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カ
Jレ

ワ

の
利
子
三
自
然
法

ン

津

H奇

竪

造

日
次(ー

刀
ル

γ
ン
利
子
論
の
根
掠

モ

p
ネ
ウ
ス
利
子
諭
と
の
比
較

方

ル

H
Y

ン
の
自
然
法

剛山

カ
ル
グ
ン
利
子
論
の
内
容
は
、
先
惑
の
如
〈
、
徴
利
是
認
を
飽
く
積
極
的
に
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
同
時
に
幾
多
の

傑
件
と
制
限
と
が
附
さ
れ
て
あ
っ
た
と
と
を
注
意
し
左
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
ま
づ
そ
乙
で
述
べ
ら
れ
た
徴
利
是
認
の
根
協
と
い
ふ
も

の
は
、
第
一
に
は
自
然
の
生
産
性
と
結
貫
性
及
び
経
済
上
の
牧
盆
慢
と
い
ふ
射
で
あ
る
。
自
然
に
於
け
る
生
産
性
と
は
土
地
・
海
・

樹
木
そ
の
他
動
植
物
か
ら
の
獲
得
・
生
産
・
増
殖
等
を
指
し
、
ま
た
そ
こ
に
人
聞
の
力
・
働
き
又
は
関
係
が
加
は
っ
て
種
々
な
る
使

盆
や
債
値
の
増
加
を
来
た
し
、
従
て
経
済
上
の
利
袋
を
粛
す
。

こ
L
に
於
て
利
子
の
禁
生
の
原
閃
を
見
ょ
う
司
と
す
る
。
第
二
は
、
使

用
性
の
知
で
あ
る
。
人
が
他
人
か
ら
金
を
借
り
る
。
そ
の
借
り
た
人
は
た
ピ
そ
れ
を
消
費
の
た
め
に
費
し
た
り
、

死
蔵
し
た
り
す
る

筈
は
な
い
。
何
ら
か
の
方
法
を
以
て
或
る
牧
袋
を
粛
す
べ
き
も
の
を
購
入
し
又
は
投
資
す
る
と
か
に
用
ふ
。
従
て
そ
と
か
ら
得
ら
れ

る
収
録
の
何
分
か
を
債
槽
者
に
叫
到
し
て
返
へ
す
と
い
ふ
こ
と
は
蛍
然
で
る
る
と
す
る
。
剖
ち
貨
幣
又
は
道
具
又
は
設
備
等
の
使
用
に

カ
ル

Y
ン
の
利
子
と
自
然
法

第
四
十
八
巻
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カ
ル
ず
ン
の
利
子
と
自
然
法

一0
0

乙

L
に
利
子
の
護
生
を
見
る
。
第
三
に
は
賠
償
性
の
離
で
あ
る
。
も
し
債
務

第
四
十
八
巻

三
九
八

費量

披

謝
し
で
一
定
の
報
酬
を
粛
す
ぺ
き
と
と
を
強
想
ず
る
。

者
が
返
却
を
遅
延
し
た
た
ら
ば
そ
れ
に
因
っ
て
生
や
る
債
権
者
の
損
失
に
劃
し
て
、
債
務
者
は
賠
償
の
責
を
負
ふ
も
の
と
す
る
。

れ
に
二
つ
の
揚
合
が
あ
る
。
債
権
者
が
現
に
被
っ
た
損
失
の
賠
償
と
、
債
樺
者
が
貸
出
さ
友
か
っ
た
左
ら
ば
得
た
舎
の
牧
袋
の
喪
失

に
封
す
る
賠
償
と
で
あ
る
a

こ
L
に
於
て
我
々
は
カ
ル
グ
ン
が
時
代
の
欣
勢
に
密
接
な
関
聯
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
さ
ピ
る
を
得
な
い
。
波
の
時
代
陀
は
企
業

を
起
し
て
損
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
殆
ん

E
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ル
グ
ン
は
債
務
者
に
つ
い
て
も
「
富
め
る
債
務
者
」

の
例
を
屡
々
拳
げ
て
ゐ
る
し
、
債
権
者
側
忙
つ
い
て
も
殆
ん
ど
常
に
牧
益
の
奉
げ
ら
れ
る
と
と
を
環
想
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
右
に

通
ぺ
た
カ
ル
グ
ン
の
徴
利
是
認
の
根
擦
に
は
更
に
左
ほ
そ
の
根
抵
に
も
一
つ
の
も
の
が
あ
る
と
と
に
気
着
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
印

ち
自
然
法
の
概
念
で
あ
る
。
先
き
に
示
し
た
カ
ル
グ
ン
の
「
利
子
に
閥
ず
る
手
祇
」
の
中
に
も
斗
徴
利
は
聖
書
の
或
る
字
句
に
よ
っ
て

ピ
は
な
く
、
た
ピ
衡
平
法
(
}
呂
町
山
間
宮
品

3
5
0「
に
よ
っ
て
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
ま
た
僚
件
の
第
三
を
述
べ
る
際
に
「
自
然
的

衡
卒

(
2
E窓
口
P
Z
『
色
。
)
の
範
園
を
出
て
は
な
ら
友
い
」
、
「
そ
れ
は
基
督
の
法
一
Z
ユm
g
云
の
主
主
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
」
等

ム
」
云
ひ
、
更
に
「
粗
野
な
る
脅
恨
二
-
P
5
5
2
2
0
〈
口
一
四
回
目
互
に
従
つ
て
は
な
ら
友
い
と
か
、
法
は
柿
の
言
葉
(
一
戸
官
三
万
号
巴
W
Z
)

に
よ
る
ぺ
き
で
る
る
と
か
云
ふ
。
ま
た
「
聖
書
講
解
」
の
中
に
も
、
「
徴
利
者
は
グ
ピ
デ
や
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
よ
っ
で
絶
針
に
禁
ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
余
は
そ
れ
を
更
に
仁
愛
の
法

(
B
E
E
n邑
E
g
に
上
っ
て
判
断
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

彼
ら

が
誼
は
れ
た
の
は
、
債
務
者
が
衡
平
す

2
5
5
)を
見
な
い
で
、
債
務
者
を
座
迫
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

古
代
の
人
々
が
徴
利

を
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
も
ん
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
彼
ら
の
政
治
的
命
令
の
一
部
で
あ
る
と
い
ふ
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
徴
利 と

Corp. Ref. Opera Cal vini， Xa S. 247ι 
ibid. 248. 
ibid. 249 
ibid. 
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は
今
は
不
法
な
の
で
は
な
い
。

た
ピ
そ
れ
が
衡
平
(
位
。
』
z
p
p
与
を
守
り
兄
弟
的
結
合
を
破
ら
な
い
限
り
は
。
」
と
云
っ
て
ゐ
伊
o

た
ほ
更
に
彼
が
事
責
を
見
る
と
と
を
薦
め
、
賓
際
を
向
べ
と
い
ひ
、
慣
習
を
重
ん
や
る
と
い
ふ
知
友
ど
は
、
何
れ
も
自
然
法
・
街
卒

法
・
慣
習
法
友
ど
を
重
視
し
た
と
い
ふ
と
と
に
左
る
。
併
し
そ
れ
を
更
に
よ
〈
腕
る
・
な
ら
ば
、
彼
の
云
ふ
と
と
ろ
は
普
通
一
般
に
云

ふ
自
然
法
の
考
へ
と
は
徐
程
遠
っ
て
ゐ
る
と
と
が

b
か
る
。

前
に
一
一
際
モ
リ
ネ
ウ
ス
の
利
子
論
の
根
祇
と
し
て
の
自
然
法
と
比
較
し
て
見
よ
う
と
恩
λ
。

と
の
離
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
本
文
の
主
た
る
目
的
で
る
る
が
、

そ
の

一一

そ
り
ネ
ウ
ス
の
利
子
論
と
い
ふ
の
は

h

一
五
四
六
年
の
「
契
約
と
利
子
に
関
す
る
小
論
」

2
4
5
n
E
5
2
E
3
2
E
5
2
d
g戸
E
F

目
白
日
出
自
ι口
口

M
V
2
5・P
8
5比
百
円

2
5
1
が
有
名
で
あ
る
。
を
の
論
同
日
は
犬
樫

K
M
W
て
カ
ル
グ
シ
と
周
じ
く
、
従
来
の
徴
利
γ
小
川
路
沿
川

に
反
射
し
、
事
責
に
基
い
て
徴
利
是
認
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

ベ
l

ム
・
パ
ベ
ル
ク
が
「
新
し
き
事
訳
(
徴
利
是
認
)
の
最
初
の
闘
士

は
宗
教
改
革
者
カ
ル
グ

y
と
俳
蘭
西
法
製
者
ド
ウ
ム
ラ
ン
(
モ
リ
ネ
ウ
ス
)
で
る
か
」
、
ま
た
「
カ
ル
グ
ン
が
従
来
の
禁
止
法
典
に
針
し

て
理
論
的
根
擦
に
基
い
て
反
封
し
た
最
初
の
紳
事
者
で
あ
る
、
と
同
様
に
モ
リ
ネ
ウ
ス
は
最
初
の
法
事
者
で
あ
る
〕
と
云
っ
て
ぬ
る
3

カ
ル
グ
ン
が
宗
教
的
に
聖
書
や
信
仰
に
基
い
て
簡
直
に
訴
へ
た
の
に
劃
し
て
、

モ
リ
ネ
ウ
ス
の
は
法
律
的
に
柑
生
遠
廻
し
の
言
ひ
方

を
以
て
論
漣
し
た
。
従
て
そ
の
態
度
・
方
法
に
於

τ
は
少
し
〈
異
る
が
、
雨
者
の
利
子
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
極
め
て
よ
く
似
て
ゐ

る
。
殊
に
所
謂
「
富
め
る
債
務
者
」
の
例
に
つ
い
て
は
雨
者
共
に
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
掲
げ
て
ゐ
る
。

い
ま
モ
リ
ネ
ウ
ス
の
言

ふ
所
に
よ
れ
ば
、
そ
の
論
文
の
第
一
部
の
初
め
の
あ
た
り
に
、

「
有
資
産
の
商
人
が
、
仮
り
に
貨
幣
を
ぽ
、
合
法
的
商
業
か
ら
利
益

を
得
ん
た
め
に
借
り

τ
、
月
々
に
叉
年
K

に
利
子

(
口
問
巳
『
『
)

を
支
沸
ふ
ム
」
す
る
。
但
し
議
期
さ
れ
た
る
利
盆
の
一
部
分
で
あ
る
限

カ
ル
ザ
J

ン
の
利
子
と
自
然
法

第
凶
十
八
血
管

O 

三
九
九

第

披
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カ
ル
v
y

ン
の
利
子
と
自
然
法

第
四
十
八
巻

第

銃

四

0
0

O 

り
、
そ
れ
を
約
束
す
る
と
す
る
。
そ
の
貸
付
者
は
、
そ
の
金
額
の

止
さ
れ
た
利
得
」
の
意
味
)
に
射
す
る
主
張
を
設
し
得
た
く
て
も
、
ま
た
は
多
分
幾
ら
か
の
利
子

(
5
5
2
)

一口円。】，
m
山印問。

(
と
れ
は
一
冗
本
支
抑
の
遅
延
に
よ
り
一
家
れ
る
損
失
」
又
は
「
陀

で
も
、
法
律
的
に
契
約
し

門的

た
り
又
は
債
務
者
』
五
背
す
る
と
と
な
し
に
利
子

T
E
q
)
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
-
な
い
で
る
ら
う
か
レ
と
云
ふ
筒
所
が
あ
る
ο

か
h

、
、
、

る
隣
人
の
必
要
さ
に
際
で
る
た
め
一
、
殊
に
そ
の
隣
人
が
貧
し
い
の
で
な
い
揚
合
に
貸
付
に
よ
っ
て
利
子
を
取
得
す
る
と
と
が
是
認
さ

れ
な
い
で
あ
ら
う
か
と
一
エ
ム
。
徴
利
の
禁
止
は
却
て
仁
慈
に
反
す
る
と
と
ふ
な
る
。
ま
た
徴
利
は
事
貨
に
於
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。

の
黙
を
そ
の
論
著
の
第
二
部
で
詳
し
く
述
べ
て
ゐ
る
。
徴
利
は
資
際
法
廷
で
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
(
勿
論
市
民
法
廷
で
あ
る
が
む
)
か
く

て
倫
詳
細
に
従
来
の
禁
止
読
を
拳
げ
て
一
々
そ
れ
を
論
駁
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
暇
は
な
い
が
、
要
す
る
に
彼
の
徴
利
是
認
の
論
擦
と
な
っ
た
も
の
は
之
を
数
へ
る
と
大

慢
三
つ
に
な
る
。
第
一
は
事
貨
を
認
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
経
験
と
常
識
と
を
章
一
ん
じ
よ
う
と
す
る
。
数
合
法
典

よ
り
も
市
民
法
を
採
ら
う
と
す
る
。

乙
の
賭
に
づ
い
て
は
新
教
徒
を
さ
へ
批
判
し
て
ゐ
る
。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
を
論
評
し
て
ゐ
る
賄
友

ど
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
彼
は
屡
k

「
常
識
」
、
「
賓
際
上
の
経
験
」
又
は
「
日
常
の
商
業
費
践
」
な
ど
の
言
葉
を
用
ひ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
第
二
の
貼
は
、
必
要
性
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
で
る
る
。

日
〈
、
「
貨
幣
の
夜
明
が
交
換
や
人
聞
の
必
要
の
た
め
に
有

用
で
あ
る
様
に
、
白
出
ロ
ミ
も
そ
れ
程
大
で
は
な
い
が
、
登
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
商
業
に
あ
る
人
々
は
他
人
の
金
を
佼
ふ
必
要
が

屡
々
あ
る
。
ナ
ペ
て
の
揚
合
に
組
合
を
造
る
と
と
は
使
宜
で
は
友
い
。
(
こ
れ
が
従
来
の
合
法
的
な
る
も
の
λ

唯
一
で
は
あ
ワ
た
が
。
)
な
ほ

商
業
に
携
ら
友
い
人
に
も
時
に
は
、
そ
う
屡
々
で
は
な
い
が
、

E
し
き
不
意
の
必
要
さ
の
た
め
か
ら
し
て
他
人
の
金
を
一
時
的
に
使

用
す
る
こ
と
が
是
非
必
要
な
と
と
が
あ
る
」
と
。
第
三
の
論
結
は
合
法
性
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
法
的
危
規
準
と
い
ふ
も
の
を こ

で法律を講じた。働蘭商慣習法、封建法に殊に造詣I帯九その著書は後+ポ
レオン法典制定の際、主要なる茶礎となったといふ。
A. E. Monroe; Early Economic ThoughtJ Cambridge 1924， p. 105-120 に

英脅されてゐる。
Bohm-Bawerk， Capital und Capitalzins 1， s. 31. ibid s. 3.3・3) 2) 



極
め
て
重
く
硯
た
。
従
来
の
羅
馬
法
、
市
民
法
叉
は
悌
蘭
商
慣
習
法
並
K
封
建
法
等
に
殊
に
詳
し
か
っ
た
か
ら
で
も
わ
か
る
。
最
後

に
は
僚
件
と
し
て
カ
ル
ザ
ン
の
場
合
と
同
じ
様
忙
、
利
率
の
限
島
と
い
ふ
も
の
を
論
じ
て
ゐ
る
。
賠
償
的
左
も
の
と
商
業
的
な
も
の

と
に
つ
い
て
可
成
り
詳
し
〈
蓮
べ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
こ
の
論
著
の
第
三
部
に
友
f
J

て
ゐ
る
。

詰
、
ヵ
ル
ず
ン
と
モ
ロ
ネ
ウ
ス
ム
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
雨
者
と
も
に
悌
蘭
西
人
で
、
年
齢
も
大
義
な
〈
叫
犬
畢
も
同
ピ
う
し

(
但
し
同
級
で
は
な

か
っ
た
ら
う
が
て
共
に
法
律
を
筆
び
、
共
に
刺
殺
徒
と
な
り
、
迫
害
さ
れ
、

岡
外
に
逃
亡
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

級
品
て
親
し
い
開
係
が
怠
う

た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
モ
リ
ネ
ウ
ス
は
宗
教
的
に
は
カ
ル
ず
シ
の
協
響
を
受
け
、
自
ら
カ
ル
ザ
ノ
ン
主
義
者
た
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
ゐ
る
。

カ
ル
ザ

y

の
「
利
子
に
闘
す
る
手
紙
忘
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

モ
リ
事
ウ
ス
の
利
子
市
酬
の
問
た
一
五
四
六
年
上
り
も
前
で
な
い
こ
を
は
明
か

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
リ
宇
ウ
ス
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
引
服
し
た
が
、
カ
ル

Y
Y
に
は
少
し
も
胸
れ
で
ゐ
た
い
。
押
一
際
カ
ル
ず
ン
の
利
子
に
関

ず
る
閣
心
は
検
〈
晩
年
四
何
強
〈
な
っ
た
の
で
あ
る

Q

故
に
カ
ル
ザ
Y

の
利
子
論
が
、
モ
リ
ネ
ウ
ス
の
影
符
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
主
疑
は

れ
る
c

刺
子
論
の
内
特
に
於
て
、
論
U
H
m
r
大
悌
似
て
ゐ
る
と

A
は
勿
論
だ
が
、
所
説
一
昨
町
め
る
債
務
者
L

の
例
に
一
去
っ
て
は
両
者
共
詔
で
あ
一
目
、
殊

に
カ
ル
ず
シ
の
晩
年
の
翠
童
同
講
解
に
も
引
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
勿
論
そ
こ
に
も
モ
リ
ネ
ウ
ス
司
名
前
は
全
然
出
て
ゐ
な
い
。
ベ

l
ム
は

カ
ル
ヂ
ン
の
方
が
影
響
を
奥
へ
た
宇
ろ
に
袋
越
し
、
ア
シ
ユ
レ
I
は
反
封
に
モ
リ
ネ
ウ
ス
が
影
響
を
奥
へ
た
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
問
題
は
勿
論
明

、
、
、

確
に
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
上
速
の
如
〈
に
し
て
、
利
子
論
に
於
て
は
大
韓
カ
ル
ず
ン
が
モ
リ
ネ
ウ
ー
か
ら
問
援
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と

思

。

カ
ル
グ
シ
と
モ

U
ネ
ウ
ス
と
の
利
子
論
の
相
似
た
る
黙
に
つ
い
て
は
以
上
遮
ぺ
た
通
り
で
る
る
が
、

そ
の
相
異
賄
に
つ
い
て
に
、

ま
た
却
て
そ
の
共
通
黙
が
問
題
に
た
る
の
で
あ
る
。
利
子
是
認
の
根
擦
に
於
て
、
第
一
に
事
貨
を
重
ん
ビ
た
の
で
は
あ
る
が
、

グ
ン
が
期
待
利
径
の
賠
償
と
い
ふ
貼
ま
で
進
ん
で
認
め
よ
う
と
し
た
の
に
射
し
て
、

カ
yレ

モ
リ
ネ
ウ
ス
は
全
く
事
寅
そ
の
も
の
に
官
ら
う

と
し
、
純
客
観
的
友
現
賓
損
失
を
の
み
問
題
と
し
よ
う
と
し
た
、
第
三
の
合
法
性
に
つ
い
て
は
、
共
に
市
民
法
、
衡
平
法
及
び
紳
法

カ
ル
ヂ
ン
の
利
子
と
自
然
法

四
O

策

強

O 

第
四
十
八
巻

Monr.oe， p，.106. a. s) ibid. P. w6 6) ibid. p. IIS. 7) ibid p. 
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カ
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ザ
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利
子
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自
然
法

第
四
十
八
巻

第

披

四
O 

O 
四

を
事
げ
で
は
ゐ
る
が
、

カ
ル
グ
ン
は
紳
法
を
特
に
重
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
針
し
て
、

モ
リ
ネ
ウ
ス
は
市
民
法
又
は
慣
習
法
を
で
あ
る
。

紳
法
は
た
ピ
附
け
足
り
の
様
で
、
何
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
鰯
れ
て
ゐ
左
い
。
要
す
る
に
、
雨
者
共
に
利
子
是
認
の
棋
僚
と
し
て

カ
ル
グ
ン
は
そ
れ
を
一
刑
法
に
於
て
、
モ
リ
ネ
ウ
ス
は
そ
れ
を
慣
習
法
に
於
て
理
解
し
て
ゐ
る
模
様

自
然
法
を
置
い
た
の
で
あ
る
が
、

で
る
る
。

一一個目

カ
ル
グ
ン
利
子
論
の
根
祇
と
し
て
の
・
自
然
法
を
明
に
す
る
た
め
に
は
、

一
腹
自
然
の
概
念
に
つ
い
て
彼
が
如
何
に
考
へ
た
か
を
述

n ミ

る
必

自要
然が

1--"あ
る

カと
ノレ 忠
'f ふ
ン。

の
自
然
l土

一
言
で
云
へ
ば
、
創
浩
の
自
然
で
る
る
。
そ
れ
は
皐
に
無
機
的
な
自
然
と
か
自
然
法
則
と

)
 

4
E
A
 

(
 

か
動
植
物
界
と
か
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、
人
聞
を
、
社
舎
を
、
粧
舎
秩
序
を
も
含
め
た
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
。
そ
し
て
人
間
が

そ
の
中
心
を
注
し
て
ゐ
る
。
而
も
一
切
の
上
に
一
仰
の
統
治
が
あ
る
と
と
を
前
提
と
友
し
て
ゐ
る
。

創
造
に
関
し
て
は
、
創
世
記
に
あ
る
や
う
に
、
神
が
天
地
を
創
り
、
生
物
を
法
り
、
迭
に
「
榊
の
像
の
如
く
に
〕
男
と
女
と
を
治

り
、
自
然
界
を
統
治
す
る
秩
序
の
関
係
に
置
い
た
と
す
る
。

こ
の
世
界
は
貨
に
一
美
し
き
劇
揚
」
(
吉

-nEg--EFE門

E)3
で
あ
る
。

同
く
、

「
天
と
地
と
を
宛
ら
極
め
て
精
妙
に
ま
た
同
時
に
極
め
て
豊
麗
に
装
備
さ
れ
且
つ
充
賞
さ
れ
た
る
宏
犬
に
し
て
批
歴
な
る
館

の
や
う
に
能
ふ
限
り
一
切
の
事
物
の
極
度
の
豊
富
、
多
様
、
美
を
蓋
し
て
驚
異
す
ぺ
〈
飾
り
給
ふ
た
。
最
後
に
人
閣
を
型
り
且
っ
こ

れ
を
斯
の
如
〈
美
し
く
飾
り
ま
た
斯
の
如
き
天
賦
陀
て
際
立
た
し
め
て
、
人
間
に
於
て
彼
の
業
の
最
も
顕
著
在
る
標
本
を
現
し
給
ふ

も
と
、
ま
た
「
我
々
が
何
庭
へ
爾
限
を
向
け
る
と
も
目
撃
す
る
も
の
が
凡
て
紳
の
業
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
且
つ
同
時
に
こ
れ
ら
の
も

W. J. AShley， An Inlroduclion 10 English EconomilO Hislol'y alOd Tlteory. 
野村乗太郎氏諜五六四貰。
所謂自然科皐c問題として、 目下最も論議されてゐるも， c0 .¥，ーワであるが、
特に有名なものは E.Brunner1 Natur und Gnade，円，34，S. 22 托 K.Harth， 
Nein 1 Antwort an E. B.， J934， S. 32託 P.Barth， ])as Problern der natur1i 
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の
が
榊
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
目
的
を
敬
度
左
考
慮
を
以
て
熟
考
す
る
こ
と
は
主
要
で
は
な
い
と
は
云
へ
、
自
然
の
順
序
に
於
て
信
仰

の
典
擦
で
あ
る
」
と
も
云
ふ
。
ま
た
こ
誌
に
於
て
備
へ
ら
れ
た
人
聞
が
如
何
に
秀
れ
た
る
資
質
を
興
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
、
人
聞
は
「
紳
の
像
に
象
っ
て
」
浩
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
紳
の
姿
を
お
ナ
鏡
で
あ
り
、
「
紳
の
像
の
固
有
の
座
位
が
あ

る
」
。
ま
た
「
宗
教
の
種
子
」
が
撒
か
れ
て
ゐ
る
。
人
聞
の
霊
宛
は
耐
仰
の
審
判
に
催
地
答
す
る
良
心
を
持
ち
、
榊
を
識
る
意
士
山
と
心
と
を

の
第

持
っ
て
ゐ
る
。
「
と
も
ご
乞
以
て
哲
人
等
の
或
者
等
が
昔
時
に
人
聞
を
、
ロ
=rsrcω
ヨ
S

と
橋
し
た
の
は
不
営
で
な
か
っ
た
。
何
故
と

云
ふ
に
人
間
は
紳
の
力
、
善
と
意
士
山
と
の
続
有
左
椋
本
で
あ
る
〕
、
ま
た
「
天
と
地
と
を
建
問
し
、
温
去
と
未
来
と
を
結
合
し
、
久
し

き
以
前
に
聞
き
し
こ
と
の
記
憶
を
保
持
し
、
進
ん
で
心
の
優
に
物
を
沼
崎
駅
す
る
と
と
る
の
薮
魂
の
、
貨
に
複
雑
な
る
敏
活
性
且
つ
ま

た
不
思
議
友
事
物
を
案
出
し
、
ま
た
多
く
の
驚
異
ず
ぺ
き
技
能
の
母
で
あ
る
と
こ
る
の
一
熟
練
は
人
間
に
於
け
る
紳
裂
の
確
た
る
徴
税

で
あ
る
」
等
の
諸
h
k

の
言
葉
を
以
て
、
依
は
創
識
の
人
聞
が
立
汲
友
力
を
持
。
て
ゐ
た
と
と
を
確
詮
ず
る
。

け
れ
ど
も
次
に
、

現
貨
の
自
然
と
人
聞
と
は
か

L
る
創
迭
の
ま
L
で
泣
い
こ
と
を
述
べ
る
。
現
貨
に
於
て
は
、
全
く
紳
の
訟
り
と

審
判
と
の
前
に
恐
れ
戟
〈
と
と
ろ
の
自
然
と
人
間
と
で
あ
る
。
何
故
か
。
そ
の
原
因
は
全
く
人
聞
の
罪
に
よ
る
。
始
祖
の
原
罪
は
、

そ
の
ま
L
代
k

に
停
へ
ら
れ
て
我
々
生
得
の
性
と
な
っ
て
ゐ
る
。
「
人
聞
は
現
在
、
自
由
意
士
山
を
剥
奪
さ
れ
て
居
り
且
つ
悲
惨
在
る

隷
属
に
隠
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
」
こ
れ
は
「
凡
で
の
者
が
生
れ
た
が
ら
」
の
と
と
で
あ
っ
て
、
「
母
の
胎
内
よ
り
生
得
の
邪
閉
山
性
」
で
あ

る
。
死
が
凡
て
の
人
に
及
ぶ
の
が
、
そ
の
詮
で
あ
る
。
「
原
罪
と
は
霊
魂
の
全
部
氏
逮
透
せ
る
我
h

の
性
質
の
遺
傍
的
壌
放
ま
た
は

腐
敗
で
あ
る
U

「
我
々
の
性
質
の
全
部
が
斯
く
壊
敗
し
且
つ
祁
惑
に
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
の
一
切
、
全
身
飴
す
と

こ
る
な
く
、
本
質
に
ま
で
多
還
し
て
罪
と
た
っ
て
ゐ
る
。
従
て
先
き
に
賦
奥
せ
ら
れ
た
る
「
超
自
然
的
天
賦
は
取
り
去
ら
れ
」
「
同
然

カ
ル
デ
ン
の
利
子
と
自
然
法

第

披

一O
五

第
四
十
八
巻

四
O 

hen Theologie bei Calvin， 19.<>・ Gunter GJoede， Theologia Naluralis bei 
Calvin， 1935， etc.自然法については後掲。 2) 創世 1:27 
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然
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四
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八
巻

四

O
四

害事

競

O 
ノ、

的
天
賦
は
界
に
よ
っ
て
腐
敗
せ
し
め
ら
れ
る
」

3

か
く
て
耐
の
像
を
后
す
べ
き
鏡
は
会
く
阪
は
れ
た
。

更
に
第
三
に
、
此
の
如
き
現
在
の
自
然
と
人
間
と
は
罪
の
中
に
全
く
執
は
れ
て
は
ゐ
る
が
、
而
も
な
ほ
創
越
の
併
は
容
制
の
前
に

於
て
恩
寵
を
卦
一
れ
給
ふ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
理
性
は
全
く
は
抹
消
Z
れ
る
己
と
た
く
、
も
孔
E

一
部
分
M
H
哀
射
し
一
部
分

は
壊
駿
せ
し
め
ら
れ
て
崎
形
の
敗
減
を
一
不
す
だ
け
で
あ
る
一
。

要
す
る
に
敗
残
の
姿
む
の
で
あ
る
。

と
t
A

に
於
て
は
自
然
も
人
間
も

f
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;
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。
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符
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'コ

府
民t
-it-

至
っ
た
が
、
然
し
そ
れ
は
本
性
か
ら
琉
出
し
た
も
の
で
友
か
っ
た
と
我
々
は
一
五
ふ
。
本
性
か
ら
流
出
し
た
と
云
ふ
と
と
を
我
K

が
否

定
す
る
の
は
、
そ
れ
が
原
始
よ
り
し
て
人
聞
に
賦
奥
さ
れ
て
ゐ
た
本
健
的
問
有
性
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
人
間
に
起
勺
た
と
こ
ろ
の
添

加
的
特
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
示
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
o
」

と
L
陀
於
て
か
、
自
然
並
に
人
間
枇
舎
に
は
恩
寵
が
下
さ
れ
る
の
で
る
る
。

一
般
的
に
は
人
間
自
棋
が
こ
の
燃
え
残
り
の
理
性
E
C

意
志
と
を
以
て
、

こ
、
に
「
地
上
的
事
象
と
し
て
の
政
治
、
経
済
、

一
切
の
機
能
的
技
能
企

一
応
の
秩
序
を
維
持
す
る
の
で
る
る
。

思
一
義
と
に
闘
す
る
も
ん
い
」
が
存
在
す
る
。
「
人
聞
は
生
得
的
に
枇
曾
的
動
物
で
あ
る
故
に
、
生
得
的
に
祉
舎
を
培
ひ
且
つ
保
存
す
る
や

う
に
傾
向
付
け
ら
れ
か
」
、
ま
た
ご
定
の
市
民
的
徳
義
と
秩
序
と
の
普
通
的
印
銘
が
存
・
す
」
る
故
に
、
自
ら
「
法
に
よ
っ
て
緊
ら
れ

引
」
。
「
乙

L
に
於
て
凡
ゆ
る
園
民
並
に
個
身
の
人
聞
の
、
法
に
謝
す
る
恒
久
的
一
致
が
生
や
る
。
何
故
と
云
ふ
に
そ
の
種
子
が
毅
師

や
宗
教
家
を
俣
た
や
に
、
普
遍
的
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

尤
も
そ
の
態
様
、
方
法
、
同
柱
度
が
決
し
て
完
全
に
左

ら
左
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。
法
が
却
て
論
争
の
具
と
せ
ら
れ
、
悪
の
擁
護
と
な
る
と
と
も
珍
し
く
は
た
い
。
そ
乙
に
於
て
紳
の

田
山
崩
聞
は
特
別
に
選
ば
れ
た
者
に
更
に
特
殊
的
恩
寵
が
奥
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
信
仰
の
あ
る
庭
に
の
み
興
へ
ら
れ
る
。

「
自
然
は
高
人

Inst. 1・4:1・邦諜四一頁。 9) Jn，t. J， 5中部課四七頁。
lnst. 1， 5: 5・邦課四九買。1I) Inst. II，表題。邦諜二'''0頁e
lnst. Il， 1: 5・邦課二二四頁。詩篇 51:5・ 円) Inst. n， ， ・8.邦諜二二七頁。
ibid. 15) Inst. IJ， 2: .12・邦謹二四二頁。 16) ibid. 
io!.t. 11， 2: 12・邦諜二四三頁。 18) lnst. II， ][: ]:][・邦帯二二九頁。

8) 
10) 
12) 
14) 
17) 



に
共
通
し
て
ゐ
る
、

思
議
は
然
ら
や
」
?
あ
る
か
ら
。

こ
の
紳
の
持
殊
恩
寵
に
於
て
、
律
法
は
初
め
て
震
に
完
う
せ
ら
れ
る
。
繭
音

こ
L
に
初
め
て
自
然
は
買
の
自
然
(
又
は
柴
光
の
自
然
)
と
し
て
、
創
造
は
恢
復
せ
ら
れ
る
。

邸
ち
愛
の
誠
め
と
は
こ
れ
で
あ
り
、

自
然
晶

l
l
創
造
の
自
然
は
、
一
岬
の
創
造
と
賦
奥
と
支
配
と
を
意
味
し
、
同
時
に
人
聞
の
壌
敗
と
そ
の
恢
復
の
恩
寵

l
そ

(2) 
と
に
律
法
や
諸
秩
序
が
新
し
く
建
て
直
さ
hw
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
故
に
創
造
の
一
自
然
は
、
初
め
か
ら
終
り
ま
で
紳
の
橋
理
の
下

に
あ
る
こ
と
を
怠
味
す
る
。
即
ち
自
然
の
秩
序
は
全
〈
紳
の
秩
序
の
下
に
あ
る
。
従
て
自
然
の
秩
序
又
は
自
然
法
は
、
紳
の
秩
序
と

密
接
左
聞
係
に
あ
る
。

そ
と
で
党
づ
そ
の
一
怖
の
秩
序
の
特
質
に
つ
い
て
少
し
〈
述
ぺ
て
見
ょ
う
。

、
、
、
、

中
川
ノ
北
ぃ
予
土
、

二
山
中

n
ν
A
f
y
T白
戸

』

J
1
1
u
u

我
々

を
i宵
動
の

* tて
と
ら

「
口
を
酎
し
効
果

ま
づ
第
一
に
動
的
支
配
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。
紳
の
支
配
は
、

あ
る
動
作
的
そ
し
て
不
断
の
活
動
比
い
そ
し
む
全
能
で
あ
る
」
し
、
「
宛
も
舵
を
取
り
諸
事
を
整
調
し
粉
ふ
も
の
』
し
て
ピ
あ
る
。

れ
は
脚
に
劣
ら
や
干
に
属
す
る
も
の
で
あ
訟
」
と
い
ふ
の
で
明
か
で
あ
る
。
故
に
紳
の
秩
序
は
、
紳
の
揖
現
で
あ
り
支
配
で
あ
る
。

単
な
る
「
自
然
の
永
遠
不
獲
の
法
則
」
と
い
ふ
の
と
は
大
分
違
ふ
。

次
に
一
仰
の
秩
序
は
、
偶
然
的
・
突
設
的
に
見
え
る
と
と
で
あ
る
。

乙
れ
紳
の
支
配
が
極
め
て
動
的
・
資
践
的
で
あ
る
こ
と
わ
ら
来

る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
人
聞
の
側
か
ら
は
見
え
な
い
、
測
り
知
り
難
い
紳
の
配
意
で
あ
る
。
「
隠
さ
れ
た
る
紳
の
聖
旨
」

泊

四

(司円

E93Mω
円。ロ

E
-
5
E
2
2
3
F【号

S
5
5
2
)
と
は
彼
が
屡
々
用
ひ
た
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
か
h
L

る
意
闘
は
友
ほ
此
の
外
に
も
、

例
ぽ
「
紳
の
隠
れ
た
る
嬬
理
」
骨

vRE--ω
】

)2
唱

-
2一L
g
t
L、
「
彼
の
秘
れ
た
る
判
断
」

(
2
2
-
z
o一E
一ELE--、
「
紳
の
秘
れ
た
る

衝
動
」

(
ω
3
0
Z自
己

2
E
2
-
z
z
G
、
「
紳
の
隠
れ
た
る
脱
帽
」

(
E
2ロ
回
目
)
氏

ZEE-HnZ《
午
、
「
隠
れ
た
る
秩
序
」
(
完

2
-
E
2
ξ
=山
)

友
E
の
言
葉
を
用
ひ
て
ゐ
る
。

こ
れ
カ
ル
ず
ン
の
最
も
大
切
友
思
想
の

つ
で
あ
る
。

カ
ル
ゲ
ン
の
利
子
と
自
然
法

四
O
五

第
四
十
八
巻

第

競

一O
七

そ】

Inst. Ir~ 2: 13・邦課二四四頁o 20) ibid陥 21) ibid. 
idbi.す]i諜二四五頁。 23) Inst. IT， 3: H). 邦課二七四頁。
Calvin の自然法については、 自然に闘する前掲書以舛 E. Troeltsch， Die 
SozialIehren， 19233， S. 657 f. A. Lang'，寸hcReforInation and Natural Law 
(Calvin and the Reforrr国 ion，1909) P・ 56 f. E，. Dourr町 gue，Jean Calvin 
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B
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Y

ン
白
利
子
と
自
然
法

第
四
十
八
巻

一O
八

四

O
六

第

銃

第
三
に
一
柳
の
秩
序
は
、
特
殊
的
・
個
別
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
皐
に
普
遍
的
・
一
般
的
な
所
謂
自
然
の
法
則
と
は
非
常
に
異
る

よ
り
具
躍
的
・
な
も
の
で
あ
る
。
日
く
「
河
床
に
沿
ふ
て
流
に
注
ぐ
や
う
に
命
じ
給
ふ
が
如
き
混
飢
せ
る
運
動
の
車
左

右
一
般
的
原
則
で
友
く
て
、
個
々
の
且
つ
特
殊
の
運
動
に
差
し
向
け
ら
れ
る
と
と
る
の
も
の
で
あ
る
」
。
ま
た
「
榊
は
各
人
陀
無
差
別

に
興
〈
給
は
友
い
」
、
「
自
然
に
生
殖
力
が
人
間
に
賦
輿
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
而
も
紳
は
或
る
者
ら
主
ナ
友
し
に
胎
し
、
或
る
者
ら
に

子
孫
を
あ
ら
し
め
給
ふ
こ
と
を
特
殊
の
息
地
臨
と
し
て
受
け
取
ら
れ
ん
と
と
を
欲
し
給
ふ
a」

と
。

も
の
を
含
む
。

所
諮
問
燃
の
訟
引
と
は
稚
A

の
黙
K
於
て
惑
ム
特
性
を
持
。
て
ゐ
る
。

よ
り
具
膿
的
で
る
る
。
人
間
の
測
る
べ
か
ら
ざ
る
庭
に
も
紳
の
秩
序
は
働
き
給
ふ
。

此
の
如
く
し

t
…
仰
の
秩
序
は

よ
り
動
的
、
よ
り
貫
践
的
.

と
の
隠
さ
れ
た
る
秩
序
の
考
へ
は
、
人
聞
を
し

て
紳
と
の
間
に
深
淵
が
あ
る
己
と
を
受
ら
し
め
、
距
離
感
を
輿
へ
し
め
る
。

こ
ι
A

が
カ
ル
グ
ン
自
然
法
の
最
も
大
た
る
特
徴
で
あ

る。
次
に
、
か
ミ
る
紳
の
秩
序
と
し
て
の
自
然
法
観
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
「
法
」
一
般
に
闘
す
る
彼
の
考
へ
方
を

蓮
ぺ
て
置
か
う
。
彼
は
「
法
」
を
大
鰭
二
つ
に
分
け
る
。
第
一
は
一
刑
法
で
あ
る
。
と
れ
は
更
に
最
も
賢
い
意
味
で
の
榊
法
邸
ち
隠
さ
れ

た
る
紳
の
秩
序
を
も
含
む
も
の
と
、
啓
示
さ
れ
た
る
紳
の
律
法
卸
ち
モ

1
ゼ
の
十
誠
の
如
き
も
の
と
を
含
む
。
第
二
は
人
間
の
法
で

と
れ
は
現
貨
の
人
聞
が
そ
の
曲
め
ら
れ
た
る
理
性
に
基
い
て
作
れ
る
律
法
及
び
恩
寵
の
下
に
助
け
ら
れ
て
作
っ
た
法
律
又
は

出

ω

道
徳
法
、
慣
習
法
、
衡
平
法
等
を
も
含
む
。
こ
の
第
一
の
法
は
、
「
一
肺
の
律
法
」
(
一
Z
U
C
自
己
=
一
)
、
「
榊
的
律
法
」

(LEEO
一月同一白)、

「
天
よ
り
の
律
法
」
(
一
宗
門
戸
印
一

g
z
q
な
ど
L
も
云
ひ
、
第
二
の
法
は
「
人
間
の
法
律
」
(
一
O
尚一

ω
F
5
5
Eふ
と
も
云
は
れ
る
。
カ
ル
グ

ン
は
左
ほ
此
の
外
に
「
法
」
一
般
を
分
け
て
、
「
自
然
の
律
法
」
又
は
「
自
然
的
律
法
」
(
一
。
向
。

E
Eと
』
)
と
「
成
文
の
律
法
」
(
一
月
民
自
己

あ
る
。

V， 1917， P・465f. J. Bohatec， Calvin ~n~ d~s Rec.ht， 1934， _S. .1:-13:.:そ白仙
Ha -ífa'ús;he~r~ Der ~Staat in Calvins Gedankenwelt， I923， S. 6 (. II. B.aron， 
Calvins Staats;'nschauung unc1 da.s Konfessionelle Zeit~lter 1924，日.33 f. etc. 
使徒行停 17・28参照。 26) Inst. 1， 16; 3ゅ邦欝一七九頁。
Jn:::;t， 1， 16・4・邦諜一八一頁。

25) 
27) 



間
司
ユ
司

g
g
)
と
し
て
ゐ
る
が
場
合
あ
る
。
，
そ
し
て
そ
の
前
者
は
ま
だ
「
内
商
的
律
法
」

(-a
一=
5
5ム
と
一
玄
ふ
も
の
に
近
い
。
そ
れ
は

一
榊
の
前
に
立
っ
て
人
聞
が
田
区
敬
を
莞
え
謙
虚
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
る
る
。
従
て
、
云
は
Y
良
心
と
い
ふ
も
の
に
近
い
闘
係

が
あ
る
。

こ
れ
を
先
き
の
分
類
と
比
較
す
る
と
、
大
鵠
に
於
て
「
内
面
的
律
法
」
叉
は
「
自
然
的
俸
法
」
は
、
「
紳
の
律
法
」
の
方
に
入
れ

ら
れ
る
や
う
に
恩
ふ
。
従
て
、

カ
ル
ヴ
ン
の
「
法
」
の
考
へ
は
、
要
す
る
に
紳
の
法
・
内
面
的
法
・
自
然
の
法
の
分
類
と
人
間
の
法
・

外
的
法
・
成
文
法
の
分
類
と
の
二
つ
に
友
る
。

そ
し
て
前
者
が
後
者
の
根
祇
で
あ
り
叉
そ
の
冠
り
で
あ
る
。

か
〈
て
カ
ル
グ

V
J

の
法
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
の
法
と
い
ふ
の
は
、
極
め
て
紳
の
法
に
近
い
と
い
ふ
と
と
が
わ
か
る
。

そ

に
椋
祇
を
提
き
、

ま
た
極
め
て
内
面
的
た
法
で
あ
る
と
と
も
注
意
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
な

そ
こ
か
ら
出
接
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

い
o

b
ル
ゲ
Y

が
利
子
を
論
や
る
に
営
り
、
主
と
し
て
帯

l
ゼ
ト
誠
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
講
解

ι於
て
詳
細
に
利
子
問
題

κ縮
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
、
利
子
と
自
然
法
と
紳
法
と
の
関
係
を
自
ら
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
十
誠
の
中
の
第
八
「
汝
盗
む
勿
れ
」
の
講
解
に
於

「
他
人
の
財
産
そ
私
に
盗
む
者
の
み
な
ら
や
、
他
人
の
損
失
か
ら
利
径
を
求
め
ん
と
す
る
者
は
不
法
の
賓
践
に
よ
っ
て
富
を
獲

得
す
る
も
の
と
考
へ
る
〕
と
云
ひ
、
貸
付
に
つ
い
て
も
「
紳
は
今
や
衡
平
の
説
を
強
調
す
る
〕
と
左
し
、
殊
に
出
域
及
二
二
・
二
五
、

そ
れ
は
全
〈
衡
平
の
原
理
に
よ
っ
て

て、レ
ピ
記
二
五
・
三
五
、
申
命
記
二
三
・
一
九
等
に
就
て
利
子
取
得
是
認
の
根
擦
を
奥
へ
た
が
、

ゐ
る
の
で
あ
る
。
不
営
怠
る
高
利
や
悪
意
あ
る
ま
同
利
は
勿
論
衡
平
の
原
理
に
反
す
る
が
、
-
な
ほ
是
非
必
要
た
者
が
あ
る
と
き
に
、
債

務
者
に
は
富
め
る
も
の
も
あ
り
、
生
産
に
使
ふ
も
の
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
一
切
を
禁
止
す
る
と
い
ふ
と
と
は
亦
衡
平
の
原
理

に
反
ナ
る
。
そ
こ
に
貸
奥
及
び
徴
利
の
是
認
が
根
擦
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
衡
平
の
原
理
、

そ
れ
は
会
〈
一
柳
の
秩
序
で
あ
り
紳

の
義
で
あ
る
。カ

ル
デ
ン
の
利
子
と
自
然
法

第
四
十
八
巻

一O
九

四

C
七

第

貌

Inst. 1・16:6. (P. B. S. 197.邦謹一八五頁)但し、引照掘典語は原文にあるま
込を用ふ。以下岡山 29) Insし 1，17・.10.(S・202，一九O頁)。
Jnst. I， 16: 9. (S. 2∞，一八八頁 31) Inst. I， I7: 1. (S. 20_2一九C買)
Inst. r. 1 6: 9・(8.201，一八八頁 33) Inot. 1， 16:: 7・(8.'98，一入五頁)
Inst. I， 16: S. (S. '99，一八七頁 3.5) Inst. 1， 16: 3・邦課一七九頁。
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カ
ル
ヂ
ン
の
利
子
と
自
然
法

賀事

続

第
四
十
八
巻

四

O
八

O 

か
く
て
要
す
る
に
、
カ
ル
グ
ン
は
利
子
の
取
得
是
認
の
根
携
の
更
に
根
底
と
し
て
、
街
卒
(
法
)
、
自
然
法
叉
は
紳
法
を
置
い

た
と
と
は
明
か
で
る
る
。
併
し
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
彼
特
有
の
観
念
・
用
法
に
於
て
ピ
る
る
と
い
ふ
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
泣

い
。
即
ち
そ
の
自
然
法
と
い
ふ
の
は
、
大
閣
に
於
て
紳
法
に
属
す
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
衡
平
と
い
ふ
の
は
、

紳
の
義
と
愛
と
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。

と
の
黙
‘
先
き
に
引
閉
山
し
た
モ
リ
ネ
ウ
ス
の
利
子
論
の
根
抵
'
と
し
て
の
自

然
法
・
衡
平
法
の
考
へ
と
は
徐
程
契
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
c

カ
ペ
ワ
ン
は
自
然
法
を
榊
法
と
し
、

と
リ
ネ
ウ
式
は
自
然
訟
な

慣
習
法
と
し
て
相
即
し
た
。

モ
リ
ネ
ウ
ス
の
こ
の
考
へ
は
、
彼
以
後
の
多
〈
の
利
子
論
者
又
は
法
律
事
者
に
よ
っ
て
受
縫
が
れ

た
。
従
て
近
世
の
利
子
論
の
根
抵
と
し
て
の
自
然
法
と
カ
ル
グ
ン
の
そ
れ
と
は
著
し
く
遠
ふ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な

け
れ
ば
左
ら
た
い
。

友
ほ
ま
た
彼
の
自
然
法
が
如
何
に
榊
法
と
密
接
在
る
関
聯
が
あ
る
か
ら
と
一
五
つ
で
も
‘
全
然
同
じ
だ
と
も

直
接
に
関
係
し
て
ゐ
る
も
の
だ
と
も
云
ふ
の
で
は
友
い
。

神
の
側
か
ら
は
田
中
寵
と
し
て
榊
法
の
中
に
入
れ
る
と
と
首
然
で
る

る
が
、
人
間
の
側
か
ら
は
深
淵
と
距
離
と
を
感
や
る
が
故
に
、
所
謂
自
然
法
を
そ
の
ま
L
線
べ
て
榊
の
法
と
等
し
い
と
断
言
す

る
と
と
は
出
来
泣
い
の
で
あ
る
。

と
の
騎
や
L

ス
コ
ラ
的
自
然
法
翻
と
は
異
る
の
で
は
友
い
か
と
忠
ふ
。

(一三・一
0
・=一
O
)

1nst. 11， ~: 10.二七三頁。 37) Inst. 1， 16 i・邦諜一八百頁。
Inst. II， 8: 6. (P. B. s. 348，邦器三三七頁)
lnst. IJ， 8: II. (S. 352，邦課三四一頁)
Jn叱 II，8: 6， (S. 348，三四八頁 41) ibid 
Jnst. II， 1: 22; n; 8，1. (S・264f，・ 344・二五二、主主四百)
1n叫 . 1I， 8: 1. (S・344・三三回頁 44) 1n"t..I1， 8， 1.(S. 344.三三戸4頁)
出竣及 20・15.申命 5・19・ 46) Calvin's， Cornmentary On .the FOUT 
La::.>t Books of Moses， IIJ， p. 110・ 47) ibid p. 122 

36) 
38) 
~9) 
40) 
42) 
43) 
45) 


