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こ
､

＼

ル

が

澄

韓
草
原

理

第
二

篇
を

始
め

る

に

雷
り

､

富
の

生

産

に

関
す
る

法

則
は

物
適
的
性

質
を

持
つ

も
の

で

空
ノ

て
､

入
寒

の

如

何
と

も
た

t

得
た

い

も
の

で

あ
る

の

に

勤
し

､

富
の

分
配
は

｢

全

く

人
為
の

制
度
の

問
題
+

で

あ
る

卜

し
､

そ

の

意

味
で

両
者

を

支

配
す
る

法

則
を

峻

別
す
べ

せ

も

?
と

考
え

､

こ

れ

を

行
つ

た

射
で

従
前
の

軽
臍
単
に

決

定
的
に

異
た

り
､

ま

た

優
越
す
る

も
の

と

自
負
し

た
こ

と

特
有

名
で

あ

る
｡

｢

前

雷
物
の

性

質
に

依
存
す
る

良
然
界
の

法

則
で

あ

ら
､

後
者

竺
定
の

條
件
に

制
約
さ

れ
､

人
間
の

意

思

に

依
存

す

る

法

則
で
+

(

自

爆
七

草
〕

あ

る
｡

嘉
の

保
件

と

竺
■
定
の

社
食
法

則
で

あ
.

り
､

従
つ

て

分
配
の

法

則
は

｢

社
食
の

進
歩
に

土

っ

て

大
な

る

変
更
を

蒙
る
べ

き
+

も
の

で

あ
つ

て
､

｢

暫
定

的
+

た

も
の

に

す
ぎ
た

い
｡

(

臥

↓
)

ま

た
ミ

ル

は
､

同
じ

く

原

竺
篇
よ

り

三

篇
ま

で
､

生

産
･

分
配

二

答
換

の

三

分
野
に

わ

た
り
バ

順

序
を

追
つ

て

軽
臍
現

象

間
の

相

互

関
係
を

た

ず
ね

た
の

ち
､

第
四

篇
を

始
め

る

に

際
し

､

以

上

三

篇
は

い

ず
れ

も

｢

静
止

し
て

動
か

ざ

る

武
舎
法

則
+

を

明
か

に

し

た

も
の

で

あ
つ

て
､

｢

静
態
論
+

と

呼

ば
る

べ

き

も
の

で

あ
る

｡

故
に

こ

れ

に

加
う

る

に

｢

動
態

論
+

､

を

以
て

し
､

こ

れ

ら
の

諸
法

則
に

封

し
､

｢

祀

合
の

進
歩
+

が

ど
の

よ

う

た

影

響
を

輿
え

る

か

を

考
察
せ

ね

ば

た

ら
ぬ

と

(

原
理

四

篇

壷

表
)

云
い

､

こ

こ

に

コ

シ

ナ

の

融
合
畢
の

概
念
を

導
入
し

た
｡

こ

れ

ら

の

こ

と

が
､

､

′
叫



ミ

ル

に

於
て

､

鮭
倉
を

塵

史
的
蟄
展
の

相
に

於
て

眺
め

る

こ

と

が

可

能
と

た

り
､

本
束

歴

史
的
な

も
の

で

あ
る

資
本
主

義

的
経

線
祀

禽
を

.

静
封

化

す

る

弊
に

訣
別

し

た

と
い

う

意

味
で

､

彼
を

生

み
､

彼
を

育
て

た

古
典

涙
に

と
つ

て
､

ま

さ

に
ス

土
フ

ィ

キ

ン

グ

た

出

来
事
を

た

し

た

事
賓
を

語
る

も
の

に

ほ

か

た

ら
ぬ

こ

と
は

い

う
ま

で

も
た

い
｡

も

ち

ろ

ん

古
典

派
と
い

え

ど

も
､

産

業
革
命
黎
明

期
に

お

け

る

ス

､

､

三
の

自
然

調
和

的
楽

観
詮
は

と

も

か

く

と

し
て

も
､

々

の

最
盛
期

を

寮
た
マ

ル

サ
.ス

､

タ

カ

ー

下
に

於
て

､

む

ろ

ん

充
分
に

意

識
的
で

は

な

か

つ

た
に

せ

よ
､

資
本
主

義
的
生

産

と

分
配
の

矛
盾
は

漁
感
さ

(

1

)

れ

た
の

で

あ
つ

て
､

必

ず
し

も

動

態
観
皆

無
で

は

た

か

つ

た
.

の

で

あ

る

け

れ

ど

も
､

要
す
る

に

そ

れ

は

た
だ

そ

れ

だ

け
の

も
の

に

経
つ

滋

こ

と

明

か

で

あ

る

と
い

う
こ

と
は

､

諸
家
の

詮
く

と

お

り

で

あ

る
｡

か

く
て

ミ

ル

を

畢
詮
史
上

い

か

た
.
る

分
類
ず
け
の

も

と

に

お

く

か
､

彼
を

古
典
涙
に

廃
せ

し

め
る

か
､

或
は

そ

の

異

端
者
と

し

て

任
せ

し

め

る

か

は
､

畢

史
家
の

蔵
く
と

こ

ろ

各
々

異
な

り
､

殆

ど

定
詮
な

き

に

似
る

と

い

う
の

が

事

賓
で

あ

る

が
､

而

も

彼
が

古
典
波
を

牧

琴

(

2
)

綜
合
し

っ

つ
､

同

時
に

資
本
主

義
社

食
を

一

應
矛

盾
と

し

て

意

識
し

､

そ

の

限
界

性
を

把
捉

し

て

爽
る

べ

き

畢
詮
へ

の

｢

分
岐

鮎
+

､

橋

渡
し

の

役
を

つ

と

め

る

結
果
と

た

つ

た

と
い

う

鮮
で

は

ほ

ぼ
一

致
し

て

い

る

切

で

を

る
｡

そ

の

鮎
で

最
も

見
る

べ

き

も
の

は
､

ミ

ル

自
身

の

生

涯
の

一

時
期
を

樽
磯
と

し

て

と

ら

え
､

そ

れ

以

前
に

古
典
渡
的
感
情
を

出
て

生

き

た

彼
が

､

そ

れ

以

後
は

む

し

ろ

異
境
者

と

し
て

生

(

3
)

き

た

せ

す
る

詮
で

あ

る
｡

そ

れ

に

よ

れ

ぼ
. ､

そ

の

時
磯
と
は

､

ミ

ル

青
年
期
の

有
名
た

｢

精
神
の

危
機
+

(

自

博
玉

章
〕

で

あ
■
つ

た
｡

ミ

ル

は
ノ
そ

れ

を
ベ

ン

タ

ム

式
事
両
詮
へ

の

懐
疑

と

し

て

密

験
し

た
｡

従
つ

て

そ

れ

は

そ

の

ま

ま
､

ま

た

古
典

瀬
的
合
理
主

義
へ

の

懐
疑
で

あ

り
､

こ

の

期
を

克
服
し

た

の

ち
コ

ン

ー

を

知

り
､

サ

ン

･

シ

モ

ン

を

経
て

､

一

八

四

八

年
の

｢

原

理
+

と

た

つ

て

彼
の

新
し

い

社
食
叡
が

現

れ

▲7

2 5

た
と

き
∵

彼
は

も

は

や

古
典

波
に

廃
せ

ざ
る

有

声
で

あ
つ

た
原

理

は

そ

れ

故
､

古
典
派
の

も
の

で

は

な

い

と

す
る

よ

う
紅

解
さ

れ

る
｡

以

J
･

S

∵
､

､

ル

の

穀
倉

圭
.義
教
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こ

の

詮
は

ミ

ル

の

推
移
と

彼
の

果
し

た

役

割
､

彼
の

本
質
を

､

彼
の

内

的
契

機
と
そ

の

背
景
と

の

南
面
か

ら

働
か

に

し

た

射
で

､

他
の

軍

畑り
〟

た

る

超
越

批
列
に

立

優
つ

た

解
繹
で

あ
る

と
云

い

得
る

で

あ

ろ

う
｡

寄

算
､

動
態

論
な

る

社

食
畢
的
は

ん
ち

ゆ

う
の

導
入

と
い

い
､

生

産

と

分

配
と

を

分
別
す
る

こ

と
に

よ

り
､

後
述
の

如
き

生

産
を

支

配

す
る

む
の

の

暗

影
を

後
者
の

面
で

解
決
し

ょ

う

と
い

う

試
み

と
い

い
､

い

ず
れ

も

古
典
派
超
克
の

努

力
を

意

味
せ

ざ
る

は

な

い
｡

然
ら

ば

彼
が

果
し

て

充
分
に

そ

れ

に

成
功

し

た

か
｡

即
ち

､

異
に

ど
の

程

度
ま

で

市

民
社
食
を

歴

史

的
灯

限
界

ず
け

､

こ

れ

を

全

髄
と

し

て

把

捉

す
る

こ

と
が

出

来
た

か
｡

.

そ

れ

と

も

出

来
た

か

つ

た

か
｡

我
々

は

こ

れ

を

知

り

た
い

と

思

う
｡

そ

し

て

て

の

間
に

射

し

て

最
も
よ

き

手

が

か

り

を

輿
え

る

も
の

は
､

何
よ

り

も

ま

ず
徽
の

祀
禽
主

監
観
で

あ

ろ

う
｡

(

4
)

そ
の

理

由

は

改

め
て

い

う

ま
で

も

た

く

明

か

で

あ
る

｡

彼
自
身
の

言
に

聞
け

ぼ
､

彼
は

自
偉
の

中
で

次
の

よ

う
に

云

つ

て

い

る
｡

｢

私
(

達
)

の

社
食
改

善
に

関
す
る

窮
局
の

理

想
は

民
主
々

義
を

経
え

て

は

る

か

に

進

み
､

明
か
.
に

私

(

達
)

を

磨
く

社
食
主

義
者
な

る
一

般
的
名

稲

の

も

と

に

類
別

す

る

も
の

と

た

つ

た
｡

+

(

自

博

七

草
)

と
｡

と

こ

ろ

で
､

こ

と

周
知
に

廃
す
る

.
が

､

ミ

ル
■

の

封
敢

食
草

義
態
度
の

積
極

さ

の

度
合
は

､

終
始

不

愛
で

あ
つ

た

諾
で

は

な

い
｡

彼
が

そ

の

鮎

に

閲
し

､

原
理

三

版
に

於
て

若
干
の

欒
容
を

見
せ

た

と

は

指
措

さ

れ

る

所
で
･
あ
る

｡

疲
は

一

八

四

八

年
の

初

版
以

衆
､

一
七

一

年
の

七

版
に

至

る

ま
で

､

版
せ

重

ね

る

ご

と
に

増

補
改

訂
の

努
を

怯
ま

た

か

つ

た

が
､

而
も
そ

の

大
部
虹

わ

た

る

こ

と

は

殆

ど
た

か

つ

た
｡

た

だ

例
外
仕

第
三

版
で

あ
つ

た
｡

就
中

財

産
に

関
す
る

章
(

二

籍
一

章
)

に

お

い

て

は

全

文

改

訂
が

行
わ

れ

て

お

り
､

上

述
の

欒
容
を

見
せ

た
と

云

わ

れ

る

の

も
こ

こ

に

於
て

で

あ
つ

た
｡

即
ち

､

例
え

ば
､

三

版
以

前
に

放
て

労
働
の

公
正

な

割

常
の

困

難
を

説
き

､

現

行
私

有

制
に

於

て

は

各
人
自
己
に

最
▼

適
ゐ

労

働
に

つ

く
こ

と
を

有
利
と

す
る

故
､

こ

の

こ

と

は

期
せ

ず
し

て

行
わ

れ
､

そ

の

成
果
社
食
主

義
に

ま

さ

る

と

人
′

｡

･

す

′

㍗

ノ



ノ
イ

.丸
.

〟

ト
､

(

5
)

し
､

そ

の

調
子

､

政

令
主

義
を

へ

こ

虐
g

t

i

c

已

邑
昌
計
算
p

宗
こ

と

観
ぜ

し

め
る

の

そ

れ

で

あ
つ

た
の

が
､

三

版
以

後
は

､

T

こ

(

6
)

の

困

難
は

打
克
ち

難
い

も
の

で

は

た

い

ご

と
な

り
､

そ

の

調
子

､

. :

e

召

≡
賢
β

○
巾

F
O

官
｡

を

以

て

語

ら

れ

て

い

る
｡

七

版
以

後
､

原
理
は

つ

い

に

檜
補
を

見
た

か

つ

た
の

で

あ

る

が
､

.
然
る

に

彼
の

死

筏
養
女
テ

ー

ラ

ー

の

手

で

蔑
表

さ

れ

た

遺
作
に

よ

れ

ば
､

労
働
の

割

常
に

は

口

論
怨

恨
が
ヰ

…
い

､

共
産
=

社
食
主

義
に

於
て

資
現

す
べ

き

筈
の

調
和
は

､

｢

大
に

傷
わ

れ

る

で

あ

ろ
う
+

(

石

上

良

平

賽
､

祀

合

せ

義
論

一

二

担

衰
)

と
さ

れ
､

再
び

､

そ

し

て
一

層
消

極

化

し

て

い

る
｡

こ

の

事
っ

な

襲
化
は

､

自
利
心

た

き

努
働
の

活

気
､

自
由
の

保

護
､

人
口

増

加

等
に

つ

い

て

も

全

く

同

様
で

あ
る

｡

.
で

は

か

く
の

如
く

､

ミ

ル

の

封

祀
合
主

義
態
度
を

陰
､

陽
､

陰
と

二

韓
三

愛
せ

し

め

た

も
の

が

何
で

あ
つ

た

か
｡

人
の

云

う

如
く

､

彼

(

7
)

が

規

安
に

封

す
る

順
應
性
に

富
み

､

｢

豊
か

な

る

刺
戟
よ

り

暗
示
を

安

く
る

に

敏
+

で

あ

り
､

或
は

自
身
賓
際
豪
と

し

て

東
印

度
合
祀
や

譲
合
に

あ
つ

て

活
動
も

し
､

或
ほ

自
ら

も

云

う

如

く
､

絶
え

ず

｢

強

烈
た

関
心

を

以
て

社
食
や

政

治
の

動
き

を

じ

つ

と

見
つ

め

て

い

空

(

自

停
七

草
〕

の

で

あ
つ

た
と

す

れ

ば
､

普
然
そ

の

手
㌢

な

欒
韓
を

必

至

た

ら

し
め

た
､

歴

史
的
社
食

的
た

事

賓
の

欒
蒔
が

相

封

應
し

た

も

の

と

考
え

ら
れ

ね

ば
た

る
涛

こ
｡

而
も

彼
の

著
作
に

関
す
る

限
り

､

そ

の

ょ

う

た

寄
算
に

よ

る

琵
接
ず
け

は

ど
こ

に

も

見
出

し

得

早
い

｡

敢
て

そ

の

間
の

事
情
ら

し

き

も
臥

を

求
め

る

と

す
れ

ぼ
､

自

偉
に

於
て

､

原
理
一
初

版

竺
八
四

八

年
の

二

月

革

命
以

前
に

善
か

れ

た

為
に

､

反
社
食
主

義
的
な

ふ

し

が

あ
つ

た
が

､

革
命
は

従
前
に

急

進
的
だ
つ

た

思

想
を

も

却
つ

て

穏
健
に

し

た
の

で
､

大
陸
の

政
令
主

義
思

想
た

/

ど
を

研

究
し
て

書
改

め

た
の

だ

と

(

同

上
〕

云

い
､

ま

た

原

撃
一

版

序
に

於

て
､

初

版

以

衆
祀
倉
主

義
論
議
餅

重

要
性
を

増

し

た
の

で

戟

速
を

壊
張

す
る

必

要
が

生

七

た

と

し
､

社
食
主

義
の

若
干
の

企

茎
へ

の

反
封
が

社
食
主

義
そ

の

も
の

へ

の

反
対

論
と

誤
解
さ

れ

た
と

軒
明

(

8

)

9

2 7

､

し
､

政
令
主

義
金

般
の

評
慣
に

は

別

個
の

書
を

以
て

す
る

の

が

最
良
だ

と

述
べ

て

い

る

の

が

見
ら

れ

る

程

度
で

あ
る

｡

又

彼
の

云

三
別

以

J
･

S
･

ミ

ル

の

洗

骨

主

義
凝

.



一

橋

論

叢

第
二

十
五

食

券
三

家

㌶

偶
の

書
+

た

る

も
の

が

前
述
の

遺
作
だ

と

す
る

な

ら
､

そ

の

序
に

於
て

､

社
食
主

義
思

想
が

文

明

囲
す
べ

て

の

痩
働
者
に

蹟
が

つ

て

い

る

紗り
～

事
賓
に

動
か

さ

れ

て
､

ミ

ル

ほ

祀

骨
董

義
論
を

記

し

た
の

だ

と
､

編
者
テ

ー

ラ

ー

が

述
べ

て

い

る
｡

つ

ま

り

四

九

年
の

序
文

以

来
の

宿
望

を

具
す
つ

も

り

だ

つ

た

と
い

う
こ

と

に

な

る

諾
で

あ

る

が
､

以

上
い

ず
れ

を

見
て

も

表

面

的
モ

チ

ー

フ

の

域
を

出
で

ず
､

所

詮

先
に

述
べ

た

事

賓
の

欒
韓
を

苧
勺

も
の

で

放

た

い
｡

而

も

初

版
よ

り

三

版
を

経
て

造

作
把

至

る

凡

そ

二

十

年
間
に

､

彼
ミ

ル

を

し

て

そ

の

よ

う
た

欒

ヽ

ヽ

ヽ

容
を

迫

る
べ

き

事

質
そ

の

も
の

の

攣
動
が

､

少

く
と

も

本
質
的
に

は

有
つ

た
と

は

決
し

て

骨

ザ
け

る

こ

と
で

偲

た

い
｡

こ

の

こ

と
は

三

〇

年
代

衆
の

母

国
に

お

け
る

チ

ャ

ー

チ

ス

下

達

動
､

十

博
聞

労
働
･
法
の

通
過

､

フ

ラ

ン

ス

の

二

月

革

命
､

プ

ロ

シ

ア

の

三

月

革
命
等

､

四

八

(

9
)

1
五

〇

年
を

頂
鮎

と

す
る

一

應
切

ド

ラ

ン

グ

期
､

及

び

そ

の

鎮

静
化

､

こ

れ

ら

を

前
接
し
て

た

お

云

い

得
る

と

思

わ

れ

る
｡

ミ

ル

の

態
度

■の

欒
任

が
､

こ

れ

ら
に

よ

つ

て

規
定
さ

れ

た
こ

と

を

酪
察
す
る

の

は

容

易
で

あ
り

､

上

述
の

三

版

序
は

そ

の

例

語
で

も

あ

る

が
､

そ

れ

ら

と

ミ

ル

思

想
と

を

あ

ま

り

に

即
事

的
に

結
び
つ

け

る

こ

と

は
､

却
つ

て

後
者
の

正

確
な

理

解
を

誤
ら

せ

る

危

険
な

し

と

し

た

い
｡

む

し

ろ

適
に

､

両

者
の

闊
達
は

ミ

ル
.

思

想
に

内

奄

す
る

こ

と
■

に

よ

り

て

一

層
明
か

に

な

る
｡

彼
の

私

有

制
へ

の

確
信
は

､

必

ず
し

も

遺
作
に

於
て

確
立

し

た

も
の

.

で

は

た

い
｡

逆
に

云

え

ぼ
､

彼
の

政
令
主

義
へ

の

同

情
は

､

最
も

強

調
的
で

あ
つ

た
一

二

版
以

後
の

原
理

1
三

版

1
七

版

問
に

殆

ど

大
差

た

き

故
､

こ

れ

を

包

括
し

て

原
理

と

呼
び

得
る

と

す
れ

ば

1
原

理
の

中
で

も

或
は

強

く

或
は

轟
い

｡

陰

陽
い

ず
れ

と

も

動
格
し

得
る

も
の

を

内

包
し

っ

つ
､

彼
は

原

理

自

鰻
の

中
で

た
え

ず
た

ゆ

た
い

を

見
せ

る

の

で

あ
■
る

｡

そ

の

理

由

は

い

う

ま
で

も
■
た

く

彼

(

川
)

の

理

論
の

本
質
心

根
ざ

す
が

､

そ

の

本
質
を

一

暦
深
く

規
定
し

た
よ

り

根
蕗
的
た

も
の

に

起

因
す
る

の

で

は

た

い

で

あ
ろ

う

か
｡

二

√

八
､

′

.

r

.ヽ



ミ

ル

の

社
食
主

義

観
が

他
理

論
と

の

闊
達
に

於
て

､

最
も

端
的
に

う
か

が

わ

れ

る

の

は
､

原
理

二

篇
一

章
に

於
て

で

あ
る

｡

彼
は

社
食

主

義
の

語
を

以
て

､

共
産

主

義
と

社
食
主

義
と
の

雨
着
を

代

表
せ

し

め
て

い

る

と

思
わ

れ

る

箇
所
が

少

く
た

い

が
､

こ

こ

で

は

特
に

両

者

の

差

異
を

と

り

上

げ
､

生

産
･

滑

費
手

段
を

絶
封

平

等
に

配

分
す
る

か
､

｢

正

義
及

び
一

般

的
便
宜
+

の

原
則
よ

り

す
る

不

平

等
を

認
め

る

か

の

射
で

直

別
し

､

前
者
が

弊
働
を

｢

勤
労
上
の

名
著
+

の

み

に

訴

え

る
.

の

に

封

し
､

後
者
ほ

｢

金

銀
的
私

利
を

以
て

労
働
を

静
ま

す

方
法
+

を

多

少

硬
し

､

私

有
財

産
の

仝

靡
を

意

味
し

な

い

と

し
､

前
者
に

オ

ー

エ

ン
､

ル

イ
･

ブ

ラ

ン
､

カ

べ

ー

を
､

後
者
に

サ

ン

･

シ

モ

ン
､

フ

ー

リ
エ

を

属
せ

し

め
て

い

る
｡

か

く
て

彼
は

両
者
の

差
を

そ
の

他
の

鮎
､

特
に

資
硯

方

法
上
に

つ

い

て

は

全

く

考
え

て

い

た

い
｡

む

し

ろ

そ

の

鮎
で

は

全

然

共
通
の

も
の

を

考
え

て

い

る
｡

彼
は

共

産
主

義
に

つ

き
､

｢

私

は
､

社
食
の

現

状
は

道

徳
を

腐
敗
せ

し

め
つ

つ

あ

り
､

共
産

社
食
の

み

が

人
類
を

有
数
に

共
産
主

義
に

向
く
よ

う

に

訓

練
す
る

こ

と
が

出

凍
る

と

い

う

主

張
を

認
め

る
｡

そ

こ

で

共
産
主

義
は

資
験
に

よ

つ
.

て

か

か

る

訓

練
を

輿
え

る

カ
を

有

す
る

こ

と

を

琵
明

す
べ

き
で

あ
る

｡

+

｢

も

し

共
産
主

義
が

永

綾
可

能
で

あ

り
､

且

繁

栄
し
て

ゆ

け
る

も
の

で

あ
る

こ

と

を

自
ら
+

責
験
に

よ

つ

て

｢

明

か

に

す
る

た

ら

ば
､

そ

れ

は

増

加

す
る

で

あ

ろ

う
+

(

前

掲

社
食

主

義
静

二
二

〇
､

三

妄
)

と
云

い
､

文

政
禽
主

義
に

つ

い

て

も
､

｢

こ

の

制
度
に

安
静
の

横
合
が

典
え

ら

れ

る

こ

と
こ

そ

望
ま
し

く
+

云
々

(

原

撃
一

第
一

章
一

節
)

と

述
べ

､

い

ず
れ

の

場
■
合
も

､

ご

く

小

規
模
の

共
産

乃
至

社
食
主

義

的
グ

ル

ー

プ

の

試
み

が
､

次
第
に

擁
大
し
て

ゆ
.
く

せ

い

つ

た

意

味
で

の

資
験

､

或
は

も

し

為
さ

れ

る

と

し

た
ら

､

そ

れ

に

よ

る

社
食
制
度
の

攣
更
を

考
え

て

い

た

よ

う
で

あ
る

｡

従
つ

て

彼

が
､

｢

準
備
の

出

来
て

い

な

い

人
民
を

共
産

主

義
社
食
に

強

制
的
に

引

入

れ

る

こ

と

は
､

た
と

え

政

治

的
革
命
が

そ

の

よ

う

た

企
て

を

為

す
カ
を

輿
え

た
と

し

て

も
､

失
望
に

経
る

で

あ

ろ

う
｡

+

(

敢

食

主

義
静

三
一

1
責
)

と

記

し

た
か

ら
と

い

つ

て
､

そ

の

こ

と
で

賓
際
に

甲

彼
が

､

資
本
主

義
社
食
の

饅
制
約
意

味
で

の

政

治

的
融
合

的
欒
草
を

濠
怒
し

､

象
は

そ

の

可

儲
性
を

考
慮
し

た

と

見
る

こ

上

は

常
ら

な

い

′

J
｡

S

‥
､

､

ル

の

鹿

骨

主

義
親

ββJ



′
一
ノ
､

†

一

橋

静

叢

第
二

十
五

巻

第
三

旗

(

1 1
)

1

∵

3 0

で

あ

ろ

う
｡

だ

か

ら

こ

の

資
験
と
い

う
.

こ

と

が

軌
ち

彼
の

祀
合
主

義
覿
の

束
質
の

一

つ

を

か

た

ち

ず
く

ら

ず
に

は

い

な

い
｡

云
い

か

え

れ

息ラβ

ぼ

彼
■の

扱
い

､

彼
の

考
え

た

も
の

は
､

痙
始
所

謂

茎
想
祀

合
主

義
で

あ
づ

て
､

決

し

て

そ

れ

以

上
で

は

た

か

つ

た
｡

然
ら

ば
､

や

や

比

喩

的
に

云
つ

て
､

つ

い

に

そ

れ

以

下
で

あ
つ

た

か
｡

も

し

そ

う

だ

つ

た

と

す
れ

ぼ
､

多

少
の

誇
張

は

あ
れ

､

自
ら

を

社
食
主

義

者
の

は

ん

ち

ゆ

う
に

入
れ

し

め

た

さ

き
の

揚
言
は

も

と

よ
､

り
､

｢

一

朝
の

紆
合
主

義
的
資
験
せ

無
上
の

欣

快
と

関
心

を

以
て

歓
迎
し

空
(

自

停
七

章
)

と
の

富
も

群
明

的
遁

辞
だ

つ

た
こ

と

に

な

る

し
､

原

理
に

お

け
る

社
食
主

義
の

叙
述
も

､

彼
の

酪

連
し

､

南
東
し

､

俗
化

し

た

と

稲
さ

れ

(

1 2
)

る

頂
典

派
的
な
→

他
▼の

理

論
的
部
分
と

は

何
の

内

的
関
連
も

な

い
､

去
だ

時
夙
に

刺
戟
さ

れ

て

の

｢

エ

ッ

セ

ー

風
+

た

挿
入

に

と

ど

ま

り
､

従
つ

て

｢

折
衷
+

以

下
に

す
ら

経
つ

た
こ

と

に

草
色

彼
は

原

理

を

目
し

て

穀

倉
管
掌
の

育
と

し
､

そ

の

意

味
で

ス

ミ

ス

的
な

も
の

の

再

現

た

ら

し

め
よ

う
L

び

そ

か

に

抱
負
し

た

も
の

の

よ

う
で

あ
る

が
､

彼
の

社
食
主

義

観
は

､

を
の

融
合
習

畢
の

つ

V l

に

び

と
こ

ま

を

も

為

し

得
た

か

つ

た

こ

と

と

た

る
｡

果
し

て

そ

う
で

あ
つ

た
か

｡

だ

が

我
々

は

結
論
を

急
ぐ

前
に

､

再

び

彼
の

祀

禽
主

義
転
封

す
る

許

慣
に

た

ち

も

ど

ら

ね
ば

な

ら

な

い
｡

■
前
に

も

述
べ

た
よ

う
に

､

ミ

ル

の

共
産

主

義
の

評
慣
は

､

原

理
に

関
す
る

限
り

極
め
て

同

情
的
で

あ
る

｡

彼

は

そ

こ

で

共
産
主

義
へ

の

一

般
的
非

潜
を

逐
一

群
駁
し

た
｡

そ

れ

は

現

存

私

有

制
に

疑
の

故
地

た

く

優
越
す
る

も
の

と

考
え

ら

れ

た
｡

こ

ぅ

し

て

必

ず
出
て

衆
た

け

れ

ば

た

ら

た

い

問
題
は

､

共
産

制
と

私

有

制
と
い

ず
れ

を

と
る

べ

き
か

で

あ
つ

た
｡

彼
は

こ

れ

に

答
え

て

次
の

よ

う
に

云

う
｡

現

存
私

有

制
を

止

揚
す
べ

き

も
の

と

し

て

唱
え

ら

れ

た

共

産

制
は

､

理

想
と

し
て

の

そ

れ

で

あ

り
､

封

比

さ

れ

た

私

有

制

町

現

存
の

､

従
つ

て

不
正

に

充
ち

た

も
の

で

あ
る

｡

雨
着
を

比

較
す
る

に

は
､

雷
然

私

有
制
も
ま

た

理

想
的
姿
に

措
定
し

た

上
で

た

け

れ
ぼ

な

ら

た

い
｡

さ

も

な

く

ば

不

公

平
で

あ
り

､

又

非
理

論
的
で

も

あ
る

｡

こ

の

よ

う
た

推
論
の

仕
方

は
､

撃
､

､

ル

が

自
爆
中
に

張

訳
し

て

や

ま

な

か

つ

た
､

彼
の

論
理

的
性
向
の

結
果
で

あ
る

と
､

一

膝
見
て

見

｢ T
J
斗

′

一

叫

1

∴

ヽ

▲-■ノ
ゴ
･-

′
′

′

ノ

㌣

▼

〆
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れ

な

い

こ

と

で

は

た

い
｡

と

も
あ

れ

彼
は

こ

う

し

て

こ

の

二

者

繹
一

的
封

決
か

ら
一

歩
身
を

邁
け
る

の

で

あ
る

｡

社

食
主

義
に

つ

き
ミ

ル

の

云

う

と
と

ろ

に

聞
け

ば
｢

共

産
主

義
は

報
鮒
の

均
分
を

原

則
と

す
る

鮎
で

､

公

共
心

未
だ

薄
き

説

妖
に

於
て

は

教

具
凄

か

ら

ざ

る
べ

く
､

｢

教
育
の

刷
新
さ

れ

る

ま
で

は
+

､

祀
合
主

義
の

方
が

規

質
的
で

｢

郎

教
+

あ

り

と

す
る

｡

と
こ

ろ

が

こ

れ

よ

㌢

さ

き
､

共
産

主

義
評

慣
に

首
つ

て
､

こ

れ

に

封

す
る

最
大
の

非
難
た
る

､

公

共

心

た
き

大
衆
に

と
づ

て

利
己

心
に

代
る

勤
勉
の

動
機
は

存
し

得

牢
い

L

い

う

通

詮
を

駁
し

て
､

彼
は

公

共

心
の

育
成
に

は

共
産
主

義
が

最
適
だ

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

而
も

更
に

遡
れ

ば
､

●

･
｢

社
食
改

善
の

大

目

的
+

は
､

私

有

制
の

企

固
し

得
ざ
る

､

生

産
物
の

公
正

た

分
配
の

行
わ

る
べ

き

社
食
状
態
に

適
す
べ

く
､

｢

人
類
を

教
化
+

す
る

町

あ
り

と

は

つ

き

り

言
明

し

て

い

る
｡

か

く
て

｢

社
食
改

良
の

大
目

的
+

は

共
産
主

義
の

賓
現
に

あ

り
､

何
故
な

ら
こ

れ

こ

(

1 3
)

そ

人
類
教
化

最

善
の

場
所
だ

か

ら
､

と

た

ら

た

け

れ

ぼ

な

ら

ぬ

筈
で

こ

そ

あ
れ

､

社
食
主

義
を

と

る
べ

き

だ

と

は

た

ら

な

い

筈
で

あ
る

｡

こ

れ

彼
の

矛

盾
で

あ

る
｡

だ
が

､

か

く
の

如
き

矛

盾
は

､

い

わ

ば

凍
る
べ

き

も
の

へ

の

前
哨
に

す
ぎ

な

い
｡

即
ち

､

か

く

し

て

共
産

･

祀

ヽ

ヽ

合
主

義
の

概
説
的
評

慣

を

行
つ

て

の

ち
､

彼
は

次
の

ヰ
っ

に

結
論
し

て

し

め

く

く

り
､

原
理
の

こ

の

章
を

閉
じ
て

社
食

重
義
を

着

り
､

私

有

制
に

辟
る

の

で

あ
る

｡

▼
い

わ

く
､

今

後
短

か

か

ら

ざ
る

解
凍
に

わ

た
つ

て
､

摩

臍
聾
者
の

専
ら

扱
い

､

ま

た

求
む
べ

き

は
､

私

有

制
存

綬
蟄
展
の

僕
件
で

あ

り
､

ま

た
こ

れ

を

厩
覆
せ

ず
し
て

却
つ

て

改

良

し
､

人
を

し

て

そ

の

思

澤
に

浴

せ

し

め

る

こ

と
で

あ
る

と
｡

既
述
の

と

お

り
､

彼
の

封

敢
合
主

義
態
度
は

､

終
始

一

貫
し

た

も
の

で

は

た

か
つ

た
が

､

而
も

そ

の

社

食
主

義

批
列
に

常
り

忘
れ

る

こ

と

な

く

附
加
し

た

も
の

は
､

最

良
外

敵
禽
主

義
及
び

私

有
制
双

方
の

完
成
す
べ

き

も
の

に
､

関
し
て

は
､

我
々

の

知

識
飴

り

に

少

く
､

い

ず

れ

を

窮
局
の

社

食
形

態
と

す
べ

き
か

に

つ

い

て

は
､

｢

こ

れ

を

決

定
す

る

こ

と

が

出

衆
た

い
+

と
い

う
こ

と

で
一

ぁ
っ

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

共
産

制
の

不

利
を

逐
一

指
摘
す
る

か

に

見
え

る

遺
作
に

於
て

も

同

様
で

あ
つ

て
､

そ

の

よ

う

た

滑

極

的
後
逸

的
叙
述
の

あ
と

に
､

甚
だ

唐

J
･

乱
･

ミ

ル

ム

社

食

主

義
親

β息3



一

橋
.
論

叢

第
二

十
五

巻

第
三

凍

3 2

′

突
を

思

わ

せ

る

よ

う

な

調
子
で

､

両

者
の

比

較
如

何
の

問
題
は

､

｢

ま

だ

解
決
の

つ

か

た

い

問
題
で

あ
り

､

今

後
も

長
く
そ

う
で

あ

ろ

う
+

腰り
～

ヽ

ヽ

(

紆

骨

主

義
論

三
九

吾
と

つ

け

加
え

て

い

る

の

で

あ
る

｡

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

態
度
保

留
が

､

右
に

述
べ

た

結
論
へ

の

伏
線
を

為
し

て

い

る

諾
で

あ

挙
が

､

前
の

留
保

的
太
る

に

後
の

断
定
的
な

る
､

(

自
ら

｢

断
言

出

衆
一

戸
+

と
云

つ

て

い

る
)

そ

の

差

極

め
て

著
し

い

も
の

ヽ

ヽ

が

あ

る
｡

ま

た

同

じ

く

さ

き

の

我
々

が
一

應
論
理

的
と

名
ず
け

溌
行
文

が
､

ま

づ

し

く
こ

の

結
論
と

照

應
す
る

こ

と

は

云

う

ま

で

も

な

い
｡

ヽ

ヽ

而
も
そ

の

態
度
保

留
､

そ

の

一

應
論
理

的
だ

つ

た

も
の

か

ら
､

こ

の

断
定

的
結

論
へ

取

結
ぶ

っ

け

自

性
は

決
し

て

論
理

的
と
い

う
こ

と

は

出
衆
た

い
｡

つ

ま

れ
こ

､

､

ル

は
ナ

忘
論
理

的
セ

な

い

結
論
ず
け
の

為
に

､

一

應

論
理

的
た

伏
線
を

お

か

ね
ば

な

ら

た

か

つ

た

と
い

う
こ

と
に

た

る

の

で

あ
る

｡

だ

か

ら

そ

の

よ

う

た

前
撞

か

ら

結
論
を

呼
ぶ

に

至
つ

た

契
機
そ

の

も
の

も
､

あ
▼
い

ま
い

な

も
の

た
ら

ざ

る

を

得
た

か

つ

た
｡

今
そ

れ

を

見
よ

う
｡

要
す
る

に

問
題
は

､

ミ

ル

が

現

存
私

有

制
た

る

も
の

の

弊
害
が

何
に

由
来

す

る

と

見
た

か

で

あ
る

｡

い

ま

引

用
の

煩
を

避
け

､

彼
の

説

く

所

を

要

約
す
れ

ば
､

次
の

如

く
で

あ

る
｡

即
ち

､

私

有

制
は

正

常
た

財
産
の

配
分
や

勤
努
の
■
成
果
に

出

番
せ

ず
､

征

服
略

奪
の

結
果
で

あ

る
｡

成
程
そ

れ

は

多

年
勤
努
に

よ

る

欒
吏
を

経
て

は

い

る

が
､

依
然

普
初
の

姿
が

魂
つ

て

い

る
■｡

財

産
駄
規
は

む

し

ろ

こ

れ

を

助

長
し

､

不

平

等
を

加

え
､

人
の

公

平
た

ス

タ

ー

ト
を

虜
げ
て

来

宅

む

ろ

ん

私

有
制
な

る

以

上
､

公

平

な
ス

タ

ー

ー

は

不

可

能
に

し
て

も
､

｢

私

有
制
の

自
然

な

運

行
か

ら

生

ず
る

横
合
不

均
等
を
+

増

長
せ

ず
に

軽
減
し

､

富
の

集
中
で

た

く

分
散

を

は

か

つ

た

と

す
れ

ぼ
､

穀
倉
主

義

の

主

張

す
る

祀
合

的
諸
悪

は
､

私

有

制
に

不
可

避
で

は

な

か

つ

た

か

も

知
れ

ぬ
｡

私

有
制
の

長
所

が
､

自

己
の

勤
勉

制
欲
の

成
果
を

人
に

保

護
す

る

鮎

に

あ

り

と

す
れ

ば
､

他
人
の

そ

れ

の

成
果
を

保

護
レ

輿
え

る

如

き

は
+

栽

有

利
本
爽
の

も
の

で

は

た

く
､

｢

単
に

偶
然

的
た

も
の

に

す
ぎ
+

た

い

の

で

あ
る

｡

(

原
理

二

第
一

幸
三

酢
)

一

｡

･･
八
ノ



33

ネ

∵
.､

･･

も
ー
･

七

以

上
の

要
約
を

分
析
す
る

な

ら
､

.
彼
の

考
え

た

私

有
制
の

恵
･
は

､

こ

れ

を

三

つ

に

分
類
出

衆
よ

う
｡

一

は

根
源

的
忌
で

あ

る
｡

即
ち

､

そ

れ

が

不

常
に

確
立
さ

れ
､

ま

た

そ

れ

が

基

礎
と

な
つ

た

と
い

う
こ

と
･ ｡

二

は

そ

の

｢

自

然

な

連

行
か

ら
+

生

ず
る

意
で

あ
り

､

私

有
制

白
懐
か

ら

自
然
必

然
的
に

結

果
す

る
､

こ

れ
に

内

在

的
た

藩
で

あ
る

｡

三

は

｢

私

有
制
本
凍
の

も
の

で

た

く

単
に

偶
然
+

に

附
随
す
る

､

外
海

的
悪
で

あ
る

｡

さ

て
､

も

し

私

有
制
が

彼
の

言
の

如

く
､

根
源

的
恵
を

も
つ

て

始
ま

つ

た

と

す
れ

ば
､

た

と
い

必

然
に

せ

よ

偶
然
に

せ

よ
､

こ

の

こ

と

か

ら

諸
悪
が

結
果
す
る

な

ら
､

根
源

的
意

､

即
ち

私

有
制
自
鰻
を

揚
乗
せ

ず
し
て

な

お

こ

れ

を

保

存
し

､

語
意
を

是
正

す
る

可

能
性
と

正

常
性
が

存
し

得
る

か
1

彼
は

こ

の

鮎

全

く

解
れ

て

い

た

い
｡

特
に

前
者
に

つ

き

然
り

で

あ
る

. ｡

後
者

､

即
ち
正

常
性
に

つ

い

て

は
､

敢
て

推
測

す
れ

ぼ
､

私

有
制
は

｢

自
己
の

勤
勉

制
欲
の

結
果
を

保

護
す
る
+

長
所

を

も
つ

こ

と
に

認
め

ら

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

り
､

尊
者
こ

れ

あ
る

が

故
把

共
産

主

義
へ

の

一

般

的
非
難
の

主

項
目
に

挙
げ

､

且
そ

の

昔
香
に

つ

心
て

は

態

度
を

保

留
し

た

筈
で

あ
る

｡

従
つ

て

共
産
主

義
は

さ

て

お

き
､

仮
に

祀
合
主

義
が

彼
の

考
え

た

如
き

も
の

､

帥
ち

根
源

的
悪

は

排
除
し

っ

つ

も

私

有

制
を

正

常
化

す
る

長
所

を

残
す
む

の

と

す
れ

ば
､

こ

れ

に

封
し
て

も

態
度
を

留
保
せ

ね

ぼ
な

如
ぬ

理

由
は

出
て

爽
な

か

つ

た

筈
に

は

た

ら
ぬ

か
｡

攻
比

必

然
と

偶
然
と
の

新

た
つ

い

て

見
れ

ぼ
､

私

有

制
に

必

然
た

恵

と
は

何
を

意

味
す
る

の

か
｡

こ

れ

が

是
正

は
､

も

し

必

然
と

し
て

一

懐
可

能
か

｡

可

能
と

す
れ

ば

如
何
に

し

て

か
｡

こ

れ

に

つ

い

て

も
や

は

り

深
く

勝
れ

る

と
.

こ

ろ

が

た

い
｡

そ

し

て

土
の

必

然

的
な

も
の

へ

の

彼
の

認
識
の

あ
り

方
が

､

の

ち

に

見
る

よ

う

に
､

俊
の

血
合
主

義
観
に

七
つ

て

決

定

的
た

意

味
を

も
つ

の

で

あ
る

が
､

そ

れ

は

暫
く

措
こ

う
｡

彼
が

後
に

､

私

有
制

ヽ

ヽ

改
良
を

こ

と

と

す
べ

し

と

結

論
し

た

如

く
､

自
ら

も

改

良
■の

具

饅
策
と

目
さ

れ

る

も
の

を

あ

げ
る

の

で

あ
る

が
､

そ

の
一

例
を

相

績
権
の

ー
h

J

吟
味
･
に

と
つ

て

み

れ

ぼ
､

相

嶺
樟
は

慶
止

す
べ

し

と

詮
か

れ

る
｡

こ

れ

ほ

右
の

要
約
史
の

主

張
か

ら

推
す
と
き

､

自
己

以

外
の

者
の

勤
勉

■
㍊

J
･

S

‥
､

､

ル

の

社
食

主

義
叡

′一

.

..一

イ

/

.√
.

一
｢′

∵

.
〕}

､+

ナ



r
恥

1十
舛

一

緒

爵

叢

弟
二

十
五

番

第

三

靡

ー

.･二

_
丁 ､ ノ

の

成
果
を

無
償
で

保

琵
さ

れ

る

相

接
た

る

も
の

■
の

も

た

ら

す
不

平

等
は

､

私

有

制
に

外

奄

的
偶
然

的
忌
潔

か

ら

除
去

改

良
せ

よ
､

と
の

意

ガウ
〟

味
で

あ
つ

て
､

必

然
的
た

も
の

と

は

考
え

ら

れ

て

い

た

い
｡

他
の

改

良

策
み

た

同

様
で

あ
る

｡

強
い

て

云

え

ば
､

か

か

る

偶
然

的
た

も
の

が

誤
つ

て

必

然
成
さ

れ

て

衆

た

が
､

賓
は

偶
然
的
た

も
の

に

す
ぎ

ぬ

故
､

改

良
せ

よ

と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う

か
｡

そ

れ

に

し
て

も

必

然

的

た

も
の

の

意

味
､

改
良
の

可

能
不

可

能
は

こ

れ

に

関
り

が

た

い
｡

叉

或
は

右
の

要

約
文
に

発
立
つ

こ

と

数

行
に

云

う

如
き

､

労
働
と

報
酬

の
.
逆
比

例
､

｢

肉
髄
労
働
に

至
つ

て

は

露

命
を

′

っ

た

ぐ
に

も
+

足

ら
ぬ

と
い

う

弊
害
は

､

偶
然
と

必

然
と

の

い

ず
れ

に

属
す
る

の

か
｡

そ
･

れ

は

改

良

先
に

よ
､

つ

て

如
何
程

ま
で

除
去
さ

れ

得
､

｢

理

想
的
私

有

制
+

に

ま
で

来
ら

さ

れ

る

の
.
か

｡

､
い

ず
れ

に

せ

よ

そ

の

間
の

直

別
は

不
明

瞭
を

免

れ

た

い
｡

彼
は

こ

の

よ

う

登
別

提
に

立
つ

て
､

こ

れ

が

動
静
と

し

て

の

祀
禽
制
と

改

良
私

有

制
を

あ

げ
､

且

後
者
に

く
み

し

ヽ

ヽ

て

結
論
し

た
の

で
■あ

る
｡

奥
磯
あ
い

ま
い

と

し

た

け

れ

ぼ

た

ら

た

い

ゆ

え

ん
で

あ
る

｡

三

ミ

ル

の

私

有

制
改

良
策
と

見
ら

れ

る

も

の

に
､

相

綾
･

遺
憩
樺
の

制
限

､

■
土

地

所

有

権
の

検
討
等
が

あ

り
､

前
二

者
に

つ

い

て

は

特
に

サ

ン

･

シ

モ

ン

を
､

後
者
に

つ

い

て

は

特
に

父

ミ

ル

を
､

或
は

冷
麺

的
に

､

或
は

積
極

的
に

偉
承

し

た

跡
が

著
し
い

が
､

そ

の

仝

鰻
的
意

義
評

慣
は

後
に

ゆ

ず
り

､

注

目

す
べ

き

は

後

考

土

地

所

有
権

制
限

論
で

あ
る

｡

彼
に

と

り
､

い

む
べ

き

は

不

敷
所

得
で

あ
つ

た
｡

然
る

に

土

瀾

は

勤
労
の

産
物
で
■

は

た

い
い

た

だ

土

地

の

性

質
の

み

は

勤
勉
の

成
果
で

ぁ
る

｡

そ

れ

故
､

地

主

に
.
U
て

土

地

を

螢

産

的
に

使

用

す

る

場

合
の

ほ

か
､

他
は

悉
く

国
有

と

し

て
.

然
る

べ

き

だ

と

い

う
の

が

そ
の

主

張
で

あ
る

｡

彼
の

地

代

論
は

リ

カ

ー

下

の

無
條
件

た

楷
承
で

あ

る

が
､

祀
合
の

進

歩
が

､

不

労
の

き
j

に

地

主
の

所

得
を

増

加

す
る

と
い

う
の

で

あ

も

′

･
J
…

∧
′

､

7

卜

J
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53

る

か

ら
､

リ

カ

ー

下

が

た
だ

理

論
的
に

の

み

述
べ

た

も
の

を
､

彼
は

一

歩
す

す
め

､

そ

の

爵
趨
の

営
為
を

説
い

た

も
の

と

云

え

る
｡

彼
は

と

れ

を
､

も

ち

ろ

ん
も
ば
や

自
然

権
で

は

た
い

が
､

や

は

り

思

想

的
師
組

蓮
に

傲
つ

て

か
､

所

有
権
の

観
念
か

ら

導
出
し

た
｡

･
そ

し

て
､

自
己
の

勤
労
の

成
果
は

こ

れ

を

自

由
に

虔
分
出

来
る

､

と
い

う
の

が

彼
に

お

け
る

そ

の

観
念
で

か
つ

た
｡

こ

れ

に

廃
す
る

も
の

の

み

が

正

常
で

､

他
は

偶
有

物
に

す
ぎ

た

い
｡

前
節
で

見
た

必

然
と

偶
然
と
の

こ

と

は
､

こ

れ

の

み

を

意
味
し

た
こ

と

が

知

ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

ま

た
､

の

ち

原
理
五
･
篇
に

至
つ

て

再

び

地

代
を

と

り

上

げ
､

こ

れ

を

課
税

封

象

と

す
る

こ

と
の

正

常
性
を

詮
か

し

め

た
の

も

同
じ

も
の

で

あ

(

1 4
)

っ

た
｡

た
だ

こ

れ

の

み

を

以
て

､

彼
が

土
地

所

有
を

間
接
に

無
意

味
に

し

ょ

う

L

し

た
の

だ

と

見
る

こ

と
は

､

全

く

不

首
で

た

い

に

し

で

(

1 5
)

も
､

少

し

く

彼
の

為
に

好
意

的
に

す
ぎ

よ

う
バ

逆
に

彼
ほ

､

地

主

が

土

地

経

螢
を

す
る

場
合
に

は
､

私

有
増

加

を

擁
護
さ

え

し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

し

か

し
一

方
､

そ

れ

の

み

を

以
て

､

或
は

彼
が

土

地

社
食
重

義
に

徹
し

得
た

か

つ

た
の

放
で

､

直
に

彼
の

滑

極

性
を

即
断
す
る

こ

.と
は

常
ら

な

い
｡

む

し

ろ

彼
は

､

戎
程
度
積
極

的
で

す
ら

あ

り

得
た

｡

彼
は

､

地

主

が

土

地

定

皆
を

し

て

い

る

か

ど

う

か
､

｢

凡
そ

疑

わ

し

き

場
合
は

地

主
に

不

利
た

扱
い

を

す
べ

き
で

あ
る
+

と

云
つ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

■
畢
た

る

保

守
涙
の

決

し
て

よ

く

す
る

と

こ

ろ

で

は

(

1 6
)

た
い

し
､

フ

ェ

ビ

ア

ン

_

ソ

シ

ア

ワ

ス

ー

が

彼
を

組
の

一

人
と

仰
い

た

と

し

て

も
､

理

由
の

た

い

こ

と
で

も
な

い
｡

そ

⊥
て

､

.

こ

れ

あ

ら

■.】甲

､
▲訂

し

め

た

も
の

は
､

所

有
権
の

観
念
で

も
､

地

代

論
で

も

た

く
､

何
よ

り

も

｢

ひ

と

世
に

生
ま

れ

て
､

自
然
の

賜
は

す
べ

て

所

有

さ

れ
､

入

り

こ

む

飴
地

た

き

が

如

き

は

残
酷
で

あ
る
+

(

原
理

二

籍
二

章
大

野
)

と
云

わ

し

め
､

随
所

に

｢

正

義
+

た

る

語

を

使

用

せ

し

め

た
､

彼
の

ヒ

ュ

+

マ

ニ

ズ

ム

で

あ
つ

た
の

や

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

他
の

私

有

制
改

良
策
を

通

じ
て

攣
り

が

な

い

し
､

彼
を

し

て

融

合
主

義
に

同

情
的
た

ら

し

め

た

も
の

も
.

こ

れ

で

あ

り
､

そ
の

意

味
で

原

理
の

一

基

詞
で

も

あ
る

｡

し

か

し

な

が

ら
ヾ

不

労
所

得
へ

の

怜
意
と
い

い
､

土

地

経

営
を

地

主
が

行
う

限
り

と
い

う

條
件

ず
け

と
.

い

い
､

否

む

し

ろ
､

彼
の

困
で

一

1
･

S
･

■
ミ

ル

の

敢

合

点

義

取

息e 7

ー

.
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∵

橋

静

革

質
二

十
五

番

第
三

靡

長
き

侍
溌
の

因
を

為
し

た

土
地

所

有
に

メ

ス

を

加
え

得

告
と

自

身
､

彼
の

歴

史

的
背
且

雷
離
れ

て

は

考
え

る

こ

と

が

出

来
た

い
｡

土
地

2 3り
ん

所

有
､

不

労
所

得
は

､

も

は

や

時
代
の

荷
い

手

た
る

の

資
格
を

ヤ

め
て

久
し

か

つ

た
｡

そ

の

意

味
で

ミ

ル

は
､

新
し

い

マ

ル

サ

ス

で

あ

る

･

必

要
は

な

か

つ

た
｡

彼
が

リ

ヵ

ー

下

と
マ

ル

サ

ス

を

折

衷
し

っ

つ

も
､

む

し

ろ

前
者
に

偏
し

た

こ

と
の

意

味
は

､

む

ろ

ん

父
ミ

ル

の

教
育

の

影
響
等
々

は

あ
れ

､

こ

こ

に

あ
る

｡

け

れ

ど

も
､

這
旧

基

本
的
た

問
題
は
､

彼
が

不
生

産

的
な

る

が

故
に

恵

た

り

と
い

う

仕
方
で

そ

の

昔
薦
を

述
べ

た
よ

り

は
､

土
地

私

有
制
隈

等
を

私
有

制
改

良
策
と

し

て

掲
げ

ね

ぼ

た

ら

な

か

つ

た
こ

と
に

あ
る

｡

リ

カ

ー

下

=
･
マ

ル

サ

ス

が

そ

う

で

あ
つ

た

よ

り

悔
､

一

層
決

定
的
に

分
配
の

み
を

問
題
と

し
た

け
れ

ば

な

ら

な

か

つ

た
｡

と
に

あ

る
｡

こ
.

の

よ

う

豊
情
は

､

停

嘉
態
の

認
識
の

差
に

於
て

極
め
て

端
的
で

あ
る

｡

彼
等
の

地

代

論
､

人
口

論
の

無
條
件
な

相

承
の

上
に

立

つ

て
､

ミ

ル

は
リ

カ

ー

下

に

倣
い

､

社
食
の

進

歩
は

地

代
の

上

昇
､

穀
物

慣
格
の

騰
貴

､

賃
銀
の

昂
騰

､

従
つ

て

利
潤
の

相

射

的
減
少

を

結
果
す
る

.
と

し

た
｡

彼
等
に

態

け
る

利
潤

率
低

下
の

理

論
と
い

い
､

人
口

論
等
と
い

い
､

停
止

状
態
の

漁

感
で

あ
つ

た
も
の

が
､

ミ

ル

に

(

1 7
)

於
て

は

不
可

避
の

現

穿
で

あ
つ

宅
■
リ

カ

ー

下

に

於
て

､

我
々

は

停
止

状
態
か

ら

遠
か

に

遠
い

と

｢

私
は

信

ず
る
+

で

空
ノ

た

も
の

が
､

ミ

ル

に

於
て

は
､

｢

我

乍
は

今
や

一

そ

の

ふ

ち

に

来
て

い

る
+

(

四

篤
六

章
-

節
)

で

あ
つ

た
｡

未
だ

こ

れ

に

到

達

し
て

い

な

い
･
の

は
､

恐

慌
､

資
本
韓
出

､

生

産
の

改

良
､

低

廉
た

財
貨
輸

入

車
が

､

或
は

資
本
を

減
少

し
､

或
は

利
潤
を

高
め

て
､

こ

れ
■
を

延

期
す

る

か

ら

で

あ
る

･

が
､

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

｢

産
業
の

流
は

結
局
よ

ど

ん
だ

海
に

入

込
む
+

(

同

六

節
)

の

で

あ
る

｡

こ

こ

に

注

意

す
べ

き

は

恐

慌
の

認
識
で

あ

ろ

う
･｡

思

う

に
､

こ

れ

…
そ

彼
を

し
て

市
民
政
令
の
■

内

的
矛
盾
把

握

に

至

ら

し

む
べ

き
､

絶

好
の

横
合
の

び
■
と
つ

を

為
す
べ

き

で

あ
つ

た
｡

奉

賛
､

彼
は

は

つ

き

り

と
､

｢

か

か

る

恐

慌
が

殆

ど

定
期
的
に

教
生

す
る

の

は
､

利
潤
低

･

下

(

資
本
蓄
横

-
杉

山

註
)

の

傾
向
そ

の

も
の

の

結
果
で

あ
る
+

(

同
四

章
五

節
)

と
云

つ

て

い

る
｡

恐

慌
は

努
働
者
を

解
雇
し

､

資
本

も

､′

～
.



lふ

を

破
壊
し

､

利
潤
･

利
子
を

高
め

､

か

く
て

｢

同
一

過

程
が

再
び

始
め

ら

れ
+

(

岡

野
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

経

済
社
食
せ

繋
条

-
沈
滞

-
繁
発
と
の

循

環
過

程
と

し

て

初
.
め
て

把
え

た

と
い

う
こ

と

は
､

彼
の

鰹
験
し

た

恐

慌
の

度
数

･

規

模
を

考
慮
に

入
れ

て
､

た

お

高
く
評

債
さ

れ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

而

も

彼
は

恐

慌
そ

の

も
の

に

大
な
.

る

意

義
を

輿
え

る

こ
.
と

を

せ

ず
､

む
し

ろ

そ

の

鮎

楽
観
的
で

あ
つ

た
｡

盟

慌
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

英
国
に

於
て

は
､

国
富
も

労
働
者
の

状
態
そ

の

他
も

､

｢

疑
た

く

向
上

し

っ

つ

あ

る
+

(

同

前
｡

慧
量

義
静

九

八

苦
と

す
る

の

で

あ
る

｡

か

よ

う

に

彼
ほ

､

恐

慌
を

資
本
蓄
積
の

必

然

的
蹄
結
と

し
て

規
定
し
っ

つ

も
､

た

お

充
分
に

本
質

的
忙

で

た

く
､

現

象

的
に

把

え

得
た
打

と

ど
ま

つ

た
｡

■
つ

ま
り

恐

慌
は

､

資
本
蓄
積
の

辟
結
で

あ
､
り

た

が

ら
､

両

も

限
定
的
に

も

せ

よ
､

同

じ

･

ぐ
資
本
蓄
積
の

必

然

的
捧
持
た

る

停
止

状

態
を

､

綬
和

延

引

す
る

カ
と

し

て

働
く
と

考
え

た
の

で

あ

り
､

こ

れ

望
刃

金

に

矛

盾
で

た

い

に

し
て

も
､

少

く
と

も

雨

着
の

関
連

的
把
握

不

充
分
の

そ

し
り

は

免
れ

な

い
｡

か

く
て

彼
は

市

民
祀

舎
の

動

的
構
造

的
理

解
に

至

り

得
ず
に

し

漕
っ

駕

停
止

状
態
の

到

衆
も

､

だ

か

ら

静

的
.

に

眺

め

ら

れ

る

に

と

ど

ま
つ

て

し

ま

つ

た
の

で

あ
る

｡

そ

の

こ

と

は
､

彼
が

停
止

状
態

■

を

い

か

に

措
い

た

か

を

見
る

と
き

､

一

層
明

瞭
と
な

る

で

あ
ろ

う
｡

｢

私
ほ

資
本
及

び

富
の

停
止

耽

態
を

､

書

流
の

経
臍
畢
者
の

粗
く

､

嫌
悪
の

情
を

以
て

見
る

こ

と

は

出

来
た

い
｡

+

富
の

窄
加
が

､

貧

困
に

し

て

多

数
の

人
口

を

経
緯
せ

ん

が

為
に

の

み

行
わ

れ

る

位
な

ら
､

む

し

ろ

停
止

耽

態
を

よ

し

と

す
べ

き

で

は

た

い

か
｡

｢

停
止

状
態

ナ

■
妄
大
饅
漑

於
て

､

我
々

の

生

活

を

大

に

改

善
す
る

も
の

と

私
は

信
じ

た
.

い
｡

+

(

原
理

四

璽
ハ

章
二

昏
)

こ

う
一

≡
ノ

七

彼
は

､

次
の

よ

う
た

驚
く
べ

き

立

言
を

す
る

｡

小

わ

く
+

先
進
国
に

於
て

必

要
た

も
の

は
､

た

だ

分
配
･
だ

け
で

あ
る

｡

富
の

増

加
で

は

な

い
､

と
｡

か

く
の

如

一

き

は
､

彼
を

し
て

生

産

論
と

分
配

論
と

を

唆

別
せ

七

め

た

も
の

の

一

っ

で

あ
つ

た
の

で

あ
る

｡

雨
着
の

峻

別

は
､

既
述
の

よ

う
に

自
ら

自

37

負
し

､

文
一

般
に

亀
の

ち
の

摩
臍
畢
へ

の

貢

献
と
し

て
､

正

常
に

評

債
さ

れ

て

い

る

虔
で

あ
る

が
､

而

も

分
配
の

問
題
は

同
時
に

生

産
の

+
･

㌣
ミ

ル

の

軽
骨

圭

儀
叡

ββ9



訂

∴

一

橋

静

叢

第
二

十
五

春

希
三

栄

8 .
1

.

問
題
で

あ
り

､

森
に

於
て

最
も

功

績
高
か

つ

た

も
▼

の

が
､

却
つ

て

社

食
の

絶
境
構
的
把

握
を

失
わ

し

め

る

起

因
と

た

つ

て

し
ヰ

ろ

空
言

詔

3

β

は
､

運
命
的
た

尊

貴
で

あ
つ

た
｡

で

は

人
口

が

制
限
さ

れ
､

よ

り

よ

き

分
配
の

鹿
さ

れ

る

蓼
肝
と

し
て

の
､

発
進

困
の

目

途
と

す
べ

き

停

･

止

状

態
に

あ
つ

て

は
､

い

か

た

る

光
景
が

見
ら

れ

る

か
｡

彼
の

そ

こ

で

描
き

出

す
の

は
､

要
す
る

に

著
七

く

牧
歌
的
な

田

園

風
景
で

あ
つ

た
の

で

あ

る
パ

こ

う

し

て

彼
は

､

を
の

よ

う
た

超
歴

史
的
世
界
を

措
き

つ

つ
､

生

産

を

支

配
す
る

法

則
を

逃
れ

る

に

分
配
を

以
て

し
､

生

産

上
の

問
題
を

は

つ

き

り

と

矛

盾
と

し
て

つ

か

み

た

が

ら
､

こ

れ

を

分
配
上
の

問
題
に

､

い

わ

ば

文

革
的
に

棒

移
ぜ

せ

て

し

ま
つ

た

の

で

あ
ツ

る
｡

.

一q
一

■ヽ

∵

･

∴

.一

l

｢

こ

こ

で

や

や

要
約
的
に

云

う

な

ら

ぼ
､

ミ

ル

は

党
ず

､

私

有
制
社
食
を

矛

眉
弊
害
の

相
に

於
て

認
め

､

1

軍
た

そ

れ

は

所

有
の

不

均
衡
と

し
て

で

あ
り

､

且

彼
は

そ

の

改

良
の

可

能
を

信
じ

た
の

で

あ
つ

た
｡

だ

か

ら

彼
の

改

良

策
は

､

と
､
も

か

く
､

人
が

生

ま

れ

た

が

ら

に

し
て

､

′

彼
の

㌣

ユ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

獣
硯
し

得
ぬ

､

財
産
の

不

平

等
に

お

か

れ

る

こ

と

を

防
止

せ

ん

と

す
る

も
の

で

あ
つ

た
の

で

あ
る

｡

･だ
が

も

う

+

慶
云

え

ば
､

彼
の

目
に

映
ら

ず
に

い

た

か

つ

た

富
と

貪
困
の

甚
だ

し
い

封

照
､

労
働
者
働
く
に

従
つ

て

報

酬
い

よ

い

よ

低

く
､

而

も

■

｢

社
食
は

主

と

し

て

肉

健
労

働
者
に

よ

つ

て

構
成
さ

れ

て

い

る
+

(

二

矯
十
二

章
二

節
)

と

い

う

矛

盾
は

､

そ

れ

ら
に

よ
.

つ

て

果
し

て

解
決

さ
れ

､

財
産

均
分
の

.
賓
現

す
べ

き
､

彼
の

所

謂
理

想
的
私

有
制
に

も

ち

蘇

ら

さ

れ

る

か
｡

資
本
的
生

産

未

だ

不

充

分
な

る
､

畢
た

る

財
産

上
の

矛

眉
た

ら

ば

別
で

あ

る
｡

か

く

し
て

こ

れ

は
､

か

か

る

表
現

に

し

て

許
さ

れ

る

た

ら
ぼ

､

彼
が

私
有

制
=

財

産

制
と

し

て

と

ら
え

､

同
時
た

こ

れ

を

彼
の

生

き

空
巾

民
政

合
に

ま

で
一

般
化
し

た
こ

と

を

意

味
す
る

｡

そ

し

て

こ

の

よ

う

た

把
か

方

を

し

た

と
い

う
こ

と
は

､



′

リ

ー

■.

＼

～

彼
の

用

語
上
の

賓
例
に

よ

つ

て

も

ま

た

確

琵
に

難
く
た

い

の

で

あ
る

｡

彼
が

そ

の

歴

史
限
の

ゆ

え

に
､

自
ら

を

古

典
派
と

分
た

し

め

た
こ

と

見
た

と
息

り

で

あ
る

が
､

こ

こ

に

於
て

そ

の

歴

史
限
は

や

ほ

り

そ

の

限
界
を

指
摘
さ

れ

ざ

る

を

得
な

い
｡

彼
が

正

常
に

も

直
税
し

た

矛

盾
が

､

単
に

右
の

よ

う
な

そ

れ

と

し
て

で

た

く
､

私

有

制
=

財
産

制
=

資
本

制
と

し
て

､

旬
ち

資
本
の

自
動
的
進
展
の

必

然

的
随
伴

物
と

∴

し
て

の

み

現

出

す
る

と
い

う
こ

と
の

認
識
は

､

■
明
か

に

そ

こ

で

は

不

充
分
で

あ
つ

宅

と
こ

ろ
が

一

方
､

彼
は

ま

霊
屋
芯
私

有

制
=

資

本
制
と

し
て

も

把
え

た
｡

だ

か

ら

こ

れ

に

封

す
る

に

分
配
論
を

以
て

せ

ん

と

し
､

い

と

う
べ

し

と

さ

れ

た

停
止

状
態
を

､

逆
に

理

想
的
私

有
祀
禽
忙

襲
え

つ

つ
､

人
口

制
限
と

分
配
公

正

を

あ

げ

た
の

で

あ

今
で

は

そ

の

分
配
公
正

に

よ

る

矛

盾
解
決

策
は

何
か

｡

賓
に

そ

れ

は

･
右
の

私
有

制
改

良
策
で

あ
つ

た
の

で

あ
る

｡

こ

う
し

て

彼
は

無
造
作
に

二

つ

を

混

同

し

縫

合
し

た
｡

本
稿
二

筋
で

.
我
々

が
､

彼
が

私

有

制

に

伴
う

弊
害
を

云

う

場
合
の

混

乱
不

整
一

を

指
摘
し

た
の

も
､

箕
は

こ

の

こ

と

を

指
し

た
の

に

ほ

か

な

ら
な

い

が
､

と

も

あ
れ

こ

う

し
て

こ

の

朱
に

し

て

行
わ

丸

る

な

ら

ば
､

｢

努
働
者
の

賃
観

望
同

く
､

生

活

は

豊
か
+

と

な

り
､

｢

機
械
的
労
苦
か

ら

廟
放
さ

れ

る
+

(

四

篇

歪
丁

二

紆
)

.
と

云

う
｡

そ

の

論
調

､

誠
に

楽
観

的
な

る

こ

と

疑
を

入
れ

ぬ

が
､

果
し

て

眞
賓
最
後
ま
で

柴
数
的
た

り

得
た

だ

ろ

う
か

｡

も

し
そ

う
と

す
れ

ぼ
､

｢

人
が

か

た
い

靴
を

た

お

す
の

に
､

一

番
窮
屈
た

所
に

穴

を

あ

け
て

は

き

つ

ゞ

け
る
+

(

五

篇
十

章
二

節
)

と

い

う

彼
の

巧

み

な

比

喩
を

そ

の

ま
ま

こ

こ

に

借
用
し
て

､

′
彼
の

私

有

軌
改

良
策
と

は

ま

さ

に

そ

の

類
だ

と

難
じ

ら

れ

か

ね

な

い

で

あ

ろ

う
｡

だ

が
､

流
石

･.
の

彼
も
そ

う
で

は
し

警
ソ

待
た

か

つ

宅
だ

か

ら
こ

そ

彼
は

､

こ

こ

で

再

び

社
食
主

義

的
賓
験
に

辟
ち

ぎ
る

を

得
た

か

つ

た
の

セ

ぁ
る
㍉

で

は
､

ど
の

よ

う

に

し
て

か
｡

再

び

慧
せ

ぼ
､

原
･
理
の

基

調
の

大
な

る
一

つ

は

彼
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

で

あ
つ

た
｡

就
中

｢

労
働
階
級
の

終
爽
+

〔

四

空
車
)

を

眺

J

39-

め

る
ー

こ

き
の

目

要
れ

で

雪
た

｡

■

彼
が

こ

と

で
､

所

謂

特
権
階
級
を

虜

蒜
撃
し

､

富

護
持
導

･

貧

苦
埋
従

賃
調
和

論
の

偲
い

･
㍊

J
･

S
㍉

.ミ

ル

の

社

食
主

義
凝

イ
㌧

..I

し

㌧

､｢

､

､1

1

:
ミ

㌻
‥

L
r

ゝ

臣
旨
r
㌧
L
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一

橋

静

叢

第
二

十
五

重

傷
二
二

敦

1

上

り

と
､

謂
れ

た

き

ア

ナ

ク

七

こ

ズ

ム

を

痛
罵
し

得
た

も
の

､

■
彼
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

に

よ

ら

ざ
る

は

た

い
｡

そ

し
.

て

こ

れ

あ
る

が

故
に

彼
は

､

穀
倉
の

賓
状
を

表
生

産

関
係
と

し

て

把

え

る

こ

と

も

出

衆
た
の

で

あ
つ

た
｡

｢

私

が

労
働

階
級
又

は

階
級
と

し
て

の

労
働
者
と

云

う

と

き
､

-
中

略

-
決

し
て

祀

合
関
係
の

必

然

的
永

久

的
状
態
を

述
べ

る

も
の

で

は

患

い
｡

+

(

国

表
〕

と

云

い
､

社

食
の

構
成

を
一

つ

の

へ

へ

邑
巳

邑
邑
O

n
∽

ご

如
ち

､

そ

の

限
り

で

生

産

関
係
と

し
て

認
識
し

っ

つ
､

同

時
に

そ
の

非
固

定
性
を

も

把

捉

し

得
た
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

こ

れ

は

｢

労
働
階
級
ほ

雇
借
主
の

利
害
を

､

自
己
.の

そ

れ

と
一

致
す
る

ど
こ

ろ

か
､

逆
に

相

反
す
る
+

(

同

前
)

こ

と

を

知
り

､

そ

の

よ

う

た

も
の

と

し

て

の

｢

労
働
階
級
は

今

や

社

食
の

部
分
を

為
し
て

い

る
+

(

同
二

節
)

と
い

う

賓
相
め

認
識
と

共
に

､

彼
の

意
見
を

決

定

的
に

し

た
の

で

あ

る
バ

さ

て
､

古
き

調
和

敬
に

レ
て

も
は

や

何
も
の

も

為
さ

ぬ

以

上
､

努
働
階
級
を

し

て
.
計
ら

律
せ

し
め

る

以

外
に

な

い
｡

彼
等
は

よ

く
そ

の

任
に

堪
え

得
る

で

あ

ろ

う

か
｡

彼
は

答
え

る
｡

彼
等
の

賂
衆

は
､

｢

ど

れ

ほ

ど

彼
等
が

合
理

的
な

存
在

た
畑

得
る

か

に

か

か

つ

七
+

お

り
､

そ

の

見
透
し

如
何
は

､

｢

有
望
た

ら

ず
と

す
べ

き

何
の

理

由

も

た

い
｡

+

(

同

前
)

と
｡

彼
は

こ

れ

を

資

例
を

以
て

見
よ

う

と

す
る

｡

だ

が

そ

れ

に

入
る

前
に

､

さ

き

に

我
々

は
､

彼
が

そ

の

ヒ

ユ

･
-

マ

ニ

ズ

ム

の

故
に

､

問
題
の

所

在
を

一

膝
正

し

く
つ

か

み
■

得
た
と

云

い
､

■
こ

こ

で

も
一

應
と
い

う

述
べ

方
を

し

孝
の

で

あ
る

が
､

そ

の

■こ
と

に

簡
畢
に

解
れ

て

お

く
必

要
が

雪
つ

｡

そ

ぅ

す
る

こ

と
に

よ

り
､

ミ

ル

が

そ

の

資
例
を

虞
理

し

潅

仕
方

が
､

一

層
理

解
し
や

す
く
な

る

か

ら

で

あ

る
｡

と
い

う
の

は

ほ

か

で

も

な

い
｡

古
き

調
和

敬
は

排
さ

れ

キ
｢

今
日

保

護
者
こ

を
最
も

危
険
た

唯

富
も
の

で

あ
る

｡

+

こ

う

彼
が

主

張

し

た

と
き

､

同
じ

こ

と

は

輸
入

封

男
子

､

秦
野

夫
､

子

封

親
等
に

つ

い

て

も

述
べ

ら

れ
､

こ

れ

ら

は

督
､

労
働
者

封

雇
主
の

関
係
と

一

般

た

り

と

邦
断
し

て

い

る

鮎

に

つ

い

て

で

あ
る

｡

む

ろ

ん
そ

の

こ

と
は

､

彼
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

玖

ま

や

か

し

で

な

か

?
た

こ

と

を

語
り

こ

そ

す
れ

ハ

そ

れ

が

仮
に

も

誤
で

あ
つ

た

こ

と

を

意

味
す
る

も
の

で

は

な

い
｡

た

だ

尚
題
は

､

生

産

関
係
と

し
て

の

上

述
の

問
題
を

､

そ

の

β3 岩

モ

.
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ミ
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ゝ

h

r
＼
叫

･

よ

う
た

も
の

と

し
て

の

婦
人

封

男

子

等
の

問
題
と

､

-

-
勿

論
基

本

折
に

は

同
一

な

る

も
の

に

辟
し

ょ

う

が
､

た

だ

彼
の

場
合

-
同
じ

意
味
で

､

と

い

う

よ

小

間
じ

平

面
で

放
つ

た

鮎
に

あ
る

の

で

は

な

い

か
｡

も
し

そ

う

だ

と

す
れ

ぼ
､

彼
を

し

て
一

應
問
題
把

握
を

お

し

進

ヽ

ヽ

め

得
し

め

た

彼
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

が
､

却
つ

て

そ

の

徹
底
を

阻
む

困
を

為
し

た

と
い

う
患

昧
で

､

限
界

を

現

さ

ず
に

い

な

か

つ

た
と

い

う

こ

と

が

出

来
る

｡

こ

の

間
の

衷
情
は

､

前
述
の

賓
例
の

､
と

り

上

げ

方
に

放
て

､

一

屠
は

つ

き
り

す
る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

努
働
者
の

｢

自

律
と

教
育
+

が

普
及

す
れ

ぼ
､

社
食
は

雇
傭
関

係
の

廣
止
に

向
う

し
､

そ
の

賓
例
も
乏

し

く
な

い

と

し
て

､

彼

竺
一

つ

の

型
を

あ

げ
て

い

る
｡

普
通

､

彼
の

協
同

組
合
詮
と
し

て

知
ら

れ

る

部
分
で

あ

る

が
､

一

は

労
働
者
と

資
本
家

､

他
は

労
働
者
同

(

1 8
)

意
の

結
合
で

あ
る

｡

前
者
に

つ

い
･
て

､

よ

り

早
き

｢

労
働

階
級
の

要
求
+

ほ

も
と

よ

り
､

｢

労
働
階
級
の

解
凍
+

か

ら

も

知
り

得
な

こ

と

は
､

彼
が

さ

き

に

古
き

調
和

主

義
を

排
し

な

が

ら
､

こ

こ

で

労
働
上

資
本
と
の

新
し
■
き

調
和

敬
を

以

て

代
え

た

と
い

う
こ

と
で

あ
り

､

従
ノ

つ

て

よ

り

重

要
た

の

は

後
者
で

あ

り
､

ま

た

彼
自
身
も

後
者
に

一

層
希
望

的
で

あ
る

｡

そ

こ

で

は

労
働
者
は

､

｢

彼
等
の

零

細
な

資
本
以

外
に

頼
る

も
の

た

く
､

パ

ン

と

水

と
の

み

で

生

き

つ

つ

収

益
の

礪
飴
を

資
本
と

す

る

場
合
+

総

長
も

寮
費

的
で

あ
る

(

同

六

軒
〕

と

云

い
､

壷
社

食
主

義
者
の

主

張
と

異

雷
ノ

､

｢

現

存
資
本
を

奪
取

し
て

労
働
者
に

輿
え

る
+

の

で

な

く
､

｢

正

直
に

礪
力
で

資
本
を

得
よ

う

と

す
し

そ

偉
大
な

観
念
や

崇
高
た

感
情
+

の

聾
露
で

あ

り
､

｢

嘗
て

社
食
主

義
者
の

ま
い

た

考
え

は
､

こ

こ

に

繁
茂
精

算
し

た
+

と

讃
稲
(

同

前
)

し
､

勢
働
者

自
身
に

よ

る

そ

の

解
放
の

｢

最
も

有
力
た

手

段
で

あ
る

｡

+

(

五

篤
九

章
七

節
)

と

旦
≡

ノ

て
-
い

る
｡

以

上
の

如
き

は
､

誠
に

彼

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

.
ズ

ム

､

.
ま
た

彼

ち
し

て

私

有

制
を

持
て

ぜ

ら

し

め

た

も
の

に

適
合
す
る

も
の

と
云

え

よ

う
｡

だ

が

こ

れ

が
､

屋

傭
関
係
の

靡
止

｢

生

産
関
係
の

改

欒

-
-

杉

山

畢
)

に

向
う

政

令
の

趨
勢
に

忠

い

て
､

そ

の

｢

最
後
の

+

も
の

で

あ
る

と

云

う

(

四

篇
七

章
四

節
)

の

4 1

■■
を

聞
く
と

き
､

人
は

彼
の

祀
合
主

義

観
の

出

資
の

光
彩
に

此

し

て
､

色
あ

せ

た

失
望

を

免
れ

ぬ

か

も

知
れ

た

い
｡

息ヨ3

J
･

S
･
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ル
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.
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ノ

一

橋

論

叢

賃
二

十
五

春

希
三

壊

が
､

を

れ

は

と

も
か

く
､

以

上
の

行
文

に

よ

つ

て

知
ら

れ

る

の

は

次
の

こ

と
が

ら
で

あ
る

｡

即
ち

､

既
に

知
つ

た

よ

う

に
､

彼
は

原
理

二

篇
冒

頭
で

敢

合
主

義
と

裸
を

別
ら

と

せ

に
､

賓
験
の

横
合
が

附
輿
さ

れ

る

こ

と

を

希

望
し

､

賓
験
に

よ

つ

て

そ

れ

が

有

数
性

を

襲
揮
す

る

た

ら

ぼ

増

加

す
る

も
の

と
､

ぎ
最
も

後
逸
し

た

遺
作
に

於
て

も
､

従
つ

て

最
後
ま
で

一
考
え

た
の

で

あ
つ

た
が

､

こ

こ

で

彼
が

輿

一

(

1 9
)

望
を

寄
せ

た
こ

の

賓
例
は

､

ひ

と

り

彼
が

つ

い

に

そ

れ
へ

の

蹄
依
を

や

め

得
た

か

つ

た

自
由
主

義
と
｢

祀
合
主

義
の

間
■

の

溝
を

架
け

渡
す
+

べ

き

も
の

で

あ
つ

た

と
い

う
に

と

ど
ま

ら

ず
､

む

し

ろ

更
に

､

彼
自
ら

凍

示

し

た

賓
験
の

賓
例
で

あ
つ

た

と

い

う
こ

と
､

.
そ

の

意
･
昧
で

､

速
(

第
二

篇
に

相

應
ず
る

針
の

と

見
る

こ

と

が

出

爽
る

と

い

う

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り

彼
は

こ

う

し
て

､

再
び

祀
合
主

義
的
賓

験
に

辟
つ

て

衆
ざ

る

を

得
た

か

つ

た
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

ま

た

賓
際
に

も
､

儀
の

こ

こ

で

眺
め

た
.

の

は
､

激
動
期
を

代

表
し

た
､

か

の

茎
想
社
食
主

義
者

達
の

後
場
者
の

餞
照

､

傲
映
で

あ
つ

た
の

で

あ

る
｡

彼
は
そ

れ
を

残
席
で

な

い

と

思
い

誤
つ

た
｡

だ

か

ら
こ

そ

彼
が

､

茎
想
社
食
主

義
者
の

失
敗
の

理

由
を

､

そ

の

思

想

や

企

重
臣

鰻
の

本
質
に

あ

る

よ

り

は
､

労
働
者

側
の

問
題
に

あ
る

と

考
え

､

.
そ

の

為
に

は

彼

等
の

性

質
の

改

善
を

必

要
た

り

と

し
､

そ

れ

は

｢

楯

常
長
斯
を

要
す

る
+

教
育
に

よ

る

ほ

か

な

く
､

｢

清
爽

長
期
に

わ

た
つ

て

私

有

財
産
の

原
則
は

一

歩
も

退
か

た

い
+

(

鹿

骨

主

義
静

一

1

1

(

2 0
)

四

九

京
)

と
､

遺
作
の

中
で

新
な

結

論
を

附
加
し

な

が

ら
､

而

も

遺
作
を

隔
た

ら

ざ

る

年
代
に

､

依
然
か

か

る

賓
験
に

薄
か

ら

ざ
る

希

望

を

託

さ

ず
に

は

い

ら

れ

た

か

つ

た
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

彼
は

こ

れ

ら

賓
例
が

各
所

で

成
功

し

て

い

る

と
い

う
｡

だ

が

彼
自
身
の

表
現

を

借

り

て

云
え

ぼ
､

､

果
し
て

｢

永

績
可

能
で

あ
り

且

繁

栄
し

て

行
け

る
+

で

あ

ろ

う

か
｡

政
令
主

義
を

｢

成
功
せ

し

む

る

に

足

る

高
さ

の

道
徳
+

性
が

､

｢

人
口

の

い

ず
れ

の

部
分
に

も

依
然
と

し
て

盾

る

か

ど

う

か
+

(

社

食

主

義
静

三

妄
)

を

明

か

に

す
る

唯
一

の

も
の

と

し

て

の

資
験
を

､

畢

や
｢

無
上
の

閲
心

で

歓
迎
+

し

た

ぼ

か

り
■
で

た

く
､

自
ら

こ

う

し

て

β3 壬
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＼
-■‥.

ヽ
､

..
提

示

し
て

見
せ

る

に

至
つ

た
そ

の

賓
例
が

､

そ

の

意

味
で

い

か

に

彼
の

期
待
を

荷
お

う

と

も
､

所

詮
､

｢

パ

ン

と

水
+

の

螢
寛
が

､

資
本

の

社
食
的
生

産

力
の

前
に

､

如
何
よ

う
た

位
置
を

保

持
し

得
る

か

は

こ

と

新
し

く

云

う

ま
で

も

た

い
｡

ミ

ル

は

必

ず
し

も

そ

の

よ

う

な

琴

本
の

メ

カ
ニ

ズ

ム
.

に
､

全

備
無

認
識
で

あ
つ

た

と
は

云

え

思

い
｡

彼
が

そ

れ

を

分
配

論
を

以
て

慶
理

し

ょ

う
と

し

た

こ

と

も
､

或
意

味
で

正

し

か

つ

た
｡

た

か

ん

ず
く

､

そ

の

諸
現

象

面
に

､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

テ

ィ

ッ

ク

た

義
憤
を

以
て

臨
ん

だ

こ

と

も
､

決
し

.
て

間
違
つ

て

い

た

ど
こ

ろ

で

は

な

か

つ

た
｡

し

か

し
､

そ

れ

は
+

そ

れ

な

る

が

故
に

同

時
に
.
彼
に

於
て

限
界
を

も
つ

こ

と

を

飴
儀
な

く

さ

れ

た
｡

こ

れ

ら

が
､

結
局
彼
の

直
面

す
る

社

食
を

､

そ

の

よ

う

た

メ

カ

ニ

ズ

ム

を
､

生

産

力
の

絶

髄
と

し
て

把
え

待
な

か

つ

た
ナ

)

と
に

由
来

す
る

と

い

う
こ

と

(

2 1
)

は
､

も
は

や

改
め

て

附
け

加
え

て
一

号
っ

ま

で

も

な

い

こ

と
で

あ

る
｡

然
ら

ば

彼
を

し
て

か

く

あ
ら

し

め

た

も
の
+

彼
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
■

ム

ヽ

ヽ

十

を
1

ま

さ

に

彼
の

そ
れ

苦
し

め

た

も
の

が

何
で

至
芸

｡

そ

れ

仕

次
の

間

警
あ

る
｡

我

這
も

う

∵

琴
､

＼

ル

と
ミ

ル

の

時
代

と

に

内
在

し

な

け

れ

ぼ

た

ら

な

い
｡

(

1
)

ス

ミ

ス

､

マ

ル

サ

ス

､

タ

カ

ー

ド

に

お

け
る

勒

懇

親
､

帥
ち

登
展
の

問
題
に

つ

い

て

は
､

高
島

着
哉

著
､

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

市

民

社

食

健
系

､

二

三

四

貢

以

下

蓼

腐

(

2
)

同

氏

葦
､

ザ

リ

ー

ン
､

経
済
畢
史
の

基
礎
理

論
､

薄

着
解
露

､

三

四

〇

貢

(

3
)

一

癖
新
聞

部
籍

､

経
済
草
餅

究
の

莱
､

昭
和

一

五

年
､

杉

本

栄
一

､

｢

甘

典
草
汲
+

同

昭
和
二

三

年

厨
､

趣
清
華
詠

史

篇
､

高
島

暮
哉

､

｢

首

■
典
畢
舐
+

(

4
〕

｢

達
+

と

ほ

テ

ー

ラ

ー

夫

人
の

こ

と
｡

ミ

ル

は

洗

骨

主

義
へ

の

接

近
を

､

彼
女
の

影
響
に

よ

る

と

云

つ

て

い

る
｡

(

5
)

(

か
)

ナ

∽
.

写
芋

ワ
ユ

n
c

乞
e

竺
0

巾

勺
○
-

訂

邑

P
昌
O

m
y

A

各
-

e

盲
e

d

+
悪
か

の

末
尾
に

牧

め
ら

れ
た

編

者
に

よ

る
L

首
勺

昌
聖
粥

こ
ハ

.

34

(

7
)

河

合

柴
治

郎

著
､

英

国
社

食

主

義
史

研

究
､

九

九

京
｡

.

J
｡

S
･

ミ

ル

の

敢

倉

皇

義
教

之3 き



｢
碍

静

叢

第
二

十
五

冬

草
三

凍

l

(

8
)

監
き

山

〇

三
〇

t

F
e

吋

邑
p

g
i

ロ

㌻
e

評
言

邑
E
d
i

こ

昌

こ
m

怠

(

9
)

白
岩

宮
e

H

は

そ

の

著

♭

H
i

∽
t

｡
H

y

｡
代

田
ニ
ュ

溝

哲
〔

已
-

払

島
-

記
小

･

ぎ
:

}
-

哲
｡
好

こ
コ

)

C

訂
り

斗
卜

物

h

で
､

一

入

四

八

年

ま

で

切

諸
事

件
か

ら
､

｢

改

革

に

射

す
る

軽
蔑

､

古
い

秩

序
を

全
シ

覆

す
こ

と

を

極

度
に

贋

値

あ
り

と

す
る

政

策
が

､

■
失

敗
に

廃
す
べ

く

連
合

ず

け

ら

れ

て

い

る

と
い

う

教
訓

が

出

た
｡

チ
ャ

ー

チ
ズ

〕

に

次

ぐ

時

代
は

､

-
中

略

-
カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

の

鮭
食

草
命
の

時

代
で

は

な
か

つ

た
｡

+

と

云
つ

て

い

る
｡

(

1 0
)

基

本
的
に

は

階

級

性
の

問
題
に

か

か

わ

る

が
､

こ

こ

で

は

煽
れ

な
い

｡

そ

の

鮎
､

リ

ヤ

シ

チ

ェ

ス

ユ

は
､

経

済
単
記

史
､

平

館

利

雄

澤
､

一

七

九

貫
で

､

ミ

ル

の

プ

チ

ブ

ル

性

を
つ

き
､

叉

よ

り

内

在
的

に

は
､

大

河

内

二
男

著
､

経
済
思

想
史

､

■
昭

和
二

十
五

年
､

二

六
三

文
以

下
に

詳
し

い

｡

(

u
)

､

､

､

ル

と
マ

＼

ル

ク

ス

の

停

記

的

閲

係

に

つ

い

て

は
､

石

上

霹
､

洗
骨

主

義
論
の

薄

着
解
説

暴

騰
｡

(

1 2
)

.■
大
河

内
､

前

端
書

､

二

六

六

京
｡

な

お

本

稿
は

､

氏
の

単
記

の

す
べ

て

に

プ

ロ

テ

ス

ト

す
る

も
の

と

し

て
､

こ

う

云

つ

で

い

る

の

で

は

も

ち

ろ

ん

な
い

｡

(

1 3
〕

こ

の

.
飛

躍

は
､

本

稿
二

丸

文
に

引
用

し

た
､

の

ち

の

遺

作
の

､

共
産

主

席
は

箕
鹸

に

よ

つ

て

公

共
心

.
育

成

能

力
を

置
明

す
べ

き

だ
と

い

う

主

菜

を
､

こ

こ

に

挿
入

し

て

捷
合

す

れ

ば
､

必

ず
し

も

飛

躍
で

な

く
な
る

と

も

見

れ

ば

見

れ
る

｡

し

か

し

問
題
は

､

澄
明

す
べ

き

だ
と

､

自
ら
の

こ

と

と

し

な

い

で
､

ひ

と

の

こ

と

と

し

た

鮎
に

あ
る

葦
で

あ
る

｡

(

1 4
)

河

合
､

前

端

書
､

二
九

文

(

1 5
)

写
ご

)

望
∽
S

e

ユ
p
t

山

昌
∽

呂
山

口
i

仏

2
邑
昌
∽

-

く
｡
-

●

H

く
}

勺

名
e

誌

○

ロ

ビ
P

邑
づ
e

n

喜
e

こ
笥
○

～
い

-

勺

ワ

N

畏
～
記
一

(

1 6
)

芸
ロ
e

吋

弓
e

b

∫

哲
岩

i

邑

㌢
ど

E

旦
邑
こ
∞

芦
勺

+

?
守
口

賢

出

賢
打

β

宣
i

-
i

邑
づ
h
｡

責
F
-

首
ヨ

m

宮
口
C

e

‥

ニ
1

｡

d
p

ヨ

ワ

N
-

小
.

e
t

P

(

1 7
)

ロ

空
c

P

a
｡

も
三
F
e

…
邑
p

】

e

書
岩
C
-

≡

邑

冒
○

㌢
2
呵

P

邑

ぎ

邑
宮
守
e

→

盲
呂

〉

払

J

誉
p

デ
マ

声

小

泉
信
三

澤
､

岩
政

文

庫
版

､

九

〇

貢

β3 β

メ

■｢

ふ

㌣

}

∴
〆



.
ヽ

(

1 8
)

写
〓

-

ロ
i

∽

琵
t

邑
昌
仏

)

ぎ
ー

+
-

)

ハ

冒
e

C
-

巴

ヨ

苧
ロ
{

P
P

ぎ
亡

. →
}

-

冨

(

1 9
)

馬

場

啓
之

助

薯
､

ジ
ョ

■
ン

･

S
･

ミ

ル
､

昭

和
二

十
二

年
､

二

四

七

頁

(

2 0
)

ミ

ル

は

霊
七

版
で

一

入

登
年

ま

言
資
料
を

あ

げ
て

い

る
｡

遺

作
の

善
か

れ

た

の

は
､

前

者
テ

ー

ラ

ー

に

よ

れ

ば

丈
六

九

年

と

の

こ

㌔

･ .

で

あ
る
･･か
ら

､

七
一

年
の

七

版

と

殆

ど

前

後

し

て

い

る

し

と

が

知

ら
■
れ
る

｡

(

聖

徒

骨

主

義
思

想
が

何

故
現

れ

た

か

に

つ

い

て
､

ミ

ル

が
､

敢
骨
の

根

本
原

理

に

関
す
る

思

索
旺

盛
な

時
に

不

可

避

的
に

起
る

趨
勢
だ

と

亨
っ

の

み

で
､

浮

く

梱
れ

な
い

(

原

竺
一

篇
一

章
二

節
)

こ

と

が

思

い

併
き

れ
る
｡

54

73り
～

J
･

S
･

ミ

ル

の

鹿

骨

主

義
哉

･/
1

.




