
 

‐
九
‐ 

Ｃ 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
題
15
～
問
題
20
に
答
え
な
さ
い
。 

 

経
済
学
は
こ
の
よ
う
に
、経
済
現
象
を
理
解
す
る
と
い
う
科
学
的
、知
的
な
努
力
で
あ
る
と
同
時
に
、

す
べ
て
の
人
々
が
同
じ
よ
う
に
ゆ
た
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
を
い
か
に
し
て
つ

く
り
出
す
か
と
い
う
実
践
的
な
要
請
を
も
っ
て
い
る
。
経
済
学
者
は
、
暖
か
い
心
と
冷
め
た
頭
脳
を
必

要
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
、

(ア)

経
済
学
の
も
つ
二
面
性
が
、
経
済
学
の
内
容
を
い
っ
そ
う
魅
力
的

な
も
の
と
し
、
同
時
に
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
多
く
の
、
と
き
と
し
て
は
矛
盾
す
る

よ
う
な
学
説
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

経
済
学
の
研
究
に
従
事
す
る
個
々
の
経
済
学
者
が
、
各
人
の
個
別
的
な
生
活
体
験
、
そ
の
思
想
的
な

背
景
、
階
級
的
な
位
置
づ
け
か
ら
自
由
な
立
場
に
た
っ
て
、「
客
観
的
」
な
分
析
を
押
し
進
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
こ
の
没
価
値
性
の
問
題
は
、
現

在
も
な
お
経
済
学
の
研
究
に
さ
い
し
て
、ど
う
し
て
も
通
り
抜
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
設
問
で
あ
っ
て
、

ま
ず
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
門
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

経
済
学
に
つ
い
て
、
そ
の
科
学
的
客
観
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
た
と
え
ば
ロ
ビ
ン
ズ
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
ロ
ビ
ン
ズ
は
『
経
済
学
の
本
質
と
意
義
』
の
な
か
で
、
経
済
学
を
定
義
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
経
済
学
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
希
Ａ

シ
ョ
ウ
資
源
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
配
分
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
目
的
を
も
っ
と
も
効
率
的
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
を
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
す
べ
き
か
と

い
う
こ
と
は
、
経
済
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
問
題
と
は
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
資
源
配

分
の
可
能
性
は
、
与
え
ら
れ
た
目
的
と
は
無
関
係
に
定
め
ら
れ
る
と
い
う
前
提
を
も
う
け
て
、
議
論
が

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
、
ロ
ビ
ン
ズ
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
る
べ
き
か
、
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
ど
れ
だ
け
の
費
用
が
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
、
い
わ
ゆ
る 

Ⅰ
 

に
焦
点
を
当

て
て
経
済
学
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
近
代
経
済
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
経
済
学

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。 

経
済
学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
互
い
に

交
錯
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
の
流
れ
は
合
理
主
義
経
済
学
と
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
流
れ
は
歴
史
学
派
な
い
し
は
制
度
学
派
の
経
済
学
の
考
え
方
で
あ
る
。 

合
理
主
義
の
経
済
学
と
い
う
の
は
、
経
済
主
体
で
あ
る
人
間
に
か
ん
し
て
、
そ
の
性
向
嗜
好
は
絶
対

的
、
不
変
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
、
風
土
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
、

人
間
の
本
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
に
も
と
づ
く
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
学
派
な
い
し
は
制
度
学
派
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
、
交
換

に
か
ん
す
る
制
度
的
な
諸
要
因
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
動
規
範
が
お
の
ず
か
ら
制
約
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
生
産
手
段
の
所
有
関
係
に
重
点
を
置
こ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
、
歴
史
的
条
件
を

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
上
の
理
由
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
。 



 

‐
一
〇
‐ 

強
調
す
る
歴
史
学
派
、
文
化
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る
制
度
学
派
は
い
ず
れ

も
第
二
の
類
型
に
属
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
経
済
学
の
歴
史
の
な
か
で
、
あ
る
と
き
に
は
合
理
主
義
的

な
考
え
方
が
主
導
的
と
な
り
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
歴
史
的
、
制
度
的
な
考
え
方
が
主
派
を
占
め
な
が

ら
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
が
、
相
互
に
共
存
す
る
よ
う
な
形
で
経
済
理
論
の
基
礎
を
つ
く
っ
て
き
た
と

い
っ
て
よ
い
。
経
済
学
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い

う
こ
と
に
関
わ
る
。 

経
済
学
は
ま
た
一
つ
の
科
学
と
し
て
み
る
と
き
に
、
理
論
と
実
証
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
経

済
学
の
研
究
は
、

(イ)

理
論
と
実
証
と
が
相
互
に
関
連
し
、
交
錯
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て

よ
い
。 

理
論
は
、
経
済
現
象
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
と
ら
え
、
経
済
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
断
片
的
な
、
印
象
主
義
的
な
観

察
の
集
ま
り
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、ま
た
主
観
的
、恣
意
的
な
主
張
の
表
現
で
も
な
い
。

経
済
社
会
の
歴
史
的
、
文
化
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
を
、
一
つ
の
整
合
的
な
理
論
体
系
と
し
て
定
式
化

し
、
経
済
主
体
の
行
動
様
式
を
模
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
現
象
の
表
層
的
な
関
係
と
、
そ
の

背
後
に
存
在
す
る
実
態
的
な
側
面
と
を
あ
わ
せ
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
が
経
済
理
論
で
あ
る
。
理
論

は
一
方
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
現
象
に
か
ん
す
る
歴
史
的
な
考
察
、
具
体
的
な
事
象
に
か
ん
す
る
知

識
、
統
計
的
デ
ー
タ
の
蓄
積
、
社
会
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
な

枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か
で
Ｂ

エ
ン
繹
さ
れ
た
理

論
的
命
題
が
果
た
し
て
、
現
実
の
諸
条
件
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
検
証
を
お
こ
な
う
。

こ
の
実
証
を
通
じ
て
、
理
論
の
前
提
条
件
の
修
正
な
い
し
は
否
定
が
な
さ
れ
、
新
し
い
理
論
体
系
の
構

築
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
経
済
学
に
お
け
る
理
論
と
実
証
と
の
間
の
関
係
は
必
ず
し

も
自
然
科
学
の
場
合
の
よ
う
に
整
然
と
類
型
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
経
済
学
者
の
直

観
と
洞
察
と
に
依
存
す
る
と
い
う
面
を
つ
よ
く
も
っ
て
い
る
。 

経
済
学
は
他
の
社
会
科
学
に
比
し
て
、
そ
の
体
系
化
が
は
や
く
か
ら
試
み
ら
れ
、
そ
の
抽
象
度
も
ま

た
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
高
い
。
経
済
学
は
社
会
科
学
の
女
王
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
実
証
的
、
統
計
的
な
資
料
の
蓄
積
も
格
段
に
大
き
い
し
、
政
策
的
な
関
わ
り
も
大
き
く
、
ま

た
実
践
面
に
お
け
る
重
要
性
も
き
わ
め
て
高
い
と
い
っ
て
よ
い
。 

こ
の
よ
う
な
経
済
学
の
長
足
の
進
歩
を
可
能
に
し
た
の
は
、
経
済
統
計
の
蓄
積
に
依
存
す
る
面
が
大

き
い
。
も
と
も
と
、
経
済
学
の
対
象
が
、
市
場
で
交
換
さ
れ
、
取
り
引
き
さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
市
場
で
価
格
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
。 

 
Ⅱ
 

、
経
済
学
の
対
象
が
計
量
化
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
の
多
く
の
国
々
で
、
政
府
が
中
心
と
な
っ
て
経
済

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
上
の
理
由
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
。 



 

‐
一
一
‐ 

統
計
の
収
集
に
大
き
な
努
力
が
は
ら
わ
れ
る
と
同
時
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
長
足
の
進
歩
に
よ
っ

て
、
大
量
の
統
計
デ
ー
タ
を
処
理
し
、
経
済
予
測
、
理
論
の
検
証
、
政
策
効
果
の
測
定
が
容
易
に
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

と
く
に
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
の
手
法
が
開

発
さ
れ
、
経
済
政
策
の
立
案
過
程
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
経
済
学
研
究
の
あ

り
方
に
対
し
て
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
計
量
経
済
モ
デ
ル
は

も
と
も
と
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
考
え
方
を
一
つ
の
方
程
式
体
系
と
し
て
定
式
化
し
、
そ
の
構
造
パ
ラ

メ
ー
タ
ー
を
統
計
的
な
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
推
計
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
の
重
要

な
経
済
的
特
徴
を
表
現
す
る
模
型
と
し
て
の
意
味
を
も
も
つ
。
計
量
経
済
モ
デ
ル
が
当
初
作
成
さ
れ
た

と
き
に
は
規
模
の
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
的
な
構
造
も
ま
た
、
経
済
学
の
理
論
的
な
考
え

方
を
適
切
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
は
大
型
化
さ
れ
、
そ
の
経
済
学

的
な
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
と
き
と
し
て
は
経
済
理

論
の
発
展
に
対
す
る
Ｃ

ソ
害
要
因
と
す
ら
な
り
つ
つ
あ
る
。 

 

（
出
典 

宇
沢
弘
文
『
経
済
学
の
考
え
方
』
よ
り
） 

  

      

問
題
15 

傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
を
漢
字
に
直
し
た
場
合
、
正
し
い
組
合
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

 

① 

Ａ 

小 
 
 

Ｂ 

延 
 
 

Ｃ 

租 

② 

Ａ 

性 
 
 

Ｂ 

延 
 
 

Ｃ 

阻 

③ 

Ａ 

少 
 
 

Ｂ 

演 
 
 

Ｃ 

阻 

④ 

Ａ 

小 
 
 

Ｂ 

演 
 
 

Ｃ 

祖 

⑤ 

Ａ 

少 
 
 

Ｂ 

遠 
 
 

Ｃ 

租 

  

 

 
 

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
上
の
理
由
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
。 



 

‐
一
二
‐ 

問
題
16 

傍
線
部
(ア)
「
経
済
学
の
も
つ
二
面
性
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

① 

経
済
学
は
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
個
々
の
経
済
学
者
の
、
各
人
の
個
別
的
な
生
活
体
験
や
、

思
想
的
な
背
景
が
理
論
に
反
映
さ
れ
る
一
方
で
、
普
遍
的
な
運
動
法
則
を
含
ん
で
い
る
と
い
う

二
面
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

経
済
学
は
、
経
済
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
知
的
探
求
心
や
熱
い
情
熱
を
も
つ
こ
と
と
、
一

方
で
、
人
間
社
会
に
対
し
て
は
、
感
情
的
に
な
ら
ず
、
一
歩
引
い
た
冷
徹
な
視
点
に
よ
っ
て
考

察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

経
済
学
は
、
人
間
の
営
む
経
済
行
為
を
対
象
と
す
る
が
、
人
間
の
経
済
活
動
が
歴
史
的
、
風

土
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
と
き
に
は
悪
を
、
と
き
に
は
善
を
も
た
ら
す
と
い
う
二
面

性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

経
済
学
は
、
経
済
社
会
の
基
本
的
な
運
動
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
科
学
で
あ
る
と
と

も
に
、
す
べ
の
人
が
ゆ
た
か
な
生
活
を
営
む
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が
あ
る
の
か
を
探
求
す

る
実
践
的
な
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

経
済
学
は
、
性
向
嗜
好
が
様
々
な
相
対
的
な
人
間
の
営
み
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
方
で
、
市
場
で
交
換
さ
れ
、
取
り
引
き
さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
量
的
に
計

量
が
可
能
な
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

   

問
題
17 

空
欄 

Ⅰ
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

 

① 

規
則
性 

② 

主
体
性 

③ 

客
観
性 

④ 

絶
対
性 

⑤ 

効
率
性 

 

 
 



 

‐
一
三
‐ 

問
題
18 

傍
線
部
(イ)
「
理
論
と
実
証
と
が
相
互
に
関
連
」
と
あ
る
が
、
こ
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

① 

経
済
社
会
に
関
わ
る
歴
史
的
、
文
化
的
、
制
度
的
な
諸
条
件
を
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
に
合
わ
せ

た
観
点
を
取
り
入
れ
な
が
ら
理
解
す
る
の
が
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
法
則
性
を
も
ち

う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
実
証
に
よ
っ
て
理
論
が
確
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。 

② 

経
済
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

が
理
論
で
あ
り
、
構
築
さ
れ
た
理
論
を
、
消
費
者
や
企
業
と
い
っ
た
経
済
主
体
が
ど
の
よ
う
に

実
践
し
て
い
く
の
か
が
実
証
で
あ
り
、
両
者
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

断
片
的
な
、
印
象
主
義
的
な
観
察
の
集
ま
り
を
排
除
し
て
、
経
済
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
社

会
的
な
枠
組
み
の
中
で
理
解
す
る
の
が
理
論
で
あ
り
、
理
論
の
構
築
に
よ
っ
て
現
実
に
ど
の
よ

う
な
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
を
実
証
し
、
よ
り
最
適
な
も
の
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
。 

④ 

経
済
主
体
で
あ
る
人
間
の
性
向
嗜
好
は
絶
対
的
・
普
遍
的
な
も
の
だ
と
し
て
構
築
し
て
い
く

の
が
理
論
で
あ
り
、
構
築
さ
れ
た
理
論
が
、
歴
史
や
制
度
的
な
諸
要
因
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
る
の
か
を
実
証
す
る
こ
と
で
、
理
論
の
修
正
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

経
済
現
象
の
表
層
と
実
態
的
な
側
面
を
あ
わ
せ
て
分
析
す
る
の
が
理
論
で
あ
り
、
構
築
さ
れ

た
理
論
が
現
実
に
適
合
す
る
の
か
を
検
証
し
な
が
ら
、
ま
た
理
論
を
修
正
し
た
り
、
否
定
し
た

り
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
理
論
体
系
の
構
築
が
試
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

 

  

問
題
19 

空
欄 

Ⅱ
 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

 

① 

し
た
が
っ
て 

② 

な
ぜ
な
ら
ば 

③ 

た
と
え
る
な
ら 

④ 

し
か
し
な
が
ら 

⑤ 

だ
が
、
一
方
で
は 

  
 



 

‐
一
四
‐ 

問
題
20
問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
１

つ
選
び
な
さ
い
。 

 

 

① 

経
済
学
の
研
究
に
従
事
す
る
個
々
の
経
済
学
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
生
活
体
験
、
そ

の
思
想
的
な
背
景
、
階
級
的
な
位
置
付
け
か
ら
自
由
な
立
場
に
た
っ
て
、「
客
観
的
」
な
分
析
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
経
済
学
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。 

② 

科
学
的
客
観
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
経
済
学
は
資
源
を
ど
の
よ
う
に

配
分
す
れ
ば
、
目
的
を
も
っ
と
も
効
率
的
に
達
成
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
も
の

で
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
す
べ
き
か
は
問
題
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。 

③ 

経
済
学
の
歴
史
で
は
、
合
理
主
義
経
済
学
と
、
歴
史
学
派
や
制
度
学
派
の
経
済
学
と
い
う
二

つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
り
、
か
つ
て
は
、
歴
史
的
、
制
度
的
な
考
え
方
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、

近
代
以
降
は
合
理
主
義
経
済
学
が
主
流
と
な
り
、
経
済
学
の
あ
る
べ
き
姿
と
な
っ
て
い
る
。 

④ 

経
済
学
に
お
け
る
理
論
と
実
証
の
関
係
は
、
自
然
科
学
と
同
様
に
整
然
と
類
型
化
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
経
済
学
が
科
学
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
か
つ
、
社
会
科
学
に
お
い
て
女
王
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

⑤ 

一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
計
量
経
済
モ
デ
ル
の
手
法
が
開
発

さ
れ
、
政
策
の
立
案
過
程
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
現
在
は
そ
の
モ
デ
ル
が

大
型
化
し
、
一
層
、
経
済
理
論
の
発
展
を
支
え
て
い
る
。 

 

 


