
  
 

◆
次
は
、
経
済
学
者
で
あ
る
中
村
達
也
氏
の
「
方
法
と
し
て
の
歳
時
記
」

と
い
う
表
題
の
文
章
で
あ
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ

い
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
産
業
社
会
の
住
人
は
季
節
を
時
間
に
、
土
を

土
地
に
、
と
い
っ
た
読
み
替
え
を
ず
い
ぶ
ん
と
し
て
き
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
自
然
を
た
だ
ち
に
資
源
と
見
、
人
間
を
見
て
も
労
働
力
や
消
費
者
と

し
て
し
か
見
な
い
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
で
あ
る
。
経
済
学
の
モ
デ
ル
が
そ

う
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
モ
デ
ル
と
は
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、

何
が
し
か
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
切
り
落
と
し
た
こ
と
が
ら
が
あ
る
は
ず
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
の
は
当
然
と
も
い
え

る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
わ
き
ま
え
た
う
え
で
、
現
実
と
は
異
な
る
モ
デ
ル

に
よ
っ
て
、
現
実
の
何
が
見
え
て
く
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。 

む
し
ろ
問
題
は
、
労
働
者
や
消
費
者
で
し
か
な
い
よ
う
な
人
間
、
資
源

で
し
か
な
い
よ
う
な
自
然
、
土
地
で
し
か
な
い
よ
う
な
土
、
単
調
な
時
間

の
流
れ
で
し
か
な
い
季
節
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
現
実
の
方
が
モ
デ
ル
に

近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
デ
ル
が
迫
真
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

（「
豊
か
さ
の
孤
独
」
に
よ
る
。）  

  

国 

語 
も
の
ご
と
か
ら
、
要
素
や
性
質
を

抜
き
出
し
て
と
ら
え
る
こ
と
。 

表
現
さ
れ
た
も
の
が
現
実
と

そ
っ
く
り
に
見
え
る
こ
と
。 

国 P1 



                                          

問 

こ
の
文
章
で
、
「
産
業
社
会
の
住
人
」
は
ど
ん
な
こ
と
を
見
直
す
べ

き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

現
実
の
あ
る
一
面
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
を
、
ま
る
で
現
実
そ
の
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
こ
と
。 

 

イ 

現
実
の
世
界
に
あ
る
無
駄
な
も
の
を
切
り
捨
て
て
、
現
実
を
合
理
的

な
も
の
に
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
。 

 

ウ 

現
実
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
様
々
な
モ
デ
ル
は
、
現
実
か

ら
遊
離
し
て
い
て
当
然
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
。 

 

エ 

現
実
の
世
界
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
自
然
の
中
で
過
ご
す
こ
と
で
人
間

性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
。 

 

オ 

現
実
の
世
界
に
あ
る
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
、
産
業
社

会
の
発
展
に
よ
っ
て
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

「
モ
デ
ル
が
」 

  
 

 

→ 

現
実
か
ら
抜
き
出
し
た
要
素
・
側
面
が 

  

「
迫
真
性
を
も
つ
」 

  
 

 

→ 

現
実
そ
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る 

国 P2 



                                          

◆
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

あ
る
人
、
木
の
つ
ひ
え
を
い
と
ひ
、
乗
り
物
の
棒
さ
へ
細
め
し
と
き
、

む
か
し
は
さ
さ
ら
竹
に
硫
黄
を
つ
け
、
こ
れ
を
つ
け
竹
と
言
ひ
し
に
、
今

の
世
、
つ
け
木
を
も
ち
ゐ
る
は
い
か
ん
と
、
こ
ざ
か
し
き
人
の
言
へ
る
に

よ
り
、
さ
ら
ば
と
て
、
つ
け
竹
に
改
め
け
れ
ど
、
火
よ
く
つ
か
ず
し
て
、

ほ
ど
な
く
や
み
て
け
り
。 

①

小
事
に
心
を
も
ち
ゐ
る
も
を
か
し
。
ま
た
②

話
の
み
聞
き
て
、
い
ま
だ

こ
こ
ろ
み
ざ
る
事
を
、
み
だ
り
に
言
ふ
も
う
ら
め
し
。 

 

（
注
）
つ
ひ
え
＝
費
用
が
か
か
る
こ
と
。 

 
 

 

い
と
ひ
＝
「
い
や
が
り
」
の
意
味
。 

 
 

 

乗
り
物
の
棒
＝
駕
籠
の
長
柄
。 

 
 

 

さ
さ
ら
竹
＝
先
を
こ
ま
か
く
割
っ
た
竹
。 

 
 

 

つ
け
竹
＝
檜
・
松
・
杉
な
ど
の
薄
い
木
片
の
先
に
硫
黄
を
塗
り
つ

け
た
「
つ
け
木
」
が
、
火
を
移
す
の
に
一
般
的
に
使
わ

れ
て
い
た
。
「
つ
け
竹
」
は
、
つ
け
木
の
代
わ
り
に
竹

を
使
っ
た
も
の
。 

 
 

 

こ
ざ
か
し
き
＝
「
利
口
ぶ
っ
た
」
の
意
味
。 

 
 

 

を
か
し
＝
こ
こ
で
は
、「
滑
稽
だ
、
お
か
し
い
」
の
意
味
。 

国 

語 

国 P3 



                                          

問 

こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
ア

～
カ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

さ
さ
い
な
こ
と
で
も
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

イ 

過
ち
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
す
ぐ
改
め
る
べ
き
だ
。 

 

ウ 

一
度
始
め
た
こ
と
は
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

エ 

本
来
の
目
的
を
見
失
う
の
は
愚
か
な
こ
と
だ
。 

 

オ 

ま
ず
は
試
し
て
み
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
必
要
だ
。 

 

カ 

自
分
の
発
言
に
は
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。 

  

①
さ
さ
い
な
こ
と
に
気
を
配
る
の
は
滑
稽
だ
。 

 
 

 

→ 

費
用
が
か
か
る
こ
と 

 

つ
け
木
を
つ
け
竹
に
し
た
こ
と
で
火
が
付
き
に
く
く
な
っ
た 

 
 

 

→ 

目
的
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
。 

 

②
話
だ
け
を
聞
い
て
、
ま
だ
試
し
て
も
い
な
い
こ
と
を
、

む
や
み
や
た
ら
に
話
す
の
も
残
念
だ
。 

 

国 P4 


