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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
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一　

は
じ
め
に

　

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
自
身
の
正
義
構
想
で
あ
る
「
資
源
の
平
等
」
理
論
の
正
当
性
を
様
々
に
論
証
し
よ
う
と
し
て
き 

た
。
そ
の
営
み
の
中
で
、
抽
象
的
平
等
原
理
に
依
拠
し
た
正
当
化
は
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
抽
象
的
平
等
原
理
を

1

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
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正
義
構
想
が
お
し
な
べ
て
受
容
し
て
い
る
│
│
な
い
し
、
受
容
す
べ
き
│
│
理
念
と
し
て
措
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
最
善
の
解
釈
と

し
て
「
資
源
の
平
等
」
と
い
う
具
体
的
な
正
義
構
想
を
導
き
出
す
と
い
う
論
証
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
を
、
本
稿
で
は
「
解
釈
的

正
当
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
こ
の
解
釈
的
正
当
化
に
対
し
て
は
、
構
造
的
と
も
い
え
る
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
果
た

し
て
、
こ
の
論
難
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
意
図
し
た
ほ
ど
に
は
論
証
の
役
に
は
立
っ
て

い
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
本
稿
の
検
討
課
題
で

あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
一
般
的
な
議
論
の
図
式
か
ら
「
解
釈
的
正
当
化
」
の
論
証
構
造
の
特
徴
を
示
す
（
二
）。
そ
の
う
え
で
、
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
の
主
要
な
著
作
を
辿
り
、
解
釈
的
正
当
化
の
軌
跡
を
概
観
し
（
三
）、
さ
ら
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
向
け
ら
れ
た
疑
義
を

参
照
す
る
（
四
）。
以
上
の
予
備
的
考
察
の
後
、
か
か
る
解
釈
的
正
当
化
の
意
義
を
、
井
上
達
夫
の
正
義
概
念
論
を
手
掛
か
り
に
検

討
す
る
（
五
）。
結
論
と
し
て
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
的
正
当
化
に
は
意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

二　
〝
解
釈
的
正
当
化
〞
の
構
造

　

そ
も
そ
も
議
論
な
る
も
の
が
成
立
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
便
宜
的
に

そ
の
要
件
を
、
①
差
異
性
、
②
共
通
性
、
③
優
越
性
、
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

①
差
異
性

2
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議
論
は
、
対
立
の
中
に
生
じ
る
。
あ
る
者
が
結
論
と
し
て
主
張
Ａ
を
支
持
し
、
対
抗
者
が
主
張
Ａ
と
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
主
張

Ｂ
を
支
持
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
起
点
と
な
る
。
議
論
の
結
果
、
い
ず
れ
か
が
説
得
さ
れ
て
、
当
初
の
立
場
を
変
容
さ
せ
、
相

手
の
立
場
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
よ
り
よ
き
別
の
解
決
が
示
さ
れ
、
両
者
は
当
初
の
対
立
的
な
立
場

を
捨
て
去
る
か
も
し
れ
な
い
。
議
論
は
対
立
の
解
決
を
目
指
し
て
営
ま
れ
る
営
為
で
は
あ
る
が
、
そ
の
始
点
に
お
い
て
は
対
立
が
存

在
し
、
両
者
の
支
持
す
る
命
題
に
は
排
他
的
な
差
異
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
共
通
性

　

議
論
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
両
者
は
共
通
の
基
盤
│
│
な
い
し
は
、
共
通
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
│
│
の
上
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
基
盤
は
、
両
者
の
差
異
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
者
同

士
に
お
い
て
、
一
方
は
、「
こ
の
土
地
は
、
俺
の
も
の
だ
。
認
め
な
け
れ
ば
痛
い
目
を
見
る
ぞ
」
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
他
方

が
「
こ
の
土
地
は
、
私
の
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
前
の
所
有
者
に
対
し
て
正
当
な
対
価
を
支
払
っ
て
譲
り
受
け
た
も
の
だ
か
ら
だ
。」

と
主
張
し
て
い
た
場
合
、
両
者
は
言
葉
は
交
わ
し
て
い
て
も
、
議
論
は
し
て
い
な
い
。
前
者
は
暴
力
的
空
間
に
お
い
て
そ
の
予
測
を

言
葉
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
道
徳
的
空
間
に
お
い
て
正
当
性
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
が
前
者
に
合
わ
せ
る

な
ら
ば
、
例
え
ば
、
公
権
力
が
前
者
を
打
擲
し
、
土
地
が
前
者
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
場
合
、
共
通
の
基
盤
は
「
暴
力
的
空
間
に
お
け
る
予
測
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
競
合
す
る
主
張
同
士
の
議
論
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
前
者
が
後
者
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
ら
の
所
有
を
正
当
化
す
る
道
徳
的
な
論
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
共
通
の
基
盤
は
「
道
徳
的
正
当
性
」
で
あ
る
。
学
術
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
す
れ
違
い
は
起
こ
ら

な
い
が
、
そ
の
ぶ
ん
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
微
細
な
差
異
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
共
通
の
基
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盤
が
狭
け
れ
ば
狭
い
ほ
ど
、
議
論
は
よ
り
一
層
か
み
合
っ
た
も
の
と
な
る
。

③
優
越
性

　

議
論
は
、
主
張
を
正
当
化
す
る
営
み
で
あ
り
、
自
ら
の
主
張
が
そ
れ
と
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
相
手
の
主
張
よ
り
も
優
越
し
て
い

る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
優
越
性
の
論
拠
と
な
る
も
の
は
、
様
々
に
存
在
す
る
。
論
点
先
取
な
ど
の
相
手
の
論
証
方
法

自
体
の
不
備
を
突
く
方
法
、
相
手
の
依
拠
す
る
前
提
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
、
相
手
の
主
張
が
導
く
破
滅
的
帰
結
を
指
摘
す
る

こ
と
な
ど
、
様
々
に
あ
り
え
よ
う
。
時
に
は
、
仮
想
的
状
況
を
想
定
し
て
、
直
観
的
な
論
証
を
試
み
る
こ
と
も
あ
り
え
る
。
ど
の
よ

う
な
方
策
を
と
る
に
せ
よ
、
議
論
は
、
敵
を
見
定
め
、
そ
の
敵
に
対
す
る
自
ら
の
優
越
性
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、
議
論
は
①
差
異
性
、
②
共
通
性
、
③
優
越
性
を
要
件
と
す
る
。
通
常
の
議
論
は
、
模
式
的
に
表
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

＊
主
張
Ａ
と
主
張
Ｂ
と
は
、
互
い
に
排
他
的
な
主
張
で
あ
る
。

　

＊
主
張
Ａ
と
主
張
Ｂ
は
と
も
に
共
通
性
Ｃ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

＊
正
当
化
Ｊ
（
Ａ
）
が
主
張
Ａ
に
対
し
て
、
主
張
Ｂ
に
対
す
る
優
越
性
を
与
え
る
。

正
当
化
Ｊ（
Ａ
）

主
張
Ａ

≠
主
張
Ｂ

共
通
性
Ｃ
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一
般
的
な
論
証
に
お
い
て
は
、
正
当
化
の
論
拠
と
共
通
性
の
基
盤
と
は
独
立
な
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
解
釈
的
正
当
化
に
お
い

て
は
、
正
当
化
理
由
を
共
通
の
基
盤
の
中
か
ら
調
達
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
自
ら
と
論
敵
と
は
、
と
も
に
共
通
の
基

盤
に
立
脚
し
て
お
り
、
そ
の
共
通
の
基
盤
に
立
つ
以
上
は
、
そ
の
最
善
の
解
釈
と
し
て
、
自
ら
の
主
張
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
。
模
式
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

こ
う
し
た
解
釈
的
正
当
化
に
は
、
一
つ
の
大
き
な
強
み
が
あ
る
。
共
通
の
基
盤
そ
れ
自
体
が
自
ら
の
主
張
に
対
し
て
の
み
正
当
化

論
拠
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
敵
で
あ
る
Ｂ
も
既
に
共
通
の
基
盤
を
受
け
入
れ
て
い
る
以
上
、
Ｂ
を
矛
盾
を
孕
む
困
難
な
立
場
に

追
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
解
釈
的
正
当
化
を
為
そ
う
と
す
る
Ａ
の
側
に
も
、
困
難
が
あ
る
。
基
盤
の
共
通
性

を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
排
他
的
に
自
ら
の
主
張
の
み
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
基
盤
に
対
す
る

共
通
性
の
措
定
自
体
が
独
断
的
な
内
容
を
押
し
付
け
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
共
通
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
論
争
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
共
通
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
想
定
し
て
い
た
概
念
自
体
が
、
そ
れ
自
体
論
争
的
な
主
張
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
解
釈
的
正
当
化
は
、
意
図
し
た
よ
う
な
優
越
性
を
導
く
論
拠
と
は
な

り
え
ず
、
そ
の
目
論
見
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

次
章
以
下
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
行
っ
て
き
た
解
釈
的
正
当
化
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
解
釈
的
正
当
化
に
纏
わ
る
困

難
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

主
張
Ａ

≠
主
張
Ｂ

↑
正
当
化
Ｊ（
Ａ
）
共
通
性
Ｃ
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三　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
〝
解
釈
的
正
当
化
〞

　

ま
ず
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
軌
跡
を
辿
る
前
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
最
終
的
に
正
当
化
し
た
い
「
資
源
の
平

等
」
と
い
う
論
争
的
な
正
義
構
想
は
、
ア
メ
リ
カ
的
文
脈
に
お
け
る
政
治
的
ラ
ベ
ル
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
特
徴
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
政
治
的
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
保
守
派
」
と
対
峙
す
る
も
の

で
あ
る
。
経
済
的
側
面
に
お
い
て
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
は
本
人
に
帰
責
で
き
な
い
よ
う
な
不
遇
に
も
と
づ
く
格
差
に
対
し
て
補
償

の
必
要
を
認
め
、
一
定
の
再
分
配
政
策
を
支
持
す
る
。「
保
守
派
」
は
、
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
を
旨
と
し
、
格
差
に
対
す
る
補
償
を
忌

避
す
る
。
他
方
、
道
徳
的
価
値
判
断
の
側
面
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
は
、
各
人
の
自
己
決
定
を
可
能
な
限
り
尊
重
し
よ
う
と
す

る
の
に
対
し
て
、
保
守
派
は
、
モ
ラ
ル
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
一
定
の
優
位
性
を
承
認
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
政
治
理
論
に
お
い
て
も
、
内
部
対
立
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
同
じ
リ
ベ
ラ
ル
派
の
理
論
と
し
て
、「
資

源
の
平
等
」
で
は
な
く
「
厚
生
の
平
等
」
と
い
っ
た
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
正
義
構
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」
と
競
合
関
係
に
あ
る
が
、
終
局
的
な
結
論
を
導
く
う
え
で
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
論
証
も
当
然
必
要
で

あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
殊
に
解
釈
的
正
当
化
に
お
い
て
主
要
な
論
敵
と
し
て
い
る
の
は
、
保
守
派
の
正
義
構

想
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
的
正
当
化
は
、「
資
源
の
平
等
」
が
保
守
派
の
理
論
と
顕
著
な
対
立
を
見
せ
る
、「
不
遇
な
格
差
へ
の
補
償
」

と
「
自
己
決
定
の
尊
重
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
、
共
通
の
基
盤
か
ら
導
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
模
式
的
に
表
す
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

3

4
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な
お
、
解
釈
的
正
当
化
に
お
け
る
共
通
の
基
盤
と
し
て
据
え
る
理
念
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
そ
の
定
式
を
様
々
に
変
え

て
い
る
。「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利(entitled to its equal concern and respect)

」、「
平
等
な
存
在
者
と
し
て
処

遇
を
受
け
る
権
利
（right to treatm

ent as an equal

）」、「
倫
理
的
個
人
主
義
の
二
原
理
（tw

o principles of ethical 

individualism

）」
と
し
て
の
「
平
等
な
重
要
性
の
原
理
（principle of equal im

portance

）」
と
「
特
別
責
任
の
原
理
（principle 

of special responsibility

）」、「
抽
象
的
平
等
原
理
（abstract egalitarian principle

）」、「
平
等
な
配
慮
（equal conce

rn

）」、「
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

）」、「
自

尊
の
原
理
（principle of selfrespect

）」
と
「
真
正
性
の
原
理
（principle of authenticity

）」
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
ら
の
概
念
群
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
言
及
す
る
場
合
は
、「
抽
象
的
平
等
原
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

①　
『
権
利
論(Taking R

ights Seriously)

』（
一
九
七
七
）

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
権
利
論
』
に
お
い
て
は
、
共
通
の
基
盤
と
論
争
的
な
主
張
と
の
区
別
は
曖
昧
で
あ
り
、

従
っ
て
、
解
釈
的
正
当
化
と
い
う
枠
組
み
は
明
確
に
は
確
立
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
の
議
論
の
枢
要
な
論
点
は
こ
の
段
階
で
既

に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
抽
象
的
平
等
原
理
に
相
当
す
る
理
念
は
、「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に

資
源
の
平
等

・
不
遇
な
格
差
の
補
償

・
自
己
決
定
の
尊
重

≠≠≠

保
守
派
の
理
論

・
不
遇
な
格
差
の
補
償
の
否
認

・
自
己
決
定
の
限
定

正
当
化
Ｊ（
Ａ
）
↑

共
通
の
基
盤

5
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示
さ
れ
て
い
る
。

政
府
は
そ
の
支
配
に
服
す
る
人
々
を
配
慮
（concern

）
を
も
っ
て
│
│
す
な
わ
ち
苦
痛
を
感
じ
た
り
失
望
感
を
抱
い
た
り
す

る
こ
と
の
あ
り
う
る
人
間
と
し
て
│
│
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
尊
重
（respect

）
を
も
っ
て
│
│
す
な
わ
ち
自
分
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
る
べ
き
か
に
つ
い
て
理
性
的
な
観
念
を
形
成
し
、
そ
の
よ
う
な
観
念
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と

の
で
き
る
人
間
と
し
て
│
│
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
政
府
は
人
々
を
配
慮
と
尊
重
を
も
っ
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
も
っ
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
経
済
的
分
配
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
の
平
等
が
確
認
さ
れ
る
。

政
府
が
人
々
に
財
な
い
し
機
会
を
分
配
す
る
際
に
、
一
部
の
市
民
は
よ
り
大
き
な
配
慮
に
値
す
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
市
民
に

は
よ
り
多
く
の
財
や
機
会
を
与
え
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
不
平
等
な
分
配
を
行
っ
て
は
な
ら
な 

い
。

　

財
な
い
し
機
会
の
分
配
に
お
い
て
、
人
々
は
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
ど
の
よ
う

な
意
味
で
分
配
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
「
平
等
」
に
適
う
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
「
平
等
な
処

遇
を
受
け
る
権
利
」
と
「
平
等
な
存
在
者
と
し
て
処
遇
を
受
け
る
権
利
」
を
区
別
し
、
後
者
が
根
本
的
で
あ
る
と
す
る
。
前
者
は
、

財
や
機
会
と
い
う
具
体
的
な
分
配
対
象
が
等
量
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
等
し
い
価
値
を
持
つ
人
格

13
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と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
る
抽
象
的
な
権
利
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
後
者
か
ら
の
最
善
の
解
釈

と
し
て
支
持
さ
れ
る
場
合
に
の
み
正
当
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
後
者
の
解
釈
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ッ
セ

フ
ェ
ー
ル
下
に
お
け
る
経
済
活
動
へ
の
機
会
の
平
等
は
、
前
者
の
観
念
で
あ
り
え
て
も
、
後
者
の
観
念
に
お
い
て
平
等
で
な
け
れ
ば

棄
却
さ
れ
る
。
後
者
の
観
念
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
下
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に
あ
る

者
に
と
っ
て
も
、「
平
等
な
存
在
者
と
し
て
処
遇
を
受
け
る
権
利
」
を
満
た
さ
れ
て
い
る
と
説
明
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
接
の
言
及
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」
と
い
う
正
義
構
想
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
の
議
論
が
「
不

遇
な
格
差
へ
の
補
償
」
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
」
の
う
ち
、「
尊
重
」
に
関
わ
る
内
容
と
し
て
は
、
よ
り
直
接
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

ま
た
政
府
は
、
或
る
一
つ
の
集
団
に
と
っ
て
善
い
生
活
と
は
何
か
に
つ
い
て
一
人
の
市
民
が
抱
く
善
観
念
が
他
の
市
民
の
善
観

念
よ
り
高
貴
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
自
由
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
は
解
釈
的
正
当
化
と
い
う
枠
組
み
を
立
て
て
は
お
ら
ず
、
共
通
の
基
盤
と
論
争
的

な
主
張
と
の
区
別
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
事
実
、「
私
は
我
々
す
べ
て
が
政
治
道
徳
の
次
の
よ
う
な
要
請
を
受
け
容
れ
て
い
る
と
想
定

す
る
」
と
し
て
先
の
言
明
を
共
通
の
基
盤
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
平
等
の
リ
ベ
ラ
ル
な
観
念
」
で
あ
る
と
、
論
争

的
な
主
張
の
よ
う
に
も
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

16
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②　
『
原
理
の
問
題
（A

 M
atter of Principle

）』（
一
九
八
五
）

　

一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
原
理
の
問
題
』
で
は
、「
保
守
派
」
が
明
示
的
に
対
置
さ
れ
、
解
釈
的
正
当
化
の
構
図
が
完
全
に

確
立
さ
れ
て
い
る
。「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
」
は
、
保
守
派
で
あ
っ
て
も
、
リ
ベ
ラ
ル
派
で
あ
っ
て
も
、
受
け
入
れ

る
は
ず
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

現
代
の
政
治
の
中
で
は
、
政
府
が
す
べ
て
の
市
民
を
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
も
っ
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
広

い
含
意
が
あ
る
と
想
定
す
る
。
私
は
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
政
治
の
中
に
大
き
な
偏
見
の
力
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
し
か
し
平
等
な
配
慮
と
尊
重
と
い
う
抽
象
的
な
原
理
に
矛
盾
す
る
政
治
的
信
念
を
自
任
す
る
市
民
は
今
ほ
と
ん
ど
い
な

い
し
、
政
治
家
は
一
層
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
の
議
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
抽
象
的
な
原
理
が
特
定
の

ケ
ー
ス
で
何
を
要
求
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
人
々
の
と
ら
え
方
は
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
。

　

今
や
、「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
」
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
主
張
の
起
点
に
置
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
正
義

構
想
と
競
合
す
る
他
の
正
義
構
想
も
受
容
し
て
い
る
共
通
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
こ
の

共
通
の
基
盤
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
構
想
を
支
持
す
る
解
釈
を
導
く
こ
と
を
示
す
。
ま
ず
、「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
受
け
る
権
利
」

は
、「
自
己
決
定
の
尊
重
」
と
い
う
契
機
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

政
府
は
市
民
が
自
ら
の
平
等
な
価
値
に
つ
い
て
の
感
覚
を
失
う
こ
と
な
し
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
市

民
に
犠
牲
を
強
い
た
り
拘
束
を
課
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
抽
象
的
な
原
理
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
派
は
〈
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ

18
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ト
〉
の
道
徳
主
義
に
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
に
と
っ
て
特
定
の
生
き
方
が
最
も
価
値
が
あ
る
と
信
じ

て
い
る
自
尊
心
あ
る
人
物
な
ら
誰
で
も
、
そ
の
生
き
方
が
卑
し
い
と
か
下
等
だ
と
か
い
う
考
え
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
自
尊
心
あ
る
無
神
論
者
な
ら
誰
で
も
、
宗
教
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
共
同
体
が
そ
の
理
由
で
一
層
結
構
な
も
の
だ
と

同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
同
性
愛
者
は
同
性
愛
の
根
絶
が
共
同
体
を
純
化
す
る
と
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

他
方
、
平
等
な
配
慮
の
観
念
は
、「
不
遇
な
格
差
へ
の
補
償
」
と
い
う
契
機
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

家
族
の
富
や
形
式
的
・
非
形
式
的
教
育
の
お
か
げ
で
著
し
く
有
利
な
出
発
を
す
る
人
々
も
い
れ
ば
、
自
分
の
人
種
が
軽
蔑
さ
れ

て
い
る
せ
い
で
苦
し
む
人
々
も
い
る
。
誰
も
が
望
む
職
を
得
た
り
保
持
し
た
り
す
る
の
は
誰
か
を
決
め
る
際
に
、
偶
然
は
さ
ら

に
時
と
し
て
破
滅
的
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
れ
ら
の
明
白
な
不
公
正
を
別
に
し
て
も
、
人
々
は
技
能
も
知
性
も
生
ま
れ
な
が
ら

の
能
力
も
等
し
く
な
い
。
逆
に
人
々
は
、
自
分
の
選
択
の
た
め
で
な
し
に
、
市
場
が
報
奨
を
与
え
る
傾
向
の
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な

能
力
に
お
い
て
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
労
働
と
消
費
と
貯
蓄
に
つ
い
て
全
く
同
じ
選
択
を
す
る
意
思
、
い
や
欲
求
を

持
っ
た
人
々
の
中
で
も
、
あ
る
人
々
は
他
の
人
々
よ
り
も
少
な
い
資
源
し
か
得
ら
れ
ず
に
終
わ
る
。
説
得
力
あ
る
い
か
な
る
平

等
理
論
も
、
こ
の
こ
と
を
公
正
だ
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
段
階
で
、
解
釈
的
正
当
化
の
図
式
は
完
成
し
た
と
言
え
る
。
な
お
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
か
ら
の
リ
ベ
ラ

ル
な
解
釈
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
競
合
す
る
保
守
派
の
理
論
に
対
す
る
積
極
的
な
論
駁
も
展
開
し
て
お
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

の
正
義
構
想
が
解
釈
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
優
越
し
た
解
釈
で
あ
る
こ
と
も
示
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
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③　
『
平
等
と
は
何
か
？
（Sovereign V

irtue

）』（
二
〇
〇
〇
）

　

二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
平
等
と
は
何
か
？
』
に
お
い
て
は
、
や
や
フ
ォ
ー
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
そ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
の
権
利
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
、
倫
理
的
個
人
主
義
の
二

つ
の
原
理
を
導
入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
従
来
、「
平
等
な
尊
重
と
配
慮
」
と
い
う
タ
ー
ム
で
呼
ば
れ
て
き
た
共
通

性
の
基
盤
に
対
し
て
、「
平
等
な
配
慮
」
と
だ
け
呼
び
、「
尊
重
」
を
外
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
倫
理
的
個
人
主
義
の
二
原
理
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、「
平
等
な
重
要
性
の
原
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。

客
観
的
な
観
点
か
ら
み
て
、
人
間
の
生
は
無
駄
に
す
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
。

　

も
う
一
つ
は
、「
特
別
責
任
の
原
理
」
で
あ
り
、
そ
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

我
々
は
す
べ
て
人
間
の
生
の
成
功
が
客
観
的
に
み
て
平
等
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、
こ
の
成
功
に
対
し
て
特
別

の
最
終
的
な
責
任
を
負
う
の
は
一
人
の
人
間
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
生
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
人
自
身
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
は
、「
政
府
が
こ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
限
り
に
お
い
て
、
各
人
が
市
民
た
る
こ
と
以
外
の
事
柄
│

│
例
え
ば
各
人
の
経
済
的
背
景
、
性
別
、
人
種
、
あ
る
い
は
技
能
や
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
特
定
の
集
合
な
ど
│
│
に
関
し
て
ど
の
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よ
う
な
人
間
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
当
の
政
府
に
服
す
る
各
市
民
の
運
命
が
鈍
感
（insensitive

）
に
な
る
こ
と
を
保
障
す
る
」

こ
と
と
、「
政
府
が
市
民
の
運
命
を
市
民
自
身
が
行
っ
た
選
択
に
敏
感
（sensitive

）
に
反
応
さ
せ
る
よ
う
に
行
動
す
べ
き
こ
と
」

を
命
じ
る
と
す
る
。
前
者
が
、「
不
遇
な
格
差
へ
の
補
償
」
と
い
う
契
機
を
示
し
て
お
り
、
後
者
が
「
自
己
決
定
の
尊
重
」
を
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
同
書
の
別
の
個
所
で
は
、「
平
等
な
重
要
性
の
原
理
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
抽
象
的
平
等
原
理
」

と
い
う
タ
ー
ム
を
導
入
し
、
そ
れ
が
、
資
源
の
平
等
と
競
合
す
る
他
の
正
義
構
想
に
お
い
て
も
受
容
さ
れ
て
い
る
共
通
の
基
盤
で
あ

る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

（
前
略
）、
今
や
我
々
は
次
の
よ
う
な
抽
象
的
平
等
原
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
、
と
私
が
信
ず
る
か
ら
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
生
活
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
。
こ
の
抽
象
的
な
原
理
を
受
け
容
れ
る
者

な
ら
ば
誰
で
も
平
等
を
政
治
的
な
理
念
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
平
等
に
つ
い
て
は
様
々
な

観
念
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
相
互
に
異
な
る
様
々
な
観
念
は
、
ま
さ
に
上
記
の
原
理
に
つ
い
て
の
競
合
的
な
解
釈
を
提

供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
西
欧
の
政
治
文
化
の
支
配
的
伝
統
は
抽
象
的
な
平
等
原
理
を
│
│
そ
の
絶
対
的
な
形
態
な
い
し
は
何
ら
か
の
限
定
付
き
の

形
態
の
ど
ち
ら
か
に
お
い
て
│
│
受
け
容
れ
て
い
る
と
い
う
私
の
考
え
が
正
し
い
な
ら
ば
、
当
の
伝
統
の
内
部
で
行
わ
れ
る
政

治
的
正
義
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
平
等
な
配
慮
と
は
本
当
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
平
等
な
配
慮
は
結
局
ど
の
よ 2627
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う
な
こ
と
に
帰
着
す
る
の
か
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
理
解
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
抽
象
的
な
意
味
で
の
平
等
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
観
念
す
べ
き
か
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
理

解
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
功
利
主
義
に
お
い
て
さ
え
も
受
容
さ
れ
て
い

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
原
理
が
明
示
的
に
排
除
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
人
々
の
生
の
価
値
に
等
級

を
設
け
る
カ
ー
ス
ト
制
や
、
芸
術
や
国
威
発
揚
な
ど
の
人
々
の
人
生
の
改
善
と
は
独
立
の
外
在
的
価
値
を
至
上
の
も
の
と
す
る
よ
う

な
理
論
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
」
と
呼
ん
で
い
た
概
念
を
、「
平
等
な
配
慮
」
と
し
て
の
み
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
明
示
的
に
説
明
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
平
等
な

配
慮
と
尊
重
は
、
そ
れ
ま
で
の
著
作
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
配
慮
が
「
不
遇
な
格
差
の
是
正
」
を
、
平
等
な
尊
重
が
「
自
己
決
定

の
尊
重
」
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
平
等
な
配
慮
」
が
「
平
等
な
重
要
性
の
原
理
」
に
代
位
さ
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
不
遇
な
格
差
の
是
正
」
も
「
自
己
決
定
の
尊
重
」
も
、
人
々
の
生
を
等
し
く
重
要
な
も
の
と
み
な
す
べ

き
こ
と
│
│
す
な
わ
ち
、
平
等
な
配
慮
│
│
の
解
釈
と
し
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
方
、「
平
等
な
尊
重
」
は
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、「
平
等
な
配
慮
」
の
解
釈
指
針
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
の
政
治
文
化

の
中
で
胚
胎
し
た
主
要
な
政
治
理
論
は
、
平
等
な
重
要
性
を
意
味
す
る
「
平
等
な
配
慮
」
も
、
自
律
性
を
重
ん
じ
る
「
平
等
な
尊
重
」

も
、
と
も
に
普
遍
的
か
つ
最
善
の
も
の
と
し
て
、
受
容
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
な
規
範
的
拘
束
力
を
与
え

て
い
る
原
理
は
、「
平
等
な
配
慮
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
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④　
『
こ
の
地
で
民
主
政
は
可
能
か
？
（Is D

em
ocracy Possible H

ere?

）』（
二
〇
〇
六
）

　

二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
こ
の
地
で
民
主
政
は
可
能
か
？
』
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
個
人
主
義
の
原
理
が
深
く
掘
り
下
げ
ら

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
基
盤
と
さ
れ
た
と
き
の
共
通
性
が
一
層
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
る
。
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
人
間
の
尊
厳
に

か
か
わ
る
二
つ
の
原
理
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

第
一
の
原
理
│
│
本
質
的
価
値
の
原
理
（principle of intrinsic value

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
│
│
は
、
各
人
の
生
に
は

独
特
の
客
観
的
な
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
は
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
価
値
を
持
ち
、
ひ
と
た
び
人
の
人
生
が
始
ま
れ
ば
、
そ
れ
が

ど
う
な
る
か
は
重
要
に
な
る
。
そ
の
人
生
が
成
功
し
、
そ
の
潜
在
性
が
実
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
良
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

が
失
敗
し
、
そ
の
潜
在
性
が
浪
費
さ
れ
る
と
き
、
悪
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
、
客
観
的
な
問
題
で
あ
り
、
単
に
主
観
的
に
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
の
人
生
の
成
功
や
失
敗
は
、
そ
の
人
生
を
生
き
る
当
人
に
と
っ
て
の
み
重
要
な
の
で
は

な
く
、
ま
た
彼
が
そ
う
望
み
、
望
む
が
ゆ
え
に
重
要
な
の
で
も
な
い
。
ど
ん
な
人
の
人
生
の
成
功
や
失
敗
も
、
そ
れ
自
体
重
要

な
の
で
あ
り
、
我
々
全
て
に
は
そ
れ
を
望
ん
だ
り
嘆
い
た
り
す
る
理
由
が
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
原
理
│
│
個
人
的
責
任
の
原
理
（principle of personal responsibility

）
│
│
は
、
各
人
に
は
本
人
の
人
生
の
成
功

を
実
現
す
る
う
え
で
の
特
別
な
責
任
が
あ
る
こ
と
を
支
持
し
、
そ
の
責
任
に
は
ど
ん
な
種
類
の
人
生
が
本
人
に
と
っ
て
成
功
と

な
る
で
あ
ろ
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

　

大
き
な
変
更
は
、
第
一
の
原
理
か
ら
、「
平
等
」
が
消
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
重
要
性
の
客
観
的
な
認
識
の
み
か
ら
で
も
「
平

32
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等
」
が
論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
と
い
う
理
解
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
人
の
人
間
の
生
に
客
観
的
な
価
値
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

別
の
人
間
に
お
い
て
も
そ
の
生
に
は
客
観
的
な
価
値
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
以
上
、
人
々
の
生
に
は
全
て
客
観
的
に
は
等
し
く
価
値

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
敢
え
て
こ
と
さ
ら
に
、「
平
等
」
を
謳
わ
な
く
と
も
、「
等
し
く
」
価
値
が
あ
る
こ
と
が
含
意

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

基
盤
の
共
通
性
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
よ
り
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
同
書
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
と
保
守
派
と
に

先
鋭
に
色
分
け
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
分
断
の
現
実
に
対
し
て
、
と
も
に
共
有
し
て
い
る
は
ず
の
二
つ
の
原
理
を
確
認
す
る
こ

と
で
、
両
者
の
間
で
の
理
性
的
な
対
話
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
の
再
統
合
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
再

統
合
は
、
あ
く
ま
で
理
論
的
な
対
話
で
あ
り
、
妥
協
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
を
擁
護
す
る
意
欲
は
い

さ
さ
か
も
衰
え
る
こ
と
な
く
、
い
や
そ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
、
資
源
の
平
等
こ
そ
が
二
つ
の
原
理
か
ら
導
か
れ
る
最
善
の
解
釈

と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑤　
『
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
正
義
（Justice for H

edgehogs
）』（
二
〇
一
一
）

　

二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
同
書
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
個
人
主
義
の
原
理
へ
の
探
求
が
深
化
し
て
い
る
。
提
示
さ
れ
て
い
る
原

理
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
も
の
は
、
自
尊
の
原
理
（principle of self-respect

）
で
あ
る
。
各
人
は
自
分
自
身
の
生
を
真
摯
に
受
け
止
め
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
人
生
が
見
逃
し
た
チ
ャ
ン
ス
に
終
わ
る
よ
り
は
成
功
し
た
営
為
と
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
受
け
止
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
の
も
の
は
、
真
正
性
の
原
理
（principle of authenticity

）
で
あ
る
。
各
人
は
自
分
の
人
生
に
お
い
て
何
が
成
功
と
み

な
さ
れ
る
の
か
を
同
定
す
る
た
め
の
特
別
な
個
人
的
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
本
人
自
身
が
承
認
す
る
一
貫
し
た
物
語
や
形
式
を

通
し
て
人
生
を
形
作
る
こ
と
に
個
人
的
な
責
任
が
あ
る
。

　

同
書
で
の
重
心
は
、
政
治
理
論
が
共
通
の
基
盤
と
し
て
自
明
視
す
べ
き
原
理
の
析
出
と
い
う
解
釈
的
正
当
化
の
問
題
意
識
か
ら
や

や
離
れ
、
道
徳
的
原
理
そ
れ
自
体
を
倫
理
的
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
平
等
原
理
そ
れ

自
体
の
主
張
と
し
て
の
正
当
化
で
あ
る
。
か
か
る
野
心
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
が
、
そ
れ
が
成
功
す
れ

ば
、
資
源
の
平
等
へ
の
解
釈
的
正
当
化
と
い
う
方
法
に
依
ら
ず
し
て
も
、
資
源
の
平
等
は
直
接
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ 

う
。

四　
〝
解
釈
的
正
当
化
〞
の
困
難

　

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
そ
の
著
書
『R

onald D
ew

orkin’ s T
heory of E

quality

』
に
お
い
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の

抽
象
的
平
等
主
義
に
よ
る
解
釈
的
正
当
化
に
つ
い
て
、
一
章
を
割
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
こ
の

論
証
が
逢
着
す
る
困
難
に
つ
い
て
、
極
め
て
明
快
に
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
共
通
の
基
盤
と
し
て

の
抽
象
的
平
等
原
理
を
キ
ム
リ
ッ
カ
に
な
ら
っ
て
「
平
等
主
義
的
土
台
」（egalitarian pleateu

）
と
呼
ん
で
い
る
）。

一
方
に
お
い
て
、
平
等
な
配
慮
と
尊
重
へ
の
抽
象
的
権
利
は
、
推
論
や
推
定
の
争
う
余
地
の
な
い
方
法
を
用
い
れ
ば
、
社
会
的

39

40

41

42



49巻２号　（2015. １）　（　　）72

論　　説

制
度
配
置
の
特
定
の
理
論
を
決
め
る
う
え
で
の
十
分
な
内
容
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主

義
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
も
は
や
政
治
的
論
争
に
お
け
る
平
等
主
義
的
土
台
を
も
っ
と
も
ら
し
く
主
張
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
他
の
人
々
が
推
論
に
お
い
て
過
誤
を
犯
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
対
抗
す
る
理
論
へ
の
支
持
は
説
明
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
？　

異
な
る
抽
象
的
権
利
の
組
み
合
わ
せ
を
解
釈
し
て
い
る
の
だ
と
結
論
付
け
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
他
方
、

抽
象
的
権
利
は
特
定
の
理
論
を
決
定
す
る
よ
う
な
十
分
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
、（
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
な
ら
っ
て
）

想
定
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
平
等
主
義
的
土
台
の
理
論
を
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
く
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
正

義
の
構
想
と
し
て
主
張
さ
れ
た
と
し
て
も
も
は
や
そ
う
と
は
み
な
し
が
た
い
最
も
極
端
な
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
以
外
、
こ
れ

ら
の
抽
象
的
権
利
は
、
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

　

解
釈
的
正
当
化
に
お
い
て
は
、
自
身
の
支
持
す
る
理
論
と
対
抗
す
る
理
論
と
が
と
も
に
、
共
通
の
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
示
す
「
平
等
主
義
的
土
台
」
と
い
う
共
通
基
盤
が
、
論
争
的
な
主
張
で
あ
る
「
資

源
の
平
等
」
に
対
し
て
他
の
競
合
理
論
に
優
越
す
る
論
拠
を
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
他
の
理
論
は
「
平
等
主
義
的
基
盤
」
に
乗
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
方
、「
平
等
主
義
的
基
盤
」
が
、「
資
源
の
平
等
」
に
対
し
て
優
越
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
他
の
理
論
も
「
平
等
主
義
的
基
盤
」
を
共
通
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
平

等
主
義
的
基
盤
」
が
明
示
的
に
排
除
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
事
例
│
│
カ
ー
ス
ト
理
論
や
生
に
対
し
て
外
在
的
価
値
を
至
上
と
す
る
よ

う
な
理
論
│
│
を
排
除
し
う
る
に
と
ど
ま
り
、
今
日
の
重
要
な
論
争
の
決
着
に
何
の
貢
献
も
為
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。「
平
等

主
義
的
基
盤
」
は
、
共
通
性
か
優
越
性
の
一
方
し
か
提
供
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
両
方
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
解
釈
的
正
当
化
は
、

構
造
的
に
破
綻
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
ら
の
疑
義
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
、「
平
等
主
義
的
土
台
」
に
は
独
自
の
意
義
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
検
討
を
、

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
角
度
か
ら
施
し
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
平
等
主
義
的
土
台
」
が
「
平
等
」
で
あ
る
こ
と
の
性
質
を
欠
く
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
特
定
の
理
論
に
支
持
を
与
え
る
よ
う
な
特
殊
性
を
欠
い
て
し
ま
う
と
す
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
批
判
す
る
た
め

だ
け
に
「
平
等
主
義
的
土
台
」
に
言
及
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
誰
の
間
で
の
平
等
か
？
（E

quality am
ong w

hom
?

）」

と
い
う
論
点
へ
と
誘
う
う
え
で
、
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
平
等
が
配
分
の
対
象
と
す
る
者
た
ち
の
範
囲
が
、
い
っ

た
い
誰
な
の
か
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
政
治
共
同
体
の
一
級
の
市
民
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な

い
者
、
即
ち
、
不
法
入
国
者
、
難
民
、
他
国
に
属
す
る
国
民
な
ど
へ
の
正
義
の
適
用
範
囲
の
問
題
へ
と
関
心
を
シ
フ
ト
さ
せ
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
正
義
論
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
実
質
的
議
論
を
応
用
し
て
ゆ
く
。
確
か
に
、
こ
の
指
摘
は
重
要
な
論
点
提
起
で
あ
り
、

興
味
深
く
も
あ
る
が
、
抽
象
的
平
等
原
理
に
よ
る
資
源
の
平
等
に
対
す
る
解
釈
的
正
当
化
の
構
造
的
難
点
が
救
済
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

五　

考
察

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
支
持
す
る
結
論
で
あ
る
「
資
源
の
平
等
」
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
か
ら
解
釈
的

正
当
化
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
カ
ー
ス
ト
理
論
や
生
に
対
し
て
外
在
的
価
値
を
至
上
と
す
る
理
論

を
明
示
的
に
排
除
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
理
論
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
理
論
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
に

乗
っ
た
う
え
で
、
資
源
の
平
等
と
競
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
抽
象
的
平
等
主
義
の
最
善
の
解
釈
と
し
て
資

源
の
平
等
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
競
合
す
る
他
の
理
論
の
支
持
者
か
ら
す
る
と
こ
の
結
論
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
反
論
の
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道
筋
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
と
は
違
う
解
釈
を
提
示
し
、
そ

の
優
位
性
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
に
そ
も
そ
も
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
、
抽
象
的
平
等
原
理
が
、
資
源
の
平
等
と
競
合
す
る
理
論
を
包
摂
す
る
ほ
ど
に
一
般
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
示
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
反
論
で
あ
る
。

　

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
井
上
達
夫
の
正
義
概
念
論
を
手
掛
か
り
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
的
正
当
化
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

支
持
者
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
競
合
す
る
他
の
理
論
の
支
持
者
に
対
し
て
も
、
意
味
の
あ
る
打
撃
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
た
い
。

　

井
上
達
夫
は
「
等
し
き
は
等
し
く
、
不
等
な
る
は
不
等
に
」
と
い
う
正
義
定
式
か
ら
、
正
義
概
念
の
輪
郭
化
を
試
み
た
。
こ
の
定

式
は
、
正
義
概
念
が
匡
正
的
正
義
を
含
意
す
る
と
と
も
に
、
正
義
の
名
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
諸
々
の
正
義
構
想
を
そ
の
競
合
す
る

解
釈
と
し
て
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
正
義
構
想
に
対
し
て
一
定
の
制
約
を
課
す
実
質
的
内
容
を
持
つ
と
す
る
。

そ
れ
は
、「
二
つ
の
場
合
を
区
別
す
る
要
因
と
し
て
当
事
者
の
個
体
的
同
一
性
し
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
両
者
を
差
別

的
に
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
制
約
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

二
つ
の
事
例
を
個
体
的
同
一
性
に
お
け
る
相
違
の
み
に
基
づ
い
て
差
別
的
に
取
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。
二
つ
の
事
例
の
差
別
的

取
扱
い
が
許
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
間
に
普
遍
的
特
徴
に
お
け
る
重
要
な
相
違
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
。（
普
遍
的
特
徴
と
は
、

固
有
名
詞
・
確
定
記
述
・
時
空
座
標
な
ど
、
特
定
の
対
象
や
領
域
の
み
を
指
示
す
る
表
現
を
使
用
し
な
い
で
記
述
で
き
る
特
徴

で
あ
る
。）
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こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、「『
私
が
私
で
あ
る
』
が
故
に
、
自
己
ま
た
は
自
己
と
一
定
の
関
係
を
も
つ
存
在
者
の
た
め
に
他
者

の
場
合
と
は
違
っ
た
特
別
な
取
り
扱
い
を
要
求
す
る
『
エ
ゴ
イ
ス
ト
（ego-ist

）』
の
立
場
」
を
、
正
義
概
念
は
排
除
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
正
義
の
概
念
は
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
主
張
を
そ
の
範
疇
に
含
む
も
の
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
違
い

な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、「
私
が
私
で
あ
る
が
ゆ
え
に
価
値
が
あ
る
」
と
い
う
点
で
価
値
論
一
般
に
コ
ミ
ッ
ト

す
る
観
念
で
も
あ
り
う
る
以
上
、
規
範
的
価
値
判
断
全
体
か
ら
放
逐
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
正
義
と
い
う
価
値
を
標
榜

し
つ
つ
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
概
念
矛
盾
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、
一
人
の
個
体
に
つ
い
て
の
み
現
れ
る
と
は
限
ら
れ
ず
、
そ
の
個
体
が
属
す
る
集
合
体
に
対
し
て
も
、「
拡

張
さ
れ
た
利
己
主
義
」
と
し
て
現
れ
る
。
私
個
人
に
つ
い
て
の
言
及
だ
け
で
は
な
く
、
私
の
属
す
る
こ
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
言
及

も
、
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
ド
イ
ツ
民
族
が
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
す
る
ネ
オ
ナ

チ
が
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
主
張
は
、「
ド
イ
ツ
民
族
」
と
い
う
確
定
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
端
的
に
正
義
と
衝
突
し
、
正

義
の
範
疇
に
お
け
る
主
張
と
し
て
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
最
も
優
秀
な
民
族
が
世
界
を
支
配
す
る
の
が
正
義
で
あ
る
」
と

い
う
主
張
に
変
更
す
れ
ば
、
一
応
は
矛
盾
を
回
避
で
き
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
族
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
方
が
優
秀
で
あ
る
と
経

験
的
に
論
証
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
ネ
オ
ナ
チ
は
、「
ユ
ダ
ヤ
民
族
こ
そ
が
世
界
を
支
配
す
べ
き
」
と
い
う
実
践
的
結
論
に
合
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
正
義
概
念
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
排
除
と
い
う
普
遍
的
要
請
は
、
正
義
を
標
榜
す
る
構
想
が
満
た
す
べ
き
必
要
条

件
で
あ
っ
て
、
十
分
条
件
で
は
な
い
。
個
々
の
正
義
構
想
は
、
そ
れ
自
体
、
競
合
す
る
他
の
正
義
構
想
に
対
し
て
優
越
性
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
正
義
概
念
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
を
排
除
す
る
と
し
て
も
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
自
身
が
正
義
を
受
容
す
る
よ
う
説
得
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さ
れ
る
か
否
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
目
指
す
の
な
ら
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
の
間
で
さ
ら
に
広
い
何
ら
か
の
価
値
的
前
提
を

想
定
し
、
そ
の
中
で
正
義
を
受
容
す
べ
き
独
立
の
理
由
や
そ
の
価
値
的
前
提
か
ら
解
釈
的
に
正
当
化
さ
れ
る
理
由
を
提
示
し
、
論
証

が
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
義
概
念
の
特
徴
が
剔
抉
さ
れ
た
と
し
て
も
、
内
に
内
紛
を
抱
え
、
外
に
外
敵
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
論
争
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
立
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
が
課
す
要
件
と
引
き
換
え
に
、
恩
寵
も
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
正
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
の
主
張
が
正
義

と
し
て
の
重
み
を
も
つ
こ
と
を
恩
寵
と
し
て
与
え
る
。
正
義
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
政
治
社
会
の
第
一
の
徳
目
と
述
べ
た
よ
う
に
、
強
力

で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
正
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
主
張
を
展
開
す
る
以
上
は
、
普
遍
性
の
要
件
を
遵
守
す
る
と
い
う
負
担
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
性
の
要
件
を
遵
守
し
な
い
な
ら
ば
、
正
義
の
主
張
と
し
て
の
尊
重
を
失
う
の
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
抽
象
的
平
等
原
理
も
、
同
型
の
構
造
を
持
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
抽
象
的

平
等
原
理
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
与
え
た
恩
寵
と
要
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
抽
象
的
平
等
原
理
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
の
下
で

展
開
さ
れ
る
主
張
が
「
平
等
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
美
点
を
与
え
る
。
他
方
、
抽
象
的
平
等
原
理
は
、
そ
の
主
張
が
「
誰

に
と
っ
て
も
平
等
な
配
慮
」
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
課
す
。
即
ち
、
不
遇
な

者
に
と
っ
て
も
平
等
な
配
慮
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
明
を
果
た
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
も
は

や
そ
の
理
論
は
平
等
な
配
慮
を
示
さ
な
い
理
論
で
あ
る
。

　

既
述
の
通
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
が
課
す
「
誰
に
と
っ
て
も
平
等
な
配
慮
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す

る
た
め
に
、
一
定
の
「
不
遇
な
格
差
へ
の
補
償
」
を
反
映
す
る
こ
と
を
正
義
構
想
の
中
で
示
し
た
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
異
議
を

唱
え
る
な
ら
ば
、「
誰
に
と
っ
て
も
平
等
な
配
慮
」
が
「
不
遇
な
格
差
へ
の
補
償
」
を
導
か
な
く
と
も
、
不
遇
な
立
場
に
あ
る
者
も
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含
め
て
「
誰
に
と
っ
て
も
平
等
な
配
慮
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
も
、
こ
の
試
み
を
完
遂
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
論
は
「
平
等
な
配
慮
」
を
示
さ
な
い
理
論
で
あ
る
と
い
う
汚
名
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
平
等
な
配
慮
」
か
ら
の
撤
退
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
た
び
た
び
強
調
す
る
よ
う
に
、
政
治
権
力
に
と
っ
て
実
際
的
な
問
題
で
あ 

る
。
平
等
な
配
慮
を
示
さ
な
い
政
治
理
論
に
指
導
さ
れ
た
政
府
は
、
不
平
等
に
取
扱
わ
れ
た
市
民
か
ら
の
忠
誠
を
調
達
で
き
な
い
。

そ
れ
は
社
会
に
不
満
の
種
を
温
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
政
治
的
安
定
性
を
脅
か
す
こ
と
に
も
な
り
え
る
。
し
か
し
、
権
力
が
支
配
す

る
人
々
の
一
部
か
ら
忠
誠
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
決
定
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
意
味
こ
れ
は
支
配
を
す
る
側
に

と
っ
て
の
実
利
的
な
問
題
で
あ
り
、
別
の
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
│
│
例
え
ば
、
あ
か
ら
さ
ま
な
強
制
力
に
頼
る
こ
と
や
、
民
族

主
義
や
人
々
の
馴
致
的
傾
向
を
利
用
す
る
こ
と
で
│
│
必
要
な
程
度
の
忠
誠
が
確
保
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ

う
だ
と
し
て
も
、
政
治
に
と
っ
て
安
定
性
が
究
極
の
目
的
な
の
で
は
な
い
。
我
々
は
、
政
治
理
論
を
探
求
す
る
と
き
、
正
当
性
に
裏

打
ち
さ
れ
た
正
統
性
そ
れ
自
体
を
求
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
規
範
理
論
に
と
っ
て
、「
平
等
な
配
慮
を
示
し
て

い
な
い
」
と
す
る
批
判
は
、
明
ら
か
に
不
名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
の
検
討
課
題
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
資
源
の
平
等
と
い
う
正
義
構
想
を
論
証
す
る
う
え
で
、
抽
象
的
平
等
原
理
に
依
拠
し
た

解
釈
的
正
当
化
が
、
競
合
す
る
別
の
正
義
構
想
の
支
持
者
に
対
し
て
、
有
効
な
論
証
に
な
っ
て
い
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
、
解
釈
的
正
当
化
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
議
論
な
の
か
を
示
し
（
二
）、
そ
の
う
え
で
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
主
要
著
作
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
き
た
の
か
を
辿
っ
た
（
三
）。
こ
う
し
た
論
証
戦
略
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
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の
論
難
を
検
討
し
、
い
わ
ば
構
造
的
な
欠
陥
と
も
言
え
る
難
点
が
指
摘
さ
れ
う
る
こ
と
を
見
た
（
四
）。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

井
上
達
夫
の
正
義
概
念
論
を
手
掛
か
り
と
し
、
競
合
す
る
理
論
の
支
持
者
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
解
釈
的
正
当
化
を
前
に
し
て
、
自
ら

の
理
論
を
導
く
別
の
解
釈
を
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
傷
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
（
五
）。
つ
ま
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の

解
釈
的
正
当
化
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
抽
象
的
平
等
原
理
に
依
拠
し
て
展
開
し
た
解
釈
的
正
当
化
に
対
し
て
、
批
判
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
選

択
肢
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
抽
象
的
平
等
原
理
を
拒
否
し
て
、
自
ら
の
理
論
が
「
平
等
な
配
慮
」
を
示
さ
な
い
理
論
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
汚
名
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
ら
の
理
論
が
「
平
等
な
配
慮
」
を
示
す
理
論
で
あ
る
と
し
た
う
え

で
、
別
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
そ
の
理
論
が
「
不
遇
な
立
場
に
あ
る
者
に
対
し
て
も
、
平
等
な
配
慮
を

示
し
て
い
る
」
と
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、『
こ
の
地
で
民
主
政
は
可
能
か
？
』
の
分
配
的
正
義
を
論
じ
た
第
四
章
の
末
尾
で
、
ア
メ
リ
カ
の
正
統
性
は

危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

保
守
的
な
税
制
を
擁
護
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
政
策
が
結
局
の
と
こ
ろ
貧
し
い
者
へ
の
等
し
い
配
慮
を
表
明
し
て
い
る
と
み
な
さ

れ
得
る
と
示
す
対
抗
事
例
を
構
築
で
き
た
場
合
に
の
み
、
こ
の
脅
威
は
解
消
さ
れ
う
る
。
私
は
、
そ
れ
ら
が
為
す
で
あ
ろ
う
議

論
の
検
討
を
試
み
た
。
し
か
し
、
今
は
彼
ら
の
番
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
彼
ら
は
、
我
々
が
一
つ
の
国
民
と
し
て
貧
者

に
し
て
き
た
こ
と
の
正
統
性
を
救
出
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

政
治
的
正
統
性
は
平
等
な
配
慮
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

事
後
よ
り
も
事
前
の
平
等
は
、
平
等
な
配
慮
が
要
求
す
る
も
の
の
適
切
な
測
度
で
あ
る
の
か
？　

も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、

何
が
適
切
な
尺
度
に
な
る
の
か
？　

も
し
そ
う
な
ら
、
仮
想
的
保
険
戦
略
は
事
前
の
平
等
の
成
功
し
た
説
明
の
核
心
に
あ
る
の
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で
は
な
い
か
？　

そ
の
戦
略
が
、
我
々
の
共
同
体
の
最
富
裕
層
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
再
分
配
計
画
へ
の
税
に
お
い
て
、
実
質

的
な
累
進
性
を
要
求
し
な
い
の
か
？　

我
々
の
政
治
へ
の
真
正
な
議
論
を
取
り
戻
す
べ
き
な
ら
、
保
守
的
文
化
は
こ
れ
ら
の
疑

問
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
方
の
ど
な
た
か
ら
始
め
ま
す
か
？

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
挑
戦
を
前
に
し
て
、
ボ
ー
ル
は
競
合
す
る
主
張
の
側
に
あ
る
。

　

注
（
１
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」
理
論
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、D

w
orkin (2000)

を
参
照
。
な
お
、
同
構
想
の
中
核
部
分
で
あ

る
第
一
章
と
第
二
章
は
、
そ
れ
ぞ
れD

w
orkin (1981a), (1981b)

に
て
初
出
。

（
２
）　

本
稿
は
、
藤
岡(2013) pp.118-122, 133-136.

に
お
い
て
暫
定
的
に
示
し
た
論
点
を
敷
衍
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）　

ど
の
国
に
も
左
右
の
政
治
的
対
立
と
そ
れ
に
対
応
し
た
政
治
勢
力
が
存
在
す
る
が
、
何
が
政
治
理
念
と
な
る
か
は
、
国
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
る
。
例
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
保
革
の
対
立
に
お
い
て
、
歴
史
認
識
や
憲
法
問
題
を
含
む
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
差
異
は
中
心
的

な
分
水
嶺
と
な
る
が
、
政
治
勢
力
を
糾
合
す
る
論
点
と
し
て
は
日
本
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
に
お
い
て
は
、

レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
を
寿
ぐ
伝
統
が
み
ら
れ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
保
守
派
に
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
へ
の
共
感
は
一
部
に
と
ど
ま
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
本
稿
で
言
及
し
た
政
治
的
ラ
ベ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（
４
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
と
は
異
な
る
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
構
想
と
し
て
、
厚
生
概
念
を
平
等
の
指
標
に
据
え
る
理
論
傾
向
が
あ
り
、

本
稿
で
は
「
厚
生
の
平
等
」
と
し
て
言
及
し
た
が
、
実
際
に
は
、
厚
生
に
機
会
の
概
念
を
噛
ま
せ
て
自
律
的
選
択
を
尊
重
す
る
よ
う
な
仕

掛
け
が
が
施
さ
れ
た
「
厚
生
へ
の
機
会
の
平
等
」
な
ど
の
定
式
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
に
、A

rneson (1989), C
ohen 

(1989)

な
ど
。
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、
そ
の
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的
検
討
と
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は
、A

nderson (1999)
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邦
語
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井
上
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井
上
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参
照
。
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