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一

関

題

井
藤
牛
滴
博
士

の

財
政

学
者
と

し
て

の

名
聾
は

､

あ

ま

ね

く

人
々

の

熟

知
す
る

と

こ

ろ

で

あ

る

が
､

こ

れ
に

く

ら
べ

て

社
食
政
策
学
者
と

し

て

の

博
士
の

撃
蹟
は

､

こ

れ

ま

で

か

な

ら

ず
し

も
ひ

ろ

く

紹
介
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

は
な

く
､

さ

ら

に

博
士
が

一

九
二

七

年
以

爽
約
三

十
年
問
に

わ

た
っ

て
､

一

橋
に

お

け

る

社
食
政

策
の

講
義
を

塘
嘗
さ

れ

た

事
賓
さ

え
､

局
外

者
に

は

徹
底
し
て

い

な

い

場
合
が

あ

る
｡

こ

の

た

び

の

井
藤
博
士
の

御
退

官
に

あ
た

り
､

博
士

の

社
食
政
策
論
髄
系
の

全
構
想
を

回
想
し

､

そ
の

解

説
を
こ

こ

ろ

み
る

こ

と

だ

け

で

も
､

若
干
の

存
在
意
義
を

も

ち

う
る

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
｡

た

だ

し
､

井
藤
社
食
政
策
論
の

全

髄
系
は

後
述

の

ご

と

き

カ
大
な

領
域
に

わ

た
っ

て

お

り
､

そ

の

全
貌
を

正

確
に

記
述
す

る
こ

と

は
､

不

肯
の

門
下
生

で

あ

る

筆
者
に

は
､

そ
の

能
力
に

あ

ま

る

課

題
で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

井
藤
博
士
が

一

橋
社
食
政
策
論
の

俸
統
を

継
承

､

費
展
せ

し

め

ら
れ

た

足
跡
に

つ

い

て

は
､

す
で

に

小

山
路
男
氏
の

す
ぐ

れ

た

解
明
も

な
い

わ

け

で

は

な
い

(

一

橋
論
叢
『

一

橋

草
間
の

俸

統

と

反

〕
″

大

陽

寺

順

一

省
』

記

念
競

､

一

九
五

五

年

十

月
､

所
収
)

｡

そ
れ

に

あ

ら

た

め

て

附
加

す
べ

き

飴
地
は

少
い

と

も
い

え

よ

う
が

､

こ

こ

で

は

井
藤
杜
合
政
策
論
の

全
容
を

､

眈
蜃
表
の

著
作
と

論
文
の

ほ
か

に
､

大
草
の

講
義
や

日

常
食
話

か

ら
の

推
定
を
ふ

く
め

て
､

筆
者
に

可
能
な
か

ぎ

り

詳
細
に

展
望
し

な

お

す
こ

と
に

よ

り
､

追
加
的
な

紹
介
の

役
割
を
つ

と

め

た
い

｡

井
藤
博
士
の

構
想
さ

れ

る

社
食
政
策
論
の

債
系

と

は
､

(

1
)

社

食

政

策
序

論
.
(

2
)

社
食
理

想
論

､

(

3
)

社

食
現
箕

論
､

(

4
)

狭

義
の

祀

曾
政

策
論
か

ら

成
り

立
つ

て

い

る

(

『

社

食
政

策
絶
論
』

一

九

四

九

年
､

序

文

参
照
)

｡

こ

の

四

者
の

内
容
を

そ

れ

ぞ

れ

概
観
す

る

の

が
､

本
稿
の

課
題
と

な

る
｡

ま

ず
､

｢

社
食
政
策
序
論
+

か

ら

出
費
し

ょ

う
｡

こ

れ

は

｢

政

策
論
の

構
造
+

と

｢

社
食
政
策
概
念
+

に

か

ん

す
る

二

つ

の

分
析
が

中
心

と

な
っ

て

い

る
｡

干

政
策
論
の

構
造

井
藤
博
士
の

｢

政
策
論
の

構
造
+

分
析
は

､

『

政

策
論
殊
に

財

政

政

策

論
の

構
造
』

(

『

大

草

と

社

食
』

誌

第
五

耽
､

一

九

三
一

年
)

の

論
文
を
へ

＼
.

≠
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⊥
モ

で
､

.『

財
政

学
尻
埋
』

.
(

一

九
二

二

牛
､

改

訂

版
一

九
三

ゼ
牛
)

の

う
ち
に

明

確
化
さ

れ

た
｡

そ

れ

は

学
位
論
文
『

租
税
原
則
学
説
の

構
造
と

生

成
』

(

一

九
三

五

年
)

に

よ

り

螢
展

､

集
大
成
さ

れ

た

が
､

同
様
の

分
析

は

『

統
制
経
済
財
政
論
』

(

一

九
三

三

年
)

､

『

財
政
撃
基
本
原
理
』

(

新

経

済

畢
全

集
､

一

･
九

四

〇

年
)

､

『

財
政

学
概
論
』

(

一

九
四

三

年
､

改

訂

版
一

九
四

八

年
)

な

ど

で

も

展
開
さ

れ
､

『

社
食
政
策
線
論
』

に

も

は

と

ん

ど

そ
の

ま

ま

う
け
つ

が

れ

て

い

っ

た
｡

こ

れ

ら
を

つ

う
じ
て

の

井
藤
博
士
の

所
説
は

､

政
策
論
と

理

論
､

ま

た

は

目

的

論
と

因
果
論
の

異
同
を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

か

ら

嶺

足
し

､

目

的
･

手
段
の

髄
系
と
し

て

の

政
策
論
の

論
理

構
造
を

､

目
的
お

よ

び

手
段

の

結

合
に

さ

い

し
て

の

競
合
関
係

､

目
的

論
相
互

間
で

の

上

下
関
係
と

等

質
関
係

､

あ

る
い

は

目
的
論
的
判
断
に

お

け

る

手
段
の

採
否
に

か

ん

す
る

條
件
と

制
限
.
な

ど
の

硯
鮎
か

ら

解
明

さ

れ

る
｡

そ
の

過
程
で

､

博
士
は

ヴ
ュ

ー
バ

ー

流
の
､
｢

技
術
的
+

な

目
的
手
段
関
係

､

あ

る
い

は

因
果
関
係

の

た

ん

な

る

逆
樽
で

あ

る

｢

保
件
関
係
+

的
な

目

的
論
の

把
握
に

た
い

し

て
､

目
的
論
的

闇
係
そ

れ

白
膿
の

も
つ

償
値
評
償
的
性
格
を

強
調
す
る

｡

こ

の

論
旨
は

､

と

く
に

エ

ン

ブ

リ
γ

シ
ュ

の

い

う
｢

目
的

論
的
+

関
係
の

克
服
と

､

そ

の

｢

規
範
的
+

ロ
○
→

ヨ
P
t

才

固
係
に

か

ん

す
る

撰

充
で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

(

く
g

-
.

内
P

ユ

E
ロ

g
-

-

抑
-

G
コ

ー

n

d
-

品
e

n

九

訂
仏

名
首
t

∽

の

F
P
f

t
-

ど
F
e

n

ロ
e

ロ

打
e

n
∽

〉

せ
→

ロ

ロ

n

-

¢

N

少

A
け

あ
O

F
n
-

t
什

-
〉

N
一

日
e

謡
e
-

b
e

-

→
e
-

e

O
-

O

g
-

旨
F
e

→
F
e

O

ユ
e

d
e

→

S
t

P

巳
の

宅
汀
t

胃
F

已
t

.

田

基
ロ

P

-

空
い

〉

→
e

こ

･J

戸

P
)

｡

井
藤
博
士
の

政
策
構
造
論
は
+

さ

ら
に

政
策
論
に

お

け

る

目
的
分
析
と

現

賓
分
析
の

関
連
か

ら

も
､

説
明
が

す
す
め

ら
れ

る
｡

目
的
論
に

お

け

る

手
段
は

､

償
値
を

現
賓
化
す
を

因
果
陳
係
で

あ
る

か

ら
､

政
策
論
は

現

資

世

界
と

僧
侶
世
界
の

蟹
方
に

関
係
を

も
つ

わ

け
で

あ
る

｡

と

こ

ろ

で
､

政

策

論
の

前
提
と

な
る

理

想
の

設

定
と

現

賓
の

把
握
と
い

う
二

要
素
の

う
ち

で
､

現
賓
把
握
に

科
学
性
を

容
認
す
る
の

は

異
論
が

な
い

と

し
て

も
､

政

策
の

目
的
な
い

し

理

想
の

客
観
的
可

能
性
に

つ

い

て

は
､

周
知
の

難
問
が

ひ
か

え
て

い

る
｡

こ

こ

に
､

博
士

は

ド

イ

ツ

社
食
政
策
草
食
を

中
心

と

す

る

｢

債
値
判
断
論
争
+

に
つ

い

て
､

康
仇
か

つ

詳

細
な

批
判
的
展
望
に

む

か

か

れ

る
｡

そ
の

結
果

､

博
士
は

理

想
主
義
的

債
値
哲
学
の

立
場
に

立
っ

て
､

ヴ
ュ

ー

バ

ー

汲
の

懐
疑
主
義
を

批
判
し
､

究
極
目
的
の

客
観
的
安
富

性
と

政
策
畢
の

科
学
的
可
能
性
を

､

論
理

的
に

定
立

さ

れ

る
｡

博
士
の

こ

の

締
結
に

は
､

新
カ

ン

ト

汲
哲
学

､

な

い

し

左

右
田

喜
一

郎
博
士
の

文
化

慣
値
哲
早
か

ら

の

深
い

影
響
を

､

讃
み

と
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

三

社
脅
政
策
の

概
念

井
藤
博
士
に

よ

る

社
食
政

策
｢

序
論
+

の

も

う
一

つ

の

核
心

は
､

社
食

政
策
概
念
に

か

ん

す
る

分
析
で

あ

る
｡

｢

社
食
政
策
と

は

何
か
+

と

い

う

古
く

し
て

新
し

き

問
題
に

か

ん

す
る

博
士
の

最
初
の

論

稿
は

､

『

社

食
政

策
概
念
の

歴
史
的
登
展
』

(

文

化

諸

科

挙

論
集

､

一

九
二

九

年
､

所

収
)

で

あ

り
､

こ

れ

は

第
一

次
大

戦
後
に

お

け

る
ド

イ

ツ

最
新
の

社
食
政
策
論

を
､

も
つ

と

も

包
括
的
に

わ

が

国
へ

輸
入

し
た

開
拓
的
労
作
で

あ
っ

た
｡

す
で

に

そ
こ

で

確
定
さ

れ

た

博
士
の
.
社

食
政
策
概
念
は

､

そ

の

後
『

財
政

学
原
理
』

や

『

社
食
政
策
絶
論
』

に

お
い

て

も
､

ほ

ぼ

同
じ

表
現
と

内
容

で

磯
承
さ

れ

て

い

る
｡

で

は
､

ド

イ
ツ

社
食
政
策
論
の

俸
統
的
解
繹
を

く

ま

な

く

渉
猟
さ

れ

た

＼
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レ.
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人

井
藤
博
士
は

､

"

政

令
政
策
概
念
を
い

か

に

定
義
ぎ

れ

る

か
｡

｢

社
食
政
策

と

ほ

社

食
生

酒
の

基
本
騒
係
の

費
展
を

目

的
と

す
る

方
策
で

あ

る
+

と

い

ぅ
の

が
､

そ

れ

で

あ
る

｡

こ

の

表
現
は

､

と

き
に

｢

社
食
生

酒
の

蜃
展
+

と
か

｢

社
食
の

基
本
関
係
の

蜃
展
+

と
か

の

類
似
し

た

表
現
を

と
る

こ

と

も

あ
る

｡

か

か

る

定
義
と

概
念
規
定
に

ふ

く

ま
れ

る

特
色
は

､

社
食
政
策

を

現
代
社
食
の

無
産
努
働
者
政

策
と

経
済
的
分
配
政
策
に

局
限
せ

ず
､

ひ

ろ

く

社
食
政
策
の

主
題
を

各
種
の

社
食
階
級
封
策
や

経
済
外
的
な

政
策
諸

領
域
に

ま
で

､

瑛
大
し

ょ

う
と

す
る

鮎
で

あ

る
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

社
食

政
策
に

た
い

し

て

十
九
世

紀
的
な

通
念
を

は

な
れ

た

抽
象
的
解
帯
を

く

わ

え
､

あ

ら
ゆ

る

時
代
と

場
所
に

お

い

て

安
富
す
べ

き

超
歴
史
的
で

形
式
的

な

概
念
を

､

規
定
し

ょ

う
と

す
る

こ

こ

ろ

み
で

あ
る

｡

あ

る
い

は

ま

た
､

｢

社
食
の

基
本
関
係
+

の

饅
展
を

第
一

目
的
と
し

て

か

か

げ

る
こ

と

に

よ

り
､

特
定
の

部
分
的
利
益
を

代
表
す
る

階
級
政
策
や

｢

利
害
政

策
+

に

反

封
し
て

､

い

わ

ゆ

る

｢

祀
合
目
的
+

や

｢

社
食
全

髄
+

の

優
位
を

と

く

立

場
と

､

特
徴
づ

け
.て
も

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

井
藤
博
士
の

社
食
政

策
概
念
が

こ

の

よ

う
な

特
色
を

も
つ

と
い

い

う
る

な

ら
ば

､

そ

れ

は

｢

債
値
判
断
論
争
+

に

象
徴
さ

れ

た

講
壇
社

食
主
義
の

衰
退
に

と

も

な
っ

て
､

二

十
世
紀
初
頭
よ

り

接
頭
し

た

形
式
社
食
学
的
な

社
食
政
策
論
に

封
應
す
る

も
の

で

あ
り

､

ま

た

そ

れ

は
､

第
一

次
大
戦
後

｢

社
食
政
策
の

危
機
論

争
+

に

表
現
さ

れ

た

よ

う
な

打
-

P
∽

芳
日

管
b
仁

宇

d
e

n
e

S
｡
N

邑
勺
○
】

ご
i

打

の

動
揺
に

よ

り
､

E
監
∽

e

n
】

O

S
e

S
O
N

訂
-

p
O
】

i

こ
打

を

さ

が

し

求
め

た

祀
合
政
策
の

社
食
畢
的
理

解
を

､

踏
襲
す
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

す
な
わ

ち
､

博
士

は

ド

イ

ツ

を

中

心

と

す
る

留

畢

時
代

(

一

九
二

二

-
二

五

年
)

に
､

ツ

ゲ
ィ

ー

デ
ィ

ネ
ッ

ク

℃
t

t

O

召
n

N

旦
?

d
i

ロ
e

の

打
･

晋
一

年
ロ

ケ
○

記
t
､

ア

モ

ン

A
】

才
e

払

A

ヨ
○

日
日

､

プ

リ

ブ
一

ア

ム

拝

賀
】

勺
ユ

ど
リ

P

m
､

.ブ
ィ

ー

ゼ

｢
e

O
廿

○
-

P

づ
0

日

W
訂
∽

e
､

ギ
ユ

イ

ン

タ

ー

A
d
O
-

h

G
辞

n
t

訂
㌧

ハ

イ

デ

P
亡
か

再

訂

#
e
=

古
e

､

フ

ォ

ス

弓
.

く
○

設

な

ど
､

常
時
の

ド
イ

ツ

社
食
政
策
論
の

主

流
か

ら

影
沓
を

う
け
ら

れ

た

こ

と

は

明
白
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

井
藤
博
士
が

右
の

ご

と

く

社
食
政
策
概
念
の

漬
張
と

形
式

化
を

は
か

ら
れ

る
と

き
､

そ
の

社
食
政
策
概
念
と

は

別
の

観
鮎
か

ら
い

い
▼

か

え

れ
ば

､

す
べ

て

の

他
の

個
別
的
諸
政
策
を

綜
合
統

一

す
べ

き

｢

政
策

絶
論
+

､

ま

た
は

｢

政
策
原
論
+

を

意
味
す
る

も
の

と

な
っ

た
｡

各

種
の

個
別
的
政
策
は

特
定
の

政
策
目
的
を

中
心

と
し

て
､

そ

れ

ぞ

れ

濁
立
に

自

己
完
了
的
に

構
成
さ

れ

る

が
､

そ

れ

ら

相
互

間
の

直
別
と

依
存
関
係
を

明

ら
か

な
ら

し

め

る

綜
観
的
な

任
務
こ

そ
､

は

か

な

ら

ぬ

社
食
政
策
に

期
待

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

か

か

る

綜
観
が

困
難
な

仕
事
で

あ

る
こ

と

は

博

士
自
身
も

容
認
さ

れ

る

が
､

や

は

り
そ

の

任
務
は

､

個
々

の

諸
政
策
に

た

い

し
て

｢

社
食
+

政

策
と
い

う
名
節
を

も
つ

も
の

に

の

み
ふ

さ

わ

し
い

課

題
と

み

な

さ

れ

た
｡

ま

た
､

綜
合
政
策
と

し

て

の

社
食
政
策
の

具
債
的
鰭

系
的
内
容
は

､

各
個
別
政
策
の

目
的
相
互

間
に

債
値
の

傾
位
序
列
を

定
め

る

こ

と

な

し

に

は

明
確
化
し

え

な
い

の

で

あ

り
､

そ
こ

に

は

｢

償
値
髄
系

論
+

の

哲

学
的
課
題
も
の

こ

さ

れ

る
こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

の

鮎
に

か

ん

す

る

博
士
の

構
想
で

は
､

お

そ

ら

く
リ
ッ

ケ
ル

ト
の

債
値
哲
華
や

左

右
田

哲

学
に

よ

る

文
化
慣
値
の

併
列
性
の

主
張
が

､

検
討
さ

れ
つ

つ

あ
っ

た
こ

と

で

あ

ろ

う
が

､

現
在
ま

で
､

社
食
政
策
の

も

と
へ

の

個
別

的
諸
政
策
の

憩

系
的
位
置
づ

け

は
､

問
題
提
起
の

領
域
に

と

ど

め

ら
れ

て

い

る
｡

さ
て

､

以

上
の

よ

う
な

井
藤
博
士
の

｢

社
食
政
策
序
論
+

に

ょ

れ

ば
､

＼

心

β上張

ー
ニよ

r
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ノ
/

+

社
食
政
策
論
は

一

般
に

､

社
食
生

活
に

お

け

る

｢

現

賓
+

ま

た

は
｢

存
在
+

の

把
握
と

､

｢

理

想
+

な
い

し

｢

目

的
+

の

設
定
と
い

う
二

者
を

前
提
と

す
る

も
の

で

あ

り
､

さ

ら
に

こ

の

雨
着
の

相
互

関

係
､

す
な

わ

ち

｢

社
食

現
賓
+

を

｢

社
食
理

想
+

に

向
わ
せ

る

｢

手
段
+

や

｢

方
策
+

を
､

綜
合

的
に

考
究
す
る

と
こ

ろ
に

､

そ

の

中
心

的
な

主
題
が

お

か

れ

る

も
の

と

想

定
さ

れ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

に

博
士
の

社
食
政

策
論

は
､

｢

序
論
+

に

つ

づ

い

て
､

｢

祀

合
理
相

芸
珊
+

､

｢

杜
合
現
資
論
+

､

政
策
手
段

論
と

し
て

の

｢

狭
義
の

社
食
政
策
論
+

へ

と
､

三

分
さ

れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

四

社
食
理

想
論

井
藤
博
士
の

社
食
理

想

論
は

基
本
的
に

は
､

個

人
主
義
と

普
遍
主
義
と

い

う
二

大
社
食
本
質
観
に

應
じ
て

構
成
さ

れ

る
｡

そ
の

構
想
は

す
で

に

昭

和
初
頭
の

詩
論
稿
を

あ
つ

め
た

『

社
食
思
想
と

近

代
生

活
』

(

一

九
三

二

年
)

に

お

い

て

確
定
さ

れ
､

そ

の

後
『

統
制
経
済

財
政
論
』

や

昭

和
十
年

代
に

お

け
る

社
食
本
質
観
研
究
の

諸
論
文
(

著
作

日

銀

参
照
)

で

蟄
展
せ

し

め

ら
れ

て

お

り
､

今
次

大

戦

後
の

『

財
政
学
研
究
』

(

一

九
五

〇

年
)

に

も

稚
受
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

を
つ

う
じ

て

展
開
さ

れ

た

博
士
の

社
食

理

想
論
と
は

､

人

間
の

政

令
生

活
の

規
範
原
理
を

明

ら

か

に

し

よ

う
と

す

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

杜
合
生

活
の

第
一

義
的
存
在
を

個
人
に

も

と

め

る
か

､

社
食
そ

の

も
の

に

も

と

め

る
か

に

よ
っ

て
､

解
繹
を
二

分
さ

れ

る

と

み

な
さ

れ

た
｡

す
な

わ

ち
､

社
食
の

規
範
原
理

と

い

う

倫

理

問

題

は
､

社
食
の

本
質
を

個
人
と

社
食
の

い

ず
れ

に

も

と

め

る
か

と
い

う
理

論

問
題
と

､

密
接
不

離
の

関
係
に

お

か

れ

た
｡

社
食
理

想
論
は

社
食
本
質
論

を

前
提
し
､

こ

れ
.に
立

脚
せ

し

め

ら

れ
た

の

で

あ

る
｡

か

か

る

社
食
本
質

/

､
′

′
､

/-

す

､

単

に
l

｡

.､
”

令

■

観
と

し

て
､

停
士
は

｢

個
人

主
義
+

社
食
観
と

｢

普
遍
主
義
+

社
食
観
を

大
別
さ

れ

た
｡

こ

の

南

極
の

社

食

観
は

､

テ

ン

ニ

ー

ス

句
2
]

己
i

日

学
ロ

d

→
ひ

ロ

2.e
∽

の

｢

利
益
祀

禽
+

と

｢

共
同
社
食
+

の

封
立

と

し
て

示
さ

れ

る

も
の

と

大

健
合
致
す
る

し
､

ま

た

そ

れ

は
､

デ
ィ

ー

ツ
ェ

ル

に

よ

る

｢

個

人

原
則
+

と

｢

社
食
原
則
+

の

対
立
と

も

は

ぼ

封
應
す
る

も
の

で

あ
っ

た

(

く
的

-
.

H
e

旨
ユ
O

F

=ロ
i

e
t

N

e
-

}

Ⅰ

ロ

d

才
-

d

亡

巴
-

∽

ヨ
仁

や

H

訂
ロ

ー

宅
空
リ

t

e

r
･

♂

⊆
U

F

n

訂
り

S
t

P

巴
∽

弓
-

設
e

ロ

胃
F

已
t

e

ロ
ー

い
.

A
ロ

P
〉

田
d

.
く
〕

｡

井
藤
博
士

は
こ

の

個
人

主
義
と

普
遍
主
義
と
い

う
社
食
本
質
観
に

も
と

づ
い

て
､

各

種
の

社
食
理

想
論
を

包
括
的
に

､

整
序
さ
れ

よ

う
と
し

た
｡

で

は
､

そ
こ

に

登
場
し
て

く
る

廣
汎
な

社
食
諸
思
想
は

､

ど
の

よ

う
な

内

容
の

も
の

で

あ

る

か
｡

博
士
に

よ

る

右
記
の

眈
饅
表
の

語
勢
作
で

は
､

二

つ

の

社

食
本

質
観
の

徹
底
し

た

典
型
や

賓
現
可
能
性
の

あ

る

思
想
の

代
表

な

ど

が

例
示
さ

れ
て

い

る
に

し

て

も
､

こ

こ

に

包
括
せ

ら
れ

る

べ

き

す
べ

て

の

社
食
諸
思
想
が

､

網
羅
的
に

公
表
さ

れ

る

ま

で

に

い

た
っ

て

い

な

い
｡

そ
こ

で
､

博
士
の

全
構
想
を

大
草
の

講
義
や

日

常
の

談
話
か

ら
の

推

定
を

も

交
え

て
､

筆
者
な
り

に

素
描
し

て

み

る
こ

と

に

し
よ

う
｡

ま

ず
､

個
人

主
義
社
食
観
の

う
ケ
に

は
､

第
一

に

そ
の

最
も

極
端
な

思

想
と

し

て
､

ブ

リ
ー

フ

ス

の

用
語
で

い

う
｢

個

人

絶

封

主

義
+

ま

た

は

｢

個
人

中
心

主
義
+

が

あ

げ

ら

れ

る

(

く

巴
t

G
O
e
t

N

野
訂
訂

､

N

喜

田
ユ
t
-

対

等
已
巴
e

り

G
コ

】

ロ

d
=

召
訂
巴
勺
-

e

n
〉

A
⊇
E
く

f

已
+

哲
N
-

a
-

弓
-

∽
･

の

e

ロ

容
F

巴
t

戸

S
O

巴
巴
匂
○
-

-

t
-

打
〉

せ

中

豊
}

-

¢

N

N

…

山

戸
L

岩
〉

-

¢

N

い
.

)

｡

そ

れ

に

は
､

シ

ュ

テ
イ

ル

ナ
ー

琵
P

舛

S
t

-

→

ロ
e

り

の

ア

ナ

ー

キ

ズ

ム

か

ら
､

バ

ク

ー

ニ

ン

旨
-

邑
白

A
白
e

…
空
p
O

…
訂
只

笥
竃

や

タ

ロ

ポ

ト

キ

7

ン

コ
作
丁

勺

A

畠
宍
籍

岩
`

宍
p
O

コ
O
T

宍

昌

の

無
政
府
共
産
主
義

､

ゴ

ド

ゥ

朗
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イ

ン
.′
≦

1

〓
-

-

P

白

G

邑
弓

i

n

と
か

ブ

ル

ー

ド
ン

勺
i

e

ヨ
e

-

○
∽

e

匂

け

勺

言
宇

d

F
U

ロ

の

個
人
主
義
的
無
政

府

主

義
､

さ

ら

に

は

サ

ン

デ
ィ

カ

リ

ズ

ム

､

ギ

ル

ド

社
食
主

義
も
つ

つ

ま

れ

る
｡

個
人
主

義

社

食

観
の

第
二

に

は
､

不

平
等
な

個
人

税
を

前
提
と
し

､

支
配
欲
を

有
す
る

個
人

概
念
を

徹

底
さ

せ

た

｢

支
配
説
+

と

し

て
､

主
に

マ

キ

ヤ

ヴ
ュ

リ

2
山

0

0

0
-

○

呂
苧

O

E
p

く
e

≡

が

と

り

あ

げ

ら

れ

る
｡

第
三

は
､

平

等
な

個

人

観
に

立
つ

→

契
約
説
+

で

あ

り
､

こ

こ

で

は
ホ

ッ

ブ

ス

→
F
O

ヨ
監

H
O

♂

訂
払

､

ロ

ッ

ク

】

O

F
n

r
O
〔

打
e

､

ル

ソ

ー

甘
P

ロ

甘
O

q

仁
e

の

声
○

亡

霊
e

P

ミ

あ

る

い

は

フ

ィ

ジ

オ

ク

ラ

シ

ー
､

ス
､
､

､

ス

A
d
P

ヨ

S

邑
t

F

な

ど
が

展
望
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

つ

ぎ
に

､

普
遍
主
義
社
食
観
に

は

第
一

に
､

そ

の

極
限
で

あ

る

｢

社

食

絶
封
主
義
+

ま

た

は

｢

社
食
中
心

主
義
+

と

し
て

､

プ

ラ
ト
ン

の

国
家

論

を

代
表
さ

せ

る
｡

第
二

は

｢

社
食
有
機
髄
論
+

で

あ

り
､

コ

ン

ト

A
宇

g

宏
t

e

C
O

m

ミ

ス

ペ

ン

サ
ー

H
e

旨
e

ユ
S

p
e

n

諾
→

の

ほ

か

に
､

ブ
ル

ン

チ
ュ

リ

l

O

ビ
P

戸
口

内
P
∽

勺

P
l

翌
日

ロ
t

岩

E
-

な

ど

が

と

り

あ

げ

ら
れ

る
｡

第
三

は

人
間
を

環
境
の

所
産
と

し
て

理

解
す
る

｢

環
境
課
+

と

し
て

､

ラ

マ

ル

ク

l

e

P

n

匹
P

p
t

を
e

F
P

m
a

岩
村

､

グ
ン

プ
ロ

ブ
ィ

γ

ツ

｢

已
弓

-

g

G
仁

m
p

-

○

弓

旨
か

ら
､

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ

ル
.

ス

も
ふ

く

ま

れ

る
｡

第

四

は

｢

聖
者
の

国

債
+

説
と

科
せ

ら

れ

る

も
の

で
､

聖
な

る

も
の

､

す
な

わ

ち

紳
を

第
一

義
的
賓
相
と
な

し
､

そ
れ

を

信
奉
す
る

個
々

人
の

集
圏

を

社
食
全

鰻
と

み

る

立

場
で

あ
る

｡

第
五

は
､

シ

ュ

パ

ン

○

旨
ヨ

罵
S

七

呂
】
-

の

提
唱
す
る

｢

動
的
普
遍
主
義
+

で

あ

る
｡

こ

れ

は

包
含
全
鰻
が

始
源
的

な

も
の

で
､

個
人
は

全

髄
に

ょ

り

決
定
さ

れ

る

と

み

る

と

し
て

も
､

プ

ラ

ト
ン

の

ご

と

く

全
慣
の

イ

デ
ア

を

完
成
さ

れ

た

も
の

と

し
て

と

り

あ
つ

か

一､

り

､

わ

ず
､

全
髄
を

不

断
の

創
造
的
な

生

酒
過
程
と

み

な

す
立
場
で

あ
り

､

か

細パ
U

か

る

立

場
に

井
藤
博
士

は

統
制
経
済
の

原
理

的
解
明
の

基
礎
を

も
と

め

ら

れ

る
こ

と

が

多
い

｡

な
お

､

博
士
に

よ

る

右
の

ご

と

き

普
遍
主
義
の

分
類

は
､

前
記
の

ブ

リ

ー

フ

ス
､

な

ら
び

に

シ
ュ

パ

ン

か

ら
の

影
響
を

看
取
し

う
る

で

あ
ろ

う
(

く
g

-
.

〇
.

S

p

巴
岩
〉

G
e

邑
-

岩
F

已

邑
e

F
→

や

ぃ
･

A

邑
･

】

｢
e

首
N
-

g

-

苫
○

-

S

+
会
鞘
･

)

｡

五

祀
骨
現
賓
論

井
藤
社
食
政
策
論
の

も

う
一

つ

の

前
提
は

､

現
賓
な
い

し

存
在
の

把
握

に

か

ん

す
る

社
食
現
葦
論
で

あ

る
｡

そ
の

構
想
は

現
在
の

と
こ

ろ
､

ま

だ

ご

く
一

部
分
が

公
表
さ

れ

た

に

止
っ

て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

『

社

食
政
策

総

論
』

や

『

財
政
学
原
理
』

の

う
ち
に

､

イ
ギ

リ

ス

お

よ

ぴ

ド

イ

ツ

を

中

心

と

し

た

産
業
革
命
以

後
の

自
由
主
義
連

動
､

自
由
放
任
主
義
下
の

労
働

者
状
態
と

労
働
運
動

､

そ

れ

を

め

ぐ

る

経
済
社
台
思
想
の

欒
樽
な

ど
の

一

端
が

､

概

観
さ

れ
る

に

す
ぎ

な

い
｡

そ
こ

で
､

博
士
の

社
食
現

賓
論
の

全

貌
を

主
と

し

て

畢
生

時
代
の

講
義
そ
の

他
で

灰
閲
し

た

も
の

か

ら
､

筆
者

な
り

の

記
憶
と

理

解
に

よ
っ

て
､

不
正

確
な

る

ま

ま

に

展

望

し

て

お

こ

1

フ
0

井
藤
博
士
は

社
食
現

賓
論
た

り

う
る

資
格
を

も
つ

草
間
が

､

既
存
の

社

食
諸
科
草
の

う
ち

何
塵
に

も

と

め

う
る

か

を

追

求
さ

れ

る
｡

.
そ

の

た

め

に
､

ま

ず
と
り

あ

げ

ら

れ

る

の

は

祀
合
寧
で

あ

り
､

社

食
畢
の

学
説
史
的

な

反
省
が

こ

こ

ろ
み

ら

れ

て

い

く
｡

博
士
に

よ

れ

ば
､

社
食
撃
は

大
別
し

て

経
験
融
合
撃
と

哲
学
的
融

合
単
に

分
れ

る
｡

こ

の

う
ち

､

哲
畢
的
社
台

畢
と

は

た

と

え
ば
シ

ュ

パ

ン

の

よ

う
に

､

非
経
験
的
な

社
食
親
か

ら

打
嶺

､

㌣

山
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し
､

現
茸
を

演
繹
的
に

理

解
し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

特
定

傾
向
の

国
家
哲
学
的

､

道
徳
誓
畢
的

､

社
食
哲
学
的
な

内
容
と

結
合
し
て

い

る
か

ら
､

む
し

ろ

社
食
理

想
論
や

社
食
本
質
論
に

つ

ら

な

る

も
の

で

あ

り
､

雷
面
の

社
食
現
賓
論
と

し

て

の

積
極
的
役
割
を
も

ち

え

な
い

と

さ
れ

る
よ

う
で

あ

る
｡

つ

ぎ

に
､

経
験
社
食
撃
と
は

他
の

社
食
諸
科

挙
に

た

い

す
る

関
係
を

基

準
に

し
て

分
類
す
れ

ば
､

一

般
社
食
撃
と

特
殊

社
食
単
に

置
分
さ

れ

る
｡

そ
の

後
着
か

ら

み

る

と
､

ジ

ン

メ

ル

G
e

｡

蒜

S

ぎ
ヨ
e
-

､

ゲ
ィ

ー

ゼ

ど
O

p
O
-

P

召
口

弓
-

e

邑
-

フ

ィ

ア

カ

ン

ト

A
-

才
2

d

≦
e

詩
旨
d
t

た

ち
に

よ

る

特
殊

･

形
式
社
食
撃
は

､

個
別
科
学
と

し
て

の

祀
合
筆
の

濁
自

性
と

髄
系
性
を

確
立

し
た

功
績
を

も
つ

と

し
て

も
､

社
食
諸
現

象
の

す
べ

て

に

通

ず
る

一

般
的
な

形
式
と

相
互

作
用
の

み

を

抽
出
す
る
こ

の

立

場
で

は
､

具
膿
的

･

内
容
的
な

杜
合
現
賓
の

解
明
を

要
求
さ

れ

る

社
食
現
賓
論

と
し

て
､

や

は

り

資
格
を

軟
く
と

判
定
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

た
い

し

て
､

コ

ン

ト
､

ス

ペ

ン

サ
ー

､

ギ

γ

デ
イ

ン

ダ

ス

句

岩
n
打

亡
β

H
･

G
E
已
ロ

g
仏

な

ど
の

一

般
･

綜
合
社
食
畢
は

､

あ

ら

ゆ
る

個
別
諸
科
学
を

綜
合
す
る

普

遍
的
内
容
に

お

い

て

も
､

ま

た

社
食
静
撃
と

社
食
動
撃
と

を
ふ

く

み

う
る

意
味
に

お

い

て

も
､

も
し
こ

の

鰹
系
化
が

成
功
の

可

能

性
を

も

つ

な

ら

ば
､

お

そ

ら

く

井
藤
博
士
の

社
食
現
賓
論
た

り

う
る

も
の

と

み

な

さ

れ

よ

う
｡

し

か

し
､

綜
合
祀
含
革
の

過
去
の

経
験
は

､

た
ん

な
る

百
科
蔚
典
的

な

知
識
の

集
成
に

お

わ
っ

た

失
敗
と

妖
陥
を

示
し
て

お

り
､

そ

の

た

め

博

士
は

一

般
社
食
畢
の

ね

ら
い

を

高
評
償
し
っ

っ

も
､

た

だ

ち
に

こ

れ

を

社

食
現
箕
論
に

援
用
す
る

こ

と

ほ
､

凝
開
成
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

こ

の

ほ

か

に
､

井
藤
博
士
は

形
式
社
食
畢
へ

の

新
た

な

る

反
省
と
し

て

の

文
化
社
食
撃
や

知
識
杜
合
単
に

も

関
心

を

示

さ

れ

た
が

､

そ

の

現
段
階

ま
で

の

螢
展
を

追
求
す
る

の

は

中
断
さ

れ

た

よ

う
で

あ

り
､

あ

る
い

は

ま

た
､

文
化
社
食
畢
に

よ

る

方
法
論
的
な

深
化
の

傾
向
は

､

博
士
の

社
食
現

賓
論
へ

の

希
望
か

ら

み
て

､

へ

だ

た

り
の

あ
る

こ

と

を

意
識
さ

れ

た
よ

う

に

も

推
測
さ

れ
る

｡

こ

の

よ

う
な

社

食
畢
史
へ

の

廣
汎
な

渉
猟
を
へ

て
､

博
士

は

社
食
現
賓
論
と
し

て

援
用
し

う
る

理

想
的
な

草
間
髄
系
を

､

未

確

立
と

判
断
さ

れ

た
か

の

ご

と

く
で

あ

り
､

そ
の

結
果

､

博
士
と

し

て

は

さ

し

あ
た

り

社
食
現

賓
論
の

内
容
を

､

社
食
経
済
史
の

既
存
の

成
果
に

依
存

し
て

､

構
成
さ

れ

よ

う
と

し

た

と
み

ら
れ

る
｡

大
学
の

講
義
な

ど
で

は

こ

の

観
粘
か

ら
､

た

と

え

ば

古
代

･

中
世

･

近
世
に

わ

た

る

杜
合
階
級
の

欒

遷
史
を

た

ど
っ

て
､

現

代
社

食
の

杜
合
政
策
の

封
象
と

な

る

資
本
家
階

級
､

努
働
者
階
級

､

中
間
階
級
の

成
立
過
程
を

展
望
し

た

り
､

あ

る

い

は

近
世
の

社
食
問
題
と

社
食
運
動
の

歴

史
的
概
観
を

こ

こ

ろ

み

ら

れ

て

い

た
｡

六

狭
義
の

社
食
政
策
論

以
上

の

社
食
理

想
論
と

社
食
現
賓
論
の

上

に

た
っ

て
､

さ

ら
に

井
藤
博

士
は

現
賓
社
食
を

理

想

社
合
に

近
づ

け
る

手
段
と

方
策
の

研

究

を
､

｢

狭

義
の

社
食
政
策
論
+

で

と

り

あ
つ

か

わ
れ

る
｡

こ

れ

が

本

来
の

社
食
政
策

論
の

中
心

的
主
題
を
な

す
も

の

で

あ

る

が
､

井
藤
社
食
政
策
論
の

髄
系
は

｢

廣
義
+

に

い

え

ば

既
述
の

｢

序
論
+

､

｢

理

想
論
+

､

｢

現
賓
論
+

を
つ

つ

ん

で

お

り
､

こ

こ

で

問
題
と
な

る

政
策
｢

手

段
論
+

は

博
士
の

全
餞
系
中

9

で

｢

狭
義
+

の

社
食
政
策
論
と

な
る

わ

け

で

あ

る
｡

｢

狭
義
+

と
い

う

表

"
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1
:

､

叫

一

.一

い
■

+

+
■
.
1

.‥】.

→
+

一

現
は

､

こ

の

よ

う
に

博
士
の

鰹
系
中
で

し

め

る

地

政
を

示
す
の

が
､

本
汲

的
な

意
味
で

あ
る

け
れ

ど

も
､

こ

の

表
現
は

他
義
に

用
い

ら

れ

る

可
能
性

も

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

た

と
え

ば
､

そ
の

一

例
と

し
て

､

博
士
の

｢

狭
義
の

祀

含
政
策
論
+

に

っ

っ

ま
れ

る

社
食
諸
思
想
の

大
部
分
は

､

後
述
の

ご

と

く

近
世
以

降
に

お

け
る

無
産
労
働
者
の

生

活
向
上

を
､

共
通
の

目
的
と

す
る

政
策
諸
思
想
で

あ
る

こ

と

が
､

｢

狭
義
+

の

用
語
の

内
容
を

暗
示

す
る

｡

こ

の

意
味
で

は
､

ド
イ

ツ

の

社
食
草
的
社
食
政
策
論

､

と

く
に

フ

ァ

ン

･

デ
ァ

･

ボ

ル

ヒ

ト

空
○

訂
a

召
ロ

d
e

→

H

ざ

蒜
ぎ

や

ツ

ゲ
ィ

ー

デ
ィ

ネ

ァ

ク

以

来
､

超
歴

史
的
な

｢

贋
義
+

の

祀
合
政
策
概
念
が

志
向

さ

れ
､

こ

れ

に

た
い

し

て

近

代
社
食
の

歴
史
性
を

付
興
さ

れ

た

｢

狭
義
+

の

社
食
政
策
概
念
が

国
別
さ

れ

る

思
考
に

､

封
應
し

た

解
粋
が

生

じ

う
る

｡

博
士
も

ド

イ

ツ

社
食
政
策

概
念
費
展
史
を

批
判
的
に

紹
介
す
る

さ

い

に

は
､

こ

の

俸

統
的

な

｢

狭

義
+

と

｢

廣
義
+

の

用
語
を

随
所
に

つ

か

わ
れ

て

い

る
｡

ま

た
､

別
の

解

帝
例
を
と

れ

ば
､

博
士
は

社
食
理

想
へ

社
食
現
賓
を

接
近
さ

せ

る

手
段
研

究
と

し
て

の

｢

社
食
政
策
論
+

を
､

主
と

し
て

社
食
改

良
主

義
的
な

政
策

諸
思
想
に

限
定
し

て

取
扱
う
場
合
も

あ
る

｡

元
来
は

博
士
の

｢

狭
義
+

の

社
食
政
策
論
に

は
､

後
記
の

よ

う
な

各
種
の

社
食
改
造
論
と

社
食
革
命
論

も
び

ろ
く
つ

つ

ま

れ

る
の

で

あ
る

が
､

博
士

が

ド

イ

ツ

や

日

本
の

｢

社
食

政
策
論
+

の

生

成
過
程
と
か

､

こ

の

草
間
内
部
で

の

諸
論
争
を

と

り

あ
つ

か

わ

れ

る

さ
い

な

ど
に

は
､

社
食
政
策
論
の

内
容
が

一

そ

う
｢

狭
義
+

化

さ

れ
､

社

食
改
良
論
と

等
置
さ

れ

て

い

る

場
合
も

見
出
さ

れ

よ

う
｡

あ

る

い

は

他
の

用
語
例
と

し
て

､

博
士
は

と

き
に

社
食
改
良
主
義
的
な

政
策
論

の

う
ち

､

さ

ら
に

ド

イ

ツ

講
壇
社
食
主

義
の

ご

と

き

｢

国
家
主
義
社
食
政

一

÷

策
静
+

の

み
を

､

と
く

に

｢

豪
養
+

の

馨
政
策
静
と

よ

ぶ
こ

と

も

あ

紛

る
｡

し
た

が

っ

て
､

｢

狭
義
+

と
い

う
語
法
は

､

そ
の

本

来
の

意
味

と

派

生

的
に

用
い

ら

れ

た

意
味
と

を
､

明

確
に

国
別
し

て

理

解
し

な

け

れ
ば

な

ら

な
い

で

あ
ろ

う
｡

で

は
､

井
藤
博
士

に

よ

る

本
来
の

意
味
で

の

｢

狭

義
の

杜
合
政
策
論
+

と

は
､

い

か

な

る

内
容
の

社
食
諸
思
想
と

社
食
諸
運
動
を

包
括
し
て

い

る

か
｡

そ
の

全
構
想
の

う
ち
で

､

『

社
食
政
策
絶
論
』

､

『

社
食
思

想

と

近

代

生

活
』
､

『

財
政
学
原
理
』

､

『

租
税
原
則
学
説
の

構
造
と

生

成
』

､

『

租
税
論
』

(

一

九

五

七

年
)

の

諸
著
作

､

あ

る

い

は

『

社
食
政
策
概
念
の

歴
史
的
蓉

展
』

､

『

岐
路
に

た
つ

社
食
政
策
論
』

(

『

敢

合
政

策

時
報
』

一

九

三

二

年

十

一

月

貌
)

な

ど
の

詩
論
文
に

よ

り

す
で

に

公
表
さ

れ

た

も
の

は
､

や

は

り

全

鰹
像
の

一

部
分
に

止
っ

て

い

る
｡

眈
凄
表
の

社
食
政
策
論
と

し

て

は
､

井
藤
博
士
の

東
京
高
商
専
攻
部
の

卒
業
論
文
『

社
食
改
造
に

関
す
る

若

干

の

単
記
研
究
』

を

裾
承
し

た
カ

ー

ペ

ン

タ

ー

E
み

弓

寛
d

C

賀
p
e

n
t

e

り

の

復
古
主
義
思
想

､

英
米
の

理

想
主
義
的
融
合
改
造
論
の

諸
傾
向
に

か

ん

す

る

研
究
が

､

ま

ず
あ

げ

ら

れ

る
｡

つ

ぎ
に

､

ア

マ

ナ

共
産
髄
や

北
米
の

宗

教
共
産
髄
を

中
心

と

す
る

室
想
的
社
食
主
義
の

研
究

､

ノ

租
栓
撃
説
や

租
税

政
策
に

重

鮎
を

お
い

た

観
念
的
祀
合
主
義

､

マ

ル

ク

ス

主
義

､

ポ

リ
シ

ユ

ダ
イ

ズ
ム

､

競
争
的
社
食
主
義
な
ど

の

解
明

が
､

数
多
く

印
刷
に

付
さ

れ

て

い

る
｡

さ

ら
に

､

最
大
の

比

重
を

し

め

る

社

食
政
策
論
の

努
作
は

､

ド

イ

ツ

の

侍
統
的
社

食
政
策
論
で

あ
る

国
家
主

義
的

､

社
食
自
由
主
義
的

､

宗
教
的
な

社

食
改
良
論

､

あ
る

い

は

形
式

社

食
学

的
､

社

食

民

主
々

義

的
､

マ

ル

ク

ス

主
義
的
な

社
食
政
策
論
に

つ

い

て
､

詳
細
な

畢
説
史
的
展

望
と

批
判
的
な

姫
承
費
展
を
こ

こ

ろ

み

ら
れ

た

部
分
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

＼

㌦



■■
i■】

ノi

:
_

.

-
ごデ

ー

( 13 7) 研 究 ノ + ト

眈
教
義
部
分
の

ほ
か

に
､

講
義
や

談
話
の

形
で

筆
者
が

推
測
し

た

未
費
表

部
分
を
ふ

く

め
て

､

こ

こ

に

博
士
の

意
闘

を

略
述
し
ょ

う
｡

井
藤
博
士

は

無
産
労
働
者
の

生

活
向
上

と
い

う

目

的

達

成
の

諸

方

策

を
､

ま

ず
､

現
代
の

物
質
文
明
生

活
の

費
展
方
向
を

肯
定
す
る
か

香
か

に

ょ
っ

て
､

｢

復
古
主
義
+

と

｢

前
進
主

義
+

に

大

別
さ

れ

る
｡

｢

復
古

主

義
+

に

は
､

カ

ー

ペ

ン

タ

ー

や
ペ

ン

テ
ィ

A
ユ
F

喜
J

.

吋
e

n
t

呵

な

ど
､

文
明
以

前
の

自
然
状
態
な
い

し

機
械
労
働
な

き

中
世
へ

の

復
辟
を

と

く

諸

思
想
が

つ

つ

ま

れ
る

｡

｢

前
進
主
義
+

の

方
は

､

デ
ィ

ー

ル

の

分
類
が

援

用
さ

れ

て
､

幾
段
階
に

も

分
岐
さ

れ

て

い

く
(

く
g

-
.

内
p

ユ

望
e

E
-

亡
b
e

→

S
O

巴
巴
小

∽

m
宏
〉

内
0

2
ロ
ゴ

n
-

四

日
仁
S

仁

n

d

A
日
P

岩
E
∽

ヨ
仁
ロ

〉

山
.

A
ロ

P
〉

-

e

ロ
P

-

¢

N

レ
)

く
○

ユ
e

2
ロ
叫

H
.

)

｡

す
な

わ

ち
､

前
進
主
義
は

法
律

･

国
家

な

ど
の

外
面
的
強
制
の

必

要
を

承
認
す
る
か

香
か

に

應

じ

て
､

｢

無
政
府

主
義
+

と

｢

統
制
主
義
+

と

に

分
れ

る
｡

無
政
府
主
義
の

う
ち
に

は
､

前

記
の

社
食
理

想
論
に

お

け
る

個
人

裾
野
主

義
と

同
様
の

諸
思
想
家
が

､

ふ

た

た

び

翌

易
す
る

｡

こ

れ

に

た
い

し

て

｢

統
制
主
義
+

と

名
づ

け

ら

れ

た

も

の

は
､

さ

ら
に

私
有
財
産
制
を

是
認
す
る
か

香
か

に

よ

り

分
れ

て
､

｢

集
塵
主

義
+

と

｢

祀
曾
改
良
主
義
+

と

に

な

る
の

で

あ
っ

た
｡

そ
の

う
ち

､

前
者
の

｢

集
塵
主
義
+

は

や

は

り

デ
ィ

ー

ル

の

ご

と

く
､

共
産
主
義

､

社
食
主
義

､

農
業
社
食
主

義
に

三

分
さ

れ
､

こ

こ

で

室
想

的
･

観
念
的
社
食
主

義
と

科
挙
的

･

唯
物
的
祀
合
主
義
の

尤
大
な

思
想
家

た

ち
が

､

す
べ

て

網
羅
的
に

考
察
の

視
野
に

と

り

い

れ

ら

れ

る
｡

と

く

に
､

井
藤
博
士
の

マ

ル

ク

ス

主
義
に

た
い

す
る

理

論
的
関
心

は

大
き

く
､

初
期
の

博
士
の

講

義
で

は
ズ

ル

ツ

パ

フ

ハ

な

ど

を

手
が

か

り
に

し

た

史
的

唯
物
論
史
が

､

教
壇
を
に

ぎ

わ

し

た
こ

と

も

あ
っ

た

し

(

く
g

-
.

W
巴
t

e

→

∽

已
N

訂
r

O

ダ

ウ
訂

A

已
軒
n

叩
e

d
e

り

ヨ
巴
e

ユ
巴
-

賢
訂
〔

F
e

ロ

G
e

苦

E
O

ど
の
･

巴
-

鞄

監
望
-

白

粥
〉

内

覧
】

寛
仁

訂

-

空

こ
､

日

文
事
欒
よ

り

第
二

次

大

戦
に

と

も

な

う
｢

暗
い

谷
間
+

の

も

と
で

さ

え
､

い

わ

ゆ

る

｢

性
教
育
+

の

警

句
の

下
に

マ

ル

ク

ス

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

詳
細
な

紹
介
を

､

教
壇
で

つ

づ

け

ら

れ

た
こ

と

は
､

多
く
の

畢
徒
た
ち

の

記
憶
を

去
ら

な

い

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

博
士
の

マ

ル

ク

ス

主
義
解
繹
は

､

コ

ー

エ

ン

H
e
→

ヨ
p

日
日

C
O

F
2

ロ

や

ラ
ン

ゲ

句

ユ
e

賢
訂
F

A
-

訂
ユ

P
p

β

m
d

た

ち
の

新
カ

ン

ト

汲
哲
畢
に

ょ

る
マ

ル

ク

ス

批
判
を

多
分
に

受
け

入
れ

ら

れ

た

が
､

博
士
は
マ

ル

ク

ス

汲
の

財
政
思
想
に

か

ん

す
る

特
殊
研
究
以

外
に

､

マ

ル

ク

シ

ズ
ム

へ

の

内

在
的

･

全
般
的
な

紹
介
批
判
を

公
刊
さ

れ

る

ま

で

に

い

た
っ

て

い

な
い

｡

つ

ぎ
に

､

｢

統
制
主

義
+

の

も

う
一

つ

の

桂
で

あ

る

｢

社
食
改
良
主
義
+

は
､

一

般
に

ド
イ

ツ

社
食
政

策
思
想
史
上
に

あ

ら

わ

れ

る

諸
思
想
と

諸
施

策
を

､

全
面
的
に

つ

つ

ん

で

い

る
｡

そ
の

主
要
傾
向
の

分
頬
に

あ

た
っ

て

は
､

一

應
プ

リ
プ

ラ
ム

が

踏
襲
さ

れ

る
(

内
P

ユ

勺
ユ

す
P

m
､

0
-

e

W
P

ロ

㌣

ど
β

g
e

ロ

み
0
払

出
e

g

コ.

哲
年
0

→

S
O

已
巴
匂

○
-

芹
-

打
-

句
e
∽

t

g
P

訂

茫
r

l

田
→

e

苧

t

巴
岩

望
-

ヨ
00

〇
.

G
e

♂

已
+

t

賢
p
粥
-

呂
声

n
O

ど
ロ

戸

｢
①

首
聖
的

-

諾
ぃ

〉

出

P

H

H
一

口
e

記
巴

訂
-

ロ
訂

哲
N
-

巴
匂
○
-

-

t
i

打

巴
∽

t

F
e

O
→

e
t

訂
已
F

e

O
訂
巴
p
-

ど
ー

A
3
E
く

語
r

→

∽
O
N

㌻
-

声

戸

哲
巴
巴
p
.

-

山
戸

訟
+

記
〈

ご
｡

す
な

わ

ち
､

社
食
政
策
論
の

よ
っ

て

立
つ

世

界
観
や

社
食
償
侶
の

把
持
者
に

應
じ

て
､

井
藤
博
士
は

国
家
主
義
社
食
政
策

､

社

食
自
由
主
義

､

宗
教
社

食
政
策
に

三

分
さ

れ
､

あ
る

い

は

こ

れ

に

マ

ル

ク
ス

主
義
社
食
政
策
と

国
際
社
食
政

策
と

を

附
加
し
て

､

四

分
な
い

し
五

分
さ
れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

ド

イ
ツ

社
食
政
策
論
の

社
食
畢
的
立

場
を

漬
充
さ
れ

た

博
士
の

祀
合
政
策
手
段
論

一丁
▲

な
い

し

方
策
論
は

､

以
上

す
べ

て

の

社
食
改
良
論
と

社
食
改
革
論
を

包
含

朗



さ
:阜ナ

す
る

雄
大
な

構
想
を

も
っ

て

い

る
｡

し
か

も
､

そ

れ

は

た
ん

に

思
想
と

学

説
だ

け
か

ら

理

論
的
に

と

り

あ
つ

か

わ
れ

る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

ら
の

政

策
諸
思
想
を

現
賓
化
し

ょ

う
と

す
る

社
食
運
動

､

な

ら

び
に

国
家
的

･

自

主
的
な

諸
施
設
に

か

ん

す
る

賓
際
的
考

察
も

､

そ

こ

に

つ

つ

ま

れ

る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

七

財
政
畢
と
の

関
連

こ

れ

ま
で

紹
介
し

て

き

た

井
藤
博
士
の

社
食
政
策
論
膿
系
は

､

博
士
の

財
政

学
の

基
本
的
立

場
に

ど
の

よ

う
な

関
連
を

も
つ

で

あ

ろ

う
か

｡

財
政

寧
へ

の

門
外
漢
な
が

ら

も
､

一

二

の

問
題
鮎
を

模
索
し

て

お

き

た
い

｡

ま

ず
､

｢

政
策

論
の

構
造
+

に

目
を

む

け

よ

う
｡

博
士
の

『

財

政

草
原

理
』

.
(

一

九
三

一

年
)

は
､

膏
爽
の

財
政
畢
界
に

お

け

る

方
法
論
的
な

研
究
の

看
過

､

財
政
の

基
本

概
念
の

映
如

､

行
政
技
術
論
的
な

諸
知
識
の

混
合
を

反
省
し

､

財
政
畢
を

統
一

性
と

濁
自
性
の

あ

る

知
識
髄
系
に

高
め
た

墓
期

的

意
義
を

も
つ

も
の

で

あ
っ

た
が

､

同
時
に

そ

れ

は

｢

財
政
政
策
絶
論
+

と
い

う
副
題
が

示

す
ご

と

く
､

ま

た

そ
こ

に

財
政
政
策
を
こ

え

た

社
食
政

策
の

原
理

的
叙
述
が

虜
汎
に

織
込
ま

れ
て

い

る

関
係
上

､

一

般
的
な

｢

政

策
緒
論
+

を

確
立
す
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

な
か

っ

た
｡

つ

い

で
､

過
去
の

租
税
原
則
単
記
へ

の

全
燈
的
検
討
と

最
少
社

食
犠
牲
説
の

提
唱
を

は

か

っ

た

畢
位
論
文
『

租
税
原
則
学
説
の

構
造
と

生

成
』

(

一

九
三

五

年
)

こ

そ

は
､

他
面
か

ら
い

え

ば

博
士
の

｢

政
策
論
の

構
造
+

分
析
を

､

完
成
さ

れ

た

委
で

集
大
成
す
る

意
義
を

も
っ

て

い

た
｡

新
カ

ン

ト

汲

哲
単
に

立
つ

博

士
の

目
的

論
的
倦
系
は

､

社
食
政

策
の

み

な

ら

ず
財
政
学
に

つ

い

て

も
､

方
法
論
鈎
な

基
礎
を

な

し
て

い

た
の

で

あ
る

｡

ま

た
､

井
藤
博
士
は

『

財
政
畢
硫
理
』

序
文
に
■
お

い

て
､

財
政
を

｢

杜

舶月
じ

合
生

活
の

基
本
関
係
+

と
の

相
関
々

係
か

ら

考
察
す
る

『

財
政
社
食
撃
』

の

公
刊
を

､

約
束
さ

れ
て

い

た
｡

そ
の

後
の

一

連
の

財

政

学

的

著

作
で

は
､

財
政
語
草
汲
の

展
望
に

さ

い

し
て

､

ド

イ

ツ

そ
の

他
の

｢

財
政
社
食

寧
+

や

｢

社
食
財
政
畢
+

が

く

り

か

え

し

考
察
さ

れ

て

い

る

が
､

前
記
の

約
束
に

た
い

す
る

積
極
的
な

解
答
は

､

完
全
に

は

賓
現
さ

れ

て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

博
士
に

よ

る

｢

財
政
蔑
展
段
階
説
+

の

ご

と

き

は
､

財

政
現
象
と

社
食
基
本

関
係
せ
の

密
接
な

関
連
を

と

く

財
政
社
食
畢
の

試
み

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

ズ
ル

タ
ン

H
e

旨
e

ユ

∽

已
t

呂

や
ゴ

ー

ル

ト
シ

ャ

イ

ト

河
亡

き
ー

f

G
O
-

計
旨
e
-

a

の

よ

う
に

､

財
政
を

社
食
基
本
関
係
の

表
現
お

よ
び

決
定
要
因
と

ま
で

解
繹
す
る

こ

と

を
､

博
士
は

し

り

ぞ

け

ら

れ

て

い

る
｡

財
政
政
策
は

部
分
的

･

個
別
的
政
策
と

し

て

位

置
づ

け

ち

れ
､

い

わ

ば

｢

財
政
史
観
+

と

で

も

よ

ぶ
べ

き

立

場
の

代
り

に
､

社
食
生

活
の

基
本
関
係
を

左

右
す
べ

き

任
務
は

､

政

策
絶
論
と

し
て

の

社
食
政

策

に

期
待
さ

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

｢

慣
値
鰻
系
論
+

と
の

関
連
が

の

こ

さ

れ

る
た

め
に

､

財
政
政
策
を
ふ

く

め
た

個
別
的
諸
政

策
を

､

ど
の

よ

う
に

社
食
政
策
の

中
へ

順
位
づ

け

て

い

く
か

と
い

う
課
題
は

､

ま

だ

解
答
を

あ

た

え

ら

れ
て

い

な

い
｡

そ

れ

は

と

も
か

く
､

博
士
に

よ

る

財
政
社

食
畢
へ

の

志
向

と

そ
の

完
成
と
は

､

お

そ

ら

く
､

未

完
結
な
る

ま
ま

に

廣
大
な

社

食
政
策
論
の

膿
系
化
の

成
否
に

､

ゆ
だ

ね

ら

れ

て

い

る

と

も
い

え

る
の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

な
お

､

井
藤
博
士
に

よ

る

財
政
思
想
史
の

研
究
領
域
に

つ

い

て

も
､

こ

こ

■
で

一

言
す
る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

博
士
は

停
統
的
な

ら

び
に

現
代
的
な

財

政
諸
学
説
を

く

ま
な

く

展
望
さ

れ

た
こ

と

ほ

も

ち
ろ

ん
､

一

般
の

社
食
思

＼

.

～
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想
史
や

社
食
本

質
論
の

領
域
に

わ

た
っ

て

も

ひ

ろ

く

財
政
畢
的
考
察
を

加

え

ら
れ

て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

近
著
『

租
税

論
』

(

一

九
五

七

年
)

に

も

り

こ

ま
れ

た

科
畢
的
社
食
主
義

､

観
念
的
敢
骨
董

義
､

競
争
的
社
食
主
義

な

ど
の

租
税
分
析
だ

け

を

み
て

も
､

た

ん

な

る

狭
義
の

財
政
学
者
や

行
政

技
術
論
的
職
人
に

は
､

追
求
不

可
能
な

社
食
思
想
史
的
研
究
の

土
蔓
が

あ

る
｡

博
士
は

今
後
の

計
童
の

一

つ

と
し

て
､

茎

想
的
祀
禽
主

義
の

理

論
と

賓
践
を

､

と

く
に

財
政

･

租
税
の

視
角
か

ら

再
考
察
さ

れ

る

と

も
い

わ
れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

財
政
思
想
史
的
な

研
究
成
果
と

研
究
意
欲
は

､

ま
さ

に

財
政
単
著
で

あ
る

と

も

に

社

食
政

策
早
着
で

あ

る

博
士
の

面
目
を

､

躍
如

た

ら

し

め
る

も
の

が

あ

ろ

う
｡

∧

結

語

以

上

に

よ

り
､

井
藤
博
士
の

社
食
政
策
論
餞
系
の

紹
介
を

一

腰
お

え

た

こ

と

に

し

た
い

｡

も

と
よ

り
､

本
稿
の

内
容
は

博
士
の

眈
螢
表
労
作
の

ほ

か

に
､

大
草
の

講

義
や

日

常
食
諸
に

ふ

く

ま
れ

た

来
襲
表
の

構
想
部
分
を

ふ

く
ん

で

お

り
､

そ
こ

に

は

筆
者
の

推
定
に

と

も

な

う
無
理

解
や

誤
解
も

随
伴
し
て

い

る

に

ち

が
い

な
い

｡

そ

の

た

め

本
稿
が

博
士
に

思
わ

ぬ

迷
惑

を

煩
す
こ

と

を

お

そ

れ

る

も
の

で

あ
る

が
､

本

稿
の

責
任
は

す
べ

て
､

恩

師
の

畢
蹟
を

継
承
し

き

ら

ず
に

､

学
問
的
な

浮

気
や

思
想
的
な

放
蕩
に

も

走
っ

た

筆
者
個
人
に

あ

る

こ

と

を
､

こ

こ

に

明

記
し

て

お

く
｡

こ

の
一

落

第
門
下
生
の

手
記
が

､

も

し

も

博
士
の

社
食
政
策
論
髄
系
の

素
描
に

あ
た

り

大
過
な

き

も
の

と

み

な

し

う
る

な

ら
ば

､

最
後
に

本

稿
の

叙
述
を

前
提

と

し

な
が

ら
､

博
士
自
身
の

社
食
思
想
的
立

場
と

日

本

社
食
政
策
論
史
上

の

地

位
を

､

ご

く

簡
単
に

推
断
し

て
､

結
び
に

か

え
る
こ

と

と

し

よ

う
｡

井
藤
博
士
の

滋
大
な

社
食
政
策
論
餞
系
の

構
想
に

は
､

主
要
な

社
食
改

革
思
想
と

政

令
改
良
思
想
が

あ
ま

す
と
こ

ろ

な

く

包
梼
さ

れ

る
｡

そ

れ

ら

の

祀
合
諸
思
想
を
つ

う
じ
て

､

博
士
が

み

ず
か

ら

よ
っ

て

立
た
れ

る

立

場

は

ど
こ

に

あ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

ま

ず
､

ド

イ

ツ

の

俸
統
的
社
食
政
策
論
と

の

関
連
で

い

え

ば
､

博
士
が

ド

イ

ツ

留
畢
中
に

深
い

影
響
を

う
け

た

ツ

ゲ

ィ

ー

デ
ィ

ネ
ッ

ク

や

ア

モ

ン

た

ち

の

社
食
学
的
政
令
政
策
論
こ

そ

が
､

そ

の

無
内
容
な

形
式
性
と

超
歴
史
的
な

普

遍

性
の

ゆ

え

に
､

博

士
の

｢

虞

義
+

の

全

髄
系
を

支
え

る

手
が

か

り

に

な
っ

た

と
い

え

よ

う
｡

ま

た
､

社

食
学
的
立
場
に

お

け

る

｢

社
食
目

的
+

と

か

｢

社
食
関
係
+

の

優
位
と
い

う
主
張
は

､

博
士
の

社
食
本

質
観
と
の

つ

な

が

り

を

も
っ

て

い

る
｡

博
士

は

部
分
的
利
益
を

代
表
す
る

｢

利
害
政
策
+

を

し

り

ぞ

け

て
､

個
人

主
義

的
社
食
現
に

封
立
す
る

普
遍
主

義
的
社
食
観
か

ら
､

社
食
政
策
の

基
本
概

念
を

構
成
さ

れ

た

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

鮎
は

､

｢

現
代
社
食
+

に

お

け
る

具

鰻
的
な

社
食
政
策
手
段
の

選
揮
に

か

ん

す
る

博

士
の

立
場
に

も

つ

ら

な

る
｡

外
国
留
学
中
に

博
士
が

師
事
し

た
ヘ

ル

ク

ナ

ー

H
e
-

n

ユ
O

F

H
e

→

打
･

n
e
→

は
､

か

の

｢

社
食
政
策
の

危
機
論
争
+

に

お

い

て
､

労

働

者
へ

の

分
配
政
策
に

た
い

し

て

覿
国
復
興
の

生

産
政
策
を

優
先
さ

せ

よ

う
と

し

た

が
､

博
士
も

現
代
社
食
の

現
寛
政
策
決
定
に

つ

い

て

は
､

ヘ

ル

ク

ナ

一

流

の

国
家
主

義
社
食
政
策
に

加
増
さ

れ

る

と

み

な

さ
れ

よ

う
｡

さ

ら

に
､

よ

り

方
港
論
的
な

鮎
か

ら
い

え

ば
､

博
士
は

新
カ

ン

ト

汲
哲
学

､

と

く
に

左

右
田

哲
学
か

ら
の

基
本
的
な

影
響
の

も

と
に

あ

る
.｡

こ

の

哲
学
的
思
考
か

ら
､

博
士
の

目
的
論
的
科
学
の

提
唱

､

理

想
と

存
在
と
の

二

元
的
把
握
が

導
出
さ

れ
､

そ
こ

に

社
食
理

想
論
と

社
食
現

賓
論

､

な

ら

び
に

両
者
を

結

っ

J

合
す
る

政
令
改
発
手
段
論
と
い

う
三

大
部
門
別
の

髄
系
も

括
資
し
た

の

で

如

ヽ
ノ ←

L
_
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さ懲 ミラ〔≡す

あ
っ

た
｡

で

は
､

右
の

よ

う
な

思
想
的

･

方
法
的
立
場
に

立
つ

井
藤
社
食
政
策
論

は
､

日

本
祉
合
政
策
論
史
上
で

ど
の

よ

う
な

位

置
を

し

め
て

い

た

か
｡

日

本
の

社
食
政
策
論
は

明

治
二

十
年
代
以

降
ド

イ

ツ

新
鹿
史
学
汲
の

息
箕
な

輸
入
と

模
倣
に

よ
っ

て
､

そ
の

基
礎
を

き
づ

か
れ

た
｡

グ
ア

グ

ナ

ー

A
㌣

○
-

廿

F

W
品
n
e

→

や

シ

ュ

モ

ラ

ー

G
ロ

賢
P
く

S
O

F

m
O
-

-

①

H

流
の

講
壇
社

食
主
義
を

俸
承
す
る

金
井
延

､

桑
田

熊
蔵

､

和
田

垣

謙
三

な

ど

の

主

流

と
､

プ
レ

ン

タ

ー

ノ

P

且
○

野
e

n
t

坪
ロ
○

の

覿
述
を

は
か

る

頑
田

徳
三

た

ち
は

､

明
治
三

十
年
か

ち
以

後
｢

社
食
政
策
草

食
+

へ

と

結
集
し

て

い

っ

た
｡

｢

草
食
+

は

右
か

ら
の

田
口

鼎
軒

､

左
か

ら
の

片
山
潜

､

安
部
磯
雄

､

社
食
民

主
其
の

結
成
な

ど

と
い

う
封
立
と

論
争
を

ふ

く

み

な
が

ら

も
､

明

治
期
を
つ

う
じ

て

わ
が

国
唯

一

の

綜
合
的
草
食
と

し

て

隆

盛

を

つ

づ

け

た
｡

し

か

し
､

大
正

年
間
へ

の

移
り

か

わ

り

と

と

も
に

､

社
食
連
動
の

激

化
と
マ

ル

ク

ス

主
義
そ
の

他
の

革
命
思
想
の

本
格
的

侍
爽
に

と

も

な
い

､

新
歴
史
学
汲
的
な

｢

草
食
+

の

指
導
理

論
は

動
揺
せ

ざ

る

を

え

な

く

な
っ

た
｡

河
上

肇
､

高
野
岩
三

郎
､

森
戸
辰
男

､

そ

れ
に

つ

づ

く

少
壮
汲
と

､

侍
統
的
な

主
流
汲
と
の

思
想
的
封
立
は

｢

草
食
+

内
で

表
面
化
し

､

大
正

十
三

年
｢

勢
働
組
合
法
+

を

め

ぐ
る

大
倉
を

最

後
に

､

｢

草
食
+

は

長
い

休
眠
状
態
に

お

ち
い

っ

た
｡

指
導
理

論
の

再
出
螢
を

め
ざ

し
て

､

稲
田

徳

三

は

｢

日

本
社
食
政

策
の

第
二

期
+

を

宣
言

す
る

に

い

た
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

に

つ

づ

く

大
正

年
間
よ

り

昭

和
期
に

か

け

て
､

日

本
社
食
政
策
論

は

あ
ら

た

な

る

思
想
的
諸
傾
向
を

分
岐
さ

せ

た
｡

ま

ず
､

い

わ

ゆ

る

｢

第

二

期
+

を

提
唱
す
る

頑
田

徳
三

､

そ

れ

を

贈
承
し

た

永
井
亨

､

あ

る
い

は

林
契
束
夫
の

諸
家
は

､

左

右
の

思
想
的
封
立
を
こ

え

た

と
こ

ろ

の

E
監

･

朗

の

e

已
○

袴

姿

計
-

旦

旨
を

志
向
し
､

ド
イ

ツ

の

社
食
畢
的
社

食
政
策

β

論
の

移
植
へ

と

む
か

っ

た
｡

あ

る
い

は
､

森
戸
辰
男

､

河

合
巣
治
郎
な

ど

の

手
に

よ
っ

て
､

ド
イ

ツ
の

社
食
民
主
々

義
的
な

社
食
政
策
論
や

､

イ
ギ

リ
ス

社
食
主
義
的
な

杜
合
政
策
論
も

提
唱

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

っ

た
｡

両
田

徳
三

に

も
か

か

る

社
食
改
革
的
な

祀
含
政
策
論
の

乱

撃
一一

口

が

あ

ら

わ

れ

た
｡

さ

ら
に

､

ド

イ

ツ
の

社
食
学
的
社
食
政
策
論
が

と

き
に

フ

ァ

シ

ズ

ム

的
社
食
政
策
論
の

傾
向
を

た

ど
っ

た

易
合
も

あ
っ

た
ご

と

く
､

日

本

に

お

け

る

帝
国
主
義
思
想
の

成
長
に

と

も

な
い

､

後
期
の

林
突
未
夫
な

ど

は

次

第
に

国
家
主
義
的
思
潮
を

濃
厚
に

し
て

い

っ

た
｡

こ

の

よ

う

な

『

岐

路
に

た
つ

社
食
政
策
論
』

の

眞
只
中
で

､

井
藤
博
士
の

社
食
政
策

論
は

形

成
さ

れ

よ

う
と

し
た

の

で

あ

る
｡

井
藤
博
士
の

選
拝
し

た

進
路
は

､

日

本
へ

の

輸
入
以

後
間
も

な
い

ド

イ

ツ

の

社
食
学
的
社
食
政
策
論
で

あ

り
､

､

い

わ

ゆ
る

｢

廣
義
+

の

社
食
政
策

概
念

､

び

ろ

く

社
食
諸
思
想
と

社
食
諸
運
動

､

な

ら

び

に

社
食
改
良
主
義

と

社

食
改
革
主
義
を

包
括
す
る

社
食
政
策
髄
系
で

あ
っ

た
｡

な
お

､

各
種

の

社

食
理

想
へ

社
食
現
賓
を

接
近
さ

せ

よ

う
と

す
る

国
家
的

･

自
主
的
な

施
設
と

運

動
を

､

す
べ

て

線
括
す
る

社
食
政

策

論
の

構

想
は

､

土

田

香

村
､

河

合
柴
治
郎
な

ど
と

も

流
れ

を

同

じ

く

し

て

い

る
｡

大
正

･

昭

和

年
間
を
つ

う
じ
て

の

日

本
社

食
政
策

論
の

苦

情
の

中
か

ら
､

社
食

政

策

S
O

巴
巴
廿
○
-
山

巨
打

の

社
食
畢
化
と

､

ギ
ユ

イ

ン

タ
ー

流
の

G
e

琵
-

-

等

訂
f
t

苧

勺
○
】
i

t

芹

化
を

め
ざ

し

た
一

連
の

流
れ
の

う

ち

に
､

井
藤
博
士
の

試
み

は

歴
史
的

･

開
拓
的
地

位
を

し

め

て

い

る
｡

そ
の

後
第
二

次
大
戦
ま
で

の

昭

和

期
社
食
政
策
論
は

､

講
壇
社
食
主

義
､

社
食
学
的
社
食
政
策
論

､

フ

ァ

丁

1‾■t
`

＼

.ノ 山

一+



幣
し

耳

シ

ズ

ム

的
政
令
政
策
論
と
い

う
ド

イ

ツ

的
停
統
の

継
承
摸
充
が

主
要
な

潮

流
を

な

し

て
い

く
が

､

や

が

て

戦

争
切

迫
期
よ

り

大
河

内
一

男
教
授
に

よ

る

社
食
政

策
の

経
済
理

論
も

費
芽
し

､

今
次
大
戦
後
に

は

い

わ

ゆ

る

｢

社

食
政
策
本

質
論
争
+

を
へ

て
､

マ

ル

ク

ス

『

資
本
論
』

に

も

と
づ

く

社
食

政
策
論
の

髄
系
化
が

､

少
く

と

も

量
的
に

は

学
界
の

指
導
権
を

お

さ

め
る

に

い

た
っ

た
｡

現
在
で

は

や

や

も

す
れ

ば
､

ド

イ

ツ

流
の

社
食
政

策
論
は

｢

観
念
的
な

社
食
政
策
論
着
で

な
い

か

ぎ

り
+

(

岸

本
英
太

郎
)

､

も

は
や

そ
の

誤
謬
を

疑
う
も
の

は

ほ

と
ん

ど

な
い

､

と

ま

で

極
言
さ

れ

が

ち
で

あ

漂

る
｡

だ
が

､

一

た
び

社
食
政
策
論
の

母

国
ド

イ

ツ

の

現
状
を

顧
み
る

と
き

､

依
然
と

し
て

社
食
学
的
な

社
食
政

策
論
が

支
配
的

な

傾

向

を

し

め

て

い

る
｡

日

本
の

と

ら
わ

れ

ざ

る

社

食
政
策
畢
徒
は

､

現
段
階
の

ド

イ

ツ

と

日

本
に

お

け
る

紆
合
政
策
論
の

橋
渡
し

や

封
決
を

､

不

可
避
的
に

要
求
さ

れ

る

に

ち
が

い

な
い

｡

そ
の

と

き
に

､

ド
イ

ツ

の

停
統
理

論
を

最
も

詳
細
に

渉
猟
し

､

日

本
へ

移
植
さ
れ

た

井
藤
社
食
政
策
論
は

､

現
代

的
硯
野
か

ら

な

お

再
評
償
さ

れ

る
べ

き

も
の

で

あ

ろ

う
｡

(

一

橋

大

畢
助

教
授
)

打
乱
打

.

鼓

ご
■〃

軒
卜

わ

ざ
こ

ト

ニ
ノ

ノ
:
r
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ざ

∵
ギ
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√
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