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講
義
案
内

　
聴
講
者
各
位

　「
市
民
ア
カ
デ
メ
イ
ア
」
は
哲
学
の
講
義
を
大
学
の
教
室
に
閉
じ
込
め
ず
、
広
く
市
民
に
開
放
す

る
た
め
に
、
公
開
講
座
を
企
画
運
営
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
井
上
達
夫
氏
を
講
師
に
迎
え
、

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
法
哲
学
講
義
」
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
井
上
氏
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
は
何
か
を
的
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
自
由
と
は
何
か
」
を
論
じ
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、
自

由
を
規
律
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
を
可
能
に
す
る
法
哲
学
的
原
理
と
制
度
構
想
、
す
な
わ
ち
、

「
自
由
の
秩
序
」
を
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
お
考
え
で
す
の
で
、
講
義
名
は
「
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
法
哲
学
」
で
す
が
、
授
業
題
目
は
「
自
由
の
秩
序
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
自
由

の
秩
序
」
を
哲
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
意
義
と
真
価
が
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ

れ
る
の
か
、
は
た
ま
た
、
さ
れ
な
い
の
か
、
聴
講
者
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
講
義
そ
の
も
の
で

ご
確
認
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
中
途
放
棄
さ
れ
て
も
聴
講
料
は
返
納
し
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ま
せ
ん
の
で
、
あ
し
か
ら
ず
ご
了
承
下
さ
い
。
講
義
中
な
い
し
講
義
後
、
講
師
に
直
接
質
問
さ
れ
る

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
聴
講
者
の
自
由
で
す
。
因
み
に
、
井
上
氏
か
ら
、「
連
続
講
義
終
了
後
の
打
ち

上
げ
コ
ン
パ
は
大
歓
迎
、
酒
盃
片
手
の
場
外
補
講
も
辞
さ
ず
」
と
の
申
し
出
を
事
前
に
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

「
市
民
ア
カ
デ
メ
イ
ア
」
運
営
委
員
長
　
敬
白
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第
1
日
　
ア
ル
バ
ニ
ア
は
英
国
よ
り
自
由
か

　
井
上
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
。
こ
れ
か
ら
七
日
間
、
自
由
の
秩
序
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
講
義

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
テ
ー
マ
の
説
明
に
入
る
前
に
、
講
義
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
一
言
。「
講
義
」
は
英
語
で
は
“lec-

ture

”、
ド
イ
ツ
語
で
は
“Vorlesung
”で
す
。「
読
む
こ
と
」、「（
聴
衆
の
）前
で
読
む
こ
と
」
が
原

意
で
す
。
因
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
講
義
」
を
意
味
す
る
の
は
“cours

”で
す
が
、
英
語
と
同

型
の
“lecture

”は
「
朗
読
」
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
講
師
は
予
め
自
分
で
講
義
録
と
い
う
原

稿
を
用
意
し
て
お
き
、
こ
れ
を
聴
衆
の
前
で
音
読
す
る
わ
け
で
す
。
大
学
の
講
義
の
場
合
は
、
学
生

が
そ
れ
を
聴
い
て
ノ
ー
ト
に
書
き
取
る
。
な
ん
だ
、
そ
れ
な
ら
講
義
録
を
印
刷
し
て
配
布
す
れ
ば
講

義
な
ど
必
要
な
い
で
は
な
い
か
、
聴
取
は
誤
解
・
脱
漏
の
リ
ス
ク
が
高
い
以
上
、
講
義
録
配
布
の
方

が
い
い
で
は
な
い
か
と
お
思
い
に
な
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
も
、
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大
学
の
伝
統
的
な
講
義
形
式
を
批
判
し
、
論
文
を
事
前
に
学
生
に
配
布
し
て
読
ま
せ
、
講
義
は
そ
れ

に
つ
い
て
の
討
議
に
変
え
る
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
哲
学
科

で
一
九
八
六
年
か
ら
二
年
間
学
ん
だ
時
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
教
授
の
講
義
を
聴
き
ま
し
た
が
、
彼

は
毎
回
の
講
義
内
容
を
か
な
り
詳
細
に
文
章
化
し
た
も
の

―
“handout

”と
呼
ん
で
い
ま
し
た

―
を
事
前
に
聴
講
者
に
配
布
し
て
い
ま
し
た
。

　
お
そ
ら
く
伝
統
的
な
講
義
は
印
刷
業
・
出
版
業
が
未
発
達
で
書
物
が
高
価
だ
っ
た
時
代
の
名
残
な

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
講
義
録
の
朗
読
と
は
違
っ
た
タ
イ
プ
の
講
義
も
あ
り
ま
す
。
自
分
の
こ
と

を
言
う
の
は
恐
縮
で
す
が
、
私
が
大
学
で
使
っ
て
い
る
講
義
録
は
話
の
項
目
、
人
物
名
、
基
本
概
念
、

分
類
図
式
、
事
実
関
係
の
要
点
な
ど
を
書
き
並
べ
た
き
わ
め
て
不
完
全
な
メ
モ
で
、
こ
の
コ
ピ
ー
を

学
生
諸
君
に
配
布
し
て
も
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
頼
り
に
毎
回
、

い
わ
ば
即
興
演
奏
で
し
ゃ
べ
る
わ
け
で
す
。
虎
の
威
を
借
り
る
よ
う
で
す
が
、
哲
学
者
で
高
校
の
大

先
輩
で
あ
る
加
藤
尚
武
さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
へ
ー
ゲ
ル
も
か
な
り
粗
略
な
メ

モ
だ
け
で
講
義
し
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
な
ん
だ
、
完
全
な
講
義
録
を
準
備
す
る
の
を
さ
ぼ
っ

て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
、
と
お
𠮟
り
を
受
け
そ
う
で
す
ね
。
で
も
開
き
直
っ
て
応
え
れ
ば
、
完
全

な
講
義
録
が
用
意
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
を
配
布
す
れ
ば
講
義
な
ど
し
な
く
て
い
い
わ
け
で
、
そ
れ
が
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で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
講
義
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
開
き
直
る
と
、
私
に
と
っ
て
講
義
と
は
著
作
の
よ
う
に
思
索
を
作
品
と
し
て
完
成
さ
せ
て

提
示
す
る
行
為
で
は
な
く
、
自
分
の
思
索
の
現
場
、
作
品
生
成
の
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
こ

で
舌
足
ら
ず
に
し
ゃ
べ
っ
た
色
々
な
ア
イ
デ
ア
が
、
や
が
て
論
文
な
ど
に
結
実
し
て
ゆ
き
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
自
分
の
過
去
の
著
作
も
話
の
基
礎
に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
講
義
は
そ
の
枠
を
大
幅
に
は
み

出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
思
索
の
作
品
で
は
な
く
思
索
の
現
場
を
見
せ
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
自
己

陶
酔
な
い
し
自
己
顕
示
で
、
聴
衆
に
は
迷
惑
な
話
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
ら
を
悩
ま

す
謎
に
他
者
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
り
、
問
題
喪
失
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
他
者
を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
、

既
製
の
地
図
に
頼
る
人
々
を
地
図
に
な
い
森
に
迷
い
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
道
を
見
出
す
探

求
者
の
営
み
へ
と
誘
う
こ
と
―
こ
う
い
う
こ
と
が
哲
学
の
使
命（
の
一
つ
）だ
と
す
る
な
ら
、
講
義

録
な
き
講
義
は
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
再
び
虎
の
威
を
借
り
る
な
ら
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
は
、
か
つ
て
学
生
と
し
て
聴
講

し
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
に
よ
る
と
、
し
ば
し
ば
沈
黙
に
よ
る
中
断
が
あ
り
、
ま
さ
に

謎
に
向
き
合
う
思
索
者
の
格
闘
の
緊
迫
感
に
満
ち
た
も
の
、
地
図
な
き
探
求
へ
の
誘
惑
た
る
哲
学
の

実
践
そ
の
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
向
こ
う
を
張
る
意
志
も
能
力
も
あ



5　　第 1日　アルバニアは英国より自由か

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
講
義
で
も
、
持
参
す
る
地
図
は
略
図
ぐ
ら
い
に
し
て
、
思
索
の
森
の
杣そ
ま

道み
ち

を
散

策
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
寄
り
道
し
た
り
、
迷
っ
た
り
、
袋
小
路
に
突
き
当
た
っ
た
り
す
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
テ
ー
マ
が
自
由
に
関
わ
る
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
語
り
方
も
自
由
で

あ
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　
一
言
と
言
い
な
が
ら
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
本
題
に
入
り
ま
す
。

 

「
自
由
と0

秩
序
」
で
は
な
く
「
自
由
の0

秩
序
」
が
こ
の
連
続
講
義
の
主
題
で
す
が
、「
自
由
」
と
い

う
理
念
の
解
明
を
期
待
し
て
い
る
聴
講
者
の
多
く
は
、「
自
由
の0

秩
序
」
と
い
う
表
現
に
ま
ず
反
発

な
い
し
違
和
感
を
お
感
じ
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
法
と
秩
序（law

 and order

）」
は
独
裁

者
や
権
威
主
義
体
制
が
市
民
の
自
由
を
踏
み
に
じ
る
と
き
の
合
言
葉
で
は
な
い
か
。
戒
厳
令
は
常
に

「
秩
序
回
復
」
の
名
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
他
方
、
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
行
動
が
予
見
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
他
者
の
予
見
通
り
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し

て
も
、
常
に
予
見
を
破
る
自
由
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
予
見
可
能
な
行
動
パ
タ
ー
ン
な

い
し
一
般
的
に
共
有
さ
れ
た
期
待
の
体
系
と
し
て
の
秩
序
を
攪
乱
す
る
力
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
か
。

結
局
、「
自
由
の0

秩
序
」
と
は
一
つ
の
「
語
義
矛
盾（oxym

oron
）」
で
は
な
い
か
。
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自
由
と
秩
序
を
両
立
不
可
能
と
見
る
こ
の
考
え
方
は
、
自
由
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
秩
序
を
敵
視
す

る
人
々
だ
け
で
な
く
、
自
由
を
敵
視
す
る
が
ゆ
え
に
秩
序
を
偏
愛
す
る
人
々
も
共
有
す
る
前
提
で
す
。

秩
序
な
き
自
由
論
と
自
由
な
き
秩
序
論
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
対
立
に
よ
っ
て
こ
の
共
通
前
提
を
自
明

化
し
て
い
る
点
で
、
共
犯
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
本
当
に
、
自
由
は
秩
序
の

否
定
で
あ
り
、
秩
序
は
自
由
の
否
定
な
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
自
由
と
は
一
定
の
秩
序
の
構
想

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
由
な
社
会
と
自
由
で
な
い
社
会
を
区
別
す
る
の
は
秩
序
の
有
無
で

は
な
く
、
そ
の
社
会
の
秩
序
の
特
質
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
秩
序
か
ら
の
自
由
で
は
な
く
、
秩
序

の
中
の
間
隙
と
し
て
の
自
由
で
も
な
く
、
自
由
の
秩
序
を
構
想
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
一
つ
の
興
味
深
い
例
題
を
出
発
点
に
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ

は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
外
的
障
害
の
欠
如
と
し
て
の
「
消
極
的
自
由
」
の
概
念
を
批
判
す
る

文
脈
で
提
示
し
た
も
の
で
す
。

ア
ル
バ
ニ
ア
を
自
由
な
国
と
し
て
擁
護
す
る
次
の
よ
う
な
悪
魔
的
な
議
論
を
考
え
て
み
よ
う
。

ア
ル
バ
ニ
ア
で
は
宗
教
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
英
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
住
民
一
人
あ
た
り
の
交
通
信
号
の
数
は
、
テ
ィ
ー
ラ
ー



7　　第 1日　アルバニアは英国より自由か

ナ〔
ア
ル
バ
ニ
ア
の
首
都
〕の
方
が
ロ
ン
ド
ン
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。（
自
分
で
調
べ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
真
実
ら
し
い
想
定
で
あ
る
。）
さ
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
社
会
主
義

の
擁
護
者
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
国
は
英
国
よ

り
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
制
限
さ
れ
た
行
為
の
数
は
は
る
か
に
少
な
い
か
ら
。
結
局
、
公

共
の
場
所
で
宗
教
的
行
為
を
実
践
す
る
ロ
ン
ド
ン
市
民
は
ご
く
少
数
だ
け
だ
が
、
す
べ
て
の
ロ

ン
ド
ン
市
民
は
交
通
の
流
れ
を
く
ぐ
っ
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
を
実
践
す
る
者
は

一
般
に
週
に
一
日
そ
う
す
る
だ
け
な
の
に
対
し
、
交
通
信
号
に
止
め
ら
れ
る
の
は
毎
日
の
こ
と

で
あ
る
。
純
粋
に
量
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
交
通
信
号
で
制
限
さ
れ
る
行
為
の
数
は
、
公
共

の
場
所
で
の
宗
教
の
実
践
の
禁
止
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
行
為
の
数
よ
り
多
い
に
違
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
英
国
が
自
由
な
社
会
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
、
な
ぜ
ア
ル
バ
ニ
ア
は
そ
う
で
な
い
と

言
え
る
の
か
。

（C. T
aylor, 

“Whatʼs W
rong w

ith N
egative Liberty

”, in Philosophy and H
um

an 
Sciences: Philosophical Papers 2, Cam

bridge U
. P., 1985, p.219

）

　
テ
イ
ラ
ー
が
こ
の
例
題
を
提
示
し
た
意
図
は
明
確
で
す
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
自
由
観
と
し
ば
し
ば
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み
な
さ
れ
て
い
る
「
消
極
的
自
由（negative liberty

）」
の
論
駁
で
す
。
自
由
を
単
に
外
的
障
害

の
欠
如
と
し
て
捉
え
る
消
極
的
自
由
の
概
念
は
、
選
択
可
能
な
行
為
の
数
の
多
寡
と
い
う
量
的
問
題

に
自
由
を
還
元
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
、
宗
教
活
動
は
禁
止
す
る
が
交
通
規

制
は
少
な
い
ア
ル
バ
ニ
ア
の
方
が
、
交
通
規
制
は
煩
瑣
だ
が
宗
教
活
動
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
英
国

よ
り
も
自
由
な
社
会
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
合
理
な
帰
結
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
帰
謬
法

に
よ
り
、
消
極
的
自
由
の
概
念
は
誤
謬
で
あ
る
。
自
由
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
選
択
可
能
な
行
為

の
量
で
は
な
く
、
そ
の
質
、
す
な
わ
ち
価
値
で
あ
る
。「
自
由
は
些
事
を
顧
み
ず（de m

inim
is non 

curat libertas.

）。
…
…
自
由
は
も
は
や
単
な
る
外
的
障
害
の
欠
如
で
は
な
く
、
重
要
な
行
為
、
人

間
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
に
対
す
る
外
的
障
害
の
欠
如
な
の
で
あ
る
。」（T

aylor, ibid., p.218

）

　
消
極
的
自
由
に
対
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
こ
の
批
判
は
一
見
巧
妙
で
す
が
、
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え

ま
せ
ん
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
ま
ず
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
消
極
的
自
由
と
同

視
す
る
見
方
を
私
は
斥
け
ま
す
。
三
日
目
の
講
義
で
示
す
よ
う
に
、
私
も
消
極
的
自
由
の
概
念
は
破

綻
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
理
由
は
テ
イ
ラ
ー
と
異
な
り
ま
す
。
彼
の
消
極
的
自

由
批
判
は
安
直
で
的
外
れ
で
す
。

　
ア
ル
バ
ニ
ア
は
英
国
よ
り
も
自
動
車
の
保
有
者
・
利
用
者
が
は
る
か
に
少
な
く
、
隠
れ
た
篤
信
家



9　　第 1日　アルバニアは英国より自由か

が
は
る
か
に
多
い
と
す
れ
ば
、
行
為
を
現
実
的
に
制
限
さ
れ
る
主
体
と
機
会
の
数
の
点
で
ア
ル
バ
ニ

ア
の
方
が
自
由
だ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
ま
ず
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
問

題
は
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
再
解
釈
す
れ
ば
解
消
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
自
由
概

念
の
不
合
理
な
帰
結
と
は
、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
方
が
英
国
よ
り
も
自
由
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
ま
り
行
使
さ
れ
な
い
交
通
の
自
由
を
与
え
て
、
行
使
可
能
性
の
高
い
宗
教

的
自
由
を
制
限
す
る
ア
ル
バ
ニ
ア
と
、
あ
ま
り
行
使
さ
れ
な
い
宗
教
的
自
由
を
与
え
て
、
行
使
可
能

性
の
高
い
交
通
の
自
由
を
制
限
す
る
英
国
と
は
、
自
由
の
程
度
に
お
い
て
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
も
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
に
は
問
題
が
残
り
ま
す
。
彼
は
自
由
な
体
制
の
下

で
自
由
を
保
障
さ
れ
た
人
の
範
囲
と
、
実
際
に
そ
の
自
由
を
行
使
す
る
人
の
範
囲
と
を
混
同
し
、
さ

ら
に
、
こ
の
体
制
が
人
々
に
保
障
す
る
選
択
可
能
な
行
為
の
多
寡
と
、
現
実
に
人
々
が
遂
行
す
る
当

該
行
為
の
多
寡
と
を
混
同
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
英
国
で
実
際
に
宗
教
活
動
を
営
む
人
が
ご
く
少
数

で
、
そ
の
活
動
頻
度
も
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
英
国
で
宗
教
的
自
由
を
享
受
す
る
人
の
範
囲
が
こ

れ
ら
の
少
数
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
か
、
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
宗
教
活
動
の
頻
度
と
形
態
が
現

実
の
そ
れ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
宗
教
活
動
を
ま
っ
た
く
し
な
い
人
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も
、
活
発
な
宗
教
活
動
の
可
能
性
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
広
範
な
宗
教
活
動
の
自
由

を
享
受
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
英
国
が
も
し
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
体
制
に
移
行
す
る
な
ら
ば
、
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
宗
教
活
動
を
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
行
う
可
能
性
が
す
べ
て
の
市
民
か
ら
剝
奪
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
テ
イ
ラ
ー
は
宗
教
活
動
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
禁
圧
的
規
制
と
交
通
規
制
の
よ
う
な
調
整
的

規
制
と
の
区
別
を
無
視
し
て
い
ま
す
。
交
通
規
制
は
単
に
行
為
を
制
限
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の

行
為
の
衝
突
を
調
整
し
て
行
為
の
可
能
性
を
新
た
に
創
出
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
制
限
す
る
の

は
相
互
的
挫
折
に
導
く
よ
う
な
行
為
の
可
能
性
で
す
か
ら
、
制
限
さ
れ
る
行
為
の
可
能
性
よ
り
も
多

く
の
行
為
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
わ
け
で
す
。
信
号
の
な
い
自
動
車
社
会
と
は
人
々
が
交
通
の
自
由

を
満
喫
す
る
社
会
で
は
な
く
、
絶
え
ざ
る
交
通
事
故
と
渋
滞
で
車
も
人
も
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る

社
会
で
す
。（
宗
教
に
つ
い
て
も
、
宗
教
活
動
一
般
を
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
宗
教
団
体

に
活
動
機
会
を
公
平
に
保
障
し
た
り
、
欺ぎ

罔も
う

・
強
迫
に
よ
る
布
教
を
防
止
す
る
た
め
に
、
宗
教
活
動

の
場
所
や
方
法
を
規
制
す
る
こ
と
は
調
整
的
規
制
と
言
え
ま
す
。）
し
た
が
っ
て
、
宗
教
活
動
の
禁

止
と
交
通
規
制
と
い
う
点
に
絞
っ
て
言
え
ば
、
可
能
な
選
択
肢
の
「
量
」
か
ら
見
て
も
、
社
会
主
義

体
制
下
の
ア
ル
バ
ニ
ア
と
比
べ
れ
ば
英
国
の
方
が
や
は
り
、
よ
り
自
由
な
社
会
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
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