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多
文
化
主
義
と
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論

向

山

恭

一

多文化主義と「承認」パラダイムの正義論

一二三四

正
義
論
に
お
け
る
「
他
者
」
問
題

自
由
主
義
と
「
承
認
の
政
治
学
」

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
「
差
異
の
政
治
学
」

「
承
認
」
の
批
判
理
論
に
向
け
て

一
　
正
義
論
に
お
け
る
「
他
者
」
問
題

　
政
治
哲
学
に
と
っ
て
「
正
義
」
は
論
争
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
福
祉
国
家
の
「
再
配
分
」
政
策
を
正
当
化
し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル

ズ
の
『
正
義
論
』
は
、
自
由
主
義
思
想
の
内
部
で
は
私
有
財
産
を
絶
対
視
す
る
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
、

そ
の
外
部
か
ら
は
彼
の
「
自
己
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
り
ベ

ラ
ル
ー
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
で
は
、
「
自
己
」
概
念
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
「
正
義
」
原
則
の
普
遍
化
を
め
ざ
す
ロ
ー
ル
ズ
の
試

み
に
対
し
て
、
具
体
的
な
「
自
己
」
を
形
成
す
る
「
共
同
体
」
の
価
値
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
や
サ
ン
デ
ル
ら
の

反
論
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
論
争
は
ロ
ー
ル
ズ
が
自
ら
の
普
遍
主
義
を
放
棄
し
た
こ
と
で
、
つ
ま
り
自
分
の
主
張
す
る
「
正

義
」
が
あ
く
ま
で
も
西
欧
の
政
治
文
化
に
の
み
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
で
ひ
と
ま
ず
沈
静
化
す
る
に
い
た
っ
た
冒
三
ぎ
＝
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き
α
ω
三
津
お
旨
］
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
ヘ
の
接
近
は
、
政
治
哲
学
に
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
を
も
た
ら

し
た
。
そ
れ
は
同
じ
政
治
文
化
を
共
有
し
な
い
「
他
者
」
の
扱
い
方
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
今
日
、
社
会
主
義
の
崩
壊
に
よ
っ
て

個
人
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
階
級
か
ら
人
種
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
民
族
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ヘ
と
拡
散
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
多
文
化
主
義
」
の
潮
流
の
も
と
で
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
少
数
派
」
問
題
と
し
て
浮
か
び
上

が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
要
求
し
て
い
る
の
は
福
祉
国
家
的
な
「
再
配
分
」
の
調
整
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
抑

圧
さ
れ
た
少
数
派
の
「
尊
厳
」
の
回
復
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
主
義
か
ら
「
多
文
化
主
義
」
へ
の
移
行
の
な
か
で
、
正

義
論
は
「
承
認
」
と
い
う
新
し
い
テ
ー
マ
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
哲
学
は
「
他
者
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
に

お
け
る
議
論
の
出
発
点
に
は
「
原
初
状
態
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
も
と
で
各
人
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
や
具
体
的
な
存
在
状
況
が
捨
象
さ
れ
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
人
間
が
同
一
条
件
の
も
と
で
行
動
す
る

合
理
的
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
「
正
義
」
原
理
の
可
能
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
他

者
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
同
じ
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
に
お
い
て
は
「
共
通
」
の
規
範
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
こ
う
し
た
他
者
を
』
般
化
さ
れ
た
他
者
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
お
い
て
発
生
す
る
「
不

正
義
」
に
注
意
を
促
し
て
い
る
日
雪
訂
玄
σ
お
旨
］
。
た
と
え
ば
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
他
者
」
を
「
わ
れ
わ
れ
」

と
同
等
に
扱
う
こ
と
は
必
ず
し
も
女
性
の
解
放
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
が
男
性
原
理
に
同
定
さ
れ
て
い
る
か

ぎ
り
、
た
と
え
公
的
レ
ベ
ル
で
の
権
利
の
平
等
性
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
「
他
者
」
で
あ
る
女
性
は
そ
の
代
償
と
し
て
「
わ
れ

わ
れ
（
H
男
性
）
」
へ
の
服
従
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
「
わ
れ
わ
れ
」
に
包
摂
さ
れ
な
い
「
他
者
（
H
女
性
）
」
は

価
値
を
否
定
さ
れ
、
女
性
グ
ル
ー
プ
の
内
部
に
分
裂
さ
え
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
こ
う
し
た

「
不
正
義
」
を
避
け
る
た
め
に
「
具
体
的
な
他
者
」
と
い
う
視
点
を
導
入
し
て
い
る
。
「
具
体
性
で
あ
れ
『
具
体
的
な
他
者
』
の
他
者
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性
で
あ
れ
、
他
者
の
声
が
聞
こ
え
な
い
状
態
で
は
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
他
者
と
の
関
わ
り
、
衝
突
、
対
話
、

さ
ら
に
は
へ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
『
承
認
へ
の
闘
争
』
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
他
者
性
を
投
影
や
幻
想
に
よ
っ

て
構
成
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
無
関
心
に
よ
っ
て
無
視
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
陥
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
［
置
堅
」
①
o。
］
。

　
こ
こ
で
も
「
承
認
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
「
具
体
的
な
他
者
」
と
は
ロ
ー
ル
ズ
の
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
も

と
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
各
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
具
体
的
な
存
在
状
況
の
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
こ
の
「
具
体
的
な
他

者
」
が
普
遍
性
（
H
「
わ
れ
わ
れ
」
）
の
も
と
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
の
差
異
を
「
承
認
」
し
な
が
ら
共
存
す
る
こ
と
に
も

う
ひ
と
つ
の
「
正
義
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
「
具
体
的
な
他
者
」
の
視
点
に
立
っ
た
「
正
義
」
は
「
他
者
の
声
」
を
聞
く
こ
と
、

つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
」
の
規
範
か
ら
こ
ぼ
れ
た
存
在
の
「
声
」
を
聞
く
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
観

念
の
も
つ
権
力
性
を
告
発
す
る
た
め
の
戦
略
で
も
あ
る
の
だ
。
二
般
化
さ
れ
た
他
者
」
と
い
う
想
定
は
差
異
ミ
き
ミ
ミ
飛
へ
の
無

関
心
き
箋
詩
＼
§
R
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
が
警
告
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
無
関
心
な
態
度
が

1
見
せ
か
け
の
普
遍
性
の
も
と
で
1
差
異
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
他
者
の
声
」

を
分
節
化
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
複
数
の
「
わ
れ
わ
れ
」
を
無
原
則
に
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ

と
は
「
他
者
」
を
隠
蔽
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
増
殖
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
リ
ベ
ラ
ル
ー
コ
ミ
ュ
ニ

タ
リ
ア
ン
論
争
に
お
け
る
ロ
ー
ル
ズ
の
自
己
批
判
は
、
普
遍
性
を
志
向
し
た
は
ず
の
「
正
義
」
を
立
憲
民
主
主
義
の
政
治
文
化
に
限
定
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
う
し
た
「
他
者
」
の
問
題
を
や
は
り
回
避
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
）
と
も
あ
れ
「
他
者
の
声
」
を
分
節

化
す
る
こ
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
不
正
義
」
を
是
正
す
る
た
め
の
実
践
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

最
近
の
政
治
哲
学
の
展
開
か
ら
、
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
試
み
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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二
　
自
由
主
義
と
「
承
認
の
政
治
学
」

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
自
由
主
義
と
「
多
文
化
主
義
」
の
関
係
か
ら
「
承
認
の
政
治
学
」
の
間
題
を
論
じ
て
い
る
胃
塁
耳

一
。
罐
］
。
「
多
文
化
主
義
」
が
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
問
題
は
、
自
由
主
義
国
家
に
お
い
て
少
数
派
の
「
文
化
の
存
続
」
を
保
証
す
る

た
め
の
政
策
は
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
の
「
文
化
の

存
続
」
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
を
義
務
化
し
た
り
、
そ
れ
を
公
用
語
と
し
て
強
制
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
中
立
性
を
重
視
す
る

カ
ナ
ダ
国
家
の
自
由
主
義
的
な
原
理
と
両
立
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
文
化
の
存
続
」
と
は
集
合
レ

ベ
ル
で
の
要
求
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
共
通
善
」
の
観
念
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
『
正
義
論
』
で
の
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
ウ
ォ

ー
キ
ン
の
よ
う
に
「
権
利
」
を
強
く
志
向
す
る
自
由
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
「
善
」
の
観
念
は
あ
く
ま
で
も
個
人
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ

っ
て
、
「
共
通
善
」
を
促
進
す
る
よ
う
な
政
策
は
「
権
利
」
の
平
等
性
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
自
由
主
義
社
会
は
善
き
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
民
が

そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
も
と
う
と
も
、
彼
ら
が
互
い
を
公
正
に
扱
い
、
国
家
が
す
べ
て
の
人
々
を
平
等
に
扱
う
よ
う
保
証

す
る
こ
と
を
自
ら
の
役
割
と
し
て
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
［
置
阜
ひ
Σ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
主
義
の
類
型
は
「
手

続
き
的
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
類
型
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
文
化
の
「
存
続
」
の
た
め
に
ケ
ベ
ッ
ク
だ
け

に
適
用
さ
れ
る
言
語
関
連
立
法
は
カ
ナ
ダ
政
府
に
と
っ
て
は
法
の
多
様
性
を
容
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
民
を
平
等
に
（
画
一
的

に
）
扱
う
と
い
う
自
由
主
義
の
原
則
を
崩
す
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
自
由
主
義
は
「
多
文
化
主
義
」
の
要
求
に
は
応
え
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
テ
イ
ラ
ー
は
自
由
主
義
に
は
も

う
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
は
「
善
」
の
観
念
の
多
様
性
を
自
由
主
義
の
問
題
関
心
か
ら
捨
象
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
多
様
性
の
促
進
に
自
由
主
義
の
新
し
い
展
望
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
「
差
異
の
政
治
学
は
、
わ
れ
わ
れ
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に
と
っ
て
久
し
く
な
じ
み
の
あ
る
変
化
の
ひ
と
つ
を
通
じ
て
、
普
遍
的
な
尊
厳
の
政
治
学
か
ら
有
機
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
の
な
か
で
、
人
間
の
社
会
的
条
件
に
関
す
る
新
し
い
理
解
が
、
か
つ
て
の
原
則
に
根
本
的
に
新
し
い
意
味
を
与
え
る
よ
う

に
な
っ
た
」
［
養
阜
る
。
］
と
テ
イ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
「
差
異
」
を
主
張
す
る
「
多
文
化
主
義
」
が

「
普
遍
的
な
尊
厳
」
を
主
張
す
る
自
由
主
義
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
滅
び
つ
つ
あ
る
少
数

派
の
「
文
化
の
存
続
」
を
保
証
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
「
普
遍
的
な
尊
厳
」
を
重
視
す
る
自
由
主
義
の
理
念
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
自
由
主
義
は
「
中
立
性
」
を
理
由
に
あ
ら
ゆ
る
「
差
異
」
に
「
盲
目
的
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
テ
イ
ラ
ー
に
し
て
み
れ
ば
、
自
由
主
義
の
原
理
を
「
中
立
性
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
誤
謬
で
さ
え
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
由

主
義
は
い
か
に
そ
の
世
俗
性
を
強
調
し
よ
う
と
も
「
キ
リ
ス
ト
教
の
有
機
的
な
産
出
物
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
（
そ
の

こ
と
は
ラ
シ
ュ
デ
ィ
事
件
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
）
、
そ
れ
ゆ
え
「
完
全
な
文
化
的
中
立
性
を
主
張
し
え
な
い
し
、
ま
た
主
張
す
る

べ
き
で
も
な
い
」
［
一
び
一
α
乙
爵
］
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
「
普
遍
的
な
尊
厳
」
と
は
北
大
西
洋
文
明
で
生
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
価
値
で

あ
り
、
そ
こ
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
「
善
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
自
由
主
義
の
類
型
は
「
実
質

的
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
自
由
主
義
の
価
値
は
「
価
値
の
平
等
性
」
を
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ

え
少
数
派
の
「
文
化
の
存
続
」
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
文
化
の
「
存
続
を
目
的
と
し
た
政
策
と
は
、
た
と
え
ば
未
来
の
世
代
が
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
継
続
す
る
よ
う
に
、
そ
の
共
同
体
の
構
成
員
を
積
極
的
に
創
造
し
よ
う
と
試
み
る
」
［
一
げ
準
ふ
o
。
－
宅
］
も
の
で
あ

る
。
共
同
体
の
構
成
員
を
「
創
造
す
る
こ
と
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
は
、
テ
イ

ラ
ー
の
「
自
己
」
概
念
に
あ
る
。

　
人
間
の
生
の
決
定
的
な
特
質
は
そ
の
基
本
的
に
対
話
的
な
性
格
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
表
現
の
た
め
の
豊
か
な
人
間
言
語
を
獲
得
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
完
全
な
人
間
主
体
と
な
り
、
自
分
自
身
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
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る
よ
う
に
な
る
。
…
…
私
は
言
語
を
広
い
意
味
で
理
解
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
語
る
言
葉
だ
け
で
な
く
、
芸
術
、
身
ぶ
り
、

愛
と
い
っ
た
「
言
語
」
を
含
め
た
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
を
定
義
す
る
さ
い
に
用
い
る
他
の
表
現
形
式
に
も
及
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
表
現
形
式
を
身
に
つ
け
る
の
は
、
他
者
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
々
は
自
己
定
義
に
必
要
と
さ
れ
る

言
語
を
自
分
の
力
で
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
他
者
…
…
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
そ
れ
ら

の
言
語
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
人
間
の
精
神
の
生
成
は
独
白
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
各
人
が
自
分
の
力

で
達
成
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
対
話
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
［
ぎ
こ
二
器
］
。

こ
の
自
己
形
成
に
関
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
見
解
は
先
に
述
べ
た
二
つ
の
自
由
主
義
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
ず
「
独
白
的
」
に
生
成
す
る

「
自
己
」
は
「
手
続
き
的
自
由
主
義
」
の
前
提
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
さ
い
の
共
同
体
的
な
制
約
を
認
め
な
い
、
い

わ
ば
抽
象
化
さ
れ
た
「
自
己
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
権
利
の
政
治
学
に
も
っ
と
も
妥
当
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

「
対
話
的
」
に
生
成
す
る
「
自
己
」
は
、
共
同
体
の
構
成
員
の
「
創
造
」
を
め
ざ
す
「
実
質
的
自
由
主
義
」
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た

目
的
を
正
当
化
す
る
う
え
で
不
可
欠
の
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「
自
己
」
が
「
対
話
的
」
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
そ
の
「
対
話
」
を
支
え
る
「
言
語
共
同
体
」
は
ど
う
し
て
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
手
続
き
的
自
由
主
義
」
と
「
実
質
的
自
由
主
義
」
と
の
対
立
は
あ
く
ま
で
も
理
念
型
と
し
て
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
自
由
主
義
の
ジ
レ
ン
マ
ー
個
人
的
権
利
と
「
文
化
の
存
続
」
と
の
対
立
ー
を
必
ず
し
も
反
映
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
テ
イ
ラ
ー
の
い
う
「
対
話
的
自
己
」
を
人
間
の
条
件
と
す
れ
ば
、
個

人
的
権
利
の
保
護
は
個
人
を
歴
史
的
に
形
成
し
て
き
た
「
言
語
共
同
体
」
の
保
護
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
て
自
由
主
義
の
ジ
レ
ン
マ
は
以
下
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
強
い
集
合
的
目
標
を
も
つ
社
会
が
自
由
主
義
的
で
あ

り
う
る
の
は
、
と
り
わ
け
社
会
の
共
通
目
標
を
も
た
な
い
人
々
を
扱
う
さ
い
に
、
そ
の
社
会
が
多
様
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
、

基
本
的
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
標
を
同
時
に
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
緊
張
や
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困
難
が
問
違
い
な
く
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
追
求
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
こ
で
生
じ
る
問
題
は
、
す
べ
て
の
自

由
主
義
社
会
が
た
と
え
ば
自
由
と
平
等
、
あ
る
い
は
繁
栄
と
正
義
と
を
組
み
合
わ
せ
る
と
き
に
つ
き
あ
た
る
問
題
と
比
べ
て
、
原
理

的
に
大
き
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
冨
一
阜
＆
㌣
8
］
。
こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
示
唆
に
は
、
集
合
的
目
標
（
共
通
善
）
の
保

護
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
観
点
に
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
善
の
多
様
性
を
自
由
主
義
的
に
容
認
す
る
と
い
う
逆

説
的
な
戦
略
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
間
題
関
心
に
あ
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
自
由
主
義
を
正
当
化
す
る

こ
と
、
そ
し
て
複
数
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
承
認
」
を
も
と
め
て
競
争
し
あ
う
自
由
主
義
的
な
政
治
空
間
を
構
築
す
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
異
な
る
文
化
の
「
地
平
の
融
合
」
が
行
わ
れ
る
空
間
で
あ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
融
合
に

よ
る
「
承
認
」
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
多
文
化
社
会
に
お
け
る
自
由
主
義
の
価
値
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
テ
イ
ラ
ー
の
こ
う
し
た
戦
略
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
を
「
手
続
き
的
自
由
主
義
」
の
観
点
か
ら
無
視
し
た
り
、
ま
た
「
民
族
主
義
」

の
観
点
か
ら
分
離
独
立
へ
と
発
展
さ
せ
た
り
し
な
い
、
第
三
の
選
択
肢
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

選
択
肢
は
多
文
化
社
会
の
共
存
モ
デ
ル
と
し
て
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
モ
デ
ル
は
自
由

主
義
の
政
治
文
化
（
「
寛
容
」
の
精
神
）
を
共
有
す
る
多
元
社
会
に
の
み
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
先
述
の
よ
う
に

自
由
主
義
の
文
化
的
中
立
性
を
否
定
し
、
ラ
シ
ュ
デ
ィ
事
件
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
の
挑
戦
に
対
し
て
は
自
由
主
義
も
「
戦
う
一
宗

派
」
［
一
三
隼
る
並
た
り
う
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
自
由
主
義
が
必
ず
し
も
す
べ
て
の
「
差
異
」
に
開
放
的
で
は
な
い

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
学
」
は
西
洋
文
明
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
理
想
と
さ
れ
る
「
地
平
の
融
合
」
は
不
完
全
な
も
の
ー
つ
ま
り
自
由
主
義
の
絶
対
的
な
「
地
平
の
拘
束
」
の
も
と

で
行
わ
れ
る
も
の
ー
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
多
文
化
社
会
に
お
け
る
個
人
的
権
利
と
「
文
化
の
存
続
」
の

対
立
は
伝
統
的
な
自
由
主
義
の
枠
組
み
（
自
由
と
平
等
の
対
立
）
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
先
の
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
暗
殺
を
企
て
る
「
他
者
」
の
存
在
な
ど
は
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
他
者
」
は
己
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れ
の
「
地
平
の
拘
束
」
を
絶
対
化
す
る
こ
と
で
「
地
平
の
融
合
」
を
拒
否
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
じ
論
理
が

テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
学
」
に
も
働
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
わ
れ
わ
れ
」
自
由
主
義
者
は
「
地
平
の
融
合
」
を
理
想
と

考
え
る
。
し
か
し
「
彼
ら
」
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
そ
れ
を
理
想
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
彼
ら
」
は
自
由
主

義
的
な
多
文
化
社
会
に
と
っ
て
「
敵
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
文
化
の
存
続
」
の
対
象
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
…
・
。

　
こ
う
し
た
論
理
は
「
わ
れ
わ
れ
」
を
構
成
す
る
「
地
平
」
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
す
る
ー
た
と
え
ば
テ
イ
ラ
ー
は
自
由
主
義

を
西
洋
文
明
の
伝
統
に
基
礎
づ
け
て
い
る
ー
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
伝
統
を
共
有
し
な
い
「
他
者
」
は

反
－
自
由
主
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
「
承
認
」
の
た
め
の
対
話
空
間
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

う
し
た
「
承
認
の
政
治
学
」
の
ジ
レ
ン
マ
は
テ
イ
ラ
ー
の
哲
学
上
の
戦
略
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
理
解
は
「
本
質
主
義
」
と
「
脱
構
築
主
義
」
の
中
間
地
点
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
他
者
か
ら
の
「
承
認
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
個
人
そ
れ
自
体
に
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
本
質
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
対
他
関
係
の
す
べ
て
を
権
力
関
係
と
同
定
し
、
そ
れ
ら
の
「
脱
構
築
」
を
め
ざ
す
デ
リ
ダ
や
フ
ー
コ
ー
の
哲
学

は
「
主
観
主
義
的
で
、
浅
薄
な
新
二
ー
チ
ェ
主
義
」
［
蕎
穿
る
。
］
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

の
価
値
判
断
を
権
力
作
用
に
還
元
す
る
あ
ま
り
、
「
承
認
」
に
基
づ
く
社
会
関
係
の
可
能
性
を
探
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
す
れ
ば
権
力
に
作
用
さ
れ
な
い
「
承
認
」
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
イ
ラ
ー

は
こ
こ
で
微
温
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
地
平
へ
と
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
己
は
他
者
と
の
関
わ
り
（
対

話
）
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
関
わ
り
（
対
話
）
を
保
証
す
る
も
の
は
「
わ
れ
わ
れ
」
ケ
ベ
ッ
ク
人
の
言
語
や
文

化
、
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
」
西
洋
文
明
の
伝
統
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
…
…
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
テ
イ
ラ
ー
は
へ
ー
ゲ
ル
的
な

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
で
、
際
限
の
な
い
「
対
話
」
よ
り
も
最
終
的
な
止
揚
を
め
ざ
す
「
弁
証
法
」
を
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志
向
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
学
」

る
「
他
者
」
の
問
題
は
十
分
に
は
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
こ
ぽ
れ
落
ち

三
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
「
差
異
の
政
治
学
」
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「
他
者
」
の
存
在
を
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
と
い
う
視
点
に
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、
「
他
者
の
声
」
を
つ
ね
に
分
節
化
す
る
こ

と
で
成
り
立
つ
よ
う
な
政
治
学
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
間
題
を
リ
オ
タ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
今
日

わ
れ
わ
れ
が
政
治
問
題
を
解
決
す
る
と
き
に
必
要
と
思
わ
れ
る
概
念
は
、
全
体
性
、
統
｝
性
、
体
制
と
い
う
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ

は
多
様
性
、
差
異
性
と
い
う
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
も
の
の
概
念
を

規
制
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
い
か
に
す
れ
ば
実
際
的
に
（
た
と
え
ば
正
し
い
決
定
と
正
し
く
な
い

決
定
と
の
区
別
が
で
き
る
ほ
ど
に
）
有
効
な
も
の
と
な
り
う
る
の
か
。
こ
う
し
た
多
様
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
政
治
は

可
能
で
あ
る
の
か
。
こ
の
多
様
性
の
な
か
で
、
こ
の
多
様
性
に
従
い
な
が
ら
、
正
し
く
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」

［
身
o
＄
巳
き
α
↓
頴
富
且
這
。
。
卸
濾
］
。
も
し
テ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
と
い
う
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
多
様

性
の
間
題
は
同
一
の
規
則
の
も
と
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
は

「
あ
な
た
が
た
の
望
み
を
わ
れ
わ
れ
の
目
的
に
合
わ
せ
な
さ
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
…
…
」
［
ξ
o
蜜
巳
お
お
”
一
8
H
訳
H
一
五
七
］
と

い
う
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
形
式
を
反
復
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
「
他
者
の
声
」
を
分
節
化
す
る
と
い
う

よ
り
も
「
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
」
語
る
こ
と
を
強
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
そ
う
し
た
形
式
の
政
治
を
「
合
理
的
政
治
」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
か
ら
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
い
た
る
近
代
の
政
治
の
あ
り
方
を
規
定
し
、
そ
の
激
烈
な
症

候
と
し
て
「
粛
正
」
と
い
う
現
象
さ
え
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
こ
う
し
た
「
合
理
的
政
治
」
は
マ
ル
ク
ス
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主
義
の
自
己
破
産
と
と
も
に
後
退
し
て
い
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
意
見
の
政
治
」
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
ひ

ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

と
つ
の
「
真
理
」
が
支
配
す
る
政
治
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
「
意
見
」
の
生
産
を
促
進
す
る
政
治
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
合
意
」

形
成
よ
り
も
意
見
の
「
不
一
致
」
の
生
成
の
ほ
う
に
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
が
提
起
し
た
先
の
間
題
は
そ
こ
か

ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
真
理
」
な
き
価
値
判
断
は
「
意
見
」
の
無
限
の
増
殖
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
空
間
は
共
約
不
可
能
な
「
意
見
」

の
対
立
空
間
へ
と
変
換
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
の
政
治
決
定
は
無
根
拠
な
「
決
断
」
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
正
し

い
決
定
と
正
し
く
な
い
決
定
と
の
区
別
」
を
行
う
こ
と
さ
え
不
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
「
意
見
」
の
多
様
性
を
承
認
し
な
が
ら
、
同

時
に
「
正
し
い
」
決
定
を
行
い
う
る
政
治
は
あ
り
う
る
の
か
。
そ
こ
で
リ
オ
タ
ー
ル
は
「
異
教
の
政
治
学
」
と
い
う
戦
略
を
立
て
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
く
「
他
者
」
の
視
点
か
ら
出
発
す
る
政
治
学
を
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

多
文
化
社
会
と
の
関
連
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
「
少
数
派
」
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
基
本
的
に
は
、
少
数
派
と
は
社

会
集
団
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
言
語
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
い
く
つ
か
の
少
数
派
に
属
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
も
が
支
配
的
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
社
会
は
正
し
い
と

言
い
う
る
の
は
、
そ
う
し
た
と
き
だ
け
な
の
で
あ
る
」
［
ξ
o
蜜
益
き
α
↓
慰
訂
民
お
。
。
ヨ
3
］
。
す
な
わ
ち
、
「
少
数
派
」
と
は
言

語
に
お
け
る
「
不
一
致
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
ね
に
分
節
化
し
て
い
く
こ
と
で
「
多
数
派
」
の
テ
ロ
ル
は
抑
止
さ
れ
う
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
（
こ
こ
で
い
う
「
多
数
派
」
と
は
言
語
に
お
け
る
「
不
一
致
」
を
認
め
な
い
論
理
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
集

団
と
し
て
は
少
数
派
で
あ
っ
て
も
論
理
と
し
て
は
「
多
数
派
」
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
）
。
こ
う
し
て
リ
オ
タ
ー
ル
は
「
異

教
の
政
治
学
」
を
規
制
す
る
ル
ー
ル
を
導
き
だ
す
。
「
言
語
と
は
ま
ず
何
よ
り
も
だ
れ
か
が
話
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
ゲ

ー
ム
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
ル
ー
ル
は
聞
く
こ
と
を
優
先
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ゲ
ー
ム
は

正
し
い
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
で
は
、
人
は
聞
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
語
る
、
つ
ま
り
作
者
で
は
な
く
聞
き
手
と
し
て
語
る
の
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で
あ
る
」
［
一
ぴ
尊
る
∵
認
］
。
自
己
は
「
聞
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
つ
ね
に
「
他
者
」
の
視
点
へ
と
開
か
れ
る
。
そ
の
と
き
意
見
の

「
不
一
致
」
が
生
じ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
論
理
と
し
て
の
「
多
数
派
」
を
形
成
し
な
い
た
め
に
も
、
そ

う
し
た
「
不
一
致
」
を
出
発
点
に
「
自
己
変
容
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ね
に
「
少
数
派
」
で
あ
る
こ
と

ー
そ
れ
は
「
異
教
の
政
治
学
」
を
支
え
る
倫
理
で
も
あ
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
多
文
化
社
会
に
お
け
る
「
異
教
の
政
治
学
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
学
」
の

問
題
関
心
は
、
多
文
化
社
会
に
お
け
る
少
数
派
の
「
文
化
の
存
続
」
、
す
な
わ
ち
少
数
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
保
護
」
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
異
教
の
政
治
学
」
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
論
理
と
し
て
の
「
多
数
派
」
の
問
題
を
完

全
に
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
（
そ
こ
で
は
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
と
い
う
視
点
が
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
密
輸
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
）
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
変
容
」
と
い
う
視
点
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・
ヤ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
た
「
差
異
の
政
治
学
」
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
女
は

「
わ
れ
わ
れ
」
に
回
収
さ
れ
た
「
差
異
」
の
概
念
を
こ
う
定
義
し
て
い
る
。
「
集
団
の
差
異
の
抑
圧
的
な
意
味
は
そ
れ
を
絶
対
的
な
他

者
性
、
相
互
排
除
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
上
の
対
立
と
し
て
定
義
す
る
。
こ
う
し
た
差
異
の
本
質
主
義
的
な
意
味
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

論
理
に
従
属
し
て
い
る
の
だ
」
冒
窪
轟
お
8
」
＄
］
。
リ
オ
タ
ー
ル
的
に
表
現
す
れ
ば
、
「
多
数
派
」
の
論
理
を
内
在
さ
せ
た
少
数

派
は
、
も
は
や
言
語
に
お
け
る
「
少
数
派
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
意
見
の
「
不
】
致
」
を
排
除
す
る
テ
ロ
ル
の
体
制
で
あ
っ
て
、
も

は
や
「
差
異
」
と
は
定
義
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
本
当
の
意
味
で
の
「
差
異
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
今
日
で
は
差
異
は
他
者
性
、
排
他
的
対
立
で
は
な
く
特
殊
性
、
変
形
、
異
種
混
合
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
差
異
と
は

同
心
円
的
に
拡
大
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
、
何
も
の
と
も
重
複
し
な
い
他
者
性
に
も
還
元
さ
れ
な
い
、
類
似
性
と
非
類
似
性

の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
か
く
し
て
差
異
は
、
集
団
の
属
性
の
記
述
と
し
て
で
は
な
く
、
集
団
間
の
関
係
や
集
団
と
制
度
と
の

相
互
作
用
の
関
数
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
」
［
一
三
件
」
鴛
］
。
す
な
わ
ち
、
「
差
異
」
を
た
ん
に
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
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る
こ
と
は
、
そ
れ
を
特
定
の
「
わ
れ
わ
れ
」
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
「
差
異
」
を
集
団
の
関
係
性
の
も
と
に
位

置
づ
け
る
こ
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
観
念
の
も
つ
権
力
作
用
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
多
文
化
社
会
に
お
け
る
「
少
数
派
」
の
問
題
は
、
集
団
の
「
存
続
」
と
い
う
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
位
相
か
ら
、
集
団
間
の

「
連
帯
」
と
い
う
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
位
相
へ
と
変
換
さ
れ
る
。
ヤ
ン
グ
に
と
っ
て
「
文
化
的
少
数
派
」
と
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や

民
族
集
団
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
文
化
帝
国
主
義
に
従
属
す
る
す
べ
て
の
集
団
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
女
性
や
老
人
、
障
害
者
、
同
性
愛
者
、
労
働
者
階
級
の
人
々
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
［
蕎
阜
」
謡
］
。
自
己

形
成
に
お
け
る
「
共
同
体
」
の
重
要
性
を
主
張
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
の
政
治
学
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
少
数
派
」
の
存
在
i

彼
ら
は
「
共
同
体
」
内
部
の
権
力
関
係
に
お
い
て
も
支
配
さ
れ
て
い
る
ー
は
十
分
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
限
界
を
批
判
し
て
、
ヤ
ン
グ
は
「
共
同
体
へ
の
衝
動
は
し
ば
し
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
存
と
い
う

欲
望
に
結
び
つ
き
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
を
脅
か
す
他
者
を
排
除
す
る
」
［
一
げ
一
件
”
旨
］
と
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
と
い
う
観
念
の
外
延
が
「
共
同
体
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
う
し
た
外
延
を
共
有
し
な
い
「
他
者
」

は
「
私
」
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
私
」
と
い
う
観
念
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
民
族
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、

階
級
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
…
…
を
め
ぐ
る
集
団
間
の
権
力
関
係
の
網
の
目
の
な
か
で
分
節
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
私
」
の
内
部
に
は
抑
圧
と
被
抑
圧
の
ベ
ク
ト
ル
が
乱
反
射
的
に
交
錯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
「
差
異
」
は
「
私
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

規
定
す
る
「
共
同
体
」
の
固
有
性
で
は
な
く
、
「
私
」
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
の
関
係
性
の
な
か
に
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
「
共
同
体
」
を
「
文
化
帝
国
主
義
」
へ
の
抵
抗
の
拠
点
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
問

題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
私
」
の
な
か
で
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き
た
「
他
者
の
声
」
を
分
節
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
集

団
代
表
」
讐
2
も
お
質
①
の
窪
＄
江
9
の
形
式
で
政
治
過
程
へ
と
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
集
団
の
い
ず
れ
も
「
多
数
派
」
の
論
理
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
論
理
へ
と
回
収
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ヤ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
集
団
の
「
差
異
」
が
言
語
日
政
治
レ
ベ
ル
で
の
「
排
他
的
対
立
」
へ
と
解
消
さ
れ
な
い
政
治
モ
デ

ル
と
し
て
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
の
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
連
帯
を
め
ざ
す
〈
虹
の
連
合
〉
餌
菊
巴
暮
o
≦
O
o
巴
誌
9
の
実
験
に
注

目
し
て
い
る
。

　
〈
虹
の
連
合
〉
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
集
団
が
社
会
問
題
に
関
す
る
自
分
た
ち
の
経
験
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
特
殊
性
と
同
じ
よ
う
に

　
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
も
肯
定
し
て
い
る
。
〈
虹
の
連
合
〉
で
は
、
政
治
的
な
黒
人
が
ゲ
イ
の
参
加
を
た
だ
黙
認
し
た
り
、
労
働
組
合
の
活

　
動
家
が
平
和
運
動
の
ベ
テ
ラ
ン
と
い
や
い
や
な
が
ら
協
力
し
あ
っ
た
り
、
彼
ら
の
す
べ
て
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
参
加
を
温
情
的
に
認
め
た
り

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
念
的
に
は
〈
虹
の
連
合
〉
は
他
者
の
存
在
を
肯
定
し
、
抑
圧
さ
れ
た
集
団
の
主
張
や
そ
う
し
た
集
団
を
支
え

　
る
政
治
運
動
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
差
異
を
見
え
な
く
す
る
「
統
一
の
原
則
」
と
い
っ

　
た
も
の
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
員
が
自
ら
の
経
験
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
経
済
的
、
社
会

　
的
な
間
題
を
分
析
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
各
集
団
が
意
味
の
あ
る
自
律
性
を
維
持
し
、

　
集
団
代
表
へ
の
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
口
嘗
F
」
o。
○。
山
o。
巴
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

こ
の
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
た
「
少
数
派
」
の
主
張
を
政
治
過
程
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
（
集
団
代
表
）
は
、
社
会
の
内
部
に
複
数
の
視
点

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
「
多
数
派
」
の
論
理
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
少

数
派
」
が
自
ら
の
主
張
を
集
団
に
固
有
の
も
の
と
し
て
提
示
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
利
益
政
治
」
の
レ
ベ
ル
を
越
え
る

も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
ヤ
ン
グ
の
構
想
す
る
〈
虹
の
連
合
〉
は
、
意
見
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
本
質
主
義
的

な
対
立
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
集
団
代
表
」
の
政
治
は
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
見
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
政
治
の
な
か
で
「
少
数
派
」
が
要
求
す
る
も
の
は
ー
「
利
益
政
治
」
の
場
合
と
は

異
な
っ
て
ー
つ
ね
に
「
公
共
性
」
あ
る
い
は
「
正
義
」
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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こ
こ
で
い
う
「
公
共
性
」
は
ル
ソ
ー
の
コ
般
意
志
」
の
よ
う
に
一
元
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
公
共
性
」
の
も
と
で
は
、

す
べ
て
の
公
民
は
「
わ
れ
わ
れ
（
H
多
数
派
）
」
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
公
共
性
」
あ
る
い
は
「
正
義
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ヤ
ン
グ
の

コ
元
化
さ
れ
た
公
民
」
と
「
ヘ
テ
ロ
、
シ
ニ
ア
ス
な
公
民
」
と
い
う
対
立
概
念
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
コ
元
化
さ
れ
た
公
民
」
と

は
、
い
わ
ば
ロ
ー
ル
ズ
的
な
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
前
提
と
し
た
主
体
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
特
殊
性
ー
他
者
と
の
「
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
、
利
害
関
心
、
意
見
に
お
け
る
差
異
」
1
を
決
し
て
「
公
的
発
言
に
お
い
て
浮
上
さ
せ
な
い
こ
と
に
同
意
」
［
量
α
二

一
。。
。

。
］
し
て
い
る
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
「
差
異
」
は
私
的
な
も
の
と
し
て
公
的
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
他
方
、
「
ヘ
テ
ロ
ジ
ニ
ア
ス
な
公
民
」
と
は
、
私
的
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
「
差
異
」
を
公
的
な
も
の
と
し
て
解
き
放
ち
、

「
具
体
的
な
他
者
」
の
声
を
公
的
空
間
に
お
い
て
分
節
化
し
よ
う
と
試
み
る
主
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
差
異
」
が
集
団
に
固
有

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
私
的
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヤ
ン
グ
の
よ
う
に
「
差

異
」
を
集
団
の
関
係
性
に
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
公
的
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
（
他
の
集
団
に
も
関
わ
る
問
題
と
し
て
）
提

起
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
「
た
と
え
そ
れ
ら
の
差
異
が
集
団
の
対
立
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
正
し
い
社
会

で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
差
異
を
議
論
へ
と
開
い
て
い
く
べ
き
で
あ
る
」
［
葦
F
」
。
。
。
］
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
集
団
代
表
」

の
政
治
は
「
差
異
」
を
公
的
空
間
の
な
か
に
導
き
入
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
自
分
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
社
会
的
位
置
に
立
つ
他

者
の
ま
え
で
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
で
公
共
性
を
滴
養
す
る
」
［
量
F
」
8
］
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で

あ
る
。

　
公
的
空
間
に
お
け
る
「
差
異
」
の
活
性
化
は
、
何
よ
り
も
「
多
数
派
」
な
き
集
団
間
の
「
連
帯
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
活
用
さ
れ
る
べ
き
視
点
は
、
や
は
り
リ
オ
タ
ー
ル
的
な
「
少
数
派
」
の
倫
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い

か
な
る
集
団
も
つ
ね
に
「
他
者
」
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
は
そ
れ
に
よ
っ
て
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い
か
な
る
集
団
も
「
多
数
派
」
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
正
義
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
あ
る
言
語
ゲ
ー

ム
が
他
の
も
の
を
支
配
し
な
い
正
義
」
の
可
能
性
を
「
相
似
の
ル
ー
ル
で
は
な
く
相
違
の
ル
ー
ル
」
［
ξ
o
母
こ
き
α
↓
嶽
富
且

一
〇
。

。
卸
3
］
か
ら
導
き
だ
す
こ
と
。
こ
う
し
た
「
相
違
の
ル
ー
ル
」
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
集
団
が
諸
問
題
に
つ
い
て

対
立
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
…
…
そ
れ
ら
が
［
公
的
に
］
表
明
さ
れ
る
と
き
人
間
の
理
解
は
よ
り
深
い

も
の
に
な
る
」
マ
2
轟
お
8
」
。
。
。
］
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ヤ
ン
グ
に
と
っ
て
の
「
正
義
」
も
、
民
主
的
な
公
共
性
の
酒
養
と
い

う
観
点
か
ら
、
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
再
定
式
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
文
化
社
会
に
お
い
て
は
「
集
団
の
社
会
的
平
等

性
、
集
団
の
差
異
の
相
互
承
認
や
肯
定
が
、
正
義
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
の
特
殊
な
二
ー
ズ
に
注
意
を
向
け
、

そ
れ
ら
の
集
団
代
表
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
平
等
性
は
促
進
さ
れ
、
ま
た
文
化
帝
国
主
義
を
解
体
す
る
よ
う
な
相
互

承
認
も
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
［
一
玄
F
」
曽
］
。

多文化主義と「承認」バラダイムの正義論

四
　
「
承
認
」
の
批
判
理
論
に
向
け
て

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
「
再
分
配
」
か
ら
「
承
認
」
へ
と
い
う
正
義
論
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
政
治
哲

学
に
お
い
て
「
他
者
」
間
題
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ

ズ
ム
（
テ
イ
ラ
ー
）
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
リ
オ
タ
ー
ル
／
ヤ
ン
グ
）
と
い
う
多
文
化
社
会
の
「
現
実
」
を
分
析
す
る
た
め
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
「
現
実
」
は
特
定
の
（
つ
ま
り
「
承
認
」

の
）
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ

う
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
経
済
的
な
不
平
等
と
い
う
問
題
は
「
現
実
」
と
し
て
構
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
「
社
会
主
義
か
ら
多
文
化
主
義
へ
」
と
い
う
政
治
哲
学
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
上
の
流
れ
を
批
判
し
て
、
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「
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
承
認
の
批
判
理
論
を

展
開
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
主
義
的
な
平
等
の
政
治
学
と
矛
盾
な
く
結
び
つ
い
た
文
化
的
な
差
異
の
政
治
学
…
…
を
展
開
す
る
こ

と
で
あ
る
」
［
牢
霧
R
一
8
ヨ
＄
］
と
述
べ
て
い
る
。

　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
現
実
の
社
会
に
は
、
一
方
に
お
い
て
、
搾
取
、
経
済
的
周
辺
化
、
生
存
の
危
機
と
い
っ
た
「
社
会
経
済
的
な
不
正
義
」
が
存
在
し
、

他
方
に
お
い
て
は
、
差
別
、
文
化
的
周
辺
化
、
尊
厳
の
否
定
と
い
っ
た
「
文
化
的
な
不
正
義
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
不
正
義
を
是
正
す
る
た
め
に
、
一
方
で
は
「
再
配
分
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
を
、
他
方
で
は
「
承
認
」
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
正
義
論
を
使
い
分
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
二
種
類
の
「
不
正
義
」
は
実
際

に
は
た
が
い
に
交
錯
し
あ
っ
て
お
り
、
一
方
に
お
け
る
正
義
の
実
現
が
他
方
に
お
け
る
正
義
の
実
現
に
つ
な
が
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
そ
れ
を
妨
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
さ
え
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
う
し
た
逆
説
的
な
状
況
を
「
再
配
分
－
承
認
の
ジ

レ
ン
マ
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
承
認
の
主
張
は
、
あ
る
集
団
の
想
像
上
の
特
殊
性
…
…
に
注
意
を
払
い
、
そ
の
価
値
を
肯
定
す
る
形
で
し
ば
し
ば
為
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

　
っ
て
、
そ
れ
は
集
団
の
分
化
嬢
o
巷
象
詩
冨
算
一
呂
9
を
促
進
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
再
配
分
の
主
張
は
集

　
団
の
特
殊
性
の
土
台
と
な
る
経
済
制
度
の
廃
止
を
し
ば
し
ば
要
求
し
て
い
る
。
（
一
例
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
分
業
の
廃
止
を
要
求

　
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
あ
げ
ら
れ
る
。
）
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
集
団
の
非
－
分
化
嬢
〇
一
も
号
－
象
諌
R
o
旨
冨
け
一
8
を
促
進
す
る
傾
向
を
も

　
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
承
認
の
政
治
学
と
再
配
分
の
政
治
学
の
目
的
は
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
集
団
の
分

　
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
れ
を
弱
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
二
種
類
の
主
張
は
緊
張
状
態
に

　
置
か
れ
、
互
い
に
衝
突
し
合
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
反
発
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
の
で
あ
る
［
ま
己
乙
謹
］
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
に
あ
ま
り
囚
わ
れ
な
い
集
合
体
も
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
そ
う
し
た
例
と
し
て
「
階
級
」

と
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
あ
げ
て
い
る
。
「
階
級
」
は
特
定
の
生
産
関
係
に
お
け
る
分
業
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
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り
、
そ
こ
で
生
じ
る
社
会
経
済
的
な
不
平
等
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
「
再
配
分
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
の
も
と
で
「
階
級
」
分

化
そ
の
も
の
を
抑
制
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
は
特
定
の
文
化
－
価
値
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
生
じ
る
文
化
的
な
不
平
等
（
異
性
愛
に
対
す
る
同
性
愛
の
価
値
的
劣
位
）
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、

「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
の
も
と
で
そ
う
し
た
集
団
の
特
殊
性
を
肯
定
（
分
化
）
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
や
「
人
種
」
の
場
合
、
問
題
は
よ
り
複
雑
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
二
種
類
の
不
正
義
を
同
時

に
受
け
や
す
い
「
両
価
的
集
合
体
」
げ
貯
巴
o
旨
8
＝
①
＆
＜
庄
①
ω
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
場
合
、
女
性
は
一
方
で

「
生
産
」
労
働
と
「
再
生
産
」
労
働
（
家
事
・
育
児
）
の
分
業
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
社
会
経
済
的
な
不
公
正
を
受
け
、
他
方
で
は
男
性

中
心
主
義
的
な
文
化
－
価
値
構
造
の
も
と
で
「
女
性
で
あ
る
こ
と
」
の
価
値
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
人
種
」
の
場
合
、
有
色

人
種
は
一
方
で
「
高
賃
金
」
労
働
と
「
低
賃
金
」
労
働
の
分
業
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
社
会
経
済
的
な
不
公
正
を
受
け
、
他
方
で
は
西

欧
中
心
主
義
的
な
文
化
－
価
値
構
造
の
も
と
で
「
有
色
人
種
で
あ
る
こ
と
」
の
価
値
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た

二
重
の
不
正
義
に
さ
ら
さ
れ
た
「
両
価
的
集
合
体
」
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
一
方
に
お
け
る
「
再
配
分
」
に
よ
る
正
義
の
実
現
（
集

団
の
非
－
分
化
）
は
、
他
方
に
お
け
る
「
承
認
」
に
よ
る
正
義
の
実
現
（
集
団
の
分
化
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
逆
の

場
合
も
そ
う
で
あ
る
）
。
そ
れ
で
は
、
「
再
配
分
－
承
認
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
陥
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
逆
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
を
め
ざ

す
二
つ
の
正
義
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
は
不
正
義
を
是
正
す
る
と
き
の
方
法
上
の
戦
略
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
再
配
分
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
格
差
原
理
」
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
所
得
の
不
平
等
を
税
制
（
累
進
課
税
）
に
よ
る
再
配
分
の
も
と
で
是
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
集
団
（
階
級
）

の
非
－
分
化
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
新
し
い
階
級
の
分
化
（
差
別
）
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
福
祉
国
家
で
は
、
生
活
保
護
の
受
給
者
は
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
、
そ
の
尊
厳
さ
え
も
奪
わ
れ
る
（
つ
ま
り
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「
承
認
」
の
否
定
）
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
一
方
、
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
流
の
「
多
文
化
主
義
」
が
一

般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヤ
ン
グ
の
批
判
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
現
存
す
る
共
同
体

に
結
び
つ
け
た
り
、
そ
う
し
た
共
同
体
（
集
団
）
の
特
殊
性
を
実
体
的
に
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
共
同
体
内
部
で
の
「
差
異
」

の
運
動
を
否
定
し
て
、
そ
こ
で
の
非
－
分
化
（
同
化
）
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
「
多
文
化
主
義
」

に
お
け
る
正
義
（
集
団
の
分
化
）
は
、
い
く
ら
「
相
互
承
認
」
の
ル
ー
ル
を
主
張
し
よ
う
と
も
、
「
分
離
主
義
」
や
「
隔
離
政
策
」
を

正
当
化
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
正
義
の
是
正
方
法
（
フ
レ
イ
ザ
ー
は
そ
れ
を
「
肯
定
」
モ
デ
ル
と
呼
ん

で
い
る
）
で
は
、
「
再
配
分
」
と
「
承
認
」
の
二
つ
の
正
義
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
は
、

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
権
利
に
お
い
て
「
男
性
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
」
を
要
求
す
る
自
由
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は

価
値
と
し
て
の
「
女
性
的
で
あ
る
こ
と
」
を
主
張
す
る
文
化
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
決
し
て
協
力
し
あ
え
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ

と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
肯
定
」
モ
デ
ル
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
の
モ
デ
ル
が
「
社
会
制
度
の

不
公
正
な
結
果
を
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
基
本
的
な
枠
組
み
を
壊
さ
ず
に
、
是
正
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
［
凶
玄
血
二
。
。
呂

こ
と
に
限
界
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
こ
う
し
た
「
基
本
的
な
枠
組
み
」
に
ま
で
介
入
す
る
不
正
義
の
是
正
方
法
を

「
変
容
」
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
「
再
配
分
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
で
は
「
社
会
主
義
」
の
戦
略
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
表
面
的
な
所
得
の
再
配
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
団
（
階
級
）
の
分
化
を
も
た
ら
す
生
産
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ

う
し
た
不
均
衡
な
分
業
シ
ス
テ
ム
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
（
そ
の
結
果
、
社
会
的
平
等
性
を
実
現
す
る
こ
と
）
を
正
義
と
見
な
し
て
い
る
。

他
方
、
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
で
は
「
脱
構
築
」
の
戦
略
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
個
人
あ

る
い
は
集
団
の
属
性
と
し
て
本
質
主
義
的
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
権
力
関
係
に
お
け
る
一
方
の
項
と
位
置
づ
け
る
こ
と

で
、
そ
う
し
た
関
係
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
こ
と
を
正
義
と
見
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
ゲ
イ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
固
に
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す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
さ
れ
た
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
た
め
に
同
性
愛
－
異
性
愛
と
い
っ
た
ダ
イ
コ

ト
ミ
ー
を
脱
構
築
す
る
こ
と
」
［
§
α
乙
。
。
ω
］
が
正
義
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
変
容
」
モ
デ
ル
で
は
固
定

さ
れ
た
集
団
の
分
化
を
規
定
す
る
「
基
本
的
な
枠
組
み
」
ー
生
産
関
係
に
お
け
る
分
業
シ
ス
テ
ム
や
文
化
コ
ー
ド
と
し
て
の
二
項

対
立
ー
が
間
題
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
社
会
主
義
」
と
「
脱
構
築
」
は
と
も
に
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
に
お
け
る
権
力
関
係
の
組

み
換
え
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
分
業
シ
ス
テ
ム
の
不
公
正
を
批
判
す
る
社
会

主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
共
犯
関
係
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
文
化
コ
ー
ド
を
批
判
す
る
脱
構
築
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
変
容
」
モ
デ
ル
の
戦
略
は
「
再
配
分
－
承
認
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
囚

わ
れ
る
こ
と
な
く
二
つ
の
正
義
を
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
経
済
に
お
け
る
社
会
主
義
プ
ラ
ス
文
化
に
お
け
る
脱
構
築
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
は
、
ど
の
よ
う

な
政
治
的
方
向
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
「
こ
の
シ
ナ
リ
オ
を
心
理
的
、
政
治
的
に
実
行
可
能
な
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
人
々
は
自
分
の
利
益
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
現
在
の
文
化
的
構
成
物
に
固
執
す
る
の
を
控
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
［
一
び
一
F
ら
ご
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
観
念
を
支
え
る
権
力
作
用
を
批
判
的
に
と
ら
え
た

見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
」
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
い
う

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
」
と
は
、
人
々
に
「
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
」
語
る
こ
と
を
強
制
す
る
「
合
理
的
政
治
」
（
リ
オ
タ
ー

ル
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
の
社
会
主
義
体
制
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
政
治
主
体
を
「
階
級
」
と
い
う
超
越
論
的
シ
ニ
フ
ィ

エ
に
還
元
し
た
り
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
の
よ
う
に
階
級
対
立
を
「
民
族
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
と
で
隠
蔽
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
階
級
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
民
族
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
人
種
を
め
ぐ
る
「
あ
ら
ゆ
る

不
正
義
の
線
分
は
、
す
べ
て
の
人
問
の
利
益
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
影
響
を
及
ぽ
す
よ
う
な
形
で
、
互
い
に
交
差
し
合
っ
て
お
り
、

だ
れ
も
そ
う
し
た
集
合
体
の
ひ
と
つ
に
だ
け
帰
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
社
会
を
分
断
す
る
ひ
と
つ
の
線
分
の
も
と
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で
従
属
し
て
い
る
人
々
が
、
そ
の
ほ
か
の
線
分
で
は
支
配
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」
［
一
げ
昼
る
巴
。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
不
正
義
の
交
差
性
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義
の
実
践
は
「
階
級
」
へ
の
基
礎
づ
け
を
も
は
や
主
張
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
社
会
主
義
の
自
己
破
産
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
無
数
の
力

関
係
の
も
と
で
発
生
す
る
不
正
義
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
社
会
主
義
の
「
平
等
」
と
い
う
理
念
は
こ
れ
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
た
だ
「
平
等
」
と
い
う
理
念
の
実
現
方
法
ー
「
平
等
」
を
差
異
の
論
理
の
も
と
で
実
現
す
る

こ
と
ー
が
問
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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「
承
認
」
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
氾
濫
、
そ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
は
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ヘ
の
あ
く
な
き
欲
求

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
他
者
か
ら
の
「
承
認
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
関

係
性
へ
の
欲
求
は
人
間
の
基
本
的
二
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
を
自
由

主
義
の
（
個
人
的
権
利
と
は
別
の
）
擁
護
す
べ
き
理
念
と
見
な
し
て
い
た
。
た
し
か
に
彼
が
弁
護
し
て
い
た
よ
う
に
「
共
通
善
の
政

治
は
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る
」
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
こ
と
が
一
方
に
お
い
て
「
政

治
的
な
声
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
差
異
を
も
た
ら
す
」
［
9
目
o
ξ
お
箪
る
ω
］
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

リ
オ
タ
ー
ル
／
ヤ
ン
グ
、
そ
し
て
フ
レ
イ
ザ
ー
の
試
み
は
、
い
か
な
る
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
」
も
必
然
的
に
「
排
除
の
政

治
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
で
抑
圧
さ
れ
た
「
他
者
」
の
声
を
分
節
化
す
る
た
め
に
、
「
承
認
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義

論
を
さ
ら
に
批
判
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
「
承
認
」
は

よ
り
闘
争
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
の
闘
争
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
囚
わ
れ
た
「
差
異
の
政



治
」
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
闘
争
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
「
排
除
の
政
治
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
議
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
承
認
」
の
正
義
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
固
定
化
さ
れ
る
「
二

項
対
立
」
の
図
式
そ
の
も
の
を
つ
ね
に
「
脱
構
築
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
観
念
の
呪
縛
か
ら

解
き
放
た
れ
る
こ
と
。
「
承
認
」
の
正
義
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多文化主義と「承認」パラダイムの正義論
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