
羅
融
解

解
叢

.

.

p
-
～

「
.
1
.
.
1

婚
酬

…叢

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義

の
貴

行
難
生
響

交
通
税

の
本
質

・

階
級

に
就

い
て

・

基
督
教
山久
明

の
獲
展
概
論

吐
會
哲
學
脈
搬
主
意
的

二
元
論
的
思
想

・

時

給
柵

財
産
税
論

資
.

料
一

小
作
争
議
原

因

の
研
究

・

盤
皿

倍
殊

フ
ア
ー
ガ

ス
ン
の
本
能
的
肚
會
槻

・

我
國

の
離
婚
率

に
就

て

・

定
偵
制

と
正
債
制

浅
學
博
士

法
學
随
士

文
學
博
士

法
華
博
士

法

華

士

恒 肘 窩 淋 田

藤 部 田 戸 島

輝 保 正 錦

恭 治 馬 雄 治

渋
墨
博
士

小

川

郷

太

郎

法
學
博
士

戸

田

海

市

注
學
博
士

.

経
済
學
士

注
學
博
ま

河 岡 河

田 崎 上

胴 突

郎 規 肇

一



冒

羅

フ
ァ
ー
ガ

ス

ン
の
本

能

的

肚

會
槻

河

上

肇

グ
ソ

テ

ル
の
育

っ
て
る

る
や
う

に
、
「
十

分
な
る
意

圖

を
以

て
爲

し
た

る
行

爲
よ
り
、
因
果
論
的

に
は
必

然

的

な

る
、

し
か
も
目
的
論

的

に
は
全

く
意
圏
内

に
在

ら

ざ

る
副
産

的

の
結
果
を
生
す

る
ε

い
ふ
事
實

の
認
識

は

、

史
的
唯

物
論

に
向

っ
て
、
そ
の
核
心
及

び
本

質
を
特

色

づ
け

る
も

の
で
あ
る
。
」
藪

に
十
分
な

る
意
圖

を
以

て
爲

し
だ
る
行

為
よ
り
、
全

く
意
圏

内

に
在

ら
ざ

る
副
産

的

の
結

果
を
生
す

ε
は
南
側

へ
ば
、
勢
働
者

が
勢
賃

を

得

る

の
目
的
を
以

て
勢
働

に
従
事
し

な
が
ら

、
期

せ
ず

し

て
筋

肉

の
獲
達

を
促
す

が
如

き
場

合
の

こ
ε
で
あ

る
。

意
識

さ
れ
た
目
的

は
勢
賃

を
得

る

に
在

る
、

さ
う

し

て

勢
働

の
結
果
期

せ
ず
し
て
筋
肉

が
獲

達

し
た

ご

い
ふ

こ

注
は
、
長

剣
か
ら
勢
働
者

の
意
圏

内

に
無

か
っ
た
副

産

的

の
結

果
で
め

る
。

雌
.
録

フ
ア
ー

ガ
ス
ン
の
本
.能
的
肚
會
観

人
間

の
行

動

に
閲
し
て
此

の
如

き
現

象
が
生
す

る
の

は
、
決

し
て
不

思
議
な

こ
`
で
は
な

い
。
蓋

し
.
一
定

の

人
間

が
或

る

一
定

の
行

動
を
取

る
ε
、
そ

こ
に
は
複
雑

な
無
数

の
相

互
的
因
果
關
係

が
展

開

さ
れ

る
の
だ
が
、

今
其
筈

の
も
の
を
ば
、
行
爲
者
自

身
が
、
そ

の
行
爲

に
先

だ

っ
て
、

一
々
豫
見

し
意
識

し
得

る
筈

の
も

の
で
は
無

い
か
ら
、
如
何

な

る
場
合

に
で
も
、
後

か
ら
見

る
ε
、
必

ず
真
庭

に
、
最

初
は
豫
期

し

て
み
な

か

つ
陀
若
干

の
結

果

が
、
偶

然

に
獲

生
し
て
み
る
も

の
で
あ

る
。
ε
こ
ろ
が

既

に
若
干

の
結

果

が
其
庭

に
爽

生

し
た
な
ら

ば
、
又

そ

れ
が
元

ε
な

っ
て
、
將

來

の
行

凋
に
成

る
新

に
な
動
機

が
成

り
立
ち
、
從

て
最
初

か
ら

の
目
的

は
愛

化
さ
れ

て

來

る
。

さ
う

し
て
其

の
新

紀
に
成

り
立

つ
た
目
的

の
た

め
更

に

一
定

の
行
動

を
取

る
ご
、
其
威

に
重

ね
て
豫
期

し
な

か

っ
た
結
果

が
生

ま

れ
、
再

び
前

`
同

じ
や
う
な

作
用

を
呈

し
、
斯
様

に
し
.て
人
間

の
目
的

は
絶

え
ず
其

れ

か
ら
其

れ

へ
ご
璽

じ
て
来

る
の
で
、
前

後
を

一
貫
す
.

…
る
不
攣

の
目
的

ε

い
ふ
も

の
は
成

り
立
ち
得

な

い
。

ヴ

ン
ト
が

u
p
u・
同
旨

。ぢ

窪
窪

=
①犀

。
碧
コ
陣。
脅
「
N
幕

無
・

の

ε
謂

っ
て
み
る
の
が
即

ち
実

れ
で
あ
る
。

第
+
五
巻

(第
三
號

一
五
五
)

四
六
九

1
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錐

線

プ
ア
ー
ガ

ス
ン
の
本
能
的
肚
會
観

グ

ソ
テ

〃
は
、

こ
の
原

理

が
.
ヴ

ソ
ト
に
先
だ
ち

、

マ
ル
ク
ス
及

び

エ
ン
ゲ

ル
ス
に
よ

っ
て
既

一
獲

見

さ
れ

だ
`
言

っ
て
み
る
。

し

か
し
如
何

な
る
思
想

で
も
、

そ

の
淵
源

レ
尋

ね
る
猛
ら
ば
、
五
口
々
は
其

れ

か
ら
其

れ

へ

ご
遡

り
得

る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
原
理

に
つ
い
て
も

亦

π
同
様

に
、
吾

々
は

マ
ル
・
ス
よ
り
遙

に
以
前

に
、
そ

の

主

張
者

を
見

出
す

こ

ε
が
出
來

る
。
私

は
嘗

て
、

ア

ダ

ム
・
ス
ミ

ス
の
考

の
中

に
も
、
現

代
の
経
済

組
織

を
以

て

長

き
期
.問

に
亙
る
自

然
的
鞍
達

の
結
果

ご
看
做

す
思

想

が
含
ま

れ
て
居

り
、

さ
う

し
て
其
れ
は
取
り
も
直

さ
牽

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史

観

の
根
底

・
横

だ
は

っ
て
み
る
思

想

ご
回

し
も

の
だ
、
こ

い
ふ
こ
ε
を
、指

摘

し
て
置

い
た

り

が
、
蝕

に
述

べ
や
う

ご
す

る
の
は
、
そ
れ

ε
同
様

の
考

が

更

"
ス
ミ

ヌ
の
著

書

に
先

だ

っ
て
、
そ

れ
よ
り
も

一
層

明
白

に
且

つ

一
般
的

に
、
既

に

フ
ァ

ー
ガ

ス
ン
(〉
費

目

閏
霞
ぴq
話
o
ロ
)

の
著
書

に
見

は
れ

て
み
る
、
ご

い
ふ
こ

ご

で
め
る
。

「
ア
ダ

ム
・
フ
ァ

ー
ガ

ス

ソ

ニ

七

二
三

-

一
八

一

⊥
ハ
年

)
は

、
ア
ダ

ム
・
ヌ
ミ

ス
ε
同
時
代

の
人

で
且

つ
彼

第
+
五
巻

(第
三
號

一
五
六
)

四
七
〇

れ
の
友

人
で
あ

ヶ
、
彼
等

の
生

時

に
於

て
は

ス
ミ

ス
に

劣
ら

す
有
名

で
め

っ
た
こ

こ
ろ

の
、

ス

コ
ヅ
ト
ラ

ソ
ド

人

で
あ

る
が
、
彼
は
、
「
諸
国
民

の
笛

」
に
於
け

る
其

筈

よ

ロ

し

も

り
も

吾

々
の
目
的

に
ε

つ
て
も

つ
ご
重
要

な
意
義

を
も
.

っ
ピ

こ
ろ
の

、
砒
曾
哲
學
及

び
政
治
哲
學

に
關
す

る
學

説
を
展

開
し

て
み

る
。

ヒ
ゴ
ー

ム
の
挽

割
.的
精

神
及

び

毛
ソ
プ

ス
キ

ュ
ー
の
歴
史

的
猜

岬
は
、

フ
ァ

ー
ガ

ス
ン

に
於

て
最
も

ア
ト

ラ
ク
ヲ
ィ
ヴ

に
結
合

さ
れ
て
あ

る
。

彼
は
當
時

に
於

け
る
…佛
蘭

四
思
想
家
等

の
狂
熱
的

ア
.プ

リ
オ
リ
ズ

ム
か
ら

全
然
離

れ
て

み
た
。

:
・:
・彼

は
・.・

、
・…
:
魅

會
及

ひ
そ

の
諸

制
度
を
ば

、
最
賢

の
哲
學

君
達

に
よ

っ
て
さ

へ
制

御
の
見
込

な

き

ε

こ

ろ

の

㈹
o
ヨ
四

8
暑
。「器

(進

行
中

の
事
象

」だ

こ
し
て
、
之

乞
研
究

し

た
。
彼

μ
の
興
味

は
、砒

會

が
何

れ
の
方
向

に
動

き

つ

、

め

っ
た

か
を
歴
史

の
光

に
よ

り
研
究

す

る
に
在

っ
た
の

で
、
超
人
間
的

の
智
慧

に

よ
b

之
が
進
行
を
定

め
ん
ご

す

む
こ

ご
で
は
無

か

っ
た
。

…
…
…
最
も
有

刀
な
彼

れ

り

の
論

者
は
、

一
七

六
五
年

し
公

に
さ
れ
た

国
の旨
楓
o
昌

Ω
く
目

しq
a

。
気

で

あ

っ
た
。

エ
デ
イ

ソ
パ
ラ
大
學

の
教

授

こ
し
て
の
彼

れ

の
講
義

を
纏

め
た
こ
こ
ろ

の
℃
}

。τ

5)『 近 睡W濟 思想輿論』16頁 以F

4)京 都 帝国大 睾の藏 鳶に徴 すれば、此 書の私版 に1767年 量;登行 されて る ろ・1765

年 は恐 らく誤植であ らうo

'

、



℃
訂
㈲
o
h
.竃
霞
円

円
民

団
o
ま

。凹

し∩
o
寄
口
8

〔一M
鴇

)
は

、

前

者

に
比

べ
て
系

統
的

で
は
あ

る
が
、
玄
鶴

が

ア
ト

ラ

ク
プ
ィ

ー
ヴ

で
な
か

っ
た
。
耐
會
的
及

び
政
治
的
鞭

蓬

を
決
定
す

る
ど

こ
ろ

の
、
豫
見

事
れ
ざ

る
且

つ
意
圖

さ

れ
ざ

る
諸
要
素

に
劃
す

る
、

フ
ァ

ー
ガ

ス

ン
の
力
説

は

此

等
の
署
書

に
於
て
共

に
根
本

的
で
あ

っ
た
。

ア
プ

リ

オ
リ
の
學
問

の
諸

・
理

に
合
は

し
て
諸

制
度
を
改
鑑

し

ゃ
う

こ

い
ふ
や
う
な

、
佛
蘭
西

の
改
革

主
義

者

の
熱

狂

は
、
彼

れ
の
少
し
も
持

っ
て
み
な

か

っ
た

ご
こ
ろ
で

あ

る
。
彼

れ
の
考

に
よ
ー-
ば
、
国
家

の
起

源
.歌

策
及

び
政

治

的
秩
序
は

、
哲
學

者

の
思
索

ε
は
全

然
關
係
を

有

た

な

い
ご
こ
ろ
の
、
諸

事
情

に
よ

っ
て
決

定

さ
れ
る
も

の
.

で
め

る
』
、
フ
ァ

ー
ガ

ス
ソ
の
思

想

に
つ
い
て
ダ

ニ
ソ
グ

は
斯
様

に
説

明
し
て
居

る
。
私

は
彼

れ

の
説

明
が
間
.蓮

っ
て
み
な

い
ご
云
ふ

こ
ご
を
醗

明
す

る
た

め
に
、

フ

ァ

ー
ガ

ス
シ

の
原
文

か
ら

、注

意
す

べ
き
若
干
の
文
句
を

、

次

に
鐸
蔵
す

る
で
あ
ら
う
。

r

十
分
の
意
圖
を
以
て
爲
さ
れ
た
行
爲
か
ら
、
塗
く
意

圖

四
に
在
ら
ざ
り
し
副
産
的
の
結
果
が
生
す

る
こ
ご
に

難

繰

フ
ア
ー
ガ

ス
ン
の
本
能
的
雁
書

観

つ
い
て
、

フ
ァ

ー
ガ
ス

ソ
は
明
白

に
次

の
如
く
述

べ
て

η

版

居認

鴇
羅

難

　　

便

粟

国
署

9
「σ
…

乙

。
。
自
粛

⊆
。
霧

吐

く
田
口
一国
』
。
)
を

鴨

田

む

鑓

徽
　　　轟

野懲

懲

鋸
騨

轄

躍
動糠
獣
…
辮織

く
。

だ

か
ら

彼
は
更

に
い
ふ
。

恥

「
】
般

に
人
間
は
、
好

ん

で
目

論

見
及

び
討
議

や
作

る

㎡

繍

・
巨

耽

・
も
・
で
あ

…

れ
・
も
他
・
人
・
の

陶

器
飢鰯
輔

齢

嫉
鴛

細轍

の
う
ち
に
、
そ
の
反
響

を
見
学

で
あ
ら
乞

何

鴨

繍

庭

か
ら
來

陀
か
吾

々
に
は

知
れ
す

、
叉
何
威

へ
で
も

D
n
A
な

其

の
好
む
所

に
吹

い
て
行

く

こ
こ
ろ
の
、

あ
の
風

の

句

の

第

+
五
巻

(第
三
號

一
五
七
)

四

七

一

コ



τ

、

'

薙

盤
陣

フ
ア
盲
ガ

ス
ン
の
本
能
的
祉
會
観

や
う

に
、
肚
會

の
諸
形
態
は
、
不
明
.瞭
な
且

つ
遠

い

起
源

か
ら
派
生
し
て
み
る

其
筈
は
排
撃

が
起

つ
た
.

も

や

も

よ
り

も
す

っ
ε
以

前

に
、
人
間

の
思

索

か
ら

で
な

し

コ

を

も
　

ヤ

も

も

に
、

そ
の
本
能

か
ら
生

れ
π
。

…
・:
…
」

,

彼

は
猶

ほ
言

ふ
Q

『
多
衆

の

一
々
の
歩
み
及

び

一
々
の
運
動

は
、
開

明

し

ち

の
時
代

ご
構
.さ
れ

る
時
.代

に
で
も
、

一
様
な

る
將

楽

し

も

セ

へ

　

や

に
封
ず
る
盲

目
を

以

て
爲
さ
れ

る
Q
諸
国
民

の
有

す

る

コ
　

も

マ

で

り

へ

る
諸
制
度

は
、
人
間

の
行

爲

(意
識
的
行
爲
)
の
結

果

で
.

セ

ピ

コ

ロ

ロ

う

も

サ

ヤ

し

ち

へ

も

も

も

も

あ

る
に
は
相
違

な

い
が
、
し

か
し
其

れ

は
、
成

る
特

定

,

ゐ

ロ

コ

ロ

ロ

ロ

リ

も

へ

も

も

エ

し

も

の
人

の
設

計
を
施

行

し
た
も
の

で
は
決

し
て
な

い
。

…

…
肚

曾
は
、
何
等

の
鍵
化

も
企
圏

さ
れ
て
る
な

い

場
合

に
、
最

大

の
革
命
を
起

し
得

る
も

の
で
,あ
り
、
ヌ

最
も
精
練

さ
れ
た
政
治

家
で
も
、
自

分
等

の
施
設

に

よ
b
国
家
を
何
、庭
.
へ
導

き

っ
っ
あ

る
か
ε
云

ふ
こ

ε

は

、
必
ず

し
も
常

に
自

畳
し
て

み
る
鐸

で
は
な

い
。』

此
等

の
思

想
が
、
如
何

に
よ
く
、
唯

物
史
観

の
根

底

に
横

は

っ
て
み
る
思
想

に
酷

似
し

て
み
る
か
は
、

エ

ン

ゲ

ル
ス
の
次
ぎ

の
言
葉

が
之
を
謹
明
す

Q
。
彼

は

一
八

.

九

〇
年
九
月

二
十

一
日

の
日
附

め

る
書

簡

に
於

て
、
賢

弟
十
五
巻

(第
三
號

一
五
入
)

四

七
二

に
次

の
如
く
述

べ
て
み
る

の
で
あ

る
。

『
吾

々
は
自

分
自
身

で
吾

々
の
騒
良

を
作

る
、
け

れ

こ
も
」
…

…
…
終
局

の
結
果
ば
常

に
多

く

の
値

入
意

志

の
衝
突

か
ら

生

れ
出

る
ε
云
ふ
や

う

に
、

・…

…

歴

使

は
作

ら
れ
て
行

く
。
無
撒

の
相

互

に
交
叉

し
た

諸

々
の
力
、
力

の
パ
ラ

レ
ロ
グ

ラ

ム
の
無

限
の
群

、

此

等
よ
り
し
て
歴
史
的

事
件

こ

い
ふ

一
つ
の
合
成

果

ゐ

も

が
生

れ
出

る
が
、
そ

れ
自
身

ば
又
、
全
膿

こ
し
て
は

コ

　

レ

ヘ

ロ

ロ

　

ロ

ヘ

や

鉦
…意
識
的

に
且

つ
無

爵
志

に
働
く

ご
こ
ろ
の
、

一
の

力

の
生
産
物

ご
看
做

さ
れ
得
.る
。
何
故

`

い
ふ

に
、各

々
の
個
人

の
意

志

せ
し
所

ば
、
他
の

各

々
の
者

に
よ

臥
妨

げ
ら
れ
、

か
く

て
生
じ
來
れ

る
も

の
は
.
何

人

の

も
意
志

し
な

か

っ
た
所

の
も

の
で
あ

る
か
ら

」

所

謂
「
意
識

的
行
爲

の
無

意
識
的

結
果
』
こ
し
て
、
糺肌

會

の
進
行

は
、
何
人

の
意

識

に
も
上
ぼ
ら
ざ

り
七
方
向

を
探

る
、
ε

い
ふ
こ
ε
が
、
唯̂
物

史
観

の
根
本

に
横

は

る
思
想

で
あ

る
が
、
そ

の
思

想
ば
、
マ
ル
ク

ス
や

エ
ン
ゲ

…
ル
ス
の
説

明

に
比

べ
て

さ

へ
、
な

ほ
明
確

だ
ε
育

っ
て

も
可

い
程

度

」
、

ス
.ミ
ス
の
『
諸

国
民

の
冨
」
3
り
殆

ごL

ハ
十
年
前

に
公

に
さ
れ
、

フ
ァ

ー
ガ
ス

ソ
の
著
書

の
う
ち

7)P.187・
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に
記
述

さ
れ
て
め
る

ε
云

ふ
こ
ε
は

、

ε
.す

る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。

私
の
聯
か
意
外

思

ふ
に
所
謂

閃
豊
o
コ
巴
尻
目

が
、

吾

が
脛
濟
學
者

の

思
索

を
過
ら

し
め
た

こ
ε
は
、
既

に
久

し

い
。
殊

に
限

界
敷
用
説

を
主
張
す

る
學
者

の
或
者

に
あ

っ
て
は
、
そ

の
弊

の
特

に
甚

し
き
を
見

る
。
け
れ

ご
も

『
現
代

の
心

理
學
者

は
、
入
間
性

に
閲
す

る
科
學

的

の
定
義

を
、
既

に
可

な
り

の
程
度

に
革
命

し

て
仕
ま

っ
た
。吾

々
は
、
吾

々
の
行

爲

に
關
す

る
確
な
叉

透
明
な
頭
脳
を

以
て
す

る

制
御

の
代
り

に
、
只

、
複
雑

な
.心
理
的
生
理
的

の
諸
機

雄
-

時

に
本
能

ざ
翻

せ
ら

る

、
も

の
一

の
、群

が
ら

起

る

ざ
こ
ろ

の
制
御
を

有
す

る
に
過

ぎ
な

い
、
ご
思

は

ゆ

カ

れ
る
。
そ
の
本
能
が
行
爲
の
獲
力
装
置
で
め
り
、
同
時

に
叉
そ
の
方
向

の
決
定
者
τ
あ
る
。

こ
の
全
艦
の
行
程

に
於
け
る
理
性

の
持
場
は
、
曹
式
の
常
識
的
見
解
が
想ぬ

徴
す

る
よ
り
も
、
遙

に
重
要

な
ら
ざ

る
も

の
で
あ

る
。
」

私

は
學
者

が
、

こ
の
本
能

の
持

て
る
持
場

の
重
要

さ
に

劃

し
、
之

に
値

す

る
だ
け
の
認
識
を
寫
す

の
必
要
を

、

切

に
減

じ

つ

、
あ

る
者

で
あ
.る
。
恐

ら
く
其

れ
は
現

代

雑

録

我
園
の
離
婚
率
に
就
い
て

の
諸
現
象
を
観
察
し
、
叉
將
來
に
於
け
る
砒
會
の
進
行

鋤

.

を
豫
見
す

る
に
際
し
、
正
し
き
理
解
を
得
る
が
紀
め
、

四

根

本

的

に

必

要

な

こ

蓬

で

あ

ら

う

。

フ

ァ

ー

ガ

ス

ソ
は

㎜エ

A
「
、

甦

る

べ
き

で

あ

る

。
.
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