
書
　
　
評浜

崎
正
規
著
「
近
代
経
済
学
の
方
法
と
理
論
」

岡
崎

不
二
男

　
私
の
場
合
、
何
か
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
　
”
は
し
が
き
”
な
い

Ｌ
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、
木
論
完
成
後
に
書
く
の
が
常
で
あ
る
。
私

に
と
っ
て
は
こ
の
方
が
、
内
容
を
最
も
コ
ン
バ
ク
ト
に
ま
と
め
助
い
か

ら
で
も
あ
る
が
、
も
っ
と
正
直
に
云
え
ぼ
、
　
”
は
し
が
ぎ
”
か
ら
書
い

て
み
て
も
、
本
文
完
成
後
に
、
一
種
の
公
約
連
ぱ
を
犯
す
よ
う
な
破
口

に
お
ち
い
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
か
ら
だ
。

　
目
分
の
仕
方
が
一
」
う
だ
か
ら
と
い
う
嚇
手
な
理
由
か
ら
山
山
発
し
て
、

浜
崎
氏
の
著
書
を
拝
見
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
ま
ず
、
は
し
が
き
に
よ

っ
て
同
氏
の
な
Ｎ
の
少
く
と
も
り
ん
か
く
を
予
め
把
握
で
き
よ
う
と
期

待
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
私
の
ず
ぼ
ら
な
則
待
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
く

つ
が
え
さ
れ
た
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
は
し

が
き
の
大
部
分
は
、
著
書
の
、
経
済
学
に
対
す
る
一
般
的
た
見
解
を
示

　
　
　
　
浜
崎
正
規
著
『
近
代
経
済
学
の
方
法
と
理
論
』
　
（
岡
崎
）

唆
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
著
書
を
ま
と
め
ら
れ
る
に
当

っ
て
の
企
図
に
つ
い
て
は
、
近
代
経
済
学
の
「
理
論
を
学
史
的
立
場
で

位
置
づ
げ
る
』
と
い
う
、
極
め
て
筒
潔
な
夫
塊
に
止
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
何
ら
か
の
使
命
感
を
抱
い
て
読
み
は
じ
め
る
読

者
に
、
最
後
迄
興
味
と
期
待
を
続
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
甚
だ

巧
妙
な
方
法
で
あ
る
こ
と
に
気
け
い
た
の
は
、
私
が
企
十
章
と
補
流
二

編
を
通
読
し
た
後
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
書
物
の
内
容
は
、
枢
め
て
多
彩
で
あ
る
。
い
ま
仮
に
〔
次
に
つ

い
て
見
る
だ
げ
で
も
、
革
の
タ
イ
ト
ル
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
近
代

維
済
学
吏
を
論
ず
る
に
当
っ
て
当
然
∴
．
〕
及
さ
る
べ
き
学
派
が
、
節
の
タ

イ
ト
ル
に
お
い
て
は
主
と
し
て
、
主
要
な
学
者
な
い
し
そ
の
主
要
業
績

が
、
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
著
老
の
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
四
一
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
四
号
）

と
意
気
ご
み
と
に
敬
意
を
表
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
浜
崎
氏
は
、
第
一
章
『
経
済
学
史
研
究
方
法
論
序
説
』
に
お
い
て
、

氏
が
と
ら
れ
た
学
史
的
研
究
の
姿
勢
を
ま
ず
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

学
史
的
研
究
の
方
法
論
な
い
し
さ
ま
ざ
ま
な
学
史
に
み
ら
れ
る
類
型
に

関
す
る
、
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
、
Ｅ
・
ハ
イ
マ
ソ
、
杉
本
栄
一
ら
三
氏
の

所
説
を
引
用
検
討
し
た
上
で
、
浜
崎
氏
白
身
の
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
の
理
解
す
る
限
り
で
は
こ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
杉
本
氏
の
云
わ
れ
る
第
二
の
型
　
　
「
著
者
が
唯
一
の
正
し

い
経
済
理
論
と
考
え
る
理
論
の
立
場
に
立
ち
、
過
士
の
経
済
学
史
は
こ

の
唯
一
の
真
理
に
向
っ
て
ｎ
己
映
閉
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
」

型
の
学
史
　
　
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
ノ
ユ
ム
ベ
ー
タ
ー
的
な
経
済

杜
会
学
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
杉
木
氏
の
云
わ
れ
る
第
三
の

型
　
　
　
「
経
済
理
論
と
席
吏
と
は
た
か
い
に
有
機
的
に
関
連
し
て
い
る

と
い
う
根
木
的
な
考
え
方
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
維
済
学
舳
を
そ
れ
が
生

い
た
っ
た
礼
公
企
休
と
し
て
の
帷
史
状
況
に
照
応
さ
せ
て
珊
岬
す
る
」

型
の
学
史
　
　
て
云
う
よ
う
た
、
〕
昧
て
の
帷
史
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
維
済
学
の
雌
史
を
川
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
浜
崎
氏
の

ツ
史
的
方
法
と
■
け
と
ら
れ
る
（
二
九
ｕ
参
…
一
）
一

　
第
二
の
型
の
学
脱
火
は
、
維
済
川
倫
の
内
蔵
す
る
沽
州
の
ｎ
己
灰
閉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
四
一
六
）

の
過
程
を
、
学
説
史
家
が
正
し
い
と
信
ず
る
理
論
か
ら
意
味
づ
け
る
こ

と
に
市
点
を
お
き
、
第
三
の
型
は
、
経
済
学
説
を
そ
の
歴
史
的
背
景
の

発
展
と
の
対
応
の
中
で
意
味
づ
け
る
こ
と
に
東
点
を
置
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
帳
り
で
は
二
っ
の
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
分
に
択
一
的

選
択
を
迫
る
に
置
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
単
純
な
折

衷
は
無
論
不
可
能
で
あ
る
。
浜
崎
氏
の
方
法
論
上
の
苦
心
は
ま
さ
に
こ

の
点
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
浜
崎
氏
の
方
法

で
は
、
『
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
的
な
経
済
杜
会
学
の
視
点
に
立
つ
こ
と
』

に
よ
っ
て
、
木
来
は
択
一
的
た
位
置
に
お
か
れ
た
二
つ
の
方
法
を
、
同

時
に
採
用
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
択
一

的
た
関
係
を
両
立
的
な
閑
係
に
変
拠
す
る
論
理
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う

な
呼
称
を
与
え
る
か
と
い
っ
た
栓
糸
は
、
企
く
無
用
の
こ
と
と
し
て
お

こ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
典
味
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
定
立
さ
れ
た
方
法
が
、

一
つ
の
学
舳
史
と
し
て
糾
火
す
る
沽
火
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
ユ
、
ぱ
閑
心
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
、
卯
味
の
瓜
点
は
ま
ず
、
近

代
経
済
学
の
「
近
代
化
」
を
、
浜
崎
氏
が
ど
の
よ
う
に
汕
閉
さ
れ
る
か

に
向
け
ら
れ
る
で
尤
ろ
う
、

　
こ
の
…
胆
は
、
篶
丁
小
、
特
に
そ
の
沽
一
舳
に
お
い
て
批
わ
れ
て
い

る
。
氏
は
、
姑
四
巾
迄
に
枚
討
さ
れ
た
淋
学
派
に
対
す
る
近
代
維
済
学



に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
体
な
に
に
む
か
っ
て
『
み
ず
か
ら
を
転
換
さ
せ

よ
う
と
す
る
の
か
』
を
自
問
さ
れ
（
一
〇
一
頁
）
、
さ
ら
に
近
代
経
済

学
に
お
げ
る
主
観
主
義
価
値
論
の
思
想
史
的
背
景
を
述
べ
た
う
え
（
一

〇
三
－
四
頁
）
、
一
八
七
〇
年
以
前
と
は
別
に
、
、
メ
ソ
ガ
ー
、
ワ
ル
ラ

ス
、
ジ
ェ
ポ
ソ
ス
等
を
、
近
代
経
済
学
の
創
造
者
と
見
な
す
理
由
と
し

て
、
主
観
的
価
値
論
の
外
に
、
限
界
概
念
・
均
街
概
念
．
弾
力
性
概
念

な
ど
の
分
析
用
具
を
使
用
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
　
『
お
よ
そ
近
代
経
済

理
論
の
「
近
代
性
」
た
る
も
の
は
な
に
に
も
ま
し
て
分
析
用
具
そ
の
も

の
に
も
と
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
』
こ
と
（
一
〇
四
頁
）
さ
ら
に
、
『
「
近

代
性
」
は
ま
さ
に
経
済
学
の
方
法
の
上
で
経
済
科
学
と
し
て
の
立
場
が

厳
密
に
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
を
め
ぐ
る
法
則
性
の
認
識

に
以
前
と
異
っ
た
新
ら
し
い
方
法
が
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
み
い
だ
さ

ね
ぼ
な
ら
な
い
』
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
近
代
経
済
学
の
み
に
見
ら
れ
る
分
析
装
置
に
。
よ
っ
て
、
近
代
経
済
学

を
他
か
ら
区
別
す
る
眼
り
に
お
い
て
は
、
誰
一
し
も
異
論
を
さ
し
は
さ
む

余
地
の
な
い
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
経
済
学
を
他
か
ら
区
別
す

る
標
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
た
標
識
を
具
、
ん
て
い
る

こ
と
が
近
代
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
よ

う
に
思
う
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
珊
解
す
る
眼
り
で
は
、
浜

　
　
　
　
浜
時
正
規
著
『
近
代
経
済
学
の
方
法
と
理
論
』
　
（
岡
崎
）

崎
氏
の
方
法
論
は
、
理
論
の
白
己
展
開
過
程
の
追
跡
が
、
杜
会
思
想
史

的
視
点
を
媒
介
と
し
て
、
理
論
の
歴
史
的
背
景
の
発
展
と
対
応
せ
し
め

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
史
的
な
意
味
づ
げ
を
行
う
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
氏
独
白
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
近
代
経
済
学
の
み
に
認
め

ら
れ
る
幾
つ
か
の
標
識
ガ
、
な
に
ゆ
え
に
近
代
的
な
の
か
を
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
限
り
、
近
代
経
済
学
の
近
代
性
と
は
、
単
に
新
し
い
と
い
う

こ
と
と
同
義
に
な
り
兼
ね
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
第
六
章
以
下
に
お
い
て
は
、
近
代
経
済
学
に
お
け
る
分
析
装
置
の
特

徴
で
あ
る
眼
界
分
析
お
よ
び
一
般
均
衡
理
論
の
発
展
過
程
か
ら
、
進
ん

で
初
期
動
学
理
論
、
新
古
典
学
派
を
経
て
、
ケ
イ
ン
ズ
な
ら
び
に
ボ
ス

ト
・
ケ
イ
ソ
ジ
ア
ン
の
一
部
の
理
論
の
特
徴
が
、
主
と
し
て
、
理
論
の

白
己
展
開
の
過
程
に
重
点
を
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
問
に
主
要

な
も
の
だ
け
で
も
、
メ
ン
ガ
ｉ
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ソ
ス
、
ウ
ィ
ー
ザ
ー
、
ボ

ェ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル
ク
、
ワ
ル
ラ
ス
、
バ
レ
ー
ト
ー
、
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ

ー
、
ウ
ィ
ク
セ
ル
、
カ
ッ
セ
ル
、
ミ
ュ
ル
ダ
ｉ
ル
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ピ

グ
ー
、
ケ
イ
ン
ズ
、
　
ハ
ン
セ
ル
、
　
ハ
ロ
ッ
ド
か
ら
、
サ
ム
ェ
ル
ソ
ソ
、

ヒ
ッ
ク
ス
箏
の
理
論
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
寿
の
視
点
に
と
っ

て
皿
喫
な
そ
れ
ぞ
れ
の
理
沽
が
、
術
潔
に
汕
閉
さ
れ
て
居
り
、
多
少
の
冗

長
さ
を
半
抱
し
て
で
も
近
代
縦
済
ツ
の
ハ
レ
ー
ド
を
見
た
い
と
忠
う
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
四
一
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
四
号
）

は
、
著
者
に
よ
っ
て
か
ぶ
り
つ
き
の
席
に
招
待
さ
れ
る
仕
組
ソ
」
な
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
問
の
所
説
に
つ
い
て
は
、

い
第
七
章
『
一
般
均
街
理
論
の
展
開
』
に
お
い
て
、
ワ
ル
ラ
ス
一
般
均

　
衝
体
系
の
着
想
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
に
続
い
て
、
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ

　
ー
の
経
済
発
展
理
論
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
均
衡
論
そ
の
も

　
の
は
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
中
で
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
点
、

似
第
八
章
『
北
欧
学
派
と
動
学
理
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ク
セ

　
ル
の
経
済
学
に
関
心
を
も
っ
た
動
機
が
、
　
『
杜
会
主
義
老
ウ
ィ
ク
セ

　
ル
の
立
場
で
な
く
て
、
マ
ル
サ
ス
の
主
張
を
よ
り
重
要
だ
と
考
え
る

　
立
場
」
で
あ
っ
た
旨
の
指
摘
が
あ
り
匁
が
ら
、
学
史
の
書
物
と
し
て

　
は
当
然
そ
の
よ
う
た
判
断
を
く
だ
す
根
拠
に
一
一
一
．
口
及
す
べ
き
で
は
な
い

　
か
と
い
う
点
、

閉
ケ
イ
ン
ズ
が
『
総
供
給
函
数
と
総
需
要
函
数
と
が
埜
寸
し
く
な
る
可
能

　
性
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
す
く
な
く
な
る
』
と

　
主
張
し
た
と
表
現
さ
れ
る
点
（
二
一
〇
頁
）
、

↑
ｏ
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
乗
数
と
加
速
度
の
混
合
体
系
に
お
け
る
、
一
様
収

　
飲
・
収
敏
振
動
・
発
散
振
動
・
一
様
発
散
の
判
定
某
準
を
解
説
す
る

　
に
あ
た
っ
て
、
著
者
の
犯
さ
れ
た
誤
謬
、

等
に
つ
い
て
は
、
著
老
に
再
考
を
御
願
い
し
た
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で

一
二
　
（
四
一
八
）

は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
六
章
以
下
の
内
容
は
、
浜
崎
氏
が
馬
場
啓
之
助
氏
に

従
っ
て
、
近
代
経
済
学
の
三
つ
の
課
題
は
、
そ
の
発
展
過
程
が
…
限
界

効
用
説
の
提
唱
に
は
じ
ま
り
ワ
ル
ラ
ス
や
マ
ー
シ
ャ
ル
の
均
衡
理
論
の

体
系
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
純
粋
経
済
学
の
時
期
、
ｍ
ヴ
ィ
ク
セ
ル
か

ら
ケ
イ
ン
ズ
に
い
た
る
経
済
変
動
論
の
時
期
、
伽
ｏ
ケ
イ
ン
ズ
以
後
の
長

期
動
態
論
の
時
期
、
の
三
段
階
分
割
に
彩
象
化
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
し

た
上
で
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
沿
っ
て
、
近
代
経
済
学
説
が
展
開
さ
れ
て

き
た
跡
づ
け
を
行
っ
た
も
の
と
云
え
よ
う
（
一
〇
１
一
頁
）
。
こ
の
こ
と

と
、
著
者
が
あ
ら
か
じ
め
第
一
章
で
定
め
ら
れ
た
方
法
論
と
は
、
全
く

コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
で
あ
ろ
う
か
。
馬
場
氏
の
所
論
に
沿
っ
た
議
論
の
展

開
は
、
直
ち
に
、
第
一
章
に
掲
げ
ら
れ
た
方
法
論
に
忠
実
で
あ
り
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
馬
場
氏
の
方
法
に
従
う
こ
と
は
、
近
代
経
済
学
の
発
展

を
、
論
理
の
白
己
展
開
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
岬
、
近
代
経
済
学

史
を
書
く
こ
と
、
と
い
う
立
場
を
採
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
い
わ
ゆ
る
学
史
研
究
家
で
な
い
私
が
、
こ
こ
で
何
れ
の
方
法
が
正

し
い
の
か
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
費
格
は
な
い
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る

近
代
経
済
学
に
今
日
見
ら
れ
る
動
向
の
幾
っ
か
を
、
思
い
の
ま
ま
に
選

び
出
し
て
注
目
し
た
場
合
、
論
理
の
内
在
的
な
〔
己
発
殴
が
、
か
つ
て



近
代
経
済
学
を
識
別
す
る
た
め
の
基
準
を
、
著
し
く
無
力
化
し
た
歩
火

は
お
お
う
べ
く
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
レ
オ
ン
テ
ィ
エ

ソ
・
シ
ス
テ
ム
は
、
ワ
ル
ラ
ス
的
一
般
均
衡
の
現
代
版
で
あ
る
と
同
叶

に
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
ー
・
ア
ナ
リ
シ
ス
の
特
殊
分
野
と
し
て
見
る

限
り
に
お
い
て
は
、
線
型
経
済
学
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
レ
オ
ソ

テ
ィ
エ
フ
・
シ
ス
テ
ム
が
一
般
均
衡
理
論
の
売
展
と
い
う
歴
史
に
つ
な

、
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
叶
に
、
他
面
、
そ
ハ
か
ら
の
結
論
が
眼
界

分
析
の
結
論
と
対
応
、
刈
能
だ
と
い
う
結
果
論
は
別
レ
、
し
て
、
眼
界
，
分
析

の
批
棄
を
意
味
し
て
い
る
、
ま
た
、
計
娃
維
済
〃
、
ガ
は
、
実
証
的
研
究
万

法
と
し
て
は
、
記
述
統
計
学
の
み
に
依
拠
し
た
火
紅
的
研
究
万
法
の
危

展
の
歴
史
に
つ
な
、
か
る
と
云
え
て
も
、
推
測
統
計
午
に
依
拠
す
る
点

　
　
こ
の
唾
褒
な
特
徴
を
浜
崎
氏
は
看
過
さ
わ
て
い
る
よ
う
で
あ
ろ

へ
、
二
二
二
頁
）
　
　
て
は
、
杜
会
科
学
的
法
則
の
認
識
に
関
し
て
八
－
く

新
し
い
方
法
に
立
っ
と
も
云
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
松
実
に
思
い
を
い
た

す
と
き
、
近
代
経
済
ツ
史
の
方
法
に
つ
い
て
、
町
び
模
索
の
山
光
点
に

辿
れ
灰
さ
れ
た
感
を
禁
じ
得
な
い
。

　
（
初
版
一
九
六
一
．
、
乍
四
月
、
新
訂
版
一
九
六
四
午
四
月
、
玄
文
糺
刊
）

浜
崎
正
蝋
渚
「
近
代
経
済
学
の
方
沽
・
、
〃
論
』
　
（
岡
崎
）

．
四
、
九
）


