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味
と
し
て
の
経
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学

―
誰
が
「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
を
も
た
ら
し
た
の
か

永
田
　
参
二
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皆
さ
ん
は
経
済
学
と
い
う
と
、
物
理
学
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
法
則
が
自
然
界
を
支
配
す
る
論
理
で
あ

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
経
済
理
論
は
世
の
経
済
事
象
を
解
明
あ
る
い
は
主
導
す
る
絶
対
的
な
理
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
申
す
私
も
、
経
済
学
部
を
出
て
い
な
が
ら
、
漠
然
と
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
し
、
四
〇
年
間
に
わ
た
る
実
業
の

生
活
の
間
は
、
世
の
経
済
現
象
に
つ
い
て
今
か
ら
思
え
ば
殆
ど
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
白
状
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
に
つ
い
て
も
、
バ
ブ
ル
に
つ
い
て
も
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況
に
つ
い
て
も
、
新
聞

の
見
出
し
を
眺
め
る
だ
け
で
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
バ
ブ
ル
潰
し
で
名
高
い
三
重
野
日
銀
総
裁
の
相
次

ぐ
公
定
歩
合
の
引
上
げ
に
つ
い
て
も
、
世
間
は
「
平
成
の
鬼
平
」
と
し
て
喝
采
し
私
も
当
時
よ
く
や
っ
た
と
内
心
拍
手
を

送
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
大
変
な
政
策
の
失
敗
だ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
第
三
章
で
述
べ

る
。言

い
訳
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
。
経
済
の
潮
流
に
つ
い
て
、
当
時
与

党
の
有
力
政
治
家
で
も
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
例
と
し
て
、加
藤
紘
一
自
民
党
元
幹
事
長
の
著
書
か
ら
引
用
し
よ
う
。

「
そ
れ
ま
で
の
自
民
党
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
無
自
覚
に
、
ア
メ
リ
カ
の
要
求
す
る
「
市
場
化
」
の
政
策
を
と
り
い

れ
て
き
ま
し
た
。
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私
も
そ
の
ひ
と
り
で
す
。（
中
略
）

そ
の
こ
と
の
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
破
壊
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
私
は
無
自
覚
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
一
年
に
成
立
し
た
小
泉
政
権
は
違
う
の
で
す
。

む
し
ろ
こ
う
し
た
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
十
分
に
わ
か
っ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん
だ
の
が
小
泉
政
権
の

特
徴
で
し
た
」（
加
藤
紘
一
『
強
い
リ
ベ
ラ
ル
』）。

そ
の
結
果
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
一
九
九
〇
年
代
か
ら
急
速
に
台
頭
し
た
市
場
原
理
主
義
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
や
会
社
や
家
庭
と
い
う
日
本
人

が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
共
同
体
が
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
、
人
々
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
」（『
前
掲
書
』）。

私
を
含
め
大
多
数
の
国
民
が
こ
の
よ
う
に
経
済
の
潮
流
に
つ
い
て
無
自
覚
な
の
は
何
故
な
の
か
。
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
。

伝
統
あ
る
共
同
体
を
破
壊
に
導
く
政
策
を
、
そ
の
被
害
を
受
け
る
大
多
数
の
国
民
が
熱
狂
的
に
歓
迎
し
た
の
だ
か
ら
。
巧

み
な
ア
ジ
テ
イ
シ
ョ
ン
に
コ
ロ
リ
と
だ
ま
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
り
国
民
的
レ
ベ
ル
で
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。

マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
根
は
主
流
派
経
済
学
と
そ
の
思
想
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
決
定
的
な
の
は
、
新
聞
が
政

治
家
に
迎
合
し
て
事
の
本
質
を
報
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
新
聞
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
側
の
利
益
の

受
託
者
だ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
経
済
事
象
の
表
面
的
現
象
の
み
報
じ
そ
の
本
質
に
切
り
込
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

日
本
の
新
聞
・
テ
レ
ビ
の
罪
は
大
き
い
。
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話
が
飛
ぶ
が
司
馬
遼
太
郎
氏
は
、そ
の
著
書『
坂
の
上
の
雲
』の
あ
と
が
き
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。（
大

意
）
日
本
の
新
聞
は
、
戦
前
・
戦
中
の
ロ
シ
ア
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
。
戦
後
も
「
ロ
シ
ア
は
何
故
負
け
た
か
」
と
い
う
冷
静

な
分
析
を
一
行
も
の
せ
な
か
っ
た
。
勝
っ
た
！　

勝
っ
た
！　

と
民
衆
を
煽
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
も
し
、「
ロ
シ
ア
帝

国
は
負
け
る
べ
く
し
て
負
け
た
」
と
い
う
冷
静
な
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
、
戦
後
日
本
に
起
こ
っ
た
神
秘
主
義
的

国
家
観
か
ら
き
た
日
本
軍
隊
の
絶
対
的
優
越
性
と
い
う
迷
信
は
発
生
せ
ず
に
済
ん
だ
、
と
。
さ
ら
に
本
文
中
で
も
次
の
よ

う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
に
お
い
て
は
新
聞
は
必
ず
し
も
叡
智
と
良
心
を
代
表
し
な
い
。
む
し
ろ
流
行
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
聞

は
満
州
に
お
け
る
戦
勝
を
野
放
図
に
報
道
し
続
け
て
国
民
を
煽
っ
て
い
る
う
ち
に
、
煽
ら
れ
た
国
民
か
ら
逆
に
煽
ら
れ
る

は
め
に
な
り
、
日
本
が
無
敵
で
あ
る
と
い
う
悲
惨
な
錯
覚
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
や
日
本

の
国
力
な
ど
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
ま
れ
に
あ
っ
て
も
、
い
ち
じ
る
し
く
内
省
力
を
欠
く
論
調
に
な
っ
て
い
た
。
新
聞

が
つ
く
り
あ
げ
た
こ
の
と
き
の
こ
の
気
分
が
の
ち
に
は
太
平
洋
戦
争
に
ま
で
日
本
を
持
ち
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
は
持
ち
込
ん
で
ゆ
く
た
め
の
原
体
質
を
、
こ
の
戦
勝
報
道
の
な
か
で
新
聞
自
身
が
つ
く
り
あ
げ
、
し
か
も
新
聞
は
自

体
の
体
質
変
化
に
す
こ
し
も
気
づ
か
な
か
っ
た
」。

長
年
会
社
学
を
研
究
さ
れ
て
い
る
経
済
学
者
奥
村
宏
氏
は
、最
近
の
著
書
『
経
済
学
は
死
ん
だ
の
か
』（
一
〇
年
四
月
刊
）

の
な
か
で
昔
は
主
な
新
聞
の
記
事
を
切
り
抜
い
て
調
査
研
究
し
た
も
の
だ
が
「
最
近
は
新
聞
を
読
ん
で
切
り
抜
く
と
い
う

仕
事
に
熱
意
を
失
っ
て
い
る
。
新
聞
紙
面
の
堕
落
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
残
念
と
言
う
し
か
な
い
」
と
日
本
の
新

聞
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
日
本
で
は
読
売
新
聞
一
〇
〇
〇
万
部
、
朝
日
新
聞
八
〇
〇
万
部
と
い
う
よ
う
な
世
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界
的
に
も
異
常
な
発
行
部
数
の
大
新
聞
社
が
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
は
第
四
の
権
力
者
と
し
て
「
政
・
官
・
財
の
鉄
の
三

角
形
」
を
支
え
る
マ
ス
コ
ミ
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
新
聞
記
者
は
「
会
社
員
記
者
」
に
な
り
下

が
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
嘆
か
れ
る
。
堕
落
の
原
因
は
、「
新
聞
の
巨
大
化
、
新
聞
社
が
そ
れ
ぞ
れ
テ
レ
ビ
会
社
を
系
列
化

し
て
電
波
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
（
ク
ロ
ス
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
欧
米
の
先
進
国
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
）、
記
者
ク
ラ

ブ
の
存
在
、
大
企
業
が
ほ
と
ん
ど
広
報
部
を
つ
く
っ
た
こ
と
（
し
た
が
っ
て
新
聞
記
者
は
広
報
部
の
お
話
を
聞
い
て
記
事

に
す
る
だ
け
）」
と
さ
れ
て
い
る
。

経
済
事
象
に
話
を
戻
す
。

八
〇
年
代
に
レ
ー
ガ
ン
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
政
権
を
取
っ
て
か
ら
、
主
流
派
経
済
学
な
る
も
の
が
幅
を
利
か
せ
始
め
、
我

が
物
顔
で
世
を
支
配
し
始
め
た
。
そ
の
弊
害
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
お
い
お
い
と
本
論
で
ふ
れ
て
い
く
が
、
こ

の
学
派
の
特
徴
は
巨
大
な
虚
構
の
上
に
理
論
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
が
そ
の
通
り
に
動
か
ぬ
と
、
現
実
が

悪
い
と
言
い
出
す
始
末
で
、
経
済
学
と
い
う
よ
り
人
間
の
業
の
な
せ
る
空
想
と
も
い
え
る
も
の
だ
。

松
原
隆
一
郎
氏
は
〇
三
年
五
月
刊
行
の
『
長
期
不
況
論
』（
こ
れ
は
小
泉
・
竹
中
路
線
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
書
で

も
あ
る
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「（
主
流
派
経
済
理
論
に
基
づ
く
…
永
田
注
）
構
造
改
革
論
は
、
長
期

的
に
は
市
場
任
せ
に
す
れ
ば
景
気
が
回
復
す
る
と
い
う
根
拠
の
示
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
信
念
に
も
と
づ
い
た
策
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
一
〇
年
に
わ
た
る
長
期
の
不
況
が
現
実
で
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
信
念
は
誤
り
と
し
て
棄
却
さ
れ
る
べ
き
だ
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
定
説
と
さ
れ
て
い
る
経
済
学
の
教
科
書
に
も
と
づ
く
策
で
あ
る
た
め
、
大
半
の
エ
コ
ノ
ミ
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ス
ト
は
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
現
実
を
説
明
で
き
な
い
教
科
書
で
あ
れ
、
そ
れ
を
よ
ん
だ
こ
と
が

既
得
権
益
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
さ
ら
に
「
こ
こ
一
〇
年
に
わ
た
り
政
府
の
経
済
政
策
は
理
論
に
合
わ
せ
て
現
実

を
切
り
刻
ん
で
き
た
」
と
。
一
〇
年
ど
こ
ろ
か
間
も
な
く
二
〇
年
に
な
る
。

こ
の
本
を
読
ん
だ
あ
る
主
流
派
経
済
学
者
で
駒
澤
大
学
準
教
授
の
某
氏
は
、
松
原
氏
（
東
大
経
済
学
部
大
学
院
教
授
）

は
せ
め
て
主
流
派
経
済
学
の
上
級
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
中
級
程
度
の
教
科
書
を
読
ん
で
勉
強
す
べ
き
だ
、
と
述
べ
た
。

思
い
上
が
り
も
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
知
識
人
と
い
う
よ
り
は
信
仰
者
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

市
場
任
せ
に
す
れ
ば
景
気
は
回
復
す
る
ん
だ
と
の
御
託
宣
を
述
べ
て
い
た
人
た
ち
が
、
今
回
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

で
危
機
に
至
る
や
、
政
府
に
対
し
て
税
金
で
助
け
て
く
れ
と
懇
願
す
る
有
様
だ
か
ら
、
こ
れ
で
は
人
間
不
信
に
陥
っ
て
し

ま
う
。

さ
て
私
は
一
九
九
六
年
六
月
、
六
十
二
歳
六
カ
月
で
現
役
引
退
し
て
以
来
趣
味
と
し
て
経
済
関
係
の
書
物
を
乱
読
し
て

き
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
し
ば
し
ば
目
か
ら
鱗
の
落
ち
る
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
世
の
成
り
立
ち
に
対
す
る

は
か
な
い
思
い
で
あ
っ
た
り
、
真
実
が
い
か
に
覆
い
隠
さ
れ
た
り
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
り
す

る
が
、
経
済
事
象
も
経
済
学
も
所
詮
は
あ
ら
ゆ
る
欲
望
と
怨
念
に
支
配
さ
れ
た
人
間
の
営
み
で
あ
り
人
間
関
係
の
営
み
な

ん
だ
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

本
稿
は
一
四
年
間
の
読
書
を
ま
と
め
、
自
分
自
身
に
報
告
す
る
営
み
の
一
つ
で
あ
る
。
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

296

付
表 

1　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
家
計
の
収
入
・
消
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

300

付
表 

2　

為
替
レ
ー
ト
、
貿
易
額
、
消
費
者
物
価
指
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

301
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最
初
に
朝
日
新
聞
の
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。

一
〇
年
四
月
一
日
付
け
朝
刊
。
駒
澤
大
学
準
教
授
飯
田
泰
之
氏
の
投
稿
。

「
主
流
派
経
済
学
者
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
経
済
政
策
に
は
三
つ
の
柱
が
あ
る
。「
成
長
政
策
」「
安
定

化
政
策
」「
再
分
配
政
策
」
で
あ
る
。
小
泉
改
革
は
「
成
長
政
策
」
に
特
化
し
、
規
制
緩
和
な
ど
で
潜
在
成
長
率
は
上
昇

し
た
。
…
…
」

現
実
に
は
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
全
く
成
長
し
な
か
っ
た
が
、
潜
在
成
長
率
が
上
昇
し
た
こ
と
が
か
れ
ら
の
政
策
の
効
果
な
の

だ
。
あ
と
は
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
障
害
を
取
り
除
け
と
か
れ
ら
は
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
一
つ
の
見
方

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

編
集
委
員　

刀
禰
館
正
明
氏
の
記
事
。

「
主
流
派
経
済
学
の
世
界
で
は
、取
る
べ
き
政
策
は
三
本
の
柱
の
組
み
合
わ
せ
。こ
の
事
態
で
政
府
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、

「
経
済
学
辞
典
に
載
っ
て
い
ま
す
」
と
さ
え
、
書
い
て
い
る
」。

〇
八
年
九
月
一
五
日
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
主
流
派
経
済
学
の
理
論
の
無
効
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
二
年
も
経
と
う

か
と
い
う
時
期
に
、
こ
の
有
様
で
あ
る
。
編
集
委
員
氏
の
「
経
済
学
辞
典
」
に
は
正
解
が
詰
ま
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
理

解
に
は
驚
い
て
し
ま
う
。「
辞
典
」
に
の
っ
て
い
る
理
論
は
あ
る
一
つ
の
見
方
、
価
値
観
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
彼
は
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

主
流
派
経
済
学
（
新
古
典
派
）
へ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
（
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
第
一
人
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者
で
現
在
英
国
学
士
院
会
員
）の
最
近
の
著
書『
な
に
が
ケ
イ
ン
ズ
を
復
活
さ
せ
た
の
か
』（
日
経
新
聞
社
一
〇
年
一
月
刊
）

（
原
題
Ｋ
Ｅ
Ｙ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
：
Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｎ　

Ｏ
Ｆ　

Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ　

２
０
０
９
）
か
ら
引
用
し
て

み
よ
う
。

「
は
じ
め
に
」
で
か
れ
は
嘆
く
。「
現
在
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
悪
い
理
論
が
あ
る
よ
り
、
理
論
が
な
い
方
が
い
い
。
だ

が
、
理
論
が
な
い
よ
り
良
い
理
論
が
あ
る
方
が
い
い
。
良
い
理
論
が
あ
れ
ば
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
、
市
場
と
政
府
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
な
限
界
が
あ
る
か
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
」。

さ
ら
に
主
流
派
理
論
の
荒
唐
無
稽
さ
を
次
の
よ
う
に
切
っ
て
捨
て
る
。

「
こ
れ
ま
で
二
〇
年
ほ
ど
、主
流
派
経
済
学
で
は
市
場
の
需
給
は
常
に
均
衡
す
る
と
教
え
て
き
た
。こ
こ
で
重
要
な
点
は
、

賃
金
と
価
格
が
完
全
に
柔
軟
（
需
給
に
応
じ
す
ぐ
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
こ
と
…
永
田
注
）
で
あ
れ
ば
、
資
源
が

つ
ね
に
完
全
に
使
わ
れ
る
と
い
う
点
だ
。
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
て
も
、賃
金
と
価
格
は
即
座
に
新
し
い
状
況
に
調
整
さ
れ
る
。

経
済
全
体
が
こ
の
よ
う
に
素
早
く
反
応
す
る
に
は
、
経
済
主
体
が
将
来
に
つ
い
て
完
全
な
情
報
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
馬
鹿
げ
た
想
定
だ
。
だ
が
主
流
派
の
経
済
学
者
は
経
済
主
体
が
十
分
な
情

報
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
理
論
に
は
十
分
に
現
実
性
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」（『
前
掲
書
』）。

「
今
回
の
危
機
（
〇
八
・
九
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
始
ま
っ
た
世
界
的
金
融
危
機
）
の
根
本
原
因
は
、
経
済
学
の

理
論
的
な
失
敗
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
経
済
学
の
考
え
方
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
金
融
自
由
化
が
正
当
化
さ
れ
、
金
融

自
由
化
を
進
め
た
か
ら
信
用
が
爆
発
的
に
拡
大
し
、
そ
れ
が
崩
壊
し
て
信
用
逼
迫
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
、
圧
倒

的
な
力
を
も
っ
て
い
た
新
古
典
派
経
済
学
が
ど
れ
ほ
ど
の
害
悪
を
あ
た
え
た
か
は
、
簡
単
に
は
記
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
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歴
史
上
、
こ
れ
ほ
ど
奇
妙
な
考
え
方
に
優
秀
な
人
た
ち
が
熱
中
し
た
例
は
ま
ず
な
い
。
と
り
わ
け
奇
妙
な
の
は
、
市
場
参

加
者
が
平
均
し
て
、
永
遠
の
未
来
に
い
た
る
ま
で
の
価
格
の
動
き
に
つ
い
て
正
し
い
見
方
を
も
っ
て
い
る
と
の
命
題
で
あ

る
」（『
前
掲
書
』）。

さ
ら
に
、
こ
れ
ほ
ど
お
か
し
な
経
済
学
を
優
秀
な
人
が
研
究
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
ロ
ー
マ
大
学
経
済
学
部

ワ
ル
ド
マ
ン
教
授
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
一
般
の
人
な
ら
内
容
を
理
解
で
き
れ
ば
、
ほ
ぼ
誰
で
も
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
一
蹴
す
る
は
ず
の
想
定
に
基
づ
い
て
、
そ

の
想
定
が
意
味
す
る
点
の
研
究
に
大
変
な
努
力
を
か
た
む
け
る
研
究
者
が
な
ぜ
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に

考
え
る
。

淡
水
学
派
（
新
古
典
派
は
お
も
に
シ
カ
ゴ
大
学
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
い
る
か
ら
シ
カ
ゴ
学
派
の
こ
と
を
こ
う
も
呼
ば

れ
る
…
永
田
注
）
の
経
済
学
は
難
し
い
数
学
を
使
う
。
淡
水
学
派
の
大
学
院
で
は
、
院
生
は
大
量
の
数
学
を
短
時
間
に
習

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
学
の
こ
の
方
法
が
適
切
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
す
べ
て
棚
上
げ
し
な
け
れ
ば
、
習
得
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
た
い
へ
ん
な
投
資
を
行
え
ば
、
投
資
が
無
駄
だ
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
心
理
的
に
難
し

く
な
る
。
こ
の
た
め
、
極
端
に
難
し
い
過
程
を
終
え
る
よ
う
院
生
に
強
い
る
方
法
で
、
淡
水
学
派
は
新
た
な
信
奉
者
を
獲

得
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
京
大
名
誉
教
授
で
わ
が
国
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
伊
東
光
晴
氏
は
後
に
紹

介
す
る
著
書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
は
、
外
か
ら
の
研
究
資
金
な
し
に
運
営
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で
き
な
い
。
わ
が
国
の
旧
国
立
大
学
の
よ
う
に
講
座
研
究
費
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
の
保
守
化
の
も
と
で
は
、
反

ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
条
件
に
資
金
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
も
あ
っ
て
新
古
典
派
の
興
隆
を
う
な
が
し
て
い
く
」。

〇
一
年
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
の
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｅ
・
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
氏
は
、
著
書

『
フ
リ
ー
フ
ォ
ー
ル
』（
原
題
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｆ
Ａ
Ｌ
Ｌ　

二
〇
一
〇
年
刊
）
の
中
で
、
経
済
学
を
改
革
せ
よ
、
と
次
の
よ
う
に

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
す
べ
て
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
シ
カ
ゴ
学
派
の
総
帥
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
（
簡
単
に
言
う

と
貨
幣
の
量
を
増
や
せ
ば
景
気
が
良
く
な
る
と
い
う
も
の
）
…
永
田
注
）
の
弟
子
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
意

外
な
ほ
ど
多
く
の
同
業
者
が
、
そ
ち
ら
の
方
向
へ
傾
い
て
い
た
。
経
済
学
は
、
学
究
の
一
分
野
か
ら
、
自
由
市
場
資
本
主

義
の
旗
振
り
業
務
へ
と
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

シ
カ
ゴ
学
徒
の
大
聖
堂
に
は
、
細
分
化
さ
れ
た
問
題
を
扱
う
多
く
の
礼
拝
堂
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
司
祭
が

い
て
独
自
の
教
理
問
答
集
ま
で
あ
る
。

経
済
学
は
予
測
す
る
科
学
で
あ
る
が
、
そ
の
点
で
も
シ
カ
ゴ
学
派
は
落
第
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
は
危
機
を

予
測
せ
ず
（
彼
ら
の
理
論
は
、
バ
ブ
ル
や
失
業
は
存
在
し
な
い
と
い
う
前
提
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
危
機
な
ど
予
測
で
き
よ

う
）、
危
機
が
起
こ
っ
た
と
き
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
赤
字
を
垂
れ
流
す
の
は
危
険
だ
と
い
う
否
定
的
な

見
解
以
外
何
も
言
わ
な
い
。
こ
の
期
に
及
ん
で
も
、
と
に
角
政
府
に
邪
魔
さ
せ
る
な
と
い
う
の
み
」。


