
一
｢

l
訂

而
上

拳
的
筑
後
に

お

け
る

眞
埋
)

へ

の

敦

経
で

あ
る

と

断
定
さ

れ
て

ゐ

る

こ

と

で

あ
る

｡

だ
が

し

か

し
､

上

述
の

い

づ

れ
の

個
虞
も
判
断
の

封
象

と

直
哉
の

野
象
と

を

直
別
し

､

従
つ

て

判
断
の

は

た

ら

き
を

な
す

思
考

(

監
蔓
且

と

直
観
す
る

理

智
(

…

言
と

を

直
別
し

て

ゐ

る

以
上

→

思

考
の

申
に

な
い
+

と

い

ふ

こ

と

は

直
ち
に

｢

事

物
の

中
に

あ
る
+

こ

と
を

意
味
七

な
い

｡

｢

〇
二

七

三
‡

T
二

九
の

文

脈
の

淋
は

､

普
通
の

解
降

の

如
く

､

判
断
の

上
の

眞
偽
ほ

思
考
さ
れ
る

事
物
の

中
に

は

な

く
て

そ
の

思
考
の

中
に

あ
る

｡

反
之

､

純
粋
形
相
の

認
識
の

眞

な
る

こ

と

ほ
､

事

物
の

申
に

ほ

な
く

､

思

考
の

申
に

さ
へ

も
な
く
て

､

む
し

ろ

理

智
の

直
観

(

芸
才

き
1

}

や
e
t

ふ
｡

○
)

の

中
に

あ
る

と

す
る

方
が

素
直
で

は

な
か

ら

う

か
｡

そ
し
.

て

こ

こ

に

｢

プ

ラ

ト

ソ

的
な
イ

デ

ア

の

観
想
の

最
後
の

名

攣

を

見
る

(

雷
管
弓

､

A

萱
ロ

･

望
b
)

と

す
る

方
が

､

ア

ク
ス

ト

テ
レ

ス

諷

識
諭
の

糞
尿
の

上

か

ら

見
て

も
自
然
で

ほ

あ
る

ま
い

か

と

思
は

れ
る

｡

後
篇

｢

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

諷
哉
諭
の

研
究
+

は
､

第
一

部
に

お

い

て
､

失
ほ

れ
た

封
詩
篇

『

エ

ウ

デ
モ

ス

』

､

の

断
片
と

『

措
辞
諭
』

と

の

間
の

｢

重

役
+

の

う
ち
に

｢

精
神

+

の

概
念
の

奨

蓬
を

放
逸
し

､

第
二

部
に

お
い

て

ほ
､

ア

サ
ス

ト

テ
レ

ス

諷
識
諭
を
ソ

ク

ラ

テ
ス

･

プ

ラ

ト

ソ

衝
撃
か

ら

漸
次
に

連

続
し

て

牽
展
し

た

も
の

と
し

て

理
解
し

よ

う
と
し

て

ゐ
る

｡

そ

の

詳
細
に

立
入

る

こ

と

ほ

で

き
な
い

け
れ
ど

も
､

い

つ

た

い

y

ユ

テ
ソ

ツ

甜

エ

ル

､

イ
立

-

方

-

の

業
簾
ほ

､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

ほ
プ

ラ

ト

ン

哲
畢
の

売

春

評

･
群

銀

全
な
理

解
か

ら

衆
寡
に

そ

の

間
題
及
び

そ

れ
の

解
決
を

費
畏
さ
せ

た

と
い

ふ

仮
設
の

上

に

立
つ

も
の

で

あ
つ

て
､

こ

れ
は

十
九
世
紀
以
来
あ

ら
ゆ
る

方
面
に

支
配
的
な
｢

牽
展

+

思
想
を
ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

の

場
合
に

適
用
し

た

も
の

で

あ
る

｡

し
か

し
ソ

ク

ラ

テ

ス

嘗
畢
を
プ

ラ

ト

ソ

封
詩
篇
の

み

な

ら
ず

同
時
代
の

人
々

の

書
き
物
か

ら

導
き
出
す
こ

と

に

よ
つ

て

｢

ソ

ク

ラ

テ

ス

問
題

+

が

酸
化
し

て

ゐ
る

や

う
に

､

プ

ラ

ト

ソ

研
究
に

お

い

て

も
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

み

な
ら

ず

他
の

プ

ラ

ト

ン

直
接
の

弟
子
達
･の
奉
ず
る

師

の

詮
に

閲
す
る

諸
探
究
は

､

新
局
面
を

出
現
し
っ

つ

あ
る

｡

ま

こ

と

に

各

人
と

も
細
め

詮
の

た

だ
一

面
の

み

を

思
ひ
田
心

ひ

に

強

調
し

て

ゐ

る

に

す
ぎ

ず
､

そ

れ
ら
の

聯
鯛
の

申
に

こ

そ
ま

こ

と
の

プ

ラ

ト

ン

哲
嬰
は

明
確
に

浮

び

出
る

で

あ
ら

う
｡

一

般
に

､

｢

歴

史
+

に

｢

妻
罷
+

思
想
を
導
入
す
る

試
み

は

す
で

に

そ
の

限
界
に

達
し

て

ゐ
る

の

で

は

な
い

か

と
､

多
く
の

疑

ひ

を
も
た

ざ
る
を

得
な
い

｡

掛

責
苛
著

鵡

支
那
経
済
要
論

内
′

田

直

作

昭
和
十
年
末

｢

現
代
支
部
人
精
神
構
造
の

研
究
+

の

大
著
を

完
成
さ

れ

Ⅰ9 7



叫
U

一

橋

論

叢

帝
大

春

草
二

親

た

大
谷
孝
太
郎
氏
ほ

そ
の

後
支
部
の

経
済
調
査
に

轄
ぜ

ら

れ
て

河
合

､

坂

根
両
氏
と

協
同
の

下
に

最
近

簡
潔
な
｢

最
近
支

部
経
済
要

論
+

を

公
刊
さ

れ
た

｡

先
に
･ ､

現
代
文

邦
人
椿
紳
構
造
の

統
一

的
把
握
に

雄
大
な

碑
想
を

似
て

健
筆
を

縦
横
に

騙
使
さ
れ
た

大
谷
氏
が

次
い

で

支
部
経
済
を

如
何
に

取
扱
は

れ
た

か

を

少
か

ら

ぬ

細
心
を

以
て

責
了

し

た
｡

次
に

そ
の

内
容
の

簡
単
な
紹
介
と
二

三

の

質
疑
を

擬
出
す
る

こ

と

と

す
る

｡

著
者
は

先
づ

第

〓
早

に

於
て

支
部
経
済
の

本
質
的
特
徴
を

一

億
通
読
に

徒
つ

て

牛
封
建
性
と

牛
殖
民
地
性
を
■
以
て

緒

括
し

､

マ

ル

キ

㌣
ズ

ム

概
念

に

於
け
る

牛
封
建
性
の

共
営
を

論
じ

､

〓
カ

年
植
民
地
性
ほ

こ

れ
を

肯
定

す
る

｡

そ
の

場
合
著
者
の

失
常
と

す
る

と
こ

ろ
の

マ

ル

キ

㌣
ズ

ム

の

牛
封

建

性
並
に
ア

ジ

ア

的
生
産
棟
式
概
念
は

専
ら
グ
ァ

ル

ガ

露

(

グ
ァ

ル

ガ
､

世

界
経
済
年

報
第
三

輯
参

照
)

に

擦
ら

れ
た

や

う
で

あ
る

｡

倍
同
概
念
に

勤
し

他
の

諸
家
の

幾
多
の

義
認
あ
る
こ

と

ほ

冒
ふ

を

供
た

な
い

｡

次
い

で
､

か

か

る

牛
封
建
性

､

牛
植
民

地
性
を

脱
却
せ

ん

と

す
る

支
部
民

族
主

義
の

性
格
を
反
撥
型

､

反
撥
民
族
主

義
と

し

て

聴
毒
し

､

日

本
の

躍

進
型
と

野

立

せ

し

め

る
｡

邸
ち

､

支
部
が

日

本
の

如
く

純
粋
種
族
国
家
で

な
い

こ

と

民
族

意
識
の

高

揚
が

不

充
分
で

あ
つ

て

日

本
の

場
合
に

於
け
る

が

如
く

英

雄
的
車

乗
の

稀
薄
な
こ

と
､

買
耕
階
級
の

老
達
を

許
容
し

た

等
の

諸
箱
に

彼
我
の

相
違
を

見
出
す

｡

弟
二

葦
に

於
て

は

固
有
の

園
内
経
済
横
磯
と

し

て

先
づ

農
業
を

､

次
い

鳴

■

で

園
内
経
済

澤
の

エ

業
化

莞
に

つ

い

て

何
れ
も
人

品
題
に

雷
せ

9 8

し

め

つ

つ

考
察
し

､

支
部
の

人
口

都
市
集
中
は

受

動
的
な

農
村
か

ら
の

流

Ⅰ

民
=

ゴ

喜
菩
璧
と

し
て

の

侮
向
多

き
+

と

を

説
て

｡

次
に

､

国
内
工

業
化
過
程
の

費
達
は
ア

メ

リ

カ

大
陸
経
済
の

場
合
と

同
株
に

先
づ

園
内
市

場
へ

の

供
給
を
第

一

義
と
し

､

国
際
市
場
へ

の

進
出
の

将
来
性
に

勤
し

て

は

飴
り

新
得
を
か

け
な
い

｡

最
後
に

､

野
外
経
済
機
躊
と

し
て

の

貿
易
に

園
し
て

ほ
玉

穂

開
港
以

前
の

噂
統
的
貿

易
朝
念
か

ら
支
部
貿
易
の

将
来
性

･

に

至
る

ま
で

の

歴
史
的
視
察
が

頗
快
な
テ

ム

ポ

で

試
み

ら
れ
て

居
る

｡

第
≡

章
甘

は
､

第

壷
に

於
て

義
経
済
の

本

質
的

特
徴
と

し

て

把
握

さ

れ
た

反

撥
民
族

主
義
の

顧
著
な
具
鮭
的
事
箕

､

軒
ち

今
日

支
部
経
済
問

題
の

焦
放
と
し

て

の

法
幣
問
題
の

分
析
を

進
め

る
｡

支
部
の

反
揆
民
族

享

義
ほ

桂
庵
的
な
武
力
的
銃
撃
よ

り

も
か

か

る

受

動
的
な

経
済
的

国
学
に

於

て

よ

り

長
く

歴
史

的
に

鍛
錬
さ

れ
て

居
る

こ

と

か

ら

し
て

蓋
し

そ
の

至

嘗

な
こ

と

を

諷
め

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

｡

本

章
に

放
て

は

法
簡
の

萄
展
過
程

に

つ

き
幣
制
改
革
前
の

諸
事
情
か

ら

昨
年
末
に

至

る

ま

で
の

経
過
が

簡
敦

に

要

約
さ

れ
て

居
る

｡

本

章
ほ

全
章
中
最
も
充
賞
し

た

部
分
で

あ
つ

て
､

飯

島
幡
司
氏
の

新
刊

｢

支
部
幣
制
史
+

と

共
に

最
近
の

中
国
啓
制
に

閲
ト

る

労
作
と
し

て

推
薦
さ
る

べ

き
で

あ
ら

う
｡

最
後
の

第

望
早

で

ほ

支
部
経
済
の

今
一

つ

の

本

質
的
特
徴
と
し

て

の

牛

植
民
地
性
の

歴
史
的
具
優
駒

胡
凛
が

七

時
代
底
分
さ

れ
て

試
み
ら

れ
る

｡

舶
ワ

山

村
T



最
後
の

支

部
事
攣
勃
護

彼
の

列
国
の

動
向
に

関
し
て

ほ

英
､

米
､

彿
､

掲
､

蘇
の

五
ケ

国
の

経
済
的
活
動
に
つ

い

て

個
別
的
に

最
近
の

情
勢
ま

で

明
か

に

さ

れ
て

居
る

｡

そ
の

場
合

､

英
国
で

ほ

支
部
外
債
の

小
口

金

利
生

活
者

の

多
い

こ

と
､

米
国
の

人
道
主
義
的
傾
向

､

帰
国
の

地
主

的
性
格
等
各
国

攫

資
の

個

性
の

婿
落
さ

れ
て

居
る

の

は

興
味
が

轟
き
な
い

｡

侍
､

本
章
の

券
一

節
に

於
て

西
班
牙
最

初
の

支
部
渡
来
の

年
を

一

五
一

七

年
と

さ

れ
た

の

ほ

何

等
か
の

誤
り
で

あ
つ

て
､

同
年
ほ

葡
萄
牙
が

始
め

て

正

式
に

署
7

吉
子

諾
遠
d
①

A

邑
岩

倉

を

握
督
と

し

て
､

廣
東
に

渡
来
し

た

年
で

あ
る

｡

(

矢
野

仁
】

博
士

､

支
部

近

代

外
国
関

係
所

属

参
照

)

西
班
牙
の

始
め

て

支

部
に

渡
来
し

た

年
は

通
読
で

は
一

五

七
五

年
で

あ
つ

て
､

同
年

此

禅
室
を

経
て

オ

ー

ギ
ュ

ス

チ

ソ

派
の

倍
侶

吋
吋
･

守
･

写
■
星
-
″

告

廿

F
ト

F

と

J

等
〇

2 .

】

″

5

ブ

F
毘

5
.

が

福
建
に

棍
接
地
建
設
の

た
め

派
遣
さ

れ
た

の

が

そ
の

囁
矢
と

さ

れ
て

居
る

｡

(

声

苧
邑
ぷ

】

≠
t

告
つ

悪
‥

】

せ
已
①

告
-

昌
F

F

:
I

1

9

-

芦
参
照
)

｡

世

界
の

二

大
地
理

的
凄
見

後
葡
萄
牙
人
ほ

西
方
喜
望
峰
を

経
由
し

て

西
班

牙
人
は

東
方
マ

ゼ

ラ

ン

海

峡
か

ら

比

律
賓
を

経
由
し

て

支
那
に

始
め

て

渡
来
し

た

剖
期
的

年
代
と

し

て
一

席
通
籠
に

従
つ

て

ク

ロ

ノ

ジ

カ

ル

の

こ

と
に

す
ぎ
な
い

が

訂
正

し

て

置
か

う
｡

以
上

本
書
は

≡

者
の

作
成
に

か

か

る

も
の

で

あ
る

け
れ
ど

も

相
互

分
澹

9 1

部
卦
聞
の

儲
理

的
構
造
に

矛
盾
が

な
く

､

著
者
が

序

芝
於
て

共

著
と

は

書

評

‥

廿

鍵

い

へ

高
度
に

有
機
的
な

合
作
な
り

と
し

た

所
月
が

首
け
る
㌧

倍
本
書
に

於

て

首
首
し

得
な
か
つ

た

著
者
の

抱
懐
せ

ら

れ
る

二

つ

の

主
張
に

つ

い

て

次

に

質
疑
を

提
出
し

て

見
る

｡

イ

資
本
主

義
精
細
の

横
溢

著
者
が

第
一

章
に

於
て

牛
封
建
性
を

論
ず

る

瘍
合
に

､

た

と
へ

支

部
に

資
本
主

義
的

撞
張
再
生
産
ほ

宜
現
し

な
か

つ

た

に

も
せ

よ
､

古
く
か

ら

支

部
人
に

は

資
本
主
義
精
蹄
の

凌
動
を

見
､

そ
の

横
溢
し

て

居
た

こ

と

を

主

張
し

､

史
記
貨
殖
列
侍
記
載
の

事
実
を

以
て

裏
付
さ

れ
る

｡

そ
の

場

合
､

著
者
の

言
ふ

資
本
主
義

精
蹄
と
ほ

用
捨
な
き
目

的
合
理

主
義
で

あ
る

近

代

的
資
本
主

義
精
締
と

は

そ
の
■
特
性
を

異
に

す
る

も
の

で

は

な
か

ら

う
か

｡

寧
ろ

､

著
者
が

他
の

箇
所
例
へ

ば

第
二

葦
に

於
て

説
く
多
子

的
世
界
碗

を

生
む
同
族
主

義
､

若
し

く
は

工

業
組
織
に

於
て

人

的
本
位
な
る

こ

と
､

支

部
人

使
用
人
に

勤
し

て

人
的
待
遇
の

非
常
に

重
要

な
る

こ

と
､

更
に

そ

の

労
作

『

現
代
文

邦
人

精
蹄

構
造
の

研
究
』

に

於
て

｢

同

族
登

用

又

は

回

線
登

用

(
}

-

つ

官
t

ニ
ュ

が

風

を

な

す
｡

経

済
的

方

向
の

目

的
合
理

主

義
は

此
の

篤

に

著
し

く

鈍
麻
す
る

｡

目

的
合
理

主

義
を

精
神
と

す
べ

き

林

式

食
紅
企

業
は

急
に

成

立
た

ぬ
｡

凡

そ

合

理

主

義
を

要

す

る

大

塊

模
新
式

事
業
の

鍵

螢
は

成

立
た

ぬ
｡

国

政
登

用

と
い

ふ

自

恭

席
向

に

よ

り

て

嘲

約
さ

れ

を
敢

曾
的

方

向

を

許

容

す
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ウ
一9

一

括

静

養

第
六

巻

第
二

鍍

-

る
｡

彼
つ

て

其
の

限

り

に

於
て

合
理

主

義
､

邑

的
合
理

主

義
の

鈍
麻

せ

る

も
の

に

L
て

速
め

て

之

等

は

成
立
つ

｡

合
膠
が

支

配

的
な

る

企

美

形

憑
で

あ
り

､

有

限

股

僚
公

司

は

事
箕
上

常
に

同

族
食
紅
か

同

郷

人
の

食
紅
で

あ

る
｡

勢
働
の

俸

給
､

商
ひ

の

蓉
争

､

読
聴
の

上
に

同

血

者
又

は

同

郷
者
が

斥

け

ら

れ
､

故
駈

け

さ

れ
て

は
な

ら
ぬ

｡

朋

輩

同

血

者
又

は

同

郷
者
と

相

携
へ

て

行
か

ね

ぼ
な

ら

ず
､

酸
い

目

的

合

理

主

義
は

其
の

限
り
■
に

泰
て

許
き

れ
ぬ

｡

+

(

同

書

第
七

七

九

貴

重

照
)

と

斯
か

に

さ

れ
て

居
る

通
り

､

支
部
人
に

ほ

資
本
主

義
精
神
と

は

相

背
馳

す
る

と

こ

ろ
の

人
的

関
係
を

尊
重
す
る

倫
理
意

識
が

横
溢
し
て

居
た

側
面

を

カ
畿
し

な
く
て

は

な
ら

ぬ
の

で

は

な
か

ら

う
か

｡

著
者
の

言
ふ

資
本
主

義
檜
紳
の

横
溢
と

は

支

部
人
の

素
朴
的

合
理

主

義
を

指
す
の

で

は

な
か

ら

う
か

｡

サ

ギ

ル

ド
･

ソ

ー

シ

ア

タ

ズ

ム

へ

の

蟄
展

次
に

､

質
疑
を

呈
し

た

い

の

は

著
者
が

矢
来
り
第

三
阜

に

於
て

｢

ギ
ル

ド

の

宗
教
的
要

素
､

及
び
フ

レ

ン

ド

リ
･

ソ

サ
エ

テ

ィ

ー

の

要

素
ほ

急
速

に

薄
れ

､

む
し

ろ

ギ
ル

ド
･

ソ

1

プ

ア

リ

ズ
ム

の

ギ
ル

ド

に

連

な
り

､

封

建
性
か

ら

遠
ぎ
か

る
｡

+

と

ギ
ル

ド

の

宗
教
的

､

友
誼
的
要

素
の

急

速
な
追

行
と
ギ
ル

ド
･

ソ

シ

ア

リ

ズ
ム

へ

の

考

暴
を

認
め

ら

れ

て

居

る

粘
で

あ

る
｡

こ

の

駄
文
邦
人
の

停
統
主

義
的
特
質
に

基
い

て

過
去
に

於
け

る

長
年

の

ギ

ル

ド

生
括
に

於
て

既
得
さ

れ
た

風

習
が

､

そ
の

後
そ
の

合
理

的
存
在

の

礎
他
の

滑
滅
し
て

後
も

或
る

程

度
因
襲
的
に

保
持
さ

れ
て

ゆ

く
傾
向
が

特
に

支
部
人
に

於
て

ほ

有
力
に

認
め

得
ら

れ
た

の

で

ほ

な
か

ら

う
か

｡

即

ち
､

預
想
さ

れ
た

支
部
ギ
ル

ド

の

宗
教
的

､

友
誼
的
要

素
の

退
行
ほ

し
か

く
急
速
で

ほ

な
く

､

更
に

そ
れ
が

純
化
さ

れ
て

ギ
ル

ド
･

ソ

ー

シ

ア

リ

ズ

ム

の

そ
れ
に

連
な
る

と

す
る
の

ほ

飴
り
に

も
無
視
的
遮
断
に

す
ぎ
る

の

で

は

な
か

ら

う
か

｡

地

域
的
に

清
洲

､

北
支

､

申
支

等
}

概
に

論
じ

得
な
い

が
､

少
く
と

も
上

海
方
面
に

於
て

ほ

支
邦
人
の

日

常
生
酒
に

於
け
る

宗

教

的
､

友

誼
的
方
面
の

諸

事
項
は

新
生
活
様
式
化
し

た

も
の

も
少
く

な
い

か
､

今
倍
可

成
り
の

程
度
因
襲
的
に

ギ
ル

ド

を

通
じ

て

園
滑
に

魔
理
さ

れ
て

ゆ

く
や

う
に

見
か

け
ら

れ
た

｡

今
後
支
部
の

政
治
的

､

赴
倉
的

､

経
済
的
諸

構
造
の

急
激
な
欒

革
と

共
に

ギ
ル

ド

の

か

か

る

停
統
的
諸
要

素
が

急
速
に

退
行
瓦
解
し
､

ギ

ル

ド
･

ソ

ー

シ

ア

リ

ズ
ム

へ

の

華
畏
の

時

斯
が

到
来
す

る

か

も
知
れ
な
い

が
､

現
在
の

と

こ

ろ

申
南
箕
方
面
で

ほ

億
そ
の

因
襲
的

偵
向
は

有
力
の

や

う
に

糀
奏
さ

れ
､

更
に

支

部
の

ギ
ル

ド

が

既
に

ギ
ル

ド

.

ソ

ー

プ

ア

リ

ズ
ム

の

段

階
に

あ
る

か

否
か

乃
至
ほ

そ
れ
へ

の

築
庭
が

実

現
す
る

か
､

若
し

く

は

そ
の

牽
展
を
見
る
こ

と

な
く
し

て

崩
壊
し

去
る

か

等
の

諸
粘
に

関
し
て

も
今
後
の

検
討
に

保
つ

べ

き
で

あ
つ

て
､

慌
し
い

事

態
の

進
展
を

見
つ

つ

あ
る

今
日

容
易
に

そ
の

一

面
的
論

断
を

な
し

得
な
い

噸

■
坤

2 (X >



の

で
ほ

な
か

ら

う
か

｡

敢
て

著
者
の

御
教
示

を

仰
ぐ
次

第
で

あ
る

｡

以
上
に

振
出
し

た

質
疑
の

是
非
は

兎
も
角
と

し

て
､

著
者
が

第
一

葦
に

於
て

支
部
経
済
の

本
質
的
特
徴
と

し

て

把
握
さ

れ
た

年
封
建

性
､

,
年
栴
民

地
性

､

反
撥
民
族
主
義
に

つ

き
そ
れ
ぞ

れ
の

歴
史
的
具

醍
的
主
要

事
賓
を

ば

以
下
第
二

､

三
､

四

章
に

於
て

展

開
せ

し

め

ら

れ
る

熱
論
旨
明
快

､

且

つ

行
文
平

易
､

真

珠
は

最
近
の

諸

事
象
の

解
蔑
に

置
か

れ
て

居
る

｡

著
者

が

支
部

経
済
に

射
す
る

一

般
の

理

解
促
進
普
及
化
に

沸
ほ

れ
た

懇
切
な

努

力
は

本

書
の

償

値
を
こ

の

上

な
く

高
か

ら
し

め

て

居
る

と

僻
し

得
ら
れ
る

で

あ
ら

う
｡

(

本

文
三

一

三
頁

､

定
債
式

郵
五

拾

餞
､

三

省
堂

襲

符
)

ア

ン

リ
･

セ

ー

『

悌
蘭
西
経
臍
史
』

試
空
-

ユ

梁
¢

‥

ヒ
訂
十

0
･ご
d

訂
〇

コ
つ

≡
-

壬
一

分

(

言
】

芦

字
書
?
)

勺

弓
山

♂

A

⊇
亡

き
仁

∋
き
ー

)

-

芸
戸

凍
.

岸

固

孝
.

一

九
≡

六

年
､

空
言
F

訂
の

】

･
訂
n
巨
F

g
F

告
†

司
小
】

倉
已
′

邑
t

鷲
岩
F

T

Ⅶ

芝
〇

に

ア

ン

リ
･

セ

ー

の

芋
蔓
当
市

を

号

要
言

音
居
諾

号
¢

言
¢

尊

許

]

叩

土

印

の

第
二

巻
が

上

梓
せ

ら

れ
た

が
､

そ
の

年
著
者
は

不

蹄
の

客
と

な
つ

た
｡

我
が

経
済
拳

界
も
こ

の

碩
蓼
の

死
を

い

た

ん

で
､

融

合
経
済
史
畢
第
六

巻

第
五

既
は

彼
の

追
憶
に

数
頁
を

割
い

て

居
る

｡

∽

曾

の

略
歴

､

著
書
に

就

い

て

知
ら

ん

と

す
る

人
々

ほ

同
誌
を

参
照
さ

れ
た
い

｡

冒
邑
已
t

H

叢
書
の

著
者
達
が

経
済
史
研
究
の

権
威
で

あ
り

､

同
義
善

が

世

界
経
済
史

研
究
に

重
要

な
地
位
を

占
め

て

居
る

事
は

論
ず

る

迄
も
な

い

が
､

就
中

欝
¢

の

｢

備
蘭
西
経
済
史
+

は

経

済
的
革
質
の

聾
生
し

､

奇

異
す
る

環
境
と

切
離
し
て

経
済
史
を

考
へ

る

こ

と
の

不

可
能
を

致
へ

た

名

著
と
し

て

定
評
が

あ
る

｡

彼
の

晩
年
の

著
書
就
中

賀
賢
か

ユ
已
-

止

m
付

こ
乙

学

才
ユ
虐
】

e

①
オ

F
看
【

勺

払
t

已
ど
n

訂
0

⊇
〕

巨
ざ

莞
n
b

〓
払
砂
t

O
小

岩

に

於
て

は

一

層
こ

の

立

場
を

頚
展
さ

せ
､

唯
物
史
観
の

誤
謬
を

一

生
を

経
済
史
研
究

に

捧
げ
た

撃
究
の

信
念
に

基
い

て

強

調
し
て

居
る

｡

こ

の

自

国
人
の

書
い

た

自
国
の

歴
史
を

自
国
の

言
語
に

よ

つ

て

讃
み

た

い

と

云

ふ

彿
蘭
西
畢
界
の

希
望
は

漸
く
最
近
に

至

つ

て

沸
さ

れ
ん

と

し
､

燭
逸
版
第

一

巻
に

相
首
す
■
る

部
分
が

本
書
と

な
つ

た
の

で

あ
る

が
､

こ

れ

を
‥

野
已
芦
訂
べ

叢
書
の

備
蘭
西

語
版
と

考
へ

て

ほ

な
ら

な
い

｡

否
､

苧
己

･

乙
言
鞘

講
習
の

廊
蘭
西

経
済
史
の

方
が

琴
〕

の

著
述
の

拘
連

語
讃
で

あ

り
､

そ
れ
が

世
界
経
済
史
叢
書
と

し
で
一

定
の

計
量

､

醍
裁
を

必
要

と

す

る

が

故
に

､

梁
〇

の

意
囲
に

勤
し

各
種
の

制
約
を

加
べ

ざ
る

を

得
な
か
つ

た
｡

そ
の

漂
､

こ

還
文

｢

鷲
史

盲
に

慧
版
に

全

景
て

居
な

皿




