
珈　

経
済
学
の
泰
斗
で
あ
る
猪
木
先
生
が
こ
ん
な
玄
人

は
だ
し
の
音
楽
評
論
を
上
梓
さ
れ
る
と
は
。
猪
木
武
徳

『
社
会
思
想
と
し
て
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
』（
新
潮
選
書
、

１
７
６
０
円
）
は
「
社
会
思
想
や
政
治
経
済
体
制
の
視

点
か
ら
音
楽
の
形
式
や
内
容
」
を
見
詰
め
よ
う
と
し
た

本
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
堅
苦
し
い
と
こ
ろ
は
な
く
、

楽
曲
の
成
り
立
ち
や
形
式
に
分
け
入
り
つ
つ
社
会
経
済

的
な
相
互
関
係
を
多
面
的
に
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、

多
彩
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
加
わ
り
大
い
に
楽
し
め
る
。

　

バ
ッ
ハ
、
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー

ベ
ン
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
、
シ
ュ
ー
マ
ン
、
シ
ョ
ス
タ
コ
ビ

ッ
チ
ま
で
、
パ
ト
ロ
ン
や
大
衆
と
の
関
係
、
政
治
や
社

会
と
の
関
係
な
ど
随
所
に
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
オ
ル
テ

ガ
な
ど
に
よ
り
民
主
主
義
や
自
由
の
思
想
と
の
相
関
性

が
繰
り
返
し
考
究
さ
れ
る
。
作
曲
家
や
演
奏
者
を
こ
の

よ
う
な
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
著
者
な
ら
で
は
の

試
み
で
あ
り
、
多
大
な
刺
激
を
受
け
た
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
東
京
ク
ヮ
ル
テ
ッ
ト
や
朝
比
奈
隆
な
ど
の
演
奏
が

激
賞
さ
れ
る
個
所
で
は
、
Ｃ
Ｄ
を
引
っ
張
り
出
し
て
楽

し
み
な
が
ら
読
み
進
み
、
至
福
の
と
き
を
過
ご
し
た
。

玳　

学
術
会
議
任
命
問
題
を
入
り
口
と
し
て
企
画
さ
れ

た
藤
原
辰
史
・
内
田
樹
ほ
か
『「
自
由
」
の
危
機
』（
集
英

社
新
書
、
１
１
６
６
円
）
は
新
書
な
が
ら　

人
の
識
者

２６

に
よ
る
論
考
を
集
め
て
４
０
０
�
に
及
ぶ
。
日
本
を
覆

う
息
苦
し
さ
へ
の
危
惧
の
も
と
、
自
由
の
意
味
、
自
由
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の
難
し
さ
が
多
彩
に
論
じ
ら
れ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
自

ら
考
え
、
議
論
の
余
地
が
あ
れ
ば
そ
の
手
掛
か
り
と
す

る
と
き
編
集
意
図
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

学
問
の
自
由
、
文
化
芸
術
の
自
由
、
社
会
的
自
由
な

ど
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
中
で
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル

に
よ
る
「
多
数
派
に
よ
る
専
制
」
と
い
う
民
主
主
義
の
欠

点
に
警
告
を
発
し
た
堤
未
果
、
自
由
を
守
る
の
は
人
々

の
生
活
や
命
を
守
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
山
崎
雅
弘
、

世
間
体
の
戒
律
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
は
自
分
で
考

え
自
分
で
自
分
を
守
る
覚
悟
が
い
る
と
い
う
ヤ
マ
ザ
キ

マ
リ
の
各
氏
の
論
考
は
、
と
り
わ
け
勉
強
に
な
っ
た
。

珎　

新
型
ウ
イ
ル
ス
で�
専��
門�
家
���

を
ど
こ
ま
で
信
用
し
て

、 

、 

、

い
い
の
か
悩
ま
し
い
。
そ
の
点
、
西
村
秀
一
『
も
う
だ

ま
さ
れ
な
い　
新
型
コ
ロ
ナ
の
大
誤
解
』（
幻
冬
舎
、
１

４
３
０
円
）
は
イ
ン
フ
ル
ウ
イ
ル
ス
の
専
門
家
に
よ
る

も
の
だ
け
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
著
者
は
手
洗
い
や

過
剰
な
消
毒
は
無
益
だ
と
断
言
し
、
問
題
は
ウ
イ
ル
ス

の
吸
い
込
み
に
あ
っ
て
、
換
気
が
最
大
の
課
題
だ
と
い

う
。
ほ
か
に
も
世
の
常
識
を
覆
す
知
見
が
多
く
、
以
来
、

野
外
で
は
マ
ス
ク
を
堂
々
外
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

玻　

北
斎
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
視
点
は
面
白

い
。
そ
の
一
生
を
的
確
か
つ
魅
力
的
に
描
い
た
千
野
鏡

子
『
江
戸
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　
鐚
飾
北
斎
』（
国
土
社
、

１
５
４
０
円
）
は
、
常
に
新
し
い
こ
と
を
探
し
て
絵
に
し
、

必
ず
現
場
を
踏
み
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
求
め
に
応
じ
日

本
の
情
報
を
絵
で
発
信
し
た
そ
の
姿
は
ま
さ
に
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
的
だ
と
い
う
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
北
斎
を
「
時

代
の
代
弁
者
」
と
呼
ん
だ
の
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
賛
だ

ろ
う
。
ロ
シ
ア
の
キ
タ
ー
エ
フ
と
ヴ
ォ
ロ
ノ
ワ
が
北
斎

復
活
に
活
躍
す
る
終
章
も
よ
か
っ
た
。���（
浅
野　
純
次
）
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