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評根

岸
隆
著
『
経
済
学
の
歴
史
』

　
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
三
年池

尾
愛
　
子

　
こ
の
野
心
的
な
教
科
書
は
、
「
現
代
経
済
学
の
前
進
の
た
め
に
経
済
学

の
歴
史
を
学
ぷ
」
こ
と
の
必
要
性
を
カ
説
す
る
経
済
理
論
家
に
よ
っ
て
、

よ
り
特
徴
的
に
い
え
ぱ
苦
闘
す
る
ケ
イ
ン
ジ
ァ
ン
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。

た
だ
し
著
者
は
、
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
に
対
し
て
は
明
確
に
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン

の
立
場
を
取
る
け
れ
ど
も
、
ネ
オ
・
リ
カ
ー
デ
ィ
ア
ン
や
マ
ル
ク
ス
の
経

済
学
に
対
処
す
る
際
に
は
時
と
し
て
ワ
ル
ラ
シ
ア
ン
に
変
身
す
る
こ
と
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
全
章
を
通
じ
て
「
現
代
経
済
学
の
た
め
の
経
済

学
史
」
と
い
う
立
場
が
貫
か
れ
、
現
代
の
理
論
お
よ
ぴ
解
釈
を
散
り
ぱ
め

て
・
ま
た
各
章
末
に
主
に
他
人
の
見
解
を
論
評
さ
せ
る
形
の
練
習
間
題
を

配
置
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
単
が
意
気
揚
々
と
復
帰
で
き

る
た
め
に
、
な
い
し
「
今
後
も
マ
ク
ロ
経
済
学
に
お
け
る
有
カ
な
理
論
と

し
て
残
り
う
る
」
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
課
魑
が
示
さ
れ
て
幕
を
閉
じ

る
。

ま
ず
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

経
済
学
の
歴
史

ス
ミ
ス
と
古
典
派
経
済
学
の
成
立

リ
カ
ー
ド
、
マ
ル
サ
ス
と
古
典
派
経
済
学
の
展
開

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学

ワ
ル
ラ
ス
と
一
般
均
衡
理
論

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学

イ
ギ
リ
ス
一
の
近
代
経
済
学

　
〈
経
済
学
史
研
究
の
意
義
と
ラ
カ
ト
ス
理
論
V

　
経
済
学
史
研
究
の
意
義
は
第
一
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
単
に
過
去
の

経
済
理
論
を
知
る
た
め
以
外
に
、
な
ぜ
経
済
学
史
研
究
が
必
要
な
の
か
。

も
し
経
済
理
論
の
歴
史
が
、
理
論
モ
デ
ル
の
構
成
、
演
縄
、
検
証
と
い
う

循
環
を
通
じ
て
一
歩
一
歩
し
か
し
確
実
に
真
理
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う

道
筋
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
現
代
経
済
学
を
学
ぷ
た
め
に
音
の

学
説
を
学
ぷ
必
要
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
実

際
は
、
貨
幣
数
量
説
の
復
権
、
ネ
オ
・
リ
カ
ー
デ
ィ
ア
ン
の
登
場
、
ケ
イ

ン
ジ
ァ
ン
の
存
続
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
経
済
学
の
歴
史
は
単
線
的

な
発
展
図
式
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
多
く
の
確
立
さ
れ
た
理
論
的
枠
組
（
バ

ラ
ダ
イ
ム
）
が
同
時
に
存
在
し
、
流
行
遅
れ
に
な
っ
た
考
え
方
も
消
滅
せ

ず
に
存
在
し
続
け
、
ま
た
強
カ
に
復
活
し
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
「
現
代
の
経
済
学
の
研
究
に
と
っ
て
経
済
学
史
研
究
の
重
要
性
は

否
定
で
き
な
い
」
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経
済
学
の
歴
史
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
K
．
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ポ
バ
ー
と
T
・
ク
ー
ン
の
中
間
を
行
く
、
1
・
ラ
カ
ト
ス
の
科
学
哲
学
の

　
理
論
（
科
挙
的
研
究
計
画
の
方
法
論
）
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

　
著
者
の
議
論
の
特
色
が
あ
る
。
ラ
カ
ト
ス
に
よ
れ
ぱ
、
科
学
史
は
複
数
の

　
科
学
的
研
究
計
画
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
の
競
合
の
歴
史
で
あ
る
。
科
学
的
研

．
究
計
画
（
o
o
o
ポ
巨
彗
o
射
o
器
胃
9
串
o
岬
屋
昌
、
以
下
S
R
P
）
と
は
、

　
一
つ
の
理
論
で
は
な
く
、
連
続
性
を
持
っ
た
一
連
の
諸
理
論
を
含
み
、
研

　
究
方
法
の
諸
規
則
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
つ
の
S
R
P
は
、
検
証

　
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
堅
固
な
中
核
（
冨
邑
8
冨
、
そ

　
の
S
R
P
を
特
徴
づ
け
る
）
と
、
そ
れ
を
取
巻
く
補
助
仮
説
で
あ
る
防
備

　
帯
（
君
o
討
o
ま
≦
幕
5
と
に
分
け
ら
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
色
彩
を

　
時
と
し
て
帯
ぴ
る
こ
と
も
あ
る
（
常
に
で
は
な
い
）
堅
固
な
中
核
を
擁
護

　
す
る
た
め
に
、
検
証
の
矢
面
に
立
ち
調
整
に
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
く
の

　
が
防
備
帯
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
は
こ
の
ラ
カ
ト
ス
理
論
を
経
済
学
の

　
分
野
に
極
め
て
柔
軟
に
（
麗
味
に
）
援
用
し
て
い
く
。

　
　
例
え
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
近
代
経
済
学
は
最
近
の
経
済
学
に
お
い

　
て
競
合
す
る
二
大
S
R
P
で
あ
り
、
ま
た
近
代
経
済
学
内
部
に
も
競
合
す

　
る
複
数
の
S
R
P
が
存
在
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
「
市

　
場
機
構
の
調
整
能
カ
を
重
視
す
る
と
い
う
堅
圃
な
中
核
を
も
つ
」
S
R
P

　
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
は
ケ
イ
ン
ズ
以
前
の
貨
幣
数
量
説
も
最
近
の
マ
ネ

　
タ
リ
ズ
ム
も
共
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
後
者
は
前
者
に
比
し
て
自
然
率
仮

　
説
等
の
は
る
か
に
強
カ
な
防
備
帯
を
備
え
て
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
革
命
以
後

　
は
不
振
で
あ
っ
た
S
R
P
を
カ
強
く
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
に
対
し
て
、
重
商
主
義
、
マ
ル
サ
ス
、
過
少
消
費
説
、
カ
レ
ツ
キ

　
ー
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
二
般
的
過
剰
生
産
、
有
効
需
要
の
不
足
の

■

可
能
性
を
共
通
す
を
堅
固
な
中
核
と
し
て
も
つ
」
同
じ
S
R
P
に
属
す
る

と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
S
R
P
は
、
新
し
い
防
備
帯
を
備
え
た
先
の
S
R

P
の
復
活
に
よ
っ
て
休
眠
状
態
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
窮
地
に
立
た
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
S
R
P
は
新
た
な
強
力
な
防

備
帯
を
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
著
者
の
頭
の
中
で
は
、

ケ
イ
ン
ジ
ァ
ン
に
対
抗
す
る
の
は
、
理
論
軽
視
の
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
で
は
な

く
、
理
論
志
向
の
ワ
ル
ラ
シ
ア
ン
の
形
を
取
っ
て
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済

挙
1
1
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
と
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
”
一
般
均
衡
理
論
が
現

代
理
論
経
済
学
の
重
要
な
局
面
に
お
い
て
競
合
す
る
（
が
乗
替
え
可
能

な
）
二
つ
の
S
R
P
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

二
つ
の
S
R
P
の
枠
組
の
重
要
な
差
の
一
つ
は
、
前
者
が
完
全
情
報
の
経

済
理
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
貨
幣
的
経
済
理
論
－
（
著
者
の

場
合
は
）
価
樒
に
関
す
る
惜
報
が
不
完
全
な
市
場
を
取
扱
う
経
済
理
諭

1
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
両

S
R
P
に
お
い
て
は
貨
幣
の
取
扱
い
が
大
き
く
異
っ
て
く
る
の
で
あ
る

（
後
述
）
。

　
こ
う
し
て
著
者
は
ラ
カ
ト
ス
理
論
で
経
済
学
の
歴
史
を
把
握
し
た
後
、

第
一
章
の
残
り
の
部
分
で
経
済
学
史
を
概
観
し
、
第
二
章
以
降
で
そ
の
一

部
を
詳
論
し
て
い
く
。
た
だ
し
第
二
章
以
降
で
は
ラ
カ
ト
ス
理
論
は
あ
ま

り
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
章
編
成
は
既
述
の
よ
う
に
従
来
の
経
済
学
史
の

教
科
書
と
大
差
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
著
者
が
詳
論
す
る
経
済

理
論
に
も
関
心
の
偏
り
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
章
．
こ
と
の
ま
と
ま
り
に

と
ら
わ
れ
ず
、
「
現
代
経
済
学
の
前
進
の
た
め
に
経
済
学
の
歴
史
を
学
ぷ
」

と
い
う
著
者
の
立
場
が
如
何
な
る
も
の
か
が
う
ま
く
浮
か
ぴ
上
が
る
よ
う
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に
、
マ
ル
ク
ス
（
お
よ
ぴ
ネ
ォ
・
リ
ヵ
ー
デ
ィ
ァ
ン
）
の
経
済
学
、
ワ
ル

ラ
ス
経
済
挙
1
－
一
般
均
衡
理
論
、
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
1
ー
ケ
イ
ン
ズ
経
済

学
と
い
う
ま
と
ま
り
で
著
者
の
議
論
を
論
評
し
て
い
こ
う
。
そ
の
際
必
然

的
に
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
関
達
に
重
心
を
置
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

・
つ
o

　
〈
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
〉

　
著
者
の
経
済
学
史
研
究
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ケ
イ
ン
ズ

的
状
況
を
音
の
経
済
学
説
の
中
か
ら
拾
い
上
げ
て
そ
れ
を
ケ
イ
ン
ズ
経
済

学
の
基
礎
と
し
て
詳
論
す
る
と
い
う
危
険
な
作
業
を
し
ぱ
し
ぱ
行
な
っ
て

　
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
特
質
は
本
書
で
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

　
や
マ
ル
ク
ス
、
後
に
述
べ
る
メ
ン
ガ
ー
を
取
扱
う
際
に
も
現
わ
れ
る
。
以

前
は
マ
ー
シ
ャ
ル
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
作
業
を
行
な
っ
て
い
た
け
れ

ど
も
今
回
は
行
な
わ
れ
な
い
（
後
述
）
。
ま
た
著
者
自
身
の
経
済
理
諭
の

特
質
の
一
つ
と
し
て
、
経
済
諸
量
間
の
相
亙
依
存
関
係
を
重
視
し
、
そ
の

因
果
関
係
を
軽
視
す
る
（
な
い
し
認
め
な
い
）
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
著
者
自
身
の
「
堅
固
な
中
核
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

　
せ
い
か
、
詳
し
い
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
特
質
は
マ
ル
ク
ス

・
や
ネ
オ
・
リ
カ
ー
デ
ィ
ア
ン
を
取
扱
う
際
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
第
四
章
で
取
上
げ
ら
れ
る
。
最
初
に
、
「
利
潤
が

搾
取
で
あ
る
か
ど
う
か
」
は
論
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
あ
り
、
ラ

カ
ト
ス
流
に
い
え
ぱ
論
者
の
S
R
P
の
堅
固
な
中
核
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、

実
証
研
究
に
よ
っ
て
は
論
駁
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
他
の
S
R
P
に
よ
っ

　
て
も
論
破
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
の
搾
取
論
は
一
つ

の
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
と
も
簡
単
に
片
付
け
た
後
、
「
超
越
的
批

判
」
を
避
け
て
二
つ
の
「
内
在
的
批
判
」
に
進
ん
で
い
る
。

　
第
一
の
批
判
は
マ
ル
ク
ス
本
人
に
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
資
本

論
』
第
一
巻
と
第
三
巻
に
わ
た
る
「
マ
ル
ク
ス
の
二
分
法
の
構
想
」
と
著

者
が
呼
ぷ
も
の
－
「
第
三
巻
に
お
い
て
利
潤
率
、
生
産
価
格
、
地
代
、

市
揚
個
値
（
生
産
価
格
）
な
ど
を
論
ず
る
前
に
、
ま
ず
第
一
巻
の
個
値
論

に
お
い
て
後
に
分
割
さ
れ
る
剰
余
価
値
の
総
額
を
確
定
し
て
お
く
」
ー

は
、
価
値
諭
と
生
産
価
格
論
の
間
で
は
成
功
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
価
値

論
と
地
代
論
の
間
で
は
、
差
額
地
代
が
存
在
す
る
限
り
、
剰
余
価
値
率
は

賞
本
家
と
地
主
の
間
の
分
配
に
よ
る
需
要
の
変
動
に
、
従
っ
て
地
代
が
い

か
に
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
事
情
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、
失
敗
に
終
っ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
般
均
衡
論
的
批
判
は
、
第
三
章
で
、
経
済
諸
最
間
の
因

果
関
係
を
璽
視
す
る
ネ
オ
・
リ
カ
ー
デ
ィ
ァ
ン
を
批
判
す
る
際
に
も
登
場

す
る
。
そ
れ
は
、
L
・
L
・
バ
ジ
ネ
ヅ
テ
ィ
に
よ
る
リ
カ
ー
ド
の
動
学
的

巨
視
的
分
配
論
の
モ
デ
ル
を
取
上
げ
て
、
価
椿
体
系
が
需
要
か
ら
独
立
で

あ
る
と
い
う
そ
の
解
釈
の
特
色
は
、
賛
沢
品
は
土
地
を
使
用
せ
ず
に
生
産

さ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
仮
定
に
基
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、

強
い
批
判
を
浴
ぴ
せ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　
第
二
の
ケ
イ
ン
ジ
ァ
ン
的
批
判
は
解
釈
者
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
原
因
と
す
る
利
潤
率
低
下
法
則
に
反
対

す
る
内
容
を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
柴
田
1
1
置
塩
の
定
理
に
対
す
る
も
の
で
、

そ
の
前
提
に
な
る
経
済
モ
デ
ル
が
多
分
に
新
古
典
派
的
で
あ
り
、
マ
ル
ク

ス
の
い
う
競
争
と
は
、
経
済
主
体
が
価
椿
を
所
与
と
し
て
行
動
す
る
と
い
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う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
不

変
賀
本
の
増
大
の
少
な
く
と
も
一
部
は
間
接
費
の
増
大
で
あ
る
こ
と
を

『
資
本
論
』
で
確
認
し
て
か
ら
、
間
接
費
が
存
在
す
る
た
め
に
費
用
遜
滅

的
で
あ
る
不
完
全
競
争
企
業
の
場
合
を
考
え
て
、
販
売
量
拡
大
を
通
じ
て

の
費
用
低
下
・
利
潤
拡
大
を
意
図
し
て
新
技
術
を
採
用
す
る
の
で
あ
り
な

が
ら
、
他
企
業
の
追
随
に
合
い
、
緒
果
的
に
は
利
潤
率
が
低
下
し
て
い
く

と
い
う
過
程
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
動
学

過
程
を
『
資
本
論
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
（
註
ー
マ
ル
ク
ス
の
紹
介
に
際
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
『
ド

イ
ツ
・
イ
デ
オ
回
ギ
ー
』
が
一
八
四
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
（
七
七
ぺ
ー
ジ
）
け
れ
ど
も
、
実
際
は
当
初
の
出
版
契
約
が
破
棄
さ
れ

た
た
め
に
八
十
年
余
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
よ
う
や
く
一
九
三
二
年
に
手
稿

に
手
の
加
え
ら
れ
た
も
の
が
「
公
刊
」
さ
れ
た
と
い
う
の
が
正
確
で
あ

る
。
）

　
〈
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
1
1
一
般
均
衡
理
論
〉

　
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
を
解
説
す
る
に
際
し
て
は
、
著
者
の
新
古
典
派
経
済

学
者
的
才
能
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
ワ
ル
ラ
ス
と
一

般
均
衡
理
論
が
登
場
す
る
。
ワ
ル
ラ
ス
に
始
ま
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
を
取

扱
う
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
「
新
古
典
派
と
よ
ぱ
れ
る
現
代

の
近
代
経
済
学
の
主
流
派
が
ワ
ル
ラ
ス
の
系
譜
に
つ
な
が
る
こ
と
」
で
あ

る
と
捉
え
ら
れ
、
ク
ー
ル
ノ
ー
、
ワ
ル
ラ
ス
の
経
済
学
の
紹
介
の
後
、

「
ワ
ル
一
フ
ス
と
現
代
」
と
魍
し
て
、
ま
ず
均
衡
の
存
在
お
よ
び
安
定
の
間

題
と
よ
ぱ
れ
て
い
る
も
の
の
要
点
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
詳
諭
さ
れ
る
の
は
ワ
ル
ラ
ス
の
流
通
と
貨
幣
の
理
論
で
あ
る
。

ワ
ル
ラ
ス
は
予
備
的
模
索
と
い
う
工
夫
に
よ
っ
て
貨
幣
の
べ
ー
ル
の
背
後

に
潜
む
実
物
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
の
に
成
功
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
よ
う
な
ワ
ル
ラ
ス
的
世
界
で
は
貨
幣
は
十
分
に
そ
の
役
割
を
果
た
し

え
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
の
貨
幣
理
論
の
一
つ
の
意
義
が
、
予
備
的
模
索
の

理
諭
に
基
く
彼
の
純
粋
経
済
学
の
一
つ
の
隈
界
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に

見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
般
均
衡
理
論
が
、
そ
の
理
論
体
系
に
お

い
て
実
物
的
経
済
理
論
と
貨
幣
理
論
と
が
有
機
的
に
連
関
し
て
い
な
い
な

ど
と
批
判
さ
れ
る
原
因
が
、
ワ
ル
ラ
ス
の
経
済
学
に
お
け
る
こ
の
交
換
と

貨
幣
の
問
魍
が
未
解
決
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
こ
の
間
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
著
者
に
と
っ
て
非
ワ
ル
ラ

ス
経
済
学
な
の
で
あ
る
。

　
一
般
均
衡
理
論
に
関
係
す
る
経
済
学
者
は
第
五
章
以
外
に
も
散
ら
ぱ
う

て
い
る
。
べ
ー
ム
・
パ
ブ
ニ
ル
ク
の
賞
本
理
論
を
一
般
均
衡
理
論
に
導
入

し
た
ブ
ィ
ク
セ
ル
に
つ
い
て
は
第
六
章
で
、
彼
の
方
程
式
体
系
に
欠
け
た

方
程
式
は
何
か
を
め
ぐ
る
ハ
ー
シ
ュ
ラ
イ
フ
7
1
の
議
論
が
批
判
的
に
検

討
さ
れ
る
。
ま
た
第
七
章
で
は
、
最
伍
の
一
般
均
衡
理
論
研
究
に
お
け
る

ラ
ー
ジ
．
エ
コ
ノ
、
・
、
イ
（
参
加
者
が
無
隈
に
多
い
経
済
）
の
問
題
に
発
展

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
の
考
え
方
1
「
市
場
価
椿
の
存

在
を
自
由
な
交
換
に
お
い
て
発
生
す
る
交
換
比
率
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す

る
」
I
I
も
重
視
さ
れ
、
彼
の
『
経
済
学
の
理
論
』
の
現
代
的
意
義
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
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橋論叢 第91巻 第3号（144）

　
〈
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
…
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
〉

　
注
目
の
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
の
謡
に
移
ろ
う
。

　
ま
ず
最
初
に
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
ミ
ク
ロ
的
基
礎
の
出
発
点
に
関
す

る
著
者
の
見
解
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
想
定
す
る
よ
う
な
貨
幣
経
済
を
取
扱
う
非
ワ
ル
ラ
ス
経

済
学
は
、
ワ
ル
ラ
ス
や
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
な
く
、
「
メ
ン
ガ
ー
か
ら
出
発

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
本
で
の

著
者
の
見
解
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
経
済
学
史
研
究
の
第
一
作
で
あ
る

『
古
典
派
経
済
学
と
近
代
経
済
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
と
比
べ

る
と
、
C
・
メ
ン
ガ
ー
お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
の
評
個
な
い
し
位
置
付
け
が

変
更
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
ミ
ク
ロ
的
基
礎
を
屈

折
需
要
曲
線
の
理
論
に
見
出
し
、
生
産
物
市
場
に
お
い
て
は
顧
客
の
価
格

変
化
に
対
す
る
反
応
の
非
対
称
性
に
直
面
す
る
売
手
（
企
業
）
の
行
動
に

着
目
し
て
き
た
著
者
は
、
前
作
第
二
一
章
「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
マ
ー
シ

ャ
ル
的
基
礎
」
で
マ
ー
シ
ャ
ル
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
問
題
を
拾
い
上
げ

て
詳
論
し
て
い
た
。
逆
に
メ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
は
、
「
不
均
衡
経
済
学
を

乙
れ
か
ら
発
展
さ
せ
る
際
に
、
メ
ン
ガ
ー
か
ら
学
ぷ
ぺ
き
こ
と
が
ま
だ
多

く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
」
（
前
作
ニ
ニ
○
ぺ
ー
ジ
）

と
い
う
程
度
の
評
価
に
と
ど
ま
り
詳
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
上
記
の

よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
革
新
に
関
す
る

著
者
の
理
解
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
以
前
か
ら

「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
革
新
は
、
利
子
率
の
自
動
的
調
整
に
よ
っ
て
は
解

消
さ
れ
な
い
過
剰
貯
蓄
に
よ
る
貨
幣
経
済
の
非
自
発
的
失
業
を
伴
っ
た
均

衡
の
可
能
性
に
あ
る
」
（
前
作
一
一
べ
ー
ジ
）
と
し
、
前
半
の
利
子
率
の

調
整
不
良
の
原
因
は
金
融
部
門
の
ス
ト
ヅ
ク
分
析
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
金
融
都
門
の
理
論
は
既
に
非
常
に
豊
富
で
あ

る
と
考
え
た
著
者
は
、
急
を
要
す
る
と
恩
わ
れ
た
後
半
の
フ
ロ
ー
市
場

（
生
産
物
お
よ
ぴ
労
働
の
市
場
）
で
⑪
失
業
均
衡
の
可
能
性
の
間
題
の
解

決
に
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
例
え
ば
2
晶
げ
貫
ミ
ミ
s
s
§
㌻
、
o
§
．

き
き
§
県
宍
ミ
ミ
包
§
向
o
§
o
§
膏
卸
z
昌
旨
、
葭
o
自
竃
o
・
H
ミ
p
や

。
。
を
見
よ
）
。
そ
し
て
、
非
自
発
的
失
業
を
伴
っ
た
ま
ま
、
従
っ
て
完
全

雇
用
水
準
よ
り
低
い
産
出
量
水
準
の
ま
ま
、
な
ぜ
経
済
が
安
定
化
す
る
の

か
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
賃
金
や
（
生
産
物
）
価
椿
は
下
が
ら
な
い
の
か
、

あ
る
い
は
、
な
ぜ
経
済
主
体
は
現
行
の
賃
金
や
価
椿
を
是
認
す
る
の
か
、

と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
が
や
り
残
し
た
間
題
に
屈
折
需
要
曲
線
の
理
論
に
よ
る

解
答
を
与
え
た
こ
と
が
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
貢
献
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
量
の
調
整
速
度
が
価
格
の
そ
れ
よ
り
大
き
い
と
す
る

量
の
変
動
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
点
に
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
革
新
の
一
つ

を
見
出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ミ
ク
ロ
的
基
礎
へ
の
途
を
マ

ー
シ
ャ
ル
に
求
め
る
と
い
う
矛
盾
を
前
作
で
は
犯
し
て
い
た
。
し
か
し
こ

の
矛
盾
は
こ
の
教
科
書
で
は
取
除
か
れ
た
と
理
解
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
A
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
評
価
は
今
回
の
教
科
書
の
第
七
章
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
経
済
学
も
ケ
イ

ン
ズ
の
そ
れ
と
同
様
に
貨
幣
的
経
済
理
論
で
あ
る
と
い
う
評
価
ま
で
は
前

作
と
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
「
価
格
の
調
整
速
度
は
大

き
く
最
短
期
に
お
い
て
完
了
す
る
の
に
対
し
て
、
供
給
量
の
調
整
速
度
は

小
さ
く
調
整
に
時
間
が
か
か
る
と
考
え
て
い
る
」
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
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評書（145）

い
る
。
そ
し
て
、
＝
般
理
諭
』
の
革
新
性
は
マ
ク
ロ
体
系
に
お
け
る
価

格
と
量
の
調
整
速
度
に
関
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
流
の
順
序
付
け
を
逆
転
さ
せ

た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
A
・
レ
ィ
目
ン
フ
ー
ヴ
ヅ
ド
の
主
張
に
明
確
な
承

認
を
新
た
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
マ
ー
シ
ャ
ル
理
論
は
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
の
ミ
ク
ロ
的
基
礎
へ
の
途
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
恩
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
は
一
学
説
の
一
部
分
だ
け
に
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
の
基
礎

を
見
出
し
て
い
く
方
法
の
危
険
性
を
示
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

　
今
回
、
非
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
研
究
に
関
連
し
て
第
六
章
で
脚
光
を
浴
ぴ

る
の
が
メ
ン
ガ
ー
理
論
で
あ
り
、
と
り
わ
け
彼
の
商
品
の
販
売
カ
（
邑
－

ま
－
昌
o
窃
）
の
概
念
が
注
目
さ
れ
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
商
品
の
販
売
カ
の

程
度
と
は
、
佳
意
の
時
点
で
そ
の
時
の
購
入
価
格
な
い
し
そ
れ
よ
り
安
い

価
格
で
そ
の
商
品
を
市
場
で
売
却
処
分
す
る
こ
と
の
容
易
さ
と
定
義
さ
れ

る
。
メ
ン
ガ
ー
が
こ
の
概
念
を
、
交
換
の
理
諭
、
価
椿
の
理
論
に
お
い
て

貨
幣
の
生
成
過
程
を
説
明
す
る
際
に
活
用
し
た
（
商
品
貨
幣
諭
）
の
に
対

し
て
、
著
者
は
そ
れ
を
既
に
成
立
し
た
貨
幣
経
済
（
ワ
ル
ラ
ス
的
世
界
と

対
比
さ
れ
る
）
を
特
徴
づ
け
る
際
に
援
用
す
る
。
つ
ま
り
、
ワ
ル
ラ
ス
的

世
界
で
は
需
給
が
対
称
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
商
品
が
「
い
わ
ぱ
現
金
で
あ
る

と
こ
ろ
の
商
品
」
（
販
充
カ
大
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
貨
幣
経
済
で
は

商
品
の
販
売
カ
に
楕
差
が
存
在
し
、
販
売
カ
の
小
さ
な
商
品
は
そ
れ
を
消

費
す
る
人
に
よ
っ
て
し
か
購
入
さ
れ
ず
、
ま
た
販
売
カ
が
最
大
に
な
る
商

品
が
貨
幣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
需
給
が
非
対
称
的
な

貨
幣
経
済
に
お
い
て
は
、
貨
幣
以
外
の
商
品
に
つ
い
て
は
超
過
需
要
状
態

が
永
続
化
し
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
逆
に
貨
幣
以
外
の

あ
ら
ゆ
る
商
品
に
つ
い
て
超
過
供
給
が
存
在
し
、
そ
れ
が
価
格
の
変
動
に

よ
っ
て
解
消
し
な
い
こ
と
は
可
能
で
あ
る
L
と
著
者
は
考
察
を
進
め
て
い

く
o　

す
な
わ
ち
、
市
場
に
お
け
る
価
裕
情
報
の
不
完
全
性
の
た
め
に
値
下
げ

し
た
く
て
も
そ
の
情
報
が
人
々
に
徹
底
せ
ず
、
あ
ま
り
大
き
な
需
要
の
増

加
が
期
待
で
き
ず
、
競
争
的
供
給
者
も
右
下
が
り
の
弾
カ
性
の
小
さ
い

（
主
観
的
）
需
要
曲
線
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
　
　
著
者

は
こ
こ
で
屈
折
し
て
い
な
い
ス
ム
ー
ス
な
右
下
が
り
の
曲
線
を
描
く
。
そ

の
時
、
現
行
価
楕
が
限
界
費
用
に
等
し
く
な
る
水
準
ま
で
生
産
物
を
供
給

し
た
い
と
企
業
が
思
っ
て
も
、
需
要
不
足
の
た
め
に
そ
れ
以
下
の
供
給
し

か
実
現
し
え
ず
、
す
な
わ
ち
超
過
供
給
が
存
在
し
、
か
つ
、
隈
界
収
入
が

限
界
費
。
用
に
等
し
い
た
め
に
価
格
引
下
げ
誘
因
は
存
在
し
な
い
と
い
う
状

況
が
起
こ
り
う
る
と
さ
れ
る
。
最
大
の
販
売
カ
を
有
す
る
貨
幣
と
い
う
商

品
の
特
殊
性
が
こ
こ
で
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
ら
に
つ
い
て
論
評
を
加
え
る
た
め
に
は
、
教
科
書
以
外
の

場
で
の
よ
り
詳
し
い
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
ケ
イ
ン
ジ
ァ
ン
の
今
後
の
課
題
が
第
七
章
の
終
り
で
示
さ
れ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
ミ
ク
ロ
理
論
の
必
要
性
を
主
張
し
続
け
て
き
た
著
者

の
態
度
自
体
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
現
時
点
で
は
具
体
的
に
二
つ

の
課
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
革
新
部
分

に
関
す
る
ミ
ク
ロ
経
済
学
的
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
需
給
ギ
ャ
ヅ
プ
が

あ
る
と
き
に
必
ず
し
も
価
樒
が
変
動
せ
ず
に
供
給
量
が
需
要
量
に
順
応
す

る
と
い
う
数
最
調
節
が
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
」
を

ミ
ク
ロ
艦
済
学
的
に
説
明
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
構
造
的
失
業
の
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
近
は
失
業
の
集
計
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的
側
面
で
は
な
く
構
造
的
側
面
が
重
要
性
を
帯
ぴ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、

非
自
発
的
失
業
を
他
の
失
業
と
区
別
す
る
た
め
に
マ
ク
回
経
済
学
に
お
い

て
戦
略
的
に
設
け
ら
れ
て
い
た
労
働
の
同
質
性
の
仮
定
を
取
払
い
、
「
労

働
の
異
質
性
を
前
提
し
な
が
ら
非
自
発
的
失
業
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
は
と
も
か
く
、
第
二
の

課
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
果
し
て
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
課
魑
な
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
経
済
政
策
に
関
す
る
議

論
が
一
切
登
場
し
な
い
こ
と
に
も
不
満
が
残
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
課
題
と
取
組
む
著
者
は
確
か
に
、
「
新
し
い
マ
ク

ロ
経
済
学
と
し
て
始
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
革
命
は
け
っ
し
て
失
敗
だ
っ
た
の

で
は
な
く
、
ま
だ
未
完
成
な
の
で
あ
る
L
と
す
る
立
場
か
ら
の
経
済
学
史

研
究
に
・
か
な
り
の
カ
を
注
い
で
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
幾
ら
か
の
危
険
と
凝
問
が
伴
う
も
の
の
、
こ
の
刺
激
的
な
教

科
書
の
背
後
に
は
新
し
い
型
の
経
済
学
史
研
究
が
あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が

い
は
な
い
。
今
後
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
運
命
と
共
に
、
ケ
イ
ン
ジ
ァ
ン

の
復
活
な
い
し
優
勢
を
め
ざ
す
経
済
学
史
研
究
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見

せ
て
く
れ
る
の
か
が
注
目
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。
同
時
に
、
著
者
の
近
刊

『
経
済
学
の
古
典
と
現
代
理
論
』
（
有
斐
閣
）
も
待
た
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
三
・
四
・
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
挙
大
挙
院
榑
士
課
程
）
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