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で
、
あ
る
意
味
、
英
米
平
等
論
の
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
近

時
の
英
米
平
等
論
の
動
向
を
探
る
一
助
と
な
れ
ば
と
希
望
す
る
。

ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
ト
『
平
等
』　

第
一
章　

平
等
の
要
請

平
等
の
要
請
は
、
現
代
政
治
の
中
核
を
な
す
。
そ
れ
は
、
過
去
二
世

紀
に
わ
た
っ
て
主
要
な
政
治
的
闘
争
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
そ
の
闘

争
に
は
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
の
革
命
三

理
念
に
捧
げ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
一
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
選
挙

権
を
求
め
た
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
の
奮
闘
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

奴
隷
制
度
を
廃
止
す
る
運
動
、
ロ
シ
ア
革
命
の
契
機
と
な
っ
た
基
本
的

な
社
会
再
構
成
の
理
念
（ideals of fundam

ental social reconstruc-

tion

）、
そ
し
て
二
〇
年
後
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
短
命
に
終
わ
っ
た
ア

ナ
ー
キ
ス
ト
に
よ
る
反
乱
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
植
民
地
主
義
に
反
対
す
る

奮
闘
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
公
民
権
を
求
め
た
奮
闘
、
女

性
の
従
属
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
た
広
範
な
社
会
運
動

で
あ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
等
の
要
請
は
複

雑
で
あ
り
、
か
つ
論
争
的
で
あ
る
。
平
等
は
、
一
つ
の

4

4

4

事
柄
に
つ
い
て

の
平
等
と
い
う
要
請
で
は
な
く
、
複
数
の
事
柄
に
つ
い
て
の
平
等
を
考

ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
ト
「
平
等
の
要
請
」（『
平
等
』
よ
り
）

細　

見　

佳　

子

翻　
　

訳

訳
者
は
こ
れ
ま
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
平
等
論
を
ま
と
め
た
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
・
ホ
ワ

イ
ト
（Stuart W

hite

）
の
著
書
『
平
等
』（E

quality: W
hite 2007

）
の
う
ち
、
経
済

的
平
等
に
関
す
る
部
分
を
紹
介
し
て
き
た
（
細
見
二
〇
一
四；
同
二
〇
一
六
）。
今
回

は
、
こ
の
『
平
等
』
の
序
論
に
あ
た
る
第
一
章
「
平
等
の
要
請
」（T

he D
em

and for 

E
quality

）
を
翻
訳
し
て
、
紹
介
す
る
。

こ
の
「
平
等
の
要
請
」
を
紹
介
す
る
理
由
を
説
明
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
平

等
と
い
う
「
こ
の
分
野
の
研
究
成
果
は
多
様
か
つ
膨
大
」（Sen 1992:  xv

）
で
あ
る
。

日
本
で
は
近
年
、
格
差
や
貧
困
が
社
会
問
題
と
な
り
、
平
等
の
問
題
も
社
会
的
な
関

心
事
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
具
体
的
な
対
処
法
が
模
索
さ
れ

て
お
り
、
実
践
的
課
題
を
支
え
る
規
範
理
論
も
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
著
者
ホ
ワ
イ
ト
は
、
実
践
的
課
題
に
も
目
配
り
を
し
な
が
ら
、
規
範
理
論
を

展
開
し
て
い
る
。
彼
が
序
論
に
あ
て
た
「
平
等
の
要
請
」
は
、
い
さ
さ
か
難
解
な
平

等
論
を
、
ホ
ワ
イ
ト
独
自
の
視
点
で
、
複
雑
性
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
分
か
り
や
す
く

整
理
す
る
と
と
も
に
、
平
等
と
い
う
価
値
を
再
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
こ
と
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慮
す
べ
き
要
請
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
要
請
の
必
要
性
や
望
ま
し
さ

に
つ
い
て
、
人
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
複
雑
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
要
請
は
、
時
に
は
他
の
重
要
な
価
値
を
脅
か
す
と
い

う
意
味
で
論
争
的
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
（G

eorge O
rw

ell

）
が
書
い
た
社
会
革
命

の
真
っ
た
だ
中
に
あ
る
都
市
、
一
九
三
六
年
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
記
述
か

ら
、
平
等
の
要
請
の
持
つ
権
力
性
と
、
平
等
が
論
争
的
と
思
わ
れ
る
理

由
の
両
面
を
理
解
し
よ
う
。
彼
の
著
書
『
カ
タ
ロ
ニ
ア
讃
歌
』（H

om
age 

to C
atalonia:  O

rw
ell 1989

［1938
］）
に
お
い
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
か
ら
来
た
ば
か
り
の
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
バ
ル
セ
ロ
ナ

の
様
子
に
は
、
目
を
み
は
ら
せ
、
人
を
圧
倒
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
労

働
者
階
級
が
権
力
を
握
っ
て
い
る
町
に
来
た
の
は
、
ぼ
く
に
は
こ
れ
が

初
め
て
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
、
労
働
者
に

よ
っ
て
占
拠
さ
れ
、
そ
の
窓
か
ら
は
赤
旗
が
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
赤
と

黒
の
旗
が
垂
れ
て
い
た
。
壁
と
い
う
壁
に
は
、
ハ
ン
マ
ー
や
鎌
や
、
革

命
党
の
頭
文
字
が
描
か
れ
て
い
た
。
教
会
は
み
な
破
壊
さ
れ
、
聖
像
は

焼
か
れ
て
い
た
。
教
会
の
破
壊
は
あ
ち
こ
ち
で
、
組
織
的
に
、
労
働
者

た
ち
の
手
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
商
店
や
喫
茶
店
は
、
み
ん
な
そ
の
店

が
共
同
所
有
に
移
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
靴
磨
き
で
さ
え

箱
を
赤
と
黒
に
塗
っ
て
い
た
。
給
仕
や
店
員
も
客
を
対
等
に
扱
っ
て
、

下し
た

手て

に
出
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
卑
屈
な
言
葉
づ
か
い
は
、
い
や
形
式

ば
っ
た
言
葉
さ
え
、
一
時
姿
を
消
し
て
い
た
。
だ
れ
も
「
セ
ニ
ョ
ー
ル
」

や
「
ド
ン
」
を
、「
あ
な
た
」
を
さ
え
使
わ
な
か
っ
た
。
み
ん
な
相
手
を

「
同
士
」「
き
み
」
と
呼
ん
だ
。「
こ
ん
に
ち
は
」
の
か
わ
り
に
「
や
あ
」

と
言
っ
た
。
チ
ッ
プ
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ボ
ー

イ
に
チ
ッ
プ
を
や
ろ
う
と
し
て
、
ホ
テ
ル
の
支
配
人
に
叱
ら
れ
た
の
は

初
め
て
だ
。
個
人
所
有
の
自
動
車
は
一
台
も
な
か
っ
た
。
す
べ
て
徴
発

さ
れ
て
い
た
。
電
車
も
タ
ク
シ
ー
も
、
他
の
交
通
機
関
も
、
み
ん
な
赤

と
黒
に
塗
ら
れ
て
い
た
。
…
…
革
命
の
ポ
ス
タ
ー
が
、
い
た
る
所
の
壁

に
貼
っ
て
あ
っ
…
…
た
。
人
通
り
の
い
つ
も
絶
え
な
い
バ
ル
セ
ロ
ナ
の

大
動
脈
に
あ
た
る
広
い
大
通
り
で
は
、
一
日
中
、
夜
お
そ
く
な
っ
て
も
、

ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
が
革
命
歌
を
が
な
り
立
て
て
い
た
。
な
か
で
も
い

ち
ば
ん
奇
妙
な
の
は
、
往
き
か
う
人
た
ち
の
様
子
だ
っ
た
。
外
か
ら
見

た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
こ
は
富
裕
階
級
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
町
で
あ
っ

た
。
少
数
の
女
性
や
外
国
人
を
の
ぞ
け
ば
、「
身
な
り
の
よ
い
」
人
は
い

な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
、
粗
末
な
労
働
服
か
、
義
勇
軍

の
制
服
で
あ
る
青
い
仕
事
着
か
、
そ
れ
に
似
た
も
の
を
着
て
い
た
。
こ

う
い
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
奇
妙
で
か
つ
感
動
的
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
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ぼ
く
に
理
解
で
き
ぬ
、
あ
る
意
味
で
は
気
に
く
わ
ぬ
も
の
も
あ
っ
た
が
、

こ
の
事
態
が
そ
の
た
め
に
戦
う
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ

に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
」（O

rw
ell 1989

［1938

］:  2 -3

＝
七

－

八
）。

オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
明
ら
か
に
革
命
社
会
の
特
徴
の
多
く
が
魅
力
的
だ

と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
人
々
が
「
客
を
対
等
に
扱
っ
て
、

下し
た

手て

に
出
た
り
は
し
な
か
っ
た
」
流
儀
、
融
通
で
き
る
財
産
を
分
配
す

る
こ
と
、
自
分
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
見
栄
を
張
る
富

裕
階
級
が
い
な
い
こ
と
、
こ
の
事
態
に
関
連
す
る
連
帯
感
と
あ
ふ
れ
る

公
共
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
「
あ
る
意
味
で
は
気
に
く

わ
ぬ
」
と
打
ち
明
け
て
お
り
、
こ
の
両
面
的
な
感
情
に
は
、
誰
も
が
共

感
し
う
る
。
破
壊
さ
れ
た
教
会
へ
今
で
も
な
お
行
き
た
い
と
望
む
バ
ル

セ
ロ
ナ
の
人
々
は
ど
う
な
る
の
か
。
誰
も
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
赤
と

黒
で
塗
る
こ
と
や
「
青
い
仕
事
着
」
か
「
義
勇
軍
の
制
服
」
で
歩
く
こ

と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
居
心
地
の
い

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
平
等
を
奨
励
す
る
と
し
て
も
、

一
日
中
、
公
共
の
拡
声
器
か
ら
喚
き
立
て
る
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

私
た
ち
は
望
む
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
描
く
革
命

の
バ
ル
セ
ロ
ナ
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
後
の
彼
の
作
品
『
一
九
八
四
年
』

（N
ineteen E

ighty-Four:  O
rw

ell 2004

［1949

］）
で
探
究
す
る
全
体
主

義
社
会
の
状
況
を
先
取
り
し
て
い
る
。
平
等
の
代
償
は
必
然
的
に
自
由

の
喪
失
と
、
人
々
を
脅
か
し
て
お
ぞ
ま
し
い
画
一
の
状
態
に
お
く
こ
と

で
あ
る
の
か
。
本
書
の
目
的
は
こ
の
平
等
の
要
請
の
複
雑
性
を
解
き
ほ

ぐ
し
、
何
が
平
等
の
動
機
と
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
過
程
で
、

こ
の
要
請
が
引
き
起
こ
す
、
自
由
な
ど
他
の
価
値
が
脅
か
さ
れ
る
と
い

う
不
安
に
つ
い
て
探
求
す
る
。

こ
の
議
論
に
つ
い
て
の
二
つ
の
制
約
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一

に
、
本
書
全
体
に
わ
た
り
、
私
は
人
間
同
士
の
間
で
の
関
係
の
構
成
に

適
用
さ
れ
る
要
請
と
し
て
の
平
等
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
私
は
、
ど
の
程
度
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
人
間
と

人
間
以
外
の
動
物
と
の
間
の
関
係
に
平
等
の
要
請
を
適
用
す
べ
き
か
を

検
討
し
な
い
。
第
二
に
、
全
体
に
わ
た
り
、
私
た
ち
の
関
心
は
、
同
一

時
点
で
生
存
す
る
人
間
に
あ
る
。
平
等
の
価
値
に
よ
っ
て
、
違
う
時
点

で
生
存
す
る
人
間
の
間
で
の
関
係
を
い
か
に
考
慮
し
う
る
か
に
つ
い
て

は
考
慮
し
な
い
。
例
え
ば
、
今
日
生
存
し
て
い
る
私
た
ち
の
う
ち
の
誰

か
と
、
二
〇
〇
年
後
に
生
存
す
る
誰
か
の
間
で
の
関
係
は
考
慮
し
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
平
等
は
、
人
間
以
外
の
動
物
と
の
関
係
や
、
世
代
を
超

え
る
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
必
要
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
平
等
の
価

値
が
動
物
や
世
代
間
と
い
っ
た
文
脈
で
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
、
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私
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
（Peter 

Singer

）
等
の
哲
学
者
は
、
人
間
以
外
の
動
物
の
利
益
は
、
人
間
の
利

益
と
同
等
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
た
い
へ
ん
説
得
力
の
あ

る
論
証
を
行
っ
て
い
る
（Singer 1990

［1975

］）。
さ
ら
に
、
人
間
の

道
徳
的
平
等
の
尊
重
が
、
あ
る
世
代
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
環
境
に
対
す

る
振
舞
い
方
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
（W

isenburg 1998;  

B
arry 1999

）。
し
か
し
、
い
か
な
る
本
も
、
議
論
を
対
処
可
能
な
境
界

内
に
抑
え
る
た
め
に
ど
こ
か
で
線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ

で
は
こ
れ
ら
が
議
論
を
一
纏
め
に
す
る
た
め
に
私
が
選
択
し
た
ト
ピ
ッ

ク
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
直
接
に
は
議
論
し
な
か
っ
た
が
、

願
わ
く
は
、
読
者
が
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
に
、

私
に
よ
る
他
の
文
脈
で
の
平
等
の
議
論
が
有
益
だ
と
思
わ
れ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

本
章
は
、
こ
れ
以
降
の
章
に
と
っ
て
の
基
盤
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に

な
る
。
ま
ず
は
１
．
１
．
で
平
等
の
諸
類
型
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始

め
る
。
そ
の
後
、
１
．
２
．
で
こ
の
種
の
平
等
が
有
益
だ
と
考
え
ら
れ

る
異
な
る
考
え
方
を
検
討
し
よ
う
。

１
．
１　

平
等
の
諸
類
型

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
等
の
要
請
は
、
あ
る
一
つ
の
こ
と
に
対
す

る
要
請
で
は
な
く
、
多
く
の
こ
と
に
対
す
る
要
請
で
あ
り
、
こ
れ
ら
異

な
る
こ
と
の
相
対
的
な
価
値
（the relative w

orth

）
に
つ
い
て
は
、
人

に
よ
り
意
見
が
異
な
り
う
る
し
、
実
際
異
な
る
。
平
等
の
も
つ
複
雑
性

を
解
き
明
か
す
導
入
段
階
と
し
て
、
異
な
る
五
分
類
の
平
等
に
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
分
類
し
た
平
等
の
す
べ
て
が
、
多
か
れ
少
な

か
れ
論
争
を
よ
ぶ
方
法
で
は
あ
れ
、
現
代
政
治
学
に
お
け
る
平
等
の
要

請
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
る
。

１
．
法
的
平
等

い
か
な
る
大
き
な
社
会
に
お
い
て
も
、
実
効
的
で
公
正
な
社
会
的
協

同
（social cooperation

）
の
た
め
に
は
、
社
会
関
係
が
法
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
場
合
の
法
と
は
、
違
反
す
れ
ば
、
人
々
が
処
罰
さ
れ
う
る
一
般
的
な

ル
ー
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
、
こ
の
法
を
明
示
し
（
立
法
的
機
能
）、

法
を
適
用
し
、
執
行
し
よ
う
と
し
（
行
政
的
機
能
）、
人
々
が
法
を
逸
脱

し
た
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
処
罰
を
決
定
す
る
公
正
な
方
法
を
提
供
す

る
（
司
法
的
機
能
）
制
度
、
も
し
く
は
一
連
の
制
度
で
あ
る
。
あ
る
一

定
の
国
家
の
法
に
拘
束
さ
れ
る
者
を
国
家
の
被
統
治
者

4

4

4

4

（subject

）
と

呼
ぼ
う
。
第
一
に
、
社
会
の
い
か
な
る
メ
ン
バ
ー
も
被
統
治
者
で
あ
る

な
ら
ば
、
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
被
統
治
者
で
あ
る
こ
と
を
法
的
平
等
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は
要
求
す
る
。
被
統
治
者
で
あ
る
と
い
う
地
位
は
、
そ
の
国
家
の
メ
ン

バ
ー
た
ち
の
間
で
全
員
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
い
か
な
る

者
も
い
わ
ゆ
る
「
法
の
適
用
を
免
れ
る
」（above the law

）
べ
き
で
は

な
い
。
法
そ
れ
自
体
が
、
異
な
る
階
級
の
被
統
治
者
、
す
な
わ
ち
他
者

に
は
認
め
ら
れ
な
い
権
利
や
特
権
を
持
つ
者
た
ち
を
規
定
し
な
い
と
い

う
こ
と
も
、
歴
史
的
に
は
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
法

は
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
同
一
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
被
統
治
者
で
あ

る
と
い
う
地
位
は
、
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
べ
き
だ
。（
第
六
章
で
は
、

こ
の
前
提
条
件
が
実
際
に
は
い
さ
さ
か
論
争
を
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。）
さ
ら
に
、
法
は
公
平
で
不
偏
の
方
法
で
適
用
さ
れ
る
べ

き
で
あ
（
り
、
適
用
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
）
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

刑
罰
が
特
定
の
犯
罪
に
言
い
渡
さ
れ
る
な
ら
、
刑
罰
は
階
級
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
問
わ
ず
、
適
切
に
同
様
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
が
、「
金
持
ち
の
法
律
と
貧
乏
人
の
法
律
は
別
」（one law

 for the 

poor and another for the rich

）
と
な
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
よ
う
な

俗
諺
で
捉
え
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
は
関
連
性
の
あ

る
平
等
な
基
準
で
、
メ
ン
バ
ー
の
保
護
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、

単
に
貧
し
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
金
持
ち
よ
り
も
警
察
の
保
護
を
受

け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
市
民
そ
れ
ぞ
れ
の

利
益
は
、
国
家
に
よ
る
保
護
や
司
法
と
い
う
資
源
が
配
分
さ
れ
る
際
に
、

同
等
の
価
値
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

２
．
政
治
的
平
等

法
の
下
の
平
等
に
は
、
必
ず
し
も
立
法
過
程
で
の
平
等
を
含
む
と
は

限
ら
な
い
。
こ
の
立
法
過
程
の
平
等
は
政
治
的
平
等
の
領
域
で
あ
る
。

国
家
の
命
令
に
従
う
者
が
、
こ
の
命
令
の
基
礎
に
あ
る
法
を
形
成
す
る

と
き
に
、
平
等
な
参
加
の
権
利
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
核
心
に

あ
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を
あ
る
程
度
ま
で
制
限
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
味
の
あ
る
参
加
に
は

最
低
限
度
の
知
的
発
達
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
や
重
度

の
学
習
障
害
の
あ
る
者
を
平
等
な
政
治
的
権
利
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を

正
当
と
考
え
る
論
者
が
多
い
（
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
も
、

代
理
で
参
政
権
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る；

Van Parijs 1998

参

照
）。
政
治
的
権
利
に
は
、
投
票
権
や
公
職
に
立
候
補
す
る
権
利
が
明
ら

か
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
利
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
人
々

に
真
の
立
法
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
与
え
る
こ
と
な
ら
、
そ
し
て
立
法

が
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
た
う
え
で
の
熟
慮
に
基
づ
く
な
ら
、
市
民

に
は
結
社
の
自
由
と
表
現
の
自
由
の
権
利
も
同
様
に
持
つ
こ
と
が
極
め

て
重
要
と
な
る
。
市
民
の
不
満
や
理
想
を
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
採
り

上
げ
、
市
民
が
投
票
権
を
行
使
す
る
前
に
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
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を
可
能
に
す
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
自
由
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
（D

ahl 

1998:  37 -8

）。

政
治
的
平
等
を
考
え
る
際
に
は
、
形
式
的
な
政
治
的
権
利
と
、
実
質

的
な
政
治
的
権
利
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
貧
窮
し
た
者

は
、
法
律
上
は
、
た
い
へ
ん
裕
福
な
者
と
同
等
の
政
治
的
権
利
を
持
ち

う
る
。
し
か
し
、
経
済
的
な
立
場
の
違
い
は
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
権
利

を
有
効
に
行
使
す
る
能
力
に
、
明
ら
か
に
違
い
を
も
た
ら
し
う
る
。
富

め
る
者
は
、
自
ら
が
推
奨
す
る
法
や
候
補
者
に
賛
同
し
て
選
挙
運
動
を

行
う
た
め
に
、
莫
大
な
額
の
テ
レ
ビ
に
よ
る
宣
伝
の
時
間
を
買
い
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
貧
し
い
者
は
労
働
に
追
わ
れ
て
投
票
す
る
時
間

で
さ
え
や
り
く
り
す
る
こ
と
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
私
有
財
産
や
市
場

経
済
に
お
い
て
、
富
裕
者
は
投
資
決
定
に
支
配
権
を
も
ち
、
こ
の
権
力

は
政
府
の
行
動
を
制
約
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的
平
等
の
支
持
者

は
、
政
治
的
平
等
を
実
効
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
所
得
と
富
の

分
配
が
市
民
の
政
治
的
権
利
の
実
効
的
な
行
使
能
力
に
影
響
す
る
こ
と

を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
政
治
的
平
等
の
実
体
を

掘
り
崩
す
経
済
的
不
平
等
を
回
避
す
る
た
め
に
、
経
済
的
に
有
利
な
立

場
が
、
政
治
的
な
影
響
に
転
換
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
制
御
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
投
資
決
定
の
た
め
の
私
的
な
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
規
制
す
る
よ
う
な
手
段
は
、
重
要
な
個
人
の
自
由
を
侵
害

す
る
と
い
う
理
由
で
、
強
力
な
批
判
を
提
起
す
る
。

３
．
社
会
的
平
等

こ
こ
で
は
現
代
に
お
け
る
平
等
へ
の
要
請
を
特
徴
づ
け
る
二
つ
の
考

え
方
に
言
及
す
る
た
め
に
、
社
会
的
平
等
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
第

一
の
も
の
は
、
地
位
の
平
等

4

4

4

4

4

（status equality

）
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
こ
こ
で
言
う
地
位
と
は
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
（D

avid 

M
iller

）
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
公
的
機
関
や
他
者
に
よ
る
、
あ
る
人
の

受
け
止
め
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
人
の
社
会
の
中
で
の
基
本
的

な
立
ち
位
置
」（M

iller 1994:  206

）
を
意
味
す
る
。
地
位
が
不
平
等
な

社
会
で
は
、
あ
る
人
々
の
家
柄
、
社
会
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
に
起
因
し
て
、
あ
る
人
々
が
他
の
人
々
よ
り
も
上
位
の
生
活
の

地
位
を
占
め
る
と
い
う
広
く
共
有
さ
れ
た
意
識
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

社
会
は
、
あ
る
者
が
他
の
者
を
見
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
、
他
の

者
は
自
分
よ
り
高
い
地
位
の
序
列
の
人
々
に
丁
重
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
感
じ
る
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
非
常
に
調
整
さ
れ
予
測
可

能
な
間
柄
で
な
け
れ
ば
、
社
会
的
地
位
（social scale

）
に
お
い
て
上

下
関
係
に
あ
る
人
々
が
交
流
し
合
う
の
で
、
居
心
地
が
良
く
な
い
と
感

じ
る
社
会
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
の
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
街
で
は
、
中
産
階
級
の
民
間
住
宅
団
地
か
ら
、
労
働
者
階



49　 ステュワート・ホワイト「平等の要請」（『平等』より）（細見佳子）

級
の
公
営
住
宅
団
地
を
分
離
す
る
だ
け
の
目
的
で
、
地
方
町
議
会
が
壁

を
築
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
位
の
不
平
等
と
関
連
づ
け
る
類
の
態
度

を
多
く
の
人
々
が
と
る
よ
う
な
社
会
で
お
こ
り
う
る
社
会
的
分
離
を
よ

く
表
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
結
局
は
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
カ
ッ
テ
ス
ロ
ウ
の
壁
（C

utteslow
e W

alls

）
は
、
英
国
に
お
け
る
階

級
紳
士
気
取
り
と
遺
恨
の
代
名
詞
と
な
っ
た
。
地
位
の
平
等
に
基
づ
く

社
会
は
、
人
々
の
関
係
が
、
紳
士
気
取
り
や
服
従
の
よ
う
な
態
度
に
よ
っ

て
混
乱
し
て
い
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
人
々
が
お
互
い
に
単
に

個
人
と
し
て
処
遇
し
、
地
位
の
差
異
と
い
う
遮
断
効
果
な
し
に
、
個
人

の
能
力
、
必
要
、
業
績
な
ど
を
斟
酌
す
る
」（M

iller 1994:  207

）
社
会

で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
る
革
命
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
記
述
は
、
あ
る

社
会
が
伝
統
的
な
地
位
の
不
平
等
か
ら
突
然
に
抜
け
出
し
た
と
き
、
何

が
起
こ
り
う
る
か
の
意
味
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、「
給
仕
や
店
員
も
客
を
対
等
に
扱
っ
て
、
下し

た

手て

に
出
た
り
は
し
な

か
っ
た
。
卑
屈
な
言
葉
づ
か
い
は
、
い
や
形
式
ば
っ
た
言
葉
さ
え
、
一

時
姿
を
消
し
て
い
た
」。

社
会
的
平
等
の
一
形
態
と
し
て
言
及
す
べ
き
第
二
の
考
え
方
は
、
人
々

の
日
常
の
社
会
関
係
に
お
け
る
支
配
の
欠
如

4

4

4

4

4

（absence of dom
ination

）

で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
言
う
支
配
と
は
、
あ
る
人
が
他
者
に
命
令
す
る

権
力
を
持
つ
立
場
に
あ
る
と
い
う
状
態
を
意
味
す
る
（Pettit 1997;  

Skinner 1998

）。
こ
の
権
力
は
、
妻
に
対
す
る
か
な
り
の
権
力
を
夫
に

与
え
る
伝
統
的
な
婚
姻
法
の
よ
う
に
、
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
う
る

権
力
で
あ
る
（M

ill 1989

［1869

］）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
権
力
は
、

他
の
方
法
で
も
生
じ
う
る
。
労
働
者
は
、
雇
用
や
生
計
の
代
替
源
を
持

た
な
い
の
で
、
使
用
者
は
、
そ
の
労
働
者
の
生
命
を
支
配
す
る
権
力
を

も
つ
だ
ろ
う
。
妻
は
、
住
ま
い
に
つ
い
て
夫
を
当
て
に
し
て
い
る
の
で
、

夫
は
妻
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
平
等
な
者
た
ち
の
社

会
」（society of equals

）（Scheffler 2003

）
は
、
一
つ
に
は
、
人
々

が
そ
の
よ
う
な
支
配
に
対
抗
で
き
る
、
か
な
り
高
い
程
度
の
安
全
性
を

も
つ
社
会
で
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
誰
も
が
い
か
な
る
他

者
に
対
し
て
も
「
消
え
う
せ
ろ
」（get lost

）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

実
効
的
な
自
由
を
持
つ
社
会
で
あ
る
。

４
．
経
済
的
平
等

平
等
の
現
代
政
治
学
は
、
経
済
的
平
等
の
要
請
に
大
い
に
注
目
す
る
。

当
初
、
一
九
世
紀
の
産
業
革
命
が
所
得
や
富
に
お
い
て
著
し
い
差
異
を

生
み
、
そ
の
こ
と
が
次
に
、
大
き
な
経
済
的
不
平
等
を
避
け
る
た
め
に
、

い
か
に
社
会
が
構
造
改
革
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
想
像
的
な
思
考
を

掻
き
立
て
た
。
こ
れ
が
、
二
〇
世
紀
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

今
日
で
も
な
お
い
く
ら
か
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
社
会
主
義
思
想
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の
様
々
な
潮
流
を
生
ん
だ
。

今
こ
の
時
に
そ
の
思
想
の
興
隆
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
経
済
的
領

域
に
お
け
る
平
等
の
要
請
は
何
か
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
お
お
よ

そ
四
つ
の
基
本
的
見
解
に
区
別
で
き
る
。

〔
１
〕
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
（m

eritocracy

）

第
一
に
、
私
た
ち
が
今
日
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー

4

4

4

4

4

4

4

と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
第
三
章
で
掘
り
下
げ
て
議
論
し
て
い
く
。
封
建
社
会
で
は
、
社

会
的
地
位
は
一
般
的
に
は
世
襲
で
あ
っ
た
。
あ
る
者
が
指
導
的
地
位
に

は
適
さ
な
い
社
会
階
級
に
生
ま
れ
た
な
ら
、
そ
の
者
が
社
会
に
お
い
て

そ
の
地
位
に
上
が
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
と
も

に
、
ア
メ
リ
カ
の
共
和
国
の
建
国
は
、「
才
能
に
開
か
れ
た
職
業
」（career 

open to talents

）
と
い
う
考
え
方
を
伴
っ
て
、
安
定
し
た
ク
ラ
ス
階
層

（class hierarchy

）
と
し
て
の
社
会
と
い
う
伝
統
的
概
念
に
挑
戦
し
た
。

あ
る
程
度
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
は
、
新
し
い
産
業
資
本
主
義
と

調
和
し
た
。
し
か
し
、
当
時
は
た
い
へ
ん
多
く
の
子
ど
も
が
絶
望
的
に

貧
し
い
状
況
で
育
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
子
ど
も
は
、
裕
福
な
家
庭
に

育
っ
た
子
ど
も
と
同
じ
位
に
地
位
が
高
く
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
実
際
に
あ

る
だ
ろ
う
か
。
置
か
れ
た
状
況
が
、
所
有
権
の
基
本
構
造
と
新
し
い
経

済
に
お
け
る
所
得
分
配
の
他
の
決
定
要
素
に
つ
い
て
の
猛
省
を
促
し
た
。

〔
訳
注
1
〕

〔
２
〕
土
地
所
有
の
平
等
主
義
（land egalitarianism

）

こ
の
こ
と
が
、
当
時
、
影
響
力
の
あ
っ
た
第
二
の
見
解
、
す
な
わ
ち

土
地
所
有
の
平
等
主
義

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
名
づ
け
得
る
見
解
に
つ
な
が
る
。
最
初
の
主

張
は
、
地
球
―
土
地
と
天
然
資
源
―
は
、
あ
る
重
要
な
意
味
で
、

社
会
の
共
有
財
産
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王
時

代
の
指
導
的
な
哲
学
者
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー（H

erbert 

Spencer

）
は
、
彼
の
著
書
『
社
会
静
学
』（Social Statics:  Spencer 

1872

［1850

］）
の
初
版
本
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

「
エ
ク
イ
テ
ィ
（E

quity

）
は
…
…
土
地
に
お
け
る
〔
私
有
〕
財
産
を
認

め
な
い
…
…
。
土
地
が
〔
私
有
〕
財
産
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
と
仮
定

す
る
と
、
地
球
全
体
が
一
部
の
住
民
の
私
的
所
有
地
と
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
結
果
的
に
土
地
所
有
者
の
同
意
に
よ
っ

て
の
み
、
そ
の
他
の
住
民
が
能
力
を
行
使
し
う
る
な
ら
―
存
在
で
き

る
な
ら
―
国
土
の
排
他
的
な
所
有
が
、
必
然
的
に
平
等
な
自
由
の
法

の
侵
害
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
許
可
な
し

に
は
、『
生
き
、
動
き
、
存
在
す
る
』
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
他
者
と

同
等
に
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」（Spencer 1872

［1850

］:  

132
）。
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土
地
が
個
人
使
用
の
た
め
に
分
割
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
資
産
の
持
ち

分
に
対
す
る
各
個
人
の
権
利
を
平
等
な
も
の
と
し
て
認
め
る
条
件
で
分

割
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
は
国
家
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
商
業
的
賃
借
用
と
し
て
使
う
個
人
へ
賃
し
出
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
提
案
す
る
。「
個
々
の
所
有
者
か
ら
土
地
を

借
り
る
代
わ
り
に
、
農
民
は
国
家
か
ら
土
地
を
借
り
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
…
…
［
こ
の
制
度
］
の
下
で
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
地
主
と

な
る
だ
ろ
う
」（ibid:  141

）。
賃
借
料
は
全
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ

返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
（H

enry 

G
eorge

）
は
、
彼
の
た
い
へ
ん
影
響
力
の
あ
る
著
書
『
進
歩
と
貧
困
』

（P
rogress and Poverty:  G

eorge 1966

［1879
］）
に
お
い
て
、
社
会
の

す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
、
地
球
の
持
ち
分
へ
の
正
当
な
権
利
の
埋
め
合

わ
せ
を
す
る
方
法
と
し
て
、
土
地
の
価
値
に
見
合
っ
た
課
税
を
す
る
べ

き
だ
と
論
じ
た
。

〔
３
〕
生
産
手
段
の
平
等
主
義
（m

eans of production egalitarianism

）

第
三
の
見
解
は
、
土
地
所
有
の
平
等
主
義
を
含
み
、
そ
れ
を
超
え
る

も
の
で
あ
り
、
―
悲
し
い
こ
と
に
か
な
り
下
手
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ

る
が
―
生
産
手
段
の
平
等
主
義

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
。

（「
生
産
手
段
」
と
は
、
土
地
プ
ラ
ス

4

4

4

工
場
や
技
術
と
い
っ
た
他
の
も
の

を
意
味
す
る
。）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx

）
と
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich E

ngels

）
は
、
資
本
主
義
は
二
つ
の
「
敵

対
的
陣
営
」（hostile cam

ps

）
に
社
会
を
分
断
し
て
い
る
と
論
じ
た
。

つ
ま
り
、
生
産
手
段
の
所
有
者
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
、
生
産
手
段

を
持
て
ず
、
そ
の
た
め
自
ら
の
労
働
力
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
へ
売
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
二

陣
営
で
あ
る
（M

arx and E
ngels 2002  

［1848

］;  M
arx 1990  

［1864

］）。
そ
の
上
、
早
晩
、
資
本
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
生
活

水
準
を
極
貧
の
状
態
に
ま
で
押
し
下
げ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
解
決
策
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
か
ら
所
有
権
を
奪
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
生
産
手
段
を

社
会
の
共
同
所
有
へ
移
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
へ
、
土
地
や
資
本
の
使
用
に
つ
い
て
の
地
代
や
利
子
や
利
益
と

し
て
持
っ
て
い
か
れ
て
い
た
社
会
生
産
の
分
け
前
―
マ
ル
ク
ス
の
用

語
で
言
え
ば
「
剰
余
価
値
」（surplus value

）
―
は
、
す
べ
て
の
者

の
利
益
の
た
め
に
獲
得
さ
れ
（
再
投
資
さ
れ
）
う
る
だ
ろ
う
。
本
質
的

に
、
そ
の
考
え
方
は
、
す
べ
て
の
市
民
を
、
社
会
の
土
地
や
資
本
の
株

主
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
等
の
利
害
関
係
を
持
つ
同
類
の
も
の
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
所
有
権
を
奪
わ
れ

た
な
ら
、
労
働
者
自
身
に
は
、
い
か
に
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
べ
き
か
。
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社
会
主
義
者
の
中
に
は
、
労
働
者
の
仕
事
が
社
会
に
貢
献
す
る
価
値
に

応
じ
て
、
社
会
は
労
働
者
に
支
払
う
べ
き
だ
と
論
じ
る
者
も
い
た
。
そ

の
考
え
方
に
同
意
し
な
い
社
会
主
義
者
も
い
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会

主
義
の
初
期
段
階
で
の
、
こ
の
原
理
の
初
期
的
な
役
割
を
容
認
し
た
が
、

究
極
的
な
目
標
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
は
強
く
反
対
し
た
。

「
あ
る
者
が
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
に
他
の
者
よ
り
ま
さ
っ
て
い
れ

ば
、
同
じ
時
間
に
よ
り
多
く
の
労
働
を
給
付
す
る
し
、
あ
る
い
は
よ
り

長
い
時
間
労
働
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
…
…
さ
ら
に
、
あ
る
労
働
者
は

結
婚
し
て
い
る
の
に
、
他
の
労
働
者
は
結
婚
し
て
い
な
い
と
か
、
あ
る

者
は
他
の
者
よ
り
子
供
が
多
い
等
々
の
こ
と
も
あ
る
。
…
…
共
産
主
義

社
会
の
よ
り
高
度
の
段
階
に
お
い
て
、
…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
権
利
の
狭

い
地
平
は
完
全
に
踏
み
こ
え
ら
れ
、
そ
し
て
社
会
は
そ
の
旗
に
こ
う
書

く
こ
と
が
で
き
る
。
各
人
か
ら
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
に
は
そ

の
必
要
に
応
じ
て
！
」（M

arx 1977

［1875

］:  568 -9

＝
三
七－
九
）。

〔
４
〕
共
産
主
義
（com

m
unism

）

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
考
え
方
は
、
第
四
の
見
解
で
あ
り
、
共
産
主
義

4

4

4

4

と

呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
見
解
で
は
、
比
較
的
高
い
生
産
力
を
持

つ
労
働
者
の
比
較
的
高
い
生
産
は
、
そ
の
個
人
の
労
働
者
へ
与
え
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
必
要
と
い
う
基
準
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で

分
配
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
事
実
上
、
熟
練
労

働
者
が
持
つ
才
能
も
、
一
種
の
共
同
に
所
有
さ
れ
た
資
源
と
な
る
。
才

能
の
あ
る
労
働
者
は
、
義
務
感
か
、
あ
る
い
は
（
マ
ル
ク
ス
が
実
際
に

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
）
最
適
な
仕
事
本
来
の
魅
力
に
引
き
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
才
能
を
う
ま
く
使
う
よ
う
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

結
果
と
し
て
の
生
産
物
は
、
共
通
の
貯
え
の
一
部
と
な
る
。
こ
の
よ
う

な
立
場
を
と
る
の
は
、
決
し
て
マ
ル
ク
ス
た
だ
一
人
で
は
な
い
し
、
創

始
者
で
す
ら
な
い
。
先
述
の
引
用
の
一
節
で
彼
が
主
張
す
る
ス
ロ
ー
ガ

ン
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
既
に
広
く
採
用
さ
れ

て
い
た
。
社
会
主
義
運
動
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
派
で
あ
っ
た
、
ク
ロ
ポ
ト

キ
ン
（P. K

ropotkin

）
は
、
そ
の
原
理
を
支
持
し
て
い
た
（K

ropotkin 

1970

［1913

］）。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
理
は
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ

す
。
ニ
ー
ズ
の
違
い
を
社
会
は
、
い
か
な
る
基
準
で
評
価
す
る
の
か
。

（
例
え
ば
、
あ
る
個
人
が
そ
の
困
窮
に
責
任
が
あ
る
と
し
て
も
、
人
々
は

援
助
を
求
め
る
正
当
な
請
求
権
を
有
す
る
の
か
と
い
っ
た
）
個
人
が
い

か
に
必
要
な
状
態
に
な
る
か
と
は
無
関
係
に 

、
必
要
を
充
足
す
る
た
め

の
請
求
権
を
困
窮
者
は
有
す
る
の
か
。
必
要
に
基
づ
い
た
分
配
は
、
自

ら
の
技
術
を
発
展
さ
せ
、
勤
勉
に
働
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
労
働
者
へ

与
え
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
条
件
を
要
求
し
な
い
の
か
。
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こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
見
解
の
間
の
差
異
に
立
ち
入
る
必
要
は

な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
適
正
な
経
済
的
平
等
へ
の
関
心
は
、
過
去
二
世

紀
の
政
治
学
に
お
い
て
、
い
か
に
中
心
的
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
を
理

解
し
て
、
こ
の
関
心
が
、
社
会
の
基
本
的
な
経
済
的
仕
組
み
を
改
革
す

る
た
め
の
一
連
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
い
か
に
動
機
づ
け
て
き
た
か
を
理

解
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
後
の
数
章
（
特
に
第
三
・
四
・
五
章
を
参
照

さ
れ
た
い
）
で
、
基
本
的
な
哲
学
的
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

５
．
道
徳
的
平
等

〔
１
〕
道
徳
的
平
等
の
原
理

法
的
平
等
・
政
治
的
平
等
・
社
会
的
平
等
・
経
済
的
平
等
の
要
請
は
、

一
定
の
社
会
的
仕
組
み
の
要
請
で
あ
る
。
そ
の
要
請
は
、
主
要
な
社
会

制
度
の
デ
ザ
イ
ン
を
導
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
制
度
的

要
請
と
呼
ぶ
、
こ
れ
ら
の
要
請
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
動
機

を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
が
、
道
徳
的
平
等
の
原
理
で
あ
る
。

あ
る
特
定
の
国
民
国
家
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
想
定

し
よ
う
。
道
徳
的
平
等
の
原
理
は
、
国
家
の
各
メ
ン
バ
ー
は
同
じ
価
値

を
持
つ
と
言
う
。
従
っ
て
、
社
会
の
基
本
制
度
を
設
計
す
る
際
、
各
メ

ン
バ
ー
の
利
益
―
例
え
ば
、
自
由
、
資
源
等
の
よ
う
な
事
柄
に
お
け

る
道
徳
的
に
重
要
な
利
益
―
を
私
た
ち
の
社
会
を
い
か
に
組
織
化
す

〔
訳
注
２
〕

る
か
に
つ
い
て
等
し
い
重
さ
を
も
つ
要
求
を
掲
げ
る
も
の
と
し
て
扱
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
利
益
は
、
そ
の
意
味
で
、
あ
な
た
の
利
益

と
同
等
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
社
会
が
、
こ
れ
ら

の
利
益
の
平
等
な
充
足
を
保
障
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
、
不
平
等
の
支
持
者
に
、
正
当

化
の
負
担
を
負
わ
せ
る
。
法
的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
領
域
で

の
不
平
等
に
は
正
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
各
メ
ン
バ
ー
が
も
つ
平
等
な
価
値
を
肯
定
す
る
こ
と
と
整
合
す
る
理

由
が
必
要
と
な
る
。
国
家
に
は
（
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
に
お
い
て
、

国
家
の
法
に
責
任
を
も
つ
市
民
と
し
て
の
私
た
ち

4

4

4

に
は
）、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
各
メ
ン
バ
ー
に
、
平
等
な
配
慮
と
尊
重

4

4

4

4

4

4

4

4

を
表
す
方
法
で
、
社
会

の
制
度
を
取
り
決
め
る
責
任
が
あ
る
と
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

（R
onald D

w
orkin

）
は
言
う
。

「
我
々
は
平
等
に
背
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
政
府
は
市

民
に
対
し
て
支
配
権
を
主
張
し
、
市
民
か
ら
忠
誠
を
要
求
す
る
が
、
こ

の
よ
う
な
市
民
全
体
の
運
命
に
対
し
て
平
等
な
配
慮
と
尊
重
（equal 

concern and respect

）
を
示
さ
な
い
ど
の
よ
う
な
政
府
も
正
当
で
は
な

い
。
平
等
な
配
慮
は
、
―
こ
れ
な
し
で
は
政
府
の
支
配
は
単
な
る
暴

政
に
す
ぎ
な
い
―
政
治
共
同
体
の
至
高
の
徳
（sovereign virtue

）

〔
訳
注
3
〕
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で
あ
り
、
現
代
の
非
常
に
富
裕
な
国
民
国
家
に
お
い
て
さ
え
そ
の
富
の

分
配
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
国
民
国
家
の
富
が
極
め
て
不
平
等

に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
国
家
が
平
等
な
配
慮
を
示
し
て
い
る

か
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
も
富
の
分
配
は
法
秩
序
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
市
民
の
富
は
、
彼
の
属
す
る
共
同
体
が
ど
の

よ
う
な
法
を
制
定
し
た
か
に
よ
っ
て
著
し
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

…
…
政
府
が
こ
の
よ
う
な
法
の
一
つ
の
集
合
を
―
他
の
集
合
を
排
し

て
―
制
定
し
、
あ
る
い
は
保
持
し
続
け
た
と
き
、
一
部
の
市
民
の
生

活
状
態
が
こ
の
法
の
選
択
に
よ
っ
て
悪
化
す
る
こ
と
が
予
測
可
能
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
一
部
の
市
民
が
誰
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
も
か

な
り
の
程
度
ま
で
予
測
可
能
で
あ
る
。
富
裕
な
民
主
主
義
社
会
に
お
い

て
は
、
政
府
が
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
切
り
詰
め
た
り
、
拡
張
す
る
こ
と

を
拒
否
し
た
り
し
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
そ
の
決
定
は
貧
し
い
人
々
の

生
活
を
相
変
わ
ら
ず
陰
う
つ
な
ま
ま
に
し
て
お
く
だ
ろ
う
と
予
測
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
苦
痛
を
被
る
人
々

に
対
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
彼
ら
が
彼
ら
の
権
利
で
あ
る

平
等
な
配
慮
を
も
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
か
説
明
す
る

用
意
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

w
orkin 2000:  1 -2

＝
七

－

八
）。

こ
こ
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
、
い
か
に
道
徳
的
平
等
の
原
理
を
、

国
家
権
力
の
正
当
化
（the justification of state authority

）
と
結
び

つ
け
て
い
る
か
に
注
意
が
い
る
。
国
家
の
機
関
（the authority of the 

state

）
は
、
こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
道
理
に
適
っ
て
擁
護
で
き
る
社
会

制
度
を
制
定
し
、
維
持
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
正
当
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
そ
の
原
理
が
、
政
治
共
同
体
と
同
じ
範
囲
ま
で
適
用
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。

〔
２
〕
国
境
を
超
え
る
平
等

し
か
し
、（
私
た
ち
は
世
界
国
家
に
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
人
々
を

想
定
す
れ
ば
）
こ
の
共
同
体
の
外
側
に
い
る
人
々
に
つ
い
て
は
ど
う
な

の
か
。
人
々
そ
の
も
の
が
平
等
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
全
世
界

的
に
（globally

）、
人
類
全
体
に
そ
の
原
理
を
適
用
し
よ
う
と
す
べ
き

な
の
か
。
平
等
は
、
特
に
政
治
的
な
徳
、
つ
ま
り
同
じ
政
治
権
力
に
従

う
義
務
が
あ
る
人
々
の
間
で
の
み
意
味
を
も
つ
徳
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
平
等
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
間
に
適
用
さ
れ
る
政
治
以
前
の

（pre-political

）
徳
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
あ
る
一
定
の
国
家
の
共
通
の
メ

ン
バ
ー
の
資
格
に
あ
る
者
の
間
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
に
よ
る
と
恐
ら
く

互
い
に
交
流
が
な
い
人
間
の
間
で
さ
え
も
適
用
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。

あ
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
な
い
、
少
な
く
と

も
必
要
な
い
と
主
張
す
る
（M

iller 1998;  N
agel 2005

）。
そ
の
者
た
ち
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は
、
私
た
ち
が
す
べ
て
の
人
間
そ
の
も
の
へ
の
重
要
な
義
務
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
い
か
な
る
人
間
も
拷
問
を
受
け
た
り
、

恣
意
的
に
逮
捕
さ
れ
た
り
、
飢
餓
に
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
す
べ
て
の
人
間
は
、
こ
れ
ら
の
利
益
に
関
連
し
た
一
定
の
基
本
権

を
有
し
て
お
り
、
私
た
ち
は
み
な
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
を
見
守
る
義
務
を
あ
る
程
度
ま
で
共
有
し
て
い
る
。（
例
え
ば
、
他
国

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
迫
害
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
こ
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
を
、
亡
命
を
求
め
る
人
と
し
て
認
め
る
義
務

が
あ
ろ
う
。）
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
は
、
分
配
的
な
平
等
の
配

慮
、
す
な
わ
ち
、
所
得
と
富
の
よ
う
な
財
に
お
け
る
相
対
的
差
異
を
調

整
す
る
配
慮
が
国
家
を
超
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ

る
。
Ｘ
国
の
人
々
が
、
Ｙ
国
の
人
々
よ
り
平
均
し
て
か
な
り
豊
か
で
あ

る
が
、
Ｙ
国
の
人
々
は
飢
え
て
い
な
い
し
、
極
度
の
窮
乏
を
被
っ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
の
な
ら
、
Ｘ
国
の
人
々
は
、
所
得
と
富
に
お
け
る
相

対
的
差
異
を
配
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
他
の
い
わ
ゆ
る
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ン
な
平
等
主
義
者
は
、
そ
の
よ
う
な
差
異
に
配
慮
す
べ
き
な

の
は
明
ら
か
だ
と
考
え
る
。
中
間
の
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
立
場

は
、
分
配
的
平
等
の
配
慮
を
、
あ
る
国
家
の
メ
ン
バ
ー
の
資
格
を
共
有

す
る
人
々
に
お
そ
ら
く
限
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
が
、
基
本
的

な
「
道
徳
的
最
低
限
」（m

oral m
inim

um

）
を
十
分
上
回
る
程
度
の
、

他
の
人
々
へ
の
配
慮
義
務
を
も
考
慮
す
る
（C

ohen and Sabel 2006

）。

以
下
の
議
論
の
大
半
で
は
、
同
じ
国
民
国
家
に
属
す
る
人
々
の
文
脈
で
、

私
た
ち
は
平
等
の
要
請
を
検
討
し
て
い
る
と
想
定
す
る
が
、
本
書
の
最

終
章
で
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
平
等
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
を
さ
ら
に

探
求
し
た
い
。

�

（
出
典　

訳
者
作
成
）

上
記
の
議
論
は
、
平
等
主
義
者
の
関
心
と
人
道
（
博
愛
）
主
義
者
の

関
心
と
の
間
の
重
要
な
区
別
へ
、
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
。「
誰
も
飢
え
る

べ
き
で
な
い
」
と
い
う
主
張
を
検
討
し
よ
う
。
す
べ
て
の
者
の
飢
餓
を

終
わ
ら
せ
る
努
力
に
よ
っ
て
（
貧
し
い
人
に
食
物
を
供
給
す
る
た
め
に
、

国
境
を
越
え
る
平
等
の
捉
え
方

①
ミ
ラ
ー
、
ネ
ー
ゲ
ル
ら

　
　
　
　
　
　

…�

国
境
を
超
え
る
べ
き
で
な
い
し
、
必
要
も
な
い

②
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
平
等
主
義
者

　
　
　
　
　
　

…�

国
境
を
越
え
る
差
異
に
配
慮
す
べ
き

③
中
間
の
立
場
…�

国
境
を
超
え
て
「
道
徳
的
最
低
限
」
を
十
分
上

回
る
程
度
の
義
務
を
考
慮
す
る
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金
持
ち
に
課
税
す
る
の
で
）
所
得
の
相
対
的
差
異
が
十
分
に
減
ら
さ
れ

う
る
と
は
い
え
、
そ
の
動
機
づ
け
は
、
相
対
的
な
所
得
の
差
異
を
減
ら

す
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
誰
も
が
飢
え
な
い
と
い
う
こ
と

を
確
実
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
な
関
心
は
、
困
窮
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

人
々

に
対
し
て
で
あ
り
、
人
々
が
あ
ま
り
裕
福
で
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
対
し
て
で
は

な
い
。
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ズ
（Joseph R

az

）
の
用
語
で
言
え
ば
、
飢
餓

を
終
わ
ら
せ
る
要
請
は
、「
満
た
し
う
る
（satiable

）
要
請
で
あ
り
、

「
完
全
に
満
足
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
要
請
で
あ
る
（R

az 1986:  

235

）。
他
者
よ
り
飢
え
て
い
る
あ
る
人
に
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
、
あ
る
点
ま
で
そ
の
飢
餓
を
減
ら
せ
ば
、
飢
餓
は
な
く
な
り
、

飢
餓
を
終
わ
ら
せ
る
要
請
が
満
た
さ
れ
る
。
も
し
二
人
の
人
が
こ
の
点

に
い
る
な
ら
、
二
人
の
う
ち
一
人
が
飢
餓
の
欠
如
と
い
う
こ
の
善
を
他

よ
り
持
っ
て
い
る
か
尋
ね
る
こ
と
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
。
二
人
の
ど

ち
ら
も
飢
え
て
い
な
い
と
、
単
に
言
う
の
み
で
あ
る
。
ラ
ズ
は
、
政
治

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
（a political program

m
e

）
と
、
ラ
ズ
が
「
厳
格
な
平

等
主
義
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
（‘strict egalitarian’ program

m
e

）
と
呼
ぶ
も

の
と
を
対
照
す
る
。
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、（「
誰
も
飢
え
る
べ
き
で

な
い
」、「
誰
も
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
る
べ
き
で
な
い
」
等
）、
こ
の
満
た
し

う
る
種
類
の
様
々
な
人
道
主
義
的
要
請
を
全
て
含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

る
。「
厳
格
な
平
等
主
義
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、（
所
得
、
富
、
喜
び
と
い
っ

た
）
財
、
そ
れ
自
体
に
お
け
る
相
対
的
差
異
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
る
。
人
道
主
義
と
平
等
主
義
は
同
じ
で
な
い
（
も
っ
と
も
、

も
ち
ろ
ん
、
平
等
主
義
が
人
道
主
義
の
要
請
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
限
り
に
お
い
て
は
、
お
互
い
に
排
除
し
合
わ
な
い
）。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ズ
が
描
い
た
対
照
が
十
分
に
正
し
い
と
し
て
も
、

（
ラ
ズ
の
意
味
で
の
「
厳
格
な
平
等
主
義
」
と
し
て
で
は
な
く
て
も
）
平

等
主
義
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
べ
き
で
あ
る
、
何
ら
か
の

満
た
し
う
る
要
請
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
日
常
の
社
会
関

係
に
お
け
る
、
支
配
の
欠
如
と
し
て
の
、
社
会
的
平
等
の
考
え
方
を
検

討
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
満
た
し
う
る
要
請
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

他
の
人
よ
り
も
支
配
さ
れ
て
い
な
い
あ
る
人
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
、
あ
る
点
ま
で
支
配
を
減
ら
す
こ
と
は
、
支
配
の
欠
如
と
な

り
、
支
配
を
終
わ
ら
せ
る
要
請
が
満
た
さ
れ
る
。
も
し
二
人
の
人
が
、

こ
の
点
に
い
る
な
ら
、
二
人
の
う
ち
一
人
が
支
配
の
欠
如
と
い
う
こ
の

善
を
他
よ
り
持
っ
て
い
る
か
尋
ね
る
こ
と
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
。
ど

ち
ら
も
支
配
を
被
っ
て
い
な
い
と
、
単
に
言
う
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
、
支
配
の
欠
如
の
た
め
の
満
た
し
う
る
要
請
を
平
等
主
義
者

の
関
心
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
申
し
分
な
く
正
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
日
常
の
社
会
関
係
に
お
け
る
支
配
の
欠
如
は
、
明
ら
か
に
（「
主

人
も
奴
隷
も
い
な
い
」（no m

asters, no slaves

））「
平
等
な
者
た
ち
の
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社
会
」（society of equals

）
と
い
う
概
念
（notion

）
の
中
心
に
あ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
す
と
私
が
考
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が

平
等
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
二
つ
の
関
連
し
て
い
る
が
、
異
な
っ
た

種
類
の
考
え
方
を
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
平

等
ト
ー
ク
は
、
人
々
が
持
つ
一
定
の
財
の
相
対
的
な
量
に
つ
い
て
の
、

分
配
の
関
心
を
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
（
ラ
ズ
の
「
厳
格
な
平
等
主

義
」）。
他
方
で
、
平
等
ト
ー
ク
は
、
人
々
が
互
い
に
持
つ
関
係
性
に
つ

い
て
の
関
心
を
含
ん
で
い
る
。
私
た
ち
は
財
の
分
配
に
お
け
る
平
等
（
も

し
く
は
よ
り
不
平
等
で
な
い
こ
と
）
を
望
み
、
そ
し
て

4

4

4

私
た
ち
は
人
々

が
「
平
等
な
者
た
ち
と
し
て
」（as equals
）
関
係
す
る
こ
と
を
望
む

（
関
連
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、M

iller 2000:  230 -3;  Scheffler 2003

参

照
）。
こ
れ
ら
二
種
の
平
等
要
請
が
、
平
等
の
総
合
的
な
概
念
に
、
い
か

に
最
も
良
く
統
合
さ
れ
る
か
は
、
た
い
へ
ん
複
雑
で
困
難
な
問
題
で
あ

る
。
本
書
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
こ
の
問
題
の
周
辺
に
あ
る
議
論
の

い
く
つ
か
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

１
．
２　

平
等
と
い
う
価
値
の
諸
形
態

こ
こ
ま
で
、
平
等
の
要
請
に
つ
い
て
の
内
容
を
導
入
的
に
見
て
き
た
。

そ
の
要
請
が
、
い
か
に
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
複
雑
性
ゆ
え
に
論
争
を
呼

ん
で
い
る
か
が
、
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
私
た
ち
は

平
等
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
な
る
点
で
、
平
等

は
良
い
こ
と
、
つ
ま
り
政
治
的
活
動
を
特
徴
づ
け
る
べ
き
価
値
で
あ
る

の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
の
数
章
で
、
よ
り
十
分
に
探
究

す
る
が
、
こ
こ
で
も
導
入
的
に
考
え
方
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
は
有
益

で
あ
ろ
う
。

〔
１
〕
道
具
的
価
値

第
一
に
、
一
定
の
種
類
の
平
等
は
道
具
的
価
値

4

4

4

4

4

（instrum
ental 

value

）
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
他
の
価
値
を
促
進
す

る
の
に
役
立
つ
方
法
か
ら
得
ら
れ
る
価
値
で
あ
る
（C

layton and w
il-

liam
s 2000:  4 -5 , 

こ
れ
はR

az 1986:  177

の
区
分
を
使
用
し
て
い
る
）。

経
済
的
平
等
の
事
例
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
経
済
的
平
等
を
高
め
る
こ
と

に
賛
成
す
る
多
く
の
議
論
は
、
主
張
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
平
等
が
、
い

か
に
他
の
善
を
促
進
す
る
か
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
例
え
ば
、
経
済

的
平
等
が
貧
し
い
人
の
立
場
を
改
善
す
る
の
で
、
あ
る
人
は
経
済
的
平

等
を
高
め
る
こ
と
に
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
そ
の
論
者
の
関
心

は
、
平
等
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
よ
り
平
等
で
あ
る
こ
と
が
、

す
べ
て
の
人
に
、
き
ち
ん
と
し
た
水
準
の
生
活
を
確
保
す
る
と
い
う
価

値
を
、
い
か
に
提
供
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
基
本
的

な
価
値
は
、
す
べ
て
の
人
に
、
き
ち
ん
と
し
た
水
準
の
生
活
を
確
保
す

〔
訳
注
4
〕

（
1
）
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る
こ
と
で
あ
る
（Scanlon 2003:  203 -4

）。
あ
る
い
は
、
あ
る
者
は
次

の
よ
う
に
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
仲
間
同
士
（fel-

low
ship

）
の
精
神
を
享
受
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
目
標
に
い
た
る
手

段
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
経
済
的
平
等
を
望
む
こ
と
は
、
社
会
に
と
っ

て
本
質
的
に
良
い
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
所
得
基
準
を
上
げ
る
の
で
、

あ
る
一
定
量
の
所
得
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
幸
福
や
「
効
用
」（utility

）

の
量
が
下
が
る
と
し
て
も
、
利
用
で
き
る
所
得
の
、
よ
り
平
等
な
分
割

（division

）
は
、
全
体
と
し
て
よ
り
多
く
の
幸
福
を
私
た
ち
に
与
え
る

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
持
ち
が
、
あ
る
一
定
量
の
所
得
を
失
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
幸
福
で
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
貧
乏
人
が
金
持
ち

か
ら
の
所
得
を
受
け
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
幸
福
よ
り
、
小
さ
な
減

少
で
あ
る
だ
ろ
う
（B

entham
 1973

［1823

］:  200
参
照
）。
こ
の
理
由

に
よ
っ
て
、
よ
り
経
済
的
に
平
等
化
す
る
移
転
は
、
全
体
の
幸
福
を
上

昇
さ
せ
る
だ
ろ
う
し
、
経
済
的
な
平
等
化
の
支
持
者
の
多
く
は
歴
史
的

に
、
こ
の
道
具
的
な
理
由
で
、
そ
の
よ
う
な
移
転
の
正
当
性
を
主
張
し

て
き
た
（
こ
の
よ
う
な
思
想
家
グ
ル
ー
プ
の
議
論
に
つ
い
て
はJackson 

2004

参
照
）。

時
に
は
、
経
済
的
平
等
に
賛
成
す
る
道
具
的
議
論
は
、
経
済
的
平
等

が
、
あ
る
他
の
種
類
の
平
等
を
促
進
す
る
方
法
に
焦
点
を
あ
て
る
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
高
い
程
度
の
経
済
的
平
等

は
、
政
治
的
平
等
を
ま
や
か
し
で
な
く
現
実
と
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
主
張
す
る
者
た
ち
が
い
る
。
同
様
に
、
あ
る
程
度
の
経
済
的
平
等

は
、
地
位
の
平
等
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
き
な
所
得
と
富
の
不
平
等
が
あ
る
な
ら
、
金

持
ち
は
貧
乏
人
を
見
下
し
、
一
方
で
貧
乏
人
は
金
持
ち
を
別
個
の
階
級

の
「
自
然
的
に
」
優
れ
た
者
た
ち
（‘natural’ superiors

）
と
し
て
見

る
よ
う
に
な
る
、
文
化
を
創
造
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
経
済
的
平
等

は
、
前
述
し
た
、
社
会
的
平
等
の
他
の
特
徴
で
あ
る
、
日
常
の
社
会
関

係
に
お
け
る
支
配
の
欠
如
へ
の
道
具
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
、
高
く
評

価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
経
済
的
不
平
等
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
人
々

は
、
自
分
た
ち
の
基
本
的
な
福
祉
を
他
者
に
頼
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

人
々
に
対
し
て
裕
福
な
者
が
命
令
し
、
彼
ら
の
生
活
を
統
制
す
る
の
は

た
や
す
い
。
つ
ま
り
「
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
教
会
へ
行
く
の
？
行
か
な
い
な

ら
、
他
で
仕
事
を
探
す
よ
う
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
わ
…
…
」
と
い
う
こ
と
だ
（
経
済
的
平
等
と
他
の
種
類
の
平
等
と

の
間
の
、
こ
の
よ
う
な
関
連
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
議
論
はScanlon 

2003

参
照
）。

道
具
的
議
論
は
、
経
済
的
平
等
に
限
定
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
政
治

的
平
等
は
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
が
地
位
の
平
等
を
促
進
す
る
方
法
で
あ

る
ゆ
え
に
価
値
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
一
人
一
票
」
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（one person one vote

）
を
常
と
す
る
社
会
で
は
、
政
治
過
程
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
し
て
、
各
人
の
平
等
な
地
位
を
肯
定
す
る
。
他

方
で
、
あ
る
集
団
の
人
々
へ
の
投
票
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
こ
の
集
団
が
比
較
的
低
い
地
位
を
も
つ
と
い
う
、
ま
さ
に
公

的
な
表
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
品
位
を
落
と
し
、
評
判
を
落
と
し
、
従
っ

て
地
位
の
平
等
の
土
台
を
掘
り
崩
す
（
第
二
章
参
照
）。
ま
た
（
こ
ち
ら

の
ほ
う
が
ず
っ
と
よ
り
問
題
が
あ
る
の
だ
が
）
あ
る
者
は
、
政
治
的
平

等
は
、
経
済
的
平
等
に
供
す
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、

資
産
階
級
が
歴
史
的
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
反
対
し
て
き
た
主
な
理
由
の

一
つ
は
、
下
層
の
人
々
が
、
そ
の
政
治
的
権
利
を
、
金
持
ち
か
ら
下
層

の
人
々
自
身
へ
財
産
を
分
配
す
る
た
め
に
使
う
だ
ろ
う
と
い
う
恐
れ
で

あ
る
（
第
二
章
の
パ
ト
ニ
ー
討
論
（P

utney D
ebates

）
の
議
論
を
参

照
さ
れ
た
い
）。
も
っ
と
も
実
際
に
は
、
こ
の
恐
れ
は
、
恐
れ
ら
れ
た
程

度
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
約
す
れ
ば
、
法
的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
平
等
は
す
べ
て
、

他
の
種
類
の
平
等
を
含
む
、
他
の
価
値
を
い
か
に
促
進
す
る
か
を
考
慮
し

て
、
道
具
的
に
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
各
々
の
具
体
的
な
道
具
的
関
係

は
、
裏
づ
け
の
た
め
の
研
究
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
タ
イ
プ
の
平
等
の
各
々
が
、
一
つ
の
あ
る
い
は
さ
ら
に
多
く
の
点
で
、

道
具
的
価
値
を
持
つ
と
考
え
る
に
は
、
も
っ
と
も
な
理
由
が
あ
る
。

〔
２
〕
公
正
性
・
本
質
的
価
値

第
二
に
、
私
た
ち
は
、
あ
る
一
定
の
種
類
の
平
等
が
、
そ
れ
自
体
に

お
い
て
、
本
質
的
に
公
平
で
公
正

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（inherently fair or just

）
だ
と
思

う
の
で
、
そ
れ
を
評
価
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
あ

る
程
度
の
経
済
的
平
等
を
望
ま
し
い
と
み
な
す
の
は
、
そ
れ
が
政
治
的

平
等
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
総
計
が
最
大
と
な
る
人

間
の
幸
福
を
促
進
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
な
は
く
、
あ
る
い
は
、
単

に
そ
う
い
う
理
由
の
み
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
自
体
正
し
く
公

平
（right and fair

）
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
種
の
主
張

の
性
質
を
み
る
と
、
暫
し
あ
る
距
離
を
お
い
て
物
事
を
考
え
て
、
一
般

的
な
方
法
で
、
一
方
で
公
平
と
公
正
と
の
間
の
関
係
を
考
察
し
、
他
方

で
平
等
を
考
察
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。

ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
公
平
や
公
正
の
概
念
（notion

）
は
、
平
等
に
つ

い
て
の
ひ
と
つ
の
基
本
概
念
で
あ
る
「
複
数
の
事
例
を
同
じ
よ
う
に
扱

う
こ
と
」（treating like cases alike

）
と
い
う
概
念
を
必
要
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、「
財
（good

）
Ｘ
は
、
人
々
が
ど
れ
く
ら

い
指
標
（characteristic

）
Ｙ
を
持
つ
か
に
従
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
る

べ
き
だ
」
と
明
言
す
る
ル
ー
ル
を
持
つ
と
し
た
ら
、
同
等
の
Ｙ
を
持
つ

人
々
は
、
同
等
の
Ｘ
を
得
る
べ
き
だ
と
正
義
は
要
求
す
る
。
言
い
換
え

る
と
、
同
等
の
Ys
を
持
つ
人
々
に
、
同
等
で
な
い
Xs
を
与
え
る
こ
と
は
、
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複
数
の
事
例
を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、
不
正
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
例
え
ば
、
私
た
ち
は
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
し
て
い
て
、
レ
フ
ェ

リ
ー
が
あ
る
チ
ー
ム
に
対
し
て
偏
っ
た
決
定
を
行
う
と
す
る
。
レ
フ
ェ

リ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
チ
ー
ム
の
選
手
を
反
則
で
退
場
さ
せ
る
が
、
同
じ

反
則
を
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
選
手
に
は
同
じ
よ
う
に
退
場
さ
せ
る
こ
と
を

し
な
い
。
こ
こ
で
も
そ
の
レ
フ
ェ
リ
ー
は
、
複
数
の
事
例
を
同
じ
よ
う

に
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
扱
い
の
相
違
は
不
正
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
に
ル
ー
ル
の
適
用
に
お
け
る

整
合
性
の
問
題
で
あ
り
、
と
き
ど
き
形
式
的
正
義
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま

り
、「
も
し
正
義
は
つ
ね
に
あ
る
種
の
平
等
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
考
え

る
な
ら
ば
、
法
お
よ
び
制
度
の
管
理
運
営
に
あ
た
っ
て
両
者
が
規
定
す

る
複
数
の
階
級
・
部
類
に
属
す
る
人
び
と
を
等
し
く
（
つ
ま
り
同
じ
仕

方
で
）
適
用
対
象
と
す
べ
き
こ
と
〔
＝
「
法
の
下
の
平
等
」〕
が
、〈
形

式
上
の
正
義
〉
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
」（R

aw
ls 1999:  51

）。

し
か
し
な
が
ら
、
形
式
上
の
正
義
、
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
で
は
「
規

則
正
し
さ
と
し
て
の
正
義
」（justice as regularity

）（ibid:  207

）
は
、

実
質
的
な
正
義
を
伴
う
必
要
は
な
い
。
違
い
を
み
る
た
め
に
、
上
記
の

公
式
（form

ula

）「
財
Ｘ
は
、
人
々
が
ど
れ
く
ら
い
指
標
Ｙ
を
持
つ
か

に
従
っ
て
割
り
あ
て
ら
れ
る
べ
き
だ
」
に
手
を
加
え
よ
う
（fill out

）。

例
え
ば
、
Ｘ
は
富
で
Ｙ
は
高
さ
だ
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち

は
、
人
々
が
ど
れ
く
ら
い
背
が
高
い
か
に
従
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
富

を
分
配
す
べ
き
だ
と
ル
ー
ル
は
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
背
が

高
い
人
は
、
単
に
高
い
だ
け
で
、
よ
り
多
く
の
富
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

今
や
社
会
は
、
こ
の
ル
ー
ル
を
い
か
に
適
用
す
る
か
に
お
い
て
全
く
周

到
で
あ
り
う
る
し
、
富
と
高
さ
の
間
に
は
完
全
な
均
衡
が
あ
る
こ
と
を

確
保
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。 

も

ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
そ
の
ル
ー
ル
そ
れ
自
体

が
正
し
く
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ル
ー
ル
の
内
容
が
不
正
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、
そ
の
ル
ー
ル
が
規
定
す
る
方
法
で
、
背

の
高
い
人
々
が
、
背
の
低
い
人
々
と
比
較
し
て
、
優
位
に
便
宜
を
与
え

ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
す
べ
て
の
市
民
が
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
負
っ

て
い
る
と
い
う
、
道
徳
的
平
等
の
原
理
は
、
私
た
ち
の
社
会
に
お
い
て
、

す
べ
て
の
人
が
、
厳
密
に
同
じ
量
の
す
べ
て
の
財
を
得
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
が
、
そ
の
原
理
は
、
私
た
ち
が
許
容

す
る
い
か
な
る
差
異
化
に
も
、
も
っ
と
も
な
理
由
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
要
求
し
て
お
り
、
高
さ
に
基
づ
く
差
異
化
は
、
全
く
恣
意

的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
あ
る
人
々
が
よ
り
白
い

肌
を
し
て
い
る
の
で
、
他
の
人
々
よ
り
も
多
く
の
富
を
得
る
べ
き
だ
と

言
っ
て
い
る
の
と
同
等
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
（B

ernard W
illiam

s

）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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福
祉
に
関
し
て
は
、
単
に
肌
の
色
に
基
づ
い
て
違
う
よ
う
に
扱
う
べ

き
だ
と
い
う
原
理
は
、
特
別
な
種
類
の
道
徳
原
理
で
は
な
く
、（
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
）
単
に
恣
意
的
な
意
思
の
主
張
（assertion

）
で
あ
り
、

名
前
に
三
つ
の
「
Ｒ
」
の
文
字
を
含
む
す
べ
て
の
者
を
処
刑
す
る
と
決

め
た
カ
リ
グ
ラ
皇
帝
の
よ
う
な
支
配
者
の
原
理
の
よ
う
な
も
の
だ

（W
illiam

s 1973:  233
）。

こ
の
よ
う
に
、
道
徳
的
平
等
の
原
理
は
形
式
上
の
正
義
を
要
請
す
る

が
、
そ
の
原
理
は
ま
た
、
私
た
ち
が
実
質
的
に
正
し
い
も
の
と
し
て
合

理
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
一
定
の
限
界
を
設
け
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
の
社
会
で
所
得
と
富
の
分
配
を
規
定
す
る
た
め

に
、
私
た
ち
が
使
用
す
る
多
く
の
ル
ー
ル
は
、
実
質
的
に
不
正
で
あ
る

と
当
然
な
が
ら
み
な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
に
首
尾
一
貫
し
て
適

用
さ
れ
た
と
き
で
さ
え
、
そ
の
ル
ー
ル
は
、
あ
る
人
々
を
、
他
の
人
々

に
比
較
し
て
、
全
く
恣
意
的
に
不
利
な
状
態
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以

下
の
数
章
で
み
る
よ
う
に
、
道
徳
的
平
等
の
原
理
に
定
着
し
た
本
質
的

な
正
義
の
概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
他
の
種
類
の
平
等
の
た
め
の

議
論
に
入
っ
て
い
く
。

（
2
）

〔
３
〕
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
の
平
等
論

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
理
論
家
の
中
に
は
、
平
等
の
要
請
を
す
べ
て
、

正
義
の
要
請
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
忠
告
し
て
き
た
者
も
い
る
。
特

に
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
は
、
地
位
の
平
等
が
「
独
立
し
て
い
て
、

正
義
と
は
別
個
」（M

iller 2000:  239

）
で
あ
る
価
値
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
だ
と
強
く
主
張
し
て
き
た
。
ミ
ラ
ー
は
、
地
位
の
平
等
の
考
え

方
を
、
彼
が
平
等
の
「
分
配
的
」
観
念
（‘distributive’ conceptions 

of equality

）
と
呼
ぶ
も
の
か
ら
区
別
す
る
。
後
者
は
、「
正
義
が
要
求

す
る
の
で
、
―
例
え
ば
権
利
の
よ
う
な
―
あ
る
種
の
利
益
が
平
等

に
分
配
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」（ibid:  231 -2

）
を
指
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

地
位
の
平
等
の
考
え
方
は
、

「
こ
の
意
味
で
の
分
配
的
で
は
な
い
。
地
位
の
平
等
の
考
え
方
は
、
権

利
や
資
源
の
い
か
な
る
分
配
を
も
直
接
に
は
指
定
し
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
そ
れ
は
、
あ
る
社
会
の
理
想
（ideal

）、
つ
ま
り
、
人
々
が
お

互
い
に
平
等
な
者
と
し
て
、
み
な
し
遇
す
る
、
あ
る
社
会
の
理
想
を
確

認
し
て
い
る
―
言
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
社
会
と
は
、
階
級
の
よ
う
な

階
層
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
区
分
に
人
々
を
位
置
づ
け
な
い
社
会
で
あ

る
」（ibid:  232
）。
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ミ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
私
た
ち
が
地
位
の
不
平
等
に
異

議
を
唱
え
る
と
き
、
あ
る
財
の
不
正
な
分
配
に
抗
議
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、「
私
た
ち
は
、
不
適
当
だ
と
気
づ
く
社
会
的
関
係
に
異
議
を
唱
え

て
い
る
。
そ
の
社
会
的
関
係
は
、
例
え
ば
、
一
方
で
傲
慢
、
他
方
で
敬

礼
と
い
っ
た
、
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
間
の
無
理
解
や
不
信
を
必
然
的
に

伴
う
」（ibid

）。

〔
４
〕
自
尊
と
レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン

地
位
の
平
等
は
、「
独
立
し
て
い
て
、
正
義
と
は
別
個
」
で
あ
る
価
値

だ
と
い
う
ミ
ラ
ー
の
議
論
に
、
私
は
説
得
さ
れ
な
い
。
一
九
五
〇
年
代
の

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
例
を
と
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
の
立
場
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

〔
①
〕
多
く
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
有
効
な
市
民
的
権
利
と
政

治
的
権
利
（effective civil and political rights

）
を
欠
い
て
い
た；

〔
②
〕
多
く
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
不
正
に
も
経
済
的
に
不
利

な
立
場
に
あ
っ
た；

〔
③
〕
多
く
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
の
地
位
の
階
層
に
お
い
て
比
較
的
低
い
階
層
に
属
し
て

い
た
。
多
く
の
白
人
は
、
彼
ら
を
劣
っ
た
人
と
し
て
み
な
し
、
彼
ら
と

は
物
理
的
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
さ
ら
に
、
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
態
度
を
内
面
化
し
て
、
劣
等
感
を
も
っ

て
生
き
て
い
た
者
も
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
感
動
的
な
エ
ッ

セ
イ
「
十
字
架
の
も
と
に
」（‘D

ow
n at the C

ross’

）
の
中
で
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Jam

es B
aldw

in

）
は
、
地
位
の
平
等
の
経

験
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
こ
の
国
の
ニ
グ
ロ
た
ち
は
―
そ
し
て
、
厳
密
に
、
あ
る
い
は
法

的
に
言
え
ば
、
他
の
ど
の
国
に
も
ニ
グ
ロ
は
存
在
し
な
い
―
こ
の
世

で
目
を
あ
け
た
瞬
間
か
ら
自
分
自
身
を
ひ
ど
く
き
ら
う
こ
と
を
教
え
ら

れ
る
。
こ
の
世
は
、
白
人
の
世
界
で
あ
り
、
彼
ら
は
黒
人
な
の
だ
。
白

人
た
ち
は
権
力
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
白
人
た
ち
が
黒
人
た

ち
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
本
質
的
に
そ
う
な
の
で
あ

る
。
神
が
そ
う
定
め
た
の
だ
）。
そ
し
て
、
世
界
は
、
こ
の
差
異
を
知
ら

し
め
、
感
じ
さ
せ
、
恐
れ
さ
せ
る
無
数
の
方
法
を
持
っ
て
い
る
。
黒
人

の
子
ど
も
が
、
こ
の
差
異
に
気
づ
く
、
ず
っ
と
以
前
に
、
そ
し
て
、
そ

れ
を
理
解
す
る
、
ず
っ
と
以
前
に
で
さ
え
、
彼
は
そ
れ
に
反
応
し
始
め
、

そ
れ
に
支
配
さ
れ
始
め
た
」（B

aldw
in 1985

［1962

］:  39 -40

＝
一
九－

二
〇
）。

こ
こ
で
、
ミ
ラ
ー
の
議
論
に
戻
る
と
、
私
た
ち
が
検
討
し
て
い
る
、

当
時
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
が
不
正
義
を
被
っ
て
い
た
と
言
う
こ

〔
訳
注
5
〕
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と
は
、
全
く
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
つ
の
見
方
は
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
あ
ざ
や
か
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
彼
ら

は
地
位
の
階
層
の
底
辺
の
方
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

社
会
は
、
よ
り
正
し
く
な
る
た
め
に
こ
の
地
位
の
不
平
等
を
克
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
も
、
全
く
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
提
議
が
明
瞭
で
あ
る
な
ら
、
私
た
ち
が

地
位
の
不
平
等
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
き
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
不
正

義
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、

全
く
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
な
ぜ
地
位
の
不
平
等
が
不
正
で
あ
る
か
の
理
由
を
示

唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
位
の
不
平
等
は
犠
牲
者
の
自
尊
心
や
自
信

の
反
対
方
向
に
働
き
、
こ
う
し
て
、
そ
の
個
人
が
自
ら
の
人
生
で
何
を
し

た
い
の
か
に
つ
い
て
、
創
造
的
か
つ
想
像
的
に
考
え
る
や
る
気
を
失
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
低
い
地
位
の
個
人
は
、
他
の
高
い

地
位
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
支
配
さ
れ
て
」（controlled

）
い
る
。

説
明
し
た
よ
う
に
彼
や
彼
女
は
、
び
く
び
く
と
自
分
の
位
置
を
知
ろ
う
と

思
う
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
市
民
的
・
政
治
的
権
利
の
欠
如
や
、
経
済

資
源
の
欠
如
と
同
じ
程
度
に
、
個
人
の
よ
く
生
き
る
能
力
を
、
抑
制
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls

）
は
、

正
し
い
制
度
が
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、「
自
尊
の

社
会
的
基
礎
」（social bases of self-respect

）
で
あ
る
と
論
じ
た
と

き
、
こ
の
考
え
方
を
う
ま
く
捉
え
て
い
る
。「
自
尊
を
有
し
て
い
な
け
れ

ば
、
行
な
う
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
何
も
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
た
と
え
あ
る
こ
と
が
ら
が
私
た
ち
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
得
よ
う
と
奮
闘
す
る
意
志
を
私
た
ち
は
欠
い

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
欲
求
と
活
動
は
無
意
味
で
空
虚
に

な
り
、
ア
パ
シ
ー
（
無
関
心
・
無
感
動
）
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
陥
る
」

（R
aw

ls 1999:  386

）。
地
位
が
所
得
と
富
に
与
え
る
影
響
を
通
し
て
の

み
な
ら
ず
、
社
会
的
に
劣
等
な
も
の
と
し
て
烙
印
を
押
さ
れ
る
精
神
的

な
影
響
の
た
め
に
、
低
い
社
会
的
地
位
へ
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
で
、

健
康
を
害
す
る
と
い
う
十
分
な
証
拠
が
あ
る
。

平
等
は
、
１
．
１
の
最
後
の
方
で
区
別
し
た
分
配
的
な
意
味
で
、
本

質
的
に
正
し
く
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
者
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
難

問
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
（levelling-dow

n

）
の

異
議
で
あ
る
（Parfit 2000:  97 -9;  R

az 1986:  227 , 234 -5

も
参
照
）。
表

１
．
１
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
表
は
三
つ
の
仮
想
世
界
を
描
い
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
、
Ａ
階
級
と
Ｂ
階
級
と
い
う
二
つ
の
社
会
階
級
の

メ
ン
バ
ー
は
、
違
っ
た
レ
ベ
ル
の
一
生
涯
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

現
行
法
が
私
た
ち
を
世
界
Ｘ
に
配
置
す
る
と
し
よ
う
。
Ｘ
か
ら
始
め
て

Ｙ
へ
移
行
す
る
こ
と
は
、
レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）

（
4
）
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つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
は
高
ま
る
が
、
誰
も
実
際
に
暮

ら
し
向
き
が
よ
く
な
ら
ず
、
あ
る
人
々
は
、
よ
り
暮
ら
し
向
き
が
悪
く

な
る
。
例
え
ば
、
世
界
Ｘ
で
は
、
人
口
の
半
分
（
Ｂ
階
級
）
が
盲
目
で

あ
り
、
一
方
で
、
残
り
の
半
分
は
十
分
に
目
が
見
え
る
と
想
定
し
、
世

界
Ｙ
で
は
、
み
な
が
盲
目
で
あ
る
と
想
定
し
よ
う
（Tem

kin 2000:  

126 -61

に
触
発
さ
れ
た
例
で
あ
る
）。
さ
て
、
Ｘ
と
Ｙ
の
間
で
選
択
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
多
く

の
人
々
が
、
Ｙ
よ
り
も
Ｘ
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
を
、
明
ら
か
だ
と
み
な
す
。
も
ち
ろ
ん
、

Ｙ
は
Ｘ
よ
り
も
、
よ
り
平
等
で
あ
る
。
し
か
し
、

平
等
自
体
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、
い
か
に
ば

か
げ
た
こ
と
か
を
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
示
す

こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
議
論
は
述
べ
て
あ
る
。

平
等
自
体
を
気
に
か
け
る
こ
と
、
そ
し
て
、
Ｘ

よ
り
も
Ｙ
を
望
ん
で
、
平
等
の
本
質
的
正
義
に

基
づ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
平
等
に
つ
い
て

の
そ
の
選
択
肢
が
、
だ
れ
の
暮
ら
し
向
き
も
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

り
良
く
さ
せ
ず

4

4

4

4

4

4

、
一
定
の
人
々
の
暮
ら
し
向
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
悪
く
す
る

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
議

論
に
よ
る
と
、
何
ら
道
徳
的
意
味
を
な
さ
な
い
。

世
界
Ｚ
も
あ
り
う
る
と
す
る
と
、
Ｘ
か
ら
Ｚ
へ
の
移
行
は
、
こ
の
異
議

に
対
し
て
、
弱
み
と
な
ら
な
い
。
Ａ
階
級
の
人
々
は
、
こ
の
移
行
で
損

を
す
る
が
、
Ｚ
へ
の
移
行
は
、
あ
る
人
々
、
つ
ま
り
Ｂ
階
級
の
人
々
の

暮
ら
し
向
き
を
い
く
ぶ
ん
良
く
す
る
（
お
そ
ら
く
、
科
学
者
が
階
級
Ｂ

の
人
々
に
、
少
し
の
視
力
を
与
え
る
方
法
を
、
大
気
に
化
学
薬
品
を
ま

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
見
し
た
が
、
そ
の
薬
品
は
、
十
分
に
視
力
の
あ

る
人
々
へ
不
快
な
胃
痙
攣
も
与
え
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
）。
よ
っ
て
、
こ

れ
は
レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
の
事
例
で
は
な
い
。

レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
の
異
議
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
世
界
で
望
む

こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
平
等
は
唯
一
の

4

4

4

あ
る
い
は
最
高
4

4

の4

価
値
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
に
示
し
て
く
れ
る
。
私
た
ち
が
有
す
る

価
値
は
多
様
で
あ
り
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
世
界
を
望
む
の

か
、
そ
の
世
界
を
よ
り
よ
き
場
所
に
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
有
す
る
価
値
を
す
べ
て
考
慮

に
入
れ
た
い
と
望
む
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
平
等
一
辺
倒

の
強
要
は
、
効
率
と
衝
突
す
る
。
す
な
わ
ち
、
効
率
と
は
、
少
な
く
と

も
一
人
の
個
人
が
そ
の
中
で
暮
ら
し
向
き
が
よ
く
な
り
、
だ
れ
も
暮
ら

し
向
き
が
悪
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
状
態
は
他
よ
り
良
い
と
い
う
考
え
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
事
例
で
は
、
平
等
よ
り
効
率
へ
優
先
権
を
与

え
る
べ
き
だ
と
、
た
い
て
い
の
者
は
考
え
る
。

表１．１　レベリング・ダウン＝ありうる三つの世界

世界Ｘ 世界Ｙ 世界Ｚ
階級Ａ 20 10 12
階級Ｂ 10 10 11

（出典　White 2007: 20）
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し
か
し
な
が
ら
、
平
等
が
唯
一
で
最
高
の
価
値
で
は
な
い
と
い
う
事

実
か
ら
は
、
平
等
が
、
そ
れ
自
体
、
こ
の
理
由
の
た
め
に
、
本
質
的
に

正
し
く
も
な
い
し
、
価
値
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ラ

リ
ィ
・
テ
ム
キ
ン
（L

arry Tem
kin

）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
反－

平
等
主
義
は
、
疑
う
よ
う
に
た
ず
ね
る
だ
ろ
う
。
数
名
だ
け
が

盲
目
で
あ
る
世
界
（
世
界
Ｘ
）
は
、
す
べ
て
の
者
が
盲
目
で
あ
る
世
界

（
世
界
Ｙ
）
よ
り
悪
い
と
い
う
考
え
方
（respect

）
が
あ
る
と
本
当
に

思
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
私
た
ち
が
す
べ
て

の
者
を
盲
目
に
し
た
ら
、
よ
く
な
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
か
。
い
や
違
う
。
平
等
は
重
要
で
あ
る
こ
と
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

多
少
い
く
ら
か
重
要
な
の
だ
」（Tem

kin 2000:  155
）。

こ
の
よ
う
に
大
胆
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
テ
ム
キ
ン
の
コ
メ
ン

ト
は
、
少
し
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
彼
が
意
図
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
か
え
よ
う
。
私
た
ち
が
Ｙ
よ
り
も
Ｘ
を

選
択
す
る
な
ら
ば
、
自
分
に
何
の
落
ち
度
も
な
い
の
に
、
あ
る
人
々
が

他
よ
り
も
暮
ら
し
向
き
が
悪
い
世
界
の
ほ
う
を
選
ん
で
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
不
平
等
は
、
そ
れ
自
体
、
不
正
で
あ
る
。
あ
る
人
々
が
偶

然
の
生
ま
れ
合
わ
せ
の
た
め
に
他
者
よ
り
裕
福
で
あ
る
こ
と
は
不
正
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
世
界
Ｙ
は
、
あ
る
特
定
の
点
で

4

4

4

4

4

4

4

Ｘ
よ
り
も
良
い

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
不
正
な
不
平
等
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
平
等
は
私
た
ち
が
気
に

か
け
る
唯
一
の
価
値
で
あ
り
、
他
の
価
値
よ
り
も
常
に
優
先
す
る
と
い

う
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
主
張
を
す
る
必
要
は
な
い
。
複
数
の
究
極
の

価
値
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
価
値
は
、
時
に
悲
劇
的
に
衝
突
す
る
こ
と
を

認
識
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
平
等
の
要
求
は
、
他
の
重
要
な

価
値
の
要
求
に
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

〔
５
〕
優
先
主
義

あ
る
一
定
の
事
例
で
は
、
他
の
価
値
が
平
等
よ
り
も
優
先
す
る
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
が
受
け
と
め
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
平
等
の
要

請
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
正
義
の
問
題
で
は
必
ず
し
も

な
い
こ
と
に
注
意
が
い
る
。
正
義
の
外
側
に
あ
る

4

4

4

4

4

何
ら
か
の
考
慮
に
よ
っ

て
打
ち
負
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
一
定
の
事
例

で
平
等
を
打
ち
負
か
す
考
慮
も
ま
た

4

4

4

正
義
の
考
慮
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
平
等
の
要
請
と
個
人
の
自
由
の
要
請
と
の
間

の
潜
在
的
な
衝
突
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
章
の
初
め
で
言
及
し
た
。

経
済
的
に
は
た
い
へ
ん
平
等
で
あ
る
が
、
言
論
の
自
由
は
た
い
へ
ん
制
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約
さ
れ
て
い
る
世
界
と
、
言
論
の
自
由
は
十
分
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、

経
済
的
に
は
か
な
り
平
等
で
な
い
世
界
と
の
間
で
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
想
定
し
よ
う
。
あ
る
者
は
、
各
世
界
は
一
つ
の
重
要
な
点
で

他
よ
り
も
本
質
的
に
よ
り
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
一
方
の
世
界
は
経
済
的
に
よ
り
平
等
で
あ
る
理
由
で
、

よ
り
正
し
い
。
他
方
は
、
言
論
の
自
由
の
尊
重
の
理
由
で
、
よ
り
正
し

い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
私
た
ち
は
、
二
つ
の
競
合
す
る
正
義
の
主
張

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
が
優
先

す
る
か
を
決
め
る
。
こ
こ
で
す
べ
て
の
議
論
を
論
評
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
正
義
は
、
言
論
の
自
由
へ
優
先
権

を
与
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
、
主
張
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
結
局
、
す
べ
て
を
考
慮
す
る
と
、
言
論
の
自
由
と
経
済
的
不
平
等

を
も
っ
た
世
界
が
正
し
い
（
少
な
く
と
も
、
よ
り
正
し
い
）
世
界
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
平
等
と
効
率
性
と
の
間
の
衝
突
は
、
レ
ベ
リ
ン
グ
・

ダ
ウ
ン
の
異
議
が
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
競
合
す
る
正
義
の
考
慮

の
間
の
衝
突
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
私
た
ち
が
い
か
に
生
き
る

か
を
決
定
す
る
際
、
効
率
性
の
原
理
に
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
比
重

を
お
く
と
い
う
こ
と
を
、
仲
間
市
民
の
正
し
い
処
遇
の
た
め
に
、
要
求

す
る
と
言
う
の
は
、
も
っ
と
も
だ
か
ら
で
あ
る
。

レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
の
異
議
を
熟
考
し
て
、
今
や
私
た
ち
は
、
特

定
の
タ
イ
プ
の
平
等
に
価
値
が
あ
る
と
言
え
る
三
つ
の
点
を
十
分
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

１
．
道
具
的
価
値
（instrum

ental value

）

第
一
に
、
一
定
の
型
の
平
等
を
、
そ
の
平
等
が
、
他
の
型
の
平
等
を

含
む
他
の
価
値
を
提
供
す
る
方
法
ゆ
え
に
、
道
具
的
に
価
値
あ
る
も
の

と
し
て
理
解
し
う
る
。

２
．
本
質
的
な
正
当
性
（intrinsically just

）

第
二
に
、
一
定
の
型
の
平
等
は
本
質
的
に
正
し
く
、
そ
こ
で
は
何
が

実
質
的
に
正
し
い
か
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
理
解
は
、
道
徳
的
平
等
の

基
本
的
な
（underlying

）
原
理
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
（shaped

）

の
で
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

３
．
至
高
の
価
値
（suprem

e value

）

第
三
に
、
私
た
ち
は
平
等
を
本
質
的
に
正
し
い
も
の
と
し
て
理
解
し

う
る
し
、
こ
の
理
由
の
た
め
に
、（
あ
る
い
は
、
他
の
理
由
の
た
め
で
も

あ
り
う
る
）、
至
高
の
価
値
と
し
て
理
解
し
う
る
。

レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ
ン
の
異
議
は
、
平
等
が
至
高
の
価
値
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
維
持
す
る
の
が
い
か
に
信
じ
が
た
い
か
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
異
議
は
、
デ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
（D

erek Parfit

）
が
純
粋
な

4

4

4

平
等
主
義

4

4

4

4

（P
ure egalitarianism

）
と
呼
び
、
平
等
の
主
張
が
常
に
優

る
と
考
え
る
立
場
を
却
下
す
る
よ
う
私
た
ち
に
要
求
す
る
（Perfit 2000:  



67　 ステュワート・ホワイト「平等の要請」（『平等』より）（細見佳子）

84
）。
し
か
し
、
テ
ム
キ
ン
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
レ
ベ
リ
ン
グ
・
ダ
ウ

ン
の
異
議
の
力
を
認
め
て
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
多
元
主
義
的
平
等
主
義

4

4

4

4

4

4

4

4

4

者4

（pluralist egalitarian

）（ibid:  84 -5

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
と
ど
ま
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
多
元
主
義
的
平
等
主
義
者
と
し
て
、
平
等
は
本
質

的
に
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
正
義
の
主

張
は
、
他
の
正
義
の
主
張
を
含
む
他
の
価
値
と
衝
突
し
う
る
し
、
衝
突

す
る
と
き
、
他
の
価
値
の
主
張
は
時
々
か
つ
あ
る
程
度
に
お
い
て
優
る

と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
者
は
受
容
す
る
。

多
元
主
義
的
平
等
主
義
者
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
「
優
先
の
見
解
」

（the priority view

）
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
考
え
方
は
、
私
た
ち
は
、
最
も
暮
ら
し
向
き
の
悪
い
者
が
ど

れ
ほ
ど
裕
福
で
あ
る
か
に
基
づ
い
て
、
そ
の
世
界
の
状
態
を
判
断
す
る

と
す
る
。
二
つ
の
見
解
の
差
異
は
、
微
妙
で
あ
る
が
、
現
実
に
あ
る
。
Ｘ

と
Ｙ
の
間
の
選
択
の
話
に
戻
ろ
う
。
Ｘ
と
Ｙ
に
つ
い
て
、「
Ｘ
が
よ
り
よ

い
が
Ｙ
に
も
よ
い
と
こ
ろ
あ
る
」、「
い
か
な
る
点
で
も
Ｘ
が
よ
い
」
と
考

え
た
と
し
て
も
、
な
お
、
Ｙ
に
は
Ｘ
よ
り
も
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
Ｙ
は
よ
り
平
等
で
あ
る
と
考
え
る
。
優
先
の
見
解
は
、
対
照
的
に
、

い
か
な
る
点
で
も
Ｙ
を
Ｘ
よ
り
も
良
い
も
の
と
し
て
見
た
り
は
し
な
い
。

こ
の
見
解
で
は
、
平
等
そ
の
も
の
と
い
う
点
で
、
世
界
の
状
態
を
評
価
す

る
の
で
は
な
く
、
最
も
暮
ら
し
向
き
の
悪
い
者
が
ど
れ
ほ
ど
裕
福
か
と
い

う
点
で
の
み
評
価
す
る
。
最
も
暮
ら
し
向
き
の
悪
い
者
は
、Ｘ
の
も
と
よ

り
も
Ｙ
の
も
と
の
ほ
う
が
裕
福
で
な
い
の
で
、
優
先
の
見
解
は
、
い
か
な

る
点
で
も
Ｘ
よ
り
も
Ｙ
を
良
い
も
の
と
し
て
見
る
理
由
を
与
え
な
い
。
実

際
に
は
、
二
つ
の
立
場
は
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
先
に

規
定
し
た
よ
う
に
、
多
元
主
義
的
平
等
主
義
者
が
、
効
率
の
価
値
へ
強

い
比
重
を
与
え
る
な
ら
、
そ
の
政
策
規
定
は
、
優
先
の
見
解
の
規
定
を

一
つ
に
ま
と
め
る
傾
向
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
説
明
し
た
理
由
の

た
め
に
、
多
元
主
義
的
平
等
主
義
者
は
、
強
い
気
持
ち
で
Ｙ
よ
り
も
Ｘ

を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
世
界
Ｘ
の
人
々
の
間
で
の
恣
意
的
な
不
平
等
が
所
与

な
ら
、
テ
ム
キ
ン
と
共
に
、
私
も
、
Ｙ
よ
り
も
Ｘ
を
選
ぶ
と
き
、
あ
る

程
度
重
た
い
気
持
ち
を
持
つ
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
根
底
で
、

私
の
直
観
は
、
優
先
の
見
解
と
い
う
よ
り
も
多
元
主
義
的
平
等
主
義
な

の
で
あ
る
。
読
者
は
、
自
身
の
直
観
を
思
案
す
べ
き
で
あ
る
。

平
等
の
要
請
の
内
容
と
、
平
等
の
要
請
が
私
た
ち
の
思
考
を
導
く
価
値

と
し
て
現
れ
る
方
法
を
議
論
し
た
の
で
、
本
書
の
残
り
の
部
分
に
つ
い
て

の
簡
単
な
概
観
を
提
示
し
て
本
章
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
第
二
章
で

は
、
政
治
的
平
等
の
要
請
の
更
に
深
い
性
質
と
正
当
化
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。
第
三
章
・
第
四
章
・
第
五
章
で
は
、
経
済
的
平
等
の
内
容
と
正
当

化
を
検
証
す
る
。
第
三
章
・
第
四
章
は
基
本
的
に
は
、
ど
の
種
類
と
ど
の

（
5
）
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レ
ベ
ル
の
経
済
的
平
等
が
本
質
的
に
正
し
い
の
か
を
探
求
す
る
。
一
方

で
、
第
五
章
で
は
、
平
等
と
効
率
性
の
潜
在
的
な
衝
突
へ
戻
る
。
第
六
章

で
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
の
平
等
な
権
利
と
義
務
と
い
う
意
味
で

の
、
厳
格
な
法
的
平
等
の
強
要
が
、
市
民
に
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
示
す

と
い
う
要
求
に
逆
ら
っ
て
働
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
議
論
を
探
る
。
第

七
章
で
は
、
平
等
の
要
求
が
、
将
来
の
政
治
に
い
か
な
る
役
目
を
果
た
す

か
を
探
求
す
る
。
こ
こ
で
は
、
平
等
の
要
求
が
単
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
範

囲
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
範
囲
を
持
つ
者
と
し
て
、
理

解
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
十
分
に
議
論
す
る
。
こ
の
著
作
全
体
を
通
じ

て
、
現
代
政
治
学
の
中
心
論
争
を
確
認
し
、
取
り
組
む
。
そ
れ
は
、
平
等

の
要
請
と
自
由
の
要
請
は
ど
れ
ほ
ど
に
衝
突
す
る
か
で
あ
る
。
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。

注（
1
）��

C
layton and W

illiam
s 2000

は
、
私
た
ち
が
な
ぜ
、
そ
し
て
い

か
に
平
等
と
い
う
価
値
を
高
く
評
価
し
う
る
の
か
と
い
う
ト
ピ
ッ

ク
に
つ
い
て
の
優
れ
た
議
論
を
提
供
し
て
お
り
、
こ
の
著
書
に
私

は
、
こ
こ
の
箇
所
と
第
五
章
の
５
．
２
と
の
両
方
に
お
い
て
、
恩

恵
を
受
け
て
い
る
。

（
2
）��

人
種
差
別
主
義
者
が
、
あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
肌
の
色
の
た

め
に
他
よ
り
も
尊
重
に
値
し
な
い
と
頻
繁
に
主
張
す
る
の
に
は
、
た

い
へ
ん
困
惑
す
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
述
べ
る
。
人
種
差
別
主

義
者
は
、
肌
の
色
と
い
っ
た
明
ら
か
に
根
拠
の
な
い
性
質
が
、
道

徳
的
な
頽
廃
と
い
っ
た
他
の
性
質
と
関
連
し
て
い
る
と
主
張
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
目
論
む
差
別
が
一
応
は
恣
意
的
で
な
い

よ
う
に
す
る
、
差
別
の
論
理
的
根
拠
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
ア
ー
リ
ア
人
種
至
上
主
義
の
理
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
ナ
チ

ス
の
『
人
類
学
者
』
は
、
わ
ず
か
な
身
銭
で
、
論
理
的
に
説
得
す

る
た
め
の
不
合
理
な
考
え
方
を
称
え
た
」（W

illiam
s 1973:  233

）

と
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
述
べ
る
。
同
様
の
見
解
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
社

会
階
級
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
不
平
等
な
取
り
扱
い
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
当
て
は
ま
る
と
、
私
は
考
え
る
。

（
3
）��

「
自
尊
心
の
社
会
的
基
礎
」
に
つ
い
て
の
思
考
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
、
ジ
ャ
ン－

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー（Jean-Jacques R

ousseau

）

が
著
書
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』（D

iscourse on Inequality:  
R

ousseau 1984  ［1755

］）
で
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
た
い
へ
ん
影

響
力
の
あ
る
評
論
で
、
ル
ソ
ー
は
近
代
社
会
を
自
尊
（am

our 
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propre

）
の
た
め
の
競
争
的
な
争
奪
と
し
て
描
い
た
。
人
々
は
、
他

者
よ
り
優
れ
た
者
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
尊
心
を
を

得
る
。
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
私
た
ち
の
人
間
本
性
に
植
え
付
け
ら

れ
て
い
る
な
ら
、
平
等
主
義
社
会
の
見
込
み
は
暗
く
な
る
。
裕
福

で
強
力
な
者
と
し
て
他
者
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
た
め
に
、
彼

ら
よ
り
も
社
会
的
に
優
越
す
る
者
と
し
て
自
己
を
確
立
す
る
た
め

の
内
的
欲
求
は
、
平
等
主
義
的
な
制
度
を
掘
り
崩
す
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
近
年
、
ル
ソ
ー
の
見
解
で
は
、
社
会
に
よ
っ
て
肯

定
さ
れ
る
こ
と
で
価
値
を
得
る
個
人
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
は
、
こ
の

よ
う
な
方
法
で
の
み
充
足
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
、
研
究
者
た
ち

が
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
他
者
と
平
等
な
者
と

し
て
の
私
た
ち
の
価
値
を
肯
定
す
る
仕
組
み
か
ら
、
自
尊
を
引
き

出
す
こ
と
も
で
き
る
。（C

ohen 1997;  B
ertram

 2004:  17 -38;  D
ent 

1988;  D
ent 2005:  68 -72 , 104 -6

）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
は
基
本
的

に
丁
度
あ
な
た
と
同
等
の
市
民
に
他
な
ら
ず
、
例
え
ば
公
共
の
事

柄
で
同
じ
資
格
が
あ
り
、
立
法
に
お
い
て
同
じ
配
慮
が
さ
れ
る
と

い
う
感
覚
に
お
い
て
、
私
の
自
尊
心
は
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
も
し
社
会
的
制
度
が
、
政
治
や
経
済
に
お
い
て
、
か
な
り
の

不
平
等
を
許
容
す
る
な
ら
、
こ
の
平
等
主
義
的
な
自
尊
心
を
維
持

す
る
の
は
困
難
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ル
ソ
ー

が
描
き
嘆
い
た
競
争
的
な
争
奪
の
状
態
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
人
間
の
心
理
に
つ
い
て
の
仮
説
が
、
一
般
的

に
正
し
い
と
言
え
る
の
で
さ
え
あ
れ
ば
、
平
等
主
義
は
政
治
的
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
長
期
的
に
は
実
行
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
見
解
を
支
持
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
動

物
学
と
人
類
学
の
関
連
文
献
に
つ
い
て
の
包
括
的
か
つ
有
益
な
概

観
と
し
て
は
、W

ilkinson 2005

の
二
三
五
頁
～
二
八
二
頁
を
参
照
。

ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
（R

ichard W
ilkinson

）
の
言
葉
を
引
用
す
る

（
二
六
四
～
五
頁
）。「
平
等
と
関
連
す
る
、
高
度
に
社
会
的
な
戦
略

で
あ
る
相
互
交
流
と
、
反
社
会
的
な
戦
略
で
あ
る
優
越
性
の
態
度

と
い
う
両
方
の
内
蔵
さ
れ
た
装
置
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
を
決
し
て
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
比
較
的
不
平
等
な
社

会
環
境
が
、
社
会
的
地
位
へ
の
関
心
を
高
め
、
優
越
性
の
態
度
を

強
調
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
さ
ら
な
る
平
等
と
関
連

す
る
、
比
較
的
に
包
摂
的
で
親
和
的
な
戦
略
と
著
し
く
対
照
的
で

あ
る
」。

（
4
）��

例
え
ば
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
議
論
に
戻
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
け
る
黒
人
と
白
人
地
位
の
不
平
等
が
、
人
種
集
団
の
間

で
の
健
康
の
不
平
等
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
実
証
さ
れ

て
い
る
。
黒
人
は
白
人
よ
り
平
均
し
て
不
健
康
で
あ
り
、
そ
の
一

因
は
、
黒
人
が
比
較
的
低
い
所
得
と
低
賃
金
の
仕
事
に
就
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
人
は
、
同
様
の
所
得
と
仕
事
を
も

つ
白
人
よ
り
も
、
平
均
し
て
不
健
康
を
享
受
し
て
も
い
る
。
統
計

的
に
見
る
と
、
所
得
と
職
業
的
な
階
層
の
影
響
を
受
け
ず
に
、
人

種
は
独
自
の
悪
影
響
を
健
康
に
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
か
ら

す
る
と
、
比
較
的
低
い
黒
人
の
地
位
は
、
ス
ト
レ
ス
を
生
み
、
自

尊
心
を
減
退
さ
せ
、
次
に
健
康
に
害
を
与
え
る
。B

arry 2005

の
七

七
頁
～
八
二
頁
とW

ilkinson 2005

の
一
四
頁
～
一
五
頁
、
七
六
頁
、

二
二
八
頁
～
九
頁
を
参
照
。
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
の
著
書
は
、
地
位

の
不
平
等
と
健
康
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
の
優
れ
た
包
括
的
概
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観
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

（
5
）��

し
か
し
、
優
先
的
見
解
の
支
持
者
は
、
X
と
Y
と
の
間
の
関
係

を
絶
つ
た
め
に
何
ら
か
の
さ
ら
な
る
原
理
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
い
る
。

訳
注〔

1
〕��

ホ
ワ
イ
ト
自
身
は
、
経
済
的
平
等
に
つ
い
て
の
四
区
分
に
つ
い

て
文
面
上
、
区
分
を
設
け
ず
に
記
述
し
て
い
る
が
、
分
り
や
す
く

す
る
た
め
に
訳
者
が
〔
１
〕
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
、〔
２
〕
土
地
所
有

の
平
等
、〔
３
〕
生
産
手
段
の
平
等
、〔
４
〕
共
産
主
義
と
タ
イ
ト

ル
を
つ
け
て
訳
し
た
。
な
お
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
（m

eritocracy

）

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
細
見
二
〇
一
六
で
説
明
し
た
が
、「
能

力
あ
る
人
々
に
よ
る
統
治
と
支
配
が
確
立
す
る
社
会
の
こ
と
」（
竹

内
一
九
九
五
：
一
）
で
あ
り
、
通
常
は
能
力
主
義
と
も
訳
さ
れ
る
。

〔
2
〕��

こ
こ
で
も
、
ホ
ワ
イ
ト
が
設
け
て
い
な
い
区
分
を
訳
者
が
独
自

に
設
け
て
、
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。

〔
3
〕��

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
原
文
で
は
、‘equal concern’

の
み
で
あ
る
が
、

ホ
ワ
イ
ト
は
（
恐
ら
く
誤
っ
て
）‘equal concern and respect’
と

引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
引
用
通
り
に
訳
出
し
、

訳
文
も
、
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

〔
4
〕��

以
下
の
区
分
と
タ
イ
ト
ル
も
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
5
〕��

訳
文
は
、
文
脈
の
都
合
上
、
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。


