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国民経済的関心からの
経済・経営史研究

宮本 又郎
大阪大学 名誉教授

岡部 桂史
立教大学 経済学部 准教授

平野 恭平
神戸大学大学院 
経営学研究科 准教授

経
営
史
研
究
と
の
出
会
い

岡
部　

ま
ず
、
先
生
の
大
学
学
部
か
ら
の
略
歴
、

そ
し
て
研
究
と
の
関
わ
り
を
お
う
か
が
い
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

宮
本　

私
は
神
戸
大
学
経
済
学
部
に
入
学
し
ま
し

て
、
三
～
四
年
生
で
は★1
北
野
熊
喜
男
先
生
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
実
質
的
に
は
卓

球
部
に
所
属
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。
卓
球
部
と
い
う
の
は
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま

で
、
毎
日
午
後
一
時
半
か
ら
五
時
ま
で
練
習
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
先
輩
た
ち
は
「
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
以
外
の
授
業
に
出
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な
も

の
に
出
る
よ
う
で
は
い
い
選
手
に
な
れ
な
い
し
、

授
業
に
出
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
単
位
を
落
と

す
よ
う
で
は
学
生
と
し
て
も
失
格
だ
」
な
ん
て
凄

い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
（
笑
）
。
で
す
か

ら
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
だ
け
は
出
席
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
午
後
の
ほ
か
の
授
業
は
ほ
と
ん
ど
欠
席
と
な

り
、
午
前
中
の
二
科
目
ぐ
ら
い
し
か
出
席
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
勉
学
の
面
で
は
き
わ

め
て
不
真
面
目
な
学
生
だ
っ
た
の
で
す
。

　

学
部
の
北
野
熊
喜
男
先
生
の
ゼ
ミ
は
経
済
原
論

の
ゼ
ミ
で
し
た
が
、
北
野
先
生
は
経
済
社
会
学
的

な
こ
と
を
教
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
北
野
ゼ
ミ
と

い
う
の
は
こ
の
時
代
の
神
戸
大
学
の
経
済
学
部
で

は
難
関
ゼ
ミ
と
さ
れ
て
い
て
、
勉
強
好
き
の
人
が

志
望
し
て
い
た
の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
入
っ
た
の

は
、
と
く
に
こ
の
方
面
の
勉
強
を
し
た
い
と
思
っ

た
わ
け
で
は
な
く
て
、
実
は
北
野
熊
喜
男
先
生
は

★
1 

北
野
熊
喜
男
（
き
た
の
・
ゆ
き

お
）
。
神
戸
大
学
名
誉
教
授
。

社
会
経
済
学
者
。

★
2 

宮
本
又
次
（
み
や
も
と
・
ま
た

じ
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
日
本
経
済
史
、
近
世
商

業
史
。

対談

インタビュアー
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★
3 

ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
・

ロ
ス
ト
ウ
（W

alt W
hitm

an 
R

ostow

）
。
ア
メ
リ
カ
の
経
済

学
者
。

★
4 The Stages of Econom

ic G
row

th: 
A N

on-C
om

m
unist M

anifesto, 
(C

am
bridge U

niversity 
P

ress, 1960)

．
日
本
語
版
は

木
村
健
康
・
久
保
ま
ち
子
・
村

上
泰
亮
訳
『
経
済
成
長
の
諸
段

階　

一
つ
の
非
共
産
主
義
宣
言
』

（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
1
9
6
1

年
）
。
す
べ
て
の
社
会
は
、
伝
統

的
社
会
、
自
立
成
長
へ
の
離
陸
の

準
備
段
階
、
離
陸
、
成
熟
へ
の
過

程
、
大
量
消
費
社
会
の
五
つ
の
い

ず
れ
か
の
段
階
に
あ
る
と
説
い

た
。

★
5 

新
保
博
（
し
ん
ぼ
・
ひ
ろ
し
）
。

神
戸
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
数

量
経
済
史
。

★
6 

『
近
世
日
本
の
市
場
経
済 

大
坂

米
市
場
分
析
』
（
有
斐
閣
、

1
9
8
8
年
）
。
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私
の★2
親
父
の
幼
稚
園
時
代
か
ら
の
友
達
で
し
た

の
で
、
神
戸
大
学
に
入
っ
た
と
き
か
ら
、
何
か
し

ら
北
野
ゼ
ミ
に
入
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
雰
囲
気
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
入
っ
た
よ
う

な
次
第
で
す
。
基
本
的
に
理
論
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
あ
ま
り
理
論
に
は
強
く

な
か
っ
た
の
で
、★3
ロ
ス
ト
ウ
の
『★4
経
済
成
長
の

諸
段
階
』
と
い
う
本
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

卒
論
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
ロ
ス
ト
ウ
の

『
経
済
成
長
の
諸
段
階
』
は
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代

化
論
」
の
一
つ
の
理
論
的
な
主
柱
に
な
っ
て
い
た

本
で
、
マ
ル
ク
シ
ス
ト
が
多
か
っ
た
日
本
の
経
済

史
界
の
主
流
に
お
い
て
は
あ
ま
り
評
判
の
よ
く
な

か
っ
た
本
で
す
。

　

大
学
院
か
ら★5
新
保
博
先
生
と
い
う
経
済
史
の

先
生
に
代
わ
り
ま
し
た
。
新
保
先
生
は
江
戸
時

代
が
専
門
分
野
で
、
当
時
、
経
済
史
で
は
だ
ん
だ

ん
近
現
代
の
方
に
主
流
は
移
っ
て
い
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
江
戸
時
代
経
済
史
研
究
も
盛
ん
だ
っ
た

の
で
、
江
戸
時
代
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
経
済
史
家

だ
っ
た
父
か
ら
、
「
関
西
で
は
江
戸
時
代
を
や
っ

た
方
が
得
だ
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て

い
ま
す
。
近
現
代
に
つ
い
て
は
ど
う
し
て
も
史
料

が
東
京
に
多
い
が
、
近
世
史
、
江
戸
時
代
を
や
る

の
だ
っ
た
ら
関
西
に
地
理
的
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

が
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

　

次
に
江
戸
時
代
を
や
る
の
な
ら
、
何
を
中
心
的

な
テ
ー
マ
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
や
は
り
こ
の
時
代
の
経
済
の
根
幹
に
関
わ
る

テ
ー
マ
を
や
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
と
い
う
こ

と
で
、
江
戸
時
代
で
は
年
貢
米
に
関
わ
る
流
通
の

問
題
が
、
江
戸
時
代
経
済
に
と
っ
て
は
最
も
重
要

な
こ
と
と
考
え
、
大
阪
の
蔵
屋
敷
と
堂
島
の
米
市

場
の
研
究
を
や
ろ
う
と
決
め
た
の
で
す
。
非
常
に

単
純
な
発
想
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

研
究
史
と
し
て
は
、
戦
前
以
来
、
蔵
屋
敷
、
堂

島
米
市
場
に
関
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
商
業
史
の
研

究
は
非
常
に
た
く
さ
ん
蓄
積
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
商
業
史
的
研
究
は
、
当
時
マ
ル
ク

ス
主
義
的
経
済
史
の
研
究
の
な
か
で
は
重
要
視
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
流
通
に
関
わ
る

制
度
は
や
は
り
重
要
だ
と
思
い
、
そ
れ
を
き
っ
ち

り
実
証
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
し

た
。
し
か
し
同
時
に
、
制
度
の
研
究
は
静
態
的
な

制
度
の
研
究
、
記
述
的
な
研
究
だ
け
で
は
面
白
く

な
い
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
ワ
ー
ク
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
機
能
分
析
を
し
た
い
、
そ
れ
を
数
量
分

析
的
に
や
り
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
こ
に
は

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
数
量
経
済
史
の
影
響
が
あ
り

ま
す
。
制
度
の
研
究
と
そ
の
機
能
分
析
、
そ
う
い

う
ス
タ
ン
ス
で
蔵
屋
敷
と
堂
島
米
市
場
の
研
究
を

行
い
、
そ
れ
が
博
士
論
文
と
な
り
、
『★6
近
世
日
本

の
市
場
経
済
』
と
い
う
私
の
最
初
の
単
行
本
と
な

り
ま
し
た
。

岡
部　

最
初
の
著
書
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
北

野
先
生
や
卒
論
で
対
象
と
し
た
ロ
ス
ト
ウ
の
「
近

代
化
論
」
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
へ
の
留
学
な
ど

は
、
ど
の
程
度
影
響
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

間
接
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
北
野
先
生
は
や
は
り
理
論
家
だ
っ
た
の
で
、

僕
が
経
済
史
を
や
ろ
う
と
し
た
と
き
に
「
お
ま

え
、
紙
く
ず
屋
に
な
る
の
か
」
と
言
わ
れ
た
の
で

す
（
笑
）
。
要
す
る
に
文
書
史
料
の
山
に
埋
も
れ

て
、
「
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
よ
う
な
紙
く
ず
屋

に
な
る
の
は
だ
め
だ
ぞ
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

そ
れ
は
先
生
の
あ
る
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
綿
密
な
実
証
研
究
は
重
要
だ
け
れ
ど

も
、
「
ロ
ジ
ッ
ク
を
重
視
し
ろ
」
と
い
う
こ
と
で

す
ね
、
こ
れ
は
新
保
先
生
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
お
二
人
か
ら
、
ロ
ジ
ッ
ク

重
視
と
い
う
の
を
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
北
野
先

生
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
学
生
が
報
告
す
る
と
き
、

大
体
寝
て
い
る
の
で
す
。
多
分
本
当
に
寝
て
は
い

な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
寝
た
ふ
り
を
し
て

い
る
ん
で
す
。
あ
の
当
時
は
学
生
同
士
が
よ
く
議
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論
し
ま
し
た
か
ら
、
先
生
は
最
初
か
ら
学
生
の
レ

ポ
ー
ト
に
コ
メ
ン
ト
し
な
い
で
、
最
後
に
一
言

「
君
、
今
日
の
発
表
は
原
稿
用
紙
三
行
で
ま
と
め

る
と
ど
う
な
る
の
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
質
問

す
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
何
を
言
い
た
い
の
か

最
後
に
は
っ
き
り
言
え
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ

う
い
う
ス
タ
イ
ル
を
学
ん
だ
と
い
う
か
、
影
響
を

受
け
た
と
思
い
ま
す
。

岡
部　

先
生
も
大
学
院
の
演
習
で
も
常
に
同
じ
よ

う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
（
笑
）
。

宮
本　

問
題
設
定
と
結
論
を
は
っ
き
り
言
え
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
保
先
生
も
よ
く
似
て
い

て
、
私
が
最
初
に
論
文
を
書
い
た
と
き
に
「
結
論

に
代
え
て
」
「
結
び
に
代
え
て
」
な
ど
と
い
う
言

葉
を
使
っ
た
ら
、
「
そ
ん
な
結
び
は
な
い
」
と
先

生
は
言
う
の
で
す
。
「
『
代
え
て
』
な
ん
て
、
逃

げ
る
の
は
だ
め
だ
。
『
結
び
』
に
し
な
さ
い
」
と

（
笑
）
。
二
人
は
そ
の
点
で
共
通
し
て
い
ま
し
た

ね
。

経
営
史
と
経
済
史

岡
部　

先
生
は
経
済
史
と
経
営
史
の
違
い
、
あ
る

い
は
両
者
の
関
係
性
を
い
ろ
い
ろ
な
場
で
お
話
し

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

最
近
刊
行
さ
れ
た

『★7
経
営
史
学
の
歩
み
を
聴
く
』
の
中
で
は
、
「
企

業
に
と
っ
て
良
い
こ
と
で
も
、
国
民
経
済
に
と
っ

て
悪
い
こ
と
だ
っ
た
ら
、
善
と
は
言
え
な
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
、
個
と
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
だ
と
い
う

こ
と
を
常
に
問
う
て
い
る
先
生
の
姿
勢
が
現
れ
て

い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
学
部
時

代
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

経
済
学
部
身
者
と
経
営
学
部
出
身
者
と
で

は
、
ち
ょ
っ
と
違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
僕
は
経
済
学
部
出
身
だ
っ
た
の
で
、
ど
う
し

て
も
「
国
民
経
済
的
観
点
」
か
ら
経
済
や
ビ
ジ
ネ

ス
を
学
ぶ
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
マ
ク
ロ
の
立
場
か
ら
、
経
営
史
を
勉
強
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
経
営
学
畑
の
先
生
（
経

営
史
の
人
で
は
な
い
）
が
「
私
は
学
生
に
教
え
る

と
き
に
、
経
営
学
と
い
う
の
は
企
業
に
と
っ
て
よ

い
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
国
民
経
済
に
と
っ
て
仮
に
悪

い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
関
係
な
い
と
い
う

教
え
方
を
し
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
非
常
に
明
快
な
立
場
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

と
思
う
の
で
す
が
、
私
は
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ

て
い
ま
せ
ん
。
企
業
経
営
に
と
っ
て
よ
い
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
マ
ク
ロ
に
と
っ
て
は
よ
く
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
評
価
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
は
多
く
の
場
合
、
一

致
す
る
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
長
期
相
対
取

引
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
シ
ス
テ
ム
、
日
本
的
雇
用
関

係
な
ど
、
日
本
的
経
営
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
諸
要

素
の
ミ
ク
ロ
的
評
価
と
マ
ク
ロ
的
評
価
は
一
致
し

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
不
況
期
の
賃
下
げ
な
ど
も

そ
う
い
う
問
題
で
す
ね
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、

私
は
基
本
的
に
は
マ
ク
ロ
的
立
場
に
立
っ
て
研
究

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
野　

そ
う
す
る
と
や
は
り
、
『
経
営
史
学
の
歩

み
を
聴
く
』
に
も
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
経

済
史
の
た
め
に
経
営
史
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
の

が
、
最
初
か
ら
今
ま
で
の
立
場
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

普
通
は
研
究
対
象
に
よ
っ
て
、
経
済
史
と

経
営
史
を
分
け
る
で
し
ょ
う
。
マ
ク
ロ
を
や
る
の

が
経
済
史
で
、
企
業
を
対
象
に
す
る
の
が
経
営
史

と
い
う
分
け
方
な
の
で
す
。
そ
の
対
象
で
分
け
る

と
い
う
の
も
一
つ
の
や
り
方
だ
け
れ
ど
も
、
む
し

ろ
研
究
目
的
で
、
何
に
関
心
が
あ
る
の
か
に
よ
っ

て
分
け
る
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は

実
は
、
阪
大
に
お
ら
れ
た★8
熊
谷
尚
夫
先
生
が
、
経

済
学
と
経
営
学
は
対
象
で
分
け
る
よ
り
も
、
何
を

目
的
に
し
て
研
究
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
分
け
る

べ
き
だ
と
書
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
啓
発
を
受
け

て
い
ま
す
。

★
7 

経
営
史
学
会
編
『
経
営
史
学
の

歩
み
を
聴
く
』
（
文
眞
堂
、

2
0
1
4
年
）
所
収
の
「
宮
本

又
郎
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
。

★
8 

熊
谷
尚
夫
（
く
ま
が
い
・
ひ
さ

お
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
厚
生
経
済
学
、
経
済
政

策
。
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平
野　

設
備
投
資
一
つ
見
て
も
、
高
度
経
済
成
長

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
民
間
設
備
投

資
で
企
業
を
取
り
上
げ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
企
業

の
技
術
革
新
を
見
る
た
め
に
そ
の
設
備
投
資
を
取

り
上
げ
る
の
か
と
い
う
の
で
は
、
経
済
史
、
経
営

史
の
重
み
が
違
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
で
、
ど
ち
ら
に
自
分
の
比
重
が
あ
る
の
か
で

選
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

宮
本　

も
ち
ろ
ん
経
営
史
的
立
場
が
悪
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
実
際
、
自
分
の
書
い
て
き
た
経
営
史
で
も

そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
で
書
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す

の
で
（
笑
）
。

岡
部　

日
本
の
経
済
学
部
や
経
営
学
部
で
は
、
明

確
に
経
済
史
と
経
営
史
を
切
り
分
け
な
い
で
、
教

え
て
い
る
先
生
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
社
会

経
済
史
学
会
と
経
営
史
学
会
も
、
所
属
会
員
の
多

く
が
重
な
っ
て
い
ま
す
が
、
言
い
方
は
悪
い
で
す

が
、
そ
の
「
曖
昧
さ
」
が
日
本
の
経
済
史
・
経
営

史
研
究
の
よ
さ
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
お
二
人
は
ど
う
思

わ
れ
ま
す
か
。
企
業
経
営
に
と
っ
て
は
よ
い
こ
と

な
の
だ
け
れ
ど
も
、
マ
ク
ロ
に
と
っ
て
み
れ
ば
ど

う
か
と
い
う
問
題
。

岡
部　

高
度
成
長
期
の
公
害
問
題
が
典
型
的
で
す

ね
。
そ
の
頃
か
ら
明
確
に
経
済
成
長
と
国
民
福
祉

を
両
立
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
課
題
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
近

世
か
ら
の
近
代
化
過
程
を
み
れ
ば
、
経
済
成
長
に

圧
倒
的
に
比
重
を
置
く
、
言
い
換
え
れ
ば
、
福
祉

に
目
を
向
け
る
た
め
に
は
、
前
提
と
な
る
経
済
成

長
を
実
現
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と

い
う
時
代
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
長
期
的
な
歴

史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
考
え
る
場
合
、
経
済
史
は

有
効
な
ツ
ー
ル
だ
と
思
い
ま
す
が
、
経
営
史
で
ど

の
よ
う
に
議
論
す
る
か
は
難
し
い
課
題
で
す
ね
。

平
野　

経
営
史
と
な
る
と
、
企
業
の
利
益
極
大
化

と
い
う
と
こ
ろ
さ
え
考
え
て
お
け
ば
そ
れ
で
い
い

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
気
に
な
り
ま
す
。

岡
部　

こ
れ
ま
で
経
営
史
で
は
、
企
業
や
産
業
の

発
展
過
程
を
非
常
に
緻
密
に
研
究
し
て
き
た
と
思

う
の
で
す
が
、
発
展
の
結
果
と
し
て
何
を
生
み
出

し
た
の
か
、
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

の
か
ま
で
、
踏
み
込
ん
で
議
論
し
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
今
回
、
宮
本
先
生
の
お
話
を

う
か
が
っ
て
い
る
と
、
『★9
１
か
ら
の
経
営
史
』

も
、
多
く
の
企
業
家
や
産
業
、
企
業
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
が
、
発
展
や
成
長
の
側
面
の
み
に
力
点

を
置
い
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

平
野　

僕
が
大
学
院
生
の
と
き
に★10
桑
原
哲
也
先
生

か
ら
言
わ
れ
た
の
が
、
経
営
の
学
部
や
大
学
院
で

歴
史
を
取
り
上
げ
る
人
は
、
企
業
の
経
営
の
と
こ

ろ
は
割
と
細
か
く
調
べ
て
く
る
け
れ
ど
、
そ
の
企

業
の
と
こ
ろ
だ
け
、
そ
の
企
業
が
何
を
や
っ
て
い

る
か
と
い
う
断
片
だ
け
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ
だ

け
で
話
を
書
い
て
、
論
文
と
し
て
「
完
成
し
た
」

「
経
営
史
だ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
切
り
取
っ

た
部
分
が
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け

に
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
も
、
本
来
し
っ

か
り
と
押
さ
え
た
う
え
で
論
文
と
い
う
も
の
に
仕

上
げ
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
本
当
は
経
営
学

部
で
も
経
済
史
を
も
っ
と
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
僕
た
ち
院
生
に
大
阪
大

学
の★11
経
済
史
・
経
営
史
の
コ
ア
科
目
を
受
け
に
行

く
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
経
営
学
部
で
は
全
体
の

な
か
の
位
置
付
け
が
ち
ょ
っ
と
弱
く
な
る
の
か

な
と
、
経
営
史
と
経
済
史
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く

取
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま

す
。
自
分
を
振
り
返
る
と
、
最
初
に
宮
本
先
生
が

お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
経
済
史
の
た
め
の
経

営
史
と
い
う
立
場
で
う
ま
く
関
連
付
け
な
が
ら
理

解
し
て
い
く
と
い
う
方
が
や
り
や
す
か
っ
た
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

宮
本　

今
、
平
野
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

は
、
時
代
の
文
脈
で
考
え
る
と
い
う
話
に
も
つ
な

が
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
松
下
幸
之
助
さ
ん

が
最
初
に
二
股
ソ
ケ
ッ
ト
を
作
っ
た
、
そ
う
い
う

話
は
今
日
の
経
営
の
観
点
か
ら
す
る
と
た
い
し
た

★
9 

宮
本
又
郎
・
岡
部
桂
史
・
平
野

恭
平
編
『
1
か
ら
の
経
営
史
』

（
碩
学
舎
、
2
0
1
4
年
）
。

★
10 

桑
原
哲
也
（
く
わ
は
ら
・
て
つ

や
）
。
神
戸
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
経
営
史
、
国
際
経
営
。

★
11 

大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究

科
博
士
前
期
課
程
で
開
講
さ
れ

て
い
る
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
経

済
史
・
経
営
史
の
基
礎
科
目
。
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こ
と
が
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
（
笑
）
。
「
何
だ
、

そ
の
程
度
の
話
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
を
あ
の
大
正
時
代
の
文
脈
の
な
か
で
考

え
る
と
、
そ
の
意
義
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
単
に
二
股
ソ
ケ
ッ
ト
の
話
で
は
な
く
て
、
松

下
幸
之
助
の
企
業
者
活
動
の
歴
史
的
意
義
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
背
景
を
抜
き
に
し
て
、

松
下
幸
之
助
が
ス
ピ
ン
ア
ウ
ト
し
て
や
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
け
で
も
面
白
い
話
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
ん
な
話
は
ざ
ら
に
あ
る
。
も
う
少
し
歴
史

の
文
脈
で
考
え
る
と
、
違
っ
た
部
分
が
見
え
て
く

る
。
経
済
史
家
の
方
は
こ
の
「
時
代
の
文
脈
」

「
絶
対
年
代
」
を
重
視
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

「
市
場
と
企
業
」

岡
部　

先
生
が
経
済
史
家
と
し
て
、
最
初
に
ま
と

め
ら
れ
た
単
著
が
『
近
世
日
本
の
市
場
経
済
』
に

な
り
ま
す
が
、
他
方
で
企
業
家
史
も
同
時
並
行
で

進
め
ら
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
商

家
や
商
人
た
ち
の
話
は
、
経
済
史
家
と
し
て
の
先

生
と
は
、
別
の
ロ
ジ
ッ
ク
、
立
場
か
ら
ス
タ
ー
ト

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

あ
ま
り
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
意
識
せ
ず

や
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

あ
ま
り
真
剣
に
考
え
て
選
択
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
父
の
影
響
が
あ
り
ま
す
。
父

か
ら
「
と
に
か
く
、
若
い
間
は
、
先
生
や
先
輩

か
ら
言
わ
れ
た
仕
事
は
断
る
な
、
全
部
引
き
受
け

ろ
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
若
い
う
ち
は
自
分

の
領
域
を
広
げ
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
も
ち
ろ
ん
、
非
常
に
し
っ
か
り
し
た
研
究
者

は
長
期
の
研
究
プ
ラ
ン
を
描
い
て
、
こ
れ
を
や
っ

て
、
次
に
あ
れ
を
や
っ
て
と
、
そ
の
プ
ラ
ン
通
り

に
研
究
を
進
め
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き

れ
ば
も
ち
ろ
ん
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
多
分
お
ま

え
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
や
っ
て
い
る
う
ち
に
何
か
面
白
い
テ
ー
マ
が

見
つ
か
る
は
ず
だ
。
全
部
面
白
く
な
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
他
律
的
に
与
え
ら
れ
た

テ
ー
マ
を
や
っ
て
い
く
と
そ
の
な
か
で
関
心
を
も

つ
も
の
が
見
つ
か
る
の
で
、
そ
れ
を
深
め
れ
ば
い

い
、
最
初
に
自
分
か
ら
間
口
を
狭
め
な
い
方
が
い

い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う

や
り
方
で
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
本

業
の
仕
事
の
邪
魔
に
な
る
こ
と
も
実
際
に
は
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
然
と
芸
域
が
広

が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
教

え
る
と
き
に
は
非
常
に
役
立
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
、
経
済
史
や
経
営
史
の
授
業
で
、
た
と

え
ば
30
回
授
業
を
や
る
と
す
る
と
、
自
分
の
研

究
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
た
授
業
を
す
る
の
は
数
回
で

は
な
い
で
す
か
。
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
自
分
の
関
係

の
な
い
こ
と
の
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
ろ

ん
な
研
究
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

に
関
連
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
の
文
献
に
遭

遇
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
役
に
立
つ
し
、
ヒ

ン
ト
が
得
ら
れ
ま
す
。
違
う
分
野
と
思
っ
て
い
る

も
の
が
、
実
は
自
分
の
研
究
の
資
料
に
使
え
る
も

の
が
あ
っ
た
り
、
研
究
手
法
で
使
え
る
も
の
が
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
企
業
家
の
研
究
や
江
戸

商
家
の
研
究
も
あ
ま
り
直
接
に
米
市
場
の
研
究
と

は
関
係
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
間
接
的
に
は

役
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
鴻
池
善
右
衛
門
家
な
ど
大
阪
の
両
替
商

な
ど
は
米
市
場
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
こ
で
米
市
場
研
究
と
商
家
研
究
の
接
点
が
あ
っ

た
と
い
っ
た
よ
う
に
で
す
。

岡
部　

先
生
の
研
究
の
軸
と
し
て
は
、
堂
島
の
米

市
場
の
研
究
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

宮
本　

え
え
。
市
場
と
企
業
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
逆
に
一
貫
し
て

や
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
農
業
史
、
農
村
史
で
す
。

戦
後
の
日
本
経
済
史
研
究
の
な
か
で
は
や
は
り
、

も
の
づ
く
り
が
経
済
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と

で
あ
っ
て
、
と
く
に
江
戸
時
代
史
で
は
、
私
が
大

学
院
に
入
っ
た
当
時
で
も
ま
だ
、
農
業
史
、
農
村

史
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
影
響
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
流
通
史
や
商
業
史
、
金
融
史
、
商

家
経
営
史
は
何
と
な
く
、
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
私
は
あ
ま
の
じ
ゃ
く
で
、
む
し
ろ
そ
の
あ
た

り
を
や
り
た
く
な
っ
た
の
で
す
。

岡
部　

で
は
、
か
な
り
意
識
し
て
近
世
の
流
通
や

商
業
、
商
家
な
ど
に
注
目
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

宮
本　

昭
和
30
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
日
本
の
経

済
史
学
界
で
は
「
救
う
べ
か
ら
ざ
る
流
通
主
義
」

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

要
す
る
に
「
流
通
な
ど
の
研
究
し
た
っ
て
何
も
分
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か
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
ね
。
こ

う
い
う
立
場
の
人
は
、
生
産
が
基
本
と
考
え
、
経

済
の
変
化
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
基
礎
の
生
産
が

変
っ
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
商
業
、
流
通
と

い
う
も
の
が
変
化
し
て
い
く
と
考
え
る
、
商
業
、

流
通
か
ら
変
化
が
生
じ
て
そ
れ
が
生
産
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
基
本
的
に
少
な
い
と
考
え
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
ド
グ
マ
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
立
場
か
ら
す
る
と
、
江
戸
時
代
に
堂
島
米

市
場
の
仕
組
み
が
ど
れ
だ
け
発
展
し
よ
う
と
、
両

替
商
の
大
名
金
融
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
れ
だ
け
発
展

し
よ
う
と
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
全
体
か
ら
す
る
と

領
主
経
済
の
話
で
あ
っ
て
農
村
経
済
に
は
関
係
な

い
と
い
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
そ
う

い
う
考
え
に
は
同
調
で
き
ず
、
む
し
ろ
流
通
や
商

業
の
変
化
が
生
産
構
造
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
側
面
の

研
究
を
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

岡
部　

関
西
と
関
東
の
学
風
の
違
い
も
大
き
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
関
東
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

史
の
本
流
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
時

の
関
西
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
展
開
を
見
せ
て
い
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

宮
本　

そ
う
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る★12
本
庄
栄
治
郎
学

派
と
い
う
の
は
ノ
ン
マ
ル
ク
ス
主
義
で
す
か
ら
。

「
反
マ
ル
ク
ス
」
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

が
。
私
の
父
・
宮
本
又
次
や
、
そ
の
門
下
生
で
阪

大
の
経
済
史
の
教
授
と
な
ら
れ
た★13
作
道
洋
太
郎
先

生
や★14
原
田
敏
丸
先
生
ら
本
庄
栄
治
郎
先
生
の
流
れ

を
汲
む
経
済
史
家
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
設
定
さ
れ
た
問
題
意
識
と
や
や

距
離
を
お
い
て
、
実
証
主
義
史
学
を
標
榜
し
て
い

ま
し
た
。
既
成
の
理
論
に
し
た
が
っ
て
歴
史
を
解

釈
す
る
の
で
は
な
く
、
根
本
史
料
に
よ
る
研
究
が

大
事
だ
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

岡
部　

先
生
よ
り
一
世
代
上
の
関
西
の
研
究
者

は
、
関
東
の
研
究
者
と
は
、
異
な
る
視
角
で
研
究

に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

宮
本　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。
本
庄
栄
治
郎
学
派
は

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
資

本
主
義
論
争
」
な
ど
と
は
少
し
距
離
を
お
い
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

岡
部　

神
戸
大
学
の
新
保
先
生
は
ど
の
よ
う
な
立

場
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

新
保
博
先
生
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
。

新
保
先
生
は
慶
應
出
身
で
す
の
で
関
西
の
経
済
史

の
学
派
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
新
保
先
生
も

若
い
こ
ろ
に
書
い
て
い
る
論
文
は
マ
ル
ク
ス
主
義

的
で
し
た
。
し
か
し
、
神
戸
大
学
に
移
っ
て
か
ら

は
変
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

岡
部　

土
地
柄
な
の
で
し
ょ
う
か
（
笑
）
。

宮
本　

い
や
、
何
か
途
中
で
疑
問
を
感
じ
ら
れ
た

よ
う
で
す
。
先
生
は
地
主
制
研
究
な
ど
を
お
や

り
に
な
り
ま
し
た
が
、
ほ
か
の
地
主
制
研
究
者
と

違
っ
て
い
て
、
物
価
史
や
数
量
史
的
に
や
ろ
う
と

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
地
主
制
研
究
で
は
、
日
本

で
は★15
富
農
経
営
と
い
う
資
本
主
義
的
農
業
経
営
が

発
達
し
な
く
て
、★16
寄
生
地
主
制
経
営
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
発
達

の
遅
れ
が
、
す
な
わ
ち
封
建
的
土
地
所
有
が
残
っ

た
と
こ
ろ
が
、
日
本
経
済
全
体
に
お
け
る
資
本
制

の
遅
れ
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
説
（
講
座
派
的
解

釈
）
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
新
保
先
生
は
寄
生

地
主
制
を
必
ず
し
も
封
建
的
土
地
所
有
と
は
捉
え

な
い
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
発
展
の
遅
れ
を
示
す

も
の
と
は
捉
え
な
い
と
い
う
議
論
を
展
開
さ
れ
た

の
で
す
。
た
だ
、
新
保
先
生
は
関
西
の
経
済
史
と

少
し
違
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
比
較
的
に
は
理
論

重
視
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
他
方
で
、
実
証

主
義
の
本
庄
学
派
の
本
流
を
自
認
さ
れ
て
い
る
作

道
先
生
や
原
田
先
生
に
も
、
学
生
時
代
か
ら
い
ろ

い
ろ
と
指
導
を
受
け
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
意

味
で
両
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
経
済
史
・
日
本
経
営
史
研
究
へ
の
取
り
組
み

岡
部　

1
9
8
0
年
代
の
終
わ
り
か
ら
90
年
代
に

か
け
て
、
先
生
は
日
本
経
済
史
や
日
本
経
営
史
の

テ
キ
ス
ト
を
編
者
の
一
人
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
少
し
説
明
し
て
い
た

だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

岩
波
書
店
の
『★17
日
本
経
済
史
』
は
も

と
も
と
数
量
経
済
史
（Q

E
H

：Q
uantitative 

Econom
ic H

istory

）
研
究
会
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
こ
れ
が
主
体
と
な
っ
て
編
集
し
た
も
の
で

す
。
Q
E
H
と
い
う
の
は
当
時
、
一
橋
の★18
梅
村
又

次
先
生
、
東
大
の★19
中
村
隆
英
先
生
、
新
保
先
生
、

慶
應
の★20
速
水
融
先
生
、★21
西
川
俊
作
先
生
、
一
橋

の
尾
高
煌
之
助
先
生
、★23
安
場
保
吉
先
生
、
と
い
う

わ
れ
わ
れ
よ
り
20
歳
ば
か
り
上
の
先
生
と
、
そ
れ

か
ら
少
し
若
手
の★24
斎
藤
修
さ
ん
や
、★25
猪
木
武
徳

★
12 

本
庄
栄
治
郎
（
ほ
ん
じ
ょ
う
・
え

い
じ
ろ
う
）
。
京
都
大
学
名
誉
教

授
。
専
門
は
日
本
経
済
史
。

★
13 

作
道
洋
太
郎
（
さ
く
ど
う
・
よ
う

た
ろ
う
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教

授
。
専
門
は
日
本
経
済
史
・
経
営

史
。

★
14 

原
田
敏
丸
（
は
ら
だ
・
と
し
ま

る
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
日
本
経
済
史
。

★
15 

自
己
の
所
有
地
に
お
い
て
自
ら
資

本
主
義
的
農
業
経
営
を
行
う
農

民
。

★
16 

農
地
の
所
有
者
が
自
身
で
農
業
経

営
を
行
わ
ず
、
小
作
人
と
呼
ば
れ

る
農
民
に
土
地
を
貸
し
付
け
、
農

作
物
あ
る
い
は
貨
幣
を
小
作
料
と

し
て
徴
収
す
る
制
度
。

★
17 

『
日
本
経
済
史
』
全
八
巻
（
岩
波

書
店
、
1
9
8
8
〜
1
9
8
9

年
）
。
幕
藩
制
成
立
期
か
ら
高
度

経
済
成
長
の
終
焉
に
至
る
4
0
0

年
近
く
の
日
本
の
経
済
発
展
の
歴

史
を
収
め
て
い
る
。

★
18 

梅
村
又
次
（
う
め
む
ら
・
ま
た

じ
）
。
一
橋
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
農
業
経
済
学
、
日
本
経
済

論
。

★
19 

中
村
隆
英
（
な
か
む
ら
・
た
か
ふ

さ
）
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
日
本
経
済
論
、
経
済
史
。

★
20 

速
水
融
（
は
や
み
・
あ
き
ら
）
。

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
。
専
門

は
歴
史
人
口
学
、
日
本
経
済
史
。

★
21 

西
川
俊
作
（
に
し
か
わ
・
し
ゅ
ん

さ
く
）
。
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教

授
。
専
門
は
計
量
経
済
学
、
数
量

経
済
史
、
労
働
経
済
学
。

★
22 

尾
高
煌
之
助
（
お
だ
か
・
こ
う
の

す
け
）
。
一
橋
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
労
働
経
済
学
、
日
本
経
済

論
、
経
済
発
展
論
。

★
23 

安
場
保
吉
（
や
す
ば
・
や
す
き

ち
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
経
済
発
展
論
、
比
較
経
済

史
。

★
22
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さ
ん
、★26
山
本
有
造
さ
ん
、
そ
れ
に
私
な
ど
、
そ

う
い
う
メ
ン
バ
ー
で
組
織
さ
れ
て
い
た
研
究
会
で

す
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
で★27
ク
リ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク

ス
（Cliom

etrics

）
、
つ
ま
り
数
量
経
済
史
と
い

う
経
済
史
の
研
究
手
法
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
数
量
的
手
法
を

駆
使
し
て
日
本
の
経
済
史
の
再
解
釈
を
図
ろ
う
と

い
う
の
が
こ
の
研
究
会
の
趣
旨
で
し
た
。
も
っ
と

も
、
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
比
べ
る

と
、
日
本
の
数
量
経
済
史
は
、
従
来
の
経
済
史
研

究
よ
り
も
統
計
デ
ー
タ
を
多
く
使
う
と
い
っ
た
程

度
の
も
の
で
し
た
が
、
通
説
破
壊
に
つ
な
が
る
斬

新
な
研
究
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。

　

速
水
融
先
生
に
言
わ
せ
る
と
、
明
ら
か
に
仮
想

敵
国
が
あ
っ
て
、★28
講
座
派
が
そ
れ
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
数
量
経
済
史
研
究
会
の
メ
イ
ン
の
研
究
領
域

は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
、
す
な
わ
ち
近
世

か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
だ
っ
た
の
で
す
が
、
毎
年

二
回
ぐ
ら
い
研
究
会
を
開
い
て
、
そ
の
都
度
『★29
数

量
経
済
史
論
集
』
と
い
う
論
集
を
出
版
、
計
四
冊

出
版
し
た
の
で
す
。
こ
の
実
績
を
踏
ま
え
て
、
中

村
隆
英
先
生
が
岩
波
書
店
と
交
渉
さ
れ
て
、
数
量

経
済
史
研
究
会
主
体
で
日
本
経
済
史
の
講
座
本
を

編
集
す
る
こ
と
に
な
り
、
で
き
た
の
が
八
巻
本
の

『
日
本
経
済
史
』
で
す
。

　

こ
の
岩
波
『
日
本
経
済
史
』
の
基
本
テ
ー
マ

は
、
当
時
、
高
度
経
済
成
長
が
終
わ
り
つ
つ
あ
っ

た
時
代
で
す
が
、
「
日
本
の
高
度
経
済
成
長
と
は

何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
平
た
く

言
え
ば
、
江
戸
時
代
か
ら
1
9
8
0
年
ぐ
ら
い
ま

で
を
見
通
し
て
、
何
が
高
度
経
済
成
長
を
貫
い
て

い
る
基
本
的
要
因
な
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
が
、

基
本
テ
ー
マ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
個
々
の
巻
に

は
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
は
こ
れ
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
イ
ク
ス
プ
リ
シ
ッ
ト
に
書
い
て
あ
る
わ

け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
高
度
経
済
成
長
」
は

決
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
限
ら
れ
る
現
象
で

は
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら
の
継
続
的
歴
史
現
象
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
の
成
長
体
質
を
歴
史

的
に
考
察
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

岡
部　

私
の
世
代
に
な
る
と
、
大
学
院
進
学
に
あ

た
っ
て
、
1
9
8
8
年
刊
行
の
岩
波
『
日
本
経

済
史
』
を
最
初
に
読
ん
で
と
い
う
感
じ
で
し
た
か

ら
、
岩
波
『
日
本
経
済
史
』
が
日
本
経
済
史
研
究

の
基
本
書
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。

宮
本　

そ
の
後
、
東
大
の★30
石
井
寛
治
先
生
、★31
原
朗

先
生
、★32
武
田
晴
人
先
生
の
編
集
に
よ
っ
て
東
京
大

学
出
版
会
か
ら
六
巻
本
の
『★33
日
本
経
済
史
』
が
出

版
さ
れ
ま
し
た
が
、
憶
測
す
る
に
、
編
者
の
方
に

は
「
岩
波
日
本
経
済
史
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ

た
ら
困
る
」
と
い
う
お
考
え
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）
。

岡
部　

岩
波
『
日
本
経
済
史
』
に
は
、
石
井
先
生

や
原
先
生
の
下
で
学
ば
れ
た★34
阿
部
先
生
や★35
沢
井
先

生
な
ど
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
阿
部
先
生
や

沢
井
先
生
か
ら
み
て
、
違
和
感
は
無
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
阿
部
先
生
は
数
量
経
済
史
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
の
お
一
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

宮
本　

阿
部
さ
ん
た
ち
は
そ
う
い
う
意
識
が
あ
ま

り
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
二
人
に
聞
い

て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り

そ
れ
は
石
井
先
生
や
原
先
生
が
編
集
さ
れ
る
本
に

執
筆
を
求
め
ら
れ
た
ら
、
断
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
で
し
ょ
う
。

岡
部　

お
二
人
と
も
両
方
に
書
か
れ
て
い
ま
す

ね
。
続
い
て
『★36
日
本
経
営
史
』
も
岩
波
書
店
か
ら

翌
年
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

宮
本　

岩
波
書
店
は
、
経
営
関
係
の
本
を
あ
ま
り

出
し
た
こ
と
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
『
日
本
経
済

★
24 

斎
藤
修
（
さ
い
と
う
・
お
さ
む
）
。

一
橋
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
比
較

経
済
史
、
歴
史
人
口
学
。

★
25 

猪
木
武
徳
（
い
の
き
・
た
け
の

り
）
。
大
阪
大
学
名
誉
教
授
。
専
門

は
労
働
経
済
学
、
経
済
思
想
・
経
済

史
。

★
26 

山
本
有
造
（
や
ま
も
と
・
ゆ
う
ぞ

う
）
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。
専
門

は
数
量
経
済
史
、
日
本
経
済
史
。

★
27 

1
9
6
0
年
前
後
か
ら
起
こ
り
、
主

と
し
て
統
計
数
量
に
依
拠
し
、
経
済

理
論
や
国
民
所
得
会
計
の
枠
組
み

を
使
い
な
が
ら
経
済
史
の
再
構
成
を

図
っ
た
も
の
。

★
28 

日
本
資
本
主
義
論
争
に
お
い
て
労
農

派
と
論
争
し
、
日
本
資
本
主
義
の
本

質
は
軍
事
的
半
封
建
的
性
格
に
あ
る

と
主
張
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
一

派
。

★
29 

『
数
量
経
済
史
論
集
』
全
四
巻
（
日

本
経
済
新
聞
社
、
1
9
7
6
〜

1
9
8
8
年
）
。

★
30 

石
井
寛
治
（
い
し
い
・
か
ん
じ
）
。

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
日
本

経
済
史
。

★
31 

原
朗
（
は
ら
・
あ
き
ら
）
。
東
京
大

学
名
誉
教
授
。
専
門
は
日
本
経
済

史
。

★
32 

武
田
晴
人
（
た
け
だ
・
は
る
ひ

と
）
。
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研

究
科
教
授
。
専
門
は
日
本
経
済
史
。

★
33 

『
日
本
経
済
史
』
全
六
巻
（
東
京
大

学
出
版
会
、
2
0
0
0
〜
2
0
1
0

年
）
。

★
34 

阿
部
武
司
（
あ
べ
・
た
け
し
）
。
国

士
舘
大
学
政
経
学
部
教
授
。
大
阪
大

学
名
誉
教
授
。
専
門
は
近
代
日
本
経

済
史
・
経
営
史
、
比
較
経
営
史
。

★
35 

沢
井
実
（
さ
わ
い
・
み
の
る
）
。
大

阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教

授
。
専
門
は
日
本
経
済
史
、
日
本
経

営
史
、
近
代
日
本
産
業
技
術
史
。

★
36 

『
日
本
経
営
史
』
全
五
巻
（
岩
波
書

店
、
1
9
9
5
年
）
。
江
戸
期
か
ら

現
代
ま
で
の
日
本
企
業
の
経
営
の
変

遷
過
程
を
収
め
て
い
る
。
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史
』
の
編
集
担
当
で
あ
っ
た
岩
波
の
杉
田
忠
史
さ

ん
の
お
か
げ
で
、
出
版
に
こ
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
経
営
史
学
会
で
は
1
9
7
0
年
代
後

半
に
日
本
経
済
新
聞
社
か
ら
『★37
日
本
経
営
史
講

座
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を★38
中
川
敬
一
郎
、
宮
本

又
次
編
で
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
20
年

ぐ
ら
い
経
っ
た
の
で
、
新
し
い
経
営
史
講
座
を
、

と
い
う
こ
と
で
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
全
五
巻
で
す

が
、
各
巻
の
編
者
は
比
較
的
年
配
の
研
究
者
と
若

手
の
研
究
者
が
コ
ン
ビ
と
な
り
ま
し
た
。
第
一
巻

が★39
安
岡
重
明
・★40
天
野
雅
敏
、
第
二
巻
が
私
と
阿

部
武
司
、
第
三
巻
が★41
由
井
常
彦
・★42
大
東
英
祐
、
第

四
巻
が★43
山
崎
広
明
と★44
橘
川
武
郎
、
第
五
巻
が★45
森
川

英
正
と★46
米
倉
誠
一
郎
で
す
ね
。
僕
と
阿
部
さ
ん
は

年
齢
が
近
い
で
す
が
、
安
岡
、
森
川
、
山
崎
、
由

井
が
シ
ニ
ア
、
そ
の
ほ
か
が
若
い
世
代
で
す
ね
。

岡
部　

刊
行
さ
れ
た
頃
は
、
日
本
的
経
営
が
全
盛

の
時
代
で
す
ね
。

宮
本　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
ま
さ
し
く
「
高
度
経

済
成
長
」
の
経
営
史
版
を
や
ろ
う
と
し
た
も
の

で
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
的
経
営
は
ど
の
よ
う

に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
い
う
の
が
メ
ー
ン

テ
ー
マ
で
し
た
ね
。
は
っ
き
り
言
え
ば
。

平
野　

時
代
の
流
れ
と
ぴ
っ
た
り
。

宮
本　

そ
う
そ
う
。
日
本
的
経
営
が
高
く
評
価
さ

れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
日
本
的
経
営
の

歴
史
的
ル
ー
ツ
を
探
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
モ

チ
ー
フ
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

岡
部　

1
9
8
0
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
全
盛
期
に

企
画
さ
れ
て
、
執
筆
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
の
時
代
の
影
響
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
、
森
川
・
米

倉
編
の
最
後
の
巻
は
『
日
本
的
経
営
を
超
え
て
』

が
書
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
日
本
的

経
営
」
の
将
来
性
に
対
す
る
疑
念
も
少
し
入
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、

あ
の
シ
リ
ー
ズ
は
基
本
的
に
は
日
本
的
経
営
が
ど

う
や
っ
て
で
き
た
の
か
、
と
い
う
話
だ
と
思
い
ま

す
。

岡
部　

私
は
1
9
9
3
年
春
に
大
学
に
入
学
し

ま
し
た
。
入
学
当
初
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
余
韻
も

少
し
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
2
年
、
3
年

と
な
る
内
に
、
バ
ブ
ル
経
済
の
終
わ
り
が
明
確
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
学
院
時
代
か
ら

こ
れ
ま
で
低
成
長
時
代
を
生
き
て
い
ま
す
。
現
在

40
歳
前
後
の
私
た
ち
は
、
経
営
史
の
標
準
的
な
教

科
書
と
し
て
岩
波
『
日
本
経
営
史
』
を
読
ん
だ
世

代
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
大
学
で
教
え
る
立
場
に

な
っ
て
か
ら
は
、
高
度
成
長
は
遠
い
過
去
と
な

り
、
日
本
的
経
営
も
見
直
し
て
ば
か
り
の
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
現
在
か
ら
振
り
返
っ
て
、
岩
波

『
日
本
経
済
史
』
や
『
日
本
経
営
史
』
で
貫
か
れ

た
「
成
長
史
観
」
に
つ
い
て
、
宮
本
先
生
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

そ
れ
に
関
連
し
て
は
、
近
年
ス
ピ
ー
カ
ー

と
し
て
呼
ば
れ
た
社
会
経
済
史
学
会
で
の
経
験
を

お
話
し
ま
し
ょ
う
。
一
つ
は
2
0
1
1
年
に
開
か

れ
た
社
会
経
済
史
学
会
の
「
第
1
回
次
世
代
研
究

者
育
成
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
の
こ
と
で
す
が
、

私
は
「
日
本
近
世
と
市
場
経
済
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
大
学
院
生
や
若
手
研
究
者
に
対
し
て
話
を
し

ま
し
た
。
詳
し
い
内
容
は
省
略
し
ま
す
が
、
市
場

経
済
の
展
開
と
の
関
連
で
、
江
戸
時
代
の
経
済
発

展
な
り
経
済
成
長
の
話
を
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
大
学
院
生
や
若
手
研
究
者
の
関
心
は
あ
ま

り
高
い
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
私
は
出
席
者
に
問
い
か
け
て
み
ま
し
た
。
ア

メ
リ
カ
の★47
ダ
グ
ラ
ス
・
ノ
ー
ス
と
い
う
経
済
史
家

は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
史
の
教
科
書
的
な
書
物
で
あ

る★48G
row

th and W
elfare in the Am

erican Past

の
冒
頭
の
ペ
ー
ジ
で
、
経
済
史
の
課
題
は
社
会
全

体
の
経
済
が
ど
の
よ
う
に
成
長
あ
る
い
は
、
停
滞

や
低
下
し
た
か
を
研
究
す
る
こ
と
と
、
そ
の
間
に

あ
っ
て
、
人
々
の
間
の
相
対
的
福
祉
が
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
た
か
、
す
な
わ
ち
分
配
が
ど
う
変
わ
っ

た
か
を
研
究
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
尽
き
る
と

言
っ
て
い
る
。
私
も
確
か
に
そ
う
思
う
の
で
あ
っ

て
、
具
体
的
研
究
テ
ー
マ
で
は
明
示
的
で
は
な
い

に
せ
よ
、
経
済
の
究
極
の
テ
ー
マ
は
成
長
と
分
配

の
二
つ
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
、
私
は

成
長
の
方
に
よ
り
関
心
を
も
っ
て
い
る
し
、
マ
ル

ク
ス
主
義
経
済
史
家
は
分
配
の
方
に
関
心
が
あ
る

と
思
う
の
だ
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
か
、
こ
の
ど
ち

ら
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
聞
い
た
の
で

す
。
そ
う
し
た
ら
出
席
の
若
い
人
た
ち
に
は
も
う

一
つ
ピ
ン
と
こ
な
い
よ
う
で
、
「
ど
ち
ら
で
も
あ

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
答
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

「
じ
ゃ
あ
、
究
極
の
研
究
テ
ー
マ
は
何
な
の
」
と

聞
い
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
た
答
え

は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

★
37 

『
日
本
経
営
史
講
座
』
全
六
巻

（
日
本
経
済
新
聞
社
、
1
9
7
6

〜
1
9
7
7
年
）
。

★
38 

中
川
敬
一
郎
（
な
か
が
わ
・
け
い

い
ち
ろ
う
）
。
東
京
大
学
名
誉
教

授
。
専
門
は
経
営
史
。

★
39 

安
岡
重
明
（
や
す
お
か
・
し
げ
あ

き
）
。
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
日
本
経
済
史
・
経
営
史
。

★
40 

天
野
雅
敏
（
あ
ま
の
・
ま
さ
と

し
）
。
神
戸
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
日
本
経
済
史
。

★
41 

由
井
常
彦
（
ゆ
い
・
つ
ね
ひ

こ
）
。
明
治
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
日
本
経
営
史
。

★
42 

大
東
英
祐
（
だ
い
と
う
・
え
い
す

け
）
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
経
営
史
。

★
43 

山
崎
広
明
（
や
ま
ざ
き
・
ひ
ろ
あ

き
）
「
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専

門
は
日
本
産
業
史
、
経
営
史
。

★
44 

橘
川
武
郎
（
き
っ
か
わ
・
た
け

お
）
。
一
橋
大
学
大
学
院
商
学
研

究
科
教
授
。
専
門
は
日
本
経
済

史
・
経
営
史
。

★
45 

森
川
英
正
（
も
り
か
わ
・
ひ
で
ま

さ
）
。
法
政
大
学
、
横
浜
国
立
大

学
、
慶
應
義
塾
大
学
、
豊
橋
創
造

大
学
教
授
を
歴
任
。
専
門
は
日
本

経
営
史
。

★
46 

米
倉
誠
一
郎
（
よ
ね
く
ら
・
せ
い

い
ち
ろ
う
）
。
一
橋
大
学
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
。
専
門
は
経
営
史
。

★
47 

ダ
グ
ラ
ス
・
セ
シ
ル
・
ノ
ー
ス

（D
ouglass Cecil N

orth

）
。

ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
。
新
制
度

派
経
済
学
を
代
表
す
る
人
物
で
、

1
9
9
3
年
に
経
済
史
の
研
究
者

と
し
て
初
め
て
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学

賞
を
受
賞
。

★
48 G

row
th and W

elfare in the 
A

m
erica

n
 P

a
st: A

 N
e

w
 

Econom
ic H

istory, (Prentice-
H

all, 1966)

．
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そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
今
年
（
2
0
1
4

年
）
の
社
会
経
済
史
学
会
全
国
大
会
で
の
「
い

ま
、
成
長
の
経
済
史
を
問
う
」
と
い
う
パ
ネ
ル
で

す
。
こ
れ
は★49
橋
本
寿
朗
さ
ん
の
追
悼
記
念
と
も
言

う
べ
き
パ
ネ
ル
で
、
彼
の
親
友
で
あ
っ
た
武
田
晴

人
さ
ん
が
主
宰
し
た
も
の
で
す
。
こ
こ
で
、
今
後

の
日
本
経
済
に
つ
い
て
も
話
題
と
な
っ
て
、
武
田

さ
ん
た
ち
は
「
脱
成
長
」
と
い
う
か
、
も
は
や
経

済
成
長
は
必
要
な
い
、
あ
る
い
は
か
え
っ
て
マ
イ

ナ
ス
だ
と
い
う
考
え
方
で
し
た
が
、
私
は
、
高
度

経
済
成
長
の
よ
う
な
高
率
の
成
長
は
無
理
だ
が
、

財
政
問
題
、
高
齢
化
時
代
に
お
け
る
福
祉
問
題
な

ど
を
考
え
る
と
成
長
は
必
要
、
と
く
に
一
人
当
た

り
G
D
P
の
成
長
は
必
要
で
、
少
な
く
と
も
現
在

の
生
活
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
成
長
を
政

策
目
標
か
ら
外
す
と
、
登
り
坂
道
で
エ
ン
ジ
ン
を

止
め
て
、
自
動
車
が
ず
り
落
ち
る
よ
う
な
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
分
配
問
題
、
人
々
の
相
対
的
ウ
ェ
ル

フ
ェ
ア
の
問
題
は
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
成
長

に
関
心
を
も
つ
人
は
、
成
長
が
な
け
れ
ば
、
分
配

問
題
の
解
決
も
難
し
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
全
体
の
パ
イ
を
増
や
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
「w

in-w
in

」
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

岡
部　

全
体
の
パ
イ
が
増
え
れ
ば
、
一
人
当
た
り

も
増
え
て
い
く
。
さ
ら
に
は
社
会
全
体
も
よ
り
よ

い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

宮
本　

全
体
の
パ
イ
を
増
や
す
と
い
う
話
は
、
も

ち
ろ
ん
高
度
経
済
成
長
の
よ
う
に
10
%
の
成
長
は

無
理
だ
け
れ
ど
も
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
は
困
る
と
い

う
話
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
世
代
の
多
く

に
染
み
込
ん
で
い
る
考
え
と
思
う
の
で
す
が
。
お

二
人
は
、
ど
う
で
す
か
。

岡
部　

私
の
世
代
、
30
代
半
ば
か
ら
40
代
半
ば
の

世
代
は
、
成
長
史
観
の
方
が
し
っ
く
り
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
1
9
7
4
年
の
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
前
後
に
生
ま
れ
た
世
代
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
小
中
学
生
で
バ
ブ
ル
経
済
を
経
験
し
た
世

代
で
す
ね
。
他
方
で
直
感
的
な
印
象
に
な
り
ま
す

が
、
私
た
ち
の
世
代
を
間
に
挟
む
30
代
前
半
以
下

と
40
代
後
半
か
ら
50
代
の
世
代
に
は
、
成
長
史
観

に
懐
疑
的
な
先
生
が
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

平
野　

僕
も
多
分
、
成
長
史
観
の
方
だ
と
思
い
ま

す
。

宮
本　

結
局
、
今
経
済
史
や
経
営
史
の
究
極
の

テ
ー
マ
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
パ
ネ
ル
で
、
「
で
は
、
何

が
テ
ー
マ
な
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
答
え
が
出

て
こ
な
い
の
で
す
。

平
野　

「
成
長
と
分
配
」
に
代
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

で
す
よ
ね
。

宮
本　

「
環
境
」
、
こ
れ
は
割
に
よ
く
出
て
く
る

答
え
で
す
ね
。
し
か
し
、
環
境
は
あ
る
意
味
で
分

配
の
問
題
で
し
ょ
う
ね
。

岡
部　

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
環
境
に
並
ん
で

「
消
費
」
も
よ
く
出
て
き
ま
す
。

宮
本　

消
費
を
問
題
に
す
る
の
は
何
な
の
か
な
。

消
費
が
よ
く
な
る
と
い
う
話
は
成
長
の
話
に
つ
な

が
り
ま
す
ね
。
あ
る
い
は
今
日
に
お
け
る
過
剰
消

費
を
問
題
に
す
る
の
は
現
在
世
代
と
将
来
世
代
の

間
の
分
配
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
は
生
活
の
満
足
度
と
い
う
観
点
で
し
ょ
う

か
。
た
だ
そ
れ
ら
も
結
局
は
、
成
長
と
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
経
済
の
「
成
長
」

で
は
な
く
、
「
質
」
の
問
題
だ
と
言
う
意
見
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
成
長
を
問
う

こ
と
に
、
質
の
問
題
が
入
っ
て
い
な
い
と
は
必
ず

し
も
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

平
野　

そ
う
で
す
ね
。
確
か
に
「
環
境
」
「
消

費
」
は
最
近
よ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
出
て
き
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
も
成
長
と
分
配
に
入
っ
て
く
る

問
題
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
大
衆
消
費
社
会
に
向

か
っ
て
い
く
と
い
う
の
も
、
成
長
が
前
提
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

★
49 

橋
本
寿
朗
（
は
し
も
と
・
じ
ゅ

ろ
う
）
。
東
京
大
学
社
会
科
学

研
究
所
教
授
、
法
政
大
学
経
営

学
部
教
授
を
歴
任
。
専
門
は
日

本
経
済
史
。
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岡
部　

で
は
続
い
て
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
の
『★50
講

座
・
日
本
経
営
史
』
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
は
第
一
巻
を
編
者
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

宮
本　

第
一
巻
『
経
営
史
：
江
戸
の
経
験
』
に
つ

い
て
は
、
や
は
り
江
戸
時
代
と
近
代
と
の
連
続

性
、
断
絶
性
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
通
奏
低
音
の

テ
ー
マ
で
す
ね
。
連
続
性
、
断
絶
性
の
ど
ち
ら
に

与
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
何
が
連
続
し

て
、
何
が
連
続
し
て
い
な
い
か
。
逆
に
言
え
ば
、

江
戸
時
代
の
遺
産
は
何
で
あ
り
、
何
が
足
り
な

か
っ
た
の
か
を
論
じ
よ
う
と
い
う
こ
と
を
執
筆
者

の
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
意
味
を
込

め
て
、
各
章
の
タ
イ
ト
ル
に
は
近
代
的
な
タ
ー
ム

を
か
な
り
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
「
市
場
と
企

業
」
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
物
流
」
「
金
融
ビ
ジ

ネ
ス
」
な
ど
で
す
ね
。
批
判
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

岡
部　

確
か
に
近
世
を
論
じ
る
際
に
、
近
代
以

降
、
あ
る
い
は
現
代
的
な
タ
ー
ム
を
使
っ
て
よ
い

か
は
、
意
見
が
分
か
れ
そ
う
で
す
。

宮
本　

そ
う
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
に
「
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
い
の
か
と

か
ね
。
あ
え
て
使
っ
た
の
は
、w

riting history 
backw

ards

、
つ
ま
り
「
後
ろ
か
ら
歴
史
を
読

む
」
と
い
う
手
法
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
歴
史
の
研
究
書
な
ら
ば
邪
道
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
の
本
は
啓
蒙
書
的
意
図
も
込
め
て
い
る
か

ら
、
こ
う
し
た
方
が
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
は
興

味
深
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
や
ら
な
い

と
歴
史
書
と
い
う
の
は
読
ん
で
も
ら
え
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
、
批
判
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

経
営
史
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
視
点

岡
部　

先
生
は
2
0
1
0
年
に
『★51
日
本
企
業
経
営

史
研
究
』
と
い
う
単
著
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
今

回
の
対
談
で
も
途
中
で
話
が
出
て
い
ま
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
引
き
受
け
ら
れ
て
、
そ
の
成

果
を
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

宮
本　

そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
ま
と
ま
り
の
な
い

本
で
す
よ
。
論
文
集
で
す
ね
。

岡
部　

一
冊
に
ま
と
ま
っ
て
通
読
す
る
と
、
や
は

り
ま
と
ま
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
。

宮
本　

『
近
世
日
本
の
市
場
経
済
』
以
来
、
機
能

分
析
を
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
貫
性
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
経
営
史
で
あ
っ
て
も
数

量
デ
ー
タ
を
よ
く
使
っ
て
い
る
と
か
、
そ
の
あ
た

り
が
あ
る
い
は
そ
こ
ぐ
ら
い
が
共
通
点
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
僕
は
社
史
編
纂
に
か
な
り
関
わ
り
ま
し

た
が
、
ど
の
会
社
で
も
財
務
や
経
営
の
成
果
の
分

析
を
き
っ
ち
り
や
れ
と
や
か
ま
し
く
言
っ
て
き
ま

し
た
。
だ
け
ど
、
不
思
議
と
思
う
の
で
す
が
、
最

近
、
企
業
の
方
は
む
し
ろ
、
こ
の
点
割
合
お
ざ
な

り
と
い
う
か
、
通
り
一
遍
の
こ
と
し
か
書
き
た
が

ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

岡
部　

「
通
り
一
遍
」
と
い
う
の
は
、
ス
ト
ー

リ
ー
性
を
重
視
し
た
書
き
方
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

宮
本　

ス
ト
ー
リ
ー
性
と
い
う
よ
り
も
、
個
々
の

史
実
の
叙
述
に
熱
心
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

個
々
の
製
品
開
発
の
歴
史
と
か
、
技
術
と
か
、
施

設
の
建
設
な
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
を
も
の
す
ご

く
、
詳
細
に
書
く
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
経
営
上

非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ

で
い
い
の
で
す
が
、
技
術
的
に
は
画
期
的
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
売
上
高
や
企
業
全
体
の

な
か
で
の
ウ
エ
イ
ト
な
ど
は
言
及
し
な
い
と
い
う

記
述
が
結
構
多
い
の
で
す
。
個
々
の
デ
ィ
テ
ー
ル

は
大
事
に
す
る
け
れ
ど
も
、
会
社
全
体
の
経
営
に

関
す
る
こ
と
の
記
述
が
不
十
分
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
は
、
多
方
面
に
多
角
化
し
て
い
て
事
業

部
制
の
よ
う
な
組
織
構
造
を
も
っ
て
い
る
大
企
業

の
社
史
に
多
い
傾
向
で
す
ね
。

岡
部　

マ
ク
ロ
的
に
自
分
の
会
社
を
捉
え
ず
、
ミ

ク
ロ
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

宮
本　

先
日
も
、
日
本
経
営
史
研
究
所
の★52
優
秀
会

社
史
賞
選
考
委
員
会
で
も
そ
の
よ
う
な
話
が
出
ま

し
た
。
大
企
業
と
も
な
る
と
全
体
を
見
渡
せ
る
人

が
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
と
く
に
社
史
を
編
纂
、
執
筆
す

る
人
は
、
そ
の
能
力
が
必
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
が

不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

平
野　

な
る
ほ
ど
。
全
体
を
見
渡
せ
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
組
み
立
て
も
自
然
と
そ
う

な
っ
て
し
ま
う
。

宮
本　

そ
う
。
社
長
を
経
験
し
た
ぐ
ら
い
の
人
が

社
史
を
き
ち
ん
と
編
纂
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
積
極

★
50 

『
講
座
・
日
本
経
営
史
』
全

六
巻
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

2
0
0
9
〜
2
0
1
1
年
）
。

★
51 

『
日
本
企
業
経
営
史
研
究　

人

と
制
度
と
戦
略
と
』
（
有
斐

閣
、
2
0
1
0
年
）
。

★
52 

「
優
秀
会
社
史
賞
」
は
一
般
財

団
法
人
日
本
経
営
史
研
究
所
が

1
9
7
7
年
か
ら
隔
年
に
一

回
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
社
史

を
対
象
に
、
優
秀
な
社
史
を
選

考
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
経

営
史
研
究
者
が
選
考
委
員
と

な
っ
て
い
る
（
現
在
の
選
考
委

員
長
は
宮
本
又
郎
）
。
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的
に
関
わ
れ
ば
よ
い
本
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
で
は
な
く
、
総
務
と
か
企
画
と
か
広

報
と
か
の
実
務
家
レ
ベ
ル
の
人
が
編
纂
責
任
者

と
な
っ
て
、
社
内
の
一
次
稿
は
各
部
署
の
現
場
の

担
当
者
に
書
い
て
も
ら
う
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら

の
一
次
稿
フ
ァ
イ
ル
を
ガ
チ
ャ
と
集
め
る
だ
け
だ

と
、
部
品
は
正
確
だ
け
れ
ど
も
、
全
社
的
な
経
営

の
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
木
を

見
て
森
を
見
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
優
秀
会
社
史
賞
選
考
委
員
会
で
も
話
題
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
取
締
役
会
で
は
財
務
や
経
営

成
果
の
話
ば
っ
か
り
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
社

史
に
な
る
と
そ
れ
が
表
に
出
て
こ
な
い
の
か
と

（
笑
）
。

岡
部　

確
か
に
多
く
の
社
史
で
は
、
財
務
の
話
が

メ
イ
ン
に
出
て
く
る
こ
と
は
無
い
で
す
ね
。

宮
本　

普
通
の
財
務
屋
さ
ん
は
あ
ま
り
社
史
に
関

係
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

平
野　

そ
の
財
務
の
話
に
な
る
と
、
読
み
手
と
し

て
数
字
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

宮
本　

確
か
に
。
面
白
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

平
野　

面
白
く
な
い
か
ら
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が

た
く
さ
ん
盛
り
込
め
る
技
術
開
発
物
語
の
よ
う
な

方
が
受
け
る
、
と
い
う
の
も
一
つ
あ
る
の
で
す
か

ね
。

宮
本　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
社
史
を
や
る
の

は
、
一
人
は
会
社
全
体
の
こ
と
が
分
か
る
人
が

入
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
し
、
最
近
で
は
数
字
好

き
の
人
が
絶
対
一
人
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま

す
。
や
は
り
数
字
好
き
で
は
な
い
人
は
、
き
っ
ち

り
と
デ
ー
タ
を
ま
と
め
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

最
初
に
基
本
的
な
デ
ー
タ
は
全
部
、
エ
ク
セ
ル
ぐ

ら
い
で
用
意
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ

て
く
れ
る
と
非
常
に
よ
い
の
で
す
が
。

平
野　

僕
は
院
生
の
と
き
か
ら
、
東
洋
紡
の
社
史

編
集
室
に
よ
く
出
入
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
宮

本
先
生
が
『★53
百
年
史
』
を
執
筆
さ
れ
た
と
き
の
数

字
の
デ
ー
タ
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
後
々
僕
た
ち
が
利
用
す
る
と
き
で
も
使

え
る
も
の
ば
か
り
で
、
す
ご
く
便
利
な
の
で
す
。

宮
本　

一
人
、
デ
ー
タ
マ
ニ
ア
が
い
た
の
で
す
。

平
野　

そ
の
よ
う
で
す
ね
。
『
百
年
史
』
の
編
纂

後
に
、
別
冊
の
デ
ー
タ
集
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら

れ
て
い
て
、
東
洋
紡
と
い
う
会
社
の
デ
ー
タ
に
加

え
て
業
界
の
デ
ー
タ
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一
冊
を
見
た
ら
自
分
で
調
べ
な
く
て
も
す
む
ぐ
ら

い
で
す
（
笑
）
。

宮
本　

し
か
し
、
そ
の
方
は
社
史
編
纂
の
な
か
で

は
主
流
派
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
（
笑
）
。
私
は

デ
ー
タ
の
読
み
方
を
そ
の
方
か
ら
教
え
て
も
ら
い

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
彼
は
非
常
に
貴
重
な
存
在

だ
っ
た
し
、
社
史
編
纂
終
了
後
も
デ
ー
タ
を
ま
と

め
て
く
れ
ま
し
た
。

平
野　

あ
あ
い
う
も
の
は
本
当
に
資
料
と
し
て

後
々
に
も
生
き
て
き
ま
す
ね
。
最
近
の
社
史
だ

と
、
そ
う
い
う
も
の
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

宮
本　

日
本
経
営
史
研
究
所
編
纂
の
社
史
で
は
、

経
営
成
果
や
資
金
調
達
の
こ
と
を
時
代
別
編
成

の
各
章
の
最
後
に
記
述
す
る
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
の
数
字

を
ざ
っ
と
紹
介
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す

ね
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

岡
部　

デ
ー
タ
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
と
、
多
面

的
に
経
営
成
果
が
評
価
で
き
る
反
面
、
数
字
で

ば
っ
さ
り
切
ら
れ
る
の
で
、
会
社
と
し
て
は
嫌
が

る
で
し
ょ
う
。

平
野　

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
社
史
を
書
く
と
き

は
、
あ
る
程
度
執
筆
陣
の
独
立
性
が
重
要
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

宮
本　

も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
う
い
う

こ
と
を
や
る
と
、
経
営
状
況
が
悪
い
と
き
の
話
も

き
ち
ん
と
分
析
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
独
立

性
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

平
野　

社
史
の
話
題
が
出
た
関
連
に
な
り
ま
す

が
、
宮
本
先
生
は
こ
れ
ま
で
社
史
を
た
く
さ
ん
執

筆
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
う
の
で

す
。

宮
本　

私
は
、
経
営
史
を
や
る
人
は
社
史
の
編

纂
、
執
筆
に
関
わ
っ
た
方
が
絶
対
に
よ
い
と
思
い

ま
す
。
一
つ
は
、
と
く
に
私
た
ち
の
よ
う
に
会
社

勤
め
の
経
験
の
な
い
者
は
、
ど
う
し
て
も
机
上
の

学
問
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す

ね
。
で
す
か
ら
、
企
業
の
方
と
社
史
編
纂
、
執
筆

を
め
ぐ
っ
て
い
ろ
い
ろ
議
論
す
る
と
い
う
の
は
、

も
の
す
ご
く
勉
強
に
な
り
ま
す
。
執
筆
に
あ
た
っ

て
、
企
業
の
方
が
言
っ
た
通
り
に
書
い
た
ら
、
私

た
ち
が
参
加
し
て
い
る
意
味
が
ま
っ
た
く
な
い
と

★
53 

東
洋
紡
績
株
式
会
社
社
史
編
集

室
編
『
百
年
史
・
東
洋
紡
』
上

巻
・
下
巻
（
東
洋
紡
績
株
式
会

社
、
1
9
8
6
年
）
。
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な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は

単
な
る
文
章
書
き
屋
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
た
ち

は
私
た
ち
の
調
査
研
究
と
知
見
に
基
づ
い
て
、
原

稿
を
書
く
。
企
業
の
方
は
、
大
学
の
先
生
が
書
い

た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
手
を
入
れ
て
は
い
け
な
い

な
ど
と
遠
慮
せ
ず
に
、
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ

は
、
「
先
生
、
こ
れ
お
か
し
い
で
す
」
と
言
っ
て

く
れ
た
方
が
い
い
。
そ
こ
で
両
者
で
議
論
に
な
る

と
思
う
の
で
す
が
、
い
つ
も
企
業
の
方
が
言
っ
て

い
る
こ
と
が
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
、
や
は
り
客

観
的
な
デ
ー
タ
や
資
料
か
ら
見
る
と
、
ど
う
し
て

も
こ
う
い
う
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
場
合
に
、
議
論
す
る
こ
と
が
非
常
に

よ
い
こ
と
で
す
。
最
終
的
に
は
、
企
業
人
が
言
っ

て
い
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
も
あ
る
し
、
わ
れ
わ

れ
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
も
あ
る
。

企
業
の
人
は
、
自
分
た
ち
の
会
社
の
こ
と
だ
か

ら
、
自
分
た
ち
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
、
大
学
の
研
究
者
だ
ろ
う
と
、
ち
ょ
っ
と

資
料
や
デ
ー
タ
を
見
た
だ
け
で
は
、
本
当
の
こ
と

は
分
っ
ち
ゃ
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ
る
。

こ
う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
、
「
あ
な
た
た
ち
は

そ
う
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
私

の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
客
観
的
に
は
正
し

い
」
と
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う

議
論
の
や
り
と
り
の
結
果
、
「
な
る
ほ
ど
。
先
生

の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
る

よ
う
こ
ち
ら
も
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
が
も
の
す
ご
く
よ
い
訓
練
と
な
り
ま
す
。
逆

に
、
企
業
の
人
に
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
こ
ち
ら
が

間
違
っ
て
い
る
こ
と
も
割
に
多
い
の
で
す
が
、
そ

の
と
き
に
は
、
あ
ま
り
わ
れ
わ
れ
も
頑
な
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
時
々
、
研
究
者
で

い
ま
す
よ
ね
。
絶
対
に
譲
ら
な
い
人
。
そ
れ
は
や

は
り
お
か
し
い
。
向
こ
う
は
長
年
そ
の
企
業
で
働

い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
先
生
、
そ
う
書
い
て
お

ら
れ
ま
す
が
、
ど
う
も
感
覚
に
合
わ
な
い
」
と
言

わ
れ
た
ら
、
や
は
り
ど
こ
か
に
問
題
が
あ
り
そ
う

な
の
で
、
再
検
討
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

「
さ
す
が
経
営
史
の
研
究
者
」
と
、
企
業
人
を
納

得
さ
せ
る
研
究
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
逆

に
、
企
業
人
か
ら
の
指
摘
を
素
直
に
聞
い
て
い
る

か
ど
う
か
、
こ
の
緊
張
関
係
と
協
力
関
係
、
研
究

者
と
し
て
は
こ
れ
が
社
史
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

対
象
企
業
と
全
然
接
触
な
し
に
、
独
立
に
経
営

史
の
論
文
を
書
い
て
い
る
と
、
好
き
勝
手
に
書

い
て
い
い
わ
け
だ
が
、
独
善
に
陥
る
危
険
性
も
あ

る
。
企
業
側
か
ら
す
れ
ば
、
研
究
者
が
勝
手
に
も

の
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
す
。
最
近
の
あ
る

自
動
車
会
社
の
社
史
か
ら
は
そ
ん
な
疑
問
を
感
じ

ま
し
た
。

　

こ
の
自
動
車
会
社
に
関
す
る
研
究
者
の
論
文
、

著
書
は
非
常
に
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
社
史
で
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
こ
の
会
社
に
つ
い
て
は
経

営
史
、
経
営
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
学
術

研
究
が
あ
る
の
で
、
少
し
は
、
こ
う
い
う
学
術
研

究
を
利
用
し
た
り
、
言
及
し
て
欲
し
か
っ
た
気
が

し
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
の

は
変
な
気
が
し
ま
し
た
ね
。
学
術
研
究
が
正
し
か

ろ
う
が
、
間
違
っ
て
い
よ
う
が
、
企
業
と
し
て
は

関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
お
互
い
に

研
究
、
見
解
の
交
流
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
の

で
す
が
。

平
野　

そ
の
企
業
の
社
史
に
携
わ
る
人
た
ち
に
、

経
営
学
も
含
め
て
で
す
が
、
経
営
史
の
研
究
成
果

に
も
う
少
し
関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
う

ま
く
社
史
に
も
生
か
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
大

事
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

そ
う
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
で
す
か
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ら
、
経
営
史
研
究
者
は
機
会
が
あ
れ
ば
社
史
編
纂

に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

研
究
の
交
流
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
企
業
の
一

次
史
料
、
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
昔
に
比
べ

て
、
社
史
で
得
た
資
料
を
使
っ
て
論
文
を
書
く
こ

と
に
つ
い
て
制
約
が
強
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
。

岡
部　

最
近
は
社
史
を
執
筆
す
る
場
合
、
必
ず
書

面
で
秘
密
保
持
契
約
を
結
ん
で
、
社
史
以
外
で
企

業
の
内
部
資
料
や
デ
ー
タ
を
勝
手
に
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
ね
。

宮
本　

昔
は
社
史
を
や
っ
た
ら
、
そ
の
後
、
私
は

そ
れ
に
関
連
す
る
論
文
を
一
～
二
本
書
い
て
い

ま
し
た
。
社
史
で
は
経
営
史
学
的
に
は
面
白
く
て

も
、
書
け
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
ま
で
詳

し
く
は
書
け
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
論
文
と
し

て
書
く
と
い
う
こ
と
を
何
度
か
や
り
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
東
洋
紡
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
母
体
で
あ
る
大

阪
紡
績
は
創
業
当
初
に
は
目
覚
ま
し
い
業
績
を
挙

げ
た
が
、
数
年
経
つ
と
、
業
績
が
低
下
し
、
紡
績

ト
ッ
プ
企
業
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
原
因
は

何
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
た
分
析
を

す
る
の
は
社
史
に
な
じ
ま
な
い
の
で
、
私
は
「★54
大

阪
紡
績
の
製
品
・
市
場
戦
略
」
と
い
う
論
文
で
こ

れ
を
論
じ
ま
し
た
。
社
史
編
纂
に
関
係
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
書
け
な
か
っ
た
論
文
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
最
近
で
は
社
史
編
纂
過
程
で
得
た
情
報
や

資
料
を
、
ほ
か
に
洩
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

秘
密
保
持
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た

が
、
も
う
歴
史
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、
純

学
術
的
な
こ
と
な
ら
ば
、
多
く
の
会
社
は
、
社
史

資
料
や
情
報
の
利
用
を
許
可
し
て
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。

岡
部　

先
生
が
か
か
わ
っ
た
社
史
の
中
で
、
担
当

者
と
上
手
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
た
な
と
い

う
社
史
は
あ
り
ま
し
た
か
。

宮
本　

東
洋
紡
は
非
常
に
学
術
研
究
者
を
大
事
に

す
る
会
社
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
わ
れ
わ
れ
に
注

文
を
付
け
ま
せ
ん
ね
。
逆
に
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と

お
と
な
し
過
ぎ
ま
す
と
い
う
印
象
も
あ
り
ま
す
。

基
本
的
に
学
者
の
書
い
た
も
の
は
尊
重
す
べ
き
、

手
を
付
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
す

ね
。
私
は
「
そ
ん
な
に
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。

大
切
な
こ
と
は
、
正
確
な
社
史
を
作
る
こ
と
だ
か

ら
、
不
満
な
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
ド
シ
ド
シ
言
っ
て

下
さ
い
。
わ
れ
わ
れ
も
大
い
に
議
論
し
た
い
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

　

資
料
収
集
や
そ
の
整
理
で
感
心
し
た
の
は
ワ

コ
ー
ル
で
し
た
。
創
業
以
来
の
文
献
資
料
や
製

品
、
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
デ
オ
な
ど
丁
寧
に
保
存
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
う
え
、
パ
ソ
コ
ン
で
資
料
検
索
が

容
易
に
で
き
る
な
ど
、
執
筆
す
る
際
に
大
変
使
い

勝
手
が
よ
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

廣
田　

社
史
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
と
今
と
で
は

だ
い
ぶ
位
置
付
け
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う

な
気
も
す
る
の
で
す
。
純
粋
に
会
社
に
と
っ
て
の

財
産
と
し
て
残
し
て
い
く
位
置
付
け
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
対
外
的
に
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
位
置

付
け
が
あ
り
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
変

わ
っ
て
き
て
い
る
感
覚
は
あ
り
ま
す
か
。

宮
本　

そ
う
で
す
ね
。
昔
は
、
要
す
る
に
社
史
と

い
う
も
の
は
会
社
の
宣
伝
媒
体
の
一
つ
の
よ
う

な
も
の
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
は
書
か
な
い
。
よ
い

こ
と
ば
か
り
書
く
と
い
う
も
の
が
多
か
っ
た
で
す

ね
。
こ
れ
が
第
一
段
階
。
そ
の
後
、
や
は
り
そ
れ

で
は
本
当
の
歴
史
書
と
言
え
な
い
か
ら
、
き
っ
ち

り
と
し
た
歴
史
を
残
そ
う
と
い
う
ふ
う
に
段
々
変

わ
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
企
業
な
ど
で
は

と
く
に
そ
う
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
う

そ
は
書
か
な
い
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
別
と
し
て
も

経
営
の
失
敗
や
不
祥
事
な
ど
、
会
社
に
と
っ
て
不

都
合
な
こ
と
も
き
ち
ん
と
書
き
ま
し
ょ
う
と
い
う

の
が
普
通
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
社
史
は

や
は
り
記
録
性
が
大
事
な
の
で
、
多
少
分
厚
く

な
っ
て
も
、
重
要
な
史
実
を
洩
れ
な
く
記
述
し
よ

う
、
資
料
編
も
充
実
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
二
段
階
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
10
年
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
ま

た
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
不
況
が
長
引
き
、
リ

ス
ト
ラ
な
ど
が
行
わ
れ
る
ご
時
世
で
す
か
ら
、
社

史
に
そ
ん
な
に
お
金
を
使
え
な
い
、
記
録
が
大
事

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
も
読
ま
な
い
よ
う
な
本
を

作
る
の
は
ど
う
か
。
や
は
り
、
同
じ
作
る
の
な
ら

ば
、
リ
ー
ダ
ブ
ル
な
も
の
、
見
て
く
れ
の
美
し
い

も
の
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
ム
ー
ド
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
最
近
で
は
、
薄
く
て
、
写

真
な
ど
が
綺
麗
な
社
史
が
増
え
て
き
ま
し
た
ね
。

　

第
二
段
階
と
第
三
段
階
と
両
方
要
る
と
い
う
の

が
僕
の
考
え
で
、
や
は
り
正
史
は
き
っ
ち
り
と

★
54 

「
大
阪
紡
績
の
製
品
・
市
場
戦

略
―
大
阪
紡
績
経
営
史
へ
の
断

章
」
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
第

35
巻
第
１
号
、
1
9
8
5
年
6

月
（
前
掲
『
日
本
企
業
経
営
史

研
究
』
に
も
所
収
）
。
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歴
史
記
録
と
し
て
残
す
。
し
か
し
、
史
実
が
網
羅

的
に
書
い
て
あ
る
分
厚
い
本
を
一
般
の
人
に
読
め

と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
酷
な
話
で
す
か
ら
、
も
う

一
つ
は
薄
い
本
で
も
い
い
か
ら
、
リ
ー
ダ
ブ
ル
な

本
、
あ
る
い
は
ビ
デ
オ
な
ど
で
も
い
い
、
そ
う
い

う
も
の
を
作
っ
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
費
用
も
手
数
も
か
か
る
こ

と
な
の
で
、
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
史

の
効
用
を
考
え
る
と
、
目
的
別
に
社
史
を
作
る
方

が
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
話
題
に
し
た
自
動
車
会
社
の
社
史

で
す
が
、
世
界
有
数
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
し

て
は
、
慎
ま
し
過
ぎ
る
の
で
は
と
い
う
印
象
で

す
。
世
界
の
自
動
車
経
営
史
に
お
け
る
自
社
の
位

置
、
フ
ォ
ー
ド
や
G
M
と
ど
こ
が
違
う
の
か
、
そ

う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
内
外
の
多
く
の
研

究
者
が
研
究
し
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
同
社
と
し

て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
、
わ
れ
わ

れ
は
知
り
た
い
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
点
に
つ
い

て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で

す
。

　

先
に
述
べ
た
第
二
段
階
の
社
史
で
は
、
業
界

ト
ッ
プ
企
業
は
自
社
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
業

界
全
体
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
責
任
感
の
よ
う
な

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
よ
い

伝
統
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
た
と
え
ば★55
カ
ゴ

メ
の
社
史
と
い
う
の
は
、
日
本
に
お
け
る
ト
マ
ト

を
中
心
と
し
た
洋
風
料
理
の
歴
史
の
よ
う
な
も
の

を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
カ
ゴ
メ
が
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
。
こ
う
い
っ
た

こ
と
を
書
い
て
い
た
だ
く
と
、
個
別
企
業
史
を
超

え
た
価
値
が
あ
る
、
面
白
い
本
に
な
る
。
経
営
史

プ
ラ
ス
産
業
史
、
経
済
史
の
文
献
に
な
る
。
業
界

ト
ッ
プ
企
業
は
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
を
や
っ
て
欲

し
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。

平
野　

昔
の
社
史
に
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
割
と

丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
業
界

や
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
も
広
く
書
い
て
い
ま
し

た
が
、
最
近
そ
れ
が
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
と
も
う
一
つ
、
社
史
で
は
ラ
イ
バ
ル
企
業
の
こ

と
は
あ
ま
り
書
か
な
い
と
い
う
の
を
よ
く
聞
く
の

で
す
が
。

宮
本　

確
か
に
、
同
業
他
社
の
こ
と
は
書
か
な

い
、
と
く
に
そ
れ
を
攻
撃
し
た
り
、
悪
口
は
公
言

し
な
い
と
い
う
の
が
日
本
の
産
業
界
で
は
マ
ナ
ー

と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
問

題
と
し
て
は
、
常
日
頃
、
企
業
は
ラ
イ
バ
ル
企
業

を
意
識
し
て
行
動
し
て
お
り
、
戦
略
も
そ
れ
を
念

頭
に
置
い
て
立
案
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の

こ
と
が
社
史
に
ま
っ
た
く
現
れ
て
こ
な
い
と
い
う

の
は
変
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
た
と
え
ば
、
一
時
代

の
前
の
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
と
コ
ロ
ナ
、
サ
ニ
ー
と
カ

ロ
ー
ラ
と
い
う
具
合
に
。

　

こ
の
点
で
言
う
と
、
業
界
の
ラ
イ
バ
ル
会
社
の

こ
と
を
よ
く
書
い
て
い
る
の
は
、
『★56
サ
ッ
ポ
ロ

ビ
ー
ル
1
2
0
年
史
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
の

本
で
は
「
『
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
』
登
場
の
衝
撃
」

と
い
う
項
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
項
は
目
次
に
も
挙

が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
他
社
の
商
品
名
を
こ
う

い
う
明
示
的
に
取
り
上
げ
る
社
史
は
珍
し
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
当
時
の
ビ
ー
ル
業
界

で
、
ア
サ
ヒ
の
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
が
衝
撃
的
商
品

で
あ
り
、
他
社
が
そ
れ
と
の
対
抗
に
苦
悩
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
時
代
に

ア
サ
ヒ
は
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
一
本
槍
だ
っ
た
が
、

他
社
は
対
抗
の
た
め
、
多
種
の
銘
柄
の
ビ
ー
ル
を

販
売
し
た
が
、
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
に
勝
て
な
か
っ

た
こ
と
を
率
直
に
記
し
て
い
る
の
で
す
。

経
営
史
研
究
に
お
け
る
史
料
整
理
法

平
野　

先
ほ
ど
社
史
の
お
話
の
な
か
で
史
料
の
こ

と
が
出
ま
し
た
が
、
経
済
史
や
経
営
史
の
研
究

で
用
い
ら
れ
る
史
料
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。

宮
本　

古
文
書
な
ど
の
史
料
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
原
田
敏
丸
先
生
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
原
田
先
生
は
史
料
の
取
り

扱
い
作
法
や
、
整
理
に
は
非
常
に
厳
格
な
人
で
し

た
。
阪
大
の
助
手
時
代
に
、
原
田
先
生
は
史
料
調

査
が
お
好
き
で
、
調
査
の
と
き
は
非
常
に
楽
し
そ

う
で
し
た
。
播
州
の
農
村
の
史
料
調
査
に
よ
く
行

き
ま
し
た
が
、
「
朝
7
時
に
芦
屋
駅
集
合
」
な
ん

て
ざ
ら
で
、
帰
宅
は
夜
11
時
な
ん
て
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
調
査
先
で
の
挨
拶
の
仕
方
、
閲
覧
許
可

の
取
り
方
、
史
料
整
理
の
方
法
、
マ
イ
ク
ロ
写
真

撮
影
の
や
り
方
な
ど
、
一
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
史
料
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
出
典
で
、

「
○
○
市
○
○
家
文
書
」
と
書
く
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
○
○
市
の
何
町
何
番
地
ま
で
書
け
と
か
、

★
55 

カ
ゴ
メ
株
式
会
社
社
会
対
応
室

1
0
0
周
年
企
画
グ
ル
ー
プ
編

『
カ
ゴ
メ
1
0
0
年
史
』
（
カ

ゴ
メ
株
式
会
社
、
1
9
9
9

年
）
。

★
56 

サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
株
式
会
社
広

報
部
社
史
編
纂
室
編
『
サ
ッ

ポ
ロ
ビ
ー
ル
1
2
0
年
史　

Since1876

』
（
サ
ッ
ポ
ロ

ビ
ー
ル
株
式
会
社
、
1
9
9
6

年
）
。
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ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
聴
取
月
日
と
記
録
の

有
無
も
記
せ
、
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
言
う

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
た
め
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
文
献
な
ど
の
コ
ピ
ー
に
お
い
て
、

分
厚
い
本
を
コ
ピ
ー
す
る
と
き
、
本
の
真
ん
中
を

コ
ピ
ー
用
紙
の
真
ん
中
に
合
わ
せ
る
の
は
難
し
い

で
す
よ
ね
。
私
な
ど
は
乱
雑
で
、
い
い
加
減
に
す

る
も
の
だ
か
ら
、
二
つ
に
折
っ
た
と
き
、
真
ん
中

に
文
字
列
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
で

原
田
先
生
に
は
よ
く
叱
ら
れ
ま
し
た
。

「
私
は
紙
を
真
ん
中
で
折
っ
て
使
っ
て
、
こ
れ
を

全
部
フ
ァ
イ
ル
化
し
て
、
本
棚
に
立
て
る
こ
と

に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
文
字
列
が
真
ん
中
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
先
生

は
、
そ
う
い
う
点
で
は
非
常
に
厳
密
な
人
で
し

た
。
私
は
優
等
生
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ

う
い
っ
た
作
法
と
い
う
も
の
を
教
え
ら
れ
た
こ
と

は
大
変
有
り
難
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
誰
も
教
え

て
く
れ
な
け
れ
ば
、
後
に
な
っ
て
恥
を
か
く
の
で

す
か
ら
。

　

調
査
に
行
っ
た
後
は
、
史
料
の
目
録
作
り
を
よ

く
や
り
ま
し
た
。
後
年
、
岡
部
君
た
ち
と
も
史
料

の
目
録
作
り
を
や
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
手

法
は
原
田
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ま

ず
仮
カ
ー
ド
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
後
で
集
め
て
、

分
類
す
る
。
そ
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
目
録
を

作
る
。
目
録
に
し
た
が
っ
て
、
史
料
に
ラ
ベ
ル
と

貼
る
。
こ
う
い
う
手
順
は
原
田
先
生
か
ら
教
え
ら

れ
た
も
の
で
す
。

岡
部　

私
た
ち
自
身
も
資
料
調
査
の
作
法
や
目
録

作
成
の
方
法
な
ど
を
き
ち
ん
と
受
け
継
い
で
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い
で
す
ね
。

宮
本　

経
済
史
や
経
営
史
を
や
る
人
は
、
若
い
う

ち
に
史
料
調
査
や
史
料
の
扱
い
方
の
勉
強
を
し

て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
若
い
と
き
に
や
っ
て

お
か
な
い
と
、
年
を
取
っ
て
か
ら
恥
を
か
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
ら
。
た
と
え
ば
、
古
文
書
を
扱
う

と
き
は
鉛
筆
の
み
で
、
か
つ
て
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
や

万
年
筆
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た

ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
作
法
の
一
つ
で
す
。
文

学
部
の
歴
史
学
の
分
野
で
は
こ
れ
は
科
目
と
し
て

入
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
経
済
学
部
や
経
営
学

部
系
で
は
正
規
科
目
で
は
な
い
の
で
、
一
層
、
気

を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。

　

昔
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
ぼ
た
ぼ
た
し
た
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
万
年
筆
の
イ
ン
ク

が
文
書
を
汚
す
か
ら
よ
く
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た

の
で
す
ね
。
今
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
ぼ
た
な
ん
か

は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
も
よ
い

そ
う
で
す
が
。

岡
部　

先
生
の
若
い
頃
は
、
原
田
先
生
の
O
J
T

で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
「
現
場
」
で
鍛
え
ら

れ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
の
学
生
た
ち
、
大

学
院
生
に
対
し
て
は
、
「
資
料
調
査
の
方
法
」
の

よ
う
な
講
義
を
展
開
し
な
い
と
、
こ
う
し
た
ス
キ

ル
が
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

宮
本　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

岡
部　

原
田
先
生
の
時
代
の
よ
う
な
農
村
調
査
の

経
験
を
積
む
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

宮
本　

農
村
で
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
企

業
史
料
調
査
で
い
い
の
で
す
。
企
業
で
も
史
料
整

理
、
保
存
に
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い

ま
す
ね
。
史
料
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
き
ち
ん
と
整

理
で
き
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
を
手
伝
い
に
行
っ
て
あ
げ
る
。
農
村
調
査
も

そ
う
い
う
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
機
会

を
捉
え
て
訓
練
す
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

平
野　

そ
れ
も
経
営
史
家
の
一
つ
の
役
割
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
ね
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
兼
ね
な
が

ら
、
社
会
的
貢
献
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
社

史
を
書
い
て
一
つ
の
会
社
の
歴
史
を
残
す
の
も
、

そ
れ
か
ら
企
業
資
料
を
整
理
す
る
の
も
。
わ
れ
わ

れ
経
営
史
家
が
や
っ
て
い
く
べ
き
一
つ
の
社
会
的

貢
献
と
い
う
か
、
役
割
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。

岡
部　

以
前
か
ら
神
戸
大
学
や
大
阪
大
学
は
、
企

業
資
料
の
整
理
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
思
い
ま

す
。

宮
本　

そ
れ
は
寄
贈
史
料
や
寄
託
史
料
が
結
構

あ
っ
た
か
ら
で
す
ね
。
阪
大
で
も
作
道
洋
太
郎
先

生
も
晩
年
は
目
録
作
り
を
一
生
懸
命
に
や
ら
れ
ま

し
た
ね
。
私
の
父
や
作
道
先
生
が
受
け
入
れ
ら
れ

た
史
料
で
未
整
理
の
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
の

で
、
定
年
退
官
す
る
ま
で
に
、
整
理
し
て
お
く
責

任
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
鴻
池
文
書
、
水
帳
、
農
村
文
書
な
ど
の
目
録

作
り
を
や
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
研
究
と
直
接

関
係
の
な
い
史
料
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
文
書

の
形
態
や
種
類
の
違
い
な
ど
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
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ら
い
ま
し
た
。
よ
い
勉
強
の
機
会
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
経
営
史
の
役
割

宮
本　

過
日
、
経
営
史
学
会
で
学
生
セ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル

に
お
い
て
経
営
史
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
」
と

い
う
テ
ー
マ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
が
行
わ

れ
ま
し
た
。★57
平
井
岳
哉
さ
ん
と
い
う
慶
應
の
ビ

ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
教
え
て
い
る
人
が
、
ビ
ジ
ネ

ス
ス
ク
ー
ル
で
は
い
わ
ゆ
る
ス
キ
ル
を
教
え
る
科

目
、
た
と
え
ば
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
、
統
計
学
と
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
か
、
幅

広
い
教
養
的
な
こ
と
を
教
え
る
科
目
が
あ
り
、
経

営
史
は
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
的
な
も
の
だ
と
言
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
基
本
的
に
当
た
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
経
営
史
に
も
若
干
ス
キ
ル
的
な
要
素
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
資
料
を
ど
う
扱
う
か
、
資
料

か
ら
何
を
読
み
取
る
か
な
ど
ス
キ
ル
的
な
も
の
も

あ
り
ま
す
ね
。
あ
る
い
は
文
章
を
書
く
と
い
う
の

も
ス
キ
ル
に
属
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
修
士
論

文
な
ど
テ
ー
マ
を
定
め
て
自
分
自
身
で
研
究
し

て
、
一
つ
の
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
う

な
長
い
文
章
を
書
く
に
は
一
定
の
ス
キ
ル
が
必
要

で
す
か
ら
。

岡
部　

先
生
は
現
在
、
啓
蒙
書
と
も
い
え
る
『★58
企

業
家
た
ち
の
幕
末
維
新
』
の
刊
行
や
大
阪
企
業

家
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
な
ど
社
会
貢
献
的
な
活
動

も
い
ろ
い
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
も
含
め

て
、
関
西
学
院
に
移
ら
れ
て
か
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
の
話
を
少
し
う
か
が
え
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

宮
本　

基
本
的
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
だ
と

い
っ
て
、
そ
ん
な
に
変
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
は
、
歴
史
を

学
ぼ
う
と
し
て
来
て
い
る
人
は
多
く
な
い
と
思
い

ま
し
た
の
で
、
「
歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
と
い

う
こ
と
を
割
合
、
時
間
を
か
け
て
話
し
ま
し
た

ね
。
「
歴
史
を
学
ぶ
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
い

ま
す
か
」
と
聞
く
と
、
多
く
の
人
は
、
現
在
と
よ

く
似
た
過
去
の
出
来
事
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
へ
の
示
唆
や
未
来
へ
の
手
掛
か
り
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
教

訓
的
歴
史
観
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
「
歴
史
は
繰

り
返
す
」
と
い
う
歴
史
観
が
背
後
に
あ
り
ま
す

ね
。
将
棋
や
囲
碁
で
、
過
去
の
棋
譜
を
勉
強
す
る

の
と
同
じ
意
味
で
す
。
こ
れ
が
歴
史
を
学
ぶ
こ
と

の
一
つ
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
プ

ロ
の
歴
史
家
は
こ
う
い
う
歴
史
観
を
あ
ま
り
好
ま

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
現
代
に

生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
社

会
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
育
ち
、
今
長
い

歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る

の
か
を
知
る
こ
と
に
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
最
も
重

要
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
た

と
え
ば
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
事
象
を
、
過
去
の

歴
史
的
経
緯
を
無
視
し
て
解
釈
す
る
と
、
と
ん
で

も
な
い
間
違
い
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
家★59
ポ
ー
ル
・
A
・
デ
ー
ビ
ッ
ド
は
「
今

私
た
ち
の
住
む
世
界
が
理
屈
に
か
な
っ
て
い
る
か

否
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
き
た
の
か
を
理
解
し
な

い
限
り
不
可
能
な
場
合
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま

す
ね
。
で
す
か
ら
、
歴
史
と
い
う
の
は
広
い
意
味

で
は
、
そ
う
い
う
間
違
い
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に

勉
強
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

歴
史
小
説
の
読
者
の
多
く
は
教
訓
的
歴
史
観
で

歴
史
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。★61
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
本
を
経
営
者
が
よ
く
読

ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
自
分
を
置
き
換

え
て
、
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
、
自
分
の

今
い
る
状
況
下
に
お
い
て
歴
史
上
の
人
物
だ
っ
た

ら
ど
う
し
た
だ
ろ
う
か
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
歴
史
の

な
か
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
う
い
っ
た
歴
史
の
学
び
方
と
い
う
か
、

★
60

★
57 

平
井
岳
哉
（
ひ
ら
い
・
が
く

や
）
。
獨
協
大
学
経
済
学
部
教

授
。
専
門
は
日
本
経
営
史
。

★
58 

『
企
業
家
た
ち
の
幕
末
維
新
』

（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、

2
0
1
2
年
）
。

★
59 

ポ
ー
ル
・
ア
ラ
ン
・
デ
ー
ビ
ッ

ド
（Paul A

llan D
avid

）
。

ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
。

★
60  “Clio and E

conom
ics of 

Q
W

E
R

T
Y

,” The Am
erican 

E
conom

ic R
eview

, V
ol.75, 

N
o.2, M

ay 1985

．

★
61 

司
馬
遼
太
郎
（
し
ば
・
り
ょ
う

た
ろ
う
）
。
小
説
家
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
、
評
論

家
。
『
梟
の
城
』
で
直
木
賞
を

受
賞
。
代
表
作
に
『
竜
馬
が
ゆ

く
』
『
燃
え
よ
剣
』
『
国
盗
り

物
語
』
『
坂
の
上
の
雲
』
な
ど

が
あ
り
、
戦
国
・
幕
末
・
明
治

を
扱
っ
た
作
品
が
多
い
。
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楽
し
み
方
を
決
し
て
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い

う
歴
史
物
を
書
く
の
に
わ
れ
わ
れ
は
比
較
優
位
が

あ
り
ま
せ
ん
ね
。
わ
れ
わ
れ
が
書
い
た
も
の
よ
り

小
説
家
の
書
い
た
歴
史
の
方
が
面
白
い
し
、
役
に

立
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
こ
の
点
、
や
は
り
わ

れ
わ
れ
も
あ
る
程
度
反
省
し
な
い
と
い
け
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
野　

文
章
力
な
ど
の
問
題
。

宮
本　

確
か
に
文
章
力
の
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

歴
史
を
正
確
に
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
が
、

文
章
力
や
説
得
力
も
や
は
り
無
視
で
き
ま
せ
ん

ね
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
経
営
史
と
い
う

点
で
も
う
一
つ
。
経
営
史
学
会
の
パ
ネ
ル
で
、
平

井
さ
ん
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
来
る
人
は
現

代
の
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ

ま
り
昔
の
話
よ
り
も
最
近
の
話
を
す
る
べ
き
だ
と

言
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
理
あ
る
こ
と
だ
け
れ
ど

も
、
し
か
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
が
本
当
に
現

代
の
こ
と
ば
か
り
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
か
ど

う
か
。
対
象
が
古
い
か
新
し
い
か
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
テ
ー
マ
の
方
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
申
し
ま
し
た
。

　

関
学
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
企
業
経
営
史
と

い
う
科
目
で
、
私
は
、
江
戸
時
代
の
三
井
の★62
大
元

方
、
明
治
期
の
会
社
法
成
立
当
時
の
株
式
会
社
、

あ
る
い
は
戦
前
の
財
閥
を
取
り
上
げ
、
日
本
に
お

け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
に
関
す
る
考
え
方
や
慣

行
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
歴
史
の
話

を
し
て
、
そ
れ
ら
と
今
日
の
日
本
の
株
式
会
社
に

お
け
る
所
有
と
経
営
の
問
題
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
食
い
付

き
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
楽
天
、
ソ
フ
ト
バ

ン
ク
、
ユ
ニ
ク
ロ
な
ど
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
し
、

企
業
家
論
で
も
、
渋
沢
栄
一
や
伊
庭
貞
剛
な
ど
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
楽
天
や
ソ

フ
ト
バ
ン
ク
、
三
木
谷
浩
史
さ
ん
や
孫
正
義
さ
ん

の
話
だ
っ
た
ら
、
今
の
経
営
学
を
や
っ
て
い
る
人

の
方
が
は
る
か
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
あ
る
し
、

学
生
で
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
方
が
詳
し
い

か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ス
ト
リ
ア
ン
に
は
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
あ
た
り

は
、
そ
れ
に
得
意
な
先
生
に
任
し
た
方
が
よ
い
と

思
う
の
で
す
。

岡
部　

得
意
分
野
に
よ
っ
て
、
す
み
分
け
た
方
が

い
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

す
み
分
け
た
方
が
い
い
で
す
ね
。
も
っ
と

も
、
ま
っ
た
く
歴
史
家
し
か
関
心
を
も
た
な
い
よ

う
な
テ
ー
マ
は
や
め
た
方
が
い
い
。
た
と
え
ば
、

昔
、
経
済
史
で
一
大
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
論
争
と
か
、
日
本
資
本
主
義
論
争

な
ん
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
今
や
っ
て
も
意

味
が
な
い
で
す
ね
。
明
治
時
代
の
企
業
家
は
ど
こ

か
ら
や
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
出
自
論
争
も
、
単

な
る
出
自
論
だ
け
で
は
意
味
が
な
く
、
企
業
家
の

エ
ト
ス
や
経
営
思
想
と
の
関
連
で
論
じ
る
べ
き
で

し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
る
と
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に

も
関
心
あ
る
テ
ー
マ
と
な
る
。

岡
部　

題
材
は
新
し
く
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

宮
本　

題
材
は
古
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
に
享
保
時
代
、
1
7
2
0

年
代
に
大
阪
で
懐
徳
堂
と
い
う
学
問
所
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
住
友
や
鴻
池
な
ど
裕
福
な
町
人
五

人
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
創
っ
た
商
人
の
子
弟
の

た
め
の
学
校
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
懐
徳
堂
は

日
本
最
初
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
と
言
っ
て
も
よ

い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
を
言
う
と
、
文
学
部

系
の
儒
学
を
研
究
し
て
い
る
先
生
は
「
冗
談
じ
ゃ

な
い
、
懐
徳
堂
は
、
商
家
の
子
弟
が
生
徒
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
金
儲
け
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
教
え
て

い
る
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
下
品
な
と
こ

ろ
で
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
（
笑
）
。
懐
徳

堂
は
そ
ん
な
実
用
的
な
学
問
を
目
指
し
た
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
他
方

で
経
営
学
者
に
懐
徳
堂
の
こ
と
を
言
う
と
、
「
ビ

ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
は
、
懐
徳
堂
の
よ
う
な
儒
学
の

訓
詁
学
を
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
実
学
中
心

だ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。

　

私
は
両
方
と
も
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

（
笑
）
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
を
、
金
儲
け
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
習
得
す
る
と
こ
ろ
と
思
っ
て
い
る

の
は
間
違
い
だ
し
、
懐
徳
堂
で
教
え
ら
れ
た
儒
学

を
実
務
に
無
用
な
訓
詁
学
と
考
え
た
の
も
誤
解
で

す
ね
。
懐
徳
堂
は
読
み
書
き
、
算
盤
や
会
計
技
術

な
ど
を
教
え
た
わ
け
で
な
く
、
商
人
に
な
る
人

に
と
っ
て
基
本
的
素
養
と
な
る
こ
と
を
身
に
付
け

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
商
家
の

O
J
T
教
育
で
は
で
き
な
い
教
育
を
や
ろ
う
と
し

★
62 

宝
永
七
（
1
7
1
0
）
年
に
設

置
さ
れ
た
、
三
井
全
事
業
の
統

括
機
関
。
大
元
方
は
現
代
で
言

え
ば
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ

ニ
ー
に
当
た
り
、
三
井
の
資

本
・
各
店
舗
・
事
業
を
共
有
財

産
と
し
て
統
括
す
る
持
株
会
社

の
よ
う
な
存
在
。
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た
、
実
務
的
で
は
な
い
が
実
学
的
な
こ
と
を
や
ろ

う
と
し
た
と
言
え
る
の
で
す
。
今
日
の
日
本
の
ビ

ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
も
こ
の
懐
徳
堂
の
ス
タ
ン
ス
に

学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
広
い

意
味
で
は
、
長
い
目
で
は
、
役
に
立
つ
け
れ
ど

も
、
す
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
す
ぐ
に
役
立
つ
こ
と
は
す
ぐ
に
役
立
た
な
く
な

る
」
。

平
野　

そ
う
な
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で

も
、
や
は
り
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
方
も
同
じ
ぐ
ら

い
重
要
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

宮
本　

そ
う
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
ス
キ
ル
も
大
事

な
の
で
す
が
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
は
重
要
で
す
。

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
来
て
い
る
人
は
企
業
で
学

べ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
来
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
企
業
で
学
べ
る
こ
と
だ
っ
た
ら
来
る
必
要

が
な
い
わ
け
で
す
。
学
校
で
し
か
習
え
な
い
ス
キ

ル
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ

は
一
層
、
企
業
で
は
学
び
に
く
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
経
営
史
な
ど
、
ど
う
せ
役
に
立
た
な
い
学
問

だ
か
ら
、
学
生
に
媚
び
る
必
要
は
な
い
、
学
生
が

関
心
を
も
つ
か
ど
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
超
然

と
し
て
授
業
を
進
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
に

は
賛
成
し
ま
せ
ん
ね
。
す
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い

だ
ろ
う
が
、
や
は
り
究
極
的
に
は
ど
こ
か
で
役
に

立
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
で

臨
む
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
限
ら
ず
、
明
治
以
降
、

教
育
改
革
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
見
る
と
、
や
は

り
経
済
社
会
が
変
わ
る
と
き
に
教
育
改
革
が
行
わ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー

ソ
ン
の
教
育
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
O
J
T

で
や
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
O
J
T
だ

け
で
は
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
と
き
、
学
校
に
期

待
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

う
ま
く
い
か
な
く
な
る
の
は
、
も
の
す
ご
く
技
術

や
知
識
が
変
化
す
る
と
き
で
す
ね
。
今
日
の
専
門

職
大
学
院
や
社
会
人
教
育
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
企
業
は

今
ま
で
O
J
T
や
研
修
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
い
ま
や
研
修
な
ど
を
や
る
余
裕
が
な

く
な
っ
た
し
、
O
J
T
だ
け
で
は
う
ま
く
い
か
な

い
。
で
す
か
ら
、
今
度
は
産
学
共
同
と
い
う
か
学

校
の
役
割
に
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
逆
に
言
え
ば
、
企
業

で
で
き
る
こ
と
な
ら
大
学
で
す
る
必
要
は
な
い
。

経
営
史
な
ど
そ
う
い
う
風
に
捉
え
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。

『
１
か
ら
の
経
営
史
』
の
編
集
を
終
え
て

廣
田　

今
回
は
「
1
か
ら
シ
リ
ー
ズ
」
と
い
う
、

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
合
わ
せ
て
編
集
、
執
筆
を
い
た

だ
い
た
の
で
す
が
、
経
営
史
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

実
際
に
お
使
い
い
た
だ
く
先
生
方
か
ら
す
る
と
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
本　

多
分
、
経
営
史
は
人
に
よ
っ
て
も
教
え

方
、
内
容
が
非
常
に
違
う
と
思
う
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
先
生
に
よ
っ
て
は
、
自
分
が
取
り
上
げ

て
い
る
テ
ー
マ
が
こ
の
本
に
入
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
く
に
こ
の

本
で
は
、
時
代
別
に
言
え
ば
相
対
的
に
新
し
い
と

こ
ろ
に
重
点
を
置
い
て
、
第
一
次
大
戦
以
前
の
と

こ
ろ
が
薄
い
で
す
。
今
日
の
多
く
の
大
学
で
や
ら

れ
て
い
る
よ
り
現
代
史
の
と
こ
ろ
が
分
厚
い
と
思

い
ま
す
。

岡
部　

経
済
史
で
は
、
未
だ
に
戦
前
を
対
象
に
す

る
研
究
者
が
若
手
を
含
め
て
多
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
講
義
を
す
る
場
合
は
、
経
済
史
、
経
営
史
を

問
わ
ず
、
戦
後
に
つ
い
て
も
き
ち
ん
と
教
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
私
の
周
囲
の
反
応
で
す
が
、
こ

の
『
1
か
ら
の
経
営
史
』
は
、
自
分
の
得
意
分
野

で
な
い
時
代
、
対
象
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
て
、
使

い
や
す
い
、
便
利
だ
と
の
声
が
多
い
で
す
ね
。

宮
本　

最
後
、
最
近
の
こ
と
に
関
し
て
は
、

ち
ょ
っ
と
迷
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
営
や
海
外
進
出
企
業
の
話
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
野　

国
際
経
営
で
す
ね
。

宮
本　

ま
た
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
、
最
近

の
I
T
ビ
ジ
ネ
ス
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
15
章
と
い
う
制
約
で
は
や
む
を
得

な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
逆
に
一

つ
提
案
し
た
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
20
章
立
て
ぐ

ら
い
に
し
て
、
教
え
る
人
が
そ
の
う
ち
15
章
を
選

ぶ
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
で
き
な
い
か
と
。

廣
田　

15
章
、
き
っ
ち
り
で
は
な
く
て
で
す
ね
。

宮
本　

20
章
ぐ
ら
い
に
し
て
お
い
て
、
先
生
が
好

み
の
組
み
合
わ
せ
で
使
っ
て
も
ら
う
と
い
う
手
も
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あ
る
の
か
な
ぁ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
も
う

少
し
分
厚
い
本
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。
経
営

史
は
さ
ほ
ど
体
系
が
き
っ
ち
り
し
た
学
問
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
が
な
じ
む

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

岡
部　

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
使
う
ス
タ
イ
ル
も
い

い
で
す
ね
。

廣
田　

使
い
方
と
す
る
と
、
そ
う
い
う
使
い
方
の

方
が
圧
倒
的
に
多
い
し
、
使
い
や
す
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
ね
。

宮
本　

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
経
済
学
の
マ
ク
ロ

や
ミ
ク
ロ
の
よ
う
に
非
常
に
体
系
が
は
っ
き
り

し
た
分
野
で
は
、
大
体
誰
が
や
っ
て
も
同
じ
よ
う

な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
経
営

史
や
経
済
史
は
人
に
よ
っ
て
も
の
す
ご
く
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
が
異
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。

平
野　

こ
の
目
次
を
作
る
と
き
も
、
い
ろ
い
ろ
な

大
学
の
シ
ラ
バ
ス
を
見
て
、
そ
こ
で
よ
く
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
平

均
的
に
並
べ
て
い
る
と
い
う
感
じ
な
の
で
、
微
妙

な
ラ
イ
ン
で
落
ち
た
も
の
も
相
当
あ
る
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
や
は
り
20
章
ぐ
ら
い
に
し
て
、
選

択
で
き
る
余
地
と
い
う
の
が
、
分
野
に
よ
っ
て
は

あ
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

廣
田　

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
そ
ち
ら
の
方
が
現

状
に
合
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
で
す
よ
ね
。

岡
部　

他
方
で
、
『
1
か
ら
の
経
営
史
』
の
一
つ

の
「
売
り
」
は
、
第
一
章
で
江
戸
時
代
、
第
二

章
で
企
業
家
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
す
。
こ
の

二
つ
は
、
戦
後
を
メ
イ
ン
に
研
究
し
て
い
る
人
か

ら
見
る
と
教
え
に
く
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

し
っ
か
り
と
教
え
る
に
は
か
な
り
の
労
力
が
必
要

に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
パ
ク
ト

に
一
回
の
講
義
で
押
さ
え
た
い
と
こ
ろ
を
、
き
ち

ん
と
押
さ
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
魅
力
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

平
野　

触
れ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
け
れ
ど

も
、
触
れ
る
分
に
は
こ
れ
く
ら
い
で
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

岡
部　

そ
う
で
す
ね
。
ま
た
教
え
る
立
場
と
し
て

は
、
こ
の
『
1
か
ら
の
経
営
史
』
の
対
に
な
る
よ

う
な
、
外
国
経
営
史
の
も
の
が
あ
る
と
、
授
業
を

展
開
す
る
上
で
は
面
白
い
で
す
ね
。
今
、
経
営
学

部
だ
と
、
「
日
本
経
営
史
」
「
外
国
経
営
史
」
の

よ
う
に
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
と
思
い

ま
す
。
「
経
営
史
」
と
い
う
一
つ
の
科
目
を
、
前

期
と
後
期
で
「
経
営
史
1
」
、
「
経
営
史
2
」
と

い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
大
学
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
専
門
外
で
外
国
経
営
史
を

教
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
と
き
に
、
こ
う

い
う
形
の
も
の
が
あ
る
と
大
変
便
利
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
も
た
と
え
ば
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
形
の

も
の
が
一
番
助
か
り
ま
す
ね
。

　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
略
歴

岡
部 

桂
史
（
お
か
べ 

け
い
し
）

1
9
7
4
年
生
ま
れ
。

立
教
大
学
経
済
学
部
准
教
授
、
博
士
（
経
済
学
）

2
0
0
4
年　

大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
名
城
大
学
経
済
学
部
准

教
授
、
南
山
大
学
経
営
学
部
准
教
授
を
経
て
、

2
0
1
5
年
よ
り
現
職
。

専
攻
は
、
日
本
経
済
史
、
日
本
経
営
史
。

主
な
著
書
に
、
『
植
民
地
台
湾
の
経
済
基
盤
と
産

業
』
（
共
著
、
日
本
経
済
評
論
社
、
2
0
1
5

年
）
、
『
戦
前
期
北
米
の
日
本
商
社
』
（
共
著
、

日
本
経
済
評
論
社
、
2
0
1
3
年
）
な
ど
。

平
野 

恭
平
（
ひ
ら
の 

き
ょ
う
へ
い
）

1
9
7
9
年
生
ま
れ
。

神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学
研
究
科
准
教
授
、
博
士

（
経
営
学
）

2
0
0
8
年 

神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学
研
究
科
博

士
課
程
後
期
課
程
修
了
。

2
0
0
8
年
よ
り
現
職
。

専
攻
は
、
日
本
経
済
史
、
日
本
経
営
史
。

主
な
著
書
に
、
『
産
業
経
営
史
シ
リ
ー
ズ
3　

繊

維
産
業
』
（
共
著
、
日
本
経
営
史
研
究
所
、

2
0
1
3
年
）
。

事
務
局

廣
田 

章
光
（
近
畿
大
学 

経
営
学

部 

教
授
）

清
水 

信
年
（
流
通
科
学
大
学　

商
学
部 

教
授
）
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こ
の
対
談
で
は
、
宮
本
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
ご

研
究
に
加
え
て
、
多
く
の
社
史
に
携
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
ご
経
験
や
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
の
経
営

史
教
育
に
つ
い
て
の
お
考
え
な
ど
、
こ
れ
ま
で
耳

に
し
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
文
字
と
し
て
残
っ
て

い
な
か
っ
た
貴
重
な
お
話
を
お
う
か
が
い
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
対
談
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
教

育
面
の
お
話
し
を
も
っ
と
う
か
が
い
た
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。
大
学
で
教
え
る
私
た
ち
と
し
て
は
、

若
い
学
部
生
た
ち
に
、
経
済
史
や
経
営
史
の
魅
力

を
ど
う
や
っ
て
伝
え
た
ら
よ
い
の
か
、
大
学
院
で

研
究
者
を
目
指
す
学
生
た
ち
を
、
ど
の
よ
う
に
指

導
し
た
ら
よ
い
の
か
、
ま
だ
ま
だ
先
生
か
ら
引
き

出
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

対
談
の
契
機
と
な
っ
た
『
１
か
ら
の
経
営
史
』

の
企
画
・
編
集
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私

た
ち
に
と
っ
て
、
先
生
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

機
会
の
連
続
で
あ
っ
た
。
全
体
の
構
成
か
ら
各
章

著
者
の
ド
ラ
フ
ト
原
稿
に
対
す
る
修
正
コ
メ
ン
ト

な
ど
、
私
た
ち
が
行
き
詰
ま
る
度
に
、
経
済
史
・

経
営
史
・
企
業
者
史
、
そ
れ
も
近
世
か
ら
現
代
ま

で
の
幅
広
い
知
識
に
基
づ
い
て
、
さ
ら
に
は
経
済

学
や
経
営
学
と
い
っ
た
関
連
領
域
の
こ
と
も
踏
ま

え
て
、
的
確
な
ご
指
導
と
ご
助
言
を
い
た
だ
い

た
。
そ
の
的
確
さ
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
、
さ
す
が

先
生
と
頼
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
仕
事
の
後
の
食

事
の
場
で
も
、
先
生
の
ご
専
門
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
様
々
な
話
題
が
次
か
ら
次
へ
と
出
て
く
る

引
き
出
し
の
多
さ
に
、
た
だ
た
だ
驚
く
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
対
談
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
若

い
間
は
、
先
生
や
先
輩
か
ら
言
わ
れ
た
仕
事
は
断

る
な
、
全
部
引
き
受
け
ろ
」
を
実
践
し
、
「
芸

域
」
を
広
げ
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
身
を
も
っ
て

知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
社
会
科
学
の
中
で
歴
史
を
教
え
る
・
研

究
す
る
こ
と
は
、
単
に
歴
史
が
好
き
だ
か
ら
と

い
う
だ
け
で
は
す
ま
な
い
こ
と
も
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
歴
史
を
学
ぶ
意
義
は
、
現
在
を
理
解
す
る
た

め
に
過
去
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
対
談
の
中

で
も
、
ま
た
い
く
つ
か
の
仕
事
で
ご
一
緒
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
中
で
も
、
先
生
は
、
過
去
と
現
在
を

結
ぶ
こ
と
を
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
れ
が
、
社
会
科
学
の
中
で
歴
史
を
教
え
る
・
研

究
す
る
者
が
自
覚
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
で

あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

こ
の
対
談
の
中
で
感
じ
た
こ
と
は
、
幅
広
い
視

野
と
長
期
的
な
視
野
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
重

要
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
研
究
を
深
め

る
・
広
め
る
上
で
有
益
な
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史

を
教
え
る
際
に
は
、
現
在
の
こ
と
に
関
心
が
強
い

若
い
学
生
た
ち
に
も
歴
史
の
大
切
さ
や
面
白
さ
を

伝
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
か
ら
も
「
す
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い

対談後記

だ
ろ
う
が
、
や
は
り
究
極
的
に
は
ど
こ
か
で
役
に

立
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
」

を
忘
れ
ず
に
経
済
史
・
経
営
史
の
研
究
・
教
育
に

向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。

（
岡
部
・
平
野
）
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1 からシリーズ

碩学叢書

碩学舎ビジネス双書

1からの流通論
石原武政・竹村正明（編著） 

マーケティング 
クリエイティブ（1巻）
石井淳蔵・大西潔（編著） 

商業・まちづくり 
口辞苑
石原武政（著）

1からの観光
高橋一夫・大津正和・ 
吉田順一（編著）

メガブランド
張智利（著） 

寄り添う力
石井淳蔵（著）

1からの商品企画
西川英彦・廣田章光（編著） 

新しい公共・ 
非営利のマーケティング
水越康介・藤田健（編著）

SNSで農業革命
蓮見よしあき（著）

1からの病院経営
木村憲洋・的場匡亮・ 
川上智子（編著）

1からのマーケティング 
（第3版）
石井淳蔵・廣田章光（編著） 

病院組織のマネジメント
猶本良夫・水越康介（編著） 

ビジョナリー・ 
マーケティング
栗木契・岩田弘三・ 
矢崎和彦（編著）

1からのサービス経営
伊藤宗彦・高室裕史（編著）

［新訳］事業の定義
デレク・F・エーベル（著） 
石井淳蔵（訳） 

グローバル・  
ブランディング
松浦祥子（編著）

1からの経営学（第2版）
加護野忠男・吉村典久 
（編著）

企業変革における情報 
システムの マネジメント
依田祐一（著） 

明日は、ビジョンで 
拓かれる
石井淳蔵・栗木契・ 
横田浩一（編著）

1からの経営史
宮本又郎・岡部桂史・ 
平野恭平（編著）

1からの戦略論
嶋口充輝・内田和成・ 
黒岩健一郎（編著）

百貨店の 
ビジネスシステム変革
新井田剛（著） 

旅行業の扉
高橋一夫（編著）

1からの経済学
中谷武・中村保（編著） 

セールスインタラクション
田村直樹（著） 

医療現場のプロジェクト 
マネジメント
猶本良夫・永池京子・ 
能登原伸二（編著）

1からのファイナンス
榊原茂樹・岡田克彦（編著）

よみがえる商店街
畢滔滔（著）

人事よ、ススメ！
中原淳（編著）

医療イノベーションの本質
クレイトン・M・クリステンセ
ン、ジェローム・H・グロスマ
ン、ジェイソン・ホワン（著） 
山本雄士、的場匡亮（訳）

1からの会計
谷武幸・桜井久勝（編著）

国際マーケティング
小田部正明、K・ヘルセン（著）
栗木契（監訳）

コトラー8つの成長戦略
フィリップ・コトラー/ミルトン・
コトラー（著） 
嶋口充輝、竹村正明（監訳）

1からの 
マーケティング分析
恩藏直人・冨田健司（編著）

ことばとマーケティング
松井剛（著） 

愛される会社のつくり方
横田浩一・石井淳蔵（著）

1からの 
リテール・マネジメント
清水信年・坂田隆文（編著）
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vol.22
1からの経営学部
伊藤貴晃・岸本のぞみ・久野恵理
子（法政大学経営学部 西川英彦
ゼミ チームローニーズ）

vol.26
1からの学生生活
松原悠・佐藤あゆみ・井上恵夢 
（一橋大学 松井剛ゼミ）

vol.30
1からの学生生活： 
大学生活×きっかけ
小澤修平・鎌田浩平・小林悠一 
（首都大学東京 水越康介ゼミ）

vol.3 
マーケティングの論理
嶋口充輝・水越康介・西川英彦

vol.7
日本的管理会計：「数字への
こだわり」とインターラクショ
ンが創造性を生み出す
谷武幸・窪田祐一・廣田章光
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日本のコーポレート・ 
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の経験』刊行にあたって
畢滔滔
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第2回碩学舎賞一席
「デザインと技術：製品の意味の
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れた社会＞－変化の認識論
小坂井敏晶

vol.4
事業の定義復刊の意義
石井淳蔵

vol.8
碩学アーカイブ 石原武政-1
石原武政

vol.12
碩学アーカイブ 石原武政-4
石原武政

vol.16
『新しい公共・非営利のマー
ケティング』の刊行にあたって
水越康介・藤田健

vol.20
消費者行動研究と戦略論を 
つなぐ
和田充夫 ・新倉貴士・水越 康介

vol.24
『寄り添う力：マーケティング
をプラグマティズムの視点か
ら』刊行にあたって
石井淳蔵

vol.28
第2回碩学舎賞二席
「既存事業の成長と顧客資源の 
活用」
渡辺紗理菜

vol.32
消費者を捉える論理と 
マーケティング戦略
池尾恭一・新倉貴士・木村浩
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