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選
択
し
そ
の
費
用
を
配
分
す
る
こ

.と
ょ
り
も
、
浙
得
効
用
表
の
.傾
斜
に
し

た
が
？
て
累
進
：度
を
決
定
す
る
再
分
配
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
配
賦
部
門

よ
り
も
む
し
ろ

'分
配
部
門
の
課
税
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

i

が
、A

り
完
結
し
た
体
系

.と
し
て
結
ぶ
べ
き
豊
か
な
稔
り
を
.

•

に
期
待

す
べ
き
で
あ

っ

て

、
.こ
れ
を
非
現
実
的
体
系
と
し
て
ずて
さ
る
こ
と
は
で
き
な

.い
で
あ
ろ
う
。 
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Finance, 

1959 

に
よ
っ
た
？
な

ノ
お
コ
ル
ム
の
批
判
が
マ

ス
グ
レ

ー
ヴ
の
論
文
に
つ
い
て
加
え
ら
れ
て
い
る 

が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
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0
0
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w

O
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D
e
t
e
r
m
i
n
a
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i
o
n
,
:
，
Finaaz- 

archiv. B
a
a
d

 18, 

H
e
f
t

 1

参
照
。

(

2)

マス

グ
レ

ー

ヴ
：の
'先
の
論
文
に
よ
る
と

、Allocation B
r
a
n
c
h

は
' 

Service B
r
a
n
c
h

と
呼
ば
れ
て
い
た
。.
そ
れ
は
公
共
欲
望
充
足
の
た
め 

の
機
能
を
も
ち
、
ま
た
そ
の
機
能
逮
成
を

ns

標
と
し
て
い
た
。

(

3)

マ
ス
グ
レ
ー
ヴ
の
い
う
社
会
欲
望
の
特
質
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
.は
サ
ム 

エ
ル
ソ
ン
の
梵
義
し
た
公
共
財
と
等
し
い
。
ま
た
単

一
.

の
最
適
解
が
存
在
し 

え
な
い
理S

に
つ
い
て
は
、
拙

稿

「

財
政
支
出
の
経
液
的
効
率
性

」

.三
田
学 

会
雑
誌
昭
和
三
四
年
六
月
号
参
照
。

(

4)

近
代
的
粗
税
理
論
の
圭
流
を
な
す
主
観
的
能
カ
説
は
、
配
趴
部
門
の
機 

能
を
無
視
す
る
と
い
う
欠
略
を
も
っ
て
い
た
。

エ
ッ
ジ
ヮ
ー
ス
、
ピ
グ
ー
ら 

の
.来
ず
る
租
税
政
策
の
基
本
的
基

.準
と
し
て
の

.最
少
総
犠
牲
説
は
、
公
共
財

(

5
0 

-

資
本
支
出
を
考
慮
に
い
れ
て
も
、

種
々
の
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り 

均
.
衡

を

う

る

^

と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
問
題
は
興
味
あ
る
問
題
点
を
含
み
、
 

従
来
の
予
算
理
論
の
発
展
と
の
結
節
点

.
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

こ
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で
は
論
ず
る

.
こ
.
と
を
ひ
か

.
え
■
次
.
の
機
会
に
ゆ
ず
る
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熊
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的
調
和
観
に
対
し
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で
あ
る
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と
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も
ち
ろ
ん
：で
あ
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が
、

同
時
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新
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経
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の
よ
う
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的
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府
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訐
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と
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け

、
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に
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け
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と
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に
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の
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サ
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.
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ィ
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研
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文
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i
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ま
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じ
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h
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o
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u
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l
i
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,

 

1
8
9
7
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L
.

 

S
t
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p
h
e
n
; 

G
o
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i
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 S
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V
L
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i
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p, M
s
n
e
r
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R
B
*

 s
h
e
l
l
e
y

w*A
b
M
n
g
i
g
k
e
i
t

 

vo.
n W

i
l
l
i
a
m

.■
GodwicfsToli

c+icalJu.stice, 

1
9
0
6
，

H
,

 Saitzeif; 

W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n

 ui.d die A
n
f
^
a
g
e

 des A
n
a
r
-

 

c'nismus, 

1
9
0
7
. 

p. E
l
t
z
b
a
c
n
e
r
; 

D
e
r
A
n
a
r
c
M
s
m
u
s
'

l<o
0
7
. 

p
,

 R
a
m
u
s
;

 

W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n
,

 de,r Theoretiker- .des:kom- 

m
u
n
l
s
t
i
s
c
h
e
n

 A
n
a
r
c
h
i
s
m
u
s
,

 

1
S
7*.

.
£
• G

o
u
r
g

 ; 

W
i
l
l
i
a
m

.
 G

o
d
w
i
n

 

(1756
丨1836

)
，： 

S
a

 yie,' ses 

oeuvres principalis. 

L
a

 justic

CD-politique” 

1
9
0OO
V 

H
.

 S
i
m
o
n
;

 W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n

 

u
n
d

 

M
a
r
y
-

 W
o
l
l
s
t
o
n
e
c
r
a
f
t
,

.
 

1909.

^
•
p
’ H

a
l
l
;

Britisii Radicalism 1791-1797, 

1912.

H
.

 R
o
u
s
s
i
a
;

 

W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n

 

(175.6-1836)
，
1913

，

A.. 

J
e
n
w
fD
I
L
 ,* W

i
l
l
i
a
m

 

G
o
d
w
i
n
.

 

Ana
r
k
i
s
m
e
r
u
s

 

f

orrste 

<
Q
H
« 

c+e
n
s
k
a
p
l
i
g
e

c+eoretiker o
g
h

 apost.el, 

lto
l
p 

P.A. w
r
o
w
n
;

H
h
e 

F
r
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evolution iu E

n
g
l
i
s
v

ff
i
s-
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o
H
yド
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w
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w
. 

A
l
l
e
n
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T
h
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w
e
a
c

ci
-
i
o
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.
w
i
l
l
i
i
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o
d
w
i
n
,

 

；M
o
d
e
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1
9
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J
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w
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w
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r
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T
h
e
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A
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itw

パ

七
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1
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：
九
0
ニ)
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2
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M
.
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T
h
e
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i
s
t
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r
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f

 British Socialism, 
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〜
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l
l
e
n
; 

G
o
d
w
i
n
w
I
n
A
u
e
n
c
e
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p
o
n

 Thelwall, 

1922.

M
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a
s
b
a
c
h
; 

W
i
l
l
i
a
m

 T
h
o

 

日

 pson, 

1
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2
.

M
.

 

N
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'
t
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u; D

e
r
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d
o
r 
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S
2
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R
’
i
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r
e
s
t
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H
o
p
H
l
n
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o
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3
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H
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5
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9
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.

.
Q
.
w
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D
r
i
v
e
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o
d
w
i
n
、
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 T

h
e

 

S
o
c
i
a
l

 

P
o
l
i
t
i
c
a
l

I
d
e
§
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f

 
的 o

m
e
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co1
P
T

a>s
6
n
t
a
u
v
a
T
%
i
r
L
k
6
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R
e
v
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l
u
t
i
m
a
r
y

E
r
a
,
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F
.
J
h
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H
e
a
i
h
a
w
,

 

1931.

.Iu 'Whitney 
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i
m
i
t
i
v
i
s
m
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n
d

 the 

I
dfD
a
/ of

 

p
r
o
g
r
f&
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n
g
l
i
s
h

 

P
o
p
u
l
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Literature 
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げ
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>

Century,

1
9CO
4
,

B. W
i
l
l
e
y
;

 

T
h
e

 E
i
g
h
t
e
e
n
t
h

 C
e
n
t
u
r
y

 B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
,

 

i
9
4
p

 

M
. Dollians; 

D
r
a
mfl
>
w interieurs" 

M
a
r
y

 

w
o
n
s
t
o
n

<l>craft 

et W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n
,

 

1944.

な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
は
、i

九
四
六
年
に 

F
W
.
L
. 

Priestley; 

A

 

critical 

Introduction 

a
n
d

 

Notes, 

(photographic f
a
c
s
i
m
i
l
e

OHSpolitical Justic, 

1949)

G
e
o
r
g
e

 W
o
o
d
c
o
c
k
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W
i
l
l
i
a
m

 G
o
d
w
i
n
,

 A

 
びiographical 
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u
d
y
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w
i
t
h

e>F
o
r
e
w
o
r
d
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e
r
b
e
r
t
w
e
a
d
.

 

Loud., 

1946.

の
ニ
著
が
出
版
さ
れ
て
ゴ
.ド
ウ
ィ
ン
研
究
を
再
開
し
て
以
来
、
す
で
に

D
a
v
i
d

 F
l
e
i
s
h
e
r
; W

i
l
lia

m

 G
o
d
w
i
n
,

 A

 S
t
u
d
y

 in Liberalis

日

， 

Loud., 

1951.

.

A
.

 E. 

K
o
d
w
a
y

 ; 

Godwin, 

a
n
d

 

the 

A
g
e

 

o
f

 

Transition, 

Loud.) 1952'

Eosalie G
l
y
m
x

 Grylls ; 

w
m
i
i

 G
o
d
w
i
n

 

s
d his 

World, 

xioILd

こ1953. 

,

D
.

 H
.

 

M
o
n
r
o
; G

o
d
w
i
a
w
M
o
r
a
l

 Philosophy, A
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 Interpret- 

ation o
f

 W
i
l
l
i
a
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 G
o
d
w
i
n
,

 

Lond;,195s.

<^pens^e 

'
 et 

A
c
t
i
o
n
s
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j
u
s
t
i
c
e

<D
c+
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e 

f l̂
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i
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.
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f
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な

ど
.の
名
を
攀
げ
る
こ
と

が

で

き

るし
、
い
く
つ
か
の
邦
語
の
I

t
も
散
見
す 

る

よ

ぅ

に

な

っ

た

。
，

か
く
し
て
、
.

r

政
治
的
正
S

を
書
い
て
名
靑
の
大
空
に
太
陽
の
如
く
輝
い

ゥ
ィ
リ
ァ
<
.ゴ
ド
ゥ
.ィ
ン
：研
究
：文

献(

ー)

た
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
名
は
、

マ
ル
サ
ス
の「

人
口
論」

の
出
現
に
よ
っ
て
、.
ひ
と 

た
び
は
忘
却
の
淵
に
沈
ん
だ
と
は
い
え
、
再
び
勢
い
を
盛
り
返
し
て
、
人
々
に 

よ
っ
て
語
ら
れ〜

細

^
の
対
象
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

,
:こ
.の
よ
う
な
ゴ
ド
ウ
ィ
'/
-復
興
1の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

現
象
的
に 

は
：
、

最

近
.の
.著
し
い
科
学
技
術
の
発
達
が
、

マ
ル
サ
ス
のT

人
口
論」

の
破
産 

を
宣
告
し
て
、_
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
；の
描
ぃ
.た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
面 

も
あ
ろ
う
し
、.
ま
た
ラ
ス
キ
が
国
家
主
権
の
分
散
と
個
人
の
完
全
な
自
甶
を
主 

張
し
て「

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
：へ
帰
れ」

と
叫
ん
だ
よ
う
に
、
個
人
主
義
的
自
由
主
義 

.の
根
強
い
伝
統
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
思
想
の
底
を
流
れ
て
、
そ
れ
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン 

を
猶
え
ら
せ
る
と
も
い
え
る
。
ま

たr

戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム 

に
も
コ
ミ
ユ
ニ
.ズ
，ム
に
も
対
立
し
な
が
ら
、
む
か
し
ど
お
り
の
自
由
主
義
に
か 

え
る
こ
と
-%
で
き
な
い
、
小
市
民
の
心
情
が
、
ゴ
ド
ウ
ィ
V
復
興
を
も
た
ら
し 

た
も
の
と
み
る
..こ
と
.ガ
..で
ぎ
る
し
、
そ
れ
.は
ま
た
、
.
.マ■ス
化
へ
..の
抵

抗

で

も

.
あ
 

ろ
う
。」

と
い
う
考
え
方
も
あ
り
、
学
問
的
に
は
、
英
国
社
会
主
義
思
想
の
源
流 

を
探
る
場
合
、
共
産
主
義
と
無
政
府
主
義
に
よ
-?
•.て
初
期
社
会
主
義
に
大
ぎ
な 

.影
響
を
及
ぼ
し
た
彼
の
思
想
の
研
究
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

ゴ
ド
ウ
-:
<
ン
の
.思
想

が

，
シ
.H
_リ
：イ

や

ヮ

ー

ズ

ヮ

ー
ス

な

.
ど

め
ロ

マ
ン
全
義
者
に 

哲
学
を4

え
た
こ
と
.や
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
麗
し
き
妻
、女
性
解
放
蓮
動
の
先
駆
考 

で
あ
.る
メ
リ
：イ

，
.ウ

ル

ス

タ

ン

ク

ラー

フ
ト
^

I

れ
て
$

が「

丁
度
ー
こ
西
年
と 

I'
う
セ
と
が
、
こ
れ
に
彩
り
含
添
£'
'
て
い
る
:0
.筆
者
は
近
く
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思 

想
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
稿
を
ま
と
め
が
予
定
な
の
で
、：
以
下
数
回
に
わ
た
っ 

て
主
^
し
で
i

め
ゴ
ド
ウ
、ィ
：ソ
研
淹
に
づ
v>
て
批
判
的
な
紹
介
を
試
み
る
。

:

:

‘七
H

(

九
0
三
> 

:

と

七

つ

の

著

作

が

あ

る0
さ

ら

に

ゴ

ド

ウ

イ

ス

に

ふ

れ

た

も

の

と

し

て

、

,
、

A
r
v
c
m
;
^
&
P
H
C
h
i
s
m
e
,

 1951.



七

四

(

九
〇
四)

1

)

こ
れ
ら
，の

.
I

K

mに
つ
い
て
の
、

ウ
ド
コ
ッ
ク
の
評
価

.

I

全
て
の
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

.研
究
に
と
っ

.て
、
必
読
の
基
礎
文
献
は
苽

*
ポ

1
ル 

の
睿
で
あ
る

.0
こ
れ
は
、
真
の
伝
記
研
究
と
い
ぅ
よ
り
は
、
短
い
物
語
を
は 

さ
ん
だ
手
紙
、
新
聞
そ
の
他
個
人
的
資
料
を
：集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ 

か
ら
得
ら
れ
る
知
識
は
貴
重
で
あ
り
、
私
の
研
.究
に
お
い
て
大
い
に
利
用
し 

た
0
現
在
あ
る
真
の
伝
記
は
卩

•
K
.

ブ
デ
ウ
ン
教
授
の
も
の
で
あ
る

0
こ 

れ
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
妹
し
て

'や
や
好
意
的
態
度
を
と
っ
て
お

.り
、

K *

ポ
ー 

ル
の
嘗
と
同
じ
く
、
彼
の
^
作
や
そ
の
中
に
示
さ
れ
た
思
想
に
適
切
な
検
討 

を
加
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も

、
.そ
れ
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
と
彼
の
同
時
代
人
と
の 

関
係
を
美
翦
に
描
き
出
し
て
い
る
。
 

'

'

短
い
な
が
ら
も
芷
当
な
ゴ
ド

.
ウ
ィ
ン
の
思
想
の
検
討
は
、

H

•

N

*ブ
レ
イ 

ル
ス
フ
ァ
ド
の

.
小
^

に
み
ら
れ
る

0

ブ
レ
イ
ル
ス
フ
ァ
ド
氏
は
シ
エ
リ

I

の 

ゴ
K -

ウ
ィ
ン
に
負
ぅ
範
四
を

_

| ^

に
示
し
、
彼
ら
の
関
係
を
傷
つ
け
た
ゴ
ド 

ウ
ィ
ン
の
特
異

^

を
公
平
に
扱
っ
て
い
る

。

p

 W
o

o
d

c
o

c
k

 

r

 . W
i

l
l

i
a

m

 

G
o

d
w

i
n

,

 

1
9
4
6

,

 

P

.

IN

5
5
-C
O

. 

«

同
じ
く
、
フ
レ
イ
シ
ャ

I

の
評
価

-
-
-
-

ゴ
ド
ウ
ィ
ソ
の
生
诞
を
研
究
す
る
の
に
最
も
重
嬰
な
も
の
は
、

O

.

K

.

 

ポ

ー

ル

の

書

で

あ

る

.0
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
多
く
の
原
資 

料
を
の
せ
て
い
る
。

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
性
格
は
異
常
に
複
雑
な
の
で
、

こ

の

よ 

.ぅ
な
資
料
に
多
く
あ
た
れ
ば
そ
れ
だ
け
蓝
し
い
評
価
を
す
る
こ
と
が
で

き
よ 

ぅ
。

F

.

.

K

.
ブ
ラ
ウ
ン
の
書
は
非
常
に
よ
く
書
け
て

■

い
て
も
、

い
つ
も
皮 

肉
な
調
子
で

あ
り
、
そ
の
結
果
は
諷
刺
圃
に
近
い
。

ウ
ド
コ
ッ
ク
の
書
は
同

.情
的
：伝
記
だ
が
、
完
全
な
像.を
描
く
に
は

”至
ら
ず
、：時
と
し
て
情
神
分
析
的 

.
解
釈
に
よ
っ
て
損
わ
れ

.

K

い
る
。

D
:
F
l
e
i
s
h
e
r
;

 

W
i
l
l
i
a
m

 

G
o
d
w
i
n
,

 

....A Study: in .Liberalism, 

1951/ p* .152.

(

2)

大
久
保
嘉
三

「

ゴ
ッ
ド
ウ
年
ン
研
究
序
説

I—「

研
究
鞑
耍

.

」

第

-.
-ー
輯
、
昭

.-*1

九
年
七
月

。
.

'
.
.
.
藤
本
幸
太
郎

「

ゴ
ド

ゥ

ィ

ソ『

政
治
的
正
義』

の
原
理」

「

政
経
論
叢j 

ニ 

.
三
巻 
一' 
ニ
ー 
号
、
昭
和
ニ
九

^

1
0月
。

r 

.

〃 

「

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
生
涯
と
著
作

」
「

明
大
商
学
論
叢

」

三
八
巻
三
号
、
 

昭
和
ニ
九
年

.一
一
月
。 

_
«
.

.

大
久
保
嘉
三

「

ゴ
ッ
ド
ウ
キ
シ
研
究
赏
書

」
「

研
究
紀
要

」

.第
四
輯
、

昭 

.和
三
〇
年

」

月
。
：

戸
沢
鉄
陔

「

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
予
想
ず
る
統
治
機
関
の
将
来

」

同

著

「

国
家 

.の
将
来」

所
収
、
昭
和

3
0
年
一
月
。 

V 

.

深
田
弘

.

「

W 

♦ゴ
ド
ウ
ィ
ン

(
w
i
l
l
i
i

 G
l
i
a
)

の
無
政
府
主
義

」

■「

日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報

」

6
、
昭
和
三

0
年

I 
ニ
.月
。

'
大
久
保
嘉
三

「
『

ロ
モ
ン

•
セ
ン
ス』

と
ゴ
ッ
ド
ウ
ヰ
ン

」
「

研
究
紀
要

」

第
五
斡
、
昭
和
三

1

年
三
月
。

总
井
厚

「

W •

.コ
ド
ウ
ィ

ゾ

『

政
治
的
芷
義

』

初
版
と
三
販
の
差
.興
に
つ 

.い
て」

T
三
田
学
会
雑
誌

」

五
〇
卷
五
号
、
昭
和
三
ニ
年
五
月

。
'

.

•〃 

「

十
八
世
紀
英
仏
社
会
思
想
の
発
展
と
ゥ
ィ
リ
ア
ム
.
ゴ
ド
ウ
イ

和
一
一
九
年
一
月。

.

/ 

'

■
富
田
富

.七

.雄

.「

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
へ
の

‘関
心」

「

経
済
.系」

第
二

一

輯
、
昭
和

ン」
「

三
田
学
会
雑
誌

」

五
0
巻
八
号
、
.昭
和
三
ニ
年
八
月
？

.

松
下
圭
一

「

集
団
観
念
の
形
成
と
市
民
政
治
理
論
の
構
造
転
換

㈡」
「

法 

学
志
林」

五
五

#
1
号
、
昭
和
三
ニ
年
ー
ー
月
。

吉
田
忠
雄

「

ゥ
ィ
リ
ア
ム

•
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン

」
「

社
会
思
想
研
究

」

九
巻
一 

二
号
、
昭
和
三

-ニ
年一

ニ
月
。

，

水
田
洋

•

珠

枝

「

フ
ラ
ン
ス

革
命
と
ィ
ギ
.リ
ス

思
想」

同
著

「

社
会
主
義 

思
想
史」

所
収
、
昭
和
三
三
年
九
月
。

?

w
水
田
洋

「

r f
li
^
雜

思

想

史

研

究

の

動

向

」
「

思
想」

昭
s

m
一
一
年
• 

四
月
.号
。

*

F. 

w
f JL. Priestley ; Introduction to 

s En
q
u
i
r
y

 c
oncerniy

oq 

political. Justice a
n
d

 its J
n
A
u
e
n
c
e

 o
n

.gorals a
n
d
w
a
p
p
i
n
e
s
s
:

 

b
y

 

G
o
d
w
i
n
,

 

p
h
o
t
o
g
r
a
p
M
c

 

facsimile 

o
f

 

the 

third 

edition correc

c+ed, 

edited w
i
t
h

 variant readings o
f

 t
H
e

eh
r
s
t 

a
n
d

 

second 

editions 

a
n
d

 

w
i
t
h

 

a. 

critical 

i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n

fo
tj
cu 

n
o
t
e
s

^

the U
niversity o

f

 T
o
r
o
n
t
o

 Press, 

1946.

こ
れ
は
、「

政
治
的
正
義」

第
三
版
の
写
i

複
刻1

一
巻
に
添
え
ら
れ
た
第 

三
卷
に
あ
る
長
文
.の
序
論
で
あ
る
。
こ
の
第
三
巻
は
、

’ 

latroduction

w
u
p
p
l

njm
o
n
t
a
r
y

 c
r
i
t
i
c
a
l
'
N
o
t
e
s

■

闩 extual N
o
t
e

-Wa
n
d

 B
i
b
liography o

f

 p
^

兹

c
a

ウ
イ
リ
ア
ム
•
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究

文

献(

一)

G
m
i
t
t
e
d

 c
h
a
p

c+e
r
s
: 

chapters f
r
o
m

 t
h
e
o
d
i
t
i
o
n

 o
f

 1793 

whieii were' omit
t
e
d

 f
r
o
m

 wulbse< 5ue:at .editions 

I
n
d
s

 to 

V
o
l
u
m
e

 H
I

 

.か
ら
成
り
、
特
.に
.
'Hextual 

N
o
t
e
s
.

と.
o
m
i
t
t
e
d

o
h
a
p
c+
e
r
s は
、
 

「

政
治
的
正
義」

，
各
版
の
差
異
を
一
言
一
お
^
細
に
記
録
し
て
、

各
版
の
正
確 

な
再
現
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
.フ.レ
イ

シ
ャ
I
の
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
は 

ゴ
ド
ウ
ィ

ン
の
改
訂
の
研
究
を
極
め
て
容
易
に
し
、グ
リ
ル

ズ
の
い
う
よ
う

に
、
 

"张
常
に
貴
重
な
"
版
で
あ
る
：。

戦
後
の
：ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
は
、

こ
の
^
^
な 

考
証
に
よ
つ
て
そ
の
礎
石
を
据
え
ら
れ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ 

で
は
そ
の
序
論
を
と
り
上
げ
る
。
.

.

.

.
序
論
第
五
節
ま
で
p
m的
は
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
の
体
系
的
な
説
明
と
、
 

そ
の
源
泉
お
よ
び
主
な
時
代
思
潮
と
め
関
係
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
示
す
こ
と 

で
あ
る
0「

政
治
的
正
義」

の
目
的
は
、
、、ハ
.

—

ク
の
.「

省
察」

に
対
す
る
答
£ 

で
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
擁
護
.で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
改
革
の
青
写
真
で 

も
、
経
済
学
の
実
践
的
教
科
書
で
も
な
い
。
彼
は
、
政
治
方
式
の
差
を
気
候
な 

ど
の
物
理
的
原
因
に
帰
し
''
英
国
憲
法
を
過
丸
評
価
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ユ
ー
の 

誤
り
に
対
し
て
筆
を
と
つ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
つ
た
時
、
ゴ
ド 

ウ
ィ
ン
ら
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
更
に
よ
い
制
度
が
フ
ラ
シ
ス
に
出
来
る
こ
と
を
望 

み

;:
'
彼
は
そ
の
た
め
に
政
玲

-,
0

殳̂
や
現
実
の
^

■
の
検
討
で
は
な
く
、
全
て 

,
の
政
治
：の
粗
学
的
基
礎
を
た
ず
ね
た
。
こ
れ
は
本
質
的
に
政
治
哲
学
者
の
仕
琳 

で
あ
り
、
：ま

'た
徳
や
幸
福
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
哲
学
者
と
い 

' 
V.
 

'

'

七
！

4

 

(

九 0

 
五)

；



ぅ
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
。
：「

政
治
的
疋
義」

第

.ー：ー1版
に
お
い
て
、：

彼
は
政
治
的
ポ 

真
理
を
研
究
す
る
人
の
呼
名
を
、
"帮
学
者
"
か
ら
' 

"モ
ラ
リ
ス
ト
〃
.に
変
え

て
い
る
グ

;
: 

. 

V 

- 
.

•'
,

.

,

'.
.

-

政
治
哲
学
は
道
徳
質
子
を
前
提
と
し
、道
徳
哲
学
は
形
而
上
学
的
、心
理
学
的 

前
提
に
甚
づ
い
て
い
る
。
以
下
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
.：の
悤
想
構
造
と
、
そ
の
基
礎
を 

明
ら
か
に
し
、
ま
た
彼
が
影
響
さ
れ
た
思
想
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
ゴ
ド
ウ
，
 

ィ
シ
を

単
に
フ
ラ
ヴ

ス
思
想
の
紹
介
者
、
：

H

ル
，ヴ
エ
シ
ウ
ス
や
ル
ソ
ー
の

_
 

者
と
し
た
り
、「

政
治
的
正
義」

の
脚
注
に
よ
つ
て
影
響
の
.説
明
と
す
る
こ
と 

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
の
基
本
的
な
思
想
構
造
の
中
に
、
彼
自
身
気
付
か
ず 

に
.入
り
込
ん
.で
い
る
影
響
を
見
逃
す
も
の
で
あ
る
。

I

形

而

上

学

と

心

理

学

：

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、

ニ
ユ
I
ト
ン
力
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
永
遠
の
因
果 

の
鎖
と
い
ぅ
十
八
世
紀
の
宇
宙
観
を
採
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
考
え
方
を
ド 

ル
バ
ッ
ク
のs

y
s
^
rae d

e
l
a

 N
a
t
u
r
e

か
ら
得
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
唯
物 

論
を
明
確
に
斥
け
て
い
る
。
ド
ル
バ
ッ
ク
は
物
理
的
原
因
を
強
調
す
る
が
、
.
こ 

れ
は
精
神
こ
そ
真
の
本
原
で
あ
り
、
因
果
の
鑌
の
本
質
的
な
環
で
あ
る
と
す
る 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
矶
想
体
系
と
は
両
立
し
な
い
。
_

の
機
構
は
物
理
的
に
で
社 

な
く
、
心
理
学
的
.に
決
定
さ
れ
る
。

ハ
I
ト
リ
ー
.の
震
動
論
も
精
神
を
無
視
す
. 

る
傾
向
が
あ
る
の
で
斥
け
ら
れ
る
。

機
械
論
的
、
快
楽
主
義
的
フ
ラ
ン
ス
哲
^

|
の
極
端
な
1:
_

_
ガ

3£
義
は
、
 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
合
理
的
進
歩
の
考
え
と
相
容
れ
な
い
。
彼
は
キ
リ
ス
：ト
教
の
神 

を
捨
て
て
も
、
宇
宙
の
組
織
の
外
に
あ
る
精
神
の
力
と
い
う
考
え
は
排
除
し
な

''

'.
\-
.
. 
,:
■
.

:

,
;
七
六
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九 

0
 六)

.

か
：つ
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
'唯
物
論
者
に
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
合
理
的
非 

国
教
派
の
伝
統
：に
固
く
結
び
付
い
て
い
る
。
R
,
.
,
プ

ラ

イ

ス

が

代

表

す

る

こ

の 

■伝
統
は
、
カ
ド
.ヮ
I

ス
や
ク
ラ
I

ク
の
プ
ラ
ト
ン
的
合
理
主
義
を
支
持
し
て
い 

た
が
、
>

の
。フ
ュ
フ
ト
ン
主
義
の
影
響
は
、
：*コ
ド
ウ
ィ
ン
が「

政
治
的
正
義」

を 

考
え
て
い
た
時
直
接
プ
ラ
ト
ン
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
つ
て
更
に
強
め
ら
れ
た
。
 

プ
ラ
ト
ン
か
ら
、
彼
は
創
造
主
か
ら
独
立
し
た
、’'永
遠
不
変
の
真
理
と
い
ぅ
説 

を
採
つ
て
い
る
；0
こ
れ
は
、
.ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
合
理
的
進
歩
の
考
え
に
と
つ
て
根 

本
的
に
重
要
な
説
で
あ
る
。
と
い
ぅ
の
は
、
全
て
の
進
歩
は
そ
の
0

的
と
な
る 

永
遠
の
規
準
を
必
要
と
し
、
合
理
的
進
歩
は
そ
の
規
準
と
し
.て
理
性
に
よ
り
発 

見
し
得
る
絶
対
的
真
理
の
体
系
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
全
体 

系
を
機
械
論
的
必
然
論
の
上
に
置
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
真
の
甚
礎
は
ブ
ラ 

ト
.ン
的
で
あ
る
。

心
理
学
に
贫
い
て
、彼
は
ロ
ッ
ク
流
の
感
覚
論
を
容
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
 

.
ゴ

ド

ウ

ィ

ン

の
心
理
学
に
お
い
て
、
連
想
心
理
学
の
双
_
は
罾
'11
考
え
ら
れ
る 

よ
り
は
る
か
に
小
さ
く
、：
ハ
ー
ト

リ

-

の
影
響
は
少
な
い
。
連
想
説
は
、
ゴ
ド 

ウ

ィ

ン

の
合
理
主
義
に
で
は
な
く
、
ベ

V
サ

ム

と
そ
の
一
派
に
と
つ
て
基
本
的 

な
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
快
苦
の
連
想
の
形
成
に
よ
る
国
家
統
制
の
過
程
を
通 

じ
て
、
，.利
益
の
人
為
的
一
致
を
も
た
ら
す
手
段
を
与
え
る
。
だ
が
知
性
の
啓
発 

に
よ
つ
て
進
歩
が
生
ず
る
と

こ

ろ

で

は

、
連
想
は
適
用
さ
れ
な
い
。

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
を
思
わ
せ
る
理
性
の
.定
義
を
折
々
示
す 

が
、
そ
の
基
本
的
な
態
度
は
全
く
彼
と
一
異
な
つ
て
V'
,
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
f

セ 

義
者
達
に
と
っ
て
は
、
人
間
は
利
己
心
に
よ
っ
て
動
き
、
政
治
の
方
法
は
、
賞

罰
の
体
系
に
よ
っ
て
情
熱
を
統
制
す
る
こ

と

.で
あ
る
。
だ
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
 

理
性
の
優
越
を
強
調
し
、
最
初
は
感
情
の
働
ら
き
を
過
少
評
価
す
る
ほ
.ど
で
あ
■

っ
た
。
後
に
こ
れ
は
改
め
ら
れ
、
ヒ

ュ

1
ム
の
説
に
近
づ
く
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は 

自
発
的
行
為
の
合
理
性
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
人
間
性
の
完
全
な
状
態
を
期 

待
す
る
。

.

/

.

■

I

道
徳
哲
学

こ
.の
一一

つ
の
哲
，-r
の
伝
統
を
め
ぐ
る
争
い
は
、道
徳
救
学
に
持
ち
と
.ま
れ
..る
。
 

こ
こ
で
も
、
彼
は
：無
批
判
に
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
を
容
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
結
局 

は
合
现
主
義
の
伝
絲
に
忠
実
で
あ
-?
た
。

道
徳
的
価
値
に
対
す
る
フ
ラ
ン
.ス
学
派
の
態
度
は
、
真
理
に
対
す
る
と
同
様 

に
、
相
対
主
義
、
，主
観
主
義
に
傾
く
。，#
は
快
楽
で
あ
り
、.
そ
の
本
質
ば
効
用 

で
あ
る
P
-こ
の
よ
う
な
説
は
、
絶
対
的
真
理
と
同
じ
く
絶
対
的
^
^
を
も
必
要
ン 

と
す
る

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
か
ら
は
遠
い
。
彼
の
時
代
の
人
は
皆
効
用
と
い
う 

言
葉
を
使
っ
て
い
る

の
で
、
ゴ
ド
ウ
ィ
..ン
も
快
苦
を
絶
対
的
基
準
'と
す
る
説
を 

採
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

快
楽
の
質
的
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
，て
、
感 

覚
の
直
接
快
楽
の
価
値
を
.い
や
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
最
高
の
快
楽
は
：
 

徳
の
追
求
に
よ
っ
て
の
み
見
出
^
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
功 

利
主
義
の
全
体
系
を
盤
え
し
だ
。
'.
こ
の
点
で
、
i
己
是
認
と
公
平
の
快
楽
を
主 

張

.し
、

®
覚
的
な
快
楽
を
否
定
し
た
プ
ラ
イ
ス
と

.

.Moral, 

roense 

school 

.の
著
作
家
達
に
似
て
い
る
。

「

政
治
的
正
義」

に
は
、
快

楽

以

外

に

も

多

数

の

统

極

価

値

が

含

ま

れ

て

い

 ゝ

る
。

'実
際
に
は
快
楽
は
と
れ
ら
の
追
求
に
お
け
右
副
産
物
と
な
る
。
そ
の

‘一
つ

.

ウ
イ
リ
ア
ム

•

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
文
献

(

一)

.

は

individuality

で
、
こ
れ
はV

ギ

リ

ス

非

国

教

徒

の

物

の

本

質

的 

部
分
で
.あ
り
、
' プ
リ
ー
ス
：ト
リ
、
ペ
ィ
ン
、
プ
ラ
ィ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ 

れ
た
。
第
二
の
価
値
はs

i
n
c
e
r
i
t
y

で
あ
っ
て
、

こ
れ
も
非
国
教
派
の
义
 々

の
，
伝

統

で

あ
■っ
た
。：

.

.淡
定
論
■に
は
、精
祌
は
.過
去
の
経
験
に
よ
.っ
て
狭
定
さ
れ
る
と
す
る
も
の
と
、

.

未
来
の
判
断
に
よ
る
.と
す
る
も
の
と
 

一I

■つ
Vか
あ
る
が
、
後
者
が
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の 

体
系
に
淡
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
。

こ
の
合
理
的
、

M

的
論
妳
決
定
論
は
、
普
通 

自
由
意
志
と
考
え
ら
れ.て
い
る
も
の
と
区
別
し
難
い
。

テ
ィ
ラ
ー
教
授
の
い
ぅ 

よ
ぅ
に
、
，ゴ
ド

ウ
ィ
ン
の

合

理

論
I t

、
本
質
的
に
は
ト
マ
ス

..ア
ク
ィ
ナ
ス
の 

自
由
意
志
説
上
同
じ
で
あ
る
。

ア
ルミ-1

ウ
ス
派
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義 

を
守
る
た
め
に

.書
か
れ
た

.Jonathan. Edwards,; 

A

o
肖

@
&
ド 

Strict Inquiry into tiie ^Modern Prevailing N
o
t
i
o
n
s

 of

 that 

J?re

a>d
o
m

 

o
f

 

will,, w
h
i
c
h

 

is 

S
u
p
p
o
w
e
d

-'"
t
o

o*
e eswential 

to 

M
o
r
a
l

 

A
g
e
n
c
y
,

 

Virtue, 

R
e
w
a
r
d

 

a
n
d

 

P
u
n
i
s
h
m
e
n
t
,

 

Praise 

a
n
d

 B
l
i
e
.

は
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

.に
よ
っ

.て
用
い
ら
れ
た
沢
山
の
•論
擞
を
示
し 

て
い
：る

'0
:

?; 

' 

.

.

固
由
意
志
と
必
.然
は
、
基
本
的
に
：は
動
機
の
性
質
の
問
題
に
還
76
さ
れ
る
。

フ
ラ
^
ス
の
著
作
家
達
は
動
機
を
物
質
的
原
因
に
、

ハ
：！
ト
リ
ー
の
連
想
説
は 

連
想
の
構
造
に
：勝
す
る
が
、
プ
ラ
ィ
ス
達
はT

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
行
動
を
起
さ 

せ
^
も
の
は
真
理
と
理
性
で
.%
っ
て
、

単
な
る
意
志
で
は
な
い
。」

と
主
張
す 

る
。
動
機
に
合
理
的
要
素
を
入
れ
る
こ
と
は
、
物
質
的
快
楽
的
決
定
論
と
全
く 

:

違
っ
た
が
の
を
生
み
出
す
。O

れ
を
自
由
と
呼
ぶ
か
必
然
と
.呼
ぶ
か
は
単
'に
言

, 

七
七
' .(

九
0

七)



葉
の
問
題
で
あ
る
？ 

; 

•
 

:
.
.■

'.
合
理
的
判
断
に
ょ
る
進
歩
と
い
う
確
信
は
、
真
理
の
全
能
を
前
提
と
し
、

こ
/ 

の
点

で

'
'
、
ル

ト

ソ

と
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
同

.1
:
伝
統

.の
中
に
あ
マ
た
。

こ
れ
に
、
：
： 

徳
は
知
識
で
あ
り
、■恶
徳
は
単
に
過
誤
だ
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
_ス
の
說
が
結
び
付 

く

:.
0
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
：
罪

の

，ユ
..ダ
ヤ
的
考
え
を
ギ
リ
，；

N

ャ
的
考
え
と
と

；り
か
え 

よ

う

と
.じ
た
。
こ

こ
.て
再
ひ
"

ゴ
.ド

ウ

ィ

ン
は
力

‘ド
ワ
.
I
.ス、
..ク
.ラ

.

—

ク
、
'
 
フ 

.ラ
イ

ス
の
プ
ラ

ト
ン
的
伝
統
に
従
っ
て
い
る
。

厳
密
な
功
利
説
に
は
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
り

、
.
.た
と
え
ば
ヒ

ユ
'丨
ム

.は
、 

そ
れ
が
義
務
を
基
礎
づ
け
て
い
な
い
こ
と
を

突
い
た
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
義
務 

の
問
題
を
功
利
主
義
の
犠
牲
に
お
い
て
解
決
し
た
。
彼
は
、
徳
の
因
的
は
快
楽
', 

の
総
計
を
増
す
こ
と
だ
.と
い
っ

て

い

る

け
れ
ど
も
、
外
見
上
の
快
楽
主
義
の
下
.. 

に
は
囱
己
犠
牲
と
義
務
の
厳
格
な
理
論
が
存
在
す
る
。
_ゴ
ド
ウ
ィ

ン
に
お
，け
る
.
.. 

，功
利
の
言
葉
は
、
自
己
否
定
と
隣
人
愛
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
義
務
の
代
り
に 

過
ぎ
な
ぃ
。 

-

動
機
は
，測
り
得
な
い
と
い
う
理
由
で
、
結
果
だ
け
で
行
為
を
判
断
す
る
の
は 

誤
っ
た
原
理
で
あ
る
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
結
果
と
目
的
の
双
方
を
含
め
た
必
然 

を
主
張
し
て
、
U
的
だ
け
を
見
ょ
う
と
す
る
ヒ
ユ
ー
ム
と
異
な
っ
た
。
彼
の
立 

場
は
、
本
質
的
に
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リー

、

ハ
チ
ス
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
統
と
同
じ 

で
あ
る
。

塞

主

義

は

、
当

然

"個
人
的
感
情
"
を
下
位
に
置
く
。
こ
の
点
で
、
フ
ォ 

—

セ

ッ

ト

とJ

.
エ
ド
ヮー

ズ
が
彼
の
^
^
で
あ
る
。
彼
は
常
に
^
^
性
、"
正 

義
"
を
強
調
し
た
。
徳
は
本
質
的
に
社
会
性
を
招
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ル

'

.

:

:

:

.

七

/\(

九
〇
八)

:y

—

と
の
比
較
が
：興
^̂

い
。
：
ゴ
■ド
ゥ
'十
ン
.の
よ
ぅ
に
、
:'
'
-ル
ソ
-
も
ホ
ッ
ブ
ズ 

,の
利
己
主
義
に
反
論
し
：た
：。
だ
が
.ま
た
社
交
性
の
原
理
を
排
斥
し
文
明
を
批
判 

し
た
。
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
が
、be

n
e
v
o
l
e
n
c
e

を
社
会
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
自
愛
心 

の
合
理
的
修
正
と
見
た
時
、
ル
ソ
I
は
社
会
と
理
性
を
：

2E

然
のb

e
n
e
v
o
l
e
n
c
e

 

を
破
壞
す
る
も
の
と
見
た
の
：で
あ
る
。
ル
>
丨
.も
後
に
は
原
始
的
.な
自
然
の
良 

さ
を
あ
ま
り
強
調
せ
ず
、
社
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
たv

i
r
t
u
e

を
強
調
す
る
よ 

ぅ
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
.の
：

v
i
r
t
u
e

は
、
ゴ
ド
ゥ
イ
.シ
と
は
違
っ
て
、
一
定
の 

.義
務
か
ら
生
じ
、
反
個
人
主
義
を
示
唆
し
.て
い
：る
。，

.概
し
て
、
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
の
.道
徳
锂
学
は
功
利
主
義
.の
罾
申
に
対
立
し
て
い 

る
。：

機
械
的
必
然
論
に
.対
しV

、

彼
は
本
質
に
お
い
て
自
由
意
志
の
説
を
立
て
、
 

価
値
を
個
人
的
怏
苦
の
主
観
に
帰
す
る
相
対
主
義
に
対
し
て
、
絶
対
的
®

を 

立
て
る
。
そ
の
利
己
主
義
に
対
し
て
、合
理
的b

e
g
v
-
o
l
e
n
c
e

の
説
を
立
て
、
' 

賞
罰
に
よ
る

教
育
の
体
系
に
対
し
て
、
自
_
な
個
人
判
断
を
主
張
す
る
体
系
を 

立
て
る
。
彼
の
道
徳
感
は
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
ー
、
.
ハ
チ
ス
ン
、
ヒ
ユ
I
ム
に
酷
似 

し
て
お
り
、
プ
ラ
イ
ス
に
は
更
に
.近
い
0
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
エ
ル
ヴ
ヱ
シ
ゥ 

ス
派
か
ら
は
遠
く
、:'
'
.結
局
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
の
道
徳
説
は
、

エ
ル
ヴ
ヱ
.シ
ゥ
.ス
や
厳 

密
な
功
利
主
義
者
が
否
定
す
る
次
ぎ
の
三
就
提
に
基
•礎
を
置
い
て
.い
る
。

.

⑴

人
間
の
性
質
は
利
他
主
義
が
可
能
で
あ
る
。

⑵

入
間
は
一
般
の
善
を
企
て
る
こ
と
に
.
*
1
5
|
の
快
楽
を
見
出
す
。

⑶

全
体
の
善
は
個
人
の
善
と
一
致
す
る
。

I

政
治
哲
学
.

.

ゴ
ド
.ウ
イ
ン
に
と
っ
て
、
双
を
学
は
ネ
員
的
に
道
徳
学
の
一
部
で
あ

る

。
多

く
の
同
時
代
人
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
政
治
と
道
徳
に
つ
い
て
の
科
学
を
形
成 

で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。

•力
学

^
原
理
を
発
見
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
成
功
は
、
 

思
想
の
分
野
で
も
同
様
な
成
功
を
約
束
す
る
か
に
み
え
た
。

ロ
ッ
ク
は
、
道
徳 

は
、
幾
何
学
の
よ
う
な
実
証
科
学
に

.な
り
う
る
と
い
う
確
信
を
表
明
し
、
フ
ラ 

ン
ス
に
お
け
る
彼
の
後
維
者
達
は
そ
の
考
え
を
政
治
学
に
ま
で
拡
げ
た
。
匕

.ュ
 

丨
ム
で
さ
え
、
政
治
学
を
科
学
に
す
る
た
め
に

一
文
を
捧
げ
、
自
分
の
仕
事
を 

船
を
設
計
す
る
数
学
者
に
た
と
え
た
。
そ
し
て
ヒ
ュ

|
ム
や

プ
リー

ス
ト

リ
は 

歴
史
的
都
実
を
観
察
し
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
は
む
し
ろ
行
為
の
法 

則
を
引
き
だ
す
人
間
性
の
心
理
学
的
原
理
を
求
め
た
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
こ
の
双 

方
の
傾
向
を
示
す
け
れ
ど
も
、
.
フ
.ラ
ゾ

ス
的
心
理
方
法
に
従
う
こ
と
が
多
い
。

だ
が
、
政
治
学
と
道
徳
学
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
彼
は
ふ
つ
う

考
え
ら
れ
る 

ほ
ど
フ
ラ
ン
.ス
功
^
主
義
に
近
く
な
い
。
彼
は
ル
ソ
ー
や
エ

.

.ル
ヴ
ヱ
シ
ウ
ス
を
，
 

賞
揚
し
て
も
、
そ
の
説
に
同
意
は
し
な
い
。
フ
ラ
ヴ

ス
人
は
、H

ル
ヴ
ェ
シ
ウ 

ス
も
ド
ル
、、ハ
ッ
ク
も
マ
ブ
リ
イ
も
ル
ソ
I
も
、
政
府
の
善
に
対
す
る
積
極
的
力 

を
、壬
張
す
る
。.反
対
に
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
|]
1
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
.ど
の 

程
度
ま
で
政
治
を
無
く
し
う
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

.

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
権
利
を
_

_心
_
利
と
殳
_
吣
_
利
に
分
け
、
_
豸
と
相 

関
し
能
動
的
要
求
と
な
ら
な
い
受
動
的
権
利
だ
：け
を
認
め
た
。/

彼
は
、
.ペイ
ン 

や
バ
I
ク
の
よ
う
に
権
利
の
^
^
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
に
関
心
を
#
ち
、
.目
；
 

的
論
的
権
利
説
を
.た
て
る
0
こ
の
受
動
的
権
利
は
、
非
国
教
派
の

"安
全
"
.
の 

囊

で

あ

る

0'e

的
論
の
強
調
は
ゴ
ド
ウ
ィ
シ
の
特
微
で
あ
る
に
し
て
も
、
自

. 

由
の
核
心
.と
し
て
の
安
全
と
い
う
こ
と
は
非
国
教
派
の
..中
で
広
く
唱
え
ら
れ
■て 

V
Vイ
リ
ア
ム
•
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
文
献(

一
.

)

.

い
た
。
功
利
主
義
者
に
と
っ
て
も
安
全
は
重
要
で
あ
り
、
例
え
ば
バ
ー
ク
は
、

,
i安
全
は
幸
福
へ
の
第
一
要
件
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
.ベ 

ン
サ
ム
や
ヒ

ュー

ム
の
よ
う
に
安
全
が
失
望
を
防
ぐ
と
い
う
心
理
的
な
理
由
か 

ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
自
由
な
知
的
道
徳
的
活
動
に
と
っ
て
必
要
だ
と
い
う
点 

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

彼
は
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
念
頭
に
は
、
そ
の
快 

楽
量
や
政
治
的
経
済
的
効
率
で
は
な
く
、

そ
の
道
徳
的
性
向
が
問
題
で
あ
っ 

.
た
。
彼
の
眼
に
ば
、
君
主
制
は
本
質
的
に
随
落
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解 

は
、
彼
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
ス
イ
フ
ト
、

ラ
テ
ン
歴
史
家
、
ド

ル
バ
ッ
ク
、

ル
ソ
I
、

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス

か
ら
得
て
い
る
-0
ラ
テ
ゾ
歴
史
家
は
特
に
共
和
的 

感
情
を
不
断
に
&
い
だ
。
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
ミ
.ル
ト
ン
と
ハ
リ
ン
グ
ト
ン
の
例
に 

な
ら
っ
て

い
る
。
フ
ェ
ネ
ロ

ン
、

エ
ル
ヴH

シ
ウ
ス
、
チ

.ユ
ル
ゴ
ー
、
重
農
主 

義
者
た
ち
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
は
、
概
し
て
啓
蒙
専
制
君
主
に
期
待
を
寄
せ
た 

の
に
対
し
て
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
全
て
の
絶
対
権
力
を
否
定
し
た
。
政
府
が
ど
う 

し
て
も
必
要
な
ら
、代
議
制
が
最
も
害
が
少
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
個
人
の
判 

断
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
に
誰
か
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な 

.
い
し
、多
数
決
は
少
数
者
へ
の
圧
制
で
あ
る
。
こ
の
少
数
者
の
要
求
の
議
論
は
、
 

後
に
J 

. 

S 

.

ミ
ル
の

.

「

自
由
論」

：
の
中
で
発
展
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
：ゴ
ド
ウ 

ィ
ン
と
同
様
に
絶
対
的
な
、
：.個
人
判
断
の
非
功
利
主
義
的
理
論
で
あ
る
0

.

,.
政
府
な
き
社
会
の
終
極
纏
、

.I
n
ち
完
全
な
無
政
府
主
義
は
、
そ
の
完
成
し 

.た
が
た
ち
で
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
'自
身
の
考
え
で
.あ
.っ
て
%-
>
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な 

-

.悤
想
的
源
泉
を
持
っ
て
い
た
。
.完
全
に
合
理
的
な
存
在
は
外
的
な
統
制
を
必
要

.,■ 

-
 

r 

.

.

. •

■

,■
■
ン
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七
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九
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，



と
せ
ず
、
そ
の
人
自
身
.

の
理
性
に
よ
つ
て
最

も

よ

く

さ
れ
る

と
い
う
確
信

. 

は
か
な
り
拡
ま
マ
て
い
た
。S

由
.と
は
、
ゴ
.ト
ゥ
ィ
ン
に
と
づ

て
も
プ
ラ
イ
ス 

に
と
っ
て
も
〃
正
義
の
法
則
へ
の
合
理
的
服
従
"
で
あ
っ
て
、
無
政
府
的
に
振

■ 

舞
う
こ
と
で
は
な
い
。

"わ
れ
わ
れ
の
.理
性
が
.法
で
あ
を
"
か
ら
理
想
的
状
態
. 

と
は
法
律
の
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
は
、、、
ル
ト
ン
の
説
で
V
あ

る
:0
ゴ

ド

ゥ
 

ィ
ン
的
な
無
政
府
主
義
は
、
合
理
主
義
者
の
論
理
的
亂
結
で
あ
る
が
、
：そ
れ
は
，，
 

ま
た
イ
ギ
リ
ス
非
国
教
派
の
.一
部
に
：伝
統
的
な
考
え
で
あ
る
。

P
進
的
な
、
合
理
的
な
進
歩
を
確
保
す
る
こ
と
か
ら
、.
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
ば
砠
お 

結
社
を
非
難
し
た
。
こ
の
^

ぼ
に
よ
っ
て
、
彼
は
そ
の

友
人
や

非
国
教
派
の
伝 

統
と
興
な
っ
た
。
だ
が
W 

.
P，
ホー

ル
は
、
急
進
主
義
者
の
一
部
が
蜂
起
を 

企
み
、
通
霞
会
が
武
力
抵
抗
を
そ
そ
の
か
し
、
軍
隊
を
^
乱
し
、
急
進
派
と■ 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
連
合
が
手
を
結
び
、
実
際
に
武
器
が
製
造
さ
れ
て
い
た
証
拠 

を
見
出
し
て
い
る
。
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
が
こ
れ
ら
を
知
る
立
場
に
あ
つ
た
こ
と
を
考 

え
る
と
、
彼
の
非
難
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

政
治
制
度
が
消
滅
し
た
未
来
社
会
の
構
想
は
、
明
商
な
原
子
論
的
社
会
観
に 

遨
づ
い
て
い
る
。
矶
を
は
一
個
，人
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
彼
が
し
ば
し
ば
否
定 

す
る
の
は
、
明
ら
か
に
ル
ゾ
I
の
全
体
主
義
に
対
し
て
で
あ
つ
た
。
専
制
双
ぬ 

.に
対
す
る
恐
怖
は
、
勿
論
非
国
教
派
個
人
主
義
の
伝
統
の
本
質
を
な
す
。
フ
ラ 

ン
ス
学
派
は
、
利
益
の
人
為
的

一致の
確
信
か
ら
、
政
府
の
教
育
に
よ
る
思
想 

統
制
、
.

d
に
よ
る
行
動
統
制
を
認
容
す
る
。
.だ
.が
ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
：
 

そ
れ
は
野
獣
化
の
体
系
で
あ
っ
た

。バ

こ
の
よ
う
な
■
双
は
、
彼
の
金
铒
学
、
宇
宙
観
、.心
理
学
、
道
徳
哲
学
の
当

?
: 
.
A

oC

九1

〇)

然
の
結
論
で
あ

り

、

そ
れ
は
ま
た—

ギ
リ
ス
非
国
教
派
の
伝
統
の
本
質
的
部
分 

.で
あ
っ
た
々
.
こ
れ
は
、
，全
て
の
政
府
に
よ
る
世
論
統
制
に
反
対
す
る
。
ゴ
ド

ウ 

ィ
ン
の
個
人
判
断
へ
の
信
頼
は
、
左
派
清
教
徒
が
唱
え
た
寛
容
の
理
論
の
興
味 

あ

る
形
態
と
な
：る
。
更
に
、
良
心
の
自
由
と
.い
ぅ
歴
史
的
権
刺
は
、
世
俗
化
さ 

れ
市
民
生
活
の
中
へ
入
っ
て

く

る
の

で

あ

る

。

フ

ラ

ン
ス
の
著
作
家
達
は
国
| 

宗
教
、
•理
神
論
な
ど
を
採
り
、
フ
.ラ
ン
ス
教
会
の
腐
敗
と
独
立
の
権
力
に
対
し 

て
攻
撃
し
た
が
、
ゴ
K
ウ
ィ
ン
は
、
自
由
な
真
理
探
究
を
妨
げ
偽
善
を
生
み
出 

.す
僧
職
制
度
の
効
果
に
注
意
を
向
け
た
。

,

'「

政
治
的
正
義」

の
罪
と
罰
を
软
っ
た
舐
分
は
最
も
力
強
く
価
値
あ
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。
彼
は
、
一
般
に
べ
，ツ
カ
-'
;
ア
か
ら
当
時
の
1
1̂

、刑
罰
制
度
の
批
判
に 

つ
い
て
多
く
の
見
解
を
得
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
両
者
のJ

:

致
点 

は
当
時
一
般
に
共
通
し
た
と
こ

ろ

で
あ
'っ
た

。
，
む

し

ろ

そ

の相
違
が
童

要
で
あ 

っ
て

、
ベ
ツ
カ
リ
_ア
は
矹
_

の

た

め

に

常

に

_

め
^
を

援

用1
、
利

益

の

人

為

的 

.一

致

を

考X.
、

エ.
ル

ヴ

.
ェ

シ

ウ

ス

か

. ^

羽
己
的
、も
理
学
を
採
.っ
た
。
ベ
ツ
カ
リ 

:

ア
の
本
質
ば
.
エ

ル

ヴ

.工

.シ
ウ
ス
的
で
あ

っ

て

、ゴ

ド
ウ
ィ
ン
主
義
か
ら
は
遠
い
。

実
際
、
；
コ
ド
ウ
ィ
.ン
.は
法
律
の
窮
極
的
な
消
滅
を
信
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

フ
ラ
ン
スQ

学
派
か
ら
像
別
し
た
。

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド
ル
バ
ツ
ク
、
ベ
ツ 

カ
リ
.ア
、

ベ
ソ
サ
ム
は
賢
明
な
立
法
者
を
求
め
た
の
に
対
し
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に 

と
.っ
て
人
為
の
法
令
は
余
計
で
あ
り
、
或
い
は
積
極
的
な
悪
で
あ
っ
た
。
ゴ
ド 

ウ
ィ
ン
の
双
ね
哲
学
は
、
，心
理
学
や
道
徳
哲
学
と
同
様
に
、
明
ら
か
に
利
己
的 

学
派
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

デ
イ

I
ツ
.ェ, 
ノレ

(I

ボ
' .工.

..• 
ム.

H冊
争

「じ （ニ)
. . 1 . . . . .

■.

ぐ...：；....
，-........'ン.：

持

丸

悦

前
号
に
お
い
て
、
デ
ィ
.丨
ツ
土
ル
.の
限
界
効
用
価
値
論
批
判
が
、
費
用
価
値 

説
の
立
場
に
た
.つ
..も

の

て

は

な

く

、

む
.^
.
ろ

両

者

の

脉

衷

を

は

か

ろ

ぅ

と

す

る
 

も
の
で
あ
る
こ
ど
を
み
た
。
こ
と
で
は
こ
れ
に
た
い
す
る
限
界
効
用
学
派
の
見 

•
"解
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
か
ら
、
ボH

丨

ム=

バ
ゲH ,

ル
ク 

お
よ
び
ツ
ツ
カ
I
カ
ン
ド
ル
の
論
文
の
み
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
こ 

の
ニ
つ
の
論
文
は
、
デ
ィ

I
ツ
エ
ル
の
見
解
を
全
：̂

に
批
判
し
て
：お
り
、
ま 

.た
補
完
的
な
も
の
と
い
え
る
が
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
ツ
ツ
カ
ー
カ
ジ 

'ド
ル
の
枇
判
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
ぅ
。
：

バ 

.

.
 

: 

.

'

.

ツ
ツ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
の
デ
ィ
ー
ツ
エ
ル
に
た
い
す
る
反
批
判
は
、
デ

ィ

！

ソ

ズ
ル
に
よ
っ
で
不
明
瞭
.に
.さ
れ
た
古
典
派
1

論
と
限
界
効
用
価
値
論
め
相
違 

点
を
明
ら
か
に
し
、
限
界
効
用
価
値
論
が
古
典
派
価
値
論
よ
a
い
か
'に
進
歩
し 

た
も
の
で
あ
'る
か
.を
し
め
す
こ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
.

.

.ツ
ツ
カ
ー
カ
ン
ド
ル
は
ま
ず
デ
ィ
I
ツH

ル
の
リ
カー

ド
M

論
解
釈
の
批 

.
デ
イ
I
ツ
ェル

：：=

ボK 

I
ム
論
争

㈡

判
が
ら
ば
じ
め
る
。
デ
ィ
ー
ッH

ル
.は
、
.リ

カ

I
ド
が
、
有

用

性

と
稀
少
性
を 

.価
値
成
立
の
条
件
と
.み
な
し
た
と
考
え
、
' こ
の
点
に
お
い
.て
、
古
典
派
理
論
と 

限
界
効
用
M

論
と
の
間
.に
は

な

ん

^

の

相

違

も

な

い

こ

と

を
主
張
す
る
。

グ
 

.ッ

カ
ー

.力

ン
T
ル
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
一
一
つ
の
^
か
ら
批
判
す
る

。

. 
'第

--
'
■に
.、
リ
カ
：
丨
ド
が
有
用
他
と
稀
少
性
と
い
，う二
：.つ
の
.前
提
の
も
と
で 

価
値
が
生
ず
る
こ
と^
-し
っ
て
い
た
と
し
て%:
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
因
果
的 

関
連
で
生
ず
る
か
ど
い
う
ど
と
を
し
っ
て
い
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
価 

値

は

、
あ
る
も
の
が
有
用
で
あ
り
稀
少
：で
.知
る
場
合
に
発
生
す
る
と
い
う
命
題 

と
と
も
に
、

'第
-—1:

の
命
題
、,.
す

な

わ

ち
.

f

価
値
は
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
^

足
が
そ 

の
各
部
盆
里
..に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
財
の

.重
要
性
で
あ
り
、

.換
言
す
れ
ば
、 

.

.

.
財

は

そ

れ

力

#
在
し
'な
し
_と
き
^
久
如
す
?>
効
用
の
条
^
で
あ
.る
.場
合
に
価
値 

を
も
づJ

〔C
5
0

 

S. 

5
1
0

〕

，
と
い
う
命
題
を
：も
つ
：こ
と
に
よ.っ
.て
、「

価
値
現 

逢
の
説
明
の
た

'め
に
欠
く
と
'と
の

'で
き
な
-い
中
間
項
が
.え
ら
れ
、
こ
の
把
握
が 

ど
ん
な
場
合
に

と
い

.う

ば

か

り

.
で

な

く
、

'な
ぜ
物
が
価
値
と
.よ
ば
れる
重
要
性 

を
獲
得
す
る
か
とい
う
こv

と
も
は
じ
め
て
明
確
に
理
解

)

さ

れ

る

の
'で
あ

る」

.
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