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1

序
文

　
ハ
イ
エ
ク
は
謎
で
あ
る
。
確
か
に
今
か
ら
二
〇
数
年
前
の
私
に
と
っ
て
、
彼
は
謎
と
し
て
始
ま
っ
た
。

　
そ
れ
は
一
九
八
二
年
の
春
で
あ
っ
た
。
二–

三
年
前
に
経
済
思
想
史
を
専
攻
し
て
経
済
学
の
博
士
号
を
取
得
し
、
助
教
授
に
な
っ
て
い
た
私

は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
（
Ｎ
Ｙ
Ｕ
）
の
ポ
ス
ド
ク
研
究
員
と
し
て
一
年
目
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
私
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
真
面
目
で

衒
学
的
な
「
科
学
哲
学
の
視
点
か
ら
み
た
経
済
学
の
方
法
論
」
と
い
う
も
の
で
、
私
が
Ｎ
Ｙ
Ｕ
に
い
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
学
位
論
文
を

人
々
が
実
際
に
読
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
本
に
書
き
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
（
１
）。

し
か
し
私
が
Ｎ
Ｙ
Ｕ
に
い
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
経
済

学
を
、
よ
り
正
確
に
は
方
法
論
に
関
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
特
徴
的
な
考
え
方
を
学
ぶ
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
主
流
の
経
済
学
者
の

実
証
主
義
的
な
意
見
と
は
著
し
く
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
直
接
に
批
判
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ー
ゼ

ス
が
主
張
し
て
い
る
、
先
験
主
義
的
と
い
う
や
や
奇
妙
な
響
き
が
す
る
方
法
論
の
こ
と
を
、
私
は
も
っ
と
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ

ク
に
つ
い
て
は
、
何
も
知
ら
な
い
も
同
然
で
あ
っ
た
。

(1)  

そ
れ
は
結
果
と
し
て『
実
証
主
義
を
超
え
て
：
二
〇
世
紀
経
済
科
学
方
法
論
』（Caldw

ell [1982] 1994a

）〔『
実
証
主
義
を
超
え
て
―
20
世
紀
経
済
科
学
方
法
論
』中

央
経
済
社（
１
９
８
６
）〕と
い
う
題
名
の
本
に
な
っ
た
。
そ
の
第
五
章
は
私
が
Ｎ
Ｙ
Ｕ
に
在
籍
し
た
期
間
に
受
け
た
影
響
力
を
最
も
直
接
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
も
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
こ
と
を
学
び
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
Ｎ
Ｙ
Ｕ
が
最
適
な
場
所
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
経
済
学

の
正
式
な
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
（
今
で
も
存
在
し
て
い
る
）、
そ
の
た
め
の
科
目
や
ゼ
ミ
が
あ
り
、
教
員
や
博
士
課
程
を
修
了
し
た
研
究

員
、
大
学
院
生
な
ど
の
た
め
の
資
金
供
与
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
私
が
在
籍
し
て
い
た
年
の
教
員
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
・
カ
ー
ズ
ナ
ー
、
マ
リ

オ
・
リ
ッ
ゾ
、
ジ
ェ
リ
ー
・
オ
ド
リ
ス
コ
ル
、（
春
に
は
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ラ
ッ
ハ
マ
ン
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ラ
リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
が
非
常



2

勤
講
師
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
ン
グ
ロ
ワ
が
も
う
一
人
の
ポ
ス
ド
ク
研
究
員
で
あ
っ
た
。
一
ダ
ー
ス
程
度
の
学
生
の
な
か
に
は
ド
ン
・
ボ
ー
ド

ロ
ー
、
マ
ー
ク
・
ブ
レ
ー
デ
ィ
、
サ
ン
デ
ィ
・
イ
ケ
ダ
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
コ
ッ
プ
ル
、
カ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ル
ギ
ン
な
ど
が

い
た
。
精
神
面
で
も
人
格
面
で
も
威
容
の
あ
る
集
団
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
豊
か
な
経
験
と
な
っ
た
（
２
）。

(2)  
私
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
経
験
の
一
つ
は
、
春
学
期
に
毎
週
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ラ
ッ
ハ
マ
ン
と
面
談
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
ッ
ハ
マ
ン

へ
の
追
悼
文
の
な
か
で
触
れ
て
い
る（Caldw

ell 1991b

参
照
）。

　
そ
の
春
、
ジ
ェ
リ
ー
・
オ
ド
リ
ス
コ
ル
か
ら
テ
レ
ン
ス
・
ハ
チ
ス
ン
が
出
し
た
本
を
手
渡
さ
れ
、「
ハ
イ
エ
ク
の
Ｕ
タ
ー
ン
に
関
す
る
彼
の

主
張
を
ど
う
思
う
か
ね
？
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
一
九
三
〇
年
代
に
「
方
法
論
的
な
Ｕ
タ
ー
ン
」
を
演
じ
た
と
い
う
の
が
ハ
チ
ス
ン

の
主
張
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
一
九
三
七
年
に
お
け
る
「
経
済
学
と
知
識
」
と
題
す
る
論
文
の
公
表
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
ミ
ー
ゼ
ス

の
先
験
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
離
れ
て
、
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
が
提
起
す
る
反
証
主
義
的
な
方
法
論
に
向
か
う
動
き
へ
転
換
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
（H

utchison1981,chap.7;H
ayek[1937]1948a

も
参
照
）。

　
こ
の
主
張
は
確
か
に
私
に
は
奇
妙
に
思
え
た
。
私
は
自
分
の
学
位
論
文
の
た
め
に
ポ
パ
ー
の
思
想
を
詳
し
く
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

時
に
は
ミ
ー
ゼ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
も
詳
し
く
な
っ
て
い
た
が
、
両
者
の
意
見
が
互
い
に
対
立
し
あ
う
様
子
を
考
え
る
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。

一
方
か
ら
他
方
へ
と
、
誰
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
意
見
を
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？　
し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
が
両
者
の
親
友
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ハ
チ
ス
ン
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
期
を
生
き
延
び
た
思
想
史
家
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
自
分
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
詳

細
な
文
献
を
証
拠
と
し
て
提
示
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
チ
ス
ン
の
解
釈
は
謎
で
あ
り
、
私
が
特
に
ハ
イ
エ
ク
に
関
し
て
調
査
を
開
始
し

た
の
は
、
そ
の
謎
を
解
く
こ
と
を
試
み
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
ず
っ
と
、
私
は
そ
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
る
。
私
の
こ
と
を
心
配
し
て

く
れ
た
人
た
ち
が
、
一
つ
の
こ
と
に
す
べ
て
を
賭
け
て
は
い
け
な
い
と
警
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
、
私
は
そ
う
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
序

文
で
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
少
し
で
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　
経
済
学
者
と
し
て
の
Ｆ
・
Ａ
・
ハ
イ
エ
ク
は
、
学
究
生
活
に
入
っ
て
か
ら
最
初
の
八–
九
年
間
は
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し
た
。
そ
れ
以
降
、
彼
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は
少
な
く
と
も
一
九
六
二
年
に
ド
イ
ツ
に
転
居
す
る
ま
で
、
主
と
し
て
英
語
で
執
筆
し
た
。
お
そ
ら
く
、
新
し
い
言
語
で
意
思
疎
通
を
図
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
挑
戦
に
新
た
に
直
面
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
は
タ
イ
ト
ル
を
選
ぶ
の
に
非
常
に
気
を
つ
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
時

に
は
、
他
の
著
作
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
に
お

け
る
彼
の
一
九
三
三
年
の
就
任
記
念
講
演
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
経
済
学
的
考
え
方
の
動
向
」〔
全
集
Ⅱ–

６
〕
は
、
そ
れ
よ
り
約
一
〇
年
前

に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
レ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
タ
グ
ウ
ェ
ル
が
編
纂
し
た
『
経
済
学
の
ト
レ
ン
ド
』
を
念
頭
に
置
い
た
呼
称
で
あ
っ
た

（H
ayek[1933]1991c;Tugw

ell[1924]1930

を
参
照
）。
彼
の
最
も
有
名
な
著
書
に
付
け
ら
れ
た
『
隷
従
へ
の
道
（T

he R
oad to 

Serfdom

）』（［1944

］1976b
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
使
っ
て
い
た
「
隷
属
へ
の
道
（theroad

toservitude

）」
と
い
う
語
句
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
い
た
（H

ayek1983b,76

）。
ま
た
私
の
推
測
で
は
、
彼
の
フ
ィ
ン

リ
ー
講
演
の
タ
イ
ト
ル
「
真
の
個
人
主
義
と
偽
り
の
個
人
主
義
」（[1946]1948c

〔
全
集
Ⅰ–

３
〕）
は
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
『
社
会

主
義
下
の
人
間
の
魂
』
か
ら
個
人
主
義
に
関
す
る
一
節
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
（
３
）。

(3) 

ワ
イ
ル
ド
の
評
論
に
は
次
の
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
：「
私
的
財
産
は
真
の
個
人
主
義
を
押
し
潰
し
て
、
偽
の
個
人
主
義
を
樹
立
す
る
」。
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
次
の
一

節
が
見
出
せ
る
：「
私
的
財
産
を
廃
止
す
れ
ば
、
我
々
は
本
当
の
、
美
し
い
、
健
全
な
個
人
主
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
」（W

ilde [1891] 1931, 12, 13)

。
ハ
イ
エ
ク

の
講
義
は
一
九
四
五
年
一
二
月
一
七
日
に
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ダ
ブ
リ
ン
で
行
わ
れ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
聴
衆
の
同
国
人
に
よ
る
著
作
へ
の
間
接
的

な
言
及
が
あ
っ
た
場
合
に
は
聴
衆
の
少
な
く
て
も
一
部
は
そ
れ
を
理
解
で
き
る
と
期
待
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
他
の
場
合
、
タ
イ
ト
ル
は
多
種
多
様
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
「
方
法
論
的
な
Ｕ
タ
ー
ン
」
を
行
っ
た
と
い
う
ハ
チ
ス
ン

の
主
張
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
「
経
済
学
と
知
識
」〔
全
集
Ⅰ–

３
〕
と
い
う
論
文
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
文
の
主
題
は
、経
済

理
論
に
お
い
て
主
体
の
知
識
に
つ
い
て
置
か
れ
る
仮
定
で
あ
っ
た
が
、
経
済
学
者
自
身
が
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い

た
。「
見
せ
か
け
の
知
」（［1975

］1978e

〔
全
集
Ⅱ–

４
〕）
と
題
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
記
念
講
演
も
同
じ
よ
う
に

解
釈
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
『
ハ
イ
エ
ク
』〔H

ayek'sC
hallenge

〕
も
、
ハ
イ
エ
ク
の
手
本
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
彼
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の
業
績
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
挑
戦
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
自
身
は
も
ち
ろ
ん
多
数
の
挑
戦
に
直
面
し
た
。
経
済
学
者
は
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
の
伝
道
者
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る

（「
ポ
ー
ズ
を
と
る
」
と
言
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
経
済
学
者
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
は
、
葬
儀
屋
や
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
対
す
る
需

要
と
同
じ
く
、
悪
い
時
期
に
最
も
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
）。
し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
ポ
ー
ズ
は
、
他
の
多
く
の
経
済
学
者
に
比
べ
る
と
お
お
げ

さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
意
見
の
な
か
に
は
評
判
の
悪
い
も
の
も
あ
っ
た
、
と
い
う
言
い
方
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
生
涯
の
ほ
と
ん
ど

を
通
じ
て
、
彼
の
経
済
的
・
政
治
的
な
立
場
は
他
の
知
識
人
と
は
ま
っ
た
く
同
調
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
社
会
主
義
が
「
中
道
路
線
」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
に
そ
れ
を
攻
撃
し
た
が
、
そ
の
頃
に
は
、
良
心
の
あ
る
す
べ
て
の
人
々
が
社
会
主
義
に
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
い
た
。
彼
は
ケ
イ
ン
ズ
革
命
を
、
そ
れ
が
適
切
に
定
着
す
る
以
前
に
す
で
に
否
定
し
て
い
た
。
実
質
的
に
す
べ
て
の
西
洋
民
主
主
義
体
制

下
で
何
ら
か
の
形
の
福
祉
国
家
が
存
在
し
て
い
た
二
〇
世
紀
後
半
に
、
彼
は
そ
の
哲
学
的
な
基
盤
を
提
供
し
て
い
た
社
会
正
義
の
概
念
を
批
判

し
た
。
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
（
自
由
至
上
主
義
者
）
と
保
守
主
義
者
の
小
グ
ル
ー
プ
が
彼
の
著
作
を
い
つ
も
熱
心
に
読
ん
で
は
い
た
が
、
二
〇
世

紀
の
ほ
と
ん
ど
を
通
じ
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
嘲
笑
、
あ
る
い
は
軽
蔑
の
対
象
で
あ
り
、
思
想
家
に
と
っ
て
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
関
心
を
持
た
れ
な

か
っ
た
（
４
）。

ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
政
治
的
な
意
見
の
ゆ
え
に
、
当
代
の
思
想
家
の
間
に
自
分
の
考
え
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
人
を
見
出
す
と
い
う
挑

戦
に
何
度
も
直
面
し
た
（
５
）。

(4) 

例
え
ば
主
導
的
な
実
証
主
義
的
哲
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ（Rudolf Carnap

）の
意
見
を
参
照
。カ
ル
ナ
ッ
プ
は
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
宛
に
手
紙
を
書
い
て
、

ポ
パ
ー
が
あ
る
本
の
な
か
の
謝
辞
に
ハ
イ
エ
ク
の
名
を
あ
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
：「
あ
な
た
が
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
エ
ク
に
謝
辞
を
呈
し
た

こ
と
で
若
干
驚
い
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
は
彼
の
著
書『
隷
従
へ
の
道
』を
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
国
で
は
広
く
読
ま
れ
て
議
論
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
賞
賛
し

て
い
る
の
は
主
と
し
て
自
由
な
企
業
や
無
制
限
の
資
本
主
義
の
主
唱
者
で
あ
っ
て
、
左
翼
の
誰
も
が
彼
の
こ
と
を
反
動
的
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
ま
す
」（Notturno 

1999, 41

に
引
用
さ
れ
て
い
るRudolf Carnap to Karl Popper, 9 February 1946
）。

(5) 

ハ
イ
エ
ク
の
著
書『
隷
従
へ
の
道
』の
要
約
が
一
九
四
五
年
四
月
に『
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
信
奉
者

が
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
や
逆
説
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
は
経
済
学
者
に
対
し
て「
賞
賛
や
表
彰
」の
危
険
性
に
つ
い
て
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警
告
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ（Hayek [1944] 1991b, 35-36

）。
二–

三
年
後
に
彼
は「
思
想
の
中
古
品
を
取
り
扱
う
専
門
業
者
」を
時
と
し
て
厳
し
く
攻
撃
し

た
が
、
そ
れ
は
同
時
代
の
評
論
家
や（
彼
の
意
見
で
は
）偽
り
の
識
者
が
、
彼
の
思
想
に
与
え
て
い
た
低
い
評
価
を
ハ
イ
エ
ク
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る（Hayek [1949] 1997b, 221

）。

　
ハ
イ
エ
ク
と
い
う
存
在
は
彼
の
思
想
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
も
挑
戦
で
あ
る
（
私
も
そ
の
一
人
で
、
本
書
は
『
コ
ー
ル
ド

ウ
ェ
ル
の
挑
戦
』
と
い
う
秘
密
の
タ
イ
ト
ル
を
共
有
し
て
い
る
の
も
同
然
で
あ
る
）。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
多
数
の
問
題
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
、
と
い
う
単
純
な
事
実
が
あ
る
。
さ
て
、
確
か
に
、
一
九
三
〇

年
代
に
は
そ
の
伝
統
は
当
時
発
展
途
上
に
あ
っ
た
主
流
派
経
済
学
の
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
後
に
な
る
と
、
経
済
学
は
変
化
し
た
。
そ

の
変
化
を
特
徴
付
け
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
経
済
学
は
戦
間
期
の
多
元
主
義
か
ら
戦
後
期
の
新
古
典
主
義
に
変
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
（M

organ
andRutherford1998

）。
次
に
、
主
流
派
経
済
学
は
ケ
イ
ン
ズ
革
命
、
計
量
経
済
学
革
命
、
一
般
均
衡
な
い
し
形
式
主
義
の
革
命
な
ど
と

い
っ
た
多
数
の
「
革
命
」
を
経
験
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
付
け
よ
う
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
が

そ
れ
ら
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
も
っ
と
強
く
言
え
ば
、
ハ
イ
エ
ク
や
ミ
ー
ゼ
ス
の
よ
う
な
人
た
ち
は
そ
れ
に
積
極
的
に
反

対
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
経
済
学
者
（
本
書
の
読
者
の
一
部
に
そ
の
よ
う
な
人
が
お
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
）
に

と
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
課
題
の
一
部
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
伝
統
に
な
じ
み
の

な
い
人
た
ち
の
た
め
に
、
彼
ら
の
意
見
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
基
礎
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
の
分
量
も
、
研
究
者
に
と
っ
て
の
、
も
う
一
つ
の
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
挑
戦
と
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
一
八
九
九
年
か
ら

一
九
九
二
年
ま
で
生
き
、
執
筆
活
動
は
七
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
い
る
。
悪
い
こ
と
に
、
彼
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
作
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
悪

い
こ
と
に
、
彼
は
自
ら
を
経
済
学
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
心
理
学
、
政
治
哲
学
、
思
想
史
、
社
会
科
学
方
法
論
な
ど
の
多
様
な
分
野
に
お
い

て
足
跡
を
残
し
て
い
る
。「
悪
い
こ
と
に
」
と
い
う
言
葉
を
私
が
使
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
冗
談
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
魅
力
の

一
部
は
、
彼
が
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
分
野
で
、
時
に
は
重
要
な
貢
献
を
し
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
ハ
イ
エ
ク
を
研
究
し
よ
う
と
思
え
ば
、
自
分

の
得
意
分
野
以
外
の
も
の
を
読
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
も
解
放
を
も
た
ら
す
経
験
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
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し
、
専
門
的
な
訓
練
が
重
視
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
を
読
む
と
自
分
の
不
十
分
さ
を
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
な
く
な
り
、
彼
の
驚
く
べ
き
守

備
範
囲
の
広
さ
を
考
え
る
と
、
い
く
ら
控
え
目
に
言
っ
て
も
、
彼
の
思
想
を
評
価
す
る
試
み
は
危
険
な
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
彼
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
さ
ら
に
深
刻
な
挑
戦
は
、
長
年
の
間
に
ハ
イ
エ
ク
が
特
定
の
物
事
に
関
し
て
考
え
を
変

え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
点
に
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
の
著
作
に
は
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
事
実
が
生
じ
て
い

る
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
あ
る
一
〇
年
間
を
通
じ
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
も
そ
も
経
済
科
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
な

ら
い
わ
ゆ
る
均
衡
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
意
見
と
、
均
衡
理
論
は
市
場
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
理
解
す
る
た
め
に
は
極
め

て
誤
解
を
招
き
や
す
い
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
、
同
時
に
抱
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
同
じ
本
の
な
か
で
、
彼
は
、
所
得
の
再
分
配

を
目
指
す
政
策
は
法
の
支
配
に
違
反
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
体
が
再
分
配
の
手
段
で
あ
る
「
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
」
の
提
供
を
是
認

し
て
い
る
。
方
法
論
的
個
人
主
義
と
群
選
択
（groupselection

）
の
両
方
を
推
奨
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
往
々
に
し
て
相
互
に
排
他
的
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
も
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
他
の
論
拠
で
ハ
イ
エ
ク
と
意
見
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は

こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
矛
盾
は
も
ち
ろ
ん
問
題
で
は
な
い
。
彼
を
退
け
る
論
拠
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
で
解
決
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
を
理
解
し
て
、
彼
の
思
考
の
動
き
に
つ
い
て
妥
当
な
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、

そ
の
よ
う
な
矛
盾
の
存
在
は
本
当
に
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
に
関
し
て
は
膨
大
な
二
次
文
献
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
挑
戦
を
生
み
出
し
て
い
る
。
問
題
の
一
因
は
、
ハ
イ
エ
ク
自
身
が
評
価
の

分
か
れ
る
人
物
で
あ
っ
て
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
由
来
し
て
い
る
。
彼
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
多
く
の
人
た
ち
は
、
彼
が
正

し
か
っ
た
の
か
間
違
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
強
硬
な
意
見
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
当
該
研
究
者
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
加
え
て
、
ハ

イ
エ
ク
全
集
に
含
ま
れ
て
い
る
範
囲
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
研
究
者
は
彼
の
業
績
の
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
部
分
に
依
拠
す
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
解
釈
も
多
様
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
最
後
に
、
自
分
独
自
の
理
論
を
実
体
的
に
構
築
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
ハ
イ
エ
ク
の
著

作
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
。
そ
う
い
っ
た
場
合
、
ハ
イ
エ
ク
自
身
が
自
分
と
同
じ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
し

ま
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
イ
エ
ク
本
人
が
一
体
何
を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
傾
向
は
お
そ
ら
く
他
の
著
述
家
の
場
合
よ
り
も
強
い
だ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
と
し
て
は
ハ
イ
エ
ク
の
考
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え
方
の
変
化
に
つ
い
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
釈
を
提
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
私
の
仕
事
の
一
部
は
、
二
次
的
な
文
献
の
な
か
に
存

在
す
る
他
の
研
究
者
の
解
釈
と
私
自
身
の
解
釈
を
対
決
さ
せ
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
（
６
）。

(6) 

本
書
の
読
者
で
あ
る
あ
な
た
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
言
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
に
関
し
て
、
独
自
の
先
入
観
を
抱
い
て
本
書
を
手
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
読

者
に
そ
う
い
っ
た
考
え
を
意
識
せ
ず
に
お
く
、
少
な
く
と
も
括
弧
に
入
れ
て
お
く
よ
う
に
促
し
た
い
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
、
最
低
限
で
も
読
書
体
験
に
伴
う
欲
求

不
満
を
軽
く
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
少
な
く
と
も
一
部
を
新
た
な
目
で
眺
め
る
助
け
に
な
る
。
そ
れ
自
体
は
悪
く
な
い
体
験
で
あ
る
。

　
別
の
一
連
の
挑
戦
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
時
と
し
て
講
演
や
論
文
に
自
叙

伝
的
な
要
素
を
混
入
さ
せ
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
伝
記
的
な
こ
と
を
開
示
す
る
程
度
は
、
一
九
七
四
年
に

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
て
以
降
、
劇
的
に
変
化
し
た
。
そ
の
二–

三
年
後
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校

に
よ
る
口
述
歴
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
徹
底
的
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
面
談
は
一
九
七
八
年
後
半
に
数
週
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
、
合
計
九
人
の
聞
き
手
が
彼
に
質
問
し
た
（
７
）。

対
象
に
な
っ
た
話
題
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
質
問
事
項
を
調
整
し
よ
う
と
は
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ハ
イ
エ
ク
は
時
に
は
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
述
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
個
人
的
な
生
活
、
学
究
生
活
、

思
想
、
時
代
、
邂
逅
し
た
多
く
の
偉
人
や
そ
れ
に
準
じ
た
人
々
に
つ
い
て
の
印
象
な
ど
を
話
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
四
九
三
ペ
ー
ジ
に
及

ぶ
記
録
（H

ayek1983b

）
は
、
彼
の
生
活
や
業
績
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
す
る
素
晴
ら
し
い
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
（
８
）。

(7) 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
担
当
し
た
の
は
、Arm

en Alchian, Robert Bork, Jam
es Buchanan, Robert Chitester, Earlene Craver, Thom

as Hazlett, Jack High, 

Axel Leijonhufvud, Leo Rostern

で
あ
っ
た
。

(8) 

口
述
歴
史（
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
部
はHayek (1994)

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ハ
イ
エ
ク
に
関

す
る
英
語
に
よ
る
二
つ
の
伝
記
的
な
著
作
―
―Raybould (1999)

とEbenstein (2001)

―
―
の
源
に
な
る
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。




