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マ
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は
じ
め
に
―« la C

reye » 

と
は
何
か
？

　

バ
ン
ニ
ウ
ス
氏
の
音
楽
と
い
う
の
は
、
ボ
エ
セ
の
楽
曲
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
自
分
が
身
に
つ
け
た
レ

ト
リ
ッ
ク
の
規
則
を
な
ん
で
も
使
っ
て
み
よ
う
と
し
た
生
徒
の« la Creye »

が
、
そ
う
し
た
規
則
の
痕
跡
の
認
め
が
た
い
キ
ケ
ロ

の
演
説
と
は
違
っ
て
く
る
よ
う
に
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
に
は
私
か
ら
同
じ
こ
と
を
伝
え
て
あ
り
ま
し
て
、
今
と
な
っ
て
は
彼
も
そ

う
と
認
め
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
が
た
い
へ
ん
優
れ
た
音
楽
家
で
あ
り
、
も
と
よ
り
有
能

な
オ
ネ
ッ
ト
ム
で
も
あ
り
私
の
親
友
で
も
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
し
て
、
お
よ
そ
規
則
と
い
う
も
の
が
、
修

辞
学
に
お
い
て
も
音
楽
に
お
い
て
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん（

（
（

。
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こ
れ
は
一
六
四
〇
年
十
二
月
に
デ
カ
ル
ト
（（596 -（650

（
が
メ
ル
セ
ン
ヌ
（（588 -（648

（
に
宛
て
て
し
た
た
め
た
書
簡
の
な
か
で
、

同
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
家
の
楽
曲
に
つ
い
て
比
較
を
試
み
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ヨ
ハ
ン
・
ア
ル
ベ
ル

ト
ゥ
ス
・
バ
ン
ニ
ウ
ス
（ca. （597 -（644

（
は
作
曲
家
・
音
楽
理
論
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
・
法
律
家
と
し
て
も
活
躍

し
た
こ
と
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
も
認
め
る
よ
う
に
、
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
た
一
般
教
養
人
、
す
な
わ
ち
「
オ

ネ
ッ
ト
ム
」
を
い
わ
ば
体
現
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
く
も
有
能
な
「
親
友
」
の
音
楽
を
デ
カ
ル
ト

は
、
母
国
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
音
楽
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ボ
エ
セ
（（587 -（643

（
の
楽
曲
と
遠
慮
な
し
に
引
き

比
べ
、
前
者
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
生
徒
に
、
後
者
を
古
代
ロ
ー
マ
の
大
雄
弁
家
キ
ケ
ロ
に
見
立
て
る
。
デ
カ
ル
ト
の
ボ
エ
セ
贔
屓
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
さ
ら
に
は
こ
れ
と
は
別
に
、
ボ
エ
セ
の
楽
曲
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
長
文
の
書
簡
を
バ
ン
ニ
ウ
ス
に
書
き
送
っ
て
い
る
ほ
ど

な
の
で
あ
る（

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
バ
ン
ニ
ウ
ス
の
音
楽
の
特
質
を
伝
え
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
と
さ
ら
に « Creye »

と
い

う
い
さ
さ
か
見
慣
れ
ぬ
語
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の « Creye »

と
い
う
綴
り
は
、
デ
カ
ル
ト
の
死
後
ほ
ど
な
く
し
て

十
七
世
紀
中
葉
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
ク
レ
ル
ス
リ
エ
版
『
デ
カ
ル
ト
書
簡
集 

全
三
巻
』（（657 -（667

（
の
第
二
巻
に
収
め
ら
れ
た
当
該

書
簡
中
に
み
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
が（

3
（

、
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ
版
（
以
下
、
Ａ
Ｔ
版
と
略
記
（『
デ
カ
ル
ト
全
集
』
で
は
こ
の
語
に
対
し
て

「
原
文
の
マ
マ
、
代
わ
り
にChrie

と
す
る
こ
と
（Sic pour Chrie
（」
と
の
脚
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る（

4
（

。
こ
の
Ａ
Ｔ
版
で
の
修
正
（
解

釈
（
の
影
響
は
非
常
に
大
き
く
、
以
後
刊
行
さ
れ
た
ア
ダ
ン
・
ミ
ヨ
ー
版
や
ア
ル
キ
エ
版
と
い
っ
た
主
要
な
デ
カ
ル
ト
の
書
簡
校
訂
版
で

は
、 « chrie »

と
い
う
語
が
本
文
中
で
直
接
採
用
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る（

5
（

。
こ
の
Ａ
Ｔ
版
の
指
摘
に
沿
っ
た
読
み
は
、
二
〇
〇
五
年
に

上
梓
さ
れ
た
Ｇ
・
ベ
ル
ジ
ョ
イ
オ
ー
ゾ
編
仏
伊
対
訳
版
『
デ
カ
ル
ト
全
書
簡
集
』
に
お
い
て
も
忠
実
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
原
文
の 
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« Creye »

に
は « esercitazione »

と
い
う
訳
語
が
つ
け
ら
れ
た
う
え
で
、
脚
注
で
「
デ
カ
ル
ト
は « chrie »

の
代
わ
り
に 

« Creye »

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る（

6
（

。
な
お
、
こ
の
ベ
ル
ジ
ョ
イ
オ
ー
ゾ
版
は
質
・
量
と
も
に
現
在
最
も
高
く

評
価
さ
れ
て
お
り
、
本
校
訂
版
に
大
き
く
依
拠
し
て
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
版
『
デ
カ
ル
ト
全
書
簡
集
』（
第
四
巻
、
二
〇
一
六
年
（
で
は
、

注
釈
な
し
で
端
的
に
「
作
文
」
と
訳
さ
れ
て
い
る（

7
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
Ｊ
．-

Ｒ
．ア
ル
モ
ガ
ッ
ト
版
『
デ
カ
ル
ト
全
集
：
往
復
書
簡
編
』
に
お
い

て
は
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
一
語
―
ア
ル
モ
ガ
ッ
ト
版
で
も
本
文
中
で
は « chrie »

と
表
記
さ
れ
て
い
る
―
に
、
次
の
よ
う

な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

Ｃ
版
〔
Cl
＝
ク
レ
ル
ス
リ
エ
版
の
誤
記
か
？
〕
で
は « creye »

と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
版
は « chrie »

（
学
校
の
作
文
練
習
（
と

修
正
し
て
い
る
。
た
だ
し
、 

こ
れ
は « craie »

（esquisse

下
書
き
、
草
案
（
と
も
読
め
る（

8
（

。

こ
う
し
て
こ
の
ア
ル
モ
ガ
ッ
ト
版
に
お
い
て
初
め
て
、 « Creye » 

は « chrie »

で
は
な
く « craie »

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
新

た
な
読
み
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
う
す
る
と
、« Creye » 

が
指
し
示
す
も
の
は « chrie » 

な
の
か
、

そ
れ
と
も « craie » 

な
の
か
、
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
デ
カ
ル
ト
の
一
書
簡
中
に
現
れ
る
た
っ
た
一
語
の
語
義
を
つ
き
と
め
た
い
と
い
う
極
め
て
単
純
な
動
機
か
ら
開
始
さ

れ
た
研
究
の
成
果
が
本
稿
で
あ
る（

9
（

。
そ
こ
で
考
察
の
順
序
と
し
て
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
大
方
の
校
訂
版
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
Ａ
Ｔ

版
の
修
正
、
す
な
わ
ち « Creye » 

は « chrie » 

だ
と
す
る
見
方
に
立
ち
、「chrie
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
か
ら
始
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め
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
引
い
た
デ
カ
ル
ト
書
簡
の
文
脈
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、 « chrie » 

と
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
連
す
る
用
語
で
あ

り
、
特
に
学
校
で
子
ど
も
た
ち
が
と
り
く
む
作
文
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
学
校
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
作
文
課
題
と
デ
カ
ル

ト
の
間
に
い
っ
た
い
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
こ
こ
で
思
い
出
し
た
い
の
が
、
デ
カ
ル
ト
は
若
き
日
に
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の

ひ
と
つ
で
あ
る
ラ･

フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
で
徹
底
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
受
け
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
方
法

序
説
』
の
な
か
に
、
そ
れ
に
関
連
す
る
自
伝
的
記
述
が
あ
る
た
め
、
こ
の
記
述
に
沿
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
教
育
内
容
、
と
り
わ
け
そ

の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
あ
ら
ま
し
を
描
く
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
探
索
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
い
く
な
か
で
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
作
文
練
習
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
（progym

nasm
ata

（」
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
が
十
六
世
紀
以
降
に
な
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
積
極
的
に
採
り
入
れ
ら
れ

た
こ
と
、
よ
っ
て
必
然
的
に
少
年
デ
カ
ル
ト
も
こ
れ
を
学
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
、
デ
カ
ル

ト
思
想
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
背
後
に
退
く
こ
と
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
芸
の
歴
史
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
の
広
が
り
の
ほ
ど
を
浮
き
立
た

せ
た
い
と
考
え
る
。

一
、
デ
カ
ル
ト
と
ラ･

フ
レ
ー
シ
ュ
学
院

　

デ
カ
ル
ト
は
一
六
〇
七
年
か
ら
一
六
一
五
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
十
一
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
の
八
年
間
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
ラ
・
フ
レ
ー

シ
ュ
学
院
の
寄
宿
生
と
し
て
過
ご
し
た
。
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
（La Flèche
（
は
ロ
ワ
ー
ル
地
方
の
ア
ン
ジ
ェ
（A

ngers

（
か
ら
五
十
キ

ロ
ほ
ど
北
東
に
位
置
し
、
一
時
間
も
あ
れ
ば
ひ
と
と
お
り
歩
い
て
回
れ
る
小
さ
な
町
で
あ
る
。
明
る
く
澄
ん
だ
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
こ
の
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町
を
流
れ
る
小
ロ
ワ
ー
ル
川
の
ほ
と
り
を
起
点
に
、
決
し
て
広
く
は
な
い
街
路
を
辿
り
歩
い
て
十
分
た
ら
ず
で
、
あ
の
「
旧
」
ラ･

フ

レ
ー
シ
ュ
学
院
の
フ
ァ
サ
ー
ド
の
威
容
が
目
の
前
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。「
旧
」
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
二
〇
一
七
年
現
在
に

お
い
て
こ
こ
は
「
国
立
陸
軍
士
官
学
校
」（Prytanée national m

ilitaire ; Lycée de la D
éfense de terre

（
の
校
舎
に
用
い
ら
れ

て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
全
国
に
六
校
あ
る
エ
リ
ー
ト
防
衛
高
校
の
う
ち
の
一
校
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下

に
イ
エ
ズ
ス
会
ラ･
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
の
設
立
過
程
と
、
そ
の
後
に
同
学
院
が
国
立
陸
軍
士
官
学
校
に
転
換
す
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を

ざ
っ
と
辿
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
が
一
五
四
〇
年
に
ロ
ー
マ
教
皇
パ
ウ
ル
ス
三
世
の
公
式
認
可
を
受
け
て
創
設
さ
れ
て
以
来
、
宗
教
改
革
を
掲
げ
る
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
手
に
落
ち
た
失
地
回
復
の
た
め
の
布
教
活
動
の
一
環
と
し
て
「
教
育
」
に
最
も
力
を
注
い
だ
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
初
め
て
の
本
格
的
な
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
（collegium

, collège

（
は
一
五
四
八
年
の
シ
チ
リ
ア
島
メ
ッ
シ
ー
ナ
学
院
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
前
か
ら
、
そ
の
前
身
と
も
い
え
る
学
校
が
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
主
要
都
市
に
相

次
い
で
創
建
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
五
五
一
年
に
は
ロ
ー
マ
に
、
一
五
五
三
年
に
は
ウ
ィ
ー
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
同
修
道
会
運
営
の
学
校
が

建
て
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
急
速
か
つ
確
実
な
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
教
育
＝
布

教
活
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
や
や
遅
れ
て
一
五
五
六
年
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
ビ
ヨ
ン
（Billom

（
に
最
初
の
学
校
が
設
立
さ
れ
た

こ
と
で
足
場
を
築
き
、
そ
の
後
は
一
五
五
九
年
に
南
部
の
パ
ミ
エ
（Pam

iers

（、
一
五
六
〇
年
に
は
リ
ヨ
ン
南
西
の
ト
ゥ
ル
ノ
ン

（T
ournon

（
と
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
中
部
と
南
部
の
辺
境
の
都
市
を
中
心
に
地
元
有
力
者
（
高
位
聖
職
者
、
貴
族
、
政
治
家
（
た
ち
の
歓

迎
を
受
け
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
パ
リ
は
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
地
方
都
市
と
は
い
さ
さ
か
事
情
が
違
っ
た
。
中
世
以
来
、
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
の
独
立
・
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自
立
を
謳
う
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
伝
統
が
特
に
強
く
、
そ
の
牙
城
と
も
い
え
る
パ
リ
高
等
法
院
の
後
ろ
盾
を
も
っ
て
教
育
の
場
を
独
占
し
て

い
た
パ
リ
大
学
の
抵
抗
を
払
い
の
け
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
遊
撃
隊
た
る
イ
エ
ズ
ス
会
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ

の
情
勢
に
突
破
口
を
開
い
た
の
は
一
五
六
一
年
に
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
の
肝
煎
り
で
開
催
さ
れ
た
ポ
ワ
シ
ー
会
談
で
あ
っ

た
。
こ
の
会
談
で
つ
い
に
イ
エ
ズ
ス
会
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
的
活
動
の
法
的
認
可
を
得
、
一
五
六
三
年
、
よ
う
や
く
パ
リ
に
ク
レ
ル

モ
ン
学
院
（
の
ち
の
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
高
校
（
を
開
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
十
年
後
の
一
五
九
四
年

に
、
時
の
国
王
ア
ン
リ
四
世
暗
殺
未
遂
事
件
が
起
き
、
そ
の
犯
人
が
か
つ
て
ク
レ
ル
モ
ン
学
院
の
哲
学
講
義
に
出
席
し
て
い
た
と
い
う
だ

け
で
、
パ
リ
の
イ
エ
ズ
ス
会
全
体
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
同
修
道
会
は
即
座
に
フ
ラ
ン
ス
追
放
と
い
う
憂
き
目
に
遭
う
。
た
だ
そ
の
後
、

イ
エ
ズ
ス
会
士
か
ら
ア
ン
リ
四
世
に
対
し
て
強
い
働
き
か
け
が
間
断
な
く
行
な
わ
れ
、
次
第
に
王
も
心
を
許
し
て
い
く
な
か
、
一
六
〇
三

年
、
ル
ー
ア
ン
勅
令
が
発
布
さ
れ
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
へ
の
帰
還
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、

パ
リ
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
へ
の
反
感
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
王
は
、
ブ
ル
ボ
ン
家
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
自
分
自
身

が
幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
思
い
出
深
い
場
所
で
あ
る
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
の
城
を
改
築
し
て
、
そ
こ
に
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
を
開
く
こ
と
を
認

め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
地
へ
の
王
の
愛
着
が
い
か
に
強
い
も
の
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
王
が
遺
言
で
「
死
後
は
自
分
と
王
妃
の
心
臓
を

ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
の
教
会
堂
中
央
に
葬
っ
て
ほ
し
い
」
と
し
た
た
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。
以
上
が
、「
ラ
・
フ

レ
ー
シ
ュ=

ア
ン
リ
四
世
王
立
学
院
」（Collège Royal H

enri IV
 de La Flèche

（
設
立
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
一
六
〇
四
年
の
本

格
始
動
後
一
年
以
内
に
、
千
人
以
上
の
生
徒
が
入
学
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
ア
ン
ジ
ュ
ー
州
の
小
邑
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
に
建
て
ら
れ
た

こ
の
学
院
を
、
デ
カ
ル
ト
は
『
方
法
序
説
』
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
有
名
な
学
校
の
ひ
と
つ
」（A

T
, V

I, 5

（
と
評
し
て
い
る
が
、
そ

れ
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
十
七
世
紀
初
頭
の
開
設
以
降
、
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
は
デ
カ
ル
ト
や
メ
ル
セ
ン
ヌ
を
初
め
と
す
る
思
想
家
を
輩
出
す
る
こ

と
と
な
る
。
十
八
世
紀
に
は
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
（（697 -（763

（
も
こ
こ
に
通
っ
て
勉
学
に
励
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学

者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（（7（（ -（776

（
は
『
人
性
論
』
執
筆
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
学
院
を
訪
れ
二
年
間
を
過
ご
す
な
ど
し
て
い

る（
（（
（

。
し
か
し
十
八
世
紀
も
半
ば
を
過
ぎ
た
一
七
六
二
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
完
全
に
追
放
さ
れ
る
に
至
る
と
、
ラ
・
フ
レ
ー

シ
ュ
学
院
は
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
進
路
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
七
六
四
年
に
ル
イ
十
五
世
（
在
位（7（5 -

（774

（
が
こ
こ
を
「
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
王
立
軍
事
学
校
準
備
校
」（École des Cadets ou École m

ilitaire préparatoire à 

l’École royal m
ilitaire de Cham

p de M
ars

（
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
革
命
中
の
一
七
九
三
年
に
い
っ
た
ん
は
閉
鎖
さ
れ
る
も

の
の
、
一
八
〇
八
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
（
在
位（804 -（8（4, （8（5

（
の
命
に
よ
り
再
び
「
軍
士
官
学
校
」
と
し
て
復
活
し
、
十
九
世

紀
の
間
に
「
王
立
軍
士
官
学
校
」（École Royal m

ilitaire

（、「
国
立
軍
士
官
学
校
」（Prytanée national m

ilitaire

（
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
に
名
称
を
変
え
な
が
ら
、
先
述
の
と
お
り
現
在
は
「
国
立
陸
軍
士
官
学
校
」
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
エ
リ
ー
ト
士
官
の
養
成
を
目

的
と
す
る
防
衛
高
校
と
な
っ
て
い
る（

（1
（

。
二
十
世
紀
以
降
の
著
名
な
卒
業
生
の
な
か
に
は
意
外
に
も
、
映
画
俳
優
・
監
督
と
し
て
活
躍
し
た

ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
ブ
リ
ア
リ
（（933 -（007

（
や
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
お
よ
び
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
で
世
界
的
に
知
ら
れ
る
ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
教
授
（（950 - 

（
が
い
る
。
特
に
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
氏
は
ラ･

フ
レ
ー
シ
ュ
の
士
官
学
校
で
過
ご
し
た
自
ら
の
少
年
時

代
を
回
顧
し
て
、『
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級（

（1
（

』
と
い
う
小
説
を
書
い
て
も
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
若
き
日
に
「
も
し
こ
の
地
上
の
ど
こ
か
に
学
識

あ
る
人
が
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
学
校
に
こ
そ
い
る
は
ず
だ
」（A

T
, V

, 5

（
と
の
期
待
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
た
こ
と
を
『
方
法
序
説
』

で
告
白
し
て
い
る
が
、
十
七
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
至
る
ま
で
、
こ
う
し
た
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
続
け
て
い
る
ラ
・
フ
レ
ー

シ
ュ
学
院
は
、
名
実
と
も
に
デ
カ
ル
ト
の
期
待
に
応
え
続
け
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
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二
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
『
学
事
規
定
』
と
デ
カ
ル
ト
「
文
字
に
よ
る
学
問
」

　

さ
て
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
で
十
七
世
紀
初
頭
に
デ
カ
ル
ト
が
寄
宿
生
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
こ
ろ
、
イ
エ
ズ
ス

会
士
た
ち
に
よ
っ
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
教
育
が
施
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
詳
細
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
通
常
イ
エ
ズ
ス
会

学
校
に
つ
い
て
語
る
際
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
重
視
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
思
想
を
と
り
こ
ん
だ
画
期
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
強
調
さ
れ
る
。「
画
期
的
」
と
は
い
え
、
西
欧
教
育
史
全
体
を
眺
め
渡
し
た
際
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

思
想
を
「
初
め
て
」
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ん
だ
の
が
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
点

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
直
接
の
モ
デ
ル
は
、
十
六
世
紀
初
頭
の
パ
リ
の
数
々
の
学
寮
（collèges

（
で
行
な
わ
れ
て
い
た
「
パ

リ
大
学
方
式
」（m

odus parisiensis

（
が
提
供
し
た
と
す
る
説（

（1
（

、
ま
た
は
、
一
五
三
八
年
に
ド
イ
ツ
人
人
文
主
義
者
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・

シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
（（507 -（589

（
が
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
設
立
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
す
で
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校

の
試
み
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
研
究
も
あ
る（

（1
（

。
あ
る
い
は
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五

世
紀
初
め
に
「
共
同
生
活
兄
弟
団
」
が
建
て
た
学
校
を
起
源
と
す
る
と
い
う
立
場
や（

（1
（

、
さ
ら
に
は
、
十
二
世
紀
の
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
座
聖

堂
学
校
で
の
試
み
こ
そ
が
そ
も
そ
も
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
的
教
育
の
淵
源
だ
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
向
き
も
あ
る（

（1
（

。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
教
育
の
独
自
性
を
証
拠
立
て
る
も
の
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む

テ
ク
ス
ト
、『
学
事
規
定（

（1
（

』（R
atio studiorum

（
を
お
い
て
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
全
編
ラ
テ
ン
語
で
イ
エ
ズ
ス
会
教
師
向

け
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
生
徒
の
教
育
指
導
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
学
校
の
運
営
管
理
に
ま
で
及
び
、
詳
細
を
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極
め
て
い
る
。
上
は
学
校
が
属
す
る
管
区
長
か
ら
、
校
長
、
学
監
、
各
科
目
専
門
教
員
、
下
は
学
校
用
務
員
ま
で
、
完
全
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
組
織
構
造
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
、
仕
事
内
容
、
教
授
内
容
等
々
、
巨
細
に
わ
た
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
テ
ク

ス
ト
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
実
に
半
世
紀
も
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
お
り
、
理
論
的
検
討
と
実
践
的
思
考
の
絶
え
間
な
い
繰
り
返
し
を
経

る
な
か
、
と
り
わ
け
イ
エ
ズ
ス
会
第
五
代
総
長
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ア
ク
ア
ヴ
ィ
ー
ヴ
ァ
（（543 -（6（5

（
の
も
と
で
の
本
格
的
策
定
努
力

が
功
を
奏
し
、
一
五
八
六
年
に
第
一
次
草
案
、
一
五
九
一
年
に
第
二
次
草
案
が
そ
れ
ぞ
れ
世
に
問
わ
れ
、
さ
ら
な
る
修
正
が
加
え
ら
れ
た

う
え
で
、
一
五
九
九
年
に
よ
う
や
く
決
定
版
が
日
の
目
を
見
る
に
至
る（

（1
（

。
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
は
、
こ
の
一
五
九
九
年
版
が
フ
ラ
ン
ス

で
初
め
て
実
地
で
適
用
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
あ
る
と
い
う（

11
（

。
ま
た
十
七
世
紀
前
半
は
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
史
以
上
、
同
会
設
立
の
学

校
が
ど
こ
も
『
学
事
規
定
』
の
規
則
に
最
も
忠
実
で
あ
ろ
う
と
努
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た（

1（
（

。
す
る
と
、
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
が
開
校
し

て
わ
ず
か
数
年
後
に
そ
こ
の
生
徒
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
一
五
九
九
年
版
『
学
事
規
定
』
の
内
容
に
も
と
づ
い
た
授

業
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
そ
こ
で
こ
の
あ
と
本
稿
で
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
で
自
分
の
学
校
時
代
を
ふ
り

返
っ
て
い
る
箇
所
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、『
学
事
規
定
』
の
学
科
内
容
と
比
較
し
て
み
た
い
。

　
『
方
法
序
説
』
に
お
い
て
著
者
が
少
年
時
代
に
専
念
し
た
学
業
一
般
に
つ
い
て
の
所
見
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
、「
第
一
部
」
お
よ
び
「
第

二
部
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
は
同
著
の
導
入
部
の
語
り
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
自
伝
的
回
顧
が
始
ま
る
。

　

わ
た
し
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
す
で
に
文
字
（
書
物
（
に
よ
る
学
問
（aux lettres

［=ad literarum
 studia

］（
で
育
て
ら
れ
て
き

た
の
だ
が
、
そ
れ
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
に
役
立
つ
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
か
明
晰
で
確
実
な
知
識
を
獲
得
で
き
る
と
言
い

聞
か
さ
れ
て
き
た
た
め
、
そ
れ
を
ぜ
ひ
と
も
学
び
た
い
と
い
う
極
め
て
強
い
願
望
を
抱
い
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
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学
業
の
全
課
程
を
終
了
す
る
と
学
者
の
列
に
加
え
ら
れ
る
の
が
習
わ
し
だ
っ
た
の
だ
が
、
い
ざ
そ
れ
を
終
え
る
や
、
わ
た
し
は
ま
っ

た
く
意
見
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
疑
い
と
誤
り
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
、
勉
学
に
努
め
な
が
ら

も
、
ま
す
ま
す
自
分
の
無
知
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
外
に
は
何
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。（A

T
, V

I, 4, 54（

（

こ
こ
で
「
文
字
に
よ
る
学
問
に
よ
っ
て
」
と
一
般
に
日
本
語
に
訳
さ
れ
る « aux lettres »

は
、『
方
法
序
説
』
ラ
テ
ン
語
翻
訳
版
で
は 

« ad literarum
 studia »

と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
ラ
テ
ン
語
の « litterae »

の
こ
と
で
あ
る
。
エ
チ

エ
ン
ヌ
・
ジ
ル
ソ
ン
は
『
方
法
序
説
―
テ
ク
ス
ト
と
注
解
―
』
の
な
か
で
こ
の
表
現
を
「
人
文
学
に
よ
っ
て
」（litterae H

um
a-

niores, aux H
um

anités

（
と
読
み
替
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、「
こ
こ
で
は
、
文
法
、
歴
史
、
詩
、
お
よ
び
レ
ト
リ
ッ
ク
を
指
す
」

と
注
釈
を
つ
け
て
い
る
が（

11
（

、
実
は
こ
れ
は
適
切
と
は
言
え
な
い
。
ジ
ャ
ン
・
ラ
フ
ォ
ン
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の « les lettres »

と
は
あ
く
ま
で
「
知
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
書
か
れ
た
も
の
す
べ
て
（tout ce qui s’écrit

（
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
」
語
な
の
で
あ

る
。
右
の
引
用
文
の
後
半
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
「
文
字
に
よ
る
学
問
」
に
実
際
に
身
を
浸
し
て
み
て
の
不
満
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
最
終

的
に
「
文
字
に
よ
る
学
問
を
完
全
に
放
棄
す
る
」（A

T
, V

I, 9
（
と
ま
で
言
い
切
る
彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
も
ラ
フ
ォ
ン
が
言

う
よ
う
に
、
語
学
や
文
学
や
歴
史
の
勉
強
を
人
生
に
は
役
立
た
な
い
も
の
と
切
り
捨
て
る
代
わ
り
に
哲
学
に
専
心
す
る
こ
と
に
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
哲
学
は
も
と
よ
り
科
学
分
野
を
も
含
ん
だ
「
書
物
に
よ
る
学
問
す
べ
て
」
を
放
棄
し
て
、「
自
己
自
身
」（soi-

m
êm

e

（
と
「
世
の
中
」（le m

onde

（
を
知
る
た
め
の
探
究
に
身
を
捧
げ
る
と
い
う
決
意
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う（
11
（

。
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改
め
て
確
認
し
た
い
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
批

判
の
対
象
と
し
た
「
文
字
に
よ
る
学
問
」
の
内

容
で
あ
る
。『
方
法
序
説
』「
第
一
部
」「
第
二

部
」
に
て
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
教
科
に
つ
い
て
は
、〔
表
１
〕
Ｂ
欄
を
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。
す
る
と
、
ま
さ
し
く
、
文

系
／
理
系
の
区
別
を
超
え
た
「
文
字
に
書
か
れ

た
も
の
す
べ
て
」
と
言
い
得
る
広
大
な
領
域
に

渡
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科

目
の
頭
に
は
、
デ
カ
ル
ト
が
記
述
し
た
順
番
に

沿
っ
て
、
筆
者
の
手
で
通
し
番
号
を
振
っ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
を
順
ぐ
り
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
学

校
の
ク
ラ
ス
編
成
を
学
年
順
に
並
べ
た
〔
表

１
〕
Ａ
欄
と
見
比
べ
て
い
く
と
、
多
少
の
前
後

は
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
が
ほ
ぼ
時
系
列
に
沿
っ

て
き
れ
い
な
対
応
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

表 1

A. イエズス会学校クラス編成 B. デカルト 「文字による学問 les lettres」 （AT, VI, 4-9 et （7）

I．下級クラス（文法級）〔五年間〕

文法学級〔三年間〕
－下級（第五学級）
－中級（第四学級）
－上級（第三学級）

①語学（les  langues）〔ラテン語が主、他にギリシア語、ヘ
ブライ語など〕
②寓話（la fable）〔④雄弁　⑤詩〕

人文学級 （第二学級） （＝詩学級） 
〔一年間〕

③歴史（l’histoire）〔④雄弁〕⑤詩（la poésie）〔⑦道徳〕

レトリック学級（第一学級）
〔一年間〕

④雄弁（l’éloquence）

II．上級クラス（哲学級）〔三年間〕

論理学〔一年間〕 ⑨-（ 論理学（la logique）

自然学〈数学含む〉〔一年間〕 ⑥数学（les mathématiques）
〔-（ 幾何学（la géométrie）-（ 代数学（l’algèbre）

形而上学 〈道徳学含む〉
〔一年間〕

⑦道徳（les écrits qui traitent des mœurs）
⑨哲学（la philosophie）

※上級クラス終了後
〔三－四年間〕

⑧神学（la théologie）

※大学（ポワチエ大学） ⑩法律（la jurisprudence）⑪医学（la médecine）

※課外読書 ⑫秘術的学問（les sciences  les plus curieuses et  les plus 
rares）・悪しき学説（les mauvaises doctrines）〔-（ 錬金術

（l’alchimie）-（ 占星術（l’astrologie）-3 魔術（la magie）
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こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
教
科
課
程
は
、「
文
法
級
」
と
呼
ば
れ
る
下
級
ク
ラ
ス
と
「
哲
学
級
」
と
呼
ば

れ
る
上
級
ク
ラ
ス
の
二
層
構
造
を
な
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
文
法
級
」
の
最
上
位
に
お
か
れ
た
「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
」
が
、
上
下
両
ク

ラ
ス
を
有
機
的
に
結
ぶ
蝶
番
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
学
事
規
定
』
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
」
で
の

最
終
目
標
は
「
完
全
な
る
雄
弁（

11
（

」
を
全
生
徒
に
授
け
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
到
達
点
と
す
る
下
級
ク
ラ
ス
で
の
学
習
は
最
下
級
で
あ
る

第
五
学
級
か
ら
す
で
に
レ
ト
リ
ッ
ク
学
習
を
意
識
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
」
で
締
め
く
く
ら
れ
る
下
級
ク
ラ
ス

の
五
年
間
で
培
わ
れ
た
「
完
全
な
る
雄
弁
」
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
後
三
年
続
く
「
哲
学
級
」
の
学
習
へ
と
引
き
継
が
れ
る
と
い
う
仕
組

み
で
あ
る
。

三
、「
完
全
な
る
雄
弁
」
を
目
指
し
て
―
文
法
、
人
文
学
、
レ
ト
リ
ッ
ク

　

も
と
も
と
、
中
世
ス
コ
ラ
学
と
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
総
合
の
う
え
に
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
教
科
課
程
は
、「（
中

世
的
な
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
と
論
理
学
に
対
す
る
（
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
（
レ
ト
リ
ッ
ク
の
勝
利（

11
（

」
と
要
約
さ
れ
得
る
面
が
あ
る
。
そ

れ
は
同
時
に
、
哲
学
研
究
の
う
ち
に
文
学
研
究
の
方
法
と
成
果
が
大
幅
に
浸
透
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
創
設

者
の
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
（（49（ -（556

（
が
十
六
世
紀
前
半
の
パ
リ
で
修
学
し
た
際
に
得
た
「
人
文
学
の
有
用
性
」
に
つ
い

て
の
洞
察
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
思
想
は
、
よ
り
的
確
な
言
語
表
現
と
と
も
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
洞
察
の
反
映
で
も
あ
る
。

「
哲
学
を
始
め
る
前
に
レ
ト
リ
ッ
ク
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
各
処
で
明
記
し
て
い
る
『
学
事
規
定
』
と（

11
（

、「
文
法
級
」
を
「
哲
学

級
」
の
前
に
お
き
つ
つ
下
級
と
い
え
ど
も
軽
視
し
な
い
教
科
課
程
は
、
こ
の
ロ
ヨ
ラ
の
根
本
思
想
を
忠
実
に
受
け
継
い
だ
も
の
で
も
あ
る
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と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
イ
エ
ズ
ス

会
学
校
の
教
育
の
独
自
性
を
語
る

に
際
し
て
し
ば
し
ば
そ
の
人
文
主

義
的
教
育
が
強
調
さ
れ
る
が
、

「
上
級
ク
ラ
ス
」
の
学
科
内
容
が

中
世
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
を
色
濃
く

残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑

み
れ
ば
、
そ
の
独
自
性
は
レ
ト

リ
ッ
ク
色
の
強
い
「
下
級
ク
ラ

ス
」
に
こ
そ
現
れ
て
く
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
掲
げ

る
の
は
、「
文
法
級
」
と
呼
ば
れ

る
こ
の
「
下
級
ク
ラ
ス
」
で
実
際

に
何
が
学
ば
れ
て
い
た
の
か
を
知

る
た
め
に
、
筆
者
が
『
学
事
規

定
』
を
も
と
に
作
成
し
た
一
覧
表

で
あ
る（

11
（

。

表 2

学級名 イエズス会学校授業内容

文法下級 目的：ラテン語統辞法初歩の完全な理解
内容：格変化から動詞を用いた文章の作成まで／二つの組 duo ordines となる場合
は、下級組では名詞・動詞・作文の初歩と （4 の規則・名詞の性区別、上級組では名
詞の格変化（細目は除く）・過去時制・目的分詞（スピーヌム）・統辞法初歩（細目
は除く）・非人称動詞まで／キケロ作品の導入講義 praelectio

文法中級 目的：ラテン文法全体の知識
内容：動詞を用いた文章から文彩のある作文まで／ギリシア語では縮約名詞・縮約
動詞・mi 動詞など最初歩／導入講義 praelectio ではもっぱらキケロの『友人宛書簡
集』やオウィディウスの最も簡単な詩／下半期にはギリシア語カテキズム・テーバ
イのケベスの石版

文法上級 目的：ラテン文法の完全な知識（細目を含む）
内容：統辞法全体／文彩のある作文と韻律法／ギリシア語の初歩的な名詞／弁論家
の著作：上半期にはキケロの最も重要な書簡（『友人宛書簡集』『アッティクス宛』『ク
イントゥス宛』、下半期にはキケロの『友情について』『老年について』『ストア派の
パラドクス』）／詩人の著作：上半期にはオウィディウスの『哀歌』と『書簡詩』（不
適切部分を削除）、下半期にはカトゥルス、ティブルス、プロペルティウス（不適切
部分を削除）、ウェルギリウスの『牧歌』ないしは『農耕詩』や『アエネーイス』「五
歌」「七歌」など最も易しい著作／ギリシア語では聖クリュソストモス、アイソポス、
アガペトゥスなど

人文学級 目的：雄弁の土台の準備（preparare solum eloquentiae）
内容：三要素（言語の知識、ある程度の博識、レトリック規則の簡潔な紹介）／言
語の知識（語の正確さと豊富さ）／弁論家ではキケロのみ（道徳哲学を含む著作）
／歴史（カエサル、サルストゥス、ティトゥス・リウィウス、クイントゥス・クル
ティウス・ルフスなど）／詩人（ウェルギリウス〔ただし『牧歌』と『アエネーイス』

「四歌」を除く〕、ホラティウス『オード』、古典古代の他の有名な詩人の哀歌、寸鉄
詩、詩〔猥褻な部分を除く〕／下半期にはシプリアノ・ソアレスをもとにレトリッ
ク規則の簡潔な要約、キケロの演説作品（『マニリア法擁護』『アルキアス弁護』『マ
ルケルス弁護』）、カエサル面前での演説すべて）／ギリシア語（統辞法、ギリシア
の著作家に関する知識、ギリシア語での簡単な作文）

レトリック学級 目的：完全なる雄弁（ad perfectam eloquentiam）
内容：詩よりも散文重視／三要素（口頭表現、文体、博識）の鍛錬（手本はもっぱ
らキケロ）／キケロの修辞学書／アリストテレス『弁論術』および（もし役立つと
判断すれば）『詩学』／ギリシア語（韻律法、著作家に関する知識、地方語を含む）
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以
下
、
右
掲
の
表
に
も
と
づ
き
、
必
要
に
応
じ
て
補
足
説
明
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
は
三
年
間
の
「
文
法
学
級
」
で
徹
底
し
て
ラ
テ
ン
語
が
学
ば
れ
る
。
現
代
に
も
な
じ
み
あ
る
ラ
テ
ン
語
基
礎
文
法
か
ら
順
次
学
ん

で
い
く
様
子
が
表
か
ら
見
て
と
れ
る
が
、
と
く
に
「
文
法
下
級
ク
ラ
ス
」（
第
五
学
級
（
の
場
合
は
、
生
徒
の
入
学
の
年
齢
に
差
が
あ
っ

た
た
め
（
幼
い
子
は
七
歳
く
ら
い
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
十
一
歳
で
入
学
（、
必
要
な
場
合
に
は
二
組
に
分
か
れ
て
（duo ordine

（
授
業

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
最
下
級
ク
ラ
ス
の
段
階
で
す
で
に
、
キ
ケ
ロ
作
品
を
題
材
と
し
た
「
導
入
講
義
」（praelectio

（
が

お
か
れ
て
い
る
の
に
着
目
し
た
い
。「
導
入
講
義
」
と
は
、
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
著
者
の
伝
記
、
テ
ク
ス
ト
の
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル
、

歴
史
や
地
理
に
関
す
る
説
明
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
技
法
の
種
類
な
ど
、
教
師
の
側
か
ら
講
義
形
式
で
ほ
ぼ
一
字
一
句

に
わ
た
っ
て
詳
細
な
説
明
を
行
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
教
育
の
現
場
で
は
「
テ
ク
ス
ト
解
釈
」（explication des 

textes

（
の
名
で
知
ら
れ
、
英
語
で
は
「
ク
ロ
ー
ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」（close reading

（
と
い
う
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
も
の
に

ほ
ぼ
相
当
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
授
業
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ
る（

11
（

。

　
「
文
法
中
級
ク
ラ
ス
」
か
ら
は
ギ
リ
シ
ア
語
学
習
が
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
も
必
修
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
ラ
テ
ン
語
と
比
べ
る
と
重
要
度
は
格
段
に
劣
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
授
業
は
一
日
に
一
時
間
の
み
、

宿
題
は
週
に
一
回
で
よ
い
と
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た（

11
（

。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
学
校
時
代
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
ず
、

晩
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
渡
っ
た
際
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
女
王
の
ギ
リ
シ
ア
語
教
師
を
前
に
、「
ギ
リ
シ
ア
語
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
し

ま
っ
た
」
と
得
々
と
話
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る（

11
（

。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
も
学
ば
れ
て
は
い
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
語
学
習
の
事
情
を

知
る
か
ぎ
り
、
そ
の
程
度
は
推
し
て
知
る
べ
し
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
「
文
法
上
級
ク
ラ
ス
」
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
寓
話
作
家
「
ア
イ
ソ
ポ
ス
」
の
名
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
表
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
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パ
エ
ド
ロ
ス
の
ラ
テ
ン
語
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
寓
話
作
品
も
扱
わ
れ
て
い
た（

1（
（

。
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
語
の « fable »

は
ギ
リ
シ
ア
語 

« m
ythos »

の
訳
語
で
も
あ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
」
を
指
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
も
数
々
の
「
神

話
集
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ア
イ
ソ
ポ
ス
＝
パ
エ
ド
ロ
ス
的
な
寓
話
に
せ
よ
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
に
せ
よ
、
幼
い
子
ど
も
た
ち

の
興
味
を
自
然
と
掻
き
た
て
る
虚
構
の
物
語
を
つ
う
じ
て
真
実
や
教
訓
が
学
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
「
寓
話
」
は
、
の
ち
ほ
ど

触
れ
る
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
」
の
一
課
題
で
も
あ
っ
た
。「
寓
話
」
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
で
「
文
字
に
よ
る

学
問
」
の
内
容
を
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
す
る
際
に
、
二
番
目
に
挙
げ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。

　

文
法
学
級
で
の
学
習
を
ひ
と
と
お
り
終
え
た
後
に
や
っ
て
く
る
「
人
文
学
級
」
で
は
、
明
確
に
「
雄
弁
の
土
台
の
準
備
」
と
い
う
目
標

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
よ
り
積
極
的
に
雄
弁
力
＝
レ
ト
リ
ッ
ク
技
術
の
向
上
を
意
識
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
詩
学
級
」
と
の
別
名

を
も
つ
と
は
い
え
、
け
っ
し
て
詩
の
勉
強
だ
け
に
特
化
し
た
ク
ラ
ス
で
は
な
く
、
扱
う
素
材
は
む
し
ろ
最
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い

る
。
ま
ず
弁
論
（
散
文
（
作
品
は
キ
ケ
ロ
の
み
と
さ
れ
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
奨
励
す
る
「
キ
ケ
ロ
主
義
的
美
文
」
の
書
き
手
の
養
成
が
目
指

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
キ
ケ
ロ
の
美
文
を
つ
う
じ
て
「
道
徳
哲
学
」
に
も
触
れ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
詩

（
韻
文
（
を
と
り
あ
げ
る
際
に
は
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
（
教
義
に
照
ら
し
て
「
不
適
切
」
と
み
な
し
う
る
部
分
お
よ

び
「
猥
褻
な
部
分
」
が
削
除
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
加
え
て
注
意
を
要
す
る
の
は
、
本
学
級
で
初
登
場
と
な

る
「
歴
史
」
の
学
習
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
歴
史
」
を
、
近
代
以
降
に
優
勢
と
な
っ
た
実
証
的
歴
史
学
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て

し
ま
う
と
誤
解
を
招
く
。
こ
れ
は
古
来
、
雄
弁
・
レ
ト
リ
ッ
ク
に
従
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
「
歴
史
」、
す
な
わ
ち
、
古
典
古

代
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
書
で
語
ら
れ
る
無
数
の
「
事
例
」（exam

pla

（
に
よ
っ
て
文
章
に
彩
り
を
添
え
、
飾
り
立
て
、
華
や
か
さ
を
増

す
た
め
の
材
料
提
供
の
場
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
博
識
」（eruditio

（
と
は
、「
必
要
に
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応
じ
て
自
分
の
雄
弁
の
な
か
に
散
り
ば
め
て
用
い
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
「
事
例
」
が
あ
ら
か
じ
め
記
憶
し
て

お
か
れ
た
知
識
の
宝
庫
の
こ
と
を
指
す
。
弁
論
術
＝
修
辞
学
に
不
可
欠
の
教
養
と
し
て
の
「
歴
史
」
は
、
先
述
の
「
道
徳
哲
学
」
と
と
も

に
、
あ
く
ま
で
「
文
飾
」
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
の
だ
っ
た（

11
（

。

　

よ
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
「
人
文
学
級
」
は
、「
文
法
」、「
詩
」、「
歴
史
」、「
道
徳
哲
学
」、
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
知
識
の
あ
り

方
を
下
支
え
し
な
が
ら
方
向
づ
け
る
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
五
つ
の
学
科
か
ら
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
思
い
出
し
た
い
の

は
、
十
五
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
に
は
、「
人
文
学
」（les hum

anités

（、「
フ
マ
ニ
タ
ス
研
究
」（studia hum

anitatis

（
と
言
っ
た
場
合
、

ま
さ
し
く
上
述
の
五
科
目
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る（

11
（

。
こ
こ
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
特
有
と
も
い
え
る
学
習
内
容

と
学
級
名
と
の
見
事
な
符
号
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
五
科
目
中
、
最
も
ル
ネ
サ
ン
ス
的
と
も
言
え
る
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」

の
本
格
的
な
学
習
は
、「
人
文
学
級
」
下
半
期
か
ら
、
シ
プ
リ
ア
ノ
・
ソ
ア
レ
ス
（（5（4 -（593

（
の
『
修
辞
学
に
つ
い
て
（
全
三
巻（

11
（

（』

を
教
科
書
と
し
て
開
始
さ
れ
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
著
書
は
、
タ
イ
ト
ル
に
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
キ
ケ
ロ
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
由
来
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
典
レ
ト
リ
ッ
ク
三
大
著
者
に
よ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
書
の
い
わ
ば

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
。
第
一
巻
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
定
義
と
そ
の
五
部
門
お
よ
び
「
発
想
」（inventio

（、
第
二
巻
は
「
配
置
」（dis-

positio

（、
第
三
巻
は
「
措
辞
」（elocutio

（、
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
最
後
の
第
三
巻
の
末
尾
で
数
ペ
ー
ジ
ほ
ど
に
て
駆
け
足
で
、「
記

憶
」（m

em
oria

（、「
発
音
」（pronuntiatio

（、「
発
声
」（vox
（、「
身
振
り
」（gestus

（
―
最
後
の
三
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
口
演
」（ac-

tio

（
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
―
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
終
わ
る
。
ご
覧
の
と
お
り
レ
ト
リ
ッ
ク
の
五
部
門
の
う
ち
、
第
三
部
門
の
「
措

辞
」
ま
で
の
内
容
が
大
半
を
占
め
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
育
が
「
書
く
」
力
の
養
成
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
口
頭
弁
論
を
前
提
と
し
て
編
ま
れ
た
古
典
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
こ
こ
に
き
て
「
よ
く
書
く
」
た
め
の
「
修
辞
学
書
」
へ
と
変
貌
し
よ
う
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と
し
て
い
る
さ
ま
が
見
て
と
れ
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
制
限
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
ソ
ア
レ
ス
の
修

辞
学
教
科
書
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
序
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
ア
レ
ス
の
教
科
書
は
単
に
古
代
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
の
異
教
の
学
術
的
伝
統
を
忠
実
に
移
植
し
た
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
そ
ぐ
わ
な
い
箇
所
を
積
極
的
に
「
削

除
」
し
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
ふ
さ
わ
し
い
美
文
を
書
く
た
め
の
要
点

が
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
な
の
で
あ
る
。
一
五
六
二
年
の
初
版
刊
行
後
、
十
七
世
紀
の
半
ば
ま
で
、
こ
の
ソ
ア
レ

ス
の
教
科
書
が
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
学
習
の
主
要
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
多
彩
な
内
容
を
も
つ
「
人
文
学
級
」
と
い
う
雄
弁
へ
の
準
備
段
階
を
終
え
て
よ
う
や
く
進
ん
だ
「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
」

に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
は
キ
ケ
ロ
の
文
体
を
理
想
と
す
る
「
完
全
な
る
雄
弁
」
の
習
得
を
目
指
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
＝
修
辞
学
の
学
習
に
打

ち
込
む
わ
け
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
に
完
全
に
特
化
し
た
本
学
級
の
文
章
訓
練
の
す
さ
ま
じ
さ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
学
事
規
定
』

「
レ
ト
リ
ッ
ク
教
師
の
規
則
・
三
九
七
」
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
載
を
読
む
と
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
か
。

教
師
が
生
徒
の
作
文
の
課
題
を
添
削
し
て
い
る
間
に
生
徒
に
与
え
ら
れ
る
練
習
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
詩

人
な
い
し
は
あ
る
弁
論
家
の
一
節
を
模
倣
す
る
練
習
。
庭
園
、
寺
院
、
嵐
、
そ
の
他
、
そ
れ
に
似
た
も
の
を
描
写
す
る
練
習
。
あ
る

同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
替
え
る
練
習
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
演
説
を
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
、
ま
た
そ
の
逆
を
す
る
練
習
。
あ

る
詩
人
の
詩
文
を
散
文
に
置
き
換
え
る
練
習
（
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
と
も
に
（。
一
篇
の
詩
を
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
別
の
ジ
ャ

ン
ル
に
書
き
直
す
練
習
。
寸
鉄
詩
、
碑
文
、
墓
碑
銘
を
作
る
練
習
。
ラ
テ
ン
語
な
い
し
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
良
質
の
弁
論
家
の
文
章
か

ら
表
現
を
選
り
抜
く
練
習
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
彩
を
既
定
の
主
題
に
適
用
す
る
練
習
。
数
多
く
あ
る
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
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や
ト
ポ
ス
か
ら
任
意
の
問
題
の
た
め
の
論
拠
を
引
き
出
す
練
習
。
そ
の
他
、
こ
う
い
っ
た
た
ぐ
い
の
練
習
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
師
が
答
案
を
添
削
し
て
い
る
間
で
あ
っ
て
も
生
徒
た
ち
は
手
を
休
め
る
ど
こ
ろ
か
、
い
っ
そ
う
手
の
込
ん
だ
作
文
課

題
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
代
の
日
本
で
は
小
学
生
か
ら
高
校
生
に
相
当
す
る
未
成
年
の
生
徒
た
ち
に
対
し
て
、
こ
う
し
た

た
ぐ
い
の
「
よ
く
書
く
」
た
め
の
猛
訓
練
が
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
年
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
、
級
友
た
ち
と
不
断
の
競
争
状
態
に
お

か
れ
な
が
ら
、
厳
し
い
作
文
練
習
に
日
々
身
を
浸
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。
自
ら
の
意
志
で
新
た
な
哲
学
を
始
め
る
前
に
、
デ
カ
ル
ト
が

こ
う
し
た
「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
文
学
」
の
世
界
に
専
心
し
て
い
た
―
専
心
さ
せ
ら
れ
て
い
た
―
と
い
う
事
実
に
は
、
も
っ
と
目
が
向

け
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
学
校
時
代
の
綴
り
方
訓
練
の
痕
跡
を
示
す
格
好
の
実
例
と
し
て
、
若
き
デ
カ
ル
ト
が
ポ
ワ
チ

エ
大
学
法
学
位
論
文
に
献
辞
と
し
て
添
え
た
ラ
テ
ン
語
の
文
章（

11
（

（（6（6

（
と
、
最
晩
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
の
求
め
に

応
じ
て
書
か
れ
た
バ
レ
エ
作
品
『
平
和
の
誕
生（

11
（

』（La N
aissance de la Paix, （649

（
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
と
ク
レ
イ
ア

　

以
上
ま
で
の
考
察
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
思
想
を
積
極
的
に
導
入
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
学
習

が
い
か
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
見
て
き
た
。
年
端
も
い
か
ぬ
下
級
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
も
ど
れ
ほ
ど
高
難
度
の
作
文
練

習
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
文
練
習
が
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
す
な
わ
ち
、
教
師
か
ら
ど
の
よ
う
な
課
題
が
出
さ
れ
、
生
徒
た
ち
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
た
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の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
知
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、『
学
事
規
定
』「
人
文
学
級
の
規
則
・
時
間
割

（
三
九
六
（」
に
あ
る
記
述
で
あ
る
。

休
日
の
一
時
間
目
に
は
、
前
日
の
導
入
講
義
の
内
容
を
暗
唱
し
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
残
り
の
宿
題
の
添
削
を
す
る
。
二
時
間
目
は

寸
鉄
詩
や
オ
ー
ド
や
哀
歌
、
な
い
し
や
シ
プ
リ
ア
ノ
・
ソ
ア
レ
ス
の
第
三
巻
（
転
義
、
文
彩
、
と
り
わ
け
弁
論
の
リ
ズ
ム
と
結
句
・

脚
（
に
充
て
る
こ
と
で
年
の
初
め
に
生
徒
た
ち
に
そ
れ
に
慣
れ
て
も
ら
う
か
、
何
ら
か
のchria

かprogym
nasm

a

を
説
明
し
た

り
復
習
し
た
り
す
る
か
、
あ
る
い
は
討
論
す
る（

1（
（

。

こ
の
引
用
に
も
す
で
に
、
い
く
つ
か
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
最
終
行
で
姿
を
見
せ
る « chria »

と 

« progym
nasm

a »

と
い
う
二
つ
の
語
が
目
を
引
く
。
実
は
こ
こ
に
登
場
す
る « chria » 

こ
そ
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
デ
カ
ル
ト
書

簡
中
の « la Creye » 

に
相
当
す
る
も
の
と
長
ら
く
み
な
さ
れ
て
き
た « la chrie

（
ク
レ
イ
ア
（» 

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

« progym
nasm

a 

（
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
（ »

（
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
単
数
形
（
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
な
お
、「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス

マ
タ
」
の
複
雑
で
込
み
入
っ
た
内
容
と
歴
史
的
変
遷
過
程
に
つ
い
て
は
、
欧
米
に
お
い
て
は
も
と
よ
り（

11
（

、
日
本
に
お
い
て
は
月
村
辰
雄
氏

の
研
究
を
嚆
矢
と
し（

11
（

、
堀
尾
耕
一
氏
が
こ
れ
を
発
展
的
に
受
け
継
い
で
き
た（

11
（

。
こ
れ
ら
の
理
論
的
・
歴
史
的
考
察
と
並
行
し
て
、
香
西
秀

信
氏
ら
の
よ
う
に
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
を
小
中
学
校
の
国
語
教
育
・
作
文
練
習
の
授
業
に
役
立
て
よ
う
の
実
践
的
試
み
も
す
で
に
な
さ

れ
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
で
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
研
究
は
、
理
論
と
実
践
の
両
面
に
お
い
て
、
ま
さ
に
格
段
の
成

果
を
あ
げ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
と
ク
レ
イ
ア
の
関
係
と
内
容
に
つ
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ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
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い
て
概
要
を
整
理
す
る
。

　
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
」
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
青
少
年
た
ち
の
教
育
の
中
心
と
な
っ
た
「
模
擬
弁
論
」（declam

atio

（
に
先

立
っ
て
修
め
る
べ
き
「
予
備
練
習
」（pro = avant ; gym

nasm
ata = exercices

（
の
こ
と
で
あ
る
。
紀
元
後
一
世
紀
か
ら
五
世
紀
ご

ろ
に
か
け
て
書
か
れ
、
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
ご
ろ
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
写
本
「
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
修
辞
学

体
系
」（Corpus H

erm
ogenianum

（
の
一
部
を
構
成
し（

11
（

、
お
よ
そ
一
五
〇
〇
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
東
の
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
レ
ト

リ
ッ
ク
教
育
の
支
柱
を
な
し
て
い
た
。
も
と
も
と
複
数
の
著
者
に
よ
る
同
名
の
教
科
書
が
存
在
し
た
が（

11
（

、
な
か
で
も
四
世
紀
後
半
か
ら
五

世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
の
手
に
な
る
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』
が
定
番
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
十
四
の
課
題
に
固
定
さ
れ
た
。
①
寓
話
（m

ythos

（、
②
物
語
（diegem

a

（、
③
言
行
〔
要
録
・
逸
話
〕

（chreia

（、
④
格
言
（gnom

e

（、
⑤
反
駁
（anaskeue

（、
⑥
確
証
（kataskeue

（、
⑦
共
通
論
拠
（koinos topos

（、
⑧
称
賛
（enko-

m
ion

（、
⑨
非
難
（progos

（、
⑩
比
較
（synkrisis

（、
⑪
性
格
づ
け
（ethopoeia

（、
⑫
描
写
（ekphrasis

（、
⑬
一
般
論
題
（thesis

（、

⑭
立
法
弁
論
（nom

ou eisphora

（
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
教
程
と
し
て
本
来
は
レ
ト
リ
ッ
ク
教
師
が
担
当
す
べ
き
も
の
と
み
な

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
師
た
ち
は
実
際
に
は
よ
り
高
度
な
「
模
擬
弁
論
（
デ
ク
ラ
マ
テ
ィ
オ
（」
を
教
え
た
が
り
―
つ

ま
り
、
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
は
あ
く
ま
で
デ
ク
ラ
マ
テ
ィ
オ
の
準
備
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
軽
視
さ
れ
て
い
た
―
、
そ
の
前
段
階
の
課

程
を
担
う
も
の
と
し
て
の
文
法
教
師
が
引
き
受
け
る
こ
と
も
多
く
、
古
代
以
来
、
教
育
課
程
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
は
流
動
的
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
で
は
、「
文
法
学
級
」
と
「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
」
の
間
に
設
け
ら
れ
た
「
人
文
学
級
」
に
お
い
て
、

ク
レ
イ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
が
学
ば
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
実
に
意
義
深
い
。
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
は
誰
が
教

え
る
べ
き
か
、
文
法
教
師
か
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
師
か
、
と
い
っ
た
二
者
択
一
の
問
題
が
、
人
文
学
教
師
と
い
う
中
間
的
存
在
を
お
く
こ
と
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ム
ナ
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伝
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に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
記
十
四
課
題
の
覆
う
内
容
は
非
常
に
広
く
、「
寓
話
」
や
「
物
語
」
と

い
っ
た
文
法
学
習
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
か
ら
、「
反
駁
」、「
確
証
」、「
一
般
論
題
」、「
立
法
弁
論
」
な
ど
、
本
格
的
な
説
得
的
弁
論
の

構
成
方
法
に
か
か
わ
る
も
の
に
ま
で
目
配
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
十
四
課

題
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
し
て
ま
で
も
、
教
場
で
生
徒
た
ち
が
よ
り
よ
い
実
作
に
至
る
た
め
に
守
る
べ
き
手
続
き
が
、
具
体
的
な
実
例
を

も
っ
て
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
課
題
の
三
つ
目
に
配
さ
れ
て
い
る
の
が 

「
ク
レ
イ
ア
（chreia

（」
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
日
本
語
で
は
「
言
行
」
と
も
「
要
録
」
と
も
「
逸
話
」
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ク
レ
イ
ア
」
で
あ
る
が
、
ラ

テ
ン
語
で
は « usus »

、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は « utilité »

に
相
当
す
る
語
で
、
語
源
的
に
は
「
有
用
性
、
役
立
つ
も
の
」
を
意
味
す
る
。

殊
に
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
文
脈
で
は
、「
た
め
に
な
る
教
え
を
含
ん
だ
古
人
の
言
行
を
論
題
と
し
、
そ
の
人
物
の
人
柄
と
結
び
つ
け

て
教
え
を
敷
衍
・
解
釈
す
る
練
習（

11
（

」
の
こ
と
を
指
す
。
こ
う
言
わ
れ
て
も
ま
だ
そ
の
実
態
は
捉
え
か
ね
よ
う
が
、
そ
れ
が
近
代
以
降
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
課
程
で
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
十
八
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
学
院
レ
ト
リ
ッ
ク

教
師
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
（（643 -（7（9
（
が
、
ク
レ
イ
ア
の
こ
と
を
「
雄
弁
を
準
備
す
る
文
芸
課
題
の
女
王（

11
（

」
と
呼

ん
で
特
別
扱
い
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
お
の
ず
と
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ク
レ
イ
ア
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
（fl. ca. III e siècle A

D

（
が
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』

の
な
か
で
、
ク
ラ
テ
ス
（ca. 365 -ca. （85 BC

（
の
弟
子
メ
ト
ロ
ク
レ
ス
（fl. ca. 3（5 BC

（
を
最
初
の
ク
レ
イ
ア
集
の
執
筆
者
と
名
指

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
ら
く
こ
れ
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
こ
の
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
言
葉
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
最
初

の
著
者
を
明
確
に
同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
（ca. 469 -399 BC

（
の
弟
子
が
活
躍
し
て
い
た
紀
元
前
五
―
四
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ギ
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世
紀
に
は
少
な
く
と
も
遡
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
で
あ
る（

11
（

。
そ
う
し
た
な
か
、
具
体
的
に
ク
レ
イ
ア
で
用
い
ら
れ
る
論
題
と
し
て
、
世
紀

を
超
え
て
最
大
の
人
気
を
保
っ
た
の
が
犬
儒
派
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
言
行
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
葉
や
行
い
は
た
い
て
い
が
素
っ
気
な
く
、

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
で
、
粗
野
で
さ
え
あ
る
が
、
哲
学
的
に
も
道
徳
的
に
も
含
蓄
と
智
慧
に
溢
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
若
い
う
ち
か
ら
そ
れ

ら
に
親
し
ん
で
お
く
こ
と
は
畢
竟
「
役
立
つ
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る（

1（
（

。

　

ク
レ
イ
ア
に
は
大
き
く
分
け
て
、
①
発
話
型
（
偉
人
の
発
し
た
言
葉
そ
の
も
の
に
も
と
づ
く
も
の
（、
②
行
為
型
（
偉
人
の
行
な
い
に

も
と
づ
く
も
の
（、
③
混
合
型
（
発
話
と
行
為
を
同
時
に
含
む
も
の
（、
の
三
種
類
が
あ
る
。
た
と
え
ば
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
言
行
を
例
に
と

れ
ば
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
う
る
。
①
発
話
型
：「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
お
世
辞
は
蜂
蜜
で
人
を
窒
息
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
言
っ

た
」、
②
行
為
型
：「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
高
貴
な
生
ま
れ
や
名
声
と
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
悪
徳
の
た
め
の
飾
り
と
み
な
し
て
冷
笑
し
て

い
た
」、
③
混
合
型
：「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
不
心
得
な
若
者
を
見
た
と
き
、
そ
の
養
育
係
を
小
突
い
て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
教
育
を
す
る
の

か
、
と
言
っ
た
」、
と
い
う
風
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
こ
う
し
た
個
々
の
ク
レ
イ
ア
か
ら
一
つ
の
論
題
を
課
さ
れ
、
既
定
の
八
つ
の
ス

テ
ッ
プ
を
確
実
に
踏
み
つ
つ
、
文
章
を
敷
衍
・
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
の
八
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
称
賛
（
論
題
と
な
っ
た
言
葉
の
発
言
者
〔
こ
こ
で
は
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
〕
の
人
物
像
を
紹
介
し
、
称
賛
す
る
（、
②
敷
衍
（
論
題
を
数
行

で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
（、
③
根
拠
（
論
題
の
内
容
が
正
し
い
こ
と
の
根
拠
を
示
す
（、
④
反
論
（
論
題
の
内
容
に
反
す
る
主
張
を
提
示
す

る
（、
⑤
類
比
（
似
た
も
の
や
譬
え
を
も
っ
て
示
す
（、
⑥
実
例
（
実
例
を
も
っ
て
示
す
（、
⑦
権
威
的
言
説
（
先
人
の
言
葉
を
引
き
合
い

に
出
す
（、
⑧
結
語
（
論
題
の
発
言
者
の
卓
越
性
と
そ
の
発
言
内
容
の
正
し
さ
を
改
め
て
讃
え
る
（。
以
上
の
手
続
き
に
従
っ
て
書
く
こ
と

で
、
最
終
的
に
、
初
め
に
課
さ
れ
た
た
っ
た
一
行
の
短
い
論
題
が
、
数
十
行
か
ら
百
行
ほ
ど
へ
と
お
の
ず
と
膨
れ
あ
が
っ
て
立
派
な
弁
論

＝
小
論
文
へ
と
変
貌
す
る
と
い
う
仕
組
み
、
こ
れ
が
「
ク
レ
イ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
青
少
年
向
け
「
綴
り
方
」
予プ

ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ

備
練
習
の
一
課
題
の
全
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容
で
あ
る（

11
（

。
五
、
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教
育
文
化
圏
の
邂
逅
―
イ
エ
ズ
ス
会
版
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
へ

　

次
に
、
以
上
の
ク
レ
イ
ア
を
含
む
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
承
過
程
に
目
を
転
ず
る
こ
と
と
す
る
。
す
る
と
、
古
代
か
ら
中
世
・
ル

ネ
サ
ン
ス
期
に
至
る
ま
で
の
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
相
違
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
先
述
の
と
お
り
、
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
の
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
を
組
み
込
ん
だ
「
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
修
辞
学
体
系
」
は
、
古
代
ロ
ー
マ

帝
政
期
か
ら
十
五
・
十
六
世
紀
に
至
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
側
の
ギ
リ
シ
ア
語
文
化
圏
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
の
規カ
ノ
ン範
と
な
っ
て

安
定
し
た
地
位
を
保
ち
続
け
、
他
に
そ
の
場
を
譲
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
側
の
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
の
レ
ト

リ
ッ
ク
教
育
の
規
範
的
書
物
は
、
時
代
と
と
も
に
大
き
く
移
り
変
わ
っ
た
。
も
と
よ
り
西
側
文
化
圏
に
お
い
て
も
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ

は
、
紀
元
後
一
―
二
世
紀
の
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
（ca. 35 -ca. （00

（
や
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
（ca. 70 -ca. （40

（
に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら

れ
て
お
り
、
六
世
紀
に
は
『
文
法
学
教
程
』（Institutiones gram

m
aticae

（
の
著
者
と
し
て
名
高
い
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
（fl. ca. 500

（

に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
て
は
い
た
が
、
中
世
期
に
は
そ
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
中
世
期

に
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
分
野
に
お
い
て
他
を
圧
倒
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
キ
ケ
ロ
（（06 -43 BC

（
の
『
発
想
論
』
で

あ
り
、
当
時
キ
ケ
ロ
に
誤
っ
て
帰
さ
れ
て
い
た
『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
宛
レ
ト
リ
ッ
ク
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ダ

ン
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
中
世
の
大
学
に
お
い
て
「
レ
ト
リ
ッ
ク
は
無
視
さ
れ
て
い
た
に
等
し
か
っ
た
。
大
学
の
〈
課
外
〉
授

業
、
す
な
わ
ち
二
次
的
授
業
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

11
（

」。
事
実
、
西
洋
中
世
の
大
学
に
お
け
る
ス
コ
ラ
論
理
学
の
異
常
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な
ま
で
の
発
達
を
横
目
に
レ
ト
リ
ッ
ク
学
習
は
脇
に
追
い
や
ら
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
自
由
七
学
芸
の
一
つ
と

し
て
学
び
続
け
ら
れ
て
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
教
科
書
と
し
て
独
占
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
の
が
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ト
ピ
カ
第
四
巻
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
や
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（ca. 480 -5（4

（
の
著
作
が
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
西
の
中
世
ラ
テ
ン
語
圏
と
は

異
な
る
教
育
文
化
が
、
同
時
期
の
東
の
ギ
リ
シ
ア
語
圏
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
堀
尾
氏
の
鮮
や
か
な
分
析
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
一
般
論
題
（thesis

（
と
個
別
案
件
（hypothesis

（
11
（

（
を
と
も
に
青
少
年
の
作
文
予
備
練
習
に
不
可
欠
の
も

の
と
し
て
と
り
こ
ん
で
い
た
東
側
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
＝
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
と
比
べ
て
、
一
般
論
題
と
個
別
案
件
と
を
明
確
に
区

別
し
、
前
者
は
哲
学
の
扱
う
問
題
領
域
だ
と
し
て
後
者
の
み
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
領
分
に
充
て
た
西
側
の
レ
ト
リ
ッ
ク
書
の
扱
う
範
囲
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
「
狭
く
」
な
ら
ざ
る
を
え
な
い（

11
（

。
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
狭
い
」
レ
ト
リ
ッ
ク
観
に
甘
ん
じ
て
い
た
西
の
ラ
テ
ン
語
文
化

圏
が
、
十
五
世
紀
後
半
に
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
間
の
交
流
が
再
開
す
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
と
い
う
人
間
の
言
語

活
動
全
般
へ
の
配
慮
に
も
と
づ
く
若
者
向
け
作
文
練
習
の
伝
統
に
接
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
、
一
四
七
〇
年

代
後
半
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
人
文
主
義
者
ル
ド
ル
フ
・
ア
グ
リ
コ
ラ
（（443/44 -（485

（
に
よ
る
、
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ

ス
マ
タ
』
の
ラ
テ
ン
語
へ
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
五
三
二
年
に
ア
グ
リ
コ
ラ
版
と
マ
リ
ア
・
カ
タ
ナ
エ
ス
版
を
合
体
さ
せ
た
ラ

テ
ン
語
版
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』
が
刊
行
さ
れ
る
や
爆
発
的
に
版
を
重
ね
、
西
側
文
化
圏
に
お
い
て
東
側
由
来
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科

書
が
急
速
に
浸
透
し
て
い
き
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
市
民
権
を
得
る
こ
と
と
な
る（

11
（

。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
十
六
世
紀
半
ば
に
設
立
さ
れ
た
新
興
の
修
道
会
た
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
に
お
い
て
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
版
の
ア
プ
ト

ニ
オ
ス
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』
が
積
極
的
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
シ
プ
リ
ア
ノ
・
ソ
ア
レ
ス
の
『
レ
ト
リ
カ
』
と
並
ん
で
正
式
な
教
科
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デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

書
と
し
て
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
点
で
あ
る
。
早
く
は
一
五
八
六
年
の
『
学
事
規
定
』
第
一
次
草
案
の
刊
行
以
前
に
す
で
に
、
ロ
ー
マ
学

院
の
学
習
規
則
の
な
か
で
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
内
容
が
明
記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
十
七
世
紀
に
入
る
と
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
手
で
独
自
の
プ

ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
教
科
書
が
続
々
と
編
纂
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

十
七
世
紀
前
半
で
は
目
ぼ
し
い
と
こ
ろ
で
ま
ず
、
一
六
三
六
年
に
ソ
ア
レ
ス
『
レ
ト
リ
カ
』
に
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ

タ
』
が
付
け
加
え
ら
れ
た
版
が
出
て
い
る（

11
（

。
次
に
、
一
六
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
パ
ジ
ョ
（（609 -（686

（
に
よ
る
『
雄
弁

へ
の
手
引
書
』（T

yrocinium
 eloquenciae

（
11
（

（
が
目
に
留
ま
る
。
パ
ジ
ョ
神
父
に
よ
る
こ
の
著
書
は
、
全
三
五
八
頁
中
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ

ス
マ
タ
に
割
か
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
二
十
頁
ほ
ど
で
、
課
題
数
も
本
来
の
十
四
で
は
な
く
九
つ
に
絞
ら
れ
て
お
り
、「
審
議
的
弁
論

ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
寓
話
、
物
語
、
ク
レ
イ
ア
、
格
言
、
一
般
論
題
が
、「
法
廷
的
弁
論
ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
確
証
、
反
駁
、
共
通
論
題
、

立
法
弁
論
が
そ
れ
ぞ
れ
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
加
え
て
、
パ
ジ
ョ
版
に
は
ソ
ア
レ
ス
の
『
レ
ト
リ
カ
』
の
内
容
が
ほ
ぼ
原
文
に
即
し
て

再
録
さ
れ
て
い
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
五
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た

ソ
ア
レ
ス
の
『
レ
ト
リ
カ
』
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、
こ
の
パ
ジ
ョ
版
『
雄
弁
へ
の
手
引
書
』
で
あ
っ
た（

1（
（

。

　

十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
一
六
五
九
年
に
ジ
ャ
コ
ブ
・
マ
セ
ン
（（606 -（68（

（
の
『
弁
論
術
の
訓
練
』（Palaestra oratoria

（
11
（

（
と

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
メ
ー
（（6（8 -（673

（
の
『
修
辞
学
の
生
徒
』（Candidatus rhetoricae

（
11
（

（
が
出
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
前

述
の
パ
ジ
ョ
版
の
後
を
継
い
で
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
の
地
位
に
昇
格
し
た（

11
（

。
ポ
メ
ー
版
『
修
辞
学
の
生
徒
』
で
は
、
全

四
〇
八
頁
の
う
ち
一
六
五
頁
分
が
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
に
つ
い
て
の
内
容
で
、
と
り
わ
け
ク
レ
イ
ア
に
つ
い
て
は
最
も
多
く
の
八
十
頁

が
割
か
れ
て
い
る
。
教
師
の
立
場
か
ら
幼
い
子
供
た
ち
へ
の
負
担
軽
減
を
考
慮
し
て
か
、
こ
こ
で
は
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
課
題
は
七
つ

（
寓
話
、
物
語
、
ク
レ
イ
ア
、
格
言
、
性
格
づ
け
、
一
般
論
題
、
共
通
論
拠
（
に
ま
で
削
ら
れ
て
い
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
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デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

つ
に
対
し
て
よ
り
詳
し
い
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
へ
の
関
心
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
間

で
い
っ
そ
う
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
メ
ー
に
よ
る
こ
の
詳
し
い
説
明
が
か
え
っ
て
仇

に
な
っ
た
側
面
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
原
著
者
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
の
簡
潔
な
記
述
に
、
ポ
メ
ー
が
わ
か
り
や
す
さ
を
期
し
て
い
わ
ば

恣
意
的
に
言
葉
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
い
さ
さ
か
不
備
の
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た
ポ
メ
ー
版
の
全
面
的
な

見
直
し
を
経
て
、
十
八
世
紀
初
め
の
一
七
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
改
訂
版
が
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
に
よ
る
『
修
辞
学
の

生
徒
』（Candidatus rhetoricae

（
11
（

（
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ラ
ン
（（66（ -（74（

（
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（（694 -（778

（
も
賛
辞
を

惜
し
ま
な
か
っ
た
十
八
世
紀
を
代
表
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
レ
ト
リ
ッ
ク
教
師
の
手
に
な
る
本
書
は
、
同
年
二
月
の
『
ト
レ
ヴ
ー
の
回
想
録
』

（M
ém

oires de T
révoux

（
に
て
、「
冗
長
で
散
漫
書
き
方
で
も
っ
て
、
些
細
な
記
述
を
多
く
入
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
」
ポ
メ
ー
版
と
は

違
い
、「
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
版
に
肉
づ
け
し
、
ポ
メ
ー
版
の
贅
肉
を
落
と
し
、
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
版
は
こ
れ
ぞ
適
切
と
い
っ
た
完
璧
さ
の
域

に
達
し
て
い
る
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
た
と
え
ば
本
書
で
は
、
全
三
七
六
頁
の
う
ち
一
一
八
頁
分
が
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
に
割
か
れ

て
お
り
、
ポ
メ
ー
版
と
比
べ
て
分
量
自
体
は
減
る
一
方
、
課
題
数
は
若
干
増
え
て
九
つ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
項
目
へ
の
説
明
は
無
駄

が
省
か
れ
、
よ
り
簡
明
に
な
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
て
ポ
メ
ー
版
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
版
に
場
所
を
譲
り
、
後
者
は
信
頼
に

た
る
新
た
な
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
と
し
て
、
パ
リ
の
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
学
院
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
に

急
速
に
浸
透
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
の
高
評
価
と
知
名
度
を
誇
っ
た
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
版
で
あ
っ
た
が
、
早
く
も
五

年
後
の
一
七
一
七
年
に
は
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ド
・
コ
ロ
ニ
ア
（（660 -（74（
（
の
『
修
辞
学
・
全
五
巻
』（D

e arte rhetorica

（
に
主
役
の

座
を
明
け
渡
し
て
い
る（

11
（

。

　

以
上
、
イ
エ
ズ
ス
会
版
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
に
お
け
る
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
扱
わ
れ
方
の
変
遷
過
程
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
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デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

度
は
、
そ
の
形
式
と
内
容
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
形
式
面
で
目
を
惹
く
の
は
、
ポ
メ
ー
版
以
降
に
現
れ
た
「
問
答
形
式
」
で
あ

る
。
と
り
わ
け
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
版
に
お
い
て
は
、
極
め
て
短
い
問
い
か
け
と
、
そ
れ
に
対
す
る
で
き
る
か
ぎ
り
の
簡
潔
な
回
答
が
、
あ

る
種
の
洗
練
を
も
っ
て
順
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
が
印
象
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
レ
イ
ア
に
関
す
る
章
で
は
冒
頭
か
ら
、

「
問
：
ク
レ
イ
ア
と
は
何
か
？
」「
答
：
そ
れ
は
た
め
に
な
る
叙
述
な
い
し
は
説
明
で
、
あ
る
言
葉
を
展
開
し
た
も
の
、
あ
る
行
為
を
展
開

し
た
も
の
、
ま
た
は
そ
の
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
も
の
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
も
の
だ
」
と
い
う
定
義
で
始
ま
り
、
続
け
て
「
問
：

こ
の
増
幅
法
の
一
ジ
ャ
ン
ル
は
、
な
ぜ
ク
レ
イ
ア
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
？
「
答
：
な
ぜ
な
ら
〈
ク
レ
イ
ア
〉
と
い
う
語
は
ギ
リ
シ
ア
語

で
〈
有
用
性
〉
を
意
味
す
る
か
ら
で
、
そ
れ
ゆ
え
〈
ク
レ
イ
ア
〉
を
〈
役
立
つ
も
の
〉
と
呼
ん
で
い
る
著
者
も
い
る
」
と
い
っ
た
風
に
、

「
一
問
一
答
」
の
や
り
と
り
が
続
け
ら
れ
、
一
歩
一
歩
階
段
を
の
ぼ
る
よ
う
に
解
説
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
初
め
て
そ
の
内
容
に
触
れ
る

者
で
も
一
読
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
れ
ら
の
イ
エ
ズ
ス
会
版
と
、
問
答
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
十
六
世
紀

の
ア
グ
リ
コ
ラ
版
と
を
比
べ
る
と
、
一
見
し
て
迷
い
な
く
、
と
っ
つ
き
や
す
さ
、
わ
か
り
や
す
さ
の
面
で
前
者
に
軍
配
が
あ
が
る
。
イ
エ

ズ
ス
会
学
校
に
お
け
る
子
ど
も
目
線
に
立
っ
た
教
科
書
作
り
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
と
言
え
よ
う（

1（
（

。

　

次
に
内
容
面
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
ク
レ
イ
ア
」
や
「
称
賛
」
と
い
っ
た
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
課
題
の
論
題
と

し
て
、
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
（ca. 347 -4（0

（、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（354 -430

（、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
（（（8（ -（（（6

（
な
ど
の
キ

リ
ス
ト
教
聖
人
の
言
行
が
積
極
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、「
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
同
志
た
ち
と
町
中
を

歩
き
回
り
、
言
葉
で
は
な
く
身
を
も
っ
て
範
を
垂
れ
た
」
と
い
う
「
行
為
型
ク
レ
イ
ア
」
が
あ
る（

11
（

。
次
に
目
が
留
ま
る
の
は
、
ク
レ
イ
ア

の
例
に
、
古
典
古
代
の
偉
人
の
み
な
ら
ず
、
近
世
以
降
に
活
動
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
言
行
も
含
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
フ
ァ
ミ

ア
ノ
・
ス
ト
ラ
ー
ダ
神
父
は
、
指
導
者
は
決
し
て
独
り
で
は
罪
を
犯
さ
な
い
、
と
言
っ
た
」
と
い
う
「
発
話
型
ク
レ
イ
ア
」
が
そ
れ
で
あ
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デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

る（
11
（

。
と
こ
ろ
で
、
ク
レ
イ
ア
の
作
文
課
題
で
は
、
最
初
に
論
題
の
発
言
者
を
称
賛
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
最
後
に
そ
の
発
言
の
卓
越
性
と

正
し
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
上
述
し
た
事
例
は
、
有
名
な
キ
リ
ス
ト
教
教
父
や
有
能
な
イ
エ

ズ
ス
会
士
と
い
う
権
威
あ
る
人
び
と
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
言
行
で
あ
り
、
ク
レ
イ
ア
と
は
、
そ
う
し
た
権
威
と
含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
出
発

点
と
し
て
、
あ
り
う
る
か
ぎ
り
の
視
点
（
論
点
（
を
経
巡
り
な
が
ら
言
葉
を
尽
く
し
、
論
題
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
人
物
と
そ
の
言
行
を

「
い
か
に
巧
み
に
褒
め
あ
げ
る
か
」
を
主
眼
と
す
る
作
文
練
習
で
あ
る
。
ク
レ
イ
ア
課
題
を
こ
な
す
た
め
の
秘
訣
と
は
、
要
す
る
に
「
う

ま
い
褒
め
方
を
知
る
」
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
秘
訣
を
初
心
者
に
伝
授
す
る
た
め
に
、
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
版
で
は
、
古
典
古
代
の
著
作
家

や
キ
リ
ス
ト
教
教
父
た
ち
に
よ
る
「
称
賛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
の
実
例
が
い
く
つ
も
列
挙
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
う
し
た
ク
レ
イ
ア
の
論
題
を

繰
り
返
し
読
ん
で
、
称
賛
し
な
が
ら
書
き
綴
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
教
義
や
イ
エ
ズ
ス
会
の
理

念
・
道
徳
観
を
、「
模
倣
の
原
理
」
に
も
と
づ
く
日
々
の
作
文
練
習
を
通
じ
て
そ
れ
と
は
な
し
に
教
え
込
ま
れ
、
刷
り
込
ま
れ
て
い
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

　

以
上
に
確
認
し
て
き
た
事
柄
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
き
れ
い
に
古
典
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
般
規
則
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
わ
か

る
。
す
な
わ
ち
、
文
章
の
冒
頭
（exordium

（
で
、
し
か
る
べ
き
人
物
の
人
柄
（ethos

（
と
言
行
を
称
賛
す
る
こ
と
で
読
み
手
の
好
意

を
喚
起
し
（captatio benevolantiae

（、
発
想
（inventio
（
の
貯
蔵
庫
（topoi

（
か
ら
思
い
思
い
に
選
び
出
し
た
文
例
（exam

pla

（

に
倣
い
、
効
果
的
な
素
材
を
手
際
よ
く
配
置
し
て
（dispositio
（、
文
章
に
彩
り
を
添
え
る
（elocutio

（
─
こ
う
し
た
古
典
レ
ト
リ
ッ

ク
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
文
章
作
法
が
、
東
の
ビ
ザ
ン
ツ
文
化
圏
由
来
の
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
、
な
か
で
も
「
文
芸
課
題
の
女
王
と
し

て
の
ク
レ
イ
ア
」
を
介
し
て
、
西
側
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
子
ど
も
た
ち
の
頭
と
手
を
動
か
し
鍛
え
て
い
た
よ
う
す
が
、
あ
り
あ
り
と
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
―
「
文
字
に
よ
る
学
問
」
を
放
棄
し
て

　

さ
て
、
本
稿
の
冒
頭
の
問
い
に
戻
ろ
う
。「« Creye »

と
は
何
か
？ « chrie »

な
の
か
、 « craie »

な
の
か
？
」、
こ
れ
に
答
え
る

た
め
に
開
始
さ
れ
た
の
が
本
研
究
で
あ
っ
た
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
研
究
者
の
間
で
長
ら
く
支
持
さ
れ
て
き
た
「Creye

＝

chrie

」
と
い
う
解
釈
に
も
と
づ
き
、
歴
史
の
な
か
で
そ
の
正
体
が
霞
ん
で
し
ま
っ
た
感
の
あ
る « la chrie »

の
内
実
に
迫
る
た
め
に
、

デ
カ
ル
ト
が
十
代
の
こ
ろ
に
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
授
け
ら
れ
た
教
育
内
容
、
と
り
わ
け
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
内
容
を
確
認
す
る
な
か
で
、

図
ら
ず
も
そ
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
課
題
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
長
い
伝
統
の
端
緒
と
変
遷
・
受
容
過

程
ま
で
も
含
め
て
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
探
索
の
旅
を
ひ
と
と
お
り
終
え
て
み
て
言
え
る
の
は
、
冒
頭
に
引
い
た
デ
カ
ル

ト
の
書
簡
の
文
脈
を
汲
む
か
ぎ
り
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
友
人
バ
ン
ニ
ウ
ス
の
音
楽
を
「
自
分
が
身
に
つ
け
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
規
則
を
な
ん

で
も
使
っ
て
み
よ
う
と
し
た
生
徒
の
ク
レ
イ
ア
」
に
喩
え
る
こ
と
は
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
、
む
し
ろ
納
得
が
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
め
し
に
「Creye

＝craie

」
と
解
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
同
じ
友
人
の
音
楽
を
「
生
徒
の
下
書
き
、
草
案
（la craie

＝

l’esquisse

（」
同
然
と
評
し
た
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
批
評
が
辛
辣
す
ぎ
る
。
も
う
一
方
の
フ
ラ
ン
ス
人
ボ
エ
セ
の
楽
曲
は

「
キ
ケ
ロ
の
演
説
」
に
喩
え
て
い
る
だ
け
に
、
評
価
の
落
差
が
あ
ま
り
に
大
き
い
。
そ
れ
に
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
直
接
バ
ン
ニ
ウ
ス
に
宛
て

た
ボ
エ
セ
擁
護
の
書
簡
（
一
六
四
〇
（
の
な
か
で
、
デ
カ
ル
ト
は
バ
ン
ニ
ウ
ス
の
こ
と
を
「
音
楽
全
般
に
完
全
に
精
通
さ
れ
た
方
」（tu, 

in om
ni re M

usica peritissim
us et consum

m
atissim

us

（（A
T

, III, 8（9
（
と
も
ち
あ
げ
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
音
楽
家
が
「
音
楽

の
学
識
」（M

usicae scientia

（（A
T

, III, 830, 834

（
の
面
で
卓
越
し
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
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根
本
に
友
人
へ
の
敬
意
が
あ
っ
て
の
批
評
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
点
、
ク
レ
イ
ア
は
修
辞
学
の
作
文
課
題
の
代
表
格
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
細
か
な
規
定
に
精
通
し
つ
つ
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
確
実
に
踏
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
綴
り
方
訓
練
の
ひ
と

つ
の
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
学
識
勝
り
と
デ
カ
ル
ト
が
皮
肉
交
じ
り
に
評
す
る
バ
ン
ニ
ウ
ス
の
音
楽
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
む

し
ろ
す
ん
な
り
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
れ
で
も
な
お
、 « Creye »

は « craie »

と
読
む
べ
き
で
あ
っ
て
、 « chrie »

は
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ
版
の
穿
ち
す
ぎ
た
解
釈

だ
と
す
る
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
音
韻
変
化
上
は « Creye » 

を « chrie »

と
読
め
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で

あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
た
と
え
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ
版
の
指
摘
が
誤
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
誤
り
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち

は
ク
レ
イ
ア
と
デ
カ
ル
ト
の
意
外
な
関
連
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
。『
学
事
規
定
』（
一
五
九
九
（
の
記
述
に
も
あ
っ
た

よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
学
ん
で
い
た
当
時
の
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
で
も
ク
レ
イ
ア
が
学
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
な
の
だ
か
ら
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
学
校
で
推
奨
さ
れ
た
、「
書
か
れ
た
も
の
」
と
「
書
く
こ
と
」
と
の
あ
い
だ
の
絶
え
間
な
い
往
復
を
旨
と
す
る
教
育
は
、

ま
さ
し
く
「
文
字
」
が
主
体
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
規
則
の
熟
知
と
型
の
マ
ス
タ
ー
の
程
度
を
も
っ
て
優
劣
が
量
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
文

章
に
は
、
自
分
自
身
の
考
え
や
自
分
の
文
体
の
好
み
と
い
っ
た
も
の
を
反
映
さ
せ
る
余
地
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
与
え
ら
れ
た
課
題
を
既

定
の
弁
論
構
成
の
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
意
志
を
離
れ
な
か
ば
自
動
的
に
テ
ク
ス
ト
を
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
こ
そ
が

目
指
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
一
方
、
学
校
を
出
て
か
ら
成
人
し
た
の
ち
の
デ
カ
ル
ト
が
企
て
た
新
た
な
試
み
は
、
こ
の
「
文
字
＝
書

物
」
の
権
威
に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
当
時
の
学
問
の
あ
り
方
の
根
本
を
突
き
、
そ
れ
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
「
文
字
に
よ
る
学
問
」
を
、
本
当
ら
し
く
思
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
机
上
の
空
疎
な
知
識
の
寄
せ
集
め
と
み
な

し
、
そ
の
不
毛
性
と
無
用
性
を
説
い
て
や
ま
な
い
。



31

デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

　

そ
れ
ゆ
え
、
教
師
た
ち
の
手
か
ら
解
き
放
た
れ
る
年
齢
に
な
る
と
す
ぐ
に
、
わ
た
し
は
文
字
＝
書
物
に
よ
る
学
問
を
ま
っ
た
く
放

棄
し
て
し
ま
っ
た
（je quittai entièrem

ent l’étude des lettres

（。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
自
分
自
身
の
う
ち
（en m

oi-

m
êm

e
（
に
か
、
ま
た
は
世
間
と
い
う
大
き
な
書
物
の
う
ち
に
（dans le livre du m

onde

（
見
出
さ
れ
る
学
問
だ
け
を
求
め
よ

う
と
決
心
し
て
、
自
分
の
青
年
時
代
の
残
り
を
、
旅
を
し
た
り
、
宮
廷
や
軍
隊
を
見
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
気
質
や
身
分
の
人
び
と
と
交

流
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
と
経
験
を
積
ん
だ
り
、
運
命
の
巡
り
あ
わ
せ
る
出
会
い
の
な
か
で
自
分
自
身
を
試
し
た
り
し
て
、
ど
ん
な
と

こ
ろ
に
い
て
も
目
の
前
の
物
事
か
ら
何
か
利
益
が
引
き
出
せ
な
い
か
と
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
費
や
し
た
。（A

T
, V

I, 9

（

こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
書
物
を
捨
て
て
旅
に
出
て
、「
自
分
自
身
の
う
ち
」
な
い
し
は
「
世
間
と
い
う
大
き
な
書
物
」
を
、
自
分
自
身

の
頭
と
体
を
頼
り
に
厳
し
い
検
討
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
に
新
た
な
「
精
神
指
導
の
規
則
」
を
課
し
て
い
く
。
な
お
こ
こ
で
、

デ
カ
ル
ト
が
「
規
則
」
と
い
う
も
の
を
無
用
と
み
な
し
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
書
簡
の
な

か
で
も
、「
お
よ
そ
規
則
と
い
う
も
の
が
、
修
辞
学
に
お
い
て
も
音
楽
に
お
い
て
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
」
と

述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
「
自コ

ギ

ト

ら
考
え
る
」
哲
学
者
は
、
書
物
＝
権
威
＝
他
人
の
言
葉
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
み
を
頼
り
と
し
、
た
っ
た

一
人
森
の
中
を
手
探
り
で
進
む
よ
う
に
し
て
、
自
ら
の
精
神
を
導
く
の
に
有
効
と
見
定
め
た
「
規
則
（regulae

（」
を
編
み
出
し
て
い
く
。

か
た
や
「
私
」
を
滅
却
し
て
無
数
の
言
葉
を
外
か
ら
掻
き
こ
み
整
備
す
る
こ
と
で
造
り
あ
げ
ら
れ
る
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
世
界
が
あ

り
、
か
た
や
「
考
え
る
私
」
を
す
べ
て
の
出
発
点
と
し
「
私
」
で
充
満
す
る
世
界
の
創
出
を
願
っ
て
樹
立
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
新
し
い
哲

学
が
あ
る
。
実
際
に
は
デ
カ
ル
ト
自
身
は
、
こ
の
両
極
の
間
で
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
デ
カ
ル
ト
が
「
ま
っ
た
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
」
と
断
言
す
る
「
文
字
＝
書
物
に
よ
る
学
問
」
の
含
む
内
容
が
、
古
典
古
代
か
ら
ラ
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テ
ン
中
世
、
ス
コ
ラ
学
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
だ
け
で
な
く
、
東
の
ビ
ザ
ン
ツ
の
学
術
的
伝
統
ま
で
を
も
と
り
こ
ん
だ
遠
大
な
世
界
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
一
見
し
て
淡
々
と
語
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
そ
の
試
み

の
気
宇
壮
大
さ
と
困
難
の
ほ
ど
も
ま
た
お
の
ず
と
感
知
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
、
比
類
な
い

「
無ス
プ
レ
ッ
ツ
ァ
ト
ゥ
ー
ラ

造
作
の
修
辞
学
」
の
実
物
見
本
な
の
で
あ
る
。

　
　

注
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escartes, T
utte le lettere 1619

-1650, a cura di Giulia Belgioioso, M
ilano, （005, （009, p. （344, note （0.

（
7
（ 
『
デ
カ
ル
ト
全
書
簡
集　

第
四
巻
（
一
六
四
〇
―
一
六
四
一
（』
大
西
克
智
・
津
崎
良
典
他
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
六
頁
。

（
8
（ René D

escartes, Œ
uvres com

plètes V
III. Correspondance V

olum
e I, éditée et annotée par Jean-Robert A

rm
ogathe, 

Gallim
ard, Paris, p. 43（ et p. 955 （88, note 9

（. 

引
用
文
中
の
〔 

〕
内
補
足
は
筆
者
に
よ
る
。

（
9
（ 

本
論
は
、
筆
者
の
博
士
学
位
論
文Shizuka K

ubota, D
escartes et l’éloquence de la vérité. Les héritages jésuite et hum

aniste, 
U

niversité Paris IV
-Sorbonne, février （0（（

の
第
二
部
第
四
章
（
一
八
四
―
二
○
一
頁
（、
お
よ
び
、
久
保
田
静
香
「
デ
カ
ル
ト
と
イ
エ
ズ

ス
会
学
校
人
文
主
義
教
育
―
よ
く
書
く
た
め
に
―
」、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
語
学
研
究
』
第
二
五
号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
、

二
九
―
三
九
頁
で
扱
っ
た
内
容
に
大
幅
な
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
七
日
の
「
早
稲
田
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
所
・
第
二
十
回
研
究
会
（
早
稲
田
大
学
（」
に
て
「
イ
エ
ズ
ス
会
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
（
予
備

練
習
（
の
伝
統
―
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』
か
ら
出
発
し
て
―
」
と
題
す
る
日
本
語
に
よ
る
口
頭
発
表
を
行
な
っ
て
お
り
、
本
論
は
お
お
む

ね
こ
の
口
頭
発
表
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
。

（
（0
（ 

ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
の
設
立
過
程
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。Cam

ille de Rochem
onteix, U

n Collège de Jésuites aux X
V

II
e et 

X
V

III
e siècles. Le Collège H

enri IV
 de La Flèche, T

om
e I, Le M

ans, Leguicheux, （889 ; 

山
田
弘
明
「
ラ
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
の
挑

戦
―
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
―
」『
名
古
屋
高
等
教
育
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
七
九
―
九
二
頁；

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ

ン
ガ
ー
ト
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
、
原
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
七
六
―
八
三
頁
／
一
四
四
―
一
五
〇
頁
。

（
（（
（ 

ヒ
ュ
ー
ム
の
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
滞
在
は
一
七
三
五
年
五
月
か
ら
一
七
三
七
年
真
夏
ま
で
。Ernest Cam

pbell M
ossner, « H

um
e at La 

Flèche, （735: A
n U

npublished Letter », in T
exas Studies in E

nglish, V
ol. 37, （958, pp. 30 -33.

（
（（
（ 

十
八
世
紀
以
降
の
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
軍
士
官
学
校
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
は
、É

ducation, Culture et Patrim
oine au Prytanée na-

tional m
ilitaire, Le M

ans, Édition de la Reinette, （0（（, pp. （ -3.

（
（3
（ A

ntoine Com
pagnon, La classe de rhéto, Gallim

ard, « Folio », （0（（.

（
（4
（ Gabriel Codina M

ir, A
ux sources de la pédagogie des Jésuites. Le « m

odus parisiensis », Rom
a, Institutum

 H
istoricum

 



34

デ
カ
ル
ト
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
伝
統

Societatis Jesu, （968, p. （56 seq.
（
（5
（ O

livier M
illet, « La Réform

e protestante et la rhétorique （circa （5（0 -（550

（, in L’H
istoire de la rhétorique dans l’E

urope 
m

oderne （1450
-1950

（, M
arc Fum

aroli （éd.

（, Paris, P. U
. F., （999, pp. （59 -3（（.

（
（6
（ G. Codina M

ir, A
ux sources de la pédagogie des Jésuites, op. cit., p. （5（ seq.

（
（7
（ Louis B. Pascoe, S. J., « Response to Gabriel Codina, S. J. », in T

he Jesuit R
atio Studiorum

, 400th A
nniversary Perspec-

tive, V
incent J. D

um
inuco, S. J., N

ew
 Y

ork, Fordham
 U

niversity Press, （000, pp. 50 -55.

な
お
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
の
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
十
九
世
紀
末
以
降
、
論
争
が
起
き
て
い
た
。
こ
の
論
争
の
文
脈
とCodina M

ir

の
著
作
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
の
こ
と
。
月
村
辰
雄
「
イ
エ
ズ
ス
会
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
―
一
．
ソ
ア
レ
ス
の
『
修
辞
学
』
―
」

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
私
」
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
平
成
八
、九
、十
年
度
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
（
研
究
代
表
者
、
田
村
毅
（、
一
九
九
九

年
、
九
―
十
頁
、
注
六
。

（
（8
（ 

本
稿
で
は
次
の
ラ
テ
ン
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
対
訳
版
を
用
い
る
。R

atio studiorum
. Plan raisonné et institution des études dans la 

Com
pagnie de Jésus, édition bilingue latin-français, présentée par A

drien D
em

oustier et D
om

inique Julia, traduite par 
Léone A

lbrieux et D
olorès Plaron-Julia, annotée et com

m
entée par M

arie-M
adelaine Com

père, Paris, Belin, （997. 

以
下
、

R
atio studiorum

と
略
記
。

（
（9
（ 

『
学
事
規
定
』
の
策
定
過
程
に
つ
い
て
は
次
が
詳
し
い
。D

om
inique Julia, « L’élaboration de la R

atio studiorum
, （548 -（599 », in 

ibid., pp. （9 -69.

（
（0
（ C. de Rochem

onteix, U
n Collège de Jésuites aux X

V
II

e et X
V

III
e siècles, op. cit., T

om
e III, Chapitre I, p. 4.

（
（（
（ François de D

ainville, « L’évolution de l’enseignem
ent de la rhétorique au X

V
II e siècle », in L’É

ducation des Jésuites 

（X
V

I
e-X

V
III

e siècles

（, Paris, M
inuit, （978, p. （90.

（
（（
（ Étienne Gilson, R

ené D
escartes, D

iscours de la m
éthode, texte et com

m
entaire, Paris, J. V

rin, （987 

［（
ère édition, （9（5

］, 
p. （0（.

（
（3
（ Jean Lafond, « D

escartes philosophe et écrivain », in L’H
om

m
e et son im

age : m
orales et littératures de M

ontaigne à 
M

aindeville, Paris, H
onoré Cham

pion, （996, p. 63.
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（
（4
（ R

atio studiorum
, op. cit., p. （65.

（
（5
（ G. Codina M

ir, A
ux sources de la pédagogie des Jésuites, op. cit., p. 84.

（
（6
（ R

atio studiorum
, op. cit., p. 78 et p. 9（.

（
（7
（ 
文
法
下
級ibid., « Gradus », p. （89 ; 

文
法
中
級ibid., « Gradus », p. （85 ; 

文
法
上
級ibid., « Gradus », p. （80 ; 

人
文
学
級ibid., 

« Gradus », p. （74 ; 

レ
ト
リ
ッ
ク
学
級ibid., « Gradus », p. （65.

（
（8
（ A

. Collinot et F. M
azière, L’E

xercice de la parole. Fragm
ents d’une rhétorique jésuite, Paris, Éditions des Cendres, （987, 

pp. 35 -43.

（
（9
（ R

atio studiorum
, op. cit.,

「
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
教
師
の
規
則
・
三
七
六
〔
授
業
時
間
配
分
〕」p. （66 ;

「
同
規
則
・
三
八
五
〔
ギ
リ
シ
ア
語

宿
題
の
方
法
〕」p. （70.

（
30
（ Geneviève Rodis-Lew

is, D
escartes. Biographie, Paris, Calm

ann-Lévy, （995, p. 3（.

（
3（
（ A

ndré Collinot et Francine M
azière, L’E

xercice de la parole, op. cit., p. 3（. 

な
お
、
後
述
す
る
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
課
題
と
し

て
の
「
寓
話
」
で
も
パ
エ
ド
ロ
ス
が
用
い
ら
れ
た
。

（
3（
（ Pierre Gautruche

（（60（ -（68（
（、François-A

ntoine Pom
ey 

（（6（8 -（673

（、M
ichaël Pexenfelder

（（6（3 -（685

（、Joseph de 
Jouvancy

（（643 -（7（9

（
と
い
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
に
よ
り
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
間
断
な
く
「
フ
ァ
ー
ブ
ル
＝
神
話
集
」

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
33
（ 

Ｈ
・
Ｉ
・
マ
ル
ー
著
『
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
、（008

年
、「
第
一
部
第
五
章
：
博
識
と
そ
の

起
源
」、
九
三
―
一
〇
七
頁
（
と
り
わ
け
一
○
○
頁
（ ; A

nnie Bruter, « Entre rhétorique et politique : l’histoire dans les collèges 
jésuites au X

V
II e siècle », in H

istoire de l’éducation, n
o 74, （997, pp. 59 -88.

（
34
（ 

根
占
献
一
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
』
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一
頁
。

（
35
（ Cypriano Soarez, D

e arte rhetorica libri tres, ex A
ristotele, Cicerone &

 Q
uintiliano, prim

a editio （56（. 

筆
者
が
参
照
し
た
の

は（605

年
版
。
な
お
、
ソ
ア
レ
ス
『
レ
ト
リ
カ
』
の
編
纂
・
受
容
過
程
に
つ
い
て
は
別
途
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。Cf. Jean D

ietz M
oss and 

W
illiam

 A
. W

allace, R
hetoric &

 D
ialectic in the T

im
e of Calileo, W

ashington D
. C., T

he Catholic U
niversity of A

m
erica 

Press, （003, pp. （（5 -（（9.
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（
36
（ 

月
村
、
前
掲
論
文
「
イ
エ
ズ
ス
会
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
科
書
」、
十
四
―
十
五
頁
。

（
37
（ R

atio studiorum
, op. cit., p. （67.

（
38
（ 
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
に
お
け
る
「
競
争
原
理
」
と
「
監
視
体
制
」
に
つ
い
て
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
思
想
史
』
小
関

藤
一
郎
訳
、
行
路
社
、
一
九
八
一
年
、
五
一
六
―
五
二
七
頁
。

（
39
（ Shizuka K

ubota, « D
escartes orateur et poète. A

nalyse d’un texte de jeunesse : la décicace du placard de licence en 
droit （（6（6

（ »

、『
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
三
輯
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
一
―
一
五
一
頁
。

（
40
（ Shizuka K

ubota, « La poétique de la N
aissance de la Paix 

（（649

（ : l’allégorie et le burlesque dans le ballet de 
D

escartes », É
tudes françaises

（
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
室
（,  n

o （5, （009, pp. （ -（3.

（
4（
（ R

atio studiorum
, op. cit., p. （75.

（
4（
（ H

enri-Irénée M
arrou, H

istoire de l’éducation dans l’A
ntiquité, I. Le m

onde grec, Paris, Seuil, （98（ 

［（
re éd. （948

］, p. （77 
sqq. ; Stanley F. Bonner, E

ducation in A
ncien R

om
e. From

 the elder Cato to the younger Pliny, London, M
ethuen &

 Co 
Ltd, （977, p. （50 sqq. ; Ronald F. H

ock and Edw
ard N

. O
’N

eil 

（eds.

（, T
he Chreia in A

ncien R
hetoric. V

olum
e I. T

he Pro-
gym

nasm
ata, A

tlanta, Scholars Press, （986, pp. 3 -60 ; George A
lexander K

ennedy, Progym
nasm

ata. G
reek T

extbooks of 
Prose Com

position and R
hetoric, A

tlanta, Society of Biblical Literature, （003 ; T
eresa M

organ, Literate E
ducation in the 

H
ellenistic and R

om
an W

orlds, Cam
bridge U

niversity Press, （998, p. （90 sqq.

（
43
（ 

月
村
辰
雄
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学
の
練
習
問
題
集
を
め
ぐ
っ
て
」、『
レ
ト
リ
ッ
ク
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
―
伝
統
と
反

逆
―
』
平
成
五
年
度
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
（
研
究
代
表
者
：
塩
川
徹
也
（、
一
九
九
四
年
、
五
―
十
九
頁；

同
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス

マ
タ
の
西
漸
」、『
規
範
か
ら
創
造
へ
―
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
―
』
平
成
六
―
八
年
度
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
（
研
究

代
表
者
：
塩
川
徹
也
（、
一
九
九
七
年
、
五
―
二
〇
頁
。

（
44
（ 

堀
尾
耕
一
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
文
献
の
伝
承
」『
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
カ
』
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
―
十
七
頁；

「
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
『
プ
ロ
ギ
ュ

ム
ナ
ス
マ
タ
』（
翻
訳
と
解
題
（」『
東
京
大
学
西
洋
古
典
学
研
究
室
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
四
五
―
八
六
頁
。

（
45
（ 

香
西
秀
信
・
中
嶋
香
諸
里
『
レ
ト
リ
ッ
ク
式
作
文
練
習
法
─
古
代
ロ
ー
マ
の
少
年
は
ど
の
よ
う
に
し
て
文
章
の
書
き
方
を
学
ん
だ
か
―
』

明
治
図
書
、
二
〇
〇
四
年
。
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（
46
（ 

「
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
修
辞
学
体
系
」
と
呼
ば
れ
て
伝
承
さ
れ
た
写
本
は
、
次
の
五
つ
の
修
辞
学
書
か
ら
成
る
。
①
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
の
『
プ
ロ
ギ
ュ

ム
ナ
ス
マ
タ
』、
②
『
ス
タ
シ
ス
（
争
点
（
論
』、
③
『
発
想
論
』、
④
『
文
体
論
』、
⑤
『
能
弁
の
方
法
』。
堀
尾
、
前
掲
論
文
、「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ

ス
マ
タ
文
献
の
伝
承
に
つ
い
て
」、
三
頁
。
な
お
、
こ
の
五
つ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・
パ
テ
ィ
ヨ
ン
に
よ
る
校
訂
・
希
仏
対
訳
版
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。Cf. Corpus rhetoricum

, T
om

e I -V
, textes établis et traduits par M

ichel Patillon, Paris, Belles Lettres, （008 -

（0（4.

（
47
（ 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ア
エ
リ
オ
ス
・
テ
オ
ン
（
一
世
紀
（、
タ
ル
ソ
ス
の
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
（
二
世
紀
（、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
ア
プ
ト
ニ
オ
ス

（
四
世
紀
（、
ミ
ュ
ラ
の
ニ
コ
ラ
オ
ス
（
五
世
紀
（
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
。
テ
オ
ン
の
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』

は
、
Ｍ
・
パ
テ
ィ
ヨ
ン
に
よ
る
校
訂
・
希
仏
対
訳
版
を
参
照
：A

elius T
heon, Progym

nasm
ata, texte établi et traduit par M

ichel 
Patillon, Paris, Les Belles Lettres, （997. 

な
お
、
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
の
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』
は
、
前
掲
書Corpus rhtoricum

の
第

一
巻
（
二
〇
〇
八
（
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
48
（ 

月
村
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学
の
練
習
問
題
集
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
九
頁
。

（
49
（ « O

n y 

［=dans la classe d’hum
anités

］ étudiait la Chrie, la fam
euse Chrie, la reine des devoirs de littérature prérarant 

aux grands discours », L’É
lève de rhétorique 

（Candidatus rhetoricae

（ au collège Louis-le-G
rand de la Société de Jésus au 

X
V

III e siècle par le R
. P. Joseph Jouvancy, traduction par H

. Ferté, Paris, Librairie H
achette et Cie, （89（, « A

vant- 
Propos », p. V

. 

下
線
強
調
お
よ
び ［ 

］ 

内
補
足
は
筆
者
に
よ
る
。

（
50
（ R. F. H

ock and E. N
. O

’N
eil （eds.

（ T
he Chreia in A

ncien R
hetoric, op. cit., p. 3 ; F. T

rouillet, « Les sens du m
ot X

REIA
 : 

des origines à son em
ploi rhétorique », in La Licorne, n

o 3, （979, p. 55 ; H
. A

. Fichel, « Studies in Cynicism
 and the A

ncient 
N

ear East : T
he T

ransform
ation of a Chreia », in J. N

eusner 

（ed.

（, R
eligions in A

ntiquity : E
ssays in M

em
ory of E

. R
. 

G
oodenough, Leiden, Brill, （970, p. 374.

（
5（
（ R. F. H

ock, « Cynics and Rhetoric », in H
andbook of Classical R

hetoric in the H
ellenistic Period, 330

B. C. -A
. D

. 450, 
Stanley E. Porter （ed.

（, Leiden-N
ew

 Y
ork-K

öln, Brill （997, pp. 755 -773 （surtout, p. 76（

（.

（
5（
（ 

ク
レ
イ
ア
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
月
村
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学
の
練
習
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
九
頁
、

お
よ
び
、
堀
尾
、
前
掲
論
文
「
ア
プ
ト
ニ
オ
ス
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』」（
翻
訳
と
解
題
（、
五
二
―
五
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。
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（
53
（ F. de D

ainville, « L’enseignem
ent de la rhétorique au X

V
II e siècle », in L’É

ducation des Jésuites, op. cit., p. （85.
（
54
（ 

た
と
え
ば
「
妻
を
め
と
る
べ
き
か
」
は
一
般
論
題
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
妻
を
め
と
る
べ
き
か
」
は
個
別
案
件
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
特
定
の

人
物
を
介
在
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
、
個
々
の
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。

（
55
（ 
キ
ケ
ロ
『
発
想
論
』
が
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ト
ピ
カ
」
に
与
え
た
影
響
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
西
側
の
修
辞
学
書
と
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
あ

り
方
の
根
本
的
な
違
い
に
つ
い
て
は
、
堀
尾
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
文
献
の
伝
承
に
つ
い
て
」、
十
二
―
十
六
頁
。

（
56
（ 

ア
グ
リ
コ
ラ
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
介
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
西
側
文
化
圏
に
お
け
る
『
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
』
復
活
の
過
程
に
つ
い
て
は
、

月
村
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学
の
練
習
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
十
五
―
十
六
頁
。

（
57
（ 

月
村
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学
の
練
習
問
題
集
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
十
七
頁 ; François Charm

ot, La pé-
dagogie des Jésuites, Éditions Spes, （943.

（
58
（ D

e arte rhetorica libri tres ex A
ristotele, Cicerone et Q

uintiliano deprom
pti editi pridem

 ab R
. P. Cypriano Soario, nunc 

prim
um

 in versibus com
prehensi in gratiam

 rhetorum
 ac hum

anistarum
 collegii R

em
ensis Societatis Jesu, A

ccessit A
phtho-

nius propter m
iram

 cum
 rhetoricis praeceptionibus conjunctionem

..., Rem
is, apud F. Bernard, （636. 

下
線
強
調
は
筆
者
に
よ
る

（
下
記
、
同
様
（。

（
59
（ Charles Pajot, T

yrocinium
 eloquentiae, sive R

hetorica nova et facilior. Sic verbis non redundans, U
t E

loquentiae prae-
ceptionibus abundet : Sic A

phtony Progym
nasm

ata, E
t Soarÿ R

hetoricam
 am

plectens, V
t praestantissim

orum
 R

hetorum
, 

qui hactenus de E
loquentia scripserint, U

niuersam
 artem

 facili m
ethodo suppeditet : Sic denique R

hetoribus utilis, V
t hu-

m
anistis com

m
oda sit, &

 sprem
ae Scholae G

ram
m

atices A
uditoribus non inutilis, Blesis, apud F. de la Savgere, （647.

（
60
（ Ibid., pp. （4（ -（67. 

同
著
第
三
巻
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で
。

（
6（
（ C. de Rochem

onteix, U
n collège de Jésuites aux X

V
II

e &
 X

V
III

e siècle, op. cit., p. 33.

（
6（
（ Jacob M

asen, Palaestra oratoria ... in progym
nasm

ata eloquentiae atque exercitationes rhetorum
 proprias... distributa 

cum
 resolutione et artificio tullianarum

 orationum
 adjuncto, autore P. Jacobo M

asenio, Coloniae A
grippinae : apud J. 

Busaeum
, （659.

（
63
（ A

ntoine-François Pom
ey, Candidatus rhetoricae seu A

phtonii Progym
nasm

ata in m
eliorem

 form
am

 usum
que redacta, 
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auctore P. Francisco Pom
ey, Lugduni, A

. M
olin, （66（ 

［（
re édition （659

］. 

一
六
六
七
年
に
は
同
じ
ポ
メ
ー
神
父
に
よ
っ
て
『
新
・
修

辞
学
の
生
徒
（N

ovus candidatus rhetoricae

（』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
：A

ntoine-François Pom
ey, N

ovus candidatus rhetoricae al-
tero se candidior com

ptiorque non A
phtonii solum

 Progym
nasm

ata ornatius concinnata, sed T
ullianae etiam

 R
hetoriae 

praecepta clarius explicata repraesentans

…, A
ccessit nunc prim

um
 D

issertatio de panegyrico, autore P. Francisco Pom
ey, 

Lugduni, apud A
. M

olin, （668 ［（
re édition （667

］.

（
64
（ C. de Rochem

onteix, U
n collège de Jésuites aux X

V
II

e &
 X

V
III

e siècle, op. cit., p. 34.

（
65
（ A

.-F. Pom
ey, Candidatus rhetoricae, op. cit., pp. （43 -408.

（
66
（ Joseph de Jouvancy, Candidatus rhetoricae, olim

 a Patre Franc. Pom
ey digestus, in hac editione novissim

a a P. Josepho 
Juvencio auctus, em

endatus et perpolitus, ad usum
 R

egii Ludovici M
agini Collegii Societatis Jesu, Parisiis, apud Joannem

 
Barbou, （7（（. 

な
お
、
注（
49
（で
引
い
た
も
の
は
、
十
九
世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
本
著
の
仏
訳
版
。Cf. J. de Jouvancy, L’É

lève de rhéto-
rique （Candidatus rhetoricae

（, op. cit. 

な
お
、
ポ
メ
ー
も
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
も
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
で
レ
ト
リ
ッ
ク
を
教
え
て
い
た
。

（
67
（ C. de Rochem

onteix, U
n collège de Jésuites aux X

V
II

e &
 X

V
III

e siècle, op. cit., pp. 34 -35, note （.

（
68
（ J. de Jouvancy, Candidatus rhetoricae, op. cit., pp. （67 -（85.

（
69
（ Ibid., p. 36. Cf. D

om
inque de Colonia, D

e arte rhetorica libri V
, lugduni, A

. M
olin, （7（0.

（
70
（ J. de Jouvancy, Candidatus rhetoricae, op. cit., p. （94.

（
7（
（ 

な
お
、
こ
の
「
問
答
形
式
」
そ
れ
自
体
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
学
校
教
科
書
に
お
け
る
独
創
で
は
な
い
。
一
六
〇
四
年
に
す
で
に
、
教
師
と
生
徒
と

の
あ
い
だ
の
「
問
答
形
式
」
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
版
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。A

phthonii sophistae progym
nasm

ata in 
gratiam

 studiosae iuuentutis, in E
pitom

en redacta, &
 ab om

ni barbarie, &
 serm

onis inelegantia vindicata. A
. P. V

alente, 
Parisiis, ex typographia Steph. Preuogteau, via D

. Ioann, Later, in Collegio Cam
er., （604. 

パ
リ
の
マ
ザ
リ
ー
ヌ
図
書
館
に
て
閲
覧

で
き
る
。Cf. Jean-Claude M

argolin, « La rhétorique d’A
phthonius et son influence au X

V
I e siècle », in Colloque sur la rhé-

torique. Calliope I, R. Chevallier （éd.

（, Paris, Les Belles Lettres, （979, pp. （64 -（65. 

イ
エ
ズ
ス
会
版
が
こ
の
一
六
〇
四
版
か
ら
直
接

に
想
を
得
て
い
た
か
に
つ
い
て
確
証
す
る
す
べ
は
な
い
が
、
内
容
と
記
述
の
簡
潔
さ
に
お
い
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
7（
（ J. de Jouvancy, Candidatus rhetoricae, op. cit., （（7.
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（
73
（ Ibid., p. （40.

（
74
（ Ibid., pp. （0（ -（（（.

（
75
（ « craie »

の
ラ
テ
ン
語CRET

A

の
音
韻
変
化
：lat. creta>/kreta/>/kreit/>kroi/>/krw

ε/>croie

（
以
上
、
早
稲
田
大
学
教
授
・
瀬

戸
直
彦
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
（。
ま
た « craie »

の
表
記
と
し
て
は
、
時
代
に
よ
っ
て « （549 craye, croye, cree ; （564, （606 croye, 

crée, cree, craye ; （694, （7（8 craye ; （740 -（935 craie »

と
い
っ
た
変
遷
が
見
ら
れ
る
。Cf. D

ictionnaire historique de l’ortho-
graphe française, N

ina Catach 

（dir.

（, Paris, Larousse, （995, p. 300. 

デ
カ
ル
ト
の « Creye »

と
完
全
に
一
致
す
る
綴
り
は
見
出
さ
れ

な
い
が
、
か
ぎ
り
な
く
近
い
も
の
は
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。

 
 

な
お
、 

十
六
―
十
七
世
紀
の
辞
書
を
参
照
し
て
も
、« craie » 

そ
の
も
の
に « esquisse »

の
意
味
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、« craie » 

は 
« crayon »

の
語
源
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、 « craie=crayon=esquisse » 

と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。Cf. D

ictionnaire étym
ologique 

de la langue française, O
scar Bloch et W

alter von W
artburg （dir.

（, Paris, P.U
.F., « quadrige » （004 ［（

ère édition, （93（

］, pp.  
（66 -（67. 

た
と
え
ば
モ
リ
エ
ー
ル
の
『
恋
は
医
者
』（L’A

m
our m

édecin, （665

（
序
文
に 

、« crayon » 

を « dessin, esquisse » 

の
意
味

で
用
い
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。Cf. François Génin, Lexique com

paré de la langue de M
olière et des écrivains du X

V
II

e 
siècle, sur quelques points de philologie française, Paris, D

idot Frères, （846, p. 89.

（
76
（ 

自
分
の
考
え
や
感
情
と
は
縁
を
切
り
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
構
成
の
指
針
に
従
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
生
産
す
る
主
体
＝
一
人
称
単
数
形
を
「
レ
ト
リ
カ

ル
な
私
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
た
月
村
氏
の
論
考
を
参
照
。
月
村
、
前
掲
論
文
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
―
あ
る
修
辞
学

の
練
習
問
題
集
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
十
一
―
十
二
頁
お
よ
び
「
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
西
漸
」、
七
―
九
頁
。

　

本
稿
は
、
平
成
（8
年
度
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（（5J0（0（7

（
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


