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学
位
の

.

種
類」
，経
済
学
博
士

授与の.年月
日
昭
和
四

ニ
年
九
月
ニ

ニ

日

.

学

位

論

文

題

名

「

現
代
中
国
，の
：経
済
学
的
分
析
：
： 

-

-

-
-
-
-

社
会
主
義
経
済
の
研
究

-
-
-
-

J
.

内

容

の

要

旨

.

「

現
代
中
国
の
経
済
学
的
分
析
，

 

•

•
 

—

^

社
会
主
義
経
済
の
研
究——

論
文
要
皆」

.
' 

.

常
.

盤

.掏

子 

■

(

筆
名
平
野
紈
子

)

：

，「

社
会
主
義
経
済
学」

の
生
成
史
は
い
古
典
的
命
題
が
想
宠
し
た
社
会
主
義 

経
済
と
现
存
す
る
社
会
主
義
経
済
の
.現
実
的
ず
れ
の
確
定
か
ら
そ
の
体
系
化
が 

は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
.0

私
は
、，
本
研
究
に
お
い
て
、
中
国
経
済
の
社
会
主
義
経
済
移
行
過
程
を
考
察 

す
る

-̂
と
か
ら
、
現
存
す
る
社
会
主
義
経
済
の
構
造
的
特
質
分
析
に
入
つ
た
。
 

す
な
わ
ち
、
也
產
カ
構
造
か
ら
み
る
と
、
未
熟
な
資
本
主
義
が
解
体
せ
し
め
る 

忆
至
ら
ず

.、.
更

為

瞿

沐

9

僅
入
に
よ
り
帝
国
生
義
的
支
配
の
新
た
な
収
奪

九
ニ 

(

一.五
〇
四)

機
構
の
支
柱
と
し
て

W
編
成
さ
れ
た
半
封
妞
的
地
主
制
に
規
制
さ
れ
た
ァ
ジ
ァ 

的
零
細
農
耕•

資
金
枯
渴
の
小
経
営
、
南
京
条
約
以
後
の
半
植
民
地
的
低
率
関 

税
の
下
、
巨
大
な
資
本
量
を
背
景
に
も
つ
外
国
資
本
大
企
業
と
、
金
融
機
関
を 

軸
に
前
期
的
独
占
的
性
格
を
も
つ

.中
国
の
官
僚
資
本
と
の
谷
間
で
、
小
規
模
、
 

手
工
業
生
産
と
し
て
存
在
し
、

一
九
ニ
九
年
世
界
恐
慌
.の
収
拾
策
と
し
て
の
ァ 

メ
リ
力
の
銀
買
上
政
策
の
余
波
を
ぅ
け
て
、
遂
に
金
融
恐
慌
に
吹
き
た
お
さ
れ 

た
民
族
資
本
の
、
社
会
主
義
的
大
規
模
経
営
組
織
化
過
程
を
ふ
く
め
た
、
国
民 

経
済
の
社
会
主
義
的
改
造
の
中
国
的
特
質
の
抽
出
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
当
然 

ァ
ジ
ァ
的
牛
；産
様
式
論
の
対
資
と
も
な

っ
た
停
滞
的
分
散
的
過
小
農
の
社
会
的 

.組
織
化
、
大
規
模
集
団
的
経
営
化
の
必
然
性
と
可
能
性
、
そ
の
実
現
を
支
え
る 

農
村
市
場
の
協
同
組
合
的
組
織
化
の
分
析
と
も
な
る
。
こ
の
よ
ぅ
に
し
て
、
い 

わ
砂
る
国
家
独
占
資
本
主
義
と
し
て
実
現
す
る
資
本
の
集
中

•

集
積
、
規
模
の 

拡
大
、
生
産
の
社
会
化
の
進
展
を
成
熟
せ
し
め
え
ず
社
会
主
義
経
済
に
移
行
せ 

し
め
え
た
独
創
的
方
式
の
理
論
的
検
討
と
、
そ
の
裏
に
あ
る
、
そ
の
方
式
の
独 

創
的
性
格
の
提
起
す
る
諸
問
題
—

端
的
に
い
え
ば
人
民
民
主
主
義
革
命
方
式 

に
よ
っ
て
社
会
主
義
建
設
に
入
っ
た
こ

と

か

ら
要
請
さ
れ
る
課
題——

が
摘
出 

さ
れ
る
。
_

•
従
っ
て
、
次
い
で
そ
の
諸
問
題
の
理
論
的
検
討
と
社
会
主
義
経
済
学
に
.お
け 

る
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
従
来
の
社
会
主
義
経
済
研
究
は
一
国
社
会
主
義 

と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た

ソ
ビ
エ
ト

経
済
か
ら
抽
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ 

り
、
し
か
も
方
法
論
上
の
独
自
性
も
あ

っ
て
、
，中
国
経
済
の
社
会
主
義
建
設
途 

上
形
成
さ
れ
て
き
.た

論
理
と

.相
当
距
離
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
社
会
主
義 

避

済

-^
の

:#
象
め
認
識
に
ぉ

%-
'
て
、
分
浙
手
隹
に
ぉ

%'
て
、
^
古
典
の
理

.解
>』

の
関
速
に
お
い
て
相
違
を
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず

b
以
贬
の
社
会
主
氣
経
济 

発
展
の
指
向
す
る
方
向
に
お
い
て
、
又
そ
れ
を
お
し
す
す
め
る
社
会
主
義
経
済 

計
画
化
の
論
理
と
政
策
に
お
い
て
異
っ
て
い

.る
。
.そ
こ
で
、
.そ
の
論
理
と
差
別 

性
の
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
社
会
主
義
経
済
研
究
の
一
般
的
課
題
に
接
近 

し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
経
過
で
あ
る
が
、.
本
提
出
論
文
の 

構
成
と
し
て
は
、
抽
出
さ
れ
た
論
理
的
考
察
と
整
理
を
先
に
か
か
げ
て
体
系
的 

理
解
を
は
か
る
よ
う
努
め
た
。

他
方
第
三
の
部
分
と
し
て
は
、
'社
会
主
義
経
済
成
立
の1 '

般
的
条
件
設
定
の 

上
で
、
土

地

国

有(

私
有
の
揚
棄
と
し
て
の
社
会
化
：

i

と
差
額
地
代
理
論
の
再
検 

討
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
お
そ
ら
く
以
後
め
社
会
主
義
経
済
研
究
の
最
も
重
要 

な
環
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ

y
社
会
主
義
企
業
の
ホ
ズ
ラ
シ
チ

.ョ
ー
ト
制
の

！ ̂

済
学
的
論
証
に
迫
み
う
と
す
る
。
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
も
の
は
，、
社
会
主 

義
経
済

.の
下
に
お
け
る「

価
値
法
則」

の
.課
題
で
あ
る
。

.審
査
報
告
要
旨

本
論
文
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一

章

「

社
会
主
義
経
济
学」

の
対
象

-と
方

法

' 

•

第
二
章
後
進
国
に
お
け
る
国
家
資
本
主
氟
と
社
会
主
義
経
済
の
物
質
的
基 

.礎

.

,

第
三
章

.
後
進
国

.に
お
け
る
社
会
主
義
経
済
建
設
の
理
論

.

‘第
四
章
苹
命
前
夜
に
お
け
る
農
業
生
産
力
構
造
と
土
地
改
革 

第
五
章
生
産
合
作
社

(

集
団
的
企
業)

.の
成
立
と
農
業
生
産
力
構
造
の
変
化 

第

六

章

人

民

公

社

シk

テ
ム
む
下
に
お
け
る
農
業
技
術
改
革
長
期
計
画

学

位

授

与

報

告

第
七
章
社
会
主
氟
経
满
の
下
で
の
価
値
法
則
と
商
品
生
産
-
地
代

第
一
、
ニ
，
三
、
七
章
は
社
会
主
義
経
済
に
関
ず
る
理
論
的
研
究
、
第
四
、
 

五
、
六
章
は
現
状
分
析(

歴
史
的
研
究
を
%.
ふ
く
め
て)

と
い
う
ふ
う
に
一
応
分 

.類
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が

、' こ
こ
で
は
第
一
.章
ょ
り
章
の
順
序
に
し
た
が
っ
て 

.み
て
ゆ
く
。

第
：

f

章

、
.:「

社
舍
主
義
経
済
学」

の
対
象
と
方
法
、
は
、
锥
者
の
社
会
主
義
経 

済
学
に
た
い
す
る
基
本
的
姿
勢
を
示
す
も
の
と
し
て
道
耍
で
あ
る
。'.そ
こ
で
や 

や
く
わ
し
く
筆
者
の
見
解
を
紹
介
し

.検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

.

'マ
ル
ク
ろ
、

千
ン
ゲ
ル
ス
が
か
れ
ら
の
著
書
、
論
文
に
お
い
て
社
会
主
義
経 

済
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
ば
き
わ
め
て
す
く
な
か
っ
た
が
、
.た
と
え 

ば

『

ゴ
ー
.タ
綱
領
批
判』

.な
ど
'に
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
，及
が
あ
り
、
そ
れ
が 

従
来
こ
の
方
面
の
研
究
の
唯
一
の
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
.、
現
実
の 

社
，会
主
義
経
済
の
進
展

.に
つ
れ
て
、
か
れ
ら
の
古
典
的
命
題—

そ
れ
は
大
部 

分
完
全
な
社
会
主
義
、
.す
な
わ
ち
共
産
主
義
の
成
立
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ 

る
が
、
I

と
現
実
の
社
会
主
義
経
済
と
の
ず
れ
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き 

た
。
革
命
直
前
ソ
ビ
エ
ト
経
済
は
、
植
民
地
的
性
格
を
‘も
も
っ
た
帝
国
主
義
国 

で
ぁ
り
、.
中
国
に
い
た
っ
て
は
産
業
資
本
も
十
分
に
成
育
し
な
い
う
ち
に
半
植 

民

地

的

，
半

封

建

的

な

金

融

資

本

の

支

配

の

下

に

入

，っ

.た
。
資
本
主
義
が
比
較 

的
発

^
し̂
て
い
た
東
欧
で
さ
え
そ
の
例
外
で
は
な
か
；っ
た
。
筆
者
に
ょ
れ
ば
、
 

「

現
存
す
る
社
会
主
義
経
済
と
、
.古
典
的
命
題
が
想
定
す
る
社
会
主
务
経
済
と 

の
.現
実
的
ず
れ
の
確
定
か
ら
、
現
実

.の
社
会
ち

.

を
か
か
か
、か
ル
ひ
か
レ 

れ
た
の
で
メ
あ
.る
。」 

ン
'

へ
こ
の
社
会
主
義
経
済
学
に
関
す
る
見
解
は
、
社
会
主
義
経
済
学
を
今
日
研
究

.
九

三

(

一
五
〇

s
 

.



.す
る
も

.の
と
し
て
き
わ
め
て
正
し
い
姿
勢
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な 

立
場
で
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
社
会
主
義
経
済
学
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み 

る
と
、
本
格
的
な
意
味
で
の
社
会
主
義
経
済
学
の
歴
史
は
意
外
に
あ
た
ら
し
い 

こ
と
に
想
い
.い
た
.る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
の
有
名
な
論
文
、

『

ソ
連

邦
に 

お
け
る
社
会
主
義
の
経
済
的
諸
問
題』

の
発
表
さ
れ
た
一
九
五

ニ

年
を
も
っ
て 

そ
の
出
発
点
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
筆
者
も
い
う
よ
う
に
ス
タ
ー 

リ
ン
論

^
;が
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、

「

マ
ル
ク
ス•

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
命 

題
か
ら
出
発
し
又
帰
着
し
た
こ
と
に
な
る」

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
社
会
主
義 

経
済
学
の
発
展
は
、
㈠
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
議
、
㈡
ソ
ビ
エ 

ト

(

お
よ
び
東
欧)

に
お
け
る「

社
会
主
義
経
済
学」

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
㈢
中 

国
に
お
け
る
過
渡
期
の
理
論
を
®
礎
に
し
た
社
会
主
義
政
治
経
済
理
論
と
い
う 

三
つ
の
局
面
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
史
と
し
て
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る 

社
会
主
義
経
済
学
の
生
成
期
が
み
と
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
局
面
は
必
ず
ム
も
筆
者
に
よ
っ
て
明
確
に
時
期
区
分
と
し
て
お
こ 

な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
こ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に 

つ
い
て
、
筆
者
が
主
要
な
問
題
点
と
し
て
の
ベ
て
い
る
も
の
を
み
る
と
し
よ 

う
。ま

ず
前
史
の
段
階
で
と
く
に
注E

さ
れ
る
の
は
、
社
会
主
義
経
済
学
の
可
能 

性
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
経
済
学
の
可
能
性
を 

否
定
し
た
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
見
解( 『

過
渡
期
の
経
済
学』

--
■九
一
一
〇

年

刊

)

と

こ

れ
 

を

そ

の

4評
注』

で
批
判
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
見
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
は
代 

表
さ
れ
る
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
見
解
は
経
済
学
と
し
て
商
品
経
済
の
無
政
府
性
を 

基
礎
と
し
た
資
本
主
義
経
済
に
湖
す
る
経
济
学
の
み
を
考
克
て
、
.そ
れ
が
計

10
1

九

四

ニ

五

〇
六)

化
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
社
会
主
義
国
で
は
消
滅
す
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ 

る
が
、
.
.こ
れ
を
め
ぐ
る
論
議
に
よ
っ
て
エ

.ン
ゲ
ル
ス
の
い
わ
ゆ
る「

広
義
の
 ̂

済
学」

.が
引
合
い
に
だ
さ
れ
て
、
.社
会
主
義
の
経
済
学
が
広
義
の
経
済
学
と
し 

て

成

-*
.し
う

'?
>
こ
と
ガ
解
明
さ
れ
た
。
要
す
る
に
ブ
ハ
ー
リV

の
消
滅
す
る
と 

い
'う
経
済
学
は
狭
義
の
経
済
学( 『

資
本
論』

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な)

に
ほ
か
な 

ら
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
の
こ
る
問
題
はr

広
義
の
経
済
学」

の

内

容

の

規

定

で
 

あ
り
，
さ
ら
に
そ
れ
と
狭
義
の
経
済
学
と
の
関
係
で
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ 

れ
ら
の
問
題
に
あ
た
え
た
説
明
自
体
も
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
が
、
そ
れ
が
徹 

底
的
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ

^
が
、
成
立
可
能
と
み
な
さ
れ
た
社
会 

主
義
経
済
学
の
性
格
に
つ
い
て
い
ま
だ
に
統
一
的
規
定
を
あ
た
え
る
の
を
困
難 

と
し
て
い
る
と
い
っ

.て
よ
か
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
そ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る 

と 

V え
よ 

0 

.

.

.

.

.

.

第

一

の
局
而
は
ス
タ
ー

リ

ン
論
文
と
そ
の
論
讓
と
で
あ
る
が
、
ス
タ
ー
リ
ン 

は
商
品
生
産
と
物
神
性
と
の
消
滅
に
言
及
さ
れ
た
さ
い
の
社
会
主
義
に
関
す
る 

古
典
的
確
認
を
明

^
に
す
る
と
と
も
に
、
ソ
ビ
工
ト
経
済
が
当
而
ま
だ
そ
う
い 

う
状
態
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
、
.生
産
手
段
が
全
人
民
的
所
有
と
な
っ
て
い
る 

国
家
的
セ
ク
タ
ー
と
と
も
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
的
セ
ク
タ
ー
が
ニ
つ
の
蕋
本
的
セ
ク 

タ

^
な
.っ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら

.か
に
し
、
そ
こ
で
は
商
品
生
産
と
商
品
取 

引
と
が
存
在
す
る
こ
と
を
み
と
め
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
消
^
物
資
の 

み
は
価
値
法
則
の
作
用
を
う
け
る
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
実
現
さ
れ
る
こ
と
を 

主
張
す
る
。
だ
が
そ
の
後
ス
タ
ー
リ
ン
批
判(

一

九
五
六
年
開
始)

の
論
調
の 

上
に
商
品
生
産
と
俪
値
法
則
論
争
と
が
お
と
な
わ
れ
、
そ
の
中
問
的
成
果
は 

『

経
済
学
教
科
書
，

3 (
第
三
版
、

一
九
五
九
年)

に
う
か
が
わ
れ
る
が
、
ソ
ビ
ュ
ト

経
済
に
価
値
法
却
の
全
而
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
、
そ
の
.さ
い
ス 

タ
ー
リ
ン
の
あ
げ
た
二
つ
の
ゥ
ク

ラ

ー
ド
の
存
在
が
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の
が 

注
同
さ
れ
る
。
こ
の
中
間
的
成
果
の
代
表
者
と
し
て
、
筆
者
は
、
第
二
の
局
面 

へ
の
移
行
と
も
関
連
し
て
中
国
の
顧
準
の
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
.

(

な
お
筆 

者
に
よ
る
顧
準
の
見
解
の
詳
論
が
第
七
章
中
で
な
さ
れ
て
い
る

。

)

第
二
の
局
而
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

一
九
六
ニ
年
九
月
に
発
表
さ 

れ
た
リ
ー
ベ
ル
マ
ン
論
文
を
契
機
と
し
て
ぅ
ま
れ
たr

社
会
主
義
経
済
学」

の 

成
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
第
二
の
局
而
に
お
け
る
ス

タ

ー

リ

ン

批 

判
の
継
承
で
あ
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
第
二 
二
回
党
大
会

(

一

九
六
一
年)

を
莲 

て
確
認
さ
れ
た
企
業
の
自
主
性
の
強
化
ン
物
質
的
関
心
重
視
.
.
企
業
活
動
の
指 

標

と

し

て

の「

利
潤

J 

f
f
l

視
な
ど
の
方
向
が
具
体
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
ひ 

き
つ
づ
く
新
経
済
運
営
方
式
の
移
行
決
定(

一
九
六
五
年)

、
五
ヶ
年
計
画(

一
九 

六
六
丨
七O

年)

遂
行
の
決
定
的
条
件
と
し
て
の
新
経
済
政
策
の
確
認
ス
ー
九 

六
六
年)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一

九
六
五
年 
一
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
社
会 

主
義
経
済
の
下
に
お
け
る
価
値
法
則
と
価
格
形
成
原
則
の
再
検
討
は
'
筆
者
に 

よ
れ
ば
、
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
経
済
学
の
転
回
軸
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ 

の
論
争
に
お
い
て
ス

タ

ー
リ

ン

説
反
対
論
者
の
共
通
の
結
論
と
し
て
限

宠

つ

き 

で
商
品
生
産
と
値
値
法
則
と
の
存
在
を
肯
定
し
た
ス

タ

ー

リ

ン

の
見
解
が
批
判 

さ
れ
、
共
産
主
義
的
段
階
と
は
法
則
的
に
区
別
さ
れ
る
社
会
主
義
経
済
の
独
南 

性
の
積
極
的

#-
定
の
.上
に
商
品
生
産
と
価
値
法
則
と
の
全
面
的
存
在
が
容
認
さ 

れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
こ
の
よ
ぅ
な
あ
た
ら
し
い
傾
向
は
東

欧

諸

国

の

一
 

部
に
も
み
ら
れ
る
が

.、
こ
れ
に
た
い
す
る
筆
者
の
評
価
は
、
牛
：産

関
係
視

点

の 

切
り
す
て
ら
れ
た「

俗
流
経
済
学」

化
へ
の
展
蛰
を
あ
た
え
る
も
の
と
し
る
さ 

学

位

授

与

報〗

告

れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
検
討
は
、
さ
ら
に
広
狭
ニ
義
の 

経
済
学
と
い
う
概
念
を
は
じ
め
と
し
て
、
、社
会
主
義
経
済
学
の
性
格
に
関
す
る 

徹
底
的
考
察
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

證

の

局

面

は

、
中
国
に
お
け
る
過
渡
期
の
理
論
を
鉴
礎
と
し
た「

社
会
主 

鉱
政

^
掛
済
理
論」

の
生
成

.と
t
う
事
態
に
み
ら
れ
る
。
要
す
る
に
中
固
の
こ 

の
立
場
の
見
解
に
お
い
て
は
、
ソ
ビ
エ
卜
で
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
社
会 

主
義
社
会
を
独
立
の
社
会
形
態
と
み
と
め
る
見
解
を
否
認
し
、
こ
れ
を
過
渡
期 

と
み
な
し
、
そ
こ
で
は
社
会
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
前
進
と
资
本
主
義
へ
の 

後
退
と
の
二
つ
の
道
が

.可
能
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
立
場
に
お 

い
て
は
、
過
渡
期
を
対
象
と
し
て
法
則
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る「

社
会
主
義 

経
済
学」

に
お
け
る
独
自
の
体
系
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
の
み
か
ら
ず
、
そ
れ 

は
修
正
主
義
と
よ
ば
れ
る
。
筆
者
は
中
国
に
お
け
る
ソ
ビ
工
ト
の「

社
会
主
義 

経
済
学」

と
対

3/
.す
る
政
治
経
済
理
論
の
成
立
す
る
根
拠
を
、
中
国
に
お
け
る 

ソ
ビ
工
ト
と
は
こ
と
な
る
人
民
民
主
主
義
革
命
方
式
に
よ
る
社
会
主
義
経
済
開 

始
と
そ
の
生
産
力
構
造
の
後
進
的
性
格
と
に
も
と
め
、
リ
ー
べ
ル
マ
ン
方
式
が 

中
国
で
全
く

^
,れ
ら

れ

る

余

地

，の

な

い

理

由

を

、

一
つ
に
は
そ
.こ
で
は
本
来
的 

な
賞
本
主
義
的
フ
，ァ
ク
タ
ー
が
残
存
す
る
た
め
に
そ
の
採
用
に
よ
っ
て
現
実
灼 

な
資
本
主
義
復
活
の
可
能
性
の
あ
る

.こ
^
、
一一 
つ
に
は
中
国
で
は
労
働
生
産
他 

の
追
求
は
生
産
構
造
と
虫
産
力
.の
実
質
的
担
い
手
で
あ
る
人
間
と
の
変
本
を
当 

面
の
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。

以
下
の
諸
章

、、
と

く

に
第 

三
四
章
が
社
会
主
義
経
済
学
に
お
け
る
中
ソ
の
対
立
の
現
実
的
地
盤
を
.そ
れ 

ぞ
れ
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、は
.
.
、後
論
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ 

う
。
、な
お
右
に
し
る
し
た
よ
う
な
中
ソ
の
対
立
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

九

五

(

ー
五
0
七)

-



相
異

.な

.る
経
済
構
造
を
有
す
る
両
国
が
た
ど
る
必
然
的
経
過

‘点
で
あ
っ
て
、
い 

ず
れ
は
一
つ
に
な
る
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
と
と

も
問
題
と
し
て 

の
こ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

。

.
,

.第
二
章
、
後
進
国
に
お
げ

■る
国
家
資
本
主
義
と
社
ム

^
!義
経
済
移
行
の
物
質

.
 

的
莶
礎
、
は
、後
進
国
に
お
け
る
勤
労
者
が
あ
た
ら
し
い
階
級
的
指
導
権
を
獲
得 

す
る
た
め
の
経
済
的
迤
礎
と
し
，て
国
家
資
本
主
義
を
積
極
的
に
評
価

^
る̂
®
 ̂

の
見
解

'

(

例

え

ば

尾

崎

彦

朔

氏
)

を
、
レ
I 
ニ
ン
の
国
家
資
本
主
義
に
.つ
い
て 

の
見
解
.に
立
脚
し
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
‘、
ニ
つ
の
見
解
が
引
合
い
に 

だ
さ
れ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

一V

は
国
家
資
本
主
義
を
社
会
主
義
経
済
移
行 

の
即
時
的
過
渡
期
と
み
な
す
、
い
.わ
ば
非
資
本
主
義
的
発
展
の
道
と
い
う
見
解 

(

'

1

九
五
〇
年
代
半
頃
、
ソ
ビ
千
ト
の
ア

.
ソ
ボ
レ
フ
代
表
。)

、
も
う
一
つ
は
国
家 

資
本
主
義
と
い
う
範
の
も
と
に
国
家
独
占

^
;本
主

義

を

と

り

あ

げ

、
牛
；産

力 

の

発

展

と

社

会

的

危

機

の
'結
果
、
私
的
独
占
体
の
経
済
的
機
能
が
国
家
の
手
に 

移
さ
れ
，
あ
た
ら
し
い
独s

の
経
済
的
菽
礎
を
獲
得
ず

.る
と
い
：う

ユ

ー

ゴ

ー

ス
.
 

ラ
ヴ
ィ
ア
の
理
論
家
た
ち
の
見
解
、
お
よ
び
国
家
独
占
資
本
主
義
を
中
立
的
な 

経
済
組
織
と
し
て
と
ら
え
、
構
造
改
革
論
と
結
び
つ
け
て
平
和
移
が
論
の
基
礎 

と
す
る
見
解
で
あ
る
。
第
一

.の
見
解
に
.た
い
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
さ 

れ
る
。
国
有
化
の
拡
大
に
よ

^
国
家
資
本
の
増

^<

は
、
資
本
主
義
生
産
関
係
の 

存
在
す
る
か
ぎ
り「

総
資
本
家」

と
し

.て
の
性
格
を
止
揚
で
き
な
い
。
後
進
国 

の
国
家
資
本
主
義
は
、
資
本
主
義
の
い
わ
ゆ
る
全
般
的
危
機
箜

一一
段
階
に
お
け 

る
新
械
民
政
策
に
照
応
す
る
資
本
主

'義
発
展
の

.

一

過

程

で

あ

る

，。

こ

こ.で
，「

民 

族
資
本」

の
あ
.い
.ま
い
な
規
定
が

.指
摘
さ
れ
る
。
社
会
主
義
べ
.の
移
行
の
エ
ネ 

ル
ギ
ー
と
モ
メ
ン
ト
と
は
国
家
資
本
と
い

.う
資
本
.の
社
会
的
形
態
の
変
化
に
存

-
 

九

六

(

一
五c

八)

す
る
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
深
化
に
よ
る
国
家
独
占
资
本 

主
義
の
体
制
が
ぅ
み
だ
す
矛
盾
で
あ
る

。
' ま
た
国
家
资
本
主
義
は
全
般
的
危
機 

に
お
け
る
新
植
民
主
義
と
.い
ぅ
帝
国
主
義
の
あ
た
ら
し
い
支
配
形
態
が
植
民
地 

の
土
着
資
本
を
し
て
資
本
主
義
発
展
の
一
形
態
と
し
て
と
ら
し
め
た
形
態
で
あ 

る
。
第
二
の
見
解
と
し
て
は
、.
ッ
ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ

、
-そ
.れ 

は
ソ
ボ
レ
フ
の
見
解
と
同
一
と
み
ら
れ
て
い
る
。
第

.一
、
第
二
の
ニ
つ
の
見
解 

に
共
通
す
る
こ
と
は
、
経
済
過
程
に
干
渉
す
る
国
家
な
い
し
国
家
権
力
の
非
階 

級
的
把
握
で
あ
り
、
レ
ー
二
ン
の
国
家
独
占
資
本
主
義
分
析
視
角
と
対
照
的
で 

ぁ
る
。

第
三
章
、
後
進
国
に
お
け
る
社
会
主
義
経
済
建
設
の
理
論
、
で
の
テ
ー
マ
は
、
 

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
主
義
革
命
前
夜
の
ロ
シ
ア
に
づ
い
て
资
本
主
義 

1や
フ
ロ
レ
タ
リ
アー

ト
の
発
達
を
き
わ
め
て
低
く
評
価
す
る
ヵ
ゥ
ッ

^
—
や
マ 

ィ
ス
ナ
ー
の
見
解
は
、
今
日
で
は
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
国
家
独
占
資
本
主
義
の 

存
在
お

‘よ
び

そ

の

も

ど

で••
©
.
资

本

主

義

の

社

会

主

義

へ

の

移

行

が

あ

き

ら

か

に 

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
.

(

そ
の
代
表
的
論
文
、
タ

ル

ノ

フ

ス
キー

、
.ポ
ヴ
ィ
キ
ン
、
ギ
ン 

ジ

ン「

ロ
シ
ア
に
お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義
！

社
会
主
義
革
命
の
諸
前
提
に
か 

ん
す
る
問
題
に
よ
せ
て」

は
，
本
章
で
も 
ー_節
を
さ
か
れ
て
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ 

て
い
る
。

)

.
一
九
.ニ
〇
年
代
の
後
半
か
ら
ソ
ビ
エ
ト
で
解
明
さ
れ
て
き
た

.ロ
シ
ア 

社
会
主
義
革
命
遂
行
の
物
質
的『

諸
前
提』

.の
成
熟」

は
、
.一
围
社
会
主
義
と 

し
て
成
立
発
展
し
て
き

.た
' ソ
ビ
ユ
ト
社
会
主
義
経
济
の
成
立
の
メ
力
一
一
ズ
ム
を 

~あ
き
ら
か
に
す
る

'の
み
な
ら
ず
、
社
会
主
義
経
済
の
法
則
性
の
一
般
性
と
特
殊 

，性

と

を

解

明

す

る•手
が
.か
.り
を

.あ

.た
え
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
旧

.ロ

.

シ
ア
ほ
ど
.•に 

国

家

独

占

資

本

主

義

も

物

質

的

基

盤

も

準

備

さ

れ

て

い

な

.か

っ
た
が
.の
よ
う
に

み
え
る
中
国
の
社
会
主
義
の
成
立
と
発
展
と
に
つ
い
て
、
社
会
主
義
経

済

建

 ̂

'の
型
の
検
討
を
お
こ
な
う
。

4
国
に
.卞
V

'

て
は
一
九
四
九
年
中

.華
人
民
共
和
国
の
成
立
と
と
も
に
、
政

府
 

に
ょ
る
新
民
主
主
義

.の
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
、
過
渡
期
の
.任
務
を
に
な
っ
た
社 

会
主
義
経
済
が
開
始
す
る
。
こ
れ
を
決
定
づ
け
た
も
の
と
し
て
の
ぼ
ゼ
国
の
半 

封

建

的•

半
植
民
地
的
経
済
構
造
が
解
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ソ
ビ
エ
ト
と
中
国 

と
の
比
較
を
お
こ
な
う
上
で
つ
ぎ
の
土
视
角
が
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
㈠
ソ
ビ
エ
ト 

と
中
国
と
の
社
会
主
義
経
済
移
行
に
共
通
の
視
角
と
し
て
、
革
命
前
夜
の
ロ
シ 

ァ
に
発
達
し
た
国
家
独
占
資
本
主
義
を
み
と
め
う
る
と
同

じ

く

半

封

建
^
•
半 

植
民
地
的
経
済
構
造
を
も
つ

.中
国

.に
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
急
激
に 

強
化
さ
れ
た
封
建
的
国
家
独
占
資
本
主
義
を
み
と
め
、
そ
れ
が
社
会
主
義
の
入 

ロ
と
な
る
ベ
き
本
来
的
国
家
独
占
货
本
主
義
で
あ
义
こ
と
を
論
証
す
る
が
、
同 

時
に
中
国
の
国
家
独
占
資
本
主
義

I

官
僚
資
本
と
一
体
で
あ
る
国
民
党
資
源 

委
員
会
支
配
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
国
家
独
占
資
本
主
義
—

の
特
殊
性
を
あ
き 

ら
か
に
し
国
家
独
占
資
本
主
義
の
古
典
的
内
容
と
の
落
差
を
み
と
め
、
そ
れ
が 

中
国
の
社
会
主
義
経
済
建
設
の
方
式
を
規
定
す
る
こ
と
を
闕
明
す
る
。
国
家
独 

占
資
本
主
義
：の

一.

般
的
概
念
に
つ
い
て
は
、
筮
者
は
ッ
ィ
ー
シ
ャ
ン

.ク
の
説
の 

功
績
を
一
応
み
と
め
な
が
ら
、
こ
れ
に
た
い
す
る
宇
高
基
輔
氏
の
批
判
の
正
当 

性

.を
み
と
め
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
国
に
お
け
る
社
会
主
義
経
済
の
建
設
と
そ
の
再
生
産
構

造

の

特

殊
 

規
定
的
諸
条
件
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
中
ソ
の
社
会
主
義
建
設
の
現
状
の
ち
，が 

い
—

そ

れ

を

も

た

ら

し

た

も

.の

は

革

命

前

の

両

国

の

経

済

構

造

の

ち
が
い
で 

あ

る

，。

_

，
が

十

分

留

意

さ

れ

な

い

で

両

国

の

比

較

を

お

こ

な

う

こ

と

の

無

意 

学

位

授

与

報

告

，味

さ

が指
摘
さ
れ
る
。

一
般
的
な
社
会
的
生
産
価
格
の

.決
定
、
投
資
配
分
の
指 

標
も
、
も
は
や

後
進
的
諸
要
素
を
ふ
っ
き
っ
て

社
会
主
_
的
拡
大

再

生

産

の

法
 

則
の
贳
徹
し
て
い
る
ソ
ビ

ヱ
ト
と
後
進
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
独

S

性
を
有
す
る 

現
段
階
の
中
国
と

を

同一

次
元
で
論
じ
う
る

は
ず
が
な
い
と
の
べ
ら
れ
て
い
る 

が
、
こ
れ
は
第

一

章
で
の
ベ
ら
れ
た
中
ソ
の

社
会
主
義
経
済
学
の
相

対

立
す
る 

タ
ィ
.プ
I

「

社
会
主
義
経
済
学」

と
政
治
経
済
理
論

I

と
を
も
た
ら
し
た 

土
台
と
し
て
注

E
2

さ
れ
る
。，

第
四
章
、
革

.命
前
夜

^
お
け
る
農
業
生
產
カ
構
造
と
土
地
改
苹
、
：
の
テ
ー
マ 

は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
一
九
四
九
年
度
の
中
国
の
経
済
構
造
を
規 

定
す
る
ー
侧
面
：の
把
握
、.
ま
た
社
会
主
義
的
改
造
の
対
象
と
な
っ
た
実
体
の
把 

握
：と
い
う

観
点
か
ら
旧
中
国
の
農
業
生
産
力
の
構
造
を
究
明
し
、
そ
の
も
と
に 

お
け
る

.生
産
力
の
停
滞
と
そ
の
根
拠
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
社
会
主
義
的 

改
造
の
も
つ
意
義
を
農
業
生
産
力
の
あ
り
か
た
か
ら
現
実
的
に
措
定
し
よ
う
と 

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
.

を
よ
り
た
ち
い
っ
て
い
え
ば
、

通

常
一
九
四
九
年
中 

華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
以
前
の
旧
中
国
経
済
の
本
質
規
定
と
し
て
、
半
 ̂

民

地

的

，
半

封

建

的

経

済

と
い
う

表

現

が
と
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て 

意
味
さ
れ
る
も

.の
が
、
㈠
帝

国

主

義

支

配

のも
と
に

お
け
る
関
税
権
の
留

保

、.
 

㈡
幾

多

.の

権

益

を

有

す

る

外

国

資

本

の

圧

倒

的

比

重

と

民

族

資

本

の

未

成

熟

、

㈢
農
業
部
門
に
お
け
る
強
固
な
年
封
建
的
地
主
制
と
そ
れ
に
規
制
さ
れ
た
零
細 

経

営

•
.
低

技

術

水

準

の

並

列

的

統

一

把

握

で

あ

る

な

ら

ば

、
そ

れ

ら

の

.底

に

あ 

る
.変

化

の

相

聶

係

や

変

革

後

に

み

ら

れ

た

生

産

カ

の

発

展

を

可

能

に

し

た

諸
 

条
^
:がAJ

か

く

み

う

し

な

わ

れ

る

お

、そ

れ

が

あ

る

。

そ
こ

で

半

植

民

地

的

•

半 

封

建

的

と
'い
わ

れ

る

，経

済

構

造

の

な

か

に

革

命

後

の

生

産

力

の

発

展

と

い

う

観

九

七(

一
五
〇

九

)



点

か
.ら
み
.て
..，

negative 

-な
要

素

の..
み

.

な
.ら
ず
.：，

positive

.な
■要

素

を

も

見

出

そ 

う

と

す

る

の

：が.本
章

で

.の

筆

者

の

テ
ー

.マ
で
.あ
る
。.
'
.
ず
な
わ

.ち

.中
国
.の
封
建
勢 

カ

と

結

：託

：し

た

外

国

資

本

の

.侵
<
は
一
面
で
は
中
国
社
会
経
済
に
大
き
な
分
解 

作
用——

外
国
市
場

•
'労
働
力
市
場
：の
形
成——

を
お
よ
ぼ
し
資
本
主
義
生
産 

の
発
展

.の
可
能
性
を
つ
く
り
だ
し

'た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
章
の
対
象
で

 ̂

る

.

「

半
封
建
的
地
主
制
の
性
格
を
規
定
す
る
基
本
条
件」

' で
あ
る
。
：

：
 

.中
国
の
半
植
民
地
体
制
の
も
と
で
の
外
国
資
本
支
配
、.
中
国
資
本
主
義
の
発

_
 

展
に
：と
も
な
う
商
品
経
済
の
農
村
浸
：透
に

■た
い
す
る
地
主
的
対
応
は
寄
生
地
主

.
 

化
を

'も
た
ら
し
、

一
■方
、
零
細
農
の
窮
迫
販
売
的
小
商
品
生
産
者
化
と
い
う
農 

民
層
の
ー
方
的
下
向
分
解——

換
言
す
れ
ば
、
農
業
部
門
に
お
け
る
資
本
関
係 

の
.成
立
は

.も
と
よ
り
、
小
商
品
生
産
者
と
し
：て
の
上
向
的
分
解
の
阻
止——

を 

結
果
し
た
。
こ
の
傾
向
は
.
—*
九
ニ
九
年
開
始
の
世
界
大
恐
慌
に
よ
っ
て
激
化
さ 

れ
、
自
作
農

.を
ふ
.く
め
た
農
民
の
大
多
数
を
貧
雇
農
に
転
落
さ
せ
た
。
こ
う
し 

て

土

地

改

革

は

「

■社
会
主
義
革
命
に
転
化
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命」

の
基
礎
過 

程
と
し
て
の
意
義(

毛

沢
束r

新
民
主
主
義
論』

}
,を
も
ち
、
そ
の
点
で
は
東
欧 

の
土
地
改
革
と
同
様
で
あ
る
。
h
 

こ
の
よ
う
な
問
題
視
角
か
ら
、
筆
者
は
、
㈠
■一
連
の
土
地
改
革
の
完
成
の
後 

に
社
会
主
義
経
済
へ
の
過
渡
期
に
あ
ら
わ
れ
た
中
国
特
有
の
小
土
地
私
有
、
農 

民
的
土
地
所
有
の
性
格
を
規
定
し
、
さ
ら
に

㈡
そ
の
集
団
化
と
し
て
形
成
さ
れ 

る
い
わ
ゆ
る
協
同
組
合(

コ
ル
ホ
ー
ズ

)

的

土

地

所

有

を

考

察

す

る

前

提

と

.し
て 

地
主
的
土
地
所
有
の
系
譜
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
範
_
的
に
封
建
的
で 

あ
る
と
は
い
え
、
土
地
集
中
が
一
九
一
〇
年
代
丨
三
〇
年
代
初
期
、
と
く
に
ニ 

0
年
代
の
末
か
ら
三

0
年
代
め
莉
期
に
ぉ
こ
众
ゎ
れ
て
き
亡
こ
と
を
指
摘
し
そ

九

八

(

一
五
一
〇)

の
性
格
を
確
認
す
る

。
：

.

農
業
の
社
会
主
義
的
改
造
の
過
程(

合
作
化
過
程)

.
に
お
い
，
て

生

産

力

の

大 

躍
進
が
あ
つ
た
が
、
そ

の

背
後
に
は
ァ
ジ
ァ
的
生
産
様
式
論
で
^
ぜ
ら
れ
た
よ 

う
'な
.旧
中
国
の
農
業
生
産
力
構
造
と
そ
の
発
展
テ
ン
ポ
と
を
有
し
て
お
り
、
す 

な
わ
ち
単
位
面
積
当
た
り
生
産
量
増
加
•
労
働
集
約
的

.な
様

式

を

脱

し

き

れ

.な 

い
と
こ
ろ
に
中
国
社
会
主
義
経
済
に
お
け
る
農
業
生
産
力
構
造
の
後
進
性
が
み 

と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
孙

.
T • 

S
シ
ス
テ
ム
.を
て
こ
と
し
て
コ
ル
ホ

ー

ズ
に 

お
け
る
農
業
生
産
め
発
展
テ
ン
ボ
を
工
業
生
産
と
.、、ハ
ラ
ン
ス
さ
せ
よ
う
と
し
た 

ソ
ビ
エ
ト

.

の
経
済
構
造
に
た
い
す
る
中
国
経
済
自
体
の
後
進
性
を
示
す
も
の
で 

あ
る

o

農
業
生
産
に
お
け
る
生
産
財
の
企
業
内
，y
給
と
い
う
公
社
の
独
向
性
も 

こ
の
後
進
性
と
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
'の
点
に
ま
た
、
第

一
章
の
中
ソ
の
社
会 

主
義
経
済
学
の
対
立
の
土
台
、私
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

。
.

第
五
章
、

生
産
合
作
社
の
成
立
と
農
業
也
産
力
構
造
の
変
化
、
に
お
い
て 

は
、
.中
国
の
相
当
に
高
い
経
済
成
長
率
と
そ
の
テ
ン
ポ
，の
大
き
さ
と
の
基
本
的 

要
因
と
な
り
う
る

農
業
の
位
置
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
中
国
経
済
分
析
に
と
つ 

て
き
わ
'め
て
蜇
婴
で
あ
る
と
い

'う
こ
と
で
、

中
国
農
業
の
基
本
的
単
位
と
し
て 

の
人
民
公
社(

三
級
所
有
制)

の
基
層
で
あ
る
生
産
小
隊
の
前
身=

旧
初
級
合 

作
社
の
基
本
的
特
質
か
ら
考
察
す
る
。
筆
者
は
中
国
経
済
の
社
会
主
義
的
改
革 

の
一
環
と
し
て
の
生
産
合
作
化
過
程
に
お
け
る
農
業
生
産
の
著
し
い
発
展
を
統 

計
的
に
証
明
し
、
こ
れ
を
土
壤
改
良
、.
肥

料

投

下

な

ど

に

よ

る

家

族

労

^

的

小 

経
営
の
単
位
而
積
当
り
収
獲
量

^-
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
一
九 

五
七
年
以
後
に
お
け
る
中
国
の
エ
業
部
門
と
農
業
部
門
と
の
発
展
テ
ン
ポ
の
差 

め
著
大
化
に
注
ほ
し
、
そ
め
基
盤
と
し
て
小
経
営
•
家
族
労
作
枘
•

手
工
業
的

生
産
力
段
階
か
ら
ぬ
け
で
た
ば
か
り
'の
生
産
協
同
組
合
と
技
術

^
新
.に
よ
っ
て 

無
制
限
に
生
産
性
を
増
大
し
う
る
工
場
制
工
業
と
の
生
産
力
段

階

の

相

違

を

見
 

出
し
：て
い
'る
。

第
六
章
、
人
民
公
社
シ
ス
テ
ム
の
下
に
お
け
る
農
業
技
術
改
革
長
期
計
®
、
 

.に
お
い
て
は
、
ま
ず

"
人
民
公
社
の
下
に
お
げ
る
農
業
生
産
力
の
発
展
が

、
㈠ 

水
稲
、
.

㈡
小
麦
、
肖
高
梁
、
菜

、
玉
蜀
黍
、
.

㈣
油
脂
原
料

.、

.他
経
済
作
物
、
辟 

掏

花

^
養

畜

卵

蔬

菜

な

ど

に

つ

い

て

#
-察
さ
れ
、
づ
ぎ
に
ァ
ジ
ァ
的
零 

細
農
耕

H
園
芸
的
手

.耨
農
法
体
系
の
打
破
と
農
業
技
術
畏
期
計
画
と
に
.つ
い
て 

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
農
業
協
同
化(

=

集
団
化)

と
組
織
化
と
の
関
係

.
 

を
創
造
的
に
解
決
し
た
毛
沢
東
.の
理
論
の
陶
鋳
に
よ

る

解

説

_
_

す
な
わ
ち
■中 

国
に
お
い

て
ブ
ロ

レ

タ

リ

ァ
ー
ト
独
裁
の
条
件
の
も
ど
で
ま
た
社
会
主
義
国
営 

経
済
の
指
導
の
も
と

.で
、
農
村
に
お
い

'て
.ま
ず
最
初

.に
協

同

化

を

す

す

め

、
：
.そ 

の
の
ち
に
.機
械
化
を
実
現
ず

.る
こ

.と
、
あ
る
期
間
社
会
改
革
を
主
：、と
し
技
術
改 

革
を
従
と
す
る
こ
と
が
可
能
で

.あ

.る
の
み
な
ら
ず
ま
た
必
栗
で
も
あ
る
と
.し
た 

理

論

，(

一
九
六
五
年
発
表)

^

_

は̂
.
、
.現
段
階
に
お
け
：る
中
国
農
業
の
根
本
命
題

.
 

を
劾
決
し
た

.も
の
で
あ
る

'と
.

み
'る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
で
中
国
農
業
の

.近
年
に

.
 

お
け
る
技
來
的
発
展
が
制
約
さ
れ
つ
つ

..も
い
か
；.に
..お
こ
.な
わ
れ
て

.き
た

' か
'を
.
.
 

み
..ゥ

ィ

ソ

ト

フ
ォ
I

ゲ

.ル
，

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る「

『

水』

一

元
論」

が
批 

判
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
と
く
に
農
村
電
化
に
よ
る
灌
化
灌
溉
.

排
水
の
実 

現

.の
役
割
が
道
視
さ
れ

.て
い
'る
。
•と
い
う
の
は
、.
中
国
農
業
の
基
本
的
性
格
を 

変
化
さ
せ
る
も
の
ぱ

..、封
建
制
末
期
の
西
欧
農
業

.に
み
ら
れ
た
.よ
う
に
農
耕
労 

働
過
程

.
脱

^I

整
過
程

.に

..お
け
る
機
械
化
で
あ
る
よ
り
は

.
/ \.む
し
ろ
編
溉
排 

水
，設
.货
の
紙
械
化
で
ぁ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
.し
か
し
こ
れ
が
可
能
と
さ
れ
る
た

学

位

授

与

報

告

め
に
は
、
農
業
資
务
の
蓄
樹
、
そ
の
資
金
と
照
佑
す
る
農
業
生
産
財
生
産
、
多 

量
の
送
電
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
中
国
工
業
の；
発
展
、
ま
た
そ
れ
ら
を
実
現
さ 

せ
う
る
政
府
の
成
立
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
農
産
物
の
流
通
メ
ヵ

_ズ
ム
、「

工
業
の
農
業
支
援」

と
農
業
生
鹿
の 

進
展
と
に
つ
い
て
し
る
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
、
社
会
主
義
経
済
の
下
で
の
俪
値
法
則
と
商
品
生
産

.•
地
代
、
は
、
 

第

.一
章
と
同
じ
く
理
論
的
問
題
、
社
会
主
義
経
済
学
の
一
特
殊
理
論
、
す
な
わ 

ち
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
差
額
地
^
:
は
存
在
し
う
る
か
と
い
う
問
題
を
あ
つ 

か
っ
て
お
り
、
こ
の
章
で
は
第
一
章
に
つ
い
て
論
じ
た
さ
い
に
名
づ
け
た
社
会 

主
義
経
済
学
の
前
史
、
お
よ
び
第
一
の
局
而
の
理
論
家
た
ち(

ス
タ_

リ
ン
、
 

ス
ター

リ
ン
論
文
の
批
判
者
、
顧
準
な
、ど)

が
登
場
す
る
。

■

筆
者
は

.ソ
ビH

ト
の

社

会

主

義

経

済

学

の

.右

に

し

る

し

た

時

期

に

お

け

る

論 

争
を
検
討
し
整
理
し
て

.つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る
。
社
会
主
義
社
会
に 

お
い
て
は
、
.全
人
民
的
所
有(

国
営
企
業)

と
集
団
的
所
有(

協
同
組
合
企
業
、
 

コ
ル
ホ
ー
ズ
企
業

)

と
い
う
ニ
つ
の
所
有
が
，存
在
す
る
。

農
業
部
而
は
第
二
の 

所
有
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
.、
.
し
た
が
.っ
て
農
産
物
は
商
品
と
し
て
一 

定
の
市
場
価
格
で
販
売
さ
れ
、
そ
の
価
格
形
成
に
価
値
法
則
が
作
用
す
る
。
そ 

れ
ゆ
え
当
然
農
業
部
面
に
発
坐
す
る
差
額
的
収
益——

，IF
i
然
的
諸
条
件
め
優
位 

な
小
経

^:
の
下
で
.発
生
す
る
商
品
価
格
の
超
過
分——

は
、
差
額
地
代
と
み
な 

し
；う
る
と
い
う

.の
で
あ
る
。
こ
の
ば
'ぁ
.ぃ
、
差
額
地
代
形
成
の
条
件

.は
、
ま
さ 

に
農
産
物
の

.商
品
形
態
お
よ
ひ

II
T
値
法
則
の
作
用
で
あ
る
と

.み
な
..さ

れ

て

い

る 

こ
と

.は'

あ
き
ら
.

か

で
あ
る
。
.た
.し

か

にこ
の
.よ
う
な

ば
あ
い
.
、
.資

本

主

義

的 

差

額

地

代

と.は
区

別

：さ

れ

る

も

の

の

、
差

額

地

代

の

存

在

が

み
と
め
ら
れ

る
で

九

九
.
.

(
一.

五

.ニ

.

)



\
あ
ゐ
う<:
0
-■:-'

.肇
者

は

さ

ら

に

中

国

の

人

民

公

社

^
お
：い
'て
.も
ソ
.ビ
..エ
卜

の

コ

ル

ホ

丨

ズ

.に 

.
:
:
お

け

る
>
同

じ

理
_由
で

差
.額
地

代

め

：成

立

を

み

と

め

、
差

額

地

代

は

い

.ず

れ

の 

)

ば

あ
>
に
：お
：い
：
.て
も
.
#
1の
：全

人

民

的

所

有

の.確
立

を

も
0
そ
：
は
'1
:
.め
.：て
.止

揚 

一
さ
れ
る̂

の
.ベ
.て
い

'̂
,°
. 

へ

.

.

.

:

本
論
文
の
す
ぐ
れ
た
点
を
要

.約
し
て
し
.る
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

.
';
-
r社
会

主

義

経

済

学

の

：歴

史

は

第

一

章

の

部

分

で

し

る

し

た

よ

う

.に

き

わ 

.
て̂
あ
た
ら

^
く
、
，マ
ル
ダ
ス
経
済
学
の
な
か
で

:%
も

.っ
と

も

困

_

な

研

究

分 

ぃ
蔚
で
あ
る
ブ
同
マ
の
間
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
存
在
し
、：

個
々
，の
問 

ソ
題
.に
つ
い

.て
ニ

般

的

に

権

威.あ
る
定
説
と
い

.う
も
の
が

.成
立
し
て
い
な
い
。
こ 

う
'い
う
分
野
で
は
、：

な
'に
よ
り
も
内
外
の
き
ま
ざ
：ま
な
見
解
の
検
討
を
と
お
し 

,て
問
題
の
.
在̂
を
あ
き
ら
か

'に
1

U

こ
れ
を

'ふ
ま

え

て

学

説

を

自

ら

体
^-
化

し 

て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
，

筆
者
の
'研
究
態
度
は
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当 

■し
，
こ
の
分
野
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
.し
い
研
究
態
度
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば 

.な
ら
な
い

。

_

.
一一
.
ま
.た
社
会
主
義
経
済
学
の
対
象
で
あ
る
社
会
主
義
経
済
は
"
時
々
刻

 々

..動
き
つ
つ
あ
る
も

.の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
矹
究
の
囷
難
が
み
と
.め
ら
れ
る 

'
.がー
、

こ

の

よ

う

な

分

野

で
.は
、
事
実
そ
の
も
の
の
認
識
が
研
究
者
に
と
っ
て
ま 

♦す
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お

.い

.て
も

筆

者

は

社

会

主

義

^

^

の

現

実

よ

力 

出
発
し
、
こ
れ
と
関
連
づ
け
て
理
論
を
研
究
し
て
お
り
、
本
報
告
で
は
い
ち
.い 

ち
詳
細
に
言
及
し
え
な
か
づ
た
が
、
現
状
分
析
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
第
四•. 

:

五

.V
六
章
に
お
い
て

■は
ぎ
わ
め
て
豊
富
な
資
料
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

.
 

も
筆
者
に
よ
つ
て
利
用
さ
れ
て

.い
る

資

料

に

つ

い

て

検

討

の

余

地

が

.全

然

な

い

:
 

1
0
〇

(
1

五

三

) 

:と
は
い
え
な
い
で
：あ
ろ
う
。

ま
た
ら
，ぎ
の
諸
点
は
さ
ら
に
解
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
.章
に
お
い
て 

筆
者
に
よ

.っ
て
高
ス
評
価
さ
れ
て
、い
る
、
タ
ル
ノ
ブ
ス
キ

I
、
ポ
ヴ
ィ
キ
ン
、
 

ギ
ン
ジ
ン
の
論
文「

ロ
.シ
ア
.に
.お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義_

社̂

会

主

義革 

命
の
諸
前
提
に
が
ん

'ず
る
問
題
に
よ
せ
て」

は
、

ロ
シ
ア
に
お
い
て
本
命
以
前 

に
国
家
独
占
資
本
主
義
が
存
在
し
た
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お 

検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
，ろ
う
。

七
章
に
お
け
る
の
こ
さ
‘.れ
た
問
題
と
し 

て
、.ゾ
；ビ
エ
ト
で
な
ぜ
地
代
論
争
が
戦
前
戦
後
に一.

一
回
に
.わ
た
：っ
て
お
こ
な
わ 

れ
た
か
と
い

.う
理

由

の

説

明

ど

差

額

地

代

第

一

ー

形

態

の

い

'づ

そ

う

た

ち

い

っ

た 

研

究

と

が
'あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

。
-
 

•し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
今
後
の
筆
者
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
充
足
さ 

れ
う
ぺ
き

^
の
で
知
る
。
本
研
究
が
中
国
お
よ
び

-
般
に
社
会
主
義
経
済
の
.研 

究
に
と
っ
て
寄
与
す
る
と
こ
ろ
き
わ
め
て
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て 

本
研
究
は
経
済
学
博
士
の
学
位
を

.う
け
る
に
十
分
に
値
.す
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

る

。

' 

■

•

論
文

■審

査

担

当

者

主

奄

.
遊

部

久

1

副

夜

■
小

池

造

之

； 

石

川

忠

雄

白
井
厚
君
学
位
授
与
報
生
ロ

報

告

番

号
 

学

位

の

種

類
 

授

与

の

年

月

日 

学

位

論

文

題

名

E
-
第

一
七
四
号 

絰
済
学
博
士

昭
和
四
ニ
年
九
月
ニ
ニ
日 

「

ウ
イ
リ
ア
ム•

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
研
究

|_

「

ウ
イ
リ
ア
ム

•
ゴ

ド

ウ

，イ

ン

研

究

」

論

文

要

旨

内

容

の

要

旨

白

井

厚

こ
の論

文
の

；：：：

的
は
、
第
一
に
、
戦
後
活
発
と
な
っ
た
諸
外
国
の
ゴ
ド
ウ 

ン
研
究
を
紹
介
し
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
虫
涯
、.「

政
治
的
正
義」

、「

研
究
者」

な
ど 

の
主
著
の
検
討
、
リ
カ
.丨
ド
ウ
派
社
会
主
義
、
オ
ウ
エ
ン
、

シ
ヱ
リ
、
ウ
ル
ス 

タ
ン
ク
ラ
ー
フ
ト
な

ど

と

の

影
響
関
係
、
ロ

マ

ン
主
義
文
学
や
教
育
史
上
の
意 

敦

な

ど

を

も

明

ら

か

に

す

る

こ

と

，に

あ

る

。

第

二

に

彼

の
&
想

の

本

質

お

ょ

'び

そ

れ

が

ィ

ギ

リ

•
ス

社
会
経
済
史
の
背 

景
の
中
に
成
立
す
る
根
拠
を
明
ら

..か
に

.し
、
そ
：の
.意
義

と

限

界

を

客

観

的

に

.評 

佃
す

.る
こ
と

.で
あ
る
。
そ
の
た
め

..に、
先
ず
急
進
主
義
思
想
を
、
.資
本
家
型
、
 

小

商

品

生

産

渚

型

.、

.
反

商

品

生

産

者

型

の

三

つ

に

分

類

し

、

■

独

立

派

、

水

平

r
.

，テ
.ィ

ガI
ス
.，.
ロ
ッ
ク
.、
ヒ

ユー

ム

、

プ

リi

ス
ト

リ
、

.プ
ラ
イ
.

ス
、

.

学

位

授

与

報

告

イ
ン
ら
の
.思
想
を

.分
析
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、

ゴ
ド
ウ
ィ 

ン
の
思
想
を
も
っ
て
、
小
生
産

.者
的
他
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
デ
ィ
ガ
ー

ズ

を
 

鉴
点
と
す
る
急
進
主
義
の
第
三
の
型
に
属
し
、
し
か
も
啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て
そ 

の
復
古
性
を
克
服
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
。

そ
し
て
、
〃

イ

ギ

リ

ス

に

お
け
る
フ

ラ

ン

ス
革
命

"
と
呼
ば
れ
る
時
代
を
、

フ
ラ
.ゾ
ス
I

命
，、.
，労

働

運

動

、

バ

ー

ク

、

マ

ル

サ

ス

な

ど

と

の

関

速

に

お

'
い
て 

,#
察
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
を
、
’ご
の
時
代
精
神
の
極
限
形
態
で
あ
り
、
戦
閼 

的
な
功
利
主
義
の
基
礎
に
立

.っ
て

.

.

.
ブ

ル

ジ

3
ア

的

社

会

観

に

反

撥

し

、

理

性 

に

よ

る

個

人

，の
.

主

体

的

変

革

を

通

、じ

：て

、

ア

ナ

キ

ズ

.ム
を
搆
想
し
、
民

主

主

義 

の
擁
護
と
克
服
と
い
ぅ
課
題
を
提
起
、
共
産
主
義
に
到
達
し
た
と

.
評

価

し

た

。

.こ
の
よ
ぅ
な

"
近

代

的

個
人
主
義
の
徹
底
と
厳

し

い

社

会

批

判

はV

政

治

を 

財
産
制
度
か
ら
把
握
し
て
、
蒂
樹
財
産
制
度
に
お
け
る
人
間
疎
外
を
攻
擊
达
し 

め
た
が
、
こ
れ
は
、
ト
ム
ス
ン
の

.

「

富
の
分

.配
原
理
研
究

」

、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の 

「

労
働
擁
護
論」

、

そ
し
て
オ
ウ
土
.ン
の
共
産
主
義
に
大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し 

た
。
特
に
オ
ウH

ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
ユ

I

ト

ウ

ピ
ア
は 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
最
も
近
く
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
的
な

自
由
、

平

等

、

共^:
の

社

会
 

を
、
資
本
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
一
づ
の
企
業
と
し
て
資
本
主
義
的
に
設
計
し 

て
見
せ
た
も
の
が
、
，オ
ウ
エ
ン
の
協
同
村
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
論
文
の
三
の
目
的
は

、
' 現
代
お
よ
び
将

.来
の

諸

問

題

を

考

え

.る

た

め

. 

に
、
積
極
的
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

.の
思
想
を
苒
評
価
し
、
新
し
い
視
角
を
も
っ
て
こ 

れ
か
ら
多
く
の
素
材
を
学
び
と
る
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
的
な
個
人
主
義

は

.
j

. ^

に

*>
、
て
モ
•リ
.ス
.
.

シ
.ヨ
ウ
.ノ
ヮ
イ
.ル
ド

、

ラ

ス

キ

な

ど

イ

ギ

リ

ス

.；

の
社
会
主
霧
の
伝
統
の
中
を
流
れ
て
い
る
が
、

他
方
に
お
い
て
は
、

「

ゴ
，丨
タ

< 

一
 

0
1(

一五一三.)

，


