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ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

林

芳
　
紀

序

　
わ
れ
わ
れ
が
「
平
等
」
を
社
会
の
分
配
的
正
義
に
お
け
る
中
心
的
価
値
と
し
て
尊
重
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い

て
そ
の
平
等
と
い
う
価
値
を
尊
重
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
心
底
に
、
平
等
の
二
値
を
め
ぐ
っ
て
は
、
平
等
そ
れ
自
体
に
善
さ
や
悪
さ
を
認
め
、
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不
平
等
は
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
い
の
で
抹
消
・
蓬
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
と
、
平
等
・
不
平
等
そ
れ
自
体
に
は
善
さ
・
悪
さ
が
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
し
平
等
が
露
指
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
そ
れ
は
何
か
他
の
理
由
の
た
め
だ
と
考
え
る
立
場
に
大
破
さ
れ
る
。
な
ら

ば
、
現
代
政
治
哲
学
に
お
け
る
平
等
・
王
義
的
正
義
理
論
の
代
表
と
し
て
名
高
い
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ロ
ー

ル
ズ
の
基
本
的
な
平
等
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ロ
！
ル
ズ
は
い
か
な
る
発
想
に
基
づ
い
て
平
等
を
目
指
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
米
国
の
政
治
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
隅
正
義
論
撫
に
お
い
て
、
公
正
と
し
て
の
正
義
と
呼
ば
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
で
平
等
・
王
命
的
な
正

義
理
論
を
提
唱
し
た
。
こ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
に
お
い
て
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た
原
初
状
態
の
中
で
合
理
的
な
契
約
当
事
者

た
ち
が
正
義
原
理
を
選
択
す
る
と
い
う
仮
想
的
な
社
会
契
約
説
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
以
下
の
「
正
義
の
二
原
理
偏
（
け
≦
o
嶺
ヨ
。
一
豆
Φ
ω
o
h

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

冒
ω
け
凶
8
）
が
、
社
会
の
基
礎
構
造
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
正
義
原
理
と
し
て
確
立
さ
れ
る
。



　
　
正
義
の
二
原
理

　
　
　
第
一
原
理
”
各
人
は
、
諸
々
の
平
等
な
基
本
的
霞
由
か
ら
な
る
も
っ
と
も
広
範
な
総
体
系
へ
の
平
等
な
請
求
権
を
持
た
な
け
れ
ぽ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
総
体
系
は
、
全
員
に
と
っ
て
の
同
様
の
自
由
の
体
系
と
両
立
可
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
二
原
理
”
諸
々
の
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
、
そ
れ
ら
が
㈲
［
中
略
］
も
っ
と
も
不
遇
な
状
況
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
の
最
大

　
　
　
　
　
　
　
　
の
利
益
に
な
る
と
と
も
に
、
㈲
公
正
な
機
会
の
平
等
の
諸
条
件
の
も
と
で
全
員
に
対
し
て
開
か
れ
た
職
務
と
地
位
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
う
も
の
と
な
る
よ
う
、
整
備
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
（
↓
旨
ω
8
＼
冨
く
』
O
①
）

こ
の
う
ち
、
第
一
原
理
は
、
選
挙
権
・
公
務
就
任
権
な
ど
の
政
治
的
自
由
や
、
言
諭
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
思
想
の
自
由
、
人
格
の
自
由

な
ど
の
諸
々
の
基
本
的
自
由
が
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
平
等
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
第
二
原
理
は
、
上
記
の
よ
う
に

㈲
と
⑥
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
㈹
は
「
格
差
原
理
」
（
臼
凍
①
お
g
の
簿
ヨ
。
昼
③
）
、
㈲
は
「
公
正
な
機
会
の
平
等
（
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

原
理
）
」
（
（
胃
圃
8
琶
Φ
o
臨
）
或
目
Φ
ρ
二
巴
量
。
眺
8
8
答
§
津
団
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
各
々
の
具
体
的
な
要
求
内
容
を
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

㈲
の
格
差
原
理
は
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
が
「
も
っ
と
も
不
遇
な
状
況
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
の
最
大
の
利
益
偏
に
な
る
よ
う
な
制
度

的
機
構
の
調
整
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
「
よ
り
恵
ま
れ
た
境
遇
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
の
よ
り
高
い
見
込
み
が

正
義
に
か
な
う
の
は
、
そ
れ
が
社
会
の
中
で
も
っ
と
も
不
遇
な
成
員
た
ち
の
見
込
み
を
改
善
す
る
よ
う
な
制
度
的
機
構
の
一
部
と
し
て
作
用

す
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
場
合
の
み
に
限
ら
れ
る
」
（
↓
二
胡
＼
話
く
．
①
α
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
㈲
の
「
公
正
な
機
会
の
平
等
」

が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
民
族
、
性
別
、
年
齢
、
信
教
等
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
恣
意
的
な
差
別
の
た
め
に
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
特
別
な
権
能

や
責
任
を
伴
う
社
会
的
地
位
（
役
職
）
へ
の
就
任
・
昇
任
の
機
会
を
奮
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
な
機
会
の
平
等
だ

け
で
は
な
く
、
「
同
じ
レ
ベ
ル
の
才
能
や
能
力
を
持
ち
、
同
じ
く
ら
い
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
意
欲
を
持
つ
人
々
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
彼
ら
の
出
発
点
と
な
る
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
つ
ま
り
、
彼
ら
が
生
ま
れ
落
ち
た
収
入
階
層
に
か
か
わ
り
な
く
一
宇
じ
だ
け
の
成
功

の
見
込
み
を
持
つ
」
（
↓
田
無
＼
解
く
．
①
。
。
．
）
と
い
う
公
正
な
機
会
の
平
等
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
教
育
や
職
業
訓
練
を
用
意
す
る
な
ど
諸
々
の

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）
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社
会
鰯
度
が
整
備
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
正
義
の
二
原
理
の
中
で
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
理
論
に
見
出
さ
れ
る
平
等
主
義
的
傾
向
と
い
う
こ
と
で
と
り
わ
け
多
く
の
批

判
を
集
め
て
き
た
の
は
、
第
二
原
理
の
中
に
含
ま
れ
る
格
差
原
理
で
あ
る
。
上
記
の
と
お
り
、
格
差
原
理
は
、
も
っ
と
も
不
遇
な
人
々
の
状

況
の
改
善
を
条
件
と
し
て
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
を
許
容
す
る
。
だ
が
、
例
え
ば
ノ
ー
ジ
ッ
タ
の
よ
う
な
右
派
か
ら
見
れ
ば
（
9

之
。
臨
。
評
一
り
凝
）
、
格
差
原
理
は
所
得
や
富
の
再
分
配
を
許
容
す
る
こ
と
で
、
諸
個
人
が
本
来
的
に
有
す
る
自
然
的
権
利
を
侵
害
し
て
お
り
、

富
裕
な
人
々
に
対
し
て
強
制
労
働
を
強
い
て
い
る
に
等
し
い
。
ま
た
、
コ
ー
エ
ン
の
よ
う
な
左
派
か
ら
見
れ
ば
（
O
h
　
O
O
ぽ
①
諺
　
｝
㊤
G
O
O
）
、
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
理
論
は
自
由
市
場
に
お
け
る
諸
個
人
間
の
競
争
と
、
そ
の
競
争
の
結
果
に
応
じ
た
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
の
発
生
を
前
提
と

し
て
い
る
の
で
、
た
と
え
格
差
原
理
が
所
得
や
富
の
蓄
積
を
あ
る
程
度
ま
で
は
防
止
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
平
等
主
義
的
な
精
神
は
中
途
半

端
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ら
左
右
両
陣
営
と
岡
じ
く
格
差
原
理
に
批
判
的
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
理
論
の
中
に
は
当
人

が
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
重
要
な
平
等
観
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
、
そ
の
平
等
観
に
基
づ
い
て
器
量
ル
ズ
と
は
異
な
る
正
義
理
論
の
彫
琢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
試
み
る
、
～
連
の
平
等
主
義
的
な
論
者
た
ち
が
い
る
。
そ
れ
が
、
現
在
、
｝
般
に
「
運
平
等
主
義
」
（
貯
。
訂
Φ
財
q
⇔
葺
母
国
窪
凶
ω
B
）
と
呼
ば

　
　
　
　
　
（
8
）

れ
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
運
平
等
・
王
義
に
従
え
ば
、
自
分
自
身
に
落
ち
度
も
な
け
れ
ぽ
自
分
自
身
の
選
択
の
結
果
で
も
な
く
人
々
に
降
り
か

か
る
偶
然
的
要
因
に
よ
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
で
あ
り
、
そ
う
し
た
悪
運
が
人
々
の
生
に
対

し
て
与
え
る
影
響
を
可
能
な
か
ぎ
り
抹
消
・
是
正
す
る
こ
と
が
、
社
会
正
義
の
基
本
的
目
標
に
据
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
運
平
等
主
義
に
従
え
ば
、
当
惑
に
責
任
が
帰
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
自
発
的
な
選
択
や
落
ち
度
あ
る
行
動
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
不
平
等
を

除
け
ば
、
人
々
の
生
の
見
込
み
に
お
け
る
不
平
等
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
社
会
こ
そ
が
、
正
義
に
か
な
っ
た
理
想
的
社
会
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
運
平
等
主
義
的
発
想
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
理
論
の
中
の
ど
こ
に
晃
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
れ

ぽ
、
ロ
ー
ル
ズ
は
自
ら
の
支
持
す
る
正
義
の
二
原
理
に
関
し
て
、
先
に
も
触
れ
た
仮
説
的
な
社
会
契
約
説
を
用
い
た
論
証
と
は
劉
に
、
機
会



の
平
等
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
中
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
検
討
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
格
差
原
理
に
対
す
る
独

立
の
論
証
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
独
立
の
論
証
の
中
に
運
平
等
主
義
的
発
想
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
そ
の
論
証
の
流
れ
を

次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
考
え
で
は
、
そ
も
そ
も
「
機
会
の
平
等
と
い
う
支
配
的
見
解
が
魅
力
的
な
の
は
、

人
の
運
命
は
た
ま
た
ま
生
ま
れ
つ
い
た
状
況
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
分
の
選
択
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
生
き
る
か
に
関
す
る
自

分
の
決
定
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
菌
団
巨
凶
。
惹
b
。
0
8
…
㎝
O
［
。
。
昌
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
会
の
平
等

は
、
階
級
・
性
別
・
人
種
等
の
社
会
的
偶
然
性
が
人
々
の
運
命
に
及
ぼ
す
影
響
を
不
公
正
だ
と
み
な
す
一
方
で
、
諸
個
人
間
の
自
然
的
才
能

の
差
異
や
障
害
の
有
無
な
ど
の
自
然
的
偶
然
性
が
及
ぼ
す
影
響
を
完
全
に
許
容
し
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
道
徳
的
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
は
等
し
く
恣
意
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
↓
験
誤
＼
お
く
．
9
）
。
つ
ま
り
、
自
然
的
な
偶
然
性
に
せ
よ
社
会

的
な
偶
然
性
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
自
分
の
選
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
本
来
は
ど
ち
ら
の
影
響
も
道
徳
的
に
恣
意
的

で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誰
　
人
と
し
て
自
分
の
恵
ま
れ
た
自
然
的
才
能
を
用
い
て
生
み
出
し
た
利
益
を
自
分

の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
に
は
値
し
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
利
益
を
許
容
す
る
こ
と
が
自
然
の
運
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
不
遇
な
人
々
に
と

っ
て
も
利
益
に
な
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
人
々
が
恵
ま
れ
た
才
能
を
用
い
て
生
み
出
し
た
利
益
を
認
め
た
と
し
て
も
、
不
公
正
と
は
言
え
な
い
。

「
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
機
会
の
平
等
と
い
う
支
配
的
見
解
の
検
討
を
通
じ
て
格
差
原
理
へ
と
た
ど
り
つ
く
こ
と
に
な
る
」
（
内
旨
島
。
冨

N
O
O
N
”
㎝
O
門
G
。
。
。
］
）
。

　
か
く
し
て
、
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
れ
ぽ
、
分
配
的
正
義
に
関
す
る
「
ロ
ー
ル
ズ
の
中
心
的
直
観
の
ひ
と
つ
は
、
選
択
と
状
況
の
区
別
に
関
す

る
も
の
」
（
囲
龍
華
。
冨
b
。
0
8
る
O
ロ
O
ω
］
）
で
あ
り
、
格
差
原
理
を
基
盤
と
し
た
平
等
主
義
的
な
正
義
理
論
へ
と
ロ
！
ル
ズ
を
駆
り
立
て
て

い
る
の
は
、
こ
の
運
平
等
・
王
義
的
な
発
想
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
選
択
と
状
況
の
区
劉
に
道
徳
的
重
要
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
々
の

自
然
的
資
質
そ
の
他
選
択
の
結
果
に
は
よ
ら
な
い
「
状
況
」
に
漸
々
の
運
命
が
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
広
義
の
人
生
目
標

や
人
生
計
画
な
ど
、
人
々
の
意
欲
や
「
選
択
」
が
人
々
の
運
命
へ
と
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
分
配
理
論
こ
そ
が
、
本
当
に
望
ま
し
い
正
義
理
論

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

四
七
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八

の
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
格
差
原
理
は
、
選
択
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
不
平
等
と
そ
う
で
な
い
不
平
等
を
ま
っ
た
く
区
劉
す
る

こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
不
平
等
が
も
っ
と
も
不
遇
な
人
々
に
と
っ
て
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
門
あ
る
人
の
選
択
の
コ

ス
ト
を
他
者
が
補
助
す
べ
き
だ
と
要
求
し
て
し
ま
っ
て
偏
（
台
顔
凶
。
冨
N
O
8
”
鐸
ヨ
O
］
）
お
り
、
運
平
等
主
義
発
想
を
貫
徹
す
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
運
平
等
主
義
の
淵
源
を
ロ
ー
ル
ズ
に
見
出
す
一
方
、
そ
の
結
果
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
到
達
し
た
格
差

原
理
は
、
選
択
と
状
況
の
区
別
の
道
徳
的
な
重
要
性
を
十
分
に
捉
え
き
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
ー
ル
ズ
は
、
「
自
ら
の

主
張
が
持
つ
含
意
を
十
分
に
認
識
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
囚
覧
忌
。
冨
“
。
0
8
n
ニ
ロ
O
呂
）
と
い
う
査
定
を
与
え
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
る
ロ
…
ル
ズ
評
緬
は
、
正
当
な
も
の
と
蕎
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
μ
…
ル
ズ
の
正
義
理
論
の
中
に
は
、
本
当
に

こ
の
よ
う
な
運
平
等
主
義
約
発
想
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
ー
ル
ズ
は
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
正
義
の
二
原

理
、
特
に
格
差
原
理
に
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
平
等
主
義
的
な
社
会
を
目
指
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
要
領
で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
正
義
の
二
原
理
、
と
り
わ
け
第
二
原

理
に
関
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
が
契
約
論
証
と
は
劉
の
論
証
を
展
開
し
て
い
る
と
冒
さ
れ
る
、
「
第
二
原
理
の
解
釈
問
題
偏
の
議
論
を
概
観
す
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
が
格
差
原
理
を
擁
護
す
る
玉
垂
に
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
言
う
と
お
り
、
霞
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
の
道
徳
的
恣
意

性
と
い
う
見
解
が
確
か
に
見
出
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
格
差
原
理
が
導
出
さ
れ
る
象
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
（
第
一
節
）
。
次
に
、
こ
の
格
差
原
理
が
導
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
、
運
平
等
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
卓
抜
な
解
釈
を

提
示
し
て
い
る
パ
リ
ー
の
議
論
を
取
り
上
げ
（
第
二
節
）
、
こ
の
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
は
、
格
差
原
理
の
論
証
と
し
て
は
必
ず
し

も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
ボ
す
と
と
も
に
、
ロ
ー
ル
ズ
本
人
は
、
バ
リ
…
の
解
釈
と
は
裏
腹
に
、
こ
う
し
た
運
平
等
主
義
的
発
想
を
受
け
入

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
（
第
三
節
）
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
『
正
義
主
輪
の
中
に
は
、
運
平
等
主
義
的
に
解
釈
可
能
な
劉
の
見
解

が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
タ
に
よ
る
ロ
ー
ル
ズ
批
判
と
対
照
し
つ
つ
、
獄
！
ル
ズ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の



も
と
で
こ
う
し
た
見
解
を
主
張
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
（
第
四
節
V
。
最
後
に
、
以
上
の
議
論
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
て
、
第

二
原
理
の
解
釈
問
題
に
関
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
が
格
差
原
理
の
導
出
へ
と
至
る
そ
の
背

後
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
運
平
等
・
王
義
的
発
想
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
機
会
の
平
等
の
理
念
に
胚
胎
す
る
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
的
傾
向
か
ら

の
脱
却
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
平
等
主
義
的
な
正
義
理
論
の
確
立
を
動
機
づ
け
て
い
る
ロ
ー
ル
ズ
の
根
本
的
な
平
等
観
と
は
、
社
会
協
働

に
参
画
可
能
な
市
民
と
し
て
の
平
等
な
地
位
の
保
証
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
第
五
節
）
。

第
一
節
　
第
二
原
理
の
解
釈
問
題

　
序
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
に
お
い
て
は
、
仮
想
的
な
社
会
契
約
説
を
通
じ
て
正
義
の
二
原
理
が
確
立
さ

れ
る
。
だ
が
、
他
方
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
同
じ
『
正
義
論
』
の
中
で
、
同
じ
正
義
の
二
原
理
に
対
す
る
論
証
と
し
て
解
釈
可
能
な
別
の
議
論
を

提
示
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
が
第
二
原
理
…
公
正
な
機
会
の
平
等
と

格
差
原
理
一
の
も
と
で
の
み
正
当
化
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
契
約
論
の
道
具
立
て
を
用
い
る
こ
と
な
く
直
裁
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

『
正
義
論
』
第
二
章
の
議
論
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
式
見
解
と
し
て
は
、
「
契
約
論
で
は
、
原
初
状
態
の
中
で
選
択
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
に
照

ら
し
て
、
す
べ
て
の
論
証
が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
6
験
胡
＼
聞
く
．
①
㎝
）
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
第
二
章
の
議
論
を
、
正

義
の
二
原
理
に
対
す
る
厳
密
な
意
味
で
の
論
証
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
原
初
状
態
に
お
い

て
は
、
正
義
の
二
原
理
を
含
む
正
義
原
理
の
選
択
肢
の
リ
ス
ト
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
お
り
、
契
約
当
事
者
た
ち
は
そ
の
リ
ス
ト
に
記

載
さ
れ
た
選
択
肢
の
中
か
ら
正
義
原
理
を
選
択
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
9
↓
｝
路
“
。
よ
＼
目
Φ
〈
」
8
ゐ
）
。
そ
の
た
め
、
こ
の
正
義
の

二
原
理
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
正
義
原
理
の
選
択
肢
と
し
て
浮
上
す
る
に
至
っ
た
の
か
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
契
約
説
の
議
論
を
参
照
す
る
だ
け

で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
章
の
議
論
は
、
正
義
の
二
原
理
、
と
り
わ
け
第
二
原
理
が
ど
の
よ
う
な
発
想

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

四
九
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五
〇

に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
う
え
で
、
重
要
な
承
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
の
第
二
章

で
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
、
多
少
詳
し
く
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ぽ
、
『
正
義
論
隔
第
二
章
で
は
、
「
諸
制
度
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
正
義
の
二
原
理
と
、
諸
佃
人
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
い
く

つ
か
の
諸
原
理
が
議
論
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
意
味
が
説
明
さ
れ
る
」
（
6
｝
切
ミ
贋
Φ
＜
’
ミ
）
。
だ
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
あ

く
ま
で
も
前
者
の
「
諸
制
度
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
正
義
の
こ
原
理
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
第
二
章
の
第
＝
節
か
ら
｝

七
節
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
ま
ず
第
＝
節
（
「
正
義
の
二
原
理
」
）
に
お
い
て
正
義
の
二
原
理
を
暫
定
的
な
形
態

で
定
式
化
し
、
そ
の
含
意
や
優
先
順
位
を
簡
潔
に
説
明
し
た
後
、
続
く
第
～
二
節
（
「
第
二
原
理
の
諸
解
釈
」
V
で
は
、
社
会
的
・
経
済
的
不

平
等
が
許
容
さ
れ
る
条
件
を
規
定
す
る
第
二
原
理
に
関
し
て
四
つ
の
可
能
的
解
釈
を
提
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
で
ど
の
解
釈
が
選
好
さ
れ

る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
釈
問
題
が
生
じ
る
か
と
い
え
ぽ
、
第
…
｝
節
で
は
正
義
の
こ
原
理
に
関
す

る
「
も
っ
と
も
一
般
的
な
コ
メ
ン
ト
偏
（
↓
旨
O
O
＼
お
く
」
δ
器
）
を
展
開
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
そ
こ
で
開
陳
さ

れ
る
正
義
の
二
原
理
は
、
以
下
の
よ
う
な
曖
昧
な
表
現
を
含
ん
だ
「
暫
定
的
形
態
」
で
の
定
式
化
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
第
一
原
理
”
各
入
は
、
平
等
な
基
本
的
諸
自
由
か
ら
な
る
も
っ
と
も
広
範
な
基
本
的
自
由
へ
の
平
等
な
請
求
権
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
基
本
約
自
由
は
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
の
岡
様
の
自
由
と
両
立
可
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
第
二
原
理
”
諸
々
の
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
、
そ
れ
ら
が
㈲
全
員
の
利
益
に
な
る
と
無
理
な
く
期
待
さ
れ
る
と
と
も
に
、
㈲
全
員

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
に
対
し
て
開
か
れ
た
地
位
や
職
務
に
伴
う
も
の
と
な
る
よ
う
、
整
備
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
（
↓
嗣
O
O
＼
お
く
’
α
ω
．
　
強
調
は
筆
者
に

　
　
よ
る
）

こ
の
暫
定
的
形
態
で
の
正
義
の
二
原
理
の
定
式
化
は
、
そ
の
第
二
原
理
の
う
ち
に
、
「
全
員
の
利
益
」
（
の
く
①
蔓
8
①
、
ω
盆
く
き
霞
σ
q
Φ
）
や
「
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

員
に
対
し
て
等
し
く
開
か
れ
た
」
（
8
轟
ξ
8
2
8
効
＝
）
と
い
っ
た
、
非
常
に
曖
昧
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
各
々

の
表
現
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
応
じ
て
、
き
わ
め
て
多
様
な
社
会
制
度
シ
ス
テ
ム
が
ま
っ
た
く
同
　
の
原
理
を
根
拠
と
し
て
正
当
化



さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
解
釈
問
題
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ぽ
、
上
の
二
つ
の
表
現
の
中
に
は
各
々
「
二
つ
の
自
然
な
意
味
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
各
々
の

表
現
を
そ
れ
ら
二
つ
の
自
然
な
意
味
の
い
ず
れ
と
し
て
解
釈
す
る
か
に
応
じ
て
、
第
二
原
理
は
2
×
2
ほ
4
通
り
の
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
が
全
員
の
利
益
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
㈲
の
解
釈
と
し
て
、

「
効
率
性
原
理
」
（
胃
ヨ
。
堂
①
o
噛
Φ
窪
。
凶
①
g
団
）
と
「
格
差
原
理
」
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
全
員
に
対
し

て
等
し
く
開
か
れ
た
地
位
や
役
職
に
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
㈲
の
解
釈
と
し
て
、
「
才
能
に
開
か
れ
た
職
業
と
し
て
の
平

等
」
（
8
§
ま
団
餌
ω
8
話
①
誘
8
Φ
コ
8
§
Φ
暮
ω
）
と
「
公
正
な
機
会
の
平
等
」
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
「
自
然
な
意
味
」
の
う
ち
、

格
差
原
理
と
公
正
な
機
会
の
平
等
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
最
終
的
に
支
持
す
る
正
義
の
二
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
残
り
二
つ
に
つ
い
て
簡

単
に
確
認
し
て
お
く
。
②
の
効
率
性
原
理
と
は
、
「
基
礎
構
造
に
対
し
て
適
用
す
べ
く
定
式
化
さ
れ
た
（
経
済
学
者
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
）
パ
レ

ー
ト
最
適
性
の
原
理
」
（
↓
旨
①
①
＼
器
く
■
㎝
。
。
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
㈲
の
「
才
能
に
開
か
れ
た
職
業
と
し
て
の
平
等
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

役
職
や
職
業
が
人
々
の
出
自
や
階
層
の
相
違
に
関
わ
り
な
く
そ
の
能
力
に
応
じ
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

形
式
的
な
意
味
で
の
機
会
の
平
等
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
解
釈
の
相
違
と
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
方
に
応
じ
て
、
第
二
原
理
に
は
、
ω
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
、
②
リ
ベ
ラ

ル
な
平
等
、
⑧
自
然
的
貴
族
制
、
ω
民
主
的
平
等
と
い
う
四
つ
の
解
釈
が
出
現
す
る
（
表
1
参
照
）
。
以
下
、
こ
の
四
つ
の
解
釈
の
内
容
を

簡
潔
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

五
～
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表
1
　
第
二
原
理
の
四
つ
の
解
釈

公 才
正 能
な に
機 開
会 か
の れ
平 た
等 職
と 業
し と

て し

の て

平 の

等 平
等

（2） （1）

り 自
べ 然

完 的
自 黎

な
平
等

由
の
シ
ス

程
原
理

テ

ム

（4） （3）

民 自
主 然 格
的 的 差
平 貴 原
等 族 理

制

　
ω
　
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
（
ω
《
ω
搭
ヨ
。
暁
＝
讐
⊆
鑓
＝
旨
①
簿
く
）

　
ロ
ー
ル
ズ
が
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
第
～
の
解
釈
は
、
「
効
率
性
原
理
」
と
「
才
能
に
開
か
れ
た
職
業
」
と
の
組
み
ム
ロ
わ
せ
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
第
二
原
理
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
形
式
的
な
機
会
の
平
等
と
効
率
性
の
実
現
が
第
一
一
原
理
の
要
求
と
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
人
々
に
様
々
な
職
業
へ
の
門
戸
が
開
か
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
自
由
市
場
経
済
が
概
ね
円
滑

に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
正
義
に
か
な
う
と
判
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
第
二
原
理
の
解
釈
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
と
は
、
実
質
的
に
は
慮
由
放
任
主
義
的
な
市
場
シ
ス
テ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
み
じ
く
も
ノ
ー
ジ
ッ
タ
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
環
…
ル
ズ
は
、
彼
が
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
と
名
づ
け
る
も
の
を
論
じ
る
中
で
、
［
ノ

ー
ジ
ッ
タ
の
支
持
す
る
］
権
原
シ
ス
テ
ム
の
考
察
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
」
（
Z
o
N
一
〇
搾
お
凝
邑
鵠
［
G
。
α
呂
）
の
で
あ
る
。

　
②
　
　
リ
ベ
ラ
ル
な
平
搬
守
　
（
一
凶
σ
Φ
一
，
⇔
一
⑦
ゆ
二
9
3
一
圃
θ
《
）

　
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
と
呼
ば
れ
る
第
二
の
解
釈
は
、
「
効
率
性
原
理
」
と
「
公
正
な
機
会
の
平
等
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
第

二
原
理
の
解
釈
で
あ
り
、
先
の
自
然
的
量
感
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
要
求
さ
れ
て
い
た
形
式
的
な
機
会
の
平
等
に
代
え
て
、
公
正
な
機
会
の
平

等
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
先
の
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
要
求
事
項
に
加
え
て
、
同
等
の
能
力
や
同
等
の
意
欲
を

持
つ
人
々
に
は
岡
寺
の
成
功
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
諸
々
の
社
会
鰯
度
を
整
備
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
求
が
付
け
加
わ

る
。



　
⑧
　
自
然
的
貴
族
制
（
墨
け
霞
鍼
母
韓
o
o
建
。
《
）

　
第
三
の
自
然
的
貴
族
制
と
呼
ば
れ
る
解
釈
は
、
形
式
的
な
機
会
の
平
等
と
格
差
原
理
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈

の
も
と
に
成
り
立
つ
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
「
少
な
く
と
も
法
的
に
は
門
戸
開
放
さ
れ
て
お
り
、
当
該
の
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
恵
ま
れ
て
い

る
人
々
の
よ
り
よ
い
状
況
は
、
も
し
上
流
階
層
に
さ
ほ
ど
多
く
の
も
の
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
下
流
階
層
に
よ
っ
て
所
持
さ
れ
る
も
の
が
少

な
く
な
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
」
（
日
賭
事
＼
『
Φ
く
．
忠
）
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
正
義
の

要
求
を
満
た
す
社
会
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
は
想
像
し
難
い
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
哲
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
タ

ヤ
ナ
（
○
Φ
o
蹟
Φ
O
Q
鋤
昌
錯
窪
鋤
）
が
描
き
出
す
貴
族
制
政
体
の
理
想
の
中
に
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
格
差
原
理
的
な
発
想
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
「
自
然
的
貴
族
制
の
構
想
に
は
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ジ
ュ
（
言
σ
δ
ω
ω
①
o
げ
詩
㊦
）
と
い
う
発
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
」
（
薫
山
．
）

と
い
う
。

　
㈲
　
民
主
的
平
等
（
⊆
①
ヨ
。
臼
幾
○
Φ
ε
巴
冨
）

　
最
後
に
、
第
四
の
「
民
主
的
平
等
」
の
解
釈
は
、
公
正
な
機
会
の
平
等
と
格
差
原
理
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
民
主

的
平
等
の
解
釈
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
中
に
見
出
さ
れ
た
公
正
な
機
会
の
平
等
と
い
う
発
想
が
保
持
さ
れ
る
一
方
で
、
効
率
性
に
代
え

て
格
差
原
理
が
要
求
さ
れ
る
。

　
以
上
で
確
認
し
た
四
つ
の
解
釈
の
比
較
検
討
の
結
果
が
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
第
二
原
理
の
最
終
的
な
定
式
化
に
等
し
い
ω
の
民
主
的
平
等

の
解
釈
に
行
き
着
く
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
結
果
よ
り
も
比
較
検
討
の
過
程
で
あ

る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
上
記
四
つ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
番
号
順
に
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
い
る
が
、
③
の
自
然
的
貴
族
制
の
解
釈
を
い
っ
た
ん

度
外
視
し
た
う
え
で
そ
の
議
論
の
流
れ
を
捉
え
直
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
自
然
的
自
由
扁
（
形
式
的
な
機
会
の
平
等
V
の
欠
陥
を
「
リ
ベ

ラ
ル
な
平
等
」
（
公
正
な
機
会
の
平
等
）
が
克
服
し
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
に
な
お
も
残
る
不
十
分
さ
を
「
民
主
的
平
等
」
（
格
差
原
理
）

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

五
三
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が
克
服
す
る
、
と
い
う
流
れ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
9
↓
一
①
㎝
よ
＼
お
く
e
鶉
）
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
形
式
的
な
機
会
の

平
等
と
い
う
形
式
的
か
つ
最
小
限
の
正
義
の
要
求
か
ら
、
格
差
原
理
と
い
う
実
質
的
に
も
平
等
主
義
的
な
正
義
の
要
求
の
要
講
へ
と
至
る
、

直
線
的
な
論
証
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
以
下
で
は
そ
の
比
較
検
討
の
内
容
を
詳
し
く

見
て
み
よ
う
。
（
な
お
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
く
が
、
こ
の
比
較
検
討
に
は
第
～
原
理
と
そ
の
優
先
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
財
産
の

私
的
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
あ
る
程
度
の
自
由
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
想
定
も
置
か
れ
て
い

る
。
）

　
ま
ず
、
ω
の
「
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
」
は
、
先
述
の
と
お
り
、
形
式
的
な
機
会
の
平
等
と
効
率
性
の
実
現
を
正
義
の
要
求
と
み
な
す
。

だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
自
然
的
自
由
の
解
釈
を
即
座
に
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
欠
陥
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
問
題
視
す
る
の
は
、
こ
の
シ

ス
テ
ム
が
作
動
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
分
配
状
態
が
、
社
会
的
偶
然
性
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
確

か
に
こ
の
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
～
応
の
形
式
的
な
機
会
の
平
等
が
保
証
さ
れ
る
の
で
、
人
々
に
対
し
て
様
々
な
社
会
経

済
的
地
位
へ
の
門
戸
が
開
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
少
な
く
と
も
意
図
的
な
差
別
や
偏
見
の
た
め
に
人
々
が

特
定
の
地
位
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
も
一
応
は
正
義
に
か
な
つ

　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
い
る
と
雷
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
人
々
が
ど
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
地
位
を
獲
得
す
る
か
は
、
入
口
が
持
つ
自
然
的
な
才
能
や

能
力
の
相
違
や
、
人
々
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
の
強
勢
、
さ
ら
に
は
叢
々
に
降
り
か
か
る
事
故
や
幸
運
の
相
違
な

ど
、
様
々
な
偶
然
的
要
因
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム

は
門
道
徳
的
観
点
か
ら
し
て
ひ
ど
く
恣
意
的
な
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
分
配
上
の
取
り
分
が
不
当
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
容
認
」
（
8
旨

遷
＼
お
く
5
0
ω
）
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
「
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
の
も
っ
と
も
明
白
な
不
正
義
扁
（
薫
篇
■
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
②
の
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
と
し
て
の
解
釈
で
は
、
単
な
る
形
式
的
な
機
会
の
平
等
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
公
正
な
機
会
の
平

等
が
要
求
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
財
産
や
富
の
過
度
の
蓄
積
を
防
止
し
た
り
、
教
育
や
職
業
訓
練
の
機
会
を
与



え
た
り
す
る
こ
と
で
、
同
じ
だ
け
の
能
力
や
技
能
を
持
つ
人
々
が
、
出
身
階
層
等
の
相
違
に
関
わ
り
な
く
同
じ
だ
け
の
成
功
の
見
通
し
を
持

て
る
よ
う
、
社
会
制
度
が
整
備
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
的
偶
然
性
が
人
々
の
社
会
経
済
的

地
位
の
相
違
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
を
軽
減
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
好
ま
し
い
と
考
え

ら
れ
る
（
o
h
6
匂
お
＼
お
く
’
O
ω
）
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
も
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
依

然
と
し
て
不
十
分
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
た
と
え
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
が
「
社
会
的
偶
然
性
の
影
響
を
除
去
す
る
点
で
完
壁
に
作
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

依
然
と
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
富
や
所
得
の
分
配
が
、
能
力
や
才
能
の
自
然
的
分
配
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
」
（
↓
几
下
ム
＼
同
Φ
〈
．
罐
）
。
も
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
が
実
現
さ
れ
、
社
会
的
偶
然
性
に
よ
る
影
響
が
除
去
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

入
々
の
聞
の
所
得
や
富
の
不
平
等
は
ひ
と
え
に
人
々
の
自
然
的
資
質
－
つ
ま
り
、
生
得
の
才
能
や
能
力
－
の
差
異
を
要
因
と
し
て
生
じ

る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
心
々
が
い
か
な
る
自
然
的
資
質
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
も
結
局
は
「
自
然
の
巡
り
合
わ

せ
」
（
冨
暗
算
＝
o
窪
⑦
曼
）
で
あ
り
、
偶
然
性
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
社
会
的
な
偶
然
性
で
あ
れ
自
然
的
な
偶
然
性
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
要

因
が
人
々
の
間
の
所
得
や
富
の
不
平
等
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
等
し
く
門
道
徳
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
恣
意
的
」
で
あ
る
。
と
な
れ
ぽ
、
「
富
や

所
得
の
分
配
が
歴
史
的
・
社
会
的
幸
運
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
容
認
す
る
理
由
が
な
い
の
と
同
様
、
そ
れ
が
自
然
的
資
産
の
分

配
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
容
認
す
る
理
由
も
な
い
」
（
↓
｝
謹
＼
お
く
・
逡
）
。
こ
う
し
て
、
社
会
的
偶
然
性
と
い
う
道
徳
的
に
恣
意

的
な
影
響
の
除
去
に
は
成
功
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
も
、
「
自
然
の
巡
り
合
わ
せ
」
が
及
ぼ
す
道
徳
的
に
恣
意
的
な
影
響
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
て
は
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
で
不
十
分
さ
を
免
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、
公
正
な
機
会
の
平
等
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
現
実
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
家
族
制
度
の
存
続
を
受
け
入
れ
る
か
ぎ
り
、
家
庭
環
境
や
社
会
環
境
の
相
違
は
人
々
の
競
争
機
会
に
対
し
て
ほ
ぼ
不
可

避
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
同
等
の
自
然
的
資
質
を
持
つ
人
々
に
同
等
の
競
争
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

五
五
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不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
自
然
的
能
力
が
ど
の
程
度
ま
で
発
達
さ
せ
ら
れ
実
を
結
ぶ
に
至
る
か
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
的
諸
条
件

や
階
級
的
態
度
に
よ
る
影
響
を
被
る
」
（
ご
謹
＼
掃
く
■
罐
）
の
で
あ
り
、
門
努
力
し
よ
う
、
挑
戦
し
よ
う
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
日
常
的

な
意
味
で
雷
わ
れ
る
、
賞
賛
に
値
す
る
（
号
ω
導
く
凶
鑛
）
も
の
に
な
ろ
う
、
と
い
っ
た
気
に
な
る
こ
と
す
ら
、
そ
れ
自
体
、
幸
せ
な
家
庭
や

社
会
的
環
境
次
第
で
あ
る
」
（
一
ぴ
凶
血
．
）
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
公
正
な
機
会
の
平
等
を
実
現
す
べ
く
教
育
そ
の
他
様
々
な
社
会
政
策
が
実
施
さ

れ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
偶
然
性
に
よ
る
影
響
が
完
全
に
除
歯
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

　
さ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ぽ
、
以
上
の
議
論
を
通
じ
て
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
［
社
会
的
偶
然
性
を
完
全
に
は
除
去
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
］
事
実
を
承
認
す
る
と
と
も
に
自
然
の
巡
り
合
わ
せ
そ
れ
自
体
の
恣
意
的
な
影
響
を
軽
減
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
原
理
を
採
用
し
た
い

と
思
う
」
で
あ
ろ
う
が
、
「
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
方
で
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
入
は
正
義
の
二
原
理
の
別
の
解
釈
を

探
し
求
め
る
よ
う
促
さ
れ
る
篇
（
↓
旨
凝
＼
δ
く
．
罐
）
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
効
率
性
の
原
理
に
か
わ
る
格
差
原
理
の
採
用
、
す
な
わ
ち
ω
の

「
民
主
的
平
等
篇
と
し
て
の
解
釈
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
好
ま
し
い
第
二
原
理
の
解
釈
と
判
定
さ
れ
る
に
至
る
。
さ
ら
に
、
ロ
…
ル
ズ
は
、
以

上
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
ぎ
た
『
正
義
論
歴
第
～
二
節
の
最
終
部
で
も
、
「
い
っ
た
ん
わ
れ
わ
れ
が
、
全
員
を
道
徳
的
人
格
と
し
て
等
し
く

取
り
扱
う
と
と
も
に
、
社
会
協
働
に
お
け
る
人
々
の
利
益
の
取
り
分
や
負
担
の
分
担
を
、
人
々
の
社
会
的
な
幸
運
や
自
然
の
巡
り
合
わ
せ
に

お
け
る
人
々
の
運
に
従
う
形
で
割
り
当
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
そ
う
し
た
諸
原
理
の
形
態
を
見
つ
け
出
そ
う
と
努
め
る
な
ら
ぽ
、
民
・
辺

塞
解
釈
が
四
つ
の
選
択
肢
の
中
で
最
善
の
選
択
で
あ
る
の
は
明
ら
か
襯
（
ご
誤
＼
話
く
．
象
・
）
だ
と
主
張
し
、
民
主
的
平
等
の
解
釈
の
優
位
を

再
度
強
調
し
た
う
え
で
、
こ
の
節
の
議
論
を
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
民
主
的
平
等
の
解
釈
の
優
位
は
、
本
当
に
ロ
！
ル
ズ
が
主
張
す
る
ほ
ど
明
ら
か
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
格
差
原
理

と
は
、
も
っ
と
も
不
遇
な
人
々
の
最
大
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
の
調
整
を
命
じ
る
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
所
得
や
富
の
不
平
等
を
許
容
す
る
代
わ
り
に
も
っ
と
も
不
遇
な
人
々
の
状
況
を
改
善
せ
よ
と
い
う
分
配
の
結
果

の
調
整
で
あ
り
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
が
人
々
の
機
会
へ
と
及
ぼ
す
影
響
を
直
接
的
に
除
張
・
軽
減
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ



け
で
は
な
い
。
な
ら
ば
、
た
と
え
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
に
よ
る
不
可
避
的
な
影
響
の
結
果
と
し
て
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
が
生
じ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
も
っ
と
も
不
遇
な
人
々
の
最
大
の
利
益
と
な
る
場
合
に
は
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
の
発
想
は
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
ロ
ー
ル
ズ
に
期
待
し
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
続
く
第
＝
一
一
節
に
お
け
る
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
、
基
本
的
に
は
格
差
原
理
の
意
味
や
そ
の
関
連
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
に
終
始
し

て
お
り
、
な
ぜ
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
不
十
分
さ
の
認
識
が
民
主
的
平
等
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
当
然
の
疑
問
に
対
し
て
、
ロ

ー
ル
ズ
は
明
示
的
な
圓
答
を
…
提
示
し
て
い
な
い
。

第
二
節
　
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的
解
釈

　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
第
二
原
理
の
解
釈
問
題
に
お
い
て
な
ぜ
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
よ
り
も
民
主
的
平
等
が
選
好
さ
れ

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
快
か
つ
詳
細
な
議
論
を
与
え
て
は
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
格
差
原
理
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

含
む
民
主
的
平
等
の
解
釈
が
「
最
善
の
選
択
で
あ
る
の
は
明
ら
か
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
一
見
し
て
奇
妙
な
事

態
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
説
明
が
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
卓
抜
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
の
が
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
パ
リ
ー
で
あ
る
。
パ
リ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
前
節
で
示
さ
れ
た
第
二
原

理
の
解
釈
問
題
の
議
論
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
「
機
会
の
平
等
偏
か
ら
は
「
結
果
の
平
等
」
が
導
出
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

「
結
果
の
平
等
」
か
ら
は
「
格
差
原
理
」
が
導
出
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
一
連
の
推
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
機
会
の
平
等
か
ら
結
果

の
平
等
が
導
出
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
パ
リ
ー
は
、
そ
の
過
程
を
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
（
C
d
霞
蔓
一
り
。
。
り
』
・
。
㎝
）
。

　
　
ω
機
会
の
平
等
の
（
リ
ベ
ラ
ル
な
）
理
想
は
、
職
業
上
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
環
境
的
格
差
が
抹
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

　
　
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
②
こ
れ
が
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
残
存
す
る
格
差
は
す
べ
て
遺
伝
的
起
源
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

五
七
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③
も
し
環
境
的
格
差
を
抹
消
す
る
そ
の
論
拠
が
、
（
想
定
の
と
お
り
に
）
そ
れ
ら
は
道
徳
的
に
恣
意
的
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
な
ら

　
　
　
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
が
［
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
］
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
事
柄
は
、
職
業
上
の
達
成
を

　
　
　
（
ま
っ
た
く
同
一
の
意
味
で
）
道
徳
的
に
恣
意
的
な
遺
伝
的
要
因
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
、

　
　
㈲
人
々
が
何
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
道
徳
的
に
恣
意
的
な
事
柄
が
影
響
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
職
業
上
の
達
成
に

　
　
　
お
け
る
格
差
が
収
入
に
影
響
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
パ
リ
ー
の
考
え
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
「
全
員
に
対
す
る
機
会
の
平
等
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
遺
伝
的
な

も
の
で
あ
れ
環
境
的
な
も
の
で
あ
れ
、
偶
然
的
な
有
利
・
不
利
は
す
べ
て
道
徳
的
に
恣
意
的
と
い
う
領
域
に
属
し
て
お
り
、
排
除
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
な
ら
ぽ
、
仮
に
こ
の
線
に
沿
う
形
で
す
べ
て
の
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
か
ら
の
影
響
が
除
去
さ
れ
、

完
全
な
機
会
の
平
等
が
達
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
。
そ
こ
に
残
る
の
は
、
遺
伝
的
・
環
境
的
要
素
も
含
め
た
一
切
合
切
が
同
質

化
さ
れ
、
決
し
て
お
互
い
を
識
量
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
存
在
者
た
ち
が
、
平
等
な
機
会
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ

し
て
、
パ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
決
し
て
お
互
い
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
者
た
ち
に
と
っ
て
の
平
等
な
機
会
が
、
全
員
に
対
す
る

等
し
い
成
功
の
見
込
み
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
明
自
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
会
の
平
等
の
［
形
式
的
な

機
会
の
平
等
、
公
正
な
機
会
の
平
等
に
続
く
隔
第
三
の
考
え
方
は
、
結
果
の
平
等
へ
と
帰
着
す
る
」
（
ご
ご
鍵
蔓
6
。
。
O
』
・
。
偽
）
。
か
く
し
て
、
パ

リ
ー
に
従
え
ば
、
形
式
的
な
機
会
の
平
等
の
要
求
は
必
然
的
に
公
正
な
機
会
の
平
等
を
要
求
し
、
公
正
な
機
会
の
平
等
の
要
求
は
必
然
的
に

結
乗
の
平
等
を
要
求
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
が
第
二
原
理
の
解
釈
の
議
論
の
中
で
提
示
し
て
い
る
機
会
の
平
等
の
理
念
は
、
結

果
の
平
等
に
ま
で
行
き
着
く
こ
と
で
最
終
的
な
完
成
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
に
、
こ
の
結
果
の
平
等
の
要
求
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
格
差
原
理
が
導
出
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
バ
リ
…
は
多
少
複

雑
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
要
点
の
み
を
抜
き
出
す
な
ら
ぽ
、
結
果
の
平
等
の
要
求
に
服
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
、

格
差
原
理
の
要
求
に
服
す
こ
と
は
門
パ
レ
ー
ト
改
善
」
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
結
果
の
平
等
を
放
棄
し
て
不
平



等
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
恵
ま
れ
な
い
人
々
は
可
能
な
葬
り
最
大
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
そ
れ
よ
り
も

恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
る
人
々
は
そ
れ
以
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
不
平
等
に
対
し
て
不
平
を
訴
え
る
正
当
な
理

由
は
誰
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
結
果
の
平
等
の
要
求
か
ら
は
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
を
許
容
す
る
代
わ
り
に
も
っ
と
も
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ま
れ
な
い
人
々
の
利
益
を
最
大
限
に
高
め
よ
と
い
う
、
格
差
原
理
の
要
求
が
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
パ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
は
わ
ざ
わ
ざ
原
初
状
態
と
い
う
仮
想
的
契
約
論
の
概
念
装
置
を
用
い
な
く
と
も
、
『
正

義
論
』
第
二
章
の
議
論
を
下
敷
き
と
す
る
こ
と
で
、
格
差
原
理
に
対
す
る
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
論
証
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
に
基
づ
く
道
徳
的
に
恣
意
的
な
影
響
は
是
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
発
想
を
軸
に
、
機
会
の
平
等
の
根
拠

を
極
限
ま
で
推
し
進
め
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
パ
レ
ー
ト
改
善
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
形
で
、
格
差
原
理
は
立
派
に
導
出
可
能
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
、
「
平
等
の
根
本
目
的
は
、
受
け
る
に
値
し
な
い
悪
運
に
対
し
て
人
々
を
補
償
す
る
こ
と
に
あ

る
」
と
い
う
見
解
は
、
序
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
で
は
一
般
に
「
運
平
等
主
義
偏
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
パ
リ

ー
の
解
釈
を
「
運
平
等
主
義
的
解
釈
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
無
論
、
ロ
ー
ル
ズ
漸
漸
は
、
『
正
義
論
』
第
二
章
の
中
で
、
結
果
の
平
等
か
ら
の
パ
レ
…
ト
改
善
と
し
て
格
差
原
理
が
導
出
さ
れ
る
な
ど

と
は
決
し
て
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
節
の
蟹
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
こ
の
第
二
章
の
議
論
を
あ
く
ま
で
も
非
公
式
の

論
証
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
を
ロ
ー
ル
ズ
の
真
意
と
し
て
受
け
取
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
パ
リ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
果
の
平
等
を
基
点
と
し
て
パ
レ
ー
ト
改
善
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
正
義
の
要
求
で
あ
る
と
い

う
発
想
は
、
正
義
の
こ
原
理
の
よ
う
な
特
殊
な
正
義
構
想
の
根
底
に
あ
る
一
般
的
な
正
義
構
想
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
提
示
す
る
以
下
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
発
想
と
、
完
全
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
す
べ
て
の
社
会
的
価
値
－
自
由
と
機
会
、
収
入
と
富
、
自
尊
心
の
基
盤
　
　
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
一
部
、
ま
た
は
そ
の
す
べ
て
を

　
　
平
等
に
分
配
す
る
こ
と
が
全
員
の
利
益
に
な
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
平
等
に
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
日
匂
①
・
。
＼
お
く
．
課
）

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

五
九
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こ
の
よ
う
に
、
～
般
的
な
正
義
構
想
で
は
、
社
会
的
基
本
善
の
平
等
な
分
配
が
さ
し
あ
た
り
の
正
義
の
要
求
と
み
な
さ
れ
た
う
え
で
、
平

等
な
分
配
か
ら
不
平
等
な
分
配
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
員
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
平
等
か
ら
不
平
等
へ
の
移
行
を

許
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
平
等
か
ら
の
離
反
が
パ
レ
ー
ト
改
善
で
あ
る
場
合
に
の
み
不
平
等
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
発
想
が
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
り
一
般
的
な
正
義
構
想
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

解
釈
の
妥
当
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
運
平
等
主
義
の
隆
路

　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
パ
リ
ー
の
議
論
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
璽
正
義
論
隔
第
二
章
に
お
い
て
展
開
す
る
第
二
原
理
の
解
釈
問
題
の
議
論

に
関
し
て
、
非
常
に
整
合
的
な
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
パ
リ
ー
の
「
運
平
等
主
義
的
解
釈
」
に
従
え
ば
、
自
然

的
・
読
会
的
偶
然
性
が
分
配
の
結
果
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
は
道
徳
的
に
恣
意
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
恣
意
的
な
要
因
に
よ
る
影
響
は
抹
消

さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
を
も
と
に
し
て
、
機
会
の
平
等
と
い
う
理
想
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
り
、
格
差
原
理
は

見
事
に
導
出
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
パ
リ
ー
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ぽ
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
理
論
の
背
後
に
あ
る
の
は
結
局

の
と
こ
ろ
こ
の
運
平
等
主
義
的
な
発
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
！
ル
ズ
の
根
本
的
な
平
等
観
を
形
作
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

本
当
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
先
立
っ
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
の
説
得
力
で
あ
る
。
パ
リ
…
は
、
こ
の
運
平
等
主
義

的
解
釈
は
ロ
ー
ル
ズ
の
公
式
見
解
で
あ
る
原
初
状
態
か
ら
の
論
証
に
比
べ
て
も
、
非
常
に
強
力
な
格
差
原
理
の
論
証
を
構
成
し
て
い
る
と
主

　
（
弼
）

張
す
る
。
だ
が
、
こ
の
運
平
等
・
王
土
的
解
釈
に
基
づ
く
格
差
原
理
の
論
証
に
は
、
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
説
得
力
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
ア
ラ
ン
・
ギ
バ
！
ド
は
、
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的
発
想
を
基
盤
と
し
た
格
差
原
理
の
論
証
に
対
し
て
、
以
不
の
よ
う
な
批

糊
を
突
き
つ
け
て
い
る
。



　
　
遺
伝
構
造
や
、
社
会
的
な
出
発
点
や
、
運
は
、
道
徳
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
い
や
し
く
も
社
会
構
造
が
正
義
に
か
な

　
　
つ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
の
い
ず
れ
に
も
結
果
を
依
存
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
・
王
張
が
あ
る
か
も

　
　
し
れ
な
い
。
厳
密
な
平
等
は
こ
の
要
求
を
満
た
す
で
あ
ろ
う
が
、
平
等
な
見
込
み
は
そ
う
で
な
い
だ
ろ
う
（
純
粋
な
運
以
上
に
道
徳
的

　
　
な
関
連
性
の
な
い
も
の
が
あ
り
え
よ
う
か
）
。
厳
密
な
平
等
の
要
求
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
全
員
の
利
益
と
な
る
場
合
に
は
、
放
棄
さ

　
　
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
［
中
略
］
人
々
の
間
の
格
差
が
道
徳

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
的
に
無
関
係
で
あ
る
場
合
に
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
こ
の
格
差
が
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
あ
る
社
会
構
造
が
結
果
を
こ
の
性
質
に
依
存
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
そ

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
の
社
会
構
造
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
社
会
構
造
が
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
方
法
に
よ

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
社
会
構
造
の
も
と
で
は
結
果
が
道
徳
的
に
無
関
係
な
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
事
実

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
は
、
ま
っ
た
く
反
論
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
○
凶
σ
げ
蝉
益
お
箪
』
刈
。
。
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）

　
パ
リ
ー
が
機
会
の
平
等
か
ら
結
瘤
の
平
等
を
導
出
す
る
際
に
依
拠
し
て
い
た
の
は
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
の
よ
う
な
道
徳
的
に
恣
意

的
な
要
因
か
ら
の
影
響
は
抹
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
運
平
等
主
義
的
な
発
想
で
あ
る
。
だ
が
、
上
で
ギ
バ
ー
ド
が
述
べ
る
と

お
り
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
は
道
徳
的
に
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
根
拠
に
据
え
る
だ
け
で
は
、
そ
う
し
た
道
徳
的
に
恣
意
的
な

要
因
が
結
果
に
対
し
て
決
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
、
積
極
的
な
主
張
を
即
座
に
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か

に
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
の
影
響
は
、
道
徳
的
観
点
か
ら
見
て
恣
意
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
る
人
が
、
他
人
よ
り

も
恵
ま
れ
た
自
分
の
才
能
や
、
他
人
よ
り
も
恵
ま
れ
た
自
分
の
出
身
階
層
の
結
果
と
し
て
、
他
人
よ
り
も
有
利
な
社
会
経
済
的
地
位
を
得
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
社
会
経
済
的
地
位
が
自
分
に
値
す
る
と
ま
で
は
雷
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
自

分
に
値
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
そ
れ
が
自
分
に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
別
問
題
で
あ
り
、
そ
う
し

た
道
徳
的
に
恣
意
的
な
影
響
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
不
平
等
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
正
義
に
反
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
と

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

六
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
七
号

六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い
う
問
題
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ギ
バ
ー
ド
が
雷
う
と
お
り
、
「
自
然
的
・
社
会
的
資
質
の
道
徳
的
恣
意
性
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
ら
の
資
質
が
値
打
ち

（鳥

ｳ
ω
①
属
）
や
権
原
に
対
し
て
正
当
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
そ
の
仕
方
に
対
し
て
、
い
か
な
る
先
行
す
る
制
約
も
課
し
て
い
な
い
」
（
○
ξ

げ
銭
O
お
箪
”
N
①
。
。
）
の
で
あ
り
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
の
影
響
は
道
徳
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
論
点
は
、
そ
う
し

た
恣
意
的
な
要
因
か
ら
生
じ
た
結
果
を
新
た
に
正
当
化
す
る
必
要
性
を
惹
起
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
は

道
徳
的
に
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
も
し
そ
う
し
た
道
徳
的
に
恣
意
的
な
要
因
か
ら

の
影
響
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
不
平
等
を
許
容
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
不
平
等
を
正
当
化
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
独
立
し
た
論
拠
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
不
平
等
が
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
か
ら
の
影
響
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
訴
え
る
だ
け
で

は
、
そ
れ
を
正
当
化
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
で
ギ
バ
ー
ド
が
提
出
す
る
論
点
は
、
パ
リ
ー
が
支
持
す
る
格
差
原
理
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
に
対
し
て
、
大
き
な
打
撃
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
か
ら
の
影
響
は
道
徳
的
に
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
発
想
の
も
と
、

機
会
の
平
等
の
理
想
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
即
座
に
、
結
果
の
平
等
こ
そ
が
正
義
の
要
求
で
あ
る
と
い
う
結
論
を

導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
パ
リ
ー
が
こ
の
推
論
過
程
に
従
っ
て
格
差
原
理
の
正
緑
化
を
試
み
る
つ
も
り
で

あ
れ
ば
、
結
果
の
平
等
が
一
応
は
正
義
に
か
な
っ
た
分
配
規
準
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
自
然
的
・
社
会
的
偶
然
性
の
道

徳
的
恣
意
性
と
い
う
点
に
訴
え
る
以
外
の
何
ら
か
の
独
立
の
論
証
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
点
で
、
バ
リ
ン
の
運
平
等
主
義
的
解
釈

は
、
格
差
原
理
を
導
出
す
る
た
め
の
十
分
な
論
証
に
は
な
り
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
ら
ぽ
、
こ
の
運
平
等
主
義
的
発
想
の
破
綻
は
、
ロ
！
ル
ズ
自
身
が
第
二
原
理
の
解
釈
問
題
に
お
い
て
提
示
し
て
い
た
議
論
に
対
し
て
も
、

共
倒
れ
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ロ
ー
ル
ズ
は
、
格
差
原
理

が
「
補
償
原
理
」
（
一
）
巴
ヨ
。
琶
Φ
o
⊃
，
①
9
．
⑦
ω
ω
）
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
補
償
原
理
と
は
、
「
値
し
な
い
不



平
等
に
対
し
て
は
補
償
が
必
要
で
あ
る
」
と
か
、
「
生
ま
れ
や
自
然
的
な
才
能
の
不
平
等
は
値
し
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不
平
等
は
何

ら
か
の
仕
方
で
埋
め
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
を
行
う
原
理
で
あ
る
（
6
｝
H
O
O
＼
H
Φ
〈
■
。
。
①
）
。
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
ル

ズ
は
、
格
差
原
理
が
補
償
原
理
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
格
差
原
理
は
「
あ
た
か
も
同
一
の
レ
ー
ス
を
公

正
な
基
盤
の
も
と
で
競
い
合
う
こ
と
が
全
員
に
期
待
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
均
一
化
を
試
み
る
よ
う
社
会
に
要

求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
格
差
原
理
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
補
償
原
理
で
は
な
い
」
（
日
一
H
O
H
＼
『
Φ
〈
●
。
。
①
）
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
ル
ズ
に
対
し
て
好
意
的
な
論
者
た
ち
は
一
様
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
格
差
原
理
を
補
償
原
理
と
は
別
物
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
の
点
を

も
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
が
運
平
等
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
否
定
す
る
（
9
ω
o
冨
塗
①
島
O
O
。
。
　
卜
。
㎝
　
U
黒
鼠
①
δ
卜
。
8
ω
一
b
。
輿
）
。
だ
が
、
そ
れ

で
も
な
お
ロ
ー
ル
ズ
は
、
「
誰
一
人
と
し
て
、
自
ら
の
よ
り
大
き
な
自
然
的
能
力
に
値
す
る
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
社
会
に
お
け
る
よ
り
好
ま

し
い
出
発
点
を
当
然
の
報
い
と
し
て
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
」
（
↓
｝
H
O
一
＼
毒
く
．
。
。
刈
）
と
い
っ
た
、
運
平
等
主
義
的
な
主
張
と
し
て
理
解
可
能

な
主
張
を
至
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
し
て
い
る
。
な
ら
ぽ
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
誰
一
人
と
し
て
自
ら
の
自
然
的
能
力
や
出
身
階
層
に
値
し
な
い
と

い
う
こ
の
見
解
に
訴
え
る
こ
と
で
、
運
平
等
主
義
的
発
想
以
外
の
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
解
明
し
て
お
か

な
い
か
ぎ
り
、
た
と
え
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
格
差
原
理
と
補
償
原
理
の
同
一
視
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
運
平
等
主
義
的
発
想
が

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
理
論
の
背
後
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
疑
惑
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
こ

の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
（
下
に
続
く
）

注

　　　　　321）　）　）

O
h
男
m
臥
評
H
㊤
り
㎝
．

尉
9
註
ω
お
刈
卜
以
下
、
本
書
の
内
容
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
に
付
し
た
参
照
文
献
リ
ス
ト
の
冒
頭
を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
こ
れ
ら
正
義
の
二
原
理
の
間
に
は
、
各
々
の
原
理
の
要
求
が
互
い
に
衝
突
す
る
場
合
の
解
決
法
と
し
て
、
第
～
原
理
の
第
二
原
理
に
対
す
る

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）

六
三
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四

優
先
、
第
二
原
理
に
お
け
る
公
正
な
機
会
の
平
等
の
格
差
原
理
に
対
す
る
優
先
と
い
う
、
二
つ
の
優
先
ル
…
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
正
義
の

　
工
原
理
は
あ
く
ま
で
も
「
祇
会
の
基
礎
構
造
」
の
た
め
の
正
義
原
理
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
の
は
拙
会
の
基
礎
構
造
、
す
な
わ
ち
、

　
諸
々
の
主
要
な
社
会
制
度
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　
④
の
中
略
箇
所
に
は
、
門
公
正
な
貯
蓄
原
理
（
㎞
霧
け
書
く
ぎ
ぴ
q
實
ぎ
。
剛
覧
㊦
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
篇
と
い
う
文
言
が
入
る
が
、
こ
れ
は
、
異
な
る
世

　
代
間
で
の
分
配
的
正
義
の
問
題
に
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
の
議
論
で
格
差
原
理
が
話
題
に
さ
れ

　
る
際
に
も
、
こ
の
世
代
間
正
義
の
問
題
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
ロ
…
ル
ズ
は
、
公
正
な
機
会
の
平
等
に
言
及
す
る
際
に
「
原
理
扁
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
以
下
で
も
こ
の
語
を
省
略
し
た
形

　
で
呼
称
す
る
。

（
6
）
　
こ
こ
で
「
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
」
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
諸
々
の
社
会
制
度
（
社
会
の
基
礎
構
造
）
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
様
々
な
社
会
的

地
位
や
役
職
（
及
び
、
そ
れ
ら
を
介
し
て
獲
得
さ
れ
る
経
済
的
利
益
）
に
お
け
る
不
平
等
で
あ
り
、
特
定
の
全
人
の
間
で
の
不
平
等
で
は
な
い
。
同
様
に
、

　
第
二
原
理
が
人
々
（
や
、
そ
の
利
益
）
に
讐
及
す
る
と
き
に
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
の
基
礎
構
造
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
様
々
な
社
会
的

地
位
や
役
職
に
お
け
る
「
代
表
的
人
物
」
（
に
と
っ
て
の
利
益
）
の
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
飼
人
（
の
利
益
）
で
は
な
い
。

（
7
）
　
運
平
等
空
義
の
代
表
的
論
餐
と
囲
さ
れ
る
の
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
次
漆
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ヌ
ソ
ン
（
蒙
。
置
震
島
〉
回
・
器
。
ゆ
9
り
）
、
コ
ー
エ
ソ

　
（
（
…
Φ
一
，
P
｝
創
O
O
げ
㊦
質
）
、
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
（
因
。
轟
Σ
U
≦
。
壼
巳
、
ネ
ー
ゲ
ル
（
盛
§
毒
。
。
Z
謎
9
、
ラ
コ
ウ
ス
キ
（
節
，
圃
。
貯
ぎ
塞
さ
、
・
ー
マ
ー

　
（
｝
o
ぎ
涛
。
①
ヨ
興
）
ら
で
あ
る
（
9
≧
乙
費
ω
§
む
㊤
㊤
…
卜
。
Φ
O
）
。

（
8
）
　
こ
の
覆
葉
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
由
来
す
る
（
9
≧
凱
興
ω
o
瞬
こ
り
り
㊤
態
。
。
O
）
。

（
9
）
　
こ
の
表
現
は
、
厳
密
に
盤
照
え
ぽ
、
禮
前
の
第
二
原
理
の
詑
述
（
二
つ
昌
の
強
調
部
の
詑
述
）
と
は
対
応
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
後
述
の
と
お
り
、
結

　
局
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
「
（
形
式
的
あ
る
い
は
公
正
な
）
機
会
の
平
等
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
門
等
し
く
」
（
0
2
巴
ぞ
）
と
い
う
語
を
加
え

　
た
形
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
改
訂
版
に
お
い
て
も
、
初
版
の
表
紀
と
は
微
妙
に
異
な
る
に
せ
よ
彬
変
わ
ら
ず
の
混
乱
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、

　
こ
の
改
訂
版
が
英
語
版
に
先
立
っ
て
公
刊
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
版
（
涛
瓢
♂
く
一
ω
　
一
㊤
鴫
雛
）
の
中
で
は
、
「
全
員
に
蝋
し
て
開
か
れ
た
漏
（
寄
鳥
⑦
ヨ
。
鼠
壁
）
と
い
う

　
表
現
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
論
点
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
理
解
に
負
う
（
o
勝
Z
鋤
ひ
q
①
＝
り
竃
…
ω
0
0
為
）
。

（
1
1
）
　
雑
多
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
一
の
論
点
は
宙
然
的
貴
族
制
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
虚
で
も
あ
る
。
「
リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
と
自
然
的
貴
族
制
の
構
想



　
は
、
と
も
に
不
安
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
い
っ
た
ん
わ
れ
わ
れ
が
、
社
会
的
偶
然
性
か
自
然
的
運
の
い
ず
れ
か
一
方
が
分
配
上
の
取
り
分
の
確
定
へ

　
と
及
ぼ
す
影
響
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
反
省
の
結
果
、
他
方
の
影
響
に
も
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
道
徳

　
的
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
こ
れ
ら
二
つ
は
等
し
く
恣
意
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
門
｝
虞
－
更
毒
く
噸
設
よ
）
。

（
1
2
）
　
た
だ
し
、
『
正
義
論
騙
改
訂
版
で
は
、
こ
の
「
明
ら
か
だ
」
と
い
う
表
現
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
上
述
の
と
お
り
、
パ
リ
ー
は
、
結
果
の
平
等
か
ら
格
差
原
理
へ
の
移
行
に
関
し
て
も
う
少
し
綿
密
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
（
o
臣
　
じ
ご
9
。
「
蔓

　
お
。
。
？
い
。
N
Φ
凸
認
）
、
本
稿
の
目
的
に
照
ら
す
な
ら
ば
そ
の
詳
細
を
議
論
す
る
に
は
及
ば
な
い
。

（
1
4
）
　
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
（
o
h
↓
旨
爵
＼
捷
く
．
綬
）
、
エ
つ
の
優
先
ル
ー
ル
を
伴
っ
た
形
で
の
正
義
の
工
原
理
は
、
平
等
な
自
由
や
公
正
な
機
会
の
平
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
現
を
可
能
に
す
る
一
定
の
社
会
状
況
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
の
み
適
用
可
能
な
、
特
殊
な
正
義
構
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
特
別
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

社
会
状
況
を
背
景
と
す
る
こ
と
な
く
適
用
可
能
な
正
義
構
想
が
、
　
般
的
な
正
義
構
想
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
さ
ら
に
、
パ
リ
ー
自
身
は
揚
黒
し
て
い
な
い
が
、
上
の
パ
リ
ー
の
解
釈
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
原
初
状
態
の
中
で
の
正
義
の
二
原
理
の
論
証
を
議
論
す
る

　
際
に
、
マ
キ
シ
ミ
ソ
原
理
を
用
い
た
厳
密
な
論
証
に
先
立
つ
形
で
提
示
し
て
い
る
議
論
、
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
直
観
的
論
証
」
と
呼
ん
で
い
る
議

　
論
と
も
酷
似
し
て
い
る
（
o
眺
■
8
旨
観
O
山
＼
誘
く
．
お
？
N
齢
）
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
パ
リ
ー
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
に
は
大
き
な
信
用
性
が
認
め
ら
れ
る
と

　
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
6
）
　
な
お
、
パ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
平
等
主
義
的
解
釈
は
原
初
状
態
か
ら
の
論
証
に
比
べ
て
相
当
強
力
な
格
差
原
理
の
論
証
を
形
作
っ
て
い
る
反
颪
、

　
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
に
と
っ
て
は
逆
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
パ
リ
ー
は
非
常
に
詳
細

　
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
や
は
り
本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
外
れ
る
た
め
、
省
略
す
る
。

（
1
7
）
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
も
同
趣
旨
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（
o
h
ω
魯
巳
黛
N
b
。
O
O
①
』
駅
）
。
た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
の
批
判
の
標
的
は
パ
リ
ー
で
は
な
く
、
ロ

　
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
が
持
つ
と
さ
れ
る
、
後
述
の
「
補
償
原
理
」
的
性
格
で
あ
る
。

　
参
照
文
献

・
主
要
参
照
文
献
で
あ
る
『
正
義
論
』
初
版
（
幻
鋤
≦
一
ω
　
一
㊤
『
H
）
、
及
び
、
そ
の
改
訂
版
（
国
p
。
三
ω
H
り
8
）
の
内
容
を
文
中
で
引
用
・
言
及
す
る
際
に
は
6
一

と
略
記
し
、
初
版
の
該
当
ペ
ー
ジ
に
続
い
て
改
訂
版
の
該
当
ペ
ー
ジ
を
記
す
。
引
用
・
言
及
に
際
し
て
初
版
と
改
訂
版
の
間
に
記
述
上
の
相
違
が
あ
る
場

舎
に
は
初
版
の
記
述
を
訳
出
し
、
改
訂
版
の
該
当
ペ
ー
ジ
表
記
の
後
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク
（
＊
）
を
付
す
。
初
版
ま
た
は
改
訂
版
の
片
方
に
当
該
の
記
述
が

ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原
理
と
そ
の
平
等
主
義
的
性
格
（
上
）
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欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
p
9
お
と
記
す
。

・
引
用
、
参
照
に
際
し
て
邦
訳
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
該
嶺
ペ
ー
ジ
を
原
典
の
該
当
ペ
ー
ジ
に
続
く
四
角
括
弧
申
に
表
記
す
る
（
必
ず
し
も

　
邦
訳
の
訳
文
に
は
従
っ
て
い
な
い
）
。
な
お
、
『
正
義
論
㎞
か
ら
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
本
稿
が
主
と
し
て
初
版
の
叙
述
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
該
当
書
は
改
訂
版
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
鑑
み
、
邦
訳
書
へ
の
言
及
は
割
愛
し
た
。

〉
護
α
①
a
o
P
霊
同
鑓
げ
①
9
矯
一
8
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∴
、
薯
置
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酔
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℃
9
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｛
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一
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．
ヲ
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8
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．
卜
。
Q
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⇔
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Q
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（
付
記
）
　
本
稿
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
「
『
公
正
と
し
て
の
正
義
臨
研
究
翫
第
五
章
の
内
容
に
、
大
幅
な
加
筆
修
正

　
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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to　be　born　the　time　she　actually　is　born，　because　she　was　deprived　the　goods　if　she

had　been　born　earlier．　However，　we　tend　to　consider　posthumous　non－existence　as

deprivation　of　goods　and　permanent　end　of　ourselves，　while　we　would　never

consider　of　prenatal　non－existence　as　similar　deprivation　or　badness，　and　we　are

indifferent　about　the　possibility　to　be　born　earlier．

　　In　this　paper，　I　will　ex3mine　Chlistopher　Be王shaw’s“Conservation　Claim”．　He

stresses　that　we　have　a　desire　to　keep　the　facts　of　our　past　just　as　they　were，　and

we　indeed　have　asymmetric　attitude　toward　prenatal　and　posthumous　non－exis－

tence．　Although　his　arguments　shed　light　on　the　problem，　1　will　argue　his　argu－

ments　should　be　rejected．

Rawls’　Second　Principle　aBd　its　Egalitarian　Character，　Part　1

　　　　　　　　　　b），

Yoshinori　HAyASBI

Project　Assistant　Professor

The　University　of　Tokyo

　John　Rawls’　theory　of　justice　as　fairness　has　often　been　regarded　as　an　origin　of

“luck　egalitarianism”　in　contemporary　political　philosophy．　This　paper　aims　to

argue　against　this　view　and　explore　the　true　egalitarian　character　underlying

Rawls’　theory　of　justice．　This　paper　is　divided　into　two　main　parts．　ln　this　first　part

Rawls’　argument　for　the　difference　principle　is　discussed．　While　Rawls　claims　that

social　contingencies　or　natural　chance　on　the　determination　of　distributive　shares

are　equally　arbitrary　from　moral　point　of　view，　it　is　uncertain　how　the　difference

principle，　which　requires　that　social　and　economic　inequa王ities　contribute　to　the

greatest　benefit　of　the　least　advantaged，　is　defended　by　this　claim．　Then　a　luck

egalitarian　interpretation　proposed　by　Brian　Barry　is　examined．　Even　though　this

interpretation　seems　to　illuminate　the　hidden　inference　unexplained　by　Rawls

himself　and　to　present　a　persuasive　argument　for　the　difference　principle，　it　turns

out　that　this　argument　itself　is　untenable　and　there　remains　a　need　for　an　alterna－

tive　interpretation．
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