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現
世
的
ユ
ー
ト
ビ

K

の
思
想
は
.決
し
て
中
世
的
の
も
の

(:
非
ず
し
，て
、全
ぐ
：人
本
主
義
的
の 

も
の
で
：あ
り
、文

1
0

0

興
期
に
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す
る
も
の
で
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♦フ
ラ
ト

!

ン
の「

理
想
，國

」

篇 
i 

の「

無
何
有
鄕

」

篇
ご
の
間
に
は
殆
ん
ど
ニ
千
部
の

[1
0

隙
が

#

し
て
，ゐ
る
。

:
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卜
ロ
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タ
ル
コ
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、
/
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b

u

のr

對
比
傅
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へ
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l
o中
に
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け
る
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コ
ク

V

ゴ
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憧
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を
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る
も
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R
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p
u
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は
國
家
，な 

る
名
辭
を
理
性
及
び
公

.
正
の
支
配
の

み

に

服
：足
し
、
I n
i
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し
て
其
の
支
配
下
に
固
然
の
礙
者
が
泡

第

十

九
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(

三
一
ヒ
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ァ」
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新
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ト
ラ
ゾ
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烏
へ
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移
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十
九
卷
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丨
ト
ヒ
ァ」

岛
ょ
りr

ァ
ト
ヲ
ゾ
チ
ス」

島
へ
の
移
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.第
二
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ニ

然

0
劣
者
を
支
配
す
る
も
の

ビ

»

し
£

れ
を

m

て

®

»
が
肉
體
を
.支
配
す
る
に
比
較
せ
ん
ビ 

•l
y

て
ゐ
る
が
、而
も
此
の
著
は
思
想
史
上
重
耍
視
す
る
に
足
ら
ざ
る
も
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で
あ
ゎ
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に
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つ
て
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-瞥
敍
の
隆
興
に
遊
け
る
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る
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主
張
す
る
辯
難
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ざ
る
も 

の
で
あ
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。
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瞥
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の
創
始
者
；か
其

_

:©
徒
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安
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す
可
き
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此
の
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邦
土
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別
す
る
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大
な
る
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た
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他
の
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會
に
於
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た
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あ
る
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三
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辄
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卷
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の
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會
思
想
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參
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し
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中
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第二號
 

四

て
殆
ん
ど
何
等
の
餘
地
を
も
殘
す
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^

な
ぐ
*
本
家
及
び
勞

•働
者

の
精
办
を
抓
制
す
る
の
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.
向
あ
り

し
事
實

.に
荐
す
る
。
.然
る
に
基
督
敎

0
敎
»
は
直
接
に

狐
人
の
前
に
無
窮
の
前
途
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展
開
し
、永
遠

0
希
蓮
に
ょ
つ
て
彼
れ
を
皴
舞
し
、以
て
動
勉

S
活
動
ど
に
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か
し
め
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の
で
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る
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其
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D
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M
o
g
c
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に
於
て
勞
作
を
以
て
宗
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的

生
活

に
避
ぐ

可 

ら
ざ
る
製
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g

倣
す
の
意
見
を
カ
說
し
、使
徒
パ
ゥ
ロ
が

「

テ
ナ
ロ
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ヶ
人
に

«

れ
る
後
の
書

」

('
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於
.て「

人

®

し
働
ぐ
事
を
杏
ま

ば
亦
た
食
す
可
ら
中
.

」

ご
戒
め
た

る
言

に
對
し
て
不

S

然
な
る

{« 

釋
を
行
ふ
僧
侶
の
讀
辯
を
非
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た
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僧
侶
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蠻
民
の
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略

S
帝
國
.の
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壞
ビ
に
由
つ
て
純
然 

た
る

®

林
^
化
し
去
れ
る
西
歐

.の

.沃
，野
を
恢
復
せ

る

開
拓
者
で
.あ
つ
た
。

彼
れ
等
は
土
地
經 

.營
に
：
_

し
て
は
：羅
馬
：の
傅
統
：を
維
：持
：し
弘
布
す

^
^
^
^
^
が
出
來
た
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大
法
王
は
其
の

* 

代
，
1
B
,を
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て
、シ
、
-

タ

ァ
に
於
け
る
廣
夫
な
る
法
王
領
の
農
耕
及
び
.牧
畜
を
適
當
に
差
郾
せ
し 

む
ゐ
に
鋭

a

で
あ
つ
た
。
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.僧
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又
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會
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及
び
造
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に
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.を
供
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す
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が
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來
た
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e
r
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大
僧
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d

l

a

nの
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語
は
彼
れ
の
時
代
に
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t

る
最
も
箸
名

A

る
僧

-侶
が
如
何
に
其
の
生
涯
の
多
ぐ
を
肉
體
的
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務
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し
た
る
か
を
想

が：̂

r
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g
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|
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せ
し
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あ
る
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受
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彼
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業
段
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し
て
第
十
フ
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の
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に
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V

ヒ
な
る
ヒ
ル
シ
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僧

院
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エ

業

幽
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ゐ
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.「

興

邦

人

に

對

す

る

：
使

徙

」

聖

パ

ク

ロ

の

使

命

は

，
全

世

界

に

.
於

け

る

凡

ゆ

.る

國

民

の

間

に

基

®

 

:0
宗

敎

を

.

弘

布

す

る

に

^ i
つ

た

。

斯

ぐ

て

羅

馬

帝

國

の

唯

中

に

基

督

敎

共

和

國

(
R

e
p

u
b

l
i

c
a

 

c
b

-

 

I

s

a

)

は

忽

然

V
J

し

.
て

興

®

し

た
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而

し

て

凡

ゆ

る

中

世

思

想

の

標

識

は

其

の

世

界

主

義

で
 

あ

つ

た

.0
を

は

單

ニ

な

る

世

界

的

社

俜

の

存

《

を

假

定

す

る

。

.

此
の

'

單

一

な

る

世

界

的

1 1
:
傳 

:

は

し

の
：：

俗

世

的

■
方

面

に

本

 

承

及

び

持

續

で

あ

り
、其
の

宗

敎

的

方

而

に
 

於

て

は

現

質

的

敎

會

に

於

け

る

基

瞥

の

降

生

で

あ

る

。

洵

に
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馬

敎

會

は

覦

音

に

ょ

つ

て
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t

せ

ら

れ

/ 2
る

古

羅

馬

帝

國

で

あ

つ

た

。

肉

の

世

界

的

帝

國

に

i l
す

る

傅

統
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靈

の

世

界

的
 

切

國

に

®

す

る

其

れ

と

化

し

て

羅

馬

敎

會

內

に

存

續

し

た

。
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せ
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し

た
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M

し
て
を
は
又
た
甚
し
ぐ
俗
人
の
支
配
下
に
降
れ
る
別
個
の
領 

滅
，

.敎
會
、即
ち
獅
逸
人

Q

即
ゆ
る

「

國
立
敎
會

】
(
L
l
s
k
l
r
c
h
e
n
〕

の
發
生
を
致
し
た
。
讲
ぐ
し
て 

失
：は
れ
た
る
世
界
主
義
を
俗
界
に
於
て
復
活
せ
し
め
ん
と
せ
る
も
の
が

0

1
 

I

I
の
事 

業
で
ぁ
敎
界

;‘

於
て
之
れ
を
復
活
せ
し
め
ん
と
せ
る
も
の
が

G
r
e
g
o
r
i
u
s

七
世

s

H
u
d
e
b
i
d
)

 

の
琪
業
で
ぁ
つ

^

n:(
T
h
e
p
s
o
d
a
i
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S
e
a
s

 

of s
o
m
e

 

Great 

M
e
d
i
l

 

Thinkers, 
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l
i
e
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I
e
r
e
d
,
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t
l
-
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12-1300

秩
序
.の
恢
復
に
伴
れ
.て
遠
隔
地
方
間
め
往
來
交
通
が
可
能
の
程
度
を
僧
加
せ
る
時
、交
易
は 

自
か
ら
產
業
の
發
義
著
な
る
地

g

に
集
中
す
る
の
傾
向

V
*

っ
た
。
而
し
て
諸
僧
院
は
商 

:業

±

0.
便
益
を
享
有
す
る

R

至
っ
た
。

M
e
r
o
v
^
I
S

王
朝
及
び

0
§
1
^
玉
朝
は
共
に
僧
院
に
土
地 

文
寄
進
し
、
f
f
i商
上
の
特
權
を
之
れ
に
許
與
，し
て
、*

の
建
立
を
獎
働
し
た
。

斯
ぐ
の
如
ぐ
し
て 

.力
れ
た
る
新
機
運
は
僧

: ^
的
.生
活
の
性

®

を
變
化
せ
じ
む
る
に
至
っ
た
。
僧
院
は
財
貨
の 

W
:入
を
行

a

得
る
に

¥
.
つ
て

^
 

へ
る
；
£
故
に
、乳
の
繁
榮 

.は

■.最
早
全
然
地
方

.的

.勞
働
师
織
に
.：依
賴
す
る
こ

と

な

(§
•{
:

至

つ

た

。

利

.用

し

得

可

き

財

貨

は

增
加
し
た

:0

分
勞
の
機
會
は

增
加
し
た
。

修
道
僧

«
農
業
を
隸
民
若
し
ぐ
は
半
隸
民

(:
委
す 

る
こ
と
か
出
來
た
。

.他
の
部
円
の
筋
岗
勞
働
は
大
部
分
講
中
の
俗
人
の
手
に
遂
行
せ
ら
れ
た
。
 

:

::
修
，道
僧
は
次
第
々
に
騰
寫
及

び
文
學
美
術

に
敬

瘅

す

る
に
至

り
、普
通
の
肉

體
的
業

務

は
修

道
 

僧
の
日
常
生
活
に
於
て

^

要
：
な

：，る

地

位

を

占

む
る
こ
と
な
き
に
至

つ
た
。

第
十 

一
il
l
:紀
こ
A

 

げ

るB
e
n
e
d
i
c
t

敎

陋

の

大
僧
院
は

現
世
ょ
り

退

隱

せ

る
0

足
的

生
活
を
表
示
す

る

こ
と
な
き
に 

.

:

:

至

つ

u
o「

蓋
し

是
れ
等

の
も
の
を
中
心
と
し
て
繁
忙
な
る
商
的
圓
體
の
發
生
を
見
た

る

が

故 

.

.で
あ
'る
。
':
.
:是
れ
等
：の
.富
裕
：な
，る

少
數
固
體
は
：自
餘
の
：町
民
を
支
配
せ

る
も
、而

も
殆
ん
ど

其
の 

義
務
を

分

擔

す
る

こ
と
が

な
か
つ
た
、
然
し
な
が
ら
古
來

の
理

想
は
猶
ほ

其
の
命
脈
を
保

つ
 

て
ゐ
た

;°
新
敎
圈
の
創
立
は
原
始
的
性
質
を
有
す
る
經
濟
生
活
に
復
歸
せ
ん
と
す
る
の
企
圖 

で
あ
つ
た
。
特
に

0

ぼ以运

(

0

祭
ミ
1
1
3

)

敎
圓
は
僧
院
生
活
に
缺
ぐ
可
ら
ざ
る
至
要
の
也
位
に 

勞
働
を

復
歸
せ
し
め
ん

^

!

す
る
に
銳
意
で
あ
つ
た
。
組
織
的
經
濟
生
活
と
し
て
の
僧
院
の
成 

:
功
其
の

者

は
之

れ
が
宗
敎
的
性

®

を
脅
す
も
の
で

あ

つ
た
。
而
し
て
中
世
の
後
期

に
於
て
僧 

:

:

院

，；
が

經

濟

的

.

に
最
善

q
效

.：

果

：
を

擧

ぐ

る
こ
と
能

.は
ざ
る
に
至
り
た
る

時
、
都
市
的
生
活
と

1 -
i

s

市 

:
が
*

Bk
と
は

#
. 

a
,*
r
な
る

發

達
を
遂
げ

f?
o

產
業
生
活
の
自
足
的
中
心
と
し
て
の

僧

院
の
繁
榮

:「

第
十
九
餘

(

三ニ三

)

トビア

j

島ょ
”「

新
ア
ト
ラ
ン
チ
ス」

島
へ
の
移
動 

第
三
號 

七
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r
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島
ち「

新
ア
ト
ラ
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チ
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島
へ
の
移
勅 

馆
5
 

I
V

を
脅
し

’つ
く
.あ
る
交
辱
の
發
達
は
都
市
の
發
生
繁
昌
を
可
能
な
ら
し
む
る
の
條
冲
を
戎
與
レ

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.
i 

.

.

.

.

; 

:..
:
.

 

.

:

••
*

の
で
あ
る

0(Cunningham, 

op. 

d.

ぐ
^̂

中
世
基
瞥
敎

#

の
權
威
が
其

(

の
顶
點
に
達
し
た
る
第
十
三
世
紀
は
又
た
都
市
の
住
民
た
る 

商
入
及
び
職
人
が
次
第
に

&

己
の
力
を
意

il
し
、自
治
市
が
其
の
相
互
の
利
益
の
爲
め
に
刚
結 

し

ら

、
あ
：る
の
時
代
で
あ
つ
た

0.
ア
ク
ィ
ノ
の
聖

1
1
1
0
3
8
は
都
市
に
於
て
_
#
敎
的
社
龠
の 

典
型
：を
認
め
た
。
封
妞
制
度
の
大
堂
宇
を
崩
潰
せ
し
む
る
に
茧
る
可
き
龜
裂
の
前
兆
は
脒

R 

•

，其
の
內
部
化
生
じ

.つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
偉
大
な
る
第
十

H

世
紀
の
終
末
と
兆
に
新
た
な 

る
叛

.超
、浪

.亂
、興
端
、分
離
は
生

じ

て
來
る
。
湛
督
敎
國
の
理
想
的
統
一
は
解
け
て
、ぽ
族
的
國
家 

::

の
_

樹
戰
は
生
じ
た
。

..

.神
的

^̂
^

 

帝
國
の
パ 

:

_
念

.を
法
：れ
る
民
族
的
掘
拿
の
觀
念
は
次
第

^̂

:

著
な

6
し
各
地
方
ね
於
て

.卦
滅
的
，貴
族
の
政
權
，は
初
め
强
調
せ
ら
れ
て
、鐘

が

て

著

し

ぐ

衰

頹

.：： 

し
れ

:0
:
都
市
の
政
治
的
意
義
は
：愈
々
重

.耍
と
爲
ろ
：た
。
貴
族
階
級
の
礙
勢
な
り
し
時
期
に
於 

て
苦
：寒

甞

む

る

i

甚
し

.か
り
し
英
、佛
及
び
西
の
市
民
は
今
や
國
王
と
結

/i
で
貴
族
階
級
を

使
壞
す

^

き
.大
勢
カ
と
；

.爲
つ

..た。「

國
民
を
：以
て
單
位
と
せ
る
現
俗
的
阈
家
は
生

.融
し
て
、神
の

1

j
-
.
1

.

.

二.

*

*

-

^

^

.

き

.

國
は
人

K

の
歸
順
を
失
つ

.た
。
而
し
て
中
世
の
衰
頹
を
表
示
す
ふ
變
化
と
不
安
の
時
期
を
通

 

4 

じ
て

•天
上
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
は
地
上
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
に
轉
じ

•た
。

.
:
:
•
.
.
; 
.
:
;
'
:
.
_ 

.

.
:

土
： 

. 

. 

• 

.
:

S

に
一
千
〇
九
十
：六
年
よ
り
一
千
ニ
百
七
十
三
部
に
瓦
：れ
る
十
字
軍
ぬ
著
し
く
歐
洲
の
產

:

V 

:
業
生
活
を
發
達
せ
し

0

る
に
資

1
桃
せ
て
人
心
を
釋
放
し
、人
民
の
知
性
と
想
像
カ
と
を
刺
戟

.

ベ

す

る

V』

と
が
大
で
め
つ
た
？
第
十
四
世
紀
の
初
葉
に
出
版
せ
ら
れ
た
る

l

o

o 

P
o
l
o

の
旅
行
記

. 

.

..

. 

. 

-. 

. 

- 

.

.

. 

I 

.

.-

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

... 

.. 

: 

;

.:

:«
:
f界
の
廣
袤
、廣
大
な

.る
文
明
の
範
圍
、遗
隔

.地
：方
.に
於
け
る
多
樣
の
社
會
形
態
及
び
祉
龠
制 

;
: 

k
に
對
す
る
注
意
を

*

加
甘
，じ，；

め、
著
し
ぐ
心
知

^̂ 

し
め
た
。
第

十

世

紀
 

.に
於

.

.て
夫
役
を
變
じ
て
货
幣
地
代
た
ら
し
め
た
：る
ど
、自
由
實
鈒
勞
働
渚

_

級
：の
發
生
を
見
た 

丨
る
と
は
領
主
，：

E

用
地
の
耕
作
を
し
て
多
ぐ
®
傭
勞
働
者

に
よ
つ

て
行
は
れ
し
む

る
こ
と
、

爲 

r

;:
つ
た
。

一
千
三
耳
四
十
一

.
1
1年を

.以
て
，地
中
海

.沿
岸
の
南
歐
に
發
生
し
、辦
後
ニ

ヶ
年
間
北
方

.に
：

.

:

:

:葰
延
し
て
猖
獗
を
極
：め：た
る
黑
死
.病
は
歐
洲
中

 

分
の
ニ
莽
し
ぐ
は
二
分
の

」

に
減

少
し

^
。
隸
民
喈
級
は

S

れ
：に

*

つ
て

^

の
大
多
數
を
失
つ
た
。
勞
働
は
稀
少
と
爲

i
、te
R

- 

.
1

世
代
前
よ
少
し
て
騰
货
し
つ
、

め

^

し
勞
銀
は

$
割
方

it
加
す
る
に
至
づ

作

0

「

勞
働

^

條
.

婼
十
九
.卷

0
1三
五
V

「

ュ
ー
ト
ビ
アj

岛
よ
り「

新
ア
ト
ラ
ン
チ
ス」

島

へ

の

移

動

m
一
 

S
 

九



第
十
*

K

卷

i

K)
「

ユ
1
ト
ヒ
ァ」

島
よ
り「

新
.ァ
ト
ヲ
ン
チ
ス」

鳥

へ

の

移

動

.

f

號

5

仞J(statute 
of Labourers.)

は
勞
働
供
給
を

.統
制
し
#
銀
を
し
て
舊
時
の
水
準
を
維
持
せ
ん
こ
と 

を
企
圖
し
た
。
然
も
這
般
の
法
制
は
大
部
分
無
效
で
ぁ
つ
た
。
下
層
階
級
は
巢
立
の
雛
の
如 

ぐ
彼
れ
等
が
翼
を
食
す
る
こ
と
を
悟
る
に
至
り
つ

 

>
あ
つ
た
。
階
級
的
分
岐
の
過
程
は
黑
死 

病
に
よ
つ
て
促
進
せ
ら
れ
た
。
此
の
時
代
よ
り
し
て
階
級
的
意
識
は
漸
次
發
達
し
、認
識
せ
：ら 

れ
た
る
階
級
的
利
害
は
现
出
す
る
に
至
つ
た

。(Joyce 

o
r
a
l

 

H
e
i
r
,

 

T
h
e

 

History 

of 

u
t
o
u
a
n

 

Thought, 

i923,‘p
.
i
2
2
0
。

而
し
て
領
主
は
其
の
領
地
に
於
け
る
相
來
の
借
地
人
に
よ
つ
て
支 

拂」

は
“

小
額
の
小
，作

_料
金
よ
り
典
の

0

川
地
の
要
す
る
勞
働
を
®
入
る

 

> 
に
足
る
資
金
を 

丨
.

J
i

す
ス
こ
と
不

ial

能
な
る
を
看
辻
し
た
。
貨
幣
を
以
て
す
る
勞
働
勤
務
の
代
償
は
領
主
よ 

6
,し
て

©

市
勞
働
を
奪
つ
た
。
丽
し
て
勞
錶
の
昂
騰
は
彼
れ
を
し
て
灌
傭
勞
働
を
使
用
す
る 

を
得
ざ

.ら
し
め
た
。
；中
世
の
莊
圓
的
绔
働
紐
織
は
崩
壤
し
た
。
領
生
は
次
第
に
自
用
地
の
耕 

作
を
廢
し
て
之
れ
を
：借
埤

人
ー
に
貨
出
す
に
至
つ
た
。

(R. 
H
. 

H

p

l Th
e

 

A
g
r
a
l

 

Problem in 

the 

Sixteenth 

Century, 

1
9

1
2, 

Part I
; Frederic 

Austin 

O

發
 

E
c
o
n
o
m

一
c 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

 of M
o
d
e
r
n

 

Europe, 

191S, 

&
S
O

第
十
五
世
紀
の
初
期
に
於

’て
土

.耳
古
の
脅
威
如
？

と
共
に
希
臘
學
者
は
未
だ
西
歐
の
.諸

「

广

^

1

t

t-
'
g
t

」

.ご-
、
.

I
I
S!I!
a1
I1

.

學
者

に
知

「

ら
れ
ざ
る
古
希
膙
の
：文
豪
及
び
哲
學
者
の
著
せ
る
貴
重
な
る
幾
多
の
寫
本
を
携
へ 

て
诹
方
ょ
り
西
方
に
移
っ
た
。
彼
れ
等
は
又
た
攻
學
の
.精
神
と
知
識
欲
と
を
彼
れ
等
と
共
に 

掰
し
た
。，本
源
の
資
料
に
據
れ
る
古
典
文
學
の
研
究
は
復
興
し
た
。
新
た
な
る
文
學
は
學
間 

が
從
來
収
扱
は
れ
來
り
し
硬
直

.に
し
て
非
批
判
的
な
る
態
度
に
對
し
て
挑
戰
し
た
。
經
濟
的 

活

1/
と
地
理
的
發
見

.と
が

次
：第
に
重

.要
の
度
：：を
加
，ふ
る
と
共
に
、現

世

的

M

«
は

神

學

的

權

ff
i 

1
，{

自
己
を
：釋
放
.す

る

：
；

に
：：

至

つ

作。
' 未
だ
華
督
敎
徒
は
信

仰

を
棄
っ

.る

.こ
と
は
な
か
つ
た

0! 

W

も
彼
れ
等
は
刺
學
的
思
想
と
現
世
的
思
想
と
の
間
に
分
界
線
を
劃
し
た
。
神
、靈
魂
及
び
不 

死
は
信
仰
の
主
題
で
あ
つ
て
、知

Is
の
其
れ
で
は
な
い
。

.

宗
敎
は

三
段
論
法
に
ょ
つ
て
推
究

し
、
 

»

し
ぐ
は
瞪
朋
せ
ら
る
、
こ
と
を
得
な
い
。
斯
ぐ
の
如
き
も
の
は
英
國
に
：於
け
る
名
目
論
、即 

ち

D
u
n
s
s
c
o
t
u
s

及
び

O
c
k
h
a
3
0
w
i
n
l
a

日
の
哲
學
の
究
竟
の
結
論
で
あ
る
。
然
ら
ば
理
性
を 

以
て
信

.仰
■の
侍
女
た
ら
し
む
る
は
無
用
で
あ

.る
。
理
性
の
領
域
は
感
覺
的
世
界
で
あ
&
、其
の 

方
：
^
は

R
o
g
e
r
;.
B
a
c
o
n

の
敎
ゆ

.る
が
如
く
實
驗
で

.あ
る
。
神
學
的
敎
條
は
論
理
學
に
於
て
は
許 

容
し
彻
ざ
る

も

の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
ー
が
、而
も
倚
ほ
宗
敎
に
於
て
は
，眞
な
る
も
の
で
あ
る

o 

斯
く
て
，信

仰

の

領

域

と

理

性

の

:«
域
は

"分
離
せ
ら
れ
れ
。

S
督
敎
徒
は
彼
れ
が
其
の
理
性
を

.第
十
九
溜

(

三
ニ
七)

「

為
|
ト》

ァ」

鳥
<
-
^

「

新
ァ
>
ヲ
>
チ
ス」

島
へ
の
移
動 

第

三

號

一

一



第
十
九
卷

(

三二八

)
「

T

ト
ヒ
ア
り

「

新アトランチス

j

島
へ
の
移
動 

，

第
三
號 

一二

無
限
に

f
t使
し
て
自
然

®

學
及
び
現
世
的
政
治
學
に
盡
瘁
し
つ
、
あ
る
と
同
時
に
、著
し
く
敬 

虔
で
あ
り
攻
の
信
凇
は

.純
潔
な
る
，こ
と
が
出
來
る
°

合

理

主

義

的

耍

素

は

基

督

敎

徒

の
^

活 

.に

t

込
ん
だ

.0
理

«
は
最
早
信
仰

‘に(

ょ
づ
て
抑
制
せ
ら
る
可
き
不
逵
な
る
力
に
非
す
し
て
、
、

人
事
を
處
理
す

る
に
際
し

て
人
間
の
疋
當
な

る
援
助
た

る
も

の

で
あ
つ

た
。
然
し
な
が
ら
信 

f

と
.理
性
と
の
間
に
苽
け
る
桃
カ

-0
分
割
は
興
の
對
抗
を
來

s

'L
む
可
き
運
命
を
有
し
て
ゐ 

f
t
o..洵
に
幾
韵
な
ら
中
し
て
人
は
善
惡
の
選
擇
を
行
ふ
に
際
し
て
理
性
の
援
助
を
求
め
ん
と 

し
た
。
偷
理
學
は
合
理
化
せ
ら
れ
た
。

.最
後

1:
理
性
は
觀
造
カ
を
赋
與
せ
ら

.れ
た
。

IE
し

§

逝
セ
は
大
敎
育
家
、立
法
者
苦
し
ぐ
は
大
背
學
者
を
通
じ
て
完
全
な
る
國
家
、

^

德
多
幸
な
る
國

:
 

民
を
创
造
し
、

「

人
間
猜
落」

の

重

大

な

る

結

粜

を

矯

正

す

る

.こ
と

が
出
來

.た
0:
:
人
本
主
義
米
は
、殆

.
 

ん
ど
»
く
の
如
き
發
達
を
危
惧
す
る
こ
と
が
な
か
つ

た
。

而
も
這
般
の
傾
向
は
事
實
上
存
，•
土
 

し
て
彼
れ
等
か
現
俗
的
性
質
を
有
す
る
錯
雜
せ
る
間
題
を
取
扱

a

つ
、
あ
る
際
に
明
瞭
と
爲
パ

;

つ
た
の
で
あ
る
。
，何
等
の
矛
盾
を
意
識
す
る

乙

と
な
ぐ
し
て
人
本
生
雪
は
善
良
な
る
羅
馬 

加

#
、力

S

で
ぁ

i

職
齊
學

■

 

.
つ
た

c

彼
れ
等
は
：聖

I

f

と 

ア
ノ
ス

C
C
C
/
C
.
5
C
,

し
の
南
者
を

«
炱
す
る
こ

.と
が
出
來
た

.
彼
れ
等
は
法

3 1

の
權
威
に

對
し
て
忠
货
な
る

^

で
あ
る
と

■同
時
に
理
性
を
尊
嵚
す
る

#

で
あ

o

亿
。
理
牲
に
於
て

«

念
.

の
究
览
の
支
配
を
見
る
を
得
た
：る
ロ
ッ
タ
ー
ダ
ム
の

D
e
s
i
d
e
r
i
u
s

w
tp'
s
m
u
sは

羅

赐

加

特

カ

敎

I
 

徒
と
し

T 

 ̂

S 
0
'
 ̂

6
1
-
M 

L 

T 

®

の
神
化
に
し
て
自
然
神
敎
的
倫
理
學
た
る

0
0 
o

u

l 

reipublicae 

statu 

deque 

n
o
v
a

 insuk 

Utopia/ 

¥ 

た
る
 

Sir 

T
h
o
m
a
s

 

M
o
r
e

 

は
其
の
言
卬
の
爲
め 

に
领
雛
し
た
。

9
卜 B

e
e
r
,
>
H
i
s
t
o
r
y

 

of British 

Socialism, vol 

L, 

1919, 

pp. 

3

I
I
,
J 

2.)，。

ル
ネ
：サ
ン
ス
は

»

び

<
間

0
:思
想
を
改
革
：の

「

問
題
に
誘

2
た
。

人
本
'丰

義

蕃

は

無

用

た
る 

詭
辯
：的

論

報

に

0
0せ

：：

ず
し
て
、其

の

身

を

人

類

の

精

神

的

心

意

的

及

び

..社
會
的
福
利
の
論
述 

に
委
ね
ん
。
茲
に
ブ
ラ

-b
I

ン
は
彼
れ
等
の
間
に

®

つ
犮
。
此
の
新
學
間
の
普
及
は
約
一
千
，

四
西

$

十
年
の
交
に

.於
け
る
紙
及
び
：，印
刷
.の

誘

入

に

ょ

つ

て
著

し

く

速
進
せ
ら
れ
た
。

§

1

。

の

:3
5

米
利
加
發
見

、Vasco 

da 

G
a
m
a

の
新
趴
路
發
見
及
び

c
o
p
e
m

o'u
s

の
地
動
說
は
決
し
て
地
理 

學
と
：
.宇
宙
學

e

に
貢
献
す
る
に

.
Ih
t

る
も
の
で
は
な
：か
つ
た
：。

是
.れ
等
の
も
の
は
人
々
を
し 

て
其
の
從
前
の

ia
地
の
狹
少
な
り
し
と
を
實
認
せ
し

tf
る
に
資
し
た
。
新
た
な
る
世
界
は
人 

:々
，
0
前
：に
生
れ
れ
。

:
而
し
 ̂

る
新
，生
活
方
法
を
生 

せ
し
む
可
き

I

を
磷
信
し
た
。
當
時
新

文
化
及
び
新
社
會
哲
學
の
知
識
的
刺
戟
は
新
た
な
る

笫十九
卷

(

三h

九
；

r

ユ
H

ヒアj

鳥ふり

f

新ア
>
ヲ
ン
チ
ス

」

爲
へ
の
移
動 

第
三
！
！ 

i

三



II

第
i
九
卷

(

三三〇

)
「

ユ
i

ビア」

岛かり

「

新アトランチス

j

島
へ
の
移
動 

第

ヨ

號

一四

地
现
上
及
び
：天
文
學
上
の
發
見
に
ょ
つ
て
助
勢
せ
£
れ
て
理
想
的
世
界
に
於
て
生
中
可
き
人 

間
の
成
全

0 :
の

槪

念

を

人

々

に

與

：
へ
，

人

々

は

地

上

の

生

活

を

し

_

て
f

可
能
な
ら
し
め 

ん

と

す

る

：
の

熟

火

I
せ
ら
れ
た
。
斯
く
の
如

>

事
情
が

W 

.び
ユ
丨
ト
ビ

K

的
文
學
を
發
生

..
 

せ
し
め
た
こ
と
は
敢
て
興
ビ
す
可
き
で
は
な
い
。

(
H
e
i
r
,

 

op. 

c
f pp. 

1
1
2
6
0
0

.

.
:
:

E
-

:
:.

.

..

.
:
f
e

 

b

u

l
は
ブ
ラ
ト
丨
ン
の

「

共
和
國

」

に
導
か
れ
て
新
た
な
る
社

I

思
索
の
方
法
を 

■

し
た
。

.ユ

.
I

ビ
ア
的
法
式
は
明
確
に
其
の
時
代
の
標
準

J

も

進

步

せ

る
も
の

e

推 

4

え
ち
す

,
る

1

團
の
®

想
を
表

「

示
す
る
に
務
す
る
。

ユ

V

ト

ビK

的

®

想
に
到
達
す
る
の 

方
法
は
大
部
分
想
像
力
の
.行
使「

に
依
f

の
で
ぁ
る
。

推

定

せ

ら

れ

た

る

標

準

は

是

れ

等

の 

も
の
.を
し
。て
殆
ん
ど
何
等
のW

な

言

し
て
t

，

而
も
ュ

!

ビ
ア
的
祉
會
思
、想
に
は

f

幾
分
の
科
學
的
價
値
が
認

U

O

 

想
•

力
の
行
使
は
他
の

:方
法
を
以
て
し
て

I

目
な
る
個
人
に
對
し
て
現
實
を

I

せ
し
む 

る
こ
上
が

I

る
0:

デ
ー
.ト
ビ
ア
的
；思

_

は
：利
己
的
な
る
個
人
を
し
て
自
己
の
利
已
的
な
る 

に
驚
得
せ
し

0

る
こ
と
が
出
來
る
。
又
た
ユ

!

ト
ビ
ア
的
觀
念
に
は
反
抗
を
徉
ふ
こ
と
な

(

1
11
I
I

I
IP
I
I

j!
S
I

I

I

y

u

M

し
て
人
を
聲
醜
す

.ろ
’の
力
が
あ
る
。

:
■而
も
現

®

よ

 ̂

ブ
ラ
ト

I

ン
の

「

共
和
國
を
當
時
の
希 

職
現
實
の

'社
會
狀
態
と
か

^

々
な
る
脈
絡
を
通
じ
て
連
絡
す
る

e
等
し
く
、

M
o
r
e

が
其
の

無
！！ 

有
の
理
想
鄕
を
：說
く
に

.當

.：っ

.
て

も

其

の

全

：篇

，
を

_
.じ

1:
彼
れ
の
心
が
常
に
現
.實
の
英
國
を
隱 

る
、
を
得
な
か
つ
た
こ
ご
は
吾
人
が
他
の
機

#

に
於
て
述
べ
た
る
が
如
く
で
あ
る
。

(

大

IE
九
 

年
版
；却
薬

「

經
濟
學
史
研
究

〕
一.

〇
八
，頁
參
照

)

。：

if
l
iし
て
希
臘
哲
學
者
に
よ
っ
て
屯

^

せ
ら
^
た
 

る
共
產
主
義
は
個
人
的
利
益
を
公
共
の
福
利
に
從
餾
せ
し
め
っ
、
あ
办
し
希
臘
の
國
家
主
義 

.か
：I個
人
主
，義
的

®

潮
の
勃
興
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
た
る
の

.時
、之
れ
に
對
す
る
反
動

S

し
て
生
じ 

た
る
も
の
で
あ
る
と
等
し
く

、T
h
o
m
a
s

 

M
o
r
e

の
®

れ
は
英
國
社
會
の
營
利
主
義
的
傾
向
に

i 

o
:て
僻

y

に
亡
び
ん

.
ど
し
つ
、
あ
る
共
同
圆
體
的
生
活
の
悲
哀
を
反
略
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
：世、末
期
の
農
民

:̂
;單
.：な：
.る
_

民
に
非
免
し
：て
：、其
の
共
同
的
.慣
習
及
び
權
利
義
務
に
よ
っ 

て
«

の
事

®
を
統
制
し
、其〉

の
，古
き
：自
出
の
傅
說
ビ
共
同
園
體
的
^
活
の
情
操
ど
の
中
に
浸
っ 

.て

^

:0
:た
1:
業
的
協
向
；組
合
：員
で
あ
っ
た
。，ン
彼
れ
等
は

11
繞
を

-以
て
共
有
物
の
私
領
ビ
倣
し
：
 

領
主

.を
以

_て
橫
領
者

.ご
觀
，れ
、
而
し
て
ニ
千
三
百
八
十

|

年
の
一
揆
に
際
し
て
は
彼
れ
等
は

笫
十
九
卷

(

三
三一) 

r

Tトヒア

」

岛よ
”「

新
ア
ト
ラ
ン
チ
ス」

島
へ
の
移
動 

' 

第

三

號

一

五



第
十
九
卷

S
三
ニ)

「

テ
ー
ト
ヒ
アj

岛
よ
り「

新
ア
ト
ラv

チ
ス」

島
へ
の
移
動 

第
三
號 

こ
、

典
の

古
き
固
由

0
券
狀
の

還
'付
と
其
の
共
有
地
、放
牧
地
、及

び
魚
漁
場
に

對

す
る

其
の

權
利
の 

_ 

:

同
极

ヒ
を
要
、求
し
、繞

5

れ
た
.
る
®

墻
及
；び
埒
枷
を
破
壊
し

/2
U

洵
に
彼
れ
等
は
無
產
の
勞
働 

劳
に

#

ず
從
つ
；て

.私
有
财
產
制
度
に
よ
つ
て
損
害
を
受
く
る
も
の
に
非
ず
し
て
、屯
の
共
育

0

 

に
對
す
る
侵
害
に
よ
つ
て
惱

3

る
、
も
の
で
あ
卜
、這
般
の
侵
害
に
對
し
て
叛
起
せ
る

も

の

な
 

る
が

故
に
、何

等
の
北
ハ
產
主
義
的
綱
耍
を
摩
ぐ
る
己
ど
が
な
か

つ
た
。
を
は
次
第
に
衰
滅

し
f 

.

:

:
'く
共
產
主
義
的
顧
合
の

.領
：主，麥
ヴ

 

あ
つ
な
。

を
は

赳

論

上
よ
り
觀
れ
ば
ば
然
法

J( jus 
n
l
a
l
e
)

の「

市
民
法

」

,

」

•
§ 
0̂

3

に
對
す
る
叛
起
で
あ
卜
、
 

敎
刚
僧
の
法
曹
に
對
す
名
叛
起
で
あ
つ 

.
y

第
十
四
；世
紀
の
英

：

國

^
,農
；民：は
指

'.南
者
及

|び

-®
言
渚
を
有
せ
ざ
る
ら
の

e

は
な
い
つ

2
。

'

.フ
ラ
ン
:チ
エ
-
ス
コ
敎
：刚
僧
及
；び
其
：の
他
，の
パ
敎
幽
僧
並
び
に
修
道
僧
中
に
は
：最

も

神

の

搲

に

！
^
 

:
き
經
：濟

激

織

と

し

て

;1
1(

產
.主
義
；を
說
く
者
存
し
、而
し
て
其
の
總
ベ
て
は
®
げ
ら
れ
た
る
勞
作 

十
_階
：級
に
同
情
し
、營

利

的

e

爲
れ
る
僧
：修

^
 ̂

免
れ
た

'る
自
治
的
民
主
的
な
る
小
、

農
階
®
を
見
ん

ぐ

欲
し
た
。「「

彼
れ
等
は
一
天
が
下

. 0

.
一
切
諸
物
が
共
同

に
所
有
せ

ら
る
可
き

こ 

と
を
フ
ラ
ト

‘ 

J V

に
•よ
i

て
說
き

S
e
n
e
c
a

に
よ
つ
て
證
明
し
た

%(wiiliam 

Lsmg.Iand, 

visfon 

o
f

Pfers P
l
o
w
m
a
n
,

 

ed* 

b
y

 

w
.

 

w
.

 Skeat, 
1
00
00
7

, B. 

X
X
.

 

2
7

3
-
2

7
6
.)。

而
し
て
モ

ー

セ
は
,

、
の
物

.̂
切 

盟
す
可
ら
ざ
る

こ

V
Vを
敎
ゆ

る
が

故
に
、

斯
く
の

如
き
說
敎
を

下
民
に
對
し
て

行
ふ
を

非
議
し 

た

る

L
a
n
g
】a

n
d

は

特
に「

水
，氣
、火
及
び
：智
丨
天
，
.の
：父
は
是
れ
等
の
.四
つ
を
萬
人
に
共
同
に
與
へ 

tt
-
Jと
稱
し
て
ゐ
を
ノ

^

^

^

へづ̂

^

ふ
匕
。

彼
れ
が
殊
觅
ら
に

「

智」

を
數
へ
て

「

地」

を
除
き
た

る
は
、
 

當
時
共

淹
主
義

的

煽
動
普
く

行
は

れ
.：つ
.
Vあ
：b
し
が
爲
め
に

農
埤
共

有
論
.に
對
し
て
其
の
權 

威
を

贷
す

-
ビ
を
避
け
ん
？

す
、る

の

0H

的

に
出

で
た
る
の

〔

觀

が
あ
る

。

H
e
n
r
y

 

de 

B
r
a
c
t
o
n

の

■ 

.

:

:

:
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:

:

A

w
 

— 

. 

. 

.

:

.

'

:
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-

D
e

 

kgibus 

et 

consuetLIdinibus 

Angli

扮
.
に
は
一
自
然
法
に
ょ
れ
ば
總

V

て
の
人
は
*隸
民
に
至
る
ま 

で
悉
く
自
由
で
あ
；る
、而
も
市
民
法

.若
し
ぐ
は
諸
民
法
は
自
然
權
を
減
殺
し
®
し
て
人
々
は
諸 

民
法
の
ー
下
に
於
て
は
隸
民
た
る
を
得
る

」

と
稱
せ

&

れ
て
ゐ
る
。

9

0:
こ.1569,

一 

3

0"

凡
そ
第 

十
三
世
紀
の
頃
に
佛
を
以
て

|

草
せ
ら

I
;

れ
r

l

:

千
五
百
三

+

年
の
交
に
初
.め

て
刊
行
せ
ら
れ
た 

る
古

5

英
國
法
の
，摘

要

B
H
t
t
o
n

は
，本
來
萬
人
は

自
由
に
し
て

萬
物
を
共
同
に
所
持
し

「

而
し

て 

自
然
法
に
準
據

し
七
ー
違
活
せ
る

:K
古
’代

U

於
て

.

(en grant a
n
t
f
q
u
s

丨
第
十
四
世
紀
末
に
賸
寫
せ 

ら
れ

〗

た
る一
寫
本
は
此
の
語

^「

不

正
の
時
代
に
於
て

、
s ’gr

a
n
t
【

s.
q
u
i
^

J

と
改
め
て
ゐ
る

)

自

由
は
®: 

轉
と
爲
つ
た
と
宣
一
言
し
て
ゐ
る
。

(ibid, 

ed. 

Nichols, 

L

 

3
2
.)。

O
c
k
h
a
m

の
.Wi

l
l
i
a
m

を
以
て
®
れ
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ヒ
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新
ア
ト
ヲ
シ
チ
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島
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の
移
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笫
三
诚 
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〒

九

德

0 
二
三
四)

：「

T

ト
；

b

ァ」

島
.友
新
ァ
ト
ラ
ン
チ
ス

」

島
へ
の
移
動 

第

三

鱗

一

八

は
歷
落
前

P
時
代
に
於
て
は
人
問
は

#

令
な
く
、慣
習
な

く
、
自
然
，的
公
正
に
從
つ
て
生

活
し
た

o 

.1

切
の
物
は
共

.同
に
，所
持
せ
ら
れ
、總
ペ
て
の
人
は
自
由
で
ぁ
つ
た
。

墮
落
後
の
审
代
に
>
、
て 

i

正
し

き

^
性
が
人
間
を
肋
け
て
彼
れ
に
、翁
通
を
い
行
ふ
可
ら
す
、虛
言
を

吐
ぐ

可
ら

ず
、共
同
に 

生

活

し

て

自

由

：
な
，：
れ

.
と

云

，
ふ
；
が
 ̂

與
へ
た
。
不
正
腐
敗
發
生
以
後
の

〖

時
代
に
於
て 

私
有
財
產
及
一
び
人
民
の
統
治
權
が
誘
致
せ

.ら
れ
た

。(

M
パ
¥

 

R
C
E
- 

o
l
〗a sunt 

c
o
m
m
u
n
i
a
.

. 

•
. 

et 

ls 

1
 I

l
m

 o
m
n
e
s

 

h

i

f
 

s
e
i
d
l

 I
n
e
m

 v
i
v
e
l
,

 

6

1
 de

b
e
i

 

esse 

0

0

3

3

1V 

l
i 

p

i

l

l

; 

I

I

 

e

l 

p
i
e
r

s*
f
 
i

 I
t

a

 

e
s
o。私
有
财
產
及
び

_

治
の
制
度
は
是

1 , 

等
の
も
の
が
被
治
者
讀
益

|

め
1:
、又
た
其
の
同
意
を
經
て
誘
入
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於 

て
恍

&
自
然

^

し
.て
¥

理
的

な
る
も
の
で
ぁ
る
。

是
れ
等
の
，
制
度
は
惟
ぅ
臣
民
の
同
寬
に
比 

例
し
て

公
疋
不

偏「

で
ぁ
り
、從
つ

て
又

た
0

然

法

0
»

質

を
享
有
す

る
も
の

で
ぁ
る
。(

O
o
k
l 

I

f

o

l

f

l

«

?
 

9
3
2
-
9
3
4
0
、
而

し
て

J
o
g
w
y
d
i
f

は
王
政
と
共
產
主
義
ビ
を 

主
張
し
た
。
，
典
：の

'
*
威
を

•以
て
小
農
共
：同
圓
體
を
保
護
す
る
善
王
は
彼
れ
の
理
想
で
ぁ

0
た
。
 

斯ンV
:
?

彼
れ
；は
封
連

_

度
の
崩
潰
ょ
り
生
：

t

た
る
ニ
問
題
即
ち
如

.何
：に
し
て
封
建
割
據

0
制 

プ
丨

ft
る
可
き
集
イ

K

國
薄

W

權
威
を
確
立
す
可
き
か
、又
た
如
何
に
し
て
小
農
階
級
を

K

獲

(

h

.

K
 

-

r
 

1

.

.

.. 

j

.

-
-
g

rぼ 
J

.

L

.
 

j

i

す
可
き

か

の
間
題
に
答
へ
た
の
で
あ

.る
。
，社
畲
は
其
の
太
初
に
於
て
は
純
淸
に
し
て
共
産
の 

F

態
に
在
っ
た
。
自
が
法
は
其
の
行
動
を
支
配
し
た
。
人
間
障
落
の
後
に
於
て
自
然
法
の

 ̂

■>
1

は

不
十
分

^
爲
っ
た

)

人
間
の

偷
理
性

は
脆
弱
ど
爲

 
>
、人
爲
的
援
議
を
要
す
る
に
至
っ
た 

是
に
：於

て

乎

舸

は

人

民

統

治

の

權

を

'設
：定
し
、之
れ
に

」

委
ぬ
る
に
人
々
の
間
に
愛
を
育
成
す
る 

;
の
挺
；命

を

以

て

し

打

。
:.
_

般
：
9
 

最
良
形
態
は
舊
時
ィ
ス
ラ
エ
ル
：以
の
間
に
行
は
れ 

た
る
が
如

!

士
師

」

の「

統
治
で
あ
る
。

」

斯
ぐ
の
如
き
統
治
が
不
可
能
な
る
揚
合
に
於
て
は
王
政 

は
之
れ
に
次
ぐ
最
位

:0
も

0
と
爲
る
。
斯
ぐ

.て
人
民
統
治
は
神
的
起
源
必
も
の
で
は
あ
る

が

.
 

而
も
々
は
恕
せ
ら
を
可
き
罪
の
臭
味

f

も

の
で
あ
る
。

(

0
0

日
I

m
-O
f
 

• 

•
. 

saut 

I

n
 

veaale 

p
e
c
c
a
l
)
。
(
D
e

 I
s
i
a
,

 
0

. 1
4, 

V 321.)

然
し
な
が
ら
是

に

し
て
若
し
共
產
主
義
を
結
合
す
る
時 

は
を
は
如
華
で
あ
っ
て
、父
：權
的
支
配
の
完
全
に
近
づ
ぐ
と
が
出
來
る
。

(

u
。

d
o
l
i
o 

CivfH, L, 

r
 

f 
V 
s
o 

»
は

M

物
の
主
で
あ
る
。
彼
れ
は

*

6
動
務
を
條
件
ど
し
て
正
し
さ
も
の
に
其 

の
知
行
を
與
へ
る
。
而
し
て
神
ご
人
と

0
間
に
'ゅ

 

も
存
せ
ざ
る
が
故
に
、
 

彼
れ
は
直

.接
に
之
れ
を
授
與

|す
へ
る
，
。

輯

王
.は
#

の
管
領
で
あ
り
、所

有

丰

の

總

べ

て

は

»

の
® 

下
で

あ
る
。

神
は
其
の

®

物
を
正
し
き
，者
の
み
に
與
ふ
る
が
故
に
、恕

3

る
ゝ
こ

e

な
き
罪
あ 

染
十
九
怨

1

5)
「

ユ
丨
ト
ビ
ァ」

f

”
r新ァ
ト
ラ
ン
チ
ス」

岛
へ
の
移
動 

笫
i

て



第
十
九
卷

(

三
三
六)

「
Jfi

ト
ヒ
アj

島
又
りf

新
ア
ト
ヲ
ゾ
チ
ス」

島
へ
の
-移
動 

第
三
锞 

ニ
0

. 

る
者
.若
し
ぐ
は
神
惠
に
浴
；せ
ざ

.る
'者
は
支
配
權
を
保
持
し
又
た
は
現
，世
的
財
貨
を
保
有
す
る 

を
得
な
い
。

N
u
l
l
s

 est 

d
o
m
i
n
u
s

 

civilis, 

BIIUS 

est 

episcopus, 

n
u
n
s

 

est 

orelats, 

d
u
m

 

est 

in 

peccato 

m
o
r
t
a

.«(Netter o
f

 W
a
l
d
e
n
,

 F
a
s
d
c
u
H
z
l
.
z
a
n
i
o
r
u
m

 p' 
2
OO
0
.

)

。
加
之
な
ら

.す
、正
し
い
ら
ざ
る
者
の
所
领 

は
#
抵

'®
盜
强
奪
反
び
横
領
に
ょ
つ
て
所

#

せ
る
も
の
で
あ
る
。

{
"
Q
v
. 

d
o
m
.

r

0
, 5” p. 

3
4

 i 
0
.

1
4

へp. 

1
0
1
0
。

總
ベ
て
の
物
は
舉
に
神
恶
に
，洛
せ
：る
者
に
の
み
與
へ

ら
れ
る
、
而
し
て
彼
、
等
は 

.

::
.地
と
之
に
滿
つ
る
も

0
ヒ
の
主
で
あ
る

o 

9

F
 

C. 
6

プ

p
.
t

)

o
:然
し
な
が
ら
無
數
の
人
々
は

^

ゆ
る
物
を
共
同
に
.保
持
す
る
に
非
ざ
れ
ば
，總
べ
て
の
物
の
主
た
る
こ
ぐ
を

#

な
い

O 

£而

°,
。？

I
 debent 

I
 c

o
m
m
g
i
a
.

 

(
i
b
i
d
.
,
r
c
,

 

1
4
, 

p
.vo
o\
.

)

。
共
產
主
義
は
基
瞥
敎
理
に
違
犯
す
る
も
の 

.

.

.

.て.は

.
な

I
V 

_
使
徒
は

&

へ
て
の

.

.物
を

■.共
に

.

.
^
.
し
た

'
.
I
.
へ
.共
，產
生

.義
の
私
有

.財
產
に
礙
る
■は普
遍

 

'パ.

的
眞
理
の
特
殊
的
眞
理
：に

0

る
が

.如
ぐ
で
あ
る
。
基
督
は
特
殊
の

A

令
ょ
り
も
全
？

し

て

：
■:
 

の
人
間

¥:
族
を
愛
し
た
人
々
ヵ
共
有
財
ょ

.办
，も
自

.己
の

^

れ
を
注
意
す
る
こ
ビ
大
な
る
が
：

1
:
v 

故
に
、共

M

主
義
を
以
て
國
家
を
雜
觀
な
ら
し
む
：る
と
做
す
ア
リ
ス
ト

'ォ
ン
グ
レ
ス
の
ブ
ラ

卜

I

.

ン
に
對
す
る

®

論
；は
實

.に
'
.罪
劫
深
；

&

人
々
が

#

す
る

y
j

云
ふ

K
等
.し
ぃ
。
面
も
共
產
主
義
を 

以
て
國
家
を

_

弱

な

ら

し

む
も

の
ビ

云
ふ

は

非
で

あ

る

。

蓋
.し

所

領
を
有
す

る

者
の
數
、愈
々

I

I

I

!

1

I

I

I

I

—

I

f

 
- 

-

:

i

大
な
れ
ば
國
家
の
福
利
に
關
し
て
彼
れ
等
が
休
戚
を
有
す
る
こ
ど
愈

^
大
な
る
が

*

0
あ
る
。
 

:典
通
の
利

»

は

銃

_
1に
：導
く
。
：
而
し
て

統
ニ
-.
.
-择

力
^

あ
る
。
然
ら
ば
共
産
主
義
は
國
家
を
し 

て
強
固
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
つ
て

"之
れ
を
雜
弱
な
ら
し
む

6

も
の
で
は
な
い
。
洵
に
共

W
 

ど
結
合
せ
る
銃
治
權
は
自
然
的
、靈
的
セ
あ
り
，私
有
：財
，

產

に

*

は

A
爲
的
，
 

で
あ
 

廢
颓
的
で

あ
る
。

(ibid.;

r

C. 

1
4, 

pp. 

99-100 
し。(Beer, 

op. 

c

r

pp. 

2
3
-
2

5
. )

o 

:
然
し
な
が
ら

\

%

_0;
敎
理
は
典
產
：主
義
實
琬
の
手
段
く
し

て
.r

切
の

暴
動
、
f
f
iil
の
み
な
：
 

ら
中

，黨
爭

を
す
ら

排
斤
す
る
：
も
の
で
あ
る
。
即
ち

統
治

は
神
的
起
源
を
有
す
る
：

も
の
で
あ
り
、
 

之
れ
に
對
す
る
叛
亂
は

«

實
、上
帝
に

«

す
-る
大
逆
罪
を
以
て
所

SJ
せ
ら
る
可

き
も
の

で
あ
る
。
 

然
る
に
大
體
に
於
て
、彼
れ

.の
敎
理
を
承
認
し
、自
家
の
見
解
を
以
て
之
れ
に

0

0

を
加
へ
た
る 

狂
僧
 

j
c
g
p
a.priest) 

Jolin 

B
a
l
l

は
一
千

.三
}0
1
八

+

1

年
の
 

W
a
t

 

T
y
l
e
r
「W

a
l
t
e
r

 

the 

T
v
i
e
r
)

一
 

探
に 

際
し
て

11
恶
な
る
役
割
を
浪
|じ

/2

。
彼
れ
は

B
l
a
c
k
h
e
a
t
h

R

於
て 

:r
w
h
s A
&
m

 

d
{u
l
f
T
p
a
d

 

JSvc s
s
n
-

 

w
h
。

w
a
s

 

thannc 

a, 

g
c
n
t
i
l
m
s

 ?
》

W

叫
ん
で
、鄕
紳
と
隸
農
ビ
の
平
等
を
說
ぃ
た
。
封
建
の
權
カ
が
漸
次
弛
廢
し
行
ぐ
に
連
れ
て
、

.第

十

九

卷

(

三Hi

七)

.

r

ユ
*
ト
ビ
ア
し
岛
ふ
り「

新
ア
ト
ラ
ン
チ
ス」

岛
へ
の
移
勧 

第

三

號

二

一



k
十
九
格

o
n

三
八〕

r

T
ト
ビ
ァ」

岛
ょ
り「

新
ァ
ト
ラ
ン
チ
ス」

培
へ
の
移
励

一
齊
の
运
由
を
取
得
せ
る
隸
農
ょ
ぅ
、之
れ
を
剝
奪
せ
ん
ど
す
る
の
令
圖 

の
主
因
<で

ぁ

つ

た
T
y
i
e
r

は
六
月

十
五

：！： 

S
m
i
t
h
f
i
e
M

に
殺
さ
、
、

B
a
l
l

 

A
l
b
s
s

.、
に
に

於
て
處
刑
せ
ら
れ
た
。

'

歐
：洲

0
經
濟
的
中
心
は
：地
中

»

沿
岸
ょ

り

大
西
洋
岸
及
び

其

の
支
線

旣(

に

海
.
i

為
に

,

加
す
る
の
時
機
に

I

し

て
居
つ
た
。
英
國
の
羊
毛
、織
物
及
び

錫

は
®
 

S?

プ
る
玉
.物

W

し
て
|1

界
的
市
場
に
现
れ
、偸
敦

は

l
i
s
b
o
a
,

 

A
n

v
p

巴
：里
せ
並
ん
で
世
界
的

^

 

i

丨
ご
爲

7 

t
至
つ

ナ

長
き

®

薇
戰

#

は
幾
多
の

古

M

主
の
家
筋
を

|

絕
滅
せ
し

め
、中
世
的 

精
神
の
：多
ぐ

は
之
れ
，一
共
に
消
滅
し
た
。

之
へ
れ
に
反
し
て

商

工
階
級

S

き
戰
役
の
間
に
も 

疲

弊
す
る
こ
ど
な
ぐ
し
て
、終

始

其

の
勢
力
を
增
進
し
た
。

T
u
d
o
r

王
朝
は
此
の
中
層
階
級

，

.
依

に
、
國

家

.：
的

思

:®
を
以
て
せ
ん
：；ど
す
；る
も
の
は
實
に
，同
王
：政

0
特

徵
で

*:
:つ
だ

0:
營
利
約
晴
ホ 

は

、
，

刺

の

多

ぐ

を

捕

ふ
：：

る

に
.至
つ
た
。
貴
族
は
其

.の

軍

事

的

職

能

を

：喪
_ひ
、
家
^

は
扶
持
に
離

. 

れ
て
、不
安
定
な
る
社
看
の
上
に
放
た
れ
た
。

M
o
r
e

の
言
を
以
て
す
れ
ば
、多

M

の
鄕
紳
は
興
の 

fe
虬
人
の

V

勞
働
に
ょ
、っ：て

'1
(

.惰

0
生
活
を
送
る
を
以
て
滿
足
せ

ず
、土

地

の
實
價
以

上

に
其

の

第三破
 

ニニ

は
實
に
這
般
の
一
捞 

は

七

月

十

五

日

St.

に
移
つ
た
。

英
國
は

地

代
を
引
上
げ
て
、彼
れ
笱
の
岗
を
殺
ぎ
、骨
を
削
つ
て
餘
す
所
が
な
か
つ
た
。
而
し
て
資
本
的 

牧
畜
，業
の
暴
虐
は
田

_

匕
村
落

V

を

破

壤

；
す

る

に
：：

至

ぅ

、
而し
て
農
村
ょ
り

«

逐
せ
ら
れ
た
る 

擊

民

は

都

市

_に
3P
集
し
た
。

而
し

.て

.地
方
住
民

0
減
少
を
抑
制
す
る
の
目
的
を

以

て
せ
る

/ 

切
の
：法
令
及
び
方
策
は
悉
ぐ
無

■

に
歸
し
た
。

言
ロ
 

P
O.
0
を
首
魁
と
せ
る
一
千
四
百
五
*十
年 

五
：月
：
及
び
六

月
に

於

け

る

^
S

t人
の

:1

授
も
亦
た

.T
y
i
e
r
1

睽

ど
等
し
ぐ
共

.同
國
體
の
：權
利 

★

保
護
す
る
の
力
あ

」

る
强
大
办
る
中
央
政
：；府を
熱
磁
す
る
：も
の
で
あ
つ
た
。
：

に
r

も
新
た
な

る

中
，央
集
權
的
阈
家

.は

.必
す

し
も

地
方
小
農
民
の
味
方
で
は
な
か
っ
た
。
國 

王
は
領
主
：に
代
つ
て
掠
奪

者
と
爲
づ
た
。
一
彼
れ

等
の

.豪
華
と

功
名
心
ミ
は

幾
度
び

か
國
庫
を 

空
：®
せ
し
め
た
。

蘇
一

國
に
對
す
る
戰
#
の

«

用
を
支
，辨
す
る
が
爲
め
に
課
せ
ら
れ
た
る
苛
税 

は

終
に
一

千
四
百
九

;+
七
年
に
於
け
る

7
|

泛

3

|
日
落
等
の
一
揆
を

C
o
r
n
w
a
l
l

に
激
發
し 

た
。
眞
に
國
家

(

即
ち
公
共
團
體

C
o日mo

n

 w
e
a
l
t
h

又
た
は

p
l
q
s 

weale)

の
名
に
値
す
る

Utopia 

鳥
の

.話
者

Raphael 

H
y
t
M
o
d
a
y

はM
o
r
e

に
ょ
つ
て
此
の
叛
亂
後
の
英
國
を
親
し
く
觀
察
せ
る 

も
の

S
し
て

描
き
出
^
れ
て
ゐ
る
。

而
し
て

I

ョ
の
親
友

w
r
a
s
m
u
s

も
亦
た
共
產
主

_

に
® 

す
る

.も
の
で
あ
つ
た
。
彼
れ
は
®
督
敎
的
愛
は

毫
も
私
有

財
産
を

認

め
ざ
る
が
故
に
、其
の

#

部
十
九
卷

(

三三九

)

：
.r
丨
ト
ビ
ァ」

島
ょ
”「

渐
ァ
ト
ラ
ン
チ
ス」

島
へ
の
移
動 

笫

三

数

二

三



猶-r,
九
卷J

 £
(

三
四
〇)

「

文
i

w

T」

島
ょ
”「

新
ア
ト
ラ
ン
チ
ス」

島
へ
の
移
動
.
.
‘ 

第

三

鱗

ニ

^

貨

を

共

同

財

產V」

看
做
す
可
、き
と
を
眞
の
.基
督
敎
徒

0

總
ベ
て
に
求
め
た
。

(

_

r

J日
穴
。普
ク 

Geschichte der 

National

olk
o
n
o
m
i
k

B*Deutschland, 
1
00
7

4

, s. 

4
2
.)。

而
し
'て

一 

F
1 L
百
四
十

*
^
^

p

ちM
o
m

處
刑
の
後
十
四
年
に
し
て
旄
國
小
農
民
の

1
半
は
±
地
に
對
す
る
彼
れ
等
の
自
然
權 

を
擁
護
す
る
が
爲
め
に
蜂
起
し
た
。

こ
は
實
に
村
落
共
同
圓
體
の
破
滅
に
對
す
る
鞔
後
の
大 

抗
_

で

ー

ぁ

っ

た

。 

：
.

近
代
的
國
家
が
國
民
的
經
濟
政
策
を
遂
行
し
•凡
ゆ
る
國
家
的
政
治
的

權
カ

を
傾
注
し
て
全 

國
民
の

〉

現
在
及
び
將
來
に
於
け
る
經
濟
的
利
益
を
鑛
張
せ
ん

^
す
る
の
時
は
到
來
し
た
。
嚴 

正
な
：る
經
：濟
制
度
、誠
實

^

る
財
政

.策
の
誘

.入
に
ょ

?

て
國
家
の
信
用
を
恢
復
し
、地
方
民
の
網 

狀
、多
數
都
市
の
衰
滅
に
對
す
る
救
濟
方
法
を

_

ず
_る
は
當

3

に

E
H
z
a
b
e
t
h

女
王
朝
に
於
け
る 

第

一
:
0急
務
で
あ
つ
，た

,0
惡
貨

0
整
理
に
始
爻

&

*
が

て
徒

^
■
例
ビ
爲
ぅ
減
貧
法
を
以
て 

終
：̂

る
女
：王
朝
の

.法
：：

制
は
常
時
の
產
業
龃
織

.̂
•

し
て
滿
足
な
る
基
礎
を
與
：へ
た

C

實
に
此 

.の
時
：代
に
於

‘a
る
英
國
：々

.力
の
：發
展
、國
：富
：
0

t
加
は

目
覺
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。

此
の
，队
代
は
又
た

1
_忽
科
學
，
.に
於
け
る
最
も
所
產
多
く
し

て

最

も

影

響

大

な

る

發
黾
の

時

\
：•

1JI

S
1
II
£
fc

I

代
で
あ
つ
た
。，自
然
に
對
す
る
硏
究
は
哲
學
の
至
要
な

る
自

的
物

w

化
し
、
而
し
て
科
學
的
經 

驗
論
は

M

ff
i
家
の
普
海
鸟
ク
本
然
の
業
務
と

■

做

3

る

V

R
至
つ
た
。
'陳
套
な
る
科
學
的
研 

究
：方
：法

0

桎
梏
ょ
ヶ
：脫

|却
：し

.て
、自
然
の
法
則
を
發
見

せ
ん
が

爲
め
に
新
し
き
徑
路
を
求
め
、而 

し

て
又
た
之

れ

を
行
ふ

:,
に
當
：つ
て
入
類
の
社
會

的

狀
態
を

改
善

せ
ん
ど
せ
る
創

造
的

思
想
家 

の
少
數
幽

體
が

生
じ
た
。
第
十
七
世
紀
初
葉
に
於
け
る

U
t
o
p
i
a

的
性
質
を
有
す
る
思
辨
的
論 

述
の
中
に
は

 

T
o
s
e
p
h

 

H
a
l
l

の 

M
u
n
d
u
s

 

e
t

 

A
l
t
e
r

 

I
d
e
m
,

 

1
6

0
7
.

 

E
r
y
c
i
u
s

 

P
u
t
e
a
n
u
s

 

の 

C
o
m
u
s
,

 

1
6

0
8， 

J
o
h
a
n
n

 

V
a
l
e
n
t
i

 

A
n
d
r
e
a
e
s
n
h
r
i
s
t
f
a
n
o
p
o
l
^

1
6

2
0
.

 

S
i
r

 

J
o
h
n

 

E
l
i
o
t

 

の 

M
o
s
r
c
h
y

 

o
f

 

M
a
o
,

 

1
6

2
2
.

等
を
算 

へ
ぺ
る
乙
と

が
出
來

る
。
而
し
て

F
r
a
n
c
i
s

 

B
a
c
o
n

は

今
や
ス
コ
ラ
哲
學
を
雜

る
が
爲
め
に
現
れ
て 

料
I學

0
:

®

國Q
,

到
來
を

豫
就
し
た
。

彼
れ
が

N
e
w

 

A
t
l
a
n
t
i
s
.

の
斷
篇
は
一
千
六
百
二
十
ニ
年
を 

以

て
起
草
せ
ら
れ

、同
ニ

十
四
：年

に
現
在
の
形
態
に

Bc
il
'

せ
ら

れ
て
三
年
の
後
に

出
版
せ
ら
れ 

た
る

も
の
で
あ
る
。
此
の

'書
は
：其
の
形
態
に

於
て

は
疑
ひ
も
な

く 

M
o
r
e

の

U
t
o
p
i
a

に
ょ
つ

て 

暗
示
せ
ら
れ
た

る

も
の
.で
あ

る
。.
然
し
な

が

ら
兩

者
の
瀕
似
は

單

に
其
の
外
形
に
北
爻
る
。
 

N
e
w

 

A
t
l
a
n
t
i
s

 

は 

B
a
c
o
n

 

が
科
學
的
方
法
を
表
明
せ
る

 

N
o
v
u
m
o
r
g
a
n
u
m

 

s
i
v
e

 

i
n
d
i
c
i
a

 

v
e
r
a

 

d
e

 

i
n
t
e
r
-

 

p
r
e
t
a
t
i
o
n
e

 

n
a
t
u
s
e
,

 

1
6

2
0
.

巾
に
論
述
せ
ら
れ
た
る
體
系
を
實
行
す
可
き
施
設

f

原
理
と
が
確
立
せ

:
第
十
九
卷(

三
四
3

「

，
丨
ト
ビ
ァ_
1島
<}
:;り「

新
ァ
ト
ヲ
ン
チ
ス

」

岛
へ
の
移
動
 

5

S
 

ニ
ー
ネ



f

卷

(

三四ニ

)
「
…

ヒァ」

島
4

f

ヲ
ン
チ
ス

」

鳥
.
へ
の
移
動

 

第

三

號

5

、

一S

る
可
き
自

_

|

零

で

：
あ

る

。
パ

M
o
r
e

は
人
類
の
幸
福
を
社
會
改

f

宗
敎
的
偷
理 

學

，丨

求

め

ナ

炎

る

t 

B
a
c
o
n
.

は
主
ご
し
て
之
れ
を
應
用
科
學
ど
生
產
的
技
術
ミ
に

M

-t
# 

し
た
 

一
f

は
沉

®

論
ビ
總

V

て
の
推
■
的
な
る
人
令
に
對
し
て
平
等
な
る
社
會
權
の

承

忍 

ヒ
を
：强

_

せ
る
ル
ネ
ナ
ン
ス
の
人
本
主
義
的
時
期
の
代
表
者
で
あ
写
然
る
に
,

は 

彻
_

の

2

 

^
成
.全
？

を
以
て
財
產
法
の
：改
革

f

ぐ
は
社
會
的
革
命
ょ
り
も
、
先

づ

科
 

♦

©
進
步
ヒ
科
學
的
精
神
に
ょ
る
人
間
生
活
の
統
制
に
依
賴
す
る
も
？

信

ず

る

に

至

1

る 

自

I

學
時
代
の
代

.

I
で
I

無
知
は
神
の
呢
殃
で
あ
る
。

知
識
は
吾
人
^
し
て
天 

堂
に 

I

 
せ
し
む
る
: ®

で
あ
る
。(Shakespeare, 

H
e
n
r
y

 
v

r

 pt. 

i
r 

act. 

4
, scene 

7

.

)

o 
f

 

A
l

s

 

島
の

物4

 

M 
0 
0
^
r 

A
:
0 

0 

® 

 ̂
.に
驚
嘆
す

可
き
大
事
業
を
生

^
,し

ひ

る

の
. 

1

的
を
以
て
1

せ
ら
|

る
ソ
口
モ
ン

會
館

^

し
ぐ
は
六
日
學
堂

f

 

I

 

or 

the 

暴

e

::
:
o
f 

Six 

D

f
 

f
k
s
)

の
記
述
を
主
服
ご
す
る
も
の
：で
あ
る

。(
T
h
e

 

f

l
 

and 

H
i
s
t
i

I

,

,

5

1
 

I

 

H
O
a 

l

 

l
 

I

s

,

 

I

 

I

 

1

!

 

I

I

I
 

I

 

J

l

b

l

 

I

.
 

I

 

5

。
此
の
施
設
の
黑
は
一
切
の
も
の
を
し
て
可
能 

7

齊
嫩
の
ム
因
及
び
内
秘
の
運
動
に
關
す
る
知
識
ダ
人
的
帝
國
の
境
界
擗
張
义

在
る

。

ocri
c

r

p
.

 

2
9

7 )

。
此
の
島
の
宗
敎
は
寬
大
仁
慈
な
，る
：も
の
で
あ
つ
て
諸
國

R

の
和
親
と 

外
國
人
及

.■び
翁
迫
者
：に
對
す
る
親
切
、憐
憫
を
懇
切
に
敎
ゅ
る
も
の
で
あ
る

:0

國
王
は
一
意

® 

心
彼
れ
の
王

國
せ

人

民

？
を
幸
福
な
&
し

必

ん

こ
ど

を
期
す

る
も

の
で

あ
る
。」

:
:此
の
島
に
於
て
は
應
用
科
學
の
多
樣
な

#
作
用
：
ご
|生
產
カ
の
異
常

«:
る
發
達
と
を
通
じ
て 

社
#

間
題
は
.解
決
せ

ら
れ
る
•
°

此

の

島

民

は

富

の

生

產

を

.，容

易

な
ら
し
む
る

に
由
つ
て
貧
， 

を

:®
除
す
る
。
科
學
的

方
.

法
は
人
.間

を

し

て

完

全

な

る
.生
活
に
昇

ら

し

ひ
る
唯
一
の
喈
梯

で 

あ
る
。：彼
れ
等
が
貿
易

.を
輯
行
す
る
は

〉

金
、銀
、珠

H
T

絹
物
、香
料
、其
の
他
如
何
な
る
物
質
的
貨
物 

を

^
目
的
と

す

る

に

非
ず

し

て
、神
の
最
初
の
被
造
物
た
る

「

光」

を

得
ん
が
爲
め

、で

あ

る

、
世

界

各
 

地
の
發
達
を
知
ら
ん
ど
す
る
が
爲
め
で
あ
る
。

9

F
 P

.

善

)

。B
a
c
o
n

の
理
想
的
社
會
は
富
の 

共
有
の
上
に
建

'&

せ
ち
れ

す

し

て
知
識
の
共
有
の
上
に
確
立
せ
ら
れ
る
。
莫
理
に

し

て
.

發
見 

せ
ら
れ
ん
か
、人
間
は
常
に
，：3

山
な
る

.可
き
も
の
で
あ
る
。

B
a
c
o
n

は
又
た
自
然
科

‘學
，中
：に

..
^

^

及
び
.政
治
科
學
に
於
て
吾
人
を
指
導
す
可
き
推
理
の 

’典
型
を
看
出

さ

る
可
一
き
乙
芹
を

.
瀣
し
れ
。
被
れ
が
自
然
科
學
の
研
究
を
其
れ
自
體

0 .
.爲
め

に
說
い
た
こ

V

は
事
實
で
あ
る
が
、而

.む
彼
'れ

は

他

方

に

於

て

は

偸

理

科

學

の

基

礎

と

し

て

之 

第
十
九
卷
パ(J11

四
三〕

r

ユ
l

i
ァj

島

為「

新
ァ
ト
ラ
ン
チ
ス

」

鳥
へ
の
移
動. 

笫

三

號

ニ

七



:

節叶九卷：
(

三四四

〕
「

ュ
I
トヒア

」

島
*
-
^

「

新アトランチス

」

島への移

_ 

第
三
常
二
八

す

を̂

C

た
の
て
あ
る
彼
れ
は
諸

_

學
.

連
續
の
大
法

.

則
を
知

®

し
宣
揚
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 

.

彼
れ
は
諸
科
學
の

•

分
離
.

に
ょ
：つ
て
輿
の

*

互
に
蒙
る
可
き
損
害
だ
、一
切
の
科
學
を
養
育
す
可 

き
：̂

大
な
る
母
ビ
し
て

S

然
科
學
を
認
む
る
こ

W

な
き
の
事
實
を
痛
歎
し

•

て
ゐ
る

O

 

(
V
a
l
e
r
i
u
s

 

T
e
r
m
i
n
u
s

、

p

f

 N
o
v
u
m

 

o

n

 b
k
.

 

L

 

a
p
h
.

 

s

o

,
 

I

O

N

;
 

D
e

 

A
u
g
m
e
l
,

 

l
i
b
.

 

i
.

 

c
.

 

i
;

 

H
b
.

 

i
l
l

 

c
.

 

4
.)。

而
し
て
第
十
七
世
紀
.最
大
の
經
濟
論
者
给
系
一
ぼ
日

I

は
彼
れ
の
精
神
に
從
つ
て
行
動
せ

る
も
の
で
あ
つ
た
。

(

前
揭

「

經
濟
學
史
硏
究

」

八
〇
九
頁
參
照

0

.

. 

. 

.

.

.

.

.-

.

.

.

.

: 

.

. 

•

-

而

し

て

國

，
家

の

安

屈

：
：
が

.
»
:の
：
富::
に：
依

賴

す

る'.W

倣

す

の
信
念
は

次

第

に

確

固€
爲
つ
て
れ 

< 

.
ぞ

マ

ょ

り

恰

も1
I
W年

^

隔

て

た

るAd
a

日S
m
i
t
h

は

明

か

に

國

民

的

繁

榮

を

以

て

其

の
 

柄

的
;i
爲
し
ナ
彼
れ
：は

I

.國
の
物
質
的
繁
榮
を
助
長
す
可
き
手
段
方
法
の
研
究
に
典
の

M 

力
を
集
中
し
た
。
彼
れ
は
生

'活
の
資
料
に
し
て
增
加
し

»

し
く
は

^

11

般
に
利
用
し
得
可 

の
と
爲
つ
た
な
ら
ば
生

®

は
必
然
公
私
共
に
改
善
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
つ
て
^
も
生

S

の
S

规

f

 

♦
可

塵

f

着

す

，る
の

£

?

>

の
で
あ
る
こ

W

 

5

々
酸
定

せ
る
の
觀
如
あ
る
。
斯
く
て
經
濟
學
：

|

敎
.的
偷
理
ど
社
會
改
革
の

標
的
す
を
失
つ
た
の
で 

あ
る
。

—

，職
業
的
企
業
家
の

.

成

立

W

資

本

家

€

の

鬪

爭

:

. 

.

.

. 

'

.
•

•
;'

」

.

旧

.鹿

松
；：

I

:

:

.

.

 

.

株
式
#

社
は
現
代

.

資

本

主

義

：
經
濟
社
ン
會

' 

に
於

け
る

代
表
的
經
營
形
式
で
あ
る
。
換
言
す

れ 

ば
，
今
日
.4

 

.

般

に

事

業

.：
を

經

營

せ

ん

S

す
る

者
は
之
を
株
式
會
社

の
形
式
の
下
に
行
ふ
，のが
普 

®

で
あ
る
。

之
を

A
d
a
m

 

s
m
i
t
h
:

が
富
國
論
：に

於
て
株
；式
會
社

の
適
用
せ
ら
れ
る

事
業
の
版
圍 

を
：狹

く

解

し

た
る

當
時
に
比
す
れ
ば
實

に
M

泥
の

相
違
を
生
じ
て

ゐ
る
の
で
あ
る

oml

の
 

如、き
は
一

-

般
に
株
式
#
社

の
«

業
.

經
.

營
上
：に於

け
る

.不
利
を
强
調
し
、

®

令
株
式
會
社

R

適
す 

る
事
業
た
、
ビ
も
、苦
し

之
：'に

3?

す
る
資
本
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