
原
洋
之
介
氏
の
講
演
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

０
　
私
は
経
済
史
に
関
し
て
は
全
く
の
素
人
で
す
。
経
済
開
発
論
に

関
し
て
は
、
か
な
り
関
心
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
純
粋
に
理
論
的

な
作
業
が
多
少
あ
る
だ
け
で
、
実
地
調
査
や
実
証
研
究
に
関
し
て

は
、
他
の
文
献
か
ら
、
そ
れ
こ
そ

『
つ
ま
み
食

い
」
を
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
開
発
論
に
関
し
て
は
理
論
的
に
も
実
証

的
に
も
権
威
で
、
か
つ

（御
本
人
は
謙
虚
に
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
）

経
済
史
の
分
野
に
も
造
詣
の
深
い
原
先
生
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で

き
て
非
常
な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

原
先
生
の
お
話
し
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
私

の
守
備
範
囲
と
紙
幅
の
関
係
で
、
次
の
二
つ
の
命
題
、　
一
見
し
て
定

義
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
命
題
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

瀬
　
岡
　
士口　
彦

命
題

一

「
い
わ
ゆ
る

『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
』
、
つ
ま

り

「
で
き
る
だ
け
政
府
の
介
入
を
避
け
、
自
由
な
競
争
市
場
を
形
成

す
る
こ
と
が
経
済
開
発
に
と
っ
て
最
善
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
間

違

っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も

一
般
性
を
持
ち
得
な
い
」

命
題
二

「経
済
開
発
論
の
課
題
は

『効
率
的
な
』
市
場
経
済
が
で

き
あ
が

っ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
市

場
形
成
は
地
域
ご
と
に
独
特
な
文
化
信
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

２つ
」断

っ
て
お
き
ま
す
が
、
私
が
こ
の
二
つ
の
命
題
に
対
し
て
反
対
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
基
本
的
に
は
賛
成

で
、
そ
の
立
場
か
ら
、
今
後
、
開
発
論
を
研
究
さ
れ
る
方
々
に
何
ら

か
の
参
考
に
な
る
コ
メ
ン
ト
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

22



②
　
ま
ず
第

一
の
命
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
も
そ
も

「
ワ
シ
ン
ト

ン

・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
Ｊ

・
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
と
い

う
研
究
者
が

一
九
〇
〇
年
の
論
文
で
初
め
て
使

っ
た
言
葉
だ
そ
う
で

（２
）

す
が
、
彼
は
最
近
に
な

っ
て
そ
の
回
顧
論
文
と
い
う
か
反
省
論
文
と

い
う
か
を
書
い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
が
描
い
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
ワ
シ
ン
ト
ン

・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
財
政
上
の
規
律
、
公
共
支

出
の
方
向
転
換
、
税
制
改
革
等
の
一
〇
個
の
政
策
命
題
か
ら
な

っ
て

い
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
真
の
意
味
で
コ
ン
セ
ン

サ
ス
で
な
か
っ
た
と
告
白
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
彼
は
二
つ
の
興

味
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
す
。　
一
つ
は
、
彼
が
考
え
た
ワ
シ
ン
ト

ン

・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
地
理
的

・
歴
史
的
に
特
有
の
も
の
で
あ

っ

て
、　
一
九
八
九
年
当
時
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
必
要
な
改
革
の
最

小
限
の
同
意

（と
考
え
ら
れ
る
も
の
）
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。

二
つ
目
に
、
世
間
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
市
場
原
理

主
義

翁
国
家
を
打
ち
の
め
せ
、
さ
す
れ
ば
市
場
が
す
べ
て
を
解
決
す

る
し

の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
通
俗
化
に

よ
る
も
の
で
彼
の
考
え
で
は
全
く
な
い
こ
と
。

以
上
の
こ
と
は
原
先
生
は
当
然
ご
承
知
の
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
あ

え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
先
生
の
お
話
の
中
で

の
攻
撃
対
象
が

「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
」
が
と
っ
て
き
た
、
ま
た
こ

れ
か
ら
も
と
ろ
う
と
し
て
い
る
世
界
戦
略
と
そ
れ
を
支
え
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
の
か
、
ま
た
は
新
古
典
派
経
済
学
と
呼
ば
れ
て
い
る

一
つ

の
理
論
体
系
な
の
か
が
、
私
に
と
っ
て
は
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
す

（も
っ
と
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
理
論
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
が
、

両
者
を
厳
密
に
区
別
し
て
考
え
て
い
く
の
が
研
究
者
の
使
命
で
あ
る
と
思

い
ま
す
）。
先
生
の
お
話
を
全
体
と
し
て
伺

っ
て
い
る
と
、
命
題

一

に
含
ま
れ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
内
容

（ウ
イ
リ
ア
ム

ソ
ン
が
自
分
の
も
の
で
な
い
と
し
た
も
の
）
は
、
ど
う
も
新
古
典
派
経

済
学
に
基
づ
い
て
論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

私
の
理
解
で
は
、
新
古
典
派
経
済
学
と
は
、
有
効
需
要
の
不
足
に

よ
っ
て
は
経
済
停
滞
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
大
前
提
と
す
る
学
派
、

換
言
す
れ
ば

「
セ
イ
の
法
則
」
を
土
台
と
す
る
学
派
の
総
称
で
す
。

新
古
典
派
学
派
は
、
「
セ
イ
の
法
則
」
を
否
定
す
る
ケ
イ
ン
ズ
学
派

と
対
立
す
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
ケ
イ
ン
ズ
経

済
学
よ
り
も
は
る
か
に
確
固
と
し
た
論
理
体
系
を
も
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
も
っ
と
も
体
系
と
し
て
の
新
古
典
派
経
済
学
は
、
論
理
の

第

一
段
階
と
し
て
、
行
儀
の
よ
い

（規
模
に
関
す
る
収
穫
不
変
、
生
産

要
素
に
関
す
る
収
穫
逓
減
を
満
足
す
る
）
生
産
関
数
、
純
粋
に
個
人
主

義
的
な
効
用
関
数
、
完
全
競
争
、
完
全
情
報
等
の
諸
仮
定
か
ら
始
ま



り
ま
す
が
、
論
理
展
開
が
進
む
に
つ
れ
て
、
（も
ち
ろ
ん

「
セ
イ
の
法

則
」
は
維
持
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
下
で
）
こ
れ
ら
の
仮
定
は
次
第
に

弱
め
ら
れ
る
か
、
他
の
仮
定
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
新
古
典
派
経
済
学
を
解
釈
し
な
い
で
、
そ
の
最
も
初

期
の
論
理
段
階
だ
け
を
新
古
典
派
と
す
る
の
は
、
単
な
る
定
義
の
違

い
と
い
う
よ
り
も
、
人
々
に
現
在
の
経
済
学
の
発
展
水
準
を
誤
解
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
不
完
全
情
報
と

市
場
形
成
の
関
係
を
強
調
す
る
ス
テ
ィ
グ
リ
ツ
ツ
に
し
で
も
、
後
で

詳
述
し
ま
す
が
、
文
化
信
念
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
そ
の
違
い

に
よ
っ
て

（同

一
の
個
人
主
義
的
効
用
関
数
と
同

一
の
人
口
構
成
を
も

つ
二
つ
の
経
済
で
）
異
な
る
均
衡
の
存
在
を
示
す
グ
ラ
イ
フ
に
し
て

も
、
新
古
典
派
経
済
学
の
発
展
し
た
姿
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の

で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
通
俗
的
な

「
ワ
シ
ン
ト
ン

・
コ
ン
セ
ン
サ

ス
」
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た

（む
し
ろ
押
し
つ
け
ら
れ
た
）
後
進

諸
国
に
関
す
る
諸
政
策
を
、
経
済
開
発
論
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
政
策
が
新
古
典
派
経
済
学
に
も
と
づ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
な
く
、
逆
に
新
古
典
派
経
済
学
に
正
し
く
も
と
づ
い

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
他
の
学
派
、
特
に
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
派
か
ら
の
批
判

も
あ
り
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
新
古
典
派
経
済
学
の
基
盤

で
あ
る
セ
イ
の
法
則
の
否
定
に
立

っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
新
古
典
派
経

済
学
の
原
始
形
態
で
あ
る
通
俗
的
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、

あ
え
て
言
え
ば
ア
メ
リ
カ
主
体
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対
し
、
決
定

的
な
批
判
を
論
理
的
に
下
し
う
る
潜
在
力
を
持

っ
て
い
る
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ケ
イ
ン
ズ

経
済
学
の
破
壊
力
は
高
度
に
発
展
し
て
い
る
新
古
典
派
経
済
学
の
そ

れ
に
比
べ
て
、
あ
ま
り
強
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

③
　
次
に
第
二
の
命
題
に
関
し
て
で
す
が
、
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
グ

ラ
イ
フ
の
論
文
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
彼
は

「集
団
主
義
的
文
化
信

念
」
と

「個
人
主
義
的
文
化
信
念
」
と
い
う
異
な
る
文
化
信
念
を
持

つ
経
済
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
遠
隔
貿
易
の
形
態
が
生
ま
れ
た
こ

と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
原
先
生
は
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
な
の
で
す

が
、
念
の
た
め
に
簡
単
に
グ
ラ
イ
フ
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

経
済
に
は

（資
金
を
も
つ
）
商
人
と

（資
金
を
も
た
な
い
と
い
う
意

味
で
）
純
粋
な
代
理
人
が
い
る
と
し
ま
す
。　
一
人
の
商
人
は

一
人
の

代
理
人
を
選
び
、
自
分
の
商
品
を
遠
隔
地
で
販
売
さ
せ
る
と
し
ま

す
。
た
だ
し
、
純
粋
な
代
理
人
の
数
は
商
人
の
数
よ
り
多
い
と
し
ま

す
。
集
団
主
義
的
経
済
で
は
代
理
人
が

一
旦
、
商
人
を
裏
切
る
と



（
つ
ま
り
、
販
売
を
委
託
さ
れ
た
商
品
を
持
ち
逃
げ
す
る
と
）
そ
の
代
理

人
は
将
来
永
久
に
、
ど
の
商
人
に
も
雇
わ
れ
な
い
と
い
う
罰
を
う
け

る
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
な
制
度
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
個

人
主
義
的
経
済
で
は
裏
切
り
者
と
い
え
ど
も
、
短
期
間
に
通
常
の
代

理
人
の
プ
ー
ル
ヘ
復
帰
で
き
ま
す
。
グ
ラ
イ
フ
は
、
こ
の
よ
う
な
文

化
信
念
の
違
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
興
味
あ
る
命
題
を
導
出
す
る
の
で

す
が
、
特
に

「個
人
主
義
的
社
会
で
は
商
人
と
純
粋
な
代
理
人
と
が

ペ
ア
を
組
む
の
に
、
集
団
主
義
的
社
会
で
は
商
人
同
士
が
相
互
に
代

理
人
と
し
て
ペ
ア
を
組
む
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う

一
見
意
外
な
命
題

（以
下
、
命
題
Ａ
と
呼
び
ま
す
）
を
導
き
だ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
文
化
信
念
な
る
も
の
が
社
会
の
特
性
を

規
定
す
る
上
で
い
か
に
重
要
か
と
言
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
が
、

グ
ラ
イ
フ
の
議
論
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
集
団
主
義
的
文
化
信
念
を
持

つ
社
会
と
個
人
主
義
的
文
化
信
念
を
持
つ
社
会
と
が
接
触
し
た
と

き
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て

「集
団

主
義
的
社
会
の
商
人
は
個
人
主
義
的
社
会
と
の
結
合
を
拒
否
し
よ
う

と
す
る
が
、
後
者
の
商
人
は
前
者

へ
積
極
的
に
結
合
し
よ
う
と
す

る
」
と
い
う
命
題

（以
下
、
命
題
Ｂ
と
呼
び
ま
す
）
を
提
出
し
て
い
ま

す
。

つ
ま
り
、
両
社
会
が
永
続
的
に
共
存
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
、
徐
々
に
で
あ
れ
、
急
激
な
シ
ョ
ッ
ク
の
結
果
で
あ
れ
、
結

局
は
集
団
主
義
的
社
会
は
消
滅
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
新
古
典
派
経
済
学
の
最
先
端

（生
一一一口え

る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
）
を
も

っ
て
し
て
も
、
結
局
は
個
人
主

義
的
社
会
の
世
界
的
展
開
を
予
想
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

０
　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
結
論
が
正
し
い
か
ど
う
か
慎
重
な
吟
味
が

必
要
で
す
。
厳
密
な
論
証
は
控
え
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を

指
摘
で
き
そ
う
で
す
。

前
述
の
よ
う
に
、
グ
ラ
イ
フ
は
命
題
Ｂ
を
導
出
す
る
前
に
、
命
題

Ａ
を
導
出
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
命
題
Ｂ
は
、
命
題
Ａ
を

無
視
し
て
、
あ
た
か
も
両
経
済
で
商
人
と
純
粋
な
代
理
人
と
の
組
み

合
わ
せ
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
導
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
命
題
Ａ
が
正
し
い
と
す
る
と
、
集
団
主
義
的
経
済
が

個
人
主
義
的
経
済
に
結
合
し
た
あ
と
で
も
、
か
っ
て
集
団
主
義
的
経

済
で
結
ば
れ
て
い
た
商
人
同
士
の
関
係
は
残
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
な
る
ほ
ど
、
い
ま
や
商
人
は
集
団
主
義
的
関
係
か
ら
離
脱
し
て

も
、
個
人
主
義
的
経
済
の
商
人
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
の
で
す
が
、

そ
の
場
合
は
純
粋
な
代
理
人
を
雇
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
こ
の
代
理
人
に
は
、
か
っ
て
の
集
団
主
義
的
経
済
で
支
払
わ
な



け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
り
も
、
か
な
り
高
い
賃
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
事
情
で
、
個
人
主
義
的
社

会
に
吸
収
さ
れ
た
後
で
も
、
旧
集
団
主
義
的
な
商
人
関
係
が
残
る

（ま
た
は
再
生
す
る
）
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
蛇
足
で
す
が
、
こ
の
こ

と
は
、
現
在
の
日
本
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
経
済
で
、
な
お
集
団
主

義
的
な
組
織

（特
に
政
治
的
集
団
）
が
存
続
し
て
い
る
と
言
う
事
実

を
説
明
す
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
ま
れ
、
グ
ラ
イ
フ
が
投
げ
か
け
た
問
題
、
つ
ま
り
異
な
る
文
化

信
念
が
結
合
ま
た
は
衝
突
し
た
場
合
に
何
が
起
こ
る
か
と
い
う
問
題

は
、
新
古
典
派
経
済
学
だ
け
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
ま
で
解
明
で
き
る

の
か
。
原
先
生
の
第
二
の
命
題
は
、
こ
の
よ
う
に
単
な
る
開
発
経
済

論
の
定
義
以
上
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

０
　
以
上
、
原
先
生
の
お
話
を
伺

っ
て
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
お
話
に
対
し
て
あ
え
て
言
挙
げ

す
る
た
め
に
、
曲
解
と
み
ら
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
場
合
は
お
許
し
下
さ
い
。

と
も
か
く
私
と
し
て
は
先
生
の
お
話
を
伺

っ
て
、
あ
ら
た
め
て
経

済
開
発
論
に
お
け
る
実
証
の
大
切
さ
を
感
じ
、
ま
た
経
済
史
に
真
剣

に
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。

（・・
）
　

ζ́
〓
〓
”
「
あ
ｏ
●
ヽ
〕
・ヽ
＾^
く́

，
”
一
く́
”
∽コ
●̈
∞
一ｏ
●
マ
ロの
”
●
∽
げ
く
”
ｏ
〓
ｏ
く

”
Ｒ
Ｒ
３
■
）
）
メ
、〓
ご
ヨ
∽
ｏ
Ｐ

ｏ
Ｏ
・ヽ
い
ヽ
こ
ド
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ヽヽ
ド
ヽ
ミ
ミ
率

ヽ
馬
ド
ヽ
い
ざ
ミ
にヽ
ミ
ヽヽ

い
ざ
∽
卜
Ｐ
も
ヽ
ｓＳ
ｓ、
Ｐ
Ｈつ
∽一〓
●
一ｏ
ｏ
〔
Ｈ●
”ｏ
『●
“
，

一いｏ
●
”
】
】〕Ｏ
Ｏ
●
０
コ
Ｌ
ｏ
∽
・　
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

（ｏ４
）
　

♂́、〓
〓
”
●
″∽ｏ
●
・
〕
・・^
ヽ́
♂、す
“
一
∽
す
ｏ
」
】鮎
一す
ｏ

♂́「ｏ
【】Ｏ
ω
”
●
Ｆ
「ヽ
口
●̈
Ｆ

”
σ
Ｏ
●
け
一，
Φ

く́
”
∽』●
”
一〇
●
一〇
〇
●
∽ｏ
●
∽●
∽、
ｒ
　
い
ぶ
に
　
でヾ
ヾ
ヽヽ
ヽ
　
ｂ
一ヽ
さ
や

０
い∽ヽ
じヽ
も
ヽ
´
く
〇
一
Ｈぃ
ヽ
●
Ｏ
・Ｎ
】
つ
ｏ
い
い
Ｈ
，Φ
卜
ヽ
Ｎ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

（３
）

お
そ
ら
く
、
原
先
生
は
経
済
学
全
体
の
構
図
を
こ
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
先
生
の
最
近

の
著
書
、
原
洋
之
介

「
ア
ジ
ア
型
経
済
シ
ス
テ
ム
ー
グ

ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
に
抗
し
て
」
（中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
）
の
中

で
も

（私
の

読
み
落
と
し
が
な
け
れ
ば
）
、
貨
幣
を
重
視
し
た
と
し
て

「
ヶ
イ

ン
ズ
」
が
た
だ

一
回
、
し
か
も

「あ
と
が
き
」
で
し
か
で
て
こ
な

い
こ
と
で
推
察
で
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、

マ
ル
ク
ス
は
、
貨
幣
と

の
関
係
で

「あ
と
が
き
」
で
は
肯
定
的
に
、
「跛
」
（あ
と
が
き
の

前
の
あ
と
が
き
）
で
は
単
線
型
史
観
と
し
て
否
定
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
者
と
し
て
の
偉
大
さ

は
認
め
ま
す
が
、
そ
れ
は
経
済
学
史
上
の
重
要
な

一
章
と
し
て
で

あ

っ
て
、
現
在
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
、
新
古
典
派
経
済
学
は
も

ち
ろ
ん
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
比
肩
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

（４
）
　
∽
一【”
】】”゙
・
｝
”
ｔ
ｊ
ζ

，
〓

，
①
【
”
ｏ
〔ｏ
コ
Ｂ

‐↓
ｏ
●
く
の
“
『∽
ｏ
』
けす
ｏ

↓
『
”
●
∽̈
一ざ
●
．ｒ
』Ｓ
ヽ
ヽ
お

も
もヽ
ヽ
べ
ヽ
ヽ
ヽ
　
き
ヽ
、
ド
ヽ
ミ
ヽ
い
ヽ
ヽ
お



０
も
ぶ
や
ヽ
さ
Ｒ

ｓ
ｓ
υ
ヽ
ヾ
ミ
Ｒ
）ミ
ｓｓ
、
的

もヽ
ヽ
ｓ
ミ
ャ
´
＞
０
【
Ｆ

Ｈ
Ｏ
Φ

，
た

だ

し
、
彼

は

ご

い
ｏ
８
ご
”
い８
【

ヨ
ａ
％

と

い
う

言
葉

で

＞

８ヽ
１
０
３
【２

の
体
系
を
指
弾
し
て
い
ま
す
。
ど
う
も
老
大
家

に
な
る
と

「自
分
は
新
古
典
派
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
流
行
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

（５
）

〇
【無
い
＞
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癸０
●
】け●
【“
】
”
２
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”
●
α
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０
『∞
”
●
ヾ
”
け】ｏ
う
ｏ
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Ｏ
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』ｏ
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｝
〓
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↓
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●
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α
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」
”
〓
∽
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∽
Ｏ
ｏ
】ｏ
Ｌ
ｏ
∽
ｒヽ
　
ゝ
ｏ
Ｓ
ド
いヽヽ

　ヽ
Ｏ
、

Ｌ
ざ
ミ
ヽヽ
ゞ
ヽ
ヽ
」Ｑ
ヽ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
ミ
ヽ
）
く
ｏ
ｒ
Ｈ
ｏ
一

ヽ
●
ｏ
・い
い
ヽ
も
ｏ
Ｏ
Ｈ
一
‐い
〇
ヽ
い
０
０
卜
・

（６
）

ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
は

「短
期
」
の
み
に
妥
当
す
る

（し
た
が
っ

て
、
経
済
開
発
論
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
）
俗
論
は
誤
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
知
る
限
り
で
は
、
ケ
イ
ン

ズ
学
派
の
経
済
開
発
理
論
と
言
え
る
の
は

（当
人
が
そ
れ
を
意
識

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
）、
わ
ず
か
に
、
口
【『の３
‐

日
”
Ｐ

＞
ё
・
『
ｓ
ヽ
９
ミ
ミ
交

ミ

”
οヽ
ヾ
ο
ミ
ヤ

υ
Ｓ
ヽヽ
Ｓ
ミ

ミヽ
ヽ

く
”
お
こ
●
】お
【∽】ぞ

「
『ｏ∽ｐ
８
口
、
渡
辺
利
夫

「現
代
韓
国
経
済

分
析

。
開
発
経
済
学
と
現
代
ア
ジ
ア
』
勁
草
董
房
、　
一
九
八
二
、

吉
川
洋

『日
本
経
済
と
マ
ク
ロ
経
済
学
』
東
洋
経
済
新
報
社
、　
一

九
九
二
、
が
見
あ
た
る
ほ
ど
で
す
。

（７
）

ま
た
、
商
人
同
士
が
代
理
人
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
き
に
裏

切
り
行
為
を
し
た
商
人
が
次
に
ち
が
う
代
理
人
を
雇
う
と
き
、
そ

の
代
理
人
は
裏
切
り
行
為
を
し
て
も
罰
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

（８
）

∽
Ｏ
ｏ
Ｆ
Ｐ
く
」
０
●
】言
８
】
ω
ｏ
】】ｏ
″

＞
ｚ
簿
■
ヽ
「大
阪
経
大
論

集
』
、
３
露
）く
ｏ
〓
Ｐ
●
ｏ
卜
も
ｏ
田
Ｈ
，冨
が
８
露

で
は
、
命
題
Ａ
が

正
し
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

（９
）

他
に
も
グ
ラ
イ
フ
の
諸
説
に
は
疑
間
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
ｒ
ｏ
庁
”
の
前
掲
論
文
で
は
、
グ
ラ
イ
フ
の
命
題
Ａ
が
正
し

い
と
す
る
と
、
彼
の

「個
人
主
義
的
社
会
に
お
い
て
結
ば
れ
る
商

人

・
代
理
人
関
係
は
、
集
団
主
義
的
社
会
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も

永
続
的
に
な
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
成
立
せ
ず
、
む
し

ろ
そ
の
逆
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

（せ
お
か
　
よ
し
ひ
こ
。
大
阪
経
済
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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