
G 

A 
@ 

i
エ
ン
の
分
配
的
正
義
の
構
想

l
i
i
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス
i
i
i

序
経
済
学
者
の
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
は
「
何
の
平
等
か
?
(
何
宮
山
口
々

。
向
者
y
m
Z
)
」
(
呂
、
芯
)
の
な
か
で
、
社
会
に
お
い
て
平
等
が
実
現
さ
れ

る
範
屈
を
確
定
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
基
準
が
用
い
ら
れ
る
べ
き

か
、
ま
た
、
人
々
の
境
遇
の
う
ち
の
い
か
な
る
面
が
平
等
を
実
現
す
る

上
で
重
要
な
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
つ
の
観
点

か
ら
平
等
に
関
す
る
考
察
を
展
開
し
た
。
こ
の
二
つ
の
問
い
は
そ
れ
ぞ

れ
、
平
等
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
常
に
焦
点
と
な
る
、
機
会
の
平
等

か
藍
接
的
平
等
(
結
果
の
平
等
)
か
、
ま
た
厚
生
(
効
用
)
の
平
等
か

資
源
(
財
)
の
平
等
か
、
と
い
う
二
組
の
対
立
軸
の
各
々
に
対
応
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
問
い
は
分
配
的
正
義
の
問
題
に
取
り
組

む
平
等
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問

い
な
の
で
あ
る
。

政
治
哲
学
者
の

G
・
A
-
コ
!
エ
ン
も
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
向
い
に

園

辰

也

向
き
合
っ
た
平
等
主
義
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
「
平
等
主
義
的
正
義

の
潮
流
に
つ
い
て

(
C
ロ
吾
め
(
リ
ロ
コ
・

3
Q
え
何
向
丘
一

S
Eロ

τω止のめ)」

(
忌
∞
∞
一
以
下
「
平
等
主
義
的
正
義
」
)
の
な
か
で
、
ロ
IB--e

ル
ズ
や
ド
ゥ

オ
i
キ
ン
と
い
っ
た
他
の
平
等
主
義
者
の
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
沼

匁

7
1
1す
な
わ
ち
彼
ら
の
分
配
的
正
義
の
構
想
i

i
を
批
判
的
に
検

討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
彼
は
、
セ
ン
の
問
い
に
対
す
る

彼
自
身
の
回
答
と
し
て
、
「
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等

(
2
5ロ
q
o
pののめ
ω
ω
g
m号
g
g
mぬ
こ
と
い
う
興
味
深
い
構
想
を
提

唱
し
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、

コ
!
エ
ン
の
分
配
的
正
義
の
構
想
の
中
心
的
な
二
つ
の
概
念
で
あ
る
ア

ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
彼
の
構
想
の
意

義
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

G.A.コーエンの分配的正義の構想15 



一
‘
選
択
と
運

一
色
一
.
資
佳
的
賠
欝
の
理
念

ジ
ョ
ン
・
ロ
B
E
-
-

ル
ズ
の
吋
正
義
論
い

(
H
S
H
)

を
出
発
点
と
し
て
、

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
リ
チ
ャ

i

ド
・
ア

i
ネ
ソ
ン
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
現
代
の
分
配
的
正
義

の
諸
理
論
に
通
底
し
て
い
る
の
は
責
任
的
賠
償
と
い
う
理
念
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
社
会
的
な
補
償
の
対
象
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、

個
人
が
こ
う
む
っ
た
不
利
益
の
う
ち
、
彼
の
糞
任
に
帰
さ
れ
る
自
発
的

な
不
利
益
で
は
な
く
、
彼
に
責
任
を
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
J

自
発

的
な
不
利
益
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
主
要
な
分
配
的
正
義
の
構
想
で
あ
っ
た
功
利
主
義
に
対

し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
が
社
会
的
基
本
財

(
ω
R
庄
司
ユ
B
R
ご
ち
え
ω)

を
中

心
と
す
る
構
想
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
功
利
主
義
を
は
じ
め
と
す
る

厚
生
主
義
的
分
配
論
で
は
傭
人
が
結
果
と
し
て
得
た
効
用
に
の
み
焦
点

が
当
て
ら
れ
、
そ
の
効
用
を
得
る
た
め
に
彼
が
何
を
し
た
か
、
あ
る
い

は
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
効
用
の
獲
得
過
程
が
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
へ

の
不
満
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
ロ
!
ル
ズ
は
、
厚
生
主
義
的
分

配
論
に
傭
人
の
効
用
獲
得
過
程
で
の
糞
任
の
観
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る

点
を
問
題
視
し
、
効
用
そ
の
も
の
で
は
な
く
効
用
を
獲
得
す
る
手
段
で

あ
る
諸
種
の
基
本
財
を
分
配
の
評
価
基
準
と
す
る
こ
と
で
個
人
の
責
任

を
反
映
し
た
理
論
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
背

後
に
は
明
ら
か
に
上
記
の
理
念
が
存
し
て
い
る
。

だ
が
、
ロ

e

・
e

・
-
ル
ズ
は
こ
の
よ
う
に
責
任
的
賠
償
と
い
う
理
念
の
重
要

性
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
そ
の
理
念
を
完
全
に
体
現
し
た
理
論
の
構
築
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
や
機
会
、
富
と
い
っ
た
社
会
的

基
本
財
を
分
配
の
評
価
基
準
と
す
る
彼
の
分
配
理
論
に
お
い
て
は
、
同

量
の
基
本
財
を
所
有
し
つ
つ
も
そ
れ
を
使
用
し
て
何
ら
か
の
利
益
を
生

み
出
す
先
天
的
能
力
に
お
い
て
異
な
る
二
者
の
間
の
境
遇
の
違
い
が
看

過
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
理
論
で
は
資
質
や
能

力
の
相
違
と
い
う
非
自
発
的
な
要
因
が
分
配
に
も
た
ら
す
影
響
が
完
全

に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
、
ロ
ー
ル
ズ
の
着
想
を
基
本
的
に
は
継

承
し
つ
つ
、
「
資
源
の
平
等

(
2
5ロ
号
。
ご
め
ω
。に門のめ
ω)
」
と
呼
ば
れ
る

よ
り
精
織
な
分
配
的
正
義
論
の
体
系
を
構
築
し
た
の
が
ド
ゥ
オ
!
キ
ン

で
あ
る
。
彼
は
、
物
的
資
本
財
等
の
譲
渡
可
能
な
外
的
資
源
の
み
な
ら

ず
、
個
人
の
資
質
や
才
能
、
あ
る
い
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
水
準
と

い
っ
た
譲
渡
不
可
能
な
内
的
資
源
を
も
含
め
た
包
括
的
な
概
念
で
あ
る

資
源
を
分
配
の
評
価
基
準
と
す
る
こ
と
で
、
先
天
的
資
質
の
相
違
の
影

響
が
排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
ロ
ー
ル
ズ
の
分
配
論
の
問
題
を
解
決
し
よ

う
と
し
た
。
ま
た
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
個
人
が
こ
う
む
る
不
利
益
を
、

彼
自
身
の
選
好
の
結
果
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
不
利
益
と
外
的
・
内

的
資
源
の
不
足
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
不
利
益
に
分
け
、
後
者
の
み

を
社
会
的
構
償
の
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
選
好
を
個
人
の
意
志
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に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
一
方
、
各
人
が
保
有
す
る
外
的
・

内
的
資
源
の
相
違
を
個
人
の
意
志
を
超
え
た
環
境
的
要
因
と
し
て
捉
え

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
選
好
・
資
源
区
分
も
ま
た
、
責
任

的
賠
償
の
理
念
の
彼
な
り
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
コ

i
エ
ン
の
ア
ド
バ
ン
テ

i
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
も

ま
た
、
責
任
的
賠
償
と
い
う
理
念
に
主
限
を
置
い
た
分
配
的
正
義
の
構

想
で
あ
る
。
彼
は
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
、
平
等
主
義
を
突

き
動
か
す
基
本
的
な
動
機
は
分
配
に
お
け
る
搾
取
(
宗
主

ogzoロ
)
と

ブ
ル
ー
ト
・
ラ
ッ
ク

(σ
コ
広
三
口
兵
)
の
影
響
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
搾
取
と
は
あ
る
人
か
ら
不
当
に
利
益

を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
、
あ
る
人
が
他
の
人
の
容
易
に
避
け
ら

れ
る
は
ず
の
浪
費
の
た
め
に
費
用
を
負
担
す
る
と
き
、
コ

i
エ
ン
は
彼

が
搾
取
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
や
フ
ル
ー
ト
・
ラ
ッ
ク
と
は
、
避
け

る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
リ
ス
ク
の
結
果
で
は
な
い
不
運
で
あ
り
、
個

人
の
選
択
を
反
映
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
・
ラ
ッ
ク

(
o
E
S
宮
兵
)
の
対

極
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
搾
取
と
。
フ
ル
ー
ト
・
ラ
ッ
ク
の
両
者
は
と
も
に

あ
る
人
が
彼
自
身
の
責
任
に
よ
ら
な
い
不
利
益
を
こ
う
む
る
事
態
を
表

す
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
こ
こ
で
非
自
発
的
な
不
利
益
の

排
除
と
い
う
責
任
的
賠
償
の
理
念
が
平
等
主
義
の
主
要
な
自
的
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
ロ

i
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
!
キ
ン
と
同
じ
理
念
を
共

有
し
つ
つ
も
、
コ

i
エ
ン
は
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
、
ド
ゥ

オ
!
キ
ン
の
不
利
益
に
つ
い
て
の
選
好
・
資
源
区
分
は
こ
の
理
念
を
十

分
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
彼

は
、
責
任
的
賠
償
の
理
念
に
よ
り
忠
実
な
区
分
と
し
て
選
択
(
与
巳

2)

と
運
(
宮
兵
)
と
い
う
独
自
の
区
分
を
提
示
す
る
。

責
任
的
賠
償
の
理
念
を
適
切
に
反
映
し
た
不
利
益
の
区
分
と
は
何
か

に
関
す
る
コ
!
エ
ン
の
こ
の
議
論
は
、
彼
が
提
示
し
た
ア
ド
バ
ン
テ
ー

ジ
と
ア
ク
セ
ス
と
い
う
こ
つ
の
概
念
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
手
が

か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

一
.
ニ
.
選
好
・
資
源
区
分
と
選
択
・
運
区
分

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
ロ

i
ル
ズ
と
同
様
に
、
厚
生
主
義
に
対
す
る
批
判

を
通
じ
て
資
源
の
平
等
と
い
う
自
己
の
立
場
の
正
当
化
を
試
み
て
い

る
。
彼
は
厚
生
主
義
的
分
配
論
の
な
か
で
も
特
に
、
各
人
が
達
成
す
る

厚
生
の
水
準
が
平
等
に
な
る
よ
う
に
財
を
配
分
す
る
と
い
う
「
厚
生
の

平
等

(ZC島
守
え
巧
皇
位
お
)
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
に
対
し
て
い

く
つ
か
の
反
例
を
提
示
し
て
い
る
。
コ

i
エ
ン
は
そ
の
う
ち
高
価
な
晴

好
(
め
認
め
ロ
ω
ぞめ

S
2め
)
に
関
す
る
批
判
と
障
害
に
関
す
る
批
判
の
二

つ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
資
源
の
平
等
の
正
当
化
に
成
功
し
て
い
な

い
と
指
摘
す
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
批
判
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す

る
コ

i
エ
ン
の
反
論
を
克
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
高
価
な
晴
好
に
関
す
る
ド
ゥ
オ
!
キ
ン
の
批
判
と
は
、
厚

生
の
平
等
で
は
一
定
の
効
用
レ
ベ
ル
に
達
す
る
た
め
に
他
の
人
よ
り
も
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多
く
の
財
を
必
要
と
す
る
入
、
つ
ま
り
高
価
な
晴
好
を
持
つ
人
が
適
切

に
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
数
民
沢
な
生
活
を
送
り

豪
勢
な
食
事
で
な
い
と
満
足
し
な
い
人
と
質
素
な
生
活
を
送
り
必
要
最

低
擦
の
会
事
で
満
足
す
る
人
が
い
る
場
合
、
厚
生
の
平
等
は
二
人
の
効

用
水
準
の
平
等
化
を
目
指
す
た
め
、
後
者
よ
り
も
多
く
の
財
が
前
者
に

分
配
さ
れ
る
こ
と
を
支
持
す
る
。
だ
が
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
公
平
な
分
配
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
が
持
つ
高
価
な

晴
好
は
彼
自
身
が
形
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
に
追
加
的
な
財
を
分
配

す
る
こ
と
は
彼
の
糞
任
を
看
過
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
!

キ
ン
は
こ
の
批
判
に
よ
っ
て
、
厚
生
で
は
な
く
資
源
を
基
準
と
し
、
選

好
の
結
果
と
し
て
の
不
利
益
で
は
な
く
資
源
の
不
足
を
補
償
の
対
象
と

す
る
自
己
の
立
場
の
ほ
う
が
、
責
任
を
反
映
し
た
よ
り
公
平
な
分
配
を

可
能
に
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
コ

i
エ
ン
は
ま
ず
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
批
判
が
厚

生
の
平
等
に
一
定
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
で
解
決
可
能
で
あ
る
と
言

う
。
そ
の
修
正
と
は
、
各
人
の
厚
生
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
厚
生
を
得

る
た
め
の
機
会
を
平
等
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
各

人
の
効
用
関
数
の
椙
遠
を
考
慮
し
た
上
で
、
人
々
が
等
価
な
選
択
肢
の

集
合
に
向
き
合
え
る
よ
う
に
財
を
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
修

正
さ
れ
た
見
解
は
「
厚
生
の
機
会
の
平
等

(2c巴
守
え

0
3
0江
戸

a
q

向
。
「
老
長
男
。
)
」
と
呼
ば
れ
る
。
な
お
、
政
治
古
学
者
の
リ
チ
ャ

i
ド
・

ア
i
ネ
ソ
ン
が
こ
の
考
え
の
提
唱
者
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
等
価

な
選
択
肢
の
集
合
の
下
で
人
々
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
選
択
を
行
い
、

そ
の
結
果
、
と
の
程
度
の
効
用
を
得
る
か
は
彼
ら
自
身
の
責
任
と
見
な
さ

れ
る
の
で
、
厚
生
の
平
等
と
は
異
な
り
、
個
人
の
責
任
を
反
映
し
た
分

配
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
、
コ

i
エ
ン
は
こ
の
見
解
を
全
面
的
に
支
持

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

次
に
コ

i
エ
ン
は
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
批
判
の
背
後
に
あ
る
、
高
価

な
晴
好
を
含
め
た
す
べ
て
の
選
好
は
個
人
が
形
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

彼
の
責
任
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
誤
り
で
あ
る
と
指
摘

す
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
人
が
持
つ
選
好
の
一
部
は
彼
が
先
天
的
に

持
っ
て
い
る
自
然
的
傾
向
性
(
口
忠
男
巳
吉
己
古
住

gω)
や
他
の
環
境

的
要
因
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
常
に
彼
の
意
志
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ

i
エ
ン
は
、
す
べ
て

の
選
好
を
一
概
に
俗
人
の
責
任
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
た
と
え
高

価
な
晴
好
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
非
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
コ

i
エ
ン
は
、
選
好
の
場
合
と
対
照
的
に
、
ド
ゥ
オ
!
キ
ン

が
俗
人
の
責
任
を
問
え
な
い
環
境
的
要
因
と
規
定
し
た
資
源
の
な
か
に

も
、
自
発
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
先
天
的
に
付
与
さ
れ
た
も
の
の
両

者
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま

え
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

18 

私
は
個
人
の
制
御
を
超
え
た
不
利
益
に
対
し
て
補
償
す
べ
き
で
あ



り
、
不
運
な
資
源
の
付
与
と
不
運
な
効
用
組
問
数
の
関
に
線
を
引
く

べ
き
で
は
な
い
と
信
じ
る
。
〔
正
当
な
〕
理
由
の
な
い
高
価
な
晴

好
を
持
つ
人
と
同
様
に
、
結
果
を
顧
み
ず
に
能
力
の
発
達
を
怠
っ

た
た
め
に
能
力
が
低
い
人
も
ま
た
我
々
に
対
し
て
〔
補
償
を
〕

d

要

求
す
る
権
利
を
持
た
な
い
。
平
等
主
義
的
観
点
か
ら
は
、
や
む
を

得
ざ
る
事
情
で
高
価
な
晴
好
を
形
成
し
た
人
と
や
む
を
得
ざ
る
事

情
で
価
値
あ
る
資
源
を
失
っ
た
人
の
間
に
道
徳
的
差
異
は
な
い
。

正
し
い
区
分
は
選
好
と
資
源
の
関
で
は
な
く
責
任
と
不
運
の
隠
に

中
の
寸
令
。

コ
i
エ
ン
は
こ
こ
で
、
選
好
の
結
果
と
し
て
の
不
利
益
と
資
源
の
不

足
の
ど
ち
ら
に
も
責
任
を
問
え
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
非
告
発
的
な
不
利
益
へ
の
補
償
と
い
う
理
念
に
照
ら
し
て
、

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
選
好
・
資
源
一
区
分
は
恋
意
的
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し

て
、
真
に
責
任
を
反
映
し
た
区
分
は
自
己
の
提
示
し
た
選
択
と
運
の
関

の
区
分
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
障
害
に
関
す
る
批
判
と
そ
れ
に

対
す
る
コ

i
エ
ン
の
反
論
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
捧

害
に
つ
い
て
の
批
判
と
は
、
障
害
を
持
つ
人
々
に
対
し
て
、
厚
生
の
平

等
で
は
障
害
が
彼
ら
に
与
え
る
効
用
の
屈
で
の
影
響
を
調
べ
た
上
で
補

償
す
る
か
否
か
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
平
等
主
義
的
直
観

に
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
足
が
不
自
由
で
車
い

す
が
必
要
な
人
に
対
し
て
、
厚
生
の
平
等
で
は
彼
の
効
用
の
情
報
が
重

視
さ
れ
、
彼
が
も
し
十
分
な
効
用
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
な
ら
ば
補

償
は
行
わ
れ
な
い
。
し
か
し
平
等
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
彼
が
満
ち
足
り

て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
車
い
す
を
提
供
し
た
い
と
考
え

る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
平
等
主
義
的
直
観
に
基
づ
け
ば
、
足
の
障
害

と
い
う
資
源
の
不
足
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
厚
生
の
不
足
で
は
な

く
、
資
源
の
不
足
そ
れ
自
体
が
補
償
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
批
判
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
批
判
に
よ
っ

て
、
厚
生
の
不
足
で
は
な
く
資
源
の
不
足
を
補
償
の
対
象
と
す
る
自
己

の
立
場
の
正
当
性
を
強
識
し
よ
う
と
す
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
コ

i
エ
ン
は
、
障
害
に
関
す
る
別
の
例
を
提

示
す
る
こ
と
で
反
論
す
る
。
そ
の
例
と
は
、
腕
を
動
か
す
能
力
に
お
い

て
は
何
の
問
題
も
な
く
、
む
し
ろ
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
も
の
の
、
腕

を
動
か
し
た
後
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
時
に
激
し
い
痛
み
に
襲
わ
れ

る
人
の
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
は
資
源
の
蕗
で
侭
の
不
足
も
な
い

が
、
厚
生
の
語
で
の
不
足
、
す
な
わ
ち
苦
痛
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。

コ
i
エ
ン
は
、
も
し
彼
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る
薬
が
あ
れ
ば
、
た
と
え

そ
れ
が
高
価
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
平
等
主
義
者
は
足
の
不
自
由
な
人

に
車
い
す
を
提
供
す
る
場
合
と
同
様
、
こ
の
薬
を
彼
に
提
供
し
た
い
と

考
え
る
は
ず
で
あ
る
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
「
あ
る
人
の
明
白
な
足

を
動
か
す
能
力
の
欠
如
と
腕
を
動
か
す
際
の
痛
み
へ
の
傾
向
性
は
と
も

に
彼
に
責
任
を
負
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
利
益
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
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厚
生
一
の
不
足
も
資
源
の
不
足
と
同
様
、
他
人
の
責
任
を
反
映
し
て
い
な

い
場
合
、
平
等
主
義
者
に
よ
る
配
慮
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
ド
ゥ
オ
i
キ
ン
の
理
論
で
は
厚
生
の
平
等
の
た
め
の
わ
ず

か
な
余
地
さ
え
な
い
。
」

つ
ま
り
、
コ
!
エ
ン
は
こ
の
反
例
を
通
し
て
、
非
自
発
的
な
不
利
誌

の
排
除
と
い
う
平
等
主
義
の
理
念
に
忠
実
な
立
場
か
ら
は
、
厚
生
の
不

足
を
無
視
し
、
資
源
の
不
足
の
み
を
補
償
の
対
象
と
す
る
ド
ゥ
オ

i
キ

ン
の
選
好
・
資
源
一
区
分
が
一
面
的
で
し
か
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
浬
念
に
郎
す
る
な
ら
ば
、
厚
生
の
不
足
と
資
源
の
不
足
の

間
に
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の

コ
l
エ
ン
の
批
判
の
趣
旨
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
コ

i
エ
ン
は
、
資
源
の
不
足
の
み
を
補

償
の
対
象
と
し
、
選
好
の
結
果
と
し
て
の
不
利
益
(
吉
田
舗
な
稽
好
)
と

厚
生
の
不
足
(
腕
の
痛
み
)
の
一
両
者
を
考
慮
し
な
い
ド
ゥ
オ
i
キ
ン
の

区
分
が
極
め
て
恋
意
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
非
自
発
的
不
利

益
の
補
償
と
い
う
考
え
に
即
せ
ば
、
こ
の
三
者
の
ど
れ
に
も
補
償
の
対

象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
資
源
の
不
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

個
人
の
責
任
に
帰
さ
れ
る
場
合
は
補
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
は
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
区
分
の
こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま

え
、
他
人
が
自
ら
の
意
志
で
選
び
取
っ
た
こ
と
の
帰
結
以
外
の
、
厚
生

と
資
源
の
両
面
を
含
む
す
べ
て
の
非
自
発
的
不
利
益
を
補
償
の
対
象
と

す
る
選
択
・
運
一
随
分
を
提
示
す
る
。
こ
の
両
者
の
相
違
を
よ
り
明
確
に

す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
お
い
て
補
償

さ
れ
る
不
利
益
の
範
囲
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ド
ゥ
オ
i
キ
ン
の
選
好
・
資
源
区
分
で
は
、
不
利
益
と
補
償
の
対
応

関
係
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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選
好
の
結
果
と
し
て
の
不
利
益
(
①
)
;
補
償
さ
れ
な
い

資
源
の
不
足
(
⑦
)
↓
補
償
さ
れ
る

厚
生
の
不
足
(
①
)
↓
補
償
さ
れ
な
い

こ
れ
に
対
し
て
、
コ

i
エ
ン
の
選
択
・
運
区
分
で
は
選
択
の
帰
結
以

外
の
不
利
益
は
す
べ
て
補
償
の
対
象
と
な
る
の
で
、
①
、
⑦
、
①
の
三

者
と
も
、
そ
れ
が
選
択
を
反
映
し
た
自
発
的
な
も
の
で
な
い
限
り
補
償

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
コ

i
エ
ン
の
区
分
は
ド
ゥ
オ
i

キ
ン
の
区
分
に
比
べ
、
補
償
の
対
象
と
し
て
扱
う
不
利
益
の
範
屈
が
広

い
。
ま
た
そ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
灰
一
分
で
は
無
視
さ
れ
て
い
た
非

自
発
的
な
不
利
益
を
考
慮
の
対
象
と
す
る
点
で
、
責
任
的
賠
償
の
理
念

に
よ
り
忠
実
な
区
分
で
あ
る
と
言
え
る
。



ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス

ニ
.
一
.
ア
ド
バ
ン
テ
i
ジ

コ
!
エ
ン
は
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
「
私
の
見
解
で
は
、

根
本
的
な
平
等
主
義
の
呂
的
の
大
部
分
は
分
配
に
お
け
る
ブ
ル

i
ト
・

ラ
ッ
ク
の
影
響
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
章
で

論
じ
た
コ

i
エ
ン
の
選
択
・
運
区
分
は
、
こ
の
ブ
ル
!
ト
・
ラ
ッ
ク
の

排
除
と
い
う
平
等
主
義
の
自
的
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え

る。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
は
、
上

記
の
平
等
主
義
の
罰
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の
位
震
を
占
め
て
い

る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス
と
い
う
こ
つ

の
概
念
は
、
選
択
・
運
区
分
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
基
本
的
な
ア
イ
デ

ア
を
具
体
的
な
分
配
の
構
想
へ
と
結
実
さ
せ
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
概

念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
選
択
・
運
区
分
と
ア
ド
バ

ン
テ
ー
ジ
、
ア
ク
セ
ス
の
こ
う
し
た
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で

は
ま
、
ず
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
コ
!
エ
ン
の
選
択
・
運
区
分
は
、
傭
人
の

選
択
の
帰
結
以
外
の
厚
生
・
資
源
の
両
面
の
不
利
益
が
補
償
さ
れ
る
こ

と
を
要
求
す
る
。
こ
の
自
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
補
償
に
先
立
っ

て
人
々
が
い
か
な
る
分
配
状
況
に
あ
る
か
ー
ー
す
な
わ
ち
彼
ら
が
不
利

益
を
こ
う
む
っ
て
い
る
か
否
か

i
iー
を
判
定
す
る
際
の
基
準
も
ま
た
、

厚
生
と
資
源
の
両
者
の
観
点
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
i
エ
ン
が
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
を
提
示
し
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う

な
考
え
が
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
白
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
資
源
の
不
足
と
厚
生
の
不
足

が
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
欠
如
の
異
な
る
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

不
足
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
か
な
り
の
程
度
異
な
る
下
位
区
分
を
包
含

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
困
と
身
体
の
虚
弱
は
資

源
の
不
足
の
な
か
の
非
常
に
異
な
る
種
類
で
あ
り
、
落
胆
と
自
擦

を
達
成
し
そ
こ
な
う
こ
と
〔
つ
ま
り
選
好
充
足
に
失
敗
す
る
こ
と
〕

は
厚
生
の
不
足
の
非
常
に
異
な
る
種
類
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
は
同
論
文
の
別
の
個
所
で
、
厚
生
と
い
う
言
葉
に
、
望

ま
し
い
意
識
の
状
態
と
し
て
規
定
さ
れ
る
快
楽
的
厚
生

(yagw

宅。

5
5
)
と
自
分
の
望
む
こ
と
が
実
現
さ
れ
た
際
に
生
じ
る
選
好
充

足
と
し
て
の
厚
生

(
4
2
5
j
2
5
宮
え
2
6ロ
2
8
r
P
2
E
D
)
と
い
う

こ
つ
の
意
味
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
引
用
中
の
厚
生
の
不
足
の

二
つ
の
下
位
区
分
は
こ
の
区
別
を
念
頭
に
撞
い
た
表
現
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
説
明
す
る
と
、
コ

i
エ
ン
は
こ
の
引
用

箇
所
で
、
外
的
・
内
的
の
両
者
を
合
わ
せ
た
資
源
に
お
け
る
不
足
と
、

望
ま
し
い
意
識
の
状
態
と
選
好
充
足
と
い
う
こ
つ
の
意
味
を
含
む
厚
生
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の
十
四
で
の
不
足
が
、
と
も
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
欠
如
と
い
う
形
で
表

現
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
乙
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
は
、
人
々
の
境

遇
を
叫
評
価
す
る
上
で
ま
っ
た
く
別
偲
の
観
点
で
あ
る
資
源
と
厚
生
の
弱

者
を
包
摂
し
た
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
資
源
の
不
足
と
厚
生
の

不
足
と
い
う
異
な
る
種
類
の
不
利
益
を
何
様
に
考
慮
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
選
択
の
帰
結
以
外
の
す
べ
て
の
非
自
発

的
な
不
利
益
の
是
正
と
い
う
選
択
・
運
区
分
の
目
的
に
適
っ
た
分
配
の

評
価
基
準
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
資
源
や
厚
生
で
は
な
く
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
分
配
の
評

価
基
準
と
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
策
上
の
椙
違
が
導
か

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
コ

i
エ
ン
は

安
価
な
高
舗
な
晴
好
(
の
ゲ
命
名
良
℃
0
5
5
S
ω

円。ω)
を
持
つ
ジ
ュ

i
ド

の
例
を
挙
げ
る
。
ジ
ュ

i
ド
は
恵
ま
れ
た
効
用
関
数
を
持
ち
、
よ
り
少

な
い
資
源
で
人
々
と
伺
じ
厚
生
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
意
味
で
彼
の
堵
好
は
安
価
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
あ
る
と
き
、
従

来
の
晴
好
に
比
べ
て
よ
り
多
く
の
資
源
を
必
要
と
す
る
晴
好
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
晴
好
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
な
る
資
源
は
、
依

然
と
し
て
他
の
人
々
よ
り
も
少
な
い
も
の
の
、
彼
は
従
来
も
っ
と
少
な

い
量
の
資
源
で
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
彼
の
新
し
い

晴
好
は
高
舗
で
あ
る
。

厚
生
の
機
会
の
平
等
で
は
、
彼
の
新
し
い
晴
好
を
満
足
さ
せ
る
た
め

の
追
加
的
な
資
源
の
分
配
は
行
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
立
場
か
ら

は
、
本
来
彼
は
も
っ
と
少
な
い
財
で
満
足
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
、
追
加

的
な
財
を
与
え
な
く
て
も
彼
の
厚
生
の
機
会
の
平
等
は
保
た
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
他
方
、
資
源
の
平
等
に
お
い
て
は
、
ジ
ュ

i
ド
が

人
よ
り
も
安
価
な
晴
好
を
持
つ
こ
と
や
、
彼
が
以
前
よ
り
も
高
価
な
晴

好
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
の
選
好
に
ま
つ
わ
る
情
報
は
、
は
じ

め
か
ら
補
償
に
関
す
る
考
慮
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の

立
場
で
は
、
ジ
ュ
!
ド
が
い
か
な
る
効
用
関
数
を
持
っ
て
い
る
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
彼
が
他
の
人
々
と
同
量
の
資
源
を
持
つ
こ
と
が
支
持
さ
れ

ず

Q

。
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こ
れ
に
対
し
て
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
立
場
で
は
、
厚
生
の
機
会
の
平

等
と
異
な
り
、
ジ
ュ

i
ド
の
新
し
い
晴
好
を
満
た
す
た
め
に
資
源
を
分

配
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
彼
は
追
加
的
な
資
源
を
受

け
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
他
の
人
々
よ
り
も
少
な
い
資
源
と
標
準

的
な
厚
生
を
得
る
だ
け
だ
か
ら
、
ア
ド
パ
ン
テ

i
ジ
の
観
点
か
ら
は
過

払
い
を
受
け
て
い
る
と
一
一
=
口
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
の
観
点
か
ら
は
、
ジ
ュ

i
ド
の
新
し
い
晴
好
は
高
価
な
も
の
と

は
克
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
資
源
の
平
等
と
異
な
り
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
立
場
で
は

ジ
ュ

i
ド
が
他
の
人
々
よ
り
も
相
対
的
に
少
な
い
量
の
資
源
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
立
場
で
は
、
資
源
の

み
な
ら
ず
厚
生
の
面
で
の
情
報
も
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
彼
が
他
の
人
々



よ
り
も
少
な
い
資
源
で
標
準
的
な
効
用
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
そ
れ
以
上
の
資
源
を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
立
場
か
ら
は
ジ
ュ

i
ド
の

新
し
い
稽
好
は
安
価
な
も
の
と
は
克
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
で
、
厚
生
と
資
源

の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
人
々
の
境
遇
を
よ
り
総
合
的

で
柔
軟
な
観
点
か
ら
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で

の
コ

i
エ
ン
の
議
論
の
主
意
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
の
基
本
的
な
内
容
は
明

ら
か
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
概
念
に
関
し
て
留
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
二
点
あ
る
。
一
点

B
は
、
「
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

と
し
て
適
切
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
私
は
そ
れ
に

対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
平
等
を
支
持
す
る
」
と
い
う
彼
の
一
一
一
一
口
葉
に
示
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
意
味
は
厚
生
と
資
源
の
二
側
面

に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な

が
ら
、
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
は
厚
生
と
資
源
以
外
の
い
か

な
る
側
面
が
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
が
、
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
次
章
の
第
二
節
で
改
め
て
考
察

し
た
い
。

ま
た
二
点
目
は
、
彼
が
資
源
と
厚
生
の
一
両
者
を
含
む
よ
り
包
括
的
な

概
念
の
呼
称
と
し
て
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
に
完
全
に
満
足

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
の

一
つ
は
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
し
ば
し
ば
他
の
人
に
比
べ
て
よ
り
有
利
な

位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
ア

ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
は
他
の
人
と
の
比
較
と
い
う
観
点
を
取
り
除
い
た

形
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
.
二
.
ア
ク
セ
ス

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
は
、
コ
!
エ
ン
の
選
択
・
運
一
怪
分
を
具
体
的

な
分
配
の
構
想
へ
と
発
展
さ
せ
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
だ
け
で
は
、
コ

i
エ
ン
の
構
想
は
セ
ン
の
問

い
に
対
す
る
完
全
な
屈
答
と
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
は
セ
ン
の
二
つ
の
問
い
の
う
ち
、
人
々
の
境
遇
の
い
か
な
る
揺

が
平
等
を
実
現
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
後
者
の
向
い

に
対
す
る
回
答
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
構
想
が
セ
ン
へ
の

完
全
な
応
答
と
な
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
次
元
で
の
平
等
が
実
現
さ

れ
る
べ
き
か
に
関
す
る
前
者
の
向
い
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
節
で
扱
う
ア
ク
セ
ス
は
こ
の
前
者
の
問
い
に
対
す
る
回
答
と
し

て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
は
、
こ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
概
念
を
機
会
の
平
等
に
対
す

る
批
判
の
過
程
で
提
示
す
る
。
彼
は
、
厚
生
の
機
会
の
平
等
を
厚
生
の

平
等
よ
り
も
優
れ
た
見
解
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
厚
生
の
機

会
の
平
等
が
、
厚
生
の
平
等
に
お
い
て
は
看
過
さ
れ
て
い
た
個
人
の
責

任
を
反
映
し
た
分
配
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
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ば
、
コ

i
エ
ン
は
直
接
的
平
等
で
は
な
く
機
会
の
平
等
を
支
持
し
て
い

る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
機
会
の
平
等
は
最
善
の
見
解
で

は
な
い
。

彼
は
「
平
等
主
義
的
正
義
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ

の
機
会
の
平
等
よ
り
も
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
の
方

が
優
れ
た
考
え
な
の
か
と
い
う
向
い
を
提
起
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に

一言、っ。
あ
る
人
の
機
会
は
、
彼
が
強
く
賢
い
か
、
ま
た
は
弱
く
愚
か
か
に

か
か
わ
り
な
く
同
一
で
あ
る
。
も
し
彼
が
弱
く
愚
か
で
あ
る
故
に

機
会
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は

彼
が
機
会
を
も
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
俗
人
の
能
力
の
面
で
の
不
足
は
平
等
主
義
者
の
関

心
を
引
く
。
そ
れ
は
、
そ
の
不
足
が
た
と
え
価
値
あ
る
事
物
を
得

る
た
め
の
機
会
を
減
少
さ
せ
な
い
と
し
て
も
、
価
値
あ
る
事
物
に

対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
減
少
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
は
ア
ク
セ
ス
の
方
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
。

コ
i
エ
ン
は
こ
こ
で
、
機
会
の
平
等
に
お
い
て
は
各
人
の
先
天
的
な

資
質
や
能
力
の
差
異
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い

る
。
た
と
え
機
会
の
平
等
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
機
会
を
活

用
し
て
何
ら
か
の
価
値
あ
る
事
物
を
得
る
能
力
が
異
な
る
の
で
あ
れ

、
ば
、
そ
れ
は
平
等
主
義
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
事
態
だ
と
は
い
え
な

い
。
と
い
う
の
も
先
天
的
能
力
の
差
異
は
個
人
の
責
任
に
属
さ
な
い
環

境
的
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
是
正
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
非
自
発
的
な
不

利
益
の
排
除
と
い
う
平
等
主
義
の
目
的
の
実
現
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ

る
。
以
上
が
こ
こ
で
の
コ
!
エ
ン
の
批
判
の
趣
旨
で
あ
る
。

ま
た
、
問
書
の
別
の
個
所
で
彼
は
、
「
あ
る
人
が
所
有
し
て
い
な
い

何
か
に
対
し
て
ア
ク
セ
ス
を
持
つ
の
は
、
彼
が
そ
れ
を
得
る
た
め
の
機

会
と
能
力
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
こ

か
ら
も
、
コ

i
エ
ン
が
、
何
か
を
得
る
た
め
の
機
会
が
平
等
化
さ
れ
た

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
機
会
を
実
際
に
利
用
す
る
能
力
が
平

等
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
概
念
は
、
機
会
を
実
質

的
に
使
用
す
る
能
力
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
規
定
し
た
と
き
、
こ
の
概
念
は
、
機
会
の
要
素
を
含
む
点
で
、

偶
人
の
責
任
を
看
過
す
る
と
い
う
直
接
的
平
等
の
弊
害
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
、
ま
た
、
各
人
の
先
天
的
能
力
の
差
異
を
容
認
し
な
い
と
い
う

点
で
、
機
会
の
平
等
が
抱
え
る
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ク
セ
ス
の
平
等
は
直
接
的
平
等
と
機
会
の
平
等

の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
十
分
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
非
自
発
的
な
不
利

益
の
排
除
と
い
う
課
題
に
対
す
る
有
効
な
回
答
に
な
っ
て
い
る
と
言
え

守
合
。
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そ
し
て
、
前
節
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
こ
の
ア
ク
セ
ス
の
関
連
を
見



る
上
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
人
々
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
不
平
等

は
、
そ
の
不
平
等
が
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
不
平
等
を
表

し
て
い
る
と
き
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
コ

i
エ
ン
に
と
っ
て
補
償
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
な
の

は
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
不
平
等
の
う
ち
、
そ
の
不
平
等
が
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
不
平
等
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
場
合

だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
不
平
等
の
な
か
に
は

俗
人
の
選
択
の
帰
結
と
し
て
の
不
平
等
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
真
に
非
自
発
的
な
不
利
益
と
言
え
る
の
は
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の

不
足
が
同
時
に
ア
ド
パ
ン
テ

i
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
不
足
を
意
味
す
る

場
合
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
コ
!
エ
ン
の
見
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
克
て
い
く
と
、
非
自
発
的
な
不
平
等
の
排
除
と
い
う
平

等
主
義
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
欠
け
て

も
達
成
さ
れ
な
い
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
!
エ
ン
の
選
択
・
運

区
分
は
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス
の
両
者
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め

て
異
体
的
な
分
配
の
構
想
へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
の
分
配
的
正
義
の
機
構
想
の
意
義

三
.
一
.
分
配
的
正
義
論
の
屡
開
聞
に
お
け
る
位
置
づ
け

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
何
を
平
等
に
す
べ
き
か
を
め
ぐ

る
論
争
は
二
つ
の
別
館
の
対
立
軸
か
ら
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、
一
つ
は
、
直
接
的
平
等
(
結
果
の
平
等
)
と
機
会
の
平
等
の
聞

の
対
立
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
資
源
と
厚
生
の
間
の
対
立
で
あ
る
。
以

上
に
見
て
き
た
コ

i
エ
ン
の
分
配
的
正
義
の
構
想
は
、
こ
の
二
組
の
対

立
軸
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
意

義
、
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
章
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
ア
ク
セ
ス
の
平
等
と
い
う
着
想

は
、
あ
る
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
の
機
会
で
も
、
利
益
そ
れ
自
体
で
も

な
く
、
そ
の
利
益
へ
の
機
会
を
実
質
的
に
利
用
す
る
能
力
が
人
々
の
間

に
平
等
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

ア
ク
セ
ス
の
平
等
は
機
会
の
平
等
と
結
果
の
平
等
の
中
間
に
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
い
う
概
念
は
資
源
と
厚
生
の
そ
れ
ぞ
れ
を

部
分
集
合
と
し
て
包
摂
す
る
、
よ
り
包
括
的
な
分
配
の
評
価
基
準
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
概
念
も
ま
た
、
功
利
主
義
を

は
じ
め
と
す
る
厚
生
主
義
的
分
配
論
と
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の

非
厚
生
主
義
的
分
配
論
の
ど
ち
ら
の
基
準
と
も
異
な
る
新
た
な
分
配
の

評
儲
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
従
来
の
平
等
に
ま
つ
わ
る
対
立
軸
を
超
え
る
こ
の
二
つ
の

概
念
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
責
任
的
賠
償
と
い
う
理

念
に
よ
り
忠
実
な
分
配
の
構
想
を
求
め
る
コ
!
エ
ン
の
意
図
を
反
映
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
ア
ク
セ
ス
の
平
等
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
結
果
の
平
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等
に
お
い
て
億
人
の
賛
任
が
看
過
さ
れ
る
こ
と
と
機
会
の
平
等
に
お
い

て
各
人
の
資
質
や
能
力
と
い
っ
た
非
自
発
的
な
要
因
が
分
配
に
影
響
を

与
え
て
し
ま
う
こ
と
の
両
者
を
避
け
、
責
任
を
反
映
し
つ
つ
資
質
に
影

響
さ
れ
な
い
分
・
配
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
関
し
て
も
、
そ
の
基
礎
に
は
、
個
人
の

費
任
に
よ
ら
な
い
不
利
益
へ
の
補
償
と
い
う
理
念
に
照
ら
し
て
、
資
源

か
厚
生
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
区
別
は
恋
意
的
で
あ
り
、
両
者
と
も

に
糞
任
を
問
え
る
場
合
と
責
任
を
問
え
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
発

想
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
コ
ー
エ
ン
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
平
等
は
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
分
配
的
正
義
論
の

根
底
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
理
論
に
お
い
て
は
十
分
に
表
現
さ

れ
て
き
た
と
一
一
一
一
口
え
な
い
責
任
的
賠
償
の
理
念
を
、
よ
り
忠
実
に
反
映
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
分
配
的
正
義
の
構
想
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
そ
れ
は
、
こ
の
理
念
の
徹
底
の
過
程
で
、
従
来
の
枠
組
み
に

止
ま
ら
な
い
新
た
な
平
等
の
枠
組
み
へ
の
移
行
の
必
要
性
を
示
し
た
極

め
て
示
唆
的
な
構
想
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
回
二
‘
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
と
自
律
性

こ
れ
ま
で
、
コ

i
エ
ン
の
構
想
が
従
来
の
分
配
的
正
義
の
諸
理
論
に

対
し
て
持
つ
意
義
に
つ
い
て
や
や
概
略
的
に
論
じ
た
が
、
本
節
で
は
特

に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
に
関
し
て
、
そ
れ
が
持
つ
意
義
を
よ
り
具
体

的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
注
目
し
た
い
の
は
、
人
々
の
境
遇

の
う
ち
、
資
源
と
厚
生
を
除
い
た
い
か
な
る
側
面
が
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

概
念
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ

う
し
た
側
面
の
一
つ
の
候
補
と
し
て
偲
人
の
自
律
性
を
取
り
上
げ
た

い
。
と
い
う
の
も
自
分
の
活
動
を
自
分
自
身
で
管
理
で
き
る
と
い
う
意

味
で
の
自
律
性
の
欠
如
は
、
そ
れ
自
体
で
は
資
源
の
不
足
と
厚
生
の
不

足
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
が
、
人
々
が
こ
う
む
る
不
利
益
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
資
源
の
平
等
に
お
い
て
は
、
物
的
資
源
と

個
人
の
資
質
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
、
こ
う
し
た
自
律
性
の
欠
如
は

看
過
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
自
己
の
支

持
す
る
平
等
な
分
配
を
既
存
の
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
実
践

的
な
課
題
に
関
し
て
は
、
再
分
配
政
策
を
提
案
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ

こ
で
は
生
産
の
過
程
に
お
け
る
資
本
所
有
者
と
賃
金
労
働
者
の
潤
の
自

律
性
に
関
す
る
境
遇
の
相
違
は
温
存
さ
れ
た
ま
ま
、
事
後
的
に
所
得
の

不
平
等
の
解
消
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
厚
生
の
平
等
で

は
、
も
し
労
働
者
が
自
身
の
境
遇
に
適
応
的
に
選
好
を
形
成
し
、
そ
の

結
果
、
資
本
所
有
者
と
符
程
度
の
厚
生
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
両
者
の
問
の
自
律
性
に
関
す
る
境
遇
の
相
違
は
無
視
さ
れ
て

し
ま
う
。

で
は
、
コ
!
エ
ン
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
彼
は

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
厚
生
と
資
源
以
外
の
い
か
な
る
側
面
を
含
め
る
べ
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き
か
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
自
律
性
を
ア
ド
バ
ン

テ
ー
ジ
の
一
部
と
克
な
す
こ
と
を
許
容
す
る
か
に
関
し
て
は
推
測
の
域

を
出
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
『
自
己
所
有

権
・
自
由
・
平
等
』
(
H
S
ω
)
の
な
か
で
行
っ
て
い
る
、
リ
パ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ロ
パ

i
ト
・
ノ

i
ジ
ッ
ク
の
原
初
的
取

得
の
規
則
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

ま
ず
、
ノ

i
ジ
ッ
ク
の
原
初
的
取
得
の
規
則
と
は
、
あ
る
人
に
よ
る

来
所
有
の
資
源
の
取
得
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
取
得
に
よ
っ
て
他

の
誰
の
状
態
も
悪
化
し
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
規
則
は
、
専
有
に
よ
っ
て
あ
る
人
の
立
場
が
何
ら
か
の
重
大

な
面
で
悪
化
し
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
悪
化
を
十
分
相
殺
す
る
ほ
ど

に
他
の
蔀
で
改
善
さ
れ
る
場
合
に
は
、
満
た
さ
れ
る
。

コ
i
エ
ン
は
こ
の
規
則
を
検
討
す
る
た
め
に
、
あ
る
例
を
提
示
す

る
。
そ
れ
は
、

A
と

B
の
二
人
の
う
ち

A
が
そ
れ
ま
で
共
有
さ
れ
て
い

た
土
地
を
専
有
し
、

B
を
一
雇
用
し
て
耕
作
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
例
で

あ
る
。
こ
の
と
き
ノ

i
ジ
ッ
ク
の
規
則
に
よ
れ
ば
、

B
に
報
酬
と
し
て

与
え
ら
れ
る
収
穫
物
の
量
が
共
有
地
に
お
い
て

B
が
一
人
で
生
産
し
て

い
た
と
き
の
収
穫
物
よ
り
も
多
け
れ
ば
、

A
の
専
有
は
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
コ
!
エ
ン
は
、
こ
の
規
則
が

B
の
暮
ら
し
向
き
の
変
化
を
評

価
す
る
際
、
彼
が

A
の
命
令
下
に
震
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、

収
穫
物
が
増
え
た
こ
と
よ
り
も
低
く
克
積
も
っ
て
い
る
点
を
批
判
す

る
。
つ
ま
り
、
コ

i
エ
ン
は
こ
こ
で
、
あ
る
人
の
境
遇
を
評
価
す
る

際
、
財
の
増
減
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と

な
く
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
も
同
等
の
注
意
を

払
う
べ
き
で
あ
る
と
指
擁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
コ

i
エ
ン
は
確
か
に
「
平
等
主
義
的
正

義
」
に
お
い
て
明
言
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
彼
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

概
念
の
な
か
に
自
律
性
と
い
う
観
点
を
含
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
穿
っ

た
克
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
意
図
に
適
っ
た
見
方
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
概
念
の
意
義
は

資
源
と
厚
生
の
両
者
を
考
慮
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
の
み

あ
る
の
で
は
な
く
、
自
律
性
と
い
う
、
資
源
と
厚
生
の
ど
ち
ら
に
も
属

さ
な
い
も
の
の
、
あ
る
人
の
境
遇
を
-
評
価
す
る
上
で
重
要
な
側
面
を
考

慮
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

結
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
コ
!
エ
ン
は
、
現
代
の
平
等
主
義
的

分
配
論
の
展
開
の
根
底
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
理
論
に
お
い
て
は

十
分
に
表
現
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
責
任
的
賠
償
と
い
う
理
念
に
よ
り
忠

実
な
構
想
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
、
彼
が
そ
の
過
程
で
提
示
し
た
ア
ド

バ
ン
テ
ー
ジ
と
ア
ク
セ
ス
と
い
う
こ
つ
の
概
念
は
、
従
来
の
平
等
を
め

ぐ
る
議
論
の
枠
組
み
そ
の
も
の
の
修
正
を
せ
ま
る
非
常
に
示
唆
的
な
ア
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イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
彼
の
分
配
的
正
義
の
構
想

は
、
平
等
主
義
的
な
分
配
を
支
持
す
る
者
に
と
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
の

で
き
な
い
重
要
性
を
有
す
る
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

今
後
は
、
従
来
の
平
等
の
枠
組
み
に
代
わ
る
新
た
な
平
等
の
枠
組
み

と
し
て
の
彼
の
構
想
が
、
同
様
の
意
図
を
持
つ
他
の
分
配
的
正
義
の
諸

構
想
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
有
す
る
の
か
、
ま
た
、
彼
が
自

己
の
支
持
す
る
平
等
な
分
配
を
既
存
の
社
会
に
お
い
て
実
現
さ
せ
る
た

め
に
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
必
要
と
考
え
る
の
か
、
と
い
っ
た
点

を
考
究
し
、
コ

i
エ
ン
の
平
等
に
関
す
る
思
索
の
全
体
像
を
把
握
す
る

こ
と
に
努
め
た
い
。

注
(
1
)
こ
こ
で
一
言
う
「
非
自
発
的
な
不
利
益
」
と
は
「
そ
れ
を
こ
う
む
る
人
自
身
が

行
っ
た
、
も
し
く
は
行
っ
て
い
る
、
ま
た
は
行
っ
た
で
あ
ろ
う
選
択
を
適
切

に
反
映
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
人
に
寅
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
不
利
益
」

(
p
z
p
C〉
J
O
D
門
町
内
め
に
「
「

g
ミ
ぇ

R
E
E江
主

宮

山

氏

2w

同
SHaw〈。一・

3
咽門戸。・
h
F
S∞
。
己
記
。
)
で
あ
る
。

(2)
厚
生
主
義
と
は
、
綿
々
人
が
結
果
と
し
て
獲
得
す
る
主
観
的
厚
生
水
準
の
み

を
情
報
的
基
礎
に
し
て
、
資
源
配
分
の
公
正
さ
を
判
断
す
る
立
場
で
あ
る
。

(
高
増
明
・
松
井
暁
編
吋
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」
ナ
カ
ニ
シ

ア
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
五
四
頁
)

(
3
)
W
.
キ
ム
リ
ッ
カ
(
千
葉
漢
、
間
川
崎
精
輝
他
訳
)
「
新
版
現
代
政
治
理
論
』

日
本
経
済
評
論
社
、
二

O
O五
年
、
一

O
九
頁

(
4
)
「
新
版
現
代
政
治
理
論
』
、
一

O
四
l
一
O
六
頁

(5)
「
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」
、
二
八
四

1
一
六
五
頁

(
6
)
O門
戸

門

Z
n
c之
内
ロ
ミ
0
『
向
山
阿
山
口

S
ユ
宮
古
田
氏

2
・

B
g

(7)
日
正
、
ち
ゅ
O

∞w
E
H

(8)
目立与
J

℃
き
∞
な
お
、
ブ
ル

i
ト
・
ラ
ッ
ク
と
オ
プ
シ
ョ
ン
・
ラ
ッ
ク
の
区

分
を
最
初
に
提
案
し
た
の
は
ド
ゥ
オ
i
キ
ン
で
あ
る
。

(
9
)
-
Z
己
・
己
記
。

(
日
)
効
用
問
数
と
は
財
の
設
と
財
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
効
用
の
量
の
関
係
を
表
し

た
関
数
で
あ
り
、
こ
の
関
数
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。

(
日
)
「
等
価
な
選
択
肢
の
集
合
」
と
は
、
任
意
の
二
つ
の
選
択
肢
の
集
合
が
等
し

い
数
の
選
択
肢
を
持
ち
、
両
者
の

n
個
あ
る
選
択
肢
の
悶
に
一
対
一
の
対
応

関
係
が
あ
り
、
一
方
の
集
合
の
選
択
肢
が
持
つ
期
待
効
用
が
も
う
一
方
の
集

合
の
対
応
す
る
選
択
肢
の
期
待
効
用
と
等
し
い
場
合
を
一
一
一
一
口
う
。
(
「
ア
ナ
リ

テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
円
一
四
七
、
一
七

O
頁
)

(ロ
)

O
ロ
吾
作

(
V
5
.
「
め
ロ
め
て

O
同
何
mmLXω
ユ
山
口
]
ロ
∞
江
わ
ぬ
よ
℃
m
v
N
ω
L
V
N
C

(
日
)
目
立
p
u
H
)
φ
N
ω

(日

)
F
E
-
-
七一
w
N
C

(
日
)
こ
こ
で
一
一
一
一
口
う
「
不
運
な
効
用
関
数
」
と
は
、
財
か
ら
効
用
を
引
き
出
す
効

率
が
惑
い
た
め
に
高
価
な
晴
好
を
も
た
ら
す
効
用
関
数
で
あ
る
。
な
お
、

コ
i
エ
ン
は
こ
の
効
用
関
数
を
資
源
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
見
解
を
、
資

源
と
厚
生
の
間
の
対
比
に
無
自
覚
な
見
解
と
し
て
退
け
る
。

(-zpENN・

同

o
c
g
o芯
ω
∞・)

(
日
)
日
E

P

B

N

ω

な
お
、
〔
〕
内
は
訳
者
に
よ
る
。

(幻

)
F
E
4日
)
C
H

∞a
C
H
φ

(
同
)
あ
る
意
味
に
お
い
て
彼
は
常
人
が
持
つ
能
力
を
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ

れ
は
痛
み
を
伴
わ
ず
に
腕
を
動
か
す
能
力
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
彼
が
こ

う
む
っ
て
い
る
不
利
益
は
厚
生
の
不
足
で
は
な
く
資
源
の
不
足
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
コ

i
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
資
源
の
な
か

に
厚
生
の
観
点
を
密
輸
入
し
た
解
釈
で
し
か
な
い
。

(-zp
七宮市

V
)

(
川
口

)
g
E
ょ
志
N
C

(
却
)
呂
志
J
B
N
N
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(幻

)
F
E
-
-
℃

S
H

(n)
【
玄
(
一

-
w

勺

S
H

(
お
)
【
玄
己
よ
℃
m
v
N
H

(但

)
F
E
J
℃

φ
c
c

(お

)
F
E
-
-
℃
φ
N印

(お

)
F
E
-
w
℃
足
。

(幻

)
F
E
J
℃記、吋
-
F
c
z
c
z
g

(
お
)
円

E
p
w
℃
記
。

(鈎

)
F
E
w
℃
C
H
や
C
H
U
1

(却

)-zp-℃
C
h
h
H

(
出
)
円

E
己
・
冶
℃
C
N
C

(
位
)
「
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」
、
一
四
七
頁

(
お
)
刊
新
版
現
代
政
治
理
論
」
、
一
一
二
一

1
二
二
二
頁

(弘

)

G
・
A
-
コ
i
エ
ン
(
松
井
暁
・
中
村
宗
之
訳
)
司
自
己
所
有
権
・
自
由

平
等
」
青
木
警
庖
、
二

O
O五
年
、
一

O
七
1
一
O
八
頁

(
お
)
「
自
己
所
有
権
・
自
由
・
平
等
」
、
一

O
八
頁

(
お
)
セ
ン
の
「
基
本
的
潜
在
的
能
力
の
平
等

(22佐
々

Ops-E岳山
σ
E
q
)
」は、

財
と
財
を
用
い
て
得
ら
れ
る
効
用
の
中
間
に
あ
る
機
能
充
足

(
P
5
2
5
E
D
m
)

に
注
目
し
た
分
配
的
正
義
の
構
想
で
あ
り
、
コ

i
エ
ン
と
関
線
、
従
来
の
枠

組
み
に
代
わ
る
新
た
な
平
等
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え

る
。
(
川
本
隆
史
「
現
代
倫
思
学
の
胃
験
1
1
1
社
会
理
論
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
へ

l
l」
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
八
八
頁
)

(
そ
の
・
た
つ
や
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
)
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