
07

･】

橋

静
.
叢

第
三

十
三

春

希

〓
琴

以
上
は

太
宰
に

含
ま
れ
る

長
期
の

問
題
■
に

閲
し

､

そ
の
■理

論
的
局
面
を

で

き
る
だ

け

相
田
し

よ

う
と

し

た

も
の
.
で

あ
る
｡

こ

の

熱
か

ら
す

る

と
､

全

鰭
を

通
じ
て

か

な
り
の

重
複
が

あ
る

(

臨

孝
義
の

論
文
を

若
干
収
め

た

関
係
鴻

あ

ケ
つ
)

が
､

経
済
準
展
の

農
業
へ

の

数

果
は

､

努

働
の

ば

あ
い

簡
常
に

次
の

如
く
ま

と
め

る

七

と

が

で

き
よ

う
｡

吼

遼
東
物
需
要
嗜
加
率

｡

ワ

農
産
物
需
要
の

所

得
澤
力

性
｡

ク

ー

入

営
り

所
得

智
加
率

｡

伽

農
業
の

努
勧
生

産
性
檜
加
率

｡

ん

農
業

の

資
本
増
加
率

｡

ア

人
口

の

噂
加
率

｡

品

農
実
の

努
働
人

只
現
茸
)

噂
加
率

｡

Ⅳ

農
業
の

必

要
努
鱒
人
口

増
加

率
｡

打

必

要
労
働
移
韓
智

加
率

｡

需

要
増
加

率
は
■

Q
余

日
▲

l

岩
(

-

＋

も
＋

勺

農
業
の

資
本
係
数
を

不

麺
と
し

､

ま

た

箸
=
屯

と

職
責
す
れ
ば

h
が

*

=
〔

(

訂
＋
-

)
＼

(

q

＋
-

)
〕

-
-

資
本
係

数
不

欒
で

あ
れ
ば

㌢
=
屯
白

で

あ
る

か

ら

(

資
本
市
場
が

完
全
で

あ
る

と

侶
定
す
る
)

結
局

h

が
*

=
〔

(

屯
告

＋
-

)

＼

(

℃

＋
-

)
〕

-
-

必
要
農
業

労
働
人
口

移
韓
哲
加
率
は

勿
論

カ
㌔

ポ

=

カ
｢

･

･カ
㌔

か

ら

求
め

ら

れ
る
｡

い

ま

経

済
攣
展
段

隋
を

特
徴
づ

け
る
二

つ

の

状
況
を

想
定
し

て
､

こ

の

含
意
を

明

に

し

よ

う
｡

状
況
Ⅰ
(

七
=
N

O

串
咄

=
N

烏
㌣

d

=
〇
一

諾
〕

｡

状
況
Ⅱ

(

セ
ロ
一

斗

無
い

q

n

訟
次
〉

づ

=
〇

.

N

凸
｡

状
況
Ⅰ

の

場

合
､

Q
白

H

声
山

寧
h

㌔
♯

=
】

ヰ

訳
｡

状
況
Ⅱ

の

ば

あ
い

は
､

q
白

u
N

聖
丁

字
加
㍉

n

-
叫

次
｡

〓

状
況
を

比

較
す
る

と
､

径
着
で

は
､

農
業
努
働
人
口

の

絶
対
数
の

演
少

が

夢
求
さ

れ
て
い

る
｡

農
業
人
口

の

現
茸
埼
加
挙
が

一

班
檜
加
率
に

比

し

て

高
い

と

す
れ
ば

､

後
者
の

状
況
の

弊
働
市
場
の

謂
整
力
に

対
す
る

魔
力

70

は

極
め

て

大
と

な

り
､

そ
の

不

完
全
性
ほ

所
得
の

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

を

累

積

的
に

埼
大
す
る
｡

勿

論

曾
=
q

で

な

く
､

箸
∧
q

と

す

れ
ば

こ

の

程
度
ほ

や
⊥

軽
践
さ

れ

る

で

あ
ろ

う
｡

(

香

川

大

草
助
手
)

バ

ウ

ン

ド

署
『

新
し

き

法
の

道
』

挿
○

胃
O
e

せ
ロ

ゴ
ロ
d

-

巧
2

弓

諾
r

t

F
ひ

○
什

→
廿

b

F
P

弓
､

-

㌶
〇
.

忽

せ

や

曾

我

部

豊

著

者
パ

ウ

ノ

ド

は

ネ
ブ

ラ

ス

カ

州
に

生
れ

､

ネ
ブ

ラ

ス

カ

大

挙
を

卒
業

し
､

同
大
拳
法
畢
部
長
を
へ

て
ハ

ー

バ

ー
.

ド

法

科
大
畢
撃
長
と

な

り
､

現

に

同
大
学
名
準
教
授
で

あ
る

が
､

世

界
の

法
学
者
の

中
で

永
久
的

地
位
を
､

か

ち

得
た

彼
の

令
名
に

つ

い

て

は

今
再

喋
々

す

る

を

要

し

な

い

で

あ
ろ

う
｡

本
書
は

最
近
ネ
ブ

ラ

ス

カ

州
辟

護
士

協
脅
及
び

ネ
ブ

ラ

ス

カ

大
挙
同

窓

禽
に

よ

り

著
者
の

濡
に

設
け

ら

れ

た

講
義
の

最

初
の

軒
の

で

あ
り

､

一

九
五

〇
年
四

月
二

四

日

よ

り
二

六

日

に

わ

た
っ

て

ネ
ブ

ラ

ス

カ

大
草
に

於

て

講
義
さ

れ
た

も
の

で

あ
る
｡

彼
は

聾
者
と
し

て

の

立

場
か

ら
我
々

が
一

大

世
紀
以

来
辿
り

来
っ

た

道
を

｢

自
由
の

道
と

呼
び

､

更
に

現
在
か

ら

将

来
に

わ
た
っ

て

我
々

の

辿
る
二

つ

の

泣
の

可

能
性
に

つ

い

て

述
べ

､

そ

れ

を

｢

人
道
重

義
の

道
+

及
び

｢

権
威
重

義
の

道
+

と

栴
し

､

そ

れ

ぞ
れ
銃



弓さ
二

い

分

析
及
び

批
判
を

試
み

て

お

り
､

示
唆
さ

れ

る

と
こ

ろ
が

頗
る

多
い
｡

唯
欲
を

言
え

ば

｢

人
道
主
義
の

邁
+

と

｢

梧
威
主

義
の

道
+

と

の

闊
係
に

･

つ

き
今

一

層
詳
細
な

記
述
が

欲
し

か
つ

た
｡

パ

ウ

ン

ド

の

著
書
の

中
で

は

最
も

新
し

く
､

文
彼
の

数
あ
る

名
著
の

一

と

さ

れ
て

い

る
｡

以

下

順
を

追

っ

て

紹
介
し

ょ

う
｡

】

第
一

編
は

｢

自
由
の

道
+

(

ヰ

訂
¶

す

旨
○
巾

巳
訂
M
t

じ

と

濁
し
て

い

る
｡

著
者
は

殆
ん
ど

一

昔
前
に

は
､

法
に

は

｢

安
定
+

(

賢
P

b

≡
t

†
)

と

同

時
に

｢

欒
化
+

(

c

F
P

n

的
①

)

が

必

要
で

あ
る

と

感
じ

て
い

た

が
､

今
日

で

は

安
定
を

否
定
す
る

人
々

が

現
れ

て

も

不

自
然
で

は

な
い

と

主

張
す
る

に

至
っ

た
｡

こ

の

こ

と

は

法
あ
る

融
合
か

ら
､

法
な

く

唯
行
政

命
令
あ

る
の

み

に

過
ぎ
な
い

祀
昏
へ

の

準
畏
の

顧
念
に
つ

き

雷
る
｡

そ
こ

で

斯

様
な

意

味
に

於
て

､

法
に
よ

り

そ

の

日

的
を

達
成
す
る

篤
と

ら

れ

る

｢

造
+

が

著

者
の

論
題
で

あ
る

｡

法
律
制
度
の

目

的
は

最
少
の

摩
擦
及
び

費
用
を

以
て

全
組
織
の

利
益
の

中
､

.
出
来
る

だ

け

多
く
を

獲
得
す
る
こ

と
で

あ
る

が
､

こ

の

事
を

彼
は

産

業
上
の

工

学
の

分

析
に

基
づ

い

て
､

｢

政
令
二

塁
の

過
程
+

(

p

召
｡

g
設

O
f

琶
2 .

巴

e

ロ

g

ど
¢
e

ユ
日

叩
)

と

呼
ん

で

居
り

､

こ

の

こ

と

は

｢

法
学
上
の

公
理
+

(
t

F
O

j

弓
巴

p
O

賢
口

官
e
)

即
ち

文
明

祀

禽
に

特
有
で

あ
り

時

間

的
及
び

場
所
的
に

安
富
す
る

合
理

的

期
待
に

闘
す
る

公
理

を

準
見
し

､

孝

畏
せ

し
め

る
+

こ

と

を

要
求
す
る

｡

法
秩
序
の

目

的
は

そ

れ
ぞ
れ
の

時

代

乃

に

よ

り

異
な
っ

て
い

る
｡

即
ち

中
世
初
期
に

於
て

は

｢

平
和
の

保
持
+

で

L

書

評

あ
り

､

中
世
稜
年
期
及
び

近
世
形
成
期
に

於
て

は
､

｢

敢

脅
的
現
状
の

維

持
で

あ
り

､

降
っ

七
一

九
世
紀
に

至
っ

て

は
､

｢

自
由
を

平

等
打

享
け

､

叉

他
人
よ

り

不

都
合
な

干
渉
を

受
け

な
い

こ

と

に

よ

り

蘭
ら
さ

れ
る

自
由
な

個
人
の

自
己

主

張
の

震
の

最
大
限
の

樺
昏
を

促
進
し

維
持
す

る

こ

と
+

で

あ
っ

た
｡

そ
こ

で

近
代
法
が

〓
(

世
紀
に

辿
り

出
し

､

一

九
世

紀
に

そ
の

足
跡
が

確
固
と

な
っ

た

道
を

｢

自
由
の

道
+

と

呼
ぶ

こ

と
が

出
来
る
｡

即

ち
一

大

世
紀
か

ら
一

九

世
紀
ま

で

は

｢

機
昏
の

時

代
+

で

あ
り

､

特
に

ア

メ

リ

カ

に

於
て

は

第
一

次
大
戦
の

終
り

迄
は

資
源

等
は

無
限
に

存
し

､

ア

メ

リ
カ

は

｢

機
督
の

国
+

と

呼
ば

れ
､

か

く
し

て

｢

自
由
の

邁
は

飽
の

国

に

於
て

は

さ

程
行
わ

れ
ず

､

或
は

諦
め

ら
れ
さ

え

し
た

が
+

横
合
の

国
ア

メ

リ

カ

ほ

法
に

於
て

自
由
の

道
を

辿
っ

た
の

で

あ
る

｡

ア

メ

リ

カ

に

於
け

る

英
国
の

普
通
法
の

採
用

､

転
立

宣
言

に

於

け

る

人

間
の

自
然
権
の

要

求
､

権
利
典
軍
は

皆
そ

の

表
現
で

あ
る
｡

か

く
の

如
き
ア

メ

リ
カ

に

於
け

･

る

港

得
の

形
成
期
に

於
て

は

｢

超
個
人
主

義
+

(

E
t

r

P

i

ロ

臣
ま
n

F
巴
i

払

2
)

を

採
り

､

か

く
し

て

｢

一

九
世
紀
の

法
繹
は

自
由
の

邁
の

中
で

転

回
に

さ

れ

た
+

の

で

あ
り

､

著
者
は

之
を

蓑
づ

け
る

に

幾
多
の

具
鐙
的
事
箕
を

以

て

し

て

い

る
｡

著
者
は

｢

法
と

は

理

性
及
び

､

経
陰
に

よ

り

試
陵
さ

れ
た

理
性
に

よ

り

璧
達
し

た

経
験
で

あ
る
+

と

の

見
解
を

採
っ

て

い

る
｡

之
は

自
然
法
の

思

想
に

基
づ

い

た

も
の

で

あ
り

､

か

く
の

如
き

自
然
法
は

高
度
に

個
人
主

義

的
な

も
の

で

あ
り

､

｢

そ

れ
ほ

融
合
と

個
人
の

必

要

的
封
立

を

前
提
と

し
､

個
人
に

必

要
な

保
護
を

輿
え
る

馬
に

二

者
の

中
間
に

立
つ

も
の

と

し
て

の

沃
と
い

う
主

義
を

助

長
し
+

か

か

る

主

義
は

今
世
紀
の

十

年
代
に

高
潮
期

71
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一

緒

者

裳
.

第
三

十

三

巻

夢
一

食

72

に

達
し

､

そ
の

攣
→

十

年
の

後
殴
れ
た

｡

完
世
紀
に

於
け
る

法
律
思
想

の

中
主

賓
な
も
の

ほ

カ
ン

ト

の

流
れ
を

く
む

大
陸
の

形
而
上

畢
的
法
撃
者

に

よ
る

倫
理

的
見
解
と

､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

影

響
を

代
表
す
る

英
米
の

匪
史
撃

涯
法
単
著
に

よ
る

政
治
的
見
解
と

で

あ
り

､

■
そ

れ
ぞ
れ
理

恕
主

義
的
見
解

で

あ
り

､

法
の

歴
史
に

於
て

展
開
し

よ

う
と

し

て
い

る

理

念
を

襲
見
し

よ

う
と
し

た
｡

前
者
は

｢

槻
昏
と

自
由
を

尊
ぶ

時
代
に

ふ

さ

わ

し
い

思
想
+

と

し

て

｢

何
ら

か
の

形
で

経
べ

て

の
一

九
世
紀
撃
涯
の

正

義
の

理
念
と

な

つ

た

が

そ

れ
は

禅
骨
の

時
代
の

過
ぎ
去
る

と

共
に

過
ぎ
去

つ

た
｡

+

後
者

は

｢

英
米
法
思

想
で

は
一

般
に

受
入
れ
ら

れ
る

よ

う
に

な

り
､

ア

メ

リ

カ

の

憲
法
界
で

ほ

世
紀
以

後
に

な
つ

て

も

聞
題
と
さ

れ
た

｡

+

一

方
｢

世
紀
の

明
け

な
い

大
分

前
か

ら
+

｢

法
の

蟹
展
の

新
し

い

迂
が

生

れ
る

か

も

知
れ
な
い
+

と

い

う
新
し
い

型
の

考
え

方
が

起
り

､

正

統
涯
法

･

撃
誅
と
の

論
争
が

展
開
さ

れ
た

｡

彼
等
は

一

般
的
に

言
っ

て

依
然
自
由
の

道
を

固

執
し
た

こ

と
に

於
て

は

攣
り

は

な
い

が

｢

樺
合
の

時
代
+

は

終
っ

た

も
の

と

感
ぜ

ら
れ
る

に

至
り

､

｢

満
足
す
る

槻
禽
を

伴
っ

た

欲
望
満
足
が

代
っ

て

主

張
さ

れ
始
め

､

所
謂
鹿
骨
哲
撃
と

い

う
新
し
い

型
が

起
き
て

法

の

準
展
に

方
向
を

輿

え

た
｡

+

ア

メ

タ

カ

に

於
て

も

法
畢
の

進
展
に

伴
い

｢

立

法
は

確
固
と

し

て

個
人
の

自
由
な

自
己
主

義
に

対
す
る

制
限
を

噂
加

し

っ

つ

あ
け

､

+

｢

そ

れ
は

約
一

八

八

〇

年
に

始
ま

り
､

一

九
〇
〇

年

ま

で

に

は

大
部

分
に

行
き
渡
り

､

判
例
も

同

方
向
殊
に

フ

ラ

ン

ス

人
の

所
謂
権

利
濫
用
制
限
の

方
向
に

進
み
つ

つ

あ
っ

た
｡

か

く
し
て

今
世
紀
の

十

年
代

･

の

絡
ま

で

に

は

浅
草
者
の

所

謂
法
の

融

合
化
へ

の

堅
遷
が

非
常
に

顕
著
と

.

な

り
､

法
華
展
の

新
段
階
が
ヨ

ー

ロ

ブ

パ

大
陸

､

英
国

､

及
び
ア

メ

リ
カ

に

放
て

諷
め

ら
れ
る

よ

う
に

な
つ

た
｡

+

著
者
は

こ

こ

で

種
々

の

賛
例
を

京

押

し
て

い

る
｡

｢

以
上
の

事
の

多
く
は

一

般
的
保
欝
(

g
¢

n
¢
r

巴

芳
口

E
l

i

首
)

､

即
ち

横

合
に

封
す
る

干
渉
に

封
す
る

保
産
の

見
地

か

ら

藷

明

す
る

こ

と

が

出
来

る
｡

+

｢

然
t

乍
ら
か

か

る

解
明
は

歴
々

皮
相
的
で

あ
り

､

又
現
世
紀
の

≡

十
年

代
に

到
る

に

及
ん
で

だ

ん
だ

ん

不

可

能
に

な
っ

て

来
る
｡

自
由
に

封

す
る

新
し
い

態
度

､

自
由
な

個
人
の

自
己

主

義
に

封
す
る

要
求
に

閲
す
る

新
し

い

考
え

方
が

だ

ん

だ

ん

明
か

に

な
っ

て

来
た

｡

新
し

い

迂
ほ

少
な

く

共
現
れ

始
め

て

い

る
｡

+

そ
の

一

つ

の

道
は

｢

新
し

い

意
味
の

保
歴
と

い

う

考
え

方
に

よ

る

道
+

で

あ
り

､

著
者
は

之
を

｢

人

道

主

義
の

邁
+

(

F

宇

m
聖
ロ
ー

t

胃
i

甲
ロ

]

盲
t

F
〕

と

呼
ぶ

こ

と

を

提
唱
す
る

｡

今
一

つ

の

道
は

､

｢

個

人
の

自
己

主

張
の

国
家
に

封

す
る

漸
層
的
服

従
の

造
で

あ
り

､

僻
人
の

創

意
に

封
し
て

組
織
的
協
力
が

之
に

替

り
､

全
権
官
僚
国
家
(

0

2
2 .

口

○

臼
･

勺
e
t

e

已
一

岩
岩
P
日

仏
t

巳
e

)

に

移
行
し
っ

つ

あ
る

道
+

で

あ
り

､

著
者
は

こ

れ
を

｢

構
成
重

義
の

道
+

(

甲
ロ
t

F
O
r
i

t

p

ユ
p
n

冒
t

打
)

と

呼
ぶ
こ

と

を

捉

唱
す
る

｡

〓

第
二

編
は
｢

人
道
重

義
の

道
+

と

題
し
て

い

る
｡

｢

よ

り

新
し

く
又
よ

り

磨
い

保
護
の

理

念
に

導
く
+

人
道
主

義
の

邁
は

｢

物
質
的
自
然
の

征
服
が

人
間
欲
望
の

範
囲
を

超
え
+

て

人

間
の

意
思
を

自
由
に

賛
現
出
来
る

横
合

が

な

く
な
つ

た

時

に

現
わ

れ

る
｡

即
ち

､

一

九

世
紀
に

於
け
る

平
等
及
び

保
置
の

概
念
は

堅
化

し

｢

平

等
は

禅
骨
の

平

等
を

意
味
せ

ず
+

｢

保
琵
は

機



脅
の

自
由
な

利

用
の

保
琵
を

意
味
し

な

く
な
る
+

か

く
し

て

｢

人

間
は

自

由
の

み

で

は

得
ら

れ
な
い

欲
望
の

満
足
の

平

等
に

封

す
る

要

求
を

主

張
+

し
､

自
由
の

み

で

は

得
ら

れ
な
い

｢

充
資
し

た

生
汚
を

す
る

保
琵
へ

の

要

求
を
主

張
+

す
る

｡

我
々

は

｢

手
段
よ

り

獲
得
さ

れ
た

理

想
的
関
係
へ

+

と

導
か

れ

る
｡

そ

し

て

｢

斯

様
な

理

想
に

向
っ

て

い

る

法
的
棄
民
の

道
+

を

人
道
重

義
の

道
と

呼
ぶ
･こ
と

が

出
来
る

､

そ

し
て

こ

の

故
に

｢

法
は

責
任

(
-
i

p

g
i

t

8

の

鰹
係
を

備
え
+

ね
ば

な

ら

な

く
な

る
｡

か

く
し

て

新
し

い

保
琵
の

概
念
の

到
来
と

共
に

新
し
い

責
任
論
が

生

じ
た

の

で

あ
る
｡

こ

の

新
し
い

責
任
の

概
念
こ

そ

は

自
由
の

邁
か

ら

人
道
主

義
の

邁
へ

の

分

蚊

を

特
色
づ

け
る

も
の

で

あ
る
｡

そ

し

て

人

道
主

義
の

法
に

輯

有
の

二

つ
･
の

も
の

を

著
者
は

｢

保
険
思
想
+

及
び

｢

非
任
意
的
慈
悲
者
設
+

(
i

日

召
-

宇

n
t

胃
叫

G
0
0

P

野
呂
2
ユ
t

昌
t

訂
｡
り

ユ

と

呼
び

､

前
者
は

そ
の

精
碑
に

於
て

結

局
後
者
に

よ

り
一

源
化
さ

れ

う
る

も

の

で

あ
る

と

し
て

い

る
｡

不

法
行
雷
上
の

責
任
は

以
南
に

は

過
失
責
任
主

義
で

あ
っ

た

が
ア

メ

リ

カ

で

は
一

八

七

大

年
以

来

非
難
さ

れ

始
め

､

即
ち

小
数
の

州
は

不

法

行
惑

責
任
の

新
し
い

型
を

作
っ

た
｡

こ

の

事
は

多
少
の

滑
長
は

あ
っ

た

が

今

世

紀
始
め

に

ま

で

及
ん

だ
｡

そ

こ

で

著
者
は

そ

れ

を

受
入

れ
て

法
的
公
理
に

基
づ

い

た

責
任
理

論
を

創
り

出
し

た
｡

即
ち

彼
は

先
ず

一

九
二

二

年
に

五

つ

の

法
的
公
理

を

作
る

こ

と

監
居

辛
し

た

が
､

そ
の

中
の

三

つ

が
一

九
世

紀
に

於
け

る

損
害
賠
償
責
任
の

背
後
に

認
め

ら

れ

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

即

ち

彼
の

あ

げ
て
い

る

公
理
の

う
ち

m
及
び

仰
ほ

そ

れ
ぞ
れ

故
意
及
び

過
共

に

封
す
る

責
任
で

あ
り

､

桝
ほ

無
過
失
責
任
に

関
す
る

も
の

で

あ
り

､

即

ち

｢

文
明

敢
昏
に

於
て

は

人
は

､

そ
の

使
用
の

範
囲
に

於
て

は

無
害
で

あ

嘗

辞

る

が

他
の

場
所
で

の

通
常
の

行
男
は

有
害
で

あ
り

､

そ
の

正

普
な

使
用
の

限
界
を

越
え

る

自
然
的
傾
向
の

あ
る

物
の

保
持

､

又
は

作
用
の

行
使
を

す

る

他
人
は

､

そ
の

正

普
な

限
界
内
に
そ

れ

ら
を

制
限
し

又
は

留
保
す

る
で

あ
ろ

う
と

仮
定

す
る
こ

と

が

出
来
な

け

れ
ば

な
ら

ぬ
+

と

い

う
公
理
で

あ

る

彼
の

法
的
公
理
に

於
て

｢

責
任
は

過
失
か

ら

生

ず
る
の

で

は

な

く
､

過

失
が

賀
任
の

法
的
賦
課
か

ら

生
ず
る
+

こ

と
で

あ
る

｡

邸
ち

｢

注
意
の

標

準
+

は

｢

客
観
的
+

な

も
の

で

あ
り

､

｢

才
能
の

自
然

的
限
度
+

或
は
｢

生

来
の

綬
饅
な

反
動
時

間
+

は

過

失
と

す
る
こ

と
は

出
来
な
い
｡

文

彼
の

第

三

公

理
で

あ
る

無
過
失
責
任
の

公
理
が

損
張
の

傾

向

に

あ
る

こ

と

で

あ

り
､

法
学
の

動
向
は

｢

責
任
の

全
饉
的
思

想
を

作
わ

直
す
か

も

知
れ

な
い

全
然
別
な

恨
定
を

た

ど

り
つ

つ

あ
る

｡

+

然
し

乍
ら

自
由
の

造
の

時
代
に

属

す
る

｢

以
上
の

三

つ

の

公

理

及

び

そ
の

結
果
た
る

責
任
の

思
想
的
基
盤
は

平
和
と

公
の

秩
序
を

保
ち

一

般
的
保
産
及
び

自
由
な

械
脅
を

維
持
す
る

型

の

政

治
に

廃
す
る
｡

+

然
し

自
ら

今
日

に

及
ん

で

は

｢

一

般
的
安
全
の

基
盤

を

超
え

た

第
≡

公
理
の

掟
張
+

が

あ
り

｢

新
構

想
の

生
成
及
び

そ

れ
に

基

づ

く
新
主

張
の

建
設
が

あ
る
｡

+

と

著
者
は

述
べ

.
て
い

る
｡

即
ち

各
人
は

充

賛
し

た

生
活
を

期
待
出
来
る
が

如
く
で

あ
り

､

そ

の

期
待
を

満
足
せ

し

め

る

筍
｢

損
害
が

如
何
に

し

て

起
き
た

に
せ

よ
､

そ

れ
を

何
人
か
の

計
算
に

於
て

償
う
こ

と

を

考
え
+

著
者
が

非
任
意
的
慈
善
者
の

行
濡
と

呼
ぶ

と

こ

ろ
の

こ

と

を

行
っ

て

援
助
す
る

こ

と

を

法
は

要

求
さ

れ
て
い

る
｡

即
ち

無

過
失
責
任
理

論
を

多
く
の

場
合
に

嘩
張
す
る
こ

と

が

現
在
挺
試
さ

れ
て

い

る
｡

著
者
は

そ
の

損
張
の

雇
々

の

場
合
を

挙
げ
て
い

る
が

例
え

ば
､

製
造

品
の

最
終
構
買
者
が

そ
の

製
品
に
よ
っ

て

良
書
を

受
け
た

場
合

､

製
造
者

7 3



く
さ

t

ペち
ど
ゃ戌

一

橋

論

叢

斧
三

十
三

巷

鐸
一

･
凍

74 ■

の

過
失
は

最
早
や

賠

償
請

求
の

理
由
と
し

て

は

必

要
で

は

な

い

と
の

意
見

な

ど
､

何
れ
も

人
造
主

義
的
棍
墟
に

基
づ

い

て

主

張
さ

れ

て

お

り
､

そ

れ

は

著
者
の

第
三

公

理

以
上

に

孝
展
し

た

も
の

で

あ
る

｡

そ
こ

で

著
者
は

責

任
の

他
の

公

理

を

作
っ

た
｡

即
ち

｢

他
人
の

過
失
に

よ

ら

な
い

損
失
或
は

侵
害
は

､

損
害
に

封
す
る

責
任
を

､

直
ち

に

そ

れ

を

負
措
し

て

公
共
企

業

の

奉
仕
に

封
す
る

費
用
或
は

製
品
に

対
す
る

代
償
に

含
め

る

こ

と
に

よ

り

公
衆
か

ら

取
戻
す
こ

と
の

出
来

る

者
に

課
す
る

こ

と

に

よ

り
､

結
局
に

於

て

社
食
に

よ

り

負
揺
さ

れ
る

で

あ
ろ

う
+

と
い

う
公

理
で

あ
る
｡

文
こ

の

事
が

更
に

準
座
し

て

国
家
に

よ

る

損
害
の

保
琵
に
つ

き
法
的
公
理
と

し

て

挙
展
し

っ

つ

あ
る

こ

と

を

述
べ

て
い

る
｡

即
ち

文
明

敢
昏
で

は
､

人
は

た

と

え

彼
の

過
失
或
は

犠
慮
の

結

果
で

あ
っ

て

も
､

国
家
に

よ

り

総
べ

て

の

損
失
或
は

侵
害
に

対
し

て

補
償
き
れ

､

叉
そ
の

賃
に

総
べ

て

の

損
失
或
は

･
侵
害
を

償
う
責
任
が

､

法
に

よ

り
､

よ
り

よ

く

そ
れ

を

負
接
す

る

こ

と
が

旧
来
る

と

思
わ

れ
る

誰
か

に

興
え

ら

れ
る

で

あ

ろ

う
と

い

う
公

理
で

あ

る
｡

然
し

乍
ら
害
者
ほ

､

如
上
の

如
き
見
解
に

反

省
を

加
え

､

｢

著
し

も

損
失

.
と

侵
害
と
い

う
木
幸
な

犠
牲
を

､

そ

れ
を

償
う
べ

き
何
人
の

不

法
原
因
に

も

蹄
せ

し
め

な
い

こ

と
が

嗣
得
出
来
ぬ
な

ら
ば

､

も
っ

と

致
果
的
な

法
秩

序
が

あ
る
べ

き
筈
で

あ
る
+

と

述
べ

､

そ

し

て

｢

我
々

は

義
務
の

分

析
的

園
塑
を

作
り

直
さ

ね
ば
な

ら
ぬ
か

も

知
れ

な
い
+

と

し
､

文
著
者
は

｢

融

合
が

理
想
的
人
道
主

義
的
結
果
を

法
廷
に

よ

る

よ

り

も
遥
か

に

よ

く
獲
得

す
る
こ

と

が

出
来
る

方
法
と

し

て

行
政
機
関
を

考
え
る

こ

と

が

出
来
る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

著
者
は

奉

仕
団
家

(

琵
ユ

吉

夢
t

e
)

に

反
対
で

は

な
い
｡

然
し

乍
ら

74

今
日
の

社

食
は

唯
｢

秩
序
を

維
持
し

､

侵
害
を

焙

債
す
る
+

,
こ

と

以
上

の

奉

仕
を

要
求
し
て

お

り
､

人
道
+

土

義
の

種
々

の

理

想
の

若
干
は

､

国
家
に

ょ

り
､

法
に

よ
っ

て

行
わ

れ
る

か

も

知
れ

な
い

が
､

他
の

も
の

は

行
政
撰

閲
に

よ
る

法
律
外
の

方
法
で

顔
行
さ

れ
る

か

も

知
れ

な

い

と

述
べ

て

い

る
｡

三

第
三

編
は

｢

権
威
主

義
の

這
+

と

題
し

て
い

る
α

著
者
は

権
威
主

義
の

邁
と

人
道
主

義
の

活
と

の

関

係

に

つ

き
､

雨

着
は

｢

平

行
し
て

進
む
+

か
､

或
い

は

人

道
主

義
の

道
が

将
来
の

道
を

開
く

馬
に

権
威
主
義
の

邁
と

連
な

る

か

も

知
れ

ず
､

或
い

は

文
人
道
主

義
の

道
は

単
に

構
成
主

義
の

道

の

始
め

に

過

ぎ
な
い

か

も

知
れ

ぬ
と

し

て

い

る
｡

我
々

ほ

今
や

個
人
生
活
を

促
進
す
る

賃
に

官
吏
の

カ
に

よ

る

｢

人
間
儲

望
の

全
擁
模
の

最
大
限
の

満
足
を

要
求
+

し

て

い

る
｡

然
し

乍
ら
こ

の

よ

う
な

制
度
の

下
に

於
て

は

種
々

の

事
が

統
制
さ

れ
る

賃
に

｢

人
々

は

彼
等

と

密
接
な

関
係
に

あ
る
べ

き
人
々

を

自
由
に

選
樟
す
る

こ

と

が

出

来

な

く
+

､

従
っ

て
｢

精
神
的
矛
盾
は

残
る
+

と

著
者
は

言
っ

て

い

る
｡

そ

し

て

か

く
の

如
き
制
度
に

封
す
る

法
の

影
響
を

述
べ

た

意
見
は

､

奉
仕
国
家
に

は

殆
ん
ど

安
雷
せ

ず
､

｢

権
威
重

義
の

道
に

特
有

で

あ
る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

然
し

乍
ら

｢

平
和
と

秩
序
を

保
持
し
一

般
的
傑
琵
を

維
持
す
る

代
り

に
､

そ

の

地
方
の

人
間
宿
祉
の

全
領
城
を

司
り

､

そ
の

清

動
を

通
じ

て

総

べ

て

の

経
済
的
及
び

政

昏
的
害
雷
を

解
決
す
る

国
家
た

る

奉
仕
国
家
+

は
､



｢

P

-

マ

法
以

来
夙
に

知
ら

れ
+

｢

中
史
実
橿
国
家
の

誕
生
+

以
来

長
足
の

進
歩
を

し

た
｡

｢

複
薙
な

豪
業
赦
含
で

は

公
共
が

望
み

文

速
か

に

質
さ

れ

る

こ

と

を

望
む
樺
山
の

事
を

私

人
の

創
意
で

諾
す
こ

と

が
一

噂
困
雉
と

な

り
+

｢

畢
に

秩
序
を

保
ち

侵
害
を

補
償
し
た

に

過
ぎ

な

い

国

家
の

な
し

得

た

以
上
の

奉
仕
を

要
求
す
る
｡

+

そ

こ

で
｢

一

位
両
社
を

促
進
す
る

行
政
機

関
が

必
要
と

な

り

持

綬
す
る

に

到

る
｡

+

そ

こ

で

｢

経
べ

て
の

公

共
的
奉

仕
が

政
府
に

よ
っ

て
の

み

行
い

う
る

理
念
+

即
ち

｢

政
治
的
に

組
紐
さ

れ

七

軽
骨
+

が

問
題
で

あ
る
｡

｢

こ

の

事
は

全
種
を

有
し

､

一

壁
帽

祉
の

全
領

域
を

引
受
け

､

あ
ら
ゆ

る

方
面
に

於
て

そ
の

要
求
す

る
こ

と

を

詳
細
に

決

.

定
す
る

に

等
し

い

超
人
的
統
治
者
と

羅
勢

多
数
を

前
転
條
件

と

す

る
｡

+

か

く
し

て

奉
仕
国
家
ほ

蟹
屈
し

て

官
僚
国
家
と

な

り
､

官
僚
国
家
は

官
僚

的
階
級
粗
放
を

必

要
と

す
る
｡

そ

し

て

｢

自
己

主

義
及
び
自
己

決
定
で

は

な

く
て

『

新
し

い

自
由
の

概
念
』

即
ち

敏
乏
か

ら
の

自
由
及

び
恐

怖
か

ら

の

自
由
+

が

挿
し

求
め

ら
れ
る
｡

奉
仕
国
家
は

文
全
権

国

家

と

な

る

が

｢

そ
こ

に

到
る

歩
調
が

暫
進
的
で

あ
る

な

ら
ば

､

そ
こ

か

ら

絶
封

国
家
へ

の

歩
調
は

易
し

く
文
邁
に

行
わ

れ
る

で

あ

ろ

う
+

と

述
べ

て

い

る
｡

著
者

は
こ

こ

で

上

述
し

た

如
き
こ

と

の

賛
現
可

能
性
に
つ

き
､

ア

メ

リ

カ

の

権

利
典
軍
と

､

フ

ラ

ン

ス

の

人
権
宣
言
を

比

較
し

て
い

る
｡

即
ち

､

｢

ア

メ

リ

カ
の

権
利
典
茸
は

､

保
琵
さ

れ
た

橿
利
即
ち

文
明

融
合
の

生
活
に

含
ま

れ

て
い

る

保
覆
さ

れ
た

理
性
的
期
待
を

侵
害
す
る

政
府
の

行
男
を

禁
じ
+

て

■
お

り
､

｢

そ

れ

ら
の

規
定
は

法
で

あ
る
+

が
､

之
に

反
し

て
フ

ラ

ン

ス

人

権

宣
言
の

型
は

､

｢

法
的
に

は

何
人
も

拘
束
せ

ず
+

｢

単
な

る

語
数
即
ち

政
府

7 5

常
局
に

封
す
る

善
意
或
い

は

勧
告
の

宣
言
で

あ
る
+

と

埠
へ

て

い

る
｡

文

′

昔

辞

｢

世
界
政
府
の

馬
の

人
橋
宣
言
の

最
近
の

提
議
+

の

中
で

｢

大
陸
的

覚
書

を

採
用
し
た
+

が

之
文

賢
現
性
に

於
て

フ

ラ

ン

ス

.の
人
権
宣
言
同
様
で

あ

る
と

し

て

い

る
｡

著
者
は

文
政
府
に

よ

る

歴
迫
の

恐

怖
の

衰
微
を

認
め

る

と

共
に

､

絶
対
多
数
へ

の

不

信
を

も

瓢
め

て
い

る
｡

著
者
は

最
後
に

奉
仕
団
家
に

よ
っ

て

元

さ

れ

た

構
成
主

義
の

道
は

法
な

く
唯
行
政
に

よ

り
そ

の

日

的
が

達
成
さ

れ
る

故

脅
へ

と

導
く
と

し
､

注
が

構
成
主

義
の

邁
を

辿
る

に

つ

れ
て

法
禅
家
と

い

う

職
業
が

如
何
に

影
響
を

受
け

る

か

に
つ

い

て

述
べ

て
い

る
｡

彼
に

よ

る

と

職
業
(

官
○

訂

邑
q
ロ

)

に

は

三
つ

の

要
素
が

あ
る
｡

即
ち
｢

職
業
+

(
n

已
-
i

ロ

g
)

､

｢

草

間
的
技
術
+

､

及

び

｢

公
共
奉
仕
の

精
神
+

で

あ
る
｡

そ

し

て

か

ゝ

る

職
業
ほ

会
共
的
奉

仕
を

第
一

義
的
な

も
の

と

す
る
｡

群
護
士

協
禽
は
■
財
政

的
條
件
を

促
進
す

る

屑
で

は

な

く
し
て

彼
等
の

解
除
と

研

究
に

よ
っ

て

｢

正

義
の

管
理

を

向

上

さ

せ

る

馬
+

の

も
の

で

あ
る
｡

然
し

乍
ら

彼
等
が

生
活
の

糧
を

得
る
こ

と

を

第
一

義
的
な

も
の

と

考
え
る

に

随
い

､

努
働
蓮
動
の

進
展
に
つ

れ

て

犬

舎
祀
や

官
廉
の

法
禅
家
ほ

組
合
連
動
に

参
加
す
る

に

到
り

､

文
奉
仕
国

家
は

｢

勢
餅
者
に

奉
仕
し

よ

う
と

す
る

熱
心
の

飴
り

彼

等
に

過
度
の

蟹
達

を

許
す
こ

と

に

よ

り
､

一

般
的
安
全
を

脅
か

し
っ

つ

あ

る
｡

+

努
働
連
動

が

盛
と

な
る

に
つ

れ
て

努
勘
者
の

中
多
数
の

法
律
家
が

上

述
の

｢

職
業
思

想
よ

り

も

む

し

ろ
魯

只

銀
強
調
の

商
業
精
神
を

以

て

常
時

組
織
に

参
加
し

て

い

る
｡

+

そ

し
て

｢

こ

の

商
業
精
神
の

優
越
は

､

我
々

が

注
意
決

く

し

な

け

れ
ば

､

奉

仕
国
家
に

於
け
る

職
業
の

吸

収
へ

の

泣
を

整
え

る

か

も

知
れ

な

い
+

と

述
べ

て

い

る
｡

職
業
吸

収
の

三

つ

の

可

能
な

段
階
は

m

｢

全

職

業
の

結
合
+

仰

｢

職

業
の

官
僚
統
制
+

何
及
び

政
府
に

よ

る

学
閥
的
技
術

･7 5
㌔
り

軒
酢

印

+



司
∴

式

一

橋

静

叢

雰
三

十
三

巷

第
一

凍

76

を

追
及
す

る

職
業
の

摂
受
に

よ

る

萬
人
に

封
す
る

職
業
的
援
助
で

あ
る
｡

然
る

に

｢

職
業
の

理

念
は

駿
府
部
局
の

監
督
に

よ

る

か
､

或
い

は

そ
の

下

で
の

職
業

機
能
の

賢
行

､

そ
の

技
術
の

行
使
と

矛
盾
し

て

お

り
+

､

｢

職
業

は

人

間
の

カ
の

高
度
の

襲
達
を

助
長
す
る

よ

う
に

自
由
に

拳
闘

的
技
術
に

従
事
出
来
る

個
人
を

前
渡
と

し
て

い

る
｡

+

随
つ

て

政
府
に

よ

り

支
配
さ

れ

･
て

い

る

職
業
を

行
う
｢

政
府
の

個
人
的
雇
人
+

は

上

述
し

た

如
き

職
業
に

た

ず
さ

わ

る

者
の

代
用
と
は

な
り

得
な

い

と

述
べ

て

い

る
｡

将
来
の

理

想

社

禽
に

於
け

る

法
の

滑
拭
に

つ

い

て

は
､

著
者
は

否
定
し

て

い

る
｡

そ

し

て

著
者
は

｢

法
が

自
由
の

道
を

歩
み
つ

つ

あ
っ

た

間
に

､

文
明
の

男
に

碧

見
さ

れ
た

こ

と

は

失
わ
れ

な
い

で

あ
ろ

う
と
い

う
信
念
を

持
っ

て
い

る
｡

+

又
､

人
道
主

義
の

道
は

権
威
主

義
の

道
に

到
る

軍
な
る

側
道
で

も

な
い

と

し
､

｢

将
来
の

邁
は

人
道
主

義
の

造
に

よ

り

京
さ

れ
た

方

向
で

一

哲
廣
い

目

的
を

襲
見
す
る

で

あ
ろ

う
｡

+

そ

し

て

人
間
が

過
去
に

於
て

讃

見

し

た

磨
か

ら

出
費
し
て

｢

法
が

文
駒
の

よ

り

磨
く
文
よ

り

正
し

せ
邁
を

追
及
す

る

に

つ

れ
て
+

過
去
に

於
け

る

如
き

｢

他
の

偉
大
な

法
時
代
の

洪
+

が

出

現
す
る

で

あ
ろ

う
と

述
べ

て
い

る
｡

(

一

九
五

四
･

九

二
一

〇
)

(

一

掃
大

草
特

別

酢

究
生
)

1
･

1
･

ポ

･

ラ

ッ

ク

著
『

国
際
経
済
の

機
構
』

J
p

O

宅
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:
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付
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ゝ
ヾ
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㌢
誉

邑
㌻
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軋
.

由
宝

誉
S

計

払
ゼ
也

冨
喜
一

一

茂
♪

勺

ワ

ー

¶

p

P
O

邑
○

ロ
､

G
e

O

蒜
¢

A
-

-

①

n

紆

P
β

宅
山

F

P

邑
.

篠

原

三

代

卒

】

著
者
ポ

ー

ラ

ァ

ク

ほ

現
在
M F

の

調
査
次
長
を

し
て

お
り

､

以
前
は

国
際

Ⅰ

聯
盟
に

関
係
し

て

い

た
｡

ご

く

最
近
は

､
､

＼

シ

ガ

ソ

大
挙
で

敢
え
て

も

い

る

と

聞
い

て

い

る
｡

こ

の

人
は

､

こ

の

よ

う
に

賛
際
面
に

接
触
し

な
が

ら
､

以
前
か

ら
国
際
経
済
の

分

野

に

数
々

の

研
究
を

考
案
し
て

き
た

オ

ラ

ン

ダ

出
身
の

撃
者
と

し

て
､

今
日

あ
ま

り

に

も

有
名
で

あ
る

｡

私
■の
よ

う
な

国

際
経
済
の

分

野
に

素
人
の

人
間
で

も
､

彼
の

名
前
は

ず
っ

と

前
か

ら
覚
え

て

し

ま
い

､

何
か

論
文
が

出
る

と
､

今
度
は

ど

ん

な

論
文
だ

ろ

ナ
と

､

社

誌
を

め

く
つ

て

み
る

く
ら
い

に

な
っ

て

い

る
｡

彼
の

こ

れ
ま
で

蟹
表
し

た

論
文
を
こ

と

ご

と

く
こ

こ

に

挙
げ
る

こ

と

は
､

分
野
が

専
門
外
だ

け

に
､

ち
上

つ

と

困

難
で

あ
る
｡

け
れ
ど

も

ど

ん

な

仕
事
を

し
て

き
た
か

を

知
っ

て

も

ら

う
た

め

に
､

私
の

眼
に

と
ま

っ

た

も
の

く
ら
い

の

も
の

を

摘
記
し

て

お
い

た

方
が

覇
者
に

便
利
で

あ
ろ

う
｡
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