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十
八

世

紀
後
半
に

お

け
る
ロ

シ

ヤ

経
済
思
想
史
の

部
分
像渋

谷

け
n

P長

β∂∂

十

八

世

紀
後
半
の

ロ

シ

ヤ

で

展
開
さ

れ

る

啓
蒙
思

想
の

､

一

つ

の

帰

結
を

A
･

H
･

ラ

デ

ー

シ

チ
ェ

フ

の

き

び

し
い

社

会

批
判
に

求
め
る

と

す
れ

ば
､

啓
蒙
の

初
期
に

お

け

る

C
･

E

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

と

H
･

A

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

の

存
在
は

､

あ
る

意
味
で

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

先

駆

者
と
し

て

位
置
づ

け

る

こ

と
が

で

き
る

｡

モ

ス

ク

ワ

大

学

の

創
始
者
爪
･

B

･

ロ

モ

ノ

ー

ソ

フ

(

一

七
一

一

-
六

五
)

の
､

創
業
の

志
を

凝
ぐ
こ

の

二

人
の

モ

ス

ク

ワ

大

学

教
授

は
､

そ

の

才

能
を

み

と

め

ら

れ

て

早

く
か

ら
グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学
へ

留
学
さ

せ

ら
れ

､

帰
国
後
は
ロ

シ

ヤ

の

農
奴

制
的
な

現

実
の

な
か

で

こ

れ

に

原
理

的
な

批
判

を

加
え

､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
な

経

済

思

想

(

1
)

を

展
開
す
る

活

動
を

続
け

た
｡

当
時
の

ロ

シ

ヤ

社

会
に

た

い

す
る

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
批

判
と

は
､

地

主

=

貴
族
に

よ

る

封
建
的
土

地

所
有
と

､

農
奴
制

的

諸

関
係
と

に

た

い

す
る

香
定

的
態
度
を

主

軸
に

し
て

い

た
｡

一

方
､

女

帝
の

エ

カ

テ

リ

ナ

二

世
は

､

西

欧
の

知
識
人
に

た

い

し

て

は

思
わ

せ

ぶ

り
に

み

ち
た

書
簡
の

往
復
に

よ

っ

て
､

啓
蒙
思

想

家
と

し
て

の

外

観
を

と

る

反
面
で

､

侵
略
的
な

権
力
外
交
と

武
力
に

よ

る

膨
脹
政

策
に

狂

奔
し

､

内
に

あ
っ

て

は

専
制
君

主

と

し
て

農
奴

制
の

拡
大

政

策
と

､

こ

れ

に

も

と
づ

く
い

び

つ

な

近

代

化
へ

の

過

寒
を

推
進

し

て
､

結
果
に

お

い

て

国

内
の

保

守
勢

力

を

陰
に

陽
に

支

援
し
て

い

た
｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

と

ト
■
レ

チ

ャ

コ

ー

フ

の

学
説
は

､

形
の

上

で

は

直

接
に

エ

カ

テ

リ

ナ

二

世
の

政

治

批

判
を

意
図

し

な
か

っ

た

が
､

そ

の

方

向
を

論

理

的
に

追

求
し
て

ゆ
け

ば
､

結
局

は

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

が

提
出
し

た

結
論
へ

達
せ

ざ

る

を

え

な
か

っ

た

で

あ

ろ

♯

特

坤

叫

巨甘

嶋
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知

新

血

一

計

廿】
辞

ぅ
｡

だ

が

こ

の

二

人
の

学

者
は

辛
か

不

幸
か

､

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

の

主

著
で

あ

る

旅
行

記
の

出
版
と

フ

ラ

ン

ス

革
命
の

発
生

と

に

先

だ
っ

て
､

社
会

的
活
動
を

や

め

て

い

た
｡

一

デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

(

?

1
一

七

八

九
)

は

経

済

学
の

発

展
を

､

法
律

学
と

の

不

可

分

な

関

係
に

お

い

て

考

察
し

た
｡

彼
は

道
徳
哲

学
と

自
然
法
と
の

統
一

に

つ

い

て

の

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

の

業
績
を

と

く

(

2
)

に

指
摘
し

て

い

る

が
､

儀
の

大

学
に

お

け
る

法
律
学
の
･
講
義
を
見

る

と
､

留
学
中
に

聴
講
し
て

強
い

感
銘
を

受
け

た

と

思

わ
れ

る

ス

､

､

､

ス

の

『

グ

ラ
ス

ゴ

ー

大

学

講
義
』

と

は
､

か

な

り
そ

の

構
成
を

異
に

し
て

い

る

点
が

ま

ず
注

目
さ

れ

る
｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は
､

そ

の

法
律
学
講
義
の

始
め

に

お

い

て
､

権

力
と

国
家
の

由
来
を

と

り
あ

げ
､

国

家
の

発
生

と

支

配

形
態
を

､

そ

れ

ぞ

れ

の

国
民
の

経

済
的

基
盤
の

相

違
と
い

う

観
点
か

ら

論
じ

た
｡

彼
は

経
済
の

発
展
に

､

狩
猟

段
階

･

農
耕
段
階

･

商
業
段
階

(

3
)

の

三

段
階
を

設
け

る
｡

こ

の

場
合
に

彼
が

言

う
商
業
と

は
､

国

家

に

お

け

る

商
業
活

動
お

よ

び

工

業
活
動
の

一

定
の

発
展
段
階
を

指

し

て

い

る
｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は

最
高
の

発
展
段
階
で

あ

る

商
業
段

階
に

お

い

て

は
､

商
人

が

国

土
の

経
済
に

お

け

る

決
定
的
で

基
本

的
な

役
割
を

､

果
さ

な

く
て

は

な
ら
ぬ

と

考
え

た

の

で

あ

る

が
､

こ

の

点
に

､

経

済
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
発

展
の

必

要
性
に

た

い

す
る

彼
の

認

識
の

一

端
を

う
か

が

う
こ

と
が

で

き
る

｡

そ

れ

だ
か

ら
こ

そ

彼
の

言
う

商
人

は
､

｢

手

代
や

番

頭
を

も
つ

こ

と

な

く
､

一

切

(

4
)

に

か

ん

し

て

み

ず
か

ら

配

慮
し

監

督
す
る
+

商
人

を
理

想
と

し
､

い

わ

ゆ

る

前
期
的
商
人
と

は

性
格
を

区

別

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

考
え

ら
れ

る
｡

彼
は

し

た

が
っ

て

商
人
と

勤
労
民

を
､

貴
族
に

対

立

す

る

も
の

と

し

て

と

ら

え
る

｡

貴
族
の

手
に

は

｢

他

人
の

手

に

な
る

全
て

の

も
の

が

入

り
+

､

貴
族
は

｢

何
に

た

い

し

て

も

自

(

5
)

分
の

汗
を

流
さ

な
い
+

と

指
摘
し

て
､

彼
は

学

生
の

注

意
を

貴
族

身
分
の

寄
生

的

性
格
へ

向
け

さ

せ

よ

う

と

し
た

｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

に

よ

る

と

｢

国

家
に

お

け

る

人

民
の

圧

制
と

奴

隷
化
の

設

定
を

､

つ

ま

り
､

祖

国
全

体
と
い

う

考
慮
か

ら

し

て

圧

制
は
い

か

な

る

効
果
を

及
ぼ

し
､

あ

る

国

家
で

は

そ

れ

が

廃

止

さ

れ

て

い

る

の

に

他
の

国
々

で

は

ぐ

ず
ぐ

ず
と

残
っ

て

い

る

の

は
､

ど
の

よ

う
に

し

て
､

い

か

な
る

理

由
に

よ

る

の

か
､

を

歴

史
的

･

(

6
)

形

而
上

学
的

･

政

治

的

な

し
か

た

で
+

示

す
こ

と
が

､

講
義
の

目

的
で

あ

る
｡

彼
の

学

問
的
な

希
求
は

､

こ

こ

に

尽
き

る

わ

け
で

あ

る

が
､

圧

制
と
奴
隷
化
の

問
題
へ

の

歴
史

的
な

ア

プ

ロ

ー

チ

は
､

き

わ

め
て

力

強
さ

に

み

ち
て

い

る
｡

彼
は

封
建
=

畠
奴

制

的
な

社

淵
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会
関
係
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
反
対

者
と

し
て

､

農
奴

農
民
に

た

い

す

る

地

主

的

権
力

を

法
律
上
で

正

当

化
し

､

封
建
的

所
有
を

自
然
的

か

つ

永
遠
の

も
の

と

し
て

認

め
る

貴

族

身

分

の

イ

デ

オ

ロ

ー

グ

ヘ

､

ま
っ

こ

う
か

ら

対

立

し

た
｡

彼
に

よ

る

と
､

圧

制
と

奴
隷
化

は

国

家
の

発
展
の

一

定
の

段

階
で

発
生

し

た
の

ち
､

廃
止

さ

れ

て

し

か

る
ぺ

む

歴
史
的

過

程
に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

課
題
が

解

決
さ

れ

た

の

ち

の

商

業

段

階
で

は
､

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

的

工

業
(

商
品
生

産
)

の

形
成

と

発
展

･

農
村
経
済

･

商
業
奨
励

･

信

用
･

貨
幣
の

発
行
と

流
通

･

国
税
の

徴
集

･

国
家
予

算
な

ど
の

経

済
問

題
だ

け

が
､

警
察
コ

｡

毒
与
泊

の

領
域
に

属
す
る

｡

警
察
の

関

連
す
る

と

こ

ろ

は
､

貴
族
た

ち
の

利
益

･

彼
ら
の

所
領
お

よ

び

農

奴
に

た

い

す
る

権
利
の

保
存
に

つ

い

て

の

関
心

で

は

な

く
､

｢

住

民
た

ち
の

維
持
と

安
全
に

益

す
る

幸
福

･

福
利
に

か

ん

す
る

一

切

(

7
)

の

点

を

明
ら

か

に

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は

社
会
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

発

展
の

契

機
と

し

て
､

商
(

工
)

業
を

重

要
視

し

た

け
れ

ど

も
､

時
代
の

封
建
=

貞

奴
制
的

な

現

実
を

反

映
し

て
､

農
業
の

問
題
に

も

深
い

注
意
を

払

っ

て

い

る
｡

だ

が

こ

こ

に

お

い

て

も

問
題
は

､

国
民

鮭
済
全

体
の

発
展
と
い

う
見
地
か

ら

取

り

あ

げ
ら

れ

る
｡

｢

不

動

産
と

し

て

の

土

地

は
､

あ

ら

ゆ

る

国
家
に

お

い

て

常
に

確
実
な

財
宝

と

見

な
さ

れ

る

の

だ

か

ら
､

こ

の

理

由
に

も

と
づ

い

て

こ

こ

で

は
､

い

か

な

9 ｡ウ
～

る

最
良
の

手

段
に

よ
っ

て

農
耕
を

完
全
な

状
態
へ

み

ち
び

く
か

､

を

考

察
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

ご

こ

の

引

用
と

関
連
し

て

取

り

あ

げ

ら
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

は
､

土
地

私

有
の

発
生

を

主
と

し
て

論
じ
た

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

の

論
文

『

民

衆
が

社

会
生

活
の

種
々

な

身
分

に

お

け
る

資
産
の

所
有
に

か

ん

し
て

､

も
っ

て

い

る

諸

概

念
の

法

律

的

な

考

察

5
勺

羞
ヨ
e

C

琶
e

勺

宍
〔
せ

貞

篭

≡
e

｡

p
｡

"

苧
-

舛

コ
○

コ

ヨ
ヨ
ゲ

六
a
サ

呂
e

H

喜
e

喜

莞
勺

○

宇
】

O

C

O

腎
T

B

e
【

ヨ
O

C

T

岩

き
【

e

彗
【

出

口

p

巴
S

慧
苧

1

舛

C

O

C

↑

○

昌
已
M

O

ぎ
e

蓋
宣
告
B

甲

…
‥

』

で

あ

る
｡

こ

の

著
作
に

は
､

著
者
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
な

意
見
が

､

き

わ

め
七

完

全

な

形
で

盛
ら
れ

て

い

る
｡

著
者
は

､

人

間
社

会
の

発

展
の

初
期

段
階
に

は

私

的

所
有
が

な
か
っ

た
､

と
い

う
命
題
を

徹
底
的
に

論

証
し

ょ

う
と

し
､

牧
畜
段
階
に

お

い

て

さ

え

民

衆
は

｢

自
分

た

ち

に

共

通
の

所
領
+

を

も

ち
､

｢

自

分

た

ち

の

間
に

緊
密
な

社

会
生

(

8
)

括
を
+

守
っ

て

い

た
､

と

言
う

｡

彼
に

よ

れ

ば

土

地
に

た

い

す
る

私

的

所

有
の

形
成

過

程
は

､

｢

民

衆
の

状

態
が

農

耕
に

よ
っ

て

生

活
す
る
+

時
期
の

こ

と

に

属
す
る

｡

｢

農
耕
の

原
始
的

状

態
の

な

か

で

全
て

の

住
民

は
､

自
分
の

た

め
に

自

分
に

必

要
な

だ

け
の

､

自
分
が

そ

れ

を

耕
作
し

う
る

だ

け
､

の

土

地

を

占

有
す
る

｡

そ

れ

ゆ
え

に

こ

の

よ

う
な

民

衆
に

お

い

て

は
､

土

地
の

分

量
そ

の

も
の

頼

噂

野
中

l 甘

や
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辞

さ

叫
{

サ

称
+

〆

(

9
)

も
､

各
人
に

つ

い

て

殆
ど

均
等
な

も

の

と

み

と

め

ら

れ

る
｡

+

住

民
､

す
な

わ

ち

農
民

の
､

耕
作
さ

れ

る

土

地
に

た

い

す
る

権
利

､

に

つ

い

て

の

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

の

主

張

は
､

こ

こ

か

ら

発
す
る

｡

｢

人

が

土
地

の

特

定

部

分

の

耕
作
へ

十

分
に

労
作
を

用

い

る

場

合
､

彼
か

ら
そ

れ
〔

土

地

部

分
〕

を

奪
う
こ

と

は
､

誰
に

と
っ

て

も

(

1 0
)

非
人

間
的
で

た

え

が

た

い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

+

農
民

た

る

も

の

は
.

そ

れ

ぞ

れ
､

彼
が

店

有

し

耕
作
す
る

土

地
に

た

い

し
て

､

｢

恒

常
的

な

権
利
+

を

受
け

る
｡

土

地

を

奪
わ

れ

た

人

間
は

､

｢

誰
に

(

1 2
)

と
っ

て

も

災
厄
を

こ

う
む
っ

た

侮
辱
さ

れ

た

人

と

思
わ

れ

る
｡

+

こ

う
し
て

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は
､

･
農
民
か

ら
の

土

地

取

り

あ

げ
の

全

て

の

場
合
を

､

あ

き

ら
か

に

非

難
し
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

彼
が

(

1 2
)

人

間
社

会
の

最
高
の

発
展
段
階

と

考

え
た

｢

商
業
国
民
の

状

態
+

に

あ
っ

て

は
､

所
有
権
は

最
大

限
の

発
展
を
と

げ
､

所
有

権
と

い

(

1 3
)

う

概
念
は

｢

比

較
に

な
ら

ぬ

ほ

ど

大

き

な

力
を

受
け

る
+

の

で

あ

る
｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

に

と
っ

て

は
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
な

発

展
の

道

に

立
つ

こ

と

を

迫
ら
れ

た

当
時
の

ロ

シ

ヤ

に

お

い

て

こ

そ
､

ま

さ

に

地

主

=

貴
族
の

土
地

所

有
が

問
題
に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
､

と

考
え

ら

れ

た

に

違
い

な
い

｡

だ

が

こ

の

観
点
を

公

表
す
る

こ

と

は
､

ロ

シ

ヤ

社

会
で

支
配
的
な

地

位

を

占

め

る

貴

族

階

級

に
､

直
接
に

反
対

す
る

こ

と

を

意
味
し

た
｡

こ

の

論
文
に

お

い

て

著
者
が

､

上
に

述
べ

た

よ

う
な

論
理

的

帰

結
を

省
き

､

封
建
的

な
二

土
地

所
有
に

つ

い

て

沈
黙
を

強
い

ら

れ

た

の

は
､

ひ

と

え

に

こ

の

論
文
の

成

立
に

か

ん

す
る

外

部
的
事

情
に

よ

る

と

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

は
一

七

八
一

年
四

月
二

一

日

に

モ

ス

ク

ワ

大

学
で

､

プ

ガ

チ
ョ

フ

に

指
導

さ

れ

た

大

農
民

反

乱

(

一

七

七
三

-
七
五

年
)

の

鎮
定

を

記

念
す
る

祝
賀
会
が

お

こ

な
わ

れ

た

席
で

の
､

講
演
草
稿
で

あ
っ

た
｡

彼
は

も
っ

ば

ら

講
演

時
間
の

制
限

を

理

由
と
し

て
､

考
察
の

対

象
を

､

人

民
の

原

始
的

状

態
だ

け
に

と

ど

め
ざ

る

を

え

な

ふ
っ

た
｡

だ

が

末
尾
に

付
し

た

つ

ぎ
の

脚
注

は
､

彼
が

言
い

つ

く

さ

な

か
っ

た

部
分
に

か

ん

し
て

､

す
こ

ぶ

る

暗
示

的
な

効
果
を

も
っ

て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

い

る

【
｢

舌
た

ら

ず
の

た

め

に
､

人

民
の

牧
畜

･

農
業

･

商

業

状

態
の

記

述
に

つ

い

て

は
､

人

民
の

原

始
状

態
ほ

ど

に

く

わ

し

く

討
究

す
る

こ

と

が

で

き
な

い
｡

そ

れ

が

で

き
る

な
ら

ば
こ

の

考
察

は
､

極
度
に

広
汎
な

も
の

と

な

り

う
る

だ

ろ

う
｡

封
建
ヨ

一

口

ァ

パ

の

所
有
の

研

究
が

そ

れ

へ

加
え

ら

れ
､

そ

の

上
に

､

わ

が

国

で

は

古
代
に

ど

う
だ

っ

た

か

と

い

う
､

ロ

シ

ヤ

的
な

土

地

所

有
の

対

(

1 4
)

此

が

含
め

ら
れ

る

場

合
に

､

上

く
に

そ

う
で

あ

る
｡

+

デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

の

多
く
の

著
作
の

中
で

最
も

は
っ

き

り

と

出
て

い

る

主

張
は

､

商
人

階
級
へ

権
利
を

与
え

よ

と

の

要
求

で

あ

る
｡

ィ

⊥

商
人

と

手
工

業
者
(

｢

技
芸
の

人

び

と
+

)

の
､

都
市
に

お

け
る

権
力

が
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へ

の

参
加
に

つ

い

て

の

完
全

な

権
利
は

､

著
者
に

と
っ

て

疑
う
余

地
の

な
い

も

の

で

あ
っ

た
｡

地

主
=

貴
族
へ

の

直
接
的
な

従

属
を

ま
ぬ

が

れ

て

い

る

こ

と

で

は
､

あ
る

種
の

共

通

点
を

も
つ

国
有
農

民
に

つ

い

て

も
､

彼
は

そ

の

改

善

を

進

言

し
､

｢

社

会
に

と
っ

て

(

1 5
)

こ

の

有
用

な

成
員
の

安
穏
を

保
証

し
､

勤
労
を

高
揚
さ

せ

る
+

課

題
を

政

府
へ

提
起
す
る

｡

農
奴
農
民
の

現

状
改

善
に

か

ん

す
る

デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

の

提
案

は
､

上

述
し
た

商
人

･

手
工

業
者

･

国
有
農
民
の

状

態
の

改

善
要

求
に

く

ら
べ

て
､

は
る

か

に

あ
い

ま
い

で

あ
る

が
､

改

革
へ

の

意

欲
は

十

分
に

認

め

ら
れ

る
｡

た

と

え

ば

あ

る

立

法

草
案
の

中
の

､

『

農
民

〔

問

題
〕

の

審
議
に

お

け
る

若
干
の

濫
用
の

中

止

に

つ

い

て
』

と
い

う
小

項
目

は
､

主
と

し

て

農
奴
農
民

と

土

地

と
の

関
係

を

扱
っ

て

い

る
｡

著
者
に

よ

れ

ば
､

問
題
は

農
民
へ

土

地
を

確
保

し
､

土
地

な

し

で

の

農
民
の

売
却
を

許
可
し

な
い

点

で

あ

る
｡

言

い

か

え

る

と
､

農
民

を

土
地

か

ら

切
り

は

な

し
て

で

な

く
､

地

主

の

所
領
を

農
民
ご

と

売
却

す
る

こ

と

は
､

事
実
上

容
認
さ

れ

た
｡

地

主
の

一

切

の

行
為
は

､

｢

農
民

と

土

地
と

の

分

離
が

な
い
+

か

ぎ

り
､

認
め
ら

れ

る
｡

｢

土
地

な

し

で

の

農
民

の

売

却

は
､

現
に

お

こ

な
わ

れ

て

い

る

切

り

売

り
で

も
､

あ

る

に

は

家
族
ぐ
る

み

の

も

の

で

も
､

人

間

愛
に

そ

む

き
､

国
家
に

と
っ

て

害
を

も

ち
､

地

主

(

1 6
)

白
身
に

と
っ

て

有
害
で

あ

る
｡

+

著
者
は

､

地

主
が

農
民

を

自
家

湖

の

家

僕
に

取
ろ

う
と

し
て

強
権
を

用
い

る

全
て

の

行
為
を

､

と

く

(

1 7
)

に

は

げ
し

く

批
判
し

た
｡

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は
エ

カ

テ

リ

ナ

二

世
へ

宛
て

た

覚
え

書
き
の

中

で
､

農
奴

制
を

漠
然

と

暗
示

し

な
が

ら
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

言
っ

た
､

｢

こ

こ

に

私
ど

も

は

〔

こ

の

覚
え

書
き

を
〕

､

低
い

家
門

の

も

の

へ

変
る

こ

と

な

く

与
え

る
べ

き

唯
ひ

と
つ

の

権
利
ま

た

は

特
典
〔

の

指
摘
〕

を

も
っ

て
､

閉
じ

ま

す
｡

そ

の

権
利
と

は
､

人

間
に

た

い

し

永

遠
に

自

由
を

承

認

す
る

こ

と
に

存
す
る

の

で

あ

り

ま

し
て

､

自
分
の

領
主
か

ら

骨
つ

て

そ

れ

を

受
け
た

あ

か

つ

き

は
､

子

孫
に

た

い

し
て

も
､

等
し

く
､

再
び

隷
属
に

入

る

こ

と

を

禁
ず
る

も
の

(

1 8
)

で

あ

り

ま

す
｡

+

こ

こ

に

は

ま

ず
農
奴

制
の

制
限

､

つ

い

で

そ

の

廃

止

と
､

国

内
に

あ

け
る

農
奴

制
的
諸

関
係
の

拡

大
に

た

い

す
る

反
対
の

意
向

と

が
､

極
め

て

抽
象
的
な

表
現
を

も
っ

て

示

さ

れ

て

い

る
｡

鹿
階

級
に

生
れ

､

資
本
主

義
の

先

進
国
で

学
ん

で
､

ロ

シ

ヤ

の

ブ

ル

ジ

昌

り

的

発
展
の

必

要
性
を

予

見

し
た

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

は
､

社

会
の

基
本

的

階
級
で

あ

る

農
民
の

全
て

に
､

土

地

を

彼
ら

の

所
有
と

し
て

確
保

す
る

こ

と

を

念
願
し

､

ま
た

土

地

に

た

い

す

る

農
民

と

商
人

(

エ

業
者
も

含
む
)

の

所
有
権
を

理

論
的
に

確
証

し

よ

う
と

し

た

が
､

そ

れ

は

結
局
エ

カ

テ

リ

ナ

二

世
の

農
奴

制
強

化

_

鳴

坤
.

吋

し甘

も
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計

練

も
ー
｢

の

政

策
に

た

い

し
て

､

批

判

的
な

方
向

を

暗
示

す
る

も

の

で

あ
っ

た

と

考
え

る

こ

と
が

で

き
る

｡

〓

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

グ

ラ

ス

ゴ

ー

大

学
へ

の

留
学
か

ら

帰

国

し

た

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は
(

約
一

七

三

五

-
七

九
)

､

一

七

六

八

年
か

ら
デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

と

共

に

モ

ス

ク

ワ

大

学
の

教
授
陣
に

加

わ
っ

た
｡

彼
は
ロ

ー

マ

法
の

講

座
を

担

当
し

た
｡

そ

れ

は
､

グ

ラ

ス

ゴ

ー

で

の

学

位
論
文

を
､

モ

ス

ク

ワ

大

学
の

当

局
が

考

慮

し
た

結
果
で

あ
っ

た
｡

ト
レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は

短
い

大

学

在
職
中
(

一

七

六
八

-
七
三

年
)

に
､

専
門
の

研

究
と

教
育
に

お

い

て

十

分
な

成
果
を

あ

げ

た

と
い

わ

れ

る
｡

今
日

わ

ず
か

に

残
さ

れ

て

い

る

三

扁
の

著
作
は

､

い

ず
れ

も

大

学
の

記

念
集
会
で

お

こ

な

わ

れ

た

彼
の

学
術

講
演
の

記

録
で

あ

る
｡

そ

れ

ぞ

れ

が
､

学

問
的

立

場
か

ら

す
る

き

び

し
い

現

実

批

判
に

み

ち

て

い

る

が
､

デ
ス

ニ

ッ

キ

ー

と

共
に

専
制
ロ

シ

ヤ

に

お

け
る

初

期
啓

蒙
思

想
の

形
成
に

参
加
し

た

と
い

う

点
で

注

目

す
べ

き

も
の

と
い

え

ば
､

A
･

ス
､

､

､

ス

の

『

諸

国
民
の

富
』

の

発

表
に

先

だ

つ

四

年

前
に

お

こ

な
わ

れ

た

経
済
講
演
『

古
代
お

よ

び

現

時
の

諸

国

民

の
､

国
家
の

豊
富
と

緩
慢
な

富
裕
化
と

に

か

ん

す
る

考
察
…

…
』

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

で

は
デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

が

提

起
し

た

経

済

問

題

の
､

い

っ

そ

う
の

展
開
を

見

る

こ

と

が

で

き

る
｡

ト
レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は

労
働
が

､

全
て

の

社

会
的

福
利
の

基
礎
で

あ

り
､

海
兵
で

あ

る

と

主

張
す
る

｡

人

間
の

個
人

的
幸
福
も

､

国

家
の

富
裕
も

､

全
て

は

労

働
に

か

か

っ

て

い

る
｡

｢

人

間
の

勤
勉

は
､

財
産
を

も

金

銭
を

も

倍
加
さ

せ

る

よ

う

な

手

段

な

の

で

あ

(

1 9
)

る
｡

+

｢

人

間
の

必

要
は

､

人

間
の

労
働
に

よ
っ

て

そ

れ

を

満
た

し

(

20
)

え

な
い

ほ

ど

に

は

広
く

な
い

｡

+

ト

レ

≠

ヤ

コ

ー

フ

は

重

金

主

義
を

奉
じ

た

初
期
の

マ

ー

カ

ン

テ

リ

ズ

ム

に

反

対

し

た
｡

彼
は

､

金

銀
の

国
外

搬
出
に

た

い

す
る

重

商
主

義
的
な

禁
止

を
､

鋭
く

批

判
す

る
｡

彼
の

意
見
に

よ

る

と
､

国
内

で

の

流
通

必

要
量
以

上
の

貨
幣
の

過

剰
は

､

国

家
に

と

り

有

害
で

あ
っ

て
､

死
せ

る

財
宝
に

す
ぎ

な
い

､

か

ら

で

あ
る

｡

彼
は

イ
ス

パ

ニ

ア

の

経
済
的
衰
退
を

第
一

に
､

そ

れ

が

入

手
し

た

メ

キ

シ

コ

の

貴
金

属
を

利
用

す
る

点
で

､

無
能
で

あ
っ

た

こ

と

か

ら

説

明

す
る

｡

全
て

の

国
々

は
､

外

国
貿
易
の

発
展
に

手
を

つ

く

す
べ

き

で

あ

る
､

と

彼
は

主

張
す
る

｡

そ

の

外

国

貿
易
を

､

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は

ど

う
見

る

で

あ

ろ

う

か

?

｢

国
の

貧
困

は
､

決
し

て

諸

外

国

と
の

取

引
か

ら

生

ず
る

も
の

で

は

な
い

､

唯
そ

れ

は

細
心

に

分

別

を

も
っ

て

お

こ

な
わ

れ

(

聖

3

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

無
制
限

な

外
国
貿
易
が

国
民

に

も

た

ら

鮎
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す
弊
害
を

､

著
者
は

指
摘
し

て
､

い

わ

ゆ
る

貿
易

差
額
主

義
と

は

そ

の

主

張
を
こ

と
に

し
て

い

る
｡

な
ぜ

な

ら

彼
は

外

国

貿
易
を

､

も
っ

ぱ

ら

国
内

生

産
と

の

関

連
に

お

い

て

検

討

す
る

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

彼
に

と
っ

て
､

国

民
の

福
利
を

形
づ

く

る

決

定

要

因
と

考
え

ら

れ

た

の

は
､

自
国

内
で

の

生

産
で

あ

る
｡

も
し

歳
出

が
､

国

内

生

産
お

よ

び

外

国

貿
易

上
の

収
入

に

た

い

し

て

過

大
な

ら

ば
､

こ

の

よ

う

な

経

済
政

策
の

結
果
と
し

て
､

国
の

貧
困

化

を

ま

ね

く

に

ち

が

い

な
い

｡

｢

国

は
､

内

で

労

働
に

ょ

り
､

外
で

商
業

に

ょ
っ

て

産
み

だ

す
よ

り

以

上

に

消
費
す
る

時
､

貧
困
は

不

可

避

(

22
)

と

な

る

に

ち

が

い

な
い

｡

+

｢

内
で

労

働
に

よ

る

生

産
+

こ

そ

は
､

ロ

シ

ヤ

の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
発
展
を

志

向

す
る

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

に

と
っ

て
､

国
の

経

済
政

策
の

基
本

線
で

あ
っ

た
｡

国
の

支
出
は

､

国

内
で

の

歳
入

と

貿

易

収

入
に

見

合
う
こ

と

が

第
一

の

要
点
で

あ

る

と
い

う

主

張
か

ら
､

農
業
と

手
工

業
の

生

産
の

促
進
へ

､

論
旨
が

展
開
す
る

｡

彼
は

政

府
に

た

い

し
て

､

｢

わ
が

国
の

農

耕
者
と

手
工

業
者
に

た

い

し

て

(

2 3
)

平
安

と

保

護
を

与
え

よ
+

と
の

問
題
を

提
起
し
た

｡

当

時
の
ロ

シ

ヤ

が

農
業
国
で

あ

り
､

西
ヨ

一

口

ブ

パ

ヘ

の

穀
物
の

主

な

供

給
国

で

あ
っ

た

点

を

考
慮
す
れ

ば
､

彼
は

第
一

に

農
業
保

護
を

主

張
し

た
､

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

彼
は

主

張
の

根
拠
を

説

明

す
る

た

め

に
､

農
業
の

不

振
に

よ

る

ロ

ー

マ

帝

国
の

衰
退
を

例
証
し

た
｡

舶り
〟

帝
制
末
期
に

､

軍
事
上
の

課
題
だ

け
に

為
政

者
の

関
心

が

び

き

つ

け

ら
れ

農
業
は

極
端
な

放
任
に

ゆ
だ

ね

ら

れ

た

た

め
に

､

ロ

ー

マ

が

滅
亡

し

た

の

で

あ
る

､

と

彼
は

説
く

｡

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は

地

主
=

貴
族

の

ま

え

に
､

｢

農
耕
者
へ

あ

(

2 4
)

ら

ゆ

る

種
類
の

勤
労
原

則
の

保

護
を

与
え

る

必

要
に

つ

い

て
+

課

題
を

提
起
し

た
｡

政

府
は

立

法
に

よ

っ

て
､

｢

国
民

が

労
働
へ

､

あ

(

溢
)

り

と

あ

ら

ゆ
る

志

向
を

い

だ

く

権
利
+

を

確
立

す
る

よ

う

に

と

の

希
望

を
､

彼
は

表
明

す
る

｡

こ

こ

に

現

わ

れ

て

い

る

も

の

は
､

勤

労
者
の

所
有
の

擁
護
で

あ

る
｡

労
働
に

七

い

す
る

勤

労

者
の

志

向

を
､

彼
ら
の

所
有
権
に

お

い

て

保
障
せ

よ

と
の

こ

の

要
求
は

､

当

時
と

し

て

は

明

ら
か

に

進

歩
的
な

意
味

を

も
っ

て

い

た
｡

土

地
･

天
然

資
源

･

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア
･

農
奴

豊
民

と

農
奴

労
働
者

が
､

も

た

ら

す
生

産
物
に

た

い

す
る

地

主

=

貴
族
の

封

建

的

独

占

は
､

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

が

取

上

げ
る

｢

権
利
+

と

両

立

し

な
い

｡

彼
は

ま
た

､

本
来
は

戦
功
と

か

軍

務
に

よ

っ

て

知
行
地

を

受
け
た

地

主
=

貴
族
に

､

農
業
生

産
を

組
織
す
る

能

力
が

あ

る

か
､

ど

う

か

を

疑
う

｡

｢

タ

ラ

ウ

デ
ィ

ウ

ス

と

カ

リ

ブ

ラ

が

自

分

の

戦

士

た

ち
へ

土

地

を

与
え

た

の

は
､

ほ

か

で

も

な
い

､

彼
ら
が

そ

れ

を

耕

や

す
目

的
の

た

め
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が

兵
士

は
､

そ

の

出
生

か

ら

一

端

r̀
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書

舟

や

中

一

耶
斗

し

て

こ

の

よ

う

な

し
ご

と

に

全
く

そ

ぐ

わ

な
い

た

め
､

自
分
の

農

耕
に

お

い

て

目
ざ

ま
し
い

進
歩
が

現

わ

れ

な

か

っ

た
｡

+

ロ

シ

ヤ

の

貴
族
階

級

も
､

こ

の

よ

う

な

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

う
し
て

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

の

意
見

に

よ

れ

ば
､

ロ

シ

ヤ

の

経
済
発

展
を

推
進
す

る

も
の

は
､

地

主

=

貴
族

で

な

く
､

農
業
者

･

商
(

工
)

業
者
で

あ

り
､

貴
族
の

所
有
は

､

勤
労
民
の

所
有
と

少
な

く

と

も

均

衡
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

こ

と

は

必

然
的
に

貴
奴

別
の

否
定
に

導

く
で

あ

ろ

う
｡

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

は
ロ

シ

ヤ

に

お

け

る

商
工

業
の

発
展
を

予

想

し

な

が

ら
､

銀
行

信
用
の

問
題
を

提
起

し

た
｡

彼
は

銀
行
の

活

動

が

｢

あ

ら

ゆ
る

国
家
を

言
い

よ

う
も

な

く

富
ま
せ

､

い
.

か

に

幸
福

(

2 7
)

な

結
果
を

も
た

ら

す
も
の

で

あ

る

こ

と
か
+

と

の

べ

て
､

銀

行

事

業
が

商
･

工

業
に

あ

た

え

る

利
益

を

指
摘
す
る

｡

十
八

世

紀
の

ロ

シ

ヤ

に

現
わ

れ

た

経
済
書
の

な
か

で
､

国
内
に

お

け

る

信
用

機
関

の

開
設
を

､

こ

れ

ほ

ど

根
強
く

力

説
し

た

も
の

は

他
に

類
を

見

な

(

加
)

い
､

と

言

わ

れ

る
｡

デ

ス

ニ

ッ

キ

ー

と

ト

レ

チ

ャ

コ

ー

フ

の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
な

考
え

か

た

は
､

ロ

シ

ヤ

に

お

い

て

十

八

世

紀
の

最
後
の

四

半

世

紀
に

､

雑
階
奴
出
の

イ

ン

テ

リ

ゲ
ン

ツ

ィ

ア

の

間
で

浸
透
し
て

い

た

思
想

傾
向

を

代

表

し
て

い

た
｡

こ

の

傾

向

は
､

一

七

八

九

-
九

四

年
の

フ

ラ

ン

ス

革
命
の

直
接
的

影
響
の

も

と

に

現
わ

れ

る

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

の

高

揚
の

な

か

で
､

い

っ

そ

う

の

発

展
を

見

た
｡

国

民

議
会
が

採
択
し

た

『

人

間
お

よ

び

市

民

の

権

利
の

宜

言
』

は
､

い

ち

早
く
ロ

シ

ヤ

の

新
聞

紙
上

に

掲

載
さ

れ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

の

革
命
的

出
版
物
は

､

ぺ

テ

ル

ブ

ル

グ

と

モ

ス

ク

ワ

で

自

由

に

買
う
こ

と

が

で

き

た

し
､

革
命
の

事
態
の

経
過
に

か

ん

す
る

く

わ

し
い

消

息
が

､

ロ

シ

ヤ

の

諸

建
誌
に

印

刷
さ

れ

た
｡

｢

当

時
の

人
び

と
の

目

に

は
､

フ

ラ

ン

ス

に

お

け

る

共

和
制
は

､

テ

ル
､

､

､

ド

ー

ル

の

後
､

三

執
政

官

政

府
の

時
に

さ

え

も

な
ぉ

､

ロ

シ

ヤ

の

封

建
･

農
奴

制

機
構
の

苛

責
な
い

摘
発

者
と

し
て

､

残
り

つ

づ

け

た

(

2 8
)

の

で

あ
っ

た
｡

+

だ

が

ロ

シ

ヤ

に

お

け
る

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

経

済
学
の

基

礎
を

な

す

反

封
建
的

､

反

農
奴
制
的
な

経
済
学

説

は
､

ロ

シ

ヤ

の

思

想

的

風

土

の

な
か

で
､

全

く

独

自
に

起
っ

た

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

フ

ラ

ン

ス

革
命
の

開

始
に

先
だ

つ

造
か

以

前
､

科

学
ア

カ

デ
､

､

､

-

と

モ

ス

ク

ワ

大

学
の

先

駆

的

学
者
た

ち

を

中
心

と

し

て

形
成
さ

れ

た
｡

つ

ぎ
に

取
り

あ

げ

よ

う

と

す
る

A
･

H

:
フ

デ

ー

シ

テ
ェ

フ

(

一

七

四

九

⊥
八

〇
二
)

も
- ま

た
､

八

〇

年
代
の

始

め

に

す

で

に

革
命

r

∂

的
項
詩
『

自
由
』

を

書
き

､

一

七

八

九

年
初
頭
に

は

彼
の

不

朽
の

鮎
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著
『

ベ

テ

ル

ブ

ル

グ

か

ら
モ

ス

ク

ワ

へ

の

旅
』

を

脱
稿
し
て

､

印

刷
を

急
い

で

い

た
｡

三

ラ

ヂ

ー

シ

テ

ェ

フ

ロ

シ

ヤ

の

経

済
学

史

上

に

お

け

る

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

意
義

は
､

つ

ぎ
の

二

つ

の

基
本

的
観
点
か

ら

と

ら

え
る

こ

と
が

で

き

る

と
田
払

う
｡

L

封
建

的
な

生

産
様
式
の
■
批

判

⊥

ソ

ク

ラ

ー

F

2 .

国
内
に

形
成
さ

れ

つ

つ

あ
る

資
本

主

義
的

経

済
制
度
を

舞
台

と

し
た

､

商
品

生

産
の

発
達
過

程
の

分

析

l

に

か

ん

し
て

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

発

言
は

､

き

わ

め

て

徹
底

し
た

､

反

論
の

余
地
の

な
い

も

の

で

あ
っ

た
｡

農
奴
制
の

問
題
に

つ

い

て
､

科
学
ア

カ

デ
､

､

､

-

と
モ

ス

ク

ワ

大
学
の

学
者
た

ち
の

執

筆
し
た

全
て

の

労
作
は

､

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

活
動
の

前
で

そ

の

影
を

う
す

く
し

た

と

言
っ

て

よ

い
｡

十
八

世
紀

末
に

近
づ

く
に

つ

れ

て
､

農
奴
農
民
の

状
況
は

悪
化

し
て

お

り
､

地

主

に

よ

る

彼
ら

の

搾
取

が

増
大

し
て

い

る
､

と

の

彼
の

結
論
は

注

目
に

価
い

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

｢

ぜ

い

た

く
の

増
大

･

農

業
の

習
慣

と

利

益

と

の

認
識
と

と

も

に
､

地

主
た

ち
が

あ

れ

ほ

ど

年
貢
を

課
さ

ず
､

み

ず
か

ら
の

畑
で

耕
作
さ

せ

て

い

る

時

代
に

く

ら
べ

れ

ば
､

彼
ら

(

2 9
)

(

農
奴

農

民
)

の

運

命
は

ず
っ

と

き

び

し
い

も
の

に

な

る

だ

ろ

う
｡

+

鮒ウ
ル

ラ

ヂ

ー

シ

チ

ュ

フ

は
､

農
民
が

地

主
に

た

い

す
る

完
全
な

従

属
の

も

と
に

あ

り
､

農
民

は

地

主
か

国

家
か

の

所

有
物
で

あ

る
､

と
い

う

点

を

指
摘
す
る

｡

｢

主

人
は

農
民
へ

､

そ

の

欲

す
る

だ

け

の

土

地

を

あ

た

え
る

権
利
を

も

ち
､

欲
す
る

だ

け

彼
を

働
ら
か

せ

る

権

(

3 0
)

力
を

も
つ

｡

+

農
奴
制
に

反

対

し
､

賦
役
制
に

も

と

づ

く

経

済
の

搾
取
的

性
格
を

明

ら
か

に

す
る

一

方
で

､

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

は

農

民
を

､

封
建
的

圧

制
か

ら

自
由
で

あ

る
ぺ

き

も

の

と

考
え

る
｡

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

経
済
学
に

は
､

農
奴
制
を

是
認
す
る

た

め

の

根

拠
な

ど

全

く
あ

り

え

な
い

｡

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ェ

フ

が

地

主
の

貞
業
経

営
に

対

抗
し
て

､

農
民

的

経

営
を

推
し
て

い

る

こ

と

は

た

し

か

で

あ
る

｡

し

か

し

地

主
の

所

領
を

清
算
し
て

､

地

主

的

土
地

所
有
を

完
全
に

廃

止

す
る

た

め
の

(

3 1
)

プ

ロ

グ

ラ

ム

を

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

が

打
ち

だ

し

て

い

る

と

の

説

.

は
､

い

さ

さ

か

過
大

な

評

価
で

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

さ

し

あ

た

り

地

主
的
土

地

所

有
は

残
る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

基

盤
が

農
奴

の

労

働
か

ら
､

自
由
な

農
民
の

自

由
に

雇
用
さ

れ

る

労
働
七
い

う

原
則

に

移
さ

れ
､

一

方
､

貴
民

的

土

地

所
有
も

徐
々

に

作
り

あ

げ

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

2

に

つ

い

て

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

は
､

自
由
な

商
品
生

産
と

商
品

一

端

中

村

譜
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サ
斗

1
.

申

甘
j

か

流
通

と

を

熱
心
に

主

張
し

た
｡

｢

論
証
の

必

要
が

な
い

と

思

わ

れ

る

真
理
で

あ

る

が
､

み

ず
か

ら
の

生

産
に

め

ぐ
ま

れ

て

い

る

国

家

に

あ
っ

て
､

社

会
の

福
利
の

根
本
は

､

余
剰
物
の

国
内
に

お

け
る

す
み

や

か

な
･

さ

ま
た

げ
ら

れ

る

こ

と
の

な
い

流
通
に

も
と

づ

い

(

3 2
)

て

い

る
｡

+

農
民

と

地

主
の

家
内

経

済
に

お

け
る

全
て

の

余

剰
は

市
場
で

売

ら
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

社

会
の

福
利
は

､

発
達
し

た

商
品

･

貨
幣
関

係
と

分

業
の

条
件
の

な
か

か

ら

生

れ

る
｡

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

は

工

業
の

全

面

的
な

発

達
を

支
持
し

た

が
､

工

場
･

作
業
場
の

新
設
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

に

よ
っ

て

農
民
を

耕

作
か

ら

遊
離
さ

せ

な
い

限

り

に

お

い

て
､

必

要
性
を

み

ト

め

る

こ

と
に

し
た

｡

彼
は

社

会
の

存
立
の

基
礎
が

農
業
に

あ

る

と

考
え

､

｢

外

国

貿
易
は

､

国
家
の

福
利
の

根
源
で

は

な
い
+

と

主
張

し

た
｡

同
時
代
の

内
外
の

経

済
学
文

献
に

く
わ

し

か
っ

た

彼
は

､

ま
た

責

任
あ

る

地

位
の

税
関

吏
と

し

て
､

イ

ギ

リ

ス

の

自
由
貿
易
政

策
を

身
を

も
っ

て

体

験
し

た

に

ち
が

い

な
い

｡

だ

が

彼
は
ロ

シ

ヤ

の

貿

易
問
題
の

検
討
に

あ

た
っ

て
､

完
全
に

農
民
の

立
場
か

ら

独

自
的

に

処
理
し

ょ

う
と

し

た
｡

彼
の

結
論
は
い

ず
れ

に

し

て

も
､

重

商

主

義
的
な

傾
向

に

ほ

ど

速
い

も

の

で

あ
っ

た
､

と

思

わ

れ

る
｡

と
こ

ろ

で

商
品

･

貨
幣
関
係
と

価
値

形
成
の

分

析
に

当
っ

て

ラ

デ
ー

シ

チ

ュ

フ

は
､

小

南
晶
生

産
お

よ

び

直
接
生

産
者
に

よ

る

取

引
と

い

う
立

場
を

離
れ

な
い

｡

『

シ

ナ

貿

易

の

書

簡
』

の

な
か

で

彼
は

､

エ

業
生

産
の

問
題
を

取

り

あ

げ

ず

に

終
っ

た
｡

｢

シ

ナ

人

た

ち
と

の

あ

ら
ゆ

る

取
引
の

基

礎
は

､

さ

ま

ざ

ま

な

名

称
の

軟
ら

か

な
生

地

で

あ

り
､

そ

の
一

部
分
は

ロ

シ

ヤ

革
そ

の

他
の

皮

革
で

(

3 4
)

ぁ

る
｡

+

｢

シ

ナ

人

た

ち
と

の

交
易
に

用
い

ら
れ

る

商
品
の

大

部
分

は
､

シ

ベ

リ

ヤ

で

獲
得
さ

れ

る

た

ぐ
い

の

も
の

､

遊
牧
生

活
の

産

物
の

た

ぐ
い

で

あ
っ

て
､

1

丁

は

牧
畜
の

､

1
一
1 ｡

は

自
営
の

手
工

(

2 5
)

業
の
二

…
･

産
物
で

あ

る
｡

+

こ

こ

で

手
工

業
の

産
物
と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

の

は
､

加
エ

さ

れ

た

毛

皮
と

皮
革
で

あ

る
｡

シ

ナ
へ

輸
出

さ

れ

る

品

目
の

な
か

に
､

シ

ベ

リ

ヤ

と

ウ

ラ

ル

に

お

け

る

鉱
山

業

の

製
品

は

入
っ

て

い

な
い

｡

ロ

シ

ヤ

産
の

鏡
と

､

転
売
の

形
で

輸

出
さ

れ

る

外

国

産
の

ラ

シ

ャ

の

こ

と

が

出
て

く

る

に

す
ぎ

な
い

｡

し
た

が
っ

て

『

シ

ナ

貿
易
の

書
簡
』

の

な
か

か

ら
､

エ

業
資
本

家

の

利
潤
の

分

析
を

見
い

だ

そ

う
と

す
る

の

は
ム

リ

で

あ

ろ

う
｡

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

が

商
品
の

付
加

価
値
に

つ

い

て

の

べ

る

場

合
に

は
､

｢

そ

れ
〔

商
品
〕

が

そ

の

手
を

経
て

通

過
し
て

い

っ

た

と

こ

ろ

(

2 6
)

の

全
て

の

人
に

と
っ

て

の

利
潤
+

､

つ

ま
り

商
業
利
潤
が

念

頭
に

置
か

れ

お

り
､

彼
は

こ

れ

を
､

真
実
価
値
に

た

い

す
る

付

加

価
値

と

し
て

理

解
し

て

い

る
｡

そ

し

て

真
実

価
値
と

は

彼
の

理

解
に

よ

れ
ば

生

産
者
自
身
に

と
っ

て

そ

の

商
品
が

も
っ

て

い

る

と
こ

ろ
の

が▲7
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価
値
で

あ
る

｡

ラ

ヂ

ー

シ

チ

ェ

フ

は

商
品
の

真
実
価
値
を

､

す
こ

ぶ

る

広
く

理

解

す
る

｡

そ

の

構
成

要
素
と

し
て

､

家
畜

･

種
子

･

工

場
の

建

物
な

ど
の

価
格
を

考
え

､

さ

ら
に

信
用
に

ょ

っ

て

獲
得

し
た

貨
幣
を

さ

え

加

え

て

い

る
｡

だ

が

エ

業
に

ょ

る

商
品

生

産
に

お

け

る

搾

取
の

過

程
は

､

シ

ナ

貿
易
に

関
連
す
る

諸

問
題
の

分

析

対

象
に

な

ら

な
か

っ

た
｡

税
関
の

実
務
に

従

事
し

て

い

た

ラ

ヂ

ー

シ

チ
ュ

フ

は
､

ロ

シ

ヤ

産
の

鉄
が

シ

ナ

だ

け
で

な

く
､

む
し

ろ
西

欧

諸

国

を

主

な

輸
出
先
.

と

し
て

い

た

こ

と

を

よ

く

知
っ

て

い

た
｡

彼
は

ま

た
､

ロ

シ

ヤ

の

中

央
部
諸

県
で

さ

か

ん

な

織

推
工

業
に

つ

い

て

も

知
っ

て

い

た

が
､

そ

の

製
品

は
シ

ナ
ヘ

輸

出
さ

れ

て

い

な

か
っ

た
｡

た

だ

彼

は
､

ロ

シ

ヤ

ヘ

も

た

ら
さ

れ

る

シ

ナ

の

絨

推
商
品
の

低
廉
は

､

ロ

シ

ヤ

産
の

萩
推
品

に

た

い

す
る

需
要
を
シ

ベ

リ

ヤ

で

低
め

る

か

も

し

れ

な
い

､

と
■の

推
測

を

の

ぺ

た

に

す
ぎ

な
い

｡

こ

れ

ら
の

資
料

か

ら

判
断
す
る

と
､

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

は

そ

の

経
済
的
考

察
を

も

っ

ぱ

ら
､

農
民
に

ょ

る

商
品
生

産
と

農
民
に

ょ

る

商
業
活

動
へ

あ

て

て

い

た

と

考
え

る

の

が
､

妥

当
で

あ

ろ

う
｡

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

経
済
的

著
作
に

は
､

財
政

に

か

ん

す
る

多

く
の

討
究
が

含
ま

れ

て

い

る
｡

エ

カ

テ

リ

ナ

二

世

が

膨
脹

す
る

歳

出
を

糊
塗
す
る

た

め
に

､

紙
幣
発
行

政

策
を

大
々

的
に

利
用
し

た

こ

と

は
､

当

時
の

ロ

シ

ヤ

に

お

い

て

為
替
相
場
の

下

落
を

含
む

多

謝

く
の

経

済
問
題
の

原
因
を

な

し

て

い

た
｡

こ

の

よ

う

な

状

況
を

前

提
と

し
て

ラ

ヂ

ー

シ

チ

ュ

フ

の

発
言
を

見

る

な

ら

ば
､

そ

の

意
味

す
る

と

こ

ろ

は

お

の

ず
か

ら

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

彼
は

紙
幣
の

流

通
の

基
礎
に

､

金

属
貨
幣
が

あ

る
･
こ

と

を

指

摘
す

る
｡

｢

現

在
､

社
会

に

お

い

て

基
本

的
な

貨
幣
は

銀

貨
ま

た

は

金

貨
で

あ

る
｡

紙

幣
は

省
略
さ

れ

た

貨
幣
で

あ

り
､

銅
貨
は
(

価

値
の

)

分

割
用
の

貸

(

3 7
)

幣
で

あ

る
｡

両

者
と

も
に

証

票
な
の

で

あ

る
｡

+

つ

ま

り

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

は

紙
幣
に

た

い

し
て

､

本
位
貨
幣
で

あ

る

金
･

銀

貨
の

代
位

､

ま
た

は

省

略
の

役
割
を

み

と

め
る

わ

け
で

あ

る
｡

つ

ぎ
に

､

紙
幣
の

過

大
な

発
行
は

､

国
民

経

済
へ

大
き

な

害
悪

を

も

た

ら

す
､

と
い

う
の

が

ラ

ヂ

ー

シ

チ

ュ

フ

の

意
見
で

あ

る
｡

｢

紙
幣
の

充

溢
は

害
毒
で

あ

り
､

堤
防
を

破

壊
し
た

奔
流
は

､

全

て

の

商
業
流
通

を

覆
没
さ

せ

る

だ

ろ

う
｡

農
耕
と

手
工

業
は

疲
弊

し
､

そ

し

て

紙
幣
の

数
量
は

､

そ

の

価
値
が

､

こ

の

紙
幣
に

用
い

ら

れ

る

紙
の

材
料
よ

り

以

下
に

下

落
す
る

ま
で

は

増

大

す

る

だ

ろ

う
｡

そ

の

場
合
に

､

破

滅
の

時
機
が

､

思
い

が

け
な
い

破

産
の

時

(

如
し

が

や

っ

て

く

る

の

で

あ

る
｡

+

以

上

の

結
論
を

論
証

す
る

た

め

に

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

は
､

ル

イ

十

四

世
の

治
世
に

お

け

る

ジ

ョ

ン

･

ロ

ー

の

投
機
に

つ

い

て

の
､

吋

頼

ど

l
東

鳴
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抄

冶

サ

叫

サ
メ

か

か

な

り

確
実

な

資
料
を

自
由
に

利
用

す

る

こ

と
が

で

き

た
｡

彼
は

そ

の

初

期
の

論
文
に

お

い

て
､

フ

ラ

ン

ス

国
王

の

財
政

政

策
を

す

(

3 9
)

で

に

非

難
し
て

い

た

が
､

ぺ

テ

ル

ブ

ル

グ

県
に

お

け
る

租
税
の

分

析
を

お

こ

な

う
に

当
っ

て
､

同
じ

思

想

を

表

明

す
る

｡

彼
は
ロ

シ

ヤ
■

の

史
的

現

実
に

あ

て

は

め
て

み

て
､

初
期
の

紙
幣
は

有
用
で

あ

っ

た

と

考
え
る

｡

そ

れ

は

た

し
か

に

金

属
貨
幣
に

代
位
し

た

の

だ

が
､

そ

れ

以

後
の

発
行
は

㌃

け
い

な
こ

と
で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

彼

は

政

府

に

あ
て

て
､

つ

ぎ
の

よ

う
な

き

わ

め

て

き

び

し
い

意
見

を

の

べ

る
｡

｢

紙
幣
を

作
る

君

主
は

社

会
の

ぬ

す
っ

と

で

あ

る
､

ぬ

(

4 0
)

す
っ

と

で

な
い

と

し
た

ら

暴
君

で

あ

る
｡

+

財
政

に

た

い

す
る

こ

の

よ

う
な

理

解
の

上
に

立
っ

て

ラ

デ

ー

シ

チ

ュ

フ

は
､

国
の

財
政

政

策
を

非

難
し

､

さ

ら
に

課
税
の

封
建

的

な

機
構
へ

鋭
い

批

判
を

加
え

た
｡

『

ぺ

テ

ル

ブ

ル

グ

県

の

租

税
に

か

ん

す
る

覚
え

書
』

は
､

反

農
奴

制
的

な

立

場
に

お

い

て

執
筆
さ

れ
､

エ

カ

テ

リ

ナ

二

世
の

時
期
の

税
制
を

特

徴
づ

け
る

資
料

に

た

い

し
て

､

深
刻
な

分

析
を

お

こ

な

う
｡

著
者
は

人

頭
税
に

た

い

し

て
､

大
い

に

注

意
を

払

う
｡

こ

の

税
の

支

払
い

の

た

め

に
､

農
民

は
い

か

に

苦
労
し

て
､

副
次

的
な

出
稼
ぎ
の

口

を

探
さ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

か

を

指
摘
す
る

｡

農
民

は

貧
弱
な

収

穫
の
.

た

め

に
､

家

族
を

養
う
の

に

苦
し
ん

だ

が
､

出
掛
け
て

い

っ

た

都
市
に

お

い

て

も
､

し

ご

と

を

見
つ

け
る

こ

と

は

困

難
で

あ
っ

た
｡

政
府
の

支

配

的
な

層
に

む
か

っ

て

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

は

叫
ん

だ

｢

農
民

に

し
ご

と

を

あ

た

え

よ
､

だ

が

し
ご

と

と

共

に

支

払
い

を

も
｡

そ

う
す
れ

ば

彼
は

糊
口

を

も
つ

だ

ろ

う
｡

そ

う

す
れ

ば

彼
の

家
は

暖
ま

る

だ

ろ

う
｡

そ

う
す
れ

ば

彼
の

ヒ

ナ

鳥
は

､

赤
は
だ

か

と

び

ど
い

食
物

(

4 1
)

の

せ

い

で

滅
び

る

こ

と

が

な
い

だ

ろ

う
｡

+

租
税
の

問

題
の

検
討

に

際
し

て
､

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

の

関

心
の

全
て

は

農
民
へ

向

け

ら

れ

て

い

る
｡

彼
は

､

ロ

シ

ヤ

で

基

本

的

な

勤

労
者
階
叔
の

経

済
状

態

に

つ

い

て
､

そ

の

抜
本
的
な

改

革
の

必

要
性
を

痛
感
す

る

の

で

あ

る
｡

地

主
=

貴
族
の

直
接
の

権
力

下
に

あ
る

農
奴

農
民
の

イ

デ

オ
ロ

ー

グ

と

し
て

､

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

は
､

ロ

シ

ヤ

に

お

け
る

支
.

配
階

級
で

あ
る

領
主
=

農
奴

主
の

意
見
に

対

抗
し

な

が

ら
､

そ

の

経

済

思

想
を

展
開
し

て

い

っ

た
｡

.

四

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

ラ

デ

ー

シ

チ
ュ

フ

と

は

あ

る

意
味
で

対

照

的
な

活

動
を

し
た

の

は
､

国

有
農
民
の

立
場

を

代
表
し
て

い

た

無
名
の

著
者
ア

レ

ク

セ

イ
･

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

で

あ

る
｡

サ

ル

ト

ゥ

イ
コ

フ

=

シ

チ
ュ

ド

リ

ン

図

書
館
(

在
レ

ニ

ン

グ

ラ

ー

ド
)

の

資
料
集
に

､

つ

ぎ
の

よ

う
な

名

題
名
の

大

部
の

手

稿
が

あ

る
｡

『

ロ

シ

ヤ

に

お

け
る

農

業
と

牧

湖
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畜
の

経
済
的

状
態

､

お

よ

ぴ

そ

れ

ら

に

お

け

る

全

般
的

な

高
価
格

の

原

因
を

な

し

た

混

乱
に

た

い

す
る

､

七

等
文

官
A
･

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

の

注

言
｡

付

-
こ

れ

ら

諸

分

野
に

つ

い

て

の

現

存
す
る

も

ろ

も

ろ
の

不

都
合
の

排
除
へ

着
手

す
る

に

有
用
で

最
も

容

易

な

諸

手

段
の

略
述

｡

』

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

ほ
こ

の

手

稿
に

お

い

て
､

当

時

の

は

な

は

だ

し
い

物
価
騰

貴
と

､

十

八

世

紀
末
ロ

シ

ヤ

の

農

村
経

済
の

退

潮
と

に

か

ん

す
る

多
く
の

問
題
を

究

明
し

ょ

う
と

し

た

の

で

あ
る

｡

彼
は

貴
族

出
の

多
く
の

経
済
学
者
と

ち
が
っ

て
､

生

産
､

お

よ

び

国

家
に

欠

く
こ

と
の

で

き

な
い

資
漁
と

歳
入

の

確
保

と

に

お

け

る

農
民
の

役
割
を

強
調
し

た
｡

｢
･

…
･

ロ

シ

ヤ

の

農

業

者

は

祖

国

へ

､

第
一

に

自

分
へ

課
せ

ら

れ

た

国
税
を

支

払
う
こ

と

に

ょ

り
､

第
二

に

酒

類
の

販

売
へ

協
力

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

歳
入

を

提
供

す
る

｡

そ

の

上
､

自
分
の

福
利
と

共
に

祖

国
に

あ

る

全
て

の

人
､

(

42
)

各
々

の

人
の

平
安

を

確
立

す
る

の

で

あ

る
｡

+

封
建

制
下

の

ロ

シ

ヤ

農
民
が

､

全

て

の

農
産
物
と

農
業
商
品
の

基
本

的
生

産
者
で

あ

り
､

ま
た

国
の

歳
入
の

源

泉
で

あ
る

､

と
の

認
識
が

当

時
と

し

て

は

稀
に

見
る

明

確
さ

で

の

べ

ら

れ

て

い

る
｡

｢

‥

:

=

農

業
生

産
の

な

か

に

潤

沢
が

ゆ
き

わ

た

る

時
こ

そ
､

至
る

と
こ

ろ

に

財
産
の

な

ん
ら
の

損

失

も

な
し

に
､

お

の

ず
か

ら

余
剰
と

低
価
希
が

現

わ

れ

る
｡

農

業
生

産
の

潤
沢
と

低
価
格
が

あ

れ

ば
､

国
に

お

い

て

手
工

003

業
･

技
芸

･

学
問
が

繁
栄

す
る

だ

ろ

う

し
､

酔

内
だ

け

で

な

く

外

国
と

の

広
い

取
引

が

栄

え

る

だ

ろ

う
｡

+

反
対
の

場
合

｢

‥

…
･

農

民
へ

の

関
心
の

欠

如
と

放
慢
に

当
っ

て

は
､

ふ

つ

う

全
て

の

も
の

に

と
っ

て

高
き

に

過

ぎ

る

価
格
が

生

じ
､

そ

の

た

め

あ

ら
ゆ

る

財

産
が

難
儀
を

う
け

る

だ

け

で

な

く
､

国
庫
も

歳
出
に

お

い

て

途
方

も

な

く

過

大

な

出
費
を

こ

う
む

り
､

歳
入

に

お

い

て

不

足
を

み

い

(

44
〕

だ

す
｡

+

国

富
の

形
成
に

つ

い

て

生
産
の

果
す
役
わ
り

の

指
摘
ほ

､

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

の

経

済

思
想

に

と
っ

て

注
目

す
べ

き

出
発

点
で

あ

る
｡

そ

し
て

彼
は

商
業
で

な

く

農
業
を

富
の

添
と

し
､

決
定

的

役

わ

り

を
､

土

地

所
有
者
で

な

く

農
民
へ

帰
す
る

の

で

あ

る
｡

著
者

は

す
で

に

封
建
的
経
済
機
構
に

固
有
な

偏
見
か

ら

解
放
さ

れ

て

お

り
､

農
民
の

利
益

を

保

護
す
る

た

め

に

そ

の

経

済
思

想
を

展
開
す

る
｡

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

の

手

稿
に

は
､

農

村
経
済
の

領
域
に

お

け

る

政

府
の

政

策
の

､

鋭
い

批

判
が

含
ま
れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

批

判
ほ

､

当

時
の

合

法
的

雑
誌
に

そ

の

暗

示
さ

え

も

見

ら
れ

な
か

っ

た
｡

彼
に

よ

れ

ば
ロ

シ

ヤ

で

は
､

牧
畜
と

農
耕
は

政

府
の

配
慮
の

対

象
で

は

な

か
っ

た
｡

農
民
の

土

地

所
有
に

つ

い

て
､

国
内

で

均

衡

が

保
た

れ

る

よ

う
に

と

の

経

済
的

配

慮
が

､

｢

…

…

政

府
の

が

わ

頼

叫

呼

材

l
ぜ

鳴
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執
･

串

令

書

.

叫
哺

へ

仏
)

か

ら
は

な
か
っ

た

し
､

現
に

な
い

｡

+

著
者

は

高

価

格
の

問
題
か

ら

出
発
し

な

が

ら
､

み

ず
か

ら

意
識
し

な
い

ま

ま
に

農
民

的
な

土

地

所
有
の

問
題
へ

移
っ

た
｡

さ

ら

に

彼
の

批

判
は

つ

づ

く
｡

｢

国

(

4 6
)

内
商
業
も

ま

た
､

政

府
の

注

意
を

び

か

な
か

っ

た
｡

+

事
実

､

十

八

世

紀
末
に

は

封
建
制
ロ

シ

ヤ

の

経

済
政

策
が

､

全

体
と

し
て

そ

の

妥

当

性
を

疑
問
視
さ

れ

る

に

至
っ

て

い

た
｡

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は

過

去
の

時
代

を

回

顧
し

な
が

ら
､

た

と

え

ば
七

〇

年

代
に

は

土
地

が

豊
富
に

あ
っ

て
､

農
民
の

生

活
は

遥
か

に

容

易
で

ぁ
っ

た

と
の

ぺ

る
｡

彼
ほ

貴
民

の

経

済
状
態
が

悪
化
し

た

根
本

原

因
と

し
て

､

国

内

市
場
に

お

け

る

買
占
商
人
の

支
配
と

､

土

地

測

量
と

を

挙
げ

る
｡

彼
は

買
占
商
人
に

つ

い

て
､

そ

の

権
利
濫

用
を

非
難
し
､

農
民

い

ち

に

よ

る

商
取

引
の

不

振
･

村
落
の

市
と

定
期
市
の

衰
退

を
､

買
占

商
人

た

ち
の

有
害
な

活
動
の

結
果
で

あ

る

と

し

た
｡

｢

わ

が

国
で

(

47
)

は

牧
畜
が

､

獣
脂

取
引
の

お

か

げ
で

､

ひ

ど
い

不

振
に

あ

る
+

と

の

べ
､

こ

れ

は

買
占
商
人
が

諸

種
の

家
畜
を

､

全
ロ

シ

ヤ

の

農
村

に

わ

た
っ

て

大

量
に

買
付

け
､

十
月

ま
で

牧
場
に

留
め

お

い

た

の

ち
､

獣
脂

を

有
利
な

価
格
で

外

国
へ

売
却
し
ょ

う
と

し

て

製
脂
工

場
で

屠
殺
す
る

た

め

だ
､

と

説
明

し
た

｡

獣
脂
を

取

引

す
る

外

国

貿
易
の

拡

大
の

結
果

､

ロ

シ

ヤ

で

は

｢

=

…

衰
畜
の

潤
沢
は

消
失

へ

賂
)

し
二

…
･
農
耕
は

す
こ

ぶ

る

衰
退

し

た
｡

+

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は

基

本

的
態
度
に

お

い

て
､

重

商
主
儀
的

な

政

策
に

反
対

し

た
｡

っ

ぎ
に

著
者
の

い

う
土

地

測

量
と

は
､

六

〇

年
代

後
半
か

ら

始

ま
っ

て

世

紀
の

終
り

ま

で

続
行
さ

れ

た
､

全

国

的

な

規
模
で

の

土

地

測

量
を

指
し

て

い

た
｡

こ

の

測
地

に

た

い

し

て

著

者

は
､

｢

測

(

4 9
)

地

は

農
業
不

振
の

原
因
で

あ
り

､

動
機
で

あ
っ

た
+

と

考
え

る
｡

測
地

は
､

国

有
農
民

そ

の

他
の

非
地

主

農
民
へ

､

き

わ

め

て

不

利

な

結
果
を

も

た

ら

す
､

｢

い

く
つ

か

の

地

方
で

農
民

た

ち

は
､

ひ

ど
い

零
細

農
か

全

く

土
地

を

も

た

な
い

も
の

と

な
っ

て

し

ま
い

､

実

状
は

そ

う
で

な
い

の

に
､

た

だ

名

前
の

上
だ

け
で

農
耕
者
と

し

(

与0
)

て

残
っ

て

い

た
｡

+

測
地
の

横
暴
を

ほ

の

め
か

し

な
が

ら

著
者
は

､

整
地

作
業
の

結
果
｢

あ

る

も
の

は

多
く
を

手
に

入

れ

た

し
､

他
の

も
の

は

所
有
地

の

半
分

を

失
わ

な
か

っ

た

に

し

ろ
､

極
端
に

圧

迫

さ

れ

た
+

と

書
い

た
｡

｢

す
で

に

牧
畜
が

そ

う
で

あ

り
､

そ

れ

と

共
に

農
業
も

わ

が

国
で

は
､

農
耕
者
問
で

の

土

地

分

剖
の

た

め

に

へ

5 1
)

衰
え

た
の

だ
｡

+

な
ぜ

な

ら

｢

‥
･

…

土
地

を

も
つ

農
夫
に

と
っ

て
､

自
分
の

経

済
の

拡
大
と

ゆ

た

か

な

牧
畜
の

維
持
へ

の

障
害
と

な
っ

(

軸
)

た
+

か

ら

で

あ
る

｡

農
業
不

振
に

つ

い

て

上

述
の

よ

う

な

諸

原
因
の

ほ

か
､

税
負
担

一

⊥

の

増
大
を

指
摘
し

て
､

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は

政

府
へ

の

露
骨
な

暗
示

朗
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を
こ

め

た
つ

ぎ
の

意
見
を
の

ぺ

る
｡

｢

…

…

農
夫
の

多
く

を

圧

迫

し
､

貧
窮
に

い

た

る

ま
で

導
き

な

が

ら
､

彼
ら
に

迫
っ

て

彼
ら

自

身
の

特
有
の

経
営
と

､

自
分
の

財
産
を

さ

え

捨
て

さ

せ

た

の

で

あ

欒
…
:

｡

+

著
者
に

ょ

れ

ば
こ

の

よ

う
な

政

策
の

結

果
と

し

て
､

ロ

シ

ヤ

の

農
民
は

1

丁

に

減
小

し
て

し

ま
い

､

し

か

も

商
人

と

貴

族
の

数
は

増
大

し
て

い

る
｡

著
者
は

国
有

農
民
の

経

済
状
態
を

､

き

わ

め
て

暗
い

語
調
で

叙

述
す
る

｡

｢

農
耕
者

､

と

く
に

官
有

農
民

の

状

態

を
､

破

産
と

不

調
へ

導
く
と

こ

ろ
の

不

幸
な

ケ

ー

ス

は
､

彼
ら
の

経
営
に

か

ん

七

て

数

知
れ

な
い

も
の

で

あ

る
｡

彼
ら

は

家
畜
の

疫
病

･

穀
物
の

不

作
･

そ

の

畑
で

穀
物
が

雷
に

う
た

れ

る

と

い

う
椿
事
‥

…
･
な

ど
の

た

必
に

赤
貧
に

お

ち
い

る

の

で

あ
る

｡

農
民

が

火

災
･

永
わ

ず
ら

い

…

…

な

ど
の

た

め

に
､

ま

た

彼
と

入

交
っ

た

所
有
地

を

も
つ

地

主
た

ち
の

圧

迫
に

よ

る

土
地

に

つ

い

て

の

敗

訴
の

た

め
に
･

､

(

5 4
)

零
落
す
る

こ

と

も

稀
で

は

な
い

｡

+

著
者
が

念
頭
に

お

く

の

は
､

地

主

農
民

で

な

く

国
有
農

民
で

あ

る
｡

彼
ほ

由
有
農
民
の

利

益
を

擁
護
し
ょ

う
と

す
る

あ

ま

り
､

地

主

農
民
の

立

場
を

理

想

祝
し

､

農
奴

農
民
の

状

態

を

潤
色

す
る

｡

彼
は

地

主
の

な
か

に
､

農
奴

員

民
の

擁
護
者
を

見
い

だ

そ

う

と

努
め
る

が
､

国
有
島
民
に

つ

い

て

は
､

政

府
と

貴
族
の

が

わ

か

ら

な

ん

の

保

護
も

援
助
も

あ

た

え

ら

れ

な
い

､

と

の

ぺ

を
｡

｢

地

主

農
民

は
､

自
分
の

主

人

の

宏

量
の

㈹
ウ

J

な

か

に

保

護
と

援
助
を

見
い

だ

し
､

そ

の

う
え

自
利
心

も

地

主

を

動
か

し

て

自
分
の

農
民
の

財
産
を

､

そ

の

全
て

の

で

き
ご

と

と

必

要
に

応
じ
て

支
え

る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
が

国
有

農
民

は
､

び

と

り

自

分

だ

け
の

配
慮
と

努
力
ヘ

放
置
さ

れ
､

政

府
の

が

わ

か

ら

す

る

全
て

の

援
助
を

失
っ

て

い

て
､

そ

の

失

調

状

態
に

も

か

か

わ

ら

ず
一

切
の

国
の

税
金

が
､

他
の

人
び

と

と

等
し

く

彼
か

ら

取

立
て

(

5 5
)

ら

れ

る

の

で
､

い

よ

い

よ

苦
し

む
の

で

あ
る

｡

+

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は

手

稿
の

終
り
の

部

分
で

､

国
有
農
民
の

利
益

の

保

護
を

目

的

と

す
る

､

か

な
り

大
き

な

農
業
上
の

プ

ラ

ン

を

提

起
す
る

｡

そ

れ

に

よ

る

と
､

彼
の

最
大
の

関
心

事
は

農
民

的
土
地

所
有
の

拡
大
で

あ
っ

た
｡

｢

国
有
地

は
､

こ

れ

に

隣

接

す
る

国

有

(

5 6
)

の

村

落
へ

分

与
さ

れ

る

だ

ろ

う
｡

+

著
者
は

､

農
民
へ

分

与

す
る

こ

と

を

希
望

す
る

地

片
の

規
模
を

明

示

し

な
い

が
､

そ

れ

に

つ

い

て

別
に

な

ん

の

制
限

も

設

け
て

い

な
い

｡

国
有
農
民
へ

大

量
の

土

地

を

分

与

す
る

プ

ラ

ン

を
､

著
者
は

全
て

の

県
へ

通
用

し
ょ

う
と

す
る

が
､

彼
は
さ

ら

に

進
ん

で
､

農
民
を

小

土

地

所
有
の

地

域
か

ら
､

土

地
の

豊
富
に

あ
る

地

方
へ

移
住
さ

せ

る

こ

と

を

暗
示

す

る
｡

新
し

く
ロ

シ

ヤ

ヘ

併
合
さ

れ

た

地

域
を

ふ

く

む
､

国
土
の

東

部
･

南
部
地

方
の

馴

化
の

任
務
を

､

貴
族
で

な

く

国
有
農
民
へ

課

蛸

も

坤

椒

.

㍉
押
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絆

冷

*

ゆ

そ

う
と

す
る

の

は
.

こ

の

観
点
か

ら

で

あ
っ

た
｡

国

有
農

民

と

地

主

農
民
の

関

係
の

調

整
は

､

著
者
の

農
業
プ

ラ

ン

に

お

い

て

重

要
な

位
置
を

占

め
て

い

る
｡

土

地
に

つ

い

て

の

貴

族
と
の

係

争
中
の

訴
訟
は

｢

…

∴

度
か

ぎ

り

で

永

久
に

解
決
す

べ

き
+

で

あ

り
､

し

か

も

著
者
は

平

和

的
な

解
決
を

期
待
し
て

い

る
｡

｢

…

…

各
人

は

自
分
の

土

地
の

平

静
な

所
有
者
と

し

て

残

る

(

5 7
)

こ

と

に

な

る

…

…
+

地

主

農
民

と

国
有
畠
民

と

を

問
わ

ず
､

全
て

の

農
民

を

土

地

所
有
者
に

し
よ

う
と

い

う
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

意

向

が
､

明

ら

か

に

現

わ

れ

て

い

る
｡

農
民

的
土

地

所
有
の

拡
大
は

ま

た
､

地

主

所
有
地
の

腰
入
を

地

主
の

譲
歩
に

お

い

て

お

こ

な

う
の

が

望
ま

し
い

､

と

著
者
ほ

い

う
｡

｢

農
民

た

ち
へ

､

自

分

に

好

都

(

馳
)

合
な

地

片
を

地

主
か

ら

購
買
す
る

こ

と

を
+

許
す
べ

き

で

あ

る
｡

農
民

的

土

地

所
有
を

擁
護
す

る

た

め
に

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は
､

国

有
農
民
に

つ

ぎ

の

こ

と

を

禁
ず
る

よ

う

提
言

す
る

｡

彼
ら
に

属
す

る

土

地
を

｢

…

…

売
却
し

､

貴
族
へ

永
久
の

所
有
と

し
て

譲
渡
す

る

こ

と
…
二

･
自
分
の

土

地

を

貸
し
に

出
し

､

誰
階
級
人

を

自

分
の

(

5 9
)

屋

敷
に

住

ま
わ

す
た

め

受
け

入

れ

る

こ

と
｡

+

著
者
は

農
民
の

土

地

を
一

つ

の

ま

と

ま
っ

た

地

域
へ

区

分
し

ょ

ぅ
と

望
み

､

｢

彼
ら
の

土

地

が

地

主
の

土

地
と

錯
綜
し

て

い

る

場

所
で

は
､

土

地

を

交
換
す
る
+

権
利
を

､

農
民
へ

あ

た

え

よ

と

提

案
す
る

｡

著
者
は

国

有
農

民
の

私

的

な

土

地

所
有
へ

明

瞭
な

賛
意

を

表

明

す

る

が
､

共

同

体

的
土

地

所
有
を

扱

う

場
合
に

な

る

と
､

こ

の

原

則
を

離
れ

て

し

ま

う
｡

彼
は

共

同

体

的

な

紐
帯
を

弱
め

た

り
､

共

同

体

的
所
有
を

私

的

所

有
へ

転

化
さ

せ

る

こ

と
に

､

決
し

て

賛
成
し

な
い

｡

｢

自

分
た

ち
の

共

有
地

を

各

人

に

と
っ

て

私

有

の

地

片
へ

分

割
す
る

こ

と

は
､

農
耕
の

繁
栄
の

た

め

に
､

国
有
農

民
へ

最
も
き

び

し

く

禁
じ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

だ

が

そ

の

場
合

に

彼
ら
が

一

般
に

､

つ

ぎ
の

よ

う
な

気
構
え

で

土

地

を

所
有
す
る

よ

う

子

配
す
べ

き
で

あ

る
､

す
な

わ

ち
､

彼
ら

の

う

ち
の

誰
か

が
､

自
分
の

畑
を

自
分
の

時
間
に

耕
や

さ

な
い

な

ら
､

そ

れ

を

占
有
す

る

は

ず
の

そ

の

人
が

耕
や

す
よ

う
に

な
る

ま
で

は
､

同
じ

村
の

住

人

た

ち
へ

､

任
意
に

そ

れ

を

占

有
し
て

差

配

す
る

こ

と

が

許

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

同

様
に

､

草
刈
場
を

人

数
で

は

な
し

に

家
畜
の

頭

に

応
じ
て

分

け
る

の

が
､

極
め
て

有
益
で

あ

る
｡

そ

れ

ぞ

れ

の

村

は
二

つ

の

牧
場
を

持
つ

こ

と

に

な
る

､

一

つ

は

共

用

で

十

分
に

広

く
､

住
居
に

も

水

飼
場
に

も

近
い

｡

他
は

特

別

用

で

大

き

く

な

く
､

共
同
の

牧
場
か

ら

全

く

遠
ざ

け
ら

れ

て
､

健
康
で

な
い

家
畜

(

6 0
)

の

た

め
の

も
の

で

あ

る
･
…
=
｡

+

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

は

共

同

体

的
土

地

所
有
に

賛
成

す
る

が
､

そ

れ

が

土

地

の

剖
香
え

を

伴
わ

な
い

こ

3

と

を

主

張
す
る

｡

ロ

シ

ヤ

経
済
史
打

諸

文

献
が

す
で

に

確
証

し
て

∬
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い

る

よ

う
に

､

こ

の

よ

う

な

条
件
を

伴
う
共

同

体

的
所
有
は

､

農

民
の

階

級

分

化
を

も

た

ら

し
､

富
農
と

こ

れ

に

依
存
す
る

小

土
地

農
民
の

形
成
へ

み

ち
び

く
｡

国

有
地
の

村
落

共
同

体

内
に

私

的

な

土

地

所
有
が

存
在
し

て

い

た

こ

と

は

事
実
で

あ

る

が
､

土

地

を

売

却
す
る

権

利
は

農
民

に

な

か

っ

た
｡

お

そ

ら

く

国

有
農
民
に

よ

る

土

地

所

有
は

､

共

同

体
的

土

地

所
有
と

並

存
し

て

い

た

よ

う
に

思

わ

れ

る

が
､

両

者
の

関
係
に

か

ん

す
る

意
見

は
､

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

の

プ

ラ

ン

の

な
か

に

見
い

だ

さ

れ

な
い

｡

剖
替
え

制
が

続
行

さ

れ

た

の

は

草
刈
場
だ

け
で

あ
っ

た

が
､

こ

の

場
合
に

も
､

富
農
に

た

い

し

て

草
刈
場
を

確
保
さ

せ

る
､

と
い

う
原

則
が

お

こ

な
わ

れ

て

い

た
｡

草
刈
場
は

家
族
の

人

数
で

な
く

､

家

畜

数
に

応

じ

て

分
け

ら
れ

る

た

め

に
､

保

有
す
る

家
畜
数
の

少
な
い

中

農
･

貧
農
は

草

刈
場
を

殆
ど

受
け

ら

れ

な
か

っ

た

が
､

富
農
は

造
か

に

広
い

場
所

を

割
り
あ

て

ら

れ

て
､

そ

の

経

営
を

拡

大

す
る

可

能
性

に

め

ぐ

ま

れ

た

の

で

あ

る
｡

著
者
に

ょ

る

と

土

地

測

量
の

実
施
後
に

お

い

て
､

国

家
の

手
に

よ

る

土

地
か

ら

の

小

作
料
の

徴
集
が

､

特
に

増

大

し

て

き

て

い

た
｡

彼
は

こ

の

収
入

を

廃

止

せ

よ
､

と

要
求
す
る

｡

彼
は
こ

の

種

の

国

有
地
か

ら
の

収
入

に

つ

い

て
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

書
く

､

測
地

後
に

国
庫

は

｢

…
‥

･

土
地

を

四

年
間
び

き

わ

た

し
て

使
わ

せ

る

代

り

に
､

土

地
か

ら

収
入

を

確
実
に

得
る

こ

と
が

必

要
だ

と

考
え

､

舶3

そ

れ

を

極
度
に

入

用
と

す
る

村
落
自
体
へ

で

な

く
､

そ

れ

を

使
用

す
る

こ

と

に

た

い

し
て

よ

り

多
く
を

払

う
も

の

へ

､

せ

り

で

び

き

わ

た

す
｡

国

庫
の

こ

の

打
算
は

す
で

に
､

ロ

シ

ヤ

に

お

け
る

多
く

の

村
落
に

た

い

し
て

､

農
民

経
済
を

自

発
的

か

つ

自
由
に

拡

大

す

る

手

段
を

奪
っ

た

た

め

に
､

完
全

な

破

壊
と

苦
境
を

も

た

ら

し
た

(

4 1
)

の

で

あ

る
｡

+

著
者
は

国
有
地
が

農
民

で

な

く
､

必

要
な

貨
幣
を

持
っ

て

い

る

商
人
や

貴
族

に

利
用

さ

れ
､

国

庫
が

土

地
の

賃

貸
か

ら
一

定
の

収

入
を

あ

げ

る

こ

と

に

反

対

す
る

｡

｢

‥

=

:

土

地

収

入

(

6 2
)

ま

た

は

小

作
料
収

入
の

廃
止

に

あ

た
っ

て
､

国

有
地
は
‥

=

:

+

国

有
の

村

落
へ

引

き

わ

た

さ

れ
､

人

数
に

此

し
て

地

積
が

過

大
な

場

合
､

そ

こ

へ

は

土

地
の

狭
小

な

村
落
か

ら
､

し
か

る

べ

き

数
の

農

民
を

移
住
さ

せ

る

こ

と

に

な
る

｡

サ

フ

ォ

ー

ノ

フ

の

農
業
プ

ラ
ン

は
､

ラ

デ

ー

シ

チ

ェ

フ

の

提
言

と

は

か

な
り
こ

と

な
っ

た

要
素
を
ふ

く
ん

で

い

る
｡

こ

の

プ

ラ

ン

を

実

現

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

農
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