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は
極
め
：て
独
自
0 .

方
法
で
宗
教
改
革
を
内
莅
的
：に

.
と
り
上
げ
、
'
:市
2

|

^

,
の
：推 

,

進
主
体
た
'る
単
純
商
品
生
産
者
の
坐
活
意
識
の
近
代
化
に
果
し
た
役
割
を
究
明 

し
、

さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
実
践
倫
理
に
つ

.
き
動
.か
さ
れ
た
主
体
が

 

'ぃ
か
に
近
代 

市
民
社
会
の
成
立
に
貢
献
し
た
が
：と
い
う
問
題
を
敗
治
変
革

.の
面
.に
.
ま
で
つ.き| 

進
ん
で
と
ら
免
た
：の
：で
あ

0 -
、
、
し
か
も
こ
の
よ
基
分
析
を
巨
視
的
に
ョ
ー
ロ 

ッ
パ
全
体
に
わ
た
っ
て
把
握
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ヶ
、

か
か
る
諸
点
で
は
極
め 

て
独
自
の
創
造
性
に
富
ん
だ
著
作
と
い
え
よ
う

。

'
,

パ
さ
て
か
か
る
こ
の
書
の
稹
極
的
評
価
办
上
に
立
っ
て
、
若
干
今
後
の

こ

の
瘇 

の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
上
で
の
問
題
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

.，そ
れ
ば.
.
C

の
書
物：
. 

.

へ
の
批
判
と
も
な
る
が
、

こ
の
書
物
の
入
門
書
と
し
て
の
性
格
か
ら
く
る

%.
の 

か
も
し
れ
な
い
。
ノ

 

•
:■
:

さ
て
た
し
か
に
宗
教
改
革
の
社
食
子
的
生
産
性
を
著
者
の
よ
う
に
内
在
的
に 

し
か
も
社
会
と
の
関
連
で
客
観
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
決
定
的
に
童
要
な
の
で 

あ
る
が
、
も
う|

歩
進
ん
で
例
え
ば
ル
タ
ー
の一一
元
的
な
信
仰
と
生
活
の
と
ら 

え
方
と
力
ル
ヴ
ァ
ン
の

一

元
的
な
と
ら
え
方
の
ち
が
：い
は
、
い
か
に
し
て
生
ま 

れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い.て
は
職
業
観
、
教
会
観
の§

ゼ
け
で
は
な
く
、 

さ
ら
に
進
ん
で
そ
の
神
学
そ
の
も
の
の
分
析
が
，

.一
方
で
.は
よ
り
^
員
す
る
必
要 

力
あ
る
。
勿
論
著
者
も
こ
の
面
に'つ
.い
て 

一.

.̂
は
例
え
ば
ル
タ■丨
の
.感

If
的
神 

秘
主
義
と
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
の
理
牲
的
な
信
仰
と
い
：う
対
比
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ 

る
が
、
こ
0.
面
の
思
想
史
的
分
析
が
一
方
で
是
非
深
め
ら
れ
る
■

が
あ
る0 

同
時
に
か
か
る
.ち
，
が
い
が
そ
.れ
ぞ
れ
の
主
体
に
お
い
て
歴
史
的
な
諸
条
昨
の
ち 

が
い
と
ど
.の
よ
う
に
か
か
わ
つ
.て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
も
さ
ら
に
分
析
が
行

.

.

.

,

七
六
。(

五
九
.一
一

〉

.わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
ぅ
が
。
即
ち
ド<
ッ
に
お
.い
'て
先
ず
宗
教
改
革
が1 

初

に

超

っ

た

歴

史

的

な

、必
然
性
ぃ

(

政
治
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
.な
諸
要
因
の
一 

.定
の
組
合
せ
の
結
果
と
し
て
の

)

そ
し
て
そ
の
歴
史
的制
約
性
が
客
観
化
さ
れ 

る
.と
共
に
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
諸
要
因
が
特
株
的
に
ル
タ
ー
と
い
ぅ
偉
大
な
宗 

教
家
の
主
体
の
中
で
ど
の
よ
ぅ
に
う
け
と
め
ら
れ
、
そ
の
歴
史
的
事
態
に
対
す 

る
彼
自
身
の
篇

的
な
主
張
と
な
っ
て
結
晶
し
た
の
か
と
い
ぅ
問
い
が
さ
ら
に 

さ
ら
に
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
.ル
ター

だ
け
.で
.は
な
く
、
.ヵ
ルヴ
ァ
ン
に
つ
い
て
も
、
.，
ま
た 

そ
の
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
義.の
広
が
り
方(

例
え
ば
何
敬
.フ
ラ
ンス
と
ィ
ギ
リ
ス 

に
お
け
る
ち
が
い
が
出
て
き
た0
か)

に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
点
を感
ず
る 

次
第
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
改
革
の
社
会
学
的
生
産
性
.の
問
題
を
意
識
の
変
革 

丨
>歴
史
の
変
革
と
い
ぅ
面
だ
け
に
と
ど
め
ず

(

こ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
種
の
汧 

究
に
.と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
るが
、

こ
れ
を
真
に
深
め
る
た
め
にも
、

こ
の
.
地
点
で
留
ら
て
は
な
ら
な
い

)

1

^
の
変
革—

V

意
識
の
変
革—

V

歴
史
上 

の
変
革
と
い
5
円
環
連
動
の
中
で
或
る
時
点
に
お
け
る
意
識
の
変
率
が
そ
の
 ̂

期
.の
歴
史
の
変
：

M

体
'に
.対
し
て
も
つ
革
新
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
、 

歴
史
的
必
然
性
が
機
械
的
な
人
間
ぬ
き
の
そ
れ
で
は
な

く

ま
さ
に
歴
史
を
罰 

造
す
る
主
体
の
問
題
：
と
し
て
究
明
.さ
れ
る
こ
と
と
な
るの
で
あ
る
0 

(

至
文
堂 
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6
、
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八

O
H
Z
)
.

R
•

 
S

 *

ハ
ゥ
エ
イ
著

『

限
界
効
用
学
派
の
生
成

：
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八
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•

持

夂

:.
悦

」

「

あ
る
時
代
が
わ
れ
わ
れ
に
近.け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
理
解
.
 

す
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
る
し
、
現
代
は
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る

.こ
：と
も
っ
と 

も
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。

」

シ
ユ
ム
ぺ
I
タ
I
は
、
か

れ

の「

経
済
分
析
の 

歴
史」

に
お
い
て
、一.

八
七
0—

一
 

九
：

r

四
年
に
わ
た
る
経
済
学
の
展
開
の
背 

最
を
の
ベ
る
に
さ
き
た
っ
て
>

」

の
ょ
う
.に
.
い
っ

.
て

い

る

。

こ
の

.言

葉

_は

経

済

学 

の
■

に
の
み
い
い
う
る
こ
と
で
は
な
く
、'
経
済
学
そ
の
も
の
め
歴
史
を
あ
つ 

か
う
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
◦
年
代
に
は
じ
ま
る
経 

M

子
の
.変
革
と
い
わ
れ
る.こ
と
が
ら
が
、
歴
史
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い 

た
っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

H
u
t
c
h
i
s
o
n

 

: 

A

 
w
?

v
i
e
w

 o
f
H
c
c
m
o
l
n
i
c

 JDOC:tr

s-es, 1870-1929, 1953 ; 

S
c
h

 
日 peter: 

H
l
s

c+-
o
r
y
o
f

H
o
o
n
o
&
c 

Analysis，
1954 

な

ど

、
、近

^

i

済
学
の
生
成

'

書

ト

評

..に
関
す
る
ま
.と
ま
-.っ
た
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど
戦
後
の■も
の
で
あ
る
。
し.か
.も
こ 

れ
ら
の
文
献
：は
、
近̂
!
済
学
の
生
成
、
発
展
の
親
を
の
ベ
た
に
す
ぎ
な
い
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ.う
。
い
わ
.ゆ
る
近
代
理
論
が
ど
の

よ
う
な
事
情 

で
成
立
し
た
か
、，
な
ぜ
そ
れ
は
経
済
学
の
大
な
る
勢
力
の
一
.
つ
と
し
て
発
®
し 

え
た
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
包
括
询
に
と
く
た
め
に
は
な
お
一
層
の
矹
点
の
確 

立
と
と
も
に
、
広
範
囲
な
文
献
の
研
究
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
ハ
ゥ

H

ィ
の
著
作
は
二
八
七
〇
丨
一
八
八
九
年
に
わ
た 

る
限
界
効
用
学
派
お
よ
び
そ
め
周
辺
の
人
々
に
つ
い
て
豊
富
な
文
献
を
あ
つ
か 

っ
て
い
る
点
で
大
変
興
味
深
い.も
の
が
あ
る
。

n
 

秦
は
ニ
六
の
章
と
一
つ
の
，露
を
も
っ
て
い
る
0
こ
れ
ら
の
諸
章
は
大
別 

し
て
四
つ
の
部
分
に
わ
け
る
こ
と'が
，
で

き

る

。

第

；一

の

部

分

は

第

一

章

よ

り

第 

五|

早
ま
で
で
あ
り
、
序
説
と
し
て
、
ジ

H

ボ
ン
ズ
、
メ
ン
ガ
ー
、
ヮ
ル
ラ
ス
の 

限
界
効
用
発
見.に
い
た
る
ま
で
の
経
過
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
六
章
お
よ
び
七 

章
は
第
ニ
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ゥ
ェ
ィ
は
ジ
ヱ
ボ
ン
ズ
、
メ
ン
ガ

I
、
. 

.
ヮ

ル

ラ

ス

の

主

著

を

比
M

討
す
る
。
第
三
の
部
分
で
あ
る八
章
か
ら
一
一
五
章 

ま
で
で
は
、
.三
人
の
主
著
の
出
版
以
後
の
限
界
効
用
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
の

_
 

ベ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
終
章
と
®

で
は
経
済
思
想
史
に
お
け
る
限
界
効
用
学 

派
の
生
成
.の
と
り
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
の
ベ
て
い
る
。
，以
下
そ
の
内
容
を
簡
単 

に
み
て
ゆ
べ
こ.̂.
に
し
よ
う
。

.

.

.

-

.

:

..

.V: 

>,rtu
 

\.

'

.

.

.

.

.

.

,

ジ『

ボ
シ
ズ
の
限
界
効
用
理
論
の
形
成
を
、

ハ
ゥ
ヱ
ィ
は
、
第

1

章
で
は
㈠

七
七
'.(

五
九
三)



_
.ジ
-
ボ
ン
.ズ
.
に

先
.立

つ

：人

'々、
：：㈡
鉄

道

扣

よ

：び

経

常

費

の

：太

な

る

企

業

の

発

：

： 

達

、
ー
闫
ジ-ェ
ボ
ン.ズ

の

物

理

学

へ

の

興

味

、
( 4
宗

教

、
へ̂

べ

ン

サ

：ム
、
た
的
ジ
；ヱ 

.

ニ

ン

グ

ズ

に

関

連

し

て

の

べ

て

い

る

？

こ

こ

で

特

に

興

味

が

あ

石

の

：は

宗

教

的 

な
関
連
で
あ
る
。

ハ
ゥ

a；
イ
は
ジ
ろ
ボ
ン
ズ
の

.両
親
が
：ユ
〒
タ
リ
ア
ン

'で
あ
っ
.

一
た
ど
と
を
指
摘
し
、

ユ
：： >1

タ
リ
ズ
ム
‘が
非
国
教
で
あ.っ
た
た
：め
に
権
威
否
定
に
：
 

結
び
づ
き
、
ま
た
そ
れ
が
、
人
間
や
自
然
を
そ
の
蕋
本
的
な
構
成
要
素
に
分
解 

L
よ
ぅ
と
い
ぅ
<
ロ
理
的
、
'
分
析
的
な
見
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と

.を

の

べ

、
_
こ

れ 

が
：ジ
ェ
ボ
ン
：
ズ
の
限
界
効
用
の
発
見
に
寄
与
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

■第
二
章
で
は
初
期
の.ジH

ボ
ン
ズ
の
論
文
を
中
心
に
、
限
界
効
用
を
意
味
す 

る
語
の
J
い
方
、
効
用
遞
減
の
法
則
、

一
般
均
衡
の
概
念
、
数
学
の
利
用
な 

ど
、
理
論
的
諸
問
題
に.つ
い
て
検
尉
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
の
反
響
に
つ
.い
.
 

'て
の
ベ
ら
れ
て
い
る0
ハ
：ウ
工
イ
に
よ
れ
ば
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
は
ワ

ル
ラ
スよ
り

以

メ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
は
、

ハ
ウ

H

イ
は
資
料
を
あ
ま
り
も
た
な
い
よ
ぅ
で
あ 

る
。

ハ
ウ
ヱ
イ
は
メ
ン
ガI
が
ウ
ィ
ー
ン
新
聞.〔.

w
i
e
n
e
H
z
a
t
u
n
g
〕

の
記
.
 

者

時

代

に

効

用

を

重

視

す

る

に

い

た

り

、

..
当

時

の

ド

イ

ツ

経

済

学

者

の

価

値

論 

孕

が『

既
理』

を
書
か
せ
る
.に
い
たっ
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の見
解
は
別 

に
あ
た
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
た
だ
彼
が
ク

ー

ル
ノ
ー
の
影
響
を
示晚
し 

V

い
る
の
が
注
因.を
ひ
く
。

ワ
ル
ラ
ス
は
、
彼
の
父
で
あ
る
オ
ー
ギ
土
ス
ト
.
ワ
ル
ラ
ス
か
ら
の
影
響
を 

斗
心
に
え
が
か
れ
て
いる
。

ハ
ウh

イ
は
レ
オ
ン
.
ワ
ル
ラ
ス
.の
'
 

.
H
a
H
e
g-
x
.め 

概
念
が
父
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
父
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
の

七

八(

五
九
四〉

H
a
N
e
t
wは
限
滞
効
用
を
意
味
し
て.、い
な
.か
っ
た
と
と
を̂
_
し
、

こ
れ
を
単 

に
言
葉
だ
け
の
維
承
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
父
の
ヮ
ル
ラ
ス
の
、 

そ
れ
/ま
で
の
価
値
論
べ.：の
不
信
や
、
経
済
学
に
お
け
る
数
学
の
有
用
性
の
認
識 

な
ど
が
レ
オ
ン
.
.
ヮ
ル
テ
ス
に
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
が
附
言
さ
れ
て
い
る

0

ヮ 

ル
ー
フ
ス
；の
理
論
的
展
開
そ
：の
も
の
に
つ
い
：て
は
、
初
期
の
論
文
で
は
、
ほ
と
ん 

ど
父
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
し
め
さ
れ
て
い
'る
。
そ
し
て
ヮ
ル
ラ
ス
の
新
し 

い
理
論
は
ー
八
七
三
年
の
八
月
プ
六
日
と
ニ
三
日
の
p

i
 

sciences H
a
l
e
s

 et p
o
l
i
t
i
q
s
s
.

の
会
<cl
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
き 

ち
か
に
さ
れ
て
い
る。

.

'ハ
ゥ
エ
ィ
の
限
界
効
用
学
派
に
た
い
す
る
見
方
を
'も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し 

て
，い
る
.の
.は塞

！！

の

第

二

の

部

分

を

な

す

第

六

章

お

よ

び

第

七

章

の

、

ジ

ヱ

ボ 

ン
ズ
、
'ヮ
ル
ラ
ス
、
お
よ
び
メ
ン
ガ
，丨
の
主
著
の
比
較
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、 

こ
れ
ら
の
主
著
は
、B
用
語
の
問
題
、㈡
生

産

要

素

の

効

用

、

肖

交

換

に

.
よ
っ 

て
え
ら
れ
る
予
想
効
用
、H
効
用
函
数
の
連
続
性
、.㈤
効
用
の
可
測
性
、㈥
個 

人
間
の
比
較
、
料
効
用
函
数
の
形
態
、㈧
貨
幣
の
限
界
効
用
、：

g

極
大
化
原 

理
、
尚
労
働
価
値
説
べ
：の
関
連
、㈡
効
用
函
数
と
需
要
函
数
と
の
関
連
、
の
諸 

点
に
.わ
た
っ
•て
比
；̂

討
さ
れ
て
い
る
.0
こ

こ

で

！
^

に

推

察

さ

れ

る

よ

う
 

に
、

ハ
ゥH.

ィ

は
m
在
の
近
_

罾
学
の
立
場
に
た
ち
、
こ
の
■
め
者
と
し
て 

の
限
界
効
用
学
派
を
、
分
析
用
具
を
中
心
に
し
て
眺
め
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。

ハ
ゥ
エ
ィ
は
限
界
効
用
学
派
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
て
い 

る
。「

ジH

ボ
シ
ズ
、
-メ
ン
ガ
丨
、

.お
よ
び
ヮ
ル
ラ
ス
は
彼
等
の
効
用
函
数
の 

中
心
的
な
重
要
な
使
用
を
交
換
、
あ
る
い
は
価
値
の
問
題
に
む
す
び
つ
け
て
、

前
に
一
般
均
衡
の
概
念
を
の
べ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し

て

い

る

。

こ

こ

で

、

彼

ら

は

.
：
：
•
ベ

ル
ヌ
ー
イ
、

シー

ニ
ァ
I
、
デ
ュ
プ
ュ 

イ
と
は
異
っ
て
い
る
。

…
…

そ
れ
は
も
づ
と
も
本
質
的
な
す
じ
：み
ち
で
、
経
済 

的
な
問
題
に
つ
い
て
の
極
大
化
の
過
程.に
む
す
び
つ
く
。…

…

そ
れ
以
前
の
経 

済
学
者
た
ち
の
だ
れ
も
が
、
人.はI

般
に
自
已
の
利
益
の
方
向
に
う
ご
く
と
い 

う
と
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

…
…

し
か
し
効
用
と
い
う
よ
う
な
概
念 

で
の
極
大
化
が
、
価
値
、
産
出
、
投
入
な
ど
の
経
済
諸
量
を
決
定
す
る
の
に

® 

要
な
役
割
を
演
ず
る
.と
い
う
考
え
は
多
く
の
人
々
に
ま
だ
現
わ
れ
ば
じ
め
て
い 

な
か
っ
た」

ハ§
, 56〜

5
7
)
0

ハ
ゥh

イ
は
こ
の
引
用
に
み
ら
れ
る.よ
う
に
、 

限
界
効
用
学
派
の
そ
れ
以
前
の
経
済
学
か
ら
の
区
別
を
、
'眼
界
効
用
学
派
が
効 

用
概
念
を
極
大
化
行
動
の.原
理
に
結
び
つ
け
、.経
済
諸
量
の1

般
均
衡
体
系
.を 

展
開
し
は
じ
め
た
と
と
に
も
と
め
て
い
る
。
方
法
論
的
た
諸
問
題
、
思
想
的
な 

,

諸
問
題
*N

に
は
殆
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
労
働
価
値
説
と
の
関
連
も
ま 

.■っ
た
く
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
0

、

：

こ
れ
ら
の
主
著
の
刊
行
後
の.限
界
効
用
理
論
の
展
開
を
、
ジ
工
ボ
ン
ズ
、
メ 

ブ
ガ
，
、
ヮ
ル
.ラ
ス
の
_そ
の
後
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
.な
り
広
範
囲
に
あ
つ
か 

っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
経

済

学

者

で

-
は

マ
ー

シ
ャ
ル
お
よ
び
，エ
ッ
ジ
ヮ

1 

‘ス
、
.ゥ
ィ
ッ
ク
ス
テ
ー
ド
を
、..ア
ー
メ
リ
カ
：で
は
J
. 

,
B■;
.
ク.ラ
，I
ク
を
と
り
あ
'
 

げ
て
い
名
。
と
れ
ら
の
英
語
国
展
に
つ
い
て
は
か
な
り
興
味
あ
る
事
実
が
の
べ 

ら
れ
て
ぃ
る
'
Vた
と
え
ば
、
ジH

ボ
シ
ズ
の『

原
理』

に
た
い
す
る
が
な
り
多 

く
の
書
評
の
紹
介
、
ジH

ボ
ン
ズ
と
ヮ
ル
ラ

ス

と

，
め

交

友

関

係

、
.
限

界

効

弔

理 

論
に
お
け
る > 

丨
シ
ャ
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィを
衆
唆
ず
る
。ハ
ン
タ

レ

オ
1 

二
、
J
. 

*
M
•

.

ケ
イ
ン
ズ
.に
た
い
す
る
反
論、：
J 

.
 

B 

.ク
ラ
.
Iク
が
独
立
め 

書

' 

砰

：

限
界
効
用
理
論
の
発
見
者
で
あ
る
か
否
か
等
々
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

オ
I
ス
.ト
リ
.丨
学
派
.の
人
々
と
し
て
は
ヴ
ィI
ザー

、.
ボ
■工
ム
丨
、、ハ
ヴ
ェ
ル 

ク
の
ほ
か
に
マ
イ
ナ
ー.メ
ン
パ

ー

と

し

て
o
CJ
g
ct
-ca
y ghoss, 

J
ohaaix

<1
o
n 

w
o
m
o
H
z
y
n
s
M
,

<
i
o-c
+
o
H

k
p
t
a
j
a
,

w
o
bfD
xrt
-Me

y
e
r

't
fe
j
u
g
e
tjPhilip- 

povicli v
o
n

 FMLilipsbeH

oq, E
m
i
l

 Sax, 

R
obext zuckeHliandle, 

R
u
d
o
l
f

 A
u
s
p
i

ct-z, 

Ric
h
a
r
d Lie!D§

な
ど
の
，人
々
が
あ
げ
ら
れ
てい
る 

が
、
そ
れ
ら
の
著
書
の
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で 

あ
ろ
ぅ
？
パ
ゥ
ェ
ィ
は
ま
た
一
八
七
一
年
か
ら

」

八
八
九
年
に
わ
た
る
ゥ
ィ
ー 

シ
大
学
で
■の
経
済
学
の
教
育
に.つ
い
て
か
.な
り
詳
細
.に
の
ベ
て
い
る
。
こ
れ
は 

オー

ス
ト
リ
、丨
学
派
研
究
の
た.め
に
興
味
あ
る
資
料
で
あ
る
。

.f

純t

避
済
学
要
論』

以
後
.の
ヴ
，
ル
ラ
ス
に
つ
い
て
、
ハ
ゥ
ヱ
ィ
ば
f

効
用 

の
他Q

学

派

の

人

々

..に

た

い

す

る

ヮ

ル
ラ
ス

-
の評
«
そ
め
後
の
理
論
展
開
な
ど 

に

つ

い

て

の

ベ

，
て

.い
る
？
こ
こ
で
ハ
：
ゥ

H

ィ

は『

純
粋
経
済
学
要
論

』

の
初
版 

と
出
版
さ
れ
ず
に
終
っ
た
第
一
一
版
と
の
坊
較
を
試
み
て
い
る
0
フ
ラ
ン
ス
語
系 

統
の
経
済
学
者
と
し
て
は
ヮ
ル
ラ
ス
の
外
に
フ
ラ
ン
，ス
の
シ
ャ
ル
ル
,
ジ

ィ

ド
 

お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
の
エ
ミ
ル.ド
•一
フ
ヴ
レI (

M
&
J
e
yrt
>L

a
v
e
l
e
y
e
)

に

言
及
し
て
い
る
。
ジ
ィ
ド
に
つ
い
て
は
、
彼
の
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
の

『

理
論』

に
つ
い 

‘ 

. 

.

て
の
論
文
( ：

118.*3?£1

8'1^
d
e

 

l
(l
>
"
c§o
m
i
e

 politique 

0.̂ M
.

 

S
t
a


n
l
e
y

 Jevons, 

2 J
o
u
r
n
a
l

 d
e
s

 §
coaomistes,

^
s
e
H., xvi, 

1881) 

と
、
そ
れ
が
ひ
き
お
こ
し
た

J
o
u
r
n
a
l
d
e
s

 
'<t
>
>
c
c
m
o

日istes.

に
お
け
る
価 

値
論
論
争
を
中
心
に、
.
'

i5
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
限
界
効
用
理
論
の
状
態
に 

ふ
れ
な
が
：ら
の
べ
て
い
ん
。
ラ
ヴ
レ
ー
に
つ
い
て
は
、
彼
の
マ
ル
ク
ス
批
判
と

七
九
.

C2*
.九
五
.

)



彼

の
-«
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィt
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
.で 

あ

る

？

な

お

こ

の

フ

ラ

ン

ス

語

グ

，
ル
ー

.プ

：
に

付

加
1
て
：
フ

ラ

ン

ス

に

：お

け

る

限

.
■

.!
!
•効
用
理
論
.へ.
.
.
の
批
判
者
と
し
て
办
日

ile.'Levasseur...

と
：....

A
u
g
u
s
t
e
.

 O
t
t

の
批
判
が
紹
介
さ
れ̂

ま
た
フ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
ジ
土
ボ
ン
ズ
^
ヮ
ル
ラ
ス
、

.
 

.メ..

ン

ガ

ー

の

著

書

へ

の

反

響

、
.当

時

の

！
^
フ
_ン
ス

，
の

教

科

書

等

が

紹

介

さ

れ

て

.
 

い
る
0

こ
れ
ら
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
の
：限
界
効
用
理
論
に
た
い
す
る
，
 

理
解
の
程
度
を
知
る
の
に
有
益_で
ぁ
ろ
ぅ
°.
.

.

ハ
.ゥH

ィ
は
本
書
の
第
三
の
部
分
の
最
後
に'オ
ラ
ン
'ダ
とィ
タ
.
リ
ー
に
お
け. 

る

限

界

効

用

学

派

に

つ

い

，
て

書

い

て

い

：
る

。

オ
：
ラ
ン
：
ダ

に

：
つ
い

._

て
.：

は

.d/Aulxds.'.de'wouroill,Nv. G
.

 .Pierson, 
H
V
B
.

 

G
r
e
v
e
n
,
.

.
 A

n
-

t
h
o
i
i
y

«
§
5.
0
1
1な
'̂
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て.い

る

。
，
ィ

タ

リ

ー

で

-は
。ハ
ゾ 

タ
レ
オー

こ
が
比
^
^
く
わ
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
ヮ
ル
ラ
ス
、
.お
ょ
び 

ジ
ェ

ボ
ン
ズ
の
ィタ
リ

ー
請
へ
Q
P
訳
者
で
fc
^
Q
e
H
o
l
a
m
o
a
o
c
c
a
H
d
o

 

や
、..Giovarxoi B

attista AntonelH,' X
i
d
g
i

 
.
c
o'w
s
a
.
.
な
ど
に
も
ふ
れ

妻
の
第
三
の
部
分
に
お
け
る
ハ
ゥ

H

ィ

の

叙

述

は
.あ
ま
り
に
;^
範
«
に
わ 

た
り
す
ぎ
て
断
片
的
に
な.っ

て

，い

る

。

第

二

の

部

分

に

お

い

て

み

ら

れ

た

理

論 

の
評
価
の
基
準
が
こ
こ
で
も
 
一
K
し
て
と
ら
れ
て
い
る
が
、
理
論
の
検
討
が
比 

較
的
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
の
は
著
名
な
学
者
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る

。

:

.ハ
ゥ
ヱ
ィ
は
最
終
章
と
®

で
こ
れ
ま
で
の
学
史
に
お
け
る
限
界
効
用
学
派 

の
あ
っ
か
い
か
た
に
っ
い.て
の
ベ
て
い
る
が
、
限
界
効
用
学
派
開
始
の
時
期
に
.
 

つ
い
て
の
見
解
、
ジH

ボ
ン
ズ
、
ワ
ル
ラ
ス
、
メ
ン
ガI
の
限
界
効
用
発
見
の

八
0

C
!

九
六)

:

同
_

の
.認
識
、

/

ま
た
独
立
性
に
関
す
る
見
方
な
ど
を
の
ベ
て
い
る
だ
け
で
、
，

限
界
効
用
学
派
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
批
判
と
か
彼
自
身
の

1

的
な
見
解

が
あ
、る
わ
け
で
は
な.い
。

こ
：
の

章

は

む

し

ろ

限

界

効

用

理

論

の

発

展

そ

の

も

の

を

、".
;
-そ

れ

に

つ

，
：
い

て

の

t
®
.

か
ら
眺
め
よ
う̂

し
た
.も
の
で
あ
ろ
う
.0

:

'
V」

(

:
:.
'

..
'
'
:
'
.
'
1
,

 
ノ
.
:
\ン
 

:
■
.
-
.
-
;: 

ffl 

:

-

,
.
.
.■
' 

■
 

.
.

以
上
の
簡
単
な
紹
介
か
ら
あ
き
ら
か
で.あ

る

よ

う

に

、
.
本

書

は

限

界

効

用

学 

派
史
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
，
そ
の
た
め
の
資
料
の
紹
介
と
い
う
点
に
意
義
が 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヾ

ハ：

ゥ
ヱ
ィ
は
阪
界
効
用
学
派
が
近
代
理
論
の
創
始
者
と
し
て
効
用
概
念
と
極 

大
化
原
理
と
'を
む
す
び
つ
け
た.

(

不
完
全
*:
が
ら)

こ
と
に
そ
の
意
義
を
見
出 

し
て
'い
る
b..こ
れ〗

は
一
つ
の
見
解
と
し
て
是
認
さ
れ
う
る1あ
ろ
う
。

し
か 

し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
.限
霧
用
学
派
の
歴
史
は
、
効
用
概 

念

と

極

大

化

原

理

を

結

び

つ

，
け

た

限

界

効

用

学

派

が

、

な

に

ゆ

え

に

近

代

理

論 

の
祖
と
な
り
え
た
か
、
換
言
す
れ
ば
こ.の
よ
う
な
限
1

用
学
派
が
、
多
少
の 

费

は

あ
.っ
た
と
.し
て
も
、
多
く
の
羅
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
次
第
に
勢 

力
を
獲
得
し
て
現
^
^
の
主
流
と
な
り
え
た
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 

あ
ろ
う
。
こ
の
解
明
は
、'理
論
の
系
譜
.を
追
う
こ
と
の
み.で
は
、
，
け
っ
し
て
可 

.能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。：
そ
れ
は
理
論
の
歴
史
を
、
.そ
の
甚
盤
で
あ
る

一

般
的 

社
会
史
と
の
関
連'で
と
ら
え
る
と.と
を
.必
要
と
...す
る
で
あ
ろ
う
。

,

た
ん
に
’理
論
の
系
譜
と
い
う
こ
と
.に
つ
い
て
も
ハ
ゥ
エ
ィ
め
著
書
は
不
完
全 

で
あ
る
と
い
わ
な
げ
れ
ぼ.な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
何
人
か
の
人
.々に
つ
い
て
、

ら
れ
て
い
る
。

彼
の
签
準
で
の
理
論
的
檢
討
が
お

A J

な
.わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
ば
系
譜 

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
てい
る
と
い
う
に
は
あ
ま
り
にも
個
別
的
で
あ
り
す
ぎ 

る
。
そ
れ
は
系
譜
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
：一
覧
表
と
い
う
べ
き
で

.あ

ろ

う
.0■

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
か
問
題
に
し
な
け.れ
ば
.な
ら
■な

い

；
の

は

ハ

ゥ

X
.
ィ

■の

理

論 

検
討
の
基
缵
で
あ
る
0
:

ハ
ゥ
ェ
ィ
は
近袋

済
学
.

の
現
段
階
に
た
っ.て
、
限
界 

効
用
学
派
の
分
析
用
具
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
.1の
た
め
に
砠
^
③
用
学
派
の
種 

々
.の
グ
ル
~
プ
の
比
較
も
き
わ
め.て
表
面
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。 

し
か
し
-こ
れ
ら
の
限
界
効
用
学
派
の
グ
ル-
プ
の
間
に
.は
、
無
視
す
る.こ
と
の 

で
き
な
い
差
異
が
あっ

た

の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
効
用
概
念
そ
の 

も
ひ
を
と
り
あ
げ
て
も
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
同
一
の
^
容
を
も
っ
て
い
な
い
。 

こ
れ
ら
の
差
異
は
分
析
用
具
と-L
て
の
み
の
.考
察
で
は
あ
き
ら
か
に
す
る

x j

と 

は
®

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら♦は
、
そ
れ
は
方
法
論
的
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な 

側
面
に
か
た
く
む
す
び
つ
い
て
い
た.か
ら
で
あ
る
。

こ
S

面
の
解
明
は
同
時
に
現S

饔
麗
と
限
界
効
用
学
派
の
相
違
を 

も
あ
き
ら
か
に
し
、
現
^

の
経
済
理
論
の_

者
と
い
3
1 ©
#

^

用
学
派
の
単 

純
な
規
衆
を
よ
り
深
め
て
ゆ
くこ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。：

他
方
ハ
ゥ
ェ
ィ
の
著
書
は
限
界
効
用
学
派
の
資
料
集
と
し
て
は
か
な
'り
す
ぐ 

れ
て
い
る
。
と
く
に
ジ
ヱ
ボ
ン
ズ
，に
つ
い
て
は
、
.
詳
細
な
資
料
を
提
出
し
て
い 

る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
い
マ
ィ
.ナ
.丨
.

メ
ン
バ
ー
に
つ 

い
て
の
紹
介
も
一
つ
の
功
績
と
い.う

こ

と
が
：で
I

で
も
ろ
う
。
た
だ
英
語
国 

民
以
外
の
人
々
に
つ
い
て
の
記
述
が
簡
略
に
す
.ぎ
る
の
が
惜
し
ま
れ

る
0 

.限
思
0
用

理

論

の

，
歴

史

は

.た
し
か
に
歴
史
と
し
て
あ
つ.か
ケ
に
は
'あ
.ま
り
に

嘗

評

'

も
新
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
シ
.ュ
ム
。へ
ー
タ
ー
の
指
摘
す 

る
よ
.う
に
特
有
の
_

を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
現
代
と
密 

着
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
は
重
要
性
を
も
？
て
い
る
の
で
あ
る

0.
用 

理
論
の
歴
史
を
完
成
す
る
，こ
上
は
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
近
代
経
済
学
の
対
立 

す
る
現
代
に
お
い
て
、
：
マ
：
ル
ク
ス
経
済
学
に
と
っ
て
は
一
つ
の

ィ
デ
オ
口
ギ
ー 

批
判
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
近
代
経
済
学
に
と
っ
て
は
自
己
の
理
論 

の
性
格
の
確
認
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

.

ハ
ゥ
ェ
ィ
の
罾
書
は_ホ
吣
|^
-
な
砠
|?
.
^
用
学
砠
*

へ
の
第
一
段
階
と
し
て
評 

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
豊
富
な
資
料
は
巻
末
の
詳
細
な
ィ
ン
デ
ッ
ク
ス 

と
と
も
に
、
限
界
効
用
学
派
の'#
*
究
者
に
と
っ
て
の
よ
い
手
.引
と
な
り
う
る
の 

で
は
な
■い
だ
ろ
う
か
。

土
擅
六
郎
著

『

経
済
成
長
と
国
際
収
支

』

深

'海

博

 

一
.
明

.

:
.
:
•
,
'
: 
:
.
:
'

ベ

^

国
際
収
支
は
、
あ.る
一j

淀
期
間
に
一
国
の
.居
住
者
と
外
国
の
居
住
者
と
の
あ 

い
だ
で
な
さ
れ
る
す
べ'て
の
経
辟
的
取
引
の
組
織
的
な
記
録
で
あ
る
が
、
現
代

八 

一

C

五
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