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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
隣
史
即
時
中
扱
批
判

第
四
十
七
巻

七
，'-

f事

競

七

カ

Jレ

メ

ン
ガ
ー
の
歴
史
事
汲
批
判

つふ経
て苅梼然
較皐|し
観)原|メ
さ]理!ン
れ .J.... ガ

て:を 1
ゐ公は
た)け l 初
のにめ
でしか
、た;ら

経 Jが l 歴
験一、，史

的そ塁撃喜
J蒸走!れれ 汲
礎 d 川壮士 の
v 営!枇
上 d時 i判
で叫園!を
そイぷ九'，"民表表
れ吋鰹|看
を}済|板
改♂'::;ケ害皐墨 と

草がし
ず Jそて
る ιγJの立
乙 :躍経 ! 現
と J匂E命は
古が1<，.j::白4号J!7. も
必 J媒た
要
で丸 lに乞 でで

、

aるう .0寺l は
る Pて ! な

と:鮫Fか
い<っ
J、日る tc
4皮所;。
の刊が;彼
見メあ l は い
解突っ l ー ふ

にた八 ま
基 wた l 七 で
づわがめ l 一 也
い]貫 i年存
て J際!にく
生家!! -==;]才
れ.../1:園 I

Tζ 、よ l 土ミ ス

Grunds私事時 d甘 V nlk.swirtsch.a白吋曲作・ 設rst~r，
187'. s. V.:i'V'U.!安井琢磨氏詩、閣総組関噂原理、

白

杉

庄

良E

allgem日 ner
ト 3頁。

_!  

J

控

-z
が
戸
北
4
m
伴
代

を
謹
歌
し
て
ゐ
た
八
九
十
年
伏
に
、
同
じ

γ
イ
ツ
語
化
ま
る
犀
利
執
拘
た
一
人
の
批
判
者
が
現
は
れ
た
。

ト
リ
ア
の
カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ

1
(
一
八
四
C

|

一
九
二
一
年
)
で
る
る
。

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
は
ベ
人
閉
経
済
の
複
雑
た
現
象
を
そ
の
最
も
皐
純
た
陪
賓
た
観
察
を
友
ほ
許
す
が
如
き
諸
要
素
に
還



ゐ
た
。

に
も
拘
ら
や
彼
は
『
原
理
」
に
於
て
は
極
め
て
謙
遜
な
態
度
を
持
し
た
。

そ
れ
は
歴
史
感
汲
の
長
老
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
に
献
げ
ら
れ

た
の
み
友
ら
中
、
彼
は
そ
の
序
文
に
突
の
如
ぐ
善
い
て
ド
イ
ツ
の
山
学
界
に
挨
拶
を
法
っ
た
。

「
我
々
に
と
り
て
特
に
蒋
ば
し
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
我
々
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
我
々
の
利
摂
の
最
も
一
般
的
な
諸
明
論
を
包
括
す
る
領
域
が
、

少
か
ら
ざ
る
部
分
に
わ
た
っ
で
、
本
来
世
さ
し
〈

γ
イ
ツ
同
四
民
総
桝
撃
の
最
近
の
俊
民
の
所
有
物
で
る

p
、
従
り
て
こ

L

に
試
み
ら
れ
た
我
々
の
科

串
の
最
高
原
理
の
改
革
が
硝
ん
ど
例
外
な
く

γ
イ
ツ
の
篤
胸
中
心
が
制
註
し
た
所
の
市
備
研
究
を
来
礎
と
し
て
行
は
れ
た
、
と
い

E

山
こ
と
で
あ
る
。
放

に
願
は
〈
ば
こ
の
書
が
空
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
協
働
者
の
親
し
き
挨
拶
、
ド
イ
ツ
が
我
々
に
会
っ
て
〈
れ
た
検
め
て
多
数
の
優
秀
な
事
者
と
卓
越

L
た
書
物
と
に
よ
っ
て
寂
々
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
に
興
へ
た
所
の
拍
閉
め
て
叩
合
同
な
科
恩
的
刺
戟
の
弱
々
し
い
反
戦
け
と
目
ミ
れ
ん
こ
と
を
。
一

然
る
に
ド
イ
ツ
師
陣
史
成
十
減
の
経
済
県
庁
迷
は
司
}
の
J
J

げ
の
憤
値
を
認
め
な
か
っ
た
。

例
へ
ば
V
ュ

モ
ァ
ー
は
そ
の
短
評
を
物
し
て

業
績
は
疑
び
も
な
く
明
微
な
h
f
能
の
日
川
直
で
は
あ
る
が
、

然
し
賞
際
問
題
の
解
決
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
抽
象
的
な
山
中
校
閣
題
そ
ー
耕

し
〈
定
式
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
や
、

岡
民
経
済
上
の
問
題
は
憾
で
純
私
粧
品
円
上
の
問
也
と
混
同
さ
れ
て
ゐ
る
と
一
一
一
口
ひ
、
岡
氏
経
済
事

の
初
出
学
者
が
細
密
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
誇
明
寸
る
代
り
に
教
利
害
を
以
て
初
見
参
し
た
、
と
酷
評
し
た
ョ
時
に
初
事
者
と
い

は
れ
た
メ
ン
ガ
ー
は
評
者
よ
り
二
歳
右
か
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
爾
後
雌
伏
十
布
徐
年
、
遂
に
メ
ン
ガ
l
は
歴
史
曲
学
汲
の
仮
借
泣

き
批
判
者
と
し
て
登
場
し
た
。
『
杭
舎
科
曲
学
特
に
政
治
経
済
摂
の
方
法
に
闘
す
る
田
川
光
』
(
一
八
八
三
年
)

に
於
て
ピ
あ
る
。
彼
ば
本
近
日

を
著
は
す
に
至
っ
た
動
機
を
常
時
の
ド
イ
ツ
経
済
問
学
界
の
事
情
と
の
関
聯
に
於
て
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る

ア

r
ム
・
ス
ミ
ス
と
そ
の
事
抵
の
凶
民
経
済
問
晶
子
到
論
が
確
鴨
川
な
某
礎
を
快
い
て
ゐ
る
こ
と
が
次
第
に
認
識
さ
い
、
そ
の
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
い

ふ
確
信
が
摘
ま
つ
で
行
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
闘
民
経
済
愚
者
注
ぽ
そ
の
改
革
の
方
向
を
新
し
い
例
究
方
向
の
制
設
と
い
ふ
こ
と
に
求
め
た
。
そ
し
て
他

の
単
科
に
於
け
る
新
研
究
方
向
を
政
治
維
掛
川
町
中
に
移
植
し
た
。
新
研
究
方
向
の
創
設
者
た
る
の
名
容
は
怖
州
市
に
符
ら
れ
た
。
約
も
杓
子
も
こ
の
方
向

に
走
っ
た
。
然
し
そ
の
際
彼
等
は
新
研
究
方
向
が
併
り
一
て
来
、
b
れ
た
皐
科
の
形
式
的
性
質
と
政
治
結
消
問
中
の
そ
れ
と
の
相
症
を
看
過
し
た
。
新
研
究

方
向
は
大
部
分
間
惑
っ
た
割
問
比
及
び
政
治
結
済
撃
の
本
来
の
課
題
を
無
制
し
た
結
果
で
あ
ワ
た
。
に
も
拘
ら
ず
彼
等
は
そ
れ
の
み
が
正
し
い
と
信
じ

カ
ー
ル

ω

メ
ン
ガ
!
の
腿
史
事
ほ
批
判

第
四
十
七
巻

ーじ
九

寺よ

銃

七

何故メンガーが、「原理』をロツシャ.--に献 l:たかは旬jかでない。然しメンガ
ーが最後までロツシヤーを隷敬してんたことだけは明かである o I!Pち彼は、
18t14iFロツシヤー也悼論文に於て、ロヅ y ヤーとロツシヤー皐汲とを匝別し、
オーストリア事波の批判Jはロツシヤーた1身ではなくて「ロツシヤー準抵の一
面的謄史主義」に向けられたと言ひ、ドイツ」日オーストリアとの鴎足親済皐者ー
の間に方法論事が百号機に行はれてゐ士時代にも後者ーはドイツ凶l埼総済事に;l1f

2) 



カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
歴
史
皐
ほ
批
判

第
四
十
七
巻

七
回

第

披

i¥ 
O 

他
の
研
究
方
向
を
総
て
正
常
な

b
ざ
る
も
の
と
考
へ
た
。
か
く
し
亡
V
イ
ツ
の
闘
民
経
済
韻
は
他
の
凶
白
図
民
税
消
皐
上
の
糊
流
か
ら
切
敵
さ
れ
て

了
ヲ
た
。
「
宜
隣
近
頃
F
イ
ァ
凶
民
経
済
壊
の
文
献
は
外
岡
聞
か
ら
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
そ
白
同
有
白
方
向
に
よ
っ
て
外
幽
に
は
殆
ん
ど
現
解
さ
れ

ず
、
何
十
年
と
い
ふ
も
の
ず
ワ
と
孤
立
し
て
ゐ
て
真
面
目
な
反
説
者
か
ら
影
響
=
れ
る
こ
と
も
な
く
、
主
た
そ
の
方
法
主
断
乎
と
し
で
信
頼
し
て
来

た
ふ
め
に
巌
正
な
自
己
批
判
を
行
町
二
と
も
な
》
う
た
。
ド
イ
ツ
に
於
て
は
別
心
一
方
向
を
と
る
者
ほ
否
定
さ
れ
る
と
い
-
t

よ
り
は
む
し
ろ
問
題
に
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一

か
く
の
如
く
誤
っ
た
方
訟
が
行
は
れ
、

そ
の
た
め
利
中
日
干
の
進
告
が
阻
持
さ
れ
て
ゐ
る
と
巧
へ
て
メ
ン
ガ
ー
は
万
訟
論
の
詳
細
な
日
出

間
社
試
み
た
の
で
わ
る
。

彼
は
か
う
も
ん
背
い
て
ゐ
る
。

「
ド
イ
ツ
に
於
け
る
政
治
絞
隣
組
阜
の
研
究
に
そ
の
本
旅
む
課
諮
を
司
ひ
意
識
せ
し
め
、
我
々
の
科
患
の
設
展
に
と
り
で
布
告
な
一
面
性
叶
、

bm放
し
、

一
般
斯
皐
の
潮
流
か
ら
の
孤
立
朕
怒
を
除
宮
、
か
く
し
て
そ
の
不
満
足
な
欺
態
に
鑑
み
政
治
経
済
場
が
緊
念
に
必
要
と
し
て
ゐ
る
改
革
を
V
イ
ツ
の

地
磐
で
準
備
し
よ
う
左
い
ふ
の
が
、
私
の
指
単
眼
避
で
る
う
た
。
総
て
の
偉
大
な
文
化
凶
民
は
科
裂
の
建
設
に
そ
の
特
有
の
使
命
を
も
っ
て
ゐ
岳

0

.
:
政
治
経
済
単
も
亦
ド
イ
ツ
の
思
想
家
が
そ

D
H
標
を
意
識
し
て
協
力
す
る
こ
と
を
稲
謝
に
必
要
と
ナ
る
。
彼
を
正
道
に
復
臨
せ
し
む
べ
〈
奇
奥

す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
書
の
ひ
た
す
ら
な
る
課
題
で
あ
っ
た
。
」

一一

メ
ン
ガ

1
は
『
研
究
』
に
於
て
岡
氏
経
済
に
闘
す
る
研
究
の
形
式
的
性
質
の
相
違
か
ら
そ
れ
に
閲
す
る
現
論
的
・
歴
史
的
並
に
賞
践

的
科
撃
を
匝
則
す
る
。
そ
し
て
歴
史
皐
一
訴
の
図
民
経
消
息
者
逮
が
こ
の
三
を
厳
密
に
区
別
し
た
か
っ
た
こ
と
、
就
中
迎
論
的
科
撃
と
歴

史
的
科
撃
と
を
混
同
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
。
印
ち
彼
等
は
理
論
的
思
鮮
と
歴
史
的
理
解
と
を
十
分
医
別
せ
宇
、
図
民
経
掛
現
象
の

歴
史
的
理
解
を
求
め
る
こ
と
を
以
て
迎
論
的
園
民
経
済
撃
に
於
け
る
歴
史
的
方
向
を
と
る
こ
と
だ
と
し
、

税
論
的
国
民
粧
持
率
を
以

て
歴
史
的
科
撃
で
る
る
と
す
る
。
彼
等
は
園
民
経
済
の
理
論
又
は
歴
史
を
援
用
し
て
図
民
経
摘
の
具
鰻
的
現
象
又
は
設
展
を
迎
解
せ

ん
と
し
た
が
ら
ー
ー
と
れ
は
全
く
正
蛍
た
努
力
で
る
る
が

l
i而
も
そ
れ
で
以
で
園
民
経
済
理
論
の
建
設
に
参
輿
し
、
そ
れ
を
絞
沈
一

ナ畠ロツシヤーの偉大た功紡を決して忘却しなかりな左足Lべてるゐ。 The仁0-

l1ected Work邑 ofCarl Menger， Vol. 111. Kleinere討cnriftenZUt' Meth.ode unci 
Ge~chichte der Volkswirtschaftslehre. 1935， S. 27'7-:;ι 
(;Tundsatze S. X.謀、 6頁 。 ー十九1止紀初期の元ー λ トリアにi主主主主上同同
人白線湾奉者がゐなかった。メシガーはりイーン 1~~ L~プラーゲの大撃で thrν
だが、そこでは経済事は法律串課程の一部となっでゐて、その敬白1I1主殆，LE l、
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ず
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。

か
L

る
混
同
は
利
用
?
の
健
立
市
崎
放
に
方
法
論
に
悪
様
轡
を
肌
ぺ
へ
た
。

の
み
な
ら
や
本
来
の
迎
論
的
研
究

の
進
歩
を
妨
げ
た
。
理
論
的
岡
氏
経
消
島
?
に
於
け
る
非
歴
出
品
的
傾
向
を
克
服
せ
ん
と
す
る
ぞ
れ
白
館
正
営
な
努
力
は
、
科
事
の
迎
論

的
性
絡
を
放
掬
す
る
に
至
ら
し
め
、
加
ふ
る
に
理
諭
的
研
究
一
般
特
に
歴
史
的
規
拙
を
確
保
し
て
の
明
諭
的
研
究
に
代
ふ
る
に
歴
史
一

か
く
の
如
き
事
情
か
ら
V
イ
ツ
に
於
て
は
凶
民
経
消
の
個
々
の
領

域
に
於
け
る
歴
史
的
理
解
は
進
少
し
た
け
れ
ど
も
、
岡
氏
経
済
の
迎
諭
的
研
究
は
休
止
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

的
研
究
乃
至
歴
史
的
綾
中
川
一
を
以
て
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
・
な
っ
た

3

申
引
に
メ
ン
ガ

l
は
剖
論
的
団
関
経
済
事
の
方
法
と
し
て
精
一
治
的
十
刀
法

1
京
市
岨
』
に
於
け
る
経
験
的
方
法
ー
ー
ー
と
経
験
的
・
賓
在

9
 

-T
ラ

I
の
解
[
た
如
〈
演
織
的
方
法
と
蹄
納
的
方
法
と
の
同
別
で
あ
る
。

論
的
方
法
と
を
…
晶
一
加
す
る
。

メ
エ/
カ"

に
ひ
一
日
田
川

1
シ

2

〈

l
J
l

は
、
絞
験
的
刷
寅
十
位
論
的
万
向
が
歴
史
山
市
派
の
主
張
す
る
如
く
理
論
的
研
山
丸
の
時
一

の
も
の
で
は
佐
く
ι
弛
め
て
不
完
全
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
、

精
密
的
方
向
の
重
要
性
を
強
制
す
る
。

彼
は
一
面
的
な
寅
在
論
に
反
針
す
る
が
、

決
し
て
そ
の
方
向
の
有
用
性
を
一
瞬
腕

し
た
り
否
認
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
雨
方
向
は
共
に
正
営
な
も
の
で
あ
っ
て
、
岡
氏
経
済
現
象
の
理
解
・
諌
見
・
支
配
の
手
段
で

あ
り
、
夫
々
の
仕
方
で
そ
の
目
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
派
閥
民
粧
品
刑
事
者
は
精
駕
的
方
法
師
ち
「
抽
象
的
思
惟
の

技
術
」
を
訓
次
的
左
も
の
否
殆
ん
ど
汚
名
に
値
ひ
ず
る
も
の
と
さ
へ
考
へ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
彼
等
に
反
抗
す
る
の
で
あ
る
。

又
精
密

的
方
法
と
寅
在
諭
的
方
法
と
は
本
質
的
に
異
っ
た
も
の
で
る
る
に
拘
ら
や
、
彼
等
は
前
者
の
成
果
を
後
苛
で
以
て
評
慣
す
る
と
い
ふ

.
設
謬
を
犯
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

進
ん
で
メ
ン
ガ
l
は
理
論
的
国
民
経
済
撃
を
陪
出
品
製
抵
の
攻
撃
か
ら
守
る

3

光
一
中
歴
史
事
汲
の
主
張
に
よ
れ
ば
園
民
経
済
は
岡
氏

の
枇
曾
的
並
に
園
家
的
議
展
と
の
密
接
た
聯
闘
に
於
て
取
扱
は
れ
ね
ば
友
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。
之
に
対
し
て
メ
ン
ガ

I
は
容
へ
る

3

成

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
廃
史
事
汲
批
列

第

競

七
互五

第
四
十
七
巻

A 

イツから招聴された経済場者であった。 F イエク、
i清志棒、第9巻第Z抗、 144頁。
Literari:-:.ch.es Zentralblatt 1973 S. 142廿 Cv.rl-Brinkmann，GWitan Schmol1er 
lmd die Volkswirtschaftslehre. Stl1tt. 1937，日. 130-~ I. 
Untersuchungen uber die Methorle rler Socralwi~;sehschaften. 日 nd cter Politis-
chen Oekon~mie insbesondere. Leipzig ][8830 Vorrede: S. XIIT-XX，月旧式

カール・メシガーil'I'1専、統
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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
日
間
史
事
仮
批
判

第
凶
十
七
巻

ノ、

督当

競

七
六

相
似
図
民
生
活
の
具
鰻
的
現
象
は
無
数
の
共
働
要
因
の
結
果
で
あ
り
、
具
樟
的
危
閥
民
経
済
は
岡
川
I
一
生
前
の
一
部
分
で
る
る
。
従
っ
て

そ
れ
は
歴
史
的
に
は
国
民
史
と
の
柿
闘
に
於
て
の
み
刈
解
さ
れ
る
。
歴
史
家
は
岡
氏
粧
品
川
の
事
貨
を
そ
の
形
成
に
興
っ
た
一
切
の
自

-
然
的
並
に
文
化
的
要
国
に
還
元
せ
ね
ば
友
ら
お
。
経
済
の
要
素
を
同
民
生
活
の
令
慌
が
ら
切
離
す
と
と
は
非
歴
史
的
で
る
り
非
現
賓

的
で
あ
る
。
然
し
乙
れ
は
際
史
及
び
歴
史
的
川
併
に
つ
い
て
一
一
一
日
ふ
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
会
〈
機
械
的
に
却
論
的
図
民
経
消
息
十
に
持

込
む
の
は
湖
術
的
利
山
中
の
十
弔
問
引
を
伽
…
耐
ず
る
も
の
で
あ
る
。

た
』
立
川
野
乙
工
E
'位
a
E寄
iu-T-

コ、
p

-

q

¥

Z

、

月
丸
山
止
平
君
王
仁
和
章
常
官
同
町

t
J
U
F
L
J
仁

そ
れ
b
t
全
憾
と
し
て

の
枇
品
目
現
裁
の
迎
論
に
し
亡
ヴ
!
は
勺
し
し
す
る
有
は
雌
史
的
川
仰
」
川
山
九
州
的
川
山
鮮
と
の
矧
出
ψ
一
山
同
し
、

問
犯
が
一
定
現
象
の
会
亡
の

側
岡
を
現
解
せ
し
め
る
に
制
し
て
精
密
出
命
は
常
に
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
一
定
側
出
の
み
を
狽
白
の
仕
方
で
別
解
せ
し
め
る
と
と
を
課

題
と
す
る
も
の
で
る
る
と
い
ふ
相
違
を
宥
過
す
る
者
で
あ
る
。
次
に
粧
験
的
方
向
は
法
・
慣
習
等
の
非
経
済
的
要
闘
が
図
民
経
摘
に

興
へ
る
影
響
を
顧
慮
す
る
、
別
し
て
経
験
法
則
は
そ
の
恭
礎
た
る
場
所
的
並
に
時
間
的
事
情
に
闘
し
て
の
み
安
首
ず
る
、
従
っ
て
そ

れ
以
外
に
と
れ
ら
の
影
響
を
顧
癒
す
べ
き
特
別
の
方
法
を
必
要
と
し
左
い
、
ま
し
て
特
別
の
事
訴
を
必
要
と
し
た
い
。

の
み
た
ら
中

酬
明
論
的
研
究
は
綿
て
、
経
験
的
方
向
も
ま
た
、
抽
象
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
。
歴
史
車
派
の
代
衣
者
逮
は
闘
代
絃
怖
の
法
則
を
仲
立
す

る
に
品
川
り
常
に
金
園
民
生
活
左
観
察
す
る
と
い
ふ
が
、
何
故
金
岡
山
氏
生
前
の
み
を
選
ん
で
金
字
九
日
を
選
ば
た
い
の
か
。

こ
L

に
も
抽

象
が
あ
る
で
は
泣
い
か
。
だ
が
彼
等
は
そ
の
と
と
に
よ
っ
て
結
局
別
論
的
研
究
か
ら
完
全
に
迷
州
て
慌
史
の
絞
叫
に
入
込
ん
だ
の
で

あ
る
。叉

人
聞
は
そ
の
経
済
活
動
に
於
て
個
人
的
利
袋
の
み
を
考
へ
て
行
動
す
る
も
の
で
た
い
か
ら
、

別
論
的
凶
民
粧
品
何
感
に
於
付
る
利

己
心
の
岡
田
定
は
濁
断
だ
と
非
難
さ
れ
る
。
成
税
岡
氏
経
桝
の
歴
史
家
に
と
っ
て
凶
民
経
仰
の
庇
史
的
資
展
そ
専
ら
そ
の
一
成
員
の
粧
栴

雄氏諜、枇曾科阜の方法に闘する研究、 11-，16真。宕野晃夫部氏、竹原八Jl[;J'i;、
長守者一氏先課、社合科単方法論、1I-17頁。
a. a. O. S. XXI-XXII 宵旧民課、，8頁、悲野氏課、 '7-18頁。
a. a. O. S. 3 ff. 戸 '"1民課、 35買以下、:!r~'-IDI..aë持、 26頁以下。
a. a. O. S. 11百. 戸川氏詩、 43頁以下、舟野民言匹、 33賀川 F。本文にも叩jか
なる如〈、賂史皐抵は王甲諭附附t¥O紅!済事を否定 Lたのではないし、 メンガー

)

)

)

 

'b
円

J
U
O



的
利
己
心
か
ら
一
方
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
謀
り
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
を
川
論
的
凶
民
経
怖
感
特
に
精
得
岡
氏
終
桝
壌
に
於

け
る
狽
断
だ
と
い
ふ
な
ら
ば
、
例
へ
ば
経
済
生
活
に
於
け
る
人
聞
の
無
過
失
等
々
を
前
提
す
る
の
も
鮒
断
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ら
う
。
否
、
自
然
科
離
で
さ
へ
非
経
論
的
友
現
寅
に
存
在
し
な
い
前
提
か
ら
附
設
す
る
と
い
ふ
意
味
で
同
様
の
相
判
断
に
附
っ
て
ゐ

る
も
の
と
一
一
同
は
ね
ば
な
ら
ね
。
結
局
こ
の
非
難
は
精
中
前
方
法
に
闘
す
る
仙
一
智
か
ら
起
る
誤
解
に
他
な
ら
な
い

3

同
じ
と
と
は
賞
在
論

的
方
法
に
つ
い
て
も
い
へ
る
。

最
後
に
、
歴
史
祇
凶
民
経
済
単
行
は
同
氏
維
持
を
人
間
終
怖
の
思
澗
現
象
と
は
具
っ
た
全
勝
と
み
た
。

そ
し
て
岡
剛
氏
経
消
現
象
を

川
崎
的
岡
氏
経
済
山
中
の
時

人
間
経
内
の
軍
刑
判
現
象
を
除
外
し
、

後
再
の
一
般
的
本
質
と
一
般
的
聯
闘
と
は
私
終
消

の
川
刊
品
部
ー
と
し
、

的
槻
持
品
方
訟
と
剛
氏
経
抑
制
翻
察
ト
刀
訟
と
の
混
同
と
し
て
放
越
し
、
岡
氏
絞
掛
現
象
を
人
間
絞
桝
の
期
初
現
象
に
叩
湖
北
す
る
相
川
力
を

原
子
論
と
し
て
非
難
し
た
。

然
し
そ
れ
は
ま
た
歴
史
的
研
究
と
現
論
的
研
究
と
を
混
同
し
、

岡
氏
経
済
の
車
問
例
経
桝
に
封
ず
る
聞
係

を
無
脱
し
た
も
の
で
、
精
密
的
方
向
に
も
寅
在
人
削
的
方
向
に
も
安
首
し
た
い
。
現
に
彼
等
も
園
民
経
済
山
学
の
鰹
系
を
絞
州
一
す
る
に
首

つ
て
は
、
理
論
と
貫
際
と
の
矛
盾
を
暴
露
し
て
、
複
雑
た
岡
氏
経
憐
現
象
の
車
問
伺
現
象
へ
の
還
元
と
い
ふ
方
法
を
採
っ
て
ゐ
る
U

以
上
が
『
研
究
」
第
一
編
に
於
け
る
メ
ン
ガ

1
の
歴
史
地
下
汲
批
判
の
主
要
駄
で
あ
る
。
第
一
一
編
に
於
て
彼
は
一
政
治
経
一
州
事
に
於
け

る
研
究
の
歴
史
的
翻
貼
」
に
つ
い
て
論
や
る
。
政
治
経
済
皐
|
|
邸
ち
即
一
論
的
同
氏
終
消
山
中
・
岡
氏
終
消
政
策
時
四
千
・
財
政
山
中
|
|
は
即
一

論
的
並
に
貸
践
的
科
事
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
判
事
で
は
な
い
。
初
く
も
政
治
経
消
山
内
子
一
般
の
歴
史
的
方
向
が
問
題
と
友
る
限
り
、
政

治
経
済
撃
を
歴
史
的
利
撃
に
改
唆
す
る
こ
と
h

解
さ
れ
て
は
な
ら
風
。
彼
は
政
治
経
仰
山
学
の
歴
史
的
方
向
を
以
て
そ
の
性
格
を
廃
棄

す
る
こ
と
友
く
岡
氏
経
消
現
象
の
発
展
の
事
貨
を
四
論
的
並
に
責
践
的
研
究
に
於
て
把
捉
す
る
研
究
方
向
と
考
へ
る
。

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
腿
史
取
汲
批
判

第
四
十
七
巻

第

披

七
七

!¥ 

掛
川
帆
J

同一符

は理論的問民経済壊に於ける臆史的視引を否定するのではない。 f~l この鮎に
dついては後に遮べる。 a.a. O. S. 22-2::'， AnIn 戸Jll氏謀、 52-54頁、消出i-氏
謀、 38頁。
G. Schn;~llcr. Zur Methodologie der Staats-und Snzialwissensch.aften. Jahr. 
buch fur Gesetzgebung， Verw.Jtung und Volk:;;wirtschaft in Deutschen Reich. 
Jahrg， 7， Heft 3， 1883・S.242，戸田氏前掲，告書評、 316頁。
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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
歴
史
皐
扱
批
剣

第
四
十
七
巻

七
八

i¥. 
四

害事

競

と
の
見
地
か
ら
先
中
間
論
的
同
民
経
情
出
慢
に
於
け
る
似
而
非
歴
史
的
研
究
方
向
が
批
判
さ
れ
る
。
所
制
問
非
歴
史
的
な
替
制
論
に
歴

史
的
附
属
物
叉
は
欝
読
史
的
附
属
物
を
飾
り
つ
け
亡
、
そ
れ
が
歴
史
的
視
勲
か
ら
す
る
珂
論
的
関
口
町
経
済
事
だ
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。

而
も
そ
の
迎
論
は
審
理
論
と
少
し
も
異
な
ら
ね
乙
と
が
屡
と
で
あ
る
。

又
岡
氏
経
済
理
論
を
経
験
一
般
に
よ
っ
て
ピ
は
左
〈
専
ら
闘

民
経
済
の
歴
史
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
、
後
者
を
以
て
唯
一
の
経
験
的
茶
礎
と
す
る
と
と
に
理
論
的
国
民
絞
間
早
に
於
け
る
歴
史
的
視

献
を
主
張
す
る
者
が
あ
る
。
然
し
同
氏
粧
品
川
の
院
内
に
を
以
て
政
論
的
研
先
の
唯
一
の
絞
断
、
的
誌
研
と
た
す
の
は
日
間
り
で
あ
る
。
そ
れ

と
並
ん
で
日
常
め
生
が
粧
品
帆
即
ち
入
院
経
糾
の
単
組
制
現
象
の
抑
ん
裂
が
必
要
不
可
献
で
あ
る
。
査
し
、
同
幽
口
町
粧
桝
の
歴
史
を
研
昨
ス
ナ
る

と
と
た
く
し
て
は
高
度
に
設
展
し
も
孔
岡
民
経
済
の
迎
論
は
考
へ
得
ら
れ
左
い
が
、
然
し
国
民
経
済
事
は
国
民
経
掛
現
象
の
一
般
的
本

質
の
み
た
ら
や
人
閉
経
済
の
皐
狽
現
象
の
本
質
を
も
研
究
し
・
泣
け
れ
ば
た
ら
た
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
理
論
的
園
民
経
済
製
は
歴

史
哲
阜
で
は
た
〈
、
園
民
経
済
の
設
展
法
則
に
闘
す
る
撃
で
も
た
い
。
時
民
展
法
則
は
理
論
的
研
究
に
於
て
忽
せ
に
出
来
む
も
の
で
る

る
が
、
而
も
第
二
夫
的
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
迎
論
的
闘
民
経
済
壌
の
僅
か
友
一
部
分
を
た
ず
に
過
空
泣
い
。

ハ

バ

予

且

?
9
ス

ム

え

コ

ス

モ

ポ

リ

ヂ

イ

ス

λ

ス

理
論
的
園
民
経
桝
撃
の
歴
史
的
翻
附
聞
に
関
聯
し
て
所
謂
氷
遠
主
義
・
高
民
主
義
の
誤
謬
に
つ
い
て
。

総
て
の
現
象
は
抱
え
十

経
返
し
、
総
て
の
存
在
は
時
の
流
れ
の
中
に
あ
る
。
然
し
事
物
の
時
間
的
費
化
が
総
で
護
展
友
の
で
は
な
い
。
褒
旧
民
と
は
通
例
事
物

の
本
質
か
ら
現
は
れ
、
時
間
的
援
濯
に
も
拘
ら
や
そ
の
個
性
が
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
如
き
務
化
で
あ
る
。
従
勺
て
医
史
撃
侃
酬
の
考
へ
る

如
〈
発
展
友
る
も
の
を
顧
癒
し
さ
へ
す
れ
ば
永
遠
主
義
の
非
難
を
売
れ
得
る
と
い
ワ
た
も
の
で
は
た
い
。
後
展
の
概
念
に
入
ら
ぬ
現

象
の
務
化
も
顧
慮
さ
れ
る
時
に
初
め
て
迎
論
に
於
け
る
永
遠
主
義
の
非
難
は
完
全
に
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
寓
民
主

義
と
い
ふ
非
難
に
つ
い
て
も
い
へ
る
。
同
じ
時
に
於
け
る
同
じ
枇
合
現
象
は
同
際
問
乃
至
地
方
聞
に
於
て
具
る
。

こ
の
事
情
は
多
か

UntersuCIl_un宮en，日..11配.46-48. 49 ff・芦同民諜11 6o:ff以下、 72ー74頁、 76頁
以下、岩 !l!Í"~詩1、 48頁以下、 6()-62頁、 64頁以下。
a. a. O. S. 61・64，67-70，戸田氏謀、 88-90頁、 92-94l'f、岩野氏課、 74-76賀、
'79-82J'I。
V gl. Anh.ang IX. Ueber die sogen. ethische R.ich tun~~ de.'!" politi::icher】 Oeko-
nomle. 戸町民諜、 102貰以下、岩野氏課、 279頁以，-1';:(> 
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れ
少
か
れ
理
論
的
認
識
の
普
遍
安
営
性
の
程
度
に
影
響
し
・
な
い
で
は
止
ま
ね
。
園
民
経
済
現
象
の
園
際
聞
に
於
け
る
差
異
の
た
め
に

関
民
経
済
の
一
般
法
則
は
認
め
ら
れ
た
い
と
し
揚
所
的
事
情
に
よ
る
そ
の
修
正
を
必
要
だ
と
考
へ
る
者
は
、

一
園
内
の
地
方
聞
の
差

異
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
果
に
到
達
せ
ね
ば
た
ら
ね
。
国
民
経
済
理
論
が
寓
民
主
義
の
非
難
を
避
け
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の

行
過
ぎ
た
一
般
化
の
侠
陥
は
少
し
も
克
服
さ
れ
な
い
。
要
す
る
に
所
謂
永
蓬
主
義
・
宮
内
民
主
義
友
る
も
の
は
歴
史
皐
一
次
に
よ
っ
て
不

充
分
に
し
か
把
握
さ
れ
て
ゐ
た
い
コ
而
も
あ
ら
ゆ
る
寅
在
論
的
現
論
は
或
程
度
歴
史
事
振
が
そ
の
方
法
で
克
服
じ
得
る
と
考
へ
て
ゐ

る
快
陥
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
左
い
の
で
あ
る
。

次
に
困
対
絞
済
に
闘
す
る
賓
践
的
利
息

γκ
於
け
る
歴
史
的
観
恥
に
つ
い
て
ゆ
費
践
的
利
息
卸
ち
技
術
論
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
と
岡
氏

岬

一

H

M

州

m

「
J

P

町、

J

い
」
〆

M

{

或
は
一
般
に
事
情
の
相
泣
に
闘
り
た
〈

同
ビ
安
門
川
向
性
を
要
求
し
件
る
や
う
た
も
の
で
は
な
い
c

十
小
川
し
事
情
の
特
殊

性
に
閥
り
泣
い
人
聞
の
行
動
に
闘
す
る
原
理
と
い
ふ
も
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
閤
民
経
消
政
策
隊
十
も
費
践
的
利
皐
の
一

般
的
性
格
の
例
外
と
友
す
も
の
で
は
な
い
。
従
づ
で
岡
氏
経
済
政
策
製
者
が
様
々
の
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
以
て
図
民
経
憐
政
策

皐
の
特
殊
の
方
法
で
あ
る
と
た
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
同
じ
こ
と
は
闘
民
粧
怖
の
渡
展
段
階
の
相
違
に
恭
〈
経
済
事
情
の
相
蓮
に
つ

の
み
た
ら
や
、
様
々
の
設
展
段
階
を
刷
慮
す
る
に
し

い
て
も
い
へ
る
。
設
展
段
階
の
顧
慮
は
寅
践
的
利
息
の
蛍
然
の
要
求
で
る
る
。

て
も
、
地
理
的
・
人
種
的
等
点
の
事
情
を
開
制
定
せ
ね
者
は
、
歴
史
的
で
は
あ
ら
ろ
が
、
絶
品
剖
主
義
的
と
の
非
雑
を
発
れ
得
た
い
。
賓

践
的
準
則
の
一
般
的
相
針
性
の
原
理
で
は
な
く
て
歴
史
性
の
み
を
同
執
す
る
の
は
説
。
で
あ
る
=

第
三
編
に
於
て
メ
ン
ガ

l
は
歴
史
皐
汲
の
有
機
剛
開
設
を
批
判
す
る
=
有
機
悼
と
吐
命
日
現
象
と
の
聞
に
は
そ
の
機
能
に
闘
し
で
も
そ

の
起
阪
に
闘
し
で
も
或
種
の
類
比
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
理
論
的
社
舎
料
率
に
於
け
る
解
剖
事
的
・
生
卯
一
事
的
研
究
方
向
の
概
念
が

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
膳
史
皐
汲
批
判

七
九

第
四
十
七
巻

一へ五

第

銃

~勺

12) a. a. O. S. 72 町~ 46-47. 
]:l以下。

主3) a. a. O. S. 82 ff.戸岡氏諜、 107頁以 1:，!f-~.野氏課. 92頁以下。
14) a. a.内. S. 93-94 戸川氏謀、口71'[，岩野氏謀、 100頁。 白書史事汲は賂史郁

ラtの方法と理論的並に貨践的経済事1:於ける揺史的方法とを接持;に医別しな
かった。い ~rllndzüge der Kla~<;lfikatioπd. pol. Oek. 1889. Kleinere Schriften， 

戸田氏，;幸、 78瓦以下、 72-73頁、若野氏語、 83



カ

1
1
F

・
メ
ン
ガ
ー
の
腕
史
即
時
中
波
批
判

第
四
十
七
巻

i¥. 

O 

一
八
六

書再

就

生
じ
て
来
る
o
然
し
，
虻
A

明
日
現
象
と
自
然
有
機
刷
版
と
の
類
比
は
前
者
の
-
部
分
即
ち
「
歴
史
的
環
展
の
無
反
省
的
産
物

(
E
M
E
E
E
E
t

H
v
n
E
n
F
q
u
n
F
E
Z
-
z
n
r
q
E
Z
R
E
E悶
)
一
に
う
い
て
の
み
ニ
一
員
ひ
得
る
こ
と
で
、
そ
の
他
の
枇
命
日
現
象
は
人
聞
の
考
慮
の
給
制
ー
で
あ
り

有
機
関
で
は
な
く
℃
機
械
組
織
に
比
す
ぺ
き
も
の
で
る
る

G

か
く
し
て
メ
ン
ガ

I
は
二
種
の
枇
合
現
象
を
匝
別
す
る
。

一
は
そ
の
創

ヂ
マ
イ
ン
ヴ
イ
レ
ン

設
に
向
け
ら
れ
た
共
同
意
志
(
合
試
み
且
定
法
等
)
の
結
川
市
で
あ
り
、

他
同
本
質
的
に
は
個
人
的
目
的
の
達
成
に
向
け
ら
れ
た
人
間
努
力

の
無
反
符
的
一
段
結
果
、

意
附
さ
れ
な
い
合
成
川
で
あ
る
。

後
者

前
者
は
そ
の
創
設
に
向
け
ら
れ
央
共
同
意
志
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

は
そ
の
創
設
に
向
け
ら
れ
た
共
同
意
士
山
な
く
し
て
個
人
的
利
後
を
追
求
す
る
人
間
努
力
の
意
凶
さ
れ
左
い
結
川
市
と
し
て
成
立
す
る
。

従
来
か
う
し
た
事
情
が
極
め
て
不
充
分
に
し
か
知
ら
れ
で
ゐ
友
か
っ
た
ミ
め
に
、
共
同
意
志
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
枇
合
現
象
に
針

し
て
無
反
省
的
過
程
に
よ
っ
て
成
立
し
た
枇
曾
現
象
の
起
原
を
自
然
愛
生
的
・
有
機
的
等
々
と
し
た
の
で
あ
る
。
所
で
所
謂
祉
含
有

機
牒
は
、
会
憾
の
機
能
が
諸
部
分
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
諸
部
分
が
全
開
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
ふ
附
割
、
及
び
そ
れ
が
人
間
の

考
慮
の
結
果
で
左
い
と
い
ふ
黙
に
於
て
自
然
有
機
関
に
類
似
し
て
ゐ
る
。
然
し
類
似
は
全
く
外
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
有
機
関

は
全
く
機
械
的
に
全
惜
の
機
能
に
役
立
つ
諸
要
素
か
ら
成
っ
て
を
り
純
悶
果
的
過
程
印
ち
自
然
諸
力
の
機
械
的
作
用
の
結
果
で
る
る

が
、
反
之
所
謂
枇
合
同
有
機
憶
は
思
惟
し
感
情
し
行
潟
す
る
人
間
の
一
努
力
の
結
川
別
で
あ
る
。
卸
ち
用
者
の
起
阪
は
本
質
的
に
異
る
の
で

あ
る
。
雨
者
の
類
比
が
完
全
な
も
の
た
ら
ぽ
有
機
国
外
を
研
究
す
る
自
然
科
事
特
に
解
剖
皐
と
生
四
判
事
と
の
方
法
は
同
時
に
枇
曾
科
事

の
方
法
で
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
雨
者
が
異
る
以
上
、
所
講
有
機
的
明
解
は
枇
曾
現
象
の
一
部
分
に
受
賞
す
る
に
過
『
十
、
そ
の

(
註
)

外
に
賞
用
主
義
的
解
樺

E
2
5四
E
P
-
-
z
r
F
E
A
Z
E
-
2
)
が
不
可
紋
で
あ
る
。
叉
有
機
的
解
離
が
賓
欣
に
合
致
せ
る
如
く
見
え
る
揚

合
に
於
て
も
、
そ
れ
は
営
該
枇
曾
現
象
の
一
側
面
を
理
解
せ
し
め
る
だ
け
で
、

こ
h
A

で
も
本
来
の
意
味
に
於
け
る
現
論
的
現
解
の
庚

s. 189)・ 而も隆史併究の課題を具i樫的な岡民とその文化との設肢の研究と待
遇』ではな〈て、この霊童展の法則の確定であると考へてゐる。 (a.u. O. S・200).

u. a れ. S.ロ 4 任 戸同氏謀、 142頁以下、岩!IlJ-兵課、 1.21-rA以下。向熔史的
方法を強制する者は恰も隆史的方法そのものがその本質に欄して硲定的なも
のでるるかの如〈茸へてみるが、古うではない、従ワて閣民経済皐僻究の艇
史的方訟の強調Il1!Iiかし恥知られてゐないものをより体かしか知られてゐな

15) 



い
領
域
が
処
さ
れ
て
ゐ
る
。
更
に
仕
合
現
象
の
有
機
的
理
解
は
自
然
有
機
鑓
の
研
究
方
法
を
此
合
研
究
に
機
械
的
に
移
植
し
た
も
の

で
あ
っ
て
は
た
ら
な
い
コ
そ
れ
は
生
四
接
的
又
は
解
剖
果
的
で
は
な
く
て
枇
舎
利
息
的
な
も
の
で
な
く
て
は
友
ら
ね
。
要
す
る
に
所

謂
有
機
的
方
法
は
研
究
方
法
と
し
て
は
設
り
で
あ
る
.
尤
も
綾
湛
の
千
段
と
し
て
は
枇
合
研
究
の
あ
る
目
的
並
に
段
階
に
と
っ
て
は

有
殺
さ
あ
る
、
然
し
核
活
の
ヂ
段
が
研
究
の
手
段
と
友
る
場
合
に
は
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
c

以
上
の
如
く
批
判
し
た
後
メ

ν
ガ
I

は
所
謂
枇
命
日
有
機
燈
に
も
理
論
的
理
解
の
一
一
方
向
印
ち
寅
在
論
的
並
に
精
密
的
方
向
が
適
用
さ
れ
得
る
と
し
、
進
ん
で
後
者
が
如
何

却

に
貫
徹
さ
れ
る
か
を
詳
漣
し
て
ゐ
る
。

(
説
)

賞
用
主
義
的
解
糠
と
峰
、
社
曾
成
員
の
合
立
山
川
五
五
山
氏
{
止
法
の
産
物
で
る

p
、
特
に
行
潟
ナ
る
主
般
と
考
へ
ら
れ
た
ほ
命
の
目
的
意
識
的
共
同

活
跡
目
成
田
市
で
あ
る

F

い
止
の
枇
合
札
向
れ
に
対
し
て
、
て
の
本
質
L
-
M
他
府
A
U
r
人
三
川
主
権
力
者
の
枇
合
的
紡
ん
H

の
法
闘
又
は
支
配
し
得
る
芋
段
か
ら
詑

n
 

明
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
編
に
於
て
メ
ン
ガ

l
は
政
治
経
済
離
を
歴
史
的
に
取
扱
ふ
と
い
ふ
概
念
の
発
展
に
つ
い
て
述
べ
、

ド
イ
ツ
歴
史
汲
園
民
経
憐

皐
者
の
根
本
思
想
は
政
治
的
諸
利
墜
に
於
て
昔
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
、

F
イ
ツ
歴
史
派
園
日
比
経
済
墜
者
が
歴
史
法
事
汲
の
根
本

思
想
を
，
侃
…
楓
し
、
自
己
を
歴
史
法
築
汲
の
意
味
で
歴
史
的
だ
と
考
へ
た
の
は
阜
な
る
挨
解
に
基
づ
く
こ
と
、
最
後
に
ド
イ
ツ
歴
史
汲

国
民
経
済
撃
の
起
原
と
費
展
と
に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ
る
。
興
味
が
あ
る
の
は
法
間
半
上
の
歴
史
第
一
次
と
経
済
事
上
の
そ
れ
と
の
異
同
に

闘
す
る
見
解
で
る
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
縮
れ
る
所
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

以
上
が
『
研
究
』
に
於
け
る
メ
ン
ガ

l
の
歴
史
事
汲
批
判
の
大
要
で
あ
る
u

こ
の
書
が
公
刊
さ
れ
る
や
、
歴
史
事
汲
の
綿
帥
シ
ユ
毛

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
耀
史
回
申
訳
批
列

第
四
十
七
巻

第

草車

三
人
七

i¥ 

いもので説明する主いふこ」とになる。 (a..a. O. S. 254 Anm). 
a. a. O. S. lI1 tf. 芦田氏課、 132頁以下、岩野氏課、 II5頁jJJ.":0 
a. a. O. S. '3'侃戸間民謀、 [49頁j，cr-、岩野氏課、 '3

'
頁以下。

「ーの金値目諾部分と金値白樺とが相瓦に同時に原凶であり結果である(雨ー者

の聞に相互的I斗呆閥係 gegenseititige Verumachungが行はれる)とするの

-
〉
)

6】

7
8

z
z
z
 



カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
回
世
史
皐
紙
批
判

勢
四
十
七
巻

丹、

i¥ 

繁

華虎

八
二

且
つ
批
判
し
た
。
メ
ン
ガ

I

ラ
ー
は
拾
て
で
は
世
か
-
な
か
っ
た
。
紋
は
そ
れ
を
デ
イ
ル
グ
イ
の
「
精
榊
利
息
十
序
設
』
と
共
に
約
介
し
、

は
そ
の
批
判
に
憤
激
し
直
ち
に
再
批
判
の
導
を
と
っ
て
徹
頭
徹
尾
論
争
的
友
一

J

ド
イ
ツ
図
尺
経
消
甲
に
於
け
る
舵
史
主
義
の
誤
診
』

二
八
八
四
年
)
を
書
い
た
。
然
し
こ
L

で
は
別
に
新
し
い
思
想
は
展
開
さ
れ
て
は
ゐ
中
、
一

L

研
究
」
に
於
け
る
主
脹
が
繰
返
へ
し
臨
め
ら

れ
て
ゐ
る
に
湖
』
き
た
い
。

ト「
F
J
F
r

ン什

0
1
土、

J

Z

F

I

:

;

 

シ
L
M
t

ヲ
ー
が
闘
い
パ
経
済
に
附
寸
る
町
岬
一
論
的
判
事
と
断
史
的
利
仙
川
J

と
b
q
聯
闘
づ
付
ん
と

L
た
の
に
刑
判
し
て
円
以

射
す
る
。
政
治
経
済
感
(
閥
民
総
消
に
闘
す
る
理
論
的
科
事
と
賃
践
的
科
血
中
)
は
図
民
経
済
に
闘
す
る
歴
史
的
利
阜
の
袖
耽
利
厚
で
訟
り
、
設

に
後
者
は
前
者
の
一
補
助
科
問
中
で
あ
る
。
岡
氏
経
済
の
歴
史
が
園
民
経
済
現
象
の
迎
併
に
針
し
て
叡
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
一
一
昌
ふ
ま

で
も
な
い
。
然
し
政
治
経
済
撃
の
補
助
料
問
問
中
は
歴
史
だ
け
で
は
た
い
。
粧
済
史
は
理
論
的
岡
民
経
済
周
年
に
と
っ
て
も
賓
践
的
岡
兵
粧

拙
間
早
に
と
っ
て
も
唯
一
の
経
験
的
基
礎
寸
は
伝
い
の
せ
る
る
。

の
み
た
ら
や
、

シ
ユ
モ
ラ

I
は
図
民
経
済
の
歴
史
と
統
計
墜
と
は
政

治
経
済
撃
の
記
述
的
部
門
だ
と
い
ふ
が
、

メ
ン
ガ
ー
は
そ
れ
ら
は
決
し
て
政
治
経
済
墜
の
一
部
門
で
は
な
く
飽
く
ま
で
も
補
助
利
皐

に
温
ぎ
ね
と
考
へ
る
。
歴
史
研
究
の
成
果
を
政
治
経
済
撃
の
研
究
に
利
用
す
る
者
は
政
治
経
済
撃
者
で
あ
る
。
然
し
園
民
経
済
の
歴

史
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
者
は
そ
の
限
り
歴
史
家
で
あ
る
。
叉
紋
は
、
政
治
経
済
事
の
改
革
に
進
む
前
に
先
や
経
済
史
が
研
究
さ
れ

ヨ
泣
け
れ
ば
た
ら
た
い
左
い
ふ
シ
ユ
モ
ラ

l

k
劃
し
て
、
歴
史
は
庚
く
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
、
今
や
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
理
論
酌
国
民
経

済
撃
が
建
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
む

2

次
に
賞
践
的
経
済
撃
に
関
し
て
、

シ
ユ
モ
ラ

I
は
経
済
政
策
撃
や
財
政
忠
一
・
が
従
来
賓
践
的
指
令
た
ら
ん
と
し
た
こ
と
を
難
中
る
が
、

賓
践
的
指
令
た
ら
ん
と
す
る
以
外
に
賓
践
的
利
息
・
は
な
い
筈
で
る
る
。
而
も
シ
ユ
モ
ラ

1
は
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る
費
践
的
利
撃
を

戸剛氏譲、 '55頁以下、 l.fi2IT以下、紫野氏課、 138

は、非常に殴昧な我々の思'fjfi法則に適合せぬ思想であ ~Jo (a. n目 O.S. 144. 
戸田氏課、 '59頁、岩野氏器、 142-43頁)。メンカ・ lー的思併の限界を知1るべき
・である。
a. a. O. S. I39伍 147R~ 
頁以下、 145頁以下。
a. a. O. S. '5.¥伍戸削氏持、 168頁以下、岩野氏料、 1501f以下。

19) 

回〉



庵
方
集
と
刷
所
し
、

そ
れ
を
型
的
利
壌
の
却
す
併
に
高
め
ん
と
す
る
。
然
し
シ
ユ
モ
ヲ

I
の
意
味
に
於
け
る
利
皐
の
資
格
た
ど
よ
ふ

も
の
は
一
般
に
存
布
し
な
い
。
瑚
諭
的
利
用
情
も
昔
、
践
的
什
取
も
同
じ
資
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
へ
高
め
ら
れ
る
と

と
を
必
要
と
し
友
い
。
科
問
中
は
そ
の
資
格
に
よ
っ
て
ピ
は
友
〈
て
そ
の
一
課
題
に
よ
っ
て
阿
別
さ
れ
る
a

勿
論
あ
ら
ゆ
る
利
皐
は
あ
る

意
味
に
於
て
高
め
ら
れ
る
!
山
ち
完
成
さ
れ
る
。
然
し
そ
れ
は
シ
ユ
モ
一
7
1
が
考
へ
る
様
に
そ
の
性
質
と
矛
盾
す
る
他
の
同
感
の
課
題

を
附
興
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
U

は
た
く
て
、
な
汁
々
の
科
墜
に
附
Jh
の
課
題
を
時
々
の
人
聞
の
認
識
絞
態
が
許
容
す
る
仕
方
で
完
全
に

解
く
こ
と
に
よ
っ
て
日
あ
る
。

シ
ユ
モ
ラ

l
は
岡
氏
経
済
の
瑚
論
を
歴
史
的
利
問
中
に
、
資
践
的
闘
民
経
九
州
間
半
を
理
論
的
利
山
中
K
高
め

ん
と
す
る
。

そ
し
て
彼
は
理
命
的
判
事
に
ま
で
州
め
ら
れ
た
質
践
的
刊
明
子
役
一
般
的
明
論
的
岡
氏
粧
品
川
取
に
刻
ず
る
特
殊
部
門
と
し

ゴ
考
へ
て
ゐ
る
。
然
し
資
滅
的
利
摂
は
決
し
て
川
崎
司
一
一
川
的
判
明
し
L

m

H

h

る
閥
係
に
あ
る
も
の
で
は
刀
く
、

も
共
に
一
般
並
に
特
殊
部
門
を
持
つ
も
の
で
あ
ム
r

川
町
へ
向
山
川
司
書
4
3
H
空
華
内
可
制
戸

j

一一目

F
J
I
-
-
f
1
1

要
す
る
に
メ
ン
ガ

l
の
『
誤
謬
』
に
於
け
る
シ
エ
モ
ラ

l
批
判
の
七
に
妥
結
は
理
論
と
照
史
と
政
策
と
の
属
加
に
関
し
た
。

乙
の
虫
口
は

シ
且
モ
ラ
ー
に
贈
ら
れ
売
が
、
彼
は
こ
れ
を
交
納
せ
や
論
争
に
閥
ら
ざ
る
旨
の
子
紙
を
添
へ
て
メ
ン
ガ
ー
に
返
没
し
、
同
時
に
そ
の

千
紙
を
公
開
し
た
。
有
名
友
方
法
論
争
は
こ
L

で
打
切
ら
れ
た
。
然
し
双
方
と
も
そ
の
主
張
を
改
め
た
誌
で
は
た
か
っ
た
。

メ
ン
ガ

ー
は
そ
の
後
折
々
に
凌
表
し
た
論
文
に
於
て
相
受
ら
や
歴
史
製
一
次
を
批
判
し
て
止
ま
た
か
っ
た
。

一
八
八
七
年
メ
ン
ガ

1
は
ジ
エ

1
ン
ベ
ル
ク
の
編
纂
に
か
、
は
る
『
政
治
経
済
事
提
要
』
の
諮
問
評
を
書
き
、
後
-
政
治
経
済
摩
批
判
」

と
し
て
刊
行
し
た
。

一
八
八
九
年
に
は
『
経
済
事
分
類
概
要
』
と
い
ふ
論
文
を
愛
表
し
た
。
こ
の
三
の
論
女
に
於
て
彼
は
理
論
と
歴
史

と
政
策
と
の
匝
別
を
線
、
逗
へ
し
、

利
時
半
的
買
理
の
形
式
的
性
質
に
よ
る
乙
の
国
別
は
科
準
的
進
歩
の
結
川
市
で
あ
る
、
経
済
壊
に
於

カ
I
λ

・
メ
ン
ガ
!
の
傑
史
皐
波
批
列

第
四
十
七
巻

，'. 

:fL 

害事

裁

ノl、

a. u. O. S. 16r-.()2， 200 ~l. 

193頁以下。
G. Schmoller， Zur Methodologie der Stn.ats.. und SozIalwissen叫 haften.Jahγ 
buch fiir Ge日 tzgebung，Verwaltung tlnd Vnlb，wirt.schaft in Del1tschen Reich. 
Jahr島・ 7.Heft 3・1883・ 戸川氏前掲詩書、 309頁以下。
Die Irrthumcτdes Historisrnus in der deutschen Nation九lolミonomie，v"肥n

戸川氏z帯、 "76J[、 213n"以下、岩野氏詳、 '59頁、21) 
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主、
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1ウ王

ち
ら
..-::> 
ν、
て
;?~ 

.る

併を

7.1-
L1 
如
何
な
る
も
oコ

'v-
h一

線
マ:
6て〉

認
藷t
柑 -

ISS4・ Th.eCollecte(l Works or Carl Menger， VoJ. JJL Kleinere Schriften. 
5・32 百・ 44古. 戸川氏古事、 367買以下、 170頁以下、 Ui4百以下。
a， a. O. S. 61 ff. 戸同氏課、 390頁以下。
F. T ノイマンも理論的閥民経済製と tt践的関民経伊l'慎との区分に反針して
一般凶i民絞済皐 ξ特殊幽民組向撃とに分けたo之に謝してメン庁ーは言った。
政治経消撃を一般的部分と特殊的部分に分つこと、割論的なものと貸践的な

カ

i

n

・
メ
ン
ガ
ー
の
賂
史
筆
況
批
判

第
凶
十
七
巻

九
O 

第

披

丹、

四

て
は
そ
れ
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、

そ
の
迎
由
は
経
消
離
の
米
政
肢
と
い
ふ
所
に
求
め
ら
れ
る
、
他
の
科
目
崇
に
於
て
も
未
愛

展
の
段
階
に
於
て
は
さ
う
で
あ
っ
た
、
経
済
壊
の
進
歩
は
必
宇
こ
の
民
別
を
確
立
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
、
而
し
て

F
イ
ツ
図
民
経
済

壊
に
於
で
こ
の
進
歩
を
阻
害
し
て
ゐ
る
の
は
歴
史
準
一
次
の
方
法
論
だ
と
し
て
回
〈
、
「
我
が
歴
史
的
園
民
粧
品
何
事
者
の
頭
に
は
国
民
経

怖
に
閲
す
る
綜
合
同
感

へ
C 
D 

"' r、
『

U 

， 
m 
~ 
0 

" 
S凶
0:> 

) 

を
、
印
ち
一
照
史
的
酌
川
崎
論
的
並
に
賞
践
的
民
羽
を

そ
れ
ら
が
閥
長
経
済
の
領
域
に
闘
す
る
限
り
、

包
何
?
守
へ
き
も
の
と
1

4

(

ら
れ

与
も
の
で
あ
る

U

絞
消
出
丸
と
級
九
州
統
計
感
・
現
論
的
国
民
経
済
事
及
び
属
民
粧
品
問
政
策
事
の
区
別
は
彼
等
に
よ
っ
て
示
認
さ
れ
友
い
、

又
原
理
的
に
承
認
さ
れ
る
に
し
て
も
、
賓
は
そ
れ
は
再
び
止
揚
さ
れ
友
け
れ
ば
左
ら
な
い
と
い
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
る
o
」
と
。
か
く
の

如
く
一
部
の
歴
史
的
岡
氏
経
済
単
身
は
総
て
の
川
患
を
結
合
す
る
こ
と
を
以
て
進
歩
と
考
へ
、
匡
別
す
る
こ
と
を
以
て
方
法
論
的
課

謬
と
友
し
て
ゐ
る
。
然
し
経
済
単
一
ゐ
政
肢
の
た
め
に
歴
史
的
・
理
論
的
並
に
貫
践
的
認
識
の
匝
川

l
lこ
の
こ
と
は
決
し
て
そ
れ
ら

の
内
的
聯
闘
を
授
業
す
る
も
の
で
は
友
い
!
ー
ー
を
出
来
る
だ
け
促
進
し
-
泣
け
れ
ば
友
ら
ね
と
い
ふ
。
尤
も
経
済
撃
の
未
植
民
展
の
た
め

に
匝
別
が
ど
こ
で
も
有
殺
だ
と
い
ふ
諜
で
は
な
い
が
、
然
し
そ
れ
を
市
備
す
る
と
と
が
必
要
だ
と
若
干
の
譲
歩
宇
笠
不
し
て
は
ゐ
も

l
l向
『
概
要
』
に
於
て
彼
は
経
済
事
の
一
部
門
と
し
て
形
態
伊
豆
。
G-Z]O悶
5
左
る
も
の
を
新
し
く
認
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
別
に
述
ぺ
る
と
し
て
、

と
t
h

で
は
た
ピ
彼
が
、
歴
史
皐
振
の
聞
に
形
態
率
的
研
究
が
強
調
さ
れ
て
来
た
の
は
個
別
的
図
民
粧
桝
現

品
棋
の
綾
述
以
外
に
一
般
的
な
も
の
が
研
冗
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
理
解
さ
れ
始
め
た
徴
候
と
し
て
喜
ん
で
ゐ
る
こ
と
だ
け

を
漣
ぺ
て
ゐ
〈
司

又
彼
は
「
提
一
安
』
に
協
力
し
た
事
訴
日
逮
に
よ
っ
て
歴
史
哲
墜
的
方
法
が
拾
て
ら
れ
経
験
諭
的
立
揚
が
と
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
ま
だ

''4) 



精
密
理
誠
的
研
究
に
挟
け
る
所
が
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
守
一
回
ふ
。
国
民
経
済
の
経
験
法
川
と
並
ん
で
股
史
皐
汲
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た

精
密
法
則

l
l経
向
性
の
法
則
1

3

が
る
る
。

こ
の
こ
の
本
質
的
に
異
っ
た
法
則
が
区
別
さ
れ
る
な
ら
ば
歴
史
単
一
涙
に
よ
っ
て
理
論

的
岡
氏
経
済
壌
に
加
へ
ら
れ
た
攻
撃
の
大
部
分
は
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
分
る
に
相
遣
な
い
と
。
更
に
一
概
要
』
に
辿
ぶ
る
所
に
よ
る
と

「
研
究
』
の
焚
表
以
来
反
射
者
よ
り
も
賛
成
汗
の
方
が
多
い
が
、
ま
だ
重
要
た
却
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
図
民
経
消
息
者
の
聞
に
理
解
が
足

ら
友
い
と
し
て
言
ふ
。
先
験
論
的
構
成
方
法
で
貧
在
の
経
稗
現
象
を
認
識
し
理
解
ぜ
ん
と
す
る
努
力
、
或
は
経
済
現
象
の
設
展
と
い

ふ
事
賓
の
鮭
…
親
等
の
従
来
か
左
り
成
〈
行
は
れ
て
ゐ
た
議
謬
が
用
論
的
分
析
を
不
汗
に
し
、
歴
史
事
波
は
そ
れ
を
売
れ
る
た
め
に
具

間
以
守
主
市
内
見
後
日
1

F

E
〉
M
m
草
い

3
ト
守
見
，
H
E
ζ
己
主
T
3
ニ
L
ご
と

1
t
E

f
自
告
が

m
'
M
A
E
t
午

d
z
c
q
h
y
自
1
H
A
f
T
一一日

-HV
目

4
Z
」

1
1
e
，

R

コ
E
:日
E
K
同
時
工
寄
託
一
h
J
Z円
L
し
〉

1
4
Z
=者
¥
る
亡

I
l
L
「埠
E
h
b
書
評
白
-
白
羽
勾
ノ

d
E
4
2
A一
r
E

十
沿
っ
た
。
彼
等
は
光
験
論
的
川
合
汗
川
干
の
誤
謬
V
一
川
崎
け
ん
し
』
し
ご
、

よ
り
す
一
六
左
辺
論
的
分
析
の
断
念
と
い
ふ
誌
謬
に
陥
っ
た
の
で

あ
る
。
蓋
し
歴
史
的
研
究
は
山
内
論
的
研
究
に
代
り
得
る
も
の
で
た
く
、
経
済
現
象
の
設
展
の
事
責
は
そ
の
以
論
的
分
析
を
排
除
す
る

も
の
で
も
無
用
な
ら
し
め
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
と
言
ふ
。

『
概
妥
』
の
中
で
友
ほ
注
意
す
べ
き
は
、
歴
史
製
沃
に
於
て
賓
践
的
経
済
皐
の
狽
立
的
意
義
が
否
定
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
指
摘
し
て

ぬ
る
鈷
で
あ
る
。

一
般
に
貰
詮
主
義
「

-win-=吉田戸回目)は、

コ
ン
ト
の
場
合
に
於
て
も
、
賞
時
的
利
風
一
・
が
枇
倉
科
撃
の
中
で
如
何
怠
る

地
位
を
占
め
る
か
満
足
に
容
へ
る
と
と
が
出
来
友
い
の
で
る
る
が
、

ド
イ
ツ
国
民
経
済
事
の
歴
民
主
義
も
岡
氏
経
済
政
策
撃
が
経
済

珂
諭
陀
劃
し
て
経
済
事
情
系
中
如
何
左
る
地
位
を
占
め
る
か
と
い
ふ
問
題
に
闘
し
て
同
様
で
る
る
。
貧
設
主
義
が
責
在
界
の
認
識
を

口
的
ム
」
す
る
科
壌
を
先
験
八
一
刷
的
忠
世
掛
か
ら
解
放
し
た
の
は
大
き
左
功
積
で
あ
っ
た
が
、
賞
践
的
科
撃
を
否
定
し
て
了
っ
た
の
は
誤
り

出

で
あ
る
。

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
朕
史
愚
抵
抗
列

第

畳量

ノt
"fi. 

第
四
十
七
巻

ブL

ものとに分つことふは方法論上臭った問題である。前者は個々の経済皐の慢
系論に麗し、後者ぽ経済畢一般の分類に闘すると。 Zur Kritik d. 戸 1. Oek. 
1887. Klei. SChT. S.工22-23，Grundzü~~e einer kla出 ifikationder ¥Virt凶chafts-
wissenschaften， 1889. a. a. O. S. 196岨

J ahr buch fur Ge討el:z:gebung，Verwaltung und可{olkswirtschaft，Jahrg. S. I884・
S. 677・ 戸同氏認、 423-24頁a
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カ

ー

ル

・

メ

ン

ガ

l

D
膳
史
壊
汲
批
判

第
四
十
七
巻

八
六

:JL 

第

競

最
後

κ
、
一
八
九
四
年
六
月
メ
ン
ガ
ー
は

υ
ツ
シ
ャ
ー
の
赴
報
に
技
し
そ
の
泊
悼
品
交
在
地
口
い
た
が
、

そ
れ
は
恐
ら
く
紋
が
方
法

諭
争
に
言
及
し
た
最
後
の
縮
交
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

そ
の
巾
に
交
の
如
く
書
い
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
は
彼
の
腔
史
出
半
減
批
判
の

巾
正
約
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

一オ

1
1
w
p
y
ア
回
申
棉
叫
ん
一
一
部
の

v
f
ヴ
Mm
史
的
凶
民
経
済
明
者
と
の
聞
の
淵

L

止
は
決
し
て
本
来
的
芯
叫
に
於
け
る
方
日
叫
ん
川
町
ー
と
い

う
た
も
の
で

l‘t 
な
7.1-"> 

.-コ
t. 
。

「
イ

y
内
側
史
的
同
日
目
的
判
例
由
明
治
が

l
l科
山
市
下
的
者
作
に
於
て
も

i
l隔
制
的
方
訟
の
代
表
者
と
い
は
い
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
州
民
川
和

術
事
者
が
樹
料
的
方
訟
の
そ
れ
と
い
は
れ
る
な
、
b
ぱ、

、
山
山
こ

J
は
釘
較
の
関
係
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
取
験
的
研
究
方
向
と
令
刊
王
説
的
研

先
方
向
と
の
樹
立
も
、
臨
納
と
法
制
押
と
の
樹
立
も
、

』れ、
b
白
出
噌
汲
白
内
的
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

附
者
は
料
品
開
が
貨

h
の
現
象
及
び
そ
の
法

則
の
研
究
に
必
要
な
本
礎
で
あ
る
こ
と
を

-d
品
る
、

両
者
は

i
私
は
恐
?
か
う
考
へ
て
い
ふ
だ
ら
う
と
思
ふ
が

l
|蹄
納
と
稿
料
と
が
繋
特
に
聯

闘
し
互
に
依
存
し
あ
ひ
補
ひ
あ
ふ
認
識
手
段
だ
と
認
め
る
。
現
在
ま
で
完
全
に
は
橋
渡
し
さ
れ
で
ゐ
な
い
凶
事
汲
劉
立
山
間
山
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の

は
遥
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
研
究
の
目
標
、
即
ち
岡
民
経
済
白
制
域
に
於
け
る
科
串
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ν
諜
越
の
揖
系
に
闘
す

る
耐
者
の
見
解
に
闘
る
む
で
あ
る
。
」
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
単
扱
は
こ
の
論
争
に
於
て
、

規
諭
の
倣
域
に
於
て
は
、
料
地
下
的
分
析
|
|
被
離
な
凶
民
紋
前

現
象
を
純
済
人
の
側
人
的
努
力
と
そ
の
心
盟
血
中
的
原
凶
へ
還
元
す
る
こ
と
ー
ー
の
正
常
な
こ
と
、
か
く
し
て
凶
民
約
桝
刻
印
本
と
そ
の
聯
闘
の
引
併
を
深

め
る
こ
と
を
主
張
し
て
来
た
。
資
践
的
経
済
晶
干
の
領
域
に
於
て
は
そ
れ
は
賀
政
生
活
の
新
し
〈
叫
は
れ
て
来
る
状
勢
中
要
求
が
新
し
い
従
来
の
純
除
に

よ
ワ
て
は
空
だ
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
手
段
を
要
求
す
る
場
合
に
は
総
て
歴
史
主
義
で
は
不
十
分
で
る
る
こ
と
を
指
示
し
て
来
た
。
十
戸
1

ス
ト
リ
ア
山
地
中
訟

は
腿
史
研
究
に
、
一
合
ロ
ヴ
シ
ヤ

l

の
意
味
に
於
け
る
版
史
哲
単
に
さ
へ
、
偵
航
と
意
義
'
F
一
を
決
し
て
石
川
山

L
て
来
た
の
で
は
な
い
。
一

阻

メ
ン
ガ
l
の
批
判
の
要
職
は
結
局
園
川
町
絞
怖
に
関
す
る
川
崎
前
ル
」
歴
史
と
政
策
と
の
町
別
及
び
割
論
に
於
け
る
粘
術
的
方
法
従
っ
て

精
鶴
岡
民
経
桝
阜
の
確
立
と
い
ふ
こ
と
を
歴
史
皐
派
が
等
閑
に
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
川
に
あ
る
。

そ
れ
は
作
か
に
舵
史
皐
抵
の
念
所
を

突
い
た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
師
肌
山
九
島
十
派
が
陛
史
的
観
賄
の
必
要
を
感
じ
て
阪
史
的
方
法
を
強
調
し
た
が
ら
そ
の
方
法
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論
的
基
礎
づ
け
に
迷
ひ
、
経
済
史
研
究
の
方
向
に
理
論
的
研
究
を
忘
却
せ
ん
と
し
て
ゐ
た
時
、
歴
史
的
視
結
の
あ
る
べ
き
所
を
指
定

し
た
こ
と
は
皐
史
的
に
一
時
期
を
劃
し
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
む
。
然
し
批
判
は
ア
ン
テ
イ
テ
ー
ゼ
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
過
ぎ

た
か
っ
た
。

理
論
と
歴
史
と
政
策
と
を
匝
別
ず
る
も
の
は
、
そ
れ
を
区
別
せ
や
そ
の
混
沌
た
る
全
胞
を
観
念
す
る
も
の
に
針
し
て
確

か
に
一
の
大
き
な
進
歩
で
は
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
が
八
刀
ち
得
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
程
相
互
依
存
の
閥
係
に
あ
る
側
面
を
無
視
す
る
誇

に
は
行
か
た
い
。
勿
論
メ
ン
ガ
ー
も
こ
の
三
が
相
互
に
依
存
し
あ
ふ
乙
と
を
認
め
る
。
然
し
こ
の
こ
と
は
彼
に
於
て
は
相
互
を
補
助

川
村
島
一
・
の
闘
係
に
置
く
陀
過
ぎ
左
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
各
々
は
宅
も
そ
の
性
質
を
緩
や
る
所
が
左
い
の
で
あ
る
。
迎
論
的
岡
氏
経

消
息
は
明
か
に
歴
史
的
判
事
で
も
宵
践
的
利
用
》
で
も
な
い
と
い
は
れ
る
G

一
一
胞
は
附
か
に
さ
う
で
あ
る
。
然
し
所
謂
埋
論
的
図
M
K町村松

怖
感
が
阪
ふ
針
品
棋
の
庶
史
的
放
に
賞
時
的
構
治
は
四
九
州

κ歴
史
性
拾
に
資
時
性
や
ら
刻
印
サ
ざ
れ
ば
止
ま
ぬ
も
の
で
お
る
。

2

ノ
ピ
J

ノ

、

J
V
J
，h

，a

も
理
論
が
園
民
経
済
の
歴
史
的
資
民
b
t
刷
慮
し
怠
け
れ
ば
左
ら
ぬ
限
り
に
於
て
牒
史
的
観
駐
を
許
容
す
る
。
然
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
理
論
的
図
民
経
済
壊
は
歴
史
的
科
墜
と
な
る
の
で
は
友
い
。

い
は
T
静
態
の
巧
察
に
動
態
の
考
察
が
加
は
る
に
過
ぎ
た
い
。
歴
史

的
な
も
の
が
理
論
に
浸
透
し
て
歴
史
的
範
鴎
と
い
っ
た
も
の
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い

3

又
一
切
の
粧
品
川
外
的
影
響
は
資
在
論
的

現
識
で
十
分
受
止
め
ら
れ
る
と
い
ふ
が
、
貧
在
九
州
的
邸
前
E
N

」
精
山
倫
理
論
と
の
匝
別
そ
の
も
の
が
同
般
に
問
題
で
あ
り
、
所
前
蛇
制
御
四

論
そ
の
も
の
が
歴
史
性
並
に
費
時
性
を
獲
得
し
一
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

さ
う
し
た
場
合
に
初
め
て
全
躍
的
考
察
・
原

子
論
そ
の
他
歴
史
事
汲
が
問
題
と
し
た
所
は
解
決
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
結
に
つ
い
て
は
別
に
考
へ
る
と
し
て
、
要
す
る

に
メ
ン
ガ
l
の
立
場
は
歴
史
皐
沃
の
そ
れ
を
手
放
す
こ
と
友
く
一
段
高
き
立
場
に
於
て
そ
の
要
市
を
減
す
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

そ
の
賭
メ
ン
ガ

l
の
立
場
に
は
歴
史
撃
波
の
そ
れ
と
正
反
針
。
抽
象
が
あ
る
と
一
一
一
一
日
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
に
彼
が
「
幽
民
経
済

カ
ー
ル
・
メ
ン
山
刀

l

A
嬬
史
事
汲
批
判

第
四
十
七
巻

第
二
一
旗
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b

l
ル
・
メ
ン

F

1
白
隠
史
皐
汲
抗
列

第
四
十
七
巻

ブL

四

告存

続

^ 
丹、

曲
牢
原
理
』
と
し
て
提
供
し
た
も
の
は
何
ら
闘
民
経
桝
の
原
型
的
把
握
と
は
考
へ
ら
れ
左
い
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
原
四
は
闘
民

ム
」
い
ふ
限
定
が
放
く
と
も
一
向
差
支
へ
た
い
性
質
の
も
の
で
る
る
。
強
い
て
岡
民
と
い
ふ
限
定
の
意
味
を
求
む
れ
ば
、
そ
の
原
理
が

同
民
的
範
聞
に
於
て
、
否
官
界
経
済
の
媒
介
た
し
に
、
把
握
さ
れ
た
と
い
ふ
に
過
ぎ
た
い
。

こ
の
結
に
於
て
も
閲
兵
と
い
ふ
も
の
を

強
調
し
つ

L
そ
れ
を
経
済
理
論
化
し
て
見
せ
て
く
れ
お
か
っ
た
歴
史
事
汲
に
相
遁
や
る
抽
象
性
を
も
っ
と
言
っ
て
い

L
で
る
ら
う
の

J

F

V

ガ
ー
が
歴
史
壊
滅
在
銃
〈
批
判
し
た
に
も
拘
ら
十
そ
れ
を
超
立
て
よ
り
具
鴨
的
仕
立
場
に
到
建
し
得
友
か
っ
た
理
由
と
し
て

我
h

円
以
、
紋
が
朕
史
郎
ナ
械
と
同
ヒ
抽
象
的
危
サ
一
揚
K
立
り
て
ゐ
た
側
面
を
考
(
た
付
れ
ば
た
ち
た
い
。
先
歩
、
歴
史
朗
字
紙
も
メ
ン
ガ

ー
も
共
に
古
典
準
誠
に
反
劉
で
あ
っ
た
の
で
る
る
が
、
雨
者
が
古
典
事
派
を
改
革
す
る
た
め
の
方
法
論
的
業
礎
と
し
た
所
は
、
自
由
円
見

す
る
と
否
と
に
拘
ら
や
、
幹
蒙
哲
壊
と
の
針
立
に
於
て
成
立
し
殻
展
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
で
あ
っ
た
。
歴
史
皐
振
が
ロ

7

y
テ
イ
ツ

メ
ン
ガ
l
は
合
理
主
義
の
側
を
う
け
つ
い
だ
。
前
者
が
客
観
的
観
念
論
の
方
向
を
追
っ
た
に
射

し
て
、
後
者
は
主
観
的
観
念
論
の
方
向
を
行
っ
た
。
激
し
い
封
立
に
も
拘
ら
や
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
限
界
内
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
限
り

ク
の
側
を
う
け
つ
い
だ
と
す
れ
ば
、

に
於
て
雨
者
は
共
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
共
遇
性
は
ま
た
理
論
の
内
容
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
メ
ン
ガ
ー
に
上
る
主
制
限

債
値
設
の
展
開
は
、
被
が
『
原
迎
』
の
序
文
に
感
謝
を
以
で
書
い
て
ゐ
る
如
〈
、
歴
史
皐
振
に
負
ふ
所
が
多
か
っ
た
の
で
あ
っ
℃
、
そ

の
限
り
歴
史
皐
振
の
後
展
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も
出
来
よ
う
~

市
叫
に
両
者
は
共
に
、
古
典
事
仮
に
針
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
示
、
古
典
皐
振
と
同
じ
市
民
的
危
立
揚
に
立
っ
て
ゐ
た
。

こ
の
鮪
は
稿
を
改
め
て
や
h

詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
た
い
e

蓋
し
そ
れ
に
よ
ウ
て
我
々
は
メ
ン
ガ
l
の
立
揚
の
限
界
を
明
か
に
し
得

る
の
み
左
ら
宇
、
同
時
に
彼
の
艇
史
墜
派
組
判
の
腰
史
的
一
粧
台
的
基
礎
を
理
解
す
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
る
る
。
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