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一
橋
大
学
に
お
け
る
「
経
営
史
」
の
学
問
史
に
つ
い
て
記
す
場
合
、
恐
ら
く
他
の
伝
統
の
厚
い
研
究
領
域
の
学
問
史
と
は
異
な
っ

た
状
況
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
お
よ
そ
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
の
成
立
を
ど
こ
に
求
め
る
か
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず

考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
研
究
領
域
が
隣
接
研
究
領
域
と
区
別
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
と
し
て
研
究
者
に
自
覚
さ
れ
る
に
至
っ

た
時
点
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
周
知
の
よ
う
に
「
経
営
学
」
の
成
立
は
、
最
も
早
い
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
さ
え
、
今
年
で
ほ
ぼ
］
世
紀
の
歳
月
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
否
、
ア
メ
リ
カ
で
も
こ
の
研
究
領
域
が
市
民
権
を
確
立
し
た

の
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
第
］
次
大
戦
以
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
比
較
的
に
み
て
経
営
学
の
体
系
化
が

世
界
の
ど
こ
の
国
に
お
い
て
よ
り
も
早
く
進
行
し
、
経
営
史
も
そ
の
経
営
科
学
の
一
分
野
と
看
倣
さ
れ
な
が
ら
発
達
し
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。

　
筆
者
は
こ
の
小
稿
で
経
営
史
学
史
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け

咽



学商

た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
学
の
「
経
営
史
」
も
世
界
に
お
け
る
こ
の
経
営
史
研
究
の
流
れ
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
本

学
で
経
営
史
研
究
が
研
究
者
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
経
済
史
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
分
野
と
し
て
研
究
に
従
事
さ
れ
る
に
至
っ
て
か

ら
、
い
ま
だ
一
世
代
程
度
の
歳
月
し
か
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
同
時
に
日
本
に
お
け
る
経
営
史

研
究
の
年
輪
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
簡
単
に
言
い
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。

　
経
営
史
を
小
稿
で
最
広
義
に
解
し
て
企
業
経
営
の
史
的
実
態
で
あ
り
、
経
営
史
研
究
を
そ
の
解
明
を
意
図
し
た
研
究
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
種
の
成
果
は
、
何
も
新
し
い
研
究
領
域
と
し
て
の
自
覚
を
待
た
ず
と
も
、
本
学
に
お
い
て
既
に
高
等
商
業
学
校
誕
生
後

間
も
な
く
、
「
商
業
歴
史
」
の
講
義
の
生
誕
と
と
も
に
生
ま
れ
得
る
可
能
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
「
経
営
史
」
の
講
座
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
或
い
は
、
経
営
史
が
経
営
学
と
係
わ
っ
た
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
と
し

て
認
識
せ
ら
れ
な
く
と
も
、
内
容
的
に
は
経
営
史
の
成
果
と
言
え
る
も
の
が
数
多
く
上
梓
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
異
な
る
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
小
稿
で
ま
ず
筆
老
が
手
懸
け
る
こ
と
は
、
本
学
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
源
流
を
辿
り
つ
つ
、
そ
の
中
で

「
経
営
史
的
」
研
究
成
果
に
触
れ
な
が
ら
現
在
に
至
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
学
問
史
と
い
っ
て
も
、
そ
の
成

果
は
学
制
史
と
無
関
係
で
は
記
述
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
、
本
学
に
お
け
る
歴
史
の
講
義
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
誰

れ
に
ょ
っ
て
そ
れ
が
論
ぜ
ら
れ
た
か
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
学
の
前
身
た
る
高
等
商
業
学
校
で
行
な
わ
れ
た
最
初
の
歴
史
の
講
義
は
、
「
商
業
歴
史
」
で
あ
り
、
ほ
ぼ
明
治
二
〇
（
一
八
八

七
）
年
頃
か
ら
開
講
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
頃
は
経
済
史
専
門
の
研
究
者
と
い
う
も
の
は
、
未
だ
生
誕
し
て
い

な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
経
済
学
の
経
済
史
研
究
の
息
吹
き
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
次
に
記
す
よ
う
に
、
明
治
も
末
に

近
づ
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
商
学
の
研
究
者
と
し
て
の
高
等
商
業
学
校
の
教
官
た
ち
は
、
商
学
に
対
す
る
い
わ
ぽ
オ
ー
ル
・
ラ

m



ウ
ン
ド
な
知
識
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
歴
史
を
講
じ
た
教
官
は
、
た
ま
た
ま
授
業
と
し
て
は
「
商
業
歴
史
」
を
講
じ
て
い
た
と

い
う
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
時
高
等
商
業
学
校
に
奉
職
し
た
数
名
の
専
任
教
官
の
研
究
領
域
を

垣
間
見
た
時
、
他
と
区
別
さ
れ
る
、
研
究
の
専
門
領
域
を
指
摘
す
る
こ
と
は
今
日
に
お
け
る
ほ
ど
容
易
で
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

大
凡
夫
々
の
専
門
領
域
が
形
成
さ
れ
て
来
る
の
は
、
ま
ず
明
治
末
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
大
正

期
に
引
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
商
学
研
究
の
黎
明
期
の
代
表
と
し
て
「
商
業
歴
史
」
を
講
じ
た
横
井
時
冬
と
和
田
垣
謙
三

両
教
授
を
と
り
あ
げ
、
両
者
に
見
ら
れ
た
経
営
史
的
記
述
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

史

二

営経

　
横
井
時
冬
教
授
は
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
名
古
屋
に
生
ま
れ
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学

の
前
身
）
法
学
部
を
卒
業
し
た
。
明
治
二
↓
（
一
八
八
八
）
年
高
等
商
業
学
校
の
教
員
と
な
っ
て
か
ら
商
工
業
史
の
研
究
に
本
格
的

に
手
を
染
め
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
「
日
本
工
業
史
」
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
「
日
本
商
業
史
」
を
出
版
し
て
、
明

治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
両
業
績
に
よ
り
文
学
博
士
の
学
位
を
得
た
。
こ
の
「
工
業
史
」
の
緒
言
の
冒
頭
に
「
こ
の
書
か
き
つ
る
趣

旨
は
明
治
廿
九
年
高
等
商
業
学
校
に
お
い
て
工
業
史
の
一
科
を
加
え
ら
れ
し
と
学
生
の
参
考
書
に
と
て
か
く
は
も
の
し
つ
る
が
ゆ
ゑ

に
…
」
と
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
高
等
商
業
学
校
で
の
授
業
の
母
胎
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
は
次
に
記
す
菅
沼
貞

風
教
授
に
続
く
わ
が
国
経
済
史
研
究
に
お
け
る
草
創
期
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
っ
た
。
確
か
に
彼
の
著
作
は
必
ず
し
も
商
工
史
に
関

し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
学
位
請
求
論
文
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
専
門
領
域
が
商
工
史
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
二
著
の
他
に
横
井
は
「
日
本
商
業
史
」
「
日
本
商
業
史
要
」
「
日
本
工
業
史
要
」
「
帝
国
商
業
史
」
「
日
本
殖

m



学商

産
史
」
の
五
著
書
を
上
梓
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
内
容
的
に
は
重
復
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
四
八
歳
で
こ
の

世
を
去
っ
た
こ
と
を
想
え
ぽ
、
多
作
な
生
涯
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
横
井
教
授
の
筆
に
成
る
こ
れ
ら
の
著
作
は
い
ず
れ
も
そ
の
書
名
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
概
説
書
で
あ
り
、
こ
の
時
代
は
こ
の
よ

う
な
概
説
が
研
究
成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
亦
世
間
か
ら
も
要
望
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で

「
日
本
商
業
史
」
に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
既
に
数
年
前
に
高
等
商
業
に
も
一
年
足
ら
ず
席
を
置
い
た
菅
沼
貞
風
教
授
が
「
大
日
本
商
業

史
」
と
い
う
名
著
を
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
に
上
梓
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
日
本
商
業
史
」
（
全
二

巻
）
の
後
半
が
す
べ
て
明
治
維
新
後
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
菅
沼
教
授
の
成
果
が
徳
川
前
期
で
終
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
学
を
卒
業
し
た
斯
学
の
学
究
猪
谷
善
一
教
授
の
よ
う
に
、
横
井
教
授
の
業
績
は
「
徳
川
時
代
及
び
維
新

後
の
商
業
史
に
あ
る
事
は
申
す
迄
も
な
い
」
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぽ
華
か
で
注
目
を
ひ
き
易
い
商
業
史
よ
り
も
経
営
史
的
観
点
か
ら
見
る
と
彼
の
「
日
本
工
業
史
」
の
方

が
、
当
時
に
お
い
て
は
よ
り
独
創
性
を
主
張
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
和
紙
に
印
刷
さ
れ
た
全
二
巻
六
編
の
こ
の
書
物
は
、
最
後

の
編
が
明
治
維
新
後
の
移
殖
工
業
に
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
は
日
本
の
伝
統
的
産
業
の
記
述
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に

織
物
・
陶
磁
器
・
漆
器
等
が
詳
し
い
。
こ
れ
ら
は
専
ら
当
時
は
夫
々
の
時
代
の
支
配
階
級
の
需
要
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
民
衆

の
生
業
を
知
る
に
は
制
約
が
多
い
が
「
士
農
商
工
」
と
蔑
ま
れ
て
い
た
工
業
部
門
を
本
格
的
に
研
究
対
象
と
し
て
取
り
込
ん
だ
成
果

で
あ
り
記
憶
さ
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
述
は
経
営
主
体
を
中
心
に
し
た
叙
述
で
、
発
展
段
階
説
の
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
に
染
ま

ら
な
い
、
い
わ
ぽ
地
に
つ
い
た
記
述
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
種
の
概
説
を
別
と
し
て
、
後
学
が
興
味
深
い
の
は
彼
の
最
初
の
研
究
成
果
で
あ
る
「
日
本
土
地
所
有
権
沿
革
史
」
で
あ
り
、

田



こ
れ
は
高
等
商
業
学
校
へ
採
用
せ
ら
れ
る
際
の
業
績
と
し
て
、
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
更
に
ま
た

わ
れ
わ
れ
は
当
時
の
「
論
文
」
と
し
て
本
大
学
図
書
館
に
貴
重
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
い
ず
れ
も
二
〇
ー
三
〇
頁
の
手
書
き
の

「
白
糸
割
符
考
」
「
札
差
考
」
「
瀬
戸
陶
器
考
」
な
ど
の
成
果
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
基
礎
と
な
っ

て
既
述
の
概
説
が
記
さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
無
論
こ
れ
ら
の
成
果
を
発
表
す
る
学
会
誌
と
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
当
時
の
研
究
状
況
を
お
も
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

史営経

　
こ
れ
に
対
し
て
横
井
教
授
の
日
本
商
工
史
と
並
ん
で
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
西
洋
商
業
史
を
講
じ

た
の
は
、
帝
国
大
学
に
席
の
あ
っ
た
和
田
垣
謙
三
教
授
で
あ
っ
た
。
和
田
垣
教
授
に
関
し
て
は
、
恐
ら
く
講
義
内
容
を
活
字
と
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
「
世
界
商
業
史
要
」
し
か
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
に
係
わ
り
の
あ
る
業
績
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
本
学
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
た
も
の
は
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
の
出
版
で
あ
り
、
そ
の
中
味
は
き
わ
め
て
没
個
性
的
な
あ
り
き
た
り
の
商
業
史

で
あ
る
。
教
授
は
「
独
逸
ノ
学
風
二
則
リ
歴
史
的
ヲ
主
唱
シ
学
風
為
メ
ニ
一
変
ノ
兆
候
ヲ
示
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
経
済
学
の
導
入
に
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
に
そ
の
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
和
田
垣
教
授
は
そ
の
業
績
に
対
し
て
は
彼
の
残
し
た
も
の
か
ら
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た

だ
「
和
田
垣
教
授
在
職
二
十
五
周
年
記
念
経
済
論
叢
」
と
し
て
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
出
版
さ
れ
た
大
著
に
は
、
河
上
肇
゜
上

田
貞
次
郎
．
山
崎
覚
太
郎
．
内
田
銀
蔵
．
高
野
岩
三
郎
．
新
渡
戸
稲
三
・
福
田
徳
三
な
ど
当
時
の
代
表
的
社
会
科
学
者
二
九
名
が
寄

稿
し
て
お
り
実
に
絢
欄
豪
華
で
あ
る
。

三

田



学商

　
大
正
期
に
入
っ
て
東
京
商
科
大
学
の
生
誕
、
或
い
は
よ
り
正
確
に
は
、
大
学
昇
格
運
動
期
を
迎
え
る
と
、
漸
く
最
初
の
鍾
鐸
た
る

教
授
陣
を
擁
す
る
黄
金
時
代
が
到
来
す
る
。
西
洋
経
済
史
に
は
三
浦
新
七
教
授
、
更
に
こ
れ
に
続
い
て
上
原
専
録
教
授
の
時
代
の
到

来
を
見
る
。
し
か
し
両
教
授
に
関
し
て
は
別
の
論
稿
で
詳
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
経
営
史
に
関
係
し
て
言
え
ぽ
、
語
る
こ
と

は
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
　
ー
　
ー
ド
経
営
大
学
院
に
お
い
て
経
営
史
が
瓜
瓜
の
声
を
あ
げ
た
状
況
を
経
く
ま
で

も
な
く
、
経
営
史
の
生
誕
に
際
し
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
む
し
ろ
経
営
学
の
学
究
に
よ
る
実
態
研
究
の
深
ま
り
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
歴
史
学
派
経
済
学
の
児
と
し
て
産
ま
れ
落
ち
た
経
済
史
研
究
か
ら
、
経
営
の
史
的
実

態
1
1
経
営
史
研
究
が
産
ま
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
深
く
感
染
す

る
こ
と
め
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
学
に
お
い
て
経
営
の
史
的
探
究
の
流
れ
が
辿
ら
れ
る
時
、
こ
の
期
に
就
中
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
専
攻
の
教

授
で
は
な
く
、
福
田
徳
三
教
授
、
特
に
上
田
貞
次
郎
教
授
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
明
白
に
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。　

福
田
教
授
に
関
し
て
は
本
書
の
随
所
に
お
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
一
言
す
る
に
止
め
た
い
。
教
授
の
学

説
の
う
ち
で
小
論
の
立
場
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
「
現
代
の
商
業
及
商
人
」
（
全
集
第
四
巻
第
二
分
冊
）
に
収
め
ら
れ
た
経
営
理
念
と

係
わ
り
の
あ
る
一
連
の
主
張
を
別
に
す
れ
ば
「
株
式
会
社
研
究
概
論
」
そ
の
他
に
収
め
ら
れ
た
業
績
（
全
集
第
四
巻
第
二
．
三
分

冊
）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
業
績
の
特
徴
を
一
言
で
言
え
ぽ
、
リ
ー
フ
マ
ン
や
レ
ー
マ
ン
の
ド
イ
ツ
の
学
者
の
所
説
を
中
心
に
、
そ

の
丹
念
な
紹
介
・
吟
味
を
通
じ
て
株
式
会
社
の
本
質
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
秀
れ
た
理
論
的
な
整
理

と
問
題
提
起
は
見
ら
れ
る
が
、
あ
え
て
言
え
ぽ
、
株
式
会
社
企
業
の
生
き
た
実
態
に
つ
い
て
の
記
述
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
乏
し
い

m
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ぼ
か
り
で
な
く
教
授
自
身
恐
ら
く
関
心
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
殆
ど
同
じ
頃
に
出
版
さ
れ
た
、
次
に
述
べ
る
上
田
教
授
の
株
式

会
社
経
済
論
に
対
し
て
、
福
田
教
授
は
上
田
教
授
の
所
説
が
専
ら
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
に
よ
っ
て
い
る
が
、
株
式
会
社
の
母
国
は
む
し

ろ
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
し
て
外
国
人
学
者
の
所
説
を
引
用
し
つ
つ
辛
辣
な
批
評
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
福
田
教
授
は
ど
れ
ほ
ど
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
株
式
会
社
の
実
態
を
知
っ
た
上
で
議
論
を
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
福
田
と
上
田
両
教
授
の
学
風
は
、
恐
ら
く
前
老
が
ド
イ
ッ
に
学
び
、
後
者
が
イ
ギ
リ
ス
に
学
ん
だ
こ
と
に
相
当
の
部
分
が
由
来
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
田
教
授
が
イ
ギ
リ
ス
で
師
事
し
た
学
者
が
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
に
お
い
て
経
済
史
か
ら
経
営
経
済
学

び
已
ω
ぎ
Φ
ω
ω
0
8
ロ
o
日
」
o
ω
に
転
じ
た
ア
シ
ュ
レ
イ
教
授
と
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
で
綿
業
史
研
究
で
名
高
か
っ
た
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
で

あ
っ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
上
田
教
授
の
業
績
が
今
日
に
お
い
て
も
高
踏
的
抽
象
論
議
に
落
ち
入
ら
ず
に
リ
ー
ダ
ブ
ル
で

あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
流
の
思
弁
を
排
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
学
風
を
引
継
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
「
英
国
産
業
革
命
史

論
」
は
一
九
二
四
年
の
上
梓
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
出
色
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
三
年
に
世
に
出
た
「
株
式
会
社
経
済

論
」
は
論
理
の
エ
レ
ガ
ン
ス
よ
り
も
ど
ろ
ど
ろ
し
た
実
態
の
生
き
た
叙
述
を
よ
し
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
的
産
物
で
あ
っ
た
。
発
行
後
た

ち
ま
た
四
版
を
重
ね
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
前
の
業
績
と
し
て
は
最
も
経
営
史
に
近
く
位
置
付
け
ら
れ
る
。
実
際
、
こ
の
大

著
は
三
編
に
分
れ
、
夫
々
、
「
株
式
会
社
の
歴
史
」
「
株
式
会
社
の
本
質
及
び
歴
史
」
「
株
式
会
社
の
資
金
調
達
」
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
本
質
を
論
じ
た
部
分
ぱ
僅
か
一
〇
頁
程
度
で
あ
り
、
内
容
は
過
去
と
現
在
に
お
け
る
株
式
会
社
の
実
態
が
記
述

の
殆
ど
の
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
田
教
授
の
も
と
か
ら
経
営
史
の
専
門
的
学
究
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

田
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四

　
本
学
に
お
い
て
自
覚
的
に
経
営
史
研
究
に
従
事
さ
れ
た
学
究
は
藤
津
清
治
教
授
で
あ
っ
た
。
新
し
い
研
究
領
域
で
あ
る
経
営
史
に

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
様
々
な
既
成
の
研
究
領
域
か
ら
の
学
究
が
参
加
し
た
が
、
お
お
ま
か
に
見
れ
ぽ
、
経
済
史
の
畑
か
ら
経
営

史
の
開
拓
に
志
し
た
者
と
、
経
営
学
の
領
域
か
ら
史
的
実
態
1
1
経
営
史
に
関
心
を
抱
く
に
至
っ
た
老
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
数

か
ら
言
え
ば
前
者
が
後
者
よ
り
ず
っ
と
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
藤
津
教
授
は
本
学
の
古
川
・
藻
利
両
教

授
の
指
導
に
よ
り
経
営
学
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
た
後
に
経
営
の
実
態
研
究
に
手
を
染
め
た
学
徒
と
し
て
、
経
営
史
学
界
で
は
い
か

に
も
貴
重
な
存
在
と
言
え
よ
う
。
教
授
の
本
学
商
学
部
付
置
研
究
施
設
た
る
産
業
経
営
研
究
所
に
お
け
る
ほ
ぼ
二
〇
年
に
亘
る
研
究

営
為
は
、
一
言
で
言
え
ぽ
、
独
自
の
研
究
領
域
と
し
て
の
経
営
史
学
の
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
に
儘
き
る
で
あ
ろ

う
。
ド
イ
ツ
流
の
純
粋
思
惟
と
、
恐
ら
く
生
得
の
も
の
で
あ
ろ
う
史
的
実
態
に
対
す
る
あ
く
な
き
関
心
、
従
っ
て
そ
こ
か
ら
必
然
的

に
湧
き
出
た
原
資
料
へ
の
た
ゆ
ま
ざ
る
接
近
は
、
教
授
が
通
常
経
験
的
に
は
両
立
す
る
こ
と
の
困
難
な
両
資
質
を
兼
ね
備
え
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
そ
の
学
問
的
潔
癖
さ
が
加
わ
っ
て
、
教
授
を
し
て
そ
の
学
問
的
ビ
ジ
ョ
ン
と
成
果

を
一
本
の
書
物
に
儘
め
る
こ
と
を
限
り
な
く
難
し
く
し
た
こ
と
も
ま
た
否
み
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
教
授
が
今
日
ま
で
に
発
表
し
た

論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
は
三
〇
篇
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
所
属
し
た
研
究
施
設
の
機
関
誌
「
ビ
ジ
ネ
ス
．
レ
ビ
ュ

ー
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
航
跡
を
辿
れ
ば
、
教
授
の
研
究
の
歩
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。　

筆
者
の
些
か
な
経
験
に
よ
れ
ぽ
、
歴
史
研
究
の
方
法
は
可
成
判
然
と
区
別
し
得
る
二
つ
の
型
に
分
類
が
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。
第
］
は
、
資
料
の
内
側
か
ら
今
ま
で
理
論
的
に
は
余
り
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
種
々
の
次
元
の
問
題
の
存
在
を
提
起
す

る
類
の
も
の
で
、
内
在
的
な
問
題
提
起
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
予
め
既
存
の
理
論
の
枠
組
を
念
頭
に
置
い
て
そ
の
網

に
か
か
る
限
り
の
史
実
を
拾
い
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
類
の
も
の
で
理
論
的
分
析
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
が
よ
い
わ
る
い
と
い

う
の
で
は
な
い
。
藤
津
教
授
の
場
合
は
、
第
一
の
型
の
研
究
は
経
営
史
研
究
に
従
事
し
た
初
期
の
比
較
的
短
か
い
期
間
に
見
ら
れ
た

が
、
そ
れ
以
来
一
貫
し
て
第
二
の
型
の
研
究
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
教
授
が
ド
イ
ツ
経
営
学
研
究
か
ら
経
営
史
に
方
向
を
転
換
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と

解
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
教
授
が
己
に
課
し
た
も
の
は
歴
史
家
と
し
て
の
修
練
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株

式
会
社
の
経
営
資
料
へ
の
沈
潜
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。
初
期
の
「
『
セ
メ
ン
ト
製
造
会
社
』
（
小
野
田
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
の
前
身
）

設
立
前
後
に
お
け
る
わ
が
国
セ
メ
ン
ト
需
給
事
情
」
（
「
ビ
ジ
ネ
ス
．
レ
ビ
ュ
ー
」
、
以
下
同
様
、
第
八
巻
第
三
号
）
に
始
ま
り
、
就

中
、
士
族
授
産
に
関
す
る
一
連
の
業
績
が
こ
れ
で
あ
る
。
小
野
田
セ
メ
ン
ト
が
富
岡
製
糸
所
と
と
も
に
、
士
族
の
雇
用
創
出
を
意
図

し
て
明
治
一
四
年
に
い
ち
早
く
生
誕
し
た
近
代
企
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
教
授
は
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
の
な
か
で
、

経
営
資
料
に
沈
潜
す
る
こ
と
を
通
じ
て
企
業
次
元
か
ら
士
族
授
産
を
捉
え
直
そ
う
と
努
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ま
ず
経
営
資
料
に
没
入
さ
れ
た
体
験
は
、
い
わ
ば
歴
史
研
究
の
深
み
を
体
得
さ
れ
る
上
で
無
限
に
貴
重
な
も
の
で
は

あ
っ
た
が
、
同
時
に
教
授
の
置
か
れ
て
い
た
学
問
風
土
は
資
料
へ
の
埋
没
を
何
時
迄
も
可
能
と
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
極
め
て
自
然
な
こ
と
だ
が
、
資
料
へ
の
沈
潜
を
通
じ
て
そ
こ
か
ら
小
野
田
を
論
ず
る
に
当
り
、
己
に
と
り
そ
の
基
礎
視

角
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
経
営
史
の
枠
組
は
如
何
に
理
解
さ
れ
る

べ
き
か
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
と
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
教
授
ぱ
同
時
に
史
的
研
究
の
実
践
者
と
し
て
自
己
の
枠
組
を

m
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構
築
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
論
上
の
思
索
は
「
経
営
史
学
の
研
究
対
象
に
関
す
る
試
論
ー
経
営
学
の
研
究

対
象
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」
（
第
一
五
巻
第
一
号
）
「
マ
ッ
ク
ス
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
．
．
9
0
巴
蔓
唇
ω
、
、
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
第
一

三
巻
第
一
号
）
な
ど
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
ら
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
経
営
史
論
は
卒

直
に
言
っ
て
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
。
教
授
は
一
方
に
お
い
て
経
営
学
の
枠
組
を
藻
利
重
隆
教
授
の
業
績
を
引
き
つ
つ
企
業
に
関
す

る
一
般
原
理
の
確
立
に
求
め
る
と
と
も
に
、
同
時
に
歴
史
研
究
の
特
質
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
理
念
型
」
的
理
解
に
求
め
ら
れ
る
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
個
性
的
把
握
に
固
執
さ
れ
た
結
果
は
、
要
す
る
に
経
営
史
の
対
象
は
個
別
企
業
で
あ
り
、
典
型
的
な
（
個
別
）
企
業
は

特
殊
を
含
む
と
同
時
に
、
一
般
と
し
て
の
企
業
を
最
も
よ
く
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
卒
直
に
言

っ
て
こ
こ
で
は
企
業
そ
の
も
の
と
、
認
識
さ
れ
た
企
業
と
の
落
差
に
関
す
る
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
接
木
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
大
塚
久
雄
教
授
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
ア
ポ
リ
ア
と
同
質
の
も
の
で
あ

る
。
た
だ
筆
者
の
理
解
に
従
え
ぽ
、
経
営
史
論
は
あ
く
ま
で
論
で
あ
り
、
よ
り
幹
要
な
こ
と
は
経
営
史
研
究
の
実
践
そ
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
歴
史
理
解
の
方
法
を
基
礎
と
し
た
場
合
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
を
材
料
に
し
な
が
ら
次
に
問
題
に
な
る
の
は
己
の
ゲ

ジ
ヒ
ト
プ
ン
ク
ト
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
場
合
そ
れ
は
近
代
企
業
と
し
て
の
会
社
企
業
の
形
成
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
成
果
は
「
『
セ

メ
ン
ト
製
造
会
社
』
設
立
発
起
前
史
」
（
第
一
四
巻
第
三
号
）
以
下
多
数
の
論
稿
と
し
て
公
に
さ
れ
て
い
る
。
就
中
、
教
授
の
重
視

さ
れ
た
点
は
、
近
代
企
業
の
物
的
基
礎
は
機
械
制
工
場
施
設
に
あ
り
、
そ
の
永
続
性
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
償
却
制
度
の
確
立
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

近
代
企
業
の
確
立
と
し
て
止
目
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
確
立
と
は
、
工
場
生
産
の
開
始
を
意

味
す
る
近
代
企
業
の
成
立
と
区
別
さ
れ
、
ま
た
近
代
企
業
の
成
立
は
、
先
駆
企
業
に
お
け
る
工
場
生
産
の
開
始
を
意
味
す
る
近
代
企

皿



史
営経

　
　
ヘ
　
　
へ

業
の
発
生
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
昭
和
四
六
年
経
営
史
学
会
大
会
報
告
を
基
礎
に
し
た
「
小
野
田
セ
メ
ン
ト
に

お
け
る
設
備
資
産
の
会
計
処
理
と
同
社
の
永
続
性
」
（
「
経
営
史
学
」
第
七
巻
第
二
号
）
は
教
授
の
持
味
が
充
分
に
生
か
さ
れ
た
作
品

と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
小
野
田
が
明
治
一
四
年
に
生
誕
し
た
先
駆
的
株
式
会
社
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
株
式
会
社
の
］
方
の
雄
た
る
紡
績
に
は

後
に
大
阪
紡
績
と
と
も
に
東
洋
紡
を
形
成
し
た
三
重
紡
績
が
あ
っ
た
。
近
代
企
業
の
発
生
・
成
立
・
確
立
を
問
題
と
し
た
教
授
は
、

次
に
同
］
視
角
で
三
重
紡
績
の
分
析
に
向
わ
れ
、
こ
れ
は
「
三
重
紡
績
成
立
前
史
ー
三
重
紡
績
所
ー
」
（
「
一
橋
論
叢
」
第
七
七
巻
第

六
号
）
以
下
一
連
の
論
稿
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
藤
津
教
授
の
諸
業
績
を
現
時
点
で
回
顧
し
て
見
る
と
、
今
更
の
よ
う
に
大
塚
久
雄
教
授
の
「
近
代
株
式
会
社
発
生
史

論
」
の
強
い
影
響
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
た
だ
藤
津
教
授
の
場
合
、
そ
の
対
象
が
近
代
日
本
企
業
で
あ
り
、
ま
た
修
得

さ
れ
た
経
営
．
会
計
理
論
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
経
営
史
研
究
は
比
較
的
陽
の
当
る
研
究
領
域
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
勿
論
経

営
史
学
の
ア
カ
デ
、
、
、
ズ
ム
確
立
に
す
べ
て
が
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
筆
者
も
含
め
た
後
学
が
藤
津
教
授
か
ら
学
ぶ

べ
き
は
、
た
だ
そ
の
研
究
業
績
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
新
し
い
研
究
領
域
に
捧
げ
ら
れ
た
教
授
の
ひ
た
す
ら
な
学
問
的
情
熱
と
姿
勢

で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
増
田
四
郎
教
授
の
講
ず
る
「
西
洋
経
済
史
」
を
も
っ
て
代
え
ら
れ
て
い
た
「
商
業
史
」
を
、
昭
和
三
七

（
一

纔
Z
二
）
年
以
降
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
筆
者
は
、
第
二
次
大
戦
後
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
経
営
史
研
究

を
と
り
入
れ
、
そ
れ
に
各
国
に
お
け
る
経
営
風
土
の
形
成
史
を
加
え
て
、
内
容
的
に
は
経
営
史
と
し
て
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
筆
者
に
よ
る
経
営
史
研
究
の
業
績
に
関
し
て
は
、
次
の
世
代
の
学
徒
の
評
価
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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更
に
ま
た
一
九
八
二
年
よ
り
、
産
業
経
営
研
究
施
設
に
お
け
る
藤
津
教
授
の
後
任
と
し
て
米
倉
誠
一
郎
助
手
（
現
専
任
講
師
）
が

任
命
さ
れ
た
。
同
専
任
講
師
は
、
わ
が
国
戦
後
経
営
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
現
在
は
鉄
鋼
企
業
が
そ
の
研
究
対
象

で
あ
る
。
戦
後
四
〇
年
を
経
て
、
経
営
史
研
究
に
も
脱
皮
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
を
も
含
め
て
、
本
学
経
営
史
担
当
教
官
は
、

常
に
新
し
い
現
実
を
踏
ま
え
た
新
し
い
研
究
の
流
れ
に
対
し
て
は
、
積
極
的
創
造
的
な
態
度
で
の
ぞ
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑳

学
商


