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エラスムス政治思想における「医術」
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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
医
術
や
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
通
し
て
、
彼
の
思
想
世
界
に
お
け
る
予
防
と
作
為
に
よ
る
統
治

論
の
位
置
づ
け
と
同
時
に
、
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
中
世
の
思
想
家
た
ち
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
は
近
現
代
に
至
る
ま
で
医
術
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
政
治
論
を
語
る
こ
と
は
稀
で
は
な
く
、

と
き
に
異
分
子
の
排
除
と
い
う
か
た
ち
で
そ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
中
世
末
期
か
ら
初

期
近
代
と
い
う
過
渡
期
に
生
き
た
が
、
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
人
文
主
義
者
で
あ
る
彼
の
医
術
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
見
る
こ
と
で
、
前
後
の

時
代
と
は
異
な
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
固
有
の
統
治
に
対
す
る
認
識
の
把
握
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て

理
解
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
メ
タ
フ
ァ（
1
）ーへ

の
着
目
は
、
そ
の
時
代
固
有
の
認
識
の
あ
り
方
や
そ
の
背
後
に
あ
る
人
間
観
を
把（
2
）握す

る
う

え
で
、
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
有
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
統
治
と
医
術
の
関
係
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
（H

enry V
III, 1491 -1547, 

在
位1509 -47

）
へ

の
処
方
箋
と
し
て
の
言
語
治
療
を
扱
っ
て
い
る
ボ
イ
ル
の
論（
3
）考
を
例
外
と
し
て
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、『
医
術
礼
讃
』（Encom

ium
 

m
edicinae, 1518

）
と
い
う
作
品
へ
の
言
及
も
シ
ラ
イ
シ
の
著（
4
）作な

ど
に
わ
ず
か
に
見
出
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
自
然
科
学
や
医
学
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多（
5
）い。
ま
た
、
医
学
や

医
者
が
中
世
末
期
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
快
く
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
際
に
『
痴
愚
神
礼
讃
』
が
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
あ（
6
）る。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
ガ
レ
ノ
ス
（G

alenos, 129 -99

）
の
医
学
的
諸
著
作
に
つ
い
て
高
く
評
価
し
て
い（
7
）た。

「
政
治
病
理
学
」
の
嚆
矢
を
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
求
め
う
る
こ
と
が
将
基
面
貴
巳
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
8
）が、
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
い

や
む
し
ろ
わ
ず
か
に
先
駆
け
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
痴
愚
神
礼
讃
』（M

oriae encom
ium

, 
執
筆
：
一
五
〇
九
年
、
出
版
：
一
五
一
一
年
）
に
お
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い
て
政
治
の
み
な
ら
ず
社
会
各
層
に
お
け
る
あ
る
べ
き
本
来
の
姿
か
ら
の
逸
脱
、
い
わ
ば
健
康
状
態
に
対
す
る
異
常
事
態
を
描
い
て
い
た
。

医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
は
病
理
へ
の
対
処
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
こ
う
し
た
異
常
事
態
に
対
す
る
訓

戒
を
意
図
し
て
当
該
作
品
を
書
い
た
の
み
な
ら
ず
、
統
治
に
関
わ
る
場
面
に
お
い
て
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
繰
り
返
し
用
い
て
い（
9
）た。

　
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
に
は
、
社
会
的
な
逸
脱
を
診
断
し
う
る
病
理
学
的
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
医
術
礼
讃
』、『
暴
君
殺
害
』（Tyrannicida, 1506

）、『
リ
ン
グ
ア
』（Lingua, 1525

）、『
教
会
和

合
論
』（D

e sarcienda ecclesiae concordia, 1533

）
と
い
っ
た
著
作
に
焦
点
を
当
て
、
従
来
、
エ
ラ
ス
ム
ス
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
顧

み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
医
術
と
統
治
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
宗
教
改
革
以
後
の
彼
の
政
治
思
想
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
統
治
に
お
い
て
予
防
医
学
的
観
点
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
作
為
に
よ
る
回
復
と

し
て
の
医
術
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
政
治
的
・
宗
教
的
文
脈
に
適
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
議
論
の
手
順
と
し
て
は
、
第
一
に
、
古
代
・
中
世
や
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
の
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
概
観
し
、『
医
術
礼
讃
』
に
お
け
る

予
防
医
学
的
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
（John of Salisbury, 1115/20 -80

）、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（Thom
as Aquinas, c. 1225 -74

）、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
暴
君
放
伐
論
を
概
観
し
た
う
え
で
、
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
平
和
論
で
は
暴
君

へ
の
抵
抗
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
が
、
そ
の
後
の
著
作
に
お
い
て
よ
り
慎
重
な
立
場
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
暴
君
放
伐
論
が
、
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
統
治
の
本
質
を
法
の
権
威
と
民
衆
の
自
由
に

見
出
し
て
い
る
点
に
光
が
当
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、『
リ
ン
グ
ア
』
や
『
教
会
和
合
論
』
を
扱
う
こ
と
で
、
医
学
的
メ
タ

フ
ァ
ー
が
君
主
統
治
や
圧
政
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
改
革
と
い
う
具
体
的
事
例
に
お
け
る
社
会
的
混
乱
に
対
し
て
も
反
映
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
根
拠
づ
け
、
最
終
的
に
エ
ラ
ス
ム
ス
が
宗
教
改
革
の
進
展
過
程
に
お
い
て
も
な
お
教
会
統
一
へ
の
治
療
可
能
性
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
む
す
び
と
し
た
い
。
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二
　「
医
術
」
と
し
て
の
統
治

　
医
学
と
政
治
思
想
と
の
あ
い
だ
は
歴
史
的
に
相
互
関
係
が
存
在
し
て
い
）
10
（
た
。
中
世
や
初
期
近
代
の
学
問
は
、
基
本
的
に
そ
の
枠
組
み
が

流
動
的
で
十
分
な
専
門
分
化
を
遂
げ
て
い
な
か
っ
た
。
医
学
や
政
治
学
も
そ
う
し
た
学
問
分
野
の
一
例
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
政
治
思
想

家
は
医
学
者
と
交
流
す
る
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
学
問
の
な
か
で
医
学
的
素
養
に
習
熟
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
）
11
（
た
。
政
治
思
想
に
お

け
る
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
は
、
政
治
社
会
を
ひ
と
つ
の
有
機
体
と
し
て
見
る
場
）
12
（

合
と
、
為
政
者
を
医
者
に
な
ぞ
ら
え
る
場
合
が
存
在

す
）
13
（
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
統
治
論
に
予
防
医
学
的
態
度
を
見
出
し
う
る
の
は
後
者
の
場
合
で
あ
り
、
本
章
で
は
後
者
に
つ
い
て
お
も
に
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

㈠
　
古
代
・
中
世
に
お
け
る
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー

　
統
治
者
が
共
同
体
の
医
者
と
見
な
さ
れ
る
事
例
は
歴
史
的
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
治
療
と
し
て
の
懲
罰
と
い
う
発
想
は
、
古
典
古
代

に
遡
る
も
の
で
あ
る
。「
懲
罰
は
一
種
の
治
療
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（Aristoteles, 384 -22 B. C.

）『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

（Ethica N
ichom

achea

）
第
二
巻
第
三
章
の
一
節
は
、
教
育
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
三
世
紀
以
降
に
は
政
治
的
文
脈

で
の
使
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
）
14
（

た
。
ま
た
、
キ
ケ
ロ
（M

arcus Tullius Cicero, 106 -43 B. C.

）『
義
務
に
つ
い
て
』（D

e officiis

）
は
、

指
導
者
を
医
者
と
同
様
に
み
な
）
15
（

し
、
外
科
手
術
の
比
喩
に
よ
っ
て
暴
君
放
伐
を
論
じ
）
16
（

る
。

　
中
世
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
共
同
体
に
お
け
る
医
者
と
い
う
比
喩
は
存
在
し
て
い
た
。
政
治
に
お
け
る
「
治
療
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、

外
科
手
術
と
投
薬
に
大
別
さ
れ
）
17
（

る
。
そ
の
目
的
は
、
外
科
手
術
で
も
投
薬
で
も
、
患
部
を
病
的
状
態
の
発
生
後
に
否
応
な
く
取
り
除
く
こ

と
に
あ
）
18
（
る
。
共
同
体
に
と
っ
て
の
医
者
と
い
う
キ
ケ
ロ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
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（Policraticus

）
第
四
巻
第
八
章
で
も
用
い
ら
れ
）
19
（
る
。

医
者
の
職
務
と
は
、
湿
布
薬
や
そ
の
ほ
か
の
穏
や
か
な
薬
で
病
を
治
療
で
き
な
い
と
き
に
、
火
や
鋼
﹇
を
患
部
に
あ
て
る
な
ど
﹈
の
よ
う
な
激
し
い
治

療
法
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
穏
や
か
な
手
段
で
は
健
康
を
回
復
す
る
こ
と
の
見
込
み
が
立
た
な
い
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

手
段
は
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
支
配
権
力
と
い
う
も
の
は
、
臣
下
の
悪
徳
を
治
療
す
る
た
め
に
穏
や
か
な
手
段
が
役
に
立
た
な
い
場

合
に
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
な
が
ら
も
、
正
し
く
厳
罰
と
い
う
手
段
に
訴
え
、
そ
し
て
、
敬
虔
な
過
酷
さ
を
も
っ
て
、
悪
人
に
対
す
る
怒
り
を
、
善
人
た

ち
が
損
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
に
向
け
て
発
散
す
る
の
で
あ
）
20
（
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
は
、
支
配
権
力
に
よ
る
厳
罰
を
医
者
に
よ
る
穏
や
か
で
な
い
治
療
法
と
同
様
に
考
え
、
そ
の
目
的
を
善
人
へ
の
損

害
の
防
止
に
見
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ヴ
ァ
（M

arsilius 

de Padua, 1275 -1342/43

）
も
、
強
制
的
懲
罰
に
治
療
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
い
）
21
（

る
。

　
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
は
世
俗
国
家
だ
け
で
な
く
教
会
に
も
使
用
さ
れ
た
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
に
は
宗
教
的
な
も
の
も

含
ま
れ
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
、
伝
染
病
に
も
喩
え
ら
れ
る
異
端
の
捜
索
と
殲
滅
を
目
論
ん
だ
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』

（Sum
m
a Theologiae

）
で
は
、
信
仰
上
の
罪
人
の
殺
害
は
正
当
か
と
い
う
問
題
で
、
切
断
に
よ
る
治
療
と
い
う
比
喩
が
適
用
さ
れ
）
22
（
る
。

　
さ
ら
に
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
の
少
な
か
ら
ぬ
政
治
的
著
作
で
は
為
政
者
が
医
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
著
作
で
は
、
国

の
医
者
た
る
為
政
者
に
は
的
確
な
診
断
や
処
置
が
必
要
と
さ
れ
）
23
（
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
も
こ
う
し
た
医
学
的
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
思
想
家
の
例

外
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
ガ
レ
ノ
ス
の
著
作
の
翻
訳
を
行
）
24
（
い
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
（Paracelsus, 1493 -1541

）
と
の
交
流
も
あ
）
25
（
り
、

『
医
術
礼
讃
』
で
医
学
に
つ
い
て
直
接
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
こ
う
し
た

医
学
的
知
見
を
統
治
論
の
な
か
で
積
極
的
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
示
す
た
め
に
、
次
節
に
お
い
て
、『
医
術
礼
讃
』
に
つ
い
て
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概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

㈡
　『
医
術
礼
讃
』

　『
医
術
礼
讃
』
お
よ
び
『
結
婚
礼
讃
』（Encom

ium
 M

atrim
onii

）
は
、
一
五
一
七
年
に
ル
タ
ー
（M

artin Luther, 1483 -1546

）
に
よ
っ

て
宗
教
改
革
の
口
火
が
切
ら
れ
た
直
後
の
一
五
一
八
年
三
月
三
〇
日
に
『
平
和
の
訴
え
』（Q

uerela Pacis, 1517

）
と
の
合
本
で
ル
ー

ヴ
ァ
ン
の
マ
ー
ル
テ
ン
ス
書
店
よ
り
上
梓
さ
れ
た
。
単
行
本
と
し
て
は
同
年
八
月
バ
ー
ゼ
ル
の
フ
ロ
ー
ベ
ン
版
が
最
初
で
あ
）
26
（

る
。

　
そ
れ
で
は
、『
医
術
礼
讃
』
の
中
身
を
実
際
に
見
て
み
よ
う
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
学
問
分
野
と
し
て
の
医
学
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

の
か
。
基
礎
技
術
は
金
銭
的
利
益
の
追
求
に
走
ら
な
い
の
が
特
徴
で
あ
り
、
医
学
も
そ
の
例
外
で
は
な
）
27
（

い
。
彼
は
医
学
が
修
辞
学
を
は
じ

め
と
し
た
他
の
学
問
分
野
を
貶
め
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
偉
大
）
28
（

で
、
そ
の
発
明
が
神
々
に
帰
さ
れ
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
と
評
価
す
）
29
（

る
。

　
ま
た
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
医
者
を
神
的
存
在
に
近
い
も
の
と
し
て
捉
）
30
（
え
、
キ
リ
ス
ト
も
「
医
者
」
と
み
な
す
。
癒
し
の
力
を
持
つ
神
が

意
の
ま
ま
に
で
き
る
も
の
を
、
医
者
は
そ
の
人
間
の
力
が
許
す
限
り
模
倣
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
で
、
癒
し
の
神
の
本
性
に
参
与
す
）
31
（

る
。

医
術
そ
れ
自
体
を
激
賞
す
る
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
神
と
同
様
の
役
割
を
医
術
が
古
代
人
の
あ
い
だ
で
担
っ
て
い
た
と
し
）
32
（
て
、

「
人
間
は
人
間
に
対
し
て
神
で
あ
る
」（ἄνθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιον

））
33
（

と
い
う
諺
の
真
の
模
範
は
、
信
頼
で
き
て
有
徳
な
医
者
だ
と
み

な
し
て
い
）
34
（
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
医
者
の
関
心
が
身
体
の
み
な
ら
ず
人
間
全
体
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
神
学
者
と
医
者
を
類
比
的
に
捉

え
、
人
間
全
体
へ
の
関
心
と
情
念
の
抑
制
へ
の
説
得
に
お
い
て
両
者
が
同
様
の
役
割
を
果
た
す
事
実
に
注
意
を
喚
起
す
）
35
（

る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
神
そ
れ
自
体
や
神
学
者
と
医
者
を
類
比
的
に
捉
え
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
に
も
癒
し
の
術
を
見
出
し
て
い
）
36
（

た
。

ま
た
、
人
間
が
そ
の
生
を
負
う
対
象
と
し
て
神
、
親
、
統
治
者
、
医
者
が
あ
げ
ら
れ
、
統
治
者
と
医
者
は
人
間
の
生
殺
与
奪
を
握
る
も
の

と
し
て
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
）
37
（

る
。
そ
し
て
、
彼
は
統
治
者
に
医
者
の
配
慮
の
役
割
を
見
出
し
、
統
治
者
も
医
術
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
説
き
、

医
学
の
助
け
な
く
し
て
適
切
に
行
わ
れ
う
る
生
の
領
域
は
な
い
と
見
る
。
そ
の
際
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
人
間
の
幸
福
の
頂
点
に
健
康
を
位
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置
づ
け
た
古
代
人
の
法
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
古
代
人
の
法
は
市
民
の
あ
い
だ
の
強
さ
、
頑
丈
さ
、
身
体
の
鍛
錬
を
目
的
と
し
て

い
）
38
（

た
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
古
代
の
統
治
に
お
け
る
「
養
生
」（δίαιτα

））
39
（

の
観
点
が
見
出
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
平
時
に
お
け
る
「
養
生
」
の
観
点
に
つ
い
て
、
将
基
面
は
、「
政
治
論
に
お
け
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
こ
う
し
た
﹇
予
防
医
学
、

日
常
的
な
健
康
管
理
の
﹈
側
面
が
脱
落
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
追
求
に
価
す
る
思
想
史
的
課
）
40
（
題
」
だ
と
述
べ
、
西
洋
的
統
治
イ
メ
ー
ジ

の
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
）
41
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
『
医
術
礼
讃
』
に
お
け
る
市
民
の
義
務
形
成
へ
の
統
治

者
の
配
慮
に
は
予
防
医
学
的
観
点
が
見
出
さ
れ
、
ベ
イ
ン
ト
ン
は
当
該
箇
所
を
「
予
防
は
医
療
に
ま
さ
る
」
と
概
括
し
て
い
）
42
（
る
。
ま
た
、

『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』（Institutio Principis Christiani, 1516

）
第
一
〇
章
「
平
時
の
務
）
43
（

め
」
で
は
、「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
君
主

に
と
っ
て
の
哲
学
」（Christiani principis philosophia

）
と
は
、「
公
正
な
法
や
徳
に
向
か
う
ふ
さ
わ
し
い
学
問
に
よ
る
、
官
吏
や
官
僚
の

誠
実
さ
、
祭
司
の
神
聖
さ
、
学
校
教
師
の
選
択
」
と
い
っ
た
務
め
に
向
け
て
の
能
力
と
意
志
を
持
つ
こ
と
だ
と
さ
れ
）
44
（

る
。
こ
こ
で
は
「
そ

れ
ら
を
通
し
て
国
が
安
定
さ
せ
ら
れ
輝
か
さ
れ
る
も
の
を
﹇
君
主
は
﹈
最
大
限
に
配
慮
し
、
他
方
で
は
国
情
を
よ
り
悪
く
す
る
も
の
を
排

除
し
て
遠
ざ
け
）
45
（
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
君
主
の
あ
ら
か
じ
め
の
配
慮
が
重
要
だ
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
の
改
廃
に
よ
る
悪
し
き
習
慣
の
矯
正
、

官
吏
任
用
法
、
処
罰
、
貧
救
法
、
治
安
維
持
と
い
っ
た
手
段
に
よ
る
領
国
安
定
が
説
か
れ
）
46
（
る
。
ま
た
、「﹇
君
主
は
﹈
共
同
体
を
遍
歴
す
る

が
、
こ
の
精
神
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
改
善
し
、
不
十
分
で
あ
る
す
べ
て
を
強
）
47
（
化
」
す
べ
き
と
述
べ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
各
地
の
視
察
や

公
共
事
業
の
必
要
性
を
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
平
時
に
お
け
る
君
主
の
心
掛
け
で
問
題
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
統
治

に
お
い
て
予
防
医
学
的
観
点
を
重
視
し
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
予
防
医
学
的
統
治
が
十
全
に
機
能
す
る
の
は
、
君
主
自
身
が
ま
っ
と
う
な
判
断
を
有
す
る
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
統
治
者
自
身
の
判
断
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
動
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
認
め
る
に
は
哲
学
の
要
点
（philosophiae sum

m
am

）
は
こ
の
場
所
に
、
す
な
わ
ち
情
念
（affectus

）
は
理
性
（ratio

）
に
服
従
す
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る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
対
し
て
優
れ
た
助
力
者
は
医
者
（m

edicus

）
で
あ
る
…
…
そ
れ
﹇
威
厳
﹈
が
元
首
に
お
い
て
示
さ
れ
る

と
き
、
善
行
は
ど
れ
ほ
ど
輝
い
て
い
る
の
か
！
　
最
も
幸
運
な
王
よ
り
も
っ
と
こ
の
種
の
悪
に
晒
さ
れ
な
い
運
命
（fortuna

）
は
な
い
。
し
か
し
、

ひ
と
り
の
小
人
物
の
損
な
わ
れ
た
脳
は
国
の
ど
ん
な
動
乱
を
駆
り
立
て
る
こ
と
）
48
（

か
！ 

こ
の
よ
う
に
、
為
政
者
が
暴
君
と
化
し
、
い
わ
ば
病
的
状
態
と
な
る
と
き
に
は
、
共
同
体
に
は
自
己
治
癒
能
力
が
必
要
と
な
）
49
（

る
。
そ
こ
で
、

次
章
で
は
圧
政
へ
の
対
処
と
し
て
政
治
社
会
の
自
己
治
癒
能
力
と
見
な
さ
れ
る
暴
君
放
伐
論
を
概
観
す
る
。

三
　
暴
君
放
伐
論
と
抵
抗

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
通
常
時
は
医
者
の
役
目
を
果
た
す
為
政
者
に
よ
る
予
防
医
学
的
な
配
慮
が
統
治
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
も
の
の
、

為
政
者
自
身
も
圧
政
と
い
う
「
病
」
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
あ
く
ま
で
例
外
的
か
つ
最
終
的
な
手
段
と
し

て
共
同
体
に
よ
る
暴
君
へ
の
「
治
療
」
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
暴
君
放
伐
論
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
中
世
の
ジ
ョ
ン
・

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
暴
君
放
伐
論
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
し
か
る
後
、
エ
ラ
ス
ム
ス
も

そ
う
し
た
中
世
の
伝
統
に
立
脚
し
て
『
暴
君
殺
害
』
や
『
平
和
の
訴
え
』
に
お
い
て
暴
君
へ
の
抵
抗
を
認
め
な
が
ら
も
、『
リ
ン
グ
ア
』

で
は
積
極
的
な
抵
抗
は
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
暴
君
放
伐
論
に
お
い
て
も
彼
が
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
。

㈠
　
中
世
に
お
け
る
暴
君
放
伐
論

　
古
典
古
代
以
来
、
長
い
系
譜
を
持
つ
暴
君
放
伐
論
に
お
い
て
、
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
抵
抗
を
論
じ
た
の
は
一
二
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・ 
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ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
で
あ
）
50
（
り
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
こ
の
理
論
を
精
緻
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
）
51
（
る
。
こ
う
し
た
系
譜
の
な
か
で
、
エ
ラ
ス

ム
ス
の
主
張
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
ジ
ョ
ン
と
ト
マ
ス
に
お
け
る
暴
君
放
伐
論
を
瞥
見
し
て

お
き
た
い
。

　
ジ
ョ
ン
の
暴
君
論
は
、
ロ
ー
マ
法
の
「
王
の
法
」（lex legia

）
の
中
世
的
解
釈
で
あ
る
ラ
ウ
テ
ン
バ
ハ
の
マ
ネ
ゴ
ル
ト
（M

anegold 

von Lautenbach, c. 1030 -1103

以
降
）
の
抵
抗
に
つ
い
て
の
議
論
や
、
君
主
の
私
益
よ
り
も
共
同
体
の
共
通
善
を
優
先
さ
せ
、
そ
れ
に
違

背
す
る
君
主
を
暴
君
と
み
な
す
当
時
の
知
識
人
の
議
論
の
影
響
を
受
け
て
い
）
52
（
る
。
彼
の
議
論
は
、
一
二
世
紀
に
お
け
る
集
権
化
と
い
う
現

実
や
、
古
典
や
ロ
ー
マ
法
の
再
生
と
い
う
知
的
世
界
の
革
新
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
）
53
（

た
。

　
た
だ
し
、
ジ
ョ
ン
に
よ
る
暴
君
放
伐
論
は
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
対
立
が
存
在
す
）
54
（
る
。
す
な
わ
ち
、『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
第
三
巻

第
一
五
章
、
第
八
巻
第
一
七
章
は
、
暴
君
は
聖
書
的
、
神
学
的
根
拠
か
ら
殺
害
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
に
見
）
55
（

え
、
そ
こ
か
ら
ネ
ー
ダ
ー

マ
ン
は
ジ
ョ
ン
が
暴
君
殺
害
を
積
極
的
に
正
当
化
し
た
と
主
張
す
）
56
（
る
。
他
方
、
支
配
者
の
理
想
像
が
示
さ
れ
た
第
四
巻
第
一
章
で
の
議
論

と
符
合
す
る
第
八
巻
第
二
〇
章
で
は
、
祈
り
に
よ
っ
て
神
の
裁
き
を
待
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ョ
ン
は
暴
君
殺
害
を
是
認
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
教
訓
を
示
し
た
だ
け
だ
と
す
る
論
者
も
い
）
57
（
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
研
究
水
準
で
は
、
ジ
ョ
ン
は
暴
君
殺

害
を
明
確
に
語
っ
た
中
世
最
初
の
思
想
家
で
あ
る
も
の
の
、
暴
君
殺
害
を
無
条
件
に
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
）
58
（

る
。

　
ジ
ョ
ン
の
暴
君
論
に
、「
正
当
な
資
格
を
欠
く
暴
君
」（tyranus absque titulo

）
と
「
権
力
行
使
に
よ
る
暴
君
」（tyranus quoad 

exercitio

）
と
の
分
類
な
ど
を
付
加
し
て
当
該
理
論
の
精
密
化
を
図
っ
た
の
が
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
で
あ
）
59
（

る
。
た
だ
し
、
ジ
ョ
ン
と
ト

マ
ス
に
は
次
の
よ
う
な
本
質
的
違
い
も
見
ら
れ
る
。
カ
ー
ラ
イ
ル
以
降
、
多
く
の
場
合
、
ジ
ョ
ン
が
私
人
に
よ
る
暴
君
殺
害
の
正
当
性
を

認
め
た
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
は
初
期
に
は
承
認
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
期
に
は
不
承
認
へ
と
移
り
変
わ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
）
60
（
る
。

た
と
え
ば
、「
士
師
記
」（
第
三
章
第
一
四
節
以
下
）
エ
フ
ド
の
物
語
は
、『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
で
は
暴
君
殺
害
を
認
め
る
も
の
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
の
『
君
主
の
統
治
に
つ
い
て
』（D

e regim
ine principum

）
で
は
服
従
義
務
を
説
く
ペ
ト
ロ
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の
教
え
か
ら
暴
君
殺
害
を
否
定
し
て
い
）
61
（
る
。
こ
う
し
た
ト
マ
ス
の
立
場
は
、『
命
題
集
注
解
』（Scripta libros Sententiarum

 m
agistri Petri 

Lom
bardi

）
で
、
カ
エ
サ
ル
暗
殺
を
正
当
化
す
る
キ
ケ
ロ
に
触
れ
な
が
ら
、
私
人
に
よ
る
暴
君
殺
害
を
認
め
て
い
た
議
論
か
ら
遠
く
隔

た
っ
て
い
）
62
（
た
。

　
結
局
、『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
暴
君
へ
の
服
従
義
務
の
拒
否
と
抵
抗
は
人
民
の
権
利
だ
と
し
な
が
ら
も
、
殺
害
も
含
む

暴
君
放
伐
の
判
断
と
実
施
は
「
公
的
な
権
威
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
「
私
人
」
に
も
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て

い
）
63
（
る
。

㈡
　『
暴
君
殺
害
』

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
に
代
表
さ
れ
る
中
世
の
暴
君
放
伐
論
は
、
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
精
密
化
さ
れ
た
の
ち
、

一
四
、
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
バ
ル
ト
ル
ス
（Bartolus de Saxoferrato, 1314? -57

）
や
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
（Coluccio Saltati, 

1331 -1406

）、
さ
ら
に
は
一
六
世
紀
の
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
な
ど
の
抵
抗
権
理
論
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
64
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
議
論
が
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
た
か
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本

節
で
は
彼
の
暴
君
放
伐
論
や
抵
抗
の
問
題
を
概
観
す
る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
暴
君
殺
害
』
は
、
ル
キ
ア
ノ
ス
（Lucianos, c. 120 -80

）『
暴
君
殺
害
』（Tyrannicida

）
を
主
題
と
し
た
「
デ
ク
ラ

マ
テ
ィ
オ
」（declam

a

）
65
（tio

）
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
暴
君
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
描
い
て
い
る
。
当
該
作
品
の
巻
頭
の

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
彼
は
同
じ
主
題
に
取
り
組
む
ト
マ
ス
・
モ
ア
（Thom

as M
ore, 1478 -1535

）
に

対
抗
し
て
こ
れ
を
凌
駕
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
ん
に
知
恵
競
べ
を
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
子
供
時
代
か
ら
こ

う
し
た
練
習
を
す
れ
ば
表
現
の
貧
困
は
よ
り
少
な
く
な
る
と
述
べ
て
お
り
、
読
者
と
し
て
子
供
を
含
む
修
辞
学
の
生
徒
を
想
定
し
て
い
）
66
（

る
。

彼
は
感
情
に
欠
け
る
存
在
と
い
う
点
で
暴
君
と
ス
ト
ア
派
哲
学
者
の
類
似
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
暴
君
が
自
分
の
計
画
を
測
る
尺
度
を
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利
益
に
求
め
る
点
で
両
者
は
異
な
る
と
）
67
（
し
、
暴
君
の
悪
徳
は
加
齢
に
よ
っ
て
増
す
も
の
だ
と
捉
え
）
68
（
る
。

　
た
だ
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
ジ
ョ
ン
と
同
様
に
、
圧
政
に
は
多
数
の
関
与
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
）
69
（

た
。
と
い
う
の
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、

犯
罪
に
お
け
る
仲
間
の
よ
う
な
助
力
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
有
機
体
と
し
て
「
暴
君
」
を
捉
え
、
そ
の
概
念
の
も
と
に
卑
し
い
暴
徒
全

体
が
隠
れ
て
い
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
暴
君
の
手
足
た
る
暴
徒
へ
の
加
害
は
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い

と
し
）
70
（

て
、
あ
く
ま
で
殺
害
対
象
を
暴
君
に
限
定
す
）
71
（

る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、「
私
的
個
人
は
暴
君
に
対
し
て
の
み
自
分
の
剣
を
抜
く
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
）
72
（
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
法
は
あ
る
人

か
ら
命
を
奪
う
た
め
の
権
力
を
与
え
る
の
に
気
が
進
ま
な
）
73
（

い
」
と
述
べ
て
、
暴
君
殺
害
に
対
し
て
法
が
積
極
的
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
一
方
の
悪
を
他
方
の
悪
で
治
療
す
）
74
（
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
暴
君
殺
害
が
共
同
体
に

と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
行
為
の
特
殊
性
を
指
摘
す
）
75
（

る
。

ま
た
彼
ら 

﹇
我
々
の
父
祖
﹈
は
暴
君
殺
害
の
試
み
が
共
同
体
に
最
大
の
危
険
な
く
し
て
企
て
ら
れ
え
な
い
と
理
解
し
て
い
た
。
…
…
無
謀
に
試
み
る
者

に
よ
っ
て
国
は
回
復
さ
れ
る
よ
り
も
破
壊
さ
れ
る
と
、
彼
ら
は
未
来
を
予
見
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
圧
政
は
共
同
体
へ
の
重
大
で
致
命
的
な
潰
瘍

以
外
の
何
な
の
）
76
（
か
？

エ
ラ
ス
ム
ス
は
圧
政
を
「
潰
瘍
」（hulcus

）
と
み
な
し
、
こ
れ
に
対
す
る
治
療
が
必
要
だ
と
捉
え
る
。
そ
し
て
彼
は
暴
君
を
「
あ
る
種
の

国
の
致
命
的
な
病
気
」
だ
と
表
現
し
、
暴
君
殺
害
の
限
定
理
由
を
、
無
差
別
殺
害
へ
の
阻
止
、
耐
え
る
方
が
害
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
に

求
め
て
い
）
77
（

る
。

王
は
公
共
の
利
益
（publicum

 vtilitas

）
を
、
暴
君
は
自
分
自
身
の
も
の
（priuatim

 suus
）
を
考
慮
に
入
れ
る
。
そ
こ
か
ら
法
の
権
威
（legis 
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authoritas

）
を
以
前
の
状
態
に
（
も
し
な
し
う
る
な
ら
）
ひ
と
つ
の
頭
の
損
失
で
回
復
す
る
ま
で
、
公
然
と
あ
た
か
も
正
当
な
君
主
の
如
く
暴
君
に

市
民
が
従
う
の
が
好
都
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
全
体
を
襲
う
そ
れ
ら
の
致
命
的
な
病
気
に
お
い
て
こ
う
し
た
慎
み
深
さ
に
よ
っ
て
、
知
恵
は
法

を
慣
れ
さ
せ
た
。
同
害
報
復
に
よ
っ
て
病
気
を
治
療
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
警
告
に
よ
っ
て
赦
し
、
共
同
体
を
治
療
し
よ
う
と
し
て
、
共
同
体
の
大
部
分

を
ま
だ
ひ
ど
く
苦
し
め
な
い
よ
う
）
78
（

に
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
法
の
目
的
は
病
気
の
治
療
で
あ
り
、
法
の
権
威
の
回
復
ま
で
暴
君
に
従
う
の
が
市
民
の
利
益
に
な
る
と

見
る
。
た
だ
し
、
姦
通
者
、
正
当
防
衛
、
暴
君
殺
害
の
三
例
に
お
い
て
の
み
裁
判
な
し
の
殺
害
が
許
さ
れ
、
戦
闘
に
お
け
る
殺
害
も
暴
君

殺
害
と
関
係
し
て
い
）
79
（
る
。

　
そ
の
う
え
で
な
お
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
暴
君
殺
害
へ
の
主
張
の
基
礎
と
し
て
、
意
志
（anim

us

）、
方
法
（via

）、
効
果
（effectus

）
に

か
か
わ
る
基
準
が
満
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
お
）
80
（
り
、
剣
で
の
殺
害
は
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
為
態
様
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
）
81
（

く
。
彼
に
と
っ
て
、
暴
君
殺
害
の
目
的
は
あ
く
ま
で
共
同
体
の
自
由
の
回
復
（libertatis restitutio

）
で
あ
っ
て
、
健
康

（salus

）
は
あ
く
ま
で
安
全
で
効
果
的
な
方
法
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
も
の
で
あ
）
82
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
侵
犯
に
よ
る
殺
人
と
い
う
犯
罪

的
行
為
は
、
国
に
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
）
83
（
る
。

㈢
　
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
抵
抗
と
君
主
制

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
暴
君
殺
害
』
に
お
い
て
私
人
に
よ
る
剣
で
の
暴
君
殺
害
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
の
ち
の

カ
ー
ル
五
世
（Karl V, 1500 -58, 

在
位
ス
ペ
イ
ン
王1516 -56, 

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝1519 -56

）
た
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
カ
ー
ル
が
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ト
を
父
祖
伝
来
の
対
仏
戦
）
84
（

争
や
エ
ス
パ
ニ
ア
外
交
政
策
に
巻
き
込
む
こ
と
へ
の
懸
）
85
（

念
か
ら
、
一
五
一
〇
年
代
の
戦
争
平
和
論
で
は
抵
抗

の
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
の
著
作
に
お
い
て
は
暴
君
に
対
し
て
よ
り
受
動
的
な
態
度
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
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エ
ラ
ス
ム
ス
は
、『
戦
争
は
体
験
せ
ぬ
も
の
に
こ
そ
快
し
』（D

ulce bellum
 inexpertis, 1515

）
に
お
い
て
、
王
侯
の
権
利
と
は
、
民
衆

の
同
意
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

加
え
て
我
々
が
支
配
（dom

inium

）
と
呼
ぶ
も
の
、
そ
れ
は
管
理
（adm
inistratio

）
で
あ
る
。
自
然
に
よ
っ
て
自
由
な
人
間
に
お
け
る
権
利
と
、

家
畜
に
お
け
る
そ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
権
利
自
体
を
、﹇
王
侯
た
る
﹈
あ
な
た
は
持
っ
て
い
る
が
、
民
衆
の
総
意
（populi consensus

）
が
与

え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
様
に
、
私
が
間
違
っ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
取
り
除
く
の
は
、
与
え
た
人
で
あ
）
86
（

る
。

こ
の
よ
う
に
家
畜
と
は
異
な
る
人
間
の
自
然
的
自
由
を
重
視
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
民
衆
の
同
意
に
よ
っ
て
王
に
付
託
さ
れ
た

権
）
87
（
力
は
、
民
衆
自
身
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
彼
は
民
衆
の
同
意
を
君
主
専
制
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
考
え
て
お
り
、
具
体

的
態
様
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
平
和
の
訴
え
』
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
抵
抗
を
示
唆
し
て
い
）
88
（

る
。
た
だ
し
、『
エ
ン
キ

リ
デ
ィ
オ
ン
』（Enchiridion m

ilitis Christiani, 
執
筆
：
一
五
〇
一
年
、
出
版
：
一
五
〇
四
年
）
に
お
い
て
、
民
衆
が
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ

な
い
暴
動
や
内
乱
に
対
す
る
警
戒
を
示
）
89
（

し
、
宗
教
改
革
に
お
い
て
は
漸
進
的
な
体
制
内
改
革
を
志
向
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
る

な
ら
ば
、
暴
動
や
内
乱
を
伴
っ
て
体
制
秩
序
自
体
の
転
覆
を
図
る
よ
う
な
抵
抗
は
エ
ラ
ス
ム
ス
の
想
定
の
範
囲
外
で
あ
ろ
）
90
（
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
平
和
論
に
お
い
て
は
、
王
権
の
停
止
や
抵
抗
の
可
能
性
を
示
唆
し
、『
キ
リ
ス
ト
者

の
君
主
の
教
育
』
で
は
、
君
主
が
そ
の
任
に
堪
え
な
い
と
き
は
辞
任
す
べ
き
だ
と
勧
奨
し
て
お
り
、
古
代
の
ア
テ
ナ
イ
や
ロ
ー
マ
の
例
か

ら
君
主
制
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
）
91
（
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
『
医
術
礼
讃
』
に
お
い
て
、
暴
君
が
存
在
し
た

と
し
て
も
、
制
度
と
し
て
の
元
首
政
（principatus

）
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
あ
く
ま
で
人
と
制
度
を
区
別
し
て
君
主

制
を
擁
護
し
て
い
）
92
（
る
。

　
こ
う
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
る
君
主
制
擁
護
の
姿
勢
は
、
一
五
二
五
年
の
『
リ
ン
グ
）
93
（

ア
』
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
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彼
は
パ
ウ
ロ
に
従
っ
て
上
位
者
に
対
す
る
服
従
を
説
）
94
（
き
、
為
政
者
の
改
善
可
能
性
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
神
罰
ま
で
我
慢
す
る
か
、

あ
る
い
は
市
民
や
議
会
の
同
意
に
よ
っ
て
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
悪
し
き
手
段
で
の
悪
へ
の
報
復
を

否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
95
（
る
。
た
だ
し
、『
平
和
の
訴
え
』
で
見
ら
れ
た
市
民
の
同
意
の
み
な
ら
ず
議
会
の
同
意
を
加
え
て
い
る
点
で
、

『
リ
ン
グ
ア
』
は
、
制
度
的
な
合
議
体
に
よ
っ
て
君
主
権
力
の
突
出
を
抑
え
よ
う
と
す
る
議
会
主
義
的
側
面
の
一
端
を
示
し
て
お
り
、『
対

ト
ル
コ
戦
争
論
』（D

e Bello Turcico, 1530

）
に
お
い
て
も
議
会
の
権
威
（senatus auctoritas

）
が
強
調
さ
れ
て
い
）
96
（

る
。
彼
自
身
は
議
会
に

つ
い
て
具
体
的
詳
細
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
同
意
に
基
づ
く
支
配
」
に
お
け
る
「
同
意
」
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
君
主
国
で
代
表
制
議
会
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
意
味
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
エ
ラ
ス
ム
ス
の
祖
国
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公

国
で
は
、
課
税
や
身
分
制
議
会
の
権
利
や
特
権
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
）
97
（
た
。

　
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
一
五
〇
六
年
の
『
暴
君
殺
害
』
に
お
い
て
は
私
人
の
剣
に
よ
る
暴
君
殺
害
を
認
め
て
い
た
。
そ
こ

で
の
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
暴
君
に
よ
る
圧
政
を
「
病
」
と
み
な
し
、
こ
う
し
た
病
が
法
の
権
威
や
民
衆
の
自
由
の
回
復
に
よ
っ
て
治

療
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
統
治
者
の
専
制
化
と
い
う
問
題
に
対
す
る
共
同
体
に
よ
る
自
己
対
処
と
し
て

の
暴
君
放
伐
論
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
統
治
の
本
質
を
法
の
権
威
と
民
衆
の
自
由
の
双
方
に
見
て
い
た
。
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦

争
平
和
論
に
お
い
て
は
民
衆
の
同
意
に
よ
る
王
権
の
停
止
や
抵
抗
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
、
よ
り
慎
重
な
立
場
へ
と

変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

四
　
治
療
法
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
精
神

　
エ
ラ
ス
ム
ス
が
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
い
て
君
主
へ
の
服
従
を
よ
り
強
く
説
く
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
当
該
著
作
の
前
年
か
ら
の
ド

イ
ツ
農
民
戦
争
で
の
農
民
の
暴
徒
化
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
君
主
の
失
政
よ
り
も
悪
い
「
無
秩
序
」
と
し
て
非
難
し
、
鎮
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圧
へ
の
厳
し
い
手
段
が
「
病
を
癒
す
」
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
）
98
（
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
ル
タ
ー
に
よ
る
宗
教
改
革
の

進
展
に
伴
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
い
て
民
衆
を
煽
動
す
る
悪
し
き
「
舌
／
言
葉
」
を
批

判
す
）
99
（
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
混
乱
と
そ
の
治
療
法
を
確
認
し
た
う
え
で
、『
教
会
和
合

論
』
に
お
い
て
彼
が
な
お
調
和
へ
の
希
望
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

㈠
　『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
分
裂

　
中
世
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
的
議
論
で
は
、
治
療
前
の
診
断
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
）
100
（

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ラ

ス
ム
ス
『
リ
ン
グ
ア
』
で
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
診
断
へ
の
側
面
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
病
気
の
原
因
と
起

源
を
探
求
す
る
こ
と
も
ま
た
治
癒
の
技
術
と
関
係
が
あ
る
と
し
）
101
（

て
、
精
神
の
病
気
に
お
い
て
も
悪
の
程
度
を
知
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
は
心
の
外
形
（m
entis facies

）
だ
と
捉
え
る
彼
は
、
医
者
が
あ
る
人
の
外
観
か
ら
の
み
な
ら
ず
そ
の
言
葉
か
ら
も

ま
た
病
気
の
兆
候
（signa m

orbi

）
を
推
察
し
う
る
と
考
え
）
102
（

る
。

　
た
だ
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
治
療
に
お
け
る
手
続
き
や
人
間
の
悪
質
さ
へ
の
対
処
を
二
段
階
で
考
え
）
103
（

る
。
彼
は
精
神
の
悪
が
肉
体
の
悪
よ

り
も
感
染
性
が
強
い
こ
と
を
示
唆
し
、
悪
影
響
を
受
け
る
仲
間
と
の
交
際
を
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
医
者
の
一
般
的
勧
告
を
示
し
て
い
）
104
（
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
に
お
い
て
、
君
主
が
幼
児
の
際
の
、
そ
の
乳
母
や
教
育
者
や
遊
び
相
手
と
い
っ
た
取
り

巻
き
か
ら
の
悪
影
響
を
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
忠
告
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
）
105
（
る
。

　
人
間
関
係
に
お
け
る
よ
い
影
響
と
悪
影
響
の
二
面
性
に
気
づ
い
て
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
毒
と
薬
が
紙
一
重
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て

い
）
106
（
る
。
彼
は
こ
う
し
た
表
裏
一
体
の
関
係
を
「
舌
／
言
葉
」
の
二
面
性
に
も
見
出
）
107
（
し
、
シ
ラ
書
「
悪
し
き
言
葉
は
心
を
変
え
る
だ
ろ
う
、

そ
こ
か
ら
物
事
の
四
つ
の
様
態
、
善
と
悪
、
生
と
死
が
生
じ
る
が
、
舌
は
た
え
ず
そ
れ
ら
の
統
治
者
で
あ
）
108
（

る
」
を
引
い
て
、
悪
し
き
「
舌
／ 

言
葉
」
の
毒
に
対
す
る
解
毒
剤
も
、「
舌
／
言
葉
」
に
存
在
す
る
と
考
え
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
そ
の
解
毒
剤
と
は
キ
リ
ス
ト
教
で
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あ
）
109
（
り
、
そ
れ
は
触
れ
る
人
々
の
健
康
を
回
復
す
る
「
癒
し
の
手
」（m

edicae m
anus

）
で
あ
り
、
約
束
す
べ
て
を
満
た
す
た
め
の
「
新
し

い
舌
」（noua lingua

）
で
あ
）
110
（

る
。
そ
し
て
、
彼
は
パ
ウ
ロ
の
本
当
の
子
孫
は
神
聖
な
呪
文
で
人
々
の
魂
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
）
111
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
エ
ラ
ス
ム
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
魂
の
癒
し
の
力
を
見
出
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
代
に
は
党
派
性
を
伴
っ
た

分
裂
状
態
が
存
在
し
て
い
た
。『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
や
『
平
和
の
訴
え
』
に
お
い
て
、
中
世
神
学
の
様
々
な
学
派
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
分
裂
状
態
は
、
宗
教
改
革
だ
け
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前

の
後
期
中
世
の
学
問
的
、
政
治
的
分
裂
状
況
に
お
い
て
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
）
112
（
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
分
裂
状
態
の
な

か
で
、
教
会
を
身
体
メ
タ
フ
ァ
ー
で
捉
え
る
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
身
体
で
あ
る
教
会
に
は
部
分
の
分
離
は
望
ま
し
い
も
の

で
は
な
）
113
（
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
混
乱
状
態
を
収
束
さ
せ
る
方
法
を
彼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

そ
れ
で
は
舌
を
変
え
る
治
療
法
は
何
か
？
「
福
音
書
」
の
冒
頭
に
我
々
は
戻
る
が
、
そ
れ
は
言
う
、「
悔
い
改
め
よ
、
さ
あ
、
神
の
王
国
は
近
づ
い

た
」（Poenitentiam

, ... agite, appropinquat regnum
 dei

））
114
（

。
各
人
が
自
分
の
罪
を
認
め
、
生
を
よ
り
よ
く
向
け
換
え
、
そ
し
て
我
々
に
よ
っ
て
主

は
宥
め
ら
れ
、
主
の
怒
り
は
正
当
に
我
々
に
お
い
て
荒
れ
狂
う
。
足
の
裏
か
ら
頭
頂
ま
で
我
々
に
は
健
康
が
な
い
（A planta pedis vsque ad 

verticem
 non est in nobis sanitas

）。
司
祭
は
民
衆
の
よ
う
で
、
裁
判
官
や
監
督
者
は
、
君
主
の
よ
う
で
あ
る
。
み
な
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
も

の
で
は
な
く
、
自
分
の
も
の
を
求
め
）
115
（

る
。

こ
の
よ
う
に
各
人
が
私
益
を
追
求
す
る
時
代
状
況
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
各
人
が
悔
い
改
め
る
こ
と
が

「
舌
／
言
葉
」
を
変
え
る
治
療
法
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
主
の
怒
り
を
宥
め
て
神
の
変
心
も
期
待
で
き
る
こ
と
を
、
彼
は
ダ

ヴ
ィ
デ
の
例
か
ら
示
唆
し
て
い
）
116
（
る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
同
時
代
の
本
末
転
倒
の
状
況
を
バ
ベ
ル
の
塔
に
見
立
て
、
こ
の
塔
を
破
壊
す
れ
ば
精
神
と
「
舌
／
言
葉
」
の
混
乱
の
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終
わ
り
が
到
来
す
る
と
考
）
117
（
え
、
社
会
的
混
乱
へ
の
対
処
に
医
学
的
治
療
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ど
ん
な
配
慮
で
弱
き
成
員
を
我
々
は
見
守
り
、
ど
ん
な
愛
着
で
汚
染
し
た
か
傷
つ
い
た
部
分
を
治
療
し
、
ど
ん
な
技
術
で
脱
臼
を
そ
れ
自
体
の
場
所
に

戻
す
の
か
？
　
切
断
や
焼
灼
（sectio aut vstio

）
を
我
々
が
適
用
す
る
と
き
に
、
ど
れ
ほ
ど
嫌
々
な
が
ら
ど
れ
ほ
ど
誹
謗
し
て
最
後
の
治
療
に
我
々

は
屈
す
る
の
か
？
　
最
後
に
す
べ
て
の
試
み
の
失
敗
で
、
治
療
の
希
望
（sanandi spes

）
が
な
い
も
の
を
、
ど
ん
な
悲
し
み
で
我
々
は
切
断
す
る
の

か
？
　
ど
う
し
て
隣
人
を
治
療
す
る
こ
と
に
お
い
て
同
じ
愛
や
寛
恕
（charitas ac m

ansuetudo

）
を
我
々
は
示
さ
な
い
の
か
？
　
ど
ん
な
に
辛
辣

に
人
間
の
過
失
を
我
々
は
非
難
す
る
の
）
118
（
か
？

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
「
癒
し
の
希
望
」
が
あ
る
限
り
治
療
の
試
み
を
諦
め
な
い
が
、
そ
の
希
望
さ
え
失
わ
れ
た
と
き
に
悲
し
み

の
な
か
で
切
断
と
い
う
あ
る
種
の
力
に
よ
る
分
離
を
伴
う
政
治
的
選
択
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
）
119
（

る
。

　
で
は
な
ぜ
、
彼
は
「
癒
し
の
希
望
」
の
も
と
で
の
治
療
に
期
待
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
人
間
が
可
謬
的
存
在
で
あ
る
こ

と
に
誰
よ
り
も
自
覚
的
で
あ
り
、
社
会
各
層
の
愚
行
を
洞
察
し
て
『
痴
愚
神
礼
讃
』
を
描
い
た
。
と
同
時
に
、
彼
は
そ
う
し
た
愚
行
こ
そ

が
翻
っ
て
生
の
活
力
で
あ
る
こ
と
さ
え
看
破
し
て
い
）
120
（
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
人
間
が
作
り
出
し
た
精
神
の
病
気
は
人
間
の
手
で
解
決
す
る

治
療
法
が
あ
る
と
考
え
る
。「
彼
﹇
自
分
自
身
に
ふ
さ
わ
し
い
舌
を
持
つ
祭
司
（sacerdos qui linguam

 habet ipso dignam

）﹈
は
精
神
の
病
気
す

べ
て
に
対
す
る
薬
、
す
べ
て
の
毒
に
対
す
る
速
効
性
の
あ
る
解
毒
剤
、
精
神
の
剣
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
害
を
切

り
取
る
の
で
あ
）
121
（
る
」。
こ
こ
で
の
「
精
神
の
剣
」（gladius spiritus
）
と
は
、「
短
剣
」
を
意
味
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
最
初
期
の
作
品
『
エ
ン

キ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、『
痴
愚
神
礼
讃
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
基
づ
い
た
「
精
神
の
剣
」、「
心
の
奥
底
ま
で

貫
き
通
し
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
断
ち
切
っ
て
、
心
に
は
た
だ
敬
虔
さ
の
み
が
残
る
）
122
（
剣
」
で
あ
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に

基
づ
い
た
「
精
神
の
剣
」
に
「
癒
し
の
希
望
」
を
見
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
薬
」（pharm

acum

）
や
「
解
毒
剤
」（antidotum

）と
表
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現
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
思
想
世
界
の
根
底
に
改
善
可
能
性
を
前
提
と
す
る
人
間
観
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
節
の

『
教
会
和
合
論
』
で
確
認
す
る
。

㈡
　『
教
会
和
合
論
』
に
お
け
る
希
望

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
教
会
和
合
論
』
に
お
い
て
も
、
利
己
的
な
党
派
心
が
調
和
の
回
復
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
）
123
（
る
。
キ
リ
ス

ト
に
希
望
を
置
く
よ
う
に
説
い
た
う
え
で
、
自
分
自
身
を
顧
み
ず
に
他
者
を
批
判
す
る
態
度
を
不
正
の
極
み
で
あ
る
と
し
て
、
教
皇
や
司

祭
や
修
道
士
を
批
判
す
る
宗
教
改
革
側
の
人
々
が
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
を
批
判
す
る
お
こ
が
ま
し
さ
を
彼

は
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、『
痴
愚
神
礼
讃
』
で
あ
れ
ほ
ど
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ト

リ
ッ
ク
側
の
悪
徳
に
気
づ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
痴
愚
神
礼
讃
』
の
真
骨
頂
を
対
象
へ
の
攻
撃
や
揶
揄
に
見
出
す
見
解
が
あ

る
）
124
（
が
、
そ
の
眼
目
は
攻
撃
や
揶
揄
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
自
身
は
『
痴
愚
神
礼
讃
』
冒
頭
の
ト
マ
ス
・
モ
ア
へ
の
献

呈
書
簡
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
目
的
化
し
た
批
判
の
た
め
の
批
判
で
は
な
く
、
教
訓
的
目
的
を
背
景
に
従
え
た
批
判
を
展

開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
125
（
る
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
自
己
目
的
化
し
た
批
判
の
た
め
の
批
判
を
ア
ン
フ
ェ
ア
と
み
な
し
、
落
度
の
み
な
ら
ず
功
績
も
加

味
し
た
う
え
で
、
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
比
較
衡
量
が
必
要
だ
と
感
じ
る
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
。
彼
は
一
般
人
が
見
落
と
し
が
ち

な
聖
職
者
の
美
徳
を
正
当
に
評
価
す
る
と
同
時
に
、
一
般
人
が
彼
ら
の
悪
徳
し
か
見
な
い
と
い
う
落
度
を
も
正
確
に
見
抜
い
て
い
）
126
（

る
。
そ

し
て
公
的
な
も
の
が
軽
蔑
さ
れ
私
的
放
縦
を
極
め
る
同
時
代
の
状
況
を
看
取
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
）
127
（

は
、
人
間
本
性
の
可
謬
性
を
指
摘
し
て
、

宗
教
的
混
乱
へ
の
対
処
に
医
学
的
治
療
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
。

荒
療
治
（asper m

edicina

）
を
あ
て
が
う
の
が
役
に
立
つ
よ
り
も
、
も
っ
と
軽
い
あ
る
種
の
過
失
が
存
在
す
る
。
…
…
さ
ら
に
な
か
っ
た
よ
う
に
装
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わ
れ
る
べ
き
よ
り
も
、
も
っ
と
重
大
な
あ
る
種
の
も
の
が
存
在
し
、
熟
練
し
た
巧
み
な
手
を
必
要
と
す
る
。
た
し
か
に
我
々
に
起
こ
る
の
は
、
未
熟
な

医
者
（im

peritus m
edicus

）
に
し
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
ま
だ
十
分
に
巧
み
で
な
い
ま
ま
治
療
を
あ
て
が
い
、
病
気
の
代
わ
り
に
人
間
を

殺
し
て
、
軽
い
病
気
か
ら
治
療
不
能
（im

m
edicabile

）
に
す
る
。
大
部
分
は
段
階
的
に
都
合
の
よ
い
と
き
に
忍
び
込
ん
で
き
た
が
、
も
し
重
大
な
混

乱
な
く
し
て
な
し
う
る
な
ら
、
そ
れ
は
段
階
的
に
都
合
の
よ
い
と
き
に
取
り
除
か
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
な
か
っ
た
よ
う
に
装
わ
れ
て
、

そ
の
日
ま
で
適
切
な
機
会
を
延
ば
す
。
同
じ
機
敏
さ
は
教
義
に
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
人
は
ま
だ
「
異
端
、
異
端
、
火
へ
、
火
へ
」

（haeresis, haeresis, ad ignem
, ad ignem

）
と
自
制
心
な
く
絶
叫
し
、
よ
り
悪
い
部
分
に
お
い
て
そ
の
言
説
が
曖
昧
で
あ
る
と
解
釈
し
、
言
説
が

敬
虔
で
あ
る
も
の
を
中
傷
を
通
し
て
誤
り
伝
え
）
128
（

る
。

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
拙
速
な
荒
療
治
に
よ
っ
て
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
よ
り
は
、
時
の
経
過
で
よ
り
よ
い
機
会
が
現
れ
る
ま
で
待
つ
漸
進
的
治

療
の
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
態
度
は
法
的
安
定
）
129
（
性
の
み
な
ら
ず
宗
教
的
教
義
の
問
題
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。

教
会
が
倒
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
そ
れ
は
動
か
ざ
る
キ
リ
ス
ト
の
岩
に
寄
り
か
か
っ
て
い
て
、
ど
ん
な
嵐
に
も
揺
り
動
か
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

あ
る
人
々
に
つ
い
て
私
は
話
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
大
い
な
る
対
抗
心
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
教
会
の
大
義
（causa ecclesiae

）
を
守
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
私
は
﹇
そ
の
対
抗
心
を
﹈
悪
く
言
う
の
で
は
な
く
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
こ
の
病
気
は
治
療
不
能
（im

m
edicabile

）
に
な
る
よ
う

に
は
達
し
て
い
な
い
。
も
し
燃
料
（m

ateria igni

）
を
我
々
が
取
り
除
く
な
ら
、
こ
の
炎
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
こ
の
暴
動
の
主
源
泉

（tum
ultas fons

）
は
人
間
の
不
敬
な
道
徳
（im

pii m
ores hom

inum
）
で
あ
）
130
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
崩
壊
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
病
気
は
ま
だ
治
療
不
能
の
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
見



法学政治学論究　第104号（2015.3）

20

て
、
こ
の
無
秩
序
の
主
源
泉
た
る
人
間
の
悪
し
き
振
舞
い
を
取
り
除
く
な
ら
、
こ
の
病
気
は
ま
だ
消
失
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
希

望
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
人
間
は
あ
く
ま
で
発
展
途
上
の
成
長
過
程
に
あ
る
か
ら
で
あ
）
131
（

る
。

さ
し
あ
た
り
野
心
（am

bitio

）
は
鎮
め
ら
れ
、
優
位
に
立
っ
て
い
る
頑
固
な
党
派
心
（stadium

）、
私
的
憎
し
み
と
と
も
に
偏
愛
は
遠
ざ
か
り
、

狂
っ
た
口
論
の
絶
叫
に
耳
を
貸
さ
ず
に
沈
黙
し
、
こ
の
よ
う
に
つ
い
に
あ
の
平
和
を
も
た
ら
す
真
実
が
輝
き
始
め
る
。
両
方
の
側
が
他
方
に
自
分
を
多

少
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
あ
の
「
調
整
の
精
神
」（συγκατάβασις

）
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
な
く
し
て
ど
の
よ
う
な
調
和
も
存
続
し
な
い
。
し
か
し
「
不

動
の
も
の
」（τὰ ἀκίνητα
）
が
動
か
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
同
意
さ
れ
て
、
完
成
（perfectio

）
へ
と
段
階
的
に
招
か
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
人
間
の
弱
さ

（hom
inum

 infirm
itas

）
は
耐
え
ら
れ
）
132
（
る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
「
調
整
の
精
神
」
に
よ
る
双
方
の
譲
歩
で
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
、
人
間
の
弱
さ
は
完
成
へ
と
段
階
的
に
招

か
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
間
の
弱
さ
を
認
め
て
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
よ
る
神
の
慈
悲
が
救
済
に
は
必
要
だ
と
讃
え
る

真
の
信
仰
に
よ
っ
て
信
者
の
心
は
純
化
さ
れ
、
そ
う
し
た
信
仰
が
よ
き
働
き
す
べ
て
の
源
泉
に
な
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。

　
結
局
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
宗
教
改
革
と
い
う
社
会
的
動
乱
の
過
程
に
お
い
て
も
、
人
間
の
弱
さ
を
認
め
な
が
ら
な
お
そ
こ
に
治
療
可
能
性

と
完
成
に
向
か
う
希
望
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
い
て
「
人
間
だ
け
が
人
間
に
対
し
て
有
害
で
あ
）
133
（

る
」
と
述

べ
る
一
方
、
先
に
見
た
よ
う
に
、『
医
術
礼
讃
』
で
は
「
人
間
は
人
間
に
対
し
て
神
で
あ
る
」
と
い
う
諺
に
言
及
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
人
間
そ
れ
自
体
が
矛
盾
し
た
側
面
を
抱
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
エ
ラ
ス
ム
ス
が
深
い
次

元
で
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
可
謬
性
と
改
善
可
能
性
の
双
方
を
見
出
す
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、

医
術
と
は
、
予
防
医
学
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
は
人
間
の
手
で
解
決
し
う
る
と
い
う
作
為
に
よ
る
回
復
を
示

す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五
　
お
わ
り
に

　
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
正
常
な
統
治
を
損
な
う
異
常
事
態
を
病
気
と
捉
え
る
こ
と
で
、
異
常
事
態
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
姿

勢
と
い
う
強
み
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
の
伝
統
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
）
134
（

た
。
と
同
時
に
、
当
該
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
そ
れ
を
使
用
す

る
側
が
自
身
の
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
は
宗
教
的
異
端
の
排
除
、
近
代
に
い
た
っ
て
は

優
生
学
に
基
づ
く
人
種
差
別
な
ど
負
の
遺
産
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
の
伝
統
の
な
か
で
、

エ
ラ
ス
ム
ス
は
作
為
に
よ
る
治
療
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
最
終
手
段
と
し
て
の
そ
れ
が
悲
し
み
を
伴
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
ま
た
、『
医
術
礼
讃
』
に
お
け
る
市
民
の
義
務
形
成
へ
の
統
治
者
の
配
慮
に
は
、
中
世
政
治
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
予
防
医
学
的
観

点
が
見
出
さ
れ
、
こ
こ
に
エ
ラ
ス
ム
ス
の
医
術
論
の
思
想
史
的
意
義
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
後
世
の
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
の
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
、『
教
会
和
合
論
』
に
お
け
る
希
望
は
虚
し
く
蹂

躙
さ
れ
、
宗
教
改
革
は
彼
の
友
人
ト
マ
ス
・
モ
ア
や
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（John Fisher, 1469 -1535

）
の
死
ば
か
り
で
は
な
く
、

最
終
的
に
新
教
と
旧
教
の
分
裂
、
そ
し
て
猖
獗
を
極
め
た
血
腥
い
宗
教
戦
争
と
い
う
結
果
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
エ

ラ
ス
ム
ス
の
思
想
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
と
し
て
の
誹
り
を
免
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
を
は
じ
め
と
し
た
政
治

思
想
家
た
ち
と
対
比
さ
れ
て
重
要
性
が
低
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
た
し
か
に
道
徳
を
切
り
離
し
た
冷
徹
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を

前
提
と
し
た
政
治
学
と
い
う
観
点
か
ら
彼
の
政
治
思
想
を
裁
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
否
定
的
評
価
に
首
肯
し
う
る
一
面
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
は
法
や
宗
教
の
原
理
よ
り
も
必
要
を
優
先
さ
せ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
の
思
想
に
お
い

て
矛
盾
と
思
わ
れ
て
き
た
も
の
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
の
首
尾
一
貫
性
の
な
さ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
人
間
を
両
義
的
な
存
在
、



法学政治学論究　第104号（2015.3）

22

つ
ま
り
危
う
さ
と
と
も
に
（
改
善
）
可
能
性
を
も
そ
な
え
た
存
在
と
し
て
描
写
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
彼
の
論

争
相
手
を
は
じ
め
と
し
た
同
時
代
人
お
よ
び
後
代
の
人
が
、
人
間
の
両
義
性
を
彼
ほ
ど
深
く
理
解
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
人
間
を
矛
盾
し

た
存
在
と
し
て
描
く
彼
自
身
を
も
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
曲
解
し
た
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
曲
解
に
よ
っ
て
エ
ラ
ス

ム
ス
の
著
作
は
度
重
な
る
禁
書
扱
い
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
不
朽
の
名
作
『
痴
愚
神
礼
讃
』
は
世
紀
を
超
え
て
連
綿
と
読
み

継
が
れ
て
き
）
135
（

た
。
モ
ア
宛
献
呈
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
る
当
該
著
作
の
執
筆
意
図
は
、
自
己
目
的
化
し
た

批
判
な
ど
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
全
体
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
い
た
諷
刺
的
警
告
に
よ
っ
て
改
善
を
促
す
こ

と
に
あ
っ
た
。
彼
自
身
が
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
、
い
わ
ば
、
社
会
各
層
の
病
理
を
診
断
し
て
人
間
の
可
謬
性
を
剔
抉
し
た

医
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
も
い
え
よ
う
。『
医
術
礼
讃
』
に
お
い
て
「
よ
き
働
き
を
な
し
て
悪
し
き
評
判
を
被
る
」
と
述
べ
て

い
た
よ
う
）
136
（

に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
が
い
わ
ば
人
間
社
会
の
医
者
と
し
て
人
間
の
可
謬
性
を
剔
抉
し
て
処
方
箋
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
え
っ
て
悪
評
を
こ
う
む
り
、
長
ら
く
不
当
な
扱
い
を
甘
受
す
る
破
目
に
陥
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
の
歴
史
の
皮

肉
な
の
で
あ
っ
た
。

デ
シ
デ
リ
ウ
ス
・
エ
ラ
ス
ム
ス
（D

esiderius Erasm
us, c. 1466 -1536

）
の
著
作
や
書
簡
、
エ
ラ
ス
ム
ス
協
会
の
年
鑑
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
号

を
用
い
る
。

LB: D
esiderii Erasm

i Roterodam
i O

pera om
nia : em

endatiora et auctiora, ad optim
as editiones, praecipue quas ipse Erasm

us pos-
trem

o curavit, sum
m
a fide exacta, doctorum

que virorum
 notis illustrata / recognovit Joannes Clericus, Leiden, 1703 -6; repr; 

H
ildesheim

, 2001 -
ASD

: O
pera om

nia D
esiderii Erasm

i Roterodam
i, Am

sterdam
, 1969 -

CW
E: Collected W

orks of Erasm
us （Toronto: U

niversity of Toronto Press, 1974 -
）

Allen: O
pvs Epistolarvm

 D
es. Erasm

i Roterodam
i, denvo recognitvm

 et avctvm
 per P. S. Allen （N

ew
 York: O

xford U
niversity Press, 
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1992

）

ERSY: Erasm
us of Rotterdam

 Society Yearbook, 1981 -

　
エ
ラ
ス
ム
ス
の
引
用
は
、
英
訳CW

E

や
邦
訳
が
存
在
す
る
も
の
は
参
照
し
た
が
、
訳
語
は
一
部
変
更
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
著
者
が
ラ
テ
ン
語

原
典LB

やASD

か
ら
新
た
に
訳
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  
将
基
面
貴
巳
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
六
年
、
三
七
頁
参
照
。

（
2
）  

甚
野
尚
志
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
観
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
九
頁
参
照
。

（
3
）  M

arjorie O
’Rourke Boyle, 

‘Erasm
us

’ Prescription for H
enry V

III: Logotherapy,

’ in Renaissance Q
uarterly, Vol. 31, N

o. 2 

（1978

）, 161 -72; Bruce M
ansfield, Erasm

us in the Twentieth Century: Interpretations c. 1920 -2000, Erasm
us Studies （Toronto: 

U
niversity of Toronto Press, 2003

）, p. 33.

（
4
）  N

ancy G. Siraisi, 

‘Oratory and Rhetoric in Renaissance M
edicine,

’ in Journal of the H
istory of Ideas, Vol. 65, N

o. 2 （2004

）, 
191 -211.

（
5
）  Johan H

uizinga, Erasm
us of Rotterdam

, trans. by F. H
opm

ann 

（N
ew

 York: Scribner, 1924

）. 

邦
訳
、『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
宮
崎
信
彦

訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
三
一
六
頁；

沓
掛
良
彦
『
エ
ラ
ス
ム
ス

―
人
文
主
義
の
王
者

―
』
岩
波
現
代
全
書
、
二
〇
一
四
年
、

七
四
頁; M

ansfield, p. 274, n. 79.

（
6
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
八
一
―
二
頁
参
照
。

（
7
）  B. Ebels-H

oving and E. J. Ebels, 

‘Erasm
us and G

alen,

’ in Erasm
us of Rotterdam

: the M
an and the Scholar, eds. by J. Sperna 

W
eiland and W

. Th. M
. Frijhoff （Leiden: Brill, 1988

）, pp. 132 -42.

（
8
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
三
六
頁
参
照
。

（
9
）  D
ulce bellum

 inexpertis, LB II, 965A / CW
E 35, p. 428. 

邦
訳
、『
戦
争
は
体
験
し
な
い
者
に
こ
そ
快
し
』
月
村
辰
雄
訳
、
二
宮
敬
『
エ

ラ
ス
ム
ス
』
講
談
社
、
人
類
の
知
的
遺
産
二
三
、
一
九
八
四
年
所
収
、
三
三
一
―
二
頁; Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, pp. 

196 -7 / CW
E 27, pp. 266 -7. 

邦
訳
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
片
山
英
男
訳
、『
宗
教
改
革
著
作
集
第
二
巻
』
教
文
館
、
一
九
八
九
年

所
収
、
三
四
五
頁; D

e concordia, ASD
 V

 -3, pp. 312 -3 / CW
E 65, p. 216

参
照
。

（
10
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
三
七
頁
参
照
。
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（
11
）  

同
書
、
三
七
―
四
三
頁
参
照
。

（
12
）  

甚
野
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
観
』、
一
三
二
―
九
二
頁
に
詳
し
い
。

（
13
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
四
七
頁
参
照
。

（
14
）  
同
書
、
七
三
―
四
頁
参
照
。

（
15
）  
キ
ケ
ロ
『
義
務
に
つ
い
て
』
高
橋
宏
幸
訳
、『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
九
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
所
収
、
一
七
四
頁; 

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ

の
招
待
』、
七
四
、
一
六
〇
頁
参
照
。

（
16
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
六
〇
頁
参
照
。

（
17
）  

同
書
、
一
五
七
頁
参
照
。

（
18
）  

同
書
、
一
六
二
頁
参
照
。

（
19
）  

同
書
、
七
五
頁
。

（
20
）  John of Salisbury, Policraticus, 4.8; 

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
七
五
頁
。

（
21
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
七
四
―
五
頁
参
照
。

（
22
）  

同
書
、
一
五
八
―
九
頁
参
照
。
こ
う
し
た
異
端
に
対
す
る
断
罪
に
つ
い
て
は
、
河
野
雄
一
「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
寛
恕
」
と
限
界

―
時

間
的
猶
予
に
お
け
る
改
善
可
能
性

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、
五
九
―
九
〇
頁
、
特
に
七
五
―
六
頁
参
照
。
医

学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
の
使
用
の
背
景
に
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
ガ
レ
ノ
ス
『
治
療
法
に
つ
い
て
』（D

e m
ethodo m

edendi

）
の
本

格
的
受
容
が
あ
っ
た
。
養
生
法
を
重
視
す
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（H

ippocrates, 460 -370 B. C.

）
医
学
は
自
然
治
癒
力
に
委
ね
る
傾
向
を
持
つ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
薬
剤
療
法
を
特
徴
と
す
る
ガ
レ
ノ
ス
医
学
は
よ
り
人
為
的
な
治
療
で
あ
っ
た
（
将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
六
二

頁
参
照
）。

（
23
）  

同
書
、
七
五
頁
参
照
。

（
24
）  

『
自
由
学
芸
、
特
に
医
学
の
勉
強
へ
の
勧
め
』（Exhortatioad bonas artes, praesertim

 m
edicinae

）、『
最
善
の
教
え
』（D

e optim
o do-

cendi genere

）、『
適
切
な
医
者
』（Q

ualem
 oporteat esse m

edicum
）。
三
作
品
の
概
要
に
つ
い
て
は
、Ebels-H

oving and Ebels, pp. 
135 -7

参
照
。

（
25
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
と
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Epp. 1808, 1809 Allen V

II, pp. 26 -8 / CW
E 13, pp. 55 -9; Peter G. Bieten-

holz and Thom
an Brian D

eutscher, Contem
poraries of Erasm

us: A
 Biblical Register of the Renaissance and Reform

ation, 3 
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vols. （Toronto: U
niversity of Toronto Press, 1985 -7

）, vol. 3, p. 50

を
参
照
。

（
26
）  

二
宮
敬
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
講
談
社
、
人
類
の
知
的
遺
産
二
三
、
一
九
八
四
年
、
七
二
頁
。

（
27
）  

自
由
学
芸
に
つ
い
て
は
、P.O. Kristeller, 

‘The M
odern System

 of the Arts,

’ in Renaissance Thought II 

（N
ew

 York: H
arper 

Torchbooks, 1965

）, pp. 163 -227

を
見
よ
。

（
28
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 164 / CW

E 29, p. 36.

（
29
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, pp. 164 -5 / CW

E 29, pp. 36 -7.

（
30
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 184 / CW

E 29, p. 47.

（
31
）  

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
〇
：
一; 

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
六
：
一
三; 

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
九
：
一
―
二
参
照
。Encom

ium
 m

edicinae, 
ASD

 I -4, p. 178 / CW
E 29, p. 45.

（
32
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 166 / CW

E 29, p. 38.

（
33
）  A

dagia, I i 69.

（
34
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 168 / CW

E 29, p. 39.

（
35
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 170 / CW

E 29, pp. 39 -40.

（
36
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 176 / CW

E 29, pp. 43 -4.

（
37
）  

君
主
が
生
殺
与
奪
を
握
る
こ
と
に
関
し
て
は
、Panegyricus, ASD

 IV
-1, p. 63 / CW

E 27, p. 43

参
照
。

（
38
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 182 / CW

E 29, pp. 46 -7.

（
39
）  δίαιτα

に
は
、
生
活
様
式
、
暮
ら
し
方
、
食
生
活
、
飲
食
物
、
生
活
の
場
所
、
住
居
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
狭
義
の
「
食
餌
法
」
の
み
な
ら
ず
、

「
摂
生
法
」、「
養
生
法
」、「
生
活
法
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
（
斉
藤
博
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
医
学
教
育
」『
埼
玉
医
科
大
学
雑
誌
』
第
三
一
号
、

二
〇
〇
四
年
、
一
三
七
―
四
六
頁
、
特
に
一
四
四
頁
参
照
）。

（
40
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
二
〇
九
頁
、
注 

第
四
章
一
八
。

（
41
）  

同
書
、
一
七
二
―
三
、
一
七
五
頁
。

（
42
）  Roland H

. Bainton, Erasm
us of Christendom

 

（N
ew

 York: Scribner, 1969

）. 

邦
訳
、『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
出
村
彰
訳
、
日
本
基
督
教
団

出
版
局
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
三
頁
。

（
43
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, pp. 208 -13 / CW

E 27, pp. 279 -82. 

邦
訳
、
三
六
二
―
七
頁
。
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（
44
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, p. 212 / CW

E 27, p. 281. 

邦
訳
、
三
六
七
頁
。

（
45
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, p. 212 / CW

E 27, p. 281. 

邦
訳
、
三
六
七
頁
。

（
46
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, p. 211 / CW

E 27, p. 280. 

邦
訳
、
三
六
五
頁
。

（
47
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
-1, p. 211 / CW

E 27, p. 280. 

邦
訳
、
三
六
五
頁
。

（
48
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 172 / CW

E 29, p. 40.

（
49
）  
将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
七
六
頁
参
照
。

（
50
）  

同
書
、
一
七
六
―
七
頁
参
照
。

（
51
）  

柴
田
平
三
郎
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
七
頁
参
照
。

（
52
）  

同
書
、
二
五
六
―
七
頁
参
照
。

（
53
）  

甚
野
尚
志
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神

―
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
思
想
構
造

―
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
、
二
一

八
頁; 

柴
田
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』、
二
五
八
頁
参
照
。

（
54
）  

甚
野
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
』、
二
〇
一
頁; 

将
基
面
貴
巳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
の
誕
生
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
、
三
七
―
八
頁
参
照
。

（
55
）  

柴
田
平
三
郎
『
中
世
の
春

―
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
思
想
世
界

―
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
四
一
二
―
三
頁
参
照
。

（
56
）  Cary N

ederm
an, 

‘A D
uty to Kill: John of Salisbury

’s Theory of Tyrannicide,

’ in Review of Politics, Vol. 50 （1988

）, 365 -89.

（
57
）  

た
と
え
ば
、
ラ
ウ
ズ
夫
妻
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ー
ル
ホ
ー
フ
ェ
ン
、
柴
田
、
甚
野
で
あ
り
、
将
基
面
も
「
君
主
の
鑑
」
に
お
い
て
ジ
ョ
ン
の

暴
君
放
伐
論
を
評
価
す
る
試
み
に
無
理
が
あ
る
と
見
て
い
る
（
将
基
面
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
の
誕
生
』、
三
八
頁
参
照
）。

（
58
）  

柴
田
『
中
世
の
春
』、
四
一
七
頁；

甚
野
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
』、
二
〇
七
頁
参
照
。

（
59
）  

柴
田
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』、
二
三
七
、
二
四
六
頁
参
照
。

（
60
）  R.W

. and A.J. Carlyle, A
 H

istory of M
ediæval Political Theory in the W

est, 6 vols. （Edinbourgh: W
illiam

 Blackw
ood &

 Sons, 
1903 -36

）, vol. V, pp. 92 -6; 

柴
田
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』、
二
七
七
頁
参
照
。

（
61
）  

柴
田
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』、
二
五
二
―
四
頁
参
照
。

（
62
）  

同
書
、
二
四
五
、
二
五
三
―
四
頁
参
照
。

（
63
）  

同
書
、
二
七
〇
頁
参
照
。
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（
64
）  

柴
田
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
政
治
思
想
』、
二
三
七
、
二
四
三
頁
参
照
。

（
65
）  

デ
ク
ラ
マ
テ
ィ
オ
と
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
修
辞
学
の
練
習
弁
論
の
こ
と
で
、
議
会
弁
論
の
訓
練
で
良
心
の
問
題
を
論
じ
る
「
説
得
弁
論
」

（suasoria

）
と
、
裁
判
に
お
け
る
審
問
や
告
発
の
練
習
で
個
別
事
例
へ
の
法
文
適
用
の
是
非
な
ど
を
論
じ
る
「
反
駁
弁
論
」（controversia

）
の

二
種
類
が
あ
っ
た
（H

ennri Irènèe M
arrou, Saint A

ugstin et la fin de la culture antique, 2
e ed. （Paris: E. de Broccard, 1938

）. 

邦

訳
、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
古
代
教
養
の
終
焉
』
岩
村
清
太
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、
五
三
頁
）。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
暴
君
殺
害
』
は
後

者
に
属
す
る
。

（
66
）  Ep. 191, Allen I, pp. 422 -3 / CW

E 2, pp. 112 -3.

（
67
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 528 / CW
E 29, pp. 92 -3.

（
68
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 538 / CW
E 29, p. 107.

（
69
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
七
七
―
八
頁
参
照
。

（
70
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 540 / CW
E 29, p. 109. 

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
法
の
恣
意
的
解
釈
は
有
害
と
し
な
が
ら
も
、
法
の
文
言
よ
り
も
必

要
が
強
制
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 541 / CW
E 29, p. 111

）。
こ
う
し
た
「
必
要
」
を
優
先

す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
の
立
場
は
、
法
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
宗
教
に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
と
り
わ
け
後
期
著
作
に
お
い
て
、
突
然
の
必
要
性

や
、
よ
り
劣
っ
た
悪
と
し
て
キ
リ
ス
ト
者
の
平
和
を
保
つ
た
め
の
軍
事
行
動
を
認
め
る
。
権
力
と
宗
教
の
相
克
の
問
題
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス

は
権
力
が
不
可
欠
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
れ
が
福
音
と
不
可
避
の
要
求
の
あ
い
だ
の
緊
張
を
解
消
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
無
秩
序
と
圧
政
の
比

較
衡
量
で
、
後
者
を
「
ま
し
」
と
捉
え
る
見
方
に
つ
い
て
は
、「
政
治
秩
序
を
通
し
て
達
成
さ
れ
う
る
も
の
と
い
う
感
覚
」
が
エ
ラ
ス
ム
ス
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
が
指
摘
し
て
い
る （M

ansfield, p. 35, 201

）。

（
71
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 542 / CW
E 29, p. 111.

（
72
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 544 / CW
E 29, p. 115.

（
73
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 543 / CW
E 29, p. 113.

（
74
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 544 / CW
E 29, p. 114.

（
75
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 523 / CW
E 29, p. 87.

（
76
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 524 / CW
E 29, p. 87.

（
77
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 545 / CW
E 29, p. 115.
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（
78
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 545 / CW
E 29, pp. 115 -6.

（
79
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 543 / CW
E 29, pp. 112 -3.

（
80
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 546 / CW
E 29, p. 117.

（
81
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, p. 547 / CW
E 29, p. 119.

（
82
）  
こ
こ
で
の
共
同
体
の
自
由
や
健
康
と
は
、
法
の
権
威
が
保
た
れ
た
合
法
的
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

（
83
）  Tyrannicida, ASD

 I -1, pp. 547 -9 / CW
E 29, pp. 119 -21.

（
84
）  Panegyricus, ASD

 IV
-1, p. 40 / CW

E 27, p. 22

参
照
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
公
爵
や
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
は
サ
ン
リ
ス
の
和
約
（
一
四

九
三
）
ま
で
フ
ラ
ン
ス
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
国
境
で
フ
ラ
ン
ス
と
繰
り
返
し
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
。
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
端
麗
公

は
、
前
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
イ
タ
リ
ア
侵
攻
に
反
応
し
て
一
四
九
五
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
調
印
さ
れ
た
神
聖
同
盟
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。

（
85
）  

二
宮
敬
『
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
六
頁
参
照
。

（
86
）  D

ulce bellum
 inexpertis, LB II, 965C / CW

E 35, p. 428. 

邦
訳
、
三
三
三
頁
。

（
87
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
王
権
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
「
民
衆
の
総
意
」
に
求
め
て
い
る 

（Institutio principis christiani, ASD
 IV

-1, p. 162, 
167, 216 / CW

E 27, p. 231, 236, 284. 

邦
訳
、
二
九
九
、
三
〇
六
、
三
七
一
頁
） 

。

（
88
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、「
市
民
の
総
意
は
悪
し
き
人
々
の
野
心
を
鈍
く
す
る
」（Q

uerela Pacis, ASD
 IV

-2, p. 87 / CW
E 27, p. 312. 

邦
訳
、

七
〇
頁
）
と
述
べ
、「
あ
な
た
方
に
無
差
別
に
私
は
呼
び
か
け
る
、
キ
リ
ス
ト
の
名
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
お
い
て
心
の
一
致
し
た
調
和
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
人
は
誰
で
も
。
圧
政
的
な
力
に
対
し
て
多
数
の
調
和
が
ど
れ
ほ
ど
力
が
あ
る
か
こ
の
よ
う
に
示
す
が
い
い
」（Q

uerela Pacis, ASD
 

IV
-2, p. 98 / CW

E 27, p. 321. 

邦
訳
、
九
五
頁
）
と
抵
抗
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

（
89
）  Enchiridion, LB V, 13B-C / CW

E 66, p. 42. 
邦
訳
、『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
金
子
晴
勇
訳
、『
宗
教
改
革
著
作
集
第
二
巻
』
教
文
館
、

一
九
八
九
年
所
収
、
五
―
一
八
〇
頁
、
特
に
三
七
―
八
頁
。

（
90
）  

ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
に
つ
い
て
、「
革
命
的
な
意
図
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
書
く
と
き
の
モ
ア
と
同
じ
く
、
縁
遠
い
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』、
二
五
三
頁
参
照
）。

（
91
）  

菊
池
理
夫
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
政
治
学

―
レ
ト
リ
ッ
ク
・
ト
ピ
カ
・
魔
術

―
』
新
曜
社
、
一
九
八
七
年
、
六
二
頁
。

（
92
）  Encom

ium
 m

edicinae, ASD
 I -4, p. 184 / CW

E 29, p. 49. 

制
度
と
専
門
的
職
業
人
の
あ
い
だ
の
区
別
は
エ
ラ
ス
ム
ス
思
想
の
特
徴
で
あ

る
。Rudolf Pfeiffer, H

um
anitas Erasm

iana （Leipzig: Teubner, 1931

）
参
照
。
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（
93
）  

当
該
著
作
は
、
同
時
代
の
論
争
状
況
を
重
く
見
る
エ
ラ
ス
ム
ス
が
、
精
神
の
病
や
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
破
滅
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
「
言
語
／

舌
」
の
治
療
を
試
み
る
こ
と
を
意
図
し
て
執
筆
さ
れ
た
。
一
五
二
五
年
八
月
の
『
リ
ン
グ
ア
』
出
版
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
『
自
由
意
志
論
』（
一

五
二
四
年
九
月
）
に
よ
っ
て
反
ル
タ
ー
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
、
ル
タ
ー
が
『
奴
隷
意
志
論
』（
一
五
二
五
年
一
二
月
）
に
よ
っ
て
反
駁
を
試
み
る

論
争
過
程
の
さ
な
か
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

（
94
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 304 / CW

E 29, p. 334; 

ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
三
：
一
―
七
参
照
。

（
95
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 304 / CW

E 29, p. 335. 

た
だ
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
国
内
統
治
に
お
け
る
死
刑
や
国
際
関
係
に
お
け
る
戦
争
を
否
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
河
野
「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
寛
恕
」
と
限
界
」、
六
五
―
七
四
頁
参
照
。

（
96
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V

-3, p. 76, 78, 80 / CW
E 64, p. 258, 261, 263.

（
97
）  

Ｈ
．
Ｇ
．
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ガ
ー
「
議
会
お
よ
び
全
国
身
分
制
会
議
」
中
村
博
行
訳
、
Ｒ
．
Ｗ
．
デ
イ
ヴ
ィ
ス
編
『
西
洋
に
お
け
る
近
代
的
自

由
の
起
源
』
鷲
見
誠
一
・
田
上
雅
徳
監
訳
、
二
〇
〇
七
年
所
収
、
一
八
九
―
二
四
五
頁
、
特
に
二
三
九
頁
参
照
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
対
ト
ル
コ
戦

争
論
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
議
会
の
権
威
や
民
衆
の
自
由
の
衰
退
と
君
主
権
力
の
増
大
と
の
相
関
を
示
し
て
い
る 

（D
e bello Turcico, ASD

 
V
-3, p. 78 / CW

E 64, p. 261
）。

（
98
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
格
言U

t fici oculis incum
bent

「
眼
の
上
の
イ
ボ
の
よ
う
に
」（A

dagia, II viii 65, CW
E 34, p. 75

）
に
お
い
て
、
一

五
二
四
―
五
年
の
農
民
戦
争
に
つ
い
て
、
君
主
た
ち
の
失
政
よ
り
も
限
り
な
く
悪
い
「
無
秩
序
」
と
し
て
非
難
し
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
一
〇
万
人

の
農
民
が
殺
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
（Ep. 1633, Allen V

I, pp. 197 -99 / CW
E 11, pp. 323 -6

）、「
病
を
癒
す
」
た
め
に
厳
し
い
手
段

が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（Ep. 1686, Allen VI, pp. 300 -2 / CW

E 12, pp. 120 -4; D
e Bello Turcico, ASD

 V -3, p. 32 / 
CW

E 64, p. 213

）。

（
99
）  Lingua, A
SD

 IV
-1, p. 286 / CW

E 29, p. 314; Jacques Chom
arat, G

ram
m
aire et rhétorique chez Erasm

e, 2 vols. 

（Paris: 
Belles lettres, 1981

）, p. 1119.

（
100
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
七
七
頁
参
照
。

（
101
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 340 / CW

E 29, p. 377.

（
102
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 296 / CW

E 29, p. 326.

（
103
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 322, 333 / CW

E 29, p. 355, 368. 

治
療
可
能
な
悪
人
に
は
攻
撃
で
は
な
く
、
警
告
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
エ
ラ
ス

ム
ス
の
強
調
は
、『
痴
愚
神
礼
讃
』
冒
頭
に
お
け
る
モ
ア
宛
献
呈
書
簡
に
も
見
ら
れ
る
。
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（
104
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 344 / CW

E 29, p. 381.

（
105
）  Institutio principis christiani, ASD

 IV
 -1, pp. 175 -6 / CW

E 27, pp. 245 -6. 

邦
訳
、
三
一
八
―
九
頁
。

（
106
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 328 / CW

E 29, p. 363.
（
107
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 238 / CW

E 29, p. 262.
（
108
）  
シ
ラ
書
三
七
：
二
一 

（Revised Standard Version of the Bible 

（
以
下
、RSV

と
略
）
三
七
：
一
八
）; Lingua, ASD

 IV
 -1, p. 330 / 

CW
E 29, p. 365.

（
109
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 362 / CW

E 29, p. 402.

（
110
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 363 / CW

E 29, p. 404.

（
111
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 363 / CW

E 29, p. 405.

（
112
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
や
『
平
和
の
訴
え
』
に
お
い
て
、
学
問
的
分
裂
状
況
の
み
な
ら
ず
国
同
士
の
地
域
的
対
立
も

描
写
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
中
央
集
権
化
に
向
か
う
途
上
の
党
派
性
や
地
域
性
を
示
し
て
い
る
（Institutio Principis Christiani, 

ASD
 IV

-1, p. 218 / CW
E 27, p. 286. 

邦
訳
、
三
七
四
頁; Q

uerela Pacis, ASD
 IV

-2, pp. 91 -2 / CW
E 27, p. 315. 

邦
訳
、
七
八
―
九

頁
）。

（
113
）  

キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
の
教
会
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
二
：
四
―
五
、
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
　
一
二
：
一
二
―

三
一
、
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
四
：
一
五
―
六
、
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
：
一
五; Lingua, ASD

 IV
-1, p. 366 / CW

E 29, p. 
407

を
参
照
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
教
会 

（ecclesia
） 
と
い
う
名
前
が
集
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
教
会
観
を
『
平
和
の
訴
え
』
に
お
い
て
も

示
し
て
い
る
。
シ
ョ
テ
ン
ロ
ー
ア
ー
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
の
教
会
を
法
的
な
も
の
で
は
な
く
教
育
的
構
造
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、

教
会
論
に
お
い
て
、
彼
は
制
度
的
、
官
僚
的
、
権
威
的
な
教
会
理
解
に
つ
い
て
深
い
疑
念
が
あ
っ
た 

（O
tto Shottenloher, 

‘Erasm
us und  

Respblica Christiana,

’ in H
istorische Zeitschrift 210 （1970

）, S. 295 -320, esp. 296 -302; M
ansfield, p. 132, 225

）。

（
114
）  

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
三
：
二
、
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
。

（
115
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 366 / CW

E 29, p. 408.

（
116
）  

こ
れ
は
お
そ
ら
く
列
王
記
下 （RSV

サ
ム
エ
ル
記
下
） 

二
四
：
一
〇
―
二
五; Lingua, ASD

 IV
-1, pp. 366 -7 / CW

E 29, p. 408.

（
117
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 367 / CW

E 29, p. 409.

（
118
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 368 / CW

E 29, p. 410.
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（
119
）  

「
悲
し
み
」
の
な
か
で
の
切
断
と
い
う
表
現
は
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
第
四
巻
八
章
に
お
け
る
「
悲
し
み
に

暮
れ
な
が
ら
も
、
正
し
く
厳
罰
と
い
う
手
段
」
に
訴
え
る
必
要
を
説
く
議
論
を
想
起
さ
せ
る
（
将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
七
四
―
五

頁
参
照
）。

（
120
）  
菊
池
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
政
治
学
』、
五
九
頁
参
照
。

（
121
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 369 / CW

E 29, p. 411.

（
122
）  M

oria, ASD
 IV

-3, p. 184 / CW
E 27, p. 146. 

邦
訳
、
二
〇
二
頁
。

（
123
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, pp. 300 -1 / CW
E 65, p. 197.

（
124
）  

沓
掛
良
彦
「
解
説
」、
沓
掛
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
所
収
、
三
四
三
頁
。

（
125
）  M

oria, ASD
 IV

-3, p. 68 / CW
E 27, p. 84. 

邦
訳
、
一
八
頁
。

（
126
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, pp. 301 -2 / CW
E 65, p. 198.

（
127
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, p. 308 / CW
E 65, p. 207.

（
128
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, pp. 302 -3 / CW
E 65, p. 199.

（
129
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
法
の
制
定
や
改
廃
の
際
に
も
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
。「
も
し
古
い
も
の
で
治
療
す
る
の
を
む
し
ろ
選
び
う
る
な
ら
、

病
気
に
お
い
て
も
新
た
な
治
療
法
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
、
も
し
古
い
も
の
が
い
く
ら
か
奉
仕
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
の

悪
を
あ
な
た
は
治
療
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
新
た
な
法
は
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
大
害
な
く
し
て
廃
止
で
き
な
い
な
ら
、
役
に

立
た
な
い
法
は
徐
々
に
斥
け
ら
れ
て
確
実
に
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
新
た
な
法
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
よ
う
に
、
体
の
割
合
に

応
じ
た
治
療
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
法
は
国
の
現
状
に
適
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
制
度
は
健
康
に
資
す
る
よ
う
に
健
康
な
も
の
に
よ
っ

て
廃
止
さ
れ
る
」（Institutio Principis Christiani, ASD

 IV
-1, p. 200 / CW

E 27, p.269. 

邦
訳
、
三
四
九
頁
）。

（
130
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, p. 303 / CW
E 65, p. 200.

（
131
）  D
e concordia, ASD

 V
-3, p. 280 / CW

E 65, p. 167.

（
132
）  D

e concordia, ASD
 V

-3, p. 304 / CW
E 65, p. 201.

（
133
）  Lingua, ASD

 IV
-1, p. 292 / CW

E 29, p. 322.

『
戦
争
は
体
験
せ
ぬ
も
の
に
こ
そ
快
し
』
に
お
い
て
も
「
人
間
に
と
っ
て
、
人
間
以
上
に

も
っ
と
危
険
な
野
獣
は
い
な
い
」（D

ulce bellum
 inexpertis, LB II, 954A / CW

E 35, p. 405. 

邦
訳
、
三
三
一
―
二
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。

（
134
）  

将
基
面
『
政
治
診
断
学
へ
の
招
待
』、
一
六
三
頁
参
照
。
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（
135
）  

二
宮
『
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
世
界
』、
一
六
五
―
六
頁
参
照
。

（
136
）  Ep. 1334, Allen V, p. 172 -92 / CW

E 9, pp. 245 -75

参
照
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
リ
ン
グ
ア
』
で
も
「
人
々
を
よ
く
扱
う
こ
と
で
悪
し
様

に
言
わ
れ
る
の
は
統
治
者
の
宿
命
で
あ
る
」（Regium

 est m
ale audire quum

 bene feceris, D
iogenes Laertius 6. 2. 3

）
と
述
べ
て
い
る

（Lingua, ASD
 IV

-1, p. 358 / CW
E 29, p. 398

）。

河
野
　
雄
一
（
か
わ
の
　
ゆ
う
い
ち
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　 

政
治
思
想
学
会
、
西
洋
中
世
学
会
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
協
会
、
中
世
哲
学
会
、
日
本

ル
タ
ー
学
会

専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史

主
要
著
作
　
　 「
中
世
の
継
承
者
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス

―
一
五
二
〇
年
代
の
論
争
を
通
し 

て

―
」『
西
洋
中
世
研
究
』
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　 「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
寛
怒
」
と
限
界

―
時
間
的
猶
予
に
お
け
る
改
善
可
能

性

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）

　
　
　
　
　
　 「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
善
悪
・
運
命
・
自
由
意
志
」『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
研
究
』
第

一
四
号
（
二
〇
一
五
年
）


