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言死

中 →一

ジ巳

日
本
経
済
史
研
究
の
必
要
ε
困
難

本

庄

榮

治

郎

経
済
史
研
究

の
重
要

ロ

我

々
は

現
在

を
知

る
ξ
共

に
、
ま

た
過
失

を
知

る
の
必
要
が

あ
る
。
過
去

を
知

る
は
、
帥

ち
歴
史

を
知

る

の
謂

に
外
な
ら

諏
。
昔

の
歌

態
を
知

る
こ

ε
は
、

そ
れ
自

身

に
於

て
、
興
味

の
あ

る
事
納

で
あ
る
。

例

へ
ば
旅
行
者

が

來
し
方
を
振
り
返

っ
て
見
る
聴
、
其
慮

に
無
限
の
興
味
を
威
す

る
高

燧

詣

る
,
勿
論
過
去
を
画
革

る
こ
己

は
既

に
纒

過
せ
る
道
程

に
逆
戻

り
を
す

る
矯

め
で
は
な

い
。
即
ち

現
在
を
昔

な

が
ら

の
歌
態

に
引

き
戻
す

爲

め
歪

は
な

い
。

我
々
は
寧
ろ
過
去

の
紹
験

に
よ

っ
て
。
將

凍
進

む

べ
き
道

を
、
何
庭

に
求

む

べ
き

か

の
参

考

に
供

せ
む

ご
す

る

こ
ε
が
少

く
な

い
。
歴
史

は
過
去

に
属
す

る
絶

険

の
記
録

で

あ
る
が

、
そ
れ

に
よ
「つ
て
π

宰
過
去

を
知

る

の
み
な
ら

す
覧
現
在
を

理
會

し
、
更

に
將
來

の
措

針

ざ

し
て
参
考

し
得

へ
き
も
の
で
あ

る
。
経

済
憂

の
研
究

は
、

過
去

の
経
済
事
情

を
知

る
た

め
の
み
な
ら
す

、
そ

れ

に
よ

っ
て
現
在

の
輕
濟

事
情

を
知

る

べ
き
料

こ
な
b

、
ま

た

將
來
の
政
策
を
確
立
す

る
た
め
に
も
重
要
な
る
も
の
で
あ

る
。
1

こ
の
こ
ε
は
既
に
前
號

の
本
誌
に
於
て
略
論

.
し
た

か
ら
藪

に
再
説
す

る

の
必
要

は
な

い
。

眈
r
苑
.

日
本
縄
濟
史
研
究
の
必
要
ε
困
難

第
十
二
巻
.
〔第
}
號

=

五
)

一
「
五

曜



・

」

一

.…一

説

苑

日
水
縄
濟
輿
研
究

の
必
要

ご
困
難

鰐

十

二
血管

(第

一
㎜眠

「

一
占ハ
)

一
「
占ハ

、

二

日
本
経
済
史
研
究
の
草
創
時
代

前
號
の
本
誌

に
も
述

べ
た
如
く
、
我
が
畢
界

に
は
未
だ

一
の
纒

つ
た
日
本
経
済
史
も
存
在
し
て
み
な

い
。
横
井

.

時
多
博
士
の
日
本
商
業
史
維
新
後

の
商
業
皮
、
日
本
工
業
史
は
そ
の
論
述
の
範
園
、
必
ず
し
も
工
業
商
業
に
限
ら

す
、
廣
く
他
の
方
面
に
も
及
ん
で
居

り
、
叉
こ
れ
が
研
究
に
は
文
書
記
録
等
に
糠
る
の
外
、親
し
く
各
地

に
出
張
し

て
當
事
者
に
就

い
て
貿
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
多
大
の
勢
苦
を
惜

ま
れ
な

か
つ
紀
も
の
で
あ
る
が
、・
然
し
経
済

塾

し
て

一
の
纏

っ
た
も
の
ε
は
い
ふ
こ
ご
は
出
水
ぬ
。
丙
田
博
士
は
嘗
て
東
京
専
門
學
校

(贈
轟

稻
)
の
講
義
鎌

に
「
纒
濟
皮
」
ざ
題
す

る
も

の
を
揚
げ

ら
れ
、
土
古

か
ら

江

戸
時
代
ま

で
、
事

項

に
よ

っ
て
は
明
治
時
代

の
こ
`
を

ロ

も
附
記
し
て
日
本
純
濟
史
の
大
略
を
説
述

せ
ら
れ
た
が

(蠣
畷
恥
)
.こ
れ
を
以
{
日
本
経
済
史
の
完
全
な

る

「
著
述

ξ
見
倣
で
こ
ε
は
如
何
噛、
あ
ら
う
か
。
叉
、
輻
田
博
士
原
著
,
坂
西
學
士
鐸

の
日
本
経
済
史
論
も
よ
く
要
領
を
得

ロ

且

啓
獲

さ
る

＼
所

の
多

き
も

の
で
あ

る
が
、
博
士

が
、
根
本

史
料
等

を
参
酌
す

る
の
機
會

に
乏

し

き
、
海
外

に
於

て
、
著

は

さ
れ
舵
も

の
で
あ

っ
て
、
間

然
す

る
庭

な
き
も

の
こ
は
限
ら
な

い
や
う

で
あ
る
。
前

號

に
紹
介

せ
し
竹

越
氏

の
日
本
纒

濟
史

も
、
彪
人

な

る
著
述

で
あ
り

、
斯

界

の
寂
寞

を
破

る

に
足

る
も

の
で
は
あ

る
が
、
純
然

た

る
.

」
経
済
史

で
は
な
く

、
歴
史

の
経
済
的
説

明

に
外
な

ら

膿
も

の
で
あ

る
。
其
他

種

々

の
著

述
が
み

る
が
、
未

だ

】
賞

し
た

る
日

本
纒
濟
史

ご
し
て

の
代
表

的
著
作

は
、
遺
蹟

な

が
ら
見

出
す

こ
ε
は
出

張
な

い
。

.

鱒二

日
本
脛

濟
史
研
究

の
凱
ハ味



明
治
維
新

の
後
、
西
洋

の
交
、明
を
吹
放
す

る
.に
急
な

り
し
我

が
国
民

は
、
却

て
自
己

目
ら

を
研
究
す

る

の
逡
な

く
、
遂

に
今
日

に
及

ん
だ
次
第

で
あ

る
が
、
自
己

に
關
係

の
あ

る
二
ご
は
特

別
な

る
興
味

を
威
す

る
の
が
常

で

あ
る

か
ら
、

日
本

の
経
済
史

に
就

て
も
、
日
本

人
が
特

に
興

味

を
有
す

る
も

の
な

る
こ
ε
は
論
ず

る
迄
も

な

い
。

内

田

み

博
士

も
吉
口
っ
て
お
ら

る

、
如
く
、
「
自

分
に
近

い
所

の
も

の
、
自

分
に
關
係

め
る
事
柄

に
は

.
特

別
な

る
興
味

が
あ

る
。
同

じ

こ
ご
で
あ
る
な
ら
ば
凸
懸

隔
し
た
縁
も

ゆ
か

り
も

な
,い
場

A
口
よ
り
は
、自

分

に
近

い
親

密
な
場
合
が

】
層

興
味

が
深

い
」
自

分

の
故
郷

に
關
す

る
事
柄
な
.近
は
、
そ

れ
が
些
細

な

こ
ご
で

め

っ
て
ゼ
、
多
く

の
興
味

を
惹

く
も

の
で
あ

る

か
ら
、
我

々

の
祖
先

が
如
何

な
る
有
様

の
生
活

を
な

し
、
我
国
が
昔

か
ら
如

何
な

る
脛
濟

上

の
攣

遷
を

維
て
來

だ

か
、
ま
把
経
済

に
關
す

る
先
賢

の
著
述

に
は
如

何
な

る
も

の
が
あ

る
か
、
之

に
依

っ
て
常
時

の
経
済

事
情

や
老

人

の
苦

心

を
知
り
、
ま
花
名
相
賢

臣

の
行

っ
た
経

済
政
策
な

ご
を
知

る
こ
ご
は
、
如
何

に
興
味

の
多
き

こ
ご

で
あ
ら

う
。

我

々
が
外

囲

の
継

濟

の
獲
達

を
研
究

し
て

、
そ

の
興
磨

の
跡

を
究

め
た
時

に
生
す

る
興
味

ご
、
我
国

自
身

の
脛
濟

の
穫
達
を

知
り
得

た

る
塒

の
興
味

ε
は
著

し
き
差
異

が
め
.る
ご
思

ふ
。

四
.
日
本
経
済
史
研
究
の
便
宜

か
く
.の
如

一
日
本

の
経

済
史

は
我

々
日
本
人

に
ご

つ
て
興
味

が
あ

る
ば

か
り

で
は
な

く
、
又
研
究

よ

に
も

種

〃

の
便
宜

が
あ

る
。

日
本

し
居

っ
て

、
西
洋

の

こ
ε
、
殊

に
歴
史
的
研
究

に
従

事
す

る
場

合

に
、
根
本
史
料
を

手

に

入
れ

る

こ
芝
は
決

し
て
容
易
の

こ
ε
で
は
な
ぐ
、
特

別
な

る
研
究

を
な
す

に
頗

る
不
便

な
る
地

位

に
あ

る

こ
ご
は
、

い
ふ
ま

で
も

な

い
所

で
め
ら
う

。
然

る
に
日
本

の
こ
蓬

を
研
究
す

る
場
合

に
は
、
右

の
場
合

に
比
し

て
、
史
料

の

説

苑

目
木
繹
濟
史
研
究
の
必
要
ミ
困
難

第
+
二
巻

(第
一
號

=

七
)

=

七
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.

説

苑

日
本
纒
濟
史
研
究
の
必
要
ミ
困
難

第
十
二
巻

八
第
]
號

】
一
八
)

一
一
八

蒐
集

も
頗

る
容
易

で
あ
り
、
且
之
を
割
蹴
す

る
上

に
於

て
も
、
.我

々
が
西
洋

の
事
情

に
不
案

内
で
め
る
が

た
め
、西

洋

の
書
物

を
讀

ん
で
判
断

を
下
す

に
當

っ
て
往

々
生
す

る
「
誤

解
」
に
陥

る
如

き
弊

が
少

な

い
。
黒
板
博
士

は

そ
の

著

国
史

の
研
究

に
於
て

「
我
が
國
皮
は
我

々

の
祀
先
以

来
代

々
や

っ
て
来
た

こ
ε
で
あ

る
以
上

、
そ

の
血
液

を
受

け
繕

い
で
居

る
我

々
日
本
人
が
、
國
史
上

の
出
来
事

に
封

し
て
最
も
肯
綮

な

る
判
断

を
下
し
得

な

い
理
由

は
あ

る

ま

い
」

で
」
言

っ
て
居
ら

る

、
が

、

こ
の
こ
ご
は
.移

し
て

以
て
我

国
経
済
史

の
研
究

に
就

て
も
立
言

し
得

る
所

で
あ

る
。

か
く
て
邦
人

の
日
本

経
済

皮
研
究

は
、

一
言

に
し

て
講

せ
ぱ

、
行
届

い
て
行

ふ
こ
だ
が
出

来
る
ゆ

か
く

の
如

き
便
宜

は
猫

り
自

國
人

の
み
が
有
す

る
庭

で
あ

る
ご
言

っ
て
も
差

支

あ
る
ま

い
。

五

日
本
縄
濟
更
研
究
の
義
務

日
本

の
経
済
史

は
日
本

人

に
ε

つ
て
、
以
上

の
如

き
興
味

が
あ
り

、
且

つ
便
宜

が
あ

る
ば

か
り
で
は
な
く
、
我

々
自
ら

の
立
場

か
ら
考

へ
て
も
、
外
囲

の
事

の
調
査

よ
り
も

、
先
づ
自
国

の

こ
ε
の
研
究

に
主

力
を
往
く

べ
き
義

務
が

め
る

ご
思

ふ
。

人
間

の
力

に
は
限
り

の

め
る
も

の

で
あ
る

か
ら

、

一
人

で
以

て
、
紹

て
の
國
の
脛
濟

の
獲
達

を
詳

細

に
研
究

し
霜
す

ξ

い
ふ
こ
ε
は
到

底
不
可
能

の

こ

ご
で
あ

る
。
既

に
隊
米

の
學
者

は
欧
米

に
於
け

る
経
済

の
獲
達

を
能
く
研
究

し

て
居

る
が

、
そ
れ
に
比
す

れ

ば

、東

洋

の
こ
ざ
は
、彼
等

ε
難
、
猶

調
査

・研
究

の
行
届

い
て
.

　
ぜ

み
な

い
所

が
少
く

な

い
よ
う

に
考

へ
ら

れ
る
。

我

々
は
東
洋

に
國
を
成

し
て
を
る
關

係

上
、

日
本
或

は
稽

廣
一
東

洋

の
こ
ε
を
・†
分

に
研
究

し
、
西
洋

の

こ
ε
ぽ
、
西
洋

の
學
者

が
最
も
確
實

に
研
究

せ
し
結
果

を
.利

用
し
、
以

て

比
較
研
究

を
大
成

せ
な

け
れ
ば

な
ら

の
。

然

る
に
た

ゴ
西
洋

の
こ
ε
ば

か
り
を

、
而
も
第

二
次

的
史
料

た
る

に
過

箸 総説 の部、308頁
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陶

ぎ

の
編
纂

物

で
知

っ
て

お
っ
て
、
自
國
自
身

の

こ
ε
を
知
ら

沁

ε
い
ふ
が
如

き

こ
ご
が
、
若

し
あ
り
ε
す

れ
ば

、

そ
は
所
謂
燈
嘉

下
暗

し
の
讐

の
通
b

で
あ

っ
て
主

各
顛

倒

の
事
柄

で
は
あ

る
ま

い
か
。

か
く

て
日
本
自

身

の

こ
ざ

を
却

っ
て
西

洋
人

に
激

へ
て
貰

っ
た
り
、
或

は
日
本

に
既

に
存

在
し
て

お
っ
て
長
く
経
験

さ
れ
て

お
る
こ
`
を
、

未
だ

日
本

に
存
在

せ
な

か

つ
だ

か
の
如

く
に
考

へ
て

.
西
洋

の
事
例

を
直
鹸
…太
し
で
、
失
敗

し
た
り
す

る
例
も
あ

る
か
も
知

れ

漁
.

我

々
は
昔

か
ら

我
國

に
存
在

し
て

み
る
制
度
慣
行

等
を

正
し
く
理
脅

し
て
、

之
を
現
在

の
事
情

1

に
照
し
て
實
行
ず
る
の
必
要
が
あ
る
。
我
国
厨
家
の
郷
濟
政
策
を
確
立
す

る
⊥
に
於
て
も
亦
黙
り
で
あ
ら
う
。

六

特

殊

研

究

と

比

較

研

究

と

の
先

後

我

々
は
以

上
の
如
き
興
味

ε
便

宜

ご
義
務

ご
か
ら

し
て
、

日
本
経
済

史

の
研
究

は
日
本

人
自
ら

が
行

ふ

べ
き
も

の
で
あ
る

こ
巴
を
主
張

し
た
次
第

で
あ

る
が

、
之
は

決

し
て
學
問

上
の
鎖
国
主
義

を
唱

ふ

る
所

以
で
は
な

い
。
日

本

の
事
情

が
明
ら

か
に
な

る

ざ
い
ふ

こ
蓬
は

、
何
人

が
研
究

し
た

に
し
て
む
結
構

な

こ
ε
で
め
る

か
ら

、
外

囲
人

が
研
究
す

る
掛
合

に
も
、

我

々
は
彼
等

に
出

家

る
だ

け

の
便
宜

を
計

っ
て
、
そ

の
研
究
を
大
成

せ

し
む

べ
き
も
の

で
あ

る
。
、外

人
の
日
本
研
究

は
既

に
可
成
り
盛

ん

に
行
は

れ
、
我

国

に
聞
す

る
著
述

も
決

し
て
少

く
な

い
こ
だ
は

、

　

ホ

ウ

エ
ン
ク
ス
一7
ル
ソ
氏

の
「
大
日
本

書
史
」
や
黒

旗
博

十

の
「
国
史

の
研
究
」
に
掲

げ
ら
れ
で

る
る

「
国
史

に
關
す

る

　

み
ヰ

　
ユハ
　
を

洋
書

墜

〔議

。。
酪
)な
ご
を

聾

す
る
も
明
ら
か
で
あ
・
。又
百

本
亜
細
亜
協
會
報
告
」
や
編

逸
東
亜
學
會
報

告
」
導

に
は
隊
氷
人

の
日
本
経

済
史

に
關
す

る
研
究

も

少

か
ら
ず
獲

表

さ
れ
て
.み

る
。

そ
れ
等

の
論

衣
の
中

に
は

、

當
時

の
我
国

の
學
者

が
あ
ま
b
注
意
を

挽
は
な

か

っ
た
事
柄

を
詳
細

に
研
究

し
た
も

の
も

あ
り
、
或

は
そ
の
論
述

醗

苑

日
本
繹
濟
史
研
究
の
必
要
ε
困
難

第
十
二
巻

(第
一
號

一
一
九
)

「
一
九

誓管

皆皆畏

管苦膏砦

内 田 博 士 、 前 摘 國 家 學 會 雑 誌 二 十 入 巻487買
Wenckstern,BibliographyoftheJapa】1e5cEmpire.

TransactionsoftheAsiaticSocietyof.JaPa皿 ・

MittheilungentierDeuts⊂henGesellschaftfUrNaturundV61kel・kunde

Ostasiens,



一

説

苑

日
本
経
済
史
研
究
の
必
要
ご
困
難

第
十
二
巻

(第

[
號

一
二
Q
)

=
　0

の
方

法
が
、
當
時

我
国

の
學
者

に
よ

っ
て
行

は
れ
た
よ

う

な
非
秩
序

的

の
も

の
で

な
く
、
頗

る
科
學
的

組
織
的

の

方
法

に
よ
り
て
明
晰

に
記
述

さ
れ
た
も

の
も
少

く
な

い
。

こ
れ
等
は
何

れ
も
他

山

の
石
、

以
て
玉
を
攻

く
可
き
も

の
で
あ
ら

う
。

ま

た
.こ
れ

ε
同
時

に
我

々
も
西
祥

の
肚

會

、
西
洋

の
歴
史
も

.
通
り
は
研
究

し
て
、・
日
本

の

こ
ε

を
調
査
す

る
場

合

の
参
考

・己
せ
な
け

れ
ば
な
ら

温
。
日
本

ざ
西
洋

ご
は
、
維
新
前

に
於
て

は
、
常

に
必
ず

し
も
直

接

の
關
係

が

あ
っ
た

も
の

ε
は

い

へ
蹟
。
然

る
に
も
拘

は
ら
す

、
経
済
頚
達

の
大
勢

に
至

っ
て
は
彼
此
相

類
す

る

所
が
少

一
な

い
。

人
類
経
済

生
活

の
基
本
的

大
潮

流

は
、
比
較

研
究

に
よ

っ
て
闡

明

さ
る

＼
に
至

る
も

の
で
あ

る

か
ら

、
畢

問

上
に
は
縄
張
り
を

定
む

る

こ
ε
な

く
、
彼

我
共

に
廣
く
研
究
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。
然

し

こ
の
比
較

研
究
を
行

ふ
に
は
。

先
づ
以

て

一
団

の
脛
濟

史

に
通
暁

す

る
の
必
要

が
み

る
。
特
殊
研
究

が
比
較
研
究

に
先

き
立

　

つ

べ
き
も

の
な

る

こ
ご
は
既

に

カ
ソ

ニ
ソ
ガ

ム
氏
も

こ
れ
を
説

い
て
み

る
。
即

ち
我

々
は
先
づ
以

て
目
木
経
済

史

に
主
力
を
注

ぎ
、
或

は
東
洋

脛
濟
皮

の
研
究

に
力
を
艶
出
し
、
傍
ら

西
洋

経
済
史

を
参

考
す

る

の
必

要
が
あ
ら

う
。

そ

れ

ε
同
時

に
外
人

の
日
本

研
究
も

大

に
歓

迎
す

べ
き

も

の
で
あ
ら

う
。

七

自
己
研
究

の
風
潮

'

日
本
の
こ
ε
を
日
本
人
で
研
究
す

る
ご
い
ふ
風
潮
は
、
近
頃
大
に
興
り

っ
・
あ
る
や
う
で
め
る
。
日
進
月
歩
の

有
様

で
あ
る
我
国
の
現
今

の
瞥
畢
は
殆
ん
ご
西
洋

の
學
問
に
負

ふ
所
で
あ
ら
う
。
然
し

一
方

に
ば
我
国
の
讐
學
者

中
に
も
、
日
本
の
古

い
誓
書

に
人
な
る
興
味
を
有
し
て
そ
の
愛
濃
染
歴
を
.研
究
.し
た
人
も
あ
る
。
富
十
川
游
博
士

の

日
本
騎
學
史

靭
備
馬
研
徽
)
の
如
き
は
そ
の
尤
た
る
も
の
で
あ
ら
う
。
㌦敷
畢
も
今
日
の
算
術
ざ
か
代
数
ε
か
幾
何
ざ

,

Grnningham,TheTeachingofEconmnicHistory.

ofHistory.p・47・)

(EssaysontheTeaching



覧

か
の
六

か
し

い
名

前

の
も

の
は
、
西

洋

か
ら

の
輸

入
で

あ

る
が

、
昔

に
も
和
算

の
方

法

に
よ

っ
て
種

灯

の
複
雑
な

る
計
算

が
行
}は
れ

た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
和
算

の
雁
皮

の
如

き
も
ま
た
精

し
く
研
究

せ
ら

れ
て
る
る
、
逡

藤
利
貞

氏

の
大
日
本
敷
學

夏

(畑
飴
艦
針
軌
脾
蹴
縮
…
刷
)
は
そ

れ
で

み
る
。

そ
の
他
操
艦

冶

船
の
専
門

家

の
中

に
も
、
日
本

の

昔

の

こ
ε
を
調

バ.
て

お
ら

る

、
人
が
あ

る
ε

い
ふ
こ

ざ
で
あ

る
。
尤

、
大
日
本
貨
幣

史
な
ご
を
見

て
も

、
昔

の
探

鑛

の
方
法

な
ご
が
木
版
謁

で
よ
く
記
載

し
て
あ

る
の

に
氣

が
付

く
。

こ
れ
等

の
讐
術
・
撒
學

・探
鑛

冶
金
等

の
方

法

は
今

日
の
も

の
ε
は
殊

に
懸

け
離

れ
た
方
法

に
よ

っ
た
も

の
で

あ

っ
て

、
そ

の
沿
革
を
調
査

し
て
も
直

接
今

日

に

役

に
立

つ
慮

は
極

め
て
少

い
ε

い
っ
て
も
差

支
な

き
程

の
も
の

で
あ
ら

う
け

れ
こ

も
、
猶

か
一

の
如
(
歴
史

的
研

究

の
必
要
ば
認

め
ら

れ
て
来

て
居

る
の
で
あ

る
。

呪
や

鋤
去

よ
り

の
国
民
生

活

の
状

呪
を
研
究

す

右
経
済
史

に
於

て
は
そ

の
必
要

の
人
な
る

こ
ε
は
、
論
ず

る
迄
も

な

い
所

で
あ

っ
て
、
近
頃
.こ
の
方
面

の
研
究

の
次
第

に
進

ま

ん

ε
す

る
傾

の
あ

る
こ

ご
は
大

に
慶
賀
す

べ
き

こ
ご
.、

い
は
ざ

る
を
得

ぬ
。

八

研

究

の

困

難

さ
て
日
本

経
済
史

の
研
究
が

大
に
必
要

で

あ
る
ε

し
て
、
然
ら
ば

そ
の
研
究
は

容
易

で
あ

る
か
ε

い
ふ

に
、
決

し

て
そ
う
で
は
な

い
。
瀧

本
博
士

は

こ
れ
に

つ
い
て

五
個

の
理
由
を
畢

け

て
お
ら

る

、
。「
先
づ
第

一
に
は
政
治
経

済
止

の
事

は
、
封

建
時
代

に
於

て
は
、

一
切

之
を

秘

密

に
し
て
猥
り

に
之
を
世
上

に
漏
洩
す

る
.こ
だ
を

許

さ
繊
。

洵

に
取

る
に
足
ら

さ
る
儀

式
上

の
事

、
若

く

は
漱
訓

に
關
す

る
事
、
將

た
叉
武
家
武
人

の
功
名
談
等

の
外
は

、
何

で

も
彼

で
も
総

て
秘
密

の
中

に
埋
没

せ
ら

れ

、
他

人

に
は
決

し
て
知
ら
す

ま

じ
、
外
間

に
は
断

じ

て
洩

ら
す

ま
じ

.

観

苑

日
本
裡
濟
史
研
究
の
必
要
ご
困
難

第
十
二
巻

(第
一
號

[
二
一
)

=
=

管 内田.博士 、前掲國家事會雑誌第 二十入谷488頁

撒 経 濟史 の研 究に就 て〔経済..一家言402頁 以下)

、
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説

苑

日
本
縄
濟
史
研
究
の
必
要
ミ
困
難
.

第
十
二
巻

(第

「
號

一
二
二
)

一
二
二

`
癬
芯6

し
た

る
結
果
、

重
要
な

る
書
類

の
多

く
は
、
焼

栗

若
く

は
破
毀

し
τ
子
孫

に
傳

へ
し
め
ず

(足

れ

一
難

)其

.
の
稀
れ

に
存
す

る
も
の
は
、
醤

豪
富
[
.
豪

の
庫
中

に
埋
蔵

せ
ら

れ

て
世

上
に
出

つ
る
の
機
會

な
く

(暴
れ

二
難

)
、
又

偶

々
替
官

衙
若
く

は
曹

問
屋

な
ご

に
保
存

し
あ
り

配

る
記
録
類

に
は
、
甚
だ

重
要

な

る
も

の
あ
り
て
、
実

れ
等

の

.

中

に
は
現

に
公
私

の
圖

書
館

に
備

へ
置

か
れ

て

…
般

の
披
閲

に
挺

せ
ら

る

㍉
も

の
な
き

に
あ
ら

ざ

る
も

、

こ
れ
ご

七

多

く
は
専

門
學
者

の
手
を
継

て
完

全
に
整

備

せ
ら

れ
た

る
も

の
に
あ
ら
ざ
れ

ば

【
々
之
を
黙
検

し
て
所

用

の
資

料

を
捜
索

す

る
は
中

々
容
易

の
事
業

に
あ
ら
ず

(見

れ
三
難

}、
加
之
な
ら
す

所
謂
古
女
書

は
勿
論

の
こ

ざ
、
近
く

は
維
新
前

後
の
腐

交
書

な
ざ
も

大
抵

無
學
な

る
俗
人

の
手

に
成

b
た

る
も
の
多

く
出
鱈

目

の
文
字

を
使

用
し
難

解

の
交
法
を
以
て
記
録
し
め
れ
ば
之
を

面

し
て
其
の
意
を
解
す

る
こ
嘉

だ
難
し
見

れ
四
讐

、
叉
経
済
上
に
最

も
重
大

の
關
係
を
有
す

る
薮
宇

に
關

し
て
砿
昔

の
人

々
は
頗

ぶ
る

呑
氣

に
し
て
、
例

へ
ば

}
が

二
ε
な

b
、
四
が

五

こ
な

b
、
甚

し

き
は
位

が
違

つ
.て
居

っ
て
も
街
ほ

　
向
卒
氣

で
少

し
も
構

は
な

か

っ
た
も

の

で
あ

る
。
故

に
同

一
事

件

に
關

し
二
種

の
書
類
が
其

の
敷

字
に
於

て

}
致

し

て
居

る
ε
云

ふ
が
如

き
は
殆

ん
.ご
稀
有

で
あ

る

(暴

れ

王
難

)
ε
云

ふ
も

過
盲

に
あ
ら

ざ

る
の
で
あ

る
。

さ
れ

ば
今
此
等

の
困
難
を
排

除
し

て
、
忍
耐

に
研
究
を
事

ε
す

る
は
非
常

の
精
力

家

に
於

て
す

ら
容
易

に
爲

し
難

き
事

に
し
て
、
.之

が
矯

め

に
は
蟹

日
数
個
月

の
辛

苦
を
徒
野

に

賺

せ
し
む

る
か
如

き
場

合
も
少

か
ら

さ
る
の
で
あ

る
。

殊

に
不
幸

な

る
こ
亡
に
は
、
我

か
學
界

に
は
禾

だ
日
本
経

済
史

の
名
謂

に
値

ひ
す

る
経
濟
史

は

]
も
存
す

る
な
く

し

で
、
其

の
研
究

に
徒
事
す

る
も

の
は

、
範

を
先
例

に
取

る
の
便

も
な
け
れ

ば
、
濁
自
ら
荘
沙

だ
る
大
海

鵡
進

航

し
て
當
途

も

な
く
寳

の
島

を
探

槍
す

る
に
異

な
ら

ざ

る
の

で
あ

る
」

云
々
。



、

●

九

右
の
五
難
読
に
就
て

こ
れ
等

の
批

難

は
何

れ
も

葱

尤
な
所

で
あ

る
。
然

し
(
こ

も
の

は
見

方

に
よ

っ
て
如
何
様

に
も
解
繹
.し
得

る
。

ま
た
も

の
に
は
表

裏
の

二
面
が

め
る
。
楯

の
半

面
を
見

て

お

っ
て
は

、
楯

の
真
義

を
知

る
、・
ε
は
出
蕎

。
須

一

他
の
半
面
を
も
考
察
す
る
の
必
要
が
あ
ら
う
。
(
二
)
加
之
、
學
問
研
究
の
草
創
時
代
に
當

っ
て
は
、
成

る

へ
く
多

敷
の
人
々
の
研
究
を
慫
慂
し
刺
戟
す

る
必
要
が
あ
り
、
継
て
研
究
を
試
み
ん
ε
す

る
人
々
の
意
思
を
挫
折
せ
し
む

る
が
如
き
は
策
の
得
た
る
も
の
で
螂
な
い
。
研
究

の
困
難
を
高
調
す

る
よ
&

盆

・
生
ひ
伸
び
む
早

る
芽
を
保

護
し
て
生
長
管

む

べ
き
で
あ
ら
　
・
自
分
は
こ
の
二
黙

か
ら

し
て
右
の
五
難
読
に
.つ
い
て
考
ふ
る
厨
を
述

へ
て

見

た

い

。

・

先
づ
箋

に
重
要
な
書
類
が
存
在
せ
な

い
・・
い
ふ
黙
で
あ
る
が
、
勿
論
既
に
散
逸
し
た
書
類
は
頗
る
多

い
の
で

あ

る
が
、
今

に
至

っ
て
存
在

し
て

み
る
も

の
も
決

し

て
少

く
は
な

い
。
史
料

の
多

く
存

在

し
て

み
る
の
は
や

は
り

近

世

の
時

代
即
ち
徳

川
時

代

の
場
合

で
あ

る
が
、

こ

の
時
代

の
重
要

書
類

ε
し
て

は
、
現
在
東
京

の
帝
國
圖
書
舘

.
や
内
閣
丈
嘆

東
京
帝
国
大
學
に
牧
戯

せ
ら
れ
て
居
る
も
の
が
少
寒

い
。
帝
國
圖
書
舘
の
徳
川
華

墨

籍
目
録

(謡

雛

鰍
離

騨

翻

院
議

認

錨

職
璽

を
見
れ
ば
大
讐

知
・
.き

が
暴

・
.
又
、縄
璽

.忌

て
は
、

日
本
脛
濟
叢
書
最

奪

ら
れ
て
る
る
多
あ

書
物
が
あ
る
。
其
他
大
藏
省
農
商
務
省
蔭

、
で
大
日
本
貨
幣
史
.
大

日
本
租
税
志

・琶
幕

府
理
財
會
要

夫

日
本
震
央

・
大
旨

本
農
政
類
編

や
、
叉

は
大

日
本
通
商

史
な

ご
が
編
纂

せ
ら

れ

セ

`
き
に
、
そ

の
材
料

ざ
し
て
幾
多

の
資
料

が
蒐
集

せ
ら

れ
、
整

理

せ
ら

れ
て
存

在
し
て
居

る
も

の
も
尠

く
な

い

説

苑

日
本
経
済
史
研
究
の
必
要
ご
困
難

・
第
十
二
巻

(専

一
號

一
二
三
V

=
=
二

0

'
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,説

苑

日
本
経
済
史
研
究
の
必
要
ご
困
難

第
十
二
巻

(第
　
號

=
「四
)

「
.二四

修
史
舘

以
来
、
今

日
の
東

京
帝

国
大
學
文

學
部
史
料
編

纂

係

に
至
る
ま

で
、
更
科
編
纂

事
業

の
進
行

に
件

ひ
・
蒐

集
せ
ら
れ
た
讐

財
政
史

に
關
係
あ
る
資
料
は
頗

・
ぞ

、
且
、貴
重
な

・
も
の
に
富
ん
で
ゐ
秘

其
他
徳
川
禁
令

考
や
灰
塵
録
、
竹
橋
肇

、
誠
齋
雑
記
等
も
あ
る
。

こ
奪

の
類
を
塞
∴

ば
限
り
の
な

い
こ
ご
で
あ
る
が
・
要
す

る
に
重
要

な

る
書
類

の
今

に
蜷

存

せ

る
も

の
も
必

ず

し
も

少
く

は
な

い
の
で
あ

る
。
世
間

一
般

の
人
は

、
古

き
書

類
や
書
籍

を
多

く
蒐
集
す

る
こ
ε
は
中

々
容

易

の
業

で
は
な

く
、
且

、
　特

に
之
を
探
索

す

る
鹸
裕

が
な

い
斜
め
、

、資
料

の
乏
し
き
,
、
墓

誹

す

・
ら
し
い
が
、
既

・
瀧
奮

士
の
日
本
欝

叢
書
を

一
見
す
れ
ば
・
欝

圭

資

料
た
る
べ
き
も
の

、
少

か
ら
ず
存
在
す

る
こ
嘉

知
れ
や
　
.
叉

こ
れ
に
志
し
て
探
求
す
れ
ば
、
今
後
も
荷
・
費
.

料

は
蛮
見

さ
る

べ
き
も
の
で

あ
ら
.う

。

第
二
に
,
蔭
家
富
豪

の
直
中

に
埋
藏
さ
れ
て
世

に
出

つ
る
機
曾
が
な
い
・・
い
ふ
こ
毫

、

雇

尤
な
所
で
は
あ

る
が
,
他
面
堵

考
ふ
れ
ば

既

に
日
本
経
済
叢
書
が
出
版
せ
ら
れ
、
文
園
書
刊
行
會

警

で
稀
覯

の
書
類
を
出

版
す

る

こ
ご
も
行

は
れ

お
b
、
古
書
類
苑

の
如

き
も
完

成

し
た
の
み
な
ら

ず
、
各

藩
各
地
叉

は
富
豪

名
家
等

の
修

史
事
業
も

次
第

に
盛

ん
に
行

は
れ
づ

、
あ

る
か
ら

、
貴

重

な
資
料

が
追
々
世

に
出

つ
る
こ
ε
で
あ
ら

う

ε
考

へ
ら

れ
る
。

'

第
三
に
、
資
料
が
整
理
さ
れ
て
居
な
ぎ

い
薫

で
あ
る
が
、
明
治
の
前
書

警

邏
の
著
書
に
よ

っ
て
資
料

の
鑑

さ
れ
π
も
の
も
舎

、
(
例

へ
ば
春

糞

政
類
編
の
如
き
、
大
日
本
貨
驚

馨

の
如
き
)
・
前
述

の
古

書
類
苑

の
如
き
も
、
資
料
を
整
理
編
纂

し
セ
も
の
に
外
な
ら
諏
。
且
各
方
面
の
修
史
事
業
の
進
む
に
停
れ
て
資
料

が
追

々
整
理
さ
れ
て
来

る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。
然
し
極
端
に
責

ば
、
資
料
を
整
理
す
る
こ
く

そ
れ
自
象
が

両国博士、前掲画家學會雑誌、第 二十八巻891頁



研
究
者

の

一
の
重
大

な

る
妊

務

で
は
な

か
ら

う

か
、
既

に
整

理

さ
れ
た
材
料

の
み

に
よ

っ
て
、
経

済
史
を
編

み
立

、
る
ご

い
ふ
こ
ご
は
、
今

日

の
状
態

で
は
勿
論
弘

可
能

で
あ
る
が
、
資
料
整

理
の
勢
力
を
要
す

る

こ
ご
は

、
経
済

史

の
み
な

ら
す

、
何
れ

の
學

問

に
於

て
も
、
當
然
研
究

者

の
豊
落
す

へ
き
所

で
あ

ら
う
。

第

四
に
資
料

に
難
解

の
も

の
が
多

い
ご

い
ふ
黙

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
尤

な

こ
ご
で
あ

る
が
.
ご
う

も
致

方

の
な

い
こ
ε
で
め

る
。
資
料

を
自

己
に
適

當
な

や
う
に
造

る

ご

い
ふ

こ
ご
は
出

水

識
こ
ε
で
あ

る
か
ら

、
.存
在

し
て
お

る
ま

＼
の
資
料

に
よ

っ
て
研

究
す

乃

の
外

は
な

い
。
.出

鱈
目

の
文
字

な
ご
が
使

用

さ
れ

て
る
る
の
は
事
實

で
あ

る

が
、

そ
れ
も
、

そ
う

い
ふ
書

類

に
馴

る
れ
ば
、
自
ら
判

っ
て
來

る
も

の
で

あ

っ
て
、

こ
れ
が
た

め
に
纏
濟

史

の
研

究
を
断
念

す

る
に
は
當
ら

識
。
文
書

劫
て
あ

る
事
柄
が

頗

る
雑

駁

で
あ

っ
て
、
握

暦
書

・し
し
て
考

へ
ら

れ
て
居

る

も

の

、
中

に
も

、
今
日

の
経
済
學

に
嘗

て
徹
ら
な

い
も

の
が
甚

だ
多

い
。
こ
れ
は
、昔

ε
今

ε
で
脛
濟

の
意
味

が
蓮

ふ
こ
ε
よ
り
生
じ
た

る
所

で
め

つ
て
、
政
治

上
學
岡

上

技
術
士
道
徳

上
の
事
柄

ま

で
も

繧
濟

ε
し
て
考

へ
て
お

っ

た
も

の
で
め

る
。
然

し
そ
の
中

か
ら

邊
挿

す
れ

ば
経
済

事
情

に
關
す

る
材

料
は
少

か
ら
ず
得
ら

れ

る
の
で
あ
る
か

ら

、
材
料

が
雑

駁
躍
れ

ば
ε
て
之
を

棄

つ
る
に
は
及
ば

距
。

の
み
な
ら
す

、

か

、
る
選
探

の
必

要
は

、
必
ず

し
も

経

済
皮
ば

か
り

に
限

っ
た
わ
け

で
は

な
く
、

.
他

の
方
面

の
研
究

に
於

て
も

往
々
生
す

る
所

の
も

の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ

ま
た
研
究
者

に
は
當
然

畳
倍
す

へ
き
所

の
過
程
で

め
ら

う
。

第

五

に
敷

字
の
観

念

に

つ
い
て
蜜
あ

る
が
、

こ
れ
も

通
常

世
人

が
考

へ
て
居

る
よ
り
も

、
割
合

起
多

一

の
材
料

を
存

す

る
よ
う
で

あ
る
。
例

へ
ば
吹
墨
銀

ε
か
、

・
竹
橋

鯨
筆

ざ
か
は
そ
の

}
例

で
あ

る
。
勿

論
数
字

の
吻

合

せ
な

い
場
合
は
甚
だ
少
青

い
が
、
詫

は
研
究
者
の
愼
重
な
る
判
讐

よ
つ
て
、
何
れ
が
正
賞
な
る

べ
き
か
を
定
む

説

苑

目
本
縄
濟
史

研
究
の
必
要

こ
困
難

第
十
二
巻

〔第

一
號

】
二
五
)

一
二
五
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説

苑

日
本
纒
濟
史
研
究
の
必
要

芝
困
難

第
+
二
巻

(第

一
號

一
一
エ
ハ
)

一
二
六

る

の

外

は

な

い

。

要
す
る
旨

本
腰
濟
皮
の
研
究
が
頗
る
困
難
な
る
事
業
で
あ
る
こ
ε
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
今
日
で
は
種
々

の
史
料
交
書

が
出
版

さ
れ
売

り

、
或

は
そ

の
所
在

の
明

か
ピ
な

っ
た
も

の
も
あ
り
、
又

、
事
彙
類
書

の
類

が
編
纂

さ
れ
て
居

り
、
或

は
既

に
研
究

せ
ら

れ
て

一
の
成
書

が

公

に
せ
ら

れ
た
も

の
も
あ

り
、
或

は
未

だ
出
版

せ
ら

れ
す

ε
難

、
修

史
事
業

の
進

み

つ
＼
あ
る
も

の
も

あ

っ
て
、

昔
聴

に
比
較
す

れ
ば
、
そ
、の
研
究

は
飴
程

容
易

ε
な

つ
だ

、次
第

で
あ

る
か
戦

、
・多

少
の
勢
苦
は
、
も

ε
よ
り
畳
悟

の
上

で
進

ん
で
研
究
を
致

さ
な
け

れ
ば
な
ら

漁
。

そ
れ

に

し

て
も

一
般
世
人
が
.経

済
史

研
究

の
必
要
を
認

め
て
材

料
を
提
供

し
便
宜

を
與

ふ
る

こ
ご
を
辞

せ
ざ

る
ま

で

に
到

ら

な
け

れ
ば
な
ら

澱

ε
思

ふ
。

十

結

暴

日
本
人
は
日
本
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
躍
。
日
本
経
済
更
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
ε
は
、
最
早
議
論
の
飴
地

な
き
所
で
あ
る
、
歴
史
を
以
て
政
治
・外
交
・戦
争

の
歴
史
で
あ
b
、
偉
人
の
傳
記
で
あ
る
ご
考

へ
る
の
は
、
時
代
錯

誤
虹
思
想
で
あ
ら
　
。
時
代
は
須
ら
一
國
民
生
活
の
事
實
を
物
語
る
歴
良
を
要
求
し
て
居
る
。
日
本
脛
済
度

の
研

究
は
方
に
將
來
あ
る
學
問
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
研
究
の
前
面
に
は
多
大
の
困
難
が
横
は
つ
て
居

る
。
然
し
こ
の
困

難
は
必
ず
b
も
凋
り
日
本
経
済
史

の
研
究

の
み
に
存
す

る
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
こ
の
困
難

に
僻
易
す
る
や
う

で
は
、
何
れ
の
學
問
に
於
て
も
、
研
究
を
成
す
の
資
格
は
な

い
も
の
ε
い
は
な
け
れ
は
な
ら
諏
。
.而
し
て
從
來
こ

の
方
面
の
研
究
が
閑
却
さ
れ
て
居

っ
た
だ
け
、
そ
れ
だ
け
、
今
後
開
拓
の
型
・鍬
を
進
む

へ
き
鈴
地
は
甚
だ
多
く
存

在

し
、
何
等

か
の
成
果
を
翠
く

べ
き
先
蹤
な
き
魔
女
地

は
到
る
慮

に
見
出
す

こ
ε
が
出
水
る
次
第
で
あ
る
。

〆


