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『税と正義』と分配的正義構想
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租
税
の
規
範
理
論
と
哲
学
的
な
分
配
的
正
義
論
に
関
心
を
抱
く
読
者
に
と
っ
て
、
画
期
的
な
論
考
で
あ
っ
た
。
同
書
は
、「
租
税
は

政
治
シ
ス
テ
ム
が
経
済
的
正
義
ま
た
は
分
配
的
正
義
の
構
想
を
実
行
に
移
す
た
め
の
最
も
重
要
な
手
段
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
に
よ
っ
て
学
会
の
注
目
が
社
会
的
、
経
済
的
正
義
に
再
び
向
か
っ
て
以
降
、
最
も
抽
象
的
な

レ
ヴ
ェ
ル
で
の
社
会
的
、
経
済
的
正
義
に
関
す
る
膨
大
な
論
争
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
正
義
一
般
理
論
に
つ
い
て
の
議

論
は
、
政
治
の
日
常
業
務
で
あ
る
租
税
政
策
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
悩
ま
し
い
争
い
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ほ
と
ん
ど

関
係
し
て
こ
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
租
税
と
哲
学
に
は
、
か
な
り
大
き
な
径
庭
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書

が
目
指
し
た
の
は
、「
こ
の
隙
間
を
埋
め
る
作
業
」
で
あ
っ
た
。

　
『
税
と
正
義
』
は
、
画
期
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
極
め
て
挑
発
的
な
内
容
で
も
あ
っ
た
。
同
書
は
、
租
税
法
学
に
お
い
て
確
立
さ

れ
て
き
た
、「
垂
直
的
公
平
、
水
平
的
公
平
、
利
益
原
理
、
平
等
な
犠
牲
、
支
払
い
能
力
」
と
い
っ
た
理
論
的
概
念
が
、「
租
税
政
策

の
規
範
的
評
価
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
慮
を
適
切
に
捉
え
て
い
な
い
」
と
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
租
税
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
は
ず
の
所
有
権
を
前
提
に
、
租
税
そ
の
も
の
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
的

所
有
は
、
そ
の
一
端
を
租
税
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
法
的
慣
習
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
独
立
し
た
実
体
や
妥
当
性
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
私
的
所
有
を
み
な
し
て
、
そ
れ
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
参
照
す
る
こ
と
で
租
税
シ
ス
テ
ム
を
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
ら
は
、「
租
税
が
そ
の
成
立
の
一
助
を
担
っ
た
所
有
権
の
全
般
的
体

系
の
一
部
と
し
て
、
租
税
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
課
税
に
お
け
る
正
義
や
不
正
義
は
、
特
定
の
租
税
体
制
か
ら
帰
結

す
る
所
有
権
や
権
限
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正
義
や
不
正
義
を
意
味
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
。

　

で
は
、
所
有
権
の
「
全
般
的
体
系
」
と
は
何
な
の
か
。
著
者
ら
は
、
分
配
的
正
義
の
諸
理
論
に
は
「
重
要
な
合
意
の
領
域
」
が
あ

る
と
し
、「
防
衛
、
法
の
施
行
、
教
育
と
い
っ
た
公
共
財
の
適
切
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
提
供
す
る
」
こ
と
と
、「
社
会
の
最
も
経
済
的
利
益
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の
少
な
い
構
成
員
に
た
い
し
て
適
切
な
生
活
水
準
を
も
た
ら
」
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
租
税
に
は
こ
の
目
的
を
実
現
す

る
う
え
で
の
道
具
的
価
値
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
租
税
の
正
義
と
い
う
主
題
に
対
し
て
、
哲
学
的
な
分
配
的
正
義
論
の
立
場
か
ら
関
心
を
向
け
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
ら

と
ス
タ
ン
ス
を
共
有
す
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
著
者
ら
が
な
し
た
批
判
と
分
析
は
、
こ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
示
唆

を
有
す
る
と
言
え
る
。
同
様
の
検
討
を
試
み
る
者
は
、
何
人
も
、
本
書
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
提
起
し
た
批
判
的
考
察
に
つ
い
て
、
分
配
的
正
義
論
の
観
点
か
ら
租
税
を
考
察
す
る

う
え
で
受
け
取
る
べ
き
示
唆
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
著
者
ら
の
批
判
が
全
て
の
正
義
構
想
に
当

て
は
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
全
て
の
正
義
構
想
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
正
義
構
想
に
お
い
て
当
て
は
ま
る

の
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
は
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
支
持
す
る
正
義
構
想
に
対
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
批
判
し
た
り
、
対

抗
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
（
そ
れ
は
ま
た
別
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
）。
ま
た
、
検
討
す
る
批
判
の
い
く
つ
か
は
、

マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
の
本
意
と
は
外
れ
て
、
強
く
解
釈
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
予
め
認
め
る
。
と
い
う
の
も
、
叙
述
上
は
仕
方
の

な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
多
義
的
に
解
釈
し
う
る
論
述
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
最
初
に
、
検
討
の
準
備
と
し
て
課
税
の
機
序
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
（
１
）、
マ
ー
フ
ィ

＆
ネ
ー
ゲ
ル
の
提
起
し
た
批
判
の
要
点
が
租
税
を
分
配
的
正
義
へ
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
べ
き
点
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
（
２
）、

そ
の
要
点
か
ら
敷
衍
さ
れ
る
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
命
題
を
検
討
す
る
。
即
ち
、
分
配
的
正
義
と
し
て
の
課
税
前
所

有
の
適
否
（
３
）、
課
税
前
所
有
を
尊
重
す
る
こ
と
の
適
否
（
４
）、
負
担
の
分
配
と
い
う
問
題
構
成
の
適
否
（
５
）
で
あ
る
。

9
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一
、
課
税
の
機
序

　

そ
も
そ
も
税
と
は
、
誰
か
の
持
つ
所
有
物
を
権
力
機
構
が
強
制
的
に
取
り
上
げ
る
不
利
益
処
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
手
続
き
的
な

正
義
に
則
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
課
税
は
必
ず
分
配
状
況
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
、

分
配
に
お
け
る
実
質
的
な
正
義
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
租
税
を
み
れ
ば
、
課
税
を
起
点
と
し

て
、
そ
の
手
前
に
は
課
税
前
の
所
有
状
況
が
存
在
し
、
課
税
の
後
に
は
税
引
き
後
の
所
有
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

　

課
税
前
所
有　

↓　

課
税　

↓　

課
税
後
所
有

　

課
税
後
所
有
は
課
税
の
後
に
所
有
者
が
自
由
に
処
分
で
き
る
経
済
的
支
配
範
囲
を
示
し
、
課
税
前
所
有
は
、
課
税
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
所
有
者
に
可
能
で
あ
っ
た
経
済
的
支
配
範
囲
と
な
る
。
所
得
税
や
資
産
課
税
に
お
い
て
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
至
極
自
然
で
あ

る
が
、
人
頭
税
や
消
費
税
の
場
合
に
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
消
費
税
や
人
頭
税
は
、
課
税
前
所

有
か
ら
課
税
後
所
有
に
変
化
さ
せ
る
課
税
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
基
準
と
し
て
参
照
す
る
指
標
が
、
消
費
額
で
あ
っ
た
り
頭
数
で
あ
っ

た
り
す
る
だ
け
で
あ
り
、
課
税
前
の
経
済
的
支
配
範
囲
を
課
税
後
の
縮
減
さ
れ
た
経
済
的
支
配
範
囲
へ
と
変
化
さ
せ
る
と
い
う
本
質

に
お
い
て
、
こ
の
機
序
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

課
税
前
の
所
有
状
態
は
、
何
ら
か
の
社
会
的
協
働
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
。
こ
の
課
税
前
の
所
有
状
況
を
創
出
す
る
プ
ロ
セ
ス
を

「
経
済
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
的
制
度
枠
組
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

10
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多
く
が
法
的
制
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
自
然
状
態
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
状
態

は
、
法
的
制
度
の
裏
支
え
が
存
在
し
な
い
と
い
う
特
殊
性
を
持
つ
、
社
会
的
協
働
の
制
度
な
の
で
あ
る
。

　

経
済
シ
ス
テ
ム　

↓　

課
税
前
所
有　

↓　

課
税　

↓　

課
税
後
所
有

　

人
々
の
所
有
状
態
は
、
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
直
接
的
な
給
付
に
よ
っ
て
、
徴
税
主
体
た
る
政
府
か
ら
の
移
転
を
受
け
る
。

徴
税
主
体
が
人
々
に
対
し
て
何
ら
の
利
益
還
元
を
行
わ
ず
、
支
配
者
の
個
人
的
消
費
で
あ
れ
外
国
政
府
に
よ
る
搾
取
で
あ
れ
、
外
在

的
目
的
の
た
め
に
、
た
だ
収
奪
の
み
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
態
も
あ
り
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
民
主
国
家
に
お
い
て

は
、
利
益
還
元
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
、
利
益
還
元
の
内
容
も
対
象
範
囲
も
様
々
で
は
あ
る
が
）。
と
も
あ
れ
、
政

府
支
出
を
経
て
最
終
的
な
人
々
の
分
配
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

経
済
シ
ス
テ
ム　

↓　

課
税
前
所
有　

↓　

課
税　

↓　

課
税
後
所
有　

↓　

政
府
支
出　

↓　

最
終
分
配

　

正
義
の
観
点
か
ら
、
分
配
状
況
や
分
配
制
度
を
評
価
す
る
う
え
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
最
終
分
配
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し

も
帰
結
主
義
的
理
論
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
権
限
理
論
に
お
い
て
も
、
最
終
分
配
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い

て
権
限
が
侵
害
さ
れ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
分
配
的
正
義
構
想
は
、
こ
の
最
終
分
配
が
正
義

に
適
っ
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
営
為
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

※
以
下
の
論
述
で
こ
こ
に
述
べ
た
機
序
に
触
れ
る
際
は
、〈　

〉
で
示
す
。



56巻２号　（2022. ３）　（　　）34

論　　説

二
、
分
配
的
正
義
の
手
段
と
し
て
の
租
税

　

マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
的
な
分
配
的
正
義
の
観
点
か
ら
租
税
の
正
義
と
い
う
主
題
に
挑
む
う
え
で
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、

「
租
税
は
政
治
シ
ス
テ
ム
が
経
済
的
正
義
ま
た
は
分
配
的
正
義
の
構
想
を
実
行
に
移
す
た
め
の
最
も
重
要
な
手
段
」
で
あ
る
と
い
う

認
識
で
あ
ろ
う
。
課
税
が
人
々
の
所
有
状
況
を
変
化
さ
せ
る
権
力
行
為
で
あ
る
と
前
節
で
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
分
配
的
正
義
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
そ
、
課
税
と
い
う
強
制
執
行
は
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　　

課
税
前
所
有　

↓　

課
税　

↓　

課
税
後
所
有　

↓　

政
府
支
出　

↓　

最
終
分
配

　

こ
の
課
税
の
機
序
の
系
列
に
お
い
て
、
分
配
的
正
義
が
実
現
し
て
い
る
か
否
か
を
評
価
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
は
、〈
最
終
分
配
〉
に

お
い
て
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も
、
課
税
が
行
わ
れ
る
の
は
、〈
政
府
支
出
〉
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
課
税
は
〈
最
終
分
配
〉

を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
さ
れ
る
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。〈
課
税
後
所
有
〉
に
お
け
る
分
配
状
況
は
、

通
過
点
に
過
ぎ
な
い
。

　

所
有
権
は
、
正
当
化
さ
れ
た
経
済
的
支
配
の
範
囲
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
。
単
に
手
許
に
あ
る
こ
と
は
、
対
象
物
に
対
す
る
所

有
権
を
認
め
る
最
終
審
で
は
な
い
。
盗
人
は
盗
品
を
手
許
に
置
く
が
、
盗
品
に
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
正
当
化
さ

れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
所
有
を
正
当
化
す
る
原
理
は
分
配
的
正
義
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
分
配
的
正
義
に
よ
り
正
当
化

11
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さ
れ
た
所
有
こ
そ
が
、
所
有
権
の
認
め
ら
れ
る
所
有
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

①　

分
配
的
正
義
は
最
終
分
配
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る

　

② 　

分
配
的
正
義
に
適
う
最
終
分
配
を
創
出
す
る
た
め
に
課
税
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
資
す
る
か
ど
う
か
で
課
税
の
正

義
は
評
価
さ
れ
る

　

③　

分
配
的
正
義
が
正
当
と
認
め
る
所
有
権
は
、
課
税
後
所
有
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

　

と
こ
ろ
が
、
租
税
法
学
に
お
い
て
彫
琢
さ
れ
て
き
た
理
論
的
見
解
の
多
く
は
、
こ
の
全
体
プ
ロ
セ
ス
を
縮
減
し
、
課
税
の
前
後
関

係
で
租
税
の
正
義
を
語
り
つ
く
そ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
租
税
の
伝
統
的
議
論
は
、
課
税
前
所
有
に
推
定
的
な
所
有
権
を
安
易
に

認
め
（
③
の
違
反
）、
課
税
前
所
有
に
与
え
る
影
響
か
ら
課
税
の
正
義
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
（
①
と
②
の
違
反
）、
極
め
て
近
視
眼

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
『
税
と
正
義
』
に
お
い
て
検
討
を
施
し
た
対
象
は
、
利
益
原
理
や
犠
牲
原
理

な
ど
の
租
税
理
論
か
ら
、
課
税
ベ
ー
ス
、
累
進
性
、
相
続
、
税
制
上
の
差
別
な
ど
多
岐
に
亘
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
こ
の
傾
向
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
来
あ
る
べ
き
租
税
の
正
義
の
探
求
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
租
税
法
学
の
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
著
者
ら
は
随
所
で
次
の
よ
う

に
批
判
し
て
い
る
。

私
的
所
有
（private property

）
は
、
租
税
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
部
分
的
に
定
義
さ
れ
る
法
的
慣
習
で
あ
る
。
従
っ
て
、
独
立

し
た
実
体
と
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
な
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
た
、
私
的
所
有
に
与
え
る
影
響
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税
シ
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ス
テ
ム
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
租
税
が
擁
立
す
る
所
有
権
の
体
系
全
体
の
部
分
と
し
て
、
租
税
は
評
価
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
課
税
に
お
け
る
正
義
や
不
正
義
は
、
特
定
の
租
税
体
制
か
ら
帰
結
す
る
所
有
権
や
権
限
の
体
系
に
お
い
て
の
正

義
や
不
正
義
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

租
税
の
公
正
で
は
な
く
、
社
会
的
な
公
正
が
租
税
政
策
を
導
く
価
値
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
所
有
権
は
慣
習
的
な
も
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
所
有
権
は
相
当
程
度
、
社
会
正
義
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
租

税
政
策
の
産
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ど
の
税
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
た
め
に
所
有
権
を
基
準
と
し
て
使
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
所
有
（property

）
を
租
税
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
た
り
浸
食
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
租

税
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
所
有
権
は
課
税
前
に
で
は
な
く
、
課
税
後
に
人
々
が

支
配
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
た
資
源
に
た
い
し
て
も
つ
権
限
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
、
租
税
法
学
の
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
近
視
眼
的
で
あ
る
こ
と
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
政
府
支
出
も
含
め
た
包
括
的
な
分

配
的
正
義
構
想
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
話
が
進
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
正
義
構
想
相
互
の
争
い
が
決
着
を
見
る
ま
で
、
話
が
進
ま
な

く
な
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
争
い
は
決
し
て
沈
静
化
し
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
争
点
か
ら
距
離
を
置
き
、
そ
れ
で
も
な
に
ご
と
か

の
学
術
的
貢
献
を
果
た
し
た
い
と
す
る
動
機
が
、
考
察
を
近
視
眼
的
に
促
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
推
定
上
の
所
有
権
を
安
易
に
認
め
る
と
い
う
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
「
日
常
的
リ
バ
タ
リ
ア

12
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ン
（〝everyday

〞 libertarianism

）」
と
呼
ぶ
ち
ぐ
は
ぐ
な
正
義
構
想
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
分

配
的
正
義
構
想
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
や
は
り
混
乱
な
の
で
あ
る
。
租
税
の
正
義
は
分
配
的
正
義
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　

本
稿
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
、
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
し
か
し
、
マ
ー
フ
ィ
＆

ネ
ー
ゲ
ル
は
、
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
要
点
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
拡
張
的
な
命
題
も

支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
の
以
下
の
節
で
は
、
そ
の
適
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
課
税
前
所
有
に
お
け
る
分
配
的
正
義

　

租
税
が
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
正
当
な
所
有
権
は
課
税
後
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

課
税
前
に
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
著
者
ら
の
批
判
の
要
点
で
あ
っ
た
が
、
課
税
前
所
有
に
お
い
て
既
に
正
当
な
所
有

権
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
よ
う
な
分
配
的
正
義
構
想
が
も
し
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
正
義
構
想
に
依
拠
す
る
限
り
に
お
い

て
、
著
者
ら
の
批
判
は
的
を
外
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
正
義
構
想
で
は
、
伝
統
的
な
租
税
法
理
論
が
確
立
し
て
き

た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
意
味
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　

著
者
ら
は
、
当
然
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
お
り
、
そ
れ
を
、「
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
（sophisticated 

libertarianism

）」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、「
洗
練
さ
れ
た
自
由
至
上
主
義
の
政
治
理
論
を
首
尾
一
貫
し
た
形
で
適
用
す
る
こ
と
は
全

く
見
込
み
の
な
い
結
果
を
導
き
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
実
際
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
り
は
し
な
い
」
と
付
け
加
え
る
。
こ
こ
で
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
を
代
表
と
す
る
よ
う
な
権
利
論
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た

15
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正
義
構
想
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
貧
困
の
解
決
と
い
っ
た
先
進
的
現
代
国
家
が
最
低
限
の
任
務
と
す
る
よ
う
な
福
祉
す
ら
拒
絶

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
な
租
税
法
理
論
が
日
常
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
陥
る
の
は
、
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

が
受
け
入
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
日
常
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
首
尾
一
貫
し
な
い
場
当
た
り
的
対
応
の
誹
り
を
招
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
支

持
さ
れ
る
見
込
み
の
薄
い
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
矛
盾
を
招
く
と
は
限
ら
な
い
。
そ
し
て
、

少
数
な
が
ら
も
、
実
際
に
支
持
し
て
い
る
者
は
い
る
。
し
か
し
、『
税
と
正
義
』
に
は
、
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場

で
あ
っ
て
も
、
課
税
前
所
有
に
お
い
て
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
に
は
論
理
的
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
、
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
も
成
り
立
た
な
く
な
る
。
そ
の
論
拠
の

一
つ
は
、
前
後
関
係
に
よ
る
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
汚
染
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
よ
う
。

①　

前
後
関
係
に
よ
る
批
判

　

前
後
関
係
に
よ
る
批
判
は
次
の
引
用
箇
所
に
典
型
的
に
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

政
府
な
し
で
は
市
場
は
存
在
し
な
い
し
、
租
税
な
し
で
は
政
府
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
市
場
が
存
在
す

る
か
は
、
政
府
が
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
と
政
策
決
定
と
に
依
存
し
て
い
る
。
租
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
法
体
系
が
な

け
れ
ば
、
貨
幣
、
銀
行
、
企
業
、
証
券
取
引
所
、
特
許
、
あ
る
い
は
現
代
の
市
場
経
済
│
│
所
得
と
富
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

現
代
的
形
態
の
存
在
を
可
能
と
す
る
制
度
│
│
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
々
が
課
税
前
所
得
に
た
い
し
て
何
ら
か
の
種
類
の
権
限
を
も
つ
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可



　（　　）　56巻２号　（2022. ３）39

『税と正義』と分配的正義構想

能
な
の
で
あ
る
。（
傍
線
：
引
用
者
）

　

今
一
度
、
課
税
の
機
序
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
部
分
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

経
済
シ
ス
テ
ム　

↓　

課
税
前
所
有　

↓　

課
税　

↓　

政
府
支
出

　

前
後
関
係
に
よ
る
批
判
の
論
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
今
日
の
〈
経
済
シ
ス
テ
ム
〉
自
体
が
機
能
し
て
い
る
の
は
、〈
課
税
〉
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
〈
政
府
支
出
〉
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。〈
課
税
前
所
有
〉
は
〈
経
済
シ
ス
テ
ム
〉
の
産
物

で
あ
る
の
だ
か
ら
、〈
課
税
〉
が
〈
課
税
前
所
有
〉
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
後
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

課
税　

↓　

政
府
支
出　

↓　

経
済
シ
ス
テ
ム　

↓　

課
税
前
所
有

　
〈
課
税
〉
の
良
し
悪
し
を
評
価
す
る
租
税
の
正
義
と
い
う
主
題
に
お
い
て
、〈
課
税
〉
に
後
続
す
る
形
で
し
か
成
立
し
え
な
い
〈
課

税
前
所
有
〉
を
参
照
す
る
の
は
、
従
っ
て
、「
論
理
的
に
不
可
能
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
も
含
め
て
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
基
づ
い
て
課
税

の
適
否
を
判
断
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
て
み
て
い
た
だ

き
た
い
。

19
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あ
る
と
こ
ろ
に
卓
球
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
地
域
の
体
育
館
と
月
ぎ
め
の
利
用
契
約
を
結
ん
で
い
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
機
序
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

体（経
済
シ
ス
テ
ム
）

育
館
の
貸
し
出
し　

↓　

各（課
税
前
所
有
）

人
の
利
用
状
況　

↓　

会（課
税
）
費
の
徴
収　

↓　

体（政
府
支
出
）

育
館
へ
の
支
払
い

　

さ
て
こ
の
と
き
、
体
育
館
は
前
払
い
で
な
け
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
も
そ
も
卓
球
場
を
貸
し
て
く
れ
な
い
と
す
る
。
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
前

後
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

会（課
税
）
費
の
徴
収　

↓　

体（政
府
支
出
）

育
館
へ
の
支
払
い　

↓　

体（経
済
シ
ス
テ
ム
）

育
館
の
貸
し
出
し　

↓　

各（課
税
前
所
有
）

人
の
利
用
状
況

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、「
実
際
の
利
用
状
況
に
応
じ
て
会
費
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。

実
際
の
利
用
状
況
に
応
じ
た
会
費
の
徴
収
を
実
施
す
る
に
は
、
最
初
に
体
育
館
の
貸
し
出
し
を
実
現
す
る
た
め
の
立
て
替
え
払
い
が

必
要
で
あ
る
が
、
翌
月
か
ら
の
会
費
徴
収
に
新
ル
ー
ル
を
反
映
さ
せ
る
か
、
事
後
的
な
清
算
に
よ
れ
ば
、
実
施
自
体
は
不
可
能
で
は

な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
が
論
理
的
に
矛
盾
し
た
提
案
か
ど
う
か
で
あ
る
。
さ
て
、
実
際
の
利
用
状
況
に
応
じ
て
負
担
す
べ
き
と
い
う

提
案
を
退
け
る
根
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
理
屈
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。

〈
体
育
館
へ
の
支
払
い
〉
な
し
で
は
〈
体
育
館
の
貸
し
出
し
〉
は
実
現
し
な
い
し
、〈
会
費
の
徴
収
〉
な
し
で
は
〈
体
育
館
へ
の

支
払
い
〉
は
実
現
し
な
い
。〈
会
費
の
徴
収
〉
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
〈
体
育
館
の
貸
し
出
し
〉
が
な
け
れ
ば
、〈
各
人
の
利
用
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状
況
〉
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、〈
各
人
の
利
用
状
況
〉
に
た
い
し
て
何
ら
か
の
種
類
の
義
務
を
も
つ
べ

き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
理
屈
が
妥
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
課
税
に
つ
い
て
も
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
課
税
が
な
け
れ
ば
、
経

済
シ
ス
テ
ム
が
駆
動
せ
ず
、
課
税
前
所
有
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
駆
動
的
課
税
に
よ
っ
て

経
済
シ
ス
テ
ム
が
い
っ
た
ん
走
り
始
め
た
状
況
に
お
い
て
、
課
税
前
所
有
を
参
照
す
る
こ
と
で
課
税
を
改
革
す
る
こ
と
が
無
意
味
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

②　

汚
染
の
問
題

　

第
二
の
批
判
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
が
他
の
政
治
道
徳
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
す
る
批
判
で
あ
る
。
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ

ル
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
を
基
準
線
に
据
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
犠
牲
論
的
見
解
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

繫
栄
し
た
資
本
主
義
経
済
は
刑
法
、
契
約
法
、
会
社
法
、
財
産
法
、
不
法
行
為
法
の
施
行
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
は
な
い
（
略
）。

そ
れ
に
加
え
て
、
ほ
と
ん
ど
の
経
済
学
者
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
経
済
は
最
低
限
、
競
争
を
促
進
す
る
た
め
の

独
占
禁
止
法
、
経
済
成
長
を
刺
激
し
た
り
抑
制
し
た
り
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
イ
ン
フ
レ
を
管
理
す
る
た
め
の
利
率
と
貨
幣
供

給
の
管
理
を
行
う
体
制
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
上
、
交
通
政
策
、
放
送
規
制
、
環
境
破
壊
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
市
場
の
外
部
性

を
緩
和
す
る
た
め
に
政
府
が
行
う
活
動
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
政
府
機
能
は
最
も
熱
烈
な
市
場
讃
美
者
で
さ
え
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
犠
牲
論
的
見
解
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に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
政
府
が
行
う
選
択
が
市
場
か
ら
の
収
益
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
鉄
鉱
石
精
錬
業
者
が
ど
の
く
ら
い
利
益
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
環
境
法
が
広
が
っ
て
い
る
体
制
に
左
右

さ
れ
る
。
債
券
市
場
に
お
け
る
あ
る
人
の
運
は
、
政
府
が
影
響
を
与
え
て
い
る
利
率
に
左
右
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
政
府

が
全
く
福
祉
政
策
を
行
わ
ず
困
窮
者
が
自
分
で
生
活
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
放
置
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

課
税
前
所
得
が
市
場
の
結
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
や
は
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
課
税
前
所
得
は
一
連

の
政
府
政
策
に
従
っ
て
規
制
さ
れ
た
市
場
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
見
返
り
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
選
択
は
、
競
争
市
場
と
い
う
考
え
に
内
在
す
る
ど
ん
な
論
理
を
も
超
え
る
実
質
的
な
内
容
を
も
っ

た
社
会
的
価
値
に
訴
え
る
こ
と
な
し
に
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
課
税
に
た
い
す
る
犠
牲
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め

る
基
準
線
と
し
て
役
立
ち
う
る
政
治
的
に
中
立
な
市
場
世
界
と
い
う
考
え
は
空
想
な
の
で
あ
る
。
現
実
的
で
あ
れ
想
像
上
で
あ

れ
、
ど
ん
な
課
税
前
所
得
分
配
も
す
で
に
政
治
道
徳
の
判
断
に
よ
っ
て
部
分
的
に
形
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
判
断
を
評
価

す
る
こ
と
な
く
租
税
の
公
正
さ
に
つ
い
て
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。

　

洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
現
実
の
市
場
経
済
が
創
出
す
る
〈
課
税
前
所
有
〉
に
認
め
る
所
有
権
は
、
す
で
に
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
理
念
と
は
合
い
入
れ
な
い
様
々
な
他
の
政
治
道
徳
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
現
実
の
〈
課
税
前
所
有
〉

を
、
理
想
的
な
〈
課
税
前
所
有
〉
と
近
し
い
も
の
と
し
て
、
現
実
の
〈
課
税
前
所
有
〉
に
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
洗
練
さ
れ
た
リ

バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
批
判
は
、
次
の
節
で
検
討
す
る
批
判
に
も
関
わ
る
が
、
結
論
的
に
は
程
度
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
洗
練
さ
れ
た
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
、「
競
争
市
場
と
い
う
考
え
に
内
在
す
る
ど
ん
な
論
理
を
も
超
え
る
実
質
的
な
内
容
を
も
っ
た
社
会

21
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的
価
値
」
に
汚
染
さ
れ
た
部
分
は
浄
化
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
、
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
す
べ

て
が
台
無
し
に
な
る
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

汚
染
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
な
の
は
、
我
々
の
社
会
で
の
民
主
主
義
の
実
践
で
あ
る
。
自
発
的
な
意
思
に
基
づ
く
民
意

を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
誘
導
や
、
巨
大
資
本
の
影
響
力
、
政

治
家
の
党
利
党
略
に
よ
っ
て
、
情
報
は
加
工
さ
れ
操
作
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
が
求
め
る
自
発
的

民
意
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
ひ
ど
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
票
と
い
う
意
思
表
示
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
現

実
の
民
意
に
は
、
民
主
主
義
が
理
想
と
す
る
自
発
的
民
意
は
存
在
せ
ず
、
民
主
主
義
は
追
求
に
値
し
な
い
画
餅
で
あ
る
、
と
い
う
結

論
を
導
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
誰
も
同
意
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
次
の
結
論
を
本
稿
は
導
く
。
即
ち
、
課
税
前
所
有
に
所
有
権
を
認
め
る
正
義
構
想
が
論
理
的
に
成
立
し
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
、
実
際
上
は
人
気
の
な
い
洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
採
用
す
る
覚
悟
が

必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
課
税
前
所
有
の
部
分
承
認

　

洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ン
以
外
の
正
義
構
想
に
立
つ
場
合
、
課
税
は
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
、
と
い
う

命
題
は
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
部
分
的
で
あ
れ

道
徳
的
尊
重
の
余
地
を
認
め
て
課
税
を
評
価
す
る
こ
と
も
、
禁
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。〈
最
終
分
配
〉
に
お
け
る
分
配
的
正
義
が

22
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達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
課
税
に
認
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
目
的
の
た
め
の
道
具
的
役
割
だ
け
だ
か
ら
で

あ
る
。彼

ら
が
権
限
を
も
ち
う
る
も
の
す
べ
て
は
、
正
当
な
課
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
正
当
な
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、
課
税
後
に
残

る
も
の
で
あ
る
│
│
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
課
税
前
所
得
に
関
連
づ
け
る
こ
と
で
租
税
の
正
当
性
を
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
傍
線
：
引
用
者
）

も
し
市
場
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
分
配
が
推
定
上
正
し
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
分
配
的
正
義
の
正
し
い
基
準
は
、
基
準
線
と

し
て
さ
え
も
そ
の
分
配
に
い
さ
さ
か
で
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
傍
線
：
引
用
者
）

　

で
は
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
、
租
税
の
目
的
と
し
て
据
え
る
原
理
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
ら
は
、「
市
民
の
厚
生
に
た
い

す
る
政
府
責
任
を
真
剣
に
考
え
る
見
解
の
間
に
は
重
要
な
合
意
の
領
域
が
あ
る
」
と
し
、「
功
利
主
義
で
あ
れ
、
ロ
ー
ル
ズ
主
義
者

で
あ
れ
、
優
先
性
を
主
張
す
る
理
論
家
で
あ
れ
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
信
奉
者
で
あ
れ
、
機
会
の
公
正
な
平
等
の
擁
護
者

で
あ
れ
、
平
等
な
自
由
至
上
主
義
の
擁
護
者
で
あ
れ
、
貧
困
に
は
関
心
を
も
つ
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
か
ら
導
く
の
は
、
次

の
二
つ
の
指
針
で
あ
る
。

第
一
は
、
租
税
枠
組
み
が
防
衛
、
法
の
施
行
、
教
育
と
い
っ
た
公
共
財
の
適
切
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
提
供
す
る
の
に
十
分
な
ま
で
歳

入
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
れ
が
社
会
の
最
も
経
済
的
利
益
の
少
な
い
構
成
員
に
た
い

23
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し
て
適
切
な
生
活
水
準
を
結
果
的
に
も
た
ら
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
に
す
れ
ば
、〈
最
終
分
配
〉
に
現
れ
る
公
共
財
供
給
と
貧
困
対
策
と
い
う
目
的
の
実
現
に
資
す

る
か
ど
う
か
の
み
に
よ
っ
て
、
課
税
の
良
し
悪
し
は
決
ま
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
い
う
政
治
状
況
に
お
い
て
の
喫
緊
の
目
的
に
つ
い
て
の
提
言
で
あ
る
。
北
欧
な
ど
の
重
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
ま
た

違
っ
た
政
治
目
的
が
立
て
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
お
い
て
は
道
徳
的
に
尊
重
さ
れ
る
要
素

は
な
く
、
た
だ
目
的
に
資
す
る
か
否
か
の
み
に
よ
っ
て
、
租
税
の
正
義
は
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
以
外
の
ほ
ぼ
全
て
の
分
配
的
正
義
構
想
が
共
有
す
る
必
然
的
前
提
で
あ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
〈
経
済
シ
ス
テ
ム
〉
を
評
価
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
。
社
会
経
済
的

社
会
的
基
本
財
の
分
配
原
理
で
あ
る
格
差
原
理
に
お
い
て
、
人
よ
り
多
く
持
つ
こ
と
は
、
再
低
位
集
団
の
期
待
の
最
大
化
に
資
す
る

場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
租
税
の
枠
組
み
に
敷
衍
す
れ
ば
、〈
課
税
後
所
有
〉
に
お
い
て
人
よ
り
多
く
手
許
に
残
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
え
る
の
は
、
再
低
位
集
団
の
期
待
の
最
大
化
と
い
う
目
的
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
目
指
さ
れ
る
基
準

は
違
え
ど
も
、
功
利
主
義
も
こ
の
帰
結
主
義
的
前
提
を
共
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
市
場
と
い
う
〈
経
済
シ
ス
テ
ム
〉
が
創
出
し
た
課
税
前
所
有
に
も
、
全
面
的
で
は
な
く
部
分
的
に
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き

要
素
を
認
め
る
正
義
構
想
は
存
在
す
る
。
代
表
的
に
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
資
源
の
平
等
理
論
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
は
、「
資
源
の
平
等
に
つ
い
て
何
ら
か
の
魅
力
あ
る
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
置
か
れ
る
べ
き
な
の
は
、
極

め
て
多
様
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
を
決
定
す
る
装
置
と
し
て
の
経
済
市
場
の
観
念
で
あ
る
」
と
言
う
。
市
場
経
済
を
重
視
す
べ
き
な

の
は
、
単
に
目
的
と
す
る
分
配
的
正
義
に
適
う
帰
結
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
は
な
く
、「
平
等
な
配
慮
」
が
、「
政
府
が
市
民
の
運
命

27
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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
│
│
こ
れ
も
ま
た
政
府
が
達
成
で

き
る
限
り
に
お
い
て
│
│
要
求
す
る
」
か
ら
な
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
〈
課
税
前
所
有
〉
が
資
源
の
平
等
の
完
結
し
た
状
況
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

同
じ
く
「
平
等
な
配
慮
」
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
障
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
能
力
資
源
の
不
平
等
と
い
う
正
義
の
観
点
か
ら
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
〈
課
税
前
所

有
〉
に
は
反
映
し
て
お
り
、
こ
れ
を
仮
想
的
保
険
市
場
と
い
う
モ
デ
ル
を
介
し
て
説
明
さ
れ
る
租
税
に
よ
る
再
分
配
で
矯
正
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。

　

本
節
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
部
分
的
に
さ
え
尊
重
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
何
も
な
い
と
結
論
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
正
義
構
想
に

応
じ
て
異
な
る
の
で
あ
り
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
を
除
く
全
て
の
正
義
構
想
が
共
有
す
る
前
提
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

五
、
負
担
の
分
配

　

洗
練
さ
れ
た
リ
バ
タ
リ
ア
ン
以
外
の
正
義
構
想
に
立
つ
場
合
、
課
税
は
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
、
と
い
う

命
題
は
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
課
税
の
正
義
と
い
う
主
題
を
検
討
す

る
以
上
、
そ
れ
は
、「
負
担
の
分
配
で
は
な
く
結
果
の
探
求
」
に
必
然
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
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マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
租
税
理
論
が
毒
さ
れ
て
き
た
謬
見
は
、「
所
有
権
の
推
定
上
正
当
な
分
配
を
生
み

出
す
自
由
放
任
的
資
本
主
義
的
市
場
経
済
を
基
準
と
し
て
、
支
払
い
を
無
理
や
り
求
め
る
よ
う
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
者
と
し
て
政
府

を
考
え
る
見
方
」
に
あ
り
、「
課
税
の
正
義
は
こ
の
基
準
線
か
ら
評
価
さ
れ
る
、
税
負
担
の
個
人
間
で
の
公
正
な
分
配
と
見
な
さ
れ
る
」

傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
問
題
が
誤
っ
て
提
起
さ
れ
続
け
て
き
た
」
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
負
担
の

分
配
と
い
う
問
題
設
定
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
租
税
理
論
は
全
て
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
指
摘
は
、
一
面
に
お
い
て
は
極
め
て
妥
当
な
結
論
で
あ
る
。
第
二
節
で
確
認
し
た
通
り
、
租
税
が
分
配
的
正
義
に
適
っ
て
い

る
か
否
か
の
判
定
は
、
最
終
分
配
の
局
面
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
独
立
の
問
題
と
し
て
、

「
負
担
の
分
配
」
に
つ
い
て
の
検
討
の
み
で
考
察
を
完
了
す
る
こ
と
は
近
視
眼
的
で
あ
る
。
租
税
に
よ
っ
て
何
を
実
現
す
る
か
を
考

慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、「
負
担
の
分
配
」
と
い
う
問
題
設
定
が
生
じ
る
余
地
は
な
く
、
全
て
は
目
的
の
観
点
か
ら

の
み
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、「
負
担
の
分
配
」
と
い
う
問
題
設
定
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
権
利
主
張
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
一

切
の
要
素
を
否
認
す
る
正
義
構
想
の
場
合
に
は
、
成
り
立
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
正
義
構
想
で
は
、
全
て
は
目
的
に

資
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
道
徳
的
尊
重
を
受
け
る
の
は
〈
課
税
後
所
有
〉
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。〈
課
税
前
所
有
〉

に
一
切
の
道
徳
的
尊
重
は
な
い
の
だ
か
ら
、「
負
担
」
の
概
念
は
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
、「
負
担
の
分
配
」
と
い
う
観
点
が
成
立
し

う
る
の
は
、
全
面
的
で
あ
れ
（
リ
バ
タ
リ
ア
ン
）、
部
分
的
で
あ
れ
（
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
）、
課
税
前
所
有
に
対
し
て
何
ら
か
の
道
徳
的

に
尊
重
さ
れ
る
要
素
を
認
め
る
正
義
構
想
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

　
〈
課
税
前
所
有
〉
に
何
ら
か
の
道
徳
的
尊
重
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
租
税
の
正
義
を
負
担
の
分
配
と
し
て
検
討
す
る
余
地
が
全

く
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
、
微
妙
で
あ
る
。
例
え
ば
、
正
義
構
想
が
人
々
に
保
障
す
る
最
低
限
度
の
基
準
線
と
し
て
、
最

36
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低
所
得
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
よ
う
な
形
で
保
障
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
公
共
財
や
そ
の
ほ
か
の
社
会
正
義
に
必
要
な
量
の
支

出
額
を
独
立
に
定
め
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
予
め
〈
政
府
支
出
〉
に
よ
っ
て
、
分
配
的
正
義
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え

で
、
そ
の
支
出
を
賄
う
た
め
の
歳
入
を
、
ど
の
よ
う
な
租
税
に
よ
っ
て
賄
う
か
を
、
検
討
す
る
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
課
税
の

正
義
の
問
題
は
、
負
担
の
分
配
問
題
と
し
て
解
く
余
地
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
負
担
の
分
配
問
題
と
し
て
解
く
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
は
、〈
政
府
支
出
〉
が
分
配
的
正
義
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う

前
提
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
身
を
置
い
た
政
治
的
文
脈
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
明
ら
か
に
こ
の

前
提
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
も
し
こ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
租
税
法
学
が
負
担
の
分
配

問
題
と
し
て
確
立
し
て
き
た
様
々
な
理
論
的
知
見
は
│
│
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
│
│
検
討
に
値
す
る
考

察
と
し
て
よ
み
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
『
税
と
正
義
』
に
お
い
て
示
し
た
問
題
提
起
を
、
分
配
的
正
義
論
の
観
点
か
ら
租
税

の
正
義
を
考
察
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
か
を
解
題
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
、
分
配
的
正
義

の
観
点
か
ら
課
税
と
い
う
主
題
が
ど
の
よ
う
な
機
序
で
現
れ
る
か
を
整
理
し
た
う
え
で
（
１
）、
マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
の
問
題
提

起
が
こ
の
機
序
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
前
す
る
か
を
示
し
、
租
税
を
分
配
的
正
義
へ
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
す
る
そ
の
批

判
の
要
点
の
妥
当
性
を
認
め
た
（
２
）。
し
か
し
、
こ
の
要
点
か
ら
派
生
す
る
３
つ
の
命
題
に
つ
い
て
は
、〈
課
税
前
所
有
〉
に
お
い

て
分
配
的
正
義
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
正
義
構
想
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
り
（
３
）、〈
課
税
前
所
有
〉
に
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道
徳
的
尊
重
を
有
す
る
余
地
を
認
め
る
正
義
構
想
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
以
外
に
も
存
在
し
（
４
）、
負
担
の
分
配
と
い
う
問
題
構
成
は

〈
課
税
前
所
有
〉
に
道
徳
的
尊
重
の
余
地
を
認
め
る
正
義
構
想
に
お
い
て
は
成
立
す
る
と
し
て
（
５
）、
概
ね
批
判
を
退
け
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
し
た
批
判
を
回
避
し
う
る
か
否
か
は
、
依
っ
て
立
つ
正
義
構
想
次
第
で
あ
る
。

　

マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
が
明
ら
か
に
し
た
、
そ
し
て
最
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
批
判
は
、
分
配
的
正
義
の
包
括
的
体
系
を
棚
上
げ
に

し
た
ま
ま
租
税
の
正
義
だ
け
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
知
見
で
あ
ろ
う
。
哲
学
が
租
税
に
切
り
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
分
配

的
正
義
構
想
と
い
う
剣
を
携
え
て
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
租
税
法
学
が
そ
の
学
問
的
伝
統
の
中
で
彫
琢
し
て
き
た
理
論
的
概
念

を
擁
護
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
論
を
支
持
す
る
分
配
的
正
義
構
想
と
い
う
盾
を
哲
学
か
ら
調
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

参
考
文
献

D
w

orkin,R
onald, 2000, Sovereign V

irtue : T
he T

heory and Practice of E
quality, H

arvard U
.P.

（
小
林
公
・
大
江
洋
・
高
橋

秀
治
・
高
橋
文
彦
共
訳
、
二
〇
〇
二
、『
平
等
と
は
何
か
』、
木
鐸
社
）

----, 2006, Is D
em

ocracy Possible H
ere?, Princeton U

.P.

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

N
ozick,R

obert, 1974, A
narchy, State, and U

topia, B
asic B

ooks.

（
島
津
格
訳
、
一
九
九
二
、『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー

ト
ピ
ア
』
木
鐸
社
）

M
urphy, L. &

 N
agel, T., 2002, T

he M
yth of O

w
nnership,O

xford.
（
伊
藤
恭
彦
訳
、
二
〇
〇
六
、『
税
と
正
義
』、
名
古
屋
大
学

出
版
会
）

R
aw

ls, John, 1971, A
 T

heory of Justice, B
elknap H

arvard.

（
矢
島
鈞
次
監
訳
『
正
義
論
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
九
）

Zelenak, Law
rence, 2003, ‘ T

he M
yth of Prepax Incom

e’ , 101 M
ich, L. R

ev 2261.



56巻２号　（2022. ３）　（　　）50

論　　説

藤
岡
大
助
（2014

）、「
難
破
船
と
キ
ャ
ン
プ
旅
行
」、『
亜
細
亜
法
学
』
48
巻
／
２
号
、pp.1-32.

注
釈

（
1
）　M

urphy&
N

agel (2002)　

初
期
の
書
評
と
し
て
はZelenak (2003)

な
ど
。

（
2
）　Ibid. p.3.
（
訳
書p.1.

）

（
3
）　Ibid. p.4.
（
訳
書pp.1-2.

）

（
4
）　Ibid.

（
訳
書p.2.
）

（
5
）　Ibid. p.7.

（
訳
書p.6.
）

（
6
）　Ibid. p.8.

（
訳
書p.6.
）

（
7
）　Ibid.

（
8
）　Ibid. p.134.

（
訳
書p.153.

）

（
9
）　Ibid. p.135 .

（
訳
書p.154.

）

（
10
）　

マ
ー
フ
ィ
＆
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
所
得
を
中
心
に
論
じ
る
と
し
て
、「
課
税
前
所
得
」「
課
税
後
所
得
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
11
）　Ibid. p.3.

（
訳
書p.1.

）

（
12
）　Ibid. p.8.

（
訳
書p.6.

）

（
13
）　Ibid. p.173.

（
訳
書p.197.

）

（
14
）　Ibid. p.175.

（
訳
書p.199.

）

（
15
）　Ibid. p.15.

（
訳
書p.15.

）

（
16
）　Ibid.

（
17
）　Ibid.

（
18
）　N

ozick (1974)

（
19
）　M

urphy &
 N

agel (2002), p.32.

（
訳
書p.35.

）



　（　　）　56巻２号　（2022. ３）51

『税と正義』と分配的正義構想

（
20
）　

以
下
の
論
証
は
、「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
論
証
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
藤
岡
（2014

）

（
21
）　M

urphy &
 N

agel (2002), pp.33-34.

（
訳
書pp.36-37.

）

（
22
）　

も
ち
ろ
ん
、
投
票
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
も
の
の
全
て
が
、
幾
分
か
の
民
意
を
表
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
主
義

の
全
体
主
義
国
家
に
お
い
て
投
票
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
政
府
へ
の
信
任
は
、
い
さ
さ
か
も
民
意
を
反
映
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と

汚
染
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
自
由
主
義
諸
国
の
投
票
と
を
同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
要
は
程
度
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
23
）　M

urphy &
 N

agel (2002), pp.32-33.

（
訳
書p.35.

）

（
24
）　Ibid. p.30.
（
訳
書p.32.

）

（
25
）　Ibid. p.134.
（
訳
書p.153.

）

（
26
）　Ibid.

（
27
）　Ibid. p.135.

（
訳
書p.154.
）

（
28
）　R

aw
ls (1971), ch.2.

（
29
）　

功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
総
和
主
義
な
い
し
平
均
効
用
最
大
化
が
目
的
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
30
）　D

w
orkin (2000)

に
お
い
て
資
源
の
平
等
理
論
に
つ
い
て
の
詳
細
が
語
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の
課
税
に
関
す
る
抄
録
と
し
て
、

D
w

orkin (2006), ch.4.

（
31
）　D

w
orkin (2000), p.66.

（
訳
書pp.95-96.
）

（
32
）　Ibid. p.6.

（
訳
書p.14.

）

（
33
）　Ibid.

（
34
）　Ibid. ch.2.

（
35
）　M

urphy &
 N

agel (2002), p.136.

（
訳
書p.155.

）

（
36
）　Ibid. p.15.

（
訳
書p.15.

）

（
37
）　Ibid.

（
38
）　Ibid. p.141.

（
訳
書p.161.

）


