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一
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
哲
学
的
な
平
等
主
義
の
人
気
は
、
す
こ
ぶ
る
翳
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
デ
レ
ク･

パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
水
準
低
下
問
題
の
指
摘
で
あ
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
民
主
的
平
等
理
論
に
お
け
る
十
分
主
義
の
再
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利
用
で
あ
る
。
両
者
の
理
論
に
共
通
す
る
の
は
、
最
も
厳
し
い
境
遇
に
あ
る
人
の
状
況
に
は
着
目
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
位
置
に
い

る
人
の
声
を
黙
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
も
っ
と
悲
惨
な
人
が
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
い
う

わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
も
っ
と
悲
惨
な
人
﹂
の
救
済
が
最
優
先
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
誰
し
も
異
論
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て

相
対
的
な
格
差
是
正
を
求
め
る
中
間
の
声
は
か
き
消
さ
れ
て
い
く
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
理
論
自
体
が
、
そ
う
し
た

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
、
そ
の
よ
う
に
作
用
す
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
平
等
主
義
の
立
場
か
ら
、
中
間
層
の
不
満
を
か
き
消
し
て
し
ま
う
最
も
露
骨
な
理
論
と
し
て
の
十
分
主
義
を
批
判
し
て
、

平
等
主
義
の
復
権
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
検
討
対
象
と
す
る
の
は
、
十
分
主
義
理
論
の
嚆
矢
と
な
っ
た
ハ
リ
ー
・
フ

ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
論
説
で
あ
る
。
最
初
に
、
本
稿
が
依
拠
す
る
あ
る
一
つ
の
平
等
理
論
を
特
定
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

理
解
の
も
と
に
主
張
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
補
足
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
平
等
主
義
を
定
位
す
る
︵
一
章
︶。
次
に
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
平
等
主
義
批
判
を
、﹁
平
等
の
無
意
味
性
﹂﹁
閾
値
効
果
﹂﹁
疎
外
効
果
﹂
の
三
点
に
要
約
し
た
う

え
で
、
応
答
す
る
︵
二
章
︶。
最
後
に
、
平
等
主
義
か
ら
見
て
十
分
主
義
の
最
も
不
審
な
点
で
あ
る
、
充
足
基
準
の
設
定
に
つ
い
て

批
判
を
展
開
す
る
︵
三
章
︶。
以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
十
分
主
義
は
平
等
主
義
に
優
越
す
べ
き
魅
力
的
な
代
替
案
で
は
全
く
無
い

こ
と
を
結
論
づ
け
る
。

二
、
あ
る
平
等
主
義
の
定
位

︵
１
︶　

抽
象
的
平
等
原
理

　

平
等
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
極
め
て
錯
綜
し
て
い
る
。
平
等
主
義
を
自
認
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
ど
の
よ
う
な
理
論
で
あ
れ
、

2
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何
ら
か
の
点
で
平
等
な
分
配
を
示
す
部
分
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
平
等
乱
立
状
況
を
解
き
ほ
ぐ
す
う
え
で
、

ア
マ
ー
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の
次
の
指
摘
が
示
唆
的
で
あ
る
。

異
な
っ
た
空
間
︵
例
え
ば
、
所
得
、
富
、
幸
福
な
ど
︶
に
お
け
る
不
平
等
の
特
徴
は
、
人
間
の
持
つ
多
様
性
の
た
め
に
相
互
に

異
な
っ
た
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
あ
る
変
数
に
関
し
て
平
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
変
数
で
見
た
場
合
に
も
平
等
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、
非
常
に
不
平
等
な
所
得
分
配
を
生
み
出
す
可
能
性

が
あ
る
。
平
等
な
所
得
配
分
は
相
当
の
資
産
格
差
を
伴
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
平
等
な
資
産
分
布
は
非
常
に
不
平
等
な

幸
福
と
共
存
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
平
等
な
幸
福
が
ニ
ー
ズ
の
充
足
面
で
は
大
き
な
格
差
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
ニ
ー
ズ
の
充
足
に
お
け
る
平
等
が
全
く
不
平
等
な
選
択
の
自
由
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　

平
等
主
義
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
変
数
が
平
等
に
な
る
よ
う
支
持
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
も

そ
も
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
平
等
主
義
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
最
も
重
要
な
変
数
に
お
い
て
、
平
等
を
一
つ
定
め
る
こ

と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
他
の
変
数
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
。

あ
る
変
数
に
関
す
る
不
平
等
を
付
随
的
な
形
で
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
よ
り
重
要
な
他
の
変
数
に
お
け
る
平
等
を
求
め
る

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
面
に
お
け
る
不
平
等
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
論
理
体
系
の
中
で
、
よ
り
基
本
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る

他
の
面
に
お
け
る
平
等
が
優
先
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
基
本
的
と
見
な
さ
れ
る
変
数
に
関
す
る
平
等
は
、
そ
の
結
果
と
し

て
生
じ
る
﹁
周
辺
部
﹂
に
お
け
る
不
平
等
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
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平
等
主
義
者
が
忠
誠
を
誓
う
べ
き
は
、
究
極
に
位
置
す
る
変
数
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
不
平
等
に
見
え
る
分
配
も
、
究
極
的
な
平

等
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
で
は
、
究
極
的
な
平
等
の
変
数
と
し
て
据
え
る
べ
き
も
の
は
何
か
？　

も
ち
ろ
ん
、
平

等
主
義
を
自
認
す
る
全
て
の
論
者
を
代
表
し
て
そ
れ
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
が
成
し
う
る
の
は
、
本
稿
が
拠
っ
て
立
つ
も

の
で
あ
る
。
本
稿
の
平
等
主
義
理
論
が
究
極
の
忠
誠
対
象
と
し
て
据
え
る
の
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
抽
象
的
平
等
原
理(abstract 

egalitarian principle)

と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
命
題
で
あ
る
。

こ
の
原
理
と
は
、
政
府
は
、
統
治
さ
れ
る
人
々
の
生
活
を
よ
り
善
い
も
の
に
す
べ
く
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
各

人
の
生
活
に
対
し
て
平
等
な
配
慮
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

抽
象
的
平
等
原
理
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
﹁
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
﹂
や
﹁
平
等
な
重
要
性
の
原
理
﹂
な
ど
、
様
々
な

言
い
換
え
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
の
検
討
に
お
い
て
必
要
と
す
る
大
意
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
人
々
の
生

活
の
向
上
が
重
要
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
が
平
等
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
が
忠
誠
を
誓
う
主
君
︱
︱Sovereignty

︱

︱
で
あ
る
。
一
見
し
て
、
平
等
に
見
え
る
分
配
も
、
こ
の
究
極
の
原
理
か
ら
み
て
、
不
平
等
に
映
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
当
化
さ
れ
な

い
。
逆
に
、
一
見
し
て
不
平
等
に
見
え
る
分
配
も
、
こ
の
原
理
か
ら
み
て
、
平
等
で
あ
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
当

化
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
と
し
て
示
さ
れ
る
様
々
な
理
論
が
競

合
乱
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
う
い
っ
た
下
位
規
範
を
支
持
す
べ
き
か
は
、
ま
た
別
の
議
論
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ

と
は
、
こ
の
抽
象
的
平
等
原
理
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
本
稿
の
平
等
主
義
は
根
底
か
ら
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
。
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︵
２
︶　

理
論
の
レ
ベ
ル

　

平
等
主
義
を
定
位
す
る
う
え
で
、
混
乱
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
理
論
の
ど
の
水
準
に
お
い
て
そ
の
主
張
を
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
本
稿
が
支
持
し
て
い
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
分
配
的
正
義
論
体
系
を
参
照
し
、
次

の
３
つ
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、
①
包
括
的
教
説
、
②
実
質
的
原
理
、
③
制
度
構
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
は
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
微
細
な
違
い
に
応
じ
て
無
数
に
分
節
化
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
論
述
に
お
い
て
必
要
な
範
囲
は
満
た
さ

れ
る
。

　

①　

包
括
的
教
説
の
レ
ベ
ル

　

包
括
的
教
説
と
は
、
理
論
が
依
拠
す
る
究
極
的
な
理
念
で
あ
り
、
最
も
根
本
的
な
レ
ベ
ル
で
の
正
義
構
想
の
立
脚
点
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
本
稿
の
立
場
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
が
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
平
等
主
義
は
、
功
利

主
義
に
お
け
る
総
和
主
義
︵
な
い
し
集
計
最
大
化
主
義
︶
や
十
分
主
義
に
お
け
る
充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
な
ど
と
先
鋭
に
対
立
す
る
の

で
あ
る
。

　

②　

実
質
的
原
理
の
レ
ベ
ル

　

包
括
的
教
説
の
最
善
の
解
釈
と
し
て
提
示
さ
れ
る
理
論
が
、
実
質
的
原
理
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
即
し
て
言
え
ば
、
分
配
的

正
義
構
想
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
﹁
資
源
の
平
等
﹂
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
他
に
も
、
厚
生
へ
の
機
会
の
平
等
や
潜
在
能
力
の
平
等

な
ど
、
包
括
的
教
説
と
し
て
の
抽
象
的
平
等
主
義
に
忠
誠
を
誓
う
と
み
な
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
競
合
的
提
案
が
存
在
し
、
そ
の
優
劣
は
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ま
た
別
の
議
論
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

③　

制
度
構
想
の
レ
ベ
ル

　

実
質
的
原
理
を
具
体
的
な
制
度
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
場
合
の
プ
ラ
ン
が
、
制
度
構
想
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
理
論
的

考
慮
以
外
の
様
々
な
実
際
的
問
題
が
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
﹁
資
源
の
平
等
﹂
は
、
能
力
資
源

の
平
等
を
図
る
た
め
に
仮
想
的
保
険
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
て
、
累
進
税
率
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
所
得
税
を
原
資
と
す
る
、
生
活
保

護
の
よ
う
な
も
の
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
生
活
保
護
は
十
分
主
義
的
な
原
理
と
親
和
性
が
高
く
、
平
等
主
義
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
体
系
的
説
明
に
お
い
て
は
、﹁
資
源
の
平
等
﹂
と
い
う
実
質
的
原
理
か
ら

導
出
さ
れ
た
制
度
構
想
で
あ
り
、
さ
ら
に
溯
れ
ば
抽
象
的
平
等
原
理
に
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。

　

抽
象
的
平
等
原
理
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
自
身
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
他
の
有
力
な
論
客
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
は
功
利
主
義
か
ら
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
ま
で
も
が
載
る
現
代
正
義
論
の
共
通
の
土
台
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、

平
等
主
義
的
土
台(egalitarian plateau)

と
呼
ぶ
。
も
し
も
、
そ
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
包
括
的
教
説
と
し
て
の
平
等
主

義
に
は
ほ
ぼ
何
で
も
放
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
何
者
も
排
除
せ
ず
、
従
っ
て
、
究
極
的
忠
誠
を
抽
象
的
平
等
主
義
に
向
け
る

理
論
は
、
意
味
の
あ
る
内
容
を
持
つ
も
の
と
は
と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
疑
念
が
抱
か
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
抽
象
的
平
等
原
理
を
平
等
主
義
的
土
台
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
正
義
構
想
か

ら
は
、
平
等
主
義
的
土
台
に
載
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
し
、
抽
象
的
平
等
原
理
を
そ
の
よ
う
に
薄
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

で
生
産
的
な
部
分
は
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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︵
３
︶　

理
論
の
焦
点

　

包
括
的
教
説
は
、
正
義
が
適
用
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
根
本
原
理
で
あ
る
。
正
義
が
適
用
さ
れ
る
領
域
が

あ
り
、
そ
こ
に
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
適
切
に
応
答
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
理
論
体
系
と
し
て
重
大
な
瑕
疵

を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
包
括
的
教
説
の
一
つ
の
解
釈
と
し
て
提
示
さ
れ
る
実
質
的
原
理
は
、
正
義
が
適
用
さ
れ
る
特
定
の
領

域
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
り
、
別
の
領
域
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
問
題

へ
は
適
切
な
応
答
と
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
別
の
問
題
領
域
に
お
い
て
は
、
別
の
実
質
的
原
理
が
対
応
す
る
こ
と

に
な
る
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
分
配
的
正
義
の
指
導
原
理
と
し
て
資
源
の
平
等
を
打
ち
出
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
政
治

的
権
利
や
非
個
人
的
な
焦
点
領
域
に
つ
い
て
、
応
答
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
問
題
領
域
へ
の
応
答
と

し
て
示
さ
れ
る
実
質
的
原
理
と
別
の
問
題
領
域
へ
の
応
答
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
と
が
、
相
互
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
体

系
と
し
て
は
失
敗
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
応
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
実
質
的
原
理
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
不
十
分
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
論
の
破
綻
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
理
論
体
系
の
さ
ら
な
る
拡
張
と
対
応
を
要
請
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

︵
４
︶　

等
量
分
配
基
準

　

包
括
的
教
説
と
し
て
の
平
等
主
義
は
、
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
よ
り
抽
象
度
の
低
い
ケ
ー
ス
︱
︱
実
質
的
正
義
で
あ
れ
、

制
度
構
想
で
あ
れ
、
仮
想
事
例
で
あ
れ
︱
︱
に
適
用
す
る
際
に
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
︵
な
い
し
負
財
︶
を
﹁
等
し
く
分
け
る
﹂

こ
と
を
支
持
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
等
量
分
配
基
準
と
呼
ん
で
お
く
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
に

お
い
て
は
、
難
破
船
の
生
存
者
た
ち
が
島
の
資
源
を
分
配
す
る
際
の
基
準
と
し
て
、
等
量
分
配
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
。
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21



52巻２号　（2018. １）　（　　）182

論　　説
　

等
量
分
配
基
準
は
、
包
括
的
教
説
の
水
準
に
お
い
て
は
、
常
に
当
て
は
ま
る
。
誰
か
の
人
生
の
道
徳
的
重
要
性
が
、
他
の
誰
か
の

そ
れ
よ
り
も
高
い
と
か
低
い
と
か
い
う
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
と
し
て
導
か
れ
る
実
質
的
原

理
や
制
度
構
想
︵
あ
る
い
は
さ
ら
に
様
々
な
中
間
形
態
に
お
い
て
︶、
そ
し
て
、
仮
想
的
事
例
に
お
い
て
は
、
等
量
分
配
基
準
は
、

推
定
は
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
固
執
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
は
、
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
一
つ
の
変
数
に
お
い
て
平
等
を
示
す
こ
と
が
、
別
の
変
数
に
お
い
て
不
平
等
を

示
す
こ
と
が
あ
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
重
要
な
変
数
に
お
け
る
平
等
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
は
等
量
分
配
基
準

が
妥
当
す
る
が
、
重
要
度
の
低
い
変
数
に
お
い
て
は
当
然
に
不
平
等
が
支
持
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
分
配
問
題
へ
の
応
答

が
、
当
初
の
被
分
配
項
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
実
質
的
に
よ
り
妥
当
性
の
高
い
も
の
へ
と
変
換
す
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
結
果
、
当
初
の
被
分
配
項
で
は
、
不
等
量
の
分
配
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
平
等
主
義
が
破
綻
し
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

三
、
十
分
主
義
か
ら
平
等
主
義
へ
の
批
判
に
対
す
る
応
答

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
十
分
主
義
を
平
等
主
義
に
代
わ
る
べ
き
理
論
と
し
て
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
立
場
か
ら
平
等
主
義
が

様
々
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
十
分
主
義
の
中
核
的
理
念
は
、
充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、﹁
お
金
に

つ
い
て
道
徳
的
に
重
要
な
の
は
、
万
人
が
十
分
に
そ
れ
を
持
つ
こ
と
﹂
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
が
直

接
に
批
判
す
る
の
は
、﹁
経
済
的
平
等
主
義
﹂
で
あ
り
、
そ
れ
は
、﹁
万
人
が
同
じ
額
の
所
得
と
資
産
︵
手
短
に
は
﹁
お
金
﹂︶
を
持

つ
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
ド
ク
ト
リ
ン
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
﹁
経
済
的
平
等
主
義
﹂
は
、
本
稿
の
平
等
主
義
の
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立
場
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、﹁
経
済
的
平
等
主
義
﹂
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
っ
て
も
、
本
稿
の
平
等
主

義
と
何
が
違
う
の
か
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
共
通
す
る
場
合
に
は
、
応
答
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
等
や
充
足

性
と
い
っ
た
分
配
を
め
ぐ
る
議
論
が
関
係
す
る
の
は
、
お
金
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
が
中
心
的
争
点
を
構
成
す
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
の
考
察
で
は
、
お
金
の
問
題
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
も
、

一
部
は
お
金
か
ら
拡
張
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
扱
う
。

　

以
下
、
本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
が
十
分
主
義
の
立
場
か
ら
平
等
主
義
へ
向
け
た
批
判
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批

判
が
、
本
稿
が
前
節
で
定
位
し
た
平
等
主
義
の
立
場
に
最
終
的
に
は
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
に
よ
る
平
等
主
義
批
判
の
要
点
は
、
平
等
そ
れ
自
体
の
無
意
味
性
、
閾
値
効
果
︵threshold effect

︶、
疎
外
効
果

(alienating)

の
3
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

︵
１
︶　

平
等
そ
れ
自
体
の
無
意
味
性

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
平
等
そ
れ
自
体
に
は
追
求
す
べ
き
道
徳
的
意
義
は
な
く
、
道
徳
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
別
の
理

由
と
た
ま
た
ま
結
論
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
平
等
が
道
徳
的
意
義
を
僭
称
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
平
等
に
反
す

る
事
態
で
あ
る
格
差
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
論
難
を
展
開
す
る
。

格
差
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
反
対
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
で
も
そ
れ
に
注
目
す
る
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
本
当
に
直
面
し

て
い
る
課
題
を
誤
解
す
る
こ
と
だ
。
私
た
ち
が
基
本
的
に
注
目
す
べ
き
は
、
貧
困
と
過
剰
な
豊
か
さ
の
両
方
を
減
ら
す
こ
と
で

あ
る
べ
き
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
、
格
差
削
減
を
も
た
ら
す
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
格
差
の
削
減
は
そ
れ
自
体
が
私

24
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た
ち
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
目
標
と
は
成
り
得
な
い
。
経
済
的
平
等
性
は
道
徳
的
に
納
得
で
き
る
理
想
で
は
な
い
。

　

つ
ま
り
、
格
差
︵
不
平
等
︶
に
は
道
徳
的
な
問
題
は
な
く
、
問
題
な
の
は
、
貧
困
と
過
剰
な
豊
か
さ
で
あ
る
。
過
剰
な
豊
か
さ
が

問
題
で
あ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
好
ま
し
か
ら
ざ
る
別
の
不
均
衡
を
も
た
ら
す
懸
念
が
強
い
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
的
格
差
が
、

﹁
選
挙
プ
ロ
セ
ス
や
規
制
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
不
適
切
な
影
響
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
り
か
ね
な
い
﹂
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
影
響
力
の
転
化
が
防
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
剰
な
豊
か
さ
そ
れ
自
体
は
問
題
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う

︵
も
ち
ろ
ん
、
次
に
述
べ
る
貧
困
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
︶。

　

真
に
問
題
な
の
は
、
貧
困
で
あ
る
。
貧
困
と
は
、
あ
る
人
が
持
つ
も
の
が
、
人
が
本
来
持
つ
べ
き
資
源
の
量
に
達
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
的
廉
恥
心
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
貧
困
の
水
準
を
脱
し
、
一
定
の
豊
か
さ
に
達
し
た
な
ら
ば
、

そ
れ
以
上
に
我
々
の
道
徳
的
廉
恥
心
を
く
す
ぐ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
く
な
る
。
そ
れ
を
超
え
て
格
差
是
正
︵
平
等
︶
を
要
求
す
る

こ
と
は
、
過
剰
か
つ
不
当
な
要
求
と
な
る
の
で
あ
る
。
平
等
は
、
貧
困
を
削
減
す
る
限
り
に
お
い
て
、
魅
力
的
に
映
る
の
で
あ
り
、

平
等
そ
れ
自
体
に
は
追
求
す
べ
き
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
平
等
は
、
恐
ら
く
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
言
う
目
的
論
的
平
等
主
義(teleological/telic 

egalitarianism
)

を
第
一
の
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
目
的
論
的
平
等
主
義
は
、
平
等
で
あ
る
こ
と
︵
逆
に
言
え
ば

格
差
が
な
い
こ
と
︶
そ
れ
自
体
が
、
あ
る
人
が
幸
福
を
得
て
い
る
こ
と
が
善
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
判
断
を
凌
駕
す
る
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
こ
と
と
し
て
、
善
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
単
位
の
資
源
を
持
っ
て
い

た
場
合
に
、
Ａ
に
対
し
て
は
追
加
的
に
一
〇
単
位
の
資
源
増
加
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
二
人
で
五
単
位
ず
つ
分
か
ち
合
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
厳
格
な
目
的
論
的
平
等
主
義
︵
格
差
が
な
い
こ
と
に
絶
対
的
な
優
先
順
位
を
置
く
理
論
︶
は
、
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平
等
な
分
配
か
ら
乖
離
す
る
Ａ
へ
の
一
〇
単
位
の
増
加
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゆ
る
や
か
な
目
的
論
的
平
等
主
義
︵
格
差
が
な

い
こ
と
に
一
定
の
重
み
付
け
を
与
え
る
理
論
︶
は
、
Ａ
へ
の
追
加
的
な
一
〇
単
位
の
資
源
増
加
を
善
い
と
し
た
う
え
で
、
格
差
が
小

さ
い
こ
と
そ
れ
自
体
も
独
自
に
重
要
で
あ
る
と
み
な
す
。
Ａ
の
得
る
量
が
増
え
る
こ
と
と
、
格
差
が
小
さ
い
こ
と
に
与
え
ら
れ
る
重

み
付
け
は
未
定
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
格
差
が
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
失
を
相
殺
す
る
よ
う
に
、
一
〇
単
位
か
ら
い
く

ら
か
を
削
っ
て
Ａ
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
よ
う
。
均
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
価
値
を
見
出

す
理
由
と
し
て
は
、
友
愛
や
、
嫉
妬
な
ど
、
い
く
つ
か
の
事
柄
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
程
度
の
所
得
で
あ
っ
た
隣
人
の
所

得
が
倍
に
な
っ
た
こ
と
で
、
嫉
妬
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
や
、
同
じ
よ
う
な
生
活
水
準
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
労
働
者
の
連
帯
や

友
愛
が
図
れ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
格
差
が
小
さ
い
こ
と
そ
れ
自
体
が
追
求
す
る
べ
き
目
的
の
一
端
を
構
成
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
所
有
に
お
い
て
同
一
の
状
態
に
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
価
値
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
醜
い
一
面
の
真
実

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
是
認
さ
れ
る
べ
き
側
面
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︵
本
稿
も
そ
れ
を
是
認
す
る
気
に
は
全
く
な
れ
な
い
︶。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
目
的
論
的
平
等
主
義
を
拒
否
す
る
こ
と
と
、
平
等
を
道
徳
的
観
点
か
ら
放
逐
す
る
こ
と
と
は
、
全
く
別

の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
目
的
論
的
で
は
な
い
平
等
主
義
は
、
人
々
の
財
が
移
転
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
よ
り
平
等
に
近
づ
く
分

配
を
支
持
し
、
移
転
が
可
能
で
な
い
場
合
に
限
っ
て
各
人
の
所
有
の
最
大
化
を
支
持
す
る
と
い
う
結
論
を
、
抽
象
的
平
等
原
理
か
ら

導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
各
人
の
﹁
客
観
的
な
観
点
か
ら
み
て
、
人
間
の
生
は
無
駄
に
過
ご

さ
れ
る
よ
り
は
成
功
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
じ
客
観
的
観
点
か
ら
み
て
、
各
々
の
人
間
の
生
に
と
っ
て
平
等
に

重
要
で
あ
る
﹂
と
す
る
主
張
で
あ
り
、
目
的
論
的
平
等
主
義
が
示
す
同
一
の
状
態
に
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
、
同
一
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
一
〇
単
位
の
資
源
増
加
を
減
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、

28
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﹁
人
間
の
生
は
無
駄
に
過
ご
さ
れ
る
よ
り
は
成
功
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
﹂
る
、
と
す
る
命
題
に
背
く
こ
と
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
平
等
主
義
批
判
は
、
目
的
論
的
平
等
主
義
に
限
ら
れ
な
い
。
い
か
な
る
平
等
主
義
に
も
、
本
質

的
な
価
値
は
な
い
と
し
て
、﹁
私
は
平
等
主
義
が
、
ど
ん
な
変
種
で
あ
れ
、
内
在
的
な
道
徳
的
重
要
性
を
持
つ
理
想
だ
と
い
う
想
定

を
全
面
的
に
却
下
す
る
﹂
と
ま
で
言
い
切
る
。
そ
の
ビ
ビ
ッ
ド
な
例
示
と
し
て
、
ケ
ー
キ
の
分
割
事
例
を
挙
げ
る
。
ホ
ー
ル
サ
イ
ズ

の
ケ
ー
キ
を
一
〇
人
で
分
け
る
と
き
、
通
常
は
同
じ
大
き
さ
に
平
等
に
切
り
分
け
る
が
、
な
ぜ
同
じ
大
き
さ
に
切
り
分
け
る
の
か
に

つ
い
て
、
特
段
の
説
明
を
要
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
平
等
を
受
容
し
て
い
る
と
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
が
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
誤
っ
た
解
釈
な
の
で
あ
る
。
等
分
に
切
り
分
け
る
の
は
、
敬
意(respect)

の
要
求

に
従
う
た
め
で
あ
っ
て
、
平
等
に
従
う
か
ら
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
敬
意
の
要
求
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

人
々
を
敬
意
を
も
っ
て
扱
う
と
い
う
の
は
、
特
別
な
優
位
・
劣
位
を
割
り
当
て
る
に
際
し
、
割
り
当
て
ら
れ
た
人
々
と
、
割
り

当
て
ら
れ
な
か
っ
た
人
と
を
区
別
す
る
よ
う
な
考
慮
以
外
の
ど
ん
な
優
劣
も
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
は
不
偏

不
党
と
恣
意
性
回
避
を
含
む
。

人
々
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
ち
が
っ
た
扱
い
を
す
る
特
別
な
理
由
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
場
合
に
人
々
を

平
等
に
扱
う
よ
う
制
約
す
る
の
は
、
敬
意
の
道
徳
的
な
重
要
性
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
不
偏
不
党
性
の
重
要
性
で
あ
っ
て
、
平
等

性
の
事
前
ま
た
は
予
防
的
な
道
徳
的
重
要
性
な
ど
で
は
な
い
。

　
﹁
特
別
な
理
由
﹂
に
つ
い
て
情
報
が
ゼ
ロ
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
状
況
は
情
報
が
ゼ
ロ
と
い
う
点
で
た
ま
た
ま
﹁
等
し
か
っ

30
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た
﹂
に
過
ぎ
ず
、
等
し
い
状
況
に
お
い
て
等
し
い
配
分
を
す
る
の
は
、
正
義
が
要
請
す
る
不
偏
性
の
要
請
で
あ
っ
て
、
平
等
が
要
請

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
功
績
主
義
原
理
に
お
い
て
同
じ
功
績
の
人
が
同
じ
量
の
報
償
を
得
た
か
ら
と
い
っ
て
、

平
等
主
義
に
従
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
敬
意
の
要
求
と
は
、
要
す
る
に
﹁
等
し
き
は
等
し
く
、
不
等
な
る
は
不

等
に
﹂
と
い
う
正
義
定
式
の
こ
と
で
あ
り
、
正
義
構
想
が
普
く
従
う
薄
い
要
請
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ァ
ー
ト
に
す
れ
ば
、
平
等
主
義
が
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
論
拠
の
大
部
分
は
、
敬
意
の
要
求
︵
即
ち
、

正
義
定
式
︶
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
包
括
的
教
説
と
し
て
の
抽
象
的
平
等
主
義
は
、
敬
意
の
要
求
ほ
ど
薄
い
も
の
で
は
な
い
。
で
は
何
が
違
う

か
と
言
え
ば
、﹁
ち
が
っ
た
扱
い
を
す
る
特
別
な
理
由
﹂
か
ら
一
定
の
も
の
を
排
除
す
る
点
で
あ
る
。
正
義
定
式
が
排
除
す
る
﹁
特

別
な
理
由
﹂
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
包
括
的
教
説
と
し
て
の
抽
象
的
平
等
主
義
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
の

解
釈
と
し
て
正
当
化
さ
れ
得
な
い
理
由
ま
で
を
排
除
す
る
。
例
え
ば
、
十
人
の
中
に
ケ
ー
キ
に
目
が
な
い
と
い
う
人
が
含
ま
れ
て
い

た
と
き
、
効
用
を
最
大
化
す
る
う
え
で
は
、
そ
の
人
に
多
め
に
配
分
す
る
こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
功
利
主
義
は
、
そ
れ
を
正

義
に
か
な
っ
た
正
当
な
要
求
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
に
対
し
て
、
平
等
主
義
は
他
の
同
意
を
要
す
る
特
例
と
し
て
扱
う
で
あ
ろ
う

︵
好
物
を
多
め
に
配
分
し
て
よ
い
と
す
る
慣
例
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
な
ど
︶。

︵
２
︶　

閾
値
効
果
︵threshold effect

︶

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
が
挙
げ
る
第
二
の
批
判
点
は
、
閾
値
効
果
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
閾
値
効
果
と
は
、
あ
る
一
定
の
閾
値

に
達
す
る
と
き
に
、
初
め
て
意
味
の
あ
る
効
果
を
発
揮
し
、
そ
れ
に
満
た
な
い
場
合
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
か
、
意
味
が
あ
っ
て

も
大
幅
に
効
果
が
目
減
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
財
の
性
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
等
主
義
︵
等
量
分
配
基
準
︶
が
、
閾
値
効
果
の
あ

34
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る
財
に
つ
い
て
分
配
す
る
と
き
、
破
滅
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
示
さ
れ
る
。

あ
る
リ
ソ
ー
ス
︵
た
と
え
ば
薬
や
食
べ
物
︶
が
、
人
口
の
一
部
の
生
存
に
は
十
分
だ
が
、
全
員
を
生
か
す
に
は
足
り
な
い
と
想

定
し
て
み
よ
う
。
仮
に
、
そ
の
母
集
団
の
総
数
が
一
〇
人
で
、
人
は
生
き
る
た
め
に
は
そ
の
リ
ソ
ー
ス
五
単
位
以
上
が
必
要
で
、

そ
の
リ
ソ
ー
ス
が
四
〇
単
位
き
っ
か
り
あ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
最
大
で
も
生
き
残
れ
る
の
は
八
人
で
、
か
れ
ら
が
生
き
残
る

に
は
、
他
の
二
人
が
も
ら
う
よ
り
も
必
要
リ
ソ
ー
ス
の
比
率
を
多
く
も
ら
う
し
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
残
り
二
人
の
個
人
は
見

殺
し
に
す
る
し
か
な
い
。

こ
の
母
集
団
の
成
員
の
だ
れ
か
が
生
き
残
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
の
人
が
他
の
人
々
よ
り
も
多
く
を
も
ら
う
し
か
な
い
。
平
等

な
分
配
だ
と
、
各
個
人
が
四
単
位
ず
つ
受
け
取
る
が
、
こ
れ
は
可
能
な
限
り
最
悪
の
結
果
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
み
ん
な
死

ぬ
。
こ
う
い
う
場
合
だ
と
、
リ
ソ
ー
ス
を
平
等
に
共
有
し
ろ
と
固
執
す
る
の
は
道
徳
的
に
グ
ロ
テ
ス
ク
だ
！

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
こ
の
事
例
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
方
法
を
是
認
す
る
べ
き
な
の
か
、
具
体
的
な
回
答
を
明

示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
充
足
性
原
理
や
そ
の
他
の
補
助
的
推
論
︵
敬
意
の
要
求
な
ど
︶
に
従
え
ば
、
次
の
よ
う
な
回
答
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
は
、﹁
万
人
が
﹂
十
分
に
保
有
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
こ
の
基
準

に
近
づ
く
よ
う
に
、
八
人
に
五
単
位
ず
つ
配
分
し
、
残
り
の
二
人
に
は
〇
単
位
を
配
分
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
は
ず
だ
。
問
題
は
、

生
き
残
る
八
人
を
ど
の
よ
う
に
選
ぶ
か
で
あ
る
。
充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
か
ら
は
、
八
人
が
生
き
残
る
い
か
な
る
組
み
合
わ
せ
も
無
差

別
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
誰
か
一
人
に
四
〇
単
位
の
配
分
権
を
与
え
、
そ
の
人
の
え
り
好
み
で
救
わ
れ
る
八
人
を
選
ぶ
と
い
う
方
法

も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
が
同
時
に
推
奨
し
て
い
る
敬
意
の
要
求
に
従
え
ば
、
誰
も
そ
の
決
定
権
を
握
る
優
位
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な
立
場
に
値
す
る
理
由
が
無
い
。
と
す
れ
ば
、
常
識
的
な
解
決
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
く
じ
引
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

他
方
、
平
等
主
義
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
解
決
を
導
け
な
い
の
で
あ
り
、
死
滅
す
る
し
か
な
い
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
宣
告

す
る
。
し
か
し
、
平
等
主
義
は
、
二
通
り
の
や
り
方
で
こ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
解
決
は
、
被
分
配
項
を

改
善
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
人
々
に
均
等
に
分
け
与
え
ら
れ
る
べ
き
は
、
資
源
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
固
執
す

る
の
は
、
強
い
仮
定
で
あ
る
。
例
え
ば
、
資
源
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
合
成
し
、︿
確
率
八
〇
％
で
生
存
で
き
る
権
利
﹀
を
均
等
に
分
割
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
結
論
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
が
導
く
は
ず
の
結
論
と
一
致
し
、
な
お
か
つ
、
当
事
者
た
ち
の
誰
か
ら
も

異
論
な
く
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

人
々
に
均
等
に
分
け
与
え
ら
れ
る
べ
き
は
、
資
源
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
強
い
仮
定
を
維
持
し
た
と
し
て
も
、

解
決
は
可
能
で
あ
る
。
均
等
に
分
割
さ
れ
た
資
源
を
、
合
意
に
よ
っ
て
、
手
放
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
よ
ほ
ど
の
愚
か
者
で
も

な
い
限
り
、
五
人
が
集
ま
っ
て
、
各
自
の
資
源
を
供
出
し
、
四
／
五
の
確
率
で
五
単
位
の
資
源
を
受
け
取
る
く
じ
を
提
案
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
残
り
の
五
人
も
そ
れ
を
見
習
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
分
け
与
え
ら
れ
た
資
源
を
徹
頭
徹
尾
保
持
し

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
極
め
て
強
い
仮
定
の
下
に
お
い
て
の
み
、
全
滅
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
閾
値
効
果
に
関
わ
る
、
も
う
少
し
違
っ
た
事
例
も
考
え
て
み
よ
う
。

︿
事
例
１
﹀

植
民
者
た
ち
を
乗
せ
た
二
つ
の
カ
ー
ゴ
が
連
結
さ
れ
た
宇
宙
船
が
、
浮
遊
物
と
の
接
触
に
よ
っ
て
破
損
し
て
し
ま
っ
た
。
緊
急

事
態
の
発
生
に
、
冷
凍
睡
眠
さ
れ
て
い
た
乗
客
た
ち
は
た
た
き
起
こ
さ
れ
る
。
宇
宙
船
の
航
行
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
か
ら
、
二
台

の
カ
ー
ゴ
を
運
搬
す
る
に
は
出
力
が
足
り
ず
、
一
台
で
あ
れ
ば
目
的
地
に
た
ど
り
着
け
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
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方
を
切
り
離
す
た
め
に
は
、
両
方
の
カ
ー
ゴ
か
ら
一
致
し
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
コ
ー
ド
が
入
力
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

す
る
。
一
方
に
は
一
〇
〇
〇
〇
人
の
乗
客
が
乗
っ
て
お
り
、
も
う
一
方
に
は
九
九
九
九
人
が
乗
っ
て
い
た
︵
事
情
が
あ
っ
て
、

一
人
は
乗
り
そ
び
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︶。
何
人
乗
っ
て
い
る
か
は
、
両
カ
ー
ゴ
の
乗
客
に
既
知
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

事
故
時
の
解
決
法
に
つ
い
て
事
前
の
取
決
め
は
何
も
な
い
が
、
両
カ
ー
ゴ
の
乗
客
が
議
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

さ
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
れ
ば
、
全
滅
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
免
れ
る
だ
ろ
う
か
？

　

こ
の
事
例
は
、
生
存
を
一
と
し
、
死
亡
を
〇
と
す
る
閾
値
効
果
の
あ
る
財
の
分
配
問
題
と
み
な
せ
る
。
そ
し
て
、
と
り
う
る
分
配

の
帰
結
は
、
次
の
三
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
。

　

①　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
一
ず
つ　

九
九
九
九
人
に
〇
を

　

②　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
〇
を　
　

九
九
九
九
人
に
一
を

　

③　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
〇
を　
　

九
九
九
九
人
に
〇
を

　

充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
功
利
主
義
に
お
い
て
も
、
①
を
選
ぶ
は
ず
で
あ
る
︵
な
お
、
厳
格
な
目
的
論
的
平

等
主
義
は
、
③
を
選
ぶ
︶。
で
は
、
そ
れ
が
、
正
義
に
適
っ
て
い
る
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
九
九
九
九
人
の
乗
客
は

納
得
す
る
で
あ
ろ
う
か
？　

即
ち
、
九
九
九
九
人
の
船
か
ら
、﹁
よ
り
少
な
い
人
数
の
乗
っ
た
カ
ー
ゴ
を
切
り
離
す
﹂
と
い
う
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
の
コ
ー
ド
を
入
力
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
に
納
得
し
て
も
ら
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
が
何
で
も
自
分

が
助
か
り
た
い
と
思
う
忌
ま
わ
し
き
エ
ゴ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？　

仮
に
そ
れ
が
エ
ゴ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
、
先
の
事
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例
で
は
エ
ゴ
が
顔
を
覗
か
せ
る
こ
と
な
く
合
意
に
達
し
た
の
に
、
今
回
は
そ
う
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

平
等
主
義
か
ら
は
、
①
と
②
に
五
〇
％
ず
つ
を
割
り
当
て
る
く
じ
を
設
定
し
、
い
ず
れ
か
の
カ
ー
ゴ
を
ラ
ン
ダ
ム
に
切
り
離
す
と

い
う
提
案
が
導
け
る
か
も
し
れ
な
い
。﹁
よ
り
少
な
い
人
数
の
乗
っ
た
カ
ー
ゴ
を
切
り
離
す
﹂
と
す
る
コ
ー
ド
よ
り
も
、
合
意
調
達

可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
人
々
を
等
し
い
重
み
で
遇
し
た
と
受
け
取
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　

事
例
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
平
等
主
義
の
側
に
と
っ
て
悩
ま
し
い
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。

︿
事
例
２
﹀

一
方
の
カ
ー
ゴ
に
は
、
一
〇
〇
〇
〇
人
が
乗
っ
て
お
り
、
他
方
の
カ
ー
ゴ
に
は
1
人
と
貨
物
が
載
っ
て
い
た
と
す
る
。

　

可
能
な
分
配
の
帰
結
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

①　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
一
ず
つ　

一
人
に
〇
を

　

②　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
〇
を　
　

九
九
九
九
人
に
一
を

　

③　

一
〇
〇
〇
〇
人
に
〇
を　
　

九
九
九
九
人
に
〇
を

　

先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
①
と
②
に
等
確
率
︵
五
〇
％
︶
を
割
り
当
て
る
く
じ
を
提
案
し
た
と
す
れ
ば
、
五
〇
％
の
確
率
で
一
人

を
助
け
る
た
め
に
、
一
〇
〇
〇
〇
人
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
こ

と
は
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
悩
ま
し
い
事
例
は
、
正
義
が
解
決
で
き
る
事
態
な
の
か
と
い
う
疑
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念
が
あ
る
。
多
数
者
の
た
め
に
少
数
者
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
義
の
名
の
も
と
に
要
求
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

一
人
を

犠
牲
に
す
る
こ
と
で
、
一
〇
〇
〇
〇
人
が
助
か
る
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
一
人
に
対
し
て
、
正
義
が
命
じ
る
当
然
の
義
務
で
あ
る
と

要
求
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
を
拒
ん
だ
場
合
、
そ
れ
は
不
正
義
な
の
で
あ
ろ
う
か
？　

む
し
ろ
、
一
人
の
側
に
自
発
的
犠
牲
を

期
待
す
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
に
、
多
数
者
の
た
め
に
少
数
者
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
な
い
こ
と
が

不
正
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う
し
て
く
れ
る
こ
と
が
よ
り
高
次
の
尊
い
務
め
で
あ
る
か
ら
期
待
す
る
の
で
は
な
い
の
か
？

　

結
局
、
政
治
社
会
に
お
い
て
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
、
正
義
が
常
に
一
意
的
に
解
答
を
下
せ
る
と
想
定
す
る
の
は
、

我
々
の
社
会
の
現
実
と
ど
こ
か
乖
離
し
て
お
り
、
正
義
の
傲
慢
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
多
数
の
た
め
に
少
数
の
犠
牲

が
生
じ
る
選
択
に
迫
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
空
想
的
な
絵
空
事
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
防
衛
任
務
や
命
の
危
険
の
あ
る
救
助
任
務

等
に
お
い
て
見
ら
れ
る
政
治
社
会
の
基
本
的
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
さ
え
あ
る
。
我
々
の
社
会
は
、
正
義
だ
け
で
は
な
く
、
正
義
よ

り
も
崇
高
な
価
値
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︵
３
︶　

疎
外
効
果
︵alienating

︶

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
が
指
摘
す
る
、
平
等
主
義
に
対
す
る
三
番
目
の
批
判
は
、
平
等
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
人
間
に
と
っ
て
最
も

重
要
な
事
柄
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
し
ま
う
、
疎
外
効
果
が
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

他
人
の
状
況
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
、
自
分
自
身
の
金
銭
的
目
標
に
関
す
る
知
的
な
選
択
を
最
も
決
定
的
に
左
右
す
る
た
め
の
、

最
も
基
本
的
な
作
業
を
邪
魔
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
最
も
オ
ー
セ
ン
チ
ッ
ク
な
ニ
ー
ズ
、
興
味
、
野
心
を
う

ま
く
追
求
す
る
た
め
に
本
当
に
何
が
必
要
か
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
人
々
を
引
き
離
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
経
済
的
平
等
性

40
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の
道
徳
的
重
要
性
を
誇
張
す
る
の
が
有
害
な
の
は
、
そ
れ
が
疎
外
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
。

　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
他
者
の
状
況
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
情
報
と
は
独
立
に
、
本
人
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
何

で
あ
る
の
か
を
見
定
め
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
も
、
あ
ら
ゆ
る
場

面
に
お
い
て
、
他
者
の
状
況
に
関
す
る
情
報
が
無
意
味
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
競
争
状
況
に
あ
る
場
合
な
ど
で
は

こ
れ
ら
が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
各
人
の
善
き
生
の
追
求
に
お
い
て
は
、
他

者
の
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
気
に
す
る
こ
と
は
、
本
来
求
め
る
べ
き
真
正
の
必
要
を
知
る
上
で
、
目
を
曇
ら
せ
る
有
害
な
撹
乱
要

因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。

　

お
隣
さ
ん
が
軽
自
動
車
か
ら
Ｒ
Ｖ
カ
ー
に
買
い
換
え
た
か
ら
、
う
ち
も
軽
自
動
車
か
ら
大
型
の
セ
ダ
ン
に
買
い
換
え
る
︵
別
に
軽

自
動
車
で
不
便
は
な
か
っ
た
の
に
︶。
お
隣
さ
ん
が
ハ
ワ
イ
に
行
く
よ
う
だ
か
ら
、
う
ち
は
ラ
ス
ベ
ガ
ス
に
行
く
︵
本
当
は
、
英
語

が
し
ゃ
べ
れ
な
い
の
に
︶。
こ
う
し
た
見
栄
の
張
り
合
い
が
愚
か
し
い
と
指
摘
す
る
限
り
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
主
張

は
﹁
他
人
を
羨
む
な
﹂﹁
足
る
を
知
れ
﹂
と
い
う
道
徳
律
と
共
鳴
し
、
妥
当
な
響
き
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
一
面
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
他
者
の
所
有
に
関
す
る
情
報
を
遮
断
し
て
、
自
分
自
身
の
必
要
を
見
極
め
る
と
い
う
方
法
は
、
根
本
的
に
誤
り
な
の

で
あ
る
。

　

自
分
自
身
の
必
要
に
の
み
、
真
摯
に
向
き
合
っ
た
結
果
と
し
て
、
真
の
充
足
が
グ
ロ
テ
ス
ク
に
肥
大
す
る
こ
と
も
あ
る
。
他
者
を

気
に
し
な
い
こ
と
で
、
世
界
中
の
名
車
を
実
車
で
全
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
、
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な
こ
と
だ
と
気

づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
数
百
歳
の
長
寿
こ
そ
が
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
だ
と
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
グ
ロ

テ
ス
ク
に
肥
大
す
る
の
は
、
妥
当
な
資
源
を
前
提
に
構
想
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
妥
当
な
資
源
は
、
世
界
に
ど
れ
ほ

41
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ど
の
資
源
が
あ
り
、
そ
れ
を
分
か
ち
合
う
べ
き
道
徳
的
資
格
を
も
っ
た
他
者
の
存
在
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
か
、
に
左
右
さ
れ
る
。
即

ち
、
他
者
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
が
、
構
想
の
妥
当
性
を
担
保
す
る
う
え
で
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
だ
。

　

自
分
自
身
に
向
き
合
い
、
他
者
の
状
況
に
関
し
て
心
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
で
帰
結
す
る
善
き
生
の
構
想
は
、
健
全
な
も
の
で
も
、

真
正
な
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
健
全
で
真
正
な
人
生
構
想
を
設
計
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
資
源
を
前
提

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
厚
生
主
義
を
鋭
く
批
判
し
た
議
論
の
中
で
展
開
し
て
き
た
。
同
様

の
批
判
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
主
張
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

五
、
平
等
主
義
か
ら
十
分
主
義
へ
の
批
判

　

十
分
主
義
へ
の
批
判
は
、
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
み
な
す
批
判
点
は
、
十
分
で
あ
る

と
す
る
水
準
を
設
定
す
る
う
え
で
の
困
難
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
み
批
判
を
展
開
す
る
。

︵
１
︶　

主
観
的
十
分
主
義

　

充
足
性
ド
ク
ト
リ
ン
の
十
分
で
あ
る
水
準
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
ど
う
や
っ
て
決
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト

は
、
多
義
的
に
受
け
取
れ
る
説
明
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
解
釈
を
い
く
つ
か
に
場
合
分
け
し
て
叙
述
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

あ
る
人
が
十
分
に
お
金
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
︱
︱
お
お
む
ね
︱
︱
そ
の
人
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
お
金
以
上
に
持
た
な

い
こ
と
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る
か
、
満
足
す
る
の
が
適
正
で
あ
る
︵
引
用
者
傍
線
︶
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
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て
そ
れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
人
物
は
人
生
に
お
い
て
、
悩
ん
だ
り
不
満
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
︵
そ
れ
が
あ
れ
ば
︶
の
原
因
が
、
手

持
ち
の
お
金
が
少
な
す
ぎ
る
せ
い
だ
と
は
思
わ
な
い
、
あ
る
い
は
思
う
こ
と
が
正
当
で
は
な
い
と
い
う
主
張
と
な
る
。

　

こ
の
記
述
で
注
目
す
べ
き
は
、
傍
線
箇
所
の
﹁
満
足
す
る
の
が
適
正
で
あ
る
﹂
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
現
に
、
本
人
が
満
足
し
て

い
る
と
思
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
適
正
で
も
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
あ
ま
り
問
題
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
、
自
分
で
は
満
足
し
て
い
る
と
思
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
満
足
す
る
の
が
適
正
で
あ
る
と
み
な
せ
る
と
い
う
場
合

も
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
後
者
に
お
い
て
、
こ
の
﹁
満
足
す
る
の
が
適
正
で
あ
る
﹂
と
い
う
視
点
が
、
誰
か
ら
の
も
の
か
に
つ
い
て
、

二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
内
な
る
自
分
自
身
の
本
当
の
声
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
場
合
、
主
観
的
観
点
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
外
側
の
他
者
か
ら
の
声
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
場
合
、
客
観
的
観
点
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
、
本
節
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　

仮
に
自
分
自
身
が
満
足
し
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
内
な
る
自
分
の
本
当
の
声
に
耳
を
研
ぎ
澄
ま
し
た
結
果
、
満
足

す
る
の
が
適
正
で
あ
る
と
気
づ
く
の
な
ら
ば
、
本
人
が
認
識
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
や
、
満
足
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
る
し
、
そ
う
思
う
こ
と
が
適
正
で
あ
る
と
自
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
現
状
に
満
足
し
て
い
な
い

し
、
自
分
自
身
の
内
な
る
声
に
問
い
か
け
た
結
果
、
現
状
よ
り
も
は
る
か
上
に
適
正
な
満
足
が
あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
途
方
も
な
い
水
準
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
満
足
の
水
準
の
判
定
を
、
主
観
的
観
点
に
委
ね
て
い
る

限
り
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
な
欲
望
の
肥
大
化
か
ら
免
れ
得
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
。

　

も
っ
と
も
、
主
観
的
な
充
足
性
の
み
に
依
拠
し
て
振
舞
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
場
面
に
お
い
て
も
妥
当
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
子
ど
も
た
ち
に
、
画
用
紙
を
与
え
て
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
絵
を
描
か
せ
る
。
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ボ
ー
ル
ペ
ン
は
安
い
の
で
、
何
本
も
予
備
が
あ
る
。
さ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
様
々
に
、
自
分
自
身
の
本
当
に
描
き
た
い
絵
を
描
く
だ

ろ
う
。
そ
の
と
き
、
描
い
た
線
の
長
さ
が
他
の
子
ど
も
と
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
規
範
は
馬
鹿
げ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
自
分
の
絵
に
必
要
と
思
わ
れ
る
だ
け
の
線
を
描
き
こ
ん
で
し
か
る
べ
き
だ
。
あ
る
子
は
、
さ
ら
っ
と
ほ
ん
の
数
本

の
線
を
描
く
こ
と
で
満
足
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
別
の
子
ど
も
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
何
本
も
使
っ
て
真
っ
黒
に
な
る
ほ
ど
線
を
描
き

こ
む
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
の
人
生
が
、
画
用
紙
に
絵
を
描
く
子
ど
も
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
十
分
主
義
が
妥
当
し
、
平
等
主
義

︵
等
量
分
配
基
準
︶
は
退
け
ら
れ
る
。

　

他
方
、
子
ど
も
た
ち
が
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
で
遊
ぶ
と
し
よ
う
。
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
の
ピ
ー
ス
の
種
類
や
量
は
限
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
子

ど
も
は
、
フ
ロ
ア
い
っ
ぱ
い
の
お
城
を
作
り
た
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
者
は
巨
大
な
宇
宙
戦
艦
を
作
っ
て
み
た
い
と
思

う
か
も
し
れ
な
い
。
十
分
主
義
的
な
基
準
で
遊
ば
せ
た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
ブ
ロ
ッ
ク
は
底
を
尽
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
特
に
ギ

ミ
ッ
ク
の
あ
る
パ
ー
ツ
は
希
少
で
あ
り
、
誰
が
そ
れ
を
使
う
の
か
は
、
大
き
な
争
い
の
種
だ
。
こ
う
し
た
場
合
、
最
初
に
全
て
の
パ
ー

ツ
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
平
等
な
配
分
を
得
た
う
え
で
、
そ
の
中
で
最
善
の
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と

が
妥
当
な
解
決
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
さ
な
お
家
を
作
る
こ
と
で
満
足
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
多
く
の
パ
ー
ツ
を
余
ら
せ
る

子
ど
も
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
は
自
主
的
に
バ
ケ
ツ
に
戻
せ
ば
よ
い
。
我
々
の
人
生
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
即
ち
、

こ
の
世
界
は
希
少
性
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
世
界
に
生
き
る
存
在
は
、
そ
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
対
し
方
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
定
の
希
少
性
の
制
約
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ず
っ
と
下
に
人
々
の
願
望
の
総
計
が
位
置
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
平
等
主
義
を
と
ら
な
く
と
も
う
ま
く
い
く
。
う
ま
く
い
く
の
は
、
問
題
消
失
状
況
で
あ
る
か
ら
だ
。
生
産
が
爆
発
的
に
増
大
し
、

誰
も
が
好
き
な
だ
け
取
っ
て
も
な
お
有
り
余
る
の
で
あ
れ
ば
、
分
配
問
題
自
体
が
消
失
し
、
国
家
は
役
割
を
終
え
て
死
滅
す
る
と
さ
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れ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
こ
の
世
界
は
、
主
観
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
全
員
の
願
望
を
満
足
さ
せ
、
分
配
問
題
を
消
失
さ
せ
る
ほ
ど

に
、
豊
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

︵
２
︶　

客
観
的
十
分
主
義

　

十
分
な
水
準
を
主
観
的
に
定
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
絶
望
的
で
あ
る
が
、
十
分
主
義
が
と
り
う
る
も
う
一
つ
の
理
路
と
し
て
、
客

観
的
十
分
主
義
が
あ
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
﹁
満
足
す
る
の
が
適
正
で
あ
る
﹂
と
す
る
観
点
を
、
他
者
か
ら
の
も
の
と

し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
客
観
的
な
十
分
主
義
に
お
い
て
は
、
本
人
が
﹁
ま
だ
十
分
で
は
な
い
﹂
と
叫
ん
で
も
、﹁
も
う
十
分

だ
ろ
う
﹂
と
い
う
他
者
の
声
に
よ
っ
て
諫
め
ら
れ
る
。

　

客
観
的
十
分
主
義
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
十
分
で
あ
る
と
い
う
基
準
を
見
出
す
う
え
で
、
世
界
の
資
源
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
と

は
独
立
に
、
十
分
な
水
準
が
定
ま
る
と
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
、
世
界
の
資
源
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
参
照
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

　

前
者
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
の
利
用
可
能
な
資
源
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
、
人
の
必
要
を
客
観
的
に
導
け
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
種
、
抽
象
化
さ
れ
た
﹁
人
類
﹂
の
一
個
の
個
体
に
お
い
て
、
必
要
と
す
る
資
源
量
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
人
間
と
い
う
個
体
が
生
存
に
必
要
と
す
る
カ
ロ
リ
ー
は
、
生
物
学
的
根
拠
に
応
じ
て
定
ま
る
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
外

的
資
源
状
況
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
健
康
を
害
さ
な
い
よ
う
に
外
気
温
に
対
し
て
一
定
の
保
温
効
果
を
持
っ
た
衣
類
が

何
ミ
リ
の
厚
さ
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
、
外
的
資
源
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
、
定
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
人
々
の
必

要
水
準
の
資
源
量
は
、
外
的
資
源
と
は
独
立
に
客
観
的
か
つ
永
続
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
水
準
を
充
足
状
態
と
は
み
な
し
て
い
な
い
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
次
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
明
言
し
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て
い
る
。

お
金
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
か
や
り
く
り
で
き
る
ギ
リ
ギ
リ
の
お
金
が
あ
る
と
か
、
生
活
を
な
ん
と
か

耐
え
ら
れ
る
も
の
に
で
き
る
程
度
の
お
金
が
あ
る
と
い
う
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
重

要
だ
。
人
々
は
、
か
つ
か
つ
の
生
活
を
す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
の
が
普
通
だ
。
充
足
性
の
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
人
々
が
経
済

的
な
悲
惨
を
避
け
る
の
に
十
分
な
お
金
が
あ
る
こ
と
だ
け
が
お
金
の
面
で
道
徳
的
に
重
要
な
分
配
上
の
懸
念
だ
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
か
つ
か
つ
暮
ら
せ
る
だ
け
の
お
金
が
あ
る
と
自
然
に
言
え
る
人
物
は
、
充
足
性
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
ま
っ
た

く
十
分
に
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

絶
対
的
貧
困
を
わ
ず
か
に
脱
す
る
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
な
指
標
と
し
て
妥
当
な
水
準
を
策
定
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ

れ
な
り
に
豊
か
な
水
準
︵decent m

inim
um

︶
と
な
る
と
、
外
的
資
源
の
状
況
を
参
照
せ
ず
に
必
要
の
絶
対
的
水
準
を
客
観
的
に

定
め
る
こ
と
は
、
困
難
に
直
面
す
る
。
例
え
ば
、
船
で
世
界
一
周
旅
行
を
し
て
み
た
い
と
い
う
願
望
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
二
一
世
紀
の
日
本
に
暮
ら
す
普
通
の
市
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
叶
わ
ぬ
夢
で
は
な
い
。
一
〇
〇
万
円
く
ら
い
貯
め
れ
ば
そ

れ
が
叶
い
そ
う
な
こ
と
が
、
喫
茶
店
に
よ
く
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
そ
の
程
度
の
願
望
を
持
つ
こ
と
を

豊
か
な
水
準
の
う
ち
に
含
め
て
も
、
妥
当
性
を
欠
く
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
四
三
五
年
前
の
世
界
で
あ
っ
た
ら
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
使
節
団
の
一
員
に
で
も
な
ら
な
い
限
り
、
そ
れ
を
叶
え
ら
れ
る
日
本
人
は
い
な
い
。
戦
国
時
代
に
そ
れ
を
夢

見
る
こ
と
は
、
妥
当
な
要
求
で
は
あ
り
え
な
い
。
二
〇
一
七
年
の
豊
か
な
水
準
と
、
一
五
八
二
年
の
豊
か
な
水
準
と
は
、
常
識
的
に

一
致
し
な
い
。
一
致
し
な
い
の
は
、
外
的
資
源
の
状
況
が
異
な
る
か
ら
だ
。
で
は
、
外
的
資
源
を
参
照
し
な
い
客
観
的
観
点
か
ら
は
、
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世
界
一
周
旅
行
を
そ
れ
な
り
に
豊
か
な
水
準
に
含
め
る
の
か
、
含
め
な
い
の
か
？　

ど
ち
ら
で
あ
れ
、
妥
当
な
結
論
と
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

生
物
学
的
根
拠
と
は
違
う
視
角
か
ら
必
要
の
絶
対
的
水
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人

間
と
い
う
種
が
社
会
的
動
物
で
あ
る
点
に
注
目
し
、
単
に
個
体
の
維
持
で
は
な
く
、
集
団
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
必
要
を
捉
え
よ

う
と
す
る
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
人
間
と
い
う
種
の
社
会
的
機
能
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を
充
足
性
の
水
準
に
定
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
か
つ
か
つ
の
生
活
水
準
よ
り
も
、
豊
か
な
水
準
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
関
係
性
の
維
持
に
必
要
な
量
は
、
固
体
の
維
持
に

必
要
な
量
に
追
加
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
民
主
的
平
等
の
理
論
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
民
主
的
平
等
に
必
要
な
十
分
な
量
は
、
人
々
に
対
等
な
関
係
と
し
て
の
尊
厳
の
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と
を
指
針

と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
市
民
社
会
に
お
い
て
各
人
の
地
位
の
対
等
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
公
民
的
市
民
と
し
て
の

必
要
と
経
済
的
市
民
と
し
て
の
必
要
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
十
分
で
あ
る
と
い
う
水
準
を
定
め
る
や
り
方
は
、

全
く
も
っ
て
倒
錯
と
し
て
映
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
仮
に
こ
の
種
の
試
み
が
妥
当
な
水
準
を
定
め
ら
れ
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
問
題

は
、
人
々
は
他
者
と
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
だ
け
に
資
源
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
私
的
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
も
資
源
を
欲
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
十
分
に
豊
か
な
生
活
︵decent m

inim
um

︶
は
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
が
︵
そ
し
て
外
的
資
源
を
参
照
せ
ず
に
は
失
敗
す
る
こ
と
を
見
た
が
︶、
社
会
的
機
能
は
そ
も
そ
も
こ
の
領
域
に
対

応
し
よ
う
と
す
ら
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
的
生
活
が
道
徳
的
に
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
外
的
資
源
を
参
照
せ
ず
に
充
足
性
の
基
準
を
客
観
的
に
定
め
る
試
み
は
、
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
残
る
は
、
外
的
資
源
を
参
照
し
て
客
観
的
観
点
か
ら
十
分
な
水
準
を
確
定
す
る
方
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
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し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
然
的
に
相
対
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
に
ど
れ
だ
け
の
資
源
が
存
在
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
相
関
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
本
人
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
充
足
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
他
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
か
と
い

う
点
と
も
相
関
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
他
者
の
資
源
の
消
費
は
、
確
実
に
、
本
人
の
消
費
可
能
な
資
源
量
を
目
減
り
さ
せ
る
か

ら
で
あ
る
。
も
う
こ
の
時
点
で
、﹁
ど
う
考
え
て
も
、
各
種
他
人
の
手
持
ち
の
お
金
の
量
は
、
そ
の
人
物
が
自
分
と
し
て
賢
明
か
つ

適
切
に
目
指
す
べ
き
生
活
に
必
要
な
も
の
と
は
、
何
ら
直
接
的
な
関
係
は
な
い
は
ず
だ
。﹂
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
当
初
の

直
観
は
、
破
綻
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
者
の
所
有
状
況
と
相
関
的
で
あ
る
よ
う
な
十
分
主
義
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な

る
の
か
を
見
届
け
て
か
ら
、
本
章
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
十
分
主
義
と
は
異
な
り
、
平
等
主
義
は
、
そ
も
そ
も
他
者
と
の
相
関
に
よ
っ
て
、
本
人
の
適
正

な
所
有
規
模
が
定
ま
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
即
ち
、
利
用
可
能
な
資
源
を
等
分
割
し
た
資
源
の
割
り
当
て
を
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
平
等
主
義
を
批
判
す
る
十
分
主
義
は
、
平
等
主
義
が
是
認
す
る
分
配
と
同
じ
結
論
を
導
く
こ
と
が
あ
り
え
る
と
し
て
も
、
少

な
く
と
も
、
違
う
結
論
を
導
く
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

論
理
的
可
能
性
と
し
て
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
設
定
さ
れ
る
十
分
な
水
準
が
、
等
分
割
に
お
け
る
割
り
当

て
よ
り
も
大
き
い
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
少
な
い
場
合
で
あ
る
。
大
き
い
場
合
で
は
、
等
分
割
し
た
割
り
当
て
よ
り
も
多
く
を

各
人
の
必
要
量
と
し
て
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
万
人
に
十
分
に
保
障
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
社
会
全
体
が
貧
困
で
あ

る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
不
足
が
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
閾
値
効
果
が
発
生
す
る
よ
う
な
極
度
の
貧
困
社
会
と
な
る
が
、
閾
値
効
果

が
発
生
し
な
い
程
度
の
貧
困
で
あ
れ
ば
、
等
分
割
の
資
源
配
分
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︵
例
え
ば
、
全
員
が
十
分
な

水
準
に
対
し
て
八
〇
％
の
充
足
率
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
︻
図
1
︼︶。
こ
こ
に
平
等
主
義
と
の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
争

点
と
な
る
の
は
、
等
分
割
の
資
源
の
割
り
当
て
よ
り
も
少
な
い
水
準
を
十
分
な
水
準
と
し
て
想
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
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き
、
各
人
に
は
十
分
な
水
準
が
保
障
さ
れ
る
権
利
が
認
め
ら
れ
︵
そ
れ
が
生
物
的
機

能
と
社
会
的
機
能
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
形
で
特
定
さ
れ
た
豊
か
な
生
活
の
水
準
か
ら

構
成
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
︶、
そ
れ
で
も
な
お
余
剰
が
あ
る
状
況
と
な
る
。
十
分
主

義
理
論
に
と
っ
て
、
こ
の
余
剰
は
、
道
徳
的
関
心
を
向
け
る
必
要
の
な
い
部
分
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
暫
定
的
な
非
所
有
者
に
と
っ
て
無
関
心
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
余
剰
の
暫
定
的
な
所
有
者
に
と
っ
て
も
、
無
差
別
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
欲
し
い
と
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し
て

も
、
文
句
を
言
う
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
理
論
的
に
は
、
各
人
の
十
分
性
の
水

準
を
超
え
る
余
剰
は
、
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
道
徳
的
関
心
の

埒
外
だ
か
ら
、
誰
が
ど
う
所
有
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、
今
一
度
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、

敬
意
の
要
求
を
同
時
に
推
奨
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
誰
も
が
よ
り
多
く
得
る
に
値
し

な
い
と
き
に
は
、
差
別
的
に
扱
う
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。
敬
意
の
要
求
の
趣
旨
に
従

え
ば
、
等
分
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︻
図
２
︼。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
平
等

主
義
の
機
能
的
等
価
物
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
功
利
主
義
や
功

績
主
義
な
ど
に
お
い
て
は
、
余
剰
は
発
生
し
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
帰
結
に
は
至
ら

な
い
。
し
か
し
、
十
分
主
義
は
、
そ
の
内
在
的
な
理
論
だ
け
か
ら
は
、
平
等
主
義
と

違
う
形
で
余
剰
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
十
分
主
義
は
、

【図１】　貧困社会

十分線→

平等分配

十分基準に対して
80％の充足率

【図２】　十分主義と敬意の要求

平等分配
敬意の要求が
対応する領域

十分線→
豊かな生活

社会的機能

生物的機能
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余
剰
に
つ
い
て
の
配
分
を
定
め
る
別
の
原
理
と
結
合
し
な
け
れ
ば
、
平
等
主
義
と
区

別
さ
れ
う
る
理
論
と
し
て
完
結
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

別
の
原
理
と
結
合
さ
れ
た
場
合
、
下
限
付
き
の
功
利
主
義
や
下
限
付
き
の
功
績
主

義
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
理
論
が
、
例
え
ば
、
平
均
所
得
の

60
％
を
最
低
限
の
豊
か
な
水
準
と
設
定
し
た
と
し
よ
う
︻
図
３
︼。
こ
れ
を
下
回
る

と
き
は
十
分
主
義
が
適
用
さ
れ
、
上
回
る
と
き
は
結
合
さ
れ
る
原
理
︵
功
利
主
義
や

功
績
主
義
な
ど
︶
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
拡
張
案
を
採
用
し
た
と
し

て
も
、
依
然
と
し
て
、
下
限
の
ラ
イ
ン
を
な
ぜ
そ
こ
に
設
定
す
べ
き
な
の
か
と
い
う

疑
念
が
残
る
。
こ
れ
は
、
六
〇
％
で
切
る
こ
と
が
正
確
な
の
か
と
い
う
問
題
で
は
な

く
、
そ
も
そ
も
何
％
で
あ
れ
切
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
な
ぜ
妥
当
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

実
際
的
な
や
り
方
と
し
て
は
、
我
々
の
集
合
的
共
感
に
訴
え
る
と
い
う
方
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
社
会
の
構
成
員
に
、

最
低
限
の
豊
か
な
生
活
水
準
は
年
収
い
く
ら
く
ら
い
な
の
か
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
の
平
均
値
で
基
準
線
を
定
め
る
と
い
う
方
法
で

あ
る
。
そ
う
し
た
や
り
方
を
実
際
に
と
ら
な
く
と
も
、
我
々
の
政
治
社
会
は
、
最
低
限
の
生
活
保
障
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
一
定
の

水
準
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
現
れ
る
平
均
値
と
径
庭
の
な
い
範
囲

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
正
直
に
言
っ
て
、
こ
う
し
た
水
準
の
採
用
に
、
我
々
は
馴
致
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
種
の
順
応
的
な
選
好
形
成
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
妥
当
な
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
哲
学
的
に
妥
当
な
も
の
で

あ
る
と
、
な
ぜ
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

人
間
と
い
う
動
物
は
、
本
質
的
に
隣
人
の
経
済
状
態
が
自
分
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
安
心
し
、
平
穏
を
感
じ
る
よ
う
に
出

52 【図３】　十分主義と敬意の要求
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来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
利
用
で
き
る
便
利
な
家
電
製
品
の
ほ
と
ん
ど
な
い
昭
和
初
期
の
人
々
の
暮
ら
し
を
見
て
も
、
今

の
日
本
人
と
比
べ
て
遜
色
な
く
、
笑
顔
で
素
朴
に
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
一
〇
〇
年
前
は
、
さ
ら
に
貧
し
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
を

当
た
り
前
と
思
っ
て
不
満
を
抱
か
ず
に
暮
ら
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
環
境
に
順
応
し
て
幸
福
を
見
出
す
能
力
は
、
人
間

を
含
む
生
命
に
備
わ
っ
た
偉
大
な
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
種
は
絶
望
し
て
早
々
に
死
滅
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
能
力
の
お
か
げ
で
、
隣
人
と
し
て
の
接
点
を
そ
れ
ほ
ど
持
た
な
い
二
つ
の
住
民
の
生
活
水
準
を
比
較
し
た
と
き
、
一
方
の

社
会
で
の
相
対
的
貧
困
の
尺
度
が
、
他
方
の
社
会
の
平
均
的
生
活
水
準
で
あ
っ
て
も
、
不
満
は
そ
れ
ほ
ど
聞
こ
え
て
こ
な
い
の
だ
ろ

う
。

　

な
お
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
水
準
設
定
を
平
等
主
義
者
が
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
資
源

の
平
等
の
制
度
構
想
と
し
て
、
最
低
限
の
収
入
保
障
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
本
稿
冒
頭
で
も
み
た
。
そ
う
し
た
場
合
は
、
少
な
く

と
も
平
等
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
恣
意
的
で
は
な
い
も
の
と
し
て
説
得
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
十
分
主
義
は
こ
う
し
た

説
明
を
欠
い
て
お
り
、﹁
十
分
だ
か
ら
十
分
な
ん
だ
﹂
と
一
方
的
に
直
観
的
確
信
を
繰
り
返
す
の
み
な
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
平
等
主
義
の
立
場
か
ら
、
十
分
主
義
に
対
峙
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
擁
護
す
べ
き
立
脚
点

と
な
る
平
等
主
義
を
定
め
︵
一
章
︶、
十
分
主
義
か
ら
平
等
主
義
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
応
答
し
た
︵
二
章
︶。
平
等
に
意
味
が
な
い

と
す
る
論
点
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
目
的
論
的
平
等
主
義
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
批
判
に
は
同
意
す
る
が
、
本
稿
の
依
拠
す
る

平
等
主
義
に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
こ
と
を
み
た
︵
二
章
︵
１
︶︶。
閾
値
効
果
の
論
点
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
被
分
配
項
の
変
換
や

53
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事
後
的
取
引
を
一
切
認
め
な
い
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
に
過
ぎ
ず
、
少
数
者
の
犠
牲
に
よ
っ
て
多
数
者
が
利
益
を
得
る
よ
う
な
事
例

に
お
い
て
は
、
正
義
と
し
て
の
平
等
主
義
は
対
応
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
正
義
の
範
疇
の
外
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︵
二
章

︵
２
︶︶。
さ
ら
に
、
疎
外
効
果
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
主
義
が
平
等
主
義
以
上
に
欲
望
の
肥
大
化
と
い
う
問
題
の
あ
る
帰
結
を

招
い
て
し
ま
い
う
る
こ
と
を
見
た
︵
二
章
︵
３
︶︶。
一
方
、
十
分
主
義
が
必
要
と
す
る
充
足
性
水
準
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

主
観
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
源
の
希
少
性
と
い
う
前
提
を
欠
い
た
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
我
々
の
世
界
に
は
妥

当
し
な
い
態
度
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︵
三
章
︵
１
︶︶。
他
方
、
客
観
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
な
り
に
豊
か
な
水
準
に
つ
い

て
、
外
的
資
源
と
は
独
立
に
絶
対
的
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
失
敗
し
、
外
的
資
源
と
相
関
的
に
設
定
す
る
と
き
に
は
、
平
等
主

義
の
機
能
的
等
価
物
と
な
る
か
、
馴
致
さ
れ
た
基
準
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
み
た
︵
三
章
︵
２
︶︶。

　

そ
も
そ
も
、
平
等
主
義
は
、
人
々
の
権
利
と
義
務
の
割
り
当
て
が
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
隣
人
の
境
遇
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ

と
を
当
然
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
平
等
主
義
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
の
状
況
が
全
く
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
隣
人
の
状
況
が
異
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
の
権
利
義
務
関
係
が
大
き
く
変
化
す
る
。
あ
る
人
が
、
三
八
度
の
熱
に
う
な
さ
れ
、
ひ
ど
く
身
体
が
だ
る

い
と
き
、
そ
の
隣
人
︵
例
え
ば
家
族
︶
が
健
康
で
あ
る
な
ら
ば
、
看
病
を
し
て
も
ら
え
る
立
場
に
あ
る
。
他
方
、
大
戦
中
の
塹
壕
の

中
で
、
隣
人
で
あ
る
戦
友
た
ち
が
も
っ
と
ひ
ど
い
病
気
や
怪
我
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
看
病
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

立
場
に
な
る
。

　

十
分
主
義
者
は
、
自
分
自
身
の
権
利
や
義
務
が
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
他
者
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
奇
妙
で

あ
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
平
等
主
義
の
他
者
相
関
性
は
、
実
際
的
な
美
点
で
も
あ
り
、
理
論
的
に
も
当
然
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
実
際
的
な
美
点
と
し
て
は
、
人
々
が
直
面
す
る
ど
の
よ
う
な
分
配
問
題
に
お
い
て
も
、
理
に
適
っ
た
立
脚
点
を
提

示
で
き
る
点
で
あ
る
。
一
万
二
千
年
前
の
氷
河
期
の
社
会
で
あ
れ
、
千
年
後
の
超
未
来
社
会
で
あ
れ
、
希
少
性
の
制
約
の
も
と
に
あ
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る
人
間
集
団
が
、
正
義
に
適
っ
た
道
徳
的
解
決
を
必
要
と
す
る
い
か
な
る
局
面
で
も
、
平
等
主
義
は
有
効
な
指
針
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
正
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
功
利
主
義
に
は
そ
れ
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
確
認
し
た
と
お
り
、
十

分
主
義
に
は
不
十
分
な
形
で
し
か
そ
れ
が
で
き
な
い
。

　

理
論
的
に
も
当
然
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
正
義
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
現
出
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
井
上
達

夫
が
﹁
正
義
定
式
は
、
あ
る
一
つ
の
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
何
も
指
示
し
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
の
場
合
の
取
り
扱
い
に
関
わ

る
。︵
三
つ
以
上
の
場
合
の
取
り
扱
い
の
問
題
は
二
つ
の
場
合
の
そ
れ
に
還
元
で
き
る
。︶﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
正
義
は
他
者
の

存
在
を
前
に
し
て
発
生
す
る
相
関
的
な
事
象
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
に
正
義
は
成
立
し
な
い
。
フ
ァ
ラ

デ
ー
の
登
場
と
と
も
に
、
正
義
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
人
の
存
在
だ
け
か
ら
理
論
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る

十
分
主
義
は
、
正
義
の
理
論
と
し
て
破
綻
を
起
こ
し
て
当
然
な
の
で
あ
る
。

注
釈

︵
１
︶　Parfit (1995)(2002)

︵
２
︶　A

nderson (1999)

︵
３
︶　Frankfurt (1987), (2015)

︵
４
︶　Sen (1992) p.3.

︵
訳
書p.4.

︶

︵
５
︶　ibid. p.2.

︵
訳
書p.3.

︶

︵
６
︶　ibid. p.19.

︵
訳
書p.25.

︶

︵
７
︶　D

w
orkin (2000) p.128.

︵
訳
書pp.178-179.

︶

︵
８
︶　ibid. (1977,1978) p.273.

︵
訳
書p.66.

︶

55



52巻２号　（2018. １）　（　　）206

論　　説

︵
９
︶　ibid. (2000) p.5.

︵
訳
書p.12.

︶

︵
10
︶　

他
の
言
い
換
え
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。﹁
平
等
な
存
在
者
と
し
て
処
遇
を
受
け
る
権
利(right to treatm

ent as an 

equal)

﹂ibid. (1977,1978), p.273.

︵
訳
書p.66.

︶、﹁
平
等
な
配
慮(equal concern)

﹂ibid. (2000), p.1.

︵
訳
書p.1.

︶、﹁
平
等
な

価
値
の
原
理
﹂ibid. p.5.

︵
訳
書p.12.

︶、﹁
本
質
的
価
値
の
原
理(principle of intrinsic value)

﹂
と
﹁
個
人
的
責
任
の
原
理(principle 

of personal responsibility)

﹂ibid. (2006), pp.9-10. (

訳
書pp.15-16.)

、﹁
自
尊
の
原
理(principle of selfrespect)

﹂
と
﹁
真
正
性

の
原
理(principle of authenticity)

﹂ibid. (2011), pp.203-204.　

な
お
、
そ
の
検
討
と
し
て
は
、
藤
岡(2013),(2015)

を
参
照
。

︵
11
︶　

そ
の
検
討
と
し
て
は
、
藤
岡(2002),(2014a), (2014b)

な
ど
を
参
照
。

︵
12
︶　D

w
orkin (1981a), (1981b), (2002)

︵
13
︶　A

rneson (1989)
な
ど
。
な
お
、C

ohen (1989)

も
そ
れ
に
近
い
理
論
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。D

w
orkin(2000) ch.7.

︵
訳
書 

第
七
章
︶

︵
14
︶　Sen (1992) ch.3. ︵
訳
書　

第
三
章
︶
な
ど
。

︵
15
︶　D

w
orkin (2000) pp.92-109.

︵
訳
書pp.135-152.

︶

︵
16
︶　bid. (1985), p.191.

︵
訳
書p.258.
︶, ibid. (2000), p.128.

︵
訳
書p.178.

︶, p.131.

︵
訳
書p.182.

︶, ibid. (2006) pp.9-11.

︵
訳
書

pp.15-18.

︶

︵
17
︶　K

ym
licka (2002) pp.3-5.

︵
訳
書pp.5-8.
︶

︵
18
︶　

平
等
主
義
的
土
台
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
と
し
て
、
井
上
彰(2017) pp.50-52.　

な
お
、
藤
岡(2015)

に
お
い
て
は
、
拒

否
す
る
側
に
、
拒
否
す
る
こ
と
で
ダ
メ
ー
ジ
が
及
ぶ
こ
と
を
指
摘
し
た
。

︵
19
︶　

藤
岡(2015)

で
は
、
運
の
平
等
を
推
定
す
る
ほ
ど
に
濃
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
指
摘
し
た
。

︵
20
︶　D

w
orkin (2000) p.17.

︵
訳
書26-27.

︶

︵
21
︶　ibid. pp.66-67.

︵
訳
書p.96.

︶

︵
22
︶　Frankfurt (2015) p.7.

︵
訳
書p.16.

︶

︵
23
︶　ibid. p.6.

︵
訳
書p.15.

︶

︵
24
︶　ibid. pp.17-34.

︵
訳
書pp.24-38.

︶
に
お
い
て
は
、
こ
の
他
に
限
界
効
用
逓
減
に
つ
い
て
の
議
論
も
展
開
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
検



　（　　）　52巻２号　（2018. １）207

平等主義者からの十分主義への批判

討
外
と
す
る
。

︵
25
︶　ibid. p.5.

︵
訳
書p.14.

︶

︵
26
︶　ibid. pp.5-6.

︵
訳
書p.14.

︶

︵
27
︶　Parfit (2002) p.84.

︵
28
︶　Frankfurt (2015) p.16.

︵
訳
書p.23.

︶

︵
29
︶　D

w
orkin (2000) p.5.

︵
訳
書p.12.

︶

︵
30
︶　Frankfurt (2015) p.65.

︵
訳
書p.66.

︶

︵
31
︶　ibid. pp.79-84.
︵
訳
書p.78-82.

︶

︵
32
︶　ibid. p.78.

︵
訳
書p.77
︶

︵
33
︶　ibid. p.82.

︵
訳
書p.81.
︶

︵
34
︶　

井
上
達
夫(1986) pp.36-43, 108-115.

︵
35
︶　ibid. pp.43-63, 115-119.

︵
36
︶　

功
利
主
義
者
が
、
今
い
る
皆
の
中
で
、
自
分
が
最
も
こ
の
料
理
に
対
す
る
幸
福
感
受
能
力
が
高
い
か
ら
、
自
分
が
食
べ
る
の
が
正
当
で

あ
る
と
言
っ
て
、
そ
の
料
理
を
口
に
入
れ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

︵
37
︶　Frankfurt (2015) pp.34-35.

︵
訳
書p.39
︶

︵
38
︶　ibid. p.7.

︵
訳
書p.16.

︶

︵
39
︶　

例
え
ば
、
一
／
一
〇
〇
〇
〇
の
確
率
で
、
確
実
に
助
か
る
権
利
を
割
り
当
て
る
く
じ
に
変
換
し
て
み
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
誰
し
も

一
／
一
〇
〇
〇
〇
の
確
率
で
確
実
に
助
か
る
こ
と
が
で
き
、
同
乗
者
は
付
随
的
に
助
か
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
／
一
〇
〇
〇
〇
の
確
率
で
は
、

一
人
を
助
け
る
た
め
に
一
〇
〇
〇
〇
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
起
き
る
の
は
、
一
／
一
〇
〇
〇
〇
で
あ
る
。
50
％
の
く

じ
よ
り
も
グ
ロ
テ
ス
ク
で
は
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
人
の
側
は
納
得
し
て
く
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
被
分
配
項
の
変
換
で
は

う
ま
く
対
処
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

︵
40
︶　

井
上
達
夫(1986) pp.48,50-51. 

に
お
い
て
、
愛
と
道
徳
的
英
雄
と
が
、
正
義
の
外
に
在
る
道
徳
的
価
値
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

︵
41
︶　Frankfurt (2015) pp.11-12.

︵
訳
書p.19.

︶



52巻２号　（2018. １）　（　　）208

論　　説

︵
42
︶　ibid. pp.12-13.

︵
訳
書p.20-21.

︶

︵
43
︶　D

w
orkin (2000) p.28. (

訳
書p.42.)　

資
源
の
先
行
性
に
つ
い
て
の
検
討
と
し
て
、
藤
岡(2014b) pp.11-15.

︵
44
︶　H

irose (2015) ch.5.

︵
訳
書　

第
五
章
︶

︵
45
︶　Frankfurt (2015) pp.48-49.

︵
訳
書p.51-52.

︶

︵
46
︶　

実
際
に
事
前
に
厳
密
な
方
法
を
と
ら
な
く
て
も
、
全
体
の
パ
ー
ツ
量
と
そ
れ
に
対
す
る
平
等
な
分
配
を
推
定
し
て
、
事
後
的
に
解
決
を

す
る
の
で
も
よ
い
。

︵
47
︶　

藤
岡(2002) pp.182-183.

に
お
い
て
も
、
同
様
の
指
摘
。

︵
48
︶　Frankfurt (2015) p.49.

︵
訳
書p.52.

︶

︵
19
︶　A

nderson (1999) pp.289. pp.312-317.

︵
50
︶　ibid. pp.316-317, pp.321-326.

︵
51
︶　Frankfurt (2015) p.11.
︵
訳
書p.19.

︶

︵
52
︶　H

irose (2015) pp.127-129.

︵
訳
書pp.158-160.

︶
で
は
、
正
確
さ
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
と
は
み
な

し
て
い
な
い
。

︵
53
︶　

相
対
的
貧
困
と
絶
対
的
貧
困
に
つ
い
て
は
、
石
井(2014)

な
ど
を
参
照
。

︵
54
︶　D

w
orkin(2000) pp.92-109.

︵
訳
書pp.135-152.
︶

︵
55
︶　

井
上
達
夫(1986) p.45.

参
考
文
献

A
nderson, E

lizabeth(1999),” W
hat Is the Point of E

quality?,” E
thics 109, T

he U
niversity of C

hicago, pp.287-337.

A
rneson, R

ichard (1989), ” E
quality and E

quality of O
pportunity for W

elfare,”  Philosophhical Studies 56, pp.77-93.

C
ohen, G

.A
. (1989), ” O

n the C
urrency of E

galitarian Justice,”  E
thics 99, T

he U
niversity of C

hicago, pp. 906-944.

D
w

orkin, R
onald (1977, 1978), Taking R

ights Seriously, D
uckw

orth.

︵
小
林
公
訳
﹃
権
利
論
Ⅱ
﹄、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
一
︶

----(1981a), “ W
hat is E

quality? Part1:E
quality of W

elfare,”  Philosophy and Public A
ffairs 10, pp. 185-246.



　（　　）　52巻２号　（2018. １）209

平等主義者からの十分主義への批判
----(1981b), “ W

hat is E
quality? Part2:E

quality of R
esources,” Philosophy and Public A

ffairs 10, pp. 283-345.

----(1985), A
 M

atter of Principle, H
arvard U

niversity Press.

︵
森
村
進
・
鳥
澤
円
訳
、﹃
原
理
の
問
題
﹄、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
︶

----(2000), Sovereign V
irtue, H

arvard U
niversity Press.

︵
小
林
公
・
大
江
洋
・
高
橋
秀
治
・
高
橋
文
彦
訳
﹃
平
等
と
は
何
か
﹄、
木
鐸
社
、

2002
︶

----(2006), Is D
em

ocracy Possible H
ere? Princeton U

niversity Press.

︵
水
谷
英
夫
訳
﹃
民
主
主
義
は
可
能
か
？
﹄
信
山
社
、
二
〇
一
六
︶ 

----(2011), Justice for H
edgehogs, T

he B
elknap Press of H

arvard U
niversity Press.

Frankfurt, H
arry G

. (1987), “ E
quality as a M

oral Ideal,”  E
thics 98, T

he U
niversity of C

hicago 98.

----(2015), O
n Inequality, Princeton U

.P. ︵
山
形
浩
生
訳
﹃
不
平
等
論
﹄
筑
摩
書
房
、2016

︶

H
irose, Iw

ao(2015), E
galitarianism

, R
outledge.

︵
斉
藤
拓
訳
﹃
平
等
主
義
の
哲
学
﹄、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
︶

K
ym

licka, W
ill(2002), C

ontem
porary Political Philosophy:  A

n Introduction Second edition, O
xford U

niversity Press.

︵
千
葉

眞
・
岡
崎
晴
輝
訳
﹃
新
版　

現
代
政
治
理
論
﹄、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
︶

Parfit, D
erek(1995), E

quality or Priority?,  Lindley Lecture. Law
rence, K

S: U
niversity of K

ansas.

----(2002), “ E
quality or Priority?,”  M

atthew
 C

layton and A
ndrew

 W
illiam

s (eds.) T
he Ideal of E

quality. Palgrave M
acm

illan, 

pp.81-125.

Sen, A
m

artya (1992), Inequality R
eexam

ined, H
arvard U

niversity Press.

︵
池
本
幸
生
・
野
上
裕
生
・
佐
藤
仁
訳
﹃
不
平
等
の
再
検
討
﹄、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
︶

石
井
光
太 (2014)

、﹃
世
界
﹁
比
較
貧
困
学
﹂
入
門
﹄、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書

井
上
彰 (2017)

、﹃
正
義
・
平
等
・
責
任
﹄、
岩
波
書
店

井
上
達
夫 (1986)

、﹃
共
生
の
作
法
﹄、
創
文
社

藤
岡
大
助 (2002

︶、﹁
分
配
的
正
義
に
お
け
る
平
等
論
の
検
討
－
資
源
ア
プ
ロ
ー
チ
の
擁
護
﹂、﹃
國
家
學
會
雑
誌
﹄
一
一
五
巻
／
一
一･

一
二
号
、

pp.1257-1322.

----(2013)

、﹁
平
等
主
義
は
存
在
す
る
か
？
﹂、﹃
亜
細
亜
法
学
﹄
四
八
巻
／
一
号
、pp.113-142.



52巻２号　（2018. １）　（　　）210

論　　説
----(2014a)

、﹁
難
破
船
と
キ
ャ
ン
プ
旅
行
﹂、﹃
亜
細
亜
法
学
﹄
四
八
巻
／
二
号
、pp.1-32.

----(2014b)

、﹁
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
擁
護
論
﹂、﹃
亜
細
亜
法
学
﹄
四
九
巻
／
一
号
、pp.1-23.

----(2015)

、﹁
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
抽
象
的
平
等
原
理
に
よ
る
＂
解
釈
的
正
当
化
＂
に
つ
い
て
﹂、﹃
亜
細
亜
法
学
﹄
四
九
巻
／
二
号
、pp.55-83.


