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1
5ニ

ア
ダ
ム
、ス
ミ
‘ッ
ス
の

政
治
學
說

田

中

萃

一

郧

卿

經
濟
學
と
政
治
學
と
於
、密
接
の
關
係
を
有
す
る
と
に
就
て
は

®

て
贅
辯
を
要
せ
す
。

ア
ダ
ム

- 

ス 

三
ッ
ス
名

W
e
a
l
t
h

 of N
a
t
i
o
n
s

第
ニ
册
の
小
引
に
於

y

、實
に
下
の
如
く
云
へ

6
。

p
l
i
e
d

 

E
c
o
n
o
m
y

は
、政
治
家
若
く
ば
立
法
者
の
學
間
の

一

分
科
に
し
て
、ニ
個
の
刿
然
女
る 

.
目
的
を
有
す
第
ー
に
は

p
g
prr
の
歳
入
生
計
を
富
裕
な
ら
し
め
ん
己
と
を
期
し
、更
に
適
切 

に
之
を
云
へ
ば
、之
を
し
て
親
か
ら
富
裕
な
る
歲
入
生
計
を
得
し
め
ん
こ
と
を
期
し
、第

1
1

に 

は
政
務
に
必
要
な
る
歲
入
を

State or c
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h

に
備
辦
せ
ん
乙
と
を
期
す
、

^
す
る
に
經 

濟
學
は
人
民
と

s
o
v
e
r
e
i
g
n

と
を
併
せ
て
富
裕
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
す
る
名
の
な

6
0 

政
務
卽
ち
國
家
の
職
務
如
何
に
關
し
て
は
、第
五
卷
國
家
歳
入
論
卽
ち
財
政
論
の
第
一
章
に
於 

て
詳
述
す
る
所
ぁ

6
、ア
ダ
ム
•ス
ミ
ッ
ス
は
卽
ち
政
務
を
分
て
防
備
、司
直
、土
木
、外
交
、敎
育
'宗
敎
の 

諸
項
と
な
し
、之
が
說
明
を
試
み

* 

6。
以
下
そ
の
論
點
の
如
何
に
政
治
學
說

i

相
關
係
せ
る 

や
を
明
に
せ
ん
。

—
—

W
8

—
—

—
I

43

防
備
に
就
て
は
冒
頭
に
於
て
卽
ち
日
く
、

「

他
の
獨
立
せ
る
社
會
の
暴
行
入
寇
に
對
し
て
社
會
を 

防
護
す
る
は
、國
君
第
一
の
義
務
に
し
て
、實
に
兵
力
に
ょ

ム
ノ
て
の

み
之
を
果
す
こ
と
を
得
邱
し

. 

と
1£
し
て
民
兵
と
常

ff
軍
と
の
揭
失
に
關
し

<

a

f備
軍
を
以

-c
取
る
可
し
と
な
し
、歷
史
上 

「

民
兵
の
勝
利
は
槪
し
て
常
備
軍
に
對
し
て
之
を

.傅
し
得
杧
る
に
在
ら
す
し
て
、敎
練
規
律
の
劣 

等
な
る
他
の
民
兵
に
對
し
て
之
を
博
せ
る
な

6」

と
言
ひ
、

「

韃

®

人
於
數
ば
亞
細
亞
の
諸
文
明 

國
を
征
服
せ
る
は
、野
巒
國
の
民
兵
の
文
明
國
の
民
兵
に
卓
越
せ
る
こ
と
を
示
し
て
餘
あ

6
、双 

に
1
國
の
文
明
を
不
朽
に
傅
へ

3'
'
る
迄

«-
'
之
を
保志

：：

せ
ん
と
せ
ば
、#
ひ
常
備
軍
に
侬
ら

f
o

る 

を
得
ず

」

と
斷
せ

6
。
常
備
軍
は
人
民
の
自
由
を
危
ぅ
す
可
し
と
の
議
論
に
對
し
て

は

、
そ
の
必 

ず
し

3
然
ら
含
る

.を
唱
へ
、「

却
て
或
る
場
合
に
於
て
は
自
由
の
爲

tc
利
す
る
こ

と

.あ

る

可
しj 

と
て
、

「

自
由
の

極
、
放
*
の
甚
し
き
に
至
，て
S
な

®
旦
之
欠
忍
び
得
可
き
は
權
6
君
主
、が
部
署 

盤
然

te
る
.常
備
軍
を
以
て
支
へ
ら
る
、
の
邦
國
に
於
て
の
み

J
iて、そ
の
利
益
を
さ
べ
擧
げ

fc 

A

y

o
而
し
て
常
備
軍
の
.數
は
如
何
に
し
て
之
を
定
む
可
き

や

と

云
ふ
に
、

「

近

代

歐
洲
の
文
明 

國
民
の
間
に
あ

6
<
は
、通
常
、一

國
住
民
の
百
分
のI：

以
上
を
兵
士
と
な
す
辟
は
、之
が
經
费
を 

支
辦
す
る
の
邦
家
を
零
落
せ
し
む
可
し
と
認
め
ら
る

」

と
說
け

6
" 

tの
'標
雞
ょ
，
6

之
を
見

れ

ア
ダ
ム
、
ス

ミ
ッ
，ス
の
政
治
學
説 

一$

3



ア

ダ

ム

、
ス

ミ

ツ

ス

の

政

治

*-
覩 

ニ
五
四

.
ば
、人
口
の
百
分
の
六
を
數
へ
允
る

一
.

八

1

三
年

&

普
國
の
軍
隊
は
奶
論
ズ
ロ
の
百
分
の
ニ
、六 

六
六
に
達
す
る
現
今
の
獨
逸
の
戰
塒
定
員
は

過
大
に
失
す
と
云

ふ

可

し

。

「

國
君
の
第
二
の
義
務
は
成
る
可
く
社
會
の
各
員
を
保
護
し

て
、他

人
の
爲
に
權
利
を
侵
害
さ
れ 

壓
抑
を
濛
る
が
如
き
乙
と
な
か
ら
し
あ
、疋
確
に
司
直
行
政
を
行

«

外
し
む
る
に
あ

6」

ア
ダ

ム
_ 

ス
ミ
ッ
ス
の
意
見
に
從
ベ
ば

«

炎

£

 

g

o

s

r

n

s

l

政
府
の
樹
立
を
促
す
所
以
の

S

の
は

*
 

重
に
し
て
且
多
大
な
る
財
産
を
獲
得
せ

る
.に
在
6

、若
し
夫
れ
財
産
な
く
ん

ば
、少
く
 

$

ー
兩
日 

の
勞
働
の
價
値
に
迦
ゆ
る
の
財
產
な
く
ん
被
、又
政
府
の
必
•要
あ
る
な
し
、而
し
て
政
府
は
卽
ち 

.服

從

關

係

を

意

味

す

る

名

の

な

る

於

、自
然
に
服
從
一
關
係
を
生
卞
る
の
原

因

、

換
言
す
れ
ば
、法
規 

の
起
る
に
先
て
、人
を
し
て
儕
輩
を
壓
倒
せ
し
む
る

0.
事
情
は
そ
の
數
四
あ

6

、第
一
は
身
體
の 

跋
汩
輕
快
に
し
て
精
神
の
聰
明
堅
實
な
る
，

£

、第
二
は
年
齡
の
長
せ
る
と
、第
三
は
敗
產
の
多
き 

こ
と
、第
四
は
門
地
の
高
き
こ
と
こ
れ
也
。

要
す
る
に
政
^
は
財
產
安
固
の
爲
に
設
け
ら
れ
杧 

る
の

1

に
於
て
は
、實
に
貧
者
に
對
し
て
富
者
を
防
譲
せ
ん
於
爲
、無
産
者
に
對
し
て
有
產
者
を 

取
護
せ
ん
か
爲
に
設
け
ら
れ
把
る

3

の
な

6

、故
に
司
直
の
こ
と
は
何
れ
の
邦
家
に
於
て
？
、無 

報
酬
に
之
を
行
は
す
、少
く
？
辯
議
士
に
對
す
る
報
酬
は
、當
事
者
之
を
負
檐
せ
次
る
を
#
衷
ホ

ブ

ソ

V

の「

&

由
主
義
ゆ
危
機

」

に
免
主
張
せ
る
於
如
く
、今

m

の
社
會
主
義
者
は
辯
護
士
の
報
觚 

を

0

亦
國
費
を
以
て
支
辦
す
可
し
と
云

^

は
、そ
の
根
底
に
於
て
政
府
の
有
產
社
會
の
爲
に
設 

け
ら
れ
^
る
を
見
て
櫸
ば
次
る
が
爲
な

6

。

ア
ダ
ム
•ス

…

ッ
ス

は
叉
司
法
權
と
行
政
權
と
を
分 

離
せ
含
る
滕
は
、司
直
の
事
務
の
通
俗
に
所
謂
政
略

p

&
rr
.8

の
犧
牲
に
供
せ
ら
る
、
こ
と
を
汸 

财
ん
と
す
る
名
豐
得
ん
や
と
云
へ
る
气
モ
ン
テ
ス
キ
ゥ
の
三
權
鼎
立
論
の
公
に
せ
ら
れ
杧
る 

後
に
あ

6

て
は
、こ
の
議
論
は
敢

.て
創
見
な

6

と
は
目
し
難
し
。

ア
ダ
ム
•ス
ミ
ッ
ス
は
國
君
叉
は
邦
國
の
第
三
の
義
務
は
公
共
的
制
度
事
業
の
廣
く

.社
會
に
取

6 

て
極
め

y

掷
益
あ
る
こ
と
な
る
名
、一
個
人
若
く

®

少
數
の

S

の
に
取

6

て
は
、そ
の
悅
利
以
て

之
れ
好
經
費
を
償
ふ
に
足
ら
す
、隨
て
そ
の 

を
設
置
し
營
造
す
る
と
こ
れ
な

6
 

i
云
へ 

關
す
る
名
の
は
旣
に
之
を
述
べ

fc
る
好

、̂: 

れ
な

6
、it
路
、橋
梁
、運
河
、港
灣
等
の
修
築
は 

»

便
等
の
制
度

S
亦
商
業
を
客
易
な
ら
し 

備
な
れ
ど

a

に
特
殊
的
に
商
業
に

資
す
，

る

ア
ダ
ム
、

K

ミ
ツ
ス
の
政
治
學

M

之
か
倉
設
維
持
に
當
ら
ん
こ
と
を
望

み
難

き
^P

の 

6
.
0公
共

的

制

度

事

業

の

ぅ

ち

、そ

の

軍

•

司
法
に 

1C
擧
ぐ
可
き
は
社
會
の
商
業
に
資
す

.可
き

^p

の
己 

卽
ち
こ
の
種
の
事
業
の

重
な
る

名
の
に
し
て

、
^
«*
、
 

む
る
の

.効
あ

/ノ：伹
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
般
的
設 

の
制
度
を
要
す
る
と
あ

6
。

卽
ち
野
蠻
未
開
の
地

二五五
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ア
r

ム、ス
ミ
ツ
ス
の

政
治
學
說

i
商
業
を
營

o

に
際
し
て
は
特
に
之
が
保
護
の
任
に
當

社
於
各
地
に
要
塞
を
築
造
せ
る
所
以
に
し
て
、叉
舛
國
人

國
に
は
、大
摄
、公
使
叉
は
領
事
を
駐
在
せ
し
め
て
、商
人
の

土
瓦
其
會
社
魈

6

て
.商
業
を
營
み
し
於

豸
、
=|

ン
ス
タ
シ

る
こ
と
、
な

6
、叉
在
露

0 -
英
國
大
使
館
名
全
く
商
業
上

平
時
に
外
交
使
眨
を
駐
剖
せ
し
む
る
の
習
惯
は
丄
古
に

十
五
低
紀
の
末
若
く
ば
第
十
六
世
紀
の

1初
ょ

6

起
れ
る

歐
洲
列
國
大
半
の
間
に
行
は
れ
、列
國
何
れ

S

商
莉
に
重 

し
-

二五六

ら
次
る
を
得
卞
、こ
れ
英
佛
東
印
度
會 

を
し
て
堡
趟
を
營
造
せ
し
め
次
る
諸 

利
益
を
擁
護
せ
次
る
可
か
ら
す
、彼
の 

.チ
，ノ

ー

ブ
ル
に
±
使
を
駐
削
せ
し
む 

の
利
害
よ

6
創
設
せ
ら
れ

^

k
抑
名 

於
て
は
曾

V
-

聞
か
^
る
所
に
し
て
、

® 

於
如
し
、
#-
言
す
れ
ば
商
業
の
初
め
て 

き
を

ft
け
る
の
滕
代
に
起
れ
る
於
如

社
會
の
商
業

に

資
す
可
き
の
公
共
的
制
度
事
業
に
次
で
ア
ダ
ム

•
ス
ミ

ッ

ス

は

靑

年

の

敎

育

機

關 

と

I

&

B
民
の
宗
敎
的
敎
育
と
に
就
て
論
述
せ

6
。
敎
育
に
關

す

る

論
點

^p

多

岐

に

渉

れ

る 

が
分
業
の
勞
儆
社
會

U

及
ぼ
す
可
き
影
響
を
評
せ
る
一
節
の
如
き
殊
に
注
意
す
可
し
、そ
の
大 

要
に
日
く

'分
.業

の

結

果

勞

働
者
.は

简
單
な

：

る

作
業
に
の
み
從
事
し
て
、を
の
思
慮
分
別
の
能
力 

を
貧

^

な
ら
し
め
、概
し
て
愚
劣
な
る

A

物

と

化
す
可
く
、邦
家
の
利
害
の
如
き
全
く

之

を

判
斷

I

す
る
を
得
卞
、若
し
特
に
警
戒
す
る
所
な
く
ん
ば
戰
槠
邦
家
を
防
護
し
得
ぎ
る
に
至
る
可
し
。
 

そ
の
職
と
す
る

^

に
於
て
は
熟
達
す
可
き
名
、そ
の
學
問
上

ft
會
上
、軍
事
上
の

R

jt
^

s
^

C
 

歸
す
可
し
、而

^P

改
善
せ
ら
れ
お
る
文
明
社
會
に
於
七
は
貧
西
な
る
勞
働
者
、卽
ち
人
民
の
大
多 

數
は
政
府
に
し
て
將
に
之
を
防
退
せ

^

る
限

6

勢
ひ
こ
の
境
過
に
沈
淪
せ
岁
ん
ば
あ
ら
玄
と
，
 

力
く
て
野
巒
な
る
社
會
と
、開
化
せ
る
國
家
と
を
比
較
し
て
、彼
に
於
て
は
す
べ
て
の

\
皆
單

I 

政
治
家

*

6
.能
く
社
會
の
利
害
を
觀
別
し
、有
司
の
所
爲
を
批
判
し
得
可
き
.？
、是
に
於
て 

は
然
ら
岁
と
な
し
、開
化
せ
る
商
業
社
會
に
於

V

は
、殊
に

一

般
人
民
の
敎
育
に
.注
意
せ
次
る
可 

か
ら
岁
と
論

.̂
、且

-讀
み
書
き
、算
盤

」
to read, write a

n
d

 

a
c
c
o
u
n
t

の
義
務
敎
育

tt
ら
し
め
辱
べ
き 

こ
と
を

云
へ

-::N。

最
後
に
宗
敎
に
關
し
て
は

.宗
，論
の
烈
し
き

#

は
.則
ち
政
爭
の
盛
な
る
塒
な 

る
を
指
摘
し
、偏
狹
な

.る
宗
派
心
を
鱗
正
.す
る
の

方

法
と
し
て
、第

.豪
問
の
研
究
を
獎
勵
し
第 

二
、公
共
的
娛
樂
の
設
備
を
設
く
可
し

i ;

為
へ
i

伹
し
敎
胄
、

S
敎
は
全
社
會
.を
益
す
る

S

の 

な
れ
ば
そ
の
經
費
は
全
社
會
ょ

6

之
を
支
出
す
可
き

s

w

S直
接
そ
の
利
益
に
浴
す
る

^

の̂ 

之
を
負
檐
し
、若
く
ば
之

1C
.浴
す
可
し

i
信
ず
る
名

0
之
を
.義
捐
す
る
を
可
と
す

i

は
ア
ダ
ム

• 

ス
ミ
ッ
ス
の
精
神
な

6
。

ア
ダ
ム
、ス
ミ
ツ
ス
の
政
治
學

M

ニ五七
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ア
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ム、ス
ミ
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ス
か
政
沧
擧
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.ニ五
'

1
S

•ア
ダ
ム

•ス
三
ッ
ス
は
道
德
學

3
0
3
1 ph

u
i
p
h
y

敎
授
と
し
て
、ダ
ラ

I

ス
ゴ
大
學
に
於
て
開
嗜 

せ
る
後
七
年
に
し
て
-一
七
五
九
年
を
以
て
道
念
論

T
h
e
o
r
y

 of M
o
r
a
l

 S
e
n
t
i
m
e
n
t
s

と
^
し
て
そ
の 

講

義

の

一

部

を

公

表

し

、結
末
に
於
て
、『

余

輩

は

：更
に
他
の
.論
述
に
於
て
、法
律
政
治
の
_原
理
を 

説
き

»
會
.の
各
肪
代
に
於
<
そ
の
遒
遇
せ
る
種
々
の
箪
命
に
就
て
說
明
し
、惟

6

裁
列
に
關
す 

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、併
せ
て
警
察
歳
入
、軍
事
そ
の
他
す
ベ

<
袪
律

0
目
的
杧
る
可
き
メ
の
に 

關
し
て
之
を
論
究
せ
ん
と
す
、故
に
余
輩
は
自
下
疏
治

H
M
e
a
e
n
c
e

の
歷
史

1C
就
て
詳
.述
を
試 

み
支

』

i

云
ひ
し
於
一
七
九
〇
年

『
道
念
論

』

第
六
版
の
序
文
に
於
て
そ
の
と
に
言
及
し
て 

『

國
富
論
に
於
て
余
輩
は
こ
の
公
約
の

一

部
を
果
し
、少
く

^p

警
察
、歳
入
、軍
事
に
關
す
る
問
題
を 

論
述
し

*

6
、剩
す
所
は
郎
ち
政
法
の
原
理

theory 

o
f 

j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e

に
し
て
、余
_
は
多
年
之
に 

就
て
考
案
を
立
て
し

名
、從

來
本
書
の
校
訂
を
妨
げ

^

る
と
同
一
の
職
業
に
忙
殺

^
れ
し
舣
爲
、
 

素
志
を
果
す
能
は
ず

』

i
斷
念
せ

.ろ
。

是
ょ

6

先
、一
.
八
七
五
年
十
一
月
ー
日
附
を
以
て
；！
シ
 

;ユ
フ
ー

rr
i

公
に
寄
せ
允
る
書
に
は
ニ
種
の
學
術
史
と
一
種
の
政
法
學
書
theory a

a
d

 history 

•o
f law a

n
d

 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 

i
を
著
は

^
ん

i

し
、.大
に
轱
料
を
蒐
集
し
、そ
の
一
部
は
之
を
盤
頓
し
牝

れ
ど
老

1來
疎

*

に
傾

.を
、
®.
-
し
て

.能
く
之
を
脱
稿
し
得
可
き
や
否
や
極

；

§

て

疑
は
し
と
、

ft
觀
し 

■f
c

6
し
が
死
に
先
づ
數

m

遂
に
友
人
を
し
て
そ
の
稿
本
を
擧
げ
て
悉
く
灰
燼
と
化
せ
し
め
允 

6

0
故

.に
爾
來
百
有
餘
年
ア
ダ
ム

.ス
ミ
ッ
ス
の
政
治
學
上
に
關
す
る
學
說
は

『

國
富

it』
に
ょ 

6

そ
の
一
斑
を

®

ひ
#

る
に
過
ぎ
次

6

し
名
、今
や
吾
人
は
幸
に
し
て
容
易
に
そ
の
一
七
六
四 

.平

一

月
敎
授
の
職
を
辭
す
.る

に

先

て
^

み

^

る
敏
法
學

J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e

講
義
の
筆
記
を
手
に 

し
得
る
於
故
に
、以
下

こ
.
.の
書
に
依

6

.
て
、ア
ダ
ム.

K
、、、

ッ
ス
の
政
治
學
說
を
紹
介
せ

ん
。，

蓋
し

そ 

.の
後
他
に
及
ぼ
し
杧
る
の
影
響
は
勿
論

『

國
富
論

』

.
上
の
所
論
に
由
來
す

i

雖
名
、政
法
學
講 

義
筆
記
の
學
理
は
實
に
之
が
根
底
を
爲
す

^P

办
な
れ
ば
な

6
0

『

政
法
學

.講
義』

は

緖

論

に

次

で

之

：を
司
法
#

察

a

入

®

事
、®

際
法
の
五
篇
に
分
て

6
、畲
0

0

 

察
卽
ち

police.

な
る
文
字
は
未
だ
な

®
希
臘
の
原
語
ボ

リ

T
ィ
ア
の
意
義
に
近
く
、政
府
の
政
策 

ょ
6

轉
し

C
、淸
潔
、安
寧
、廉
價
、豐
富
等
を
期
す
る
政
府
；の
細
務
を
指
せ
ぅ
、而
し
て
ア
ダ
ム

.ス
I
 

ス
は
主
ら

•廉
價

#

富
を
期
す
る
政
策
に
就
て
立
言

せ
し
が
故
に
#
察
に
關
す
る
論
議
は
そ
の 

歲
入

¥

事
に
關
，す

る

名

の
と
共

H

『

國
富
論

』

に
於
て
評
論
せ
ら
れ
杧

6
。
故
に
下
に
摘
載 

す
る

A

こ
ろ
は
槪
し

y

Tn
法
篇
に
依
れ

6
。
 

：

:

:

T
,グ
ム
、プ
*
ミ
ツ

.ス
0
政
沿
串
説
 

ニ
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ア
ダ
ム
-ス
ミ
ツ
ス
の
政
洽
擧
說 

§

ア
ダ

ム
A

…

ツ
ス
は
司
法
篇
の
緖
言
に
於
て
裁
列
の
目
的
の
損
害
を
免
れ
し
む
る
に
在
る
を 

云
ひ
、人
《
、第

一
、

人
と
し
て
、第

ニ
ニ

家
族
：の

一

員
と
し
て
、第
三
'

國

家

の

一
員
と
し
て
損
害
さ 

る
可
し
と
て
、乙

の
j

篇
を
第
一
部
、公

法

P
&
H
C

 

Jurisprudence

第
二
部
家
族
法
、第
三
部
、私

法

に 

分
て

6
。

槐
損
害
を

.免
か
れ
し
め
：ん
と
す
る
裁
判
の
目
的

こ

そ
は
政
府
の

.基
礎

*
る

於
政
密 

の
根
本
の
主
義
は
抑

名

何
ぞ
や

I
J云

ふ
に
ア
ダ
ラ
ス
ミ
ッ
ス
は
人
々
を
誘
ふ
て
政
治

1:
會
こ

% 

盟
せ
し
む
る
主
義
に
二
種
あ

6
、吾
人
の

衡
樹
别
に

歡リ称

丨
の

主
義
と
稱

す
る
名
の
こ
れ
な

.
6
 

£
 

て

權
威
に

關
し
て

は
如
何
な
る

小
社

會
に
あ

6

て
名
、
頭
に
技
能
の
卓
越
せ
る
一
人
物
を
戴
け 

6
是
れ

長
者
に

對

す
る
同
情
の
念
に
由
來
せ

6

と
云
へ

6
。

次
に
何
を
.か
實
利
と
云
ふ

に
、\
 

人
を
動
か
し
て
官
吏
に
從
は
し
ひ
る
は
社
會
に
於
て
芷
義

i

平
和
と
を
確
保
す
る
に
方

6

て
 

必
要
な

.
6
と
感
宇
る
舣
爲
な

6
、是
れ
卽
ち
實
利
主
義
な

6

と
解
せ

6
。

而
し
て
す
ベ
て
の
政 

府
に
於
て
雨
主
義
相
強
ん
で
行
は

る
れ

ど
、君
主
國
に

於
て

は
權
烕
の
主
義
勢
力

あ
，
6
、民
主
國 

に
於
て

は
實
利
の
主
義
勢
力

あ

6
、英
國
は
混
合
敏

體
な
る
於
、曩

1C
起
ル
.る

兩

政

派

の

ぅ

ち
ホ
 

ク
派
は
實
利
ょ

-CV

政
府
に
服
從
し
、ト

I
リ

1
.派
は
政
府
を
以
て
上
帝
の
創
設
せ
る
名
の 

5

し
之
に
反
抗
す
る
？
の
は

^

孝
の

兒
女

に
等
し

i
 

^
せ
' 4

«

し
て
敢
爲
活

':
@

の
人
汰
實

ドノイ

!
I

j

I

S1

科
主
義
を
瓠

6
、溫
厚

.平
釉

.の
人
は
從
販
に
屉
服

〗

す
と
詖
明
せ
ん
か
く

 y

政
®
成
立
の
主
義 

を
定
め

^

る
後
當
滕
一
般
に
行
は
れ
允
る
、契
約
を
以
て
官
吏
に
服
從
す
る
の
根
據
な
ろ
と
な 

す
の

0
,に

反

對

し

第

一

元

始

的

契

約

な

く

し

.て
政

^

の
成
立
せ
し
場
合
あ

6
、第 

一|

、政

®
の

一
 

澍
は
或
は
契
約
に
よ

6

て
委
任
せ
ら
れ

^

る
こ

i

s

る

可
し
、® '

$
子
孫
の
世
の
至
ら
ば
そ
の 

契
約
は
果
し
て
何
の
效
力

沪
あ
る
と
て
之
を
駿

.擊
せ

A
y
o

政
體
の
區
別
に
關
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
來
.の
分

*

に
從

.は
步
、貴
族
政
體
..
と
民
主
政
體 

共

U

共
和
政
體

.な
6

と
目
ず
可
く
、從
て
。政
體
は
之
を
君
主
政
體

i
共
和
政
體

i

に
分
つ
可
し 

と
な

 ̂

6

0次
に
政
府

0
起
源
に
論
及
し
、遊

_

者
の
間
に
は

.政
府
の
存
す
る
な
く
、自
然
法
に 

從
て
生
活
せ
し
於

^

畜

を

，私

有

し

て

財

産

の

不

平

等

.

」

起
る
に
及

.び
て
、政
府
初
め
て
成
立
せ

6 

と
て
、後
年

『

國
富
論

』

f
c於
て
述
べ

^

る
が
如
く
、

『

財
産
な
く
ん
ば
政
苻
な
し
、政
府
の
眞
の
目 

的
は
、財
寶
を
獲
る
に
在

6
、貧
者
に
對
し
て
當
者
を
防
護
ず
る
に
在
ろ

』

と
斷
言

^

^
01
政
權 

は
モ
ン
テ
ス
キ

4

1
に
傲
ひ

<
之
を
立
法
岢
法
、行
政
の
三
權
に
分
て
る
が
、行
政
權
は
一
に
騄 

，盟
權

federal p
o
w
e
r

と
云
ふ
宣
戰
嫌
和
の
權
之
に
屬
す

(

と
な
せ

\

以
下
數
節
に
渉

6

て
、希
鐵
羅 

馬
以
來
の
政
體
の
沿
芾
を
叙
し
て
英
國
の
政
體
に
及
一
ぼ
し
、顧
民
院
好
財
政
に
關
す
る
議
案
に

T
ダ
ム
、K

ミ
.ツ
：スの
嵌
殆
；擧說
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r
グ
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ミ.ツ
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學
說

 

二六
^

對
し

.て、先
議
權
を
有
す
る
於
故
自
由
と
財
産
と
は
完
全

.に
防
護
せ
ら
る
と
云

〈

i

E

に
歐 

讲
の

^
7共
和
國
に
就
て

^

述
せ
る
が
.乙

の

一

.fr
r :
レ
フ

卫
レ
.
ン
ダ
ム
.制

定
の

a
由
と

見
.做
す 

可
き
議
論
あ
る

^
故
に
、參
考
の
爲
玆
に
抄
出
せ

.ん
。！！
1
く
、
'

『

吾
人

.は
こ
れ
ら
の
共
和
國
に
於
け
る
投
票
の
方
法

U

關
し
て
一
言
を
試
み
ん

i

欲
す
、假

6

に 

投
票
者
百
人
あ

6

て
、候
補
者
三
人
あ

6

と
せ

ん
か
、
最

^p

嫌
悪

^

る

、

人
物
却
て
當
選
す
る

こ
 

1
Cあ
ら

.ん
自

^

飲
#'
者
を

<
! 

B

0の
三
人
と

^-
さ
«

^

»
三
十
四
票
を

#
、B

と
0

と
は
各
三 

十
三
票
を
得
る
こ
と
あ
る
可
し

/p
く
て
八
に
反
對
す
る

^p

の
六
十
六

®

に
達
す
る
名
、而

ぢ

A 

は
當
選
者
と
な
る
可
し
、更
に
そ
の
甚
し
き
は
假

6
 

Fこ
の
議
會
に
於
て
罪
人
を
審
理
す
る
こ 

i

あ
6

と
せ
ん
か
、三
十
四
人
は
謀
殺
な

6

と
し
、三
十
三
人
は
故
殺
な

6

と
し
、一一

一

十
三
人
は
過 

失
殺
傷
な

6

i
思
惟
す
る
こ

i

あ
ら
ば
、罪
人
は
謀
殺
犯
に
問
は
る

、

.と
と
な
る
可
し
。

か
、
 

る
不
都
合
を
妨
げ
ん
、が爲

、こ

れ
ら
の
共
和
國
の
ぅ
ち
に
は
常
に
疑
問
を
简
單
に

-L
-C
そ
の

當 

否
•を
質
ず

S

の
あ

.

o
/

卽
ち
罪
人
は
果
し
て
謀
殺
犯
な

6

や
否
と
問
は
ん
於
如
し
。

三
人
の
候 

補
者
あ
る
場
合
に
於
て
は
豫
選
投
票
を
試
み
て
.そ
の

一

人
を
排
沄
す
云
々
。

』

福
君

i 

E民
と

.の
權
利
に
就
て
更
ち
に
ア
ダ
ム

 

<ス
ミ
ッ
ス
の
所
論
を
聽
か
ん
に
、君

主

の

败

.«
克

I

[

53

镟
覆
せ
ん
と
す
る
の
擧
は
何
れ
の
國
に
於
て

S

大
.罪
惡

i

IE
め
ら
れ
、之
を
叛
逆

i
稱
す
、伹
し 

君
主
國
の
叛
逆
と
共
和
國
の
叛
逆
と
は
大
に
異
れ
み
、彼
れ
に
あ

6

て
は
國
君
の
身
體
に
危
害 

を
加
へ
ん
と
す
る
を
云
ひ
、是
に
あ

6

て
は
人
民
の
自
由
を
危
殆
に
階
れ
ん
と
す

.る
を
云
ふ
。
 

見
る
可
し
、暗
殺
の
敎
の
共
和
國
に
於
て
唱
道

^
れ
、君
主
國
に

.於
て
起
ら

^

る
.乙
と
を
と
。
以 

下
ァ

ダ

ナ
ス
ミ
ッ
ス
は
叛
逆
の

種
類
に
關
し
て

分
极
的
に
叙
述
す
る
所
あ

6
。

更
ら
に
轉

b

て
 

國
君
の

^

民
の
權
利
を
侵
害
し
把
る
場
合
に
於
て
は
如
何
と
云
ふ
に
、ー
人
に
し
て
専
制
的
主 

權
を
握
有
す
る
と
き

.は
、何
人
名
そ
の
權
限
を
定
め
得
る

^P

の
な
し
、ロ
ッ
グ
は
圃
君
若
し
ゼ
意
に 

反
し
て
課
税
す
る
脬
は
之
に
抵
抗
す
る
こ
と
こ
そ
適
法
の
行
爲
な
れ
と
云
へ
ど
、人
民
'が
課
税 

案
に
協
替
し
得
る
は
唯
英
國
あ
る
の
み
、叉
國
王
は
そ
の
領
土
の
一
龈
を
割
讓
す
る
を
得
す
と 

云
へ
ど
是
元
始
契
約
說
に
基
き

ft
る
謬
見
な
る
の
み
。

低
し
.英
國
の
如
き
制
度
の
下
に
あ

6 

V

、國
王
若
し
、議
會
の
協
赞
を
俟

fc
少
し
て
尊
斷
の
行
爲
に
出
で
ん
か

 

'議
t

は
之

•に
反
#
す
る 

の
梅
科
を
有
す
。

議
會
の
權
利
の
性
質
把
る
や
威
カ
に
訴
へ
て
之
を
防
護
し
得
可
き
名
の
に 

し
て
、然
ら
ず
ん
ば
何
の
權
利
か
こ
れ
あ
ら
ん
、國
王

〗

ジH

丨
ム
ス
の
民
權
を
侵
窖
す
る
や
人
民 

は
立

y

之
に
反

#

し
之
を

.排
斤
せ
し
、S

、

こ
.
.れ

IH
義f

公
道
に
、合

.へ

.る
の
處
置
な

6

、と
ァ
ダ
ム
•ス

T

ダ
ム
ノ
'
ミ
ツ
ス
の
政
、治
學
說

. 
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84

r

, .4、

ス
ミ：

ツ
.ス 

'.
の
.败
枪
：學
說 

. 

.

.

Xハ四

ミ
ッ
ス
は
云
へ
ろ
。

僭

侶

軍

-
<に
對
す
る
特
別
法
は

.之

を

措

き

.ァ
ダ
ム
•ス
ミ
ッ
ス
は
か
く
の
如
く 

に
し
て
國
家
の

一

M
fe
石
人
を
說
明
し
了
れ

6
。

家
族
の
一
員
杧
る
人
は
夫
妻
、親
子
、主
從
の
關
係

.の
下
に
立
つ
名
の
に
し
て
、兩
性
間
の
關
係
は 

種
屬
の
傅
播
扶
助
の

.爲
、
IH
當
に
し

V

且
必
要
な

6
、基
督
敎
國
以
外
に
あ

6

て
は

一

夫
多
妻
制 

行
は
る
、m

本
に
て
は
女
子
十

I

人
に
對
し
毋
子
九
人
の
割
合
な

6

と
稱
す
桌
し
て
然
ら
ば
一 

夫
多

®

制
行
は
れ

^

ん
ば
極
め
て
不
使
を
感
せ
ん
、然
れ
ど
之
を
歐
洲
各
國
の
統
計
に
徵
す 

る
に

B
R

女
の
數
は
殆
ん
ど
相
平
均
せ
ら

、
K
洲
に
あ

6

て
然
ら
ば
®
他
國
に
あ

6

て
均
し
於
ら 

次
る
の
理
あ
ら
ん
や
、天
則
は
到
る
處
に
相
同

b
、重
力
、引
力
の
法
す
ベ
て
然

6
、«
出
産
の
法
に 

於
て
然
ら
次
る
の

a

あ
ら
ん
や
、殷
富
の
地
は
女
子
多
く
集

6
 y

隨
て
畜
妾
の
弊
風
行
は
れ
易 

し

i

雖
、要
す
る
に
自
由
の
行
は
る
る
邦
家
に
於
て
は

】

失
多

_
制
根
絕

3

る
、
$
、尊
制
政
治 

の
國
に
於
て
は
然
ら
ず
、親
子
の
關
係
に
就
て
は
父
は
子
女
を
養
育
す
る
の
義
務
あ

6
、子
女
は 

父
の
老
衰
す
る
赌
之
を
扶
養
す
る
の
義
務
あ

6

と
て
そ
の
議
論
を
結
べ

6
、奴
隸
制
度
の
弊
風 

に
關
し

V

は
後
年

『

國
富
論

』

に
S

之
を
詳
述
せ
る
が
、自
由
政
治
、の
下

E
あ
6

<
は
奴
隸
廢 

Jl
r
の
議
行
は
れ
難
く
、専
制
政
治
の
下
に
於

<
奴
隸
威
却
<
寬
大
の
待
遇
を
受
く
と
の
論
名
夙

ぢ5

論
は
今
之
、を
省
略
す
可
し
、之
に
瓦
し 

の
法
規

»

雜
な
る
都
會
必
ず
し
ぢ
、安 

デ
ン

パ

ヲ
ー
と
を
比
較
せ
よ
商 

む
る
於
故
以
て
犯
罪
を
豫
防
す
る
と 

三
ッ
ス
の
持
論
の
一
杧
る
を
以
て
兹
に 

て
最
後
に
國
際
法
の
說
明
を
試
み
以

に
こ
の
講
義
に
見
え
杧
ム
ノ
。

私
法
財
產
權
に
亂
す
る
議 

て
、
警
察

篇
な
る
、淸
潔
安
寧
に
關
す
る
學
說
の
ぅ
ち
、

警
察 

寧
な

6

と
云
ふ
に
在
ら
ず
、偸
敦
と
巴
里
と
、グ

1

フ
ー
ス
ゴ 

H

業
の
隆
盛
な
る
脖
は

A
民
の
獨
立
心
を
^
盛
な
ら
し 

を
得
可
し
と
の
點
は

『

富
國

論』

に
？

見
え
、ア
ダ
ム
•ス 

一
言
す
可
し
、司
法
、警
察
、歲
入
®
事
の
四
篇
を
論
ヒ
了
つ 

<
己
の
講
義
を
兜
結
せ

6
。

H

『

政
法
學
講
義

』

序
論
の
第
一
節
は
自
然
政
法
學 

し
て
下
の
言
を
爲
せ

A
y
o

『

政
法
學
は
す
べ
て
の
國
民
の
法
律

.の
根
底
を
構
成
す
可
き
、原
理
を
研
究
す
る
の
學
な

6
、自 

然
政
法
學
の

一

系
統
を
立
て
、
勒
め

.て
之
を

」

公
表
せ
し
は
グ

チ
.ウ

ス

な

6

し

？

の

、
如 

く
、其
著
、『

戰
脖
平
游
法
規
論』

..は

不

完

全

の

點

ぁ

6

と
雖
变
今
な
ほ
こ
の
問
題
に
關
す
る 

最

S
P

売
全
な
る
書
籍

*

る
、が
如
し
。

こ
の
書
は
者
主
傲
に
國
家
に
取

6

-C
一
種
の
規
範

^

r
ダ
ム
、
ス
ミ
ツ
ス
の
政
治
.學
說

 

1

一
六
五

^ — 4

で

C U

2

上

の
蛮

籍
tc

就
て
I

題
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モ
、
六

ん
こ
と
を
期
す
る

^

P

の
に
し
て
正
し
く
戰
爭
を

ft
a
得
可
き
は
细

.何
な
る
場
合
な

»
9や
、
 

如
何
な
る
程
度

t

で
之
を
遂
行

.し
得

f

き
や
等
に
就
て
指
摘
せ

6
。.
抑

3

各
國
の
ヒ
に
は 

共
に
之
を
仰
ぐ
の
君
主
あ
る
な
く
、そ
の
相
互
の
關
係
は
自
然
の
狀
態

.に

.あ
る

%

故
に
•損
害 

を
賠
償
す
る
の
方
法
は
唯
戰
爭
あ
る
の
み
、グ
ロ
チ
ゥ
ス
は

_

家
の
蒙

6

*
る
損
«
、公
平
な 

る
法
官
の
刿
決
に
ょ

6

て
賠
償

3
れ
得
可
き
於
如
き
性
質
の
名
の
な
る
場
合
に
於
て
は
戰 

爭
に

r

ふ
る
を
適
法
な

6

i
な
せ
ろ
、隨
て
グ
口

V-
ゥ
ス
は
國
家
の
憲
法
、民
法
の
原
浬

-1
'
主 

R

民
の
權
利
犯
罪
契
約
、财

產

そ

の

他

法

律

の

目

的

物

の

性

賢

を

讲

究

す

る

こ

と

、
な 

に
就
て
論
述
せ
る
、そ
の
著
の
前
ニ
卷
は

%

全
な
る
系
統
の
立
て
る
政
法
學
書
と
な
れ
ろ
。

グ
ロ
チ
ゥ
ス
に
次
で
有
名
な
る
著
述
家
は
ホ
ッ
ズ
ス
氏
な
ろ
、氏
は
僧
侶
，を
嫌
惡
す
る
こ
と
甚 

し
く
、當
塒
の
顽
迷
な
る
思
想
に
深
く
戚
匕
て
、

-提
心
を

.擧
げ
て
僧
權
に
屈
服
し

*

6
し
ド
爲 

め
、チ
ヤ
ー
ル
ス
第
一

f
f
i竝
に
グ
口
ム
ゥ
工
ル
脖
代
の
英
國
に
於
て
、不
和
內
亂
を
釀
し
杧

6 

と
爲
せ

6
。
故
に
氏
は
僧
侶
に
反
對
し
て
、新
に

4
1理
組
織
を
立
て
、&
心
を
擧
げ
て
政
府
に 

服
從
せ
し
め
有
司
の
意
志
を
以
て
行
爲
の
準
繩

*

ら
し
め
ん
と
試
み
把

6
。

政
の
說
に
據 

れ
蚁
政
治
姻
社
會
の
未
だ
成
立
せ
次
る
や
ズ
類
は
互
に
爭
鬪
を
こ
れ
事
と
せ
し
於
比
自
然

的
狀
態
の
弊
害
を
避
け
ん

i

欲
し
て

'人
々
亙
に
契
約
を
結
ん
で
一
.人
の
君
主
を
仰
ぎ
そ
の 

裁
決
を
俟
て
爭
議
を
決
す
る
こ
と
、
な
れ

6
。

i£
の
意
見
に
て
は

^

主
の
®
志
に
服
從
す 

る
こ

i
、こ
れ
卽
ち
政
府
を
組
成
す
る
所
以
に
し
て
ど
れ

無
く
ん

ば
何
等
の
美
德
あ
る
な
し
、
 

.隨

<
叉
美
德
の
基
礎
杧

6

要
素
お

6
。

僧
侶
は
こ
の
有
害
な
る
美
德
に
關
す
る
寧
說
に
反
對
せ

3 '
'
る
を
得

^

i
謎
め

'±

を
攻
擊
し 

て
、自
然
の
狀
態
は
敢
て
爭
_
の
狀
態
に
あ
ら
岁
、社
會
は
假
令
そ
の
和
諧
は
兜
全
な
ら
す
と 

法
律
上
の
制
度
な
く
し
て
、能
く
存
在
し

#

可
し
と
の
説
を
證
明
せ
ん
と
せ
ろ
。

el
l
ち
此 

狀
態
に
あ
ら
て

i

A

は
、身
體
に

' 屬
す
る
權
利

#

.働
の
成
果
.を
拿
受
す
る
の
權
利
、契
約
の
履 

行
を
逼
る
の
權
利
等
同
有
の
權
利
を
有
す

i

の」

說
を

®

明
せ
ん
と
せ

6
、プ
ッ
フ
卫

'
V

ド
ル
フ 

は
こ
の
目
的
を
以
て
そ
の
大
著
を
名
の
せ
る
な

6
、こ
の
書
の
第
一
編
の
旨
意
は
ホ
ッ
ブ
ス
を 

論
駿
す
る
に
在
り
、但
し
、そ
の
實

7|
§

然
の
狀
靡
に
あ

6

て
か
、
る
法
律
行
は
る

ゝ

な
.ら
ん
と 

論
匕
、財
產
相
續
の
實
際
行
は
れ
次
る
賭
に
、そ
の

.如
何
な
る
方
法
に
據

6

し
や
を
究
ひ
る
名
、
 

毫その効なきな

'

Cv

次
に
こ
の
問
題
に
就
て
著

せ

る
は
。プ
ロ
ィ
セ

.V

人
男
爵
ブ
オ

X
T
T

ッ•ッ
エ
ィ

•な
6

き
、そ
の
書

Q

ア
ダ
ム
、'スミ
ツ
ス
の
政
治
學
説

 

ニ六セ
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ア 

'ダム
、
プ> 
ミ
ツ
ス
の
政
治
學
訛 

ニ
太
X

出
版
さ
れ
し

3

の
は
五
冊
の
大
冊
子
を
爲
し
、

論

昏

の
巧
妙
に
し
て
奇
拔
な
る

,P

の
少
扒
ら

岁
、法
律
諭
殊
に
然

6
、第
五
册
に
於
て
は
獨
逸
の
法
制
に
就
て
記
述
せ
ろ
。

そ
の
他
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
注
意
ず
る
に
足
る
可
き
組
織
的
著
述
を
見
^
。

ア
タ
ム

•ス
ミ
ッ
ス
の
玆
に
ダ
ロ
チ
ウ
ス
ニ
五
八
三
丨

H

ハ
四
五

)

と
ホ
ッ
ブ
ス
ニ
五
八
八

I

一
 

六
七 

丸)

と
を
擧
げ
て
組
織
的
政
法
學
の
鼻
祖
と
爲
せ
る
は
、實
に
兩
大

5

中
古
學
淀
派
の
政
治
學 

®

を

I

掃
し
て
：m

理
的
說
明
を
自
然
法
の
上
に
加
へ
、所

®

性
法
學
を
唱
道
せ
る
於
爲
な

6
、但 

し
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
人
類
の
社
交
的
性
情
を
以
て
法
律
の
起
源
を
說
明
し
、ホ
ッ
ブ
ス
は
自
然
の
狀 

L

r
か
て
は
人
類
互
に
种

H

爭
せ
る
が
故
に
、そ
の
弊
に
勝
え
岁
し
て
兹
に
國
家
を
生
岁
と
解 

fc
し
宛
力

S

孟
子
の

§

善
說
と
荀
子
の
性
惡
說
と
相
對
立
せ
る
於
如
き
の
觀
を
呈
せ
八
.。
プッ 

プ

ァ

ン
F

ル
プ
ニ
六
三
一
ー
九
四

)

は
人
の
性
は
善
惡
混
す
と
說
き

^

る
楊
雄
の
如
く
、折
衷
的 

見
地
に
立
ち
て
、人
類
の
自
然
の
狀
態
に
於
け
る
や
刹
己
的
な
る
と
同
塒
に
友
情
的
な

6
と
な 

± 
/

フ
ダ
ぅ
ス
ミ
ス
の
擧
げ

fc
る

17

ッ
ツ
/

と
は
、獨

逸

國

法

を

以
て
、羅
馬
接
に
淵
源
せ
る 

よ

6

は
寧
ろ
、獨
逸
特
殊
の
法
制
に
由
來
せ
る
名
の
な
說
け
る
ハ
ィ
ン

y

ヒ
ニ
六
四
四

I
 

1

七
一
五

)

な
る
か
將

t
プ

リ

ー
ド

リ

ヒ

法
典
み
草
案
を
起
稿
せ
る
そ
の
子
ザ
ム

T一
 

ル
ニ
六
ヒ

九

I
 i

七
五
五

)

な
る
气
思
ふ
に
老

n

ッ
ツ
ょ
ィ
な
ら
ん
、.果

し

て

然

ら

«:
グ
ロ
ナ
ウ
ス
、ホ
ッ
ズ
ス
、フ 

プ
ソ
フ
卫
ン
ド
ル
フ
の
如
き
性
法
學
者
と
異

6

て
、寧
ろ
實
在
法
論
者
と
目
す
可
き
人
な

6
0 

以
上
の
諸
學
者
以
外
に

.は
注
意
す
る

.に
足

.る
可
き
組
織
的
箸
述
な
し
と
ア
ダ

.
ム
•ス
ミ
ッ
ス
は
明 

•言
す
れ
ど
、そ
.の
政
治
學
說
..に
影
響
せ
る
先
輩
は
實
に 

一
ニ
に
止
4

ら
岁
、而
し
て
先
づ
第
一
に 

指
を
屈
す
可
き
ジ
才
ン
•ロ
ッ
グ
ニ
六
三
ニ

 

f

一
 

七
〇
四

)

な
6
。
 

ロ
ッ
ク

I

そ
の
國
家
觀
に
於
て 

は
要
す
る
に
當
婶
の
性
法
學
の
範
虜
を
胝
す
る
能
は
梦
、元
始
的
契
約
に
依

6

て
國

家

成

立

す
 

と
爲
せ
し
於
、而

g

自
然
の
狀
態
の
說
明
に
於
て
は
ホ

ッ
ブ

ス
と
異

6

て
性
法
行
は

れ

、自
由

平
等 

獨
立
の
人
類
は
互
に
他
を
害
せ
卞

i 

•
云
へ

6
。

而
し
て
草
味
の
世

 

よ
以
來
何
れ
の
民
族
に 

?
國
王
を
見
る
は
君
主
政
體
の
最
名

.實
用
的
な
る
好
爲
な

6

と
說
け
ん
日
く
政
府
の
目
的 

は
唯
财
產
を
保
護
す
る
に
在
る
の
み
と
。

ア
ダ

ム
•ス
ミ
ッ
ス

$

亦
財
産
の
保
護
を

以
て
政
府
削 

設
の
理
由
と
な
せ
る
こ
と
は
上
述
の
如
し
。
但
し
ロ
ジ
グ
の
政
治
學
史
上
有
カ
な
る
位
地
を
占 

ひ
る
は
そ
の
實
際
政
策
論
に
し

V
、

専
制
的

K
.

チ
ユ
ア
ー
ト
王
朝
に
反
對
し
て
、立
憲
的
才
レ
ン 

ジ
‘王
朝
を
辯
護
し
、立
法
、行
政
雨
權
の
分
離
を
主
張
す

.る

や
、實
に
近
世
立
筆
思
想
自
由
主
義
の

■5
9

倉
唱
者
と
認
め
ら
れ

^
久

モ

' 
ン

テ

ス
キ

ユ

丄
一
六
八
九
丨

一
，

七
五

.五)

の
出
づ
る

や
、

こ
の
ロ
ッ

. 

ア
ダ
ム、ス

ミ

ツ

ス

の

機

治

摩

^

ー
ー
カ
九



r
夂
ム
、ス

i
ツ
ス
の
政
饴
學
課

 

•
 

ニ
乜0-

グ
の
所
論
を
祖
述
し
、専
制
政
治
を
玫
擊
し
て
兜
庸
な
か
ら
し
め
>英
國
の
立
憲
君
主

制

に

超
歌 

し
t
e久
ア
ダ
ム

.
X

ミ
ッ
ス
は
勿
論
そ
の
學
說
の
影
響
を
名
受
け
し

i

A
性
は
氣
候
に
ょ

6

て
 

降
冶
せ
ら
る

i

の
モ
ン
テ
ス
キ
ユ
ー
の
歷
史
哲
學
上
の

^
解
に
就
て
は
異
議
を
挾

.め

A

V

O一
 

夫
多
妻
制
の
攻
擊
名
亦
モ
ン
テ
ス
キ
ユ
ー
に
對
す
る
反
赞
論
允
り
。

然
れ
ど

g

ア
ダ
ム

•ス
ミ
ッ
ス
の
塒
代
に
最

3

近
く
出
で
、
そ
の
政
治
學
說
を
最
，

p

多
く
左
右
せ 

し
は
舊
師
ニ
ッ
ナH

 

y M

一
六
九
四
丨
一
七
四
七

)

と

親

友

ヒ

ユ

ー

ム

ニ

七

一

ー

ー

ー

七

七

六)

と 

な
6
。

フ
ラ
ン
シ
ス
ニ
ッ
チ

1
ソ
ン
は
一
七

ニ
九
年
ょ

6

死
去
の
前
年
ま
で
グ
ー
フ
ー
ス
ゴ
大
學 

な
方
 

' 

道
德
學
敎
授
と
し
て
育

^;
の
事
業
に
從
事
し

*

6
し
を
以
て
、ア
ダ
ム
•ス
ミ
ッ
ス
は
同
大 

暮
在
學
中
之
れ
.に
親
炎
し
、そ

の

『

最
大
多
數
の
最
大
幸
福

』

を
說
く
を
聽
け

i

グ
ラ
ー
ス 

ゴ
大
學
に
於
て
初
め
て
拉
丁
語
に
て
講
義
す
る
の
習
慣
を
破

6

し
は
ハ
ッ
チ
ズ

y

ン
に
し
て
、そ 

の
學
生

r
i&
パ
へ
し
感
化
侮
る
可
か
ら

^

ア
ダ
ム

•ス
ミ
ッ
ス
の
如
き

名
、終

生
ド
グ
ト
ル
二
ツ
チ
こ 

ア
ン
の
才
と
徳
と
を
口
に
せ
ん
ハ
ッ
チ

h

ソ
ン
は
一
七
四
五
年
を
以
て

『

道
德
學
•が論

』

を 

公
に
し

^

ろ
し
於
、そ
の
序
文
に
於
て
.遒

德

學

は

之

れ
を

.偸
理
學
と
自
然
法
學

と

に

分
つ

を

得 

く

^

ら
に
自
然
法
學
は
、之
れ
を
私
權
論

*家
族
法
論
、

o
e
c
o
n
i
i
c
k
s

m
に
政
洽
學

.politicks 
C

分
つ
を
得
苽
く
敗
治
學
は
政
府
の
各
禪
の
組
織
を
說
き
、目
家
相
互

‘の
權

»

を

»
ヂ
>る
名
ひ
苽 

6

と
云
へ

6
。

ア
ダ

f

x
ミ
ツ
ス
の
著
述
道
念
論
は
卽
ち
偸
理
學
に
し
て
、

『

政
法
學
講
義

』

中 

の
私
法
篇
第
三
部
は
私
權
籀
に
第
二
部
は
家
族
法
論
に
、第
一
部
豉
に
國
際
法
篇
は
政
治
學
に 

當
れ
る
な

^ON。

而

し

て

ア

，ダ

ム

。
ス

ミ

ツ

ス

が

«

義
に
於
て

J
£7:
*
p
sCL
e
n
c
e

 

is 

the 

theory 

of 

the

generel principles 

o
f 

law 

s
d go

v
e
r
n
m
e
n
t

と
云
へ
る
政
法
學
は
卽
ち
，チ
ェ
ソ

)
\

の
自
然
法
に 

當
れ
る
が
、
但
し
、ア
ダ
ナ
ス
ミ
ツ
ス
.は
上
*

の
如
く
司

«

警
齊
癀
入
、軍
事
を
以

<
法
律
の
四
大 

目
的
と
な
し

^

6
。
英
國
の
最
大
哲
學
者
な

6

と

云

は

る

、
デ
ー
グ
ィ
ツ
ド
•ヒ
ユ
ー

ム
i

ア
ダ 

ム。ス
ミ
ツ
ス
と
の
關
係
は
一
朝
一
タ
の
と
に
あ
ら
岁
、グ
ラ

1

ス

ゴ

在

學

中--
»
>
ツ

チ

工

ソ

ン

敎

授
 

の
勸
に
從
ひ
、ヒ
ユ

|

ム
の
新
著

『

人
性
論

』

の
ア
ナ
リ
シ
ス
を
試
み
し
に
、ヒ
ユ
ー
ム

K

之
れ 

を
見
て
そ
の
學
才
に
服
し
、そ
の
友
情
は
生
涯
渝
ら
次

6

き
。

哲
學
上
に
於
て
は
ヒ
ユ

I

ム
の 

懷
疑
說
は
力
ン
ト
を
刺
激
し

<
そ
の
批
刿
哲
學
を
構
成
せ
し
め
、經
濟
學
上
に
於
て
は
、ヒ
ユ

I 

.

ム
の
商
業
と
貨
幣
と
の
關
係
に
就
て
犀
利
な
る
觀
察
を
下
せ
し
結
*

ア
ダ
ム
•ス
ミ
ツ
ス
の
富 

國
論
に
不
朽
の
價
値
を
與
へ

杧
る
於
、
政
治
學
史
の
上
に
於
て

名
ヒ
ユ
ー
ム

の
地
位
は
頗
ぶ
る 

61
重
き
を
爲
せ
纟
。

卽

ち
ヒ
ユ
ー
ム

は
、そ
の

it

女

『

元
始
契
約
論

』

竝

に

『

政
府
起
源
論

』

に

>

ダ
ム
、ス
ミ
ツ
ス
の
政
箝

S

說 

一一七

一



62

ア
ダ
ム
、ス
ミ
ツ
ス
の
政
消
へ
學
爾 

二
与

於
て
、歴
史
上
よ

6

將
哲
學
上
よ

A

兀
始
契

#

說
、を
攻
擊
し
、太
古
の
社
會
に
於
て
は
契
約
の 

思
想
發
達
せ
岁
、爾
來
の
政
變
に
於
て

$

君
民
間
に
契
約
の
締
結
せ
■ら
れ
把
る
齒
據
な
し
と
論 

而
し
て

b

ユ'
丨
ム
は
元
來
、人
性
に
關
し
て
《
ホ
ッ
ブ
ス

i

見
解
を
等
ふ
し
磘
理
上
に 

於
て
は
實
利
論
者
な
ろ
し
を
以
て
、社
會
上
平
和
の
行
は
れ
秩
序
の
保

t

る
る
こ

i

は
固
人
の 

利
益
と
す
石
所
な
る
於
故
に
、政
府
に
服
從
す
る
の
み
、爾
餘
百
般
の
行
舄
に
於
け
る

i

等
し
く
、
 

政
治
上
に
於
て

3
根
本
の
動
機
は
實
利
に
ぁ
つ
て
存
す

i

喝
破
せ

_
6。

こ
の
所
論
を

la
述
し 

て
英
國
の
政
治
社
會
に
至
大
の
影
響
を
與
へ

fc
る
は
卽
ち
べ
ン
サ
ム
な
れ

ど
、
ア
ダ
ム
，スミッ 

ス
^p

亦

こ

の

a

に

於

て

は

ヒ

ユ

ー

ム

の

學

說

に

從

ひ

、且

經

濟

學

上

天

赋

の

權

利

を

重

ん

匕

て

、

天
則
に
從
ふ
可
き
を
唱
へ
、極
カ
個
人
主
義
を
主
張
し
て
、大
に
べ
ン
サ
ム
學
派
の
勢
力
を
旺
盛 

な
ら
し
め

*

6
。

四

『

政
法
學
講
義

』

と
、『

富
國
論

』

と
の
比
較
拼
究

.に
よ

^N
て
直
ち
に
之
を
認
め
得
可
き
於
如
く 

ア
ダ
ム

.ス
ミ
ッ
ス
の
經
濟
學
は
元
來
そ
の
政
法
學
よ

6

分
派
せ
る

S

の
に
し
て
、そ
の
狀
洽

b 

i
、
 

そ
の
政
法
學
の
道
德
擧
よ

6

分
派
せ
る
於
如
し
。

而
し
て
ア
ダ
ム
。ス
ミ
ッ
ス
の
學
說
は
ベ
ン
サ

ム
の
學
說
と
同
匕
く
、ヒ
ュ
ー
ム
の
實
利
主
義
に
淵
源
せ
る
名
の
な
る
が
敌
に
、そ
の
政
治
學
說 

は
勿
論
、經
濟
學
訧

g

亦

^

ベ
ン
サ
ム
の
所
說
と
其
の
精
神
を
等
ぅ
せ

^
/乃
ち
ア
ダ
ム
♦ス
ミ
ッ 

ス
は
分
業
行
は
れ
て
、經
濟
事
情
大
に
、改
善
せ
ら
る
可
き
に

S

拘
は
ら
ず
、そ
の
實
各
國
民
の
窮 

乏
せ
る
の
原
因
を
調
査
し
て
、之
を
第
一
、天
然
の
障
害
、第
二
、政
府
の
壓
抑
の
ニ
點
に
歸
せ

6
。
 

乙
れ
ア
ダ
ム

•ス
ミ
ッ
ス
於
經
濟
學
の
一
の
目
的
を
以

V

人
民
を
し
て
親
か
ら
富
裕
な
る
歳
入
生 

計
を
得
し
め
ん
こ
と
を
期
す
る
に
在

6

と
爲
す
所
以
に
し
て
、極
力
政
府
の
保
護
干
涉
に
よ

6 

て
經
濟
上
の
天
則
を
阻
害
す
る
の
非
な
る
こ
と
を
論

^
女
ら
。

乃
ち
特
占
の
政
策
を
斤
け
て
、
 

自
由
競
爭
を
主
張
し
、保
護
の
政
策
を
排
し
て
自
由
放
任
を
提
唱
し
、關
税
政
策
に
於
て
は
保
談 

貿
易
論
を
棄
で
、
自
由
貿
易
説
を
執
れ

6
。

隨
て
政
府
於
繁
雜
な
る
干
渉
を
試
み
て
、事
物
の 

天
則
を
襄
亂
せ
る
こ
と
を
慨
嘆
せ

6
。P

o
p
e

曾
て
歌
ふ
て
日
く
‘、

:
0
.0
a ioves f

r
o
m

 

wtr
o
e 

t
o 

parts ;

cr
s-
ぎ 

コ 

s
a 

M
u
s
t

 rise f
r
o
m

 individual to t
h
e

 wllole.

(/eif-love

cr
u
t
 serves 
け
ゴ
ri
)virtuous m

i
n
d

r-
t
-
o 

w
a
k
e
.

A
s

 t
h
e

 s
m
a
l
l

^
ecr
cr
l
e
 stirs t

h
e

 peaceful lake ;

r 

'ダム
、ス
ミ
ツ
ス
の
政
治
擧
説
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七三



I

と

ァ

ダ
ム

、
ス

ミ
ッ
ス
の
政
治
帛
說

 

ニ七四

r
h
ocentre 

m
o
v
a
, 

 ̂

oircle straight: succeeds,.

A
n
o
t
h
e
r

 still, a
n
d

 

stiir 

a
n
o
u
l
e
r

 s
p
r
s
d
s
;

Fr'tead,

で 
a
r
brt
-,
 n

e
i
g
h
b
o
u
r
,

 first: it: wili e
m
b
r
a
c
e
.
,

K
l
s coiint:ry n

“
x!r; 

P3
pah

u
m
a
n

 race.

策
に
し
て
若
し
夫
れ
、擧
國
の
人
民
に
平
等
に
利
益
を
與
ふ
る
能
は 

放
任
と
な
す
に
若

/p
r
。

蓋
し
、人
類
の
利
害
は
自
然
に
相
等
し
き

政

府
の

保

護

干

涉

政

少
ん
ば
.寧

ろ

一
切
を 

名

の
.な
れ
ば
、利
己
主 

而
S
經
濟
上
自
由
主

ア
ダ
ム
、ス
ミ
ッ
ス
の
上 

に
し
て
、國
富
論
第

ニ 

と
.な
さ

K
'

然

る
に 

得
次
る
か
と
て
、ア
ダ 

的
確
な
石
に
敬
服
し

0

A
V

に 義
一 の

義
は
自
か
ら
相
調
和
す
可
く
、交
易
の
行
は
る
、
は
之
が
爲
な

細
目
に
至

6

て
は
ニ
十
五

歲
の
年
少
者
な
る
ベ
ン
サ
ム

は
、更
ら
に 

步
を
進
め

^

る
S

の
あ
纟
。

卽
ち

一

は
高
利
制
限
に
關
す
る
議
論 

卷
第
四
章
の
論
旨
は
必
梦
し

S
高
利
制
限
を
以
て
實
利
主
義
に
仓
は
少 

サ

s

は
、何
於
故
に
商
業
上
の
自
由
主
：義
を
金
錢
の
贷
偕
に
適
用
し 

ミ
ッ
ス
に
向
て
、論
錄
を
向
け
、ア
ダ
ム

A

ミ

ッ

ス

，で

亦

把

そ

の

_

論

の 

6

と
云
ふ
。

そ
の
他
は
卽
ち
べ

 

'イ
サ
ム
の
殖
民
地
無
用
論
な

6
、⑽

忍 

,
ダ

ム

•
ス
ミ
ッ
スの
唱
ふ

る
所
に
據
れ
ば

一
社
會
の
產
業
の
進
步

H

決
し
_てそ
の
社
會
の
妝
給

し

徘

る

資
本
を
迦
過
す
る
.を
® -

岁
、而

し

<
個
，人

の

資

本

を

用
ゐ
る
や
、
之
を
其
の
，利
B

心

に

0 

か
石
塒
は

.必
ず
社
會
に
最

S

利
益
ぁ
る
の
方
法
を
取
る
可
き
於
故
に
、服
路
を
擴
張
せ

^

舻
爲

- 

大
帝
画
を
建
設

.せ
ん
と
は
、そ

の

最

^P

好

4

次
る
所
に
し
て
'之

卽

ち
政

府

の

商
人
に
ょ

6

て
左 

右

3

る
、
國
民
に
適
す
る
の
計
畫
な

6

と
云
へ

6
。
 

W 

?
ア
ダ

ム
，
ス
ミ
ッ
ス
は
新
世
界
の

«

民 

を
以
て
極
め
て
有
益

な

る
^p

の
な

ム
ノ
と
し
、交

易
市
場
を
擴
張
し
て
人
類
を
种
益
せ

る

C

と
•を 

認
め
し
に
、ベ

\

サ
ム
は
經
濟
上
ょ

6

見
れ
ぱ
磘
民
地
は
絕
對
的
に
無
用
の
長
物
な

6

と
云
へ

o 

*

/
V

こ
れ
ら
の
ベ
ン
サ
ム
の
議
論
は
、ア
ダ
ム
‘ス
ミ
ッ
ス
の
學
說
を
见
に
論
理
的
に
徹
底
せ
し
め
杧
る 

名
の
に
し
て
、之
に
從
へ
ば
、願
家
は
直
接
に
富
を
攒
殖
し
讀
本
を
造
る
の

ft
務
を
負
ふ
？
の
に 

ぁ
ら
す
、唯
财
商
所
有
*
を
安
全
な

ら

し
む
る
可
き
の
み
、國
家
は
司
法
上
の
任
務
を
盡
る 

を
得

^

と
雖

S
、を
の

.經
濟
上
の
職
分
は
出
來
得
る
限

6

縮
少

せ
ざ

る
可
か
ら
梦

C

こ
の
議
論 

は
後
に
至

6

て
所
爾

®

學
的
急
進
主
義
と
公

6

て
、第
十
九
世
紀
の
英
國
思
恕
界
を
風
靡
し

}3
£ 

に
他
の
文
明
圈
の

U
心
^

を
％
節
し

^

6
。

r
l丨
ナ
の
役
に
先
つ
數
！

I：

ナ
ポ

ー

レ
才
ン

0
聲

M 

降

ー

々

セ

る

當»
、獨

逸

、
の

一學
生

A
nr
x
a
iズ

k
r

 

v
c
n

 

der 

M
a
n
v
i
u

は

『

國
富
論

』

.
を
譲
み

V

戚
嘆

ア
y
ム*K

ミ
ツ
ス
の
政
沽
學
説

 

二七五

m



ア
ず
上

*
Kミ
ツ
ス
の
政
祜
堞
設

 

工ヒバ

す
ら
く

『

今
や
ナ
ポ

.丨
レ
才
ン

.に
次
で
歐
洲
の
最
名
偉
大
な
る
君
主
は
卽
ち
ア
ダ
ム
•スミッス 

な
6』

と

1
ノ

ナ

の

役

を

距

る

こ

と

百

年

餘

の

今

日

に

於

、て
S

な
ほ
且
英
國
の
通
商
政
策
は 

，ア
グ
ム
.ス
ミ
ッ
ス
，に
依
6

て
左
右

3

れ
つ
、
あ
乂
藎
し
自
由
質
易
の
實
行
は
ア
ダ

f

x
ミ
ッ
ス 

の
到
底
期
し
難
か
る
可
き
を
嘆
せ
し
と
こ
ろ
、而
名
そ
の
遂
片
英
國
の
國
是
と
な
る
に
至
ろ
し 

を
思
は
ば
そ
の
戚
化
力
の
大
な
る

I

く
可
き
の
み
。
然
れ
と
，

P

飜
て
現
代
の
思
潮

I

觀 

せ
ん
か
、反
動
的
傾
向
，

P

亦
悔

6
.難
き
？
の
あ

6
、ダ
ィ
シ
ー
敎
授
の
云
へ
る
、
が
如
く
一
八
七
〇
 

ノ
ィ
以
來
は
英
國
に
於
て
名
な
®
且
、個

人

主

義

衮

頹

し

て

勃

興

し

、
一
旦
高
利
制
限
法 

を
廢
ル
し

t

る
英
國
議
會
は
一
九
〇
〇
年
に
至

6

て
贷
金
業
者
法
を
制
定
し
、帝
國
主
義
は
盛 

ん
に
鼓
吹
せ
ら
れ
て
、

M

民
政
策
の
硏
究
ぢ
亦
起
，

0
、保護
貿
易
論
者
は
實
に
英
國
政
界
の
一
大 

勢
力
と
な
れ
ろ
。
英
國
に
於
て
此
反
動
あ
る
は
或
は
肪
弊
を

E

救
す
る
の
效
あ
ら
ん
。

' 

然〜

ジ
 

i

M

s封
逢
埘
代
の
國
家
社

#

主
義
仆
れ
て
、個
人
の
.活
動
漸
く
自
由
を
加
へ
國
民
の
元
氣
噃 

に
旺
盛
な
ら
ん
と
す
る
國
に
於
て
、こ
の
®
界
的
反
動
思
潮
に
乘
せ
ん
と
す
る
，
p

の
あ
ら
ば
、余 

輩
之
.を
何
と
か
云
は
ん
。
余
輩
は
國
民
的
自
覺
を
歡
迎
す
と
雖
名
、固
陋
顽
迷
な
る
知
國
自
慢 

の
.摧
瓮
國
家
の
前
途
を

®i
,心
名
の
あ
る
を
見
て
嘆
息
せ
•す
ん
ば
あ
ら
ず
。

か
る
好
汶
に
今
日

Opr

こ

の

：
際

厂

ダ

ム

.
ス

…

ッ
ス

.

『

國
富
論』

發
刊
第
百 

上
の

自

由

主

義

を

追

懷

す

る

は

.極
め
て
塒
機
の
そ 

の
經
濟
學
說
の
极
底
を
爲
せ
る
政
治
學
說
に
就
て 

發
刊
せ
ら
れ

-C

思
想
史

±
.

に
.
一
新
滕
期
を
劃
し
杧 

立
の
檄
文
.公
に
せ
ら
れ
、政
治
史
上
に
.
一
新
赌
期
を

三
十
五
年
記
念
祭
を
擧
行
し
；て

.そ
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