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■

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観

ε
自
由
政
策

の
見
地

.

目

次

一
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蒙
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代

ピ

ス
ミ

ス
の
事

業

二
、
白
団歌
…法

學

ε

ス

ミ

ス

三
、
脛

濟
的

自

由
主

義

の
磯

展

四

、

ス
、、・
ス
の
経
済

畢

に
於

け

る
自

然

生

叢
思

想

五

、

ス
ミ

ス
の
自

由

政
策

の
見

地

・

r

河

田

嗣

鄭

`

一

啓
蒙

時

代

と

ス
走

ス

の
事

業

」

す

べ
て
脛
濟
上

に
於
け

る
自
由
政

策

の
見

地
は
自

然
主
義

思
想

の
懸
用
的

獲
現

ご
観

る

べ
き

で
あ

る
。

ス
ミ
ス

の
自
由
政
策

の
見
地

も
亦

常
時

に
於
け

る
自
然
主
義

思
想

の
映

寓

さ
れ
た

る
も

の
で
あ

っ
て
、
彼

れ
の
纒
濟
的

自

由
主
義
は
啓
蒙
時

代

の

一
般
的

世
界

観
又
は
入
生
観

の

】
表
現

ご
観

る

こ
ご
が
出
來

る
。
即
ち

ス
ミ
ス
は
精
細

深

刻
な

る
解
剖

に
依

て
、
経

済
現

象
を
民

そ
の
最

も
簡

軍
な

る
糸
筋

に
分
解

し
た

る
上
再
び
之
を
織

り
上
げ

、
要
素

か
ら

し
て
蜜
在

の
全
家
を
描

き
出
す

に
努

め
た
。

そ

の

お
蔭

で
、
頗

る
複
雑
錯

綜

せ
る
脛
濟

ご

い
ふ
人
生

の

]
方

論

叢

ス
、ミ
ス
の
自
然
圭
謹
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻
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一號
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七
三
)

}
七
三

「



'

論

叢

ス
ミ

ス
の
自

然
主

義

観

ぞL
自
由

政
策

の
見
地

第

十

入
巻

(第

「
號

、
}
七
四
一

…
七
四

面
は
・
甚
だ
洞
見
し
易
き
も
の
た
る
に
至

っ
た
、
齢
ち
登

意

想
は
経
済
生
活
を
斯
征

服
せ
る
こ
`
に
依
て
其

の
最

大

の
勝
利
を

誇
り
得

る
次
第

で

あ
る
。

　

　

夏

ス
ミ
ス
の
経
済
學
は
其
の
内
容

に
於
て
啓
凹意

想
を
示
し
て
居

・
。
即
ち
随
所

に
純
粋
な
・
自
然
が
轟

.

は
れ

、
人
の
行

動
を
自

然
的

な
衝
動

に
締

し
、
ゐ
ら

ゆ

る
八

■
.的
な
干
渉

を
排
斥

し
て
居

る
。
自

然
力

の
自
由

な

る
覇

に
依
て
総
て
の
救
曽

幸
福
喜

期
待
す
・
は
.
全
然
肇

思
想
の
意
に
叶
っ
て
居
る
、
饗

・、
ス
の
脛

蟄

孟

流
す
る
饗

謁

も
亦
よ
く
獲

愚

・
叶

・
砦

・
で
め
匁

ナ
テ

ユ

ラ

リ
ス
ム

オ

ゾ

ス
ミ
ス
の
脛

澗
學

に
は
其

の
根
本
思
想

を
形
造

る
二

大
思
想

が
存

在
す

る
。
そ

れ
は
、
そ

の
自
由

主
義
観

ε
樂

黙
鰍

ご
で
あ
レ
祠

然
か

も
両
者
は

互

に
關
嚇

せ
る
も

の

`
し
て
、
不
可
分

の

一
髄

系
を
成

し
て
表
は

れ

て
居

る
。

而
し

て
此

の
思
想

が
共

に
十

八
世

紀

に
於

け

る
啓
蒙
哲

學

に
共
通

な

る
所

の
も

の
た

る
こ
ビ
は

ビ
最

も
注
意

に
値

す

る
所

ざ
せ
な

け
れ
ば
な
ら

諏
Q

そ

こ
で
私
は
・

ス
ミ
ス
の
経

済
的
自
由

主
義

を
理
解

し
自
由
政
策

の
見
地

を

そ
の
根

柢

に
於

て
攻
究

せ
ん
爲

め

に
は

-
先

づ
以

て
十

八
世
紀

の
啓
蒙
思
想

に
固
有

だ

つ
た
所

の
も

の
を
叩

い
て
見

る
要
あ
b

ε
信
ず

る
。

十

入
世
紀

の
啓

蒙
哲
畢
鳳
、
實

に

ル
ネ

イ

ッ
サ

ソ

ス
・こ
共

に
思
想

的

に
近
代

な
る
も

の

、
構
成
を

寫

し
遂
げ

た

も

の
で
あ
る
。

從

て
両
者

に
は

多
く

の
共
通

の
性

質

が
存
す

る
。
試

に
之
を
謂

へ
ば
、
人
生

に
謝
す

る
喜
悦

、
活

動

ε
創
造

ε
に
勤
す

る
希

求
、
人
聞

生
存

の
意
義

を
活

動

に
置
く

こ
ξ
、
事
物

の
支

配

に
封
ず

る
慾

求
、

あ
ら

ゆ

臼

1)Ad,Eucken,DieLebensヨn5⊂hauu曙endergro～sellManner,S.ago
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も

か

し

う

マ

ヤ

へ

ひ

や

ゐ

ヘ

ヘ

ル

あ

る
能
力

の
獲

揮

に
蜀
す

る
志
望

な
ご

が
之

で
あ

る
α

か
る
が
故

に
、
理
性

の
力

に
饗
す

る
大

い
な

る
信

任

が
両
者

に
共

通

に
存

せ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

。
け
れ
こ
も
文
藝

復
興
期

は
謂
は

園
近
代

な

う
も

の

、
少

年
時
代

で
あ
り
、

啓
蒙
哲
學
時

代

ε
共

に
そ

の
成

年
期

が
初
ま

る
の
だ

か
ら

、
そ

こ
に
両
者
間

に
は
叉
自
ら
大

い
に
面
目

の
相
違

の

認
む

べ
き
も

の
が

あ
る
。

,

仍

て
伺

ほ
少

し
一
啓
蒙
時

代

の
特
徴

に
就

い
て
見

る
に
、
十

八
世

紀

の
思
想
家

に
共
通

だ

っ
た
所
の
も

の
は

、

.自
然

の
力
を
信

じ
又
自
然

の
善

な

る
こ
こ
を
信
じ

、
そ

の
信
念

に
依

て
入
間

の
働

が
鼓
舞

せ
ら
れ
、
行

動

が
喜

ば

し
き
信
頼
を

以
て
満

さ
れ
た

こ

ε
に
存
す

る
。
叉

常
時

の

一
般

傾
向

ε
し
て
は

、
世

界
萬
象

が
人
間
を

中
心

ε
し

て
考

へ
ら

れ
た
。

人
は
先

づ
以
て
己

れ
自
身

を
知

る

こ
ε
を
要

し
、
火
自
己

が
周

園

に
毀

し
で

有
す

る
關
係
を
理

解
す

る
を
必
要

窪
し
た
。
個
人

は
肚

會
以
上

に
立

ち
、
人

の
能
力

ビ
意
思

芭
か
ら

ゐ
ら

ゆ

る
善
果

が
期
待

さ
れ
た

。

さ
れ
ば
歴
史
的

に
侮

は

っ
た
も
の
よ
り
も
、
自
己

の
本

質

の
基
礎

の
上

に
立

っ
て
屠

る
所

の
理
性

が
重

ん
ぜ
ら

れ

理
性
は
歴
史
的

な
傳

來
物

に
饗

し

て
厳
峻
な

る
批

評
を

試
み
た
。

そ
し

て
斯

く
理
性

に
多
大

の
信

任
の
世

か
れ

る

所

か
ら

、
事
物
を

ば
す

べ
て
理
性

の
力

に
於

て
解

剖
し

て
這
間

の
理

法
を
探
ら

ん
ε
し
π
。
そ

の
目
的

の
果

さ
る

、
道
筋
は
謂

ふ
迄

も
な
く
斜
里

で
あ

っ
た
。

又
理
性

は
各

人

に
樹

心
て
同

一
の
　御
立

ε
同

一
の
権

利
ご
を
認

め
ん

む

　

　

達
し
た
。

そ
し
て
其

の
理
性

あ
る
が
爲

め
に
精
神
は

あ
ら

ゆ

る
歴
史

的
な
傳

來

よ
り
欄

立

せ
る
自
然
的

な
椹
利
、

む

む

　

む

む

り

自

然
的
な
道
徳

、
自
然

的
な

宗
激
等

を
造
り
得

る
も

の
こ
せ
ら

れ
、
此

等

に
依

て
あ
ら

ゆ

る
徳

來
は
自
由

に
挽
割

・

論

叢

ス
ミ
入
の
自
然
主
義
親
ご
自
白
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

〔第

一
號

一
七
五

「七
五



.

.論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ξ
自
由
政
策
の
見
地
.

第
十
八
巻

(第

一號

一
七
↓ぐ

一
七
六

せ
ら

る

べ
き
も
・の
ε
し
、
す

べ
て
理
性

に
反
す

る
乳

の
は
排
斥

せ
ら

れ
、
之

に
合
す

る
も

の
は
受
入

れ
ら

れ
高

め

、

ら

る

べ
き
も

の
ε
し
た
。
そ
し

て
人

の
本
性

の
中

に
在

っ
て
直
接

な

る
働

を

爲
す
所

の
自
然
性

は
其

の
本

然

の
力

　

む

を
十

分

に
獲
揮

し
得

ん
矯

め
に
、
又
聞
園

の
事
物
を
理

性
的

に
造

り
⊥
げ

ん
爲

め
に
、

た

ゴ
自
由

に
せ
ら

る

、
こ

の

ピ
を
必
要

ε
し
た

の
で
め

る
。

斯

く
の
如

く
啓
蒙
誌
代

に
は
、
理
性
を
本

ε
し

て
物

を
者

へ
る
風

ε
、
す

べ
て
自
然

的
な

る
も

の
を
善

し
巴
す

も

へ

る
考

ご
は
が

}
般
に
行
は
れ
、
そ
は
實
に
思
想
的

に
之
を
観
て
時
代
の
特
徴
を
寫
し
た

次
第
で
あ
る
。
元
來
自
然

る

も

ヘ

ヤ

も

へ

的
な

る
こ
巴

、
善

な

る
こ
ご

、
は
、
匠
別

せ
ら

る

べ
き

も

の
π

る
に
拘
ら
ず

、
當
聴

一
般
の
風

ビ
し
て
自
然

的
な

の

る
も
の
は
同
時
に
直
ち
に
善
な
る
も
の
ぜ
考

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(此
畢
ス
ミ
ス
の
自
由
政
策

の
見
地
を
理
解
す

る
矯
め
に
は
、
特

に
注
意
す

べ
き
所

π
ら
ざ

る
を
得
な

い
。
〕

ε
も
か
く
斯
か
る
特
徴
を
有

せ
る
十
入
世
紀
の
啓
蒙
時
代
は
、
佛
蘭
西
を
本
無
憂

ε
し
.て
展
開
し
だ
観
が
あ
っ

た
が
、
然

し
そ
の
絶
頂
は
實

に
英
国
に
於
て
達
せ
ら
れ
、
思
索

が
當
代
の
大

い
な
る
要
求
だ
っ
た
所

の
時
代
が
生

れ
、
人
間
生
存

の
め
ら
ゆ
る
問
題
が
熱
心
に
致
究
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
此
の
英
国
啓
蒙
時
代

に
於
け
る
最
も
著
明

ノ

な

る
事
業

は
、

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
の
脛
濟
學

で
あ
る
。

、

オ

ィ
ケ

ソ
を
し

て
謂
は

し
む

れ
ば

、
實

に
脛
濟

ε

い
ふ
特
殊

方
面

に
於
て
、
啓
蒙
思

想
は
純

粋

で
古

典
的
な
表

現
を
爲
す

に
至

っ
た
。

同
蒋

に
生
存

ε
行

爲

ε
の
全
艦

に
渉

る
信
念
が
展
開

せ
ら

れ
、
脛
濟

ε

い
ふ
人

生

の
領
域

3)Eucken,a.a.O.S.327-331;S.383)

4)Gide&Rist,op,cit.,p.69
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ア
欝
イ㍗
.

,

が
人
聞

あ
ら

ゆ
る
動
作

の
支
配
的

な
中
心

ε
せ
ら

る

、
に
至

っ
た
。

ス
ミ
ス
に
依

て
甫

め
て
吾

々
人
間

の
全
生
存

が
物
質

的
な

る
維
持

ε
経

管

ε
の
観

念

の
下

に
置

か

れ
る

こ
ε

、
な

っ
た
。
即

ち

ス
ミ

ス
に
於

て
啓
蒙

思
想

の
経

済
理
論
は

、
最
も
純

粋
塞

る
表
現

ε
系
禮
的

な
組

立

ε
を
見

る

に
至

っ
た
。

ス
・・、
ス
以
前

の
古

き
経
済

學
は
、
縄

濟
的
生
活

に
封
し

て
何
等

の
濁

立
性

を
與

へ
す
、

そ
れ
を

ぱ
直
接

に
道
徳
上

の
目
的

の
支

配

の
下

に
居

ら

し
め
た
。

そ
し
て
が
・の
経
済

生
活
を
ば

一
の
纒

つ
た
も

の
ざ
観
す

、
個

々
の
現

象

の
集

り
ε

し
て

パ

フ

々

々

に
取
扱

ふ
に

過

ぎ
な

か

っ
た
。

尤
も

マ
ー
キ
ヤ
ソ
チ
リ

ス
ト
や

フ

イ
ジ
オ
ク

・プ
ヅ

ト
の
人

々
は

、
輕
濟

窪
い
ふ
現
象

の
塗
膜

を

ば
、

固
有

な
る
基
礎
観
念

の
下

に
贋

か
ん
ε
試
み
丸
け

れ
こ
も

、

ス
ミ

ス
が

之
を

寫
し
得

た
る
如

く

に
は
其

の
月

の

的

を
果

し
得

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
し
て

ス
・・、
ス
が
倫
理
學

者

ξ
し
て
も
、

當
時

一
流

の
學
者

ご
相

並
む
で
哲
學

史
上

に
地

位
を
占

め
、
特

に
唯

情

論
者

ε
し

て

シ
ヤ
フ
ッ

ベ
リ
ー
や

ハ
チ
ソ
ソ
や

ヒ

ュ
ー

ム
な

ご
ε
並

び
稠

せ
ら

れ
、
此

の
方
面

に
於

て
も
や
底

り
啓
蒙
時
代

の
完

成
者

の

]
人

に
撒

へ
ら
れ

る
に
趾

ぢ

ざ

る
こ
ε
も

、
注
意

す

べ
き
所

に
旙

す

る
。

二

自
然
法
學

と

ス
ミ
ス

右
示
す

が
如

く
、
、
ス
ミ

ス
の
思
想

は
大
禮

に
於

て
啓

蒙

時
代

の
思
想

一
般

に
共

通

だ

つ
た
所

の
も
の

に
糠

て
立

っ
て
居

る
の
だ
が
、

そ
の
啓
蒙

思
想

の
中

に
育

つ
π

ス
ミ

ス
の
自
由

王
義
は

、
主

ε
し

て
如
何

な

る
方

面

か
ら
其

論

叢
.

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
こ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

　號

一
七
七
)

「
七
七

5)Eucken,ibid.S.397



論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ミ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第
一
號

一
七
入
V

[
七
八

の
轡
養

を
吹
放
し

た
も

の
f
あ

る
か
。

之
を
知

る
爲
め

に
は

、
當
時

に
於
け

る
自
由

ま
義

思
想

に
就

い
て
や

、
詳

か
に
致

察
を
試
む

る
必

要

が
あ

る
。
帥
ち

之

に
關

す

る

　
般
的

な
致
察
を
試

む
る

に
依

て

ス
.・、
ス
の
自
由
主
義

の

見
地

は
十

分
之
を

明
瞭

に
す

る

こ
己
が
出
家

る
か
ら

で

あ

る
。

然

る
に
啓
蒙
時

代

に
於
け

る
自
由
主
義

の
見
地

は
、

常
時
廣
く
行

は
れ
た

る
自
然

主
義
観

ε
結

び
付

い
て
居

て

両
者

は
概
念
的

に
は
別

々
の
も

の
た

る
に
拘

ら
す

、
實

際
的

に
ぽ
到
底

之
を
分
離

し
て
取
扱

ふ
こ
ざ
の
出
来
難

き

も

の
た

る
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
ら

汲
。
併

し
私
は
藪

に
研
究

上

の
便
宜

の
爲

め
暫

く
主

ε
し
て
自

然
主
義
槻

の
方

面

ご
見
ら

る

べ
き
も
の
五
.
圭

ざ
し
て
自
由

主
義

観

の
方

面

ε
見
ら

る

べ
き
も

の
ε
を
別
途

に
観
察

し

て
、
両
者

を
共

に
受

入
れ
た

る

ス
ミ

ス
の
思
想

か
ら

し

て
は

.

.こ
う

し

て
も
脛
濟

上
に
於
け

る
自
由
政

策

の
見
地

の
生

れ
て

來
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
所

以
を
明

か
に
し
て
見
た

い

ε
思

ふ
。

し
か
も

之
を

駕
す

に
就

い
て
は

、
自
然

主
義
観

の

方
は
專

ら
彼

の
自
然

法

に
關
す

る
思

想

ε
學

説

ε
に
於

て
之
を
窺

ひ
、
自
由
主
義
観

の
方

は
専

ち
之
を
経
済
的

自

由
主
義
槻

の
獲
展

ε
し
て
観
察

し
て
見

る

こ
ご

、
す

る
。
.

、

そ

こ
で
先

づ
自
然

法
畢

説

に
就

い
て
見

る
の
だ
が
、

そ
れ
を

駕
す

に
就

い
て
は

、
今

]
度
思
想
史
上

に
於
け

る

近

代

の
形
成

に
幽

し
て
、
.前
廊

に
述

べ
だ
る
所

ε
や

、
異

れ

る
見
方

の
T

に

一
億

の
説

明
を
試

み
る

こ
ε
の
避

く

べ
か
ら
ざ

る
を
見

る
。
仍

て
少

し
く

ハ
ス
バ
ッ

ハ
氏

の
所

説

に
從

っ
て
其

の
大
様

を
窺

ふ
.・却
ε

、
す

る
。

ハ
メ
バ
ッ

ハ
氏

の
梱観
る
所
[を
以

て
す

れ
ば

」精
…帥
界

に
於

け

る
近

世
時

代
を
造

b
出
す
矯

め
に
は
、
一二
っ
の
太
き

1)r.W.Ha5bach,Dienllgemeinenphilo三 〇phi覧chenGrlmd】agendervon
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. '

「

な
部
類

よ
り
成

れ

る
力

が
、
中

世
時
代

よ
り

の
廓

來

に

勤

し
て
職

ふ

こ
ご

、
な

っ
た
。

ヒ

ユ
ー

マ
島
ズ

ム
ε
宗
漱

改
、革

ピ
近

世
政
治

硯

ε
の
三
者

之

で
め
る
。
そ
し

て
此

の
一二
者

は
各

々
其

の
戦
場

を
異

に
七
た
け
れ
こ
も
合

し
て

一
つ
に
繋

が

っ
た
鎖
を

掬
し
て
居

た
。
然

か
も
此

の
三

者
は

そ
の
起

原
に
於

て
は
甚

だ
相
異

れ

る
も

の
た

る
を
忘

れ
て
は
な
ら

の
∩、

就
中

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
は
中

世
時
代

に
謝

し
て
古
代

を
復
活

せ
し
む

る
こ

恩
を

目
的

ご
し
た
。
即

ち
中
世
時
代

の
科
學
研
究

の
方
法

ε
共

の
説

明

ε
に
謝

し

て
大

い
な

る
不
満

を
抱

」
、

古
代

の
學
問
を
ば
中
世

ス

コ
ラ
.ス
テ
ッ

ク
以

上

に
置

か
ね
ば
な
ら

漁
ε
考

ふ
る
に
至

っ
た
。
此

の

之
、ユ
」

マ
ニ
ズ

ム
か
ら

近
世
過
渡
期

の
哲

學

ε
博

盲
撃

わ

ご
は
生

れ

π
の
で
あ
る
。

古
代

の
倫

理
親

は
、

人

に
は
善

を
自
ら

造
り
出
す
性

能

あ

る
も

の
ゼ
見

た

か
ら

、
其

の
「
善
』
ε
見

ら

れ
る
も
の

鳳
頗

る
自
然

的
な
略

の
で
あ

っ
た
。
然

る
に
基

督
教
は

穂

て
を
帥

の
恵

に
締

せ

ん
ε

し
た
か
ち
其
の
道
徳
は

何

ざ

な
く
不
自
然

的
で

あ
る
。

、
さ
れ
ば
古
代

の
思
想

ε
學
問

ε
を

復
活

せ
し
め

ん
ε
企

て
た

ヒ

ユ
ー

7
ニ
ズ

ム
は
自
然

法
的
な
思
想

の
建

設

の
薦

め
に
は
疑

も
な

く
最

も
多

く

の

こ
ご
を
籍

し
た
も

の

ε

"
へ
る
。
特

に

ヒ
ユ
、斗

マ
「=
ズ

ム
の
働

に
依

て
僧

然
法
的

な
要
素

を
包
含
す

る
所

の
羅

馬
注

ε
古
代
哲
學

ご
が
復

興

せ
ら

れ
た

こ
ε
は
最
も
注
意

す

べ
き
所

で
、
羅
馬
法

の
復
興

は
實

に
近
世
自

然

法
観

の
生

れ
出

る
第

一
.期

を
造

っ
た
。

そ
し

て
此

の
事
業

に
最

も
多

く
貢
献

し
た

の
は
佛
蘭
西

の
法
律
聾
者
蓬

で
あ

る
。
彼

等
ば

一
面

に
は
羅
馬

法

の
復
活

に
盈
力
す

る
ご
同
時

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ざ
自
由
激
策
の
見
地

第
+
八
巻

(第
一
號

『
七
九
)

一
七
九

7)ditto,S.1gfL
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・

論
.
叢

ぐ

あ

自
然
嚢

観
ミ
畠

肇

の
見
地

第
+
八
巻

(第

一
號

ヌ

9

天

。

に
、
他

方

に
は
又
希
臘

哲
學

の
復
興

に
も

力
を

致
す
所

が
あ

っ
夜
。
帥

ち
夙

に
十

⊥
ハ
世

紀

の
學

者

か
ら

し
て
自
然

法
親

の
建
設

の
矯

め
に
孟
力

し
た
が
、
十

八
世
紀

に
及

む

で
は

、
自

然
法
観
は

ル
ー
ソ
ー
や

ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト

の
人

々
や

の
著
述

に
於
て
最

も
力
拙
く

、
然

か
も
内
容

豊
富

で
叉
駭

世
的
な

る
獲

現
を
見

る
に
至

つ
π
。
叉
同
国

に
.於

て
は
終

に
自

然
法
観

的
な

る
革
命
を

へ
勃

獲

塗
し

め
、
又
同
国

よ
り

し
て
右

さ
法
的
秩
序

の
轄
覆

に
封
ず

る

挑
戦
的

な
宣
徳

が
諸
国

に
向

っ
て
獲

せ
ら
れ

る
を
見

る

に
至

っ
た
。

.然

し
近

世

の
自

然

法
観

は
終

に

ユ
ー
ゴ
ー
、
グ

ロ
ー

チ
ウ

ス
に
依

て
科
學

的

に
完
成

せ
ら

れ
た
次
第

だ
か
ら

、
.

の

其
黙

か
ら

い

へ
ば

、
此

の
事
業

に
射

し
て
和
蘭

の
貢
献

せ
る
所

も
偉

大
な

る
も

の
あ

る
を
忘

れ

て
は
な
ら

祖
。
.

次

に
宗
敏
改
革

運
動

に
共
通
な

る
所

は
【嘔
音
書

に
復

蹄

せ
ん
ご
す

る
こ
.ε

で
あ

っ
た
。
換
言

す
れ
ば
.傳
統

や
定

敏

に
抗

祝
す

る
こ

ご
な
く
、
初

代
基
督

教

に
蹄

ら

ん
ε
す

る
こ
ε
に
存

し
た
。
從

て
宗
敏
改

革
家

の
學
問
は
博

盲

撃
的
歴
史
學
的

な
色
彩
を
有

し
、

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
ε
の
間

に
内
部

ε
外

面

ε
に
於

け
る
連
絡

關
係
を
有

し
た
。

即
ち
両
者
は
世
俗

的

ご
な
れ
る
敏
會

に
射
し

て
戦

ひ
、

倫
理
を
失

ひ
だ

る
僑
侶
制

ε
戦

ひ
、
又
非
學
問
的

ε
な
れ

る

ス

コ
ラ
ス
.チ
ッ

ク
ご
戦

っ
た
。
即

ち
両

者
は
新

し

き
倫
理

の
基
礎

の
短

め
に
働

い
た

の
で
あ

る
。

　

む

む

　

そ
し
て
人
間

の
道
徳
性

に
關
す
る
根
本
問
題
に
就

い
て
の
孚
は
、
所
詮
国
家

ε
か
法
律
ε
か
い
ふ
概
念
を
共
説

明
中
よ
り
排
除
す
る
こ
ε
が
出
来
澱
。
さ
れ
ば
宗
激
革
命
時
代
起
於
て
は
、
此
等

の
概
念
に
關
す

る
論
議
が
旺
に

セ

ル
フ
て
ソ
テ
レ
ス
ト

行
は
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
宗
教
革
命
家
の
激
ゆ
る
所
は
、
や
が
て
自
己
利
益
の
敏
義
を
培
養
す

る
所

の
も

.

、

8) ibid,S.201f.;S25.一27
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の
ε

な
ら

ざ

る
を
得
な

か

っ
た
。

ル
ー
ナ

ル
の
激

は
人

の
性
悪

な

る
を
認

め
、
国
家

は
人

々
生
存

の
安

全

ε
卒

和

ご
の
爲

め
に
存

し
、
之
を
以
て
其

の
存
立

の
目

的
及

び
理
由

ざ
寫
す

も

の
ε
し

た
。

彼
は
官

っ
て
居

る

『
若

し
世

の
入

々
が
緬

て
砦
善
良

な

る
基

督
激
徒

で
あ

る
な
ら
ば

、
王
も
諸
侯

も
刀
剣
も
法
律

も
、
皆

そ
の
必

要
も
な
け

れ

ば

又
役

に
も
立

π

濾
」

ご
。

叉
或

學
君
達
は

、
宗
敏
的

の
自
由
は
や

が

て
法
律
的

に
ま

で
展
開

せ
な
け
れ
ば
な
ら

兎
。
を

し
て

そ
の
法
律
的

自
由

な

る
も

の
は

、
日
耳
曼
流

の
人
格
蜆

ご
相
結

ぼ

れ

て
藪

に
新

生
命
を
得

、
人
格

自
由

の
観

念
ε
な
り
、

そ
の

基
礎

観
念

の
上

に
法
律

や
国
家
組
織

や
の
築

か
る

べ
き

も

の
`
せ
ら

れ

る
思
想

に

露
で
獲
展
せ
な

い
で
は
止

ま
な

い
ε
説

明
し
て
居

る
。

舞

。げ
。「吐
く
8

竃
。げ
「
客
年
冨
・
ぴ
。日
)即

ち
近

代

の
自

由
主
義
観

は
、
宗
漱
革
命

の
思
想
よ

b
湧

き
出

で
た

る
も
の
ご
見

ん
ε
す

る
の
だ
が
、
其

の
當
否
は

`
も

か
く

、
両
者

ご
も
時
代

の
必
要

に
鷹

じ

て
生

れ
.出

で
た

る
も
の
で
、
宗
鍛
革
命

以
来
時
代

の
進

む

に
從

て
、
時

代

の
必

要
は
在

来
の
思
想

に
多
く

の
も

の
を
添

加
し
.
宗
敏
的
自

由

の
思
想

に
は
、
政
治
的

自
由

の
思

想

が
附

加

せ
ら

れ
、
叉
更

に
は
経
済
的
自
由

の
思
想

も
之

む

に
添

加
せ
ら
れ

る

こ
ε

、
な

っ
た

の
で
あ
る
。

ξ
も

か
一
近
代

に
入

っ
て
か
ら
は

、
漸

次

に
國
家

の
椹

利
そ

の
も

の
、
漱
會

よ
b
濁

立

せ
る
國
家

の
権
利

が
認

め
ら

れ

る
こ
ざ

、
な

っ
た

の
だ

が
、
此

の
努

力

に
依

て

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
ご
宗
激
革
命

家

ピ
は

、
十

六
世
紀

及
十

七
世
紀

の
大
政
治
家
連

ε
握
手
す

る

こ
ご

、
な

っ
た
。

國

家
は
外

界

の
権
力

よ
b
自
由

で
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
せ

論

叢

ス
・・
ス
の
自
然
主
義
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
入
巻

(第

「
號

一
八
こ

一
入
一

9)ibid,S,21.;S,28-3Q
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論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ε
自
由
政
策
の
見
地

第
十
入
谷

〔第
一
號

一
八
二
)

一
入
二

ら

れ
だ
。

国
家
を
形
造

る
各
要

部

に
劃
す

る
国
権

の
正

賞
な

る
關

係

が
認

め
ら

れ
ね
ば

な
ら
な

か

っ
花
。

そ
し
て

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ス
ト
ざ
宗
教
革
命

家

ε
が
、

古
代
に
蹄

る

こ
巴
に
其

力

の
源

を
求

め
た

る
如

く
、

近
世

の
政
治
論
者

も
亦
古
代

の
泉

よ

り
酌

ま
ね
ば
な
ら
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
し

て
政
治
家
蓮

は
、
國
家

の
現

状
を
改
造

せ
ん
ε

欲
す

る
に
連
れ

て
、
自

然
法

の
敏
義

に
蜀

し

て
、
理
想

を
建

て
主
義

を
構
成

す

べ
き
動

機
を
興

ふ
る
こ
ご

、
.な

つ

し

の

た
。

斯

か
る
貴
行

的
な

要
素
が
自
然

法
槻

に
含

ま

れ
る

に
至

っ
た

こ
ご
は

、
氣
濾

す

べ
き
所

に
厨
す

る
。

す

べ
て
斯

か
る
思
想

的
背
景

の
下

に
自

然
法
親

は

、
終

に
猫
立
な

る
科
學

ε
し
て
建
設

せ
ら

れ

る
に
至

っ
た
の

で
あ

っ
て
、

そ
の
建
築
は
謂

ふ
迄
も

な
く
多

く
の
互
匠

の
手

に
依

て
行
は
れ

、
終

に

ユ
ー
ゴ
ー

・
グ

ロ
ー
チ
ウ

ス

に
依

て
竣
功
す

る

こ
ざ

、
な

っ
た
。

そ

こ
で
佃

少

し
く
出
水
上

っ
た
自

然
法
畢

に
就

い
て
見

る
に
、
グ

ロ
ー
チ
ウ

ス
は

法
に
は
三
種
あ

り

こ
し
た
。

ゲ

マ
イ

ン
シ
ャ

フ
ト

自
然
法
ε
紳
法
ε
民
法
ξ
之
で
あ
る
。
就
中
自
然
法
の
根
源
は
、
共
同
生
活

に
謝
す
る
人
間
の
理
性
に
適
鷹

せ
る

配
思
な
b
ε
し
陀
。
即
ち
入
は
自
己
の
同
類
ε
共

に

一
の
孕
安
な
る
、
叉
自
己
の
洞
察
の
方
寸
に
從
て
秩
序

づ
け

ら
れ
た
る
共
同
生
活
を
螢
ま
ん
ε
す

る
自
然
的
慾
求
を
有
す
る
も
の
で
、
此
の
衝
動
は
利
用

(叉
は
有
用
性
)
に
封

.

す
る
顧
慮

か
ら
は
濁
立
し
て
働
く
も
の
な
り

ε
考

へ
た
。
-
そ
し
て
人
は
斯
く
の
如
く
自
然
的
に
共
同
生
活
性
を
有

す
る
所

か
ら
、
其
所
に
言
語

の
働

の
加
は
る
に
依
て
、
其
の
共
同
生
活
の
秩
序
を
保
ち
叉
人
々
之

に
則

っ
て
行
動
す

べ
き

一
般
的
な
規
律
を
造
り
出
す
も
の
で
、
之
れ
實
に
人
性

に
自
然
な
る
固
有
性
よ
り
生
れ
出

つ
る
も
の
な
り
ε

10)ibid、pS,21F「,;S・32
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す

る

の
で
あ

る
。

此

の
人
性

に
自
然

的
な

る
文

人
の
理
性

よ
り

し
て
當
然

に
生

れ
出

つ

る
固
有

の
権
利

に
厨
す

る
も
の
は
、
λ

ご

・

一
他
人

の
も

の
に
劃

し
て
之
を
犯

さ

穿
る
こ
ざ
、

(
二
)
自
己

の
責

任
よ
b
生

じ
た
る
損
害
は
之
を

賠
償
す

る
こ

ご
、

〔三

)
不
法

の

こ
ε
は
刑
罰

に
嵌

て
償

は

る

べ
き
こ
ε

、
(
四
)約

束
を
果
す
義

務

こ
れ
な
り

ご
せ
ら
れ

る
。

そ
し

て
帥
法
ぽ
自
然

法

ε
互

に
關
囃

し
た
あ

の
で

、
艮

法
に

至

っ
て
は
、
そ
は
自
然
法

を
根
源

ご
し
て
生
れ
出

る
も

の
な
b

ε
.す

る
。

さ
れ
ば
民
法
は
負
然

法

の
之

を

禁
止
し
た

る
も
の
を
命
ず

る

こ
ε
も
出

家
な

け
れ
ば
、
叉

自
然

法

の
命
ず

る
も

の
を

禁
ず

る
こ
ε
も
出

来

阻
。

然

し
膚
然
的

な

る
官

由
を
制
限
†

る

こ
ε
や

、
自
然

法
的

に

m

許
容

さ
れ

た
る
も

の
を
禁
ず

る

こ
ε
や
は
、

之
を
爲

し
得

る
の
で
あ
る
。

グ

ロ
ー
チ
ウ

ス
の
斯

の
激
は

、
其
後

O
霧
器
ロ
皇

国
o
σ
訂
伊

空

帚
目
(げ
三

等

を
経

て

[
o
穿
。

に
及
む

だ
。

掛

ロ
ッ
ク
ば
人
類
を
ば
其

の
自
然
的
な

ゐ
状
態
に
於
て
完
全
な
る
自
由

ε
雫
等
ε
の
下
に
佳
は
せ
た
。
叉
彼
は
所

有
椹
を
自
然
法
的
な
権
利
ε
見

る
こ
ぜ
に
力
を
用
み
た
。
そ
し
て
彼
れ
の
月
然
怯
葡
見
地
は
土
地

に
鋤
す
る
所
有

権
を
基
礎
づ
け
る
黙
に
於
て
完
成
せ
ら
れ
た
`
謂
ふ
こ
ご
が
出
來
る
。
即
ち
『
自
由
ε
所
有
」
鴬
σ
。
身

昏
偶
中
名
、

胸

m
「
受

は

ロ

ッ

ク

が

英

國

の

所

有

階

級

の

爲

め

に

掲

げ

た

旗

印

だ

つ
た

の

で

あ

る

。.

「
ロ
ッ

ク

の

祖

述

者

こ

し

て

は

「
帚
目
身

=
自
序∩
冨

8

⇒

ご

軍

雪

輪
畠

◎
器

雪
避
.

ε

我

が

諺
費

目

Q。
ヨ
一子

ε

を

擧

げ

ね

ば

な

ら

訟

。

論

叢

ス
・・
λ
の
自
然
主
義
観

ミ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

一
號

一
八
三
)

[
八
三

11)

12)
13)

ditto,S.33　 36
'f

woTreatisesofGovernment,】68g

Hasbacb,a,a.0.S.48-56;S.58
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馬

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
+
入
谷

(第
「
號

一
八
四
)

一
入
四

ケ
ネ

ー
も
亦

ロ
ッ
ク
同

様

に
自
然

法
的
権
利

の
保

護

・
個

人
の
自
由
及

び
所
有

の
安

全
を
要
求

し
セ
。

然

か
も

彼
は

此
等
を
ば
、
脛
濟
的
繁

榮

の
必
要
條
件

亡
し
て
要
求

し
た

の
で
あ

っ
て
、
比

熱
は
最

も
注
意
す

べ
き
所

に
厩

す

る
、

ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ー
・プ
ソ
以
前

の
自
然

法
論
者

は
、
時

代

の
必
要

に
從

ひ
、

主

ε
し

て
宗
敏
上

の
自
由

、
.政

治
上

の
自
由
及

び
個
人

の
自
由

を
要

求

し
た

だ
け

で

、
ま
だ
経

済

上
の
自

由
を
要
求
す

る
に
至
ら

な
か

っ
た
。

そ

し
て

フ
イ
ジ
オ

ク
ラ
ッ

ト
の
人

々
も
亦
專
ら
経

済
上

の
自
由
を

求

む
る

に
止

っ
把
わ
け
で
は

な
か

っ
た
が
、

ケ
ネ

ー
は

明

か
に
之
を
要

求
し
、
所
有
纈

ε
政
.治

的
自
由

ε
に
閲
す

る

ロ
ッ

ク
の
漱
義
を
進

め
て
、
経
済

上

の
自
・田
に

封
ず

る
人

の
自
然

権

の
激

義

ε
爲

し
た
。
曲

事
は
實

に
ケ
ネ

ー
の
特
色

ε
見
な

け
れ
ば
な
ら

戯
。

そ

し
て
ケ
ネ

ー

は
人
も
知

る
如
く

」
経
済

關
係

に
於
て
は
農
業

に
最

も
多

く
注
意

し
た

が
、

ご
も
か
く
自

由
競
争

の
原
理

ε
自
由

政

策

の
見
地

ε
ば

、
既

に
彼

に
於
て
明
確

に
展
開

せ

ら
れ
た

の
で

あ
る
。
即
ち
彼
は
完

全
な

る
経
濟

上
の
自

由
を

將

來
す

る
こ

ご
・が
人

類

の
幸
幅
を
築

き
上
げ

る
爲

め

に
は

、
必
要

に
し
て
避

く

べ
か
ら
ざ

る
所

把

る
ε
同
時

に
天

神

の
意

に
叶

へ
る
唯

一
の
方
法
な
り

ご
信

じ
た

の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
若

し

・
ッ
ク
を
以

て
政
治

的
自
由
土
義

の
父

ε
謂
ひ
得

べ
く

ん
ば
、

ケ
ネ

ー
は
實

に
経
済
的
自
由

主

義

の
母

ε
謂
は

ね
ば

な
ら

ね
。

そ

こ
で
撫

で
愈

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
だ
が
、
彼
は
少

し
も
自
然
法
的
な
議

論
を
逡

し

て
は
居
ら

皿
。

然
し
彼

も
亦

ロ
ッ
ク
の
自
然
法
的

な
見
地

を
踏
襲

し
、
自

然
法
學

者

の
列
中

に
加

へ
ら

れ
て
も
あ
な
が

ち
不

當
な
ら
ざ

る
如
き

燭

見
地

に
挨

っ
て
立

っ
た
も

の
ε
見

て
差

支
あ

る
ま

い
。

14) ibid.,S,58.〆6



9

元

来

徳

に
叶

へ

る

こ

一し

、
(
Q∩
一三

8
ゴ
パ
ユ
仲
)
正

法

に

叶

へ
る

こ

ε

、
(O
o
「o
。
ゴ
ユ
αq
π
。
ε

赦

用

あ

る

こ

ε

、
(
名
茸
N
罵
。
7
.

コ
ユ
ツ
ツ
リ

ヒ
カ

イ
セ

ぎ
ε

蓬
は
圃

別

さ
る

べ
き
も
の
で
、
夙

に
グ

ロ
ー
ー
チ
ウ

ス
も
其

の
自
然
法
蜆

か
ら

ば
有

用

性

ε

い
ふ
も

の
を
排

除
し
た

が
、
.併

し
此

の
三
者
を
十

分
明
瞭

に
匠
刑

し
た

の
は

ア
ダ

ム

・
メ
ミ
ス
で
あ

る
。

そ
し

て
彼

は
有
用
性

に

關
す

る
部

分
の
塁

間

ε
し
て
纒
濟
學

を
造

り
上
げ

た

の

で
あ

る
か
ら

、
其

の
輕
濟
學

読

の

目
に
は
彼

れ
の
自

然

法

的
論

議

の

シ
ス
テ

ム
を
見
出

し
難

い
の
は
謂

ふ
迄

も
な

い
。
け
れ
こ

も
其

の
脛
濟
學

の
中

に
は

、
自

然
法
的

の
考

、

か
ら

當
然

に
要
求

せ
ら

る

、
所

の
も
の
が
、
随
所

に
表

は

れ
て
居

る

こ
ご
は
、
之
を
認

め
ね
.ば

な
ら

阻
Q

ス
ミ
ス
は
自
然
纏
.ε
認

め
ら

る

べ
き
『
自
由

」
な

る
も

の
を
犯

す

こ
ご
に

謝

し
て
は

、
極

度

に
反
動

し
た
、

即
ち

例

へ
ば
、
勢
働
使
用

上

に
制
限
を
設

一

る
こ
ご
や

、
居

住

の
制
限

こ
な
る
法
規
を
造

る
こ
ご
や
、
穀
物

萱
買

の
自

由
を

制
限
す

る

こ
ピ
や
は

、
総

べ
て
皆

人

々
の
有
す

る

自
然

の
自
由

ε
正
義

(守
。
旨
首
邑

ま
。
「耐

雪
ユ
冨

腎
①
)

を
傷

く

る
も
の
こ

し
て
、

之
を

不
當
な
り

ε
し
で
居

る
。
帥

ち
勢
働

の
自

由
、
商
業

の
自
由
等

は
、

人

の
有

す

る

自
然

擢

に
属
す

ε
考

へ
た
の
で
あ

る
。

さ
れ
ば

ス
・・、
ス
は

ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義

親
よ
り
出

で

＼
、
然

か
も

ケ
ネ

ー
同
様

に
、
其

の
見
地

を
輕
濟
上

に
拝

外70

"
影
謡
講
難

鐸

麗

残

骸
嬬

謄
転

補
主
義
の見
地
蟹
自
然
法
に關
す

照
.粉

論

叢

ス
・・、
フ
の
自

然

主
義

親

ご
自
由

政

策

の

見
地

第
十
入
巻

(第

一
號

一
八
五
)

一
入
五



論

叢

ス
.・
ス
の
自
然
主
義
観
ミ
自
由
政
策

の
見
地

三

縄
濟
的
自
由
主
義
の
獲
展

第
十
八
巻

(第

　
號

一
八
六
」

一
八
六

右
の
如
く
自
然
法
観

ざ
ス
ミ
ス
の
思
想

ε
の
連
絡
に
就

い
て
見
来
る
こ
ご
に
依

て
、
私
は
ざ
う
し
て
も
進

む
で

今
度
は
纒
濟
的
自
由
主
義
そ
の
も
の

、
見
地
に
就

い
て
其
の
系
統
を
探
る
必
要
を
威
ず
る
。
之
北
開
し
て
叡
や
は

拗

り

沿
ス
バ
ッ
.
ハ
氏

の
研
究
は
大

い
に
擦

る

べ
き
所

を
示

し

て
居

る
。

一
ス
バ
ッ

ハ
氏

の
説

く
所

に
よ

れ
ば
、
近

世
時

代

に
於

て
最

も
早

く
経

済
上

に
於
け

る
自
由

の
原

則
を
高
唱

せ

し
は
、
和
蘭

の

国
・
寓

号

冨

∩
。
巨

で
あ

る
。
然

る
に
十

七
世
紀

の
後
半
並

び
に
十

八
世
紀

の
初

頭

に
於

て
は

主

業
及
び
商
業
士

の
自

由
が
英
国

に
於
て
要
求

せ
ら

れ
、
十

八
世
紀

の
初

に
は
叉
佛
蘭
西

に
於

て
も
、
輸
出

の
.自

由

が
特

に
農
業

の
利
盆

の
爵

め
に
要
求

せ
ら

れ
た
。
英

国

に
於
け

る
常
時

の
脛

濟
的
自
由
主
義

論
者

の
代
表
者

だ

見
ら

る

べ
き
は

の
『
一
。
お
喜

9

一匡

及

uq
[「
O
民
一廼

Z
o
「窪

で
あ

る
陶
佛
蘭
西

で
は

配
o
一終
三
一一魯
Φ苫

及

じ
、

ン
西
窓
ω
8

を
推

さ
ね
ば
な
ら

漁
。

然

し
乍
ら

、

ケ

子
-
及

び

ス
ミ
ス
以
前

の
自
然
法
論

者

中

に
既

に
完

全
な

る
経
済

上
の
自

由

の
根
本

原
則
が
説

か
れ

て
居

た

ざ
見

る
の
は
誤
謬

で
あ

る
。
近
世

の
自
然

法
槻

が
自
由
主
義

的
な
明
瞭
な

色
彩
を
得

た
の
は
、
前

に

も

之
を
述

べ
π
や

う

に
、

ロ
ッ

ク
か
ら
の

こ
ざ
だ

が
、
併

し

そ
の

ロ
ッ

ク
に
於

て
も
ま
だ
纒

濟
的
自
由

の
原
則
は

立

て
ら

れ
な

か
つ
だ
。

1Ll)Dr.W.Hasbacb,UntersuchungenほberAdam
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.

ホ
ッ
プ

ス
や

ス

ピ
ノ
ザ
や

ク
リ
ス
ナ
ヤ
ソ

・
ヴ

オ

ル
フ
や
に
は
、

元

よ
り

ま
だ
縄
濟
的
自
由
、政
策

の
見
地

の
求

む

べ
き
も
の
が
な

い
。
然
ら
ば

グ

ロ
ー
チ
ウ

ス
、

7.
L

フ

ェ
ソ
ド
川

フ
、

ハ
ソ

チ

ソ
ソ
に
於
て
は
こ

う

か
・し
い
ふ

に
、

グ

・
i
チ
ウ

ス
は
中
間
貿

易

の
自
由

に
就

い
て
は
説

い
て
居

る

が
、
そ
れ
は
た

ゴ
其

の
祀
國
當

塒

の
實

際
上

の
必
要

か
ら
、
花

ゴ
を
れ
の
み

に
就

い
て
論

じ
だ
ば

か
り

で
、
ま
だ

纏

っ
た
自
由
主
義
政
策

の
見
地

ε
な

っ
て
表

罫

は
れ

て
ぽ
居
ら

澱
。

プ
ー

フ

エ
ソ
ド

ル
ア
は

マ
ー
キ
ヤ

ソ
チ
リ
ズ

ム
の
學
振

に
騙

し
、
.経
濟

的
自
由
主
義

論
者

で

は
な

か

っ
た
。

ハ
ッ

チ
ソ

ソ
は

そ
の
政
治

的
見
解

に
於

て
は

ロ
ッ

ク
の
後
織

者

ご
し
て
自
由

主
義
論
者

で
あ

る
が

其

の
輕

濟
政
策
観

に
於
て
は

、
や
は
り

マ
ー

キ
ヤ

ン
チ
リ

ス
ト
た
る

を
免
れ

ぬ
。
即

ち
彼

は
宗
敏
上

の
自
由

.
政

治
上

の
自
由
並

び

に
個
人

の
自
由

に
就

い
て
は
、

熱
心
な

る
主

張
者

だ

っ
た
け

れ
ご
も
、
ま
だ
経
済
上

の
自
由

に

就

い
.て
は
知

る
所

が
な

か

つ
だ
。

ロ
7

ク
自

身
は

固
よ
り

ま
だ
経
済

的
自
由

に
就

い
て
に
説

く
所

が
な

か

つ
セ
α

さ
れ
ば

ア
ダ
.ム

・
ス
ミ
ス
は
其
経

済
上
の
自
由
政

策

の
見
地

ば
、

之
を
自
然

法
學

者
よ

b
受

入
れ
陀
所

よ
b
も

和
蘭
及

び
英
吉

利

の
自
由

政
策

上

の
先
騙
者

よ
り
糖

旅

し
た
所

が
多

い
ぎ
せ
な
け

れ
ぜ
な

ら
漁
。
然

し

ハ
ッ

ヂ
ソ

ソ
に
於
て
は
既

に
経
済
的
自

由
の
原

則
が
人
間

の
自
然
権

ε
し

て
承

認

せ
ら

れ
ね
ば
な
ら

漁
ε

い
ふ
根
本
見
地

が

存

在

し
て
居

た

か
ら

、
彼

は

ロ
ッ
ク
ご

ス
ミ

ス
ε
の
中
間

に
立

つ
も

の

ε
謂

ふ

べ
き
で
、

ス
、・、
ス
は
實

に

ハ
ッ

チ

ソ
こ

從
ひ
経
欝

自
由
の
嚢

を
経

済
的
根
本
禮
忌

て
蔑

し
た
鏡

る
・
慕

出
翫

.

そ

こ
で
進

む
で

ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ
L

プ

ン
に
就

い
て
見

る

に
、
彼
等

は
純
梓

な

る
意
味

に
於
て

の
自
然

法
學
着

電

論

叢

で

ス
雪

雑
憲

観
自

由
肇

の
見
地

第
+
八
巻

(第

癖

一
八
七
)

文

七

17) ibld、,S,【 フ6..璽98
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論

叢

ス
・、
ス
の
自
然
主
義
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第
】
號

「
八
八
)

一
入
入

同
列

に
置

か
る

べ
き
も
の

で
は
な

い
。
其

の
理
由
は

、
彼
等

に
於

て
は

、
其

の
自
然
権
は

既

に
経
済
的
官

然
擢

こ

な

っ
て
居

る
し
、
叉

ブ
イ
ジ
オ

ク
ラ
ー

ト
中

の
多

く

の
學
者
達

は
、
そ

の
脛
濟

的
自
由
主
義

の
見

地
を
ぱ

、
政
治

上
の
立
場

か
ら
論

じ
て
居

る
か
ら

で
め
る
。

換
言
す

れ
ば

、
輕

濟
的
自
由
圭
義

の
原
則
は

、

ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ

ー
一7

ン
の
署

書
中

に
於

て
は
、

二

つ
の
異

っ
た
形
成

の
下

に
表
は
れ

て
居

る
。
即

ち

一
は
心
理
的
な
基

礎
を
有
し
合
目

的
性

を
持

っ
て
居

り
、
他

は
自
然
法
的

の
基
礎

の
上

に
立
ち
、
正
義

の
要
求
帥

ち
紳
の

併
合

ε
し
て
表

は
れ

て
居

る

。前
者

の
見

地
は

竃
m
「莞
『
包
、
〉
お
目
し。o
口
や

0
9
H∋
p
団

や

に
依

て
代
表

せ
ら

れ
、
彼

等
は
、
人
は
之
を
自
由

に
行
動

せ
し
む
れ
ば
必
ず
名
轡

ε
利
益

ε
を
求

め
て
行

動
す

る
も
の

ε
見
、
各

人
は
自
己

の
利
害

を
ば
自

己

が
最

も
よ
く
知

る
も

の
ε
観

て
、
其

の
見

地

か
ら

自
由

主
義

の
合
目
的
的
な

る
を
主
張

し
て
居

る
。
之

に
反

し
て
後
者

即

ち

ケ

子
-
に
依

て
代
表

せ
ら

れ
る
経
済
的

自
由

土
義

政
策

は

、
自
然

的
な
基
礎
観
念

の
上
に
立

っ
て
居

る
。
即

ち
彼

れ

の
考

に
よ

れ
ば

、
宇
宙
は

一
の
全
智

な

る
も

の

、
働

に
依

て
総

べ
て
完

全

に
造

り
上
げ

ら

れ
た

も
の
で
あ

る
。

而
し

て
入
間

は
地

上

に
其

の
存

在
を
亨

く

㎡、
く
造

り
成

さ
れ
た
も

の
な

れ
ば

、
自

然

の
秩
序

を
理
解

し
、

叉

鱈

人
間

の
自
然
性
を
知

る
こ

ざ
じ
努

め
ね
ば

な
ら

ぬ
。
す

べ
て
人
間

の
保
存
進
歩

及

ひ
幸
幅

の
薦

め
に
有

用
な

る
も

の
は
、
帥

ち
迂

れ
紳

の
命
令

ε
見
ら

れ
ね
ば

な
ら

訟
。

人
間

に
最
も
有
用
な

る
物
理
的
並

び
に
倫
理
的
法

則
を
認

識
す

る
こ
`
に
依

て
」
人

々
は
自
然
的
な

文
正
當
な

る
紳

の
秩

序

の
認
識

に
達
す

る
こ
ご
が
出

来

る
。
即
ち
観
察



の
出
爽
然

は
個

人

で
め
る
。

そ

の
個
人
が
自
由

に
自

然

的

に
働

一

こ
ξ
に
依

て
、
地

上

に
秩
序

ご
幸

幅

ご
は
齎

さ

胸

る

、
も
の
ε

せ
ら
れ

る
。

さ
れ
ば
麗
濟
上

に
於
け

る
自
由
主
義

は
、

フ
イ

ジ
オ

ク
ラ
ー
一7
ソ
に
依

て

明
確

に

　
の
.理

論
膣
系

`
し
て
継
り

上
げ

ら
れ
だ
も

の
で
、

そ
の
以
前

に
は

た

～
断
片

的

に
其

の
意

見

の
散
見

し
た

に
過

ぎ
漁
。
然
ら
ば

ス
ミ
ス
は
そ

の
自
由

主
義

を
ば

フ
不

ジ
オ

ク
ラ
L

ノ
ソ
か
ら
敷
糧

し

た

か
ε

い
ふ
に
、
必
ず

し
も

さ
う
で
な

い
。
彼
は

ブ
イ
ジ

オ
ク
ラ
ー
ト
の
人
達

が
之
を
酌

み
取

っ
た

こ
同
じ
泉

か
ら
其

の
自
由
主
義
思

想
を
酌

み
取

っ
た
も
の

ε
見
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
。

然

か
も

ブ
イ
ジ
オ
ク
ーフ
ー
プ
ン
の
自
由

主

義
親

ご

ス
ミ

ス
の
そ
れ

ε
の
間

に
は

、
少
か
ら
ざ

る
相
違

の
認

む

べ
き
も

の
が
あ
る
。
即

ち
前

者
は

人

の
利
己
的

性

質
か
ら

出
獲
す

る
も
の
な
れ
は
、
個

人
の
衝

動
を
以

て

獲
足

熱

ε
す

る
に
反

し

て
、
後
者
は
自
然

及

び
其

の
終

局
目
的

か
ら
物
を
観

て
居

る
。

を
し
て

フ

イ
ジ
オ

ク
・フ
レ

ラ

ン
は
實
際
家

で

め
る
か
、
さ
な
く
ば
自
然
法
學

着
た

る
か
に
止

っ
て
居

る
が
、

ス
ミ

ス
は
や

、
形

而
上
學

的

に

物
を
観

て
居

る
。

か
る
が
故
に
、

ス
、・、
ス
は
實

に
以
前

か
ら
散

在

し

て
居
た
所

の
自

由
主
義

経
済
政
策

の
考

を
受

入
れ

て
、

之
を
養

ひ
育

て

、
十

分
思
想
的

に
獲
展

ぜ
し

め
、

之
に
形

而
上
學
的
な

論
糠
を
奥

へ
、
.か
く

て

ブ
イ
ジ

オ
2

フ
L

プ
ン
ε
相

並

む
で
、

}
の
纏

っ
た
不
可

分

の

周
龍

ご
し
て
.の
経

濟
的
自
由
主
義

の
理
論
艦

系
を
完

成

し

た
も

の
ε
見
な

け
れ
ば
な
ら

祖
の

で
あ

る
。

そ
し

て

ス
ミ

ス
の
自
由
主
義

は
、
た

亡

へ
調

子
は
低

一

ε
も
、
目
的

観
的
な
形
而
上
學

的
な
世
界
観

の
地

面

の
上

に
生
育

し

忽
も

の
た

る
黙

に
於

て
、
大

い
な

る
特

色
を
有

っ
て
居

る

論

叢

ス
ミ
あ

自
然
生
護

・、岳

政
策
の
見
地
.

第
+
八
巻

(第
一
號

天

九
)

天

九

18)ibid.S.[99-W5



論

叢
珊

次
第

で
あ

る
。

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ε
自
由
政
策

の
見
地

第
十
入
巻

(第

一
競

一
九
〇
V

涜

㊤

四

ス
匙
ス
の
輕
濟
學

に
於
け

る
自
然
主
義
思
想

ス
ミ
ス
の
観

る
所
を
以
て
す
れ
ば
、
肚
曾
経
済
は
自
然
的
に
獲
生
し
又
獲
達
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
何
等
人
爲

的

に
之
を
造
り
上
げ
た
り
之
を
導

い
た
b
す

る
鯨
勉
め
る
も
の
で
な
く
、
砒
會

の

一
般
的
の
意
思
こ
し
て

一
定

の

計
書

の
下
に
入
籍
的
な
干
渉
が
試
み
ら
れ
て
そ
れ
で
泄
會
経
済
の
整

ふ
も
の
で
は
な

い
。
即
ち
競
合
経
済
に
於
け

る
現
歌
は
、
幾
百
千
萬

こ
い
ふ
個
人
の
自
一問
な
る
行
動
に
依
て
自
然
的

に
組
立
て
ら
れ
乃
も
の
で
、
各
個
人
は
そ

の
場
合
格
別
肚
會
全
膿
を
整

へ
ん
ご
す

る
明
瞭
な
る
意
識
を
以
て
行
動
す

る
の
で
は
な
く
、
各
自
た
～
自
己
の
欲

す
る
所
に
從
て
行
動
す

る
に
過
ぎ
頗
の
だ
け
れ
こ
も
、
叉
自
己
の
行
動
が
他
人
に
封
し
て
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ

し
如
何
な
る
關
係
を
有
す
る
か
ε
い
ふ
こ
ご
に
就

い
て
も
、
蝕
り
多
く
頓
着
す
る
所
な
く
自
由
に
行
動
す
る
の
だ

け
れ
こ
も
、
然

か
も
肚
曾
経
済
全
艦

の
調
子
は
自
然
的
に
整

ふ
も
の
ε
す
る
。

人
の
よ
く
知
る
如
く
、

ス
ミ
ス
の
激
は
分
業
の
事
實
か
ら
出
獲
し
て
説
か
れ
て
居
る
の
だ
が
、
此
の
分
業

己
い

ふ
事
實
は
、
決
し
て
人
の
智
慧

で
出
來
た
も
の
で
は
な
く
、
交
易
に
劃
す
る
人
類
の
自
然
的
な
慾
求
か
ら
出

て
来

た
も
の
で
あ
る
。
然
か
も
自
分
自
身

か
ら
出
獲
し
て
無
限
に
獲
達
す

べ
き
運
命
を
有
す

る
も
の
こ
観
ら
れ
た
。
人

々
は
分
業
に
俟
て
相
分
れ
乍
ら
又
よ
く
之
に
依
て
結
合
さ
れ
て
生
存
す
る
を
以
て
其

の
生
産
を
都
合
よ
く
篤
し
果

19)ibid、,S、205一 一【o
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〆.

し
得

る
も
の
で
あ
る
。
所
が
何
事
が
人
々
の
生
産
を
好
都
合
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
、
何
事
が
幸
嘔
を
齎
す

も
の
で
あ
る
か
に
就

い
て
は
、
其
の
生
存

ε
幸
幅
ε
の
岐
胸
路
を
自
ら
邊
ぴ
ル
ま
ね
ば
な
ら
諏
所
の
朴
個
人
自
身

が
、
最
も
よ
く
之
を
辮

へ
て
居
る
。
他
人
よ
り
も
よ
り
ょ
く
其

の
判
断
を
爲
し
遂
げ
得

る
自
然
的
な
性
能
を
賦
與

幼

さ
れ
て
居

る
。

ス
ミ
ス
は
、
経
済
上
の
秩
序
を
ば
、

】
の
有
機
組
織

ε
考

へ
た
。
即
ち
沓
個
人
が
各
自

に
は
其

の
駕
す
所

の
向

ひ
行
く
方
向
を
十
分
に
知
ら
な

い
乍
ら
、
ε
も
か
く
其

の
威
す

る
衝
動
に
從
て
行
動
す

る
に
つ
け
、
そ
こ
に
自
然

的
に
出
來
上
る

一
の
有
機
的
な

統

一
.膿

ε
芳

へ
た
駐

此

の
各
人
の
自
然
的
な
行
動
に
於
て
、

之
を
導
く
意
思
の

力
は
帥
.ち
之
れ
め
ら
ゆ
る
経
済
活
動
の
原
動
力
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
工
的
な
障
礙
に
打
勝
ち
全
組
織
に
調
和
を

與
ふ
る
も

の
で
あ
る
。
然
ら
ば

そ
の
原
動
力
た
る
も
の
は

何

か
ご
い
ふ
に
、

そ
は
實
に
各
人
の
個
人
的
な

利
害

窮
読
曾
p
=
艮
。
「窃
[
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
各
人
が
目
己
の
飛
態
を
改
善

せ
ん
爲
拗
に
す
る
自
然
的
な
努
力

ハ讐
。

鋤

旨
畳

目

。
津

;

げ
喜

Φく
Φ
「k
計

巴

・
8
自

暴

ξ

日
野
闘轟

8

σ
舞

。
・

壽

。
琶

。
9
包
回ま

巳

之

で
あ

る
。

勿
論

ス
ミ
ス
は
個
人
的
な
利
害
感
情
以
外

の
諸
多
の
威
情
が
人
々
の
意
思
を
動

か
す
に
足
る
力
を
有
す

る
こ
ε

を
否
認
す
お
も
の
で
は
な
い
。
経
済
上
の
行
動

も
從
て
叉
利
己

36
以
外

の
動
機
に
依
て
決
定
せ
む
れ
る
こ
ξ
あ
る

を
否
認
せ
な
い
。
叉
彼
は
其
の
議
論
を
寫
す
際

に
は
、
特
殊
の
個
人
を
眼
中

に
置
一
も
.の
で
は
な
一
、
普
通
の
人

勅

問

を
.
一
.般

的

に
眼
中

に
償

い
て
論
じ

た
の
で
あ
る

が
、

ε
も
か
く
各
人

の
行
動

の
原
動
力

陀
る
も

の
が

、
自
己

の

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ミ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

一號
.
「九

一)

一
九
一

20)
at)
22)

Eucken,a,a,0.S,387仔,

WealthofNation=,Cannan'sed.

Wcal[bofNations,Canna.'sed.

Vol.工1・P・[72

Vo1.1・p.332

、



「

論

叢

ス
・、
ス
の
自
然
主
義
親
ご
肯
由
蝋
策
の
見
地
.

第
十
八
巻

(第
一
號

∴
九
二
)

一
九
二

境

遇
を
藁

履
善

く
せ

ん
.ε
す

る
意
志

に
存
す

る
こ
δ
を

認

め
、
.然

か
も
各
人

が
各
自

の
意
志

に
從

て
自
由

に
行

動

す
れ
ば
、

そ

の
結

果
全
枇
會

の
纒
濟

的
調
和

は
自

ち

に
實

現

せ
ら
直
る
も

の
こ
考

へ
た
所

に
、

ス
ミ
ス
の
経

済
的

オ
ノ
テ

ミ
ズ

ム

自
然

正
義

観
は
存

し
、
然

か
も
其

の
自
然
主
義
蜆
は

、
啓
蒙
期

}
般

の
共

通
的
特
徴

で
あ

る
如

く
樂
天
主
義

ご
結

び
…付
い
て
居

る
。

、
.即

ち

ス
ミ
ス
に
於

て
も
自
然
的
な

る
も
の
は
同
時

に
必
ず
善

な
る
も
の
ε
考

へ
ら

れ
る

の
で

あ

っ
て
、
彼
れ

の

、自
然
主
義

ε
樂

天
観

`
は
不
可

分
の
も
の
で

あ
る
、

個

人
的
利
益
は
瞥

に
脛
.濟

的
組
織
膿

を
創

造

し
又

之
を
維

持

す

る

の
み
な
ら
す

、
同
職

に
国
家
を

し
て
富

浦
繁
榮

と

に
向

っ
て
進

歩

せ
し

め
る
ξ
考

へ
ら

れ
た
つ
.(耳

を
閉
=
守

ぎ
σq
..騒

d
芝
ゴ
ぎ
ん
器
降

冨

誰

起
8
二
団
躍
o
ヨ
o
片8

嘗
鴛

o
h
野
。

ωoq
o
高

目
o
「m

o津
o
言
包
帯

爵
雪

二
、げ
9

冨

射

角臼
国
記

言
言
昌
駐

庁○
℃
δ
ヨ
o
梓m
箭
)
省

文
自
一然
的
な

る
経

済

制
度

は
、
花

窒
に
善

い
ば
か
り

で
は
な

く
、

そ
は
神
意

に
叶

っ
た
も

の
で
あ

る
。
(
カ
δ
三
ユ
自
碁

こ

即
ち
紳
は

入

々
に
各
自
そ

の
状
態
を
政
善
す

る
こ
ε
に
封
ず

る
意
慾

を
賦
興

し
た

の
だ

か
ら

、

人
.々

は
そ

の

自
然
的
な
意

慾
に
從

て
行

動
す

れ
ば
、

そ
は
稗

の
計
豊

を

其
儘

に
遂
行

助

す

る

こ

ざ

、
な

る

ご
考

へ
ら

れ

た

の

で

あ

る

。

(
冨

巨

。
昌
勢

。
三
冠

げ
尻

o
毛
昌

σq
巴
草

彗

ユ

冨

ヨ

げ
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、霧

す
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騨
曙

o
昏
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『
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霧
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9

言
色

9

脚
=

ぎ
く
諺
三
〇

訂

a

8

℃
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日
o
器

磐

ゆ
産

毛
三
〇
7

妻
器

8

苫

葺

o
明
野
.

一算
o
〒

の

9
こ

.

尤
も
ス
ミ
ス
の
観
る
所
を
以
て
す
る
も
、
多
敷
個
人
の
集

っ
て
造
り
成
せ
る
肚
會
生
存
上
に
於
て
は
、
各
個
人

23)
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が
自
由
に
行
動
す

る
こ
ε
に
依

て
、
特
に
極
々
な

る
弊
害
即
ち
各
個
人
間
の
軋
轢

や
利
害
衝
突
や
其
他
種

々
の
困

つ
把
状
態
の
生
す

る
を
免
れ
難
き
こ
ご
は
、
之
を
認
め
ざ

る
わ
け
に
行

か
な
か
つ
π

.
け
れ
こ
も
発
企
に
自
然
的

な
る
肚
會
生
活
は
、
自
ら
叉
其
筈

の
弊
害
を
も
救
治
す

み
に
足
り
、
結
局
各
人
を
導

い
て
幸
福
に
入
ら

し
め
る
。

す

る
に
各
個
人
が
自
己
の
幅
利
の
嚼
め
に
盈
能
力
を
盤
せ
ぱ
、
其
事
は
ざ
う
し
て
も
至
肚
會
の
幅
利
を
増
す
所

以
蓬
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
蓋
し
餐
人
が
互
に
自
己
の
爲

φ
に
働
き
然

か
も
各
人
の
間
に
自
由
な

る
競
争

が
行
は

.

る
れ
ば
、
肚
會
塗
膜
は
之
に
依
て
獲
達
せ
ざ
る
を
得
な

い
筈
の
.も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
比
熱
に
聞
し
て
は
、

ス
ミ

ス
は
十
分
な
る
確
信
を
有

て
居
左
。
彼
は
成
人
の
寫
し
果
す
事
柄
は
、
直
接
に
か
間
接
に
か
.
叉
逓
か
れ
早
か
れ
、

他
の
人
々
の
利
益

ε
な
る
ε

い
ふ
こ
ε
に
就

い
て
は
、
毫

も
疑

ふ
所
が
な
か

っ
た
。
彼
は
英
国
の
人
な
る
産
業
的

進
歩
が
勢
働
者
階
級

の
境
遇
を
も
大

い
に
改
善
し
定
こ
ご
を
信
じ
て
疑
は
な

か
っ
π
。

コ

ヘ

ミ

も

も

カ

ら

も

も

や

し

も

さ

れ

ば

こ

そ

ス

ミ

ス

の

観

る

所

で

は

、

各

人

は

正

義

の

法

則

を

破

ら

ざ

る

限

り

、

自

己

の

好

む

所

に

從

て

自

己

.

の

道

を

行

き

共

の

利

益

思
す

る

所

を

追

ひ

、

そ

の

業

務

ε

資

本

ε
を

ば

、

他

人

叉

は

他

の

團

艦

に

甥

し

て

競

争

せ

・
し

む

る
完

全

な

る

白

田

を

有

す

る

も

の

ざ
観

ら

れ

る

こ

ご

に
な

る
。

(
円
く
貫
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p
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器

δ
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簿
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ち

彼
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理

想

`

す

る
所

は

、

各

人

が

平

等

ε
自

由

ご

正

義

ご

の
公

雫

な

る

待

遇

の

下

に
自

己

の

利

益
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一

論

叢

ス
ニ

の
自
然
嚢

観
昌

由
肇

・
見
地
.

第
+
翁

(第

一
號

「
九
巴

晃

四

を
追
ひ
進

み
行

き
得
る
状
態
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
観
る
所
で
は
、
道
徳
ご
垂

轡

は
互

に
密
接

に
關
嚇
し
た
も
の
で
あ

る
。
從
て
道
徳
的
な
乃
も
の
ご

有
用

な

る
も
の
ε
は
、
決
し

て
互

に
反
立
す

る
も

の
で

は
な

い
が
、
然
し
両
者
は
共

の
本

質

に
於

て
は
根

本
的

に

異

っ
た
も
の
で
あ

る
。

た

罫
紳

は
、
入

の
天
性

ご
世
界

ご
を
ば

、
道
徳
的

な
る
も
の
ビ
正
義

に
叶

へ
る
も
の

ざ
を

以

て
内

心
及

び
外
面

に
於
け

る
幸
輻

の
泉

源
だ
ら

し

め
る
や
う

に
、
造
り
成

し
た
。
從

て
人

々
は
な

ド
自
己
内
心

の
要
求
に
獲
て
行
動
す

れ
ば
、
自
ら

に
幸

慢

向

っ
て
進
む
・
蕊

な
り
、
富
を
獲
得

せ
ん
が
蜜

に
生
造
し
又

節
約
す
る
・
そ
し
て
各
自
は
之
を
意
識
す
る
こ
系

ε

て
間
接
に
全
肚
會
の
物
質
的
歌
態
を
進
歩
せ
し
め
を

、

ε
に
な
る
。

そ
し
て
ス
ミ
ス
の
考

で
は
、
.人
々
が
神

に
依
て
與

へ
ら
れ
た
る
限
界
線
内

に
於
て
行
動
す
る
限
り
は
、
各
人
の

利
益
は
決
し
て
互

に
衝
突
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
自
然
的
な
る
正
義
の
根
本
法
則
が
曾
重
せ
ら
れ
ざ
る
に
於
て

は
相
互
に
敵
野
關
係
に
立
つ
こ
ど

、
な
る
を
免
れ
訟
.。
此
の
見
地
か
ら
し
て
次
の
如
き
政
治
的
要
求
が
當
然

に
出

て
来
る
・
響

義

の
命
令

に
依
て
議

せ
ら
れ
た
る
利
得
の
衝
動
が
絶
て
の
物
質
的
螢

の
浦
足
の
爲
め
に
必

要
な
る
も
の
を
造
り
出
す
も
の
で
あ

る
な
ち
ば
、
国
家
の
働
は
利
得

の
衝
動

に
射
し
て
密
接
な
る
關
係
を
有
す

る

こ
ご
が
當
然
の
結
論
ご
し
て
表
は
れ
ね
ば
な
ら
諏
。
若
し
人
々
が
す

べ
て
発
企
に
道
徳
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家

は
無
用
の
長
物
で
あ
る
.
然
る
に
利
得
の
衝
動
は
動
も
す
れ
ば

;

イ
ズ
・
に
昭
島

い
も
の
な
る
が
故
に
、
國

、

㍗

`



家
は
諏
ち
存
在
す
る
必
要
を
見
、
正
義
の
命
令
を
實
行
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
併
し
國
家
は
.そ
の
経
済
的
利
己

主
義

に
謝
し
て
許
さ
る
べ
き
範
園
を
制
す

る
こ
ε
以
上
に
、
詳
言
す

れ
ば
、
各
人
の
利
得
の
行
動
を
規
律
し
、
他

.

の
競
争
者
に
射
し
て
不
正
を
働
く
人
間
を
所
罰
せ
ん
爲
め
に
法
規
を
制
定
す

る
こ
ξ
以
上

に
、
爲
す

べ
き
所
を
持

つ
も
の
で
な

い
。
若
し
国
家
が
此
の
限
度
を
越

へ
て
行
動
す
る
に
於
て
は
、
そ
は
自
然
的
正
義
を
傷
害
す
る
も
の

ε
謂
は
ね
ば
な
ら

の
。

す

べ
て
斯
の
如
く
に
し
て
ス
ミ
ス
は
経
済
上
に
於
け
る
自
然
主
義

に
立
脚
し
て
、
完
全
な
る
自
由
競
争
を
以
て

最
ぢ
合
自
然
的
で
從
て
合
理
的
で
同
時
に
天
長
も
多
く
枇
會

の
調

和
ε
福
祉

ε
を
齎
す

も
の
ご
信
じ
た
の
だ
が
、

自
由
競
孚
の
数
果
に
就
い
て
は
、

ス
ミ
ス
は
其
主
な
る
も
の
四

ッ
を
擧
げ
て
居

る
。
即
ち
先
づ
自
由
競
争
は
個
人

を
教
育
す
る
。
次
に
は
階
級
間
の
調

和
を
齎
す
。
次
に
は
個
人
経
済
を
進
歩

せ
し
め
る
。
次
に
は
国
民
脛
濟
組
織

.

の
健
全
な
る
状
態
を
造
り
出
す
。
試

に
其
の
四
黙
を
略
読
す
れ
ば
、
先
づ
自
由
競
争
あ
る
が
爲
め
に
、
個
人
は
怠

惰
よ
り
喚
起

香
れ
然
か
も
亦
市
場
に
蜀
し
て
飴
り
多
く
の
商
品
ご
飴
り
多
一

の
人
間

ざ
が
持
出

さ
れ
て
は
な
ら

濾

ε
い
ふ
用
.恥
を
爲

さ
し
め
ら
れ
惹
。
次
に
叉
自
由
競
争
あ
る
が
矯
め
に
、
商
人
や
銀
行
家
や
手

工
業
者
等
は
皆
そ

あ

顧
客
を
好
遇
し
文
安
償
に
物
品
を
供
給
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
又
工
業
自
由
が
齋
さ
れ
、
労
働
者
ε
資
本
主

●

ε
に
封
ず

る
季
等

の
地

位

が
承
認

さ

る

、
に

至
れ

ば
、

工
業
家

は
最

早
勢
働

者
を
ば
抑

厘

し
得

な

く
な

る
。
ヌ
自

・論

叢

ス
ー、、
ス
の
自
然
主
義
親
、・」自
由
政
策
の
見
地

ハ第
十
八
巻

(第
一
號

】
九
五
)

一
九
重

圏

.

、



論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ε
自
由
政
策
の
見
地

第
十
入
巻

(第
一
號

一
九
六
)

唄
九
六

然
的

に
自

由
な

る
経
済

制
が
將
來

さ
る
れ
ば
、
國
家
は

之

に
干
渉
す

る
こ

ご
な
き

が
爲
め
に
、
商

人
も
工
業
家
も

　

他
人

の
利
益

を
犠
牲

に
し
て
自

己
の
利
益
を
圖

る

こ
ε

は
出
來
な
く
な

る
。
次

に
自
由
競
争

は
、
経
済
的

に
ま
だ

法
的

に
束
縛

さ
れ
π

る
歌
態

に
於
け

る
よ
り
も
多

く
の
生

産
を

爲
さ
し

め
、
更

に
は
此

制
度

の
.み
が
沿
…費
者

に
…射

し
て
貫
く

て
安

い
物
品

を
供
給
す

る
こ
ε

＼
な

る
。
次

に
又
自
由
競
事

が
完
全

に
行

は
れ
、
事
物

が
自

然
の
道
航肋

に
沿

ふ
て
獲

展
す

る
限

b
は

、
農
業

ご
工
業

ε
商

業

ざ
は

、
そ

の
順
序

に
於

て
行

は
れ
叉
そ
の
順
序

に
從

て

そ
の

地

位

が
定

ま

る
こ
ε

、
な
ら

ざ
る
を

得
な

い
。

そ
し
て

他

の
事
情

を
同

一
な
り

ε
せ
ば
、
農
業

は
私
脛
濟

的

に
も

国
民
経
済

的

に
も
最

も
都
合

よ

き
も

の
で
、
其
所

に
は

最

も
多

く
.の
労
働

が
生
産

に
使
用

き
る

＼
を
得

、
又
最

も

多
く
生
産
物

が
作
ら

れ
、
從
て
國

の
所
得

は
最
も
大

こ
な

与
、

叉
最

も
多
大

の
節
約

が
行
は
れ

て
資
本

の
形
成
を

見

風
こ
ご

、
な

る
。

そ
し

て
農
業

に
亜

で
工
業
が
、
工

業

に
亜

で
商
業
が
行

は
れ

、
夫

等

が
各

々
自

然
的

に
其
所

を
得

る
に
於

て
は

、

之
れ
最
も
整

へ
る
国
民
纒
濟

の
状

態
を
現
出
す

る
も

の
た
ら

ざ

る
を
得

な

い
。

さ
れ
ば
完

全
な

る
自

由
競
争

の
状
態

が
造
り
出

さ
る

れ
ば
、
各
種
階
級

の
利
害

に
よ
く
凾
内
全
髄

の
利
害

ε
調

和
す

る
こ

ご

、
な
り
、

よ
し
各
階
飯
間

の
利
害
衝
突

は
全
然
消
滅

に
こ
そ
蹄

せ
し

め
ら
れ
ざ

れ
、
其
間

大

い
な

る

緩

和
を
見
出

し
得

べ
き
や
明
か
な

り
ビ
す

る
。

「
荷

ほ
「
国

々
の
富
」
中

に
養

は
れ
た

る

ス
ミ
ス
の
経
済

的
自
然
主
義

親

ε
自
由
主
義
観

ε
を
論
謹
す

る
こ
ε

に
な

れ
ば

、
幾

ら
も
論
示
す

べ
き
も

の
が
あ

る
が
、
上

に
示

す
所

だ
け
を
以

て
し
て
も

、
大
騰

の
輪
廓

ε
内

容
の

「
般
.



、

ε
は

之
を

窺
知
す

る
を
得

る
で
あ
ら
う
。
然

ら
ば

ス

ミ
ス
の
か

＼
る
自
然
主

義
親

は
、

ア

・
プ

ソ
オ
ヅ

ー
で
め
る

か
ε

い
ふ
に
決

し

て
さ
う

で
な

い
.。
叉
そ
れ
は
抽

象

的
な

理
論

で
も

な

い
。
上

に
説

き
來

つ
た
所

だ
け

で
も
既

に

之
を
窺
ひ
得

ら
れ

る
や

う

に
、
そ
は
實

に
彼

が
経

済
現

象

に
醤

し
て
精
密

な

る
観
察
孜

究
を
廻
ら

し
た

る
結

果
漸

⑳

次
に
之
を
確
信
す

る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
る
。
叉

ス

ミ
ス
は
前

に
之
を

明
か
に
し
π
や

う
に
、
自
然

法

に
關

し
て

テ

ム

シ

ヌ

一
の
理
論
禮
系
を
建
立
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
俗
文

ケ
子
-
の
如
く
之
を
経
済
上
の
艘
系

に
造
り
成
し
た
も

の
で
も
な
い
。
彼
れ
の
経
済
學
は
自
然
法
的
見
地
の
隠
顕
す
る
多
く
の
峰
や
頂
を
雲
間
に
示
す
ε
敏

い
へ
、
.決
し

て
そ
れ
自
身

一
.の
自
然
法
的
理
論
膿
系
ご
い
ふ
こ
ε
は
出
来
強
。
然
し
ス
ミ
ス
が
自
然
法
的
た
、湿
地
を
受
入
れ
之

を
基
礎
ざ
し
た
る
見
地
を
定
め
そ
の
見
地
を
ば
彼
れ
の
経
済
學
の
建
設
に
際

し
て
其
儘

に
用

み
た
所
の
多

い
こ
ε

臓
、
否
定
し
難
き
所
な
り
こ
す

る
。

メ

ト

ド

ロ

ギ

ヅ

シ

ェ

そ

こ
で

一
寸

{
研
究

万
法
論
的
な
方
面
を

窺

っ
て
見

る
に
、

ス
ミ
ス
の
先
行
者

π
る

鵠
o
げ
σ
o・。
は
自

然
科
畢
的

な
概

念
ε
藪
學

的

な
思
索

方
法

ご
に
立
脚

し

て
精

神
科

學

の
地

盤
を
造

り
上

ぐ
る

に
成

功

し
た
。
彼

は
人
性

に
關

す

る
経
験
的

な
法

則
か
ら
出
獲

し
て
居

る
の
だ

が
、

そ
の
経
験

的
法
則

症

い

へ
轄

、
節
ち

細
.べ

.て

の
人
は
自
然
的

に
利
己
主
義

で
あ

る
、
人

は
他
人

か
ら
は

た

ゴ
名
轡

ε
利
益

ε
を
得

ん
ε
徴
す

る
、
從

て
人
は
本

家
決

し
て
祉
會

的

な
も

の
で
は
な

く
非
航

會
的

で
あ

る
、
人

々
は
互

に
相
恐

れ
る
も

の
で
、
藪

に
於
て
か
国
家

や
法
律

の
必
要

生

じ
、
其
方

に
依

て
肚

會
的
生
活

は
行

は

れ
得

る
ご

い
ふ

こ
ぜ
之

で
あ
る
。
次

に

男
二
徳
星

o焦

も
亦
藪
學

的
方
法
を

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
生
悲
観
ε
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第
一號

一
九
七
)

「
九
七

27)GideandKist,op.ciLP.85圧 ・



一

」

、

叢

λ
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
ミ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

　
雛

一
九
八
)

一
九
八

自
然
法
説

の
上
に
用

ゐ
、
同
様

に
ま
た
利
己
的
な

る
個

人
性

よ
り
出

獲

し
て
學

理
を
立

て
た
。

然

る
に
経
済
學

上

の
理
論

は
、
自
然

法
親

の
中

に
育

っ
た
も

の
な
の
だ

か
ら
、
最
初

か
ら

し
て
個
人

・肚

會

・国
家
等

に
關
す

る
利

己

的
器

械
槻

的
な
堅
気
を
呼
吸

し
、
之

に
藪
學

的
研

究
方

法

が
加
は

つ
て

一
般
的

な

る
利
己
主
義

人
性

槻

よ
り
出
獲

し
演
繹

法

に
依

て
理
論

を
組
立

て
る

こ
ど

に
な

っ
た
の

で
あ

る
。

之

に
就

い
て
ば

三
雲
牙
く
日
σ

の
功
績

が
氣
憶

が

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

併

し
そ
れ
巴
同
時
に
経
済
學
は
、
そ
の
幼
時
佛
蘭
西
に
於
て
は
叉
具
膿
的
な
説
明
的
な
研
究
方
法
を
も
受
入
れ

た

か
ら
、
つ
ま
り
抽
象
的
で
演
繹
的
な
る
も
の
ご
之
こ
の
双
方
の
研
究
方
法
を
揖

っ
て
殿
青
し
π
の
で
あ
る
。

ス
.

ミ
ス
は
や
は
b
此

の
両
研
究
方
法
を
継
承
し
て
、
色
々
に
之
を
活
用

し
て
居
る
。

さ
れ
ば
彼
れ
の
経
済
學
に
は
、

助

抽
象
的
演
繹
的
な
推
論
が
多

い
ご
同
時
に
、
叉
純
験
的
心
理
的
な
説
明
も
少
く
な

い
。
其
の
自
然
生
義
親
も
亦
從

て
両
様

に
表
は
れ
て
居
る
。

.

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
槻

を
述

ぶ
る
に
當

っ
て
は
、
是
非

芭
も

フ
イ

ジ
オ
ク

ラ
ー
ト
の
人

々
の
自
然

主
義
観

ε
の

比
較

に

つ
い
て

=
直
せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
が
、
両

者
は
前

に
も
所

々

に
之
を
述

べ
た
や
う

に
、

同
℃
泉

か
ら
酌
ま

れ

花
も

の
で
あ
b
乍
ら

、
多
少
其

色
彩

ε
味

ε
を
異

に
す

る
も
の
が

あ

る
。

即
ち

空
鴇

の
之
を
指

摘
す

る
が
如

く
、

フ
イ
ジ
オ
ク

ラ
ッ

ツ
に
取

っ
て
は
、
、、
自
然

的
秩
序

と

な

る
も

の
は

】
の
艦

系
を
包
含

し

一
の
理
想
状
態

で

27)Hasbach,dieallgemeinenPhilosophischenGrundlagendervonFr.Quesnay
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あ

る
。
獲

て
そ
れ
を
獲
見
す

る
の
は
天
才

で
な
く

て
は

山
衆

ぬ

こ
ご
で
、
又

そ
の
状
態

を
實

現
す

る
こ

ε
は
、
た

里
公
明
正

大
な

る
専
制
政
治

の
み
が
之
を
能

¢
す

る
。

然

る
に

ス
ミ
ス
に
取

っ
て
は

..
自

生
的
秩

序

こ

な

る
も

の
は

一
の
事
實

で
め
る
。
.そ
は
齎

さ
る

べ
き
状
態

で
は

な
く

て
、
既

に
現
存

す

る
事
實

で
あ

る
。
そ

は
實

に
愚

か

な

る
人
間

的
な
立

法
な
.ご
に
依

て
色

々
に
妨

げ
ら

れ
は

し
た
け
れ
こ

も
、
然

し
常

に
之

に
打
勝

っ
て
來

た
。
即

ち

コ

も

へ

も

や

や

し

も

阯
會
の
人
工
的
な
組
織
秩
序

の
下

に
は
完
全
に
之
を
支
出
す

る
所
の
自
然
的
な
組
織
秩
序
が
存
在
し
て
居
る
。
斯

く
て
ケ
ネ
ー
に
在

っ
て
は
規
則
ε
律
序
ε
の

一
膿
系
た
る
よ
り
以
上

の
も
の
で
拡
め
り
得
な
か
っ
た
所
の
経
済
學

は
.

ス
ミ
ス
の
手

に
移

っ
て
か
ら
は
、
現
存
す
る
事
實
の
観
察
ざ
解
剖
ご
の
基
礎

の
上

に
立
つ
自
然
斜
里

ご
な

つ

満

て
し
ま

っ
た
。

斯

く

ス
ミ
ス
は

理
責

の
事
實

に
立
脚

し
だ

る
に
拘
ら

す

、
然

か
も

彼
は
其

の
態
度

に
於
て
は

、

フ
イ

ジ
オ
ク
ラ

ッ

ツ
の
如

く
、
物

を
ば
主

ビ
し
て
物

理
的

に
槻

な

い
で

、
頗

る
精

神

的

に
槻

、
脛

濟

現
象
を
も
常

に
.沿
的
生

活

の

立
場

か
ら
観
察

し

、
道

徳
的
な
立
場

か
ら

判
断

を
下
す

に
努

め
π
。

さ
れ
ば

そ

の
自
然

主
義
的

な
自
由
観
は

、
内

に
在

っ
て
は
自
ら
な

る
経

済

の
調

和
を
齎

ら

し
、
天
外

國

に
醤
す

る
経
済
關

係
も
之

に
依
て
自
ら

に
整

ひ
、
国

々

の
調

和
ε
牛

歩
な

る
交

通

ε
は
之

に
依

て
の
み
行

は

れ

、
親
密

な

る
友
交
關

係
は
斯

く
し
て
脛

濟
的

に
實

現

さ
る

＼
も

の

ご
考

へ
た

の
で

め
る
。

次

に

ス
ミ
ス
の
自
然
土
義
親

ご

〃
ー

ソ
ー
の
そ
れ

ε

の
比
較

に

つ
い
て
致

ふ
る
も
意
味

深

き
こ
ご
だ
が
、

ス
ミ

論

叢

ス
ミ
ス
の
白
H然
主
義
親
ご
白
山
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

「號

一
九
九
)

「
九
九
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論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第
↓
號

二
〇
〇
)

二
〇
〇

ス
が
直
接

に

ル
ー

ソ
ー
の
影
響

を
受

け
て
居

る
か
ご

う

か
は
明

か
で

な

い
。

併

し
彼

れ
の
著

書
を
讀

み
も

て
行

け

ば
、
両

者

の
問

に
思
想

上
密
接
な
剛
係

あ
る

こ
ご
は

、
誰

の
限

に
も

明
か
だ
。

ル
ー

y
-
も
亦
啓
蒙

時

代
の
産

児

で
あ

る
か
ら

、
彼
は
啓
蒙
思
想

の
主
管
的
傾
・向

に
反
抗

し

て
主
情

的
傾
向
を
造

り
成

す

に
努

め
た

ご
は

い

へ
、
そ

の

サ

う

ヤ

ロ

へ

も

ヘ

へ

も

へ

意
味

に
於

て
彼

は
啓
譲
時
代

の
継
子

ε
見

ら

る

べ
き
も

の
な
b

ご
は

い

へ
、
や
は
h
官

然
的
な

る
も
の

ご
善

な

る

へ
　

ヤ

も

の
ε
の
混

同
を
発
航

得

な

か
っ
た
。
彼

の
観

る
所

を

以

て
す

れ
ば

、
総

べ
て
自
然

的
な

る
も

の
は
善

で
め

る
か

ち

、
自
然

的
な

る
肚
曾

は
善

で
あ

る
。
然

る

に
所

謂
友

明
な

る
も
の

に
依
り

、
智
識

の
進
歩
は
人
間

の
自
然

的
本

性

を
矯

め
て
正

し

か
ら

ざ

る
も

の
善

か
ら
ざ

る
も

の
ε

し
て
し
ま

つ
π
。
特

に
所

有
制

の
確
立

に
依

て
人
性

は
恐

る

べ
き
堕
落

に
陥

っ
た
。

さ
れ
ば
人

々
は

こ
う
し

て
も

自
然

に
蹄

り
自
然
的

の
感
情

を
韓
重

し
自
然

の
本
性
を

回

復

せ
ね
ば
な
ら

戯

ε
せ
ら

れ
紀
。
真

鯛

め
に
は

自
然

的
漱

育
が
最
も
必

要
な

り

ε
し
て

エ
ミ
ー

ル
の
出
現
を
も
兄

畑

る
に
至

っ
た

の
で

あ
る
Q

.

.

さ
れ
ば

ル
ー
ソ
ー
は
樂
園

は
失

は
れ
た
り

ざ
信
ず

る
も

の
だ

け
れ
こ
も
、
併

し
彼

は
衣
明
的

に
後
戻

り
す

る
こ

ε
に
依

っ
て
、
そ

の
失

は
れ
た

る
桑
園

が
回

復

さ
れ
得

べ
き
も

の
ε
は
考

へ
な

か

っ
た
。
否
進

む

で
新

た
な

る
自

然

的

で
合
理
的
な
肚

會
制
度

ε
耐

會
生
活
歌

態

ご
を
造

り
出
す

こ
ε

に
依

っ
て
の
み
、
樂

園
は
再
現

し
得

る
も

の

ご
信

じ
た

の
で
あ

る
。
帥
.ち
値
入

の
自
由

ε
平
等

ε
を

基
礎

ε
す

る
共

和
的

な
自

治
肚
會

が
建
設
實
現

さ
る

、
に

依

っ
て
、
其

の
回

復
は
行

は

れ
得

べ
し

ε
信

じ
た

の

で
あ

る
。

斯

る
が
故

に
彼

は
樂

園

の
失
は

れ
た
り

ご
考

ふ
る

29)Winderband,GeschichtederPhilosophle,S,43gfL



.
繍

黙
・
於
・
は
藤

薯

読

・
愁

後
の
肚
篁

讐

や
業

主
書

算
の
如
く
・
畠

に
し
て
幸
幅
に
充
て

・
自
欝

・
合
理
的
薪

答

の
冨

さ
幕

べ
き
硬
集

る
黙
に
於
て
は
疲

徳

萎

穿

た
る
を
失
は
鬼

仍

て
嵌
り
に
彼
を
悲
蜆
的
樂
天
主
義

者

ざ
呼

む
で
も
差

支

な

い
で
あ
ら

う
。

然

る
に

ス
ミ

ス
に
至

っ
て
は
、
決

し

て
樂
園

の
失

は
れ
セ

る
を
信

ぜ

搬
。

謂
は

寓
彼
は
桑

園

の
保
持

ぜ
ら

れ
叉

盆

々
完
成
し

つ

、
あ

る
を
信

Ψ

る
も

の
で
あ
る
。

現
状

既

に
自
然
的

裾
理
の
下

に
生

れ
出

で
た

る
現
實

唯

一
の
状

態

で
あ
り
、
將
來

に
生
れ
出

つ
る
肚

曾
は
即

ち
た

y
之
れ
現
欺

が
自
然
的

に
獲

達

し
完
成

さ
る

、
に
依

っ
て
造

り

成

さ
れ

る
も

の
π

る
に
過

ぎ

ぬ
ご
考

へ
た
。

そ
し

て
彼

が
現
歌

に
於

て
種

々
の
時
躰

を
認

む
る
に
拘
ら
す

、

そ
は

た

貰
自
然
的

な
状

態
が
人

爲
的
な
故
障

に
依

て
妨

げ
ら

れ
た
う
が
爲

め
た

る
に
外

な
ら
す

円
し
て
茜
樂

観
的

な
態

度
を
執
り

、
.然

か
も
現
状
は
自
然

の
ま

、
に
成

る

べ
く
人

工
的
な
干
渉
を
避

け

て
進

み
行

け
ば

、
自
ら

に
完

成

さ

れ
て

、
將
來

の
肚

曾
生
活

は

姻
々
整
頓

し
て
幸
福
な

る
も

の
ご
な

る

べ
き
を
信
ず

る
黙

に
於

て
も
亦
樂

親
的

態
度

を
執

っ
て
居

る
。
故

に

ス
ミ
ス
は

ル
ー

ソ
ー
が
悲

観
的

樂
親
論

者

ご
呼

ば
れ
得

べ
き

ご
同

じ
ゃ

う
な
意

味

に
於
て

樂
観

的
樂
蜆

論
者

ご
穂

せ
ら

れ
て
も
差
支
な

い
で
あ
ら

う
。
要
す

る

に
両
者

は
共

に
自
然
主
義

親

に
撮

て
立

つ
黙

に
於

て
立
場

を

一
に
し
て
居

り
、
同
時

に
又
右

の
如

く
そ
の
見

増
の
相
違
す

る

こ
ε
に
依

て
少

か
ら
ず

そ

の
.回
目

を
異

に
す

る
を
知
ら

ね
ば

な
ら

訟
。

齢

叢

ス
..、
ス
の
窩
無
主
義
親

ξ
自
由
政
策

の
見
地

第

十
八
巻

(第

一
號

二
〇

こ

二
〇

「

,



「.

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親

ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

「
號

二
〇
二
)

二
〇
二

五

ス
ミ

ス
の
自
由
政
策

の
見
地
.

ス
ミ
ス
め

自
然
主
義

観

ざ
樂
天
主
義

こ

か
ら
其

の
蜜

際

的
な
慮
用

こ
し
て
経
済

上

の
自
由

政
策
が
生

家
る
。
即

ち

ス
ミ
ス
は
自
然

的
な

る
も

の
は
総

べ
て
善
な
り

ε
考

へ
、
各
個
人

は
其

の
自
由

の
行
動

に
ま

か
さ

る
れ
ば
、
自

己
の
境

遇
を
政
善

せ
ん

・し
す

る
自
然

的
な
衝
動

に
依

っ
て
、
白
む

に
利
益

ご
掌
編

ご
に
向

っ
て
進

み
行

く

こ
ε

、

な
b
、
然

か
も
各

個
人

が
銘

々
左
様

に
行

動
す

る
結
果

、
肚
會

全
禮

の
調
子

は
自

ら

に
整

ひ
国

家
全
饅

が
や
は

り

尉
盆

ε
幸

醐

ε
に
向

っ
て
進

み
行

く
こ
芭

、
な

る
も
の

ε
信

じ

π
る
こ
ε
、
前

に
詳
論

し
た
所

で
あ

る
か
ら

、
從

て
経

済

の
、實
際

に
於
て
は
、
各

自
は
自

ら
其

の
進

む

べ
き
道
、
行

ふ

べ
き
所

を
選
澤
決

定
す

べ
き
で

あ
り
、
其

の

決
定

に
就

い
て
は

各
自
が
最
し

よ
く
利
害

を
辮

へ
、
国

家

の
立
法
者

や
政
務

家

よ
り

も
よ
り
好

く
判
断

を
織
し
得

る
も

の
な
れ
ば
、

(c
く
Φ
「団
ε
田
鼠
亀
養
r
一二

"。
oく
置
o
畔
"
舞
コ
ぼ

ぼ
ψ
一〇
。巴

ω津
轟
臨
o
旨
君
臨
αq
o
三
口o
ゴ
σ
¢畔
貫

け訂
自
署
楓

　

…

:

=
窪

く①「
豊

.
窪

pシ

国
家
が
慧

去

事
柄
嬉

し
・
干
渉
政
策
各

・
は
、
却
つ
・
事

物
の
自
然
的
な
獲
達
を
害

し
、
不
幸
ε
不
和
盆
ε
を
齎
す

こ
ε
、
な
る
ご
信
じ
た
の
で
あ
る
。

ス
・、
ス
が
、
各
人

の
自
由
行
動
に
放
任
す
れ
ば
、
冬
向
は
其
の
資
本
を
使
用
す
る
に
就

い
て
も
最
も
有
利
な
道
に
之
を
使
用
す

る
に

努
む
る
こ
ε

、
な
り
、
其
の
場
合
實

に
各
人
は
自
己
の
利
益
を
考

へ
て
行
動
す
る
ば
か
り
で
め
つ
て
も
、
そ
れ
を

爲
す

に
就
い
て
は
や
は
り
自
然
的
に
乃
至
は
寧
ろ
必
然
的

に
そ
が
同
時
に
肚
會
の
利
益
ε
な
る
道
に
從

っ
て
行
動

30)WealthofNations,Vol.1.p.421



『

-
す

る

こ

ご

、
な

り

、

祉

會

に

謝

し

て

最

も

有

利

な

る

道

に

絶

て

資

本

を

用

み

る

が

や

は

り

最

も

多

く

自

己

の

利

益

に

も

な

る

こ

ε

、
な

ら

ざ

る

を

得

な

い

ご

信

じ

た

所

は

、

彼

れ

の

自

由

政

策

の

見

地

が

定

ま

る

に

就

い

て

は

、

其

根

本

の

理

由

を

駕

す

も

の

ε

せ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

(
薯

臼
)・

ヨ
隻
く
召
⊆
巴

『

。
o
口
口
2

巴
ぐ

o
蓉

三

障
σq

臣

∋
の
o
閑

8

訪
已

2

=

竃

目
。
。・
け
円

く雪

田
醐
。
書

。・

Φ
藷

)δ
累
日
窪

陣
∂
コ

く
冨

け。
く
Φ
「
。
四
℃
冨

一
帯

。
昌

∩
。
日
日

・
己

・

翻

一。。

匡
・。

。
≦
昌

畏

く
馨

冨
げq
Φ
、

冒
紆

①
9

磐

〔一

8

什

葺

異

。
「
子

。

切
a

①
q
ー
ノく
三
9

冨

計

切
置

く
一室

・
切
二
二

5

。。
景

ぐ

。
=

勢

。
二
.口

・
〔才
華

5
σq
。

葛

一貫

葭
ξ

樋

。
「
「
p
片
恋

「

葦

8

。・
q。巴

ぞ

一6
且

二

回冒

8

葺

簿

「

多

鉢

ゆ
日
℃
δ
図
葺
窪

貯

琶

首

=

団埆

ヨ
。
の
叶
.

鋤

"牙
窪
斤p
σq
①2
」。
5

曄
o
。。08
団受
・)

ε
も
か
く

ス
ミ
ス
の
観

る
所

で
は

、
國
家
や
其
他

の
團
腱

や

に
依

て
人

々
の
行

動

が
指
導

せ
ら
れ

π
b
監

視

せ

ら
れ

π
b
す

る
必

要
は
な

い
。
国

家

の
あ
ら

ゆ
る
干
渉

は
、

そ
が
た

ε

へ
脛

濟

現
象

の
促
進

の
矯

め
に
せ
ら

れ
る

の
で
め
戦
う
ε
も
、
叉
阻
止

の
爾

め
に
せ
ら
れ

る
の
で
あ
ら
う

ご
も
、
普
通

の
状

態

の
下

に
於

て
は
有
害

で
め
る
。

あ
ら

ゆ

る
技
巧
的

な
指

導
は
、
進

む
力
を
ば

其
の
自
然

的

な
軌

道

か
ら
逸

せ
し

め
、
其

の
行
程

を
阻

礙

し
、
其

の

数

果
を
減

少

せ
し

め
る
に
過

ぎ
諏
。

人
々
の
繁
榮

の
爲

め
に
は

、
た

ご
各

人

に
自
己

の
選

ぶ
道

に
浴

ふ
て
自
己

の

利
益
を
追

ふ
て
…進
み
行

く
を

許
す
所
一の
、
自
然
的

な

る
、

自
由

の
、
手
近

な
、
簡
…卑
な

組
織

の
み
が
適
す

る
。

ス

ミ

ス
は
、
國
家

が
正
常

の
限

度
を
超

へ
て
脛

濟

に
干
渉

す

る
は

、
鯨

計
な

こ
ご
で
又
不
自
然

な

こ
ε
だ
ざ
見

た

の

で
あ

る
。
即

ち
そ
は
紳

の
定

め
た
秩

序

に
封
ず

る
侵
害

な
り

ご
見
た
の

で
あ

っ
て
、
此

の
形
而

上
學
的

な
叉

36
理

舳

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親
ご
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第

}號

二
〇
三
)

二
〇
三

31)ditto,Vol.1,P.419



「

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観

ε
自
由
政
策

の
見
地

第
十
入
谷

(第

【
號

二
〇
四
)

二
〇
躁

鋤

的
な
又
道
.徳
的
法
理
的
な
見
地
の
上
に
、
彼
れ
の
政
策
親
は
立
脚
し
て
居
る
。

術
又

ス
.ミ
ス
は
経
済
問
題
に
謝

し
て
國
家
が
干
渉
す

る
の
は
、
だ

貰
醸
計
な
こ
ε
で
不
自
然
な
こ
ε
だ
ε
考
ふ

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
抑
も
国
家
は
斯
か
る
こ
ご
を
爲
す
に
適
せ
な

い
本
質
を
有
す
.る
も
の
だ
ε
信

じ
た
。
即
ち

ス
ミ
ス
の
観

る
所
で
は
.
国
家

の
職
能
は
そ
の
本
性
上
頗
る
限
定
さ
れ
だ
る
も
の
で
、
其

の
.限
定
さ
れ
た
る
職
能

の
範
園
に
騙
す
る
も
の
は
、
縛

べ
て
自
由

に
放
任
さ
れ
各
個
人
の
行
動
に
委

か
さ
る
べ
き
も
の
ε
信
じ
た
。
之
れ

前

に
之
を
明
か
に
し
だ
や
う
に
、

ス
ミ
ス
は
各
個
人
が
十
分
に
完
成

せ
ら
る
れ
ば
国
家
ε
い
ふ
組
織

の
必
要
は
な

い
が
、
た
穿
個
人
の
完
成
の
十
分
な
ら
ざ
る
限
り
国
家
が
存
在
し
て
共
同
生
活
の
歩
調
を
棄
す
者
を
取
謙
り
各
人

の
之
に
華
族
す

べ
き
行
動
の

　
般
的
規
律
を
定
め
て
之
を
強
行
す
る
必
要
め
り
・し
信
じ
て
居

る
所
か
ら
常
然

に
出

て
摩
る
見
解
π
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

然
ら
ば

ス
ミ
ス
は
国
家
の
職
能

の
範
團

に
就

い
て
如
何
に
政

ヘ
セ
か
`
い
ふ
に
、
彼
は
「
団
々
の
富
」
第
四
巻
の

終

り
に
之
を
明
示
し
て
居

る
。
即
ち
自
然
的
自
由

の
制
度

に
從

へ
ば
、
君
主
(国
家
)
は
任
す

べ
き
た

∫
三

つ
の
責

務
を
有

っ
て
居

る
。
第

一
は
耽
會
を
ば
他
の
濁
立
町
耐
雪

か
ら
の
不
注
ε
侵
害
こ
か
ら
保
護
す
る
任
務
、
第
二
は

社
倉

内
の
各
員
を
ぱ
出
來
得
る
限
り
他

の
成
員
の
不
正
や
迫
害
か
ら
保
護
す
る
任
務
換
言
す
れ
ば
厳
格
な
る
司
直

行
政
を
確
立
す
る
こ
ご
、
第
三
に
は
値
入
叉
は
個
人
の
少
数
團
膿
が
之
を
設
立
す
る
の
で
は
決
し
て
そ
の
利
益
こ

な
b
得
ざ
る
が
如
き
或
種
の
公
共
事
業
及
び
公
共
設
備
を
瞥
遣
し
維
持
す
る
こ
ご
之
で
あ
る
。
蓋
七
此
の
第
三
の

32)Ilasbach,dieallgemeinenphilosophischenGrundlagenu.s .w.S.155.
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論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親

ご
自
由
政
策

の
見
地

第
十
入
巻

(第

一
號

二
Q
六
)

二
〇
大

鋤

は
例
外

の
伴

ふ
を
見

遁
す

こ
ε
が
出
來
な

か

つ
だ
。

す

べ
て
斯

く
の
如

く

ス
ミ
ス
は
経
済
的
自
由
政

策

の
使
徒

・し
し
て
立

っ
た

の
だ
が
、

一
凾
内

に
安
賞
す

る
こ
遭

は
國

ε
國

`

の
問

に
も
妥
當
す

ざ
考

へ
た

か
ら

、

ス
ミ

ス
は

国
際
貿
易

に
關

し
て
も
、
仮
則

ε
し
て
は

一
般
的
な

自
由
貿
易

主
義
を
高
唱

し
π

の
で
あ

る
。
併

し
彼

れ
の
自
由
貿
易
政
策

に
關

し

て
は
今
更

弦

に
絮
説
を
要

せ
な

い

ほ
こ
辱

其
の
見
解
は
世
に
知
ら
れ
て
居
・
か
ら
、
藪
三

々
之
を
論
謹
例
示
す
る
こ
ε
ば
罷
め
て
欝

。
要
す

る
に
彼
は

、
商
品

の
完
全

に
自
由
な

る
交
易

は
、
た

ゴ

に
責
手

を
利
す

る
の
み
な
ら
ず

、
同
時

に
買
手
を

も
利
す

る
も
の
ε
信
じ
尾

即
ち
自
然
の
理
に
叶

っ
蕎

業
弔
旗
て
は
、
當
事
者
の

芳

が
相
手
方
を
犠
牲

に
し
て
利
得

す

る
こ
ε
な
く
、
常
事
者
双
方
が
利
得
す
る
。

此
事
工
業
製
品
ε
原
料
品
ε
の
変
易
に
於
て
も
固
よ
b
黙
り
ざ
信

じ
淀
。
そ
し
て
自
然
的
に
自
由
な
る
商
業
に

は
斯

帆
る
性
質
め
る
が
故
に
輌
ち
商
業
は
闘
争

・し
敵
掛
ε
の
源

か
ら
和
合

ε
友
交

ε
の
流
ε
な
っ
て
送
る
こ
ピ

、

な
る
の
で
め
る
。
然
る
に
若
し
之
れ
に
人
工
的
な
保
護
や
制
限
が
加

へ
ら
れ
、
各
国
各
自
そ
の
進
む

べ
き
貿
易
上

の
自
然
的
な
軌
道
か
ら
逸
し
て
方
便
を
追

ひ
排
他
を
之
れ
事
ご
す

る
に
於
て
は
、
商
業
は
友
愛
の
経
た
る
を
得
な

い
で
却

っ
て
不
和
ε
軋
轢
ε
の
原
因

こ
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
從
來
其
の
實
歌
に
陥

っ
て
し
ま

つ
セ
`
考

へ

た

。
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.

ギ

ャ

ン
チ
リ
ズ

ム
に
反
謝

し
、
極

力
之
を
非
難

攻
撃
す

る
に
努

め

『
国

々
の
富
」
中

の
諸
巻
向

に
在

っ
て
も
、

マ

ー
キ

ヤ
ソ
チ
リ
ズ

ム
を

諭
す

る
部
分

に
於

て
甚
だ
論
鋒

の
鋭
く
論
議

の
鮮

か
な

る
も

の
あ

る
を

見

る
こ
ε
、
洵

に

故
あ
り

ε
せ
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

巳

8

、

上
に
論
ず
る
所

に
依
て
、
私
ば
大
騰

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
親

ε
且
由
思
想
ε
其

の
経
済
的
自
由
政
策
の
見
地
ε

を
明
か
に
す
る
を
得
た
ε
思
ふ
が
、
最
後
に

=
藏
附
記
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
は
、

ス
ミ
ス
の
自
由
主
義

の
見

地
は
、
人
生
の
物
質
的
な
勢
作
方
面
よ
り
精
神
的
方
面
に
ま
で
振
げ
ら
れ
、
各
個
人
の
自
然
的
で
自
由
な
競
争
的

努
力
が
、
総
て
の
文
化
的
生
存
を
維
持
し
凝
達

せ
し
む
る
働
を
腐
す
も
の
と
し
た

こ
ご
之
で
あ
る
。
一口同
き
文
化
上

の
目
的
は
自
己
自
身
の
刺
戟
に
依
て
進
展
す

る
も
の
で
は
な
く
、
競
争
は
實

に
進
歩
に
歓
ぐ

べ
か
ら
ざ

る
も
の
ε

考

へ
ら
れ
π
。
此
事
は
宗
徴
に
も
斜
里
に
も
敷
育
に
も
要
當
す

る
。
す

べ
て
入
は
特
権

に
與

か
b

-6
配
の
な

い
境

遇

に
置
か
る
れ
ば
、
直
ち
に
怠
慢
蓬
堕
落
ご
が
生
す
る
。
何
れ
の
方
面
に
於
て
も
個
人
の
生
存
初
盆
鳳
運
動
の
最

も
強
き
原
動
力
た
り
叉
…進
歩
の
最
も
安
全
な

る
保
障
で
あ
る
。
斯
く
て

ス
.ミ
ス
の
脛
濟
學
は
人
生

一
般

に
捗
る
.原

理
ご
な
り
得

る
も
の
ε
す
る
。

・

洵

に
ス
ミ
ス
の
経
済
學
は
人
性
に
關
す
る
十

分
な
る
智
識
に
充
ち
、
交
解
剖
精
神
の
頗
る
鋭
利
な
る
も
の
が
あ

る
。
然

る
に
も
拘
ら
す
オ
イ
ケ
ン
轍
授
の
之
を
柑
橘
せ
し
如
く
、

一
般
的
な
人
生
観

ε
し
て
は
人
を
満
足
せ
し
む

論

叢

ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
さ
自
由
政
策
の
見
地

第
十
八
巻

(第
一
號

二
〇
七
〉

二
〇
七



!

論

叢

ス
、ミ
ス
の
自
然
圭
装
槻
`
自
由
政
策
の
月
地

築
十
八
巻

〔第
粛
硯
二
〇
八
)

二
〇
入

る
に
足

ら
ざ

る
も
の
が
あ

る
。
教
授
は
謂

ふ
、
そ
は

人

々
に
勢
作

に
封

ず

る
内
心
的

な
喜
悦
を
與

へ
な

い
。
叉
そ

の
勢
作

の
成

就

に
依

て
何
等
内

.心
的
な
獲
展
和
齎

す

こ
ご
を
約

束

せ
な

い
。

そ
は
生
存

ε
作

爲
ご
を

ば

.
た

～
外

衙
的
な
進
歩

、
出

來
得

る
限

り
人
な

る
利
得

ご
い
ぷ

や
う
な
親

黙

の
下

に
催

て
し
ま

つ
π
。
然

る
に
外

面
的
な
運

動

の
月
由

`

い
ふ
こ

ご
ば
、
決

し
て
同
時

に
内

一6

の
自
由

を
臠
す

も
の

で
は
な

く
、
成
功

に
罫
す

る
慾
求

や
激
烈

な

る
競
争

や
は
人

々
を
厭
癒

な
し

に
環
境

に
結

び

つ
け
て

し
ま

い
・
人

々
を

ば

一
般
肚

曾

の
奴
隷

た
ら

し

め
ね
ば

止

ま
頗
も
の

で
あ

る
。

さ
れ
ば

ス

ミ
ス
の
爲

し
セ
事

業

は
之
を
哲
學
的

に
見

れ
ば
甚

だ
限
局

さ
れ
た
意
味

し

か
有

ち

得

な

い
。
.け
れ
ざ
も
そ
が
人
生

々
活

に
封
ず

る
特

異

の
洞
察

た

る
こ
一し
に
於

て
は

、
不
朽

の
も

の
で
あ

る
㌦
・

ー
オ
ィ
ヶ

ン
藪
授

の
批

評
は
正

に
當

れ
り

こ
せ
な
け

れ
ば

な
ら

の
が
、
私
は

ス
ミ
ス
が
従
来

分
散

せ
る
材

料

た
る

に
過

ぎ
な
か

っ
た
纏
濟
學

上

の
論
議

を
ば
、
進

め
て

一
個

の
纏

れ

る
科
學
的
理
論
畿

系

に
造

り
上
げ

、
以

て
経
済

學

の
其

後
.に
於
け

る
獲
達

の
基
礎
を
据

へ
た
.る
ば

か
り

で
な
く
、
大
膿

そ
の
設

計
を
成

就

し
、
其

の
構

造
を
も
棲

範

的

に
貴

地

に
造

り
上
げ
、
然

か
も

之
を
駕
す

に
就

い
.て
は
、
常
代

の

一
般
的

な
思
想

の
流

に
沿

ふ
て
自

然
主
義

ど
自
由
主
義

こ
の
見
地

を
受

入
し

て
之
を
纒

濟
自
由

主
義

の
見

地

こ
し

て
獲
育

せ
し

め
、
自
由

政
策

こ
し

て
騰
現

す

る
に
至
ら
し

め
た
成
績
は

曳
實

に
偉

大
な

る
も
の

た
る
を
思

は
ざ

る
を
得

な
い
。
衷

心
其

の
大
業

を
偲

ぴ

っ
罫

藪

に
此

稿
¢
草

し
終

る
。
.

.

〆
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