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書

許

A
･

フ

ォ

イ

ヤ

ー
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カ

ー

著

『

中
国
の

初
期
工

業
化

-
盛
宣
懐
(
-

∞

宝

⊥
冨
)

と

官
僚
企
業

i
』

田

中

宏

私
は

清
末
の

洋
務
運

動
の

中
か

ら

生

ま
れ

た

洋
務
派
官
僚
の

一

人

盛
宝

懐
に

つ

い

て
､

大
学
で

勉
強
し
て

い

た
が

事
情
が

あ
っ

て

中
途
に

な
っ

て

い

る

の

で

編
集
部
の

求
め
に

も

充
分
応
え

る

こ

と

が

で

き

な

い
｡

そ
こ

で
､

盛
宣
懐
に

関
す
る

既
存
の

唯
一

つ

の

本
楯
的
研
究
書
と

思
わ

れ
る

著

作
の

書
評
を

も
っ

て
､

こ

れ
に

か

え

た
い

と

思
う

｡

即
ち

､

A
-

訂
ユ

句
e

喜
1

弓
2

旨
2

二

q

已
声
P

√

由
弓

～

甲

旨
(

ぎ
亀
1

邑
叫

員
外

許
さ

､

無
芸
q

h
訂
ざ
P

苧

ぎ
已

(
h

監
虹

-
h

巴
ヱ

§
乱

き
ざ
札

葛
賢

由
邑
他

局
3 .

寧

軋
-

-
､

ヒ
H

-

粥

榊

巴
r

H
p
→

づ

P
→

d

E
P

賢

A
巴
p

n

∽
t

仁

巴
e
払

-
.

H
p
→

く

罵
P

P
n

才
e

諾
-

t

叫

吋
H

e

詮
〉

-

設
00

一

が

そ

れ
で

あ

る
｡

そ

の

内
容
は

以

下
の

如
く
で

あ
る

｡

第
一

草

官
督
商
餅
方
式
(

勺

匂
.

-

-
い

○
)

1

中
国
の

立
遅
れ

た

工

業
化
の

問
題

2

｢

官
督
商
耕
+

の

起
漁
と

内
容

3

工

業
化
へ

の

努
力
と

地

方
の

中
心

権
力

4

開
港
場
の

商

人
か

ら
の

資
本

5

官
僚
的
経
営

6

政
府
の

苛
税

7

規
制
的
な

独
占
の

諸
権
利

第
二

章

晴
夫
の

経
済
状
態
(

p

p
.

い

【

-
℃
)

1

経
済
思
想

2

政
府
財
政

3

貿
易
と

通
商

第
三

草

盛
宜
懐

(

-

空
中

ー
一

望
か
)

】
官
僚
に

し

て

企

業

家
(

p

p
.

吐
00

1
ま
)

l

盛
宣
懐
の

経
歴

2

盛
宣

懐
と

そ
の

家
族

3

江
蘇
の

郷

紳
の

一

員
と

し
て

の

盛
宣

懐

4

官

吏
の

立
場
に

お

け
る

盛
宣
懐

第
四

章

輪
船
招
商
局

壬
商
餅

(

p

p
.

芸
-
-

怠
)

1

輪
船
招
商
局
の

起
汝

2

四

十
年
間
(

-

00

記
-
-

浬
レ
)

に

お

け

る

招
商
局

3

招
商
局
の

事
業

4

経
営
者
陣

5

招
商
局
の

財
政

6

官
僚
的
経

営

7

不

正
の

問
題

第
五

章

輸
船
招
商
局

-
官
督

(

勺

甲

-

詮
1
-

00

00
)

1

招
商
局
の

官
督
(

-

∞

記
-
-

∞

設
)

2

官
督

(

-

篭
h

-
-

苫
∞
)

3

重

役
陣
対

郵
伝
部

4

漕
米
独
占
権
と

関
税
上
の

特
権

5

政
府
の

苛
税

6

招
商
局
は

企
業
運
営
の

点
で

成
功
し

た

か

?

第
六

章

官
督
商
耕
諾

企
業
(

p

や

ー

∞

¢

-
N

き
)

1

盛
宣
懐
の

｢

王

国
+

2

電
報
総
局

3

葦
盛

紡

織

稔

廠

4

中

国
通
商
銀
行

第
七

草

結
論

-
｢

官
僚
資
本
主

義
+

に

む

か
っ

て
(

胃
.

N

お
-

N

治
)

註
(

p

p
.

N

訟
重
い

O
N

)

索
引
(

匂

9

旨
い

-
㌍
-
)

筆
者
は

ま

ず
｢

第
一

次
農
工

商
部
統
計
表
+

(

一

九

〇

九
)

に

よ
っ

て

そ

こ

に

登
録
さ

れ

た
二

二

七
の

企
業
を

調
べ

て
､

少
数
の

大
規
模
な

企
業
と

多
数
の

中
小
規
模
の

企
業
の

混
在

､

上

海

等
の

開
港
場
へ

の

著
し
い

偏
在

を

指
摘
し
て

い

る
｡

そ

の

中
で

ひ

と

き

わ

目

立
っ

て

い

る

の

が

ほ

か

で

も

な
い

｢

官
督
商
餅
+

企
業
で

あ

る
｡

そ
の

官
督
商
餅
企
業
を

そ

の

代
表
的

J β∂

ノ

巾

い

月

ゼ
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紳

..

汁

な

荷
な
い

手
の

一

人

盛
宜
懐
を

中
心
に

分
析
し
て

行
く

｡

盛
は

｢

同
治
中

興
+

の

中
で

生

ま

れ

た

洋
務
派
官
僚
の

大
立
物
の

一

人

李
鴻
章
の

権
力
の

保
護
の

下
に

､

各
種
の

｢

新
式
企
業
+

な
る

も

の

を

手
が

け
て

行
き

､

か

な

り
の

成

功
を

収
め

た

人
で

あ
る

｡

そ

の

方
式
が

官
督
商
耕
と
い

わ

れ

る

も
の

で
､

そ
の

起
漁
は

｢

塩
の

専
売
+

制
度
の

中
に

求
め

ら

れ
て

い

る
｡

ア
ヘ

ン

戦
争
以

来
た
び

重

な
る

対

外
硬
の

政

策
と

そ
の

失
敗
に

よ
る

強
制

的
開
港

､

領
土
の

親
授

､

そ

れ

に

引
き
つ

づ

く

太
平
天
国
に

よ

る

清
朝
権

力
の

弱
体

化
の

後
を

う
け
て

､

一

部
の

漢
族
大

官
が

内
と

外
の

力
に

対

抗

す
る

為
に

従
来
の

商
末
恩
恵
を

す
て

て
､

｢

以

夷
制
夷
+

の

い

わ

ゆ
る

自
強

策
を

採
用
七

､

そ

の

中
で

軍
事
工

業
に

引
き

続
い

て

民

用
産
業
に

も

手
を

の

ば

し

始
め

た
｡

こ

れ

ら
の

努
力
も

そ
の

推
進
者
が

旧

来
の

社
会
の

指
導

層
で

あ

る

だ

け

に
､

い

ろ
い

ろ

複
雑
な

問
題
に

直
面
し

た
｡

そ

れ

を

著
者

は

次
の

五

つ

に

ま

と

め

て

い

る

(

第
一

章
3

～
7
)

｡

(

一

)

す
で

に

無
能
と

な
っ

て

い

た

中
央
権
力
に

か

わ
っ

て

登
場
し

た
地

方
権
力
の

強
力
な

支
持
と

保
護
を

う
け
て

進
め

ら

れ

た
｡

李
鴻

章
は
二

五

年
間
に

わ

た
っ

た

直
隷
絵
督

･

北
洋
大
臣
の

座
に

あ
っ

て
､

北
洋
軍
閥
の

基
礎
を
つ

く
る

と

と

も
に

､

そ

の

配
下
に

多
く
の

官
督
商
餅
企
業
を

興
し

た
｡

挙
が

日

清
戦
争
に

敗
れ

て

後
は

南
の

瀾
広
総
督
張
之
洞
が

そ

れ

に

と

っ

て

か

わ
っ

た
｡

盛
宣

懐
は

そ
の

前
半
は

李
鴻
革
権
力
の

も

と

で
､

後
半

は

張
之
洞
権
力
の

巽
下
で

企
業
活
動
を

続
け
る

こ

と

が

で

き

た
｡

(

二
)

資
本
の

来
源
に

つ

い

て
､

主
な

も
の

は

従
来
の

土
地

か

ら

上

る

農
業
余
剰

で

は

な

く
､

開
港
場
に

お

い

て

外
国
勢
カ
と
の

密
接
な

関
係
の

う
ち
に

生

ま

れ

た

買
妙
資
本
で

あ

る
｡

従
来
の

資
金
は

先
駆
的
工

業
化
(

p

3
日
O
t
･

i

ロ
的

i

ロ
几

F

賢
+

㌻
】
-

N
h

邑
○

且

に

は

興
味
を

も

た

ず
､

た

だ

新
式
企
業
が

高

利
潤
を

あ

げ

る

と

そ

ち

ら
に

流
れ

て

い

く
が

､

も

う
け
が

少
な

く
な

る

と

又

土

地

投
資

､

高
利
貸

､

質
屋
等
に

逆
流
し
て

し

ま

う
｡

従
っ

て

不

足
す

る

資
本
を

調
達
す
る

た

め

に
､

企
業
の

成
功
に

し
ば

し

ば

悪
影
響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

慣
例
を

続
け

ざ

る

を

得
な

か
っ

た
｡

即
ち

､

高
利
の

短
期
借

入
､

企
業
の

利
益
の

多
寡
に

か

か

わ

ら

ず
差
引
か

れ

る

｢

官
利
(

讐
胃
呂

･

t

e

e

n

二

邑
‡
計
已
A
こ

の

制
度

､

減
価

償

却
や

保

険
に

対

す

る

配

慮

の

不

足
な

ど

で

あ

る
｡

(

三
)

経
営
者
に

関
し
て

は

多
く

が

官

僚
の

兼
務

で

あ

る
｡

督

耕
､

絶
妙

､

会
耕

､

捉
調
と
い

っ

た

よ

う
に

官
僚
の

た

め

に

多
く
の

ポ

ス

ト

が

用
意
さ

れ

て

い

る
｡

官
督
商

耕
企
業
の

多
く
に

は

政

府

資
本
が

投
入
さ

れ

て

い

る

が

ー
そ

れ

も

清
朝
中
央
政
府
で

な

く

中
心

と

な
る

地

方
権
力
の

財
政
の

中
か

ら

!
そ
の

管
理
と

い

う
名
目
の

も

と
に

幾
人
か

の

官
僚
が

派
遣
さ

れ
て

も

そ

れ

を

経
営
す
る

能
力
に

は

し

ば

し

ば

欠
け
て

い

る

し
､

又

そ
の

採
用
に

つ

い

て

も

そ
の

人
の

も
つ

経
験

･

能
力

を

考
え

る

よ

り

も
､

血

縁
･

地

縁
の

従
来
か

ら
の

人

的
関
係
が

先

行
し

て

し

ま

う
｡

そ

し
て

こ

れ

ら
の

官
僚
に

は

有
名
な

不

正

利
得
=

中
飽
が

つ

き

も
の

で
､

そ
れ

で

官
吏
と
し

て

の

少
な
い

手
当
の

不

足
を

補
う
慣
行
が

あ

る
｡

従
来
高
度
の

合
理

性
が

求
め

ら

れ

る

近

代
企
業
の

中
に

､

こ

の

種
の

官
僚
的
風
潮
が

も

ち

込
ま

れ

た

た

め

多
く
の

企
業
の

成
功
を

は

ば

む

結
果

と
な
っ

た
｡

さ

り

と
て

当
時

｢

商
人
+

と

呼
ば

れ

る

人

に

つ

い

て

み

て

も
､

要
求
さ

れ

る

合
理

性
或
い

は

あ
え

て

危
険
を

冒
す

決
意
を

十
分
に

持

っ

て

い

た

と

は
い

え

ず
､

た
だ

官
僚
よ

り

は

少
し

融
通
が

き
い

た
に

過
ぎ

な

か
っ

た
｡

(

四
)

企
業
に

か

か

る

税
金
は

中
央

･

地

方
の

い

ろ
い

ろ

な

機
関
か

ら

要
求
さ

れ
た

｡

時
の

軍
機
大
臣
剛

毅
が

特
派
さ

れ

て

招
商
局

｡

(

リ
レ

電
報
絵
局
の

会

計

を

調

ら
べ

て

年

額
十

万

テ

ー

ル

の

献

納
=

｢

報
効

㍑

ゝ
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(

e

哲
ユ
∽

ロ
a

計
t

O

→

e

t

弓
n

〔
t

F
e

-

ヨ

官
ユ

已

g

宗
C

e
〕

)

+

を

強
要
し

た
こ

と

も

あ
る

｡

県
政
府
の

官
吏
が

警
察
力
を

支
え

て

い

る

か

ら

と
い

う

口

実
で

税
金
を

と

ら
れ

た

例
も

あ

る
｡

さ

ら
に

内
国
通
過
税
の

｢

厘
金
+

の

制

度
も

存
在
し
て

い

た
｡

こ

れ

ら
の

政
府
の

徴
税
に

反
対
し

て

株
主
が

何
ら

か

の

ア

ッ

ピ

ー

ル

が

で

き

る

法
的
な

制
度
は

な

く
､

た

だ

官
僚
の

実

力
に

た

よ
っ

て

特
別
な

配
慮
を

求
め

る

の

み
で

あ

る
｡

(

五
)

独

占

的

特

権
が

官
督
商

耕
企
業
に

は

与
え

ら
れ

て

い

た
｡

招
商
局
は

漕
運
の

独
占
権

を
､

上

海
機
器

織
布
局
に

は

他
の

同
種
企
業
の

開
業
を

禁
ず
る

独

占
権
が

与
え

ら

れ
､

電
報
絵
局
は

国
境
に

お

け

る

外

国
電
信
線
と
の

接
続
を

独

占

し
､

湊
陽
鉄
廠
は

京
浜
線

･

卑
漢
線
の

レ

ー

ル

の

製

造
を

独

占

し

て

い

た
｡

こ

れ

ら
の

独
占

権
に

つ

い

て

当
事
者
は

外
国
勢
カ
の

侵
入

に

対

抗
す

る

た

め

と

主
張
し

て

い

る

が
､

反
面
｢

官
利
+

制
度
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

集
ま

ら

な
い

資
金
を

引
き
つ

け

る

た

め

に

も

必

要
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

新

式
企
業
に

投
資
し

た

人
々

の

利
益

を

ま

ず
保
証
す
る

機
能
を

果
た

す
特
権

と

な

り
､

外
国
勢
力
の

侵
入

に

対

抗
し

中
国
経
済
を

発
展
さ

せ

る

と

考
え

ら

れ
て

い

た

独

占
権
が

結
局
は

官
僚

資
本
の

た

め
の

つ

っ

か
い

棒
の

役
割

を

果
た

す
結
果
と

な
っ

た
｡

以

上

が

著
者
の

ま

と

め

で

あ

る
｡

つ

づ

い

て

第
二

章
で

は

清
末
の

一

般

的
経
済
情
況
を

思
想
と

財
政
と

貿
易
に

つ

い

て

の

ぺ

て

い

る
｡

当
時
の

改

革
派
の

人
々

の

思
想
に

お
い

て

す
ら

伝
統
的
経
済
構
造
や

価
値
観
の

影

響

の

指
適
を

欠
き

､

又

農
業
と

工

業
発
展
と
の

有

機
的
関
連
が

つ

か

め

て

い

な
い

と
の

ぺ

て

い

る
｡

財
政
上

の

問
題
と

し

て

は
､

地

方
に

留
保
さ

れ

て

中
央
に

集
ま

ら

な
い

歳
入
が

か

な

り

あ

り
､

又

賠
償
金
を

負
っ

て

い

る

な

ど

し

て
､

中
央
政
府
に

ほ

日

本
の

よ

う
に

工

業
化
を

促
進
す
る

資
金
的
余

裕
が

な
か

っ

た
｡

貿
易
の

果
た

し

た

役
割
に

つ

い

て
､

日

本
に

お

い

て

は

3 0
ィ
⊥

そ

れ

は
工

業
化
へ

の

刺

激
(

P
O
t

-

く

巴
○
→

O
f

O

F
P

ロ
g
e

)

と
な
っ

た

が
､

中
国
に

は
そ

れ

を

う
け

と

め

る

だ

け
の

条
件
が

な
か
っ

七

と

指
摘
し
て

い

る
｡

第
三

革
で

は

官
督
商
雛
企

業
の

推
進
者
で

あ
る

盛
宜
懐
の

伝
記
が

文

集

｢

愚
斎
存
稿
+

の

巻
首
に

あ

る

｢

行
述
+

を

中
心

に

利
用
し
て

か

な

り

詳

し

く

紹

介
さ

れ
て

い

る
｡

李
鴻
章
勢
力
の

保
護
の

も

と
に

あ
っ

て

招
商
局

を

手

始
め

と

す
る

諸
企
業
を

推
進
す
る

時
期

､

日

清
戦
争
に

よ
っ

て

李
が

失
脚
す
る

や

南
の

張
之
洞
勢
力
の

庇
護
下
に

入

り

漢
冶
尊
公

司
及
び

そ

れ

と
レ

ー

ル

供
給
で

不

可
分
の

関
係
に

あ

る

鉄
道
建
設
の

仕
事
に

た

ず
さ

わ

る

時
期

､

南
の

利
権
回

収
運
動
の

圧
力
の

も

と

張
之
洞
勢
力
か

ら

離
れ

て

清
朝
中
央
政
府
の

重
要
メ

ン

バ

ー

と

な

り
､

郵
伝
大
臣
と

し
て

鉄
道
国
有

令
を

発
布
し

た
の

が

辛
亥
革
命
の

導
火
線
と

な

り
つ

い

に

は

自
ら
の

政
治

生

命
を

た
つ

に

至
る

経
過
が

の

べ

ら
れ

て

い

る
｡

第
四

章
､

第
五

章
は

盛
宣
懐
が

最
初
に

手
が

け

て

か

な

り

成
功
し
た

官

督
商
耕
企
業
の

一

つ

招
商
局
に

つ

い

て
､

｢

官
督
+

の

側
面
と

｢

商
雛
+

の

側
面
か

ら

そ

れ

ぞ

れ

具
体
的
分
析
を

行
な
っ

て

い

る
｡

こ

の

内
容
は

前
述

の

五

つ

に

さ

か
の

ぼ
っ

て

要
領
良
く

整
理
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し
て

第
六

章

で

盛
の

手
が

け

た

他
の

企
業
を

紹
介
し

､

相
互
の

問
に

は

資
金

･

経
営
の

面
で

密
接
な

関
係
が

あ

り
､

盛
宣
懐
の

｢

王

国
+

が

形
成
さ

れ

た

と
の

べ

て

い

る
｡

第
七

草
の

結
論
で

は
､

盛
宣
懐
の

官
督
商
餅
企
業
は

中
国
経
済

に

基
本
的
変
化
を

も

た

ら

す
に

は

至
ら

な
か

っ

た

が
､

中
国
で

二

十
世
紀

の

中
期
ま
で

続
い

て

い

る

企
業
形
態
=

官
僚
資
本
主
義
の

モ

デ
ル

を

示
し

て

く

れ

た

と

し
て

い

る
｡

即
ち

盛
宣
懐
は

｢

白
強
派
+

と

そ
の

後
に

お

け

ノ

+

a
1

7一

小
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ト

竹

る

国
民
党
の

梁
土

語
､

葉
恭
樟

､

末
子

文
､

孔
祥
肥
州

の

よ

う
な

後
継
者
と

の

中
間
項
に

位
置
す
る

と
｡

そ

し
て

そ
の

官
僚
資
本
主

義
が

民
主
的
枠
の

中
で

中
国
を

近

代
化
す
る

努
力
の

行
く

手
を
ふ

さ

い

で

い

る

と

結
ん
で

い

る
｡

以

上

が

本
書
の

内
容
の

紹
介
で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

二
､

三
の

感
想

を
つ

け

く
わ

え

た
い

｡

官
督
商

雛
企
業
を

官
僚
資
本
主

義
と

結
び
つ

け
て

考
え
る

見
方
は

､

後
者
に

つ

い

て

の

具
体
的
な

分
析
が

行
な

わ

れ

て

い

な

い

の

で

そ

の

意
味
で

は

確
認
出
来
な
い

が
､

私
に

は

妥
当
な

結

論
だ

と

思

わ
れ

る
｡

従
来
あ

ま

り

み

ら

れ

な

か
っ

た

清
末
の

企
業
形
態
を

解
明
し
て

く
れ

た
た

め
､

下
っ

て

国
民
党
時
期
の

官
僚
資
本
主
義
の

理

解
に

と
っ

て

も
一

つ

の

視
角
を

提
供
し

て

く

れ

た

と

思
う

｡

西
欧
か

ら

の

イ
ン

パ

ク

ト

を

受
け

た

国
の

経
済
的
指
導
層
の

中
に

生

ま
れ

る

伝
統
と

の

妥

協
に

よ
っ

て

起
こ

る

企
業
形
態
と
い

う
見
方
を

す
れ

ば
､

世
界
史
に

遅
れ
て

登

場
す

る

国
々

に

共
通
し

た
一

つ

の

視
角
を

提
供
し
て

く
れ

て

い

る

と

も

い

え

る
｡

し
か

し
こ

の

企

業
形
態
と

そ
の

推
進
者
の

実
証
的
研
究
を

通
じ
て

近

代
の

工

業
化
の

課
題
を

解
明
す
る

方
法
が

必

ら

ず
し
も

優
れ

て

い

る

と

は

い

え

な
い

｡

こ

の

方
法
の

問
題
点
が

そ
の

ま

ま
こ

の

労
作
の

中
に

出
て

い

る

と

思
わ
れ

る
｡

中
国
近

代
工

業
化
の

過
程
の

中
で

､

官
督
商
耕
企
業
は

､

特
に

盛
宣
懐

の

そ
れ

は

鉄
道
国
有
化
策
の

中
に

象
徴
的
に

現
わ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

利

権
回

収
を

叫
ぶ

民

族
資
本
と
の

対

抗
に

敗
れ

る

の

で

あ
る

｡

官
督
商
藤
企

業
が

中
国
の

困

難
を

救
い

得
な
い

と

批
判
さ

れ

た
の

は

す
で

に

日

清
戦
争

に

敗
れ

た

時
で

あ

る
｡

江

南
地

方
に

は

新
ら
し
い

動

き

が

生

ま

れ

て

お

り
､

洋
務
派
の

経
済
政

策
を

批
判
し

､

民

族
資
本
の

発
展
を

求
め
る

声
が

大
き

く
な
っ

て

行
き

､

資
金
も

次
第
に

後
者
に

流
れ

る

よ

う
に

な

り
､

勢

い

前
者
は

外
国
勢
力
か

ら
の

借
款
に

そ

の

資
金

源
を

求
め

ざ
る

を

得
な

い

と
い

う
破
局
に

向

わ

ざ

る

を

得
な
か

っ

た
｡

こ

の

間
の

経

緯
は

極
め

て

重

要
で

あ

る

が
､

こ

の

著
作
で

は

追
求
さ

れ

て

い

な
い

｡

盛
宴
懐
の

研
究
の

中
に

も
こ

れ

ら
の

問
題
に

通
ず
る

糸
口

が

あ

る
｡

基
本

資
料
で

あ
る

｢

愚

斎
存
稿
+

の

中
に

も
､

通
商
条
約
改
訂
交
渉
に

当
っ

た

時
の

商
約
関
係
の

も
の

､

幣
制

改
革
に

関
す
る

も
の

､

そ

し
て

何
よ

り

も

鉄
道
を

め

ぐ
る

複

雑
な

動
き

の

中
に

､

近

代
工

業
化
の

中
で

官
督
商
耕
方
式
の

も
つ

極
め

て

歴
史
的
な

問
題
が

含
ま

れ
て

い

る

と

思
う

｡

又
工

業
化
で

必

然
的
に

問
題

と
な

る

労
働
力
の

問
題
も
ふ

れ

ら
れ

て

い

な
い

｡

伝
統
的
農
業
経
済
社
会

と
の

関
係
を

､

農
業
余
剰
と

資
本
と
い

う
関
係
だ

け
で

な

く
､

労
働
力
の

点
か

ら

も

そ
の

関
係
を

解
明

し

な

け

れ

ば

な

る

ま

い

｡

書
評
に

あ

た
っ

て
､

佐
伯
有

一

氏
と

中
村
義
氏
の

そ

れ

を

参
考
に

さ
せ

て

い

た

だ

い

た
こ

と
を

付
記
し
て

お

き

た
い

｡

(

一

橋

大

学

大

学

院

元

学
生
)




