発
展
の
た
め
農
業
技
術
の
向
上
と
農
業
経
営
に
，つ
い 

て
検
討
を
.加
え
る
と
も
に
、
支
配
表
の
立
場
か

■ら
農
民
観=

愚
民
観
を
土
台 

^

し
て
素
届
の
指
毒
.

親
御
の
方
策
.を
述
べ
，た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
淸
.
M

記

o

〈

一
 

玉Q
U



:
:の
中
に
未
分
離
€.
*

玄
ま
併
存
し
て
い
た
藤
槳
技
術
の
愉
；

k

と
農
敗
論
と
は
や
が 

v

分
離
し
て
ゆ
き
、
前
者
は
地
方
辑
や
農
書
の
成
立
に
向
.い
、
後
者
は
封
建
領
, 

，主
層
に
仕
え
：る
特
定
の
知
識
人
の
群
に
よ
る
農
民
支
配
の
大
綱
、
さ
ら
に
政
治 

の
確
立
に
.
進
む
知
識
と
ん
.て
の
：「

経
世
済
民
論」

の
方
向
に
展
開
し
て
い
つ
た 

の
で
.あ

つ

て

、

本

^

^

は

そ

れ

を

証

す

る
も
.
の
で
.あ

つ
た
。

「

財
の
あ
ま
ら
ぬ 

よ
ぅ
、‘
不
足
な
き
よ
'う
、

治
む
る
こ
と
道
な
り」

と

す

，る
農
民
統
治
の
原
則 

は
：、
橫
極
的
.に

「

天
道
の
理
.

〗
を
説
く
真
の
儒
学——

と
く
に
朱
子
学—

に 

根
拠
'を
置
く
.も
の
で
，あ
.
っ
て
*'
,

天
の
支
配
と
.い
ぅ
教
説
は
徳
川
絶
対
専
制
政
治 

.

.の
理
念
を
支
え
.て
、
庶
民
の
也
活
の
細
部
ま
；で
規
制
す
る
幕
府
.

諸

藩

.の

法

度 

政
治
の
大
成
を
す
す
め
.る
と
と

%
に
、
被
治
者
た
る
庶
民
に
a

天
に
対
す
る
服 

従
を
耍
求
し
.た

。

そ
，れ

は

朱

子

学

：の

御

用

学

化

で

も

あ

.つ
た(

第
四
論
文)

。

そ
れ
と
並
ん
：で
儒
学
は
、
支
配
者
.
武
士
階
級
の
学
習
に
よ
つ
て
武
士
の
た 

め
の
も
の
と
な
つ
て
ゆ
く
。
こ
の
方
向
を
展
開
し
た
の
.が
山
鹿
素
行
•
熊
沢
蕃 

山
•で
ぁ
'
？
.た
.
。
' 前
者
：の
説
く
：「

士
道」

は
、
封
建
領
ま
の
た
め
'
に
は
ぬ
®
平
天 

下
の
大
道
と
、.
.，武
士
.
の
.
た
め
.
に
；
は

平

和

社

会
.に
B

す
る
道
を
教
え
_る
学
問
.で
1あ 

っ
て
、
そ
れ
は
広
義
の
政
治
学
、「

経
世
済
民
論」

，へ
発
展
す
る
契
機
を
含
ん
で 

い
た
。
素
行
が
政
治
の
具
体
的
な
技
術
性
にa

n

を
向
け
た
こ
と
は
注
：

n
i

す
べ
き 

で
あ
る
が
、
'諸

現
^'
、

例

え

ば

経

済

問

題

に

つ

い

て

の

認

識

は

未

だ

徹

底

せ
 

ず
、
依
然
、
抽
象
的
で
あ
つ
た(

第
五
論
文)

。
"
こ
れ
.に
反
し
て
後
者
の
#
山
が 

岡
山
藩
政
に
参
画
し
た
体
験
と
思
索
を
傾
け
て
著
わ
し
た「

大
学
或
^」

，
は
、
. 

徳
川
時
代
の
•経
世
済
民
論
の
.
著
述
の
中
で
書
も
秀
で
た
も
の
と
称
さ
れ
る
が
、

し
力
し
彼
の
経
!»

論

も

儒

教

が

武

，士

の

も

，
の

と

な

る

傾

^

に
沿
.つ
た
も
の
■で
あ 

つ
た
。.
蕃
山
が
理
想
と
し
.た
武
士
.は
、
兵
農
未
分
離
の
.状

態

に

あ

る

武

士

.
で

あ

九
0

(

ー
左0 -

ニ)

ひ
"

SL

想
社
会
と
し
て
搬
い
た
も
の
は
、
米
遣
い
の
世
の
中
、
-hi

然
経
済
的
秩 

序
の
社
会
で
あ
っ
て
、
.
こ
の
理
想
^

^

へ
の
復
帰
の
方
向
に
お
い
て
一
層
完
全 

.な
封
建
制
の
完
成
を
期
し
：た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
素
行
も
蕃
山
も

、
 

と
も
に
朱
子
学
に
批
判
的
で
あ
り
、：
同
様
に
多
く
の
.弟
子
と
支
持
者
を
有
す
る 

浪
人
と
し
て
.幕
府
の
処
罰
を
受
け
た
が
、
彼
ら
が
儒
教
を
武
士
の
も
の
た
ら
し 

め
る
こ
と
に
徹
底
し
、
現
実
を
肯
定
し
て
封
建
社
会
の
.完
成
を
意
図
し
て
い
た 

点
か
ら
み
て
、
前
期
経
世
家
と
し
て
共
通
の
性
格
を
に
な
う
の
で
あ
っ
た
f

f
 

六
論
文)

。

続
い
て
著
者
の
い
わ
ゆ
る
後
期
経
世
済
民
論
の
検
討
に
移
る
。
.著
者
が
と
り 

あ
げ
る
思
想
家
は
、
林

子

平

(

第
七
論
文)

、
本
多
利
明
、.
.本
居
宣
長

(

第
八
、
 

第
九
論
文)

、
藤
田
幽
谷(

第
十
論
文)

、
，
岡
井
蓮
亭
、
会
沢
正
志
.

(

第
十
一
論
文)

、
 

藤
.田

東

湖

(

第
十
二
論
文)

、
佐
藤
信
淵

(

第
十
三
論
文)

等
で
あ
る
、
こ
の
う 

ち
宣
長
は
稍
.々
趣
を
異
に
す
る
が
.
、

他

，は

い

ず

れ

も

国

内

な

い

し

藩

内

の

社

会
 

経
済
構
造
の
矛
盾
と
そ
の
危
機
的
状
態
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
海
外
よ
り
迫 

.る
皮
力
を
感
じ
と
る
こ
と
に
よ
っ
.
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
南

の
経
世
家
的
発
言
を
し 

て
い
る
。
端
的
に
い
克
ば
、
そ
れ
ら
は
儒
学
的
伝
統
に
加
え
て
、
洋
学
‘
国
学 

の
'%

つ
合
理
的
思
考
を
基
軸
に
し
て
、
現
実
問
題
の
処
理
を
と
り
あ
げ
て
い
る 

と
こ
ろ
に
共
通
性
：を
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
'、
著
者
は
こ
こ
に
本
格
的
経
世
済
民 

論
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
動
き
を
看
取
す
る
め
で
あ
る
。
彼
ら
の
と
り
あ
げ
た 

現
実
問
題
と
は
、
貧
困
、
経
済
的
疲
弊
、
と
く
に
武
士
お
よ
び
農
民
の
困
窮
で 

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ど
う
し
て
富
裕
な
状
態
へ
移
行
で
き

る

か
が
主
要
な
論
題 

で
あ
っ
た
。
貿
易

•

開
拓
に
加
え
'
て
、.
制
度
.の
改
革
を
提
案
し
、
し
か
も
変
革 

の
.
主
体
と
し
て
、.
封

建

支

配

者

以

：外

.の
も
の
を
摸
索
し
て
い
る
^

に
、
著
者
は

明
治
維
新
へ
の
肠
歲
が
窺
わ
れ
石
と
し
て
い
る
の
で
お
る
T 

以
生
が
本
論
文
.
の
.大
耍
で
あ
る
。
前
期
の
経
世
済
民
論
と
後
期
の
経
泄
济
民 

.論
と
；を
、
現
実
問
題
の
処
理
と
い
う
点
か
ら
性
格
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
占
仙 

は
，、麥
当
な
扱
い
方
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
著
者
み
ず
か
ら
認
め
て 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が〔

本
格
的
意
味
の「

経
世
済
民
論」

を
確
立
し
た
荻
生 

祖
株
太
宰
春
台
に
つ
い
て
の
論
述
を
欠
く
こ
と
は
、
画
竜
瓦
晴
を
欠
く
の
嘆 

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
期
後
期
の
諸
思
想
家
に
つ
い
て
の
個
別
検 

討
が
徹
底
的
に
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
遗
憾
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も 

著
者
は
序
説
の
部
分
に
お
い
て
、
徂
徠
に
よ
る
経
世
済
民
論
の
確
立
と
、
春
台 

に
よ
る
継
潘
と
に
つ
い
て
概
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
主
張
は
こ 

れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
論
者
に
比
し
て
取
扱
い
方
の
不
均
衡
で
あ 

，る
^

実
は
こ
れ
を
敝
い
が
た
い
。
第
二
に
本
論
文
の
発
想
自
体
に
.つ
い
て
も
問 

題
な
し
と
し
な
い
。
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
に
お
け
る
経
済
思
想
を
、

何
故
に 

「

経
^:

済
民
論」

と
し
て
と
ら
え
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
著

者

^
 

^-

射
心
の
故
に
江
戸
時
代
を
対
象
と
.す

る

と

，き

、
.と
.り

.あ

げ

ね

ば

な

ら

な

ハ

道
 

.
'要
な
思
想
家
が
脱
落
す
る
と
と
に
な
る
。
例
え
ば
新
井
白
石
の
ご
と
き
こ
れ
で 

あ
る
。
第
三
に
、.
朱

子

学

と

反

朱

子

学

と

：
の

根

本

的

な

考

え

方

に

つ

い

て

、

な 

:

お

一層
掘
り
さ
げ
て
論
ず
る
こ
と
が
•望
ま
し
い
と
考
え
る
。
朱
子
学
が
御
用
学 

化
し
■な
が
ら
、
.同

時

に

こ

の

朱

子

学

に

対

す

る

批

判

も

ま

.
た

「

現
実
を
肯
定 

し
封
連
礼
会
の
完
成
を
意
図
し
て
い
た」

(

序
説(

四)
)

と
著
者
が
い
う
場 

合
、
両
者
の
蓮
異
は
.ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
の
ご
と
き
疑
問
な
し
と
し
.な
い
が 

'
し
か
も
江
戸
時
代
の
経
世
済
民
論 

の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

葸
末
以
後
の
輸
入
経
済
学
と
の
関
連
を 

学
位
授
与
報
告

挪
づ
け
ょ
ぅ
と
す
る

|

者
£:

思
隊
は
^
_
本
論
文
に
ょ
0-

て
具
体
化
のj

參
を
踏 

み
だ
し
た
も
の
と
い
-o

て
誤
り
で
は
な
い
。
本
論
文
は
こ
の
研
究
意
欲
の
実
現 

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
m

要
な
礎
石
た
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
か
ら
看
取
さ 

れ
る
、
著
者
の
真
摯
な
研
究
意
欲
と
、
副
論
文
に
盛
ら
れ
た
広
塊
な
業
績
か
ら 

案
じ
て
、.
.著
者
が
経
済
学
博
士
の
学
位
を
受
く
る

資
格
あ

...

り
と
認
め
ざ
る
を
え 

な
い
。
 

■

論
文
審
赉
担
当
者
.
主

查

高

村

象

平

副

靈

小

池

蓝

之

.

.

速

水

.
融

試
験
の
結
果
の
要
旨

本
大
学
院
経
済
学
研
究
科
が
、
大
学
院
博
士
課
程
修
了
者
と
同
等
以
上
の
学 

力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

試

験

担

当

者

遊

部

久

蔵
 

. 

中

鉢

正

美

.

九一
(

一
五
〇
三)


