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■一

山
叩

･

仙
川

田

口

卯

言

論

好
個
独
立

の

市
民

｢

l
)

田

口

卯
吉
を

評
す
る

こ

と

ば

は

い

く
つ

も

語

ら
れ

て

い

る

が
､

な

ん

と
い

っ

て

も

｢

好
個
濁
立
の

市

民
+

と
い

う

評

語
ほ

ど
､

そ

の

人

物
の

あ

り

か

た

を

ず
ば

り

と

指
摘
し
て

い

る

も

の

は

あ

る

ま

い
｡

こ

の

こ

と

ば
は

､

島
田

三

郎
が

そ

の

生

涯
の

友
田

口

の

死

去

を

悼
ん

で

草
し
た

追
憶
の

辞
の

な
か

で

語

ら
れ

た

も

の

で

あ

る
｡

(

2
)

島
田

は

こ

う

語
っ

て

い

る
｡

｢

鳴
呼
自
信
に

厚
く

し

て

主

義
に

忠

賓
な

る

紳
士

､

所

見

博
く
し

て

創
思
に

富
め

る

讃
書
家

､

自
己

の

奉

養
に

淡
薄
に

し
て

､

社

食
に

親

切

な
る

公

人
､

外

温

和
に

し

て
､

内
に

勤
節
を

懐
き

､

自
ら

守
る

こ

と

堅

固
に

し

て
､

人

に

封

す
る

に

同

情
鏡
し

､

鳴
呼
走
れ

好
個

濁

立
の

市
民

に

非

ず
や

｡

+

さ

す

が

に

知

友
の

こ

と

ば

で

あ

る
｡

た

し
か

に

田

口

卯
吉

ほ

他
の

尤

に

も
の

で

あ

る

よ

り

も

ま

ず
｢

好
個
濁
立

の

市
民
+

で

あ
っ

馬

場

啓

之

助

た
｡

田

口

は

明

治
十

一

年
『

自
由

交
易

日

本

経
済
論
』

を

著
わ

し

て

｢

経
済
論
の

囁
失
+

と

し
て

世
の

注
目

を

集
め

､

つ

い

で

明

治

十
二

年
経
済
難
誌

祀

を

創
設

し

て

『

東
京

経
済
雑
誌
』

を

発

行

し
､

こ

れ

を

拠
点

と

し

て

経

済
自
由

主

義
の

旗
手

と

し

て

幅
広
い

活
躍
を

企
て

て

の

ち
､

明

治
三

十
八

年
四

月

民

間
の

一

経

済

評

論

家
と

し

て

こ

の

世

を

去
っ

て

い

っ

た
｡

こ

の

時
期

､

い

ま
だ

市
民

社

会
の

確
立

を

見

な
か

っ

た

日

本

社

会
の

な

か

に

あ
っ

て
､

か

れ

は

近

代

的
な

市

民

と

は

い

か

な

る

も
の

か

を

身
を

も
っ

て

実
践
し

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

田

口

卯
吉
が

｢

好
個

濁
立
の

市
民
+

と

し

て

終
始
し

た

に

つ

い

て

ほ
､

そ

れ

な

り

に

い

く
つ

か

の

要
因
が

数
え

あ

げ

ら
れ

よ

う
｡

(

3
)

そ

の

要
因
の

第
一

と

し

て

は
､

か

れ

が

徳
川

氏
.の

徒
士
の

家
に

生

】7

れ
､

は

じ

め

か

ら

明

鰭

政

府
の

聴
力

機
構
か

ら

疎
外
さ

れ

て

い

た

"
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事
実
が

注
目

さ

れ

る
(

二
梅

田

徳
三

博
士
の

い

わ

ゆ
る

｢

明

治

維
新

(

4
)

の

敗

残
者

､

被
歴

迫

著
+

で

あ
っ

た

の

だ
｡

か

れ

が

｢

上

野
の

戦

争
+

の

敗

北
の

余
波
を

受
け
て

､

一

家
と

と

も
に

敗

残
の

身
を

横

浜
に

か

く
し

た

の

は
､

十
三

歳
の

頃
で

あ
っ

た
｡

流
寓

漂

泊
の

う

ち
に

､

少

年
卯
吉
は

つ

ぶ

さ

に

世
の

報
難
を

な

め
､

自
己
の

才
幹

以

外
に

た

よ

る
ぺ

き

も
の

の

な
い

こ

と

を

知
ら

さ

れ

る
｡

は

じ

め

沼
津
兵
学

校
で

軍
医

を

養
成

す
る

と

聞
い

て
､

こ

こ

で

医

学

を

学

ぼ

う
と

し

た

が
､

ま

も

な

く

東

京
に

出
て

､

尺

振
八
の

私

立

共

立

学
舎
に

学
ん

で

医

学
の

学

習

を
つ

づ

け

る
｡

た

ま

た

ま

明

治

五

年
､

尺

振
八

が

招
か

れ

て

大

蔵
省
釈

訳

局
に

入

り
､

学
校
を

開
い

て

学
生
の

養
成
に

あ

た

る

こ

と

と

な
っ

た
の

で
､

卯
富
も
こ

れ

に

つ

い

て

こ

の

学

校
に

入
っ

た
｡

田

口

卯

苦
が

医

学
か

ら

転
じ
て

経
済
学
の

研

究
を

志
し

た

の

は
､

こ

の

学
校
の

学

生
で

あ
っ

た

頃
で

あ

る
｡

こ

こ

に

学
ぶ

こ

と

二

年
､

明

治
七

年
こ

れ

を

卒
業
す
る

と

と

も

に

大

蔵
省
の

属
と

し

て

出
仕
す
る

こ

と

に

な
る

が
､

明

治

十
一

年
に

は

は

や

く
も

経
済

難
誌
祀
創
立
の

意
図

を

も
っ

て

大

蔵
省
を

や

め

て

い

く
｡

大

蔵
省

に

あ

る

こ

と

四

年
半

｡

そ

の

間
か

れ

の

処
女

作
『

自
由
交
易
日

本

経
済
論
』

の

著

作
と

刊
行
が

な
さ

れ

た
｡

そ

の

友
人

小

池

靖
一

が

｢

官
務
の

暇

を

倫
み

て

攻

究

す
る

も
､

尚
幾
多
の

書
を

讃
み

得
む

や
､

然
り

而
し
て

既
に

日

本

経
済
論
の

著
作
に

着
手
す

､

余
畳

其

∽

の

大

腰
な
る

に

驚
か

ざ

る

を

得
ん

や
､

然
る

に

君
は

励
精
刻
苦
責

に

其
の

業
を

卒
へ

た

り
､

足
れ

賓
に

我
が

邦
に

於
け
る

経
済
論
の

(

6
)

囁
矢

た

り
+

と

語
っ

て

い

る

よ

う

に
､

そ

の

才
能
の

早

熟
さ

は

ま

こ

と
に

驚
く
べ

き

も
の

が

あ

る
｡

し
か

し

こ

れ

は

ど
の

才
幹
を

も

ち

な

が

ら
､

大

蔵
省
が

卯
吉
を

過
す
る

こ

と

は

き
わ

め

て

薄
か
っ

た
｡

田

口

の

著
書
を

読
ん

で

そ

の

学
識
の

深
い

の

に

驚
い

た

尾

崎

行
雄

が
､

そ

の

著
者
が

大

蔵
省
の

役
人
で

あ
る

と

聞
い

て
､

官
員

録
を

調
べ

て

み

た

が
､

｢

大

赦
省
の

奏

任
以
上

に

は
､

田

口

卯
吉

と

云

ふ

姓
名

は

な
か

つ

た
｡

+

尾

崎
は

不

審
の

念
を
つ

よ

め
る

が
､

つ

い

に

こ

う

判
断
し
て

い

る
｡

｢

此
の

筆
力

此
の

頭
脳

を

有

し

な

が

ら
､

債
ら

ず
求
め

ず
下

僚
に

沈
冷
す

､

君
は

是
れ

古
の

所

謂
隠

(

6
)

君
子
の

亜

流
な
る

な
か

ら
ん

や
｡

+

こ

の

尾
崎
の

評
言
は

お

も

し

ろ
い

｡

お

そ

ら

く

藩
閥

政
府
に

た

い

す

る

皮
肉
を

託

し

た

も

の

で

あ

ろ

う
｡

弱
冠
二

十
三

歳
､

そ

の

抱
負
を

『

自
由
交
易
日

本
経
済
論
』

と

し
て

世
に

問
お

う
と

し

た

卯
吉
が

､

ど

う

し
て

｢

頗
君

子
+

で

あ

ろ

う
か

｡

声
を

大
に

し

て

保
護
主

義
の

弊
害
を

世
に

訴
え

よ

う
と

し
た

警
世
の

人

で

あ
っ

た

の

だ
｡

そ

れ

が

官
途
に

つ

い

て

立

身

出
世

を

計
ら

な

か
っ

た

の

は
､

別
に

理

由
が

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

お

そ

ら

く

｢

彼
の

官
公

血
叩

一

巾
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吏
…

…
と

し
て

､

沸
泳
す

る

人
々

を

見
る

に
､

常
に

百

年
苦
楽

俵
二

他

人
一
の

趣
あ

り
､

身
を

斯
の

如
き

境

遇
に

置
く

も
の

は
､

其

(

7
)

の

気
力

決
し

て

伸
び

ざ
る

な

り
+

と
い

っ

た

気

慨
が

､

卯
吉
を

し

て

官
界
に

志
を

た

た

せ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

あ
る

い

は

む
し

ろ
､

そ

ぅ
い

う

気
慨
に

身
を

託
し
て

生

き

て

ゆ

く

よ

り

ほ

か

に

途
が

な

か

っ

た

逆
境
の

人
､

つ

ま
り

は

旧

幕
臣
の

子
で

あ
っ

た

た

め

で

あ

ろ

う
か

｡

第
二

に
､

田

口

卯
吾
が

あ

く

ま
で

自
主

独

立

を
重

ん

ず
る

性
格

の

人

で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

『

自
由
交
易
日

本
経
済
論
』

に

お

い

て

保
護
主

義
の

害
を

批

判
し

自
由
主

義
を

唱

導
し

た

が
､

こ

れ

は

た

ん

に

経

済
政

策
上
の

理

論
と

し
て

主

張
し

た

だ

け

で

な

く
､

か

れ

自
身
の

生

活
の

信
条
で

も

あ
っ

た
｡

資
本

主

義
の

建
設
が

政

府
の

勧
業
政

策
を

横
梓
と

し

て

展
開
さ

れ

て

い

っ

た

当

時
に

あ
っ

て
､

そ

の

処
世
の

方

針
と

し

て

も

保
護
を

排
し

て

自
主

独

立

を

貫

こ

う

と

す
る

こ

と

は
､

し

ば

し

ば

困

難
な

状
況

に

身
を

置
く
こ

と

に

な

り
や

す
い

｡

じ

じ
つ

田

口

は

そ

の

た

め

苦
局

に

陥
り

､

ま
た

み

ず
か

ら

栄

達
の

這
を

と
ざ

し
て

い

る
｡

い

く
つ

か

の

事
例
を
あ

げ
て

み

よ

う
｡

田

口

卯
吾
が

そ

の

生

涯
の

浮
沈
を

と

も

に

す

る

こ

と
に

な
っ

た

『

東
京

経
済
雑
誌
』

は
､

明

治
十
二

年
に

創
刊
さ

れ

た
｡

こ

の

凍

虫
町

･

′

一

川

誌
の

創
刊
に

つ

い

て

は
､

二

つ

の

契
機
が

あ
っ

た
｡

一

つ

は
､

田

口

と

交
友
の

あ

っ

た

イ

ギ

リ

ス

人
シ

ャ

ン

ド

が
､

田

口

が
エ

コ

ノ

､

､

､

ス

ト

の

よ

う

な

経
済
建
誌

を

発
行
し
て

み

た

い

と
い

っ

た

の

に

た
い

し
て

､

日

本
の

富
は

こ

の

よ

う

な

兼
誌
の

刊
行

を

許
す

ほ

ど

に

い

た

っ

て

い

な
い

と

評
し
た

の

を

聞
い

て
､

田

口

が

こ

れ

に

反

撥
し

雑
誌
の

刊
行
を

ぜ

び

と

も

成

功
さ

せ

て

や

ろ

う

と

決
意
し
た

こ

と

で

あ

る
｡

も

う
一

つ

は
､

た

ま

た

ま

大

蔵
省
銀

行

課
長
岩
崎

小
二

郎
と

第
一

国
立

銀

行
頭
取

溢
揮
発

一

も

経

済
凝
議
の

発
行
を

企
画
し

､

田

口

に

そ

の

刊
行
の

任
に

あ

た

る

こ

と

を

す

す

め
た

こ

と
で

あ

る
｡

田

口

ほ

両

氏
の

こ

の

す

す
め

に

応
ず
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

シ

ャ

ン

ド

に

た

い

し

て

日

本
経

済
の

実

力

を

顕
示

し

う
る

機

会
を
つ

か

も

う

と

し
た

｡

溢
渾
柴

一

は

田

口

の

雑
誌
発
行
を

援
助

す

る

た

め
に

､

銀
行

同

盟
｢

揮
善
曾
+

か

ら

補
助

す
る

よ

う

に

取

り

計
っ

た
｡

『

東
京

経

済
雑
誌
』

は

こ

の

揮
善
禽
の

援
助
を

得
て

創
刊
さ

れ

た
｡

と
こ

ろ

が

明

治
十
三

年
､

田
口

は

こ

の

誌
上
で

時
の

大

蔵
卿
大

隈
重

信
の

不

換
紙
幣
下

落
救
済
策
を

手
ぬ

る

し

と

す
る

論
説
を
か

か

げ
た

た

め
､

揮
善
禽
は

驚
い

て

そ

の

補
助

を

打
ち

切
る

挙
に

で

て
､

揮
善

含
を

も

解

散
し

て

し

ま
っ

た
｡

『

東
京

経
済
雑
誌
』

は

い

き

お

い

田

口

が

独

力
で

刊
行
し

て

い

か

な
い

わ

け
に

い

か

な

く

な
っ

た
｡

し

∽
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か

も

興

味
あ

る

こ

と
に

は
､

田

口

は

こ

の

事
態
を

か

ら
り

と

受
け

と

め
､

こ

れ

を

歓
迎
す
る

か

の

よ

う
な

声
明

を

だ

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

明

治

十

四

年
一

月

嫌
誌
は

こ

う

書
い

て

い

る
｡

｢

蓋

し

倫

敦
『

エ

コ

ノ
､

､

､

ス

ト
』

週

報
の

如
き

は
､

固

よ

り

銀
行

同

盟
の

補

助
に

接
り

て

成
立

せ

る

も
の

に

あ

ら

ざ

れ

ば
､

我

も

速
に

濁
立

の

旗
職
を

掲
げ

て
､

日

本

社
食
の

富
に

養
は

れ

ん

こ

と
を

希
望
し

た

り

し
に

､

幸
(

で

も

な
い

)

昨
年
七

月

揮
善
合
解

散
の

事
あ

り

て
､

(

8
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其
の

以

後
は

全

く

濁
立

の

要
と

な

り
に

け

り
｡

+

多
少

の

負

け

惜

し

み

も

あ
っ

た

こ

と
で

あ

ろ

う
が

､

そ

れ

に

し
て

も

見

事
な

負
け

惜
し

み

と
い

う
ほ

か

は

な
い

｡

田

口

卯
吉
は

､

明

治

十
四

年
日

本

鉄
道
会

社
が

政

府
の

保

護
の

も

と
に

創
立
さ

れ

た

の

を

見
て

､

そ

の

事
業
は

わ

が

国
の

富
力

に

適
合

し

な
い

と

し

て
､

時
期

尚

早

論
を

唱
え

た
｡

独
立

経
営
と

し

て

鉄
道

会

社

を

設
立

し

う
る

条
件
が

整
わ

な
い

の

に
､

政
府

は

手

あ
つ

い

利
子

補
給
を

前
提
と

し

て
､

政

府
み

ず
か

ら

華
族
に

出
資

を

勤
誘
し
て

､

保
護
会
社
を

設

立

す
る

の

は

よ

ろ

し

く

な
い

と
い

う
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が

明

治

十

九

年
､

株

式
市
場
の

盛
況

を

見

て
､

｢

新

事
業
の

企
る

時
機
到
来
せ

り
+

と

感

じ

た

田

口

は
､

み

ず
か

ら

独
立

経
営
と

し

て

鉄
道
会
社
を

設
立

し

ょ

う
と

企

て

た
｡

両

毛

鉄
道
会
社
が

､

こ

れ

で

あ

る
｡

か

れ

は

友
人
た

ち

と

語

ら

い
､

政

府
の

許
可

､

資
本
の

募
集
な
ど

苦
心

惨
憺
の

末
､

明

治
二

脚

十

年
三

月

会
社
の

設
立

を

実
現

さ

せ
､

お

さ

れ

て

社

長

と

な
っ

た
｡

そ

の

後
､

二

十
一

年
五

月

小

山

足

利
線

､

二

十
一

年
十

一

月

足
利

桐
生

線
､

こ

え

て

二

十
二

年
十

一

月

桐
生

前
橋
線
を

そ

れ

ぞ

れ

開

通
さ

せ

る

こ

と

に

成

功
し
て

､

両

毛

鉄
道
会

社
も

よ

う

や

く

軌
道
に

乗
っ

た

か

に

見

え

た
｡

と
こ

ろ

が

鉄
道
の

全

通

し

た

初
年

度
は

､

予

定

し
た

収
益

を

あ

げ

え

な
か

っ

た

た

め

に
､

株
主
の

う

ち
に

は

田

口

社

長
を

非

難
し

､

日

本

鉄

道

会

社

社

長
奈
良
原

を

兼

任
社

長
と

し

て

迎
え

､

田

口

に

勇
退
を

求
め

る
べ

き

だ

と
の

意
見

が

つ

よ

く
な
っ

た
｡

臨

時
株
主

捻
会
が

開
か

れ
､

こ

の

意
見
が

勝

ち

を

刺
し

､

奈
良
原
も

社

長

を

兼
ね

る

こ

と

を

内

諾
し

た

の

で
､

田

口

は

社

長

辞
任
を

よ

ぎ

な

く
さ

れ

た
｡

全

線
開

通
の

わ

ず
か

二

月

後
の

こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し

社

長
が

更

迭
さ

れ

て

も

収
益
は

向

上

し

な
か

っ

た

の

で
､

明

治
二

十

四

年
に

は

日

本

鉄
道

会

社
へ

の

売
却
論
が

起
こ

っ

て

き

た
｡

そ

の

た

め

に

開
か

れ

た

臨
時
株
主

総

会
で

､

田

口

は

即
時
売
却
に

反

対

し
､

売
却
を

二

十

九

年
ま
で

延

期
さ

せ

た
｡

そ

の

後
社

業
は

好
転
し

､

収
益

も

増
加

し

て
､

売
却

時
に

は

当

初
に

此
べ

は

る

か

に

有
利
な

条
件
で

売

却
さ

れ

て

い

っ

た
｡

こ

の

両
毛

鉄
道
会
社
の

事
件
は

､

経

済
学

着
か

な

ら

ず
し

も

企

巾
.

由
り

一

山
H

り
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川
叩

山

内
ト
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山
川
ト

1

業
者
た

ら

ず
､

と
い

っ

た

め

ず
ら

し

か

ら
ぬ

事
例
に

新
た

な
一

例

を

加
え
る

も
の

で

ほ

な
か
っ

た
｡

む

し

ろ

学
者
が

企
業
者
た

り

え

た

め

ず
ら

し
い

事
例
で

あ

っ

た

の

だ
｡

田

口

卯
吉
は

企
業
者
と

し

て

も

り
っ

ば

な

業
績
を

あ

げ

て

い

る
｡

創
業
早
々

十

分

な

収

益
を

あ

げ

え

な
か

っ

た

と

し

て

も
､

こ

れ

ほ

鉄
道
経

営
と

し
て

ほ

あ

や

し

む

に

た

り

な
い

｡

む
し

ろ

年
と

と

も

に

業
績
が

好
転
し
て

い

っ

た

こ

と
こ

そ
､

異
と

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず

田

口

が

社

長
勇
退
に

追
い

込
ま

れ

た

の

は
､

株
主

た

ち
の

性
急
さ

に

よ

る

よ

う
に

み

え
る

が
､

そ

の

性
急

さ

の

背
後
に

は

独
立

経

営

の

危
険
を

お

そ

れ
､

保
護
会

社
の

安
全

を

求

め
る

気
風
が

あ
っ

た

と
い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う
｡

田

口

の

自
主
独

立
の

方

針
が

株
主
た

ち

の

保

護
待
望
の

風
潮
の

た

め
に

貫
か

れ

な

か
っ

た

の

だ
｡

こ

の

ほ

か

に

も
､

田

口

が

東
京

株
式
取

引

所
の

肝
煎
り
(

理

事
)

に

な
っ

て
､

取
引

所
の

運

営
に

近

代

性
の

息

吹

き

を

注
入

し

な
が

ら
､

ま

も

な

く

そ

の

役
職
か

ら

お

わ

れ

る
､

と
い

っ

た

両

毛

鉄

道

会
社
の

事
件
と

顆
同
の

事
例
が

あ

る
｡

自
由
主

義
の

経
済
学

者
と

し

て

資
本

主

義
経
済
の

存
在
理

由
を

解
明

し

た

は

ず
の

田

口

卯
吉

が
､

そ

の

自
由
主

義
の

ゆ

え

に

日

本

資
本

主
義
の

陽
の

あ

た

る

場

所
に

安
定
し

た

地
位
を

獲
得
し

え
な

か
っ

た

こ

と

は
､

な
か

な
か

示

唆
す
る

と
こ

ろ

大

き
い

も
の

が

あ

る
｡

第
三

は
､

田

口

卯
苦
は

自
己

の

主

義
主

張
に

た

い

し
て

忠
実
で

あ

り
､

し
か

も

公

人
と

し

て

の

出
所
進
退
に

お

い

て

責
任
を

重
ん

じ

た

こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

性
向
は

と

く

に

そ

の

政

治

家

と

し
て

の

行
動
に

お

い

て

こ

れ

を

み

る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

田

口

は

明

治
二

十
七

年
国

会
議
員
に

選

出
さ

れ

て

か

ら
､

三

十

八

年
そ

の

死
去
に

い

た

る

ま
で

ひ

き
つ

づ

い

て

国

会
に

議

席
を

も
っ

て

い

た
｡

か

れ

が

国

会

議

員
と

し
て

と

く
に

力

を

つ

く

し

た

の

は
､

財
政

政

策
の

改
善
で

あ

り
､

そ

の

改

善
は

い

ず
れ

も

健
全

財
政
の

維
持
を

旗
印

と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

主

張
は

一

つ

に

は
､

経
済
自
由

主

義
の

思

想

か

ら

発
す
る

も

の

で

あ
っ

た

が
､

ま

た
一

つ

に

は
､

｢

責
任
内

閣
を

起
す

手

段
は

､

政

府
を

し

て

貨

幣
に

窮
乏
せ

し
む

る

に

存
す

る

こ

と
+

と

い

っ

た

政

治
的
な

信
念
に

由
来

す
る

も
の

で

も

あ
っ

た
｡

こ

の

主

張
を

堅

持
し

､

こ

れ

に

忠

実
な

行
動
を

と

ろ

う
と

し

た

た

め
に

､

田

口

は
､

民

権
の

伸
張
の

た

め
に

ほ

強
力

な

政

党
組

織
を

結
成

す
る

こ

と

の

重

要
さ

を
つ

よ

く

感
じ

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

政

党
と

の

関
係
に

お

い

て

も

政

策
上
の

主

張

を

中
心

と

し
て

態
度
を

決
し
ょ

う
と

努
め

､

い

き
お

い

中
立

議
員

と

し

て

孤

独
の

這
を

歩
ま

な
い

わ

け

に

い

か

な

い

こ

と

に

な
っ

た
｡

政

治
家

と

し
て

の

田

口

の

行

動
は

､

不

思

議
な
こ

と

に
､

大

喝

似
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重

信
と

対
比

し

て

み

る

と
､

そ

の

特
徴
が

浮
彫

り

に

さ

れ

る

よ

う

だ
｡

田

口

と

大

隈
と

ほ

財
政

政

策
に

関
し
て

は

し

ば

し

ば

論
敵
と

な
っ

た
｡

こ

れ

は

大

隈
も

語
っ

て

い

る

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

｢

田

口

君
は

随
分
極
端
な

自
由
競
争
論
者
で

､

我

輩
の

政

策
に

反
封
し

､

我

輩
を

し
て

弱
ら

し
め

た
､

併
し

田

口

君

を

し
て

若
し

此

席
に

居

ら

し

め

た

な

ら
ば

､

大

隈
に

も

崩
つ

た

と

多
分
云

は

れ

る

に

連

び

な
い

､

是
が

所
謂
切

瑳
琢
磨
の

功
で

其
の

問
に

段
々

進
ん

で

行
く

(

9
)

の

で

あ

る
｡

+

た

だ

し
こ

の

｢

切

瑳
琢
磨
+

は

大

隈
の

場

合
､

政

策
思

想
を

練
り

あ

げ
て

い

く

う
え
で

の

多
少
の

反

省
材
料
を

得
た

と
い

う

程
度
の

こ

と
で

あ

ろ

う
が

､

田

口

の

場
合

､

政

治
家

と

し

て

の

行
動
を

左

右
す

る

大

き

な

要
因
と

な
っ

た
｡

大
隈
と

政

策
上

の

主

張
を

異

に

し
て

い

る

以
上

､

そ

の

主
宰

す

る

政

党
に

は

参
加

で

き

な
い

｡

こ

う
い

う

覚
悟
が

､

田

口

の

行

動
を

一

度
な

ら

ず
左

右
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

い

く
つ

か

の

事
例
を

あ

げ
て

み

よ

う
｡

明

治
十
五

年
三

月

大

隈
が

立

憲
改

進

党
を

組
織
し
た

際
､

田

口

の

盟
友
た

ち

喫
鳴
社
の

同
人

は

多
く
こ

れ

に

参
加

し
た

が
､

田

口

は

政

策
上
の

意
見
が

相

違
す
る

こ

と

を

理

由
に

か

れ

ら
と

行
を

と

も

に

す
る

こ

と
が

で

き

な

か
っ

た
｡

こ

え
て

明

治
二

十
九

年
三

月

に

は
､

大

隈
の

改

進
党
を

は

じ

め

と

す
る

政

党
が

合

同
し
て

進
歩

党
が

組
織
さ

れ

る
｡

当

時
､

田
口

は

財
政

革
新
会
を

組
織
し
て

い

た

が
､

こ

の

会
の

財
政

改
革
案
に

進
歩
党
も

反
対

は

し

て

い

な

か

お
.

4

っ

た

の

で
､

組
織
を

解
い

て

こ

れ

に

参
加
し
た

｡

と
こ

ろ

が

こ

の

進
歩
党
を

背
景
と
し

て

成
立

し

た

姶
隈
内

閣
ほ

､

そ

の

財
政

政

策

に

お

い

て

田

口

ら

の

主

張
す

る

財
政

整
理
の

方

策
と

ま
っ

た

く

背

馳
す
る

も
の

が

あ
っ

た

の

で
､

田

口

は

決
然
と

し

て

進

歩
党
を

脱

退

し
､

中
立

議
員
と

し
て

松
院
内

閣
の

財
政

政

策
に

た

い

す
る

批

判
の

自
由
を

留
保
し

た
｡

つ

づ

い

て

明

治
三

十
一

年
､

大

隈
の

進

歩
党
と

板
垣
の

自
由
党
を

合
同
し

て

憲
政

党
を

結
成

し
､

藩
閥

内

閣
に

終
止

符
を

う

と

う
と

す
る

う
ご

き

が

起
こ

っ

た

際
､

田

口

は

政

友

島
田

三

郎
の

す

す

め
に

応
じ

て
､

憲
政

党
の

創
立

委
員
の

一

人
と

な
っ

た
｡

憲
政

党
は

組
織
さ

れ
､

大

隈
板

垣

を

中
心

と

す
る

内
閣
が

成

立

し
た

が
､

田

口

は

大

隈
の

財
政

政

策
が

い

ぜ

ん

そ

の

主

張
す

る

と
こ

ろ

と

相

反
す
る

の

を

知
っ

て
､

こ

の

憲
政

党
に

も

留
り

え

な
い

こ

と

を

さ

と

ら

さ

れ

る
｡

田
口

は

財
政
の

健
全

化
の

た

め
に

､

陸

軍
を

縮
小

し

地

租
を

増
徴
す
る

こ

と
が

急
務
で

あ

る

と

主

張
し
た

が
､

大

隈
は

そ

の

い

ず
れ

に

も

反

対
し

､

陸

軍
は

縮

小

す
べ

き
で

ほ

な
い

し
､

地

租
も

増
徴
す
べ

き

で

な
い

と
の

見

解

を

表
明
し

た
｡

田

口

は

再
び

中
立

議
員
に

か

え

る

ほ

か

は

な
い

と

覚
悟
を

固
め

た
｡

と
こ

ろ
が

､

た

ま

た

ま

内
閣
の

閣

僚
の

椅
子
を

め

ぐ
つ

て

旧

進
歩
党
と

旧

自
由
党
は

争
う
こ

と

に

な
っ

て
､

憲
政

山
り

均
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1 i

甲
｡

相
･

如

党
は

結
党
間
も

な
い

の

に

事
実
上

分

裂
し

て

い

っ

た
｡

田

口

は

島

田

三

郎
に

託
し
て

脱
退
の

届
書
を

憲
政

本

部
に

提
出
し
て

､

政

党

と
の

関
係

を
た

っ

た
｡

田

口

は

『

東
京

経
済
雑
誌
』

に

｢

余
は

再
び

中
立

に

辟
せ

り
+

と
い

う
一

文
を

草
し

て
､

そ

の

心

境
を

吐

露
し

て

い

る
｡

そ

の

な

か

に

つ

ぎ

の

文

章
が

見

出
さ

れ

る
｡

｢

憲

政

黒
は

事
賓
に

於
て

分

裂
せ

し

以

上

は
､

余
の

如
き
は

従
爽
の

歴

史
に

於
て

自

然
中
立

の

も

の

と

為
る

な

り
､

進

歩
真
に

は

啓
友

多
し

と

雄
も

､

政

見

多
く

相
反
せ

り
､

自

由
真
に

は

知
己

少
な

し

と

雉

も
､

今
や

政

見
相

合

す

る

も
の

多
し

､

故
に

余
は

こ

の

分
裂
の

際
に

嘗
り

て
､

再
び

替

地

位
に

復
し

､

両

賞
嫉
成

季
閲
の

際
に

立

ち
て

､

閑
眠
を

食
ぼ

ら

ん

と

欲

す
る

も

の

な

り
､

…

…

唯
々

歎
ず
ぺ

き

は
､

国
家
の

現

状

(

1 0
)

此
の

如
き

某
争
を

許
さ

ざ
る

な
り

｡

…

…

憂
は

茸
に

此
に

あ

り
｡

+

第

四

は
､

田

口

が

暗
い

懐
疑
の

陰
を

残
さ

ず
､

清

適
白
衣
な

言

論
を

こ

と

と

し
､

楽
天

的

な

思

想
を

展
開
し

た

こ

と
で

あ

る
｡

田

口

の

言

論
は

､

そ

の

主

張
に

お

い

て

は

直

裁
簡

明
で

あ
り

､

そ

の

批
判
に

お

い

て

痛
快
至

極
で

あ

る
｡

ま

た

世

路
の

難
難
を

な

め

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

難
難
を

克
服

し

え

た

こ

と

に
､

幸
福
を

感
じ

て

い

る
｡

こ

れ

は

楽
天

的
な

人

生

観
に

由
来
す
る

も
の

と

思

わ

れ

る
｡

い

く
つ

か

の

事
例
を

あ

げ
て

み

ょ

う
｡

田

口

卯
吉
の

経

済
自

由
主

義
に

し

て

も
､

そ

の

社

会

改

良

説
に

し
て

も
､

啓

蒙
思

潮
の

な

が

れ

に

属
す
る

も
の

で
､

直
哉
簡
明

な

性
格
の

も

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
に

つ

い

て

は
､

節
を

改

め
て

解
明

す
る

機
会
を

も
つ

で

あ

ろ

う
か

ら
､

こ

こ

で

は

触
れ

な
い

｡

し
か

し
こ

れ

ら

を

除
い

た

と

し
て

も
､

そ

の

主

張
の

直
裁
簡

明
さ

を

示

す

事
例
に

こ

と
か

か

な
い

｡

た

と

え

ば

責
禍
論
に

関
す
る

主

張
で

あ

る
｡

田

口

は

責
禍
論
の

あ

や

ま

り

で

あ

る

こ

と
ほ

､

日

本
人

は

黄
色

人

種
で

な
い

か

ら

多
言
を

要
し

な
い

と

し
て

い

る
｡

言
語

学

か

ら
い

っ

て

も
､

｢

日

本
人

種
は

ア

リ

ヤ

ン

語
族
に

属

す

る

も

の

な

り
+

と

み

て
､

本
来
日

本

人

を

白

色
人

種
か

ら

区

別

す
る

理

由

は

な
い

と

主

張
し

て

い

る
｡

そ

の

主

張
の

当

否
に

つ

い

て

は
､

専

門
的
な

知
識
を

欠
い

て

い

る

か

ら
､

わ

た

し

な

ど

の

論
評
す
べ

き

こ

と

で

は

な
い

が
､

た

だ

わ

た

し
に

と
っ

て

微
笑
を

禁
じ

え

な

か

っ

た

こ

と

ほ
､

田

口

が

日

本
人

が

白

色

人

種
で

あ

る

こ

と

を

論
証

す
る

に

使
用
し

た

事
例
で

あ

る
｡

か

れ

は

こ

ん

な
こ

と

を

書
い

て

い

る
｡

｢

彼
の

『

ア

リ

ヤ

ン

』

人

種
は

自
ら

白

哲
と

し

て

誇
る

と

雄

も
､

其
皮
膚
に

到
り

て

は

毛

多
く

し
て

且

粗

粒
な

り
､

一

も

所

謂
羽
二

重

肌
な

る

者
な

し
｡

且

其
所
謂
自
な

る

も
の

即
ち

赤
白
に

(

1 1
)

し
て

､

日

本
人

種
の

白
は

即
ち

青
良
な

り
｡

+

ま

た

｢

大

和

民

族

の

容
貌
慣

蒋
を

秀

歴
と

な

す

専
決
し

て

難
か

ら

ず
+

と

し
て

､

た

紹
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と

え

ば

｢

余
は

日

本
人
の

男
女
に

し

て

今
後
凡
て

帽
子

を

冠

す
る

こ

と

と

鳥
さ

ば

大
に

面

色

を

白
く

す
る

の

み

な

ら

ず
､

品

位
を

高

(

1 2
)

く

す
る

の

利
益
あ

る
ぺ

し

と

信
ず
+

と

語
っ

て

い

る
｡

屈
託
の

な

い

議
論
で

あ

る
｡

田

口

卯
吉
は

じ

つ

に

論
争
好
き
で

あ
っ

た
｡

両
田

徳
三

博
士

も

評
し
て

い

る

よ

う
に

､

｢

〔

田
口
〕

先

生
は

好
ん

で

反

封
論
を

歓

迎

せ

ら
れ

る
｡

名
も

無
き

投
書
家
の

議
論
に

も
､

一

々

相

手
に

な
つ

て

居
ら
れ

た
｡

然
し

私

は

息
つ

た
､

田

口

先

生

と

議
論
を

交
へ

る

位
つ

ま

ら
な

い

こ

と

は

な
い

､

何
と
な

れ

ば
､

先

生

は

決
し

て

参

(

1 3
)

つ

た

と
云

は

れ

る

人

で

は

な
い

と
｡

+

た

し
か

に

田

口

は

い

く

ら

論

争
を

重
ね

て

も

自
説
を

変
え
よ

う
と

は

し

な

か
っ

た
｡

ま
こ

と

に

論
争
相

手
に

と
っ

て

は

始
末
に

お

え

な
い

頑
固
も
の

と

思

え
た

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

第
三

者
か

ら
み

れ

ば

痛

快
だ

と
い

う

ほ

か

は

な
い

｡

そ

の

う
え

､

と

き
に

稚
気
愛
す
べ

き

評
言

が

ま

じ
っ

て

い

て
､

ま
こ

と

に

愉
快
で

あ

る
｡

た

と
え

ば
､

井
上

哲
次

郎
が

条
約

改

正

後
の

内
地

姓
居
に

反
対

し

て
､

｢

優
者

と

劣
者
が

兼
居

す

る

と

き

は
一

種
不

思

議
な

欒
化

を

劣
者
…

…
に

生
じ

て

復
た

蕃
殖

せ

ず
､

終
に

滅
亡
に

至
る

な

り
+

と

主

張
し
た

の

に

対

し

て
､

田

口

は

｢

若
し

此

言
に

し

て

異
な

ら

ば
､

余
は

第
一

に

井
上

氏
英
人
が

ヽ

ヽ

濁
り

ア

リ

ヤ

ン

人

種
の

中
に

入

り
､

数
年
問

研

草
し

た

る

未
無
事

(

1 4
)

に

辟
朝
し

た

る

事
を

怪
し

ま

ざ

る
べ

か

ら

ず
+

と

や

ゆ

し

て

い

以
一

4

る
｡

こ

の

よ

う
に

括
達
自
在
な

評
論
活
動
を

つ

づ

け
､

経

済
評

論
家

と

し

て
一

家
を

な

し

た

け
れ

ど

も
､

経
済
難
誌
赦
の

経

営
は

け
っ

し

て

楽
で

は

な
か

っ

た
｡

田

口

は

雑
誌

社
の

経
営
の

た

め

に

多
く

の

借
財
を

残
し
た

と
い

わ

れ

る
｡

し

か

し

か

れ

は

自
分
の

生

涯
を

顧
み

て
､

不

幸
な

も
の

で

あ
っ

た

と

は

み

て

い

な
い

｡

し
ご

く

愉

快
な

生

涯
で

あ
っ

た

と

語
っ

て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

こ

ん

な
こ

と

を

書
い

て

い

る
｡

｢

余
近
時
政

府
の

保

護
を

得
て

暴
富
を

致

し

た

る

人

を

見
る

に
､

賓
に

憫

笑
に

堪
え

ざ

る

も
の

あ

り
+

と

し
て

､

そ

の

理

由
と

し

て

｢

折
角
天

性
に

賦
興
せ

ら

れ

た

る

特
逸
の

性
質

も
､

保
護
と

云
へ

る

僚
倖
の

為
に

､

全

く

腐
敗
し
て

止

む
に

到
り

し

な

り
､

畳

惜
む
べ

き
こ

と

な
ら

ず
や
+

と

論
じ

て

い

る
｡

ま
た

｢

鳴
呼
若
し

彼
等
を

し

て

壮
年
よ

り

社

食
の

競
争
場
裡
に

立

ち

て
､

其
の

天

然
を

煉
磨
し

､

其
の

特
性
を

餞
撞
せ

し

め

ば
､

如
何

に

勇

猛
に

､

如
何
に

清

澄
に

､

如
何
に

愉
快
に

､

其
の

一

生

を

造

り

た

り

け
ん

､

而
し
て

日

本

国
も

亦

為
に

光

彩
を

添
ふ
ぺ

か

り

し

な

り
+

と

語
っ

て

い

る
｡

こ

れ

は

裏
が

え

し

て

い

え

ば
､

田

口

卯

吉
が

自
分

白
身
の

歩
ん

だ

道
､

あ

の

苦
難
に

み

ち

た

道

を

そ

の

苦

難
の

ゆ

え

に

か

え
っ

て

肯
定

し
て

い

る

こ

と

ば
と

も

な

ろ

う
｡

じ

血
ワ

.

事
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d

叩
.

紳

じ

っ

か

れ

は

｢

楽
し

き
こ

と

よ

今

ぞ

知
る

我
が

来
し

造
に

(

1 5
)

幸
あ

り

き
+

と
､

そ

の

生

涯
を

歌
っ

て

い

る

で

は

な
い

か
｡

(

1
)

田

口

卯

吉

(

一
八

五

五

1
一

九

〇
五

年
､

安

政
二

-
明

治
三

八

年
)

､

本

名

は

絃
､

卯

吉
は

そ
の

通

称

で

あ

る

が
､

そ
の

号

鼎

軒
と

と

も
に

も
っ

ぱ

ら
こ

の

通

称
を

用
い

た
｡

(

2
)

鰻

鳥
仁

吉

『

鼎
軒
田

口

先

生

倦
』

(

以

下

『

田

口

侍
』

と

略

記
)

経

済

雑

誌

社
､

明

治
四

五

年
､

四
二

九

-
三

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

3
)

田

口

家
は
い

わ

ゆ

る

三

河

武

士
の

出
で

あ

り
､

ま

た

学
問

教

養

を

重
ん

ず
る

家

風
で

あ
っ

た
｡

卯

書
の

祖

父

惧
左

衛

門
は

幕
末
の

大

儒

佐

藤

一
粛
の

長

子

で

あ
っ

た
が

､

出
で

て

田

口

家
を

継
い

だ
｡

か

れ

は

佐

久

間
象

山
､

渡
速

筆

山

な

ど
と

交

遊
が

あ

り
､

両

氏

は

し

ば

し

ば

田

口

家
を

訪
れ

た
｡

卯

舌
の

父

樫

郎
は

養
子

､

母

町

子

は

憐
左

衝

門
の

一
女

｡

母

は
一

蘭
の

遺
風
を

継
い

で

子

供
の

教

育

に

は

特
に

厳
格
で

あ
っ

た

と
い

う
｡

(

1 3
)

『

田
口

全

集
』

第
二

巷
頑

田

徳
三

稿
｢

解

説
+

三

六
ペ

ー

ジ
｡

(

1 4
)

『

田
口

全

集
』

第
五

巻
｢

居
留

地

制

度
と

内
地

雑

居
+

七

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

1 5
)

『

田
口

博
』

巻
頭
の

今

様
の

一

節
｡

(

4
)

『

鼎
軒

田

口

卯

吉

全

集
』

(

以

下

『

田

口

全

集
』

田

口

卯

吉

全

集

刊

行

脅
､

昭

和
二

-
三

年
､

第
二

巻

禽

論
』

稲

田

徳
三

稿

｢

解

説
+

三

四
ぺ

-

ジ
｡

と

略

記
)

鼎
軒

『

文

明

史

及

社

(

5
)

『

田

口

侍
』

(

6
)

『

田
口

俸
』

(

7
)

『

田

口

俸
』

(

8
)

『

田

口

俸
』

(

9
)

『

田

口

俸
』

四

〇
八
ペ

ー

ジ
｡

四

〇

九

-
一

〇
ペ

ー

ジ
｡

四

二

三

-
二

四
ぺ

-

ジ
｡

八
ペ

ー

ジ
｡

四
二

八

Ⅰ
二

九
ペ

ー

ジ
｡

(

10
)

(

1 1
)

(

1 2
)

『

田

口

全

集
』

第
五

巻
『

政

治
』

四

二

九
ペ

ー

ジ
｡

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
｢

日

本

人

種

論
+

四

七

八
ペ

ー

ジ
｡

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
｢

破

真

鍋

論
+

四

九

九
ペ

ー

ジ
｡

経
済
自
由
主
義

田

口

卯
吉
は

『

自
由

交
易
日

本
経
済
論
』

に

お

い

て

｢

自
由

貿

易
の

理
+

を

説
い

て

か

ら
､

こ

の

原

理

を

終
生

主

張
し

っ

づ

け

た
｡

島
田

三

郎
の

文

章
を
か

り

る

と
､

｢

嘗
て

西

富
を

讃
み

て

深

く

自
由

貿
易
の

理

を

信
じ

､

此
の

主

義
を

我

が

邦
に

行
ふ

を

以
て

自
任
し

､

其
の

平

生
の

言
論
文

章
､

一

に

此

に

非
ざ

る

こ

と

な

(

l
)

し
+

で

あ

る
｡

こ

こ

で

｢

自

由

貿
易
の

理
+

と
い

う
の

は
､

一

つ

に

は

保

護
主

義
の

害
を

説
く
こ

と

に

よ
っ

て

経

済
の

政

治
か

ら
の

解
放
を

計

り
､

ま
た

一

つ

に

は

経
済
社

会
に

は

健
全
な

生

理

が

働

い

て

お

の

ず
か

ら

秩
序
が

形
成

さ

れ

る

こ

と

を

説
い

た

も

の

で
､

経

済
自

由
主

義
を

主

張
す
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

田

口

は

こ

の

経

済

自
由
主

義
を

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

や

リ

カ

ル

ド

な

ど
､

古
典

派
経

済
学
者
の

理

論
を

摂
取

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

形

成
し

た

も

の

と

思
わ

れ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

そ

の

摂

取

に

あ
っ

て

こ

れ

を

｢

日

本
の

景
況
+

に

即
し

て

解
釈
し

な
お

そ

う
と

し

た
｡

け
っ

し

雌
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て

た

ん

な
る

直
訳
で

は

な
か

っ

た
｡

田

口

は
､

経

済
の

政

治
か

ら
の

解

放
に

あ

た
っ

て
､

経
済
世

界

が

社

会

文

化
の

状
況
を

左

右
す
る

と
い

っ

た
一

種
の

経

済
史
観

を

も
っ

て

い

た

も

の

と

お

も

わ

れ

る
｡

｢

経
済
撃

は

人

為
現

象
の

動

静
の

法
に

裁
て

論
ず
る

も
の

な

り
+

と
い

う
か

れ

の

経
済
学
の

定

義
､

あ

る

い

は

か

れ

の

こ

と

ば

を
か

り

る

と

｢

経
済
畢
の

稗

義
+

と

な
る

が
､

そ

の

う
ち

か

ら

も
こ

れ

を

う
か

が

う
こ

と

が

で

き

る
｡

も

ち
ろ

ん

人

為
現

象
は

た

ん

に

経
済
現

象
だ

け

で

は

な

く
､

政

治
･

文

化
そ

の

他
を

含
ん

だ

広
範
な

も
の

で

あ

る

が
､

こ

れ

ら

の

現

象
の

｢

動
静
+

を

左

右
す
る

も
の

は

ま

さ

に

経

済
世

界
の

う

ご

き
な
の

で

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら
ば

､

こ

の

｢

動
静
+

ほ

現

象
を

引

き

よ

せ

る

吸

引

力

が

あ
っ

て

お

こ

る

も

の

で

あ

る

が
､

吸

引

力

と

ほ

需
要
を

お

い

て

ほ

か

に

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

｢

需
要
と

は

人

為

の

現

象
を

吸

引

す
べ

き

人

間
の

引

力
+

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

吸

引

力

に

応
じ

て
､

｢

自

然
の

現

象
を

労
作
考
究

し

て

其
の

大

小

軽
重

を

欒
じ

､

其
得
失

利
害
を

議
+

す

る

こ

と
に

な
っ

て
､

人

為
現

象

の

｢

動

静
+

が

生

ず
る

の

で

あ

る
｡

田

口

は

こ

の

こ

と

を
､

｢

此

現

象
の

周

流
循
環

す
る

虞
之
を

経
済
世

界
と

な

す
+

と

か
､

｢

経

済
世

界
は

人

為
の

現

象
の

運
持
す

る

境

界
な

り
+

と
か

と
い

う
こ

と

ば
で

表
現

し
て

い

る
｡

こ

の

経

済
世

界
に

ほ

｢

人
の

天
性
自
ら

然
か

く

導
く
+

と
こ

ろ
の

｢

人

性
自
然
の

配
分
+

が

あ

る
｡

こ

の

が
.

J
T

配
分
を

自

由
に

お

こ

な

わ

さ

せ

れ

ば
､

｢

人

為
現

象
必

ず
多
量
に

蜃
生

す
る

を

得
ぺ

し
｡

+

政
治
が

こ

れ

に

介
入

し

て

｢

強
制
の

配

(

2
)

分
+

を

企
て

る

こ

と

は
､

有

害
無
益
で

あ

る
｡

こ

れ

が

田

口

卯
吉

の

基

本

的
な

見
解
で

あ
っ

た
｡

田

口

の

｢

自
由
貿
易
の

理
+

は

こ

の

｢

人

性
自
然
の

配
分
+

の

あ

り

か

た

を

と

ら

え

る

原

理
で

あ

る
｡

こ

れ

は

｢

強
制
の

配

分
+

に

た
っ

た

｢

保
護
税
+

を

排
除
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

自
然
に

あ

ら

わ

れ

て

く
る
べ

き

も

の

で

あ

る
｡

田

口

は

そ

の

『

自
由
交

易
日

本

経
済
論
』

に

お

い

て

保

護
政

策
の

と

る

べ

き

で

な

い

理

由
を

｢

保

護
税
の

害
+

(

第
三

章
)

と

し
て

説

明
し

て

い

る
｡

そ

の

害
は

第
一

に
､

｢

保
護
税
は

保
護
せ

る

職
業
を

盛
に

す

る

と

雄
も

一

国
の

利

益
を

増
さ

ざ

る

こ

と
｡

+

第
二

に
､

｢

保

護
税
は

内

園

市
場
に

於
て

専
責
の

植
を

内

園
人
に

輿
ふ

る

を

以
て

保
護
せ

ら

る

る

物
品
に

勤

勢
資
本
の

集
ま

る

割
合
に

従
て

国
家
に

筈
あ

る

こ

と
｡

+

第
三

に
､

｢

政

府
は

一

人
の

利
益

を

他

人

に

輿
ふ

る

の

橿
な

き
こ

と
+

で

あ

る
｡

な

お

こ

れ

に

関
連
し
て

､

｢

日

本
の

士

族
を

し
て

カ

に

食

せ

し

む

る

為
に

保
護
椀
を

課
せ

ん

と

の

説
を

駁
す
+

と

し
て

､

士

族

授
産
の

た

め
に

保

護
政

策
を

と
る

こ

と

も

排
す
べ

き

だ

と

し

て

い

る
｡

つ

づ

い

て

｢

産
物
の

韓

換
の

光
景
+

(

第

四

章
)

に

お

い

て
､

血
ワ

.

山

町

山
耶
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r

紳
一

】

叩
･

′仙
叩

｢

人

性
自
然
の

配
分
+

の

あ

ら
わ

れ

か

た

を

論
じ

､

｢

日

本
の

景

況
+

(

第
六

草
)

に

お

い

て
､

徳
川

時
代
の

｢

強
制
の

配

分
+

ほ

国

内
の

分

割
統

治

を
こ

と

と

し
た

封
建
社
会
に

は

そ

れ

な
り

に

適
合

し

て

い

た

が
､

明

治

維
新
に

よ
っ

て

統
一

国

家
が

成

立
し

た

以

後

は
､

万

国
交
易
の

場
に

た

っ

て

経
済
の

伸
張
を

計

ら
ざ

る

を

え

な

い

こ

と

に

な
っ

た

と

し
て

､

こ

の

時
代
の

課

題
に

応

ず
る

た

め

に

は

自
由
貿
易
以

外
に

方

法
は

な
い

と

唱

導
し
て

い

る
｡

こ

の

経

済
自
由
主

義
へ

の

開

眼
は

､

田

口

の

生

涯
に

と
っ

て

き

わ

め

て

大

き

な

意
義
を

も
っ

た

も
の

に

ち
が

い

な
い

｡

田

口

が
､

政

治
か

ら

解
放
さ

れ

た

経

済

世

界
を

発
見
し

､

し
か

も

そ

の

経

済

世

界
の

自

律
性
を

根
拠
と

し

て

政
治

に

向
っ

て

発
言
で

き

る

確
信

を

得
た

の

で

あ
る

か

ら
､

ま

さ

に

生

き
る

道
を

発
見
し
た

も
の

と

い

っ

て

よ

い
｡

こ

の

時
期
以

後
､

田

口

の

経
済
学
者
と

し

て

の

活

動
は

一

方

に

お

い

て

そ

の

｢

経
済
畢
の

繹
義
+

の

解
明
を

つ

づ

け

る

と

と

も

に
､

他

方
に

お

い

て

自
由
主

義
の

立

場
か

ら

政

府
の

経

済
政

策
を

批
判
す
る

こ

と

に

向
け

ら

れ

た
｡

田

口

は

｢

経
済
畢
の

澤

義
+

に

関
し

て

も
､

｢

経
済
畢
の

繹

義

に

関
し
て

駁
論
諸
子
に

告
ぐ
+

(

明

治

十

七

年
)

､

｢

経
済
畢
は

心

理

的

科

学
な

り
+

(

明

治
三

十
四

年
)
､

｢

経

済
寧
の

性
質
に

関
し

て

瀧

本
君
に

苓
ふ
L

(

明

治
二
一

十
四

年
)

鬼

ど

∵
い

く

た

の

論
争
約
論
礪

を

も
の

し

て

い

る
｡

論

争
好
き

の

田

口

の

面

目
が

示
さ

れ

て

い

て

興

味
な
し

と

は

し

な
い

が
､

こ

れ

ら

を
､

理

論
経
済

学
の

業
績
と

し
て

み

れ

ば
､

今
日

と

く
に

取

り

あ

げ
て

検
討
し
て

み

る

ま
で

の

こ

と

も
あ

る

ま
い

｡

か

れ

の

経

済
自
由
主

義
と
の

関

連
に

お

い

て

は
､

経
済
世

界
を

ど

う

位
置
づ

け
る

か
､

そ

の

社

会

理

論
の

体

系

の

ほ

う
が

意
義
深
い

も
の

が

あ

る
｡

そ

れ

は

次

節
に

お

い

て

か

れ

の

明

治

維
新
の

歴
史
解

釈
と

結
び

つ

け
て

取
り

あ

げ

る

こ

と
に

し

ょ

う
｡

と

こ

ろ

で

経

済
政

策
の

批
判

者
と

し

て

の

評
論
活
動
は

､

田

口

卯
吉
の

自

由
主

義
者
と

し
て

の

本

領
を

示

す

も

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

が

明

治
期
の

資
本
主

義
に

は

た

し

た

役
割
に

つ

い

て

も

評
価
は

分
れ

て

い

る

よ

う

だ
｡

稲
田

徳
三

博
士

は

｢

野

口

先

生
の

主

張
に

し

て
､

若
し

行
は

れ

た

と

し

た

な

ら
､

此

等
〔

明

治
の

初

年
以

来
の

日

本
の

〕

の

ブ

ル

ヂ

ォ

ァ

は

少

く
と

も
､

今
日

の

如

き

有
様
に

ま

で
､

饅
達
し

来
る

こ

と

は

出
来
な
か

つ

た

で

あ

ら

う

と

思
は

れ

る
+

と

し

て
､

そ

の

理

由
と

し
て

｢

明

治
の

初

年
か

ら

今
日

ま
で

､

我
ブ

ル

ヂ

ォ

ア

ジ

ー

を

偉
大

な
る

も

の

た

ら

し

め

た

の

は
､

政

府
の

保
護
干

渉
で

あ

つ

(

3
)

た
+

こ

と

を

あ

げ
て

い

る
｡

河
上

肇

博
士

も

｢

私

自
身
は

明

治
三

十

年
代
の

末
に

､

〔

田

口
〕

博
士
の

『

東
京

経
済
難
詰
』

に

封
抗
す

7

る

意

味
を

も
つ

て
､

『

日

本
軽
清
新

誌
』

の

創
刊

に

輿
か

り
､

し

胡
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ぼ

ら

く

そ

の

編
纂
を

主

宰
し

で

い

た

も
の

だ

が
､

む

し

ろ

此
の

絶

誌
の

方
が

よ

り

多
く

昔
時
の

日

本
の

ブ

ル

ジ

ォ

ア

ジ

ー

の

利
益

を

(

4
)

代

表
し
て

い

た

の

で

は

な
い

か

と

思

わ

れ

る
+

と

評

価
し

て

い

る
｡

二

人
の

偉
大
な

経
済

学
者

､

た

が

い

に

論
敵
で

あ
っ

た

巨

匠

が

く

し

く
も

そ

の

田

口

評
に

お

い

て

は
一

致
し

て

い

る
｡

そ

の

評

価
は

お

そ

ら

く

田

口

の

産

業
政

策
に

た

い

す
る

批
判
活

動
に

つ

い

て

は

あ

た
っ

て

い

よ

う
｡

し
か

し

か

れ

の

評
論
活

動
の

主

力
は

そ

の

方

面
に

あ
っ

た

の

で

は

な
い

｡

む

し

ろ

貿
易
政

策
や

財
政

金

融

政

策
の

側

面
に

そ

の

活

動
の

重

点
は

あ
っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

こ

の

方
面

に

お

い

て

の

田

口

の

評

論
は

ま
っ

た

く

効
果
が

な

か
っ

た

わ

け

で

は

な
い

｡

た

し

か

に

田

口

卯
吉
が

最
初
自
由
貿
易

論
を

提
唱
し

た

当

時
､

日

本

は

関

税
自

主

権
を

奪
わ

れ

て

い

て
､

保

護

貿
易
政
策
を

実

施

す
べ

き

位
置
に

な

か
っ

た
｡

し
た

が

っ

て

実

際
の

政

策
に

関
し

て

自

由
貿
易

対

保

護
貿
易
の

論
争
を

展
開

し

う

る

事
情
に

な

か

っ

た
｡

旧

条

約
に

お

い

て

は
､

輸
入

税
は

酒
類
が

従

価
三

割
五

分
､

そ

の

他
は

二

割
を

限

度

と

し
､

輸
入

税
は

五

分

と

な
っ

て

い

た

が
､

徳
川

幕
府
ほ

列
国
の

威
力

に

屈
し

て

輸
入

税
も

輸
出
税
な
み

の

従

価
五

分

と

し

な
い

わ

け
に

い

か

な

か
っ

た
｡

こ

れ

が

明

治

維

新
以

後
も

引

き
つ

が

れ

て

い

た
｡

内
地

産
業
保

護
の

目

的
で

保
護

関
税
を

設

定
す
る

自
由

を

も

た

な

か

っ

た

の

だ
ひ

鹿

島
仁

吾

が

浴
J

士

『

鼎
軒
田

口

先

生

俸
』

で

述
べ

て

い

る

よ
>

㌢

に
､

｢

自
由
貿
易

封

保

護
貿
易
政

策
の

論
評
は

､

一

種
机
上
の

室

争
に

過
ぎ

ず
､

鼎
軒

先
生
の

如
き

自

由
貿
易
論
を

主

張
せ

る

こ

と
二

十

余
年
に

及
べ

り

と

雄
も

､

之

を

説

く
は

単
に

経
済
の

学
理

を

説

き
た

る

も
の

に

し

て
､

竜
も

賓
地

問
題
に

関
係
な

か

り

し
か

ば
､

世

間
多
数
の

胸

裏

に

は
､

竜
も

感
覚
に

止

め

ざ

る

こ

と
､

雲
煙
過

雁
に

均
し

か

り

し

(

5
)

な

り
+

で

あ
っ

た

の

も
､

や

む

を

得
な
い

｡

自

由
貿
易
論
者
田

口

も
､

こ

の

｢

強
制
さ

れ

た

自

由
貿

易
+

と

も
い

う
べ

き

事
態
を

歓
迎
し
て

は

い

な
い

｡

コ

ブ

デ
ン

が

穀
物
条

令
の

撤
廃
の

た

め

に

闘
っ

た

よ

う
に

､

田

口

は

条

約
改

正

の

た

め

に

力

を
つ

く

し

た
｡

田

口

の

『

條
約
改
正

論
』

(

明

治
二

十
二

年
)

に

徳

富
猪

一

郎
が

序

し
て

｢

田

口

君
の

演
説
を

聴

く

に

何

ぞ

之

〔

コ

ブ

デ
ン

の

演
説
〕

に

顆
す
る

の

酷
し

や
｡

抑
々

君

は

コ

ブ

デ

(

6
)

ン

氏
の

債
な

る

耶
+

と

書
い

て

い

る

の

も
､

興
味
深
い

｡

田

口

は

｢

敢
て

外

国
貿
易
を

以
て

内

園

交
易
よ

り

重

ん

ず
べ

き

理

由
あ

る

と

見
ざ

る

な

り
､

故
に

日

本
政

府
が

平

等
の

租
税

を

外

囲
貿
易
に

賦
課

す
る

能
は

ぎ
る

を

見
る

に

於
て

､

余

輩
は

特
に

国

債
の

汚
辱

を

痛
嘆
す
る

の

み

な

ら

ず
､

経
済
の

鮎
に

於
て

も

非
常
の

損
失
あ

る

こ

と

を

見
る

也
+

と

し

て
､

条
約
改

正

を

非
常
の

決

意
を

も
っ

頼
√

出
り

鵬
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+

印
.

加
〔

一
叩

て

戦
い

と

れ

と

論
じ

｢

寧
ろ

亡

国
の

鬼
と

為
る

と

も
､

奴
隷
の

民

へ

7
)

と

為
る

な

か

れ
+

と

さ

え

叫
ん

で

い

る
｡

し

か

し

田

口

は

自
由
貿
易
の

経
済
問
題
を

条
約
改

正
の

政

治
問

題
の

う
ち
に

埋

没
さ

せ

て

い

た

わ

け

で

は

な
い

｡

明

治

期
の

貿
易

は

明

治
二

十

年
頃
を

中
心

と

す
る
一

時
期
を

除
く
と

､

大
き

な

入

超
で

あ
っ

た
｡

金

貨
の

流
出

､

外
国

商
品
の

流
入

､

国
内

産
業
の

不

振
な

ど

の

現

象
を

み

て
､

貿
易
の

意
義
に

懐
疑
を

よ

せ

る

も
の

が

多
か
っ

た
｡

田

口

は

こ

れ

ら
の

論

者

を

保
護
貿
易

論
者
の

亜

流

と

み

て
､

そ

の

主

張
の

誤

謬
を

暴
露
し
ょ

う
と

し

た
｡

田

口

は

貿

易
の

不

振
の

主

要
な

要
因
を

国

内
に

お

け
る

不

換
紙
幣
の

乱

発
に

あ

る

と
み

た
｡

紙
幣
の

増
発
は

物
価
水

準
の

上

昇
を

招
い

て

輸
出

を

抑
制

し
､

輸
入

を

促
進

す

る

と

い

う

貨
幣
数
量
説

的

な

理

論

が
､

か

れ

の

政

策
論
の

根
拠
と

な
っ

た
｡

田

口

は

不

換
紙
幣
整
理
の

急
務
を

訴
え

､

そ

の

具
体

方

策
を

提

唱

し
た

｡

そ

の

提
唱

ほ

銀

行

制
度
に

及
び

､

財
政

問
題
に

わ

た
っ

て
､

か

れ

が

最
も

力

を
い

れ

て

論
じ

た

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

そ

し

て

田

口

の

提
言
の

う

ち
､

政

府
の

施
策
に

た

い

し

最
も

大

き
な

影
響

を

あ

た

え

た

の

は
､

財
政

金

融
に

関
す

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

捷
言

は

い

ず
れ

も

時

弊
を

つ

い

た

対

症
療
法
で

あ

り
､

き

わ

め
て

多
岐
に

わ

た
っ

て

い

る

の

で
､

そ

の

す
べ

て

に

触
れ

る

わ

け
に

は

い

か

な
い

｡

こ

こ

で

は

貿
易
政

策
と

関
連
の

深
い

不

換
紙
幣
整

理

問
題
を

事
例
と

し
､
て

取
り

あ

げ

る

に

と

ど

め
た

い
｡

明

治

政

府
が

明

治

初

年
以

来
発
行

し

た

紙
幣
は

､

太

政

官
札
は

じ

め

い

ず
れ

も

不

換
紙
幣
で

あ
っ

た

が
､

政

府
の

基

礎
が

固
ま

る

に

つ

れ

て

信
用
を

得
て

､

そ

の

価
値
を

維
持

す

る

こ

と

が

で

き

た
｡

不

換
紙
幣
整
理

問
題
が

お

き

た

の

は
､

明

治

十

年
の

西

南
戦

争
以

後
増
発
さ

れ

た

紙
幣
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

西

南
戦
争
の

戦
費

を

支

弁
す
る

た

め

に

巨

額
の

紙
幣
が

増
発
さ

れ

た

ほ

か
､

国
立

銀

行
発

行
の

銀

行

紙
幣
に

た

い

す
る

制

限
を

緩
和
し

た

た

め
に

国

立

銀
行
が

続
々

設
立

さ

れ

銀

行
紙
幣
が

乱
発
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

『

東
京
経
済
雑
誌
』

が

発
行

さ

れ

た

明

治
十
二

年
頃
ほ

､

紙

幣
の

銀

貨
に

た

い

す
る

価
値
が

著
し

く

下

落

し

て

物
価
は

騰
貴

し
､

貿
易
は

大
幅
な

入

超
を

示

し
て

い

た
｡

田

口

は

こ

れ

に

た

い

す
る

対

策
を

経
済

凍
誌
に

つ

ぎ

つ

ぎ

に

発
表
し
て

い

っ

た
｡

そ

の

提
言

は

整

理

し
て

み

る

と
､

つ

ぎ

の

三

点
に

要
約
さ

れ

る
｡

第
一

は
､

紙
幣
は

す
べ

て

食
換
紙
幣
と

す
る

こ

と

を

ね

ら
い

と

し

て
､

明

治

十

年
以

来

増
発
さ

れ

た

紙
幣
を

目

安
と

し
て

こ

れ

が

錦
去
を

盛

ん

に

す
る

｡

第
二

ほ
､

国
立

銀

行
条

令
を

改
正

し
､

紙
幣
発
行

の

条
件
を

厳
重
に

し
､

究
換
の

方

法
を

た

て

う
る

よ

う
な

準
備
を

す
る

｡

国
立

銀

行
は

漸

次

整

理

し
て

い

き
､

残

存
す
る

も
の

は

商

拗
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業
銀

行
に

か

え
て

い

く
｡

第
三

は
､

こ

れ

ま

で

官
金
は

独
立
の

金

庫
を

も
っ

て

民

間
金

融
と

分

離
遮

断
さ

れ

て

い

た

が
､

官
金

出
納

を

託
す
る

中

央
銀

行
を

た

て
､

資
金
の

効

率
的

な

運

用

を

は

か

る
｡

こ

れ

ら
の

提
言
は

そ

の

ま

ま

実
現

し
た

わ

け
で

は

な
い

が
､

そ

の

意
図

し
た

と
こ

ろ
は

ほ

ぼ

達
成
さ

れ

て

い

っ

た
｡

す

な

わ

ち

松

方

大

赦
卿
の

も
と

で

明

治
十

四

年
以

降
紙
幣
整
理

は

き

わ

め

て

大

胆
に

実

行
に

移
さ

れ
､

明

治

十
五

年
に

は

日

本

銀

行

も

設

立

さ

れ
､

ま
た

明

治
十

九

年
か

ら

紙
幣
党

換
が

開

始
さ

れ

た
｡

田

口

は

松
方
の

整
理

が

急
激
に

す
ぎ
る

と

し
て

､

段
階
的

に

順
を

お

っ

て

鏑
去
を

す

す
め

て

い

く

よ

う

提
案
し
た

こ

と

も

あ

る

が
､

か

れ

が

念
願
と

し
た

紙
幣
の

党

換
性
の

成

立
に

つ

い

て

は

も

ち

ろ
ん

満
足

し
て

い

る
｡

『

東
京
経
済
雑
誌
』

は

｢

明

治
二

十

年

を

迎

ふ
+

と

超
し
て

､

｢

今
日

は

物
償
既
に

定

ま

り

て

復
た

下

落
す
べ

き

憤
れ

な

く
､

資
本

横
溢
し

金

利
低
落
し

て

容
易
に

欒
動
す
べ

き

徴
候
な

き
に

於
て

は
､

世
の

賓
業
家
が

数
年
来
蟄
伏

し

た

り

し

精
神
を

費

揮
し
て

以

て

社
食
に

出
現
せ

ら
る

る

は

畳
に

今

日

を

措
て

他
に

求

(

8
)

む
べ

け
ん

や
｡

+

と

謳
歌
し

て

い

る
｡

大
内

兵
衛
博
士

の

こ

と

ば

を

か

り

る

と
､

｢

〔

田
口
〕

博
士
は

と

も

か

く

も

多
幸
で

あ

つ

た
｡

彼
の

理

想
と

し

た

食
換
制

度
ほ

と

も

か

く

も

彼
の

愛
す
る

日

本
に

出
来
た

か

ら

で

あ

る
｡

+

ま

た

国
立

銀

行
に

つ

い

て

も
､

明

治

二

畑

十

九

年
､

存
続
す
る

も
の

は

商
業
銀

行
に

改
組
さ

れ

る

こ

と
に

な

っ

た
｡

こ

れ

も

田

口

の

提
言
の

と
お

り

に

な
っ

た
｡

再
び

大

内

博

士
の

こ

と

ば

を

か

り
る

と
､

｢

博
士

は

背
い

型
の

国
立

銀

行

を

廃

止

し

や

う
と

論
じ

た
｡

こ

れ

も

ま
た

博
士
の

云

ふ

が

や

う
に

賓
現

し
た

｡

あ

る

意
味
に

於
て

博
士
は

こ

れ

に
■も

成
功
者
で

あ

つ

た

と

(

9
)

云

へ

や

う
｡

+

ま
た

念
願
で

あ
っ

た

条
約
改
正

も

実
現

し

た
｡

明

治
二

十
七

年

以

降
､

旧

条

約
は

漸
次

改
正

さ

れ
､

関
税
自
主

権
も

し
だ

い

に

回

復
さ

れ

て

く

る

と
､

か

れ

の

当

初
か

ら
の

主

張
で

あ
っ

た

自
由
貿

易
政

策
が

本

来
の

姿
で

実
現
さ

れ

る

条

件
が

整
っ

た

は

ず
で

あ

る

が
､

同

時
に

ま
た

保

護
貿
易

主

義
と

具

体

的

な

政

策
に

お

い

て

頼

争
う
状
況
に

も

な
っ

た
｡

明

治
二

十

九

年
の

棉
花
お

よ

び

羊
毛
の

輸
入

税
の

免
除
は

田

口

の

自
由
貿
易
論
の

勝
利
で

あ
･
る

が
､

三

十

七

年
に

は

米
お

よ

び

粗
に

保
護
関

税
が

設

定
さ

れ

た

こ

と

は
､

保

護
貿
易
論
の

前
進
で

あ

る
｡

し

か

も

松
方
正

義
や

井
上

馨
は

リ

ス

ト

を

論

拠
と

し
て

農
業
保
護

貿
易
政
策
を

唱
道
し

て

き

た
｡

田

口

ほ

貿
易
政

策
論
争
が

い

よ

い

よ

実
地

問
題
と

な
っ

た

こ

と

を
よ

ろ

こ

ん

で
､

こ

れ

に

た

い

す

る

駁
論
を
か

い

た
｡

米
輸
入

税
の

増
徴

ほ

五

〇

万
円

程
度
で

あ

る

の

に
､

米
価
高
騰
に

よ
っ

て

国

民
の

こ

血
ワ

.

妙
′

熊
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ふ
叩

h
叩

一
い

ぅ

む
る

負
担
は

一

億
五

〇

万

円
の

巨

額
に

達
す
る

､

と
い

う
の

が

そ

の

反
対
の

論
拠
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

国

会

は

こ

の

保
護
関

税
を

と

お

し

て

し

ま
っ

た
｡

こ

の

時
期

以

後
､

日

本
の

貿
易
政

策
は

工

業
原

料
に

お

け
る

自
由
貿
易

と

主

食
に

関
す
る

保
護
貿
易
の

二

本

建
て

の

姿
を

と
っ

て

く

る
｡

田

口

卯
吉
の

主

張
は

こ

の

分
野
で

は

半
ば

貫
徹
し

半
ば

挫

折
し

た

と
い

っ

て

よ

か

ろ

う
｡

し

か

し

な
が

ら
､

民

間
の

経
済
評

論
家
と

し

て

の

田

口

の

評
価
は

､

た

だ

そ

の

政

策
上
の

提
言
の

成

否
の

み

を

も
っ

て

決
す

る

わ

け

に

い

か

な

い
｡

そ

の

提
言
を

さ

さ

え

た

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

触
れ

な

く
て

は
､

評
価
は

定

ま

ら

な
い

｡

つ

ぎ

に

そ

の

歴
史
解

釈
を

取
り

あ

げ
､

そ

こ

に

あ

ら
わ

れ

た

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

を

検
討
し

て

み

よ

う
｡

(

1
)

『

田

口

全

集
』

第
三

巻

『

経

済

(

上
)

理

論

及

理

論
闘
争
』

『

経

済
策
』

へ

の

序
､

八
一

ペ

ー

ジ
｡

(

2
)

『

田

口

全

集
』

第
三

巻

『

自

由

交
易

日

本

経

済

論
』

第
一

革
｢

経

済

畢
の

主

意
を

論

ず
+

三

-
一

三

ペ

ー

ジ

参

照
｡

(

3
)

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
繭

田

徳
三

稿

｢

解

説
+

二
一

ペ

ー

ジ
｡

(

4
)

『

田

口

全

集
』

第
三

巻
河

上

肇

稿

｢

解

説
+

八
ペ

ー

ジ
｡

(

5
)

『

田

口

俸
』

二

七

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

6
)

『

田

口

全

集
』

第
五

巻

｢

條

約
改
正

論
+

四

四
ペ

ー

ジ
｡

(

7
)

『

田

口

全

集
』

第
五

巷

｢

僕
約

改
正

論
+

七

九

-
八

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

8
)

『

田

口

全

集
』

第
七

巻

『

金

融
』

四

一
〇
ぺ

-

ジ
｡

(

9
)

『

田
口

全

集
』

第
七

巻

大
内

兵

衛
稿

｢

解

説
+

二

八
ペ

ー

ジ
｡

歴
史
解
釈
の

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

田

口

卯
吉
は

そ

の

経
済

自
由

主

義
を

裏
づ

け
る

社
会

理

論
を

も

っ

て

い

た
｡

そ

の

社

会

理

論
は

､

古
典
派

経

済
学

着
た

ち
が

も
っ

て

い

た

よ

う
な

､

自
然
法

思

想
に

親
近

な

性
格
を

も
っ

た

も
の

で

は

な
い

｡

ス

ペ

ン

サ

ー

に

代
表
さ

れ

る

よ

う

な
一

種
の

進
化

思
想

を

基
礎
と

す

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

こ

に

い

わ

ば
ス

､

､

､

ス

の

経
済

自
由
主

義
と
ス

ペ

ン

サ

ー

の

進
化

思

想

と

を

結
び

つ

け

た

よ

う
な

思

想
が

形

成
さ

れ

た
｡

田

口

は

こ

の

よ

う
な

思
想

に

た
っ

て

明

治

維
新
を

意
義
づ

け
､

明

治
の

社

会
の

時
代
的
な

課
題

を
つ

か

み

だ

そ

う
と

し
た

｡

田

口

は

『

自
由
交
易
日

本

経
済
論
』

を

著
わ

し

た

の

ち
､

明

治

十
一

年
か

ら

十
五

年
に

い

た

る

間
に

逐

次

『

日

本

開

化
小

史
』

全

六

冊
を

刊

行

し
て

い

っ

た
｡

こ

の

開

化

小

史
は

社

会
理

論
を

活
用

し

て
､

日

本
の

文

明
の

進
化
の

跡
を

系
統
的
に

説
明

し

よ

う

と

し

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

社

会
理

論
は

第
一

に
､

社

会
を

生

物
有

機
体
に

な

ぞ

ら

え

て

こ

れ

を
一

種
の

有
機
体

と

み
､

こ

れ

を

構
成

す
る

経

済
･

政

治
･

文

化
の

各
領
域
の

あ

い

だ

に

は

相
互

関

係
が

ぁ

り
､

し
た

が

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

の

進
歩
の

程
度
に

は

い

わ

ば

発

展

段
階
の

同

時
性
と

も

称

す
べ

き

も
の

が

あ

る

と

考
え

た
｡

｢

凡
そ

舶
ィ

⊥
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人
心
の

文

野

は
､

貸
財
を

得
る

の

難
易
と

相

侯
て

離
れ

ざ

る

も

の

な
ら

ん
｡

貸
財
に

富
み

て

人
心

野
な

る

地

な

く
､

人
心

文
に

し

て

貸
財
に

乏
き
の

国
な

し
､

其
割
合
常
に

平
均

を

保
て

る

事
､

蓋
し

(

1
)

文

運
の

絶
て

の

有
様
に

捗
り

て

異
例
な

か

る

べ

し
｡

+

こ

の

文

章

な

ど

ほ
､

田

口

の

基
本
的
な

視
点
を

示
し

て

い

る

も
の

と
み

て

よ

ヽ

0

ヽ

)

第
二

に
､

こ

の

社

会
有
機
体
の

進
化
に

つ

い

て

は
､

貨
財
を

得

る

仕
方

と

人

間
の

構
想

力
と

に

注
目

し
､

制
度
文

物
の

変
遷
を

こ

れ

ら

の

要

因
に

よ
っ

て

説
明
し

ょ

ぅ
と

し

た
｡

貸
財
を

得
る

た

め

に

交

渉
範
囲
が

広
が

り
､

貸
財
も

豊
富
に

な
れ

ば
､

人

間
の

構
想

力
を

刺

激
し

､

こ

れ

に

応
じ
て

制
度
が

形
成
さ

れ

る
｡

ひ

と

た

び

形
成
さ

れ

た

制
度
は

人

間
の

構
想

力

を

制
約

し
､

い

わ

ば

｢

仮

面
+

と

し
て

の

役
割
を

は

た

し
て

い

く
｡

こ

の

仮
面

を

か

ぶ

る

こ

と

に

よ
っ

て

社

会

的
な

交
渉
の

処

理
が

容
易
に

な

る
｡

し

か

し

仮

面
は

い

つ

ま
で

も

有
用
な

役
割
を

は

た

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い
｡

基
本
的
な

事
態
の

変
化
が

起
こ

れ

ば
､

古
い

仮
面
は

か

な

ぐ

り

す
て

て

い

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

が

進

化
で

あ
る

｡

倫
理

の

ご

と

き

も
一

種
の

仮
面
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

田

口

卯
吉

は

ス

ぺ

ン

サ

ー

に

な

ら
っ

て

｢

倫
理
の

情
は

度
々

の

経
験
を

積
ん

(

2
)

で

欒
性
せ

る

自
利
心

な

り
+

と

み

る

が
､

こ

こ

で

｢

経
戯
+

と

呼

ん

で

い

る

の

は

行

動
者

個
人
の

経

験
で

は

な

く

社

会
の

多
数
の

成

城

員
の

歴

史
的
経

験
で

あ

り
､

｢

欒
性
+

と

い

う
の

は

世

人
の

評
判

､

つ

ま

り

構
想

力
に

よ
っ

て

多
数
の

利
益

と

み

ら
れ

た

も
の

に

適
合

す
る

よ

う
に

､

各

人
の

自
利
心

が

調

整
さ

れ

る

こ

と

を

意
味
し
て

い

る
｡

田

口

は

こ

の

こ

と

を
､

｢

之
を

要
す
る

に

倫
理

の

情

は

私

利
心
の

枝

葉
な

り
､

善
意
邪
正
の

考
は

世

人
の

評
判
を

得
て

而
し

(

3
)

て

後
に

螢
す
る

も
の

な
り
+

と

述
べ

て

い

る
｡

第
三

､

田

口

の

社

会

理

論
に

と
っ

て

特

徴
的

な
こ

と

は
､

人

間

社

会
の

｢

正

状
+

と

｢

攣
状
+

と

を

区

別

し

た

こ

と
で

あ

る
｡

か

れ

は

｢

夫
れ

人
の

社

食
に

仲
間
入
り

す
る

も

の

は
､

素
と

英
俊
を

得
て

､

一

生
を

快
楽
な

ら

し

め

ん

が

蔑
め

な

ら

ず
や

､

各
々

自
ら

其
利
を

計

り

て

努
作
し

､

害
を

他
に

及
ぼ

さ

ざ

れ

ば

其
事
己

ま
ん

の

み
+

と

み

て
､

こ

れ

に

関
し

て

｢

人

間
社
食
た

る

も
の

宜

し

く

此
の

如
く

な
る

べ

し
､

是
余
が

人

間
敢
合
の

正

状
と

稀

す

る

所

也
+

と

述
べ

て

い

る
｡

す

な
わ

ち

｢

人

間
社
食
の

正

状
+

と

は

社

会
の

理

想

的
な

状
態

に

ほ

か

な

ら
な

い
｡

し

か

し

既
往
の

社

会
の

状
態
は

こ

の

｢

正

状
+

か

ら

は

ず
れ

て

い

る
｡

か

れ

ほ

こ

れ

を

｢

人

間
社
食
の

欒
状
+

と

呼
び

､

｢

人

世

攣
多
し

､

或
ほ

図

を

立

て

或
は

主
を

立
て

､

動
も

す
れ

ば

互
に

相

春

暖
し

て

以
て

快
と

呼

ぶ
､

紳

橿
､

忠
義

､

報

国
の

敦
亦
少

し

く

其
勢
を

従
逸
す

る

も
の

血
ワ
.

+

野

一

払
ワ
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丘

叩

▲
叩

_
川

(

4
)

な

き
に

あ

ら

ず
､

豊
に

能

く

萬
世

不

易
の

敦
と

な

す

を

得
ん

や
+

と

し
て

､

従

来
の

封
建
的
な

教
説
に

た

い

し

て

批
判

を

加

え

る
｡

こ

う
い

っ

た

理

論
を

根
底
に

お

い

て
､

田

口

卯
吉
は

､

日

本
の

制
度
文

物
の

進
化
の

跡
を

整
理

し

て

み

せ

る
｡

す
で

に

進
化

論
的

な

視
点
に

た
っ

て

い

る

以

上
､

か

れ

自
身
を

｢

敗

残
者

､

被
歴

迫

者
+

の

境
涯
に

陥
れ

た

明

治

維
新
も

進
化
の

二
埠
程
と

し
て

肯
定

し

な
い

わ

け
に

い

か

な
い

｡

し

か

し

明

治
維
新
に

つ

い

て

は
､

｢

蓋

し

徳

川

氏
の

制
ほ

諸
侯
及
び

人

民
の

反

乱
を

防
ぐ
に

最
も

赦

密
な

る

所
あ

り
､

故
に

二

百
五

十

年
の

久

し

き
一

諸

侯
の

叛
く

も

の

あ

る

な

し
､

然
れ

ど

も

海
内

連
合

し
て

外

敵
に

向

う
に

至

り

て

(

5
)

は
､

封
建
制

魔
の

直
劃
全
く

無
用
の

も
の

と

な

れ

り
+

と

述
べ

て

い

る

程

度
で

､

そ

の

基
本

的

見

解
と
の

関
連
は

十
分

に

解
明
さ

れ

て

い

な
い

｡

と

こ

ろ

が

｢

欒
遷
の

大

勢
+

(

明

治
二

十
二

年
)

に

な

る

と
､

明

治

維
新
の

意
義
づ

け
に

つ

い

て

明

確
な

歴
史
解

釈
に

出

会
う

｡

田

口

卯

吉
は

明

治
維
新
以

後
の

変
遷
は

ど

｢

奇
に

し

て

且

つ

快

な
る
+

も
の

は
､

世

界
の

革
命
史

上

そ

の

類
例

を

見

な

い

と

す

る
｡

お

そ

ら

く
フ

ラ

ン

ス

革
命
よ

り

も

大
き

な

変
革
で

あ

る

と
い

ぇ
よ

う
と

説
く

｡

多
く
の

革
命
は

こ

れ

を

推
進
し

た

も
の

の

念
頭

に

は

｢

蓮

せ

ん

と

欲

す
る

の

埠
頭
+

が

あ
っ

て

起
こ

っ

た
も

の

で

ぁ

る

が
､

独

り

明

治
維
新
だ

け

は

ま
っ

た

く

無
想

外
の

結
果
を

招

い

た
｡

鎖
国
論
者
の

力
を

か

り

て

開
港
を

断
行
し

､

諸

侯
の

カ

を

か

り

て

封
建
制

度
を

一

掃
し

､

武
士
の

カ

を
か

り

て

農
商
工

の

カ

を
お

こ

し
､

神
儒
仏
の

力

を
か

り
て

キ

リ

ス

ト

教
の

伝
播
を

行

な

っ

た
｡

こ

れ

は

変
革
の

主

体

を

む
し

ろ

｢

欒
遷
の

大

勢
+

と
も

称

す
べ

き

も

の

に

求
め
る

ほ

か

は

な
い

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

｢

大

勢
+

は

｢

貴
族
的
な

開
化
+

か

ら

｢

平
民

的
な

開

化
+

へ

向

ぅ
社

会
改

良

を

促
進
し

､

政

治
か

ら

経
済
へ

重

点
を

移
し

て

い

く

傾
向

を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

傾
向
の

た

ど

り
つ

く

埠
頭
は

｢

経
済

的
商
業
的
の

敢

曾
+

で

あ

る
｡

｢

国
家
の

勢
力

は

必

ず

歳
月

と

共

に

武
士

的
の

人

物
よ

り

移
り

て
､

平
民

的
の

人

物
の

手
に

節
す
る

事
疑
ふ

ぺ

か

ら

ざ
る

な

り
｡

鼓
に

至

り

て

戌
辰
の

革
命
は

正

に
一

段
落
を

結
び

た

り

と
云

ふ

べ

し
｡

日

本

社
食
の

大

般
は

正

に

商
業

組
織
の

一

埠
頭
に

達
し

た

り

と

云

ふ
べ

し
｡

而
し

て

封
建
の

残
物

(

6
)

は

殆
ん

ど

痕
跡
を

社

食
に

雁
て

り

と

云

ふ

べ

し
｡

+

こ

こ

で

｢

経
済
的
商

業
的
の

社
食
+

と

呼
ん

で

い

る

の

は
､

明

ら
か

に

そ

の

構

想

を

ス
､

､

､

ス

.
の

｢

商

業

社

食
+

(

C
｡

m
m
e

邑
巴

冒
0

6
.

t

y
)

か

ら

得
た

も
の

と
い

え

よ

う
｡

『

経
済
世

界
』

(

明

治

十
五

年
)

の

な
か

で

こ

ん

な

文

章
を

見

出

す
｡

｢

世

界
多
数
の

民

は

綬

ウ

J

済
世

界
の

自
由
居

な
り

､

脛
済
世

界
の

大
東
は

自
由
な

り
､

帝
王

4 3
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な

く

大

洗
鼠
な

し
､

況

ん

や

存
知
事
騒
令
を

や
､

況

ん

や

都
直
長

戸
長
を

や
､

覆
ふ

所
は

天
の

み
､

載
す
る

所
は

地
の

み
､

其
他

一

事
の

其

自

由
を

妨

害
す

る

も
の

な

き
な

り
､

人

類

其
間
に

生
れ

其

(

7
)

の

楽
を

極
め

て

死

す
､

豊
に

亦
た

愉
快
な

ら

ず
や

｡

+

こ

れ

は

か

つ

て

｢

人

間
社

食
の

正

状
+

と

呼
ん

だ

と
こ

ろ
の

理

想

社

会
に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

し
か

も
こ

の

埠
頭
を

臥
ざ

す

｢

欒
遷
の

大

勢
+

は

た

ん

な
る

歴
史
上
の

偶
然
で

は

な
い

｡

｢

社
食
に

大
理

あ

り
+

(

明

治

二

十
一

年
)

で

主

張
し
て

い

る

よ

う
に

､

｢

社

食
の

大

理
+

に

従

う

こ

と
に

よ
っ

て

発
動
し
て

く
る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

論
稿
で

は

ス

ペ

ン

サ

ー

の

社

会
有
機

体

説
を

摂

取
し

､

田

口

は

社

会

を

｢

大
な

る

固

錐
形
+

に

喩
え

て

い

る
｡

こ

の

円

錐
形
の

基

礎
を

な

す

も
の

は

大

衆
で

あ

り
､

そ

の

尖

頭
を

な

す
も
の

は

知
識
と

貸
財
に

富
む

も

の

で

あ

る
｡

社

会
の

進
歩
は

こ

の

基
礎
を

広
く

豊
か

に

し
､

そ

の

尖

頭
を

低
く

し
て

い

き
､

独
立

独

行
そ

の

生

計
を

た

て

え

な
い

よ

う
な

極
貧

者
を

少

な

く
し

て

い

く
｡

そ

う
い

う

｢

偶
中
の

理
+

(

ロ
0
0
t

ユ
ロ

O
h

c

F
P

ロ
〔

e
)

が

働
く
の

で

あ

る
｡

政

治

家
は

こ

の

｢

社

食
の

大

理
+

に

通

じ
､

こ

れ

に

も

と

る

よ

う

な

政

策
を

行
な

わ

な

い

よ

う
心

を

く

だ

か

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

田

口

は

ふ

た

た

び

経

済
自
由
主

義
こ

そ

こ

の

｢

欒
遷
の

大

勢
+

を

促
進
す
る

も
の

だ

と

主

張
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

田

口

卯
吉
は

こ

の

よ

う
に

明

治
維
新
を

意
義
づ

け
､

そ

の

革
新

越

を

完
成
さ

せ

る

も
の

は

経

済
自
由
主

義
以

外

に

な
い

と

説
く

｡

こ

れ

に

よ
っ

て

｢

敗

残
者

､

被
歴

迫

者
+

で

あ
っ

た

か

れ

自
身
を

､

か

え
っ

七
こ

の
■

｢

欒
遷
の

大

勢
+

に

お

い

て

主

体

性
を

主

張
し

う

る

も

の

に

変
え

て

み

せ

る
｡

こ

の

歴
史
解
釈
は

そ

の

時
代
を

歴
史

の

動

向
の

な

か

に

位
置
づ

け
､

そ

の

課

題
を

明
示

七
､

そ

れ

に

よ

っ

て

歴

史
の

将
来
の

担
い

手

を

確
定
し

ょ

う
と

し

た

意
味
に

お

い

て
､

た

し

か

に

び

と
つ

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

役
割
を

は

た

し
て

い

る
｡

し

か

し

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

で

あ

る

と

す
れ

ば
､

た

ん

に

田

口

ひ

と
り

の

も
の

で

な

く
､

そ

れ

に

よ

っ

て

人
々

を

組

織
し

､

そ

の

行

動
を

規
制
し

て

い

か

な

く
て

は

な
る

ま
い

｡

こ

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

は

ど

の

よ

う

な

階

層
の

人
々

を

組
織
し

た

の

か
｡

か

つ

て

森

戸
辰

男
氏
が

そ

の

論
稿
｢

文
明

史

家

並
に

敢
合
改

良

.

論
者
と

し

て

の

田

口

鼎

軒
+

(

『

我

等
』

昭

和
二

年
六

月
)

で
､

こ

れ

を

｢

向

上

的
ブ

ル

ヂ

ォ

ア

ジ

ー

の

イ

デ
オ
.
ロ

ギ

ー
+

と

解
釈
し

た

の

に

た

い

し
て

､

福
田

徳
三

博
士

は

批
判
を

加

え
､

こ

れ

は

｢

文

明

開

化
の

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー
+

に

ほ

か

な

ら

な

い
｡

一

種
の

｢

平

民

的
啓

蒙
的
政

治
哲
畢
+

で

あ

り
､

啓
蒙
主

義
と

い

う

点
で

は

｢

明

治
維
新
の

先

導
者
に

一

般
共

通
の

哲
畢
+

で

あ
っ

た
｡

南
澤
諭
吉

も

伊

藤
博
文
も

大

隈
重

信
も
こ

れ

を

も
っ

て

い

た
｡

た

だ

田

口

卯

申
.

止
町
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㍉

用
ぃ

⊥
円
叩

血
M

吉
の

場
合
は

､

そ

の

啓
蒙
主

義
が

｢

政

治
的
敗

残
者

､

被
歴
迫

者

の

色
を

著
し

く

帯
び

て
+

い

た

と

す
る

｡

そ

し

て

注

目
に

値
す

る

こ

と

に

は
､

｢

昔
時
の

西

洋
の

ブ

ル

ヂ

ォ

ア

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

で

あ

つ

た

と

は

無
論
云

ひ

得
る

で

あ

ら

う

が
､

現

資
の

日

本
の

其
れ

(

8
)

で

あ

つ

た

と

は
､

甚
だ

言
び

難
い

や

う
に

思

は

れ

る
+

と

結
論
さ

れ

る
｡

今
日

､

こ

の

提
説
を

顧
み

て

み

る

と
､

そ

こ

に

二

つ

の

こ

と
が

示

唆
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
え

る
｡

第
一

に
､

資
本

主

義
建

設
の

型
に

つ

い

て
､

ゲ
ェ

ル

シ

ュ

ン

タ

ロ

ン

の

捷
説
に

従
っ

て
､

そ

の

主

体
が

企
業

か

銀

行
か

政

府
か

に

注
目
し

て

こ

れ

を

区

別

す
る

と

す
れ

ば
､

日

本
の

場
合

､

ま
さ

し

く

政

府

型
を

と
っ

て

い

る

こ

と
は

疑
い

を

い

れ

な
い

｡

と
こ

ろ
で

ゲ
ェ

ル

シ

ュ

ン

タ

ロ

ン

は
､

こ

れ

ら
の

型
の

分
化

は

そ

れ

ぞ

れ

の

国
の

も
つ

経
済
的
な

後
進
性
に

応
じ
て

起
こ

る

も

の

で

あ

る

が
､

経

済
的
後
進
性
の

ゆ

え

に

建
設
の

主

体
が

企

業
で

な

く
､

銀

行

や

政

府

と

な
る

場
合
に

は
､

経

済
自
由
主

義
と

は

異
な
っ

た

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

的
な

支

柱
が

必

要
だ

と

主

張
し

た
｡

た

と

え

ば

銀
行

型
の

フ

ラ

ン

ス

の

場
合
に

は

サ

ン

･

シ

モ

ン

の

社

会

主

義
､

政
府

型
の

帝
政
ロ

シ

ア

の

場
合
に

は

マ

ル

ク

ス

主

義
が

､

そ

れ

ぞ

れ

の

支

柱

(

9
)

に

な
っ

た

と

し

て

い

る
｡

と
こ

ろ

が

日

本
の

場
合

､

一

般
に

｢

明

治

維
新
の

先

導
者
+

た

ち
が

田

口

卯
苦

と

特
に

異
な
る

哲
学

を

も

っ

て

い

た

と

は

い

え

な
い

と

す

る

と
､

｢

昔
時
の

西

洋
の

ブ

ル

ヂ

ォ

ア

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
+

を

も
っ

て

政

府
型
の

資
本

主

義
建
設
を

行

な
っ

た

こ

と

に

な

る
｡

め

ず
ら

し
い

事
例
で

あ

る
｡

た

だ

勧
業

政

策
の

推
進
者
と

な
っ

た

政

府

要
路
の

人
々

は
､

実

際
の

経

験
に

教
え

ら
れ

て
､

こ

の

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

を

｢

帽
子
+

の

よ

う
に

､

必

要
な

と

き
だ

け
か

ぶ
っ

て

み

た

に

す

ぎ

な
い

｡

と
こ

ろ
が

田

口

卯

蕾
に

と
っ

て

は
､

こ

れ

は

た

ん

な
る

帽
子
で

は

な
か
っ

た
｡

こ

れ

を

生

涯
の

信
条
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

｢

明

治
維
新
の

敗
残
者

､

被
歴

迫

者
+

の

境
涯
を

脱
し

て

生

き

て

い

く

道
を

見

出
さ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
｡

か

れ

が

｢

好

個
濁
立
の

市

民
+

と

な
っ

た

ゆ

え

ん

も
､

そ

こ

に

見
出
せ

る
｡

第
二

に
､

西

欧
の

市

民

社

会
を

模
範
と

し
て

近

代
化
を

計
っ

た

日

本
が

､

お

の

ず
か

ら
そ

の

模
範
と

は

型

を

別
に

す
る

社

会
を

構

成
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た

こ

と
で

あ

る
｡

市
民

社

会
を

模
範
と

し

て

形
成
さ

れ

る

社

会
は

か

な

ら

ず
し

も

市
民

社

会
と

同

じ

型
の

も

の

と

な

る

わ

け

で

は

な
い

｡

か

つ

て

杉
村
虞
戒
博
士

ほ

日

本
文

化

の

特

徴
を

｢

典
型
の

模

倣
+

を

こ

と

と

す

る

｢

典
型

主

義
の

文

(

1 0
)

化
+

と

し
て

解

釈
し

て

み

せ

た
｡

と
こ

ろ

で

｢

典
型
の

模
倣
+

を

こ

と

と

す
る

社

会
は

､

パ

ー

ソ

ン

ス

に

な

ら
っ

て

い

え

ば

｢

典

5

型
+

そ

の

も
の

は

特
殊
な

も
の

と

し
て

与
え

ら

れ

る

か

ら
､

い

か

4 3
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に

精
進

を

重
ね

､

業
績
を

重

ん

じ

て

も
､

い

き
お

い

｢

特
殊
主
義

(

1 1
)

的
=

業
績
主

義
的
+

な

型
を

と

ら

ざ

る

を

え

な
い

｡

西

欧
の

市
民

社

会
が

｢

普
遍
主
義
的
=

業
績
主

義
的
+

な

型
を

と
っ

て

い

る

の

と

比
べ

る

と
､

そ

こ

に

型
の

相

違
が

生

れ

て

く
る

｡

明

治
期
の

日

本

社

会
が

市
民

社
会
と

似
て

非
な
る

も
の

と

な

ら

ざ

る

を

得
な
か

っ

た

の

も
､

理

由
な

し

と

し

な
い

｡

西

欧

風
の

経

済
自
由
主

義
を

忠
実
に

実

践
し

ょ

う

と

し
た

田
口

卯
吉
は

､

当
時
の

社

会
に

お

い

て

少

数
者
と

し

て

留
ま
る

こ

と
に

な
っ

た
｡

も

し

市
民

社

会
が

本

格
的
に

展

開
し

て

い

る

と

す

れ

ば
､

｢

濁
立
の

市

民
+

と
い

っ

た

こ

と

ば

が

ひ

と

を

特
徴
づ

け
る

評
語
と

は

な

り

え

な
い

は

ず
で

あ

る
｡

4 3 2 1

『

田
口

全

集
』

第
二

巻
『

日

本

開
化

小

史
』

八
ペ

ー

ジ
｡

『

田
口

全

集
』

第
二

巻

『

日

本

開

化

小

史
』

二

四
ペ

ー

ジ
｡

『

田
口

全

集
』

第
二

巻

『

日

本

開

化

小

史
』

二

六
ペ

ー

ジ
｡

『

田
口

全

集
』

第
二

巻
『

日

本

開

化

小

史
』

五

四
ペ

ー

ジ
｡

(

5
)

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
『

日

本

開

化

小

史
』

→

一

五

ペ

ー

ジ
｡

朋

(

6
)

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
｢

欒
遷
の

大

勢
+

五

三

三

ペ

ー

ジ
｡

卓

(

7
)

『

田

口

全

集
』

第
三

巻

｢

経

済
世

界
+

一

四

六

-
四

七
ペ

ー

ジ
｡

(

8
)

『

田

口

全

集
』

第
二

巻
肩

田

徳
三

稿

｢

解
説
+

二

二

ペ

ー

ジ
｡

(

9
)

G
e

→

琶
ど
n

打

3
日

､

A
-

e

印
p

n
n

訂
→

〉

由
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