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ば
っ
く
と
ぅ
ざ
ぱ
す
と 

そ
の
四
九 

実
証
を
重
視
す
る
経
済
史
や
経
営
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
史
料
の
重

要
性
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
史
料
が
豊
富
に
あ
れ
ば
、
研
究
が

豊
か
に
な
る
可
能
性
を
大
き
く
す
る
し
、
逆
に
史
料
が
枯
渇
す
れ
ば
研

究
自
体
が
立
ち
い
か
な
く
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
そ
の

際
、
一
般
に
中
世
や
近
世
と
比
べ
て
近
代
以
降
は
史
料
が
豊
富
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
状
況
が
今
後
も
続
く
の
か
ど
う

か
、
と
い
う
点
を
以
下
で
は
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
史
料

館
が
体
系
的
に
収
集
・
整
理
し
て
い
る
近
代
以
降
の
企
業
史
料
と
絡
め

て
考
え
た
い
の
で
、
以
下
で
は
企
業
の
内
部
史
料
に
限
定
し
て
お
話
を

進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

日
本
の
近
代
以
降
の
企
業
史
料
を
考
え
る
場
合
、
ビ
ジ
ネ
ス
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
に
関
わ
る
組
織
が
比
較
的
未
整
備
で
あ
る
割
に
史
料
自
体
は
豊

富
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
社
史
大
国
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
社
史
文
化
の
存
在
が
指

摘
で
き
ま
す
。
企
業
に
と
っ
て
、
非
現
用
と
な
っ
た
社
内
史
料
を
保
存

し
て
整
理
す
る
に
は
、
史
料
の
保
存
場
所
や
整
理
の
要
員
の
確
保
な
ど

コ
ス
ト
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
敢
え
て
過
去
の
記
録
を
残
す
に
は
「
残

す
だ
け
の
理
由
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
大
き
な
理
由
が
「
将
来
の

社
史
の
執
筆
に
と
っ
て
必
要
だ
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
実
際
、
日

本
の
社
史
の
刊
行
点
数
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
急
増
し
て
い

き
ま
し
た
。
経
営
史
家
の
中
川
敬
一
郎
は
一
九
八
六
年
に
「
我
が
国
は

社
史
の
刊
行
点
数
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
の
信
憑
性
に

お
い
て
も
世
界
の
最
高
水
準
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
大
企
業
を

中
心
に
進
め
ら
れ
た
社
史
執
筆
を
契
機
と
し
た
社
内
史
料
の
整
理
が
、

日
本
の
近
代
以
降
の
企
業
史
料
の
整
理
・
保
存
に
果
た
し
た
役
割
は
非

常
に
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
現
在
、
日
本
は
か
つ
て
の
「
社
史
大
国
」
と
言
わ
れ
た
時
代
か

ら
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
社
史
の
刊
行
点
数
は
一
九
九
〇
年

代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
近
年
は
量
・
質
と
も
に
急
激
に
空
疎
化
し
て
き

て
い
ま
す
。
転
機
と
な
っ
た
の
は
経
済
環
境
の
変
化
で
す
。
一
九
九
〇

年
代
後
半
の
銀
行
危
機
を
契
機
に
日
本
経
済
が
構
造
的
な
問
題
に
直
面

し
、
日
本
の
企
業
シ
ス
テ
ム
自
体
の
見
直
し
が
進
ん
で
企
業
再
編
や
事

業
改
革
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
社
史
文
化
自
体
が
徐
々
に
後
退
し
て

い
き
ま
し
た
。
経
営
史
家
の
宮
本
又
郎
は
二
〇
〇
八
年
に
「(

社
史
は)

近
年
、
刊
行
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
質
的
に
も
…
本
格
的

で
重
厚
な
社
史
は
減
っ
て
、
や
や
「
お
手
軽
」
と
も
い
え
る
社
史
が
増
え

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
企
業
に
と
っ
て
、
人
や
お
金
を

使
っ
て
ま
で
過
去
の
記
録
を
残
そ
う
と
す
る
「
理
由
」
が
薄
れ
て
き
て

い
る
の
で
す
。 

 

具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
例
と
し
て
金
融
機
関
の
社
史
を
取
り

上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
表
は
、
経
済
史
・
経
営
史
研
究
者
を
中
心
に
組
織

さ
れ
た
優
秀
会
社
史
賞
選
考
委
員
会
が
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
一

〇
年
代
に
か
け
て
、
①
選
考
対
象
と
し
た
社
史
の
数
と
、
②
受
賞
対
象

の
候
補
作
に
選
ば
れ
た
金
融
系
社
史
の
数
を
示
し
て
い
ま
す
。
実
は
、

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
は
銀
行
、
保
険
、
証
券
な
ど
の
業
種
と
、
そ
の
ほ

か
の
一
般
産
業
に
属
す
る
会
社
史
の
間
で
質
の
差
が
大
き
な
問
題
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
金
融
関
連
業
種
の
会
社
史
の
水
準
が
他
の
産

業
に
比
し
て
全
般
的
に
高
く
、
受
賞
対
象
業
種
が
偏
っ
て
し
ま
う
事
態

が
発
生
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て

金
融
関
連
業
種
の
社
史
は
他
の
業
種
に
比
し
て
相
対
的
に
厳
し
く
選
考

す
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
金
融
機
関
社
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史
の
そ
う
し
た
特
殊
ル
ー
ル
は
二
〇

〇
〇
年
代
以
降
、
成
立
し
な
く
な
り
、

む
し
ろ
他
業
種
よ
り
も
相
対
的
に
低

い
水
準
、
も
し
く
は
刊
行
そ
の
も
の

が
減
少
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た 

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
も

仮
に
社
史
文
化
が
健
在
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
や
は
り
日
本
の
企
業
史
料

の
未
来
は
明
る
く
な
ら
な
か
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
大
き
な
理
由

が
デ
ジ
タ
ル
化
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
化

は
日
本
経
済
の
今
後
を
占
う
重
要
な

ト
ピ
ッ
ク
で
す
が
、
企
業
史
料
の
未

来
に
と
っ
て
も
大
き
な
構
造
転
換
を

強
い
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、

企
業
で
作
成
さ
れ
る
史
料
の
多
く
が

紙
で
は
な
く
デ
ジ
タ
ル
に
変
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
。
か
つ
て
社
員
に
配
ら

れ
て
い
た
社
内
報
も
今
や
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
上
で
社
員
が
い
つ
で
も
自
由

に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
デ
ジ
タ
ル
の
記
録
は
量
も
膨
大
な
う
え
、
何
度
も
上
書
き

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
管
理
が
難
し
い
と
い
う
特
性
が
あ
り
ま
す
。
卑

近
な
例
に
例
え
る
と
、
か
つ
て
歴
史
家
の
史
料
調
査
で
は
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
の
撮
影
機
材
を
担
い
で
、
撮
影
し
た
史
料
を
現
像
し
て
プ
リ
ン

ト
し
、
製
本
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
デ
ジ
カ
メ
や
ス
キ
ャ

ナ
で
の
史
料
撮
影
が
一
般
的
で
す
。
一
度
に
た
く
さ
ん
の
史
料
を
撮
影

で
き
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
撮
っ
た
史
料
画
像
は
メ
タ
デ
ー
タ
を
付
け
て

整
理
な
け
れ
ば
、
何
万
枚
も
画
像
が
あ
る
け
ど
「
あ
れ
、
何
を
撮
っ
た
っ

け
？
」
み
た
い
な
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
保

存
に
関
し
て
も
、
企
業
が
刊
行
し
て
い
た
会
社
案
内
を
保
存
す
る
場
合

と
、
日
々
更
新
さ
れ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
場
合
と

を
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
難
し
さ
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
、
現
在
は
企
業
に
と
っ
て
、「
史
料
を
残
す
理
由
」
が
薄
れ
て
き
て

い
る
状
況
下
に
「
史
料
を
残
す
方
法
の
難
し
さ
」
が
加
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。 

 

史
料
館
が
数
多
く
の
近
代
以
降
の
企
業
史
料
を
保
存
・
整
理
し
て
公

開
す
る
こ
と
の
意
義
は
何
か
を
考
え
る
上
で
、
こ
う
し
た
現
在
の
企
業

を
取
り
巻
く
史
料
状
況
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
残
さ
れ
た
史
料
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
学
術
的
成

果
が
、
企
業
や
社
会
に
対
し
て
「
史
料
を
残
す
理
由
」
を
訴
え
か
け
て
い

く
一
つ
の
重
要
な
材
料
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。 

 

（
附
属
史
料
館
客
員
研
究
員 

大
島
久
幸
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▲金融関連業種の優秀会社史賞の動向 

 


