
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
教
養
と
宗
教

　
　
　

『
宗
教
三
論
』
解
読

小
田
川

大

典

一
、
は
じ
め
に

―
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
教
養
論
の
諸
相

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
に
お
け
る
規
範
と
し
て
の
教
養

　

近
代
社
会
に
お
い
て
階
級
や
党
派
の
対
立
が
激
化
の
一
途
を
辿
る
中
、
普
遍
的
な
美
的
教カ

ル

チ

ャ

ー

養
（
文
化
）
は
そ
う
し
た
個デ

ィ

ス

イ

ン

タ

別
的
な
利
害

をレ

ス

テ

ッ

ド

超
越
し
た
特
別
な
規
範
性
を
持
ち
う
る
。
―
こ
う
し
た
発
想
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
い
て
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
す
で
に
幾
つ
も
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
マ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
シ
ス
と
ジ
ョ
ン
・
モ
ロ
ウ
は
『
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政

治
思
想
史
』
の
第
９
章
「
唯
美
主
義
者
た
ち
の
政
治
の
構
想
一
八
四
〇
―
一
八
九
〇
」
に
お
い
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ

ら「
青ヤ

ン
グ
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
派
」、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
「
美
や
趣
味

や
道
徳
的
な
真
正
さ
の
重
要
を
説
く
、
独
特
の
芸
術
家
気
質
」
の
「
唯
美
主
義
」
の
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
ら
は
…
…
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
知
的
生
活
の
政
治
的
な
一
端
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
立
場
を
特
定
の
党
派
や
階

級
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
の
思
想
は
政
治
的
に
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、
人
生
に
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彩
り
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
、
時
空
を
超
え
た
倫
理
的
価
値
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
し
、
自
分
た
ち
が
、
い
か
な
る
党
派
を
も

超
越
し
た
純
粋
な
形
態
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た（

（
（

。

　

こ
う
し
た
美
的
教
養
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
古
典
的
研
究
『
文
化
（
教
養
）
と
社
会 

一
七
八
〇
―
一
九
五

〇
』
に
お
い
て
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
「
抽
象
的
か
つ
絶
対
的
な
概

念
と
し
て
の
教
養
」
の
思
想
が
出
現
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
新
し
い
種
類
の
社
会
（
近
代
的
な
産
業
社
会

―
引
用
者
）

を
推
進
し
て
い
る
原
動
力
か
ら
の
、
特
定
の
道
徳
的
・
知
的
活
動
が
事
実
上
離
脱
す
る
こ
と
の
認
知
」（
実
際
的
で
個
別
的
な
利
害
関
心

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
美
的
教
養
の
自
律
化
）
と
、「
こ
れ
ら
の
活
動
を
、
実
際
的
な
社
会
的
判
断
の
諸
過
程
の
上
位
に
置
か
れ
、

更
に
は
そ
の
緩
和
・
回
復
剤
の
代
替
物
と
な
る
べ
き
、
人
間
的
な
上
告
裁
判
所
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
」（
美
的
教
養
の
規
範
化
）
と

い
う
二
つ
の
過
程
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
前
半
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
の
だ
、
と（

（
（

。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
同
書
第
一
部
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
美
的
教
養
論
の
系
譜
（「
教
養
と
社
会
の
伝
統
」） 

を
バ
ー
ク
、
コ
ベ
ッ
ト
、
ロ
マ
ン
派
、
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ミ
ル
、
ア
ー
ノ
ル
ド
等
々
と
辿
っ
て
い
る
が
、「
作マ

ナ
ー
ズ法

の
言
語
」
を
め
ぐ
る 

ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
祖
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
も
ま
た
、「
商
業
社

会
」
の
発
展
は
「
作
法
」
の
洗
練
を
推
進
す
る
と
い
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
発
想
を
逆
転
し
て
「
商
業
社
会
」
の
存
続
の
た
め
に

は
「
作
法
」
の
洗
練
が
不
可
欠
で
あ
る
と
唱
え
た
バ
ー
ク
以
降
の
規
範
的
な
「
教
養
と
作
法
」
論
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク 

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
の
世
代
が
商
業
と
作
法
を
位
置
づ
け
て
い
た
歴
史
的
順
序
を
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
自
分
が
し
て
い

る
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
よ
う
と
も
）
バ
ー
ク
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
テ
イ
ラ
ー
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
『
教
会
と
国
家
の
構
成
原
理
』、 
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マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
『
教
養
と
無
秩
序
』、
そ
し
て
現
代
の
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
文
化
と
社
会
』
へ
の
道
を
開
く
こ

と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
理
論
家
の
考
え
で
は
商
業
こ
そ
が
作
法
を
洗
練
し
、
共
感
を
拡
大
す
る
力
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
、
い
ま
や
次
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

に
由
来
す
る
冷
た
い
機
械
論
哲
学
を
悪
用
し
、
教
養
や
作
法
を
擁
護
し
な
い
者
は
俗
物
で
あ
り
、
功
利
主
義
者
で
あ
る
、
と（

（
（

。

　

階
級
的
利
害
の
超
越
を
説
い
た
「
教
養
」
知
識
人
に
対
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
示
し
て
い
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価
の
含
意
は

慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
る
に
せ
よ（

（
（

、
バ
ー
ク
以
降
に
教
養
や
作
法
に
規
範
的
拘
束
力
を
看
守
す
る
「
教
養
と
社
会
」
の
伝
統
が
形
成
さ

れ
た
と
い
う
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
整
理
は
お
そ
ら
く
間
違
っ
て
は
い
な
い
。だ
が
、「
教
養
と
社
会
」の
伝
統
を
、ロ
マ
ン
主
義
以
降
の「
ベ
ー

コ
ン
や
ロ
ッ
ク
に
由
来
す
る
冷
た
い
機
械
論
哲
学
」
や
「
功
利
主
義
」
と
対
置
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
図
式
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
蓋
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
い
て
教
養
の
規
範
性
を
説
い
た
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、

ま
さ
に
「
機
械
論
哲
学
」
を
批
判
的
に
継
承
し
た
代
表
的
な
功
利
主
義
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

教
養
論
に
お
け
る
宗
教
批
判

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
教
養
論
の
豊
穣
さ
を
捉
え
る
上
で
、
こ
の
よ
う
な
「
機
械
論
哲
学
」
批
判
と
い
う
安
易
な
理
解
を
超
え
て
、
よ
り

説
得
的
な
文
脈
を
提
示
し
た
の
が
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
コ
リ
ー
ニ
の
画
期
的
な
論
文
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
政
治
思
想
に
お
け
る
「
品キ

ャ
ラ
ク
タ
ー性

」

の
観
念
」
で
あ
る
。
コ
リ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
や
ア
ー
ノ
ル
ド
の
教
養
論
が
仮
想
敵
と
し
て
い
た
の
は
、
同
時
代
に
お
い
て
支
配
的

で
あ
っ
た
厳
格
な
道
徳
的
「
品
性
」
を
重
ん
じ
る
禁
欲
的
な
エ
ー
ト
ス

―
い
わ
ば
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
道
徳
の
自
覚
さ
れ
ざ
る
カ
ン

ト
主
義
」
―
で
あ
っ
た（

（
（

。
そ
し
て
そ
の
特
徴
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ラ
ミ
ー
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
「
意
志
の
力
に
よ
っ
て
、
官

能
的
す
な
わ
ち
動
物
的
な
衝
動
や
情
念
を
克
服
す
る
能
力
」
に
あ
っ
た
。「
節
酒
、
自
助
、
倹
約
、
勤
勉
、
義
務
、
自
律
と
言
っ
た
ヴ
ィ
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ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
中
産
階
級
の
一
般
的
な
徳
目
の
中
心
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
品
性
の
概
念
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

（
（

」。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
コ
リ
ー
ニ
の
議
論
を
導
き
と
し
て
、
ミ
ル
や
ア
ー
ノ
ル
ド
の
教
養
論
を
同
時
代
の
「
品
性
の
言
語
」
批
判
と
し

て
眺
め
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
種
の
宗
教
批
判
を
看
守
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
ア
ー
ノ
ル
ド
は
一
八
六
一
年
に
発

表
し
た
論
文
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
心
的
な
担
い
手
を
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
中
産

階
級
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
求
め
、
そ
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
き
わ
め
て
強
い
独
立
心
と
厳
格
な
道
徳
的
「
品
性
」
を

評
価
し
つ
つ
も
、
彼
ら
が
知
的
な
「
教
養
」
を
致
命
的
に
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

教
養
を
た
ん
な
る
虚
飾
と
み
な
し
、
品
性
だ
け
に
真
剣
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
ひ
と
が
き
わ
め
て
多
い
。
だ
が
、

か
く
も
致
命
的
な
誤
謬
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
品
性
を
欠
い
た
教
養
は
浅
薄
で
、
空
虚
で
、
脆
弱
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
養
を

欠
い
た
品
性
は
粗
野
で
、
盲
目
的
で
、
危
険
で
あ
る
。
も
っ
と
も
興
味
深
く
、
真
の
意
味
で
も
っ
と
も
偉
大
な
民
衆
と
は
、
こ
の
両

者
を
協
力
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
結
実
を
も
っ
と
も
広
汎
な
も
の
と
し
て
享
受
し
て
い
る
人
び
と
の
こ
と
で
あ
る（

（
（

。

　

ま
た
、
ミ
ル
は
『
自
由
論
』（
一
八
五
九
）
に
お
い
て
、
当
時
の
中
産
階
級
に
特
徴
的
な
「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
否
定
」
の
危
う
さ
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
道
徳
は
、
大
部
分
異
教
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、
肉
欲
を
恐
れ
る
あ
ま
り
に
禁
欲
主
義
を
偶
像
化
し
、
そ
れ
が
徐
々
に

折
衷
化
さ
れ
て
、
単
な
る
一
つ
の
建
前
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
…
…
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
性
は
根
本
か
ら

腐
敗
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
そ
の
人
間
性
が
彼
の
内
部
に
お
い
て
絶
や
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か
ぎ
り
、
救
い
は

訪
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
生
理
論
を
持
つ
人
に
と
っ
て
、
人
間
の
機
能
、
能
力
、
感
受
性
の
ど
れ
を
撲
滅
す
る
こ
と
も
、
決
し
て
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悪
で
は
な
い
。
…
…
今
日
、
こ
の
偏
狭
な
人
生
理
論
と
、
そ
れ
が
奨
励
す
る
窮
屈
で
狭
量
な
品
性
を
志
向
す
る
強
い
傾
向
が
あ
る
。

確
か
に
、
大
勢
の
人
々
が
、
こ
の
よ
う
に
約
束
さ
れ
萎
縮
さ
せ
ら
れ
た
人
間
こ
そ
が
神
の
意
図
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
、
と
ま
じ
め
に

考
え
て
い
る
（CW

（8:（（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
品
性
論
に
対
す
る
ア
ー
ノ
ル
ド
と
ミ
ル
の
批
判
は
、
品
性
論
が
中
産
階
級
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
と
密
接
な

繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
更
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
教
養
論
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
品
性
に
対
す
る
批
判
と
い

う
点
で
同
時
代
の
宗
教
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

二
、
問
題
の
所
在

―
ミ
ル
教
養
論
に
お
け
る
宗
教
の
擁
護

教
養
論
に
お
け
る
宗
教
の
擁
護

　

だ
が
、
彼
ら
の
教
養
論
が
同
時
代
の
宗
教
に
対
す
る
一
方
的
な
批
判
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
偏
重
を
批
判
し
つ
つ
も
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ン
グ
リ
カ
ン
と
し
て
の
立
場
を
崩

す
こ
と
は
な
か
っ
た（

8
（

。
ま
た
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
に
神
学
的
知
識
の
乏
し
さ
を
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の（

（
（

 

、
ミ
ル
も
ま
た

宗
教
に
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
ベ
ン
サ
ム
の
死
の
直
後
に
匿
名
で
発
表
し
た
「
ベ
ン
サ
ム
の
哲
学
」（
一
八
三
三
）
で
「（
神
学

的
に
で
は
な
く
人
間
的
に
捉
え
た
場
合
の
）
キ
リ
ス
ト
」
を
「
真
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
モ
ラ
リ
ス
ト
」
と
し
て
称
賛
し

た
後
（CW

（0:（（

）、『
功
利
主
義
論
』（
一
八
六
三
）
で
は
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
黄
金
律
の
中
に
、
我
々
は
功
利
主
義
の
完
全
な
精

神
を
読
み
と
る
。
お
の
れ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
他
人
に
ほ
ど
こ
し
、
お
の
れ
の
ご
と
く
隣
人
を
愛
せ
よ
、
と
い
う
の
は
、
功
利
主
義
道

徳
の
理
想
的
極
致
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
（CW

（0:（（8

）。
こ
う
し
た
ミ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
、
彼
の
思
想
に
宗
教
の
擁
護

Ｊ・Ｓ・ミルにおける教養と宗教461
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と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
は
、
ミ
ル
が
『
自
由
論
』
で
展
開
し
た
教
養
論
の
宗
教
的
な
側
面
を
、
ミ
ル
の
死
後
に
養
女
の
ヘ
レ
ン
・
テ
イ
ラ
ー
に
よ
っ
て

編
集
、
刊
行
さ
れ
た
『
宗
教
三
論
』（
一
八
七
四
）
に
探
る
試
み
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ま
ず
は
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、

ミ
ル
の
教
養
論
に
お
い
て
、
前
述
の
品
性
の
言
語
が
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ミ
ル
『
自
由
論
』
に
お
け
る
宗
教
批
判
と
宗
教
擁
護

　

ミ
ル
の
主
著
『
自
由
論
』
は
同
時
代
の
状
況
に
つ
い
て
の
歴
史
的
診
断
か
ら
始
ま
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
の
進
展

は
「
自
由
と
権
威
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
問
題
の
あ
り
よ
う
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
古
来
「
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
自
由
」

と
は
専
ら
、
少
数
の
政
治
的
な
支
配
者
と
多
数
の
被
治
者
と
の
身
分
的
な
区
別
を
前
提
と
し
た
上
で
、
い
か
に
し
て
後
者
が
前
者
の
専

制
か
ら
身
を
守
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
参
政
権
の
拡
大
に
よ
る
「
支
配
者
と
民
衆
の
一
体
化
」
は

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
多
数
者
の
専
制
」
―
「
民
衆
の
中
で
最
も
活
動
的
な
部
分
の
意
志
、
す
な
わ
ち
多
数
者
あ
る
い
は
自
分
た
ち
こ

そ
が
多
数
者
で
あ
る
と
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
人
々
」
に
よ
る
専
制

―
と
い
う
、
自
由
に
と
っ
て
の
新
た
な
脅
威
を
顕
現
さ

せ
る
。
し
か
も
こ
の
「
多
数
者
の
専
制
」
は
外
面
的
な
「
行
政
官
の
専
制
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
び
と
の
内
面
を
浸
食
し
て
「
個
性
」

を
根
絶
や
し
に
す
る
「
支
配
的
な
世
論
や
感
情
の
専
制
」
す
な
わ
ち
「
社
会
的
専
制
」
と
い
う
側
面
を
も
持
っ
て
い
る
。「
社
会
的
専
制

は
、
通
常
は
政
治
的
抑
圧
の
場
合
ほ
ど
重
い
刑
罰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
は
る
か
に
深
く
生
活
の
細
部
に
食
い
込
ん
で

き
て
魂
そ
の
も
の
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
い
、
こ
れ
か
ら
逃
れ
る
手
段
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
い
」（CW

（8:（（0

）。

　

こ
の
よ
う
に
マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
危
機
に
瀕
し
た
「
個
性
」
と
「
自
発
性
」
を
救
う
べ
く
、
ミ
ル
は
、
他
者
に
「
危
害
」

を
与
え
な
い
「
自
分
自
身
に
の
み
関
わ
る
」
行
為
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
自
分
の
「
善
」
を
損
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、「
様
々

な
生
活
の
実
験
」
を
通
じ
て
〈
個
性
＝
自
発
性
〉
を
陶
冶
す
る
自
由
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
原
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理
」
を
提
唱
す
る
（CW

（8:（（（

）。
真
綿
で
首
を
絞
め
る
よ
う
に
人
び
と
の
自
発
性
を
圧
殺
す
る
「
社
会
的
専
制
」
へ
の
抵
抗
と
い
う

ミ
ル
教
養
論
の
問
題
意
識
は
、『
自
伝
』
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
が
二
十
歳
の
と
き
に
経
験
し
た
「
精
神
の
危
機
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
う
し
た
「
社
会
的
専
制
」
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
、
ミ
ル
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の
中
産
階
級
の
「
キ

リ
ス
ト
教
的
自
己
否
定
」
す
な
わ
ち
「
人
間
性
」
を
「
根
本
か
ら
腐
敗
し
て
い
る
」
と
捉
え
る
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
」
の
「
窮
屈
で
狭
量

な
品
性
を
志
向
す
る
強
い
傾
向
」
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
動
向
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

も
し
人
間
が
善
な
る
存
在
（
す
な
わ
ち
神
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
宗
教
の
一
部
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
信
じ
る
方
が
そ
の
信
仰
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
存
在
が
す
べ
て
の
人
間
的
能
力
を
与
え
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
育

成
さ
れ
開
花
さ
せ
ら
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
消
し
尽
く
さ
れ
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
し
て
神
は
、
自
己
の
創
造
物

（
す
な
わ
ち
人
間
）
が
そ
こ
に
具
現
さ
れ
た
理
想
的
概
念
に
い
く
ら
か
で
も
近
づ
く
た
び
に
、
ま
た
彼
ら
の
理
解
、
活
動
、
享
受
の

能
力
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
が
い
く
ら
か
で
も
増
す
た
び
ご
と
に
喜
ぶ
の
だ
、
と
。
…
…
人
間
性
は
、
単
に
そ
れ
を
断
つ
た
め
で

は
な
く
、
他
の
諸
目
的
の
た
め
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
人
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
「
異
教
的
自
己
肯
定
」
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
否
定
」
と
同
じ
く
、
人
間
の
価
値
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
…
…
人
間
が
崇
高
で
美
し
い
観
照
の
対

象
と
な
り
う
る
の
は
、
彼
ら
自
身
の
中
に
あ
る
個
性
的
な
も
の
の
す
べ
て
を
す
り
減
ら
し
て
一
様
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
他
人
の
権
利
と
利
害
と
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
制
限
の
範
囲
内
で
そ
れ
ら
を
育
成
し
引
き
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る

（CW
（8:（（（-（（（

）。

　

こ
こ
で
ミ
ル
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
否
定
」
に
、「
自
己
否
定
」
的
で
な
い

―
「
人
間
的
能
力
」
の
「
育
成
」
と
「
開
花
」
を

重
視
す
る

―
キ
リ
ス
ト
教
と
、「
自
己
固
定
」
的
な
「
異
教
」
と
い
う
二
つ
の
宗
教
を
対
置
し
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
否

Ｊ・Ｓ・ミルにおける教養と宗教463
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定
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
本
性
を
原
罪
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
対
応
し

て
い
る
。
執
筆
時
期
か
ら
察
す
る
に
、
ミ
ル
は
お
そ
ら
く
す
で
に
知
己
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る（

（1
（

。
た
と
え
ば
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
衣
装
哲
学
』（
一
八
三
六
）
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

愚
か
者
よ
、
君
は
幸
せ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
何
か
法
令
で
も
あ
っ
た
の
か
。
…
…
君
が
幸
せ
で
な
く
、
不
幸
に
な
る
よ
う
に

生
ま
れ
つ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
…
…
人
間
の
中
に
は
、
幸
せ
を
求
め
る
心
よ
り
も
高
尚
な
何
か
が
宿
っ

て
い
る
。
人
間
は
幸
せ
が
な
く
て
も
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
代
わ
り
に
祝
福
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
…
…
快

楽
を
愛
し
て
は
な
ら
な
い
。
神
を
愛
せ
よ
。
こ
れ
が
ど
ん
な
矛
盾
も
氷
解
な
る
〈
永
遠
の
肯
定
〉
で
あ
り
、
そ
の
中
で
歩
き
働
く
も

の
は
誰
で
も
、
幸
せ
な
の
だ
。
…
…
人
生
の
分
数
は
分
子
を
大
き
く
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
分
母
を
減
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
価

値
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
正
し
い
。
い
や
、
わ
た
し
の
代
数
が
わ
た
し
を
欺
か
な
け
れ
ば
、
一
自

体
も
零
で
割
れ
ば
無
限
に
な
ろ
う
。
…
…
現
代
最
高
の
賢
者
（
ゲ
ー
テ
の
こ
と

―
引
用
者
）
は
い
み
じ
く
も
こ
の
よ
う
に
書
い

た
、〈
諦

エ
ン
ト
ザ
ー
ゲ
ン

念
〉
に
よ
っ
て
初
め
て
、
人
生
は
、
正
し
く
言
っ
て
、
始
ま
る
と
言
わ
れ
得
る
、
と（

（（
（

。

　

な
ら
ば
、
自
己
否
定
的
で
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
、
自
己
肯
定
的
な
異
教
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
教
養
を
否
定

す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
対
抗
す
べ
く
、
こ
の
二
つ
の
信
仰
に
つ
い
て
ミ
ル
が
試
み
た
考
察
の
軌
跡
を
、『
自
由
論
』
の
実
質
的
な
共
同

執
筆
者
で
あ
っ
た
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
テ
イ
ラ
ー
の
影
響
下
で
執
筆
さ
れ
、
ミ
ル
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
宗
教
三
論
』（
一
八
七
四
）
に
探

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
は
、
三
位
一
体
と
原
罪
を
否
定
し
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
単
な
る
理
想
的
な

善
人
と
捉
え
、
人
間
の
成
長
可
能
性
を
積
極
的
に
認
め
る

―
す
な
わ
ち
、
自
己
否
定
的
で
な
い

―
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
一
家
の
出

身
で
あ
り
、
そ
の
手
記
に
お
い
て
、
自
ら
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
し
て
育
て
ら
れ
る
過
程
で
身
に
つ
け
た
考
え
方
と
対
比
し
つ
つ
、
陰
鬱
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な
カ
ー
ラ
イ
ル
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り（

（1
（

、
加
え
て
『
宗
教
三
論
』
の
記
述

に
は
、
そ
の
よ
う
な
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
よ
う
な
記
述
が
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、『
宗
教
三
論
』
解
読

『
宗
教
三
論
』
刊
行
の
経
緯

　
『
宗
教
三
論
』
は
、
一
八
五
〇
年
か
ら
一
八
五
八
年
の
間
に
書
か
れ
た
「
自
然
論
」、「
宗
教
の
功
利
性
」
と
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
八

七
〇
年
の
間
に
書
か
れ
た
「
有
神
論
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
自
然
論
」
と
「
宗
教
の
功
利
性
」
は
『
自
由
論
』
や
『
功
利
主
義
論
』

に
収
録
さ
れ
た
論
文
と
執
筆
時
期
が
重
な
っ
て
お
り
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
が
執
筆
に
大
き
く
関
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
有
神
論
」
は

ハ
リ
エ
ッ
ト
が
亡
く
な
っ
た
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
二
者
と
執
筆
時
期
は
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
ヘ
レ
ン
は
、
ミ
ル
自
身

が
こ
れ
を
書
き
上
げ
た
直
後
に
「
自
然
論
」
の
発
表
を
検
討
し
て
い
た
事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
三
つ
の
論
文
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
自
由
論
』
で
ミ
ル
が
肯
定
的
に
言
及
し
た
、
自
己
否
定
的
で
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
、
自
己
肯
定
的

な
異
教
と
い
う
二
つ
の
宗
教
に
着
目
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
精
査
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
つ
の
論
文
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
見
解
の

変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。

「
自
然
論
」
―
自
然
宗
教
の
批
判
と
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護

　

ま
ず
「
自
然
論
」
に
お
い
て
ミ
ル
は
、「
自
然
」
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
、「
完
全
に
賢
明
で
善
良
な
存
在
」
で
あ
る
神
が
「
絶
対
的

な
支
配
力
」
と
「
自
由
意
志
」
に
基
づ
い
て
無
か
ら
世
界
を
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
「
自
然
」
か
ら
道
徳
的
規
範
を
導

き
出
す
自
然
宗
教
の
考
え
方
の
論
駁
を
試
み
て
い
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
指
す
の
は
、
人
間
を
含
む
「
事
物
の

Ｊ・Ｓ・ミルにおける教養と宗教465
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体
系
全
体
と
事
物
の
特
性
の
全
体
」
か
、
あ
る
い
は
「
人
間
の
手
が
介
入
し
て
い
な
い
場
合
の
事
物
の
あ
り
よ
う
」
の
ど
ち
ら
か
で
あ

り
、
前
者
の
場
合
、
そ
も
そ
も
人
間
は
人
間
を
含
む
自
然
を
貫
い
て
い
る
「
物
理
法
則
や
心
理
的
法
則
」
に
従
う
以
外
の
選
択
肢
を
持

た
な
い
が
ゆ
え
に
、
自
然
を
道
徳
的
規
範
の
源
泉
と
み
な
す
議
論
が
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
後
者
の
場
合
に
お
い
て
も
ミ
ル
は
「
人
間

は
自
然
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
退
け
る
。
と
い
う
の
も
「
事
物
の
自
然
発
生
的
な
運
動
様
式
」
と
し
て
の
自
然
に
は

「
人
間
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
な
ら
ば
も
っ
と
も
嫌
悪
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
」
に
満
ち
て
お
り
、
人
間
の
手
に
よ
る
改
良
の
可
能
性
を
否
定

し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
事
物
の
自
然
の
過
程
」
を
模
倣
す
る
の
は
人
間
と
し
て
「
非
合
理
で
あ
り
反
道
徳
的
」
だ
か
ら
で
あ
る（CW

（0:

（（（-（（（

）。

　

と
こ
ろ
が
、
全
能
に
し
て
善
良
な
る
神
に
よ
る
規
範
的
な
「
自
然
」
の
創
造
と
い
う
自
然
宗
教
の
考
え
方
を
否
定
し
つ
つ
、
ミ
ル
は

「
自
然
論
」
に
お
い
て
、「
天
地
創
造
」
説
か
ら
あ
る
種
の
信
仰
を
「
道
徳
理
論
」
と
し
て
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
天
地
創
造
」
説
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
に
、「
善
の
原
理
〔
と
し
て
の
神
〕
が
、
物
理
的
・
道
徳
的
悪
の
諸
力
を
一
挙
に

完
全
に
征
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
人
類
を
い
つ
も
悪
の
力
と
戦
っ
て
い
る
必
要
が
な
い
世
界
に
置
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
考
え
方
は
、「
人
類
を
そ
の
闘
争
で
い
つ
で
も
勝
利
す
る
よ
う
に
は
さ
せ

ず
、
む
し
ろ
、
人
類
を
根
気
強
く
戦
わ
せ
、
だ
ん
だ
ん
と
そ
の
成
功
を
増
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
れ
は
、
だ
か
ら
こ
そ
人
間
に
は
「
逆
ら
え
な
い
力
〔
と
し
て
の
神
〕
に
服
従
し
て
自
分
の
利
益
の
こ
と
だ
け

を
心
配
す
る
」
の
で
は
な
く
「
神
の
補
助
者
と
し
て
、
必
ず
し
も
無
能
と
は
言
え
な
い
働
き
を
な
す
」
義
務
が
あ
る
と
い
う
「
一
種
の

信
仰
」
を
説
い
て
い
る
（CW

（0:（8（-（（0

）。

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
が
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
最
善

の
こ
と
は
、
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
無
数
の
人
び
と
を
、
パ
タ
ゴ
ニ
ア
人
や
エ
ス
キ
モ
ー
と
い
っ
た
（
彼
ら
自
身
に
は
落
ち
度
が
な
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い
の
に
）
野
蛮
で
堕
落
し
た
存
在
と
し
て
こ
の
世
に
誕
生
さ
せ
た
上
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
に
あ
る
種
の
能
力
を
与
え
た
こ
と

に
あ
っ
た
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
能
力
は
、
陶

カ
ル
テ
ィ
ヴ
ェ
イ
ト

冶
す
る
の
に
何
百
年
も
の
苦
労
が
必
要
で
、
最
善
の
模
範
と
な
る
よ
う
な 

人
び
と
が
幾
多
も
犠
牲
と
な
っ
た
後
、
よ
う
や
く
、
少
数
の
選
ば
れ
た
人
た
ち
を
し
て
、
よ
り
善
い
存
在
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま

で
は
特
例
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
本
当
に
善
い
存
在
に
数
世
紀
の
間
に
到
達
で
き
る
段
階
ま
で
成
長
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
た
の
で
あ
る
、
と
（CW

（0:（（（

）。

　
「
人
間
の
義
務
は
こ
の
善
を
実
現
す
る
諸
力
と
協
同
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
協
力
は
自
然
の
動
き
を
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
を
絶
え
ず
修
正
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
」（CW
（0:（0（

）
と
い
う
「
自
然
論
」
の
結
論
は
、
確
か
に
自
然
宗
教
に
対
す
る
決
定
的

な
批
判
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
同
論
文
は
そ
の
一
方
で
、
自
然
を
陶
冶
し
続
け
る
可
能
性
と
義
務
を
唱
え
る
、
自
己
否
定
的
で
な
い
、
い

わ
ば
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教

4

4

4

4

4

4

4

4

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
宗
教
の
提
唱
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
宗
教
の
功
利
性
」
―
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
と
異
教
的
な
「
人
間
性
の
宗
教
」
の
擁
護

　

し
か
し
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
ミ
ル
は
続
く
「
宗
教
の
功
利
性
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
自
然
論
」
で
示
さ
れ
た
教
養
の
キ

リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
宗
教
を
擁
護
し
て
い
る
。
ま
ず
は
両
者
の
議
論
の
違
い
の
整
理
を
試
み
よ
う
。「
自
然
論
」
が
い
わ
ば
自
然
宗
教

が
「
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
宗
教
の
功
利
性
」
は
、
伝
統
的
な
超
自
然
的
宗
教
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
教
が
、「
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
」
で
は
な
く
、「
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
」（
功
利
性
）
を
検
討
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
ミ
ル

は
こ
の
問
題
を
「
宗
教
の
真
理
性
が
大
幅
に
説
得
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
」
時
代
特
有
の
も
の
と
位
置
づ
け
、
宗
教
の
本
質
を
「
最
高

の
卓
越
性
と
し
て
認
識
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
利
己
的
な
欲
望
の
対
象
を
正
当
に
凌
駕
す
る
理
想
的
な
対
象
に
、
感
情
と
欲
望
を
強
く
真
摯

に
向
け
る
こ
と
」（CW

（0:（（（

）
と
定
義
し
た
上
で
、
宗
教
の
社
会
的
な
功
利
性
と
個
人
的
な
功
利
性
を
分
析
し
て
い
る
。
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ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
宗
教
の
社
会
的
な
功
利
性
は
道
徳
と
し
て
の
規
範
的
拘
束
力
に
あ
り
、「
権
威
」、「
初
期
教
育
」、「
世
論
」
と

い
う
三
つ
の
「
支
配
力
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
つ
は
ど
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
を
直
接
の
源
泉
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

外
在
的
に
追
加
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
個
人
的
な
功
利
性
と
は
宗
教
が
「
個
人
の
満
足
と
感
情
の
高
揚
の
源
泉
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
存
す
る
が
、
こ
れ
も
伝
統
的
な
超
自
然
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
み
が
持
ち
う
る
功
利
性
で
は
な
い（CW

（0:

（（8-（（0

）。

　

そ
し
て
ミ
ル
は
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
超
自
然
的
な
「
目
に
見
え
な
い
力
」
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、「
地
上
の
生
活
を
理
想

に
近
づ
け
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
こ
の
地
上
の
生
活
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
高
次
の
観
念
を
開
発
す
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
人
間
性
の
宗
教
」
―
ミ
ル
が
コ
ン
ト
の
「
人
類
教
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い（

（1
（

―
を
提
唱
す
る
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
「
人
間
性
の
宗
教
」
は
、
宗
教
の
功
利
性
を
「
通
常
、
宗
教
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
も
の
」
よ
り
も
よ
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
に
「
人
間
性
の
宗
教
」
は
、
人
び
と
の
思
想
や
感
情
を
、「
そ
の

人
自
身
の
死
後
の
利
益
」
で
は
な
く
、
こ
の
地
上
で
の
利
他
的
な
目
的
に
固
定
す
る
点
に
お
い
て
「
私デ

ィ
ス
イ
ン
タ
レ
ス
テ
ィ
ッ
ド

的
利
害
に
と
ら
わ
れ
な
い
」
か

ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
伝
統
的
な
超
自
然
的
宗
教
が
、
例
外
な
く
、
人
間
の
完
成
可
能
性
に
疑
念
を
も
ち
、
人
間
の
知
的
な
能
力
を
「
あ

る
意
味
で
不
活
発
に
す
る
こ
と
」
を
求
め
る
の
に
対
し
、「
人
間
性
の
宗
教
」
は
「
純
粋
な
道
徳
の
完
成
を
慕
い
求
め
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
「
自
然
論
」
で
ミ
ル
が
提
唱
し
た
、
自
己
否
定
的
で
な
い
、
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
と
「
人
間
性
の
宗
教
」
を
比
べ
る
と
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
は
「
宗
教
の
功
利
性
」
に
お
い
て
、「
人
間
性
の
宗
教
」
を
、「
全
能
の
創
造
主
と
い
う
観
念
を
き
っ
ぱ
り
断
念
し
、

自
然
と
生
命
と
を
、
仕
組
み
を
作
る
善
と
加
工
し
に
く
い
材
料
と
の
間
の
抗
争
の
産
物
と
し
て
捉
え
る
」
超
自
然
的
な
宗
教
と
し
て
の

教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
た
上
で
、
後
者
に
「
死
後
の
生
へ
の
展
望
」
と
い
う
唯
一
の
「
利
点
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

結
論
部
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
将
来
の
状
態
と
い
う
魅
惑
的
な
観
念
」
を
持
つ
こ
と
な
く
、
専
ら
こ
の
地
上
で
の
「
現
在
」
に
生
の

充
実
を
見
出
す
異
教
と
し
て
の
「
人
間
性
の
宗
教
」
の
優
位
を
唱
え
て
い
る
。「
宗
教
の
功
利
性
」
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
人
間
性
の
宗
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教
」
の
提
唱
は
、
ミ
ル
が
少
な
く
と
も
同
論
文
を
書
い
た
時
点
で
は
、
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
、
自
己
肯
定
的
な
異
教
の
方
に
魅

力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

「
有
神
論
」
―
想
像
力
と
「
希
望
」
の
宗
教

　

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
「
自
然
宗
教
」
に
お
い
て
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
宗
教
の
功
利
性
」
で
は
キ
リ

ス
ト
教
の
可
能
性
を
否
定
し
、
異
教
的
な
「
人
間
性
の
宗
教
」
を
唱
え
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ミ
ル
は
こ
の
二
つ
の
立
場
の
ど
ち

ら
に
軍
配
を
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
第
三
論
文
「
有
神
論
」
の
記
述
は
示
唆
的
で
あ
る
。
ミ
ル
は
同
論
文

に
お
い
て
、
有
神
論
の
根
拠
と
主
な
論
点
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
踏
ま
え
、「
自
然
宗
教
と
啓
示
宗
教
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
超
自

然
的
出
来
事
に
対
す
る
合
理
的
な
思
考
態
度
は
懐
疑
主
義
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
懐
疑
主
義
」 

と
は
、
神
が
実
在
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
決
定
的
な
証
拠
の
存
在
を
否
認
す
る
点
に
お
い
て
、「
神
は
実
在
す
る
」
と
い
う
「
信
仰
」

の
立
場
と
も
、「
神
を
信
じ
な
い
」
と
い
う
「
無
神
論
」
の
立
場
と
も
異
な
る
第
三
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
ミ
ル
は
、
そ
れ
を
前
提
と

し
て
、
神
の
実
在
を
人
び
と
に
示
唆
す
る
「
想
像
力
」
の
役
割
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

超
自
然
的
出
来
事
の
領
域
全
体
は
、
確
信
の
領
域
か
ら
単
な
る
希
望
の
領
域
に
移
さ
れ
る
。
…
…
そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
単
に
想
像
の
領
域
に
お
い
て
希
望
を
抱
く
こ
と
が
非
合
理
で
あ
り
、
感
情
や
見
解
を
厳
密
に
証
拠
に
よ
っ
て
規
制
す
る
合
理

的
原
理
か
ら
の
逸
脱
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
牽
制
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（CW

（0:（8（

）。

　

理
性

4

4

と
、
そ
の
働
き
を
逸
脱
す
る
こ
と
で
「
希
望
」
を
も
た
ら
す
想
像
力

4

4

4

。
ミ
ル
は
こ
の
二
つ
の
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
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人
間
の
生
命
は
現
に
あ
る
と
お
り
小
さ
く
限
定
さ
れ
て
お
り
、単
に
現
世
の
生
活
と
し
て
だ
け
を
考
え
た
場
合
は
、た
と
え
物
質
的
・

精
神
的
進
歩
が
現
在
の
災
い
の
多
く
の
部
分
を
取
り
除
い
た
と
き
で
も
、
依
然
と
し
て
小
さ
く
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
自
身

と
そ
の
目
標
に
関
し
て
も
っ
と
広
く
高
い
希
望
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
想
像
力

4

4

4

は
事
実
の
証
拠
と
衝
突
す
る
こ
と
な
く
そ
の
希
望
に

従
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
想
像
力

4

4

4

と
理
性

4

4

が
と
も
に
適
切
に
陶

カ
ル
テ
ィ
ヴ
ェ
イ
ト

冶
さ
れ
る
な
ら
、
両
者
が
相
互
に
相
手
の
専
権
事
項
を
侵
害

す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
…
…
真
理
は
理
性

4

4

の
支
配
領
域
に
属
し
て
お
り
、
そ
れ
が
知
ら
れ
、
人
間
生
活
の
状
況
と
義
務
に
必

要
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
い
つ
で
も
合
理
的
能
力
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
…
…
理
性

4

4

が
強

く
開
発
さ
れ
る
と
き
、
想
像
力

4

4

4

は
、
理
性

4

4

に
よ
っ
て
作
ら
れ
外
壁
を
守
ら
れ
て
い
る
城
の
内
部
で
そ
れ
自
身
の
目
的
を
安
ん
じ
て
追

求
し
、
人
生
を
で
き
る
だ
け
快
適
に
し
、
好
ま
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（CW

（0:（8（-（8（. 

強
調
は
引
用
者
）。

　

理
性
と
競
合
し
な
い
か
た
ち
で
、
宗
教
的
な
想
像
力
が
も
た
ら
し
う
る
希
望
。
ミ
ル
は
そ
の
重
要
性
を
、
志
半
ば
に
し
て
唐
突
に
亡

く
な
っ
た
妻
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
こ
と
を
仄
め
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
原
則
に
立
つ
な
ら
、
宇
宙
の
統
治
や
人
間
の
死
後
の
運
命
に
関
し
て
希
望
を
持
つ
こ
と
は
、
希
望
以
上
の
根
拠
は
な
い
と

い
う
明
瞭
な
真
理
を
認
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
正
当
で
あ
り
哲
学
的
に
擁
護
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
希
望
の
有
益
な
効
果
は
、
決
し

て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
希
望
に
よ
っ
て
人
生
と
人
間
性
が
偉
大
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
…
…
人
生
の

努
力
や
犠
牲
が
聡
明
で
高
貴
な
精
神
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
途
上
で
、
世
間
が
そ
の
恩
恵
を
刈
り
取
る
と
き
が
よ
う
や
く
訪
れ

た
と
思
う
矢
先
に
そ
の
精
神
が
他
界
し
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
に
出
会
う
と
き
、
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
自
然
の
皮
肉
の
感
覚
を
、
希

望
は
和
ら
げ
る
。
人
生
は
短
く
学
術
は
悠
久
で
あ
る
と
い
う
真
理
は
、
古
来
、
わ
れ
わ
れ
を
も
っ
と
も
が
っ
か
り
さ
せ
る
条
件
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
希
望
に
よ
っ
て
、
魂
そ
れ
自
体
を
改
善
し
美
し
い
も
の
に
す
る
た
め
の
学
術
が
、
た
と
え
現
世
で
は
役
に
立
た
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な
い
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
別
の
人
生
で
役
立
つ
可
能
性
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（CW

（0:（8（

）。

　

そ
し
て
ミ
ル
は
こ
の
宗
教
的
な
想
像
力
論
を
、
イ
エ
ス
を
理
想
的
な
善
き
人
間
と
捉
え
、
そ
れ
を
模
範
と
し
て
人
間
の
成
長
の
可
能

性
を
信
じ
た
、
か
つ
て
の
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
近
い
か
た
ち
で
敷
衍
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
想

像
力
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
は
、
人
間
の
成
長
の
指
針
と
な
る
道
徳
的
な
卓
越
性
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

想
像
力
の
行
使
と
い
う
点
で
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
主
と
し
て
宗
教
的
信
念
に
よ
っ
て
保
た
れ
た
、
人
類
に
と
っ
て
限
り

な
く
貴
重
な
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
が
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
、
想
像
力
が
道
徳
的
完
全
存
在
（
と
し
て
の
神
）
の
概

念
に
親
し
む
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
性
格
と
生
活
を
整
え
る
た
め
の
規
範
あ
る
い
は
基
準
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
か
ら
是

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
習
慣
で
あ
る
（CW

（0:（8（

）。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
は
「
無
限
の
力
を
持
つ
人
格
」
と
し
て
の
神
へ
の
信
仰
と
い
う
「
多
く
の
道
徳
的
矛
盾
」

を
含
ん
だ
考
え
方
を
も
と
に
し
て
「
人
格
完
成
」
の
基
準
を
定
め
る
と
い
う
愚
を
犯
し
て
き
た
（CW

（0:（8（

）。
ミ
ル
は
そ
う
し
た
全

能
の
神
へ
の
信
仰
を
批
判
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
大
の
功
績
を
、
人
間
イ
エ
ス
と
い
う
卓
越
し
た
存
在
を
語
り
継
い
で
き
た
こ
と
に
求

め
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
信
仰
者
た
ち
に
人
間
の
完
成
の
原
型
と
し
て
示
し
た
の
は
、
神
と
い
う
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
現
代
人
の
精
神

を
非
常
に
健
全
に
捉
え
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
神
や
自
然
の
神
と
い
う
よ
り
、
受
肉
し
て
人
間
と
な
っ
た
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、

合
理
的
批
評
に
よ
っ
て
何
が
取
り
去
ら
れ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
彼
は
独
特
の
人
物
で
あ
り
、
先
駆
者
と

Ｊ・Ｓ・ミルにおける教養と宗教471
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も
彼
に
し
か
教
え
を
受
け
た
弟
子
た
ち
と
も
似
て
い
な
い
。
…
…
合
理
的
懐
疑
論
者
の
考
え
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
は
…
…

自
分
を
神
で
あ
る
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
…
…
む
し
ろ
人
類
を
真
理
と
徳
に
導
く
と
い
う
特
別
で
、
明
快
な
唯
一
無
二
の
使
命
を
神
か

ら
授
か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
付
言
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
の
証
拠
に
対
し
て
合
理
的
批
判
が
最
大
限
な
さ
れ
た

後
に
も
、
宗
教
が
持
つ
性
格
形
成
力
は
維
持
さ
れ
る
価
値
が
あ
り
、
直
接
的
力
の
点
で
は
堅
固
な
信
仰
者
の
影
響
力
を
持
た
な
い
と

し
て
も
、
宗
教
の
影
響
力
が
是
認
す
る
道
徳
の
大
き
な
真
理
と
実
直
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
陥
を
補
っ
て
余
り
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ

は
結
論
で
き
る
（CW

（0:（8（-（88

）。

　

こ
の
よ
う
に
「
有
神
論
」
の
結
論
で
示
さ
れ
た
、
宗
教
的
な
想
像
力
が
も
た
ら
す
希
望
を
擁
護
し
、
人
間
イ
エ
ス
を
模
範
と
し
た
人

間
の
完
成
可
能
性
を
説
く
立
場
を
ど
う
呼
べ
ば
よ
い
の
か
、
残
念
な
が
ら
ミ
ル
は
そ
の
手
が
か
り
を
残
し
て
い
な
い
。
た
だ
、「
こ
れ
ら

の
印
象
」
が
「
し
ば
し
ば
人
間
性
の
宗
教
あ
る
い
は
義
務
の
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
真
に
純
粋
な
人
間
的
宗
教
を
、
上
手
に
支
持
し
強

化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
立
場
が
、
異
教
的
な
「
人
間
性
の
宗
教
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（CW
（0:（88

）。
そ
し
て
、
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
肯
定
的
な
記
述
か
ら
も
察
せ
ら

れ
る
よ
う
に
、
自
己
否
定
的
で
な
い
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
、
更
に
い
え
ば
ハ
リ
エ
ッ
ト
が
か
つ
て
信
仰
し
て
い
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム

に
近
い
宗
教
的
立
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
「
有
神
論
」
を
書
き
終
え
た
段
階
で
ミ
ル
が
、
教
養
の
キ
リ
ス
ト

教
を
唱
え
る
「
自
然
論
」
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
た
と
い
う
ヘ
レ
ン
の
証
言
や
（CW

（0:（（（

）、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
が
ミ
ル

『
宗
教
三
論
』
を
「
か
つ
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
試
み
、
ほ
と
ん
ど
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」
と
評
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
も（

（1
（

、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
な
品
性
の
言
語

に
対
抗
し
て
ミ
ル
が
展
開
し
た
教
養
論
の
背
景
に
、
か
つ
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
、
自
己
否
定

的
で
な
い
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
を
看
取
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
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四
、
む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
教
養
論
の
宗
教
的
な
背
景
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
ミ
ル
が
『
自
由
論
』
で
肯
定
的
に
提

示
し
た
、
自
己
否
定
的
で
な
い
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
と
、
自
己
肯
定
的
な
異
教
的
「
人
間
性
の
宗
教
」
と
い
う
二
つ
の
宗
教
に
つ
い
て

の
考
え
方
を
手
が
か
り
に
、
彼
の
死
後
発
表
さ
れ
た
『
宗
教
三
論
』
の
内
在
的
な
解
読
を
試
み
た
。
同
書
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
う
ち
、

教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
す
る
第
一
論
文
「
自
然
論
」
と
、
異
教
的
な
「
人
間
性
の
宗
教
」
を
提
唱
す
る
第
二
論
文
「
宗
教
の
功
利

性
」
の
間
に
は
明
ら
か
な
食
い
違
い
が
見
ら
れ
た
が
、
第
三
論
文
「
有
神
論
」
の
結
論
は
、
ミ
ル
が
亡
き
妻
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
ユ
ニ
テ
リ

ア
ニ
ズ
ム
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
教
養
の
キ
リ
ス
ト
教
に
軍
配
を
上
げ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
示
唆
は
、
ミ
ル

自
身
が
最
終
的
に
刊
行
を
決
意
し
て
い
た
の
が
第
一
論
文
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
生
前
の
ハ
リ

エ
ッ
ト
と
の
対
話
の
下
に
執
筆
さ
れ
た
第
一
、
第
二
論
文
は
ミ
ル
に
彼
岸
的
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
か
此
岸
的
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
二
者
択

一
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
死
後
に
執
筆
さ
れ
た
第
三
論
文
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
し
た
も
の
は
、
ミ
ル
が
、
懐

疑
主
義
に
耐
え
な
が
ら
、
想
像
力
に
よ
る
「
希
望
」
を
選
ぶ
ま
で
の
思
索
の
軌
跡
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
※
）
ミ
ル
の
著
作
の
引
用
・
参
照
に
は John M

. Robson, ed., Collected W
orks of John Stuart M

ill, （（ vols., U
niversity 

of T
oronto Press, （（（（-（9（（.

（CW

と
略
す
）
を
用
い
、
巻
と
頁
を
記
し
た
。

（
１
）　Francis, M

ark and M
orrow

, John, A
 H

istory of E
nglish Political T

hought in the N
ineteenth Century, St. M

artinʼs Press, 
（（（（, p.（（（.

（
２
）　Raym

ond W
illiam

s, Culture and Society 1780-1950, (Chatto
&

W
indus, （（（8) T

he H
ogarth Press, （（8（, 

“INT
RO

D
U

CT
IO

N
.

”

（
３
）　J. G. A

. Pocock, V
irtue, Com

m
erce, and H

istory, Cam
bridge U

niversity Press, （（8（, p.（（0. 

な
お
、作
法
の
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
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木
村
俊
道
『
文
明
と
教
養
の
〈
政
治
〉：
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
前
の
政
治
思
想
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
、
を
参
照
。

（
４
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
文
化
と
社
会
』
は

―
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』（
一
九
六
二
）
と
同
じ
く

―
「
教
養
」
知
識
人
の
栄
光

と
挫
折
の
物
語
で
あ
っ
た
。

（
５
）　Stefan Collini, ʻT

he Idea of 

“Character

” in V
ictorian Political T

houghtʼ, T
ransactions of the R

oyal H
istorical Society, （th 

series, （（, （（8（.

（
６
）　Richard Bellam

y, 

“T. H
. Green and the M

orality of V
ictorian Liberalism

,

” do., (ed.), V
ictorian Liberalism

,  Routledge, （（（0. 

コ
リ
ー
ニ
の
品
性
論
研
究
を
踏
ま
え
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
思
想
史
研
究
と
し
て
、
次
も
参
照
。
町
本
亮
太
『
Ｄ
・
Ｇ
・
リ
ッ
チ
ー
と
オ
ス
カ
ー
・

ワ
イ
ル
ド
：
世
紀
末
の
』『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
化
研
究
』
一
三
号
、
二
〇
一
五
。Lauren M

. E. Goodlad, V
ictorian Literature and the 

V
ictorian State:

Character and G
overnance in a Liberal Society, Johns H

opkins U
niversity Press, （00（.

（
７
）　M

atthew
 A

rnold, 
“Dem

ocracy

” R. H
. Super, ed., T

he Com
plete Prose W

orks of M
atthew

 A
rnold, V

olum
e II,  D

em
ocratic 

E
ducation, U

niversity of M
ichigan Press, （（（（, p.（（. 

（
８
）　

ア
ー
ノ
ル
ド
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
発
展
」
と
「
蓋
然
性
」：
バ
ト
ラ
ー
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
ア
ー
ノ
ル
ド
」、
行
安
茂
編
『
近
代
イ

ギ
リ
ス
倫
理
学
と
宗
教
：
バ
ト
ラ
ー
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
』
晃
洋
書
房
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

（
９
）　A

lexander Bain, John Stuart M
ill:

A
 Criticism

 w
ith Personal R

ecollections, Longm
ans, Green, （88（, p.（（（.

（
（0
）　
『
衣
装
哲
学
』
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
ミ
ル
の
批
判
に
つ
い
て
は
『
功
利
主
義
論
』（CW

（0:（（（f

）
を
参
照
。

（
（（
）　Carlyle, Sartor R

esartus, （8（（, in T
he N

orm
an and Charlotte Strouse E

dition of the W
ritings of T

hom
as Carlyle, vol.2, 

U
niversity of California Press, （000, p.（（（. 

（
（（
）　
「
カ
ー
ラ
イ
ル
一
家
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
し
て
育
っ
た
わ
た
し
（
ハ
リ
エ
ッ
ト

―
引
用
者
）
に
は

ひ
ど
く
苛
立
た
し
い
も
の
だ
っ
た
。
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ジ
ョ
ン
の
友
情
が
な
に
か
重
要
な
も
の
を
も
た
ら
す
と
は
わ
た
し
に
は
思
え
な
か
っ
た
が
、
そ

の
こ
と
は
い
ず
れ
ジ
ョ
ン
が
自
分
で
理
解
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」（Jo Ellen Jacobs, T

he V
oice of H

arriet T
aylor M

ill, 
Indiana U

niversity Press, （00（, kindle edition, no. （08（
）。Cf. Jo Ellen Jacobs ed., T

he Com
plete W

orks of H
arriet T

aylor M
ill, 

Indiana U
niversity Press, （（（8, pp.（（（-（（（.

（
（（
）　

ミ
ル
の
「
人
間
性
の
宗
教
」
と
コ
ン
ト
の
「
人
類
教
」
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
悦
宏
「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
宗
教
思
想
：
希
望
の
神
学
は
人

間
性
の
宗
教
に
何
を
付
け
加
え
た
の
か
」『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
七
号
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

（
（（
）　Bain, John Stuart M

ill, p.（（8.
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