
Title E・ズルツ著 快楽の礼讃
Sub Title The praise of pleasure philosophy, education, communism in More's Utopia, 1957 by Edward

Surtz, S. J.
Author 渡辺, 和一郎

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1960

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.53, No.2 (1960. 2) ,p.195(77)- 201(83) 
JaLC DOI 10.14991/001.19600201-0077
Abstract
Notes 書評及び紹介
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19600201-

0077

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


J
a
n
n
a
r
.

 

1905. 

(
s，

31)

(

A
 E

b
s
d
a
.

 

(s. 33)

(

5〕
A
k
t
e
i
m
o
t
i
z

 

d
e
s

 

F
O
H
Z
e
i
d
l
r
e
c
t
i

 

E
c
k
h
a
r
d
t
.

 

CBerlin, 

E
D
J
a
e
y
M
a
i
M
9
0
7
)

 

'

,

(

6)

«
e
r P

o
I
i
z
e
i
prSsident 

in 

werlin, 

Abteiltmjar 

1
,

s
 

.
d
e
n

 

M
i
n
u
t
e
r

 

d
e
s

 

I
i
r
n
e
m
,

 

B
e
r
l
i
n
,

 

2
6
,

 N
o
v
e
m
b
e
r

 

1907.. 

(ss. 

65-66)

(

7
.

〕

o
®
H

polizeiprssident.in .Berlin, 

A
b
t
e
i
l
u
n
g

 u
r
a
n
.
d
e
n

 

.Director 

.des.-. .
P
O
H
Z
a
d
e
p
a

a-elaellts :
1
m
,

 '■
Ministerium. 

d
es 

I
n
n
e
s

 i
a

 P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
” B

e
r
l
i
n

 6. 

D
e
z
e

日b
e
r

 1907. 

(s. 

69) 

(

8) 

B
r
i
e
f

 d
e
s

 

russlsclien 

E
n
l
g
r
a
n
t
e
n

 

N
a
s
o
H
f 

a
n

 e
i
n
e
n

 

n
i
cht 

g
e
n
n
a
n
t
e
n

 

E
m
p
f
S
n
g
e
r
,

 

v
o
r

oqe
f
u
n
d
e
n

 
l>ei 

d
e
m

 

R
u
s
s
e
n

 

T
s
c
M
t
s
e
h
e
r
i
n
,

 Zurich, 

5
.
I
D
e
z
e
m
b
e
r

 

1
9
0
7
. 

(s. 77)

.

七
六
.

(

一:
九
四)

，

'
:
. 

. 

■ .一
：

:
..:1
..
'.
.
.
-

.

{
3 

i

s 

den K
i
r
t
a
g
s
r
e
d
e
n

 dea A
b

oqeordneten Fritzen

u
np.desweicioskaluzl

o'rs 
v
§ 

BC5
1
0
W 

a
m

 6, d
e
z
e
m
b
e
r

 1905.

.(s. 

9
3
.

c1 0
> E

b
e
n
d
a
.

 

(s. 

96)

cll) 

A
u
s

 

der 

Keiclistagsreden 

des 

Abgeordnetep 

Bebel 

a
m

 I
r
D
e
z
e
&
e
r

 
1
P

S

S

. 

10T
10I>

(

12) 

Ebenda. 

(

(»
• 102)

(

13) 

E
b
e
n
d
a
.

 

(s. 

1Q3)

(

14) 

N
o

c+izen des Keichskanzlers

<50n

 

wiilow 

30, Oktoker 

M
i
. 

(SS.129

丨130)

(

15) 

D
e
r

 

. 

Justizminister 

a
n

p-
e
n rotaatss

tDkretsr 

des 

Reichsjustizamts, Berlin, 

M
6
. 

Januar 1906. 

(s. 157)

-
1 
一
 
九
5£
九

.

.ニ

7

1 .

五

-

E
:
ズ
ル
ッ
著

『

快

楽

の

礼

讃

』

(The Praise of Pleasure

PMosooiiyv Education, &

 Conmiiinlsm 

in M
o
r
e

w*utopia, 

1957 

b
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 E
d
w
a
r
d

rourtz,
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♦ 

J
o

t

_
^

. 

.

.

.

.

. 

, 

,
•
.

■'
色
々
な
角
度
か
ら
の
ト
マ
ス
•モ
ア
の
研
^
が
あ
る
。
.文
人
、
法
律
家
、
政
觀 

家
と
い
ぅ
経
歴
の
賑
や
か
さ
に
加
え
て
、
そ
の
時
代
が
ル
ネ
サ
ン
ス
.と

^
罾
⑨ 

革
の
交
錯
す
る
時
代
、
経
i

に
は
原
始
的
資
本
の
蓄
積
、
政
治
的
に
は
絶
対 

主
義
王
制
の
成
立
す
る
時
代
、
し
か
も
そ
の
全
て
の
議
が
モ
ア
の
作
ロ
叫
に
と 

け
こ
ん
で
い
る
た
め
、
考
察
者
の
み
る
立
場
に
よ
り
角
度
に
よ
っ
て
ト
マ
ス
.
. 

モ
ア
の
姿
は
色
々
に
変
貌
す
る
，.
そ
こ
に
は
過
渡
期
の
歴
史
を
生
き
だ
人
を
理 

解
す
る
i

さ
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
モ
ア
の
研
能
に
あ
た
っ
て
過
去
の
豊
か 

な
文
献(

例

え

ば

目

S
M
O
H
e
a
J
L
a
e

が
示
す
よ
ぅ
に)

の
中
か
ら
細 

心
に
多
角
的
な
モ
ア
の
侧
面
を
一
つ
宛
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
1

成
し
て
ゆ 

く
必
要
が
あ
る
、
そ
の
意
味
で
過
去
の
荦
労
作
を
ふ
り
返
り
そ
の
中
でS

&
Z

 

の
義
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
。
先
ずK

.
K
a
u
t
s
k
y
t

 T
h
o
m
a
s

 M
o
r
e

書

評

及
び

m
介

I
 Sein© Utopie

ミ

(

1
800
7)

ば
近
代
社
会
主
義
.の
先
駆
者
と
モ
ア
を
み 

る
こ
と
に
よ
り
、、社
会
経
済
史
盼
置
取
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。

一
歩
そ 

の
分
析
を
進
め
て
モ
ア
.を
ロ
ン
ド
ン
市
民
層
の
代
表
と
規
定
し
た
の
は
、
W
* 

A
m
e
s

:,Citizen T
h
o
m
a
s

 

M
o
r
,o
>an

d

 M
s

 Utopia 
ミ(1949)

で
あ 

る
。:'
:市
民
モ
ナ
め
意
妹
す
る
内
容
が
更
に
明
ら
か
に
.さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ 

ら
が
モ
7
の
-
.
,

「

ユ，：ト
t
ヒ
ア」

に
研
究
の
焦
点
：を
置
く
に
と
ど
ま
る
に
対
し
、
 

K
，

匀•
c
h
a
m
b
e
r
s

 

s 

T
h
o
m
a
s
M
o
r
e

 

2 (1935)

は
周
到
な
モ
ア
の
ほ
| 3 

と
し
で
貴
重
で
あ
る
。
文
学
，的
な
研
统
と
し
て
.

「

.ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

の
創
作
過
程 

を
綿
密
に
跡
*つ
け
て
、
モ
ア
の
思
想
を
篼
明
し
よ
う
と
す
るJ.w. Hesrter 

- M
o
r
e

M*U
t
o
p
i
a

ゴ

(
1952)

の
労
作
が
-あ
る
。

こ
こ
に

と
り
あ
げ
るE. 

Surtz 

s 

T
h
e

 Praise of 

Pleasure 
^

も
文
学
史
的
な
方
法
に
よ
り
、

.副
題
で
分
る
よ
う
に
/「

.ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

の
教
育
、
学
問
論
を
主
題
に
特
殊
研
究 

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は「

ユ
ト
ゥ
。ヒ
ア」

第
二
部
第
六
章
の 

快
楽
論
、
学
問
論
に
含
ま
れ
る
思
想
史
的
系
譜
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
そ
の
根 

.抵
を
な
す
思
想
構
造
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
。
勿
論
そ
れ
は「

ユ
ト
ゥ
.ピ
ア」 

、の
あ
.る一

.面
を
解
明
す
る
.に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

研
究
の
新 

し
い
方
向
を
I7K
唆
す
る
も
の
と
し
て
.そ
の
意
義
は
大
き
い
。
も
っ
と

も

そ

の

基 

礎

に

は

w
. Lupton. A

u
topia

ミ

(

10 0
9
5

)

.の
古
典
的
な
脚
法
が
支
え 

と
な
？
て
い
る
襄
は
見
過
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
尚
わ
が
国
に
お
い
て
も
最
近
小 

冊
子
.な
が
ら
沢
囹
昭
夫
著「

ト
マ
，ス
..
モ
ア」

Q
§

の
労
作
を
得
た
。
従 

来
不
&

な
く
ら
い
閑
却
さ
れ
て
、い
た「

法
の
人」

モ
ア
と
い
う
鋭
い
視
点
が 

ら
分
析
が
.試
み
ら
れ
、
モ
ア
の
全
作
品
を
全
て
原
語
で
と
い
う
当
然
な
が
ら
堅

七

七

C
1

九
五)



実
な
追
求
の
姿
勢
が
視
先
る
。
-n
n
モ
シ
'
‘
'pi
;
!-
办
人
：

J

モ
允
が
更
ぱ
鮮
が
な 

浮
彫
に
さ
れ
る
の
を
期
待
し
だ
.い
。
il
く
モ
ア
の
研
究
が
わ
が
国
で
.も
地
に
.っ 

い
て
き
た
と
言
え
よ
う
。:y

.
E. Suitz ?

T
h
e

 Praise of pleasures.

が

.— !
ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

' 第
二
ぃ

i

六
章
の
個
別
研
究
の
性
格
を
も
つ
意
義
を
述
べ
た
が
、
本
書
の
内
容
は
三 

部
に
分
れ
る
。
快
楽
論(

一
一
章—
七
#)
.教
育
学
問
論
へ
八
章—

十
ニ
胄)

お 

ょ
び
共
産
主
義
論C

十
三
章—

十
五
章)

，で
あ
る
。
.い
さ
さ
か
人
の
意
表
を
つ
. 

く

「

快
楽
の
礼
讚J 

.とい
$
題
名
は
、「

ユ
ト
ゥ
：ビ
ブ
人
の
考
え
が
、
快
楽
を 

弁
護
す
る
人
々
、
’つ
ま
り
人
間
の
幸
福
.の
•ほ
ど
ん
ど
す
ベ
て
は
快
楽
.に
あ
る
と 

す
る
人
々
の
考
え
に
、
あ
ま
り
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
ょ
う
に
思
わ
れ
る」

と
い 

う
快
楽
論
の
説
き
起
こ
し
か
ら
き
て
い
る
の
は
^
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ 

は
、
モ
ア
の
親
友H

ラ
.ス
ム
ス
の
.F

痴
愚
神
礼
讃」

E
n
c
o
m
i
u
m

 
Moria

©. 

に
因
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
モ
ア
家
滞
注
中
に
書
か
れ
モ
ア
に
捧
げ
ら
れ
た 

「

痴
愚
神
礼
讚」

は
、
溢
れ
る
ば
か
.り
の
諷
刺
と
諧
謔
で
社
会
を
|

に
批
判 

し
た
点
、
モ
ア
の
：

「

，ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
諷
刺
と
諧
謔 

の
は
な
や
か
さ
K
惑
わ
さ
れ
て
真
意
を
理
解
し
難
い
点
で
も
良
く
似
て
い
る
。
 

.こ
の
ょ
う
な
^
情
か
ら
著
者
は
エ
ラ
ス
ム
ス
の
書
名
を
も
じ
っ
て

「

^ :

罾
の
礼 

f
f
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
内
容
を
三
部
に
分
け
て
概
観
す
る
こ
と
に 

し
よ
V
P
O

「

ュ
ト
ゥ
ピ
ア」

解
釈
の
中
で
、し
ば
し
ば
躓
き
の
石
と
な
る
の
が
快
楽
論
で

あ
る

.0
/
:全
て
'の
幸
福
は
快
楽
に
あ
る
と
.い
う
考
.え
を
支
持
す
る
ユ
ト
ゥ
ピ
ア
人 

:

は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
徒
'と
受
げ
ど
れ
よ
う
0
で
は
モ
ア
は
快
楽
主
義
の
哲
学
を
. 

「
：

ユ，
"

1

ゥ
ピ
ア」

.で
説
い
た
：の
で
あ
ろ
う
か
？
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
：0
こ 

こ
に
巧
み
に
説
が
れ
た
モ
ア
の
倫
理
学
が
存
莅
す
る
の
で
あ
る
。
快
楽pleas

丨
 

ure 

(
=uol

l
l
p
t
a
s
>

は
本
来
身
体
や
感
覚
の
.快
楽
を
意
味
す
る
も
の
で
あ 

る
が
'
広
義
に
は
心
身
両
面
の
快
楽
を
も
含
む
も
の
で
あ
：っ
た
。
し
か
しjoy 

(laetitia)

や

gladness (=
g
a
u
d
i
u
m
)

は
身
体
の
快
楽
に
は
用
い
ら
れ 

な
か
っ
た
。
こ
の
言
葉
の
用
法
は
ヒ
，

1

丨
マ
ニ
ス
ト
達
に
と
っ
て
身
近
か
な
も 

の
で
あ
っ
た
に
想
理
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
モ
.
.ア
は

cloluptas

に
最
高
の
価
. 

値
を
お
く
ユ
ト
ゥ
ピ
ア
人
を
好
ん
で
描
い
た
。
こ
れ
は
a
o
lCJ
p
t
a
w
で
最
初
に 

読
者
の
注
意
を
ひ
き
つ
：け
、身
体
の
快
楽
の
納
得
し
や
す
さ
か
ら
説
き
始
め
て
、
. 

心
身
と
も
に
快
楽
を
感
ず
る
ご
と
の
良
さ
に
説
き
及
ぼ
し
、
快
楽
こ
そ
人
間
幸
. 

福
の
本
質
で
あ
り
、
快
楽
の
な
か
で
罾
畠
の
も
め
は
心
の
快
楽
で
あ
る
か
ら
、
 

結
局
は
心
の
快
楽
が
幸
福
め
本
質
で
あ
る
と

論
ず
る
。
こ
と
ま
で
く
れ
ば
快
楽 

は
美
徳v

i
r
t
u
e

と
一
致
す
る
も
の
と
な
る
。u

o
l
u
p
t
a
s

の
内
容
が
い
つ
の 

間
に
か
高
め
ら
れ
た
の

で

ぁ

る

.。

子

ト
ゥ
ピ
ア
人
の
奉
ず
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
哲 

学
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
.っ
た
。
モ
ア
が
快
楽
の
哲
学
を
論
じ
た
®

に
は
、
 

実
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
思
想
の
復
活
が
あ
っ
た
。

.中
世
を
逋
じ
て
久
し
く
工
ピ
ク
'ロ
ス
：’の
哲
学
は
そ
の
亜
流
の
エ
'ピ
キH

リ
ア 

ン
達
と
混
同
さ
れ
誤
解
さ
れ
て
き
た
が
、
漸
く
十
五
世
紀
の
初
め
に
は
デ
ィ
オ 

ゲ
ネ
ス

.
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
スQ

i
o
g
e
n
e
s

 L
a
e
r
t
i
o
s
)

の

「

哲
人
^」

が 

A
m
b
r
o
g
i
o

 T
r
a
v
e
r
s
a
l
!

の
.手
で
ラ
テ
ン
^'
さ
れ
広
く
読
ま
れ
た
。「

哲
人

伝」

の
第
十
卷
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
虫
涯
と
学
説
を
収
め
た
も
の
で
、
こ
れ
が
.エ

ピ
ク
ロ
ス
の
理
解
を
著
し
く
促
し
た
。
ィ
タ
リ
ア
の
ヒ
ュ

1
マ

_
1ス
ト
、
ヴ
ア

ラ

p
o

r
e

n
z

o

 

v
a

l
l

a
)

の

「

快
楽
と
真
実
の
善」

b

e

d
o

l
u

p
t

a
t

e

 

p

o

.

v
e
r
o
b
o
n
o

 (1431)

に
'は
、
そ
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ド
ィ
ッ
の
ニ
コ
ラ
.

ウ
ス

•
ク
サ
ヌ
ス

(Nieholaus c
u
s
a
n
u
s
)

は
エ
ピ
ク
ロ
ス
を
エ
ピ
キ
ュ
リ

ア
ン
か
ら
差
別
し
よ
う
し
た
ど
と
に
、
工
ピ
ク
ロ
ス
の
復
活
が
感
じ
ら
れ
る
0
-

.

北
方
ヒ
ュ
I
マ
二
，ス
ト
へ
の
ヴ
ァ
ラ
.の
影
響
は
容
易
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
.

ヴ
ァ
デ
に
よ
っ
てH

ピ
ク
ロ
ス
ば1

層
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ー
ス
ト
に
親
し
文
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
：こ
と

.は
彼
の「

対
話
集」

.

. 

.

■

: 

Colloquia 
に
入
っ
て
い
る
-Th

e

 Conte

日p
t
o
f

 the w
o
r
l
d
s

 :
T
h
e

Epicurean 

2，が
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
ト
マ
ス
*
.モ
ア
も
、

エ
ラ
ス
ム
.ス 

同
様
に「

哲
人
伝」

をT
r
a
v
e
r
s
a
l

の
翻
訳
で
読
み
、
.ヴ
ァ
ラ
の
著
作
：に
よ 

っ
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
つ
い
て
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
0「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

に 

名
前
の
み
え
る
ア
メ
リ
ゴ
，
ヴ
ェ
ス
プ
ッ
チ
^

^

®

y
®
g
p
§
2.
の
^
行 

記
に
も
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
再
認 

識
は
、
そ
の
快
楽
説
が
肉
体
的
快
楽
よ
り
も
精
神
的
に
静
が
な
快
楽
を
尊
ぶ
も 

の
.で
あ
り
、
そ
れ
は
長
い
間
の
誤
解
を
解
く
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
が 

 ̂Th
e

 E
p
i
c
u
r
e
a
n

ご

の
中
で
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
_
よ
り
大
い
な
.る
エ
ピ 

キ
二
リ
ア
ン
は
い
な
い
と
説
き
、

モ
ア
が
.

「

ュ
ト
ゥ
ピ
ア
.
1~で
快
楽
を
論
ず 

る
の
は
' 
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ク
ロ
ス
理
解
.に
基
づ
い
て
1>
る
。

又
、
..モ
ア
は 

「

..
ユ
ト
ゥ
ピ
ア
1-
の
登
場
人
物
ヒ
ュ
ト
ロ
デ
ウ
ス
に
、

セ
ネ
カ
と
キ
ケ
ロ
を
唯 

一
の
読
む
に
値
す
る
ラ
.テ
..ン
作
家
と
言
わ
せ
て
ぃ

る
が
、
そ
の
セ
、不
カV

は
土
ピ

書

評

及
び
紹
介

クa

ス
9
快
楽
が
美
徳
と
密
接
不
離
な
も
の
で
あ
る
め
に
、
ェ
ピ
ク
ロ
ス
の
徒 

が
エ
ピ
ク

ロ
ス
の
快
楽
が
如
何
に
真
剣
な
も
の
で
あ
る
か
を
悟
ら
な
い
と
指
摘 

し
て
い
る
。
モ
ア
はH

ピ
ク
ロ
ス
の
理
解
を
セ
ネ
.ヵ
に
も
食
っ
て
い
た
と
|
ロ
え 

よ
う
。
し
か
し「

ユ
ト
ゥ
ピ
，ア」

の
書
か
れ
た
頃
、
ェ
ピ
.ク
口
ス
は
決
し
て
好 

»
の
目
で
.迎
え
ら
.れ
る
思
想
家
で
は
な
く
、

一
般
に
は
誤
解
に
.っ
つ
ま
れ
た
快 

楽
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
. 

'

モ
ア
.は
C
の
事
情
を
逆
用
し
て
身
体
の
快
楽
か
ら
心 

の
快
楽
べ
と
自
己
の
倫
理
学
を
展
開
し
た
。.
で
は
ェ
ビ
ク
P
ス
は
モ
ア
の
思
想 

と
一
.致
し
た
の
か
。

ユ
ト
ゥ
ピ
ア
A
は
.エ
ピ
‘ク
ロ
ス
の
否
定
す
る
.霊
魂
.の
不 

減
、
.神
の
摂
理
、
来
世
に
お
け
る
因
果
応
報
を
信
じ
て
い
る
。
快
楽
と
美
徳
の 

.

1

致
と
い
う
エ
.
.ピク
ロ
ス
の
考
え
を
、
ェ
ラ
ス
ム
ス
は
快
.楽
と
信
仰
の
一
致
と 

改
め
な
け
れ
ば
お
さ
ま
り
’が
っ
か
な
か
っ
た
。
モ
ア
に
あ
っ
て
も
快
楽
は
.人
生 

.最
高
の
価
値
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
神
の
信
仰
と
一
致
す
る
も
の
で
な
け 

.れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
思
想
上
の
想
趣
は
1あ
る
に
せ
よ
、

ェ
ピ
ク
ロ
ス
が
モ
ア 

を
始
め
と
す
る
，ヒ
ュ
1
マ
ー
一
ス
ト
達
に
強
く
訴
え
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
タ 

宗
救
.の
も
つ
欺
瞞
や
迷
信
を
嫌
恶
し
、
飽
く
な
ぎ
挑
戦
を
し
た
ェ
ピ
ク
ロ
ス 

が
、
ヒ
ュ
1
マ
一一
.ス
ト
の
心
を
捉
え
た
.の
で
あ
っ
た
。

二
ピ
ク
.ロ
ス
の
反
宗
教 

的
性
格
を
、
土
ラ
：ス
.ム
'ス
と
共
に
モ
ア
，が
訳
出
し
.た
.こ
と
め
あ
る
ル
キ
ア
ノ
ス 

が
強
調
し
て
い
る
の
は
そ
の
間
の
拿
情
を
う
か
が
.わ
せ
る
も
の
.で
あ
る
。

「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア

」

に
受
け
継
が
れ
た.'
'.ェ

ピ

ク

ロ

ス

の

遺

産

の

思

想

史

的

賺 

は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
快
楽
に
も
真
実
の

: %

の
と
虚
妄
の
も
：の
と
が

.あ
り
、

. 

ユ
ト
ゥ
ピ
ア
人
は
そ
れ
を'識
別
す
，る
基
準
を
体
得
し
て
い
る
。：
こ
の
真
偽
を
見 

分

け

る

尺

度

に

よ
'?
:

て
、「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア,-
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
び
こ
る
虚
妄

. 

七

九

(
一

九
七)



の
：快
楽
を
®

し
養
判
す
令
富
へ
の
渴
望
に
と
り
づ
が
れ
た
社
会
、
.賭

博

：
 

に
.血
迷
：？
た
世
の
中
等
。、
当
時
の
ョ
.レ
.,
ロ
,ツ
バ
が
諷
刺
の
対
象
と
さ
れ
た
あ
.

と
、「

ユ

ト

.ゥ

ピ
ア」

に
お
け
る
真
の
快
楽
が
示
さ
れ
る
。
そ
.こ
で
は
五
官
の 

快
楽
も
軽
蔑
さ
れ
ず
そ
れ
な
り
に
正
し
い
位
置
に
評
価
さ
れ
る
が
、
身
体
の
快 

楽
で
は
五
官
の
快
楽
ょ
り
健
康
が
尊
ば
れ
る
。.一

方
心
の
快
楽
も
、
真
理
を
知 

る
快
楽
と
美
徳
を
実
行
す
る
快
楽
と
か
ら
成
り
立
ち
、
ユ
ト
ゥ
.ピ
ア
入
が
最
高 

の
偭
値
を
お
く
の
は
後
者
で
あ
る
。
即
ち
陕
楽
：€»
.中
に
も
醫
的
序
列

i

:

り
、
そ
れ
が
ョ
ー
ロ
：ッ
。

c

の
現
状
批
判
の
尺
度
と
な
？
て
ぃ
る
訳
で
ぁ
る

o
v■
.

ユ
ト
ゥ
ピ
ア
の
快
楽
.の
哿
学
は
、
ョ
.丨
ロ
ッ
パ
を
道
徳
的
頹
廃
へ
お
い
こ
む 

鹿
妄
め
快
楽
と
ほ
厳
し
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ユ
ト
ゥ
ピ
ア
入
が
こ
の 

よ
.ぅ
に
虚
妄
の
快
楽
を
僧
み
、
；真
実
.の
快
楽
を
学
ぶ
の
は
、
教
#
と
良
き
文
学 

や
学
問
に
よ
る
も
の
で
.あ
る
と
ヒ

,-
1
.ト
'
^
.
デ
ウ
ス
.は
主
張
す
る
。

.ユ.

.トゥ
'ピ
ア 

で
は
何
よ
り
も
子
弟
の
教
育
が
尊
重
さ
れ
正
し
ぃ
批
判
の
'原
理
が
教
:̂
.と
'ま
れ 

る
。
人
間
よ
り
も
黄
金
を
重
ん
ず
る
ョ
ー
.ロ
.'
'
'ッパ
.と
は
好
对
照
で
あ
る
。
プ
チ 

ト
ン
は
教
育
を
或
る
偉
大
な
る
も
の
と
呼
び
、
エ.ラ
ス
ム
X
は
教
育
こ
そ
あ
ら 

咴
る
美
徳
を
生
む
も
の
と
説
い
た
が
、

.

「

ユ
ト
'ゥ
ピ
ア」

に
み
る
教
育
の
重
視 

は
そ
の
よ
ぅ
な
.思
想
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
当
時
ィ
ギ
リ
ス
の
ジ
ヱ
ン

• 

ト
ル
マ
ン
.，は
、
学
問
や
教
育
に
む
し
ろ
^

で̂
、
m
.〒
，に
文
申
を
学
ば
せ
る
位 

な
ら
首
を
絞
め
殺
し
た
方
が
ま
し
だ
と
放
言
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
を
嘆
か
せ 

て
い
.る
よ
う
な
文
献
も
残
っ
て
い

る

。

.こ
の
.社
会
的
雰
囲
気
に
対
し
モ
ア
は

.
A
d(

1

九
八)

2
ト
ゥ
^
ア」

に
よ
.っ
て
^

学̂
問
の
尊
重
を
唱
え
た
の
で
あ
る
0-
:と
こ
ろ
で 

「

ユ
.ト
ゥ
.ピ
ア」

o;
教
育
学
問
論
は
如
何
な
る
も
め
で
あ
る
が
。
へ.そ
れ
ば
快
楽 

論
を
中
に
は
さ
ん
ヤ
前
鞮
の
ゴ
箇
所
に
逮
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
ま
た 

一「

っ
に
分
れ
る
。「

第
：
'の
部
分
は
.ユ.
Kゥ
ピ
ア
人
独
自
の
力
で
発
見
し
^
^
識 

の
紹
介
で
、
同
時
に
七
れ
は
ョ
，l

pッ
。ハ
の
ス
口
ラ
学
派
べ
の
痛
烈
な
諷
刺
と 

な
っ
て
い
る
。;第
二
の
部
は
、
.ヒ
ー
-
ト
口
デ
ウ
ス
：が
新
た
に
.ユ
ト
ゥ
ピ
ア
人
に 

.教
え
て
、
盛
ん
に
：今
学
ば
れ
っ
っ
あ
る
ギ
リ
グ

ャ
.の
学
問
の
紹
介
で
あ
る
が
、
 

こ
.れ
は
ト
.マ
ス
''
:
モ
ア
が
提
案
す
る
人
文
主
義
的
な
教
育
^

1
と
み
る
べ
き 

も
の」

で
あ
'づ
た
。
宴
す
る
幕

.

「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

：の
学
問
論
ば
、
：
ろ
コ
ラ
学
派
を 

批
判
し
ぞ
れ
に
代
る
改
素
を
示
す
.の
が
狙
い
で
あ
る
。
先
ず
ユ
ト
ゥ
。ヒ
ア
人 

が
自
ら
の
力
で
習
得
し
た
知
識
に
っ
い
て
見
る
に
、
.そ
の
学
問
的
水
準
は
算 

,術
、
幾
何
、
.天
文
学
お
よ
び
音
楽
に
お
い
て
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
め
質
子
者 

に
匹
敵
す
る
。
特
に
天
文
学
に
は
秀
い
で
て
い
る
け
れ
ど
も
決
し
て
貞
術
の 

、
如
き
做
非
科
学
に
陥
っ
た
り
、は
.
.しな
い
。：
モ
ア
が
天
文
学
の
話
を
好
，ん
だ
と
い 

ぅ
事
実
と
ョ
！ 
口
ッ
パ
に
霄
す
る
占
星
術
へ
.の
非
難
を
矿
映
し
て
い
る
。
又 

上
述
：の
西
種
の
.学
問
は
プ
ラ
ト
ン
の
尊
ぶ
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
以 

上
.の
分
野
で
' は
霸
す
べ
き
古
代
の
哲
学
者
に
さ
え
遜
色
の
’な
い
ユ
ト
ゥ
ピ
ア 

人
も
、
論
理
学
と
な
る
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
論
理
学
者
に
及
.び
も
っ
か
な 

い
。
な
ぜ
な
.ら
制
限
、
拡
大
、
.
.
' 
小
論
理
学
、
或
い
.は
第
一
：一
.普

適

概

念

と

言

っ

た 

こ
と
.を
考
案
し
た
中
世
の
論
理
学
を
ユ
ト
ゥ
ビ
ア
人
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
こ 

で
古
代
の
哲
学
者
と
新
し
い
論
理
学
者
と
が
対
f

に
述
べ
ら
れ
た
の
が
注
意 

さ
れ
る
‘
。
' 
新
し
い
論
理
学
の
精
徽
を
極
め
る
発
展
に
は
及
び
も
っ
か
な
い
と
言

m

觀

う
裏
に
.は
、
徒
ら
に
：枝
*

^
の
中
で
議
論
を
も
て
あ
そ
び
、
柚
象
と
か
普
遍
. 

と
い
っ
た
概
念
に
こ
っ
て
、
現
胄
に
重
荽
な
具
豸
な
問
罾
を
処
理
す
る
㈱
カ 

を
失
っ
た
ス
コ
ラ
学
派
へ
の
冷
笑
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
現
実
の
問
題
に
と
り 

く
む
に
は
古
代
の
哲
学
者
の
教
克
た
知
識
で
充
分
で
あ
り
、
ュ
ト
ゥ
ピ
ア
人
は 

そ
れ
を
泡
分
の
力
で
体
得
し
て
い
る
と
い
う
訳
で
あ
る
0
.ョ
I
 

ロ
.

ッ
。ハ
の
ス
コ 

ラ
学
派
の
f

が
、
空
虚
で
複
雑
怪
奇
な
論
議
に
よ
り
^

V

の
子
弟
の
教
育
を
' 

損
い
そ
の
成
長
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
ト
マ
ス
.
•モ
ア

の

批

判

で

あ

.
っ 

た
。
だ
が
モ
ア
の
攻
撃
は
反
動
ス
コ
ラ
学
者
に
向
け
ら
れ
た
も
.の
で
、
必
ず
し 

も
ト
マ
ス
•
，
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
硬
化
し
て
.学
問
の
な
か
に

, 

も
は
：や
熱
い
血
が
通
っ
て

い

な

い

ス
コ
ラ
学
派
の
手
か
ら
、
'ョー

 
ロ
ッ
パ
の
教 

育
と
学
問
を
解
放
す
る
の
が
ヒ
ュ
I
マ
二
ス
ト
の
.念
願

で

あ

：
っ

た

'0
そ
の
よ
う
，

な
知
i

救
済
の
方
法
が
、「

ュ
ト
ゥ
ピ
ア」

の
学
問
論
の
第
二
.の
部
分
を
な
： 

す
教
育改

#
!

で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
古
典
の
復
活
に
.ほ
か

な

ら

な

い

. 

が
、
ヒ

-ト
ロ
デ
ウ
ス
の
.紹
介
し
た
ず
リ
シ
ャ
の
学
問
を
;
ュ
ト
ゥ
ピ
ア
人
は 

既
得
の
知
識
を
補
い
発
展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
大
手
を
ひ
ろ
げ
て
歓
迎
す
る
よ： 

う
に
、

3 

I
' 
ロ

•>
,パ
.人
も
*

K

い
に
ギ
リ
シ
ャ
語
を
学
ぶ
.必
要
が
あ
る
？
キ

リ

ス

.

.

. 

.ト
教
の
源
泉
で
あ
る
霞
聖
書
や
初
期
の
教
父
の
註
解
も
ギ
リ
シ
ャ
歸
で
あ 

り
、
ョ
ー
ロ
ッ
，'パ
学
芸
の
源
泉

.%
ギ
リ
シ
ャ
語
に
あ
る
.か
ら
で
あ
っ
た
°
ギ
リ 

シ
々
学
.に
対
す
る
.ヒ
チ
.
.
Iマ
へ
二
ス
ト
達
、colelvErasmus,.Fisher, D

o
m

 

等
の
態
度
も
多
か
れ
少
な
が
れ
こ
.の
よ

う

な

点

で

井

通

し

：
て

い

た

.0
モ

ア

め

態'
 

度
を
知
る
文
献
と
し
て
；0
0為:

宛

蕃

と

：ォ

ッ

，
ク

ス

フ

ォ

ド

大

学

宛

.
の

書

簡

が 

貴

重

で

あ̂
。
，
七
ュ
.
ト
'p
»
デ
ウ
ス
が
す
ぐ
ョ
I 
ロ
ッ
-.
ハ.
.に
婦

る

く

ら

：
い
：な

ら

I..:.

.

書
評
及
び
鞀
：介

層
永
久
に
帰
る
ま
い
と
決
心
し
て
船
の
中
に
積
み
と
ん
だ
書
物
の
リ
：ス
ト
は
.、

ヒH —

マ
ニ
ス
ト
達
の
教
育
改
顏
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
り
、
単
な
る
モ
ア 

の
思
い
つ
き
や
気
紛
れ
に
な
る
も
.の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
改
#

は̂
、
例 

え
ば
エ
ラ
ス
ム
ス
の 

S
A 

H
a
n

 of Study

ミ 

C
15
11
.)P

An apology* 

against

c+-h

a>;BialQgue of 

J'-
f
o
p(I
>
g
 L

a
t
o
m
u
s

 

=(1518) 

： Method 

of Tru
e

 Theology 

2 (1519) 
土 Ecclesiastes 

=(1535y 
の
中
に
も
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
.モ
ア
の
リ
ス
ト
を
こ
れ
ら
と
の
比
較
で
調 

•べ
る
の
は
当
時
の
ヒ
.ュ
I
マ
一
一
ス
ト
達
の

1

般
的
見
解
を
知
る
に
役
立
つ
■で
あ 

ろ
う
。.
リ
ス
ト
の
選
択
に
ぁ
た
っ
て
モ
ア
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
殆
ど
全
面
的
な 

1

致
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ユ
ラ
ス
ム
ス
の
モ
ア

へ
の
絶
大
な
影
響
を 

物
語
っ
て
い
る
。
モ
ア
の
リ
ス
ト
は
第
一
に
哲
学
者
で
始
ま
る
。
プ
ラ
ト
シ
、
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
テ
オ
フ
ラ
ト
ス
の
三
人
が
あ
げ
ら
れ
る
そ
の
順
序
'ま
で
エ 

ラ
ス
ム
ス
と
一
致
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
.ル
ネ
サ
ン
ス
へ
：の
影
響
は
言
う
ま
で
も
' 

な
い
P
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は「

ュ
ト
ゥ
ピ
ア」

で
も
言
及
ざ
れ
て
い
る
ア
ル
ド 

ゥ
ス
版
の
刊
行
に
モ
ア
の
僚
友Gro

c
y
l
i

や

Linacre

-,
'が
}役
を
演
じ
て 

い
る
？
第
二
は
文
法
書C

テ
オ
ド
ル
ス
と
ラ

.：ス
ヵ
リ
オ
ス)

、

.辞
書
類
.(

へ
シ 

ェ
キ
オ
ス
と
デ

■ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス

)

で
あ
る

.0
エ
ラ
ス
ム
ス
は
テ
オ
ド
ル
ス
を 

ラ
.ス
ヵ
か
オ
ス
.に
優
る
と
言
い
、
自
ら
翻
訳
の
労
を
と
っ
て
い
る
。
第
三
に
特 

'殊
な
ー
ー
入
.の
,
豸
、
.プ
ム
タ
ル
コ
ネ
と
ル
キ
ア
ノ
ス
が
あ
げ
ら
れ
る
。.
プ
ル
タ 

ル
：
コ
：
不
を
歴
-

に̂
分
類
し
て
ー
^-
な
卷
は
英
雄
伝
よ
り

I

I

P
の
作
者 

と
：し
て
；尊

重

し
.た
も

の

で

あ.ろ
う
0
.
,
'.
^-
ラ
：
ス
ム'
.ス.
が

両

者

に

言

及

し

て

い

る

の 

は
勿
論
で
あ
る
(0
.第
四
に
詩
人『

'ア
リ
：
ス

ド

フ

十

ネ

ス

、
：
ホ
：
メ

 
口
.ス
、
'
ェ
ゥ
リ

.
八 

r
,
.
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l
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s
〇
〇)

ピ
デ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク

レ

ス
の
四
人
が
：あ
げ
ら
れ
ゐ
け
れ
ど
も
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が 

^
け
る
だ
け
で
他
の
.三
人
の
.順
序
は
干
ラ
.ス
ム
ス
に
あ
つ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
.
 

第
五
に
歴
史
家
が
く
る
0
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
、

へ：，ロ
ド
ト
ス
、
へ
ロ
デ
ィ
ア 

.ス
。
.ェ
ラ
.ス
，
ム
ス
ヘ
は
べ
ロ
デ

.ィ
，
ア
ス
'
を

省

い

て

い
，る
。
第
六
に
科
学
者
、
.
ヒ
ッ 

ポ
ク
ラ
テ
ス
と
ガ
レ
,
ス
。
モ
ア
は
自
然
科
学
、
と
り
わ
け
医
学
を
重
視
し
た 

が
、
出
^
か̂
の
寄
せ
た
六
ユ
ト
ゥ
ピ
ア
1-
-
の
序
文
で
分
る
通
り
友
人Linacre 

が
ガ
レ
ノ
ス
'

を
翻
訳
し
た
こ
と
も
こ
の
リ
ス
ト
に
反
映
し
て
い
る
か
も
知
れ
な 

，い
。
.
.一'
.方ェ
.
.
.
ラ

ス

，
ム'ス
が
惟
し
て
い
な
が
ら
モ
'ア
の
表
に
.名
矿

の

見

え

な

.
い
の 

が
.デ
モ
ス
テ
ネ
ス
で
あ
る
。
前
記
の
ェ
ラ
ス
ム
ス
の
著
作
の
中
、
三
册
ま
で
が 

デ
モ
ス
テ
、不
•ス
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
アH

ソ
ポ
ス
、
ク
セ
ノ
ホ 

ン
、
-プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
等
が
認
め
ら
れ
る
。
尚
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト 

,

0
y
o
t

の
計
画
案
は
、

六
人
.の
中
四
人
が
モ
.
.ア
の
リ
ス
ト
とI

致
し
て
、

十 

四
歳
以
前
に
ル
キ
ア
ノ
ス
、
ホ
メ 
ロ
ス
を
学
び
十
四
歲
以
後
プ
ラ
ト

ン

、

ア
リ

ス 

ト
テ
レ
ス
を
推
奨
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
ア
ェ
ソ
ポ
ス
を
挙 

げ

C
い
る
。
.す
で
.に
.見
た
よ

ぅ

.

に
ヒ
.ュ
.ト
口
デ
ウ
ス
め
携
え
た
の
は
ギ
リ
シ
.ャ 

文
献
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
が
ギ
リ
シ
ャ
古
典
研 

究
を
め
ぐ
つ
て
そ
の
価
値
と
必
要
が
激
し
ぐ
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

モ
ア
の
リ
ス
ト
は
-t
H
.
I
.
マ
.
.
1
ー
ス
ト
の
_
い
の
重
要
文
書
で
あ
.つ
た
。

'
>

.ユ
ト
ゥ
ピ
ア
人
は
真
実
の
快
楽
を
教
育
と
学
問
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
彼 

等
は
最
高
の
学
問
を
ギ
リ
シ
ャ

古
典
に
み
た
。
し
か
も
ギ
リ
シ
ャ
古
典
中
第
一

等

：の
.地

位

を

占

め

る

プ

ラ
.
ト

ン
.の
共
産
主
義
は
、

ユ
ト
ゥ
ピ
ア
の
共
産
主
義
の 

基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
う
_た
。
1ー
つ
の
共
産
主
義
は
、
- '

1方
が
貴
族
的
で
あ
る 

の
.に
対
し
他
方
が
，民
主
的
で
階
級
の
な
い
社
会
と
い
う
8.
鹿
は
：あ
る
に
せ
よ
、

プ
ラ
ト
ン
.が
原
形
，で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
.

ユ
ト
ゥ
：ピ
ア
人
の
快
楽
主
義 

は
又
、
そ
の
共
産
主
義
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
共
産
主
義
こ
そ
は
最
大
の
快 

楽
を
得
、
最
小
の
苦
微
に
と
ど
め
る
最
善
の
道
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

モ
ァ
の
共
產
主
義
論
を
理
解
す
る

に

は

、

そ
の
思
想
史
的
背
景
か
ら
知
る
ベ 

き
で
あ
る
。

一
方
に
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
ギ
リ
シ
ャ
古
代
の
源
泉
が
あ
り
、
他 

方
'
原
辦
キ
リ

ス
ト
教
の
极
抵
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
共
有
制
は
ア

リ

ス

ト

テ 

レ
ス
に
よ
る
反
論
を
生
み
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
は
中
世
ヵ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ 

.っ
て
遂
に
実
定
法
を
根
拠
に
し
て
で
は
あ
る
が
私
裔
を
認
め
る
ま
で
に
改
変

さ
れ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
.ユ.丨
マ
ニ
ス
ト
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
な
か
で
、

プ
ラ
ト
ン
や
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
復
活
し
て
、
共
産
へ
王
義
論
を
唱
え
た
。
こ

の 

風
潮
の
中
で
モ
ァ
の「

ユ
ト
ゥ
ピ
ァ」

は
そ
の
際
*

っ
た
主
張
の
典
型
で
あ
っ 

た
0
し
か
し
ヒ
ュ
I

マニ

ス
ト
は
共
産
主
義
美
現
の
具
体
案
は
何
一
つ
も
ち
あ 

わ
せ
な
か
っ

た
。
彼
等
に
と
っ
て
そ
れ
は
堙
想
像
で
は
あ
っ
て
も
、
双
豸
に
実 

•行
し
う
る
も
の
..とま
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
'で
■あ
ろ

■，'う
。
.モ
.ア
■

に

と

.
っ
て 

「

ュ
ト
ウ
ピ
ア」

の
共
産
主
義
を
内
か
ら
支
え
て
い
る
倫
理
的
世
界
観
が
、
何 

も
の
に
も
ま
し
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
書
の
特
色
は「

ユ.
ト

ゥ
。ヒ
ァ」

の
中
の
難
解
な
一
章
を
、
同
時
代
の
文
献

v

允
け
で
な
.く
古
代
の
文
ft
，に
も
さ
か
の
ぼ
り
、
豊
か
な
资
料
を
駆
便
し
て
文
学 

史
的
な
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
を
解
明
す
る
に 

あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
.て
本
書
は
立
派
な
成
果
を
収
め
て
い
る
。
本
書
を
批 

判
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
こ
.の
よ
う
な
周
到
な
研
究
が「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア」

の
全
面 

に
わ
た
っ
て
進
め
ら
れ
る
と
と
を

.先
ず
望
む
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
史
的
方
法 

と
い
う
粋
を
こ
え
て
そ
れ
ら
の
文
献
を
生
み
だ
し
た
社
会
と
の
骡
り
へ
の
究
明 

.に
全
く
ふ
み
だ
そ
う
と
し
な
い
の
は
琺
だ
し
く
物
足
り
な
い
。
例
え
ば
共
産
主 

義
論
.に
し
て
も
、
肝
心
な
社
会
経
済
と
の
関
係
を
無
視
し
て
戈
献
史
的
な
範
囲 

で
論
じ
石
の
.で
は
、
そ
の
結
論
が
.い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
な
る
抽
象
論
の
域
を
出 

な

レ

モ
アtin

身
現
実
社
会
を
批
判
の
対
象
と
し
て
構
想
し
た
こ
と
を
考
え 

.れ
ば

結

^ ,
非
常
に
一
面
的
な
考
察
よ
り
.の
結
論
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
又
、
. 

文
学
史
的
な
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
モ
ア
自
身
の
精
^
史
的 

な
泣
置
づ
け
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
.む
し
ろ
モ
ア
の
思
想
が 

>

」

> 

tでは
静 

的
に
梁
板
に
定
着
さ
れ
た
印
象
を
ぬ
ぐ
い
難
い
。.「

ユ
ト
ゥ
ピ
ア

」

を
境
に
モ 

ア
の
悤
想
に
は
宗
教
改
革
を
契
機
と
し
た
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
 

テ
ィ
ン
ダ
ル
七
の
論
净
の
.時
代
と「

ユ
ト
々
ピ
ア」

の
睁
代
と
を
同
日
に
喻
ず 

る
こ
と
'に
疑
問
を
覚
え
る
。
社
会
経
済
史
的
背
景
の
中
に
、
モ
ア
の
思
想
発
展 

史
の

.

T

環
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
本
書
の
成
果
は
、
実M

有

効

な

形

で
.
■

成 

:

さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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十
七
世
紀
祉
頭
か
ら
十
八
世
紀
^

に
い
た
る
ま
で
、
ョ
-
口
ッ
パ
諸
国
に 

お
い
て
支
配
的
な
経
済
政
策
の
基
調
は
重
商
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
.の
本
質
に
つ 

い
て
は
、
時
代
と
場
所
を
異
に
す
る
に
従
い
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
お 

こ
な
わ
れ
て
来
た
。
し
が
し
そ
れ
に
よ
っ
て
重
商
主
義
の
真
に
何
た
る
か
が
明 

瞭
に
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。

最
近
の
成
果
に
.ま
つ

ま

で

；も

な

く

、
：す
べ
て
の
，
重

商

主

義

者

に

井

通

な

点

と 

い
.克
.ば
、
次
.の
四
点
で
あ
ろ
ぅ
。

一.、
富
は
本
質
的
に
力
で
，あ
る
。
:ニ
、
力
は 

本
質
的
に
富
で
あ
る
。
'三
广
富

->
1カ
；は

政

治

の

最

終

目

的

で

あ

る

。

f
 

上
.

の
：；

安

全

か

ら

経

済

上

の

犠

牲

が

要

求

さ

‘

れ

る
こ

と
.が
よ
X
あ

る

か

も

し

れ

な 

.し
。
し

か

し

富

と

力

，は

両

立

す

る

0
.重商
主
義
の
本
質
を
.
.つく
も
の
と
し
て
、
 

ま
.？
た
く
正
鶴
.を
得

て

お

り

、
全

面

的

：に

納

得

で

き

る

0
従
っ
て
重
商
主
義
の 

何

た

，る

か

を

い

ぅ

際

に

考

慮

す

ベ

.含
は
、
こ
れ
ら
諸
点
で
あ
る
。
し
：か
し
こ
れ 

ま
で
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
ら
諸
点
.の
父
ち
ど
れ
か」

0
を
も
.っ
，て
全
体
を
説
吸 

し
よ
ぅ
と
本
石
に
と
ど
ま
っ
.た
。
複
雑
な
現
象
の
ー
側
两
た
け
を
み
て
、
概
念

- 

八
三
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