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<本
稿
林
高
村
^
平

教

授

の

指

導

の

下

.
に

作

製

さ

れ

た

修

士

論

文

の

一

部

で

bる
。

ノ

学!

展

資
本
主
義
精
神
論

——

サ

ム

H

ル

ス

ン

「

宗

教

と

経

済

活

動」 

を

中

心
に

し
て

-

-
1

中

村

勝

己

一
九
六
四
年
は
マ
ッ
ク
ス
•
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
生
誕一

〇
〇
年
に
あ
た
り
、
そ
れ 

を
記
念
し
て
、
わ
が
国
.で
も
、
六
三
年
春
に
は
慶
應
義
塾
大
学
で
経
済
学
史
学 

会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
が
開
催
さ
れ
、

同
年
秋
に
は『

思
想』

、

翌
六
四
年 

夏

に

は『

理
想』

が
そ
れ
ぞ
れ
マ
ッ
ク
ス

.
ヴ

f

バ
ー
牿
輯
号
を
出
し
た 

し
、
■六
四

年

十

二

月

，，に

は

東

京

大

学

で

「

.マ
ッ
ク
ス
•
ヴH

丨
バ
ー
生
誕
百
年 

記
念
シ
ン
ポ
ジ
.ゥ
ム」

が
開
催
さ
れ
た
。

六
五
年
に
は
大
塚
久
雄
、

安
藤
英 

治
、
:'
住

谷

，■
一
.彦
，
内
田
芳
明
著
.

「

マ
ッ
ク
ス
•
ヴ
エ
ー
バ
ー
研
究」

(

岩
波
書
店 

刊)

、
安
藤
英
治「

マ
ッ
ク
ス
‘
ゥ
：干—

バ
ー
研
究」

(

未
来
社
刊)

お
ょ
び
犬 

塚

久

雄

編「

マ
ッ
ク
ス
V
ヴ
エ
ー
バ
ー
研
究
-

―

生
誕
百
年
シ
ン
.ポ
ジ
ゥ
ム 

I

」
(

宽
大
出
版
会
刊)

,が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
ょ
つ 

，て
.わ
が
国
の
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
研
究
の
水
準
は
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
た
。
*

来
の
わ 

.学

.界

，
展
.
望 

.

が
国
办
ヴ
'̂'
:

I
バ
ー
研
究
が
科
.学
方
法
論
.を
、
し
か
も『

客
観
性』

を
中
心
に

.し
て
、
と
り
あ
げ
て
来
た
の
に
対
し
.て
、
近
年
は
ヴ
ヱ
.丨
バ
ー
の
全
業
績
の
中

に
、
方
法
論
の
適
用
形
態
を
、
否
、
方
法
自
体
を
見
て
行
で
う
と
す
る
傾
向
が

あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
社
会
経
済
史
系
列
の
著
作
は
、
わ
が
国
で
も
比
較
的
早
く 

(

1) 

(

2) 

(

2)

紹

介•

利
用
さ
れ
て
い
た
が
、.
近

年

は「

支
配
の
社
会
学」
と「
宗
教
社
会
学」 

の
邦
訳
の
進
行
と
そ
の
研
究
が
現
わ
れ
て
来
て
' 
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
個
々
.の
著
作 

を
断
片
的

•
孤
立
的
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、「

ヴ
ェ
ー
パ
！
的
課
題」

k 

全
体
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
.

.

.

.

注(

1)
「

中
世
商
事
会
社
史

」
「

古
代
文
化
没
落
の
社
会
的
原
因

」
「

都
市」

「

古
代 

■

の
農
業
事
情」

-I
農
業
制
度
と
資
本
主
義J

な
ど
。
：

(

2)

世
良
晃
志
郎
訳「

支
配
の
社
会
学」

I 

.
n、創
元
社
刊
。

ス
3

}
大
塚
久
雄
.
生
松
敬
三
訳「

世
界
宗
教
の
経
済
倫
理一

序̂
論——

」

⑴ 

⑵

⑶(

み
す
ず
書
房
,「

み
す
ずj

第

64
、
65

、
66

号)

、
、
細

谷

徳

三

郎

訳

「

儒
教 

.
と
道
教」

を
は
じ
め
と
し
て
、
杉
浦
宏
訳
•
中
村
元
補
注「

世
界
宗
教
の
経
済 

•倫
理」

n
、「

ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教」

(

1)
(

み
す
ず
書
房
刊
、

内
田
芳
明
訳 

:「

古
代
ユ
ダ
ャ
教

」

，
⑴

⑵(

み
す
ず
書
房
刊)

な
ど
。

'
ニ
，：:
‘

「

近
代
ョ
ー
ロ
ッ
。ヽ

V

の
文
化
世
界
に
生
を
享
け
た
者
が
一
般
歴
史
的
諸
問
題 

“を
探
究
す
を
と
き
に

_
少

く

と

.も

我

々

は

、
.そ
う
考
え
.た
.い
処
.で
あ
る
が 

-

普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
と
'を
発
展
せ
し
め
た
る
如
き
文
化
現
象
が
、

七
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(
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偶
々
.西
洋
に
お
い
て
、.
し
か
も
西
洋
の
み
に
於
て
、
出
現
し
た
と
い
う
の
は
、
：
 

抑
々SS
何
な
る
.条
件
の
；速
鎖
に
.よ
.っ
て
い
.た
か
、
■，
と
い
う
質
問
.を
発
せ
.ざ
る
を 

得
な

V
の
.は
、
不
可
避
に
し
'て
当
然
な
こ
と
で
^
レ
。」

，と
ヴ
工

—

：
r 

,し

)3
、，
 

.-P
た
：場
合
、
ヴ
：
x丨
バ
.人
か
そ
の
.醒
め
，た

る

眼

を

も

っ

て

見

す

え

よ

う

と

.し
た 

近
代
西
洋
文
化
は
、
ど
の
よ
う
な
M'
办
咏
於
I
に

.あ
っ
た)

の
-で
あ
ろ
う
か
。：
 

「

プ
ロ
；テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
.
Aの
倫

理

と

資

本

主

義

の

『

精

神』
」

の
よ
く
知
ら
れ 

た
末
尾
に
お
い
て
、：
彼
は
ひ
た
む
き
に
.「

合
理
化」

.を
追

求

し

て

行

っ

た

.近
代 

,
洋
社
会
の
文
化
状
況
を
次
.の
如
く
理
解
し
て
.い
る
。
，や
や
煩
雜
：に
わ
た
る 

が
、
.以
下
引
用
し
て
見
よ
う
。
'
'
-
—

「

ピ
、
ュ
、丨
、j
タ
ン
は
職
業
人
た
ら
ん
と
欲
し
た
わ
れ
わ
れ
は
職
業
人 

た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
何
故
と
い
う
に
、.
禁
欲
は
僧
房
か
ら
職
業
生
活
の
た 

だt
b

へ
移
さ
れ
、
世
俗
内
的
道
徳
を
.支
配

し

は

じ

め

：る

と

と

も

に

、
：
こ
ん
ど 

は

a
械
的
生
産
の
技
術
的
.
経
済
的
条
件
に
縛
り
つ
け
ら
れ
で
.い
る
£
 ̂

^
経
済
組
織
の
あ
の

^
力
な
世
界
秩
序
を
作
り
上
げ
る
’の
^
力
を
添
え
る 

こ
と
に
な
っ
た
。
が
、
こ
の
世
界
秩
序
た
る
や
、
庄
倒
的
な
力
を
も
O'
て
、
 

現
在
そ
の
歯
^
装
置
の
中
に
入
り
こ
ん
で
く
る
一
切
の
諸
固人

_
_

直
接
に 

経
済
的
営
利
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
み
で
•

がぐ
丨_

_
_

の
生
活
を
決
定
し
て
お 

り
、
将
来
も
お
そ
ら
く
、
.化
石
化
し
た
燃
料
の
見
後
め
一
片
が
然
克
つ
き
る
.
 

ま
：で
、

そ

れ

を

決

定

す

る
.で
，あ
ろ
，う
。
、パ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
見
解
こ
よ
'
ま
、
 

外
物
に
つ
い
て
の
配
慮
は
、
た

だ『

い
つ
で
も
脱
ぐ
こ
と
の
で
き
る
，

外 

衣』

の
よ
う
に
聖
徒
の
肩
に
か
か
る
に
止
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
な 

の

に

、

運

命

は

不

幸

に

：

.:
%
'
,
-
の

外

衣

を

鋼

鉄

の

よ

う

に

堅

い

外

枠

と

化

せ

し
 

め
た
。
禁
欲
は
世
俗
を
改
造
し
、
世
俗
の
内
部
で
成
果
を
あ
げ
よ
う
と
試
み

'  

七

八

(

、1
八
八)

.た
が
、
そ
の
た
め
に
世
俗
の
外
物
は
か
つ
て
歴
史
に
そ
の
比
を
見
な
い
^
ど 

強
力
と
な
り
、

つ
い
.に
は
逃
れ
え
な
.い
力
を
人
間
の
上
に
揮
う
に
い
た
っ 

た
、

今

日

で

は

禁

欲

の

.
精

神

は

——

最
終
的
.に
か
否
か
、
.
誰
も
知
ら
な
い 

I

こ
の
外
枠
か
ら
抜
け
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
勝
利
を
と
げ
た 

.資
本
主
義
は
、
機
械
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
以
来
、
こ
の
支
柱
を
も
う
必
要 

と
し
な
い
0
禁
欲
の
朗
ら
か
な
後
継
者
た
.る啓

！
！

主
義
の
薔
薇
色
の
雰
囲
気 

さ
え
、
今
日
で
は
ま
っ
た
く
失
せ
は
て
1た
ら
し
く
、r

職
業
義
務』

の
思
想 

.
は
か
つ
て
の
宗
教
的
信
仰
の
亡
霊
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
を
巡
り 

/
あ
.る
.い
て
い
る
-。‘
.今
日
こ
の『

使
命
た
る
職
業
の
遂
行』

が
直
接
に
最
高
の

fe
ネ
的
文
化
価
値
に
関
連
せ
し
め
ら
れ
え
な
い
.と
こ
■ろ
で
i

_
或

、
太
、

同
じ
こ
と
だ
が
、
.主
観
的
に
も
端
的
に
経
済
的
強
制
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
r' 

と
こ
ろ
：で
，は
.

I
各
人
は
そ
の
意
味
を
.お

よ

そ^'
索

し

よ

う

と

し

な

い

の

が
 

通
例
で
あ
る
。
今
日
営
利
の
.も
っ
と
.も
ぽ
由
な
地
方
で
あ
る
ァ
メ
.

リ

ヵ

合
衆 

国
で
は
、
営
利
活
動
は
宗
教
的•

倫
理
的
な
意
味
を
と
り
さ
ら
れ
て
い
る
た 

め
、
.純
粋
.な
競
争
の
感
情
に
結
び
つ
く
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
結
果
ス
ポ
ー
ッ 

の

性

格

を

お

び

る

に

い

た

る

こ

と

さ

え

稀

で

は

な
：；

0
将
来
こ
の
外
枠
の
中 

.に
住
む
も
の
が
誰
で
あ
'る
，
の.か
、
.そ
し
て
、
こ
の
巨
大
な
発
展
が
お
わ
る
と 

き
に
は
、
ま

o
た
く
新
し
い
預
言
者
た
ち
が
現
わ
れ
る
の
か
、
或
い
は
か
つ 

て

の

思

想

や

理

想

の

力

強

い

復

活

が

お

こ

る

の

か

、

わ

ル

卜

%'
|

そ
の
可 

れ

で

も

な

い

な

ら

！ |

種

異

常

な

尊

大

さ

で

も

っ

て

粉

飾

さ

れ

^

^

^

匕 

石
化
が
お
こ
る
の
か
、
そ
れ
は
ま
だ
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と

.
 

し
て
，
こ
う
し
た
文
化
発
展
の
.『

最
後
の
人
々』

に
と
っ
て
は
、次
の
言
葉
が 

真
理
ど
な
る
で
あ
ろ
う
。，.

『III:

の

な

い

専

門

人

、
へ
む
if
：

の
.な
い

享

楽

人

。

こ
の
無
の
も
の
は
、
か
つ
て
達
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
人
間
性
の
段
階
に
ま

(

5

)

で
す
で
に
登
り
つ
め
た
.
>と
自
惚
れ
る
の
だ』

'と
。一

」

ヴH

丨

バー

が

こ

の

文

章

を

書

い

て

後

す

で

に

半

世

紀

以

上

が

経

過

し

.フ
一
一 

度
の
世
界
大
戦
と
、
新
し
い
民
族
諸
国
家
の
誕
生
と
社
会
主
義
国
の
成
立
ぐ
拡 

犬
？
原
子
力
の
開
発
と
そ
の
利
用
、

マ
ス
.化
現
象
の
進
行
、
こ
ぅ
い
っ
た
現
象 

が
人
々
を
包
み
こ
ん
で
、
木
安
の
源
泉
を
な
し
'て
い
る
。
彼
は
ご
の
ょ
ぅ
な
状 

況

に「

堪
え
る」

こ
と
に
ょ
り
、
.学
問
.の
中
に
そ
れ
を
緊
張
に
お
.い
て
と
ら
え

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

'

 --

. 

..

..
 

-

欧
米
の
学
界
で
は
近
年『

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理』

へ
の
関
心
は

強
く
、
ベ
ン
デ
ィ
ッ
ク
ス
.の
®

を
始
め
と
す
る
秀
.れ
た
.研

究

が

次

々

と

あ

ら

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
サ
ム
.エ
ル
ス
ソ
の
新
著
は
特
に
異
色
の
、
.

か
，な
り
激
し
い
ヴa 

Iパー

批
判
書
で
あ
る
。
 

■

ク
ル
ト

•
サ
ム
工
ル
ス
ン
は
、
二
八
'世
紀
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
商
人
の
：研
究

や
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
.の
大
百
貨
店

^
o
yBl
&
. Ko

m
p
a
n
i
e
t

の
.歴
史
の
外
、

「

ブ
七
三
〇
|

一
 
八
一
：五
年
の
ス
ウ
エ
I
デ
ン
商

家

の

国

傺

金

融

」

、
:

「

ニ
〇
世

紀
ス
ゥ
ヱ
I
デ
ン
の
銀
行
と
産
業
金
融」

な
ど
に
つi

て
論
文
を
発
表
し
で
い

(

7

)

.

る
経
済
史
家
で
あ
る
が
、

一
九
五
七
年

71
経
済
と
宗
教」

.と
題
す
る
^
書
を
世

に
問
ぅ
た
。
こ
の
書
は

一

九
六
，一

年
に
英
訳
さ
.れ
、
.
一
九
六
四年

：；r

ハ
ー
パ
ー

•
ト
ー
チ
ブ
ッ
ク
ス」

の
一
冊
と
し
て
普
及
し
、
そ
の
.「

大
怛
な」

結
論
で
注

'

.
■
 

(

9

)

.

0
を
受
け
、
我
が
国
で
も
い
ち
早
く
好
意
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

-
 

サ
ム
エ
ル
ス
ン
は
次
の
様
に
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
を
経
済 

的
達
成
に
向
け
た
の
は
宗
教

9-
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
.ム
の
諸
教
S

で
あ
っ 

学

界

' 
展

望

た
か
。
プ
ロ
テ
ス
タ
シ
ト
の
諸
国
は
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
国
よ
り
経
済
的
に
成 

功
し
た
か
、
も
し
そ
テ
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
が
そ
の
原
因
を
な
し
、
そ
の
差
異
_
 

を
生
ん
だ
の
か
。
北

，
西
欧
お
よ
び
7
メ
リ
ヵ
の
経
済
的
発
展
す
な
わ
ち
，「

資 

本
主
義」

'は
、.
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
な
し
に
は
見
ら
れ
な
が
っ
た
の
だ
ろ 

う
.か
：？

.こ
れ
を
要
す
る
に
、
サ
ム
エ
ル
ス
ン
の
疑
問
は
、
プ
口
テ
ス
タ
ン
テ 

ィ
ズ
ム
は
資
本
主
義
の
発
展
に
'不
：可
欠
の
要
因
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
.
 

と
い
う
の
で
あ
る
。

サ
ム
エ
ル
.ス
ン
.ば
ま
ず
第
一
m
で
研
究
史
を
回
顧
し
、

社
会
学
者H. E. 

Barnes, Talcott Parsons 

お
よ
び Irwin 

p wyilie'

経
済
学
者 Eli F. 

Heckscher, 

Arthur L
e
w
i
s
,

お
よ
び 

G
m
m
a
r

 

M
y
r
d
a
l
.

文
学
史
家 

泛

ま

お

よ

び

^

^
5;
^
^
§̂,
.な
ど
根
本
的
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主 

張
を
受
容
れ
.て
い
る
人
々
と
、

.こ
れ
に
，対

す

る

批

判

者

と

し

て

のFelix 

Rachf

於M,

 W
e
m
e
r

 
多nibart, Lujo Brentano, 

W
m
.

 

Achley, 

R. 

w
,
 

Tawney,:H. M
.

 Robertson, 

>
. Fanfani'.w, 

.Cunningham, 

J
*
;
B
.

 

Kraus, W
b
l
m
e
r

 C
l
e
m
m
e
n
s
e
n

ら
の
論
点
を
簡
単
に
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
批 

判
者

©.
論
点
は
、
'第

1
.

に
'
:
ヴ

ェ1
パ
ー
は
プ
口
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
資
ネ 

主
義
の
発
展
の
関
連
を
誇
張
し
て
い
て
、
そ
の1

般
化
は
過
度
で
あ
る
。
第
二 

に
、
両
者
の
関
連
は
ヴ
ェ
.丨
バ
1,
の
考
ぇ
'た
.程
直
接
的
で
は
な
い
。
第
三
に
、

ヴ
r

バ

I
は
プ
ロ
ー
ろ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
以
外
の
.諸
要
因
に
つ
い
て
無
知
で
あ 

る
、
'
 
と
.い
う
三
点
に
要
約
出
来
る
が
.、
と
れ
ら
の
批
判
者
と
い
え
、ど
も
ヴ
ェ
ー 

パ
ー
.の
命
題
な
い
し
問
題
提
起
を
基
本
的
に
.承
認
し
て
：い
て
、
修
正
な
い
し
補 

足
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
一
し
て
い
る
。
そ
し
て
サ
ム
エ
ル
ス
ン
は
、
ヴ 

ェ
ー
バ
t
お
よ
び
そ
の
批
判
者
に
共
通
の
、
宗
教
倫
理
と
資
本
主
義
発
展
と
の

•

七

九

(

一
八
九)



関
連
と
い
う
問
題
の
提
蒙

.仕

か

ぎ

が

，
に
'
根

本

的

 

て
い

'.
る

ゾ

■'
■
'
' 

:
..•
:
:

■
第

二

章「

ヒ
ス
ー
リ
タ
一
一
ズ

.
ム
の
，精

神

と

資

本

主

義

の

精

神

」

。
ヵ
ト
リ
シ
ズ 

ム

や

ル

：

'
ッ

タ

ー

主

義

に

比

し

て

改

革

派

教

会

の

指

導

者

が

経

済

問

題

ヒ

軋

心

を

. 

も

ら

^ぃ，た
と

し

；て

も

、

.;
'':

彼

ら

ば

決

し

て

積

：極

的

に

霊

魂

の

救

済

に

と

っ

て
 

益
あ

る

も

の

と

看

做

し

て

.
い

な

か

っ

た

。

勤

勉

と

節
約
と
個
人
的
自
由
と
は
勧 

め

ら

れ

た

が

、

そ

の

結

果

え

ら

れ

る

富
.と
.

成
功
は
、
霊

魂

に

'と

っ

て

危

険

で

ぁ
 

.
る

と

い

う

、

.
経

済

活

動

に

対

す

る

矛

盾

し

.
だ

態

度

が

見

ら

.
如

た

。

.
す

な

わ

ち

、

ピ

.リ
•タ
ン
の
経
済
観
は
資
本
主
義
の
■精
神
を
奨
励
.も

.
せ
*す
阻

碍

も

し

な

か 

つ
た
。
資
本
主
義
の
精
神
は
宗
教
的
信
仰
が

ら

全
く
独
立
し
て
存
在
し
育
；つ
た

接
合
に
彼
ら
が
自
他
の
^-
済

活

動

を

出

来

る

限

り

宗

教

的

に

有

利

に

解

釈

し
 

よ

う

と

し

た

か
ら
、
両
者
の
間

Iん
ら
か
の
関
連
が
あ
る
か
の
よ

う

な

印

象
 

を
人
々
に
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
経
済
的
成
功
や
職
業
労

働

の

Tトス
と

予 

定
説
と
の
関
速
は
、
後
I
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
言

H

に
お
い
て
見
ら
れ
る
も

の 

で

、

力
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
に
は
そ

の

よ

う

な

関
速
は
認

め

ら

れ

な

い

。

「

資
本
主
義」

又

は「

鬆

M

辭
ー
は
宗
教
改
革
の
ず
っ
と
以
前
か
ら 

存
^

た̂
。「

ィ
タ
リ
ャ
商
業
諸
都
市
や
ハ

ン

ザ

諸
都
市
、

娥
維

X-
業
お

よ

び 

鉱
版

」

は
、「

I

信
仰
の
内
部
で
は
な

く

外g

の
、「

ル
ネ
U

K
 

理
上
の
発
見
、M

フ
プ
諸
王
国
な
ど

と

の

条
約
、

新
し
い
学
問
中
心
地
の
創
， 

^

封
逮
制
の
解
体
と
そ
の
大
公
国
へ
の
吸
収
、
新
し
い
国
家
理
*

1
)」

な
，ど
の 

さ

ま

ざ

ま

の

経
済
的
•

政
治
的.

文
化
的
諸
要
因
の
所

産

で

あ

る

。

啓

蒙

唐
 

や

.
ニ
ユ
！

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ア
ル

ミ
.二
ア

ニ
ズ

ム
は
、
宗
馨
仰
か
ら
教
育

. A
〇

(
一

九
〇)

を
解
放
し
た
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
•
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
ば
そ
ぅ
レ
ぅ
啓
蒙
主
義
と
世 

俗
^f

時
代
の
象
徴
で
あ
る
。
彼
は
勤
勉
と
節
約
を
尊
ん
だ
が
、
ピ
ユ
丨
リ
タ
ン 

的
職
業
意
識
は
も
っ
で
ぃ
な
か
っ
た
。「

敵

制t
e
m
p
e
r
l
j
「

沈

黙I
n
c
e
J

 

「

整

頓orderj:
「

決

断resolution 」.
「

儉

約frugality 」
「

勤
勉i

n
d
l
l
y
j

 

「

真

実sincerity 」
'
「

正

義justice 」
「

中

庸

J
J
l
a
i
sr
.§」

「

清

潔

，

cleanli. 

n
u l
へ「

平
静

l

i

t

「

謙
虚
：h

l

l

f

「

純

潔chastity 」

な
ど
の 

徳
目
は
'
ピ
：
r

リ
タ

-一
ズ
ム
で
は
な
く
、
啓
蒙
主
義
、
功
利
主
義
と
の
関
連 

に
お
い
て
考
え
ら
'る
べ
き
.も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
種
の
観
念
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン 

に
の
み
固
有
の
H
の
で
，は
な
く
、
彼
以
前
に
も
力
ト
リ
ツ
ク
お
ょ
び
プ
ロ
テ
ス 

タ
'
ン

ト

諸

国

に

広

く

見

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。L
e
g

 Batisti A
l
b
e
r
t
i

の
著 

書Ilibri della FamigliaC

一
 
四
五
〇
年)

や
フ
ラ
ゾ
ス
の
カ
ト
リ
ツ
ク
教
徒 

Jacques S
a
v
a
r
r

の
著
書L

e

 parfait 

n
f 

c
i
l

 

(

一
 
六
七
五
年)

の
経
済
思

想
の
基
調
は
フ
ラ
ン
ク
リ
シ
と
根
本
的
に
相
違
は
，な
い
し
、
真

に

「

資
本
主
 ̂

的」

.で

「

合
理
的」

で
あ
る
。
•ま
た
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
.思
想
は
当
時
の
広
く

,1 

布

し

た「

資
本
主
義
精
神」

を
示
す
も
の
で
'あ
る
。
富
商
ヤ
.丨

コ
ブ
•
フ
ッ
ガ 

丨
の
有
名
な
一
句
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
営
利
欲
は「

カ
ト
リ
ッ
ク 

.
•フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
織
物
業
者
や
輸
出
業
者」

と
同
様
に
、r

ィ
タ
リ
ヤ
•レ
'
 

ネ
サ
ン
ス
諸
都
市
の
成
功
せ
る
商
人
,-
'
に
も
、
又
'「

一
八
世
紀
二 

H

丨

•
ィ
ン 

グ
ラ
シ
卞
の
ピ
.そ
ー
リ
タ
ン
.奴
隸
商
人
や
、

一
九
世
紀
末
お
ょ
び
ニ
〇
世
紀
初 

頭

の

-
ユ
！

.
H丨
ク
、
ボ
ス
ト
ン
及
び
シ
カ
ゴ
の
金
融
業
者」

と
同
様
に 

.
「

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
家」

に
も
、

<>
'
ど
じ
ぐ
見
ら
k
^ L
。

典

里
的scaptains of i

n
d
u
s
t
r
y

た
る
力ー

ネ
ギー

や
フ
オ
I

ド

に
ノ
 

て
も
、

ニ
ュ
ー
•
ョ
ー
ク
の
大
土
地
投
機
業
者
、

ア

ス

ク

ー

J
0ぼ

I

 
.

A
s
t
o
r

や
鉄
道
業
者
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ビ
ル
.トCornelius V

a
n
d
e
r
b
i
l
t
^

し
て
も
、

決
し
て
ピ
ュ
I
リ
タ
ン
的
心
情
を
も
っ
て
い
な
j
っ
た
。

第
.三
章

で

は「

美

徳

•
利

子

お

よ

び富」

と

題
し
て
、
勤
勉
と
節
約
と
い
0 

た

管

に

よ

り、
' T
大
資
本
が
蓄
積
さ
れ
た
め
で
は
な
い
。
.資
本
主
義
経
済
の
発 

展
を
助
け
た
低
利
子
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
：だ

け

で

はな
く
、
.ヵ
ト
リ 

ッ
ク
の
救
説
に
も
見
ら
れ
た
。

第

l

: 5
^
:
Yゥ
H
I
ハ
I
の
I

提
起
I

が
f

そ
も
疑
問
で
あ
る
と 

し

て

「

経
済
的
発
展」

ぱ
必
ず
し
も
力
ル
ヴ
ィ-I

ズ
ム
と
結
び
つ
か
ず
、

力 

ト
リ
シ
、ス
ム
や
宗
教
的
無
関
心
や
寛
容
な
ど
七
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
.所
属
教 

派
と
実
業
教
育
と
の
結
么
ロ
も
必
.然
的
で
よ
.，よ
ハ
。
..

'以
上
で
.明
ら
か
な
よ
う
に
、：

京
教
と
資
本
主
義
精
神
と
：の
関
連
は
、
' グH.

丨 

バ
ー
の
い
う
よ
う
に
雄
純
で
は
な
い
，
辦
実
は
複
雑
で
あ

り

、

「

資
本
主
義
の
，
. 

出
生
証
明
書
は
、：
そ
れ
を
研
究
す
る
歴
史
家
.と
同
様
に
多
^ £
の
だ
。
.：ヴ
ェ
I 

ハ
ー
が
.フ
ロ
テ
ス
.
.タ
，ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
#

^
の
要
因
を
他
の
要
因
か
ら
切
離 

し
て
特
に
強
調
し
、
'
,類

似

現

象

と

の

差

異

を

；：誇

張

す

る

.

の
..

は
、
：
彼
の
：「

理
念
' 

3L
J 
.と
V
う
方
法
の
然
ら
，し

め
た

'
も

の
.な
の
で
.あ

る

。
こ
.の

方

霧

の
‘弱

產
 

注

目

す

る

事

な

く

、

ヴ

ェ
j
バ
I

I
随

す
る
人

I々

え
な
い
t

奇

妙

欠 

•
だ
..、.と
結
論
'す

る
。
'

-
■

三

；

•

'

..
:
:
■

:

* 

■

■

 

< 

. 

■

ッ
ム
エ
ル
ス
シ
の
：著
書

は
.、，f

i

ま

.か
か
表
現
に
I

T
、：間
題

，̂ 

所
在
を
.：

(

サ
i
:
ル
ス
ン
、の
意
図
に
反
し
て
！)

明
確
に
理

解

す

る
の「

に
#

夸
 

つ
'.
:彼
の
ヴ 
>
丨 

>
丨
批
¥|
は
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

;
.,
学

界
:'

展

0

:

'
'

.

:

o

ヴ
工 

'丨
パ
ー
が「

資
本
主
義
の
精
神」
と
し
て
い
る「

勤
勉」

と

か「

0 

約」

と
か
の
徳
目
は
、
必
ず
し
も
ブ
.
Pテ
ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

に

固

有

の

も

.の 

で
は
な
く
、
他
の
時
代
の
他
の
教
派
に
も
見
ら
れ
、
、
カ
ル
ヴ
ァ
シ
の「

予
定 

説」

と

は

結

び

つ

か

な

：い
。

⑵

，

「

資

本

主

義

的

」
「

経

済

発

展」

，
は

ブ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ

ス
ム
の
弘布
し
こ 

地
域
に
の
み
見
ら
れ
た
の
で

は

な

く

、
■
カ

ト

リ

ツ
ク
の
地
或
.に
も
見
ら
れ 

.た

ま

た

「

産
業
指
導
者captains of industry 」

：

は
.プ
ロ
.テ
ス
タ
ン
テ 

ィ
ズ

ム
に
親
和
性
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
経
済
発
展
と
宗
教
倫
理 

.
と

は
必
然
的
関
連
を
も

っ

と

はい
え
な
い
。
.

■
⑶

V.
ヴ
工
.丨
バ
.丨
が
意
識
的
に
特
定
の
要
因
の
み
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
，、
 

彼
の
方
法
的
欠
陥
.に
ょ
る
も
の
で
，あ
る
。
：
 

-
こ
こ
で
は
⑶

の
方
法
論
上
の
問
題
は
さ
て
お
き
ノ
⑴
お
ょ
び
⑵
の
問
題
に
炅 

っ
.て
考
察
し
ー
て
み
る
こ
と
'に
す

る

。

サ̂

エ

ル

ス

ン

の

评

究

方

法

に
^
、

"̂t 

の

歴
史
的
現
象..を
歴

史
^'
^'
&>
^'
^'
は
^'
レ

1:
'
比

較

し

，

そ
：.め

類

似

点

を

強

調 

す

る

請
S

I
。
元

来

、
時

間

的rあ
.

に

も

空

間

的

•

於

乾

に

も

興

：
 

っ
た
，聞

，：
-a:
に
.あ
る
.事
柄
.を
、...
極
.め
.て
安
易
，に

同

質

視

す

る

方

法

太

、

一.
三
世 

紀

か
5'
ニ
O'
世

紀

、

北

欧

，
と

南

欧

'
イ
.ベ
リ
ァ
半
島
，.
東
欧
、，
ニ
ユ—

 
•
イ
ン 

グ
ラ
'ン
.ド
と
南
部
な
ど
.の
比
較
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

. 

'

「

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
め
最
高
の
騎
士
，の
家
柄
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
大
い
に 

誇

り

に

し

て

い

る

」

，
ァ

：
ル
；
べ
。
ル

テ

：
ィ

は

、
.

「

人

里

は

な

れ

た

荘

園

生

活

の

理
 

■

.j
l
、'
.祖
先

へ

'め誇
り
を
基

に
す
る
自
負
の
感
情
、4

^
4

か
# '
を
決
定
的
な 

■
基
準
や
自
標
と
し
て
い
卜
て
バ

人̂
文
主
義
的
都
市
貴
族
に
あ
て
セ
書
か
 ̂

た
こ
の
':ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
時
代
の
著
作」

' に
お
い
て
は
、
，毛
織
物
業
と
絹
^
^

:

八

-—
*

(
一

九
：

1
)
：



製
造
の
問
屋
制
前
貸
链
営
が
推
賞
さ
れ
て
い
る」

が
、
こ
れ
と
.

「

市
民
的
中

.
,産
階
級
.の
大
衆
_に
む
か
っ
.て
書
か
.れ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
:'
y
.,の
著
作
や
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
の
論
説
.
•説
教
と
を
比
較」

す
る
こ
^
枕
、
極
め
て
非
歴
史
的
で
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
修
道
院
内
部
に
も
ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
に
お
け
る
と
同
様

な
勤
労
の
倫
理
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
ヴ
工

V 

I
.パ

I
.が
.フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
よ
っ
て「

資
本
主
義
の
精
神」

を
代
表
さ
せ
て

.

.

.

.
い
る
の
.は
、
そ
，の
著
作
、
一

一
例

え

ば
.'
:
,

Poor 

Kichards
、
A123aa^e

0..

や

"The way..to'wealth
=

や 

S
A
n

 Advice to a Y
o
u
n
g

:Hradesman 

ぐ

の
如
き——

が
広
く
都
市
お
よ
び
農
村
の
農
員
•
¥
工

業

者.

小
商
人
層
に

.
流
布
し
、
又
小
市
民
層
の
エ
ー
ト
ス
を
表
現
し
て
い
た
.か
ら
で
あ
っ
.て
、
フ

ラ
シ
ク
リ
ン
自
身
.の
思
想
お
よ
び
そ
の
構
成
耍
素
-%
論
じ
て
い
.る
の
で
は
な 

> 

0

⑵

.「

資
本
主
義
の
発
展」

、「

経
済
的
進
歩」

、
.あ
る
い
は
.「
経
済
活
動」

と
サ 

ム
エ
ル
ス
ン
が
い
う
と
き
、
彼
は
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
史
実
を
頭
に
う
か
べ

.
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
.い
さ
さ
か
煩
雑
に
わ
た
る
が
列
挙
し
て
見
よ
.
 

5
0 

'

J 

t
.

.'A’in certain of the textile .districts? 
‘ 

(p..

00
2) 

merchants and manufacturers: 

(p. 82) 

extravagant; w
a
y

 of life 

o
f

2:
pqsgNcllants, 

m
anufactusrs 

.or ironmasters- 

(P..83) 

•

.^
e

 palatical' old residenc'e of 

businessmen ,in: one. mercantile 

city after a
n
a
t
h
e
r
l
B
e
m
e
,

 

Geneva, Ziirich, A
m
s
t
e
r
d
a
m
, A

n
t
— 

w
e
r
p
,

t-ondon, 
.
LCJ
:
¥
c
k
,

 Danzi

oq, 

Stockholm—

5

八
ニ 

(

一
九
二)

flj
n
o
m
o
u
s

 

f
o-s
-
u
n
e
T
O

 

-
 of 

the 

and 

merl 

chants. i
n
H
n
g
l
a
n
d

 a
n
d

 Netherlands 

•

m̂illionaires'an

分 multi-millionaires of D
e

 Neufvilles, 

Hopes, 

v 

...in 18th 

century 

Holland, or of M
o
r
g
a
n
o
a
i
g
i
e
,

.
 Rocke- 

feller, vandorbilt and Harriman in 

s
t
h
o
e
n
t
u
r
y

 

America: 

f

)

：

textile 

u

^
H»
{»
o
t
u
r
i
n
g

 

pfc
fcbcommerc

CDin the Netherlands and 

Flanders; 

ironfounding, saltdiying and international t
r
a
d
e

3* 

the Hanseatic. t.erritories= 

(p,103) 

sgreat Dutch merchants and iiidustrialists 。
(p.. 104) 

M
a
n
y
.
o
f
v
h
e
.

 largest merchants in A
m
s
t
e
r
d
a
m

 .were 

c
a
t
h
?

 

lics..:5 

(p. 

1
0
4

)

.its t
A
m
s
^
r
d
a
m
l

a.chest inhabitants 

(p. 105)

-large merchantsrand.'industrial. entrepreneur^(p. 

1
0
5

) 

more prominent m
a
n

 and w
o
m
e
n
s

 

(p,105)

と
い

つ

た
社
会
層
H

前
期
的
商
業
問
屋
制
資
本
と
、

B 

it w
a
s

 a
m
o
n
g

 the poorest classes 

Calvinism first 

sp- 

read.: 

(p. 105)

most fanatical calvinistw 

drawn:, from 1:11

0)
g strata 

of society- 

(p. 105)

poorer classes of people in A
m
s
t
e
r
d
a
m

 and elsewhere.:
、、(p.

.

s
s)

.veu-to-do, often of the artisan and 
けrademan class: (p. 115)

comparatively w
e
l
l
-
s

 

l
i
e

 

skilled 

in 

trade 

and 

handi- 

crafts- 

(p. U
5
)

fairly integrated market within a comparatively s!.ll area 

• 

with -well developed conmmnicationl 

(p. 1
1
7)

emergence of a fairly broad 

‘middle 

class, 、
一.e. 

of 

n

with p
u
r
f

 ing l
e
r

 ad§
ate to support 

industrial 

W
s
s

 

production :
》
(p. 

117)

す
な
わ
ち
、「

産
業
的
中
産
層」

「

中
産
的
生
産
者
層」

と
が
、
質

的

•
範
晴 

的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
亡

ぃ

ぐ

「

.!
:

&

•」

.6

於

w
.
i
bい
で 

と
ら
え
ら
れ
て
し
る
と
い
う
点
.に
.注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
ニ
っ
の 

社
会
経
済
勢
力
は
、
近
世
経
済
史
学
上
砂
外
*'
ヤ
か
ー
、一6 6

か
务
と
し
て
把 

握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
者
す
な
わ
ち
前
期
的
商
.
 

業

資

本(

お
ょ
び
ト
ラ
フ
ィ
ー
ク
工
業
資
本)

家
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
り
、
 

宗
教
に
無
関
心
な
い
し
寛
容
で
あ
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
こ
一 

九
世
紀
末
以
降
の
独
占
資
本
家
達
が
宗
教
的
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
も

当
然 

で
あ
る
。
彼
ら
の
間
に
は
さ
ま
れ
た「

産
業
的
中
産
層」

が
ピ
ゴ
ー
リ
タ
ニ 

ズ
ム
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
も
研
究
史
上
明
ら
か
で
あ
る
。
歴
史
的
性
格 

を
異
に
す
る
社
会
層
を
峻
別
し
た
上
で
、
.彼
ら
に
^'
か
^ '
な
経
済
倫
理
な
い 

しH

丨
ト
ス
を
解
明
し
た
場
合
'
サ
ム
エ
ル
ス
ン
の
い
わ
ゆ
る「

宗
教
と
経 

篇

動

」

の
関
速
に
つ
い
て
の
ヴH

丨
バ
丨
の
所
説
は
ど
の
ょ
う
に
評
価
さ 

れ
る
か
は
.多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。「

宗
教」

f 

%

「

経
済
活
動」

.f 

般
が
問
題
な
の
で
は
な
い
.0
ト
务
が
斯
於
な
の
で
は
な
く
て
、
か

^

 ̂

 ̂

な
の
で
あ
る
。
 

•

学

界

展

望

3

ヴ

Jl
I
バ

I
自
身
は
近
代
西
洋
文
化
の
特
質
に
禁
欲
的
プ
口
テ
ス
タ
ン
テ 

ィ
ズ
ム
の
合
理
主
義
的
倫
理
が
ど
の
様
に
、
又
ど
れ
程
影
響
を
与
え
て
い
る■ 

か
を
理
解
し
.ょ
う
と
し
て
い
る
が
、「

ざ
ら
に
進
ん
で
か
合
か
於
か
倫
理
の
，
 

内
容
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
1
私
的
集
会
か
ら
国
家
に
い
た
る
ま
で
の
社
会 

的
諸
共
同
態
の
組
織
と
機
能
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と 

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
次
に
は
、
禁
欲
的
合
理
主
義
の
人
文
主
義
的 

合
理
主
義
と
そ
の
生
活
理
想
や
文
化
的
影
響
に
対
す
る
関
係
、
さ
ら
に
哲
学 

上
な
ら
び
に
科
学
上
の
経
験
論
の
発
展
や
技
術
の
発
展
に
対
す
る
、
ま
た
精 

神
的
文
化
諸
財
に
対
す
る
関
係
が
分
析
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
最 

後
に
、
中
世
に
お
け
る
世
俗
内
的
禁
欲
の
萌
芽
か
ら
発
す
る
禁
欲
的
合
理
主 

義
の
生
成
と
そ
れ
の
純
粋
な
功
利
主
義
へ
の
解
体
の
あ
と
が
、
M'
か
^'
卜
、
 

し
か
も
禁
欲
的
信
仰
の
個
々
の
普
及
地
域
に
即
し
て
、
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら 

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
は
じ
め
て
、
近
代
文
化
の
創
出
に
あ
ず
か
っ 

た
そ
の
他
の
諸
要
-^
と
の
関
速
に
お
い
て
、
禁
欲
的
プ
口
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ 

ム
の
文
化
的
意
義
の
.限
度
を
明
ら
か
.に
す
る
こ
と
が
で
き
る」

と
述
べ
て
い 

る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
ヴH

丨
バ
ー
は
更
に
そ
こ
迄
研
究
の
手
を
の
ば
す 

こ
と
は
し
な
か
っ
た
か
、
少
く
と
も
ト
う
い
う
問
觀
«'
^>
か
%'
>:
'
^ '」

の

問 

題
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
た
事
は
明
ら
.か
で
あ
る
。

⑷

ヴH

丨
バ
ー
の
研
究
は
、
単
に
歴
史
的
な
0'
1
撕
於
か
於
.
に
と
ど
ま
る 

も
の
で
は
な
く
、
今
世
紀
に
入
っ
て
次
第
に
5

に
な
っ
て
来
た
価
値
の
倒 

錯

•

マ
ス
化
現
身
：

=

営
利
の
反
社
会
化
、
.生
産(

力)

^
理
の
疎
外
化
と
い
う 

状
況
を
醒
名
た
る
眼
を
も
っ
て
見
す
え
、
そ
の
極
限
に
於
て「

ヵ
リ
ス
マ」

的
原
理
を
再
び
問
題
.と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ヴH

丨
バ
ー
の
^

八
三

(一

九
三)



'.
、
_、
 

八

四
、(

一
九
四) 

究
が
一
面
的
だ
と
か
、
精
神
史
観
だ
と
か
い
う
類
の
批
判
は
論
外
で
あ

る

s

) 

s
a
n
m
f

 n, l
.
,
p
.

 

5
9

.

.

、

が
、
単
な
る
歴
史
学
的
実
証
的
研
究
のf

つ
と
し
て
か
、
文

化

比

較

の

モ

デ

(

15) 

S
a

日ue
l
l
n
,

 

ibid., 

P
,

 67.

.

.ル

と

し

て

理

解

し

受

容

れ

る

の

も

正

し

く

な

，い

.だ

.ろ
う
0

.近
代
文
化
.の

問

題

(

1 6) 

. 

s
a
m
u
e
l
i
n
,

 .ibid., .
P
.
.149..

性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
し
て
読
ま
る
べ
き
•で
あ
る
。
サ
ム
エ
ル
.ス

(

17)

梶
山
•
大
塚
訳
、
下
、
ニ
四
八—

九
頁
。

ン
の
近
著
の
よ
う
な
レ
べ
ル
で
の
批
判
は
、
ヴH 

I
パ
I
の
^ '
.

.
を
、
意 

(

一
九
六
五
，一

ニ
. 

図
.に
反
し
て
証
明
す
る
以
外
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。

注(

4)

丸
山
真
男「

戦
前
に
お
け
る
日
本
の
ヴH

丨
バ
ー
研
究
|_(

大
家
久
雄
編

-J
マ
ッ
ク
ス
.
ヴ
ヱ
I
バー

研
究」

所
収)

； 

;

•

.

?) 

Weber, 

M
a
x
,

 Gesammelte A
u
f
s
z
e
z
m
-

 

Eeligionssoziologie, 

I.

s
.
1
.

捤
山
力
*
大
塚
久
雄
共
訳
，「

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本■

主
義
の
精
神

」

下
、
ニ
四
五

—

七
頁
。
.

(

6」
Bendix, 

Reinhard, 

M
a
x

 Webe
r
: A

n

 Intellectual Portrait, 1960.

(

7) 

Samuelsscjn, 

Kurt, 

E
k
o
n
o
m
i

 

och 

Religion, 

： L957.

?■) 

Samuelsson, 

Religion 

a
n
d

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

Action: 

A

 

c
r
i
t
i
l

 

of 

M
a
x

 

w
e
b
e
r
.
c
e
b
r
s
r

 

r
o
r
^
600r

,

 

T
-rA

c
a
d
e
m
y

 Library, T
B

 113.1)，
N.Y., 

1964.

(

9)

小

原

敬

士「

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
ヵ
贄
本
主 

義

_
ひ
と 

.

つ
の
マ
ッ
ク
ス

•
ゥ
，H
丨
バ
ー
批
判
I

j 

(

一
 

橋
大
学
経
済
研
究
所「

経
済

研
究」

第
.一
六
巻
第
四
号)

ニ
九
〇
頁
注
7)
、
ニ
九
ニ
頁
。

(

10) 

Samuelsson, 

op. 

c
i
r

pp. 
1~26.

(

11) 

Samuelsson, 

ibid,, 

p. 

4
9
.

(

1 2) 

Samuelsson, 

ibid., 

p, 

4
9
.

.

(

1 3) 

samuelsson, 

iibid., 

p. 

4
9
.

. 

-

O

書

評

ア
イ
リ
I

ン
• 

B 
•

ト
イ
バ
1
著 

侮
日
新
聞
社
人
ロ
問
題
調
査
会
訳

『

日

本

の
.

人

口

』

.

Irene 

B. 

Taeuber, 

T
h
e

 Population of Japan, 

JPrinceton 

University Press, 

19
5

P0
:

安

川

正

彬

'

今
次
大
戦
が
終
結
し
て
の
ち
に
わ
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
人
口
研
究
の
出
版
物 

の
な
か
で
、
人
口
研
究
者
な
fb
_び
に
人
口
に
心
を
ょ
せ
る
他
の
専
門
家
た
ち
を 

結
集
し
た
成
艰
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
誇
り
ぅ
る

労
作
が
.ニ
つ
あ
る
。
：一 

つ
は 

南
亮
三
郎
他
編『

人
|:
1

大
事
典』

(

平
凡
社
、一

九
五
七
年)

，
の
刊
行
で
.あ
り
、
 

他
は
、

ア
イ
リ
ー
ン
.
B 

•ト
イ
、パ
ー
著
、
侮
日
新
聞
社
人
口
問
題
調
崙
会
訳 

『

日
本
の
人
口』

(

一
九
六
四
年

)

の
出
版
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る 

の
は
、
そ
の
後
者
で
あ
る
。

.

.オ

鲁

『

日
本
の
人
口』

の
訳
本
が
で
き
あ
が
づ
た
の
.は
、
正
確
に
は
一
九
山
 ヽ

四
^
1

.j

月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
ぅ
ど
そ
の
日
に
は
シ
カ
ゴ
大
学
社
会
学 

部
長
ハ
ゥ
ザ
ー(Philip M. H

a
i
r
)

教
授
が
来
日
さ
れ
た
機
会
を
と
ら
え

書

評

 

.

.て

教

授

を

四

ん

で

親

し

い

日

本

の

人

口

研

究

者

た

ち

が

毎
日
新
聞
社
人
口
問 

題

調

查

会

で

歓

談

七

て

い

た

。

訳

本

が

完

成

し

て

最

初

の

.一
冊
が
届
け
ら
れ
た 

の
は
、
ま
さ
に
.ぞ
の
最
中
で
あ
っ
た
。

.

原
著
は
、
連
合
国
軍
の
日
本
占
領
下
に
あ
っ
た
一
.九
四
八
年
か
ら

'
九
五
八 

年
の
出
版
ま
で
に 

一
◦
年
を
要
し
た
ト
イ
バ
ー
女
史
の
.労
作
で
あ
る
が
、
そ
の 

後
に
六
年
の
歳
月
を
経
て
漸
く
訳
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
の

.
書
に

ま
つ
わ
る

エ
，
 

ピ
ソ
ー
、F-
の
数
々
は
、
い
か
.に
原
著
が
綿
密
な
研
究
に
よ
っ
た
労

作

で

あ

り

、

そ
し
て
こ
の
訳
出
が
、
い
か
に
入
念
な
.そ
れ
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
物
語
る
も 

の
で
あ
ろ
う
。

ハ
ウ
ザ
ー
教
授
は
日
本
語
を
解
さ
な
い
が
、
し
か
し
訳
出
さ
れ
た
こ
の
本
を 

手
に
し
た
と
き
、
す
か
さ
ず
も
ら
し
た
率
直
な
.感
想
は
、「

こ
の
訳
本
を
も
う 

一
度
英
訳
し
た
ら
、
，原
著
に
ま
さ
る
立
派
な
労
作
が
で
き
あ
が
る
こ
と
で
し
よ 

う」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
外
交
辞
令
は
洗
練
さ
れ
た
白
色
人
種 

が
好
ん
で
使
う
ウ
ィ
ッ
ト
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
こ
.の
本
に
関
す
る
か 

ぎ
り
、

ハ
ウ
ザ
ー
教
授
の
こ
の
，感
想
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
に
'か

こ

つ

け

た

実

^
^
で

あ
 

っ
た
ろ
う.と

解

し

た

の

はA
そ
.の

場

に

居

合

わ

せ

た

な

か

の

わ

た

く

し

だ

け

で 

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
-ァ
メ
リ
ガ
に
滞
在
し
た
当
時(

ー.九
六
〇
|
六
一
年)

に

、

ァ
メ 

リ
ヵ
の
人
口
研
究
者
に
と
っ

V
、

こ
の
原
書
は
日
本(

日
本
の
文
化

•'社
会
と 

人
口)

を
：知
る
う
え
で
の
バ
イ
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
き
っ
と
い
ま 

も
か
わ
ら
ず
に
そ
の
価
値
を
失
o
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
‘て
将
来
も 

ま
た
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
る
.こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
書
が 

学
術
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
背
後
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
ヒ
か
ら

八

五

(
一

九
五)


