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事
の

衝
突
に

因
る

民
事
責
任

(

フ

ラ

ン

ス

)

=

ロ
①
【

り

の

J
O
ロ
【
▲

紆
巨

‥

F

袋

Q
O

亡
訂
5

.

H

転

包
①

七
か

E
の

已
ゐ

涜
.

…

也
雷

管

賢
H

亡

口

勺

3
≡
か

日
①

倉

田
巾
00

勺
○

妄
言
-

+
京

9
壬
P

吋

胃
訂
-

箆
叫
-

-

岩

p
■

∵

吉

永

発

助

彿
国
の

民

法
界
に

於
て

最
も

清

澄
な

研

究
及

び

論
争
の

的
と

な

つ

て

居
る

も
の

ゝ
一

は
､

無
生

物
に

よ
る

責
任
(

諾
m

勺
○

日
口

告
ご

山

岳

き

こ
已
オ

計
払

O

F
O

驚
m

こ
n

呂
訂
芦

軒
且

を

規
定
せ

る

民
法

第
一

三

八

四

條
第

一

項
の

解

繹
並

び

に

適
用
で

あ
つ

て
､

之
に

関
す

る

文

献

は

年
に

二

三

は

必

ず
硯

は

れ
る

盛
況
で

あ

る
｡

同

使
節

一

項
は

､

｢

自
ら
の

行
為
に

因
■

り
て

生

じ

た
る

挽
書
の

み

な

ら

ず

真
に

節

す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ペ

き

他
人
の

行

為
若
く
は

監
護
の

下

(

岩
戸
00

冒

g

寛

計
)

に

あ
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

物
に

因
り
て

生

じ

た
る

挽
書
に

封
し
て

も

責
を

負
ふ
+

と

あ
る

に

過
ぎ

な
い

が
､

時
勢
の

欒
他
に

伴
ひ

過
失
責
任
の

狭
院
を

早
く

も

悟
つ

た

破
毀
院
ほ

､

之
を

手

懸
少
と

し
て

過
失
責
任
以
上
の

責
任

を
そ

の

判
例

法
に

よ

り
形

成
し

､

以
て

茸
際
上
の

要

求
に

應
ぜ

ん

と

し

た
の

で

あ

る
｡

.
そ

れ

峠
物
の

監
護
者
は

事
攣

､

不
可

抗
力

､

若
く
は

真
に

蹄
す
べ

か

ら

ざ
る

外
苑
原
因
を

澄
明

軒

ざ
る

限

乾

そ

の

物
よ

り
生

ず
る

扱
菩
を
賠

償
す
べ

し
と

い

ふ

の

セ

あ

少
､

筆

者
は

之

を

監
護
責
任
と

窮
し
て

居
る

. ｡

之
が

適
用
さ

れ

た

最

初

(

一

八

九
六

年
六
月

一

六
日
)

ほ

企

業
事
故
に

封
す
る

企

業
者
の

責
任
で

あ
つ

た

が
､

そ
の

後
次
第
に

そ
の

適
用

範
囲

を

境
張
し

､

現

在
は

驚
く
べ

き

廣
汎
の

も
の

と

な
つ

た

(

こ

の

郵
､

我

国
に

於

て

も
エ

作
物
に

閲
す
■
る

民

法
第
七

百

十
七

味
を

旗
張

解
繹
せ

ん

と

す
る

趨
勢
あ
る
■
に

徹
し
て

興

味
深
く
感
ぜ

ら

れ

る
)

?

就

中
自

動

革

事
故
に

因
る

責
任
に

之

が

適
用

さ

れ
る

に

及

ん
で

､

十

段
と

そ

の

研

究
に

摘
草
が

加
へ

ら

れ
､

之
の

み
に

関
す
る

テ

ー

ズ

だ

け
で

も
数
年
雑
相

皆
の

数
に

上
つ

た
｡

表
記
の

書
物
ほ
こ

の

種
の

申
で

h

ヒ

い

･や

【

い

〆

◆

l
甘

-

〃

一

書

-

れ

亨
･…

1

マ

葺
て

･

こ阜
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引
1

旬
刊

極
く
最
近
の

も
の

妃

属
し

､

著

者
は

無
名
の

者
な
る

む
､

彿
闊
に

於
け
る

こ

の

種
の

問
題
の

近

状

を

察
知

す
る

に

は

恰
好
の

書
と
い

ふ
べ

く
､

そ
の

主

防

と

す
る

所
は

串
の

衝
突
事
故
の

結
果
生

ず
る

責
任
の

分

括
で

あ

り
､

恰
か

も

我
闊
に

於
け
る

過

失
相
殺
に

主

と

し
て

該
首
す
る

部
分
で

あ

る

が
､

彿
閥
の

民

事
責
任
は

必

し

も

過

失
を

要

件
と
せ

ざ
る

鮎
(

前
述

一

三

八

四

條
)

寓
事
過
失
相

殺
を

以
て

律
す

る

を

得
ざ

る

こ

と

は

留
意
す
べ

き

で

あ

る
｡

シ
い

そ
の

内

容
を

覗

ふ

に
､

序
論
に

於
て

は
一

三

八

四

倣
通
用
の

沿

革
の

極
め
て

簡

単
な

詮
明

､

並
び

に

そ
の

適
用

に

関
し
て

現

は

れ

た
ー

①

一

己
オ

d
①

+

ゴ
O
一

日

巨
①

と
ー

①

夢
小

オ

d
①

-

p

各
○

旨
}

及
び

ー

①

0

ど
等

d

昌
誓
言
宏
の

と
ー

¢

①

ど
蒜

ぎ
○

穿
口
乱

言

の

国
別
を

､

之

に

閲
す
る

聾
者
の

批
評
と

共
に

戯
適
し
て

居
る

が
､

別

段

取

り

立

て

1

言
ふ

程
の

こ

と

も
存
し

な
い

｡

本
論
は

左
の

如
く
分

け
て

鹿
か

れ
て

居
る

｡

-

､

監
護
者
双

方
に

過

失
の

澄
明

あ
る

場
合
(

第

二
軍
)

｡

著
者

r
(

U1 2

の

所
論
の

要

旨
は

次
の

如
く
で

あ
る

｡

過

失
責
任
を

規
定
せ

る
一

一外

書

評

三

八
二

條
は

依

然
と

し
て

､

民
事
責
任
の

基
礎
を

為
し
て

居
り

､

警
孟
已

宅

の

言
ふ

如
く

､

一

三

八

四

條
の

適
用

凝
固
が

如
何
に

虞

大
で

あ
つ

て

も
､

そ

れ
に

よ
つ

て

排
除
さ

れ
る

も
の

で

は

な
い

｡

蓋
し

一

三
八

四

條
が

近

時
重
き

を

加
へ

た
の

は
､

過

失
責
任
が

不

ヽ

ヽ

ヽ

公

平
で

あ
る

こ

と
に

基

く
の

で

な

く
､

そ

れ

が

不

充

分
で

あ
る

こ

と

に

起
因
す
る

か

ら
で

あ
る

｡

然
し

過

失
あ
る

被
尊
者
に

損
害
賠

償
を

認
め

る

こ

と

は

甚
だ

異
と

す
べ

き

で

は

な
か

ら

う
か

｡

古
き

畢

詮
(

申
口

弓
山

○

ロ
､

ロ
O

m
邑
)

及
び

判
決
ほ

認
め

な
か

つ

た
が

､

一

八

四
九

年
の

破
毀

院
刑
事
部
の

判
決
を

梼
横
と

し
て

反

封
に

解
繹

さ

れ

る

や

う

に

な

り
､

唯
賠

償
金
額
が

減
額
さ

れ

る

之

い

ふ

方
法

が

探
ら

れ

た
｡

革
め

衝
突
の

場
合
は

之
と

同
じ
で

あ

少
､

及

方
の

首
尊
者
は

責
任
の

割
合
に

ょ

つ

て

損
害
む

分

槍
す
べ

き
■
で

あ
る

｡

･

然
し

過

失
と

損
害
と

の

因
果
関
係
を

考
へ

る

と
1

事
は

右
の

如
く

簡
畢
で

は

な

い
｡

何
と

な

れ

ぼ

牌
べ

て

の

過

朱
が

韻
書
蓉
生
に

輿

つ

た

と

は

言
ひ

得

ず
､

揚

合
に

よ

つ

て

は

最
初
且
つ

改
定
的
な

過

失
を
犯

し

た

者
が

事
故
の

責
任
者
で

､

他
の

一

方
は

之
が

究

め

徐

儀
な

く
交
通
規
則
を
犯

す
こ

と

も
あ

カ

得
る

か

ら
で

あ
る

｡

か
1

る

場
合
に

は
､

破
毀
院
刑
事
部
は

何

等
の

過

失
も

存
せ

す
と

の

判

抑
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U
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一

橋

論

叢

第
一

巻

第
五

貌

決
を

下

し
て

居
る

(

叫

九
三

三

年
一

月

二

七

月
)

｡

富
は
ゞ

そ

れ

は
一

種
の

嶺
制
妖
蕃
で

あ
る

が
､

之
が

澄
明

さ

れ

ぬ

限

り
は

央
張

り

寅
任
の

分

配
に

蹄
着
す
る

｡

而
し
て

責
任
の

分

配
に

閲
し
て

は

二

詮

あ
り

､

一

は

事
席
の

如

何
忙

拘
ら

ず
損
害
を

年
額
宛
負
捨
す

べ

し

と

す
る

籠
と

､

過

失
の

遷
さ

に

よ

つ

て

損
害
を

分

配
せ

ん

と

す
る

詮
と
で

あ
る

が
､

後
説
が

彿
囲
の

判
例
の

探
る

所
で

あ
る

､

と
｡

以

上
の

申
特
忙

潜
れ

た

意

見
も
不

幸
に

し
て

蟄
見

し

得

な

い

が
+

唯
燃
し

我

国
及
び

喝
逸
の

如
く

､

過
失
相

殺
の

親
念
な

き

彿

圃
に

於
て

､

著
者
が

因
果
関
係
を

以
て

解
決
せ

ん

と

心

た
こ

と

は

勿
論
首
を

得
て

居
る

も
､

未
だ

問
題
の

核
心

に

迄

突
き

進
ん

で

な

い

感
を
輿
へ

る
｡*

こ
､

双

方
の

監
護

者
に

何

等
の

過

失
も

澄
明

さ

れ

ざ

る

場

合

(

第
二

葦
)

｡

著

者
は
こ

の

葦
に

大
部

分
の

頁
を

割
い

て

居

る
｡

之

を

茸
際
的
に

見
る

も
､

双

方

の

過
失
の

澄
明

不

能
の

場

合
が

襲
モ

で

あ

少
､

叉

牲
律
上

に

於
て

も
こ

の

腐

食
が

最
も
議
論
の

ぁ
る

所

で

あ

る
｡

先
づ

庫
の

衝
突
の

場
合
に

三

大
掬
牧
第

一

項
が

双

方
■収

適
用

▲3 2
-
y

■

さ

れ
る

條
件

は

何
で

あ

る

か
1 ｡

著

者
は

第
一

紅

危
険
物
■の

観
念
を

問
海
托

す
る

｡

又
は
二

九
二

七

年
J

呂
包

訂
与

の

輪
観
客
件
に

就

き

破

攣
慌
の

採
つ

兜

見

解
で

あ

る
｡

之

忙

接
つ

て

自
動
串
と

自
縛

串
と
の

衝
突
の

場

合
に

自
席
畢
を

以
て

危

俊
物
に

非
ず
と

し
､

一

三

八

四

條
の

適
用

を

斥

け
た

下

級
審
の

判
決
が

現

は

れ

た
｡

然
し

一

九
三

〇
年
二

月
一

三

日

再

度
凝
毀
院
が

J

音
声

…
専
件
忙

就

き

判
決
を

下
し

た

と

き

は

ー

①

含
む

嘩

d

巴
】

誓
言
亡

琵

と

ロ

F
O

芸

訂

島
e

ロ

賢
e

の

観
念
は

捨
て

ら

れ

た
の

で
1

之

よ

り

生

ず

を
論
理

的
常
結
は

著

者
に

ょ

れ

ば
､

如
何
怒
る

種
類
の

串
で

も

〓
ニ

八

四

陳
第

一

項
の

適
用

あ
る

こ

と
､

及

び

危
瞼
な

る

観
念
を

主

戦
的
に

評
債
す
る

こ

と

の

不

能
と

い

ふ

繁
忙

あ
る

｡

然
し

畢

盈
は

未
だ
こ

の

儲
念

を
捨
て

す
J

O

鷲
冒
ロ
み

は

そ
の

抱
検
す
る

危

殆

艶
よ

り

し

て
､

危
像
の

度
合
忙

よ

る

段

階
を

認
め

■ん

と

し
て

屠

る

と

附
言
し

て

居
る

｡

之
に

依
つ

て
■
見
る

と

冒
霊
コ
召
包

は

先

に

凸

賢
丁

芸
e

せ

言
訂

.9
阜

【

p
O
m

恩

三
才

芸
苫

i

班

巧
0

2

H

I

】

冨
○

の

ゅ
で

○
-

-

○

若

争
づ
羽

票
①

宏
①

の

観
念

を

極
力

排
斥

し
て

居
る

が
､

之

訂
改

め

た

の

で

あ

ら

う

か
､

筆
者
は

資
料

が

な

い

の

で

之

を

確
む
べ

く
も
な

仇

..

.r
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血
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捕
り
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刈
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刈
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｡
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い
｡

藩
用
の

第
二

の

昧
件
は

物
め

仕
業
に

よ
ウ

て

生
℃

た

損
看
で

盾
■
る

こ

と

で

ぁ
る
｡

物
の

仕
業
と
は

著
者
に

よ

れ
ぼ

要

す
る

に

損

害
と

物
士

の

問
の

因
果
闇
様
に

外
な

ら
潅

い

が
､

唯
単
に

各
々

の

辛
が

茸
質
的
に

事
故
に

参
輿
せ

濁

紅

止
怠

ら

ず
､

積

極
的
に

働
き

か

ゃ
る

こ

と

を

要

す
る

と

い

ふ
｡

併
し

著

者
の

説

く
能
動
蓼
輿
改

も

茸
際
の

適
用

に

常
つ

て

は

澄
明

が

困
難
の

.た
め

被
害
者
七

苛
酷

の

事
が

あ

る

こ

と

自
ら

も

認
. め

る

所
で

あ

り
､

.
こ

1

に

於
て

叉

或

程
度
の

推

定
を

徐
儀
な

く
さ

れ

る
｡

次
に

双

方
の

責
任

推
定
の

数

果
せ

あ
る

が
､

之

に

は

｢

推
定
の

中
和
+

(

慧

邑
邑
○

ロ

㌢

芸
書
聖

首

号
且
と
｢

推
定
の

重

撃

(

. 9
-
】

巨
l
-

計
班

勺

諾
溜
ヨ

首
｡

ロ

且

と

の

二

詮
あ
る

｡

｢

雁
長
の

重

畳
+

と

は

首
事
者
双

方

互

に

相

手

方
に

封
し
て

一

三

八

四

條
第

一

項
を

援
用

し

得
る

地

位
把

あ
る

場
合

､

推
定
が

同
一

事
案
よ

り
生

t

た

る

責
任
に

閲
す

る

鴇
の

で

あ

る

故
に

､

そ

の

法
律
上

の

敦

果

は

中
和

さ

れ

て

費
生
せ

ず
､

各
首
事
者
の

請
求
は

棄
却
さ
･
れ

る

と

い

ふ

の

で

ぁ
る

｡

判
例
の

初
期
の

時
代

に

探
る

所
で

あ
れ
へ

聾

者

と

し
て

ほ

J
｡

琵

琶

冒
丸

之

を

唱
ふ

る

と
い

ふ
｡

判
例

中
注
月

す
べ

き

は
一

九
三

〇

年
三

月

二

八

日

の

寅
O

n
一

宮
E
e

り

裁

判
所
の

も
の

書

評

で
､

こ

れ

は

海
技
上

の

衝
突
に

囲
す
る

商
法

欝
七

百

七
促
を

賢
粧

し
て

､

こ

1

に

移
さ

ん

と

し

た

企
て

ゞ

あ

る

が
､

之

は

結
局

破
毀

院
の

容
れ

る

断
と

な

ら

な
か

つ

た
(

一

九
三

二

年
一

月
こ

○

日

判

決
参

照
)

㍉

｢

推
定
の

重
患
+

と
は

破
毀
院
が

一

九
三

三

年
三

月
二

〇
日

の

判
決
に

於
て

｢

推
定
の

中
和
+

を

否

認
し

た

結

果
示

し

た

見
解

で

中
和

と

は

反

封
に

各
モ

の

請
求
を

認
め

る

の

で

あ

り
､

之

把

賛

.

す
る

聾

者
と

し
て

賀
冨

冨

已
､

せ
e

岩
口

帥

が

挙
げ

ら

れ
て

居

る
｡

旨
p
N

晋

邑

の

理

由
と

す

る

所
は

衝
突
の

際
､

一

方
の

み

が

扱

者
を

象
む

り

た
る

と

き

は

推
定
の

中
和
が

行
は

れ
ざ

る

に

反

し
て

､

双

方
の

雷
尊

者
が

損
害
を

受

け
た
と

き

に

限
り

中
和
す

る

理

由
は

な

い

こ

と
､

文

中
和

談
に

よ

る

と
､

叫

方
が

莫
大
な

る

投
書
を

受

け

た

に

も

拘
ら

ず
､

他
方
が

趣
く
僅
少

恵

投
害
さ

へ

豪
む
つ

て

居

れ

ば

責
を

覚
れ

る

と
い

ふ

不

合
理
に

陥
る

こ

と
に

あ
る

｡

こ

の

間
題

に

閲
し

て

は

著
者
は

､

最
も

重
大
な
る

指
事
む

惹
起
す
る

も
の

は

最
も

大
な

る

危
険
を

現
は

す

も
の

か
､

若
し

く
は

最
大
の

過

失
を

犯

す

も
の

で

漆
る

故
に

､

こ

の

者
に

最
も

大
な
る

責
任
の

分

配
を

課
す
る

こ

と
が

､

法
の

要
求

す
る

所
で

あ
る

と
い

ふ

持
静
を
吐

露

3

し
､

重
餐
詮
に

賛
し

な

が

ら
}

物
の

性
質
の

危

険
の

度
合
に

應
じ

ー3



一

橋

論

叢

第
一

巻

第
五

兢

琴

て

損
害
を

負
槍
せ

し

め
ん

と

し
て

居
る

｡

筆
者
は

か

く
の

如
き

息

l

想
を

甚
だ
一
不

唆
に

富
む

も
の

と

考
へ

て

居
る

｡

さ

て

こ

の

推
定
の

ヰ
和

か

重
畳
か

は
､

之

む

保
険
に

開
聯
せ

し

め

る

と

き

忽

諸
に

附

す
べ

か

ら

ざ

る

鴻
の

が

あ

る
｡

即
ち

責
任
保
険
に

於
て

､

中
和

詮

を

採
る

と

き

は

保
険

合
祀
は

保
険
金
を

支

彿
ふ

を

要

せ

ざ
る

も
､

重
畳
詮
を

採
る

と

き

は

支

沸
ふ

を

要
す

る

か

ら
で

あ

る
｡

､.山
不

三
､

一

方
の

監
護
者
に

過
失
の

澄
明

あ
る

場

合
(

第
三

葦
)

｡

一

三

八

四

條
第

一

項
の

免

責
原
因
は

､

既
述
の

如
く
甚
だ

厳
格
で

事

欒
､

不
可

抗
力

､

′
若
く
は

真
に

辟
す
べ

か

ら

ざ

る

外
来
原

因
で

あ

る

が
､

こ

の

中
に

は

被
害
者
の

過
失
も

含
み

得
る

如
く

見
え

る
｡

葦
原
は

一

九
二

四

年
頃
迄

の

判
例

は

被
害
者
に

過

失
あ
る

と

き

は

他
方
の

監
護
者
を

免

責
せ

し

め
て

居

る

が
､

そ

れ

以

後
の

判
例
は

反

封
に

解

繹
し
て

居
る

｡

季

語

も
之
に

付
賛
香

直
々

に

な

つ

て

居

る

が
､

之

等
の

議
論
中

､

最
も

決
定
的
な

も
の

は
､

著
者
に

よ

れ

ぼ

事
故
と

過

失
と

の

因
果
関
係
に

重
鮎
を

置
き

､

被
尊
者
の

過

失

が
､

事
故
の

唯
一

の

原
因
で

あ
る

と

き

監
護
者
を
免

責
せ

し

め
ん

と

す
る

詮
で

あ
る

｡

著
者
は

之

を

以
て

監
護
者
に

徐
サ
に

苛
酷
で

あ

る

と

非
難
七

+

別
に

一

九
三

四

年
三

月
二

〇
日
の

破
毀
院
の

判
決

よ

り

し
て

､

被

害
者
の

過

失
が

絶

封
的
に

改
見
し

若
く
は

饗
く
べ

か

ら

ざ

る

と

き

は

免

責
さ

れ

る

と
い

ふ

命
題
を

抽
き

出
し

､

而
し

て

若
し

漁

見
若

く
は

軽
け

得
ら

れ

る

場

合
に

は

そ

こ

に

眞
の

過

失

あ

カ

と

さ

れ
､

結
局

双

方
に

封
し
て

過

失
責
任
が

適

用
さ

れ

る

と

主

張

す
る

｡

然
し

､

筆
者
は
こ

の

主

張
を

不
可

と

す

る
｡

何
と

な
れ

ぼ

偶
に

不
可

抗
力

等
の

一

三

八

四

條
第

一

項
の

免

責
原

因
を

後

見
性

､

･
可

嘩
性
を

以
て

規
定
す
る

と

し
て

も
､

監
護

責
任
は

畢
な
る

過

失

責

任
以

上
の

も
の

を

要

請
し
て

居
る

こ

と

は

疑
を

容
れ

ぬ

所

で

あ

る
｡

然
る

に

被
害
者
が

過

失
あ

る

場

合
､

監
護
者
が

そ

れ

を

漁

見

苦
し

く
は

軽
け

得
な

か

つ

た

と
い

ふ

過

失
に

基

き

責
を

負
ふ

の

で

あ

れ

ぼ
､

反

封
解
繹
と

し
て

､

そ

れ

に

付
何
等
の

過

失
な

き

と

き
､

は

監
護
者
は

免

責
さ

れ

ね

ぼ

な

ら

ぬ
｡

こ

れ

叔
上
の

一

三

八

四

條

第
一

項
の

精
神
に

惇
る

も
の

と

言
へ

よ

う
｡

■
侍

右
の

主

張
は

著

者

の

抱
く
危
殆

詮
と

も
調
和

し

難
く
息
は

る
. ｡

.

ノ

*

最
後
に

結
論
中
特
に

拳
ぐ
ペ

き

も
の

次
の

如
し

､

第
一

､

社
食
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ー
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･
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ノ

～

ト
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､

1

･

岬
㍉

.

.

サ

ザ

.

†

叫

j

l
｡
j
,

さ
〕

珊
.､

1

.

札
J

予
言
一､

観
で

あ

る
｡

著
者
は

現

代

に

於
て

個
人

主

義
は

迫
は

れ
て

行
く
が

人

は

依
然
と

し
て

自
由
で

あ

る

と

見
る

｡

然
し
そ

の

自
由
は

唯
同

胞
に

損

害
を

か

け

ざ

る

こ

と

を

條
件
と

す
る

｡

而
し
て

百
官
ユ

が

そ
の

宗
教
観
よ

り

し
て

損
害
を

蒙
む
つ

た

者
は

紳
の

卸
業
の

し

か

ら

し

む
る

所
で

あ
る

か

ら
､

諦
め
る

が

よ

い

と
の

宿
命

観
を

説

い

て

居
る

こ

と
に

敢
然

反

抗
し
て

､

被

害
者
に

損

害
を

賠
償
せ

し

め

る

こ

と

ほ

公

平
の

欲

す
る

所
で

あ
る

と
い

ふ
｡

第
二

､

監
護

責

任
の

本
質
に

付
危
殆

読
に

賛
し
て

居
る

こ

と
で

あ

る
｡

之
よ

り

破

毀

院
の
龍
山

度
を
非

難
す
る

口

吻
が

諸
所
に

見

受

け

ら
る

｡

第
三

､

自
動
車
事

故
屯

関
す
る

特
別

牲
を

要

求

し
て

居
る

こ

と
で

あ
る

｡

尤

も
之

に

は

著
者
ほ

簡
れ
て

居
な
い

が

草
案
は

あ
る

｡

(

守
○

首

d
①

H

ら
i

撃
-

:
芦

H

訂

葛
O

n
払

各
i

≡
か

告
郡

A

&
計
邑
班

塁
己
訂

p

胃

-

2
切

々

穿
-

苫
-

急

ぎ

賀
○

訂

弓
)

2
-

旨
○

見

召
取

■-
p

警
已
e

㌫

倉
払

望
一

1

倉
m

こ
品
訂
-

鼓
弓
P

≠

巳
♂

ヨ

岩
ロ
‥

F
p

討
2

葛
O

n

墨
字

-

i

早
計
ひ

A

乱
告
口
訂

-

¢

器
.

A
{

官
邑
声

)

以
上
の

論
鮎
は

僅
か

な

が

ら

も

過
失
相

殺
は

勿
論

､

解
凍
無
過

失

責
任
の

擁
張
さ

れ

た

際
責
任
の

分
括
に

関
す
る

哉
判
官
の

掛
酌

の

理

歯
づ

け
に

閉
居
を

提
供
す

る

で

あ

ら

㌢
｡

(

三

月
二

五

日
)

書

.

評

プ

ア

･
γ

ク

『

静

態

詣
失
業
嘩

翰
』

W

+
し
･

七
已
打
‥

守
〇

争
一

基
O
H

√

守
-

8
日
g

芦
d

d
n
①

冒
p

】

0

7

-

}

毒

邑
i

ロ

昏
巧

誓
鼓
〔

ぎ
肴

･

□
琵
ユ
①

m
-

器
叫

･

p

ワ

ー

∽

野

久

武

確
■

夫

本

書
は

和

蘭
経

済
研

究
所
よ

少
刊
行
せ

ら

れ
る

叢
書
の

一

冊

と

し
て

公
に

せ

ら

れ
た

も
の

で

著

者
は

和

蘭
人

､

英
文

で

善
か

れ
て

あ

る
｡

均

衡
理

論
の

見
地

か

ら

主

と

し
て

失
業
の

間

琴
を

取

故

ひ
､

静
態
に

於
て

失

業
の

費
生

を

論
じ

た

興
味
あ

る

研

卦

で

あ

る
｡

推
理

は

教
導

的
で

は

あ

る

が

数
畢

肘

記

淡
は

殆
ど

使

用

さ

れ

て

居

な
い

｡

序
文
に

よ

れ

ぼ

著
者
の

専
念

す

る

所
は

景
気

欒
動
の

研

究
で

あ

り
､

一

九
三
五

年
に

同

じ

叢
書
の

内
で

｢

景
気

欒
動
診
断
+

な

る

著
書
を

公
に

し
､

之
に

韓
い

七

景
気
攣
動
の

数
量
的
研

究
に

着
手

せ

ん

と

し

た
が

､

常
時
自
国
の

不

況
状
態
に

鑑
み

貴
名
欒
動
治

療

の

問
題

を
尭

に

研

究
す
る

こ

と

と

し
､

そ

の

最
初
の
･
部
分

と
し

て

費
表

さ

れ

た
の

が

本
喜
で

あ
る

｡
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