
三

専
攻
学
科
目　

日
本
経
済
史

生　

年　

月　

昭
和
二
七
年　

五
月

略　
　
　

歴　

昭
和
五
一
年　

三
月 

東
京
大
学
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
業

同　

五
七
年　

三
月 
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

同　

五
七
年　

四
月 
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
助
手

同　

六
〇
年　

四
月 

筑
波
大
学
社
会
科
学
系
講
師

同　

六
三
年　

四
月 

大
阪
大
学
経
済
学
部
助
教
授

同　

六
三
年
一
二
月 

経
済
学
博
士
︵
東
京
大
学
︶

平
成　

六
年
一
一
月 

大
阪
大
学
経
済
学
部
教
授

同　

一
〇
年　

四
月 

大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授

同　

二
〇
年　

六
月 

大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
長
・
経
済
学
部
長

同　

二
六
年　

四
月 

大
阪
大
学
名
誉
教
授

同　

二
六
年　

四
月 

国
士
館
大
学
政
経
学
部
教
授
︵
令
和
五
年
三
月
ま
で
︶

日
本
学
士
院
賞　

受
賞
者　
　

阿あ　

部べ　

武た
け　

司し



二
〇

経
済
学
博
士
阿
部
武
司
氏
の
﹃
日
本
綿
業
史
︱

徳
川
期
か
ら
日
中
開
戦
ま
で
﹄
に
対
す
る
授
賞

審
査
要
旨

近
代
日
本
の
工
業
化
を
財
閥
と
並
ん
で
推
進
し
た
大
規
模
な
綿
紡
績
企
業
に

つ
い
て
は
︑
高
村
直
助
著
﹃
日
本
紡
績
業
史
序
説
﹄︵
塙
書
房
︑
一
九
七
一
年
︶

が
︑
古
典
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
︒
同
書
は
︑
欧
米
諸
国
か
ら
移
植
さ
れ
た

機
械
制
綿
紡
績
業
が
大
規
模
な
株
式
会
社
の
か
た
ち
を
と
っ
て
定
着
し
︑
の
ち

に
東
洋
紡
・
鐘
淵
紡
・
大
日
本
紡
の
三
大
紡
績
と
な
っ
て
織
物
部
門
を
兼
営
す

る
独
占
的
体
制
を
築
き
上
げ
︑
中
小
規
模
の
産
地
織
物
業
を
操
業
短
縮
な
ど
を

通
じ
て
支
配
し
た
と
論
じ
た
が
︑
産
地
織
物
業
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
支
配

さ
れ
た
か
を
織
物
業
経
営
の
実
態
に
即
し
て
究
明
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

阿
部
武
司
氏
の
前
著
﹃
日
本
に
お
け
る
産
地
綿
織
物
業
の
展
開
﹄︵
東
京
大
学

出
版
会
︑
一
九
八
九
年
︶
は
︑
こ
の
点
を
批
判
し
て
︑
全
国
各
地
の
産
地
織
物

業
の
実
態
を
政
府
・
業
界
の
統
計
資
料
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑

産
地
織
物
問
屋
の
経
営
文
書
を
発
掘
・
分
析
し
︑
そ
の
中
に
は
﹁
産
地
大
経
営
﹂

と
呼
ば
れ
る
大
規
模
織
物
経
営
に
成
長
す
る
事
例
も
見
ら
れ
︑
そ
れ
ら
は
紡
績

資
本
に
よ
っ
て
一
方
的
に
支
配
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
︑
近
代

日
本
の
綿
業
史
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
塗
り
替
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
本
書
︵﹃
日

本
綿
業
史
︱
徳
川
期
か
ら
日
中
開
戦
ま
で
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
二
二

年
二
月
︶
は
︑
そ
の
後
の
阿
部
氏
に
よ
る
近
代
日
本
の
綿
業
史
研
究
の
進
展
を

も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
︑
明
治
期
を
通
じ
て
近
代
的
紡
績
業
と
在
来
的

産
地
織
物
業
が
相
互
促
進
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
第
一

部
﹁
日
本
綿
業
の
興
隆
﹂
と
︑
第
一
次
世
界
大
戦
期
か
ら
一
層
急
激
な
発
展
を

見
せ
た
日
本
綿
業
が
紡
績
・
織
物
・
商
社
の
組
織
的
連
携
に
よ
っ
て
一
九
三
三

年
に
綿
布
輸
出
量
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
綿
業
を
抜
い
て
世
界
一
の
座
を
獲
得
す

る
と
と
も
に
︑
中
国
へ
の
紡
績
工
場
の
大
々
的
な
資
本
輸
出
を
行
い
︑
中
国
人

に
よ
る
民
族
紡
の
発
展
と
共
存
共
栄
を
図
っ
た
事
実
を
究
明
し
た
第
二
部
﹁
日

本
綿
業
の
黄
金
時
代
﹂
か
ら
な
っ
て
い
る
︒

本
書
は
︑
近
代
日
本
綿
業
史
の
研
究
の
最
前
線
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
研

究
史
の
現
状
を
広
く
サ
ー
ベ
イ
す
る
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑

阿
部
氏
自
身
の
新
し
い
研
究
実
績
と
問
題
提
起
を
中
心
に
︑
と
り
わ
け
注
目
さ

れ
る
指
摘
を
紹
介
し
よ
う
︒
阿
部
氏
が
前
著
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
︑
徳
川
期
以
来
の
産
地
綿
織
物
業
は
︑
製
品
の
種
類
や
内
外
市
場
の
相
違
︑

手
織
機
と
力
織
機
の
採
用
如
何
に
よ
っ
て
︑
産
地
問
屋
を
中
心
と
す
る
産
地
の

構
成
が
複
雑
・
多
様
で
そ
の
盛
衰
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
た
め
︑
個
々
の
産
地
の

歴
史
を
全
国
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
阿

部
氏
が
本
書
で
採
用
し
た
基
準
は
︑
単
純
化
し
て
い
う
と
手
織
機
か
力
織
機
か



二
一

の
選
択
と
い
う
技
術
面
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
問
屋
制
か
工
場
制
か
の
選
択
と

い
う
経
営
面
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
︒
本
書
に
よ
れ

ば
︑
近
代
日
本
の
産
地
綿
織
物
業
に
お
い
て
は
三
次
に
亘
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
り
︑
著
者
は
一
八
八
〇
年
代
に
手
織
機
を
用
い
る
機
織
農
家
を
産
地
問
屋

が
賃
織
に
組
織
し
た
問
屋
制
家
内
工
業
の
創
出
と
い
う
第
一
次
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
と
︑
一
九
一
〇
年
代
に
産
地
問
屋
が
小
幅
木
鉄
混
製
力
織
機
を
備
え
る
自
工

場
な
い
し
賃
織
工
場
を
組
織
し
た
第
二
次
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
大
阪
府
下
の
産
地
問
屋
帯
谷
商
店
な
ど
の
経
営
文
書
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し

た
︒
こ
の
第
二
次
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し
て
は
︑
工
賃
の
高
騰
に
押
さ
れ
て

産
地
問
屋
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
力
織
機
を
用
い
る
工
場
制
の
組
織
者
と
な
る
と
は

限
ら
ず
︑
帯
谷
商
店
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
低
工
賃
の
賃
織
農
家
と
の
問
屋
制
取

引
を
拡
大
す
る
こ
と
で
高
工
賃
に
し
ば
ら
く
の
間
は
対
応
す
る
事
例
も
あ
り
︑

工
場
制
か
問
屋
制
か
は
地
域
の
条
件
如
何
に
よ
る
選
択
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
︒
本
書
は
︑
そ
う
し
た
歴
史
的
前
提
を
有
す
る
先
進
的
産
地
で
は
︑

一
九
二
〇
年
代
に
産
地
問
屋
が
広
幅
全
鉄
製
力
織
機
を
自
工
場
に
導
入
し
て
輸

出
向
け
織
物
を
量
産
す
る
第
三
次
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
︑
み
ず
か
ら
は
工

場
生
産
者
に
転
化
し
た
こ
と
を
実
証
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
戦
間
期
に
お
け
る

紡
績
業
の
技
術
革
新
が
三
大
紡
績
に
限
ら
れ
︑
零
細
規
模
の
産
地
織
物
業
を
支

配
す
る
﹁
二
極
構
造
﹂
を
生
み
出
し
た
の
で
な
く
︑
中
小
規
模
の
紡
績
企
業
や

大
規
模
な
産
地
織
物
経
営
に
も
技
術
革
新
が
見
ら
れ
た
結
果
︑
巨
大
紡
績
企
業

か
ら
小
規
模
零
細
家
内
工
業
に
至
る
ま
で
規
模
別
に
は
切
れ
目
な
く
連
な
る

﹁
傾
斜
構
造
﹂
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
著
者
は
主
張
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
三
次
に
わ
た
る
経
営
面
・
技
術
面
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
経
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
産
地
綿
織
物
業
は
顕
著
な
発
展
を
遂

げ
た
︒
輸
出
向
け
の
広
幅
綿
布
を
裁
断
し
て
小
幅
物
に
す
る
技
術
が
広
が
り
︑

洋
風
化
す
る
国
民
の
生
活
様
式
に
対
応
し
た
こ
と
は
︑
新
た
な
国
内
綿
布
市
場

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
が
︑
産
地
綿
織
物
業
に
と
っ
て
は
綿
布
輸
出

の
拡
大
も
ま
た
発
展
の
大
き
な
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
本
書
に

よ
れ
ば
︑
一
九
一
四
年
の
綿
布
総
輸
出
量
に
占
め
る
﹁
産
地
綿
布
﹂
の
推
計
値

は
約
三
〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
一
八
年
に
は
五
〇
％
を
超
え
︑
そ
の
後
昭

和
恐
慌
下
に
や
や
低
下
し
た
が
︑
三
二
年
に
四
八
％
に
な
っ
て
か
ら
上
昇
傾
向

を
辿
り
︑
三
五
年
以
降
は
約
六
〇
％
と
な
っ
た
︒
た
だ
し
︑
一
九
二
〇
年
代
後

半
か
ら
は
中
国
向
け
輸
出
額
が
急
激
に
減
少
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
原
因
は
︑
日
貨
排
斥
運
動
と
南
京
国
民
政
府
の
関
税

政
策
で
あ
る
と
本
書
は
指
摘
す
る
が
︑
日
貨
排
斥
が
具
体
的
に
何
を
原
因
と
す

る
か
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
︒
本
書
に
お
け
る
注
目
さ
れ
る
指
摘
は
︑
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
在
華

紡
同
業
会
の
活
動
を
通
観
し
た
結
果
︑
在
華
紡
を
中
国
に
お
け
る
反
日
運
動
に

対
抗
す
る
日
本
帝
国
主
義
の
尖
兵
で
あ
っ
た
と
す
る
通
説
を
一
面
的
で
あ
る
と

し
て
退
け
︑
在
華
紡
の
活
動
は
日
本
内
地
の
紡
績
会
社
の
利
害
と
必
ず
し
も
一



二
二

致
せ
ず
︑
中
国
民
族
紡
の
活
動
と
競
争
し
つ
つ
共
存
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
日
本
の
歴
史
学
界
で
は
︑
西
川
博
史
著
﹃
日
本
帝
国
主
義
と
綿

業
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
一
九
八
七
年
︶
を
初
め
と
し
て
︑
中
国
民
族
紡
に

よ
る
日
貨
排
斥
は
︑
中
国
政
府
に
よ
っ
て
意
図
的
・
政
治
的
に
煽
動
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
在
華
紡
と
し
て
も
妥
協
が
難
し
く
︑
日
本
軍
の
出
動
に

依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
在
華
紡
側
の
弁
明
を
鵜
呑
み
に
し
が
ち
で

あ
っ
た
︒
本
書
が
そ
う
し
た
理
解
の
一
面
性
を
批
判
し
た
こ
と
は
︑
研
究
史
へ

の
大
き
な
貢
献
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
日
貨
排
斥
に
つ
い
て
は
︑
在

華
紡
と
本
国
紡
の
意
見
の
違
い
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
も
意
見
の
相

違
が
あ
っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
︑
日
中
戦

争
に
至
る
過
程
で
の
日
本
紡
績
資
本
の
役
割
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
大
き
な

歴
史
問
題
で
あ
り
︑
中
国
史
研
究
者
の
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
さ
ら
に
深
め
ら
れ

る
必
要
が
あ
る
問
題
提
起
と
言
え
よ
う
︒

阿
部
氏
に
よ
る
本
書
は
︑
こ
の
よ
う
に
現
段
階
に
至
る
日
本
綿
業
史
研
究
の

水
準
を
大
き
く
引
き
上
げ
つ
つ
今
後
の
研
究
方
向
を
指
し
示
し
た
画
期
的
な
労

作
で
あ
り
︑
日
本
綿
業
史
に
詳
し
い
ロ
ン
ド
ン
大
学
名
誉
教
授
の
ジ
ャ
ネ
ッ

ト
・
ハ
ン
タ
ー
氏
に
よ
る
書
評
が
︑
本
書
は
世
界
市
場
を
制
覇
す
る
日
本
綿
業

の
複
雑
・
多
様
な
実
態
を
初
め
て
統
一
的
に
説
明
し
た
も
の
と
高
く
評
価
し
た

の
を
は
じ
め
︑
学
界
で
は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
書
は
︑

日
本
学
士
院
賞
を
授
与
さ
れ
る
に
十
分
値
す
る
業
績
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う
︒

主
要
業
績

【
著
書
】

 

① 

﹃
松
方
財
政
と
殖
産
興
業
政
策
﹄︵
共
著
︶︑
一
九
八
三
年
︑
東
京
大
学
出
版
会

 

② 

﹃
日
本
の
工
業
化
と
技
術
発
展
﹄︵
共
著
︶︑
一
九
八
七
年
︑
東
洋
経
済
新
報
社

 

③ 

﹃
日
本
経
済
史
３　

開
港
と
維
新
﹄︵
共
著
︶︑
一
九
八
九
年
︑
岩
波
書
店

 

④ 

﹃
日
本
に
お
け
る
産
地
綿
織
物
業
の
展
開
﹄︵
単
著
︶︑
一
九
八
九
年
︑
東
京
大
学
出

版
会

 

⑤ 

﹃
近
代
大
阪
経
済
史
﹄︵
単
著
︶︑
二
〇
〇
六
年
︑
大
阪
大
学
出
版
会
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