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●
我
が
師
・
司
馬
遷

　「
文
章
は
経け

い

国こ
く

の
大
業
な
り
」
と
は

魏
の
文
帝
曹そ

う

丕ひ

の
言
葉
で
あ
る
。

　
曹
操
、
曹
丕
、
曹
植
の
曹
父
子
三
人

は
中
国
歴
代
の
帝
王
の
中
で
も
、
と
り

わ
け
詩
を
好
く
し
た
こ
と
で
有
名
な
一

家
で
あ
る
。
彼
ら
は
『
三
国
演
義
』
中

の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
日
本
で
も
な
じ

み
の
人
物
で
あ
る
が
、
主
役
級
の
魏ぎ

武ぶ

曹
操
を
除
け
ば
、
そ
の
息
子
達
の
事
績

は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
曹
丕
は
詩
に
お
い
て
は
父
曹
操
に
一い

っ

籌ち
ゅ
うを

輸ゆ

し
、
弟
の
曹
植
の
足
元
に
も
及

ば
な
い
が
、『
典
論
』
に
よ
っ
て
文
芸

評
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
拓
い
た
こ
と

で
中
国
文
学
史
上
に
大
い
な
る
足
跡
を

残
し
た
。
冒
頭
の
言
葉
は
そ
の『
典
論
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
有
名
な
言
葉
で
あ

る
。

　
私
と
曹
父
子
の
出
会
い
は
小
学
校
四

年
生
の
時
、
故
郷
高
松
の
書
店
の
本
棚

で
『
三
国
志
』
を
手
に
取
っ
た
時
に
遡

る
。
御
多
分
に
漏
れ
ず
、
私
は
中
国
大

陸
を
舞
台
と
す
る
大
ロ
マ
ン
に
魅
了
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
私
が
他
の
三
国
志
読
者
と
異

な
っ
て
い
た
の
は
、
三
国
志
オ
タ
ク
に

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

　
私
は
諸
葛
亮
（
今
に
至
る
ま
で
我
が

ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
）
が
自
ら
を
管
仲
に

な
ぞ
ら
え
た
と
い
う
文
を
読
み
、
諸
葛

亮
が
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
る
程
の
管
仲
と

は
何
者
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　
管
仲
の
事
績
が
『
史
記
』
と
い
う
書

物
に
記
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
た
私
は
、

県
立
図
書
館
（
う
ち
か
ら
歩
い
て
五
分

の
所
に
あ
っ
た
）
に
足
を
運
び
、
探
し

当
て
た
。

　
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
『
史
記
』
の

解
読
が
始
ま
っ
た
。

　
す
る
と
、漢
字
の
列
な
り
の
中
か
ら
、

『
三
国
演
義
』
よ
り
も
更
に
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
で
透
徹
し
た
人
間
劇
が
眼
前

に
開
け
て
き
た
の
だ
。

　
小
学
生
の
知
性
と
感
性
、
と
り
わ
け

想
像
力
を
バ
カ
に
し
て
は
い
け
な
い
。

私
は
解
説
文
に
も
助
け
ら
れ
て『
史
記
』

全
巻
を
読
み
通
し
た
の
で
あ
る
。

　
学
校
で
教
わ
っ
た
こ
と
は
あ
ら
か
た

忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、『
史
記
』
の
名

文
の
数
々
は
今
で
も
折
に
触
れ
、
脳
裏

に
蘇
る
。

　
た
と
え
ば
、「
李
将
軍
列
伝
」
末
尾

の
一
文
。「
太た

い

史し

公こ
う

曰い
わ

く
、
伝
に
曰
く
、

其
の
身
正
し
け
れ
ば
、
令
せ
ず
し
て
行

わ
れ
、
其
の
身
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
令

す
と
雖

い
え
ど

も
従
わ
ず
、
と
。
其
れ
李
将
軍

の
謂い

い
な
り
」「
諺

こ
と
わ
ざに

曰
く
、
桃と

う

李り

言
も
の
い

わ
ざ
れ
ど
、
下し

も

自
ら
蹊

こ
み
ち

を
為
す
、
と
。

こ
の
言
小
な
り
と
雖
も
、
以
て
大
に
喩

う
べ
し
」。

　
太
史
公
と
は
『
史
記
』
に
お
い
て
、

著
者
司
馬
遷
が
自
ら
を
指
す
時
に
用
い

る
彼
の
官
名
で
あ
る
。

　
中
島
敦
の
『
李
陵
』
を
読
ん
だ
こ
と

の
あ
る
読
者
な
ら
、「
李
将
軍
列
伝
」

の
主
人
公
李
広
の
孫
で
あ
る
李
陵
が
対

匈
奴
戦
に
敗
れ
て
降
り
、
匈
奴
の
地
朔さ

く

北ほ
く

に
連
行
さ
れ
た
と
き
、
た
だ
一
人
、

李
陵
を
弁
護
し
、
漢
の
武
帝
の
逆げ

き

鱗り
ん

に

触
れ
、宮
刑
に
処
せ
ら
れ
宦
官
と
な
り
、

『
史
記
』
完
成
の
た
め
、
太
史
公
と
し

て
恥
を
忍
ん
で
生
き
な
が
ら
え
た
こ
と

を
知
っ
て
い
よ
う
。
な
お
、
こ
の
時
、

武
帝
は
「
陵
の
母
妻
子
を
族
し
」
て
い

る
。一
族
皆
殺
し
に
し
た
の
で
あ
る（
参

考
文
献
①
）。

　
李
広
も
ま
た
、
匈
奴
と
の
決
戦
を
果

た
せ
ず
、
大
将
の
衛
青
の
吏
僚
の
詰
問

を
受
け
、
部
下
に
向
か
っ
て
「
而し

か

る
に

大
将
軍
、
ま
た
広
の
部
（
隊
）
を
徒う

つ

し

て
回か

い

遠え
ん

を
行
き
（
遠
回
り
を
さ
せ
）、

し
か
も
ま
た
迷
い
て
道
を
失
う
。
豈あ

に

天
に
あ
ら
ず
や
（
天
命
と
言
わ
ず
し
て

何
と
言
お
う
か
）、
且
つ
、
広
、
年
六

〇
余
な
り
。つ
い
に
ま
た
刀と

う

筆ひ
つ

の
吏（
文

書
作
成
の
木
っ
端
役
人
）
に
対
す
る
こ

と
能
わ
ず
」
と
言
い
放
つ
と
、「
つ
い

に
刀
を
引
き
て
自
ら
剄く

び

は
ぬ
（
自
分
で

自
分
の
首
を
は
ね
た
）」。

　
こ
の
非
運
の
名
将
と
自
ら
の
運
命
を

重
ね
て
、
司
馬
遷
は
「
桃
李
も
の
言
わ

ざ
れ
ど
、下
自
ら
こ
み
ち
を
為
す
」（
桃

や
す
も
も（
李

す
も
も

は
李
広
に
か
け
て
い
る
）

は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
そ
の
花
の
下

は
、
慕
う
人
た
ち
に
自
然
と
踏
ま
れ
て

小
道
が
で
き
る
）
と
万
感
の
敬
愛
の
辞

を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
「
淮
陰
侯
列
伝
」。

　
淮わ

い

陰い
ん

侯
と
は
漢
の
高
祖
の
天
下
一
統

の
業
に
最
も
功
績
の
大
き
か
っ
た
、
戦

闘
指
揮
の
天
才
、
韓
信
を
指
す
。

　
漢
王
劉
邦
と
楚
王
項
羽
が
中
原
に
鹿

を
逐お

っ
て
、
対
決
を
繰
り
返
し
て
い
た

文
章
は
経
国
の
大
業
な
り
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文章は経国の大業なり

時
、
漢
王
の
武
将
と
し
て
別
働
隊
を
率

い
て
項
羽
が
立
て
た
六り

っ

国こ
く

を
征
討
に
向

か
っ
た
韓
信
は
趙
国
を
下
し
た
後
、
大

国
斉
（
今
日
の
山
東
省
）
の
七
〇
城
を

抜
い
て
支
配
下
に
収
め
る
。

　
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
漢
に
大
き
く
傾

い
た
こ
と
に
驚
い
た
楚
王
項
羽
は
使
者

を
韓
信
に
送
り
、
斉
王
と
し
て
自
立
し

て
漢
楚
斉
で
三
国
分
立
す
る
よ
う
勧
め

る
。

　
そ
こ
に
現
れ
た
の
が
謀
士
蒯か

い

通と
う

で
あ

る
。

　
彼
は
項
羽
の
言
に
従
っ
て
斉
王
と
し

て
自
立
し
、
三
国
鼎て

い

立り
つ

せ
よ
と
三
寸
の

舌
を
尽
く
し
て
説
得
す
る
。
曰い

わ

く
「
け

だ
し
聞
く
、天
与
う
る
に
取
ら
ざ
れ
ば
、

反か
え

っ
て
そ
の
殃

わ
ざ
わ
いを

受
く
、
と
」。
ま
た

説
い
て
曰
く
「
野
獣
す
で
に
尽
き
て
猟

り
ょ
う

狗く

享に

ら
る
」（
野
獣
が
い
な
く
な
る
と

猟
犬
は
煮
殺
さ
れ
る
の
で
す
ぞ
）
と
。

　
し
か
し
、
韓
信
は
煮
え
切
ら
な
い
。

　「
後
数
日
、
蒯
通
、
ま
た
来
て
曰
く
。

知
は
決
の
断
な
り
。疑
は
事
の
害
な
り
。

（
知
と
は
決
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
遅

疑
逡
巡
す
る
こ
と
は
物
事
を
害
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
）」。

　
そ
し
て
、
こ
う
締
め
括
る
。「
そ
れ

功
は
成
り
難
く
し
て
敗
れ
易
く
、
時
は

得
難
く
し
て
失
い
易
き
な
り
。
時
に
時あ

う
こ
と
、
再
び
来
ら
ず
」。

　
だ
が
天
才
将
軍
、
韓
信
に
は
権
力
の

論
理
と
心
理
と
力
学
が
わ
か
ら
な
い
。

「
い
や
、
わ
し
に
は
漢
王
に
恩
義
が
あ

る
。
漢
王
も
わ
し
の
事
は
悪
く
遇
す
る

ま
い
よ
」
な
ど
と
甘
い
事
を
言
っ
て
、

「
遂
に
蒯
通
を
謝
す
（
つ
い
に
蒯
通
の

策
を
用
い
な
か
っ
た
）」。

　
漢
の
中
国
統
一
の
後
、
韓
信
は
項
羽

の
本
拠
地
、
楚
に
移
封
さ
れ
楚
王
と
な

る
が
、
韓
信
の
軍
事
的
才
能
を
恐
れ
た

漢
の
高
祖
劉
邦
は
謀
臣
陳ち

ん

平ぺ
い

の
謀

は
か
り

事ご
と

を

用
い
て
楚
に
巡
遊
し
、
詐

い
つ
わ

っ
て
韓
信
を

召
し
て
捕
縛
し
た
。
だ
が
、
高
祖
は
さ

す
が
に
功
績
第
一
の
韓
信
を
誅

ち
ゅ
う

殺さ
つ

す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
位
を
淮わ

い

陰い
ん

侯
に
落
と

し
て
、
帝
都
長
安
に
居
住
さ
せ
た
。

　
韓
信
は
「
日
夜
怨え

ん

望ぼ
う

し
、
居
常
鞅お

う

鞅お
う

と
し
て
」
楽
し
ま
な
い
。

　
そ
し
て
、
や
は
り
高
祖
の
武
将
陳ち

ん

豨き

と
図
っ
て
反
乱
を
策
す
。
陳ち

ん

豨き

が
反
旗

を
翻
し
、
高
祖
が
自
ら
追
討
に
赴
い
た

隙
に
、
長
安
で
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
そ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
を
高
祖
の
后
、
呂り

ょ

后こ
う

に
密
告
さ
れ
、「
呂
后
、
武
士
を
し
て

（
韓
）
信
を
縛
せ
し
め
、
こ
れ
を
長
楽

の
鐘

し
ょ
う

室し
つ

（
長
楽
宮
の
一
室
）
に
斬
る
」。

　「
信
、
ま
さ
に
斬
ら
れ
ん
と
し
て
曰

く
、
吾
、
悔
ゆ
ら
く
は
蒯か

い

通と
う

の
計
を
用

い
ざ
り
し
こ
と
を
。
す
な
わ
ち
児
女
子

の
詐い

つ

わ
る
所
と
な
る
。
あ
に
、
天
に
非

ざ
ら
ん
や
（
悔
い
て
も
悔
い
切
れ
ぬ
の

は
蒯
通
の
計
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と

だ
。
お
か
げ
で
女
子
供
に
た
ば
か
ら
れ

る
羽
目
に
な
っ
た
わ
。
天
命
と
言
わ
ず

し
て
何
と
言
お
う
）」（
参
考
文
献
②
）。

　
小
学
六
年
生
の
私
は
雄
勁
に
し
て
躍

動
感
あ
ふ
れ
る
司
馬
遷
の
文
体
と
と
も

に
、
彼
の
人
間
を
冷
徹
に
剔て

っ

抉け
つ

し
て
ゆ

く
非
情
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
シ
ビ
レ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
時
、
私
は
司
馬
遷
の

文
体
と
と
も
に
、
彼
の
人
間
を
、
人
間

社
会
を
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
を
見
る
眼

を
譲
り
受
け
た
の
だ
と
思
う
。

●
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
司
馬
遷

　
私
は
そ
の
後
、
幾
何
学
の
明
証
性
と

「
無
限
」
の
神
秘
に
魅
か
れ
て
、
数
学

少
年
に
な
り
、
大
学
は
理
科
系
の
学
部

に
進
む
。

　
だ
が
、
四
国
か
ら
東
京
へ
出
て
き
た

田
舎
者
の
私
は
、
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
の
『
野
生
の
思
考
』
と
い
う

書
物
に
出
会
い
、
私
の
大
好
き
な
人
間

と
幾
何
学
精
神
の
美
し
い
結
合
に
驚
嘆

し
、
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、専
攻
を
文
化
人
類
学
と
し
、

英
語
で
書
か
れ
た
民
族
誌
を
読
み
漁
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
私
の
知
的
遍
歴
は
杖
を

文
化
人
類
学
に
立
て
て
、
一
応
の
結け

ち

縁え
ん

灌か
ん

頂じ
ょ
うを

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
担
当
に
採
用
さ
れ
た
私

は
二
〇
代
最
後
の
二
年
間
を
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
高
地
の
イ
ン
ボ
ン
グ
族
の
も
と
で

暮
ら
し
、
石
器
時
代
か
ら
文
明
へ
突
入

す
る
現
場
に
遭
遇
す
る
と
い
う
類
い
稀

れ
な
幸
運
に
恵
ま
れ
る
。

　
だ
が
、
実
は
私
は
イ
ン
ボ
ン
グ
の
民

の
劇
的
変
容
（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）

を
欧
米
の
人
類
学
者
の
眼
で
は
な
く
、

太
史
公
司
馬
遷
の
眼
で
見
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
私
は
二
年
半
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
体
験
を
、
西
洋
流
の
民

族
誌
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地

の
『
史
記
』
と
し
て
『
石
斧
と
十
字
架

―
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
イ
ン
ボ
ン

グ
年
代
記
』
と
い
う
形
で
結
実
さ
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
参
考
文
献

③
）。

　
西
洋
の
人
類
学
者
の
誰
も
成
し
得
な

か
っ
た
、
司
馬
遷
の
眼
で
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
高
地
を
見
る
と
い
う
唯
一
無
二
の
知

的
経
験
が
で
き
た
の
は
、
一
に
か
か
っ

て
、
小
学
校
時
代
に
一
心
不
乱
に
読
ん

だ
『
史
記
』
の
お
か
げ
で
あ
る
。

●
言
葉
の
湧
き
出い
づ

る
泉

　
私
の
言
い
た
い
の
は
こ
う
い
う
こ
と

だ
。

　
私
が
小
学
生
の
時
に
英
語
で
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア
全
集
を
読
み
、
そ
の
名
句
が

口
を
つ
い
て
出
る
ほ
ど
に
親
し
ん
で
い

た
な
ら
、
私
は
今
頃
、
英
語
で
著
作
や
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論
文
を
書
い
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
だ
が
、
私
が
読
ん
だ
の
は
漢
文
で
、

司
馬
遷
の
『
史
記
』
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
回
限

り
の
体
験
で
あ
る
。
人
は
人
格
形
成
期

の
少
年
時
代
を
二
度
生
き
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
と

て
も
有
り
難
い
こ
と
だ
と
も
思
っ
て
い

る
。
私
が
今
、
こ
う
し
て
、
塩
田
イ
ン

ボ
ン
グ
曼
荼
羅
を
紡
ぎ
上
げ
つ
つ
あ
る

の
も
、
司
馬
遷
先
生
に
私し

淑し
ゅ
くし

た
お
か

げ
だ
と
思
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
中

学
に
入
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
や
ト
ル
ス
ト

イ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
そ
し
て
ポ
ー
と
出
遭
う

こ
と
に
な
る
の
だ
が
）。

　
日
本
で
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代

の
武
士
階
級
は
漢
文
で
知
的
精
神
的
自

己
形
成
を
行
っ
た
。
そ
の
系
譜
は
明
治

以
降
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
日
本
の

近
代
文
学
や
近
代
思
想
形
成
の
母
胎
と

な
っ
た
。

　
私
は
鷗
外
や
中
島
敦
に
我
が
精
神
的

血
族
を
見
い
だ
す
。

　
彼
ら
の
文
体
そ
し
て
人
間
と
人
間
社

会
と
そ
の
歴
史
を
見
る
眼
は
明
ら
か
に

少
年
時
の
漢
文
教
育
を
通
じ
て
獲
得
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
同
じ
経
験
を

し
た
私
に
は
よ
く
わ
か
る
。

　
ド
イ
ツ
語
を
巧
み
に
操
っ
た
と
言
わ

れ
る
鷗
外
も
彼
の
小
説
は
ド
イ
ツ
語
で

は
な
く
、
漢
文
を
礎

い
し
づ

え
と
す
る
日
本
語

で
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。そ
れ
は
、

彼
の
最
高
最
深
の
思
索
は
日
本
語
で
し

か
言
い
表
し
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。『
高

瀬
舟
』
や
『
阿
部
一
族
』
に
脈
打
つ
情

操
は
日
本
語
以
外
の
何
語
で
語
り
得
た

と
い
う
の
か
。

　
最
近
読
ん
だ
、
近
代
日
本
の
生
ん
だ

最
高
の
数
学
者
、
岡
潔
と
の
対
談
に
お

い
て
、
小
林
秀
雄
は
文
章
の
秘
法
を

語
っ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　「
私
み
た
い
に
文
士
に
な
り
ま
す
と
、

大
変
ひ
ど
い
ん
で
す
。
ひ
ど
い
と
い
う

こ
と
は
、
考
え
る
と
い
う
よ
り
言
葉
を

探
し
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
の

で
す
。
あ
る
言
葉
が
ヒ
ョ
ッ
と
浮
か
ぶ

で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
言
葉
に
は
力

が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
言
葉
を

生
む
ん
で
す
。（
略
）
ヒ
ョ
ッ
と
言
葉

が
出
て
き
て
、
そ
の
言
葉
が
子
供
を
生

む
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
文
章
に
な
っ

て
い
く
。（
略
）
そ
れ
く
ら
い
言
葉
と

い
う
も
の
は
文
士
に
は
親
し
い
の
で
す

ね
。」（
参
考
文
献
④
）

　
こ
こ
に
は
、
人
間
と
言
葉
に
関
す
る

非
常
に
深
遠
な
真
実
（
透
察
）
が
語
ら

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
日
本
の
古
代

か
ら
脈
々
と
流
れ
て
い
る
言こ

と

霊だ
ま

観
が
語

ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
ヒ
ョ
ッ
と
言
葉

が
出
て
き
て
、
そ
の
言
葉
が
子
供
を
生

む
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
文
章
に
な
っ

て
い
く
。」
近
代
日
本
の
言
葉
遣
い
の

達
人
の
一
人
で
あ
る
小
林
秀
雄
は
自
分

の
文
章
生
成
の
秘
密
を
そ
う
語
り
明
か

し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、

文
士
は
言
葉
に
親
し
く
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
問
題
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
自

己
形
成
を
行
っ
た
母
国
語
以
外
の
外
国

語
が
「
言
葉
が
子
供
を
生
む
」
ほ
ど
に

「
親
し
い
」
も
の
に
な
り
得
る
か
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
で
き
る
の
な
ら
、

外
国
語
で
書
く
こ
と
も
大
い
に
結
構
だ

ろ
う
。

●
創
造
的
知
の
構
築
の
た
め
に

　
二
〇
世
紀
最
大
の
経
済
学
者
、
シ
ュ

ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
革
新

は
異
質
な
エ
レ
メ
ン
ト
の
新
結
合
か
ら

生
じ
る
。

　
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
に
始
ま
る
古
典
派
経
済
学
に
合
体

さ
せ
る
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学

者
の
夢む

寐び

に
も
想
い
描
け
な
か
っ
た
知

的
荒あ

ら

業わ
ざ

に
よ
っ
て
、
空
前
絶
後
のtour 

de force

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
の
さ
さ
や
か
な
経
験
も
、
太
史
公

の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
小
な
り
と
い
え

ど
も
、
以
（
っ
）
て
大
に
喩
う
べ
し
」

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
が
、
東
洋
に
生
を
享う

け
た
人

間
が
、
西
洋
出

し
ゅ
っ

来た
い

の
学
問
に
取
り
組

む
意
義
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
れ
ゆ
え
、「
世
界
に
向
け
て
発
信

す
る
た
め
に
は
英
語
で
書
か
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
の
は
本
末
転
倒
の
議
論

だ
と
思
う
の
だ
。

　
少
な
く
と
も
、私
は
網
野
善
彦
の『
無

縁
・
公
界
・
楽
』
以
後
の
日
本
の
人
文
・

社
会
科
学
書
に
「
世
界
発
信
」
に
値
す

る
業
績
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

か
く
語
り
き
』
と
双そ

う

璧へ
き

を
成
す
一
九
世

紀
最
大
の
思
想
書
『
資
本
論
』
を
カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
。

そ
の
時
、
マ
ル
ク
ス
は
ロ
ン
ド
ン
に
亡

命
し
て
ま
も
な
く
二
〇
年
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
し
お
た

　
み
つ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
貧
困
削
減
・
社
会
開
発
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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