
　（　　）　48巻２号　（2014. １）1

難破船とキャンプ旅行

目
次

一　

は
じ
め
に

二　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
の
一
般
的
構
図

三　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
点

四　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
難
破
船
」
と
資
源
の
平
等

五　

コ
ー
エ
ン
の
「
キ
ャ
ン
プ
旅
行
」
と
社
会
主
義
の
二
つ
の
原
理

六　

考
察

七　

お
わ
り
に

一　

は
じ
め
に

　

賛
否
の
分
か
れ
る
原
理
や
原
則
に
つ
い
て
判
断
を
行
う
際
に
、
比
喩
的
な
事
例
を
仮
想
し
、
そ
こ
で
の
判
断
か
ら
類
推
し
て
、
論

論
　
説難

破
船
と
キ
ャ
ン
プ
旅
行

藤　

岡　

大　

助



48巻２号　（2014. １）　（　　）2

論　　説

争
と
な
っ
て
い
る
状
況
下
で
の
判
断
を
論
証
す
る
と
い
う
方
法
が
し
ば
し
ば
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
比
喩
的
な
事
例
は
、
必
ず
し

も
、
現
実
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
時
に
は
、
絶
対
に
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
、
も
し
も
そ
の
よ
う
な
立
場
に
自
分
自
身
が
置
か
れ
た
ら
、
ど
う
判
断
す
る
か
で
あ
ろ
う
か
を
想
像
し
、
類
推
す
る

こ
と
は
出
来
る
。
そ
し
て
、
そ
の
類
推
を
手
が
か
り
に
、
論
争
的
次
元
に
お
け
る
自
説
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、

法
哲
学
の
世
界
で
は
お
な
じ
み
の
風
景
で
あ
り
、
多
く
の
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
議

論
の
ス
タ
イ
ル
を
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

数
あ
る
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
中
で
も
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
Ｇ
．
Ａ
．
コ
ー
エ
ン

が
展
開
し
た
議
論
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
コ
ー
エ
ン
も
既
に
故
人
で
あ
る
が
、
両
者
は
い
わ
ゆ
る
エ
ガ
リ
タ
リ
ア
ン
（
平
等
主

義
者
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
論
客
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
分
配
的
正
義
論
に
多
大
な
貢
献
を
為
し
て
き
た
。
両
者
は
と
も
に
、
そ

の
分
配
的
正
義
論
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
様
々
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
証
の
一
つ
と
し
て
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ

る
論
証
」
も
行
っ
て
い
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、「
難
破
船
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、
自
身
の
「
資
源
の
平
等
」
と
い
う

正
義
構
想
を
展
開
し
て
お
り
、
コ
ー
エ
ン
は
、「
キ
ャ
ン
プ
旅
行
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、「
社
会
主
義
的
平
等
の
原
理
」

と
「
共
同
体
の
原
理
」
か
ら
な
る
社
会
主
義
の
二
つ
の
原
理
の
正
当
化
を
試
み
て
い
る
。
両
者
の
導
き
出
す
理
論
上
の
結
論
は
、
同

じ
く
平
等
主
義
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
理
論
家
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
か
な
り
近
い
内
容
で
は
あ
る
も
の
の
、
重
要
な
点
に
お

い
て
対
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
分
配
的
正
義
論
に
お
け
る
平
等
主
義
内
部
で
の
主
要
争
点
の
一
つ
で
あ
る
「
何
の
平
等
か
？
」
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
資
源
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
コ
ー
エ
ン
は
厚
生
主
義
の
立
場
に
立
つ
。

　

本
稿
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
を
検
討
し
、「
何
の
平
等
か
？
」
と
い
う

問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
探
し
出
す
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
最
初
に
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
一
般
的
構
図
を
示
し
、
こ

1
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の
論
証
方
法
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
）。
次
に
、
両
者
が
依
拠
す
る
、
資
源
主
義
と
厚
生
主
義
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
立
場

で
あ
る
の
か
を
説
明
し
、
対
立
点
を
明
示
す
る
（
三
）。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
「
難

破
船
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
資
源
の
平
等
」
を
概
観
し
（
四
）、
さ
ら
に
、
コ
ー
エ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
「
キ
ャ
ン
プ
旅
行
」

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
社
会
主
義
的
平
等
」
と
「
共
同
体
の
原
理
」
を
概
観
す
る
（
五
）。
以
上
の
予
備
的
作
業
を
経
た
う
え
で
、

両
者
の
議
論
を
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
一
般
的
構
図
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
（
六
）。
結
論
と
し
て
は
、「
正
義
の
適
用

領
域
」
と
い
う
問
題
が
「
何
の
平
等
か
？
」
と
い
う
論
争
の
解
決
の
糸
口
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

二　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
の
一
般
的
構
図

　

ま
ず
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
一
般
的
な
構
図
を
示
そ
う
。「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
を
用
い
て
相
手
方
を
説
得
し

よ
う
と
し
て
い
る
論
証
者
と
、
説
得
の
挑
戦
を
受
け
て
い
る
相
手
方
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
認
識
を
対
比
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

論
争
的
次
元

　

論
証
者
：
﹇
状
況
Ａ
﹈　

↓　
﹇
推
論
Ａ
﹈　

↓　
﹇
原
理
Ａ
﹈

　

相
手
方
：
﹇
状
況
Ａ
﹈　

↓　
﹇
推
論
Ｂ
﹈　

↓　
﹇
原
理
Ｂ
﹈

仮
想
的
次
元
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）

　

論
証
者
：
﹇
状
況
A’
﹈　

↓　
﹇
推
論
A’
﹈　

↓　
﹇
原
理
Ａ
﹈
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相
手
方
：
﹇
状
況
A’
﹈　

↓　
﹇
推
論
A’
﹈　

↓　
﹇
原
理
Ａ
﹈

二
つ
の
状
況
の
関
係

　

論
証
者
：
﹇
状
況
A’
﹈　

≒　
﹇
状
況
Ａ
﹈

　

相
手
方
：
﹇
状
況
A’
﹈　

≠　
﹇
状
況
Ａ
﹈

　

論
証
し
た
い
の
は
、
論
争
的
次
元
に
お
い
て
、﹇
状
況
Ａ
﹈
か
ら
﹇
推
論
Ａ
﹈
に
従
っ
て
導
か
れ
る
﹇
原
理
Ａ
﹈
の
妥
当
性
で
あ
る
。

論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
に
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
は
、
合
意
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
相
手
方
は
、
同

じ
﹇
状
況
Ａ
﹈
か
ら
出
発
し
て
も
、
別
の
﹇
推
論
Ｂ
﹈
を
経
て
別
の
﹇
原
理
Ｂ
﹈
を
導
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
は
、
論
争
的
次
元
に
お
け
る
﹇
原
理
Ａ
﹈
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
仮
想
的
次
元
の
議
論
を
参

照
す
る
。
仮
想
的
次
元
に
お
い
て
は
、﹇
状
況
A’
﹈
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、﹇
推
論
A’
﹈
に
従
っ
て
、﹇
原
理
Ａ
﹈
が
導
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
仮
想
的
次
元
に
お
け
る
推
論
過
程
に
つ
い
て
は
、
論
争
的
次
元
に
お
け
る
﹇
原
理
Ｂ
﹈
を
支
持
す
る
相
手
方
か
ら
も
、

合
意
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
逆
に
言
う
と
、﹇
状
況
A’
﹈
↓　
﹇
推
論
A’
﹈
↓
﹇
原
理
Ａ
﹈
と
い
う
系
列
は
、

合
意
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

仮
想
的
次
元
で
の
推
論
系
列
が
合
意
し
う
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
う
え
で
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
者
は
、﹇
状
況

Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈
と
の
間
に
、
重
要
な
点
で
相
違
が
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
原
理
Ｂ
の
支
持
者
は
、
論
証
者

か
ら
説
得
の
挑
戦
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
想
的
次
元
に
お
け
る
﹇
状
況
A’
﹈
↓
﹇
推
論
Ａ
﹈
↓
﹇
原
理
Ａ
﹈
と
い
う
系
列

に
つ
い
て
合
意
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、﹇
状
況
A’
﹈
と
﹇
状
況
Ａ
﹈
と
の
間
に
重
要
な
点
で
違
い
が
な
い
の
な
ら
ば
、
当
然
、﹇
推
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論
A’
﹈
も
﹇
推
論
Ａ
﹈
と
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
論
争
的
次
元
に
お
い
て
も
、﹇
状
況
Ａ
﹈
か
ら
﹇
原
理
Ａ
﹈
が
導
か
れ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
と
い
う
方
法
に
は
、
反
証
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
仮
想
的
次
元

に
お
け
る
推
論
系
列
が
、
論
証
者
の
期
待
し
た
通
り
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
反
論
が
あ
り
え
る
。
論
証
者
は
当
然
、
こ
れ
を
合
意
さ

れ
う
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
目
論
見
通
り
に
合
意
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
自
明
で
は
な
い
。
仮
想
的

状
況
に
お
け
る
、﹇
状
況
A’
﹈
↓
﹇
推
論
A’
﹈
↓
﹇
原
理
Ａ
﹈
と
い
う
系
列
に
合
意
出
来
る
だ
け
の
説
得
力
が
な
く
、﹇
状
況
A’
﹈
に

お
い
て
は
別
の
推
論
と
別
の
原
理
が
示
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
段
階
で
、
合
意
を
否
定
出
来
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る

論
証
は
、
そ
も
そ
も
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
を
「
合
意
の
不
成
立
」
に
よ
る
反
証
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

第
二
の
反
論
は
、﹇
状
況
Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈
の
類
似
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
点
で
﹇
状
況
Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈

と
の
間
に
違
い
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
の
論
証
は
や
は
り
失
敗
す
る
。
以
下
で
は
こ
れ
を
、「
類
似
性
の
不

成
立
」
に
よ
る
反
証
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹇
状
況
Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈
は
、
記
述
に
お
い
て
同
一
で
は
あ
り
得
ず
、

必
ず
径
庭
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
も
、
記
述
に
お
い
て
違
い
が
な
け
れ
ば
、﹇
状
況
Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈
は
同
一
と
な
り
、﹇
状

況
A’
﹈
に
お
け
る
合
意
も
期
待
出
来
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
述
に
お
い
て
必
ず
異
な
る
以
上
、
単
に
相
違
点
と
い

う
だ
け
で
あ
れ
ば
、﹇
状
況
Ａ
﹈
と
﹇
状
況
A’
﹈
と
の
間
に
、
無
数
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
論
と

し
て
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
相
違
点
の
中
で
、
事
柄
の
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ス
に
関
わ
る
重
要
な
点
で
違
い
を
指
摘
出
来
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
相
違
点
の
重
要
性
の
提
示
に
失
敗
す
れ
ば
、
反
論
の
方
が
破
綻
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
の
強
み
は
、
我
々
の
直
観
を
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
点
に
あ
る
。
論
争
的
次
元
に
お
い
て

は
、﹇
状
況
Ａ
﹈
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、
直
観
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
推
論
を
妥
当
と
す
べ
き
か
、
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
原
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理
を
妥
当
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
意
見
は
割
れ
て
い
る
。
他
の
方
法
に
よ
る
論
証
に
失
敗
す
れ
ば
、
あ
と
は
結
局
、
直
観
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
直
観
が
違
え
ば
、
互
い
に
互
い
を
説
得
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
論
争
は
決
着
を
見
な
い
こ

と
に
な
る
。
他
方
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
で
は
、
仮
想
的
次
元
に
お
い
て
は
、
直
観
に
頼
る
こ
と
が
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

互
い
の
直
観
に
基
づ
い
て
で
あ
れ
、
合
意
さ
れ
得
る
こ
と
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
我
々
の
直
観
に
照
ら
し
て
、

合
意
さ
れ
る
よ
う
に
状
況
は
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
で
は
、
あ
と
は
直
観
に
頼
る
し
か
な
い
と
い

う
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
論
争
の
決
着
を
目
指
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

法
哲
学
の
議
論
の
中
で
、
仮
想
的
事
例
を
用
い
る
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
例
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
に

よ
っ
て
為
さ
れ
た
「
原
初
状
態
」
か
ら
「
正
義
の
二
原
理
」
を
導
出
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
、

本
稿
で
述
べ
て
き
た
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
せ
ら
れ
た

原
初
状
態
に
お
い
て
合
意
さ
れ
る
原
理
が
、
我
々
の
社
会
を
律
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
正
義
の
原
理
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
を
、
純

粋
な
手
続
き
的
正
義
と
し
て
示
し
て
い
る
。
純
粋
な
手
続
き
的
正
義
で
は
、
そ
の
手
続
き
に
従
っ
た
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
が
、
導

か
れ
る
結
果
の
正
当
性
を
与
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
原
初
状
態
に
お
い
て
選
ば
れ
る
よ
う
な
原
理
こ
そ
が
、
我
々
の
社
会
で
ふ
さ

わ
し
い
原
理
と
し
て
「
発
見
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
論
争
的
状
況
の
判
断
を
仮
想
的
状
況
で
の
判
断
か
ら

類
推
す
る
と
い
う
構
図
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
仮
想
的
状
況
で
の
判
断
が
、
直
截
に
、
論
争
的
状
況
で
の
判
断
の
妥
当
性

を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
さ
ら
に
、
原
初
状
態
と
い
う
仮
想
的
状
況
と
我
々
の
社
会
と
の
状
況
と
の
間
に
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
い
う
決
定
的
径
庭

が
存
す
る
点
も
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
も
し
も
、
こ
の
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
い
う
径
庭
が
、

ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
の
中
で
、
重
要
な
差
異
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
純
粋
な
手
続
き
的
正
義
と
い
う
目
論
見
は

3

4

5
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失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
と

し
て
は
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
以
上
が
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
一
般
的
構
図
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
平
等
主
義
者
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
の
議
論
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
展
開
し
、

そ
し
て
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
、
概
ね
一
致
す
る
も
の
の
、
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
も
、
両
者
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
説
得
力
を
持
つ
議
論
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
議
論
を
前
に
し
て
、
我
々
は
、
自

身
の
内
に
深
刻
な
対
立
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
か
の
論
証
に
誤
り
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の

状
況
で
の
判
断
が
誤
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
合
意
の
不
成
立
）。
あ
る
い
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
状
況
と
決
着
を
目
指
し
て
い

る
論
争
に
お
け
る
状
況
と
の
類
似
性
が
な
く
、
い
ず
れ
か
に
、
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ス
の
あ
る
相
違
点
を
指
摘
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い

（
類
似
性
の
不
成
立
）。
あ
る
い
は
、
両
者
と
も
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
つ
の
議
論
を
前
に
し
て
、

我
々
は
検
討
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
点

　

今
日
の
分
配
的
正
義
論
の
全
体
的
見
取
り
図
か
ら
見
れ
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
コ
ー
エ
ン
も
、
と
も
に
エ
ガ
リ
タ
リ
ア
ン
（
平
等

主
義
者
）
と
い
う
思
想
派
閥
に
属
す
る
論
客
で
あ
る
。
平
等
主
義
は
、
功
利
主
義
や
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
な
ど
の
他
の
思
想
派
閥
と

は
区
別
さ
れ
る
一
派
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
中
核
的
理
念
が
平
等
主
義
を
構
成
す
る
の
か
は
、
か
な
り
難
し
い
問
題
で

あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
平
等
主
義
の
特
徴
は
、「
平
等
」
と
い
う
理
念
を
政
治
社
会
の
根
本
的
な
原
理
の
中
で
も
第
一
位
の
重
要
性
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を
持
つ
と
み
な
す
思
想
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、「
平
等
」
は
様
々
な
解
釈
を
許
容
す
る
抽
象
的
な
理
念
で
あ
り
、
平

等
主
義
者
の
中
に
も
平
等
に
関
す
る
様
々
な
解
釈
上
の
対
立
が
あ
る
。
ま
た
、
平
等
主
義
者
以
外
の
思
想
派
閥
に
お
い
て
も
、
何
ら

か
の
形
で
「
平
等
」
に
対
し
て
重
要
性
を
付
し
て
い
る
こ
と
も
疑
い
得
な
い
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。

　

平
等
主
義
者
の
中
核
的
理
念
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
深
入
り
出
来
な
い
が
、
本
稿
で
の
要
点
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
と
コ
ー
エ
ン
が
相
当
程
度
に
近
い
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
提
起
し
た
論
点
に
従
え

ば
、
両
者
は
と
も
に
「
運
の
平
等
」
を
概
ね
受
け
容
れ
る
立
場
に
あ
る
と
言
え
る
。「
運
の
平
等
」
と
は
、
自
然
な
運
に
よ
っ
て
生

じ
る
人
々
の
格
差
を
道
徳
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
み
な
し
、
正
義
の
観
点
か
ら
は
こ
れ
を
是
正
す
る
必
要
を
認
め
る
前
提
で
あ 

る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
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
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
」

と
主
張
す
る
。
コ
ー
エ
ン
に
お
い
て
も
、「
私
の
考
え
で
は
、
根
本
的
な
平
等
主
義
者
の
目
標
の
大
き
な
部
分
は
、
分
配
に
お
け
る

不
運
の
影
響
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
分
類
か
ら
は
、
両
者
は
、「
運
の
平
等
」
の

信
奉
者
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
両
者
が
近
い
立
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
で
は
何
が
相
違
点
な
の
か
が
、
本
稿
に
お
け
る
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
く
る
。
両

者
の
主
要
な
違
い
は
、
何
に
お
け
る
自
然
の
運
を
矯
正
す
べ
き
と
み
な
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
分
配
的
正
義
が
対
象
と
す
る
範
囲

設
定
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、「
何
の
平
等
か
？
」
と
い
う
平
等
を
め
ぐ
る
今
日
の
主
要
論
点
の
一
つ
と
し
て
構
成

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
何
の
平
等
か
？
」
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
を
主
要
論
客
と
す
る
資
源
主
義
の
立
場
と
リ

チ
ャ
ー
ド
・
Ａ
・
ア
ー
ナ
ソ
ン
や
コ
ー
エ
ン
ら
を
主
要
論
客
と
す
る
厚
生
主
義
と
が
先
鋭
な
形
で
対
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
油
絵

6
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画
家
と
詩
人
が
い
た
と
き
、
油
絵
画
家
は
作
品
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
値
の
張
る
画
材
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

詩
人
は
紙
と
鉛
筆
さ
え
あ
れ
ば
事
足
り
る
。
両
者
が
同
額
の
資
源
を
有
し
て
い
た
場
合
、
厚
生
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
詩
人
か
ら
画

家
へ
と
資
源
の
移
転
を
指
令
す
る
の
に
対
し
て
、
資
源
主
義
の
立
場
か
ら
は
そ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
中
間
的
な
も
の
と
し
て
、
ア
マ
ー
テ
ィ
ア
・
セ
ン
を
中
心
論
客
と
す
る
機
能
主
義
と
い
う
立
場
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

コ
ー
エ
ン
自
身
は
、
自
分
の
立
場
を
厚
生
主
義
そ
の
も
の
よ
り
は
、
機
能
主
義
に
近
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
の
見
立
て
で
は
、
コ
ー
エ
ン
は
重
要
な
点
で
厚
生
主
義
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
セ
ン
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、

曖
昧
さ
を
取
り
除
け
ば
厚
生
主
義
か
資
源
主
義
か
い
ず
れ
か
に
帰
着
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の

見
立
て
に
従
っ
て
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
コ
ー
エ
ン
を
厚
生
主
義
そ
の
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
厳
密

な
厚
生
主
義
は
、
厚
生
面
に
現
れ
る
格
差
に
つ
い
て
の
み
、
是
正
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
と
し
て
解
さ
れ
る
が
、

コ
ー
エ
ン
は
厚
生
の
指
標
の
み
を
用
い
る
べ
き
と
す
る
立
場
で
は
な
い
。
曖
昧
な
感
は
否
め
な
い
が
、
コ
ー
エ
ン
自
身
は
、
自
ら
の

主
張
を
「
ミ
ッ
ド
フ
ェ
ア
の
平
等
」
と
形
容
し
て
お
り
、
厚
生
面
に
現
れ
る
格
差
も
含
ん
だ
う
え
で
、
平
等
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
資
源
だ
け
に
注
目
す
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
厚
生
を
も
配
慮
せ
よ
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

で
は
、
資
源
面
に
現
れ
る
不
運
だ
け
が
是
正
の
対
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
資
源
面
だ
け
で
は
な
く
、
厚
生
面
に
現
れ
る
不
運
も
、

是
正
の
対
象
と
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
続
く
二
つ
の
節
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る

論
証
」
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
導
い
て
い
こ
う
。
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四　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
難
破
船
」
と
資
源
の
平
等

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
話
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

い
ま
、
船
の
難
破
で
生
き
残
っ
た
大
勢
の
人
々
が
、
資
源
が
豊
富
に
あ
り
現
地
人
の
い
な
い
無
人
島
に
漂
着
し
た
と
想
定
し
よ

う
。
そ
し
て
、
多
く
の
年
月
が
経
た
な
い
と
彼
ら
は
救
出
さ
れ
そ
う
も
な
い
と
す
る
。

　

こ
の
島
に
漂
着
し
た
生
存
者
た
ち
は
、
な
ん
と
か
そ
の
島
で
経
済
を
確
立
し
て
生
活
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
悟

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
人
々
は
、
次
の
よ
う
な
原
則
に
同
意
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

島
の
ど
の
資
源
に
対
し
て
も
、
他
人
に
先
立
っ
て
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
者
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
資
源
は
人
々

の
間
で
平
等
に
分
割
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則

ひ
と
た
び
﹇
資
源
に
つ
い
て
の
﹈
分
割
が
完
成
し
た
と
き
、
移
住
者
の
う
ち
の
誰
か
が
、
自
己
の
資
源
の
束
よ
り
も
他
の
あ
る

人
間
の
資
源
の
束
を
選
好
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
い
か
な
る
資
源
の
分
割
も
平
等
と
は
言
え
な
い
（﹇　

﹈
内
引
用
者
）

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
島
の
資
源
が
上
記
の
合
意
原
則
に
従
っ
て
平
等
に
分
割
さ
れ
る
の
か
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
様
々
な
方

19
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法
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
う
え
で
、
最
も
理
に
適
っ
た
方
法
は
、
島
の
資
源
に
対
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
と

言
う
。
人
々
に
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
通
貨
と
し
て
用
い
ら
れ
る
貝
殻
が
等
量
与
え
ら
れ
、
島
の
全
て
の
資
源
に
対
し
て
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
。
例
え
ば
、
島
の
あ
る
区
画
の
土
地
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
た
場
合
、
最
も
高
額
の
支
払
い
を
示
し
た
者

が
、
そ
の
区
画
を
利
用
す
る
権
利
を
競
り
落
と
す
。
こ
う
し
た
せ
り
を
島
の
全
て
の
資
源
に
対
し
て
繰
り
返
す
こ
と
で
、
や
が
て
、

島
の
資
源
は
全
て
、
誰
か
の
私
有
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
他
者
が
競
り
落
と
し
た
資
源
の
バ
ン
ド
ル
と
、
自
分
の
競
り
落
と
し
た
資

源
の
バ
ン
ド
ル
と
を
交
換
し
た
い
と
思
う
よ
う
な
人
は
、
誰
も
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
こ
の
状
態
を
、
羨
望
テ
ス

ト
に
パ
ス
し
た
状
態
で
あ
る
と
し
、
人
々
は
資
源
の
点
で
誰
も
羨
む
こ
と
が
無
く
、
平
等
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
「
競
り
市
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
資
源
に
対
す
る
分
配
を
「
市
場
」

を
通
し
て
実
現
す
る
の
は
、
単
に
便
宜
上
の
手
段
で
は
な
い
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
考
え
で
は
、
単
に
量
に
お
い
て
平
等
に
遇
さ
れ
る

こ
と
の
み
が
平
等
の
終
着
点
な
の
で
は
な
く
、
各
人
の
選
好
の
違
い
を
平
等
に
尊
重
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ

の
点
、「
市
場
」
と
い
う
方
法
は
、
各
人
の
選
好
の
違
い
を
平
等
に
尊
重
す
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
終
了
後
、
人
々
は
、
競
り
落
と
し
た
資
源
を
元
手
に
、
各
々
の
人
生
構
想
に
従
っ
て
、
経
済
活
動
を
開
始

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
人
々
の
間
に
は
重
大
な
格
差
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
同
じ
く
農
家
を
志
し
た
人
で
も
、
あ

る
人
は
、
病
気
に
か
か
り
、
病
気
に
か
か
ら
な
か
っ
た
者
に
比
べ
て
満
足
に
野
良
仕
事
が
出
来
ず
、
収
入
に
差
が
生
じ
る
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
人
は
、
生
ま
れ
持
っ
た
才
能
で
、
多
く
の
所
得
を
得
ら
れ
る
の
に
、
そ
う
し
た
才
能
に
恵
ま
れ
な
い
者
は
、
わ
ず
か
な

所
得
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
能
力
も
資
源
と
考
え
る
の
で
、
こ
う
し
た
自
然
運
か
ら
く
る
格

差
は
、
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、
仮
想
的
保
険
市
場
で
あ
る
。

　

仮
想
的
保
険
市
場
で
は
、
有
利
な
境
遇
に
陥
る
確
率
と
不
利
な
境
遇
に
陥
る
確
率
に
つ
い
て
、
一
定
の
予
測
が
立
て
ら
れ
る
場
合 22
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に
、
不
利
な
境
遇
に
お
い
て
生
じ
る
欠
失
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
有
利
な
境
遇
に
お
い
て
ど
の
程
度
拠
出
す
る
用
意
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
を
問
う
。
つ
ま
り
、
保
険
の
取
り
決
め
で
あ
る
。
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
保
険
商
品
が
誰
し
も
入
手
可
能
で
あ
れ
ば
、
合
理

的
な
人
々
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
難
破
船
の
生
存
者
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
島
で
の
経
済
を
開
始
す

る
の
に
先
立
っ
て
、
そ
う
し
た
保
険
契
約
を
相
互
に
結
ぶ
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
社
会
で
は
、
大
概
の
人
に
と
っ
て
選
好
さ
れ
る
保
険
に
、
人
々
は
予
め
加
入
し
て
い
た
と
仮
定
さ
れ
、
実
際
の
社
会
の

中
で
不
利
な
境
遇
の
人
の
欠
失
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
有
利
な
人
が
拠
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
保
険
の
枠
組
み
は
、
累
進

課
税
を
財
源
と
し
て
構
築
さ
れ
る
社
会
保
障
と
し
て
、
実
際
に
は
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
福
祉
国
家
で
あ
る
。
ど
の
程
度

の
福
祉
が
妥
当
で
あ
る
か
は
、
や
は
り
、
こ
の
当
初
の
仮
想
的
保
険
市
場
の
取
り
決
め
を
参
照
し
て
、
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

仮
想
的
保
険
市
場
は
、
二
つ
の
顕
著
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
「
仮
想
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現

実
の
人
々
は
、
既
に
自
分
の
能
力
や
健
康
状
態
、
遺
伝
的
特
質
な
ど
、
有
利
な
地
位
に
あ
る
か
不
利
な
地
位
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い

る
。
当
然
、
有
利
不
利
が
判
明
し
て
い
る
状
況
で
は
、
両
者
の
間
で
結
ば
れ
る
保
険
契
約
は
、
有
利
な
者
が
よ
り
有
利
に
、
不
利
な

者
が
よ
り
不
利
な
保
険
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
仮
想
的
保
険
市
場
に
お
い
て
は
、
現
実
の
有
利
不
利
は
捨
象

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
仮
想
的
保
険
市
場
は
、
難
破
船
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
み
か
ら
導
か
れ

る
帰
結
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
難
破
船
の
生
存
者
た
ち
は
、
自
ら
が
生
ま
れ
持
っ
た
能
力
に
対
し
て
、
共
有
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
同
意
し
な
い
者
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
生
存
者
は

直
観
的
観
点
か
ら
全
く
同
意
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
か
ら
仮
想
的
保
険
市
場
の
論
理
が
導
か
れ
る
か
と
言
え
ば
、
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
が
よ
り
根
源
的
な
規
範
と
し
て
据
え
る
、「
平
等
な
重
要
性
の
原
理
」
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
難
破
船
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
る
主
要
な
相
手
方
は
、
平
等
主
義
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
リ
バ
タ
リ
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ア
ン
や
功
利
主
義
者
が
仮
想
的
保
険
市
場
に
説
得
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
難
破
船
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
と
は
ま
た
別
の

論
証
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

仮
想
的
保
険
市
場
の
も
う
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
「
市
場
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
各
人
が
抱
く
選
好

を
反
映
す
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
の
、
市
場
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
仮
想
的
保
険
市
場
は
、
人
々
が
人
生
に
お
け
る
選
択
運
の
選
好

を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
律
に
人
々
の
生
産
物
を
共
有
し
、
平
等
に
分
配
し
、
運
の
影
響
を
極
小

化
す
る
よ
う
な
方
策
を
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
策
に
お
い
て
は
、
人
々

の
選
択
運
に
対
す
る
選
好
が
無
視
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
は
誰
の
選
好
も
尊
重
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
結
果
的
に
最
も
有
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
人
に
つ
い
て
す
ら
、
本
人
の
選
択
運
の
選
好
を
尊
重
さ
れ
た
こ
と

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
、
仮
想
的
保
険
市
場
と
い
え
ど
も
、
各
人
の
選
好
の
差
異
を
完
全
に
反
映
し
た
も
の
で
は
あ

り
え
ず
、
人
々
が
平
均
的
に
抱
く
で
あ
ろ
う
選
択
運
に
つ
い
て
の
選
好
を
、
各
人
の
選
択
運
に
対
す
る
選
好
の
近
似
値
と
し
て
用
い

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
一
律
の
平
等
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
に
比
し
て
、
仮
想
的
保
険
市
場
の
方
が
、
人
々
の
選
好
に

対
し
て
敏
感
な
反
応
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
想
的
保
険
市
場
に
お
い
て
も
、
市
場
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
々
の
選
好

を
尊
重
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
道
具
立
て
で
あ
り
、
効
率
性
と
い
っ
た
別
の
原
理
と
の
妥
協
と
し
て
支
持
さ
れ
る
の
で
は
な
い
（
後

述
す
る
が
、
コ
ー
エ
ン
は
こ
の
立
場
で
あ
る
）。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
分
配
的
正
義
構
想
を
、「
資
源
の
平
等
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
能
力
も
資
源
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
能
力
の
不
足
は
資
源
の
不
足
と
し
て
、
仮
想
的
保
険

の
枠
組
み
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
る
。
し
か
し
、
厚
生
面
に
現
れ
る
格
差
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
是
正
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
厚

生
の
不
運
に
対
し
て
保
険
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

29
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こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
厚
生
面
に
現
れ
る
格
差
が
、
運
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
厚
生
と
い
う
観
点
で
見
た
と
き
、
そ
こ
に
運
の
余
地
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
否
定
し
て
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
仮
に
運
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
格
差
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
治
社
会
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
、

筋
違
い
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
そ
の
違
い
を
、
媒
介
変
数
（param

eters

）
と
制
約
条

件
（lim

itations
）
と
い
う
概
念
で
表
現
し
て
い
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
の
生
は
そ
の
人
が
生
き
る
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
環
境
の
様
々
な
要
素
は
、
そ
の
人

の
人
生
の
善
さ
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
異
な
る
環
境
に
あ
れ
ば
、
異
な
る
影
響
を
受
け
、
そ
こ
に
格
差
が
あ
る
の

な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
生
の
善
さ
に
つ
い
て
格
差
を
帰
結
す
る
。
し
か
し
、
環
境
の
全
て
を
我
々
は
人
生
の
善
さ
を
制
約
す
る
も
の
と

し
て
は
み
な
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
あ
る
部
分
は
、「
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
」
受
け
容
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
健
康
や
所
得
は
制
約
条
件
に
数
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
格
差
が
あ
る
こ
と

は
、
そ
の
人
の
生
を
悪
化
さ
せ
る
。
他
方
、
自
ら
の
選
好
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
な
い
し
は
、
他
者
の
選
好
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
事
柄
は
、
媒
介
変
数
で
あ
っ
て
、
制
約
条
件
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
に
戻
ろ
う
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
論
証
で
は
、
仮
想
的
状
況
の
﹇
状
況
A’
﹈
は
難

破
船
の
生
存
者
の
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
理
に
適
っ
て
支
持
さ
れ
る
の
は
、
市
場
を
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
る
「
仮
想

的
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
と
「
仮
想
的
保
険
市
場
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
実
践
の
帰
結
を
、「
資
源
の
平
等
」
と
呼
ぶ
（﹇
原
理
Ａ
﹈）。

そ
し
て
、
難
破
船
の
生
存
者
の
社
会
（﹇
状
況
A’
﹈）
と
現
実
の
我
々
の
経
済
社
会
（﹇
状
況
Ａ
﹈）
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
平
等
主

義
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
重
要
な
差
異
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
従
っ
て
、
我
々
の
経
済
社
会
も
漂
着
民
の
合
意
す
る
取
り
決
め
で
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あ
る
「
資
源
の
平
等
」
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
べ
き
と
な
る
の
で
あ
る
。

五　

コ
ー
エ
ン
の
キ
ャ
ン
プ
旅
行
と
社
会
主
義
の
二
つ
の
原
理

　

コ
ー
エ
ン
が
展
開
す
る
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
に
お
い
て
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
示
さ
れ
る
﹇
状
況
A’
﹈
は
、
キ
ャ
ン
プ

旅
行
で
あ
る
。
我
々
が
キ
ャ
ン
プ
旅
行
を
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
本
質
的
に
上
下
関
係
（hierarchy

）
は
存
在
せ
ず
、
全
員
の

共
通
の
目
的
は
、
各
人
が
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
、
楽
し
く
満
ち
足
り
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
あ
る
。

　

キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
実
践
さ
れ
る
資
源
の
分
配
は
、
基
本
的
に
は
、
社
会
的
共
有
で
あ
る
。
各
人
は
、
キ
ャ
ン
プ
に
様
々
な
道
具

（facilities

）
持
ち
込
み
は
す
る
が
、
少
な
く
と
も
キ
ャ
ン
プ
の
間
は
、
集
合
的
管
理
（under collective control

）
の
も
と
に
置

か
れ
る
。
例
え
ば
、
誰
か
が
フ
ラ
イ
パ
ン
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
、
目
玉
焼
き
を
焼
く
の
に
必
要
で
あ
れ
ば
、「
み
ん
な
で
使
う
」

と
い
う
原
則
を
実
践
す
る
で
あ
ろ
う
。
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
は
、
皆
が
持
ち
寄
っ
た
道
具
類
は
、
必
要
な
人
が
必
要
な
時
に
使
う
平
等

な
機
会
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
時
限
的
に
財
は
共
有
の
状
態
に
置
か
れ
、
私
有
原
則
の
下
で
の
よ
う
に
、
所
有
者
に
い
ち
い
ち
使
用

料
を
払
っ
た
り
は
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
使
用
料
を
支
払
う
こ
と
が
煩
わ
し
い
か
ら
で
も
あ
る
が
、
仮
に
そ
の
煩
わ
し
さ

か
ら
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
商
取
引
を
持
ち
込
む
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
実
践

さ
れ
て
い
る
思
い
や
り
の
精
神
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
は
、
基
本
的
に
は
、
各
人
が
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
。
釣
り
が
や
り
た
け
れ
ば
釣

り
を
し
、
料
理
が
し
た
け
れ
ば
料
理
を
す
る
。
楽
し
み
の
た
め
に
行
く
キ
ャ
ン
プ
と
は
言
え
、
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
瞬
間
が
楽
し
い

こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
が
一
定
期
間
生
活
す
る
以
上
、
嫌
な
こ
と
、
面
倒
な
こ
と
│
│
労
役
（labor burden

）│
│
も
、
誰
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か
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
も
が
料
理
を
面
倒
く
さ
が
っ
た
場
合
、
誰
か
が
料
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
べ
た
後
に
は
、

皿
洗
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
浴
室
や
ト
イ
レ
の
掃
除
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汚
れ
仕
事
を
喜
々
と
し
て
や
る
人
は
、

い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
稀
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面
倒
な
仕
事
に
つ
い
て
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
は
、
各
人
の
能
力
に
応
じ
て
、
負
担

が
平
等
に
割
り
当
て
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
も
四
肢
に
障
害
が
あ
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
平
等
な
負
担
と
言
い
う
る
範
囲
の
仕
事

が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
四
肢
に
問
題
の
な
い
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
キ
ャ

ン
プ
旅
行
で
、
各
人
は
そ
の
生
産
量
に
お
い
て
平
等
な
割
り
当
て
を
す
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
負
担
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
べ

き
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
人
の
能
力
に
応
じ
て
全
体
に
貢
献
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
に
、
人
々
は
概
ね
等
し
い
充
実
（flourish

）
と

く
つ
ろ
ぎ
（relax

）
の
機
会
を
得
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
精
神
は
、
市
場
社
会
の
精
神
と
極

め
て
対
照
的
で
あ
る
。
市
場
社
会
で
は
、
各
人
が
利
己
心
か
ら
他
者
と
取
引
を
す
る
の
に
対
し
て
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
は
、
他
者
へ

対
す
る
思
い
や
り
か
ら
人
々
は
互
い
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
等
と
互
恵
性
の
規
範
の
も
と
に
キ
ャ
ン
プ
旅
行
は
営
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ン
プ
旅
行
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
、
直
観
的
に
も
経
験
的
に
も
同

意
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
つ
い
て
好
き
嫌
い
の
程
度
は
あ
る
に
せ
よ
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
が
人
々
の
間
の
関
係

と
し
て
、
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
、
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
市
場
社
会
の
原
理
と
似
て
い
な
い
部
分
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
キ
ャ
ン
プ
旅
行
が
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ー
エ
ン
は
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
キ
ャ
ン
プ
旅
行
こ
そ
が
人
と
人
と
の
関
係
の
あ
り
方
と
し
て
魅
力
的
な
実
践
で
あ
り
、
従
っ
て
、

そ
こ
に
我
々
が
美
点
を
見
い
だ
す
以
上
、
我
々
の
社
会
も
そ
う
あ
る
方
が
望
ま
し
い
と
説
く
。
つ
ま
り
、
利
己
心
や
恐
怖
が
支
配
し
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た
市
場
社
会
の
方
が
非
人
間
的
で
価
値
に
お
い
て
劣
る
の
で
あ
り
、
平
等
と
共
同
体
意
識
が
支
配
し
た
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
方
が
優
れ

た
人
間
的
な
関
係
性
な
の
で
あ
る
。
劣
っ
た
も
の
（
市
場
社
会
）
は
、
優
れ
た
も
の
（
キ
ャ
ン
プ
旅
行
）
に
可
能
な
限
り
近
づ
く
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

　

キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
実
践
さ
れ
て
い
る
行
動
準
則
は
、
コ
ー
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
抽
象
的
原
理
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
と
言
う
。

一
つ
は
、
平
等
主
義
の
原
理
（egalitarian principle

）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
共
同
体
の
原
理
（com

m
unity principle

）
で

あ
る
。

　

キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
実
践
さ
れ
て
い
る
平
等
主
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
コ
ー
エ
ン
は
、
平
等
主
義
を
人
々
の

機
会
を
妨
げ
る
障
害
の
除
去
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、「
機
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
平
等
」（bourgeois equality of opportunity

）「
機

会
の
左
翼
リ
ベ
ラ
ル
的
平
等
」（left-liberal equality of opportunity

）「
機
会
の
社
会
主
義
的
平
等
」（socialist equality of 

opportunity

）
と
分
類
し
、
最
後
の
社
会
主
義
的
平
等
で
あ
る
と
し
て
示
す
。

　
「
機
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
平
等
」
は
、「
公
的
で
あ
れ
私
的
で
あ
れ
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
地
位
の
制
約
」
を
除
去
す
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
肌
の
色
や
生
ま
れ
や
性
別
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
々
の
地
位
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
こ
に
は
大
き
な
看
過
し

が
た
い
不
平
等
が
あ
り
、
機
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
平
等
は
こ
う
し
た
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
制
約
を
打
破
す
る
。
し
か
し
、
社
会
的

障
壁
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
格
差
に
対
し
て
は
、
是
正
の
必
要
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

「
左
翼
リ
ベ
ラ
ル
的
平
等
」
は
、
機
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
平
等
に
加
え
て
、
生
ま
れ
や
養
育
の
環
境
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
制
約
を
除

去
す
る
。
例
え
ば
、
利
用
出
来
る
教
育
資
源
の
格
差
が
社
会
に
広
範
に
見
ら
れ
る
と
き
、
恵
ま
れ
た
教
育
機
会
に
浴
す
る
者
は
大
い

に
能
力
を
発
展
さ
せ
、
高
い
市
場
価
値
を
持
つ
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
低
い

市
場
価
値
し
か
持
た
な
い
技
能
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
格
差
を
、
左
翼
リ
ベ
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ラ
ル
的
平
等
主
義
は
是
正
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
平
等
主
義
の
も
と
で
は
、
差
異
は
生
ま
れ
持
っ
た
能
力
か
本
人
の
選
択

に
帰
責
し
う
る
も
の
の
み
と
な
る
。

　

コ
ー
エ
ン
が
推
奨
す
る
「
社
会
主
義
的
平
等
」
は
、
さ
ら
に
、
生
ま
れ
持
っ
た
能
力
か
ら
来
る
制
約
を
も
除
去
す
る
べ
き
で
あ
る

と
し
、
差
異
と
し
て
残
る
の
は
、
本
人
の
選
択
に
帰
し
う
る
も
の
だ
け
と
な
る
。
例
え
ば
、
生
来
の
才
能
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
他

者
よ
り
高
い
所
得
を
得
る
者
は
、
そ
う
で
な
い
者
と
生
産
を
分
か
ち
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
主
義
的
平
等
の
も
と
で
見
ら

れ
る
人
々
の
所
得
格
差
は
、
各
人
の
労
働
生
産
性
が
等
し
い
と
仮
定
し
た
場
合
に
は
、
余
暇
と
労
働
の
各
人
の
選
択
に
よ
っ
て
生
じ

る
も
の
だ
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ー
エ
ン
が
支
持
す
る
社
会
主
義
的
平
等
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
支
持
す
る
資
源
の
平
等
の
輪
郭
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
点
で

両
者
に
径
庭
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
社
会
主
義
的
平
等
の
原
理
だ
け
が
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
を
律
す
る
原
理
で
は
な
い
。
も
う
一

つ
重
要
な
原
理
が
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
は
実
践
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、「
共
同
体
の
原
理
」
で
あ
る
。
共
同
体
の
原
理
は
、
社
会

主
義
的
平
等
の
原
理
が
許
容
す
る
格
差
の
う
ち
、
い
く
つ
か
を
禁
止
す
る
。

　

コ
ー
エ
ン
は
、
共
同
体
に
お
い
て
、「
人
々
は
、
互
い
を
気
づ
か
い
、
そ
れ
が
必
要
で
可
能
な
場
合
に
は
、
配
慮
す
る
の
で
あ
り
、

互
い
が
互
い
を
思
い
や
っ
て
い
る
こ
と
を
気
に
懸
け
る
」
と
し
て
い
る
。
社
会
主
義
の
構
想
に
お
い
て
は
、
平
等
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
こ
う
し
た
共
同
体
意
識
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
、
皆
が
平
等
に
掃
除
の
仕
事
を
手
分
け
し
て
や
る
の
で
は
な
く
、
不
運
な
誰
か
に
押
し
つ
け
、
好
運

な
誰
か
が
楽
を
す
る
と
い
う
く
じ
引
き
が
提
案
さ
れ
た
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
皆
は
平
等
に
掃
除
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
何
人
か
は
こ
の
く
じ
に
賛
意
を
示
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
結
果
、
あ
る
一
人
の
不
運
な
選
択
運
の
敗
者
に
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
中

の
掃
除
が
全
て
押
し
つ
け
ら
れ
、
多
く
の
選
択
運
の
勝
者
が
掃
除
当
番
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
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社
会
主
義
的
平
等
の
原
理
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
く
じ
の
実
践
を
禁
じ
る
理
由
は
何
も
な
い
。
く
じ
に
参
加
す
る
し
な
い
は
自
由

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
誰
か
が
く
じ
を
や
ろ
う
と
言
い
出
し
た
と
き
、
そ
れ
を
認
め
た
方
が
各
人
の
自
由
な
判
断
を
よ
り
尊
重
し
た
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
く
じ
の
実
践
そ
れ
自
体
が
、
敗
者
と
勝
者
の
関
係
を
キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
持
ち
込

む
こ
と
に
な
り
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
精
神
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

共
同
体
の
原
理
は
、
そ
う
し
た
く
じ
の
実
践
そ
れ
自
体
を
禁
じ
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
、
持
ち
込
ん
だ
道
具
に
対
す
る
利
用
料

の
徴
収
も
、
同
じ
く
、
そ
れ
が
全
く
平
等
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
思
い
や
り
の
実
践
を
台
無
し
に
し
、
共
同
体
を
破
壊
し
て

し
ま
う
の
で
、
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
実
社
会
の
枠
組
み
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
こ
の
含
意
は
明
白
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」（
＝
コ
ー
エ
ン

の
「
社
会
主
義
的
平
等
」）
が
許
容
す
る
自
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
人
々
の
あ
り
よ
う
と
し
て
の
共
同
体
を
も
破
壊
し
て
し
ま
う
な

ら
ば
、
制
限
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
由
で
平
等
な
市
場
社
会
の
帰
結
と
し
て
、
事
実
上
の
階
層
社
会

－

一
方

は
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
、
一
方
は
み
す
ぼ
ら
し
い
暮
ら
し
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
格
差

－

が
生
じ
、
社
会
全
体
が
共

同
体
と
し
て
の
関
係
と
は
言
え
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
贅
沢
税
の
導
入
に
よ
っ
て
、
格
差
の
縮
小
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
に
戻
ろ
う
。
コ
ー
エ
ン
の
議
論
に
お
い
て
、
仮
想
的
次
元
の
﹇
状
況
A’
﹈
は
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
あ
り
、

そ
こ
で
実
践
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
主
義
的
平
等
の
原
理
と
共
同
体
の
原
理
か
ら
な
る
﹇
原
理
Ａ
﹈
で
あ
る
。﹇
原
理
Ａ
﹈
を
導

く
﹇
推
論
A’
﹈
は
、
我
々
の
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
経
験
や
直
観
で
あ
る
。
コ
ー
エ
ン
の
見
立
て
で
は
、
我
々
の
実
際
の
経
済
社
会
と
い

う
﹇
状
況
Ａ
﹈
と
キ
ャ
ン
プ
旅
行
（﹇
状
況
A’
﹈）
と
の
間
に
重
要
な
差
異
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
我
々
の
経
済
社
会
も
キ
ャ
ン

プ
旅
行
を
律
し
て
い
る
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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六　

考
察

　

実
際
に
は
、
コ
ー
エ
ン
は
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
お
い
て
資
源
主
義
と
の
対
立
点
を
さ
ほ
ど
明
示
的
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
対
立
を

う
か
が
わ
せ
る
箇
所
は
、
社
会
主
義
的
平
等
を
説
明
す
る
行
で
、
若
干
そ
の
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
部
分
と
共
同
体
原
理
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
共
同
体
の
原
理
を
敷
衍
す
れ
ば
、
は
っ
き
り
と
、
資
源
主
義
と
厚
生
主
義
の
対
立
点
が
現
れ
て
く
る
。

　

例
え
ば
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
嗜
好
に
合
う
も
の
が
な
か
っ
た
と
き
に
、
本
人
に
満
足
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
皆
で
多
少
の
負
担
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
る
。
キ
ャ
ン
プ
へ
行
っ
た
先
で
、
質
の
い
い
マ
ス
が
た
く
さ
ん
釣
れ
て
、
そ
れ
を
ム
ニ
エ
ル
に
し

て
ち
ょ
っ
と
豪
華
な
デ
ィ
ナ
ー
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
キ
ャ
ン
プ
の
参
加
者
の
う
ち
に
、
魚
は
苦

手
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
皆
が
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
と
き
に
、
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
抜
き
で
食
卓
に
つ
く
の

は
、
可
哀
想
だ
と
も
思
え
る
。
た
ま
た
ま
近
く
に
牧
場
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
肉
を
販
売
し
て
い
て
、
魚
の
苦
手
な
数
人
の
た
め
に
、

キ
ャ
ン
プ
の
共
益
費
の
中
か
ら
肉
を
調
達
し
て
、
皆
が
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
を
楽
し
め
る
状
況
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
提
案
は
、
奇

異
な
も
の
に
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
（
実
際
に
そ
う
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）。

　

し
か
し
、
資
源
の
観
点
か
ら
平
等
を
測
る
資
源
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
こ
う
し
た
提
案
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
配
慮
を
受
け
た
場
合
、
魚
嫌
い
の
人
は
他
者
よ
り
も
不
当
に
多
く
の
資
源
を
得
て
お
り
、
こ
う
し
た
扱
い
は
正
義
に
反

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
つ
ま
り
、
魚
嫌
い
は
、
付
け
合
わ
せ
の
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
を
多
め
に
も
ら
っ
て
、
そ
れ
で
腹
を
膨
ら
ま

せ
て
お
け
ば
十
分
な
の
で
あ
る
）。

　

コ
ー
エ
ン
も
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
厚
生
の
点
で
き
っ
ち
り
平
等
に
な
る
よ
う
に
、
人
々
に
配
慮
せ
よ
と
言
っ
て
い
る

52
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訳
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
無
視
し
得
な
い
重
大
な
困
難
が
付
随
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
配
慮
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
可
能
性

を
十
分
に
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
代
替
物
と
な
る
食
材
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
マ
ス
の
ム
ニ

エ
ル
の
デ
ィ
ナ
ー
を
全
員
が
諦
め
る
べ
き
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
魚
嫌
い
の
人
に
我
慢
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
同
様
に
、
キ
ャ
ン

プ
旅
行
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
複
雑
で
大
規
模
な
我
々
の
経
済
生
活
に
適
用
す
る
こ
と
が
必

ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
特
に
、
誰
が
何
を
ど
れ
ほ
ど
欲
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
何
を
ど
の
く
ら
い
生
産
す
れ
ば
よ
い

か
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、
市
場
原
理
以
上
に
優
れ
た
方
法
を
我
々
は
知
ら
な
い
。
市
場
の
持
つ
こ
の
情
報
機
能
は
、
他
の
ど
の
よ

う
な
方
法
に
よ
っ
て
も
代
替
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
の
社
会
主
義
の
信
奉
者
に
お
い
て
も
大
方
の
合
意
の
得
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
今
日
の
社
会
主
義
者
は
、
市
場
社
会
主
義
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
市
場
社
会
主
義
は
、
少
な
く
と
も
市
場
を
社
会
の
枢
要
な
分
配
に
利
用
す
る
以
上
、
そ
こ
に
は
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
精
神
と

は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
市
場
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
全
体
の
損
失
は
、
こ
れ
と

釣
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
、
様
々
な
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
キ
ャ

ン
プ
旅
行
の
精
神
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
配
慮
は
、
可
能
な
限
り
、
我
々
の
経
済
社
会
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
難
破
船
の
生
存
者
の
社
会
で
の
合
意
事
項
と
し
て
導
き
出
し
た
結
論
は
、
本
来
は
厚
生
の
平
等
も
図
る

べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
難
し
い
の
で
、
資
源
の
平
等
で
手
を
打
つ
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
は
、
厚
生
の

観
点
で
は
な
く
、
資
源
の
観
点
の
み
か
ら
平
等
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
平
等
を
要
求
す
る
権
利
は
誰
に
も
な
い
と
い

う
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
厚
生
の
代
理
指
標
と
し
て
の
資
源
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
当
座
の
結
論
に
お
い
て
、
コ
ー
エ
ン
の

支
持
す
る
社
会
制
度
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
に
基
づ
く
社
会
制
度
（
例
え
ば
、
福
祉
国
家
的
市
場
社
会
）
と
全
く
同
一
の

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
コ
ー
エ
ン
の
場
合
に
は
、
理
想
の
代
用
物
と
し
て
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
場

53
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合
に
は
そ
れ
自
体
が
理
想
と
し
て
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
状
況
の
変
化
が
あ
れ
ば
、
コ
ー
エ
ン
は
そ
の
先
（
共
同
体
原

理
に
導
か
れ
る
厚
生
へ
の
配
慮
）
を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
そ
こ
に
立
ち
止
ま
り
、
厚
生
へ
の
配
慮
の
実
践
が
十

分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
そ
う
す
べ
き
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
ず
れ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
に
お
い
て
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
を
論
駁
す
る
に
は
、

仮
想
的
状
況
に
お
け
る
推
論
が
誤
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
合
意
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
を
示
す
「
合
意
の
不
成
立
」
と
、
論
争
的
状
況

と
仮
想
的
状
況
の
間
に
同
一
視
出
来
な
い
相
違
が
示
さ
れ
る
「
類
似
性
の
不
成
立
」
の
二
つ
の
戦
略
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い

た
。

　

コ
ー
エ
ン
支
持
者
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
支
持
者
を
論
駁
す
る
た
め
に
は
、「
類
似
性
の
不
成
立
」
戦
略
は
と
り
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、

難
破
船
の
生
存
者
の
社
会
の
方
が
キ
ャ
ン
プ
旅
行
よ
り
も
実
際
の
経
済
社
会
よ
り
径
庭
が
少
な
い
の
で
あ
り
、
こ
と
コ
ー
エ
ン
支
持

者
に
と
っ
て
は
不
利
な
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
望
み
は
む
し
ろ
、
難
破
船
の
生
存
者
の
社
会
で
の
「
合
意
の
不
成
立
」

戦
略
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
支
持
者
が
コ
ー
エ
ン
支
持
者
を
論
駁
す
る
た
め
に
は
、「
合
意
の
不
成
立
」
戦
略
は
採
用

が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
麗
し
い
実
践
を
そ
れ
自
体
否
定
し
、
よ
り
市
場
社
会
に
近
い
人
間

関
係
に
あ
る
方
が
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
お
い
て
も
ふ
さ
わ
し
い
と
主
張
す
る
の
は
、
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
望
み
の
濃
厚

な
戦
略
は
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
と
実
際
の
経
済
社
会
と
の
間
に
重
要
な
点
で
差
異
を
示
す
「
類
似
性
の
不
成
立
」
戦
略
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ー
エ
ン
支
持
者
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
を
論
駁
す
る
「
合
意
の
不
成
立
」
は
、
容
易
に
導
か
れ
る
。
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
、
そ
も
そ

も
現
実
の
経
済
社
会
が
利
己
心
と
恐
怖
が
支
配
す
る
市
場
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
仮
想
的
状
況
で
あ
る
漂
着
民
の
社
会
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
漂
着
民
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
市
場
社
会
を
支
持
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す
べ
き
理
由
は
見
当
た
ら
ず
、
コ
ー
エ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
実
践
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
主
義
の
二
つ

の
原
理
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
支
持
者
に
よ
る
「
類
似
性
の
不
成
立
」
戦
略
を
見
て
い
こ
う
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
支
持
者
は
、
難
破

船
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
全
体
社
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
一
方
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
を
全
体
社
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
不
適
切

で
、
そ
こ
に
重
要
な
点
で
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
違
い
を
明
瞭
に
指
摘
す
る
箇
所
が
、
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
が
自
身
の
分
配
的
正
義
論
を
中
心
的
に
展
開
し
た
著
作
で
あ
る
『Sovereign V

irtue

』
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
のSovereign 

V
irtue

と
い
う
書
名
は
示
唆
的
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
平
等
こ
そ
がSovereign V

irtue

で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
二
つ
の
意
味
を
持
つ
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
最
も
重
要
な
」(sovereign)

徳
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
、「
主
権
者
」(sovereign)

の
徳
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
次
の
よ

う
に
言
う
。

も
し
私
が
平
等
な
重
要
性
の
原
理
を
受
け
容
れ
る
な
ら
ば
、
私
が
あ
な
た
の
子
よ
り
我
が
子
に
多
く
の
注
意
を
向
け
て
も
よ
い

こ
と
の
理
由
と
し
て
、
我
が
子
が
立
派
な
人
間
に
な
る
こ
と
は
あ
な
た
の
子
が
立
派
な
人
間
に
な
る
こ
と
よ
り
も
客
観
的
に
み

て
も
っ
と
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
私
は
自
分
の
娘
に
対
す
る
特
別
な
配
慮
を
別
の
仕
方
で
正
当

化
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
彼
女
は
私
の
娘
な
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
る
正
当
化
で
あ
る
。
し
か
し
平
等
な
重

要
性
の
原
理
は
、
あ
る
種
の
状
況
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
人
間
集
団
に
対
し
て
平
等
な
配
慮
を
も
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
人
々

に
要
求
す
る
。
自
ら
の
市
民
に
支
配
を
及
ぼ
し
、
そ
の
法
に
対
す
る
忠
誠
と
服
従
を
市
民
か
ら
要
求
す
る
政
治
共
同
体
は
、
市

民
の
全
員
に
対
し
て
公
平
で
客
観
的
な
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
共
同
体
の
市
民
の
各
々
は
こ
の
よ
う
な
責
任
を
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念
頭
に
置
き
な
が
ら
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
公
職
者
た
ち
も
同
じ
責
任
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
法
を
制
定
し
、
政
府

の
政
策
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
等
な
配
慮
は
主
権
者
に
特
殊
な
徳
、
主
権
者
に
不
可
欠
の

徳
な
の
で
あ
る
。（
傍
線
部
引
用
者
）

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
正
義
は
国
家
社
会
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
親
密
圏
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

親
密
圏
で
是
認
さ
れ
る
配
慮
は
、
正
義
の
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
国
家
社
会
に
お
い
て
親
密
圏
の
原
理
が
援
用

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
プ
旅
行
は
、
親
密
圏
に
属
す
る
実
践
で
あ
り
、
そ
こ
で
実
践
さ
れ
て
い
る
原
理
は
経
済
社

会
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
コ
ー
エ
ン
の
﹇
状
況
A’
﹈
で
あ
る
キ
ャ
ン
プ
旅
行
と
実
際
の
経

済
社
会
で
あ
る
﹇
状
況
Ａ
﹈
と
の
間
に
は
、「
正
義
の
適
用
領
域
」
と
い
う
点
で
重
要
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
コ
ー
エ

ン
は
「
類
似
性
の
不
成
立
」
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
に
お
け
る
要
点
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

58
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ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
正
義
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
国
家
社
会
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
主
権
者
が
い
る
国

家
社
会
の
枠
組
み
の
中
に
あ
る
経
済
社
会
や
、
そ
こ
へ
至
る
前
段
階
と
言
え
る
難
破
船
の
漂
着
民
の
社
会
は
、
こ
こ
に
属
す
る
。
そ

の
先
の
親
密
圏
に
お
い
て
は
、
正
義
と
は
異
な
る
別
の
原
理
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ャ
ン
プ
旅
行
は
、
あ
く
ま
で
親
密
圏
に

お
け
る
任
意
の
実
践
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
正
義
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

他
方
の
コ
ー
エ
ン
に
お
い
て
は
、
正
義
は
国
家
社
会
に
お
い
て
と
同
様
に
親
密
圏
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
る
べ
き
規
範
で
あ
り
、

従
っ
て
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
と
い
う
状
況
は
、
論
争
的
状
況
で
あ
る
現
実
の
経
済
社
会
の
範
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
難
破
船
の
生
存

者
の
状
況
も
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
状
況
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

両
者
の
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
論
証
」
の
比
較
を
通
し
て
導
か
れ
る
主
要
な
対
立
点
は
、
正
義
の
適
用
領
域
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違

で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、「
平
等
な
配
慮
は
主
権
者
に
特
殊
な
徳
、
主
権
者
に
不
可
欠
の
徳
」
で
あ
る
と
し
て
そ
の
区
別
を
示
す
。

「
平
等
な
配
慮
」
と
さ
れ
る
正
義
が
、
主
権
者
に
不
可
欠
の
徳
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、「
主
権
者
に
特
殊
な
徳
」

で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
自
明
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
立
場
か
ら
は
、
正
義
が
な
ぜ
親
密
圏
に
ま
で
及
ば
な
い
の

か
を
、
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
証
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
は
別
の
原
理
が
支
配
す
べ
き
実
践

で
あ
り
、
そ
れ
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
用
い
る
コ
ー
エ
ン
の
議
論
は
失
敗
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
証
が
果
た
さ
れ
な
い
の

な
ら
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
論
証
」
に
お
い
て
コ
ー
エ
ン
を
突
破
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

七　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
の
検
討
を
通
し
て
、
資
源
主
義
と
厚
生
主
義
の
対
立
点
が
い
ず
こ
に
あ
る
の
か
を
明
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ら
か
に
し
た
。
ま
ず
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
と
い
う
方
法
の
一
般
的
構
図
を
確
認
し
（
一
）、
平
等
主
義
の
主
要
論
客
で
あ
る

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
点
が
、
資
源
主
義
と
厚
生
主
義
の
対
立
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（
二
）。
そ
の
う
え
で
、
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
の
難
破
船
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
現
実
の
経
済
社
会
に
お
い
て
も
「
資
源
の
平
等
」
と
い
う
正
義
構
想
が
導
か
れ
る
こ
と
を

み
た
（
三
）。
他
方
、
コ
ー
エ
ン
の
キ
ャ
ン
プ
旅
行
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
は
、
資
源
の
平
等
と
概
ね
一
致
す
る
社
会
主
義
的
平
等
に

加
え
て
、
共
同
体
の
原
理
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
（
四
）。
考
察
に
お
い
て
、
両
者
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
を
比
較
し
、

こ
の
議
論
に
お
け
る
両
者
の
適
否
が
、
正
義
の
適
用
領
域
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

（
五
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
全
体
を
通
し
て
、
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
本
稿
で
検
討
し

得
た
の
は
「
難
破
船
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ー
エ
ン
の
支
持
す
る
原
理
が
、
そ
れ

自
体
、
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
ま
た
別
の
議
論
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
義
が
「
主

権
者
に
特
殊
な
徳
」
な
の
か
ど
う
か
は
、
極
め
て
論
争
的
な
前
提
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
主
権
者
と
言
え
る
存
在
が
想
定
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
正
義
は
限
定
的
に
生
起
し
、
そ
れ
を
超
え
る
範
囲

－

国
際
社
会

－

や
そ
こ
に
至
ら
な
い
範
囲
―
親
密
圏
―
に
お
い
て
は
、
正
義
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
平
等
主
義
者
で
あ
り
か
つ
資
源
主
義
者
で
あ
る
ロ
ー
ル
ズ
も
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
枠
組
み
と
軌
を
一
に
す
る
。
な
ぜ
正
義
が
国

際
社
会
に
適
用
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
前
者
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
昨
今
の
世
界
正
義
論
の
隆
盛
も
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
ロ
ー
ル
ズ
が
、
Ｓ
．
Ｍ
．
オ
ー
キ
ン
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
論
客
か
ら
批
判
を

受
け
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
正
義
の
適
用
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
平
等
論
に
お
け
る
伝
統
的
な
争
点
で
あ
る

「
何
の
平
等
か
？
」
と
い
う
問
題
系
に
お
い
て
も
、
枢
要
な
重
要
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

59

60

61
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注

（
１
）  

コ
ー
エ
ン
は
二
〇
〇
九
年
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
二
〇
一
三
年
に
他
界
し
た
。

（
２
）  
「
難
破
船
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、Dw

orkin (1981)

を
初
出
と
し
、
後
にD
w

orkin (2000) ch.2.

に
て
再
掲
さ
れ
る
。「
キ
ャ
ン
プ
旅
行
」

は
、C

ohen (2001)

を
初
出
と
し
、
後
にC

ohen (2009)

に
て
再
掲
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
い
ず
れ
も
後
出
の
文
献
を
参
照
す
る
。

（
３
）  
他
の
方
法
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
セ
ン
が
明
示
し
た
二
つ
の
論
証
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
事
例

－

イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
る
批
判
」
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
、「
そ
の
原
理
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〔
＝
含
意
〕
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
イ
ン
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
わ
れ
わ
れ
の
直
観
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
、
と
い
う
も
の
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
先
行

－

原
理
に
よ
る
批
判
」

で
あ
り
、「
あ
る
原
理
と
、
そ
れ
よ
り
も
根
本
的
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
別
の
原
理
と
の
無
矛
盾
性
を
吟
味
す
る
」
方
法
で
あ
る
。

Sen (1982), pp.353-354.
（
訳
書p.226

）

（
４
）  R

aw
ls (1971), ch. 1. sec. 3-4, ch. 3. sec. 20, 24-26. 

（
５
）  Ibid., ch. 2. sec. 14.

（
６
）  

平
等
に
つ
い
て
の
解
釈
上
の
対
立
と
し
て
は
、Parfit (2000)

な
ど
。

（
７
）  Sen (1992), pp.12-16.

（
訳
書pp.18-21.
）

（
８
）  

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
（
二
〇
〇
二
）、（
二
〇
一
三
）
な
ど
を
参
照
。

（
９
）  A

nderson (1999), pp.287-290.

（
10
）  Ibid. pp.288-289.

（
11
）  D

w
orkin (2000), p.6.

（
訳
書p.14.

）

（
12
）  C

ohen (1989), p.931.

（
13
）  Sen (1982), ch. 16. D

w
orkin (1981a), (1981b)　

な
ど
、「
何
の
平
等
か
？
」（E

quality of W
hat?

）
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
活
発

に
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
論
争
の
邦
語
で
の
初
期
の
紹
介
と
し
て
、
井
上
達
夫(1989), pp.94-95.

（
14
）  A

rneson (1989), C
ohen (1989)

（
15
）  Sen (1992), pp.39-55.

（
訳
書pp.59-78.

）

（
16
）  C

ohen (1993), p.28. (

訳
書p.50.), Sen (1993 ) p.43

（
訳
書p.74

）
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（
17
）  D

w
orkin (2000), ch.7

（
訳
書 

第
七
章
）

（
18
）  C

ohen (1993), pp.18-20. (

訳
書pp.36-39.)

（
19
）  D

w
orkin (2000), p.66.

（
訳
書. p.96.

）

（
20
）  Ibid., pp.66-67.

（
訳
書. p.96.

）

（
21
）  Ibid., p.67.

（
訳
書. p.96.

）

（
22
）  Ibid., p.68.
（
訳
書. pp.98-99.

）

（
23
）  

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
先
に
挙
げ
た
運
の
平
等
を
示
す
原
理
と
と
も
に
、
等
し
く
重
要
な
次
の
原
理
を
挙
げ
る
。「
第
二
の
原
理
は
、
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
要
に
行
動
す
べ
き
こ
と
│
│
こ
れ
も
ま
た
政
府
が

達
成
で
き
る
限
り
に
お
い
て
│
│
要
求
す
る
。」Ibid., p.6.

（
訳
書p.14

） 

（
24
）  Ibid., p.66.

（
訳
書. pp. 95-96.

）

（
25
）  Ibid., p.76.

（
訳
書. pp.108-109.

）

（
26
）  Ibid., pp.76-77.

（
訳
書. p.109.
）

（
27
）  Ibid., pp.80-81, pp.90-91, p.102, pp.442-452

（
訳
書p.114, pp.128-129, p.143, pp.331-340.

）

（
28
）  Ibid., pp.5-6.

（
訳
書pp.12-13.

）

（
29
）  Ibid., pp.110-112. pp.344-345.

（
訳
書pp.77-79. pp.457-458.

）

（
30
）  Ibid., pp.80-82.

（
訳
書pp.114-116.

）

（
31
）  Ibid., pp.69-70.

（
訳
書pp.99-100.

）

（
32
）  Ibid., pp.260-261.

（
訳
書pp.354-355.

）

（
33
）  Ibid., p.260.

（
訳
書p.354.

）

（
34
）  Ibid., pp.298-299.

（
訳
書p.401.

）

（
35
）  C

ohen (2009), p.3.

（
36
）  Ibid., pp.3-4.

（
37
）  Ibid., pp.5-6.
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（
38
）  

コ
ー
エ
ン
は
、
キ
ャ
ン
プ
旅
行
で
生
じ
る
負
担
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
明
示
的
に
展
開
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
コ
ー
エ
ン
は

キ
ャ
ン
プ
旅
行
に
も
労
役
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
労
役
の
負
担
は
、
各
人
の
得
た
幸
運
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

例
証
の
中
で
示
し
て
い
る
。Ibid.p.8. 

ま
た
、
能
力
に
応
じ
て
全
体
に
貢
献
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。Ibid., p.5. 

以
上
の

箇
所
を
自
然
に
敷
衍
し
た
の
が
本
文
の
記
述
で
あ
る
。

（
39
）  Ibid., pp.4-5.

（
40
）  Ibid., p.5.

（
41
）  Ibid., pp.9-10.

（
42
）  Ibid., pp.50-52.

（
43
）  Ibid., p.12.

（
44
）  Ibid., pp.12-18.

（
45
）  Ibid., pp.14-15.

（
46
）  Ibid., pp.16-17.

（
47
）  Ibid., pp.17-18.

（
48
）  Ibid., pp.18-21.

（
49
）  Ibid., pp.34-35.

（
50
）  Ibid.

（
51
）  Ibid., pp.35-38.

（
52
）  

コ
ー
エ
ン
は
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
所
得
の
格
差
が
、
所
得
／
余
暇
の
配
分
に
関
す
る
各
人
の
選
好
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

社
会
主
義
的
平
等
の
観
点
か
ら
は
是
正
す
べ
き
不
平
等
は
な
い
と
論
じ
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
が
仕
事
に
と
て
も
や
り
が
い
を
見
い
だ
し
、

あ
る
人
が
仕
事
を
苦
痛
な
も
の
と
感
じ
て
い
れ
ば
、
社
会
主
義
的
平
等
の
観
点
か
ら
も
是
正
す
べ
き
不
平
等
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
反
論
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
コ
ー
エ
ン
自
身
は
賛
意
を
表
明
す
る
。
こ
の
点
は
、
資
源
主
義
と
厚
生
主
義
の
対
立
を
示
唆
す
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
本
文
に
お
け
る
コ
ー
エ
ン
は
、
こ
の
点
で
の
論
究
を
避
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
と
概
ね
一

致
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
主
義
的
平
等
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。Ibid., p.21.
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（
53
）  

コ
ー
エ
ン
は
、
原
理
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、Feasibility

とD
esirebility

を
区
別
し
、Feasibility

か
ら
来
る
妥
協
を
許
容
し
て
い

る
。
し
か
し
、
妥
協
の
産
物
で
あ
る
、Feasibility

へ
の
配
慮
を
、
そ
れ
自
体D

esirability

と
取
り
違
え
る
愚
は
お
か
し
て
は
な
ら
な

い
と
主
張
す
る
。Ibid., pp.46-52.

（
54
）  Ibid., p.60.

（
55
）  Ibid.

（
56
）  

コ
ー
エ
ン
は
、R

oem
er (1994)

を
挙
げ
る
。
な
お
、
市
場
社
会
主
義
の
提
案
な
ど
、
今
日
の
新
し
い
社
会
主
義
の
哲
学
的
潮
流
は
、

分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
も
称
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
概
説
と
し
て
は
、
高
増
・
松
井
（
一
九
九
九
）
を
参
照
。

（
57
）  C

ohen (2009), pp.74-75.

（
58
）  D

w
orkin (2000), p.6.

（
訳
書p.13.

）

（
59
）  

正
義
の
適
用
対
象
を
国
家
主
権
の
範
囲
内
に
留
め
る
主
張
か
ら
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
と
し
て
、R

aw
ls 

(1999)

。

（
60
）  

こ
の
論
点
を
中
心
に
扱
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
井
上
達
夫
（
二
〇
一
二
）
第
二
章
第
三
節
、
第
三
章
第
二
節
、
瀧
川
（
二
〇
一
一
）

な
ど
。

（
61
）  O

kin (1991), ch.5.
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