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資
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組
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化
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の
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塾
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に
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ふ

シ
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岡
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経

祉

序

説

済

曾

事

北

聖子

男

宣:
Z司

首長

第

積

極

的

主

張

〔品コ
演
の
本
質

経
消
生
前
は
人
間
生
所
に
於
村
る
物
質
的
手
段
制
建
の
部
一
凹
で
あ
る
c

人
間
は
常
に
心
身
統
一
髄
と
し
て
自
己

を
北
環
境
の
う
ち
に
見
出

環
境
に
働
き
か
け
て
ゐ
る
。
か
〈
の
如
き
人
間
生
活
に
於
け
る
生
活
諸
目
的
は
、
翠
に
身
樫
保
存
の
た
め
に
す
る
衣
食
住
よ
り
、
或

、
ノ
「

-
3
L仲
町
一
コ
ト
L

こ、

'
rィ
メ
ザ

4
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〉
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U
U

〈
そ
れ
K
昨
が
ぜ
ら
れ
/
一

J
J
F

し
か
も
自
ら
目
的
を
窓
識
し
て
.
前
で
一

¥J

日「日山作

E
σ

は
宗
教
、
妻
術
そ
の
他
の
所
謂
精
帥
的
目
的
に
到
る
ま
で
、
多
く
は
何
ら
か
の
物
質
的
手
段
を
必
要
と
寸
る
も
の
で
る
旬
、

と
乙
に

人
間
生
活
K
於
け
る
物
質
的
手
段
調
達
の
要
求
、

い
は
ぽ
物
質
的
要
求
が
現
れ
で
来
る
。
環
境
は
か
か
る
要
求
に
針
し
で
、
士
さ
忙

物
質
的
手
段
の
源
泉
と
し
て
見
出
さ
れ
る
け
れ

εも
、
し
か
も
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
、
か
か
る
要
求
へ
の
抵
抗
、
障
碍
、
換
-
一
首
す
れ

ば
物
質
的
手
段
調
達
の
困
難
を
も
ま
た
件
ひ
て
見
出
さ
る
る
を
常
と
す
る
ぷ
散
に
と
と
に
か
か
る
抵
抗
、
か
か
る
困
難
を
排
除
克
服

す
る
人
聞
の
計
慮
的
活
動
が
必
要
と
左
る
。
か
か
る
困
難
排
除
の
凶
果
的
手
績
そ
の
も
の
は
投
術
で
あ
る
が
、
技
術
を
則
ひ
て
以
て

必
要
と
す
る
物
質
的
手
段
を
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
的
に
向
っ
て
使
間
し
得
べ
き
欣
態
に
た
く
こ
と
、
と
れ
即
ち
調
達
の
活
動
で
る

り
、
従
っ
て
ま
さ
に
経
済
前
動
の
本
質
で
あ
る
。
人
間
活
動
一
般
に
於
け
る
と
等
し
〈
、

こ
の
経
済
指
動
も
ま
た
個
々
断
片
的
に
行

経
済
制
舎
血
中
序
設

F七

第
六
放

第
四
十
四
巻

ノ、
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紹
油
開
枇
合
且
中
序
説

第
凶
十
四
谷

一じ
四

第
六
挽

七
ο 

は
る
る
も
の
で
は
な
く
、
多
数
の
活
動
が
相
互
に
志
向
し
関
聯
し
合
ひ
、
意
味
的
な
る
統
一
的
全
般
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
我
々
は

経
済
活
動
の
か
く
の
如
き
意
味
的
聯
闘
の
統
一
的
全
慌
を
「
経
消
」
と
呼
ぶ
。
故
に
経
済
は
人
間
生
活
に
於
け
る
物
質
的
手
段
調
建

の
要
求
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
と
の
背
反
的
制
立
の
動
的
統
一
と
し
て
存
立
す
る
と
い
は
な
け
れ
ば
友
ら
友
い
。

人
間
生
活
に
於
け
る
回
収
も
根
底
的
な
る
環
境
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
自
然
で
あ
り
、

い
は
ば
口
三
者
。
一
行
で
あ
る
。

経
済
も
ま
た

先
づ
何
よ
h

り
も
と
の
自
然
へ
の
肋
↓
泣
か
け
と
し
て
成
式
し
、
そ
れ
の
根
底
は
、

Jm一
山
に
、
白
岬
恨
の
某
礎
の
上
に
し
か
も
そ
の
一
興
へ
る
祇

抗
と
闘
ひ
放
が
ら
、
必
要
在
る
物
質
的
子
一
政
を
調
山
記
す
る
一
出
動
に
あ
る
。

円

b
h
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t
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h
L
n
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言
、
〉
主
恥
i
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、れ川市
t
ト
f
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事
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H
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o
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R
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H
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7
4ド

ぴ
得
る
と
す
れ
ば
、
賓
に
持
働
な
く
し
て
経
済
は
存
す
る
こ
と
な
〈
、
経
済
の
根
底
に
は
常
に
必
や
「
持
働
の
鰐
系
」
が
あ
る
と
い

ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
ま
た
入
閣
は
如
何
た
る
人
間
も
軍
に
孤
立
せ
る
個
人
と
し
て
生
活
す
る
も
の
で
は
友
い
。
人
間
生
活
の
第
二
の
根
版
的

た
る
壕
境
は
、
即
ち
共
存
す
る
人
々
で
あ
り
、

い
は
ば
冨
芹
垣
内
}
円
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
経
済
に
於
け
る
自
然
へ
の
働
き
か
け
も
、
ま

た
通
常
共
存
す
る
人
K

の
結
合
印
ち
枇
舎
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
ら
の
人
K

の
相
交
渉
す
る
う
ち
に
寅
現
せ
ら
れ
る
。

い
ま
私
は
こ
れ

を
「
経
済
の
枇
合
的
構
成
」
と
呼
び
た
い
。
そ
こ
に
於
て
会
館
と
し
て
機
能
し
て
ゐ
る
意
味
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
物
質
的
手

段
調
達
に
閲
す
る
協
働
に
ほ
か
友
ら
も
v

経
済
の
枇
合
的
構
成
の
根
底
に
は
常
に
「
弊
働
の
人
際
的
概
系
'
一
が
あ
る
と
い
ひ
得
る
で

る
ら
う
。

CIIJ 
経
湾
社
曾
と
紅

裏
涜

け
れ
ど
も
経
消
が
か
〈
の
如
く
枇
舎
的
に
構
成
せ
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
経
済
を
し
て
経
済
た
ら

し
む
る
所
以
の
も
の
が
、
ま
さ
に
枇
曾
的
た
る
黙
に
あ
る
と
い
ふ
乙
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
我
々
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
経
済
の
経

一般に協働とは多敬の人々の荷動が共通の放呆に Pl]って相閲してゐる扶態を
い」、。而して盤情。枇曾的構成に於ては人々の汗;>I'ljが物質的手段。調達とい
」、共通わ殺J果に向って相関してゐる。 f!:l.しここに協働 2いふも、 それは主勝
に於て「思はれて」存立するとは限らない。文公-'f平等である止も限らない。
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済
た
る
所
以
の
も
の
は
、
却
て
そ
の
本
来
枇
曾
的
な
ら
ざ
る
側
面
に
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
経
済
が
人
と
人
と
の
交
渉
の
う
ち
に
展

開
せ
ら
る
る
に
し
て
も
、
そ
の
経
済
た
る
貼
は
、
決
し
て
入
と
人
と
の
交
渉
そ
の
こ
と
に
あ
る
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
か
か
る
交
渉

の
う
ち
に
寅
現
せ
ら
る
る
物
質
的
手
段
調
達
そ
の
こ
と
に
あ
る
。

乙
の
出
は
、
政
治
、
法
律
等
の
如
き
、

そ
の
特
徴
が
本
来
枇
曾
的

た
る
黙
に
あ
っ
て
、
凡
そ
人
と
人
と
の
結
合
乃
至
閥
係
を
は
な
れ
で
は
全
く
意
味
を
布
し
田
川
ざ
る
、
狭
義
の
、
又
は
凶
有
の
枇
曾
的

現
象
と
封
比
す
る
と
き
、
そ
の
差
別
は
明
白
で
あ
る
と
忠
ふ
凶
如
何
に
も
経
済
は
人
と
人
と
の
交
渉
の
う
ち
に
寅
現
せ
ら
れ
る
。
し

か
も
人
と
人
と
の
交
渉
は
、
経
消
そ
の
も
の
よ
り
み
る
と
き
、

い
は
ぽ
一
獲
の
随
仲
品
刊
に
過
ぎ
友
い
。
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い
は
ば
寸
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社
合
」
と
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仕
合
経
済

メ
医

と
が
敬
怖
に
原
別
さ
れ
得
べ
〈
、

一
庇
↓
般
的
に
い
〈
は
、
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;
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J
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，
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一
級
渋
川
友
之
刷
品
目
山
川
町
て
と
一
一
判
。

ι
1山一一号んあが
L
Z
L
F
一
も
に
と
オ
限
別

さ
れ
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
@

一
般
に
枇
曾
嗣
係
と
は
多
数
の
人
h

の
人
に
向
へ
る
意
味
的
態
度
の
互
に
相
嗣
嚇
せ
る
欣
態
を
い
ふ
。

味
的
相
闘
の
欣
態
は
、
軍
に
一
時
的
な
る
こ
と
あ
り
、
ま
た
持
綾
的
友
る
こ
と
あ
り
。
持
続
的
な
る
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
針
人
的

か
か
る
封
人
的
態
度
の
意

態
度
は
必
や
し
も
常
に
明
確
な
る
意
識
に
於
て
存
績
す
る
も
の
で
は
友
〈
、
む
し
ろ
何
時
に
て
も
そ
の
現
在
化
さ
れ
得
ベ
き
可
能
と

し
て
、
意
識
背
景
に
滞
在
化
し
て
存
綬
ず
る
。
か
く
潜
在
化
せ
る
態
度
こ
そ
.
ま
さ
に
高
岡
博
士
の
所
謂
「
用
意
'
一
で
あ
っ
て
、
博

8
 

士
は
「
枇
舎
闘
係
は
人
K

の
問
の
用
意
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
用
意
が
枇
合
同
係
で
あ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
人
の
人
に
卦

す
る
意
味
的
態
反
の
別
意
で
あ
り
、

い
は
ば
滞
在
化
せ
る
針
人
的
態
援
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
枇
品
開
閥
係
の
用
意
説
は
、

革
に
一
時
的
な
る
枇
舎
闘
係
の
存
在
を
詳
し
得
な
い
。
由
っ
て
、
私
は
い
ま
枇
台
関
係
を
定
義
し
て
、
額
夜
的
及
び
品
川
在
的
た
る
封

経
済
枇
曾
皐
序
説

第
四
十
四
巻

-b 
五

第
六
抜

七

高間滞士「紐神社曾準。素描J(経済史Iiff升:第口宅善策E競) 7-8頁。
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粧
祷
一
耽
舎
畢
序
説

第
四
十
四
巻

七
プ〈

第
六
競

七

人
的
態
度
の
意
味
的
相
闘
の
献
態
で
あ
る
と
い
ふ
。

経
済
的
危
る
枇
曾
闘
係
、
或
は
略
し
で
経
済
関
係
は
、
ま
さ
に
か
か
る
枇
合
関
係
の
特
殊
在
る
も
の
で
る
り
、
人
々
が
そ
の
生
活

に
於
て
必
要
と
す
る
物
質
的
手
段
調
達
に
於
て
立
ち
入
る
枇
命
日
開
係
に
ほ
か
友
ら
宇
、
枇
命
目
的
た
る
経
済
と
は
、
か
か
る
経
桝
的
批

台
関
係
を
過
し
て
、
人
際
的
に
行
は
る
る
物
質
的
手
段
調
迷
活
動
の
相
閥
的
費
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
活
動
の
賓
現
は
常
に
経
過
的

左
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
反
挺
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
的
に
一
定
の
機
能
を
果
す
こ
と
が
出
来
る
に
渦
ぎ
な
い
。
而
し
て
か

か
め
活
動
の
相
閥
的
資
現
と
以
一
夜
ー
に
は
.
常
に
批
ム
ザ
闘
M
仰
を
栽
椛
と
し
て
の
み
、
人
際
的
に
行
は
れ
料
る
け
れ
ど
も
百

〉
い
吾
川
、
-

之

江

院

Z
、

の
活
動
の
人
際
的
責
現
を
可
能
た
ら
し
む
る
粧
品
間
関
係
と
、
こ
の
枇
曾
闘
係
を
通
し
で
行
は
る
る
活
動
の
賓
現
そ
の
も
の
と
は
、
理

論
上
る
く
ま
で
も
殿
格
に
匝
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
忠
ふ
。
私
が
経
済
的
た
る
枇
舎
闘
係
と
祉
曾
的
た
る
経
済
そ
の
も
の
と

を
厳
格
に
国
別
ぜ
ん
と
す
る
所
以
は
卸
ち
と
と
に
る
る
。

「
J畑

一
雄
潰
社
曾
畢
と
粧
曾
経
湾
軍
経
済
の
枇
合
的
構
成
に
闘
し
て
、
経
済
的
な
る
枇
合
関
係
と
粧
命
目
的
友
る
経
済
過
程
と
が
、
厳

格
に
恒
別
さ
る
ぺ
き
以
上
は
、
更
に
章
一
要
友
る
次
の
主
張
が
成
り
立
つ
。
帥
ち
粧
品
川
的
批
曾
閥
係
を
割
象
と
し
、
こ
れ
を
現
論
的
に

研
究
す
る
「
経
済
粧
台
風
一
亡
と
、
枇
合
的
危
る
経
済
そ
の
も
の
を
針
象
と
し
、
と
れ
を
理
論
的
に
研
究
す
る
「
祉
曾
粧
済
事
」
と
は

明
確
に
匝
別
さ
れ
得
ぺ
く
、
且
つ
区
別
さ
れ
、
な
け
れ
ば
左
ら
ね
T
E

い
ふ
と
と
と
れ
で
あ
る
。
雨
者
は
共
に
理
論
的
危
る
人
事
科
執
と

し
て
成
立
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
互
に
そ
の
封
象
を
昇
、
に
し
、
従
っ
て
、
ま
た
そ
の
髄
系
原
理
を
異
に
す
る
認
識
の
健
系
で
あ

る

一
般
に
粧
台
闘
係
、
進
ん
で
は
そ
の
複
合
的
持
績
化
と
し
て
の
社
合
組
織
或
は
組
織
健
の
性
質
、
諸
形
態
、
並
に
そ
の
受
動
の
諸

高田博土「制17聞係D研究J24。頁以下8) Mrx Weber， a， a， O. S. 14 
高岡博士「枇曾闘係の研究J63頁

7) 
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法
則
性
を
探
求
す
る
科
壊
は
、
理
論
的
人
事
科
撃
の
一
っ
と
し
て
の
祉
合
墜
に
他
な
ら
お
。
故
に
特
殊
左
る
社
合
闘
係
ー
と
し
て
の
粧

済
闘
係
を
探
求
す
る
経
済
枇
合
皐
は
、
山
一
品
然
枇
A
目
撃
の
特
殊
友
る
一
分
科
で
あ
り
、
枇
合
阜
の
一
般
的
原
理
の
趨
肘
の
上
に
成
り
す
一

つ
ほ
か
は
な
い
。
勿
論
研
究
の
事
賃
上
の
順
序
に
於
て
は
、
却
て
特
殊
的
た
、
経
済
生
活
に
於
け
る
人
k

の
閲
係
の
如
き
こ
そ
、

般
的
な
る
社
舎
関
係
の
分
析
に
先
立
つ
で
も
あ
ら
う
。
し
か
し
理
論
的
解
明
の
論
理
的
順
序
に
於
て
は
、
逆
陀
特
殊
た
る
枇
舎
関
係

の
分
析
は
一
般
的
原
理
の
油
川
の
上
に
構
成
せ
ら
れ
る
と
い
は
友
け
れ
ば
左
ら
た
い
。
但
し
こ
の
特
殊
的
過
閉
が
又
事
資
上
、

的
原
理
の
極
め
て
軍
要
注
る
験
設
で
あ
り
、
吟
味
た
る
意
義
を
有
す
る
と
と
も
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
?
あ
ら
う
。
特
殊
此
命
日

曲
学
と
し
て
の
粧
品
川
刷
曾
皐
が
一
般
利
台
風
T

に
到
し
て
梓
つ
意
義
は
大
要
か
〈
の
如
き
、
も
の
で
あ
る
。

オL

j1;1 

L〆

人
々
の
相
交
渉
す
る
う
ち
に
資
現
せ
・
つ
己
る
物
質
的
子
段
制
定
所
動
モ
の
も
の

E
鼠
1

勺

JL1.7
司
名
人
一
主
工

事
市
持

υ!nn
沼
m
J
N
t
H
M川
U
I↓
小
か
向
、

U
H
μ
B
t
v

を
劃
象
と
し
、

と
れ
を
原
論
的
に
分
析
す
る
も
の
は
祉
合
経
済
皐
で
る
り
、
間
七
刊
の
川
崎
論
経
済
問
伊
印
ち
所
謂
純
粋
経
済
的
晶
子
こ
そ
、

の
典
型
的
た
る
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
、
イ
杭
曾
的
な
る
物
質
的
手
段
調
達
活
動
の
相
閥
的
責
現
は
、
常
に
粧
品
川
的
社
舎
関
係
を

前
提
し
、
と
れ
を
基
礎
と
し
て
展
開
せ
ら
る
る
が
放
に
、

明
日
論
経
済
事
は
常
に
或
特
定
の
経
済
的
批
合
同
係
乃
主
制
織
を
輿
へ
ら
れ

た
る
前
提
と
し
、
所
謂
奥
件
の
最
も
重
要
た
る
一
っ
と
し
て
議
恕
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
し
か
し
奥
件
と
し
て
輸
出
恕
す
る
と
い
ふ

こ
と
は
、
静
岡
密
に
い
っ
て
、

そ
れ
を
針
象
と
し
分
析
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
友
い
。
否
む
し
ろ
逆
に
そ
れ
が
自
ら
撚
求
し
分
析

す
る
樺
限
の
外
に
あ
る
と
と
を
意
味
す
る
。

あ
た
か
も
一
定
の
技
術
は
常
に
粧
品
川
そ
の
も
の
の
分
析
の
興
件
に
属
す
る
。
し
か
し
投

術
そ
の
も
の
の
研
貨
は
決
し
て
理
論
経
済
問
唱
の
任
務
と
す
る
左
と
ろ
で
は
た
い
。
枇
合
闘
係
に
つ
い
て
も
ま
た
全
く
同
様
の
と
と
が

い
は
れ
得
る
。
現
に
理
論
経
済
皐
の
主
流
山
山
、
ま
さ
し
く
人
々
の
物
質
的
手
段
調
連
活
動
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
、
物
財
と
そ
れ
を

経
済
社
曾
皐
序
説

第
四
十
四
巻

七

七
七

第
六
掠

般

祉曾皐は結合の阜である正する見方J、関係の皐であるとする見方との差還に
ついては、今立ち入る必要がないと瓜ふo 高間博士「枇曾閥係の研究J9同頁以
下、小松堅太郎氏「祉合事論考J1頁以[¥参照。
理論経済事白現#止については拙課「ウイグセルf賃値資本及地代」の謀者序を参
照されたし。

そ
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経
祷
枇
A

官
皐
序
説

第
四
十
回
答

主:
!¥. 

七
回

ア
ウ
ト
ノ

t
イ

め
ぐ
る
所
謂
経
内
的
諸
数
量
の
聯
闘
を
介
析
す
る
と
と
に
於
て
、
そ
の
班
論
的
人
事
科
感
の
一
っ
と
し
て
の
利
率
的
自
立
性
を
確
立

し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
る
姿
を
我
々
は
か
の
一
般
均
衡
理
論
閥
系
に
於
℃
見
出
す
。
し
か
も
資
木
主
義
的
交
換

第
六
銃

の
枇
曾
的
制
織
|
|
印
ち
白
別
的
に
合
理
的
な
る
針
人
的
態
収
と
そ
の
上
に
立
つ
交
換
及
び
競
争
の
闘
怖
、
並
に
枇
ム
目
的
勢
力
の
差

等
わ
け
で
も
所
ι
竹
内
売
等
に
法
く
階
級
的
上
下
闘
係
、
か
く
て
そ
れ
ら
の
複
合
的
持
続
化
と
し
て
成
り
立
つ
加
計
霊
的
経
術
的
協
働

の
組
織
|
!
と
そ
は
、

そ
の
根
本
的
な
る
枇
命
日
般
的
興
件
で
あ
り
、

日
一
〉
司
、
ー
↑

r

〉
、

d
v
m
M
〆
h
t
a

人
t
〈

こ
の
前
捻
そ
の
も
の
な
分
析
す
る
と
と
は
、

か
か
る
純
粋
粧
消
皐
の
権
限
の
外
に
あ
旬
、

ま
さ
に
そ
の
却
論
的
能
力
在
起
ゆ
る
問
題
で
る
る
と
い
は
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
F
 

、，f、、t

、

に
理
論
経
済
事
と
終
消
枇
命
同
事
と
の
方
法
論
的
分
立
の
必
然
性
が
あ
り
、
可
能
性
が
あ
り
、

し
か
も
亦
そ
れ
よ
り
結
川
抗
す
る
前
者
の

相
互
補
完
的
意
義
も
認
め
ら
れ
得
る
と
忠
ふ
。

成
程
固
有
の
経
済
撃
と
と
と
に
所
謂
経
済
社
舎
墜
と
を

一
括
し
て
庚
く
経
消
防
干
と
稲
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
車
友
る
命
名
の

問
題
で
あ
り
、
叉
講
皐
上
の
使
宜
の
問
題
に
過

vc
た
い
。
肝
要
な
こ
と
は
巌
格
た
る
科
墜
的
玄
揚
と
方
法
論
的
反
省
に
於
て
、
首
然

匡
別
さ
る
べ
き
異
種
の
知
識
慌
系
の
分
立
を
明
確
に
自
発
す
る
と
と
で
る
る
。
我
々
は
今
向
除
り
に
も
文
態
的
左
、
雑
炊
的
・
及
、
多

く
の
経
済
墜
及
び
枇
曾
皐
の
科
率
的
純
化
と
、

又
そ
の
方
法
論
的
限
界
自
覚
の
た
め
に
、

あ
く
ま
で
雨
者
の
分
立
の
意
義
を
強
調
し

-
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
と
忠
ふ
。

第
二

消

極

的

検

討

m綜
合
粧
曾
撃
的
立
場

世
界
の
事
国
刊
に
於
て
、
従
来
「
粧
品
何
枇
合
墜
」

の
名
が
全
く
語
ら
れ
友
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど

理論艇持畢わかかる限定については Scht1mpeter，“ ¥Ve時 n und I-J:，.{l ptin~i :t1t 
der thoretischen Nationalok田町nie" 主主照。特に ~:， 2:8 旺 r 54 ff. 斡。 叉

Sch umpeter，“ Das grundprinup der Verteilungth.eo:rii円 " Arcliivfur SoualwIss. 
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も
殆
と
凡
て
の
場
合
に
於
て
、
そ
れ
は
翠
に
特
殊
の
立
場
に
立
つ
経
滑
皐
そ
の
も
の
、
乃
至
そ
の
改
活
の
要
求
に
過
ぎ
や
、
決
し
て

間
有
の
経
済
撃
と
経
済
社
合
準
と
の
、
上
述
の
如
き
方
法
論
的
分
立
が
自
慨
さ
れ
た
の
で
は
友
か
っ
た
。

印
ち
一
般
に
枇
合
事
そ
の
も
の
の
封
象
を
枇
曾
的
生
活
一
般
に
あ
り
と
し
、
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
所
謂
綜
合
政
曾
率
的
立
場
に

立
つ
揚
舎
に
於
て
は
、
終
消
枇
舎
忠
一
・
は
枇
合
的
生
活
の
一
部
商
た
る
杜
曾
的
経
済
生
日
の
考
察
と
し
て
、
枇
舎
四
字
国
有
の
構
成
部
分

を
成
す
と
同
時
に
、
凡
そ
そ
れ
以
外
に
経
済
皐
そ
の
も
の
の
一
存
立
し
得
べ
き
理
由
が
存
せ
ね
@
経
消
枇
命
日
埠
?
の
名
と
と
も
に
、
ま
づ

常
然
粗
削
起
せ
ら
る
ぺ
き
か
の
J

T

L

ル
ケ
イ
ム
班
十
滅
。
経
内
仕
合
準
(
宮
内
豆
長
町
市
内
2
吉
田
一
舌
O
)

は、

い
ふ
ま
で
も
な
ぐ
、

か
か
る
見

方
の
代
表
的
一
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。

(.¥) 

、
位
三
氏
、
ノ
主
民
i

士入時
1
-
-
L
土

E
Eつ
寺
」
司
〉
一
士
A

雪

aF内
十
引
去

し
川
ケ
イ

fι
心配

3
2
J
O泡

uu
市

/
T
b
E
a
y
i
f
l
川市

i
T
z
l
正
一
即
位

t
t
f

(
印
私
つ
一
般
に
威
肢
を
以
て
特
徴
ブ
J

り
ら
る
る

祉
合
的
事
寅
を
、
事
物
と
し
て
取
扱
ふ
い
は
ば
客
観
的
・
賓
設
的
方
法
)

に
よ
る
経
済
生
活
そ
の
も
の
の
考
察
で
あ
り
、
社
曾
形
態

事
(
第
一
に
、
融
合
組
織
と
り
閥
係
に
於
け
る
諸
民
族
白
地
瑚
的
基
礎
の
肝
究
、
第
二
に
、
人
口
の
量
、
密
度
、
地
上
に
於
け
る
配
分
の
研
究
)
と
並

ぷ
枇
曾
生
理
事
(
宗
致
肱
命
事
、
立
徳
仕
曾
革
、
法
律
仕
命
日
明
字
、
経
済
世
曾
革
、
言
語
枇
舎
拳
、
婆
術
社
合
皐
を
合
む
)
の
一
分
科
と
し
て
、
同
有

の
一
位
曾
量
閥
系
に
属
す
る
と
同
時
に
、
他
面
そ
の
窮
極
の
目
的
た
る
一
般
一
位
曾
唱
の
準
備
で
も
あ
甲
山
。
し
か
も
こ
れ
は
直
ち
に
か
か

る
特
有
の
立
揚
よ
り
す
る
経
済
謬
そ
の
も
の
の
改
造
の
妥
求
に
他
な
ら
示
。
例
へ
ば
こ
の
汲
の
経
済
枇
A
M
凶
器
を
代
表
す
る
一
入
、

ミ
ア
ン
に
於
て
も
、
ま
づ
根
本
的
に
、
規
範
経
持
阜
の
排
除
と
、
同
協
設
的
、
致
地
的
経
済
埋
論
の
排
撃
が
力
説
さ
れ
て
ゐ
る
。

他
方
に
於
て
は
自
ら
経
済
措
そ
O

も
の
と
稽
ず
る
も
白
に
あ
っ
て
も
、
あ
た
か
も
こ
札
に
湖
似
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
も
決
し
て
歩
く
は
な
い
。

経
済
現
象
白
一
位
合
的
塊
象
に
屈
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
所
謂
抽
象
的
理
論
に
反
却
す
る
多
〈
の
畢
者
は
、
或
は
枇
合
的
施
史
的
全
世
へ
の
櫛
開
性
を

経
済
枇
曾
皐
序
説

第
四
十
四
巻

七
fむ

第
六
掠

七
五

シ

高田博士「経内枇合串の素描」上掲1."--"2目。松本i~3-.郎氏「社合場論及皐設 1
129頁以下。
Durkheim，“Sociologie ct sciences 
sciences" :llcan， 1910. p. 325-6. 
Simiand，“ La methode po叫 tiveen ‘川町)ceeccmomique， paris， n.lcan， 1921. 
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細
胞
済
世
曾
皐
序
説

第
四
寸
四
巻

" O 

第
六
競

-t; 
ノ、

力
説
し
(
一
院
史
草
紙
を
見
よ
)
、
ぃ
以
は
刷
ι
世
田
的
な
る
制
度
を
考
察
の
中
心
に
お
き
(
制
度
理
扱
)
、
或
は
空
た
枇
合
的
緋
成
態
を
主
と
し
て
取
扱
ふ

ツ
ト
ル
)
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
相
呉
れ
る
見
方
に
於
て
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
多
〈
は
J
述
せ
る
利
骨
H

と
料
湾
と
を
い
は
ば
米
分
析
的
空
棋
と
し
て
取

り
上
げ
、
従
っ
て
枇
合
田
中
?
と
純
情
皐
正
の
方
法
論
的
分
立
が
股
肱
化
す
る
こ
主
、

主
さ
し
〈
綜
合
枇
台
風
午
的
立
場
に
問

r
い
。
そ
れ
が
多
分
に
鯨
油
開

枇
合
問
中
的
問
題
を
取
扱
ひ
な
が
ら
、

し
か
も
特
に
組
消
一
位
曾
皐
の
方
法
論
的
分
立
を
由
同
党
せ
ざ
る
こ
在
、
主
た
も
と
よ
町
北
然
の
と
主
で
あ
る
。

(B) 
ゾ
ン
ノ、

ル
ー
の
粧
術
枇
ム
M
U
凶
弘
一
柵
今
日
特
に
絞
的
批
命
町
出
宇
の
一
問
題
を
料
作
り
上
げ
て
論
じ
友
が
ら

回
取
も
典
型
的
に
右
の
如
雪
立

を揚
批を
判去
し Iり1
てし
沿て
きゐ
たる

い"も。 tコ
1.1. 

刊
山

ιJeソ
ン

ベ

レ

η
い
と
ト
仏
り

7
u
c

「

ど

‘

:

'

ノ

E

~

4

，

h
コ
「
一
叶
叫
が
'
ハ
主
主

tRhJζ
、

f
，

w
j
t
L
t
f
-
2
t
i
l
l
 
絞
り
川
治
そ
泣
ん
町
、

道
、
品

'

S

1

3

カ
カ
と
JM
抜

守ソ

y
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
凡
て
白
絞
病
理
論
は
残
り
な
く
料
桝
一
枇
骨
u
串
で
あ
る
L
。

あ
り
、
草
に
そ
れ
が
理
論
卸
ち
普
遍
的
な
る
も
の
の
皐
な
る
こ
と
に
於
て
、
粧
験
即
ち
特
殊
的
な
る
も
の
に
開
寸
る
賂
史
と
剖
立
せ
し
め
ら
れ
て

業

L
被
に
よ
れ
ば
、

前
A
T
昂
?
と
は
人
間
共
同
生
前
回
珂
論
で

ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
凡
て
の
一
枇
令
阜
は
文
化
時
理
論
で
る
り
、
凡
て
の
文
化
盟
副
は
悉
〈
世
令
阜
て
」
む
る
」
何
敢
な
ら
凡
て
の
文
化
は
人
間
共
同
止

8
 

前
を
そ
の
必
然
的
前
提
と
し
て
も
ち
、
附
し
て
人
間
共
同
生
活
の
硯
論
は
凡
て
祉
合
阜
で
あ
る
か
ら
」
と
。
そ
の
上
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル

オ
ル
ガ
一
一

v

イ

レ

プ

テ

ジ

シ

ホ

リ

ジ

イ

レ

ン

ヂ

マ
ヴ
へ
凶
作
に
従
っ
て
文
化
を
組
織
化
的
な
る
も
の
正
象
徴
化
的
な
る
も
の
と
に
二
分
し
、
前
者
は
主
主
に
「
枇
合
そ
む
も
の
で
あ
る
文
化
側
域
」

後
者
は
た
だ
「
枇
舎
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
と
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
「
杜
令
関
係
を
顧
品
ざ
る
巳
。
四
百
旦

-
r
t行
は
れ
符
る
」
が
、
前
者

ロC
凹

E
μ
F
F
は
一
枇
品
目
的
聯
闘
の
開
論
で
あ
り
」
、

。

域
の
瑚
解
は
一
枇
台
車
を
候
い
て
は
不
完
全
で
あ
る
か
ら
」
と
e

し
か
も
ゾ

y
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
絞
桝
は
法
曲
作
、
附
(
車
毎
と
曹
と
も
に
正
に
組
織
化
的

フ
ヱ
ア
ン
ユ
テ
エ
ン
」
ア

文
化
領
域
に
屈
す
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
経
済
皐
は
第
一
、
艇
験
科
皐
と
し
て
者
官
民
『
巳
で
あ
り
、
第
二
に
文
化
科
車
と
し
て
理
解
的
で
あ
る
の
み

に
於
て
は
「
凡
て
の

ぞ
れ
は
事
賃
上
枇
命
日
壊
に
属
す
る
。
「
何
敢
な
、
b
そ
り
問
題
と
す
る
文
化
領

な
ら
ず
、
第
三
に
一
耽
曾
科
皐
と
し
て
、
本
質
上
世
令
そ
の
も
白
を
取
扱
ふ
。
そ
こ
に
は
枇
合
的
な
る
も
の
に
関
係
せ
し
む
る
こ
と
な
〈
取
扱
ひ
得
る

も
の
は
一
っ
と
し
で
存
し
な
い
。
「
純
粋
経
済
畢
は
恒
三
、
何
回
ユ
昌
司
あ
る
」

0

・
恥
く
て
粧
静
皐
は
そ
の
理
論
的
部
分
の
闘
す
る
限

P
、
直
ち
に
且
つ
最

も
巌
絡
に
経
憐
枇
合
皐
以
外
の
何
者
で
も
あ
り
絹
な
い
と
さ
れ
る
。

( 

アマ

1司r.Sombart， Nationalokonomie und Soziologie. 1930，. 3(~ Handworterbuch der 
Soziologie， 193 I.に於ける“ Wirt~chaft "の項目的.6:;2-659)、倫簡軍には、
Drei Nationalokonomien， S. 173托小鳥島太郎博士 1刑事邦諜 211頁。
Sombart， Nationalokonomie und Soziologie S. 12 
Sombart; ibid.， 3，テ6.
Sombart， ibid勺 S.7--8 
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こ
の
典
型
的
な
る
枇
舎
・
経
済
随
筆
家
の
粗
雑
極
ま
る
推
論
を
見
よ
。
「
枇
舎
事
は
人
間
共
同
生
活
の
壊
で
あ
り
、
経
済
は
人
間
共

同
生
活
で
る
る
。
故
に
経
持
出
品
干
は
枇
食
器
十
で
あ
る
〕
と
い
ふ
如
き
、
皮
相
的
友
る
方
法
論
は
、
今
日
最
早
良
商
目
た
る
批
判
に
す
ら

値
し
た
い
3

た
と
へ
凡
て
の
文
化
が
枇
舎
を
前
提
す
る
に
し
て
も
、
枇
舎
を
前
提
す
る
と
い
ふ
と
と
は
、
そ
れ
が
枇
舎
弘
ど
が
か
と
い

ふ
こ
と
で
は
一
泣
い
。
丈
化
の
現
解
が
リ
似
合
事
P
一
般
い
て
不
完
全
で
あ
る
か
ら
エ
」
い
っ
て
、
丈
化
の
理
論
が
枇
舎
壌
で
あ
る
の
で
は
友

ぃ
。
彼
が
象
徴
化
的
丈
化
領
域
の
存
在
と
こ
れ
に
閲
す
る
知
識
の
濁
立
性
を
認
む
る
と
き
、
を
さ
に
彼
の
本
来
の
論
理
は
自
殺
し
て

ゐ
る
。
更
に
綬
情
を
組
織
化
的
丈
化
領
域
と
し
て
、
そ
れ
自
健
枇
舎
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
何
よ
り
も
後
生
論
と
本
質
論
と
が
混
同

さ
れ
て
ゐ
る
。

設
午
一
上
終
判
円
が
↓
似
合
に
依
存
す
る
に
し
て
も
、

文
法
一
ん
で
は
事
賃
上
凡
そ
此
合
的
な
ら
ざ
る
経
怖
は
存
し
た
か
っ
た

と
し
て
さ
へ
、

、
、
、
、
、

そ
れ
は
山
闘
の
い
ふ
如
く
枇
九
四
と
は
別
に
総
併
が
い
ら
へ
得
た
い
と
い
ふ
こ
と

σは
な
い
。

い
は
ん
や
そ
れ
白
細
川
此
合

σ

あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
極
端
に
い
へ
ば
、
人
々
が
既
忙
群
を
な
し
つ
弘
、
し
か
も
物
財
調
達
7

て
の
こ
と
に
於
て
は
、
全
く
吐

合
的
交
渉
の
行
は
れ
な
い
「
個
人
的
食
慢
探
求
」
さ
へ
も
、
少
く
と
も
や
心
一
?
と
は
出
来
る
四
ゾ
ン
パ
ル
ト
は
経
済
と
と
も
に
組

織
化
的
領
域
に
数
へ
た
一
一
国
語
、
国
家
、
法
律
に
つ
い
て
す
ら
、
或
程
度
ま
で
「
祉
命
日
的
聯
闘
を
離
れ
て
そ
れ
白
憶
考
察
し
得
る
こ
と
を

約

詳
し
友
が
ら
」
1
1
i
こ
れ
ま
た
彼
の
主
張
の
後
港
で
あ
る
、
し
か
も
経
済
に
限
っ
て
、
と
り
わ
け
放
軍
に
そ
れ
す
ら
も
汗
さ
十
.

例
へ
ば
「
法
律
韓
系
は
爪
立
せ
し
め
得
る
も
、
経
済
特
系
は
然
ら
や
、
そ
れ
は
人
間
の
関
係
そ
の
も
の
?
あ
る
一
と
い
ふ
知
事
局
V

資

際
我
々
は
そ
の
宵
門
的
偏
見
と
論
哩
の
死
離
減
州
立
さ
と
に
む
し
ら
驚
く
の
他
は
な
い
。

)
 

※
 

且
中
概
怠
を
詐
川
し
た
。
そ
れ
は
例
へ
ば
団
米
制
度
、
法
律
鎧
系
を
封
象
と
せ
ず
、
む
し
ろ
閥
系
、
法
律
の
枇
合
的
関
係
が
理
解
さ
れ
得
る
概
念
的
岡

こ
の
現
貨
を
離
れ
た
「
ゲ
マ
ア
イ
ク
を
再
び
生
気
あ
ら
し
む
る
た
め
に
、
一
位
舎
皐
的
見
地
へ
の
復
腕
が
詰
ら
れ
る
'
と
し
て
、
彼
は
狭
義
の
枇
合

続
描
肝
仕
合
竪
序
詫

第
四
十
回
答

八、

第
六
競

七
七

Sombart， ibid.， S. 10-11. Drei Na.tiOlli11okonomien S.173-'178邦課坦7-211頁
Sombart， ihid 5.S. 11-12. 
小松堅太郎氏「枇合格遁由理論J373問。
日ombart，ibid， S. 7-8 
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経
済
枇
ム
町
門
事
序
説

第
四
十
凶
巻

七
i¥. 

" 

第
ノ、
競

式
を
作
ら
ん
・
と
す
る
と
い
ふ
。
こ
の
狭
哉
の
社
合
口
車
概
念
は
、
彼
の
一
枇
人
町
H

及
び
祉
人
刊
H

関
係
概
念
さ
へ
、
余
波
た
る
も
の
で
な
か
っ
た
壮
ら
ば
、
川
哨
川
知

五
し
い
見
方
に
導
〈
筈
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ

E
も
経
済
が
直
ち
に
粧
品
目
で
あ
る
?
っ
た
彼
の
立
場
を
は
て
し
て
は
、
時
抗
念
な
こ
と
に
、

2
 

の
混
飢
を
加
重
す
る
以
上
の
役
割
を
山
本
し
て
ぬ
な
い
。

た
だ
諭
抑
一

向
彼
は
特
殊
の
文
化
領
域
を
取
扱
ム
特
殊
一
枇
人
間
態
以
外
に
、
第
一
、
歴
史
の
全
過
程
密
取
扱
ひ
、
各
文
化
悦
域
の
聞
の
必
然
的
た

う
ュ
ヴ

r
サ

レ

ゲ

ネ

又
可
能
的
役
る
闘
係
を
取
扱
ふ
ι

皆
川
町
枇
山
川
口
駅
と
、
第
二
、
各
文
化
に
闘
A
t
A

ペ
一
般
的
に
関
係
.
過
程
、
特
成
肝
心
ψ
一
把
握
す
る

4

般
枇
舎
墜
と
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
粧
品
川
間
郁
子
と
社
品
目
態
と
の
闘
係
の
問
題
に
は
、
雨
者
と
も
係
は
り
た
し
と
し
て
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の

第
一
は
、
科
壌
の
能
力
を
超
ゆ
る
で
る
ら
う
し
、
第
二
は
、

と
れ
と
そ
、
問
右
の
枇
命
打
撃
と
し
て
精
特
化
さ
る
べ
き
で
あ
ら
ろ
が
、

そ
れ
は
如
何
怠
る
意
味
に
於
て
も
、
絞
が
考
へ
る
や
ろ
た
諸
文
化
そ
の
も
の

L

一
般
的
な
る
取
扱
で
は
あ
り
得
友
い
。
市
し
て
紋
が

無
関
し
た
と
こ
る
の
、
後
者
と
経
済
事
と
の
関
係
と
そ
、
買
は
精
密
に
吟
味
さ
る
べ
き
も
の
で
る
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

米
岡
庄
太
郎
博
士
が
空
た
類
似
の
立
揚
よ
り
鰹
務
一
世
人
材
U

田
中
と
艇
拙
間
接
と
を
同
一
視
さ
れ
る
。

先
生
白

ζ

の
論
文
が
、
筆
者
の
質
問
を
機
縁
と
し
て
御
執
隼
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
今
な
ほ
先
生
の
御
教
示
に
従
ひ
得
な
い
筆
者
の

我
閣
に
於
て
は
、

(
艇
捕
れ
諭
業
第
二
四
巻
第
一
一
抗
)

不
敏
は
、
ひ
た
す
ら
恩
師
の
御
寛
恕
を
乞
ひ
た
い
と
思
ふ
。

的
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ
ア
の
経
済
的
批
合
皐
|
|
同
様
に
一
一
種
の
綜
合
枇
舎
撃
的
立
相
切
に
-
あ
り
た
が
ら
、
吐
舎
前
紅
消
息
?
と
経
済
枇
曾
曲
学

と
の
分
立
に
極
め
で
興
味
深
き
一
示
唆
を
輿
へ
る
も
の
は
‘

ベ
ト
ラ
ア
グ
シ
フ
ェ
ア
ハ
作
一
プ
~
J

「
枇
舎
皐
は
人
聞
の
皐
動
又
は
態
度
の
嬰
」
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
態
度
は
護
展
を
示
す
も
の
た
る
故
に
、
枇
ム
官
製
は
ま
た
枇
合
口

デ

ロ

ソ

エ

ス

目

的
過
程
の
曲
学
と
定
義
さ
れ

Z
。
絞
消
息
は
、
彼
に
よ
れ
ば
「
経
済
一
位
舎
の
枇
舎
粧
品
仰
の
皐
」
と
し
て
、
全
般
と
し
て
そ
の
綜
合
枇
合

フ
ラ

Y
ツ
・
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ

T
7
の
見
方
で
あ
る
と
忠
ふ
。
仙
慨
に
よ
れ
ば

Sombart， ibid， S. 13. 25) 5omb.r!， ibi'ol， :;. 1)-9・
メトは、彼の世舎思分類輸の批判 1':立ち入る紙面を関内ない。仰]へば苦1]田博士
「枇曾筆原班J'5頁以 Fを参照せよ。
Fnl.Uz Oppenl盟国er，Svst;m -a.er -Soziologie

1 
1. Bd. 1. Halhband. S. 6S ff. 1II. 

Bd. 1. HalL>L>d. S. 9回世ij'Soziale Prozessについては L 1. S. 791正守主に S
1 II ff. 
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島
一
・
鶴
来
に
包
括
せ
ら
れ
る
け
れ

E
も
、
し
か
も
興
味
あ
る
と
と
は
、
経
済
す
る
社
舎
と
、
祉
合
的
経
湾
と
の
一
一
者
を
匿
別
し
、

』立;

司
。
=
。
口
。
ロ
「
円
。
畠

こ
と
忙
経
済
的
枇
合
間
半
と
枇
合
経
済
曲
学
と
の
分
立

他
は
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
機
能
で
あ
る
と
し
、

の
某
礎
を
求
め
る
と
と
で
あ
る
昭
郎
ち
理
論
的
経
怖
感
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
官
、
践
的
経
済
皐
と
恒
別
せ
ら
れ
、
経
済
社
舎
の
枇
合
経

で
あ
り
、

垣
Z
P
O
M
た
科
皐
で
る
り
、
し
か
も
そ
れ
が
粧
済
枇
合
の
現
論
た
る
経
済
的
社
合
門
事

c
f
g
E一月
Z
F
N
T

♀

cm一
o
と
、
一
枇
命
日
経
済
の
理
論
売
る
枇
合
経
済
鳳
一

-PN一色町長
S
0
5
F
と
に
二
分
せ
ら
れ
る
o田

済
の
純
粋
に
因
果
的
た

彼
に
よ
れ
ば
司
司
書

5
ニ
hzm
に
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
機
能
を
考
察
す
る
前
に
、

ま
づ
そ
の
ト
レ
エ
ガ
ア
た
る

可
。
『

gロ
g
r『
0
5
を
考

察
し
在
け
れ
ば
な
ら
十
.

こ
の

M
-
2
M
3
2
L
2
2
は
歴
史
的
に
典
へ
ら
れ
、
従
っ
て
焚
展
ず
る
も
の
た
る
が
伎
に
、
先
づ
我
k

ほ
閉
式

的
に
、
終
消
枇
命
日
の
殺
肢
を
取
扱
ひ
、
而
し
て
後
そ
の
溌
建
噌
る
も
の

L
典
期
的
構
抗
-
を
明
ら
か
に
し
た
け
れ
ば
た
ら
ね
引

い
は
ば
枇
合
慌
の
務
生
墜
と
解
剖
皐
で
あ
る
。

ヲ-
L 

:11， 
u 

と
れ
に
つ
づ
〈
社
合
経
拍
何
事
は
同
ビ
一
枇
A
H
鰐
の
生
閣
内
盟
問
干
左
病
問
壊
と
で
あ
り
、
一
枇
合

粧
品
何
は
多
数
の
個
別
経
済
の
相
互
関
係
の
線
慌
で
-
あ
る
が
放
に
、
我
-R

は
ま
づ
私
的
経
済
的
人
聞
の
個
別
経
消
息
ナ
を
取
扱
ひ
、
突
に

そ
れ
ら
の
闘
係
を
考
察
し
た
け
れ
ば
及
ら
む
。
前
者
は

で
あ
り
、
後
者
は

Z
さ
S
P
5
8ロ
gtr

但
し
後
者
は
市
場
に
よ
っ
て
驚
さ
る
る
闘
係
を
取
扱
ふ
段
に
、
賓
質
上
、
市
場
経
済
の
理
論
で
る
る
と
。

H
V
O
目白口ロロ一

c
r
oロ
qHU--h

で
あ
る
。

と
の
オ
ツ
ペ
シ
ハ
イ
マ
ア
の
見
方
は
純
一
併
枇
A
M

円
単
と
枇
舎
料
問
皐
の
分
立
を
認
む
る
鮎
に
於
て
、
注
目
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
る
主
恩
-
七
時
以
生

雪

皐
と
解
剖
圃
申
に
封
す
る
生
理
皐
と
病
理
同
時
日
・
と
い
ふ
詑
明
は
、
誠
に
適
切
な
る
比
倫
で
あ
る
と
思
ふ
。
け
れ

rも
殻
絡
に
い
へ
ば
比
喰
は
あ
く
宮
で
比

喰
に
過
ぎ
な
い
。
終
泌
を
一
耽
九
回
世
。
機
能
と
見
る
こ
と
も
、
授
は
設
ま
れ
る
比
倫
的
批
曾
槻
に
基
い
て
ゐ
る
。
彼
に
は
正
し
い
分
析
の
後
芳
が
認
め

ら
れ
る
に
も
何
ら
ず
、
そ
の
総
合
枇
舎
皐
的
な
る
枇
A
F
H

及
び
枇
曾
皐
概
念
が
、
十
分
に
精
税
な
る
概
念
的
規
定
の
擁
立
を
妨
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

鰐
済
枇
合
皐
序
説

第
四
十
四
巻

A 

第
六
鋭

七ー

カ」

2:9) Oppenheimer， ibid， III， 1， S.~. 7 ff. 
31:) O Î:，penheimer~ ibid~ IJI， I~ S.S. 7-8. 
位内fl!二合皐は祉舎生理単に腐してゐた。
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経
済
枇
合
間
申
序
説

第
四
十
四
巻

，'-
四

第
プ言
霊虎

丹、

O 

理
論
結
滞
眠
中
全
般
を
自
己
ゅ
う
ち
に
包
括
し
な
が
ら
、
し
か
も
泡
に
ま
た
そ
の
同
ピ
理
論
経
昨
革
。
一
部
分
と
し
て
包
括
さ
れ
る
や
う
な
、
彼
の
世

合
皐
概
念
。
二
重
性
は
、
何
よ
り
も
先
づ
撃
理
き
れ
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
品
か
る
綜
合
一
肱
合
皐
的
壮
舎
及
び
仕
合
国
宇
概
念
を
排
除
す
る
と
・
と

も
に
、
形
式
乃
至
閥
係
壮
A
W
M

準
的
分
析
を
媒
介
に
し
て
、
か
か
る
比
常
的
に
示
唆
に
す
同
む
見
方
を
、
あ
く
ま
で
科
接
的
に
精
精
化
す
る
こ
と
が
我
々

に
探
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
と
思
ふ
。

CHJ 
~f~ 
'四ドー品、
乃

島自
(来
最t
IiF 
騨
的
:U:. 
ij量

そ
も
そ
も
絞

Jm枇
合
成
十
が
闘
宿
の
絞
消
黙
と
分
れ
て
、
樹
立
の
窓
時
計
ー
の
し
得
ぺ
を
た
め
に

目
、
先
づ
第
一

K
、
経
怖
と
社
命
刊
と
の
院
別
の
認
識
が
明
慌
で
あ
る
の
み
た
ら
す
、
又
枇
食
事
が
刑
判
J
J

吐
る
別
一
論
的
人
事
相
場
の
〕

っ
と
し
て
確
立
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
で
か
か
る
立
場
は
、

ジ
ン
メ
ル
以
来
所
謂
M
M
式
社
合
事
乃
至
闘
係
枇
合
目
撃
の

愛
展
に
よ
っ
て
始
め
て
舵
立
さ
れ
て
来
た
と
見
る
べ
き
で
る
ら
う
。
し
か
も
か
か
る
立
揚
に
あ
っ
て
特
に
経
済
祉
人
官
製
を
問
題
と
し

或
は
胆
閥
系
化
せ
ん
と
す
る
試
み
は
、
未
だ
極
め
て
少
い
。
僅
か
に
わ
が
高
田
保
馬
博
士
に
於
て
、

最
近
フ
ォ
ン
・
ヴ
イ
イ
ゼ
に
よ
っ
て
、
取
り
上
げ
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
に
止
ま
る
。

は
じ
め
て
明
碓
に
表
明
せ
ら
れ
、

同
高
田
博
士
の
粧
品
阿
枇
合
皐
論

i
i博
士
に
よ
れ
ば
、
枇
舎
撃
は
枇
品
目
結
合
の
撃
で
あ
り
、
経
済
枇
合
撃
は
、
経
消
と
の
闘
聯
に
於
け

る
枇
合
結
合
の
撃
で
あ
る
。
枇
舎
に
よ
り
て
経
済
が
如
何
に
制
約
せ
ら
れ
、
経
済
に
よ
り
て
祉
舎
が
如
何
に
制
約
せ
ら
る
る
か
、
換

言
す
れ
ば
、
枇
舎
が
経
済
を
通
し
、

問
題
で
あ
る
と
。

そ
れ
白
煙
を
如
何
に
時
鋭
化
せ
し
め
て
行
く
か
、

と
れ
が
特
殊
枇
命
日
息
?
と
し
て
の
粧
品
川
枇
合
撃
の

私
忠
ふ
に
、

と
の
説
明
は
、
第
一
一
経
済
枇
合
胤
?
と
経
済
墜
と
の
八
刀
立
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
誤
解
を
招
き
易
い
快
貼
が
る
る
。
萱

し
博
士
に
よ
れ
ば
、
経
済
枇
合
撃
は
枇
舎
に
よ
っ
て
経
済
が
如
何
に
制
約
せ
ら
れ
、
粧
品
何
に
よ
っ
て
枇
舎
が
如
何
に
制
約
せ
ら
る
る

高田博士「経済面士曾畢の素描J(経済史研究IOの1)後1;:.r凶家正階級」に収む。
L. v. Wiese “ Wirtschaft~theðrie und 'W irt!;ch.3.ft~;.s{!Jziulog:ie; ，. Schmolle目

J ahrbuch. 60，6. 1936. 
高間博士、上掲、 3頁。
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か
を
明
ら
か
に
す
る
。
然
る
に
又
博
士
に
よ
れ
ば
、
経
済
曲
学
も
、
経
符
に
よ
っ
て
枇
舎
が
如
何
に
制
約
せ
ら
れ
、
枇
舎
に
よ
っ
て
経

済
が
如
何
に
制
約
せ
ら
る
る
か
を
取
扱
ひ
得
る
。
然
ら
ば
一
億
左
こ
に
本
質
的
差
還
が
あ
る
か
。
結
局
考
察
の
章
一
期
の
相
違
が
強
調

一
は
枇
舎
が
経
砕
を
過
し
、
如
何
に
己
れ
を
焚
化
せ
し
め
て
行
く
か
を
明
ら
か
に
し
、
他
は
絞
済
が
枇
舎
を
通
じ
て
如
利

に
己
れ
を
礎
化
せ
し
め
て
ゆ
〈
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
経
済
と
枇
曾
を
隔
立
せ
し
め
、
何
れ
も

せ
ら
れ
、

そ
の
相
互
制
約
閥
係
を
取
扱
ふ
以
上
は
‘
如
何
に
重
鮪
を
異
に
す
る
と
い
っ
て
も
・
岡
知
識
の
本
質
的
た
る
相
違
は
明
確
で
左
い
。

一
は
あ
く
ま
で
枇
舎
の
考
察
で
あ
り
、
他
は
る
く
ま
で
経
済
の
考
察
で
あ
る
と
す
る
本
来
の
立
場
を
徹
底
せ
し
め
る
以
上
は
、
間
早
に

品
県
拡
を
旦
一
に
す
る
相
圧
制
的
関
係
の
研
究
?
あ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
は
経
済
に
於
て
人
々
の
立
ち
入
る
結
合
又
は
闘
係
の

考
察
一
千
あ
り
・
他
は
か
か
る
闘
Mm
を
油
し
て
賞
現
せ
ら
る
る
経
桝
そ
の
も
の
の
考
察
で
あ
る
正
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
必
ふ
む

カu

〈

は
じ
め
て
明
確
に
し
て
決
定
的
な
る
柄
者
の
国
別
を
主
張
し
得
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
博
士
も
既
に
か
か

る
見
方
の
可
能
を
附
註
に
於
て
認
め
ら
れ
た
。
し
か
も
牧
て
そ
れ
を
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
私
が
ま
さ
に
次
に
問
題

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

に
し
よ
う
と
す
る
そ
の
強
き
動
接
的
興
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
邸
ち
程
忠
ふ
に
、
博
士
の
経
済
枇
命
日
曜
論
は
、
第
二
に
、
飴
り

に
そ
の
動
率
的
取
扱
に
市
一
き
を
沿
き
過
ぎ
て
ゐ
ら
れ
る
。
枇
曾
が
経
済
を
通
し
て
己
れ
を
如
何
に
持
消
化
せ
し
め
て
ゆ
く
か
、
博
士
が

目
標
と
さ
れ
る
と
の
動
接
的
問
題
の
取
扱
は
、
し
か
し
・
営
然
に
経
済
に
於
け
る
吐
台
関
係
の
い
は
ば
静
接
的
研
究
を
前
提
と
し
左

け
れ
ば
友
ら
な
い
。
凡
そ
経
済
に
於
け
る
枇
合
側
係
(
進
ん
で
は
組
織
乃
至
組
織
鴨
)
は
、
如
何
な
る
性
質
を
有
し
、
如
何
た
る
形
態

を
も
つ
か
、

そ
の
諸
定
却
並
に
そ
れ
ら
川
互
の
静
的
闘
係
、

と
れ
ら
の
分
析
が
成
し
途
げ
ら
れ
て
後
・

は
じ
め
で
か
か
る
閥
係
乃

五
組
織
の
費
動
の
法
則
と
設
展
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
a

故
に
私
は
一
歩
進
ん
で
、
経
前
枇
台
閣
宇
は
経
済
的
批
曾

師
帆
静
祉
曾
園
甲
序
説

第
四
十
四
巻

i¥. 
E五

館
六
競

l¥. 

高凹博士、上掲、 ]-4頁。 36) 高田博一士、上掲、 3--4頁。..
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経
済
枇
曾
盟
申
序
説

第
四
十
四
巻

一
二
八
六

第
六
蹴

^ 

関
係
(
及
び
組
織
乃
至
組
織
鴨
)
の
鱗
迭
と
殻
展
、
帥
ち
そ
の
性
質
・
形
態
・
鐙
動
の
諸
法
則
を
探
求
す
る
特
殊
枇
ム
官
製
で
あ
る
と
考

明

へ
土
う
と
間
山
ふ
。

hm
ブ
オ
ン
・
ヴ
イ
イ
ゼ
の
姪
桝
併
合
般
論
1

1
か
か
る
私
見
に
最
も
近
い
も
の
は
、
近
頃
表
明
せ
ら
れ
た
フ
ォ
ン
・
ヴ
イ
イ
ゼ
の
見

方
で
あ
る
と
忠
ふ
。

紋
は
即
位
術
科
孔
一
酬
の
主
要
問
印
刷
乞
人
と
財
と
の
閥
係
に
求
め
、

戸内

2
5円}】])】ロ何回
ovLOケロコ四

日
h
日

向

日

h

机
叫

1
1
4
d
J
 

そ
こ

E
は

は
れ
る
と
す
る
。
人
と
物
と
の
刷
係
に
於
て
は
、
た
だ
一
方
無
限
に
強
大
し
よ
う
と
す
る
欲
設

L
¥
他
方
荷
山

J

た
る
傾
向

bLtつ
財

ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ら

と
の
均
衡
が
、
唯
一
の
問
題
?
あ
り
、
如
何
に
し
て
こ
の
一
一
つ
の
劉
立
す
る
運
劃
方
向
の
割
和
が
、
計
算
的
、
物
的
に
管
一
現
さ
れ

砲

と
れ
が
経
済
現
論
の
内
容
と
怠
る
。
し
か
し
か
か
る
経
済
期
論
に
は
、
と
れ
に
隣
接
す
る
鰹
桝
吐
ム
官
邸
十
の
椅
完
が
必
要
で
あ

‘，、品、

7
L胃

る
。
後
者
に
於
て
は
、
前
者
に
於
て
無
視
せ
ら
れ
た
人
と
人
と
の
闘
係
が
取
扱
は
れ
る
。
枇
ム
何
日
早
固
有
の
問
題
は
人
の
人
に
劃
す
る

こ
れ
は
経
済
理
論
の
問
題
で
な
い
。
経
済
社
合
目
撃
で
は
財
の
稀
少
性
で
は

た
く
、

Z
答
。
ロ
ロ
〔
田
守
ao--E
去
二
日
g
m口
F
E
E
F
E
E
D
E
R目
。
『
が
問
題
と
さ
れ
る
。
勿
論
こ
こ
で
も
稀
少
佐
原
則
が
全
然
忘
れ
ら
れ
る

作
用
と
集
園
生
活
の
性
質
に
閲
す
る
諸
問
題
で
あ
っ
て
、

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
経
済
」
社
命
官
接
で
あ
っ
て
、

一
般
社
A

明
日
開
学
で
は
友
い
か
ら
で
あ
る
。
粧
品
開
一
枇
台
風
一
・
は
祉
合
阜
の
特
殊
在
る

一
分
科
と
し
て
、
根
本
諸
概
念
を
一
般
社
合
問
晶
子
よ
り
受
取
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
如
く

U
A
Z
R
r
g
E
B
R
E
-
-
n
r
a
『

h
r
g
の
凡
て
の

領
域
に
共
通
た
る
色
町
OEO-21N三日
n
t
o
z
E
E
R
E
-
n
F
た
る
も

ωを
取
扱
ふ
の
で
は
紅
い
。
郎
ち
特
殊
た
課
題
や
目
的
よ
り
引
離
し

て
人
際
的
聯
闘
を
取
扱
ふ
の
で
は
友
い
。
そ
れ
は
い
は
ば
ご
問
。
5
R
N
2
5円7
0
2
g
g凶
円
豆
円
}
】
と
な
る
も
の
を
取
扱
ひ
、

に
於
て
忘
れ
ら
れ
た
ユ
ー
ロ
ozo司

a
n

が
こ
と
で
は
案
内
者
で
あ
る
臼
。
要
す
る
に
彼
に
よ
れ
ば
、
経
済
社
舎
撃
は
計
書
一
的
生
計
配
慮
の

の
研
筑
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

一
般
祉
台
風
十

領
域
に
於
け
る

N
'
E
n
E
g
g
s
R
E口『
E
H
b
r
g

本来彼。根本的見方に於て、静上舎闘係正社合過程の i1j~同のあることは、高田博
士の持摘されたるととろである。 I“ v.Wiese~ Beuehungelehre， s. 3 高岡博
士「耐土台関係。碗究J252頁。
Schumpeter， Wesen u. lIauptinh.:dt usw. S. 28託校闘でも却て純林組桝皐者
の聞で純桝枇合県が諭ぜられてゐるの ι同ピ事情に，民〈。中山伊知郎氏「抱1m
理論と経済市上合畢J(師同1司、三L記念論文集〉、早川三代:市民「組1部副:合と純情現
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， 

」
の
凡
解
は
仔
納
に
見
る
と
き
、

私
見
と
幾
多
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
人
際
的
生
活
と
人
際
的
関
係
の
混
同
の
た
め
に
、
本
来
正
確

な
る
彼
の
見
方
が
、
少
〈
と
も
詑
明
に
於
て
不
明
確
化
す
る
勅
に
於
て
、
叉
彼
が
「
計
書
的
」
な
る
生
計
配
慮
と
い
ふ
と
き
、
「
計
脊
一
的
」
と
い
ふ
限

定
を
何
故
に
附
加
す
る
か
不
明
な
る
こ
と
に
於
て
等
々
、
私
は
若
干
の
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ

E
も
そ
の
根
本
の
見
方
は
、
誠
に
適
切

な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
私
見
と
著
し
く
一
致
し
て
ゐ
る
こ
と
を
私
は
ひ
そ
か
に
喜
び
と
す
る
。

結

言

部
っ
て
川
山
ふ
に
、
経
済
問
日
十
と
の
闘
聯
に
於
て
枇
A
W
H

県
が
問
題
と
さ
れ
、
或
は
何
ら
か
の
経
消
枇
A

W

山
同
十
的
た
る
も
の
が
要
求
さ
れ
た

l主iノ、
It 

;事
'~雪
上:

〆コ

あ
ぐコ

た
と
J寺
c、、

iら
れ
る。

一
つ
は
純
料
経
消
壌
の
科
目
明
的
純
化
と
白
京
へ
の
要
求
に
肱
じ
て
、

1、
l立
は
irH: 
~;， 

シ
ュ
ン
ペ
エ
タ
ア
の
経
済
事
方
法
論
が
そ
の
典
刻
一
的
な
る

聞
学
的
夫
雑
物
を
経
済
山
学
よ
り
し
め
出
さ
ん
と
す
る
揚
合
こ
れ
で
あ
っ
て
、

も
の
と
い
は
れ
得
る
Jr

け
れ
ど
も
そ
の
際
、
枇
命
日
感
そ
の
も
の
の
性
質
に
闘
す
る
規
定
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
に
w

積
極
的
に
経

済
社
品
問
問
甲
そ
の
も
の
の
精
確
た
規
定
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
っ
た
。
第
二
の
場
合
は
、
本
質
上
こ
れ
と
相
関
聯
し
て
は
ゐ
る

が
、
む
し
ろ
逆
に
、
純
粋
経
済
挙
の
抽
象
的
た
現
賓
遊
離
性
或
は
非
賞
践
性
が
非
難
さ
れ
る
場
合
・
と
れ
で
あ
っ
て
、
綜
合
此
舎
開
催
的

経
済
一
枇
命
目
撃
論
は
・
遁
常
か
か
る
見
方
を
含
ん
で
ゐ
る

J

近
頃
レ
エ
ヴ
エ
が
枇
品
目
利
息
の
行
き
過
ぎ
た
分
業
を
非
難
し
、
所
謂
メ
J
7

イ
エ
エ
タ
ア
と
し
て
の
一
枇
曾
撃
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
一
位
合
諸
科
事
の
協
力
を
要
求
し
、
枇
舎
闘
宇
と
経
済
閣
?
の
い
は
ば
交
流
に
よ
ろ
現

買
化
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
友
る
揚
合
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
忠
ふ
に
、
現
貫
性
と
賓
践
的
態
度
よ
り
の
遊

ウ
イ
イ
ゼ
も
い
ふ
や
う
に
、
司
会
憾
と
し
て
の

離
と
分
立
的
た
一
雨
的
抽
象
性
と
は
、
そ
も
そ
も
凡
ゆ
る
特
殊
科
撃
の
本
質
で
あ
る
。

経
済
社
舎
皐
序
説

第
四
十
四
巻

ノ1
七

第
六
披
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現
貧
再
生
は
選
術
の
仕
事
で
は
あ
り
得
て
も
、
決
し
て
科
棋
の
旧
市
し
得
る
任
務
で
は
な
い
。
社
命
日
山
中
亦
然
り
。
人
間
知
識
は
、
直
接

の
生
活
粧
験
と
し
て
は
あ
売
か
も
合
蓄
的
金
穏
と
し
て
、
如
何
に
も
現
質
的
で
あ
り
、
賞
践
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
特
殊
利
息
は
、

か
か
る
賃
臨
牲
と
現
資
性
と
の
い
は
ぽ
否
定
の
聞
に
成
立
つ
知
識
の
解
明
的
部
分
領
域
に
過
ぎ
な
い
。
再
び
賓
践
的
で
あ
り
現
賓
的

で
あ
る
た
め
に
は
必
然
的
に
そ
れ
ら
の
綜
合
と
協
力
が
史
求
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
協
力
の
原
理
、
或
は
賓
践
的
目
標
判
定
そ

。')

江〉

科
態
的
立
場
が
決
し
て
町
一
へ
得
る
性
質
の
も
の
で
は
な
〈
、

此
折L
招1
:ウ;

り
入
才し
ら
才L

と
と
に
折
口
山
山
下
が
介
入
し
、

そ
れ
は
科
事
の
桜
限
超
越
で
る
る
。
故
に
人
目
政
治
的
必
怖
を
以
て
、
評
論
的
綜
合
を
以
一
-
L
.

由
ち
に
科
開
明
者
に
押
し
つ
村
T
は
た

ら
た
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
人
は
利
息
十
の
現
貫
性
と
賓
鴎
性
を
求
め
て
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
常
識
の
含
蓄
的
全
植
に
逆
輔
さ
せ
て
は
な

ら
た
い
で
る
ら
う
。
協
力
が
異
の
協
力
と
し
て
意
味
を
持
つ
の
は
、
八
刀
た
る
ぺ
き
も
の
が
正
し
〈
分
た
れ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
故

に
私
が
経
消
枇
合
同
問
中
を
弘
一
酬
や
る
と
き
、
ま
づ
そ
れ
は
レ
エ
ヴ
エ
と
は
ま
さ
に
反
針
に
、
此
命
日
諸
科
目
凡
干
の
協
力
の
方
向
に
で
は
な
く
、

却
て
そ
の
純
粋
利
率
と
し
て
の
分
立
徹
底
の
方
向
に
向
っ
て
で
あ
る
。

か
く
て
私
の
経
消
祉
合
同
率
引
酬
は
、

一
方
粧
術
事
と
枇
台
風
午
の

抽
象
性
の
肯
定
的
競
設
で
る
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
論
的
限
界
厳
守
へ
の
警
告
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
得
る
と
忠
ふ
。

(
日
本
枇
舎
早
合
第
十
二
岡
大
舎
に
於
け
る
報
告
)

論、経済最上合皐、紹済倫理串Jへの殻格なる三分と純化世主張し、そ四紘合の
上にのみ経済政策論の成目立つことを諭ピてゐる。 ιa.O. S. '2 ff. 


