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編
者
あ
と
が
き

広
瀬
巌

本
書
は
、
分
配
的
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義
に
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る
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さ
れ
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文
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翻
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。
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。
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そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
、
現
在
の
分
析
哲
学
界
で
拮
抗
す
る
分
配
的
正
義
の
理
論 

を
代
表
し
て
い
る
。
第
１
章
は
ロ
ー

ル
ズ
の
格
差
原
理
（difference principle

）、
第
２
章
は
運
平
等
主
義
（luck egalitarianism

）、
第
３
章
は
民
主
的
平
等

（dem
ocratic equality

）
も
し
く
は
関
係
性
平
等
主
義
（relational egalitarianism

）
と
呼
ば
れ
る
立
場
、
第
４
章
は
優
先

主
義
（prioritarianism

）、
第
５
章
は
十
分
主
義
（sufficientarianism

）
を
代
表
す
る
論
文
で
あ
る
。
本
書
が
真
に
『
平

等
主
義
基
本
論
文
集
』
で
あ
る
に
は
、
第
２
章
の
ア
ー
ネ
ソ
ン
論
文
に
代
え
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
「
資
源
の
平
等
」
論
文
を
、

そ
し
て
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
平
等
」
論
文
を
追
加
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
文
の
日
本
語
訳
は
す
で
に
存
在

す
る
。

・
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
『
平
等
と
は
何
か
』（
小
林
公
・
大
江
洋
・
高
橋
秀
治
・
高
橋
文
彦
訳
、
木
鐸
社
、

二
〇
〇
二
年
）
所
収
の
「
資
源
の
平
等
」。

・
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
『
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』（
永
井
均
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
）
所

収
の
「
平
等
」。

本
書
と
と
も
に
右
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
現
代
分
析
哲
学
の
分
配
的
正
義
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
論
文
が
日
本
語
で
読

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
訳
語
は
基
本
的
に
拙
著
（
齊
藤
拓
訳
）『
平
等
主
義
の
哲
学
│
│
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
健
康
の

分
配
ま
で
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
に
従
っ
て
い
る
。

第
３
章
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
論
文
は
、
長
尺
な
わ
り
に
哲
学
的
内
容
が
希
薄
な
部
分
が
あ
っ
た
の
で
抄
訳
と
し
た
。
こ

れ
と
は
対
照
的
に
、
第
４
章
の
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
論
文
は
、
ど
の
一
文
を
と
っ
て
も
考
え
に
考
え
抜
か
れ
、
無
駄
な
文
が
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一
文
も
な
い
と
い
う
意
味
で
す
べ
て
の
哲
学
者
が
手
本
と
す
べ
き
な
の
だ
が
、
頁
数
の
都
合
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
「
補
論
│
│
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
」
を
割
愛
す
る
こ
と
と
し
た
。

編
者
は
、
原
著
の
自
由
な
読
み
方
を
制
限
し
か
ね
な
い
と
い
う
理
由
で
、
翻
訳
書
に
付
さ
れ
る
「
解
題
」
や
「
解
説
」

と
い
う
日
本
出
版
界
の
独
特
の
慣
習
を
好
ま
し
い
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
各
章
を
要
約
す
る
こ

と
は
せ
ず
、
最
小
限
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
三
点
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
は
、
英
語
圏
の
専
門
家
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
雰
囲
気
を
報
告
す
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
が
き
で
書
か

れ
て
い
る
こ
と
が
通
説
だ
と
か
正
し
い
解
釈
だ
と
か
と
考
え
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
よ
く
次
の
よ
う
な
こ
と
を
ほ
ぼ
毎
日
耳
に
す
る
。「
格
差
拡
大
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い

る
」
と
か
、「
格
差
社
会
の
是
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
格
差
が
そ
れ
自
体
望
ま
し
く

な
い
も
の
だ
、
と
暗
に
意
味
し
て
い
る
。
格
差
は
そ
れ
自
体

0

0

0

0

望
ま
し
く
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、
格
差
そ
れ
自
体
が
望
ま

し
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
格
差
が
社
会
に
も
た
ら
す
影
響
（
例
え
ば
、
治
安
の
悪
化
や
生
産
性
の
低
下
な
ど
）
が
問
題
な

の
か
。
格
差
が
そ
れ
自
体
望
ま
し
く
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
悪
な
の
か
（
価
値
の
概
念
）、
不
公
正
な
の
か
（
義
務
の
概
念
）、

そ
れ
と
も
不
正
義
な
の
か
（
政
治
の
概
念
）。
実
は
、
格
差
は
そ
れ
自
体
望
ま
し
い
も
の
で
な
く
、
他
の
望
ま
し
く
な
い
効

果
（
例
え
ば
治
安
の
悪
化
や
生
産
性
の
低
下
）
を
生
む
か
ら
縮
小
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
あ
と
が
き
は
、
こ

れ
ら
の
ど
の
問
に
も
答
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
を
答
え
る
た
め
に
、
本
書
所
収
の
論
文
を
批
判
的
に
読
ん
で
い
た
だ
き
、

そ
の
中
か
ら
読
者
一
人
ひ
と
り
が
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
た
い
。
こ
れ
は
突
き
放
し
た
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
の

根
本
は
「
人
の
考
え
」
を
変
え
る
こ
と
に
は
な
く
、「
人
の
考
え
方
」
を
変
え
る
こ
と
に
あ
る
。
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１　

ロ
ー
ル
ズ
分
配
理
論
と
運
の
平
等
主
義

第
１
章
と
第
２
章
の
論
文
は
、
分
配
的
正
義
の
基
礎
に
つ
い
て
の
二
つ
の
異
な
る
立
場
を
代
表
し
て
い
る
。
第
１
章
は

言
わ
ず
と
知
れ
た
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
、
第
２
章
は
運
平
等
主
義
と
呼
ば
れ
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
（R

onald 

D
w

orkin

）
が
最
初
に
提
示
し
、
ア
ー
ネ
ソ
ン
が
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
コ
ー
エ
ン
（G

. A
. C

ohen

）、
カ
ス
パ
ー
・
リ
パ
ー
ド
＝

ラ
ス
ム
ー
セ
ン
（K

asper Lippert-R
asm

ussen

）、
シ
ュ
ロ
ミ
・
セ
ガ
ル
（Shlom

i Segall

）
な
ど
と
展
開
し
て
き
た
立
場

で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
と
運
平
等
主
義
は
ご
く
大
ま
か
に
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

格
差
原
理
：
不
平
等
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
不
平
等
が
最
も
不
遇
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
人
た
ち
の
福
利
を

最
大
化
す
る
と
き
に
の
み
で
あ
る
。

運
平
等
主
義
：
不
平
等
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
不
平
等
が
諸
個
人
の
選
択
の
帰
結
で
あ
る
と
き
で
あ
る
。
不
平

等
が
諸
個
人
の
選
択
不
可
能
な
状
況
に
起
因
す
る
と
き
、
不
平
等
は
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
つ
の
立
場
は
、
人
々
は
完
全
に
平
等
で
あ
る
状
態
が
道
徳
的
正
当
性
を
必
要
と
し
な
い

0

0

0

状
態
と
考
え
、 

不
平
等
な
状
態

こ
そ
道
徳
的
正
当
性
を
必
要
と
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
し
か
し
不
平
等
を
正
当
化
す
る
要
件
、
お
よ
び
そ
の
理
由

づ
け
が
異
な
る
。
格
差
原
理
に
よ
れ
ば
、
最
も
不
遇
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
状
況
が
最
大
化
さ
れ
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る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
運
平
等
主
義
に
よ
れ
ば
諸
個
人
の
選
択
の
帰
結
で
あ
る
と
き
で
あ
る
。

格
差
原
理
と
運
平
等
主
義
は
、
再
分
配
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
。
両
者
と
も
、
道
徳
的
に
恣
意
的
な

要
素
、
例
え
ば
人
種
、
性
別
、
身
体
的
特
徴
、
障
害
の
有
無
な
ど
の
影
響
が
取
り
除
か
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
取
り
除
く
か
で
格
差
原
理
と
運
平
等
主
義
は
考
え
を
異
に
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的

に
恣
意
的
な
要
素
を
中
性
化
し
た
後
に
、
道
徳
的
に
恣
意
的
な
要
素
か
ら
解
き
放
さ
れ
た
抽
象
的
な
契
約
当
事
者
が
ど
の

よ
う
な
分
配
ス
キ
ー
ム
を
選
択
す
る
か
、
こ
れ
が
格
差
原
理
を
含
め
正
義
の
二
原
理
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
。
道
徳
的
に

恣
意
的
な
要
素
を
中
性
化
す
る
理
論
的
道
具
が
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
運

平
等
主
義
は
、
道
徳
的
に
恣
意
的
な
要
素
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
悪
影
響
と
し
て
の
不
平
等
を
除
去
す
る
た
め
の
分
配
ス
キ

ー
ム
を
構
想
す
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
単
純
な
例
に
例
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
障
害
者
に
不
利
に
な
ら
な
い

よ
う
な
る
ル
ー
ル
を
設
計
し
障
害
者
と
健
常
者
が
公
平
に
競
争
で
き
る
環
境
を
作
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
運
平
等
主
義

に
よ
れ
ば
障
害
者
と
健
常
者
を
競
争
さ
せ
て
障
害
が
引
き
起
こ
し
た
差
を
事
後
的
に
補
償
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
違
い
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
、
次
の
状
態
を
想
像
さ
れ
た
い
。
障
害
者
が
健
常
者
よ
り
頑
張
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、

障
害
者
が
健
常
者
よ
り
結
果
的
に
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
で
、
格
差
原
理
（
よ
り
正
確
に
は
、
格

差
原
理
と
実
質
的
に
同
じ
「
マ
キ
シ
ミ
ン
ル
ー
ル
」）
は
障
害
者
か
ら
最
底
辺
の
健
常
者
へ
の
資
源
の
移
転
を
要
請
す
る
。
こ

れ
に
対
し
、
運
平
等
主
義
に
よ
れ
ば
障
害
者
か
ら
最
底
辺
の
健
常
者
へ
の
資
源
の
移
転
を
要
請
す
る
こ
と
は
な
い
。

読
者
は
ど
ち
ら
の
理
論
が
よ
り
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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２　

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
論
文
の
両
義
性

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
論
文
は
二
つ
の
点
で
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
運
の
平
等
主
義
に
対
す
る
重
要
な
批
判
を
し

た
と
い
う
点
。
第
二
に
、「
民
主
的
平
等
」
な
い
し
は
「
関
係
性
平
等
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
立
場
を
初
め

て
表
明
し
た
と
い
う
点
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
大
ま
か
に
二
つ
の
批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

一
つ
は
「
平
等
性
か
ら
の
屈
辱
的
な
手
紙
」
批
判
、
も
う
一
つ
は
「
遺
棄
」
批
判
で
あ
る
。
前
者
の
批
判
は
ま
っ
た
く
的

は
ず
れ
な
批
判
と
目
さ
れ
て
お
り
、
真
剣
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
同
じ
よ
う
な
屈
辱
的
な
手
紙
は
、
い
か
な
る
分
配

的
正
義
の
理
論
に
対
し
て
書
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）。
重
要
な
の
は
第
二
の
批
判
で
あ
る
。
実
を
言
え
ば
、
運
の
平
等
主
義

に
は
か
な
り
異
な
っ
た
立
場
が
あ
る
の
だ
が
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
遺
棄
批
判
に
対
抗
す
る
と
い
う
一
点
で
共
通
し
て
い
る
。

驚
く
こ
と
に
、
遺
棄
批
判
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
以
前
に
経
済
学
者
で
あ
る
マ
ー
ク
・
フ
ロ
ー
ベ
イ
（M

arc Fleurbaey

）
に

よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
彼
自
身
が
（
満
足
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
解
決
策
を
提
案
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
等
主
義
の
哲
学
』
２
章
４
節
を
読
ま
れ
た
い
。

第
二
の
点
に
移
ろ
う
。
民
主
的
平
等
（
関
係
性
平
等
主
義
）
と
は
何
か
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
運
の
平
等
主
義

は
平
等
の
目
的
を
取
り
違
え
て
い
る
。
平
等
の
目
的
と
は
、
道
徳
的
に
恣
意
的
な
要
素
が
引
き
起
こ
す
不
平
等
を
是
正
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
各
個
人
が
他
の
個
人
と
同
等
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
同
等
の
立

場
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
誰
も
他
の
人
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
だ
れ
も
他
の

人
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
は
平
等
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
だ
れ
が
そ
れ
に
異
論
を
挟
む
だ
ろ
う
か
。
運
の
平
等
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主
義
は
、
誰
か
が
他
の
人
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
運
の
平
等
主
義
を

含
め
ど
の
分
配
的
正
義
の
理
論
も
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
考
え
に
異
論
を
挟
む
も
の
は
な
い
。
つ
ま
り
、
だ
れ
も
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
の
民
主
的
平
等
に
反
対
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
立
場
は
ほ
ぼ
空
っ
ぽ
な
理
論
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
自
ら
の
立
場
を
平
等
主
義
と
い
う
も
の
の
、
ど
の
分
配
が
よ
り
望

ま
し
い
か
に
関
し
て
何
も
言
う
こ
と
は
な
い
。
あ
た
か
も
、
基
本
的
人
権
の
中
身
を
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、

基
本
的
人
権
が
重
要
だ
と
言
い
立
て
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
国
で
の
基
本
的
人
権
の
状
況
が
改
善
し
て
い
る
の
か
悪
化
し
て

い
る
の
か
を
判
断
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
フ
ェ
ア
だ
ろ
う
か
。
読

者
の
皆
様
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

３　

平
等
主
義
、
優
先
主
義
、
十
分
主
義

第
４
章
と
第
５
章
は
、
三
つ
の
競
合
す
る
分
配
理
論
を
比
較
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
次
の
よ
う

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

価
値
平
等
主
義
：
あ
る
個
人
が
他
の
個
人
よ
り
厚
生
が
低
い
と
い
う
事
実
、
そ
れ
自
体
が
悪
で
あ
る
。

優
先
主
義
：
厚
生
の
絶
対
的
水
準
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
厚
生
の
道
徳
的
重
要
さ
は
増
加
す
る
。
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十
分
主
義
：
十
分
水
準
以
下
の
個
人
の
厚
生
の
向
上
が
、
十
分
水
準
以
上
の
個
人
の
厚
生
の
向
上
を
絶
対
的
に
優
先

す
る
。

分
配
に
お
け
る
「
平
等
主
義
」
と
い
っ
た
と
き
、
通
常
意
味
さ
れ
る
の
は
右
の
価
値
平
等
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
含
意
す

る
こ
と
は
、
不
平
等
は
そ
の
原
因
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
悪
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
働
か
ず
に
浪
費
に
か

ま
け
る
素
浪
人
の
生
活
の
質
が
、
汗
水
た
ら
し
て
一
生
懸
命
働
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
の
質
よ
り
低
い
と
い
う
事
態
そ

れ
自
体
が
道
徳
的
に
悪
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
平
等
主
義
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
こ
の
よ
う
な
含
意
を
受
け
入
れ

ら
れ
る
人
は
何
人
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
水
準
低
下
批
判
は
無
邪
気
な
価
値
平
等
主
義
に
冷
水
を
浴
び
せ
、

近
年
の
哲
学
で
は
平
等
主
義
を
信
奉
す
る
哲
学
者
は
ご
く
少
数
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
実
を
言
え
ば
、
編
者
自
身
は
こ
の
価

値
平
等
主
義
を
擁
護
す
る
ご
く
少
数
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る 

）。

平
等
主
義
を
批
判
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
生
活
の
質
の
格
差
を
無
視
す
べ
き
だ
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
い
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
優
先
主
義
を
提
案
し
、
平
等
主
義
を
標
榜
し
て
い
た
哲
学
者
は
ほ
ぼ
す
べ
て
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
に
追
随
し
て
優
先
主
義
者
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
く
少
数
の
論
者
は
優
先
主
義
に
も
満
足
し
な
い
。
ク

リ
ス
プ
論
文
の
「
ビ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
」
の
例
が
優
先
主
義
へ
の
不
満
足
を
代
表
し
て
い
る
。
優
先
主
義
は
超
富
裕
層
に
で

は
な
く
富
裕
層
に
ワ
イ
ン
を
与
え
る
べ
き
だ
と
す
る
が
、
ク
リ
ス
プ
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
判
断
は
反
直
観
的
で
あ
る
。

も
し
読
者
が
ク
リ
ス
プ
の
直
観
を
共
有
す
る
な
ら
、
十
分
主
義
を
支
持
す
る
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、

十
分
主
義
の
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
ク
リ
ス
プ
の
「
共
感
の
原
理
」
は
、
ビ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
の
例
で
ど
の
様
の
こ
と
を
要
求

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ワ
イ
ン
の
ボ
ト
ル
を
破
壊
せ
よ
と
い
う
の
か
。
そ
れ
と
も
、
ワ
イ
ン
を
超
富
裕
層
に
渡
す
か
富
裕
層
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に
渡
す
か
ク
ジ
で
決
め
よ
と
い
う
の
か
。
読
者
は
、
ク
リ
ス
プ
が
何
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が

直
観
的
に
正
し
い
答
え
か
、
さ
ら
に
は
結
果
的
に
は
優
先
主
義
よ
り
い
い
主
義
主
張
か
、
こ
れ
ら
を
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
。

４　

あ
と
が
き
の
あ
と
が
き

「
あ
と
が
き
」
と
は
本
来
、
本
書
を
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
る
に
際
し
、
最
終
責
任
者
が
謝
意
を
表
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
本
来
の
目
的
を
完
遂
し
た
い
。
ま
ず
、
勁
草
書
房
の
渡
邊
光
さ
ん
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
も

そ
も
、
渡
邊
さ
ん
が
こ
の
企
画
を
提
案
さ
れ
な
け
れ
ば
、
本
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
渡
邊
さ
ん
に
は
、
英
語

圏
の
出
版
社
の
編
集
者
に
は
や
っ
て
も
ら
え
な
い
よ
う
な
重
要
か
つ
細
か
い
作
業
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
と
り
わ
け
、
各

章
の
翻
訳
者
を
探
す
と
い
う
点
で
は
、
日
本
の
分
析
的
倫
理
学
を
背
負
っ
て
立
つ
新
進
気
鋭
の
研
究
者
を
探
し
て
き
て
い

た
だ
い
た
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
比
較
的
短
い
期
間
に
各
章
の
翻
訳
を
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
遂
行
し
て
く
だ
さ
っ
た
石
田
京
子
、

米
村
幸
太
郎
、
森
悠
一
郎
、
堀
田
義
太
郎
、
保
田
幸
子
、
各
氏
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
や
教
鞭
に

忙
し
い
中
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
褒
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
翻
訳
と
い
う
労
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ

た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
優
れ
た
女
性
研
究
者
二
人
が
こ
の
企
画
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
だ
。
ど
の
分
野
を
と
っ
て
も

「
学
界
は
男
社
会
」
と
い
う
分
配
的
不
正
義
が
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
ま
か
り
通
っ
て
い
る
が
、
本
書
に
参
加
し
て
く
だ

さ
っ
た
お
二
人
が
日
本
の
分
析
的
道
徳
哲
学
・
政
治
哲
学
を
力
強
く
牽
引
し
て
い
く
研
究
者
だ
と
確
信
で
き
た
こ
と
が
編
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者
に
と
っ
て
特
に
嬉
し
い
。




