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一
、
は
じ
め
に

二
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
の
要
点

三
、
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体

四
、
合
理
的
遺
憾
の
観
念

五
、
挑
戦
の
媒
介
変
数

六
、
お
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

　

平
成
八
年
度
下
半
期
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
ふ
た
り
っ
子
』
は
、
野
田
家
に
生
ま
れ
た
対
照
的
な
双
子

の
姉
妹
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
。
三
倉
茉
奈
が
演
じ
る
姉
の
麗
子
は
真
面
目
で
努
力
家
な
性
格
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
倉
佳
奈
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が
演
じ
る
妹
の
香
子
は
や
ん
ち
ゃ
で
活
発
な
性
格
で
あ
る
。
子
供
時
代
に
、
姉
の
麗
子
は
、
ピ
ア
ノ
に
憧
れ
を
抱
き
、
妹
の
香
子
は

将
棋
に
夢
中
で
あ
っ
た
。
あ
る
年
の
誕
生
日
か
何
か
に
、
両
親
は
娘
た
ち
に
贈
り
物
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
麗
子
は
ピ
ア
ノ
を
欲
し

が
り
、
香
子
は
将
棋
セ
ッ
ト
を
欲
し
が
っ
て
い
た
。
野
田
家
は
裕
福
で
は
な
く
、
そ
れ
で
も
娘
た
ち
を
喜
ば
せ
た
い
と
思
っ
た
父
親

は
、
香
子
の
た
め
に
将
棋
セ
ッ
ト
を
紙
で
手
作
り
し
た
。
麗
子
の
欲
し
が
っ
て
い
る
本
物
の
ピ
ア
ノ
は
高
価
で
と
て
も
手
が
出
せ
な

い
の
で
、
玩
具
の
ピ
ア
ノ
を
買
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
贈
り
物
に
対
し
て
、
香
子
は
と
て
も
喜
び
、
嬉
々
と
し
て
紙
の
将
棋
セ
ッ
ト

で
遊
び
始
め
る
が
、
麗
子
は
、
自
分
が
欲
し
か
っ
た
の
は
本
物
の
ピ
ア
ノ
で
あ
っ
て
、
玩
具
の
紛
い
物
で
は
な
い
と
言
い
、
家
を
飛

び
出
し
て
し
ま
う
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
シ
ー
ン
の
中
に
、
分
配
的
正
義
の
大
き
な
問
題
提
起
が
潜
ん
で
い
る
。

　

今
日
の
分
配
的
正
義
に
つ
い
て
の
平
等
主
義
理
論
に
お
い
て
、
中
心
的
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
の
が
、「
何
の
平
等
か
？
」

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
一
つ
の
思
想
派
閥
は
、
人
々
の
間
で
平
等
に
さ
れ
る
べ
き
は
、「
資
源
」
で
あ
り
、「
資

源
」
に
お
い
て
平
等
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
以
上
の
配
慮
は
必
要
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
理
論
を
展
開
し
て
い

る
中
心
論
客
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
も
こ
れ
に
近
い
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本

稿
で
は
、
以
下
、
こ
の
立
場
を
「
資
源
主
義
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
思
想
派
閥
は
、
人
々
の
間
で
平
等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
は
、
一
定
の
幸
福
へ
の
機
会
が
含
ま
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
、
資
源
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
資
源
主
義
の
立
場
と
先
鋭
に
対
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
論
を
展
開
し

て
い
る
中
心
論
客
は
、
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ー
ナ
ソ
ン
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
理
論
傾
向
を
「
厚
生

主
義
」
と
み
な
す
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
「
非
資
源
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
厚
生
主
義
は
、
厚
生
を
終
局

的
な
平
等
の
指
標
と
す
る
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
は
厚
生
の
み
を
指
標
と
す
べ
き
立
場
と
は
距
離
を
置
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
源
主
義
の
補
集
合
が
非
資
源
主
義
で
あ
り
、
従
っ
て
、
非
資
源
主
義
の
中
に
厚
生
主
義
が
包
含
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さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
検
討
課
題
は
、
資
源
主
義
が
批
判
に
対
し
て
十
分
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
相
手
に
す
べ
き
論
敵
は
非
資
源
主
義
全
体
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
厚
生
主
義
か
ら
の
批
判

だ
け
に
応
答
す
る
の
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
（
な
お
、
本
稿
は
非
資
源
主
義
の
是
非
を
直
接
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
非

資
源
主
義
の
特
定
の
理
論
が
本
稿
で
検
討
さ
れ
た
以
外
の
理
由
で
論
駁
さ
れ
う
る
こ
と
も
、
当
然
に
あ
り
得
る
）。

　

冒
頭
の
『
ふ
た
り
っ
子
』
の
野
田
家
の
シ
ー
ン
に
戻
ろ
う
。
父
親
の
立
場
を
政
治
社
会
の
意
思
決
定
者
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ

の
施
策
の
対
象
者
で
あ
る
人
民
は
、
双
子
の
娘
で
あ
ろ
う
。
娘
た
ち
へ
贈
り
物
を
す
る
と
き
に
父
親
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
二
人
を

と
も
に
喜
ば
せ
た
い
と
願
う
親
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
庭
の
経
済
状
況
か
ら
可
能
な
ギ
リ
ギ
リ
の
選
択
が
、
紙
で
作
っ
た
将
棋

セ
ッ
ト
と
玩
具
の
ピ
ア
ノ
で
あ
っ
た
。
結
果
、
一
方
は
満
足
し
、
他
方
は
不
満
足
で
あ
っ
た
。
も
し
も
仮
に
、
野
田
家
が
、
そ
こ
ま

で
裕
福
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
な
り
に
経
済
的
余
裕
が
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
麗
子
の
た
め
に
数
十
万
円
の

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
の
ピ
ア
ノ
を
買
っ
て
や
り
、
香
子
の
た
め
に
数
千
円
程
度
の
普
通
の
木
製
の
将
棋
セ
ッ
ト
を
買
っ
て
や
る
と
い
う
こ

と
が
、
自
然
に
あ
り
得
る
こ
と
と
し
て
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
父
親
の
判
断
は
、
資
源
主
義
に
立
っ
て
い
な
い
。

予
算
額
と
い
う
資
源
に
お
い
て
、
ピ
ア
ノ
は
明
ら
か
に
普
通
の
将
棋
セ
ッ
ト
よ
り
も
高
額
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
資
源
主
義
の
立
場

で
判
断
す
る
な
ら
ば
、
普
通
の
木
製
の
将
棋
セ
ッ
ト
と
同
額
の
ピ
ア
ノ
の
類
似
品
（
ピ
ア
ニ
カ
か
何
か
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
、
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
の
ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
薩
摩
産
本
黄
楊
柾
目
材
越
山
作
錦
旗
書
盛
上
駒
と
本
榧
将
棋
盤
の

セ
ッ
ト
に
で
も
し
な
け
れ
ば
、
釣
り
合
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
養
育
の
過
程
で
、
香
子
の
方
が
高
く
つ
く
進
路
を
選
択
し
、

こ
の
と
き
の
贈
り
物
の
価
格
差
の
埋
め
合
わ
せ
が
実
現
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
で
あ
れ
埋
め
合
わ
せ
が
生
じ
る
か
ど
う
か
は
結
果
論
に
す
ぎ
ず
、
判
断
の
指
針
と
し
て
は
、
そ
の
都
度
の
我
が
子
の
事
情
を

斟
酌
し
、
対
応
し
て
ゆ
く
の
が
、
為
す
べ
き
親
の
務
め
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
家
庭
に
お
い
て
は
、
我
々
は
明
ら
か
に
非
資
源
主
義
的
観
点
か
ら
も
判
断
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
子
供

に
対
す
る
親
の
愛
情
の
注
ぎ
方
と
し
て
自
然
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
非
資
源
主
義
の
政
治
理
論
は
、
こ
の
直
観
か
ら
、
政

治
社
会
と
い
え
ど
も
、
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
は
、
家
庭
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
愛
情
深
い
対
応
を
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
あ
る
い
は
、

少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
考
慮
が
他
の
事
情
に
し
て
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
資
源
主
義
に
基
づ
い

た
場
合
、
こ
う
し
た
配
慮
は
、
一
切
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

政
治
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
施
策
と
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
非
資
源
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
美
術
や
楽
器
音
楽
な

ど
の
費
用
の
か
か
る
文
化
芸
術
を
愛
好
す
る
市
民
の
た
め
に
、
ス
ポ
ー
ツ
や
囲
碁
将
棋
の
よ
う
な
安
上
が
り
の
娯
楽
を
愛
好
す
る
市

民
に
比
し
て
、
よ
り
多
く
の
予
算
を
「
平
等
」
の
理
由
を
以
て
充
当
す
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
資
源
主
義
の
場

合
に
は
、
こ
う
し
た
文
教
予
算
の
配
分
は
、「
平
等
」
の
理
由
を
以
て
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
平
等
な
資
源
は
保
障
さ
れ
る
が
、

何
を
入
手
可
能
で
あ
る
か
は
、
公
正
な
市
場
原
理
に
基
づ
い
て
自
力
調
達
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
場
合
に
は
、

何
ら
か
の
理
由
を
以
っ
て
、
そ
の
後
援
が
全
員
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
な
ど
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
が
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
当
該
政
治
社
会
の
信
奉
す
る
政
治
倫
理
が
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
は
、
特
定
の
人
々
の
愛
好
す
る
文
化
的
活
動
を
、
そ
れ
が
内
在
的
価
値
に
お
い
て
他
の
文
化
的
活
動
に

比
し
て
優
越
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
文
化
振
興
予
算
を
組
む
こ
と
は
原
則
的
に
は
許
さ
れ
な
い
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
全
員

に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と
を
示
せ
な
い
場
合
に
は
、
資
源
主
義
の
場
合
に
は
万
策
尽
き
る
。
し
か
し
、
非
資
源
主
義
の
場
合
に
は
、

「
平
等
」
と
い
う
理
由
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
果
た
し
て
、
資
源
主
義
は
擁
護
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
？　

本
稿
の
目
的
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
そ
の
分
配
的
正
義
構
想
を 6
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重
厚
に
展
開
し
た
『
平
等
と
は
何
か
？
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
主
要
な
資
源
主
義
擁
護
論
を
検
討
し
、
そ
の
適
否
を
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
。
最
初
に
、
こ
の
問
題
系
に
と
っ
て
重
要
な
範
囲
で
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
分
配
的
正
義
構
想
の
要
点
を
確
認
し
（
二
）、

そ
の
う
え
で
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
の
擁
護
論
を
、
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
（
三
）、
合
理
的
遺
憾
の
観
念
（
四
）、
挑
戦

の
媒
介
変
数
（
五
）
に
分
け
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
若
干
の
展
望
を
示
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
（
六
）。

二
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
の
要
点

　

本
稿
の
目
的
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
提
示
し
て
い
る
資
源
主
義
に
対
す
る
正
当
化
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先

立
っ
て
ま
ず
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
擁
護
し
よ
う
と
す
る
資
源
主
義
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
理
論
で
あ
る
の
か
を
、
最
低
限
必
要

な
範
囲
で
、
最
初
に
示
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
、
平
等
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

は
、
政
治
社
会
の
根
本
原
理
と
し
て
、「
平
等
な
重
要
性(equal im

portance)

」
の
原
理
を
据
え
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、「
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
な

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
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
原
理
が
支
配
し
て
い

る
社
会
で
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
ど
の
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
証
す
る
よ
う
な
法
や
政
策
」

を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
各
人
が
た
ま
た
ま
有
す
る
に
至
っ
た
、
経
済
的
背
景
、
性
別
、
人
種
、
技
能
、
ハ
ン
デ
ィ

7
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キ
ャ
ッ
プ
な
ど
が
、
各
人
の
人
生
の
質
の
良
し
悪
し
を
左
右
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い

よ
う
に
、
政
府
は
、
可
能
な
限
り
是
正
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
誰
も
不
運
の

犠
牲
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
理
念
は
、
平
等
主
義
の
中
心
的
教
義
で
あ
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
そ
の
一
翼
に
い
る
こ
と
は

明
確
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
明
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
平
等
に
す
べ
き
と
訴
え
て
い
る
「
資
源
」
概
念
が
、
一
般
に
「
資
源
」

と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
金
銭
に
よ
っ
て
取
引
可
能
な
「
財
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、「
健
康
、
体
力
、
精
神
力
、
才
能
」
と
い
っ
た
個
人
的
資
質
も
「
資
源
」
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
に

格
差
が
あ
る
場
合
は
、
平
等
の
要
求
と
し
て
補
償
措
置
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
身
体
や
精
神
の
健
康
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
国

民
医
療
保
険
が
、
歩
行
に
支
障
が
あ
る
な
ら
ば
矯
正
器
具
の
支
給
が
、
稼
得
能
力
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
所
得
保
障
が
、
当
該
政
治

社
会
の
正
義
に
適
っ
た
制
度
配
置
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
個
人
の
資
質
の
う
ち
、
身
体
的
能
力
を
資
源
と
と
ら
え
る
の
に
対
し
て
、
資
源
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、「
人

格
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
、
資
源
と
対
置
す
る
。
人
格
に
は
、「
性
格
、
信
念
、
選
好
、
動
機
、
嗜
好
、
企
図
」
な
ど
が
含

ま
れ
る
。「
人
格
」
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
格
の
差
異
か
ら
生
じ
る
帰
結
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

そ
れ
が
格
差
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
補
償
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
人
は
射
幸
心
の

強
い
性
格
で
あ
り
、
別
の
人
は
リ
ス
ク
を
恐
れ
る
と
し
よ
う
。
両
者
が
と
も
に
保
険
へ
の
加
入
機
会
を
得
て
い
た
う
え
で
、
性
格
の

違
い
に
よ
っ
て
、
前
者
は
保
険
に
加
入
せ
ず
、
後
者
は
保
険
に
加
入
し
て
い
た
と
す
る
。
結
果
的
に
、
二
人
と
も
保
険
の
適
用
対
象

と
な
る
よ
う
な
災
難
が
襲
っ
た
場
合
、
後
者
は
保
険
で
救
済
さ
れ
る
が
、
前
者
は
救
済
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
性
格
の
違
い
を
原
因

と
し
て
、
大
き
な
格
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
性
格
は
、「
人
格
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
違
い
か
ら
異

9
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な
る
帰
結
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
政
治
社
会
が
救
済
措
置
を
講
じ
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
例
で
い
え
ば
、
あ
る
人
が

嗜
好
の
違
い
か
ら
、
安
く
手
に
入
る
ビ
ー
ル
に
美
味
を
感
じ
ず
、
高
価
な
シ
ャ
ン
パ
ン
に
つ
い
て
の
み
美
味
を
感
じ
る
よ
う
で
あ
っ

た
と
し
よ
う
。
ビ
ー
ル
で
満
足
で
き
る
人
に
比
べ
れ
ば
、
同
じ
所
得
に
お
い
て
、
晩
酌
を
堪
能
で
き
る
回
数
は
大
き
く
異
な
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
回
数
が
等
し
く
な
る
よ
う
な
移
転
は
、「
人
格
」
に
属
す
る
嗜
好
を
原
因
と
し
て
い
る
の
で
、
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

　

非
資
源
主
義
の
立
場
に
立
つ
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
補
償
対
象
を
資
源
に
限
定
す
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
論
は
、
政
治

社
会
が
示
す
べ
き
正
義
の
措
置
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
人
格
」
の
差
異
か
ら
帰
結
す
る
格
差
の
う
ち
、
そ
の
す
べ
て

で
は
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
救
済
が
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
み
な
す
。
例
え
ば
、
あ
る
者
は
た
ま
た
ま
詩

作
の
才
に
恵
ま
れ
、
紙
と
鉛
筆
に
よ
っ
て
芸
術
世
界
を
堪
能
で
き
る
と
き
に
、
別
の
者
は
写
真
を
愛
好
し
、
芸
術
を
堪
能
す
る
た
め

に
は
、
紙
と
鉛
筆
よ
り
は
は
る
か
に
高
価
な
写
真
機
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
。
コ
ー
エ
ン
は
、
他
の
事
情
に
お
い
て
許
容
し
う
る

限
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
者
の
者
に
写
真
機
購
入
費
を
援
助
す
る
べ
き
理
由
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
選
好

の
差
異
が
所
得
格
差
に
帰
結
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
稼
得
能
力
の
差
異
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
身
体
的
資
源
と
み
な
せ
る
も
の
と
し

て
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
是
正
措
置
を
容
認
す
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
直
接
に
本
人
の
満
足
の
差
異
の
よ
う
な
形

で
現
れ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
容
認
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

12

13

・
資
源
（
補
償
対
象
）
　

物
質
的
資
源

　

身
体
的
資
源

個
人
的
資
質

・
人
格
（
補
償
対
象
外
）
���

���

14

15



₄₉巻１号　（₂₀₁₄. ７）　（　　）8

論　　説

三
、
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体

　

既
述
の
通
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
正
義
構
想
に
お
い
て
人
格
と
資
源
の
区
別
は
中
心
的
で
あ
る
。
資
源
の
差
異
に
起
因
す
る
格
差

に
つ
い
て
の
救
済
措
置
は
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
人
格
の
差
異
に
起
因
す
も
の
は
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
を
正
当
化

す
る
根
拠
の
一
つ
が
、「
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
（m
oral and ethical agents

）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

人
格
の
差
異
に
起
因
す
る
格
差
に
つ
い
て
の
救
済
措
置
を
容
認
し
て
し
ま
う
と
、
極
め
て
奇
怪
な
人
格
的
想
定
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ

と
に
な
り
、「
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
」
と
し
て
の
在
り
様
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
選
好
形
成
は
、
運
不
運
で
決
ま
る
よ
う
な
客
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
何
が
自
分
に
と
っ
て

の
善
き
生
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
反
省
を
踏
ま
え
た
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

…
我
々
は
自
分
が
特
定
の
道
徳
的
倫
理
的
結
論
〔
＝
選
好
〕
に
達
し
た
と
い
う
事
実
を
運
不
運
の
問
題
と
み
な
さ
な
い
。
も
し

そ
う
し
て
し
ま
え
ば
、
我
々
は
自
分
自
身
を
人
格
的
諸
特
徴
と
同
一
化
し
た
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
と
は
切
り
離
さ
れ

た
存
在
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
偶
然
的
に
精
神
的
放
射
能
を
浴
び
せ
ら
れ
る
犠
牲
者
と
し
て
、
自
ら

を
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
は
自
ら
を
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
と
見
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
に
な
っ

て
み
れ
ば
完
全
に
自
分
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
信
念
を
作
り
あ
げ
る
べ
く
頑
張
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
主
体
で
あ
る
。（〔
〕
内

引
用
者
補
足
）

　

16
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人
々
の
抱
く
選
好
の
差
異
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
運
不
運
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
い
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
対
し
て

為
す
よ
う
な
保
障
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
、「
精
神
的
放
射
能
を
浴
び
せ
ら
れ
る
犠
牲
者
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
人
格
を
と
ら

え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
人
格
で
あ
れ
ば
、
そ
の
選
好
を
失
わ
せ
別
の
安
上
が
り
の
選
好
へ
と
変
え
て
し
ま
う
薬
が
与
え
ら
れ

た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
飛
び
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
写
真
へ
の
興
味
を
消
失
さ
せ
、
詩
作
へ
の
興
味
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
薬

で
あ
る
。
し
か
し
、
写
真
を
愛
好
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
そ
ん
な
も
の
を
飲
み
た
い
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う

薬
を
飲
み
た
い
と
欲
す
る
の
は
、
そ
の
選
好
自
体
が
満
足
を
得
る
た
め
の
便
宜
的
な
手
段
と
み
な
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
し

た
人
格
を
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
欲
求
充
足
の
中
毒
者
と
呼
び
、
我
々
の
倫
理
的
経
験
か
ら
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
。 

　

欲
求
充
足
の
中
毒
者
に
対
し
て
違
和
感
を
持
つ
の
は
、
結
局
、
我
々
が
抱
く
選
好
は
、
幸
福
感
を
惹
起
す
る
脳
内
麻
薬
物
質
を
分

泌
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
選
好
そ
の
も
の
に
、
価
値
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

各
人
が
生
を
営
む
に
あ
た
っ
て
抱
く
長
期
に
亙
る
望
み
、
つ
ま
り
企
図
な
い
し
念
願
に
は
明
ら
か
に
価
値
判
断
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
建
築
物
の
外
観
を
変
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
者
、
大
統
領
に
成
り
た
が
っ
て
い
る
人
間
、
も
っ
と
ホ
ー
ム
レ
ス
の
役
に

立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
物
は
夫
々
、
そ
の
達
成
を
単
に
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
夢
が
実
現
す
れ
ば
お
そ
ら
く
当
人
は
満
足
感
に
浸
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
各
自
の
努
力
を
支
え
る
も
の
は
、
そ
の
達
成
の
重

要
性
の
認
識
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
満
足
感
を
得
る
こ
と
へ
の
期
待
か
ら
で
は
な
い
。
満
足
感
は
当
人
に
と
っ
て
の
達
成
の

重
要
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
満
足
感
に
よ
っ
て
達
成
の
重
要
性
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
嗜
好
」

と
呼
ぶ
ほ
う
が
自
然
な
も
の
も
、
そ
の
殆
ど
は
判
断
と
密
接
不
可
分
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

18
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選
好
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
選
好
が
自
分
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
付
随
し
て
い
る
。

ジ
ャ
ズ
を
愛
し
て
い
る
人
は
、
ジ
ャ
ズ
の
も
た
ら
す
興
奮
を
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ズ
そ
の
も
の
を
愛
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
ジ
ャ
ズ
が
あ
ま
り
流
行
っ
て
お
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
が
幅
を
利
か
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
ロ
ッ
ク
好
き
で
は
な
く
ジ
ャ
ズ
を
好
い

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
不
運
で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
、
公
正
な
資
源
分
配
か
ら
選
好
を
形
成
し
て
き
た
と
言

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
選
好
に
つ
い
て
不
運
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

人
格
を
不
運
で
あ
る
と
み
な
す
見
解
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
言
う
と
お
り
、「
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
」
と
し
て
適
格
を
欠
い

て
い
る
。
し
か
し
、
非
資
源
主
義
か
ら
の
反
論
の
要
点
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
人
格
を
運
／
不

運
の
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
環
境
な
い
し
は
環
境
と
の
適
合
性
を
運
／
不
運
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
情
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
サ
ッ
カ
ー
部
の
兄
と
野
球
部
の
弟
が
い
た
と
す
る
。
親
の
転
勤
の
都
合
で
、
こ

の
家
族
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
引
っ
越
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
サ
ッ
カ
ー
で
溢
れ
て
い
る
が
、
野
球
は
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
幸
運
な
こ
と
に
バ
ス
を
乗
り
継
げ
ば
通
え
る
と
こ
ろ
に
、
野
球
場
が
あ
り
、
野
球
ク
ラ
ブ
が
あ
っ

た
と
し
よ
う
。
親
は
、
子
供
た
ち
に
同
額
の
小
遣
い
を
与
え
て
い
る
が
、
引
っ
越
し
先
が
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
っ
た

た
め
に
、
野
球
好
き
の
弟
は
往
復
の
バ
ス
代
と
い
う
余
計
な
経
費
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
引
っ
越
し
先
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
兄
弟
の
運
命
は
逆
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
弟
は
、
野
球
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
や
サ
ッ
カ
ー
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、「
な
ん
で
こ
ん
な
趣
味
を
好
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
己
の
人
格
を
嘆
く
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
人
格
を
嘆
く
の
で
は

な
く
、
環
境
を
嘆
く
は
ず
で
あ
る
。

　

自
分
が
培
っ
た
選
好
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
内
在
的
価
値
を
認
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
他
者
と
比
較
し
て
運
／
不
運
を
語
っ
た
り
、

20
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感
じ
た
り
す
る
こ
と
は
、
自
然
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
『
ふ
た
り
っ
子
』
の
姉
妹
も
そ
う
で
あ
り
、
視
聴
者

は
あ
の
シ
ー
ン
を
目
に
し
て
、
姉
の
麗
子
が
興
奮
中
毒
者
や
欲
求
充
足
中
毒
者
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
倫
理
的

行
為
主
体
の
論
拠
だ
け
で
は
、
資
源
主
義
に
対
す
る
そ
れ
ほ
ど
有
効
な
擁
護
論
に
な
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
、
合
理
的
遺
憾
の
観
念

　

恐
ら
く
、
よ
り
強
力
な
論
拠
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
（reasonable regret

）」
に
つ
い
て
の
議
論
に
あ
る
。「
合
理
的
遺
憾

の
観
念
」
と
は
、
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
の
が
妥
当
と
言
え
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
想
定
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

は
、
ま
と
も
な
正
義
構
想
を
展
開
す
る
に
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

超
自
然
的
な
身
体
的
な
い
し
精
神
的
能
力
を
も
っ
た
人
や
メ
ト
セ
ラ
の
よ
う
に
長
寿
な
人
な
ら
ば
送
れ
た
は
ず
の
人
生
が
自
分

に
送
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
者
が
い
て
も
、
そ
の
感
情
は
合
理
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

種
の
生
活
は
哲
学
的
に
見
て
彼
の
現
実
の
生
活
よ
り
無
限
に
大
き
な
価
値
を
帯
び
る
と
彼
が
考
え
る
か
ら
と
言
っ
て
、
万
事
を

顧
慮
し
た
う
え
で
彼
の
人
生
の
成
功
が
よ
り
少
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
抵
の
人
々
が
も
っ
て
い
る
普
通
の
能

力
や
寿
命
が
自
分
に
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
の
は
合
理
的
な
感
情
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

超
常
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
の
が
、
合
理
的
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
本
人
が
ど
れ
ほ
ど
主
観
的
に
超
常

的
な
能
力
を
欲
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
報
い
て
や
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
追
加
的
補
償
措
置
で
は
な
く
、

22
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カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
勧
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
観
的
な
願
望
だ
け
で
は
、
ま
と
も
な
議
論
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

能
力
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
環
境
に
対
し
て
も
言
え
る
。
音
楽
を
聴
く
こ
と
は
、
し
ば
し
ばN

o M
usic, N

o Life

と
言
わ
れ

る
ほ
ど
に
、
重
要
な
価
値
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
あ
る
人
に
と
っ
て
月
旅
行
を
実
現
す
る
こ
と
と
別
の
人
に
と
っ
て
の
音

楽
を
聴
く
こ
と
は
、
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
月
旅
行
を
渇
望
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
音
楽
を
聴
く
こ
と

と
同
じ
程
度
に
実
現
で
き
な
い
と
言
っ
て
嘆
く
の
は
愚
か
で
あ
る
し
、
ま
し
て
や
政
治
社
会
が
そ
れ
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
な
ど
は

端
的
に
言
っ
て
馬
鹿
げ
て
い
る
。

　

で
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
に
基
づ
い
た
と
言
え
る
選
好
形
成
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
に
よ
れ
ば
、「
人
々
は
自
分
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
生
活
を
送
る
べ
き
か
に
つ
い
て
選
択
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
様
々
な
生
活
を

送
る
た
め
の
手
段
と
し
て
大
雑
把
に
み
て
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
資
源
が
ど
れ
く
ら
い
多
く
入
手
可
能
か
に
関
す
る
想
定
を
背
景
に

し
て
、
当
の
選
択
を
行
う
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
資
源
の
配
分
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
初
め
て
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
わ

き
ま
え
た
選
好
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
前
提
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
逸
脱
し
た
、

的
外
れ
な
選
好
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
と
も
な
選
好
を
形
成
す
る
う
え
で
、
資
源
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
観
点
か
ら
す
る
非
資
源
主
義
の
理
論
へ
の
批
判
は
手
厳
し
い
。
非
資
源
主
義
の
「
観
念
は
、
人
々
が
各
自
ど
の
よ
う
な
種
類

の
生
活
を
送
る
べ
き
か
に
つ
い
て
大
雑
把
に
で
も
既
に
一
定
の
計
画
を
形
成
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
々
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
種
の
計
画
の
よ
う
な
も
の
を
そ
も
そ
も
考
え
出
せ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
選
択
肢
の
も
と
で
自
分
が
ど
ん
な

資
源
を
自
由
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
な
り
の
理
解
が
予
め
必
要
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
非
資
源
主
義
の

理
論
は
、
予
め
人
々
が
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
踏
ま
え
た
選
好
を
表
明
し
、
そ
の
う
え
で
資
源
を
配
分
す
べ
し
と
み
な
し
て
い

る
が
、
資
源
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
形
成
で
き
ず
、
非
資
源
主
義
は
な
い
も
の
ね
だ
り
に
な
る
の
で

23
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あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
資
源
分
配
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
資
源
分
配
で
あ
れ
、
妥
当
な
「
合
理
的
遺
憾

の
観
念
」
を
形
成
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
巨
万
の
富
を
相
続
し
た
者
と
、
何
も
持
た
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
で
は
、「
合
理
的
遺
憾

の
観
念
」
に
基
づ
く
選
好
は
極
端
に
違
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
と
っ
て
は
、
月
旅
行
を
夢
見
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
し
、

後
者
に
と
っ
て
は
つ
つ
ま
し
や
か
な
戸
建
て
で
暮
ら
す
こ
と
も
過
分
な
夢
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
公
正
な
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」

と
言
え
る
も
の
は
、
平
等
な
資
源
分
配
を
前
提
に
す
る
と
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
平
等
な
資
源
分
配
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
選
好
は
合
理
的
か
つ
公
平
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
欲
す
る
の
は
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
わ
き
ま
え

な
い
過
度
な
要
求
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」
は
ま
さ
に
、
公
正
な
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」

に
基
づ
く
選
好
が
形
成
さ
れ
る
う
え
で
の
、
公
正
な
資
源
分
配
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る

配
慮
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。

　

分
配
的
正
義
の
理
論
に
と
っ
て
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
え
な
い
。
ま
た
、「
合
理
的
遺
憾
の

観
念
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
資
源
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
否
定
し
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
資
源
の

割
り
当
て
に
先
立
っ
て
、
人
々
の
選
好
を
云
々
す
る
よ
う
な
理
論
は
、
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
非
資
源
主
義
の
う

ち
、「
厚
生
の
平
等
」
の
よ
う
な
、
選
好
の
み
を
終
局
的
な
指
標
と
す
る
厚
生
主
義
理
論
が
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
確
立
す
る

こ
と
に
失
敗
し
、
資
源
主
義
か
ら
強
力
に
論
駁
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
議
論
は
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
公
正
な
資
源
分
配

を
前
提
に
形
成
さ
れ
た
各
人
の
選
好
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
踏
ま
え
た
選
好
の
唯
一
の
解
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
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い
か
な
る
修
正
も
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
を
踏
み
外
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
源
の
平
等
の
も
と
で
選
好
が
形

成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
運
／
不
運
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
合
理
な
の
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
公
正
な
資
源
の
配
分
の
も
と
で
選
好
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
運
／
不
運
を
感
じ
た
り
論
じ

た
り
す
る
こ
と
に
共
感
を
覚
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。『
ふ
た
り
っ
子
』
の
姉
妹
は
、
同
年
代
の
子
供
た
ち
が
通
常

欲
す
る
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
将
棋
と
ピ
ア
ノ
を
希
望
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
小
学
生
の
娘
の

い
る
家
庭
で
は
、
ピ
ア
ノ
を
買
っ
て
や
る
こ
と
が
、
中
流
家
庭
の
平
均
的
な
光
景
で
あ
っ
た
。
野
田
家
の
経
済
状
況
が
中
流
で
あ
れ

ば
、
自
然
な
こ
と
と
し
て
、
麗
子
に
ピ
ア
ノ
を
買
い
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
公
正
な
資
源

分
配
が
先
行
し
て
い
な
い
と
、「
合
理
的
な
遺
憾
の
観
念
」
の
範
囲
に
収
ま
る
選
好
は
形
成
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
残
る
、

環
境
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
不
合
理
と
は
言
え
な
い
運
／
不
運
の
感
覚
は
あ
り
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」

を
踏
ま
え
た
選
好
の
解
に
は
幅
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
、
我
々
の
倫
理
的
経
験
に
照
ら
し
て
、
ひ
ど
く
的
外
れ
な
も
の
で
あ
る

と
は
思
え
な
い
。
公
正
な
資
源
分
配
を
先
行
さ
せ
た
の
ち
に
、
そ
れ
で
も
な
お
発
生
す
る
環
境
と
の
適
合
性
な
ど
の
不
運
に
つ
い
て

は
、
他
の
事
情
に
し
て
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
適
宜
、
修
正
を
加
え
て
ゆ
く
べ
き
と
す
る
修
正
資
源
主
義
の
可
能
性
も
否
定

し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
修
正
資
源
主
義
は
、
非
資
源
主
義
の
一
つ
で
あ
る
）。

　

も
っ
と
も
、
家
庭
で
の
配
慮
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
政
治
社
会
に
お
い
て
そ
う
し
た
配
慮
が
実
現
可
能

か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
立
場
か
ら
は
、「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
の
範
囲
を
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
特

定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
主
的
政
治
過
程
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
公
正
な
資
源
分

配
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
政
治
社
会
が
政
治
的
手
続
き
を
経
て
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
非
資
源
的
な
不
運
を
矯
正
し
て
ゆ
く
と
い
う
方
策

は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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例
え
ば
、
補
助
金
の
配
分
に
お
い
て
、
不
遇
な
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
よ
う
な
活
動
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
要
望
し
て
い
る
市
民

の
規
模
や
要
望
さ
れ
て
い
る
使
途
と
そ
の
価
額
を
明
示
し
た
う
え
で
、
一
般
の
市
民
が
投
票
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
み
よ
う
。

要
望
し
て
い
る
市
民
の
規
模
に
比
し
て
一
定
数
の
多
数
の
市
民
が
支
持
し
た
場
合
、
補
助
金
が
支
給
さ
れ
、
満
た
な
か
っ
た
場
合
は

支
給
さ
れ
な
い
と
す
る
。
投
票
の
結
果
と
し
て
要
件
が
課
す
一
定
の
支
持
に
達
し
た
と
す
れ
ば
、
当
該
補
助
金
に
よ
っ
て
直
接
に
恩

恵
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
多
く
の
市
民
が
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
の
範
囲
に
収
ま
る
要
望
と
判
断
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
。
逆
に
、
も
し
そ
れ
が
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
の
範
囲
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
要
望
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
要
件
が
課
す
得
票

を
取
り
付
け
る
こ
と
に
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
主
的
手
続
き
を
噛
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
当
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
挑
戦
の
媒
介
変
数

　

前
節
ま
で
の
検
討
に
お
い
て
、
特
に
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」
に
依
拠
す
る
正
当
化
の
議
論
は
、
厚
生
主
義
を
強
力
に
論
駁
し
え

た
と
し
て
も
、
修
正
資
源
主
義
の
可
能
性
を
全
滅
さ
せ
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
前
節
の
議
論
の
要
点
は
、
い
わ
ば
、「
合
理

的
遺
憾
の
観
念
」
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
存
す
る
か
に
つ
い
て
の
、
事
実
認
定
の
相
違
で
あ
る
。
資
源
主
義
は
解
を
一
意
的
と
み
な
す

の
に
対
し
て
、
修
正
資
源
主
義
は
解
に
幅
を
認
め
る
。
直
観
に
お
い
て
は
野
田
家
に
共
感
し
う
る
よ
う
に
、
修
正
資
源
主
義
の
事
実

認
定
を
排
除
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
修
正
資
源
主
義
が
こ
の
点
で
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
で
の

あ
る
一
つ
の
分
配
の
み
を
、
即
ち
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
主
張
す
る
一
意
的
解
の
み
を
、
規
範
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
な
お
も
可

能
で
あ
る
。
そ
れ
を
提
供
し
て
い
る
の
が
、「
挑
戦
の
媒
介
変
数
（param

eters of the challenge

）」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
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ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
我
々
の
善
き
生
と
い
う
も
の
が
、
単
に
受
動
的
に
快
楽
や
幸
福
を
感
じ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
善
く
生
き
る
と
は
何
で
あ
る
か
を
内
省
す
る
挑
戦
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
よ
う
な
主
体
に
と
っ
て
、

環
境
の
あ
る
も
の
は
、「
理
想
が
ど
の
程
度
達
成
で
き
る
か
へ
の
制
約(lim

its)

」
と
し
て
で
は
な
く
、「
善
く
生
き
る
と
い
う
遂
行

が
当
人
に
と
っ
て
ど
う
な
る
か
を
定
義
す
る
の
に
役
立
つ
媒
介
変
数
と
し
て
」
現
れ
る
と
い
う
。
制
約
条
件
と
は
、
そ
れ
の
多
寡
が
、

送
ら
れ
る
生
の
善
さ
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
生
き
る
と
い
う
挑
戦
の
良
し
悪
し
を
左
右
す
る
。
対
し
て
、
媒
介
変

数
と
は
、
生
き
る
と
い
う
挑
戦
に
お
い
て
向
き
合
う
べ
き
背
景
的
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
人
々
の
送
ら
れ
る
生
の
善
さ
を
定
義

す
る
与
件
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
二
〇
代
で
早
逝
し
て
し
ま
う
よ
う
な
身
体
的
頑
健
さ
を
持
っ
て
い
る
場
合
と
、
八
〇
代
で
老
衰
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
平

均
的
な
身
体
的
頑
健
さ
を
持
っ
て
い
る
場
合
と
を
比
べ
た
場
合
、
前
者
に
と
っ
て
の
寿
命
は
、
可
能
な
ら
ば
お
く
れ
た
は
ず
の
後
半

生
を
な
く
し
て
し
ま
う
制
約
条
件
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
の
生
物
科
学
技
術
の
著
し
く
進
歩
し
た
未
来
か
ら
見
れ
ば
、
八
〇

代
で
死
ぬ
こ
と
は
極
め
て
早
逝
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
我
々
は
、
八
〇
代
で
死
を
迎
え
る
人
生
を
、
後
の
未
来
に
比
べ

て
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
我
々
の
時
代
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
、
八
〇

代
と
い
う
平
均
寿
命
は
、
そ
の
人
生
を
定
義
す
る
与
件
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
後
の
未
来
に
お
い
て
も
、
過
去
の
歴
史
の

あ
る
時
点
に
お
い
て
も
、
環
境
へ
の
向
き
合
い
方
は
、
現
在
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
現
在
時
点
に
生

き
る
我
々
は
、
現
在
時
点
に
お
け
る
媒
介
変
数
を
受
け
入
れ
、
人
生
と
い
う
挑
戦
を
そ
の
時
代
の
平
均
寿
命
に
お
い
て
描
い
て
い
る
。

重
要
な
の
は
、
違
う
与
件
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
与
件
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、

媒
介
変
数
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
公
正
な
資
源
分
配
の
も
と
で
他
者
が
形
成
し
た
選
好
の
体
系
は
、
各
人
の
善
き
生
を
定
義
づ
け
る
媒
介
変
数

25

26
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で
あ
る
と
言
う
。
自
ら
の
選
好
と
同
じ
選
好
を
抱
く
他
者
が
多
数
で
あ
っ
た
場
合
、
資
源
に
対
す
る
競
合
は
熾
烈
と
な
り
、
価
格
が

つ
り
あ
が
り
、
少
数
で
あ
っ
た
場
合
よ
り
も
少
な
く
し
か
消
費
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
反
対
に
、
自
ら
の
選
好
と
同
じ
選
好
を

抱
く
他
者
が
少
数
で
あ
っ
た
場
合
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
働
か
ず
、
生
産
の
単
価
が
吊
り
上
り
、
多
数
で
あ
っ
た
場
合
よ
り
も
少

な
く
し
か
消
費
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
い
く
ら
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
運
／
不
運
で
あ

る
か
の
よ
う
に
語
る
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
こ
の
時
代
に
生
れ
落
ち
、
八
〇
代
と
い
う
平
均
寿
命
を
媒

介
変
数
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
と
も
に
同
じ
こ
の
世
界
で
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
他
者
の
選
好
は
、
善
き
生

を
定
義
す
る
媒
介
変
数
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

私
が
自
分
の
共
同
体
の
中
に
見
出
す
個
人
的
な
企
図
、
態
度
、
選
好
の
混
合
体
や
、
世
界
の
資
源
の
全
体
状
況
は
、
そ
れ
自
体

で
は
私
に
と
っ
て
公
正
で
も
不
正
で
も
な
い
。
こ
の
混
合
体
は
、
私
が
何
を
行
い
何
を
所
有
す
る
こ
と
が
公
正
、
不
正
で
あ
る

か
を
確
定
す
る
事
実
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
、
政
治
社
会
の
中
で
公
正
な
資
源
を
以
て
平
等
に
遇
さ
れ
て
い
る
人
々
が
、
自
ら
の
人
生
を
そ
れ
自
体
が
挑
戦
で
あ

る
と
み
な
す
べ
き
存
在
で
あ
る
場
合
に
は
、
正
義
の
名
に
お
い
て
そ
れ
以
上
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
環

境
を
媒
介
変
数
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
と
す
る
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
積
極
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
。

六
、
お
わ
り
に

27
28

29

30
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本
稿
の
検
討
課
題
は
、
資
源
主
義
を
擁
護
す
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
議
論
が
成
功
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
最
初
に
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
の
要
点
を
素
描
し
た
う
え
で
（
二
）、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
提
示
し
て
い
る

「
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
」「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」「
挑
戦
の
媒
介
変
数
」
と
い
う
正
当
化
論
拠
を
検
討
し
た
。
第
一
の
「
道
徳

的
行
為
主
体
」
の
議
論
は
、
必
ず
し
も
有
力
な
論
駁
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
結
論
し
た
（
三
）。
第
二
の
「
合
理
的
遺
憾
の
観
念
」

は
、
厚
生
主
義
を
論
駁
す
る
に
は
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
修
正
資
源
主
義
と
呼
べ
る
立
場
を
論
駁
し
尽
く
す
に
は

至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
（
四
）。
第
三
の
「
挑
戦
の
媒
介
変
数
」
は
、
資
源
主
義
を
規
範
的
に
擁
護
し
う
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
妥
当
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（
五
）。

　　

欲
求
充
足
の
中
毒
者
に
と
っ
て
善
き
生
と
は
、
欲
求
充
足
を
ど
れ
だ
け
生
じ
さ
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
媒
介
変
数

に
基
づ
い
て
善
き
生
を
解
釈
す
る
余
地
は
な
く
、
全
て
の
事
柄
は
欲
求
充
足
を
発
生
さ
せ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
厚

生
の
平
等
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
批
判
す
る
よ
う
な
欲
求
充
足
の
中
毒
者
モ
デ
ル
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、

全
て
の
事
柄
が
制
約
条
件
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
善
き
生
を
挑
戦
と
と
ら
え
る
道
徳
的
倫
理
的
行
為
主
体
を
前
提
と
す
る
理
論

に
お
い
て
は
、
多
く
の
事
柄
が
媒
介
変
数
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
修
正
資
源
主
義
は
、
他
者
の
形
成
し
た
選
好
の
体
系
を
必
ず
し
も

媒
介
変
数
と
み
な
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
厳
格
に
媒
介
変
数
と
み
な
す
。
さ
ら

に
目
を
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
転
ず
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
理
論
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
事
柄
を
媒
介
変
数
と
み
な
す
だ
ろ
う
。
各
人
の
個
人
的

資
質
に
違
い
が
あ
り
、
稼
得
能
力
に
明
ら
か
な
格
差
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
引
き
受
け
る
べ
き
与
件
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
善
き
生
に
格
差
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
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厚
生
の
平
等
：

修
正
資
源
主
義
：

資
源
主
義
：

リ
バ
タ
リ
ア
ン
：

　

平
等
論
の
中
の
一
つ
の
論
点
で
あ
る
、「
何
の
平
等
か
？
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
は
、
我
々
の
う
ち
に
存
す
る
二

つ
の
倫
理
的
直
観
の
間
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
我
々
は
「
優
し
く
あ
れ
」
と
い

う
教
え
を
説
き
、
不
遇
な
立
場
に
あ
る
者
へ
の
配
慮
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
直
観
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、「
強
く
あ
れ
」
と
い
う

人
生
訓
に
共
鳴
し
、
他
人
を
頼
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
己
の
宿
命
に
対
し
て
自
ら
の
力
を
頼
り
に
打
ち
克
っ
て
い
く
べ
き
こ
と
を

直
観
す
る
。「
優
し
さ
」
を
他
者
に
対
し
て
要
求
す
る
惰
弱
さ
も
、「
強
さ
」
を
他
者
に
対
し
て
要
求
す
る
傲
慢
さ
も
、
と
も
に
人
の

あ
る
べ
き
道
徳
的
態
度
と
し
て
い
さ
さ
か
気
の
ひ
け
る
も
の
で
あ
る
。「
優
し
さ
」
も
「
強
さ
」
も
、
自
ら
に
課
す
べ
き
倫
理
で
あ

る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
政
治
社
会
は
、
あ
る
一
つ
の
「
優
し
さ
」
と
「
強
さ
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
の
理
論
は
、
そ
の
一
つ
の
解
で
あ
る
。

　

平
等
主
義
が
「
優
し
さ
」
の
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、「
強
さ
」
の
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
哲
学
は
、
平
等
主
義
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
持
つ
「
強
さ
」
の
魅
力
も
部
分
的
に
内

包
し
て
い
る
。
し
か
し
、
で
は
な
ぜ
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
媒
介
変
数
と
み
な
す
各
人
の
能
力
資
源
も
制
約
条
件
と
み
な
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
論
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
へ
と
内
破
す
る
危
険
性
も
秘
め
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
論
の
魅
力
も
限
界
も
、
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

制
約
条
件

制
約
条
件

媒
介
変
数

制
約
条
件

媒
介
変
数

媒
介
変
数
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注
（
１
）　

こ
の
野
田
家
に
類
す
る
状
況
記
述
状
か
ら
資
源
主
義
を
批
判
し
た
も
の
に
、A

rneson (1990), p.189.

（
２
）　

何
の
平
等
か
？
を
め
ぐ
る
初
期
の
紹
介
と
し
て
、
井
上
（
一
九
八
九
）

（
３
）　

こ
の
問
題
系
に
つ
い
て
の
代
表
作
は
そ
れ
ぞ
れ
、D

w
orkin(2000), R

aw
ls (1971)　

ロ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
は
、
社
会
的
基
本
財
の
概

念
が
資
源
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
４
）　C

ohen(1989), (1993), A
rneson (1989), (1990)

（
５
）　

コ
ー
エ
ン
は
、
自
身
の
平
等
主
義
的
理
論
を
、
厚
生
に
も
資
源
に
も
回
収
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、m

idfare

の
平
等
と
位
置
付
け
て

い
る
。C

ohen(1993) ,pp.18-19.
（
訳
書pp.36-38.

）
厚
生
主
義
で
は
な
い
非
資
源
主
義
の
中
心
論
客
と
し
て
は
、
他
に
、
潜
在
能
力

（capabilities

）
の
平
等
を
唱
え
る
セ
ン
が
い
る
。Sen (1982), (1992), (1993)

（
６
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
自
身
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、
芸
術
支
援
が
社
会
の
全
員
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
示
す
試
み
を
提
示

し
て
い
る
。D

w
orkin(1985 ), ch.11 .

（
訳
書　

第
一
〇
章
）

（
７
）　D

w
orkin (2000),p.5.

（
訳
書p.12.

）

（
８
）　Ibid, p.6.

（
訳
書p.14.

）

（
９
）　

不
運
に
対
す
る
救
済
が
今
日
の
平
等
主
義
諸
理
論
の
中
核
に
あ
る
で
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
提
示
し
た
も
の
に
、A

nderson (1999) 

な
お
、
著
者
自
身
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
別
の
見
解
に
立
つ
。
藤
岡

（
二
〇
〇
二
）、（
二
〇
一
三
）

（
10
）　D

w
orkin (2000),p.286.

（
訳
書p.386.

）
個
人
的
資
源
の
欠
損
が
政
治
社
会
の
中
で
救
済
さ
れ
る
う
え
で
の
理
念
的
モ
デ
ル
と
し
て
、

仮
想
的
保
険
市
場
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
是
非
に
ま
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。Ibid, pp.73-109.

（
訳
書

p.104-152.

）

（
11
）　Ibid, p.286.

（
訳
書p.386.

）
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（
12
）　Ibid, pp.74-76.

（
訳
書pp.106-108.

）

（
13
）　Ibid, pp. 48-59.

（
訳
書pp.70-85.

）
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
高
価
な
嗜
好
の
問
題
で
あ
る
が
、
直
観
的
に
は
高
価
な
嗜
好
に
対
し
て

補
償
す
る
の
は
奇
妙
に
思
え
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
主
義
の
理
論
は
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。
資
源
主
義
に
お
い
て
は
、
明
快
に
そ
れ
を
排

除
し
う
る
。

（
14
）　C

ohen (1989), p.923. 

コ
ー
エ
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
例
示
は
、
写
真
家
と
釣
り
人
で
あ
っ
た
。
本
編
で
は
、
文
化
振
興
予
算
と
い
う

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
政
治
マ
タ
ー
と
の
リ
ン
ク
を
明
示
す
る
た
め
、
釣
り
人
を
詩
人
に
代
え
て
あ
る
。

（
15
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
稼
得
能
力
の
格
差
を
是
正
す
る
仕
組
み
と
し
て
提
案
す
る
仮
想
的
保
険
市
場
の
モ
デ
ル
で
は
、
各
人
が
そ
の
選
好
に

従
っ
て
実
際
に
就
く
こ
と
に
な
る
職
業
に
つ
い
て
、
他
に
よ
り
稼
げ
る
職
業
に
就
け
る
人
も
そ
う
で
な
か
っ
た
人
に
つ
い
て
も
、
区
別
を

設
け
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
発
揮
さ
れ
た
稼
得
能
力
と
し
て
の
所
得
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
。D

w
orkin (2000),p.90.

（
訳
書p.127.

）、

（
16
）　Ibid, p.290.

（
訳
書p.391.
）

（
17
）　Ibid, p.290.

（
訳
書p.391.
）

（
18
）　bid, p.291.

（
訳
書p.392.

）

（
19
）　Ibid, p.290.

（
訳
書p.391.

）

（
20
）　Ibid, p.293.

（
訳
書p.394.

）

（
21
）　C

ohen (1989),p.927.

（
22
）　D

w
orkin( 2000),p.39.

（
訳
書p.57.

）

（
23
）　Ibid, p.28.

（
訳
書p.42.

）

（
24
）　D

w
orkin (2000),p.29.

（
訳
書p.43.

）

（
25
）　Ibid, p.260.

（
訳
書p.354.

）

（
26
）　Ibid, p.262.

（
訳
書p.356.

）

（
27
）　Ibid, pp.297-298.

（
訳
書p.400.

）

（
28
）　Ibid, p.298.

（
訳
書p.401.

）

（
29
）　Ibid, p.298.

（
訳
書p.401.

）
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（
30
）　

本
稿
に
お
い
て
は
、
正
義
の
適
用
領
域
と
し
て
の
家
族
と
政
治
社
会
の
区
別
に
つ
い
て
の
検
討
を
避
け
て
き
た
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、

家
族
と
政
治
社
会
と
の
分
業
を
明
瞭
に
主
張
し
て
い
る
。Ibid, pp.5-6, 280-281.

（
訳
書p.13, pp.378-379.

）
他
方
、
非
資
源
主
義
か

ら
の
資
源
主
義
批
判
の
多
く
は
、
本
稿
で
も
援
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
や
親
密
圏
で
の
判
断
を
政
治
社
会
に
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。

C
ohen (2009 )　

こ
の
点
に
関
す
る
区
別
可
能
性
が
き
わ
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
検
討

に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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