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二
〇
一
七
年
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
へ
の
序
文

　

二
〇
一
六
年
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
ひ
ど
い
年
で
あ
っ
た
。
対
照
的
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
批
判
す
る
側
に

と
っ
て
は
良
い
年
で
あ
っ
た
。
以
下
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

・
私
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
コ
ラ
ム
や
雑
誌
記
事
の
執
筆
依
頼
を
受
け
、
一
九
も
の
コ
ラ
ム
や
記
事

を
書
い
た
。
本
書
を
執
筆
し
た
二
〇
一
四
年
も
し
く
は
二
〇
一
二
年
に
は
、
同
種
の
関
心
は
な
か
っ
た
。

・
ま
た
、
投
票
す
べ
き
で
な
い
者
も
い
る
、
と
い
う
自
説
を
論
じ
る
た
め
に
ラ
ジ
オ
に
も
呼
ば
れ
た
。
リ
ス
ナ
ー
は
、

「
わ
か
っ
て
い
る
！　

じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
り
ゃ
い
い
？
」
と
言
う
た
め
に
電
話
を
か
け
て
き
た
。
そ
の
前
年
に
同

じ
話
題
を
同
じ
番
組
で
し
た
と
き
に
は
、
リ
ス
ナ
ー
は
、「
よ
く
も
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
な
！
」
と
伝
え

る
た
め
に
電
話
を
か
け
て
き
た
。

・
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
日
ご
と
に
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
。

・『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
主
要
メ
デ
ィ
ア
に
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
範
囲
は
、
ア
メ
リ

カ
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
イ
ス
、
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オ
ラ
ン
ダ
な
ど
に
わ
た
る
。
本
書
は
こ
れ
ま
で
に
六
つ
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
単
な
る
私
の
履
歴
書
で
は
な
い
（
ま
あ
、
そ
う
い
う
面
も
お
そ
ら
く
ち
ょ
っ
と
は
あ
る
）。
む
し
ろ
、
私
な
り
の

手
応
え
を
示
す
も
の
だ
。
私
は
二
〇
〇
九
年
以
来
、
政
治
参
加
に
つ
い
て
の
最
も
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
理
念
に
挑
戦
す

る
本
と
論
文
を
著
し
て
き
た
。
す
る
と
二
〇
一
六
年
に
突
如
、
人
々
は
私
の
話
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

私
の
主
張
に
同
意
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
主
張
を
こ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
積
極
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
で
、
僅
差
で
「
離
脱
」
が
勝
利
し
た
。
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
の
投
票
が
行
わ
れ
る
前

の
月
に
、
イ
プ
ソ
ス
・
モ
リ
の
国
民
意
識
調
査
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
そ
の
決
定
に
か
か
わ
る
重
要
な
事
実
に

つ
い
て
、
体
系
的
に
誤
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
離
脱
派
は
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
移
民
が
イ
ギ
リ
ス
の

人
口
の
二
〇
％
を
占
め
る
と
思
っ
て
い
た
。
残
留
派
は
一
〇
％
と
見
積
も
っ
て
い
た
。
双
方
と
も
間
違
っ
て
い
る
が
、

離
脱
支
持
者
の
方
が
よ
り

0

0

間
違
っ
て
い
た
。
真
実
は
五
％
近
く
だ
。
ま
た
離
脱
派
も
残
留
派
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
移
民
に

児
童
手
当
を
い
く
ら
支
払
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
平
均
で
実
際
の
額
の
四
〇
倍
か
ら
一
〇
〇
倍
ほ
ど
多
く
見
積
も
っ

て
い
た
。
双
方
と
も
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
外
国
投
資
の
量
を
か
な
り
低
く
見
積
も
っ
て
い
た
し
、
中
国
か
ら
の
投
資
の
量
を
か

な
り
多
く
見
積
も
っ
て
い
た

（
1
）。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
残
留
が
正
し
い
決
定
だ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は

な
い
。
だ
が
、
重
要
な
事
実
の
受
け
止
め
方
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
離
脱
に
投
票
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い

う
の
は
、
き
な
臭
い
話
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
で
、
乱
痴
気
騒
ぎ
に
興
じ
て
い
る
。
不
安
症
に
陥
っ
て
い
る
職
場
の
同
僚
た
ち
は
、
ド
ナ
ル

ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
か
な
り
の
大
惨
事
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
て
い
る
が
、
私
は
そ
う
し
た
見
方
に
は
懐
疑
的
だ
。
し
か
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し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
大
統
領
予
備
選
挙
で
の
当
初
の
支
持
は
、
著
し
く
知
識
の
乏
し
い
投
票
者
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
が
候
補
者
指
名
で
勝
利
し
た
の
は
、
部
分
的
に
は
共
和
党
の
予
備
選
に
お
い
て
知
識
の
豊
富
な
投

票
者
が
分
裂
し
た
か
ら
だ
。
ト
ラ
ン
プ
が
共
和
党
の
暫
定
候
補
に
な
っ
た
と
た
ん
、
本
書
の
第
二
章
と
第
三
章
で
説
明

す
る
政
党
内
で
の
〔
政
治
的
〕
部
族
主
義
が
横
行
し
た
。「
ト
ラ
ン
プ
に
勝
た
せ
る
な
！
」
と
主
張
し
て
い
た
共
和
党

員
の
多
く
は
、
い
や
い
や
な
が
ら
も
ト
ラ
ン
プ
に
投
票
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
左
派
は
左
派
で
、
間
違
っ
た
情
報
だ
ら
け
の
経
済
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
悪
い
見
本
と
な
っ
て
い
る
。
バ
ー

ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
は
大
雑
把
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
と
同
様
、
保
護
主
義
者
で
あ
り
反
移
民
論
者
で
あ
る
。
経
済
学
者
の

ブ
ラ
ッ
ド
・
デ
ロ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

以
前
か
ら
も
広
ま
っ
て
い
た
政
治
的
に
真
実
っ
ぽ
い
話
が
、
い
ま
や
経
済
を
主
題
に
し
て
、
ど
ん
ど
ん
勢
い
よ
く

広
ま
っ
て
い
る
。
政
治
家
は
、
経
済
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
結
び
つ
き
が
非
常
に
乏
し
い
主
張
―
―
ま
さ
に
真
実
っ

0

0

0

ぽ
く
感
じ
る

0

0

0

0

0

主
張
―
―
を
し
て
い
て
、
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
無
知
か
ら
の
ケ
ー
ス
も
あ
れ

ば
、
ひ
ね
た
計
算
か
ら
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

…
ト
ラ
ン
プ
と
サ
ン
ダ
ー
ス
は
、
貿
易
に
か
ん
す
る
議
論
で
は
終
末
論
者
だ
っ
た
。
そ
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
も
真

実
を
放
棄
し
た

（
2
）。

第
二
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
と
サ
ン
ダ
ー
ス
が
推
す
経
済
の
ア
イ
デ
ア
は
、
端
的
に
何
百
年
に
も
わ
た
る
経

済
学
の
研
究
と
数
多
く
の
経
験
的
証
拠
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
そ
う
し
た
保
護
主
義
や
移
民
へ
の
敵
対
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一
〇
年
前
、
私
は
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
と
ま
ど
い
を
覚
え
て
い
た
。
私
に
は
、
哲
学
者
や

政
治
理
論
家
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
そ
の
象
徴
性
に
基
づ
い
て
支
持
す
る
議
論
に
あ
ま
り
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
の
だ
。
彼
ら
は
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
か
な
り
理
想
化
さ
れ
た
説
明
を
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
実

世
界
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
ほ
ぼ
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
類
の
観
念
は
、
ま
っ
た
く
魅
力
の
な
い
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
私
が
思
う
に
政
治
は
ポ
エ
ム
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
理
想
的
条
件
で
私
た
ち
が
な
り
た
い
の

は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
民
主
主
義
者
で
は
な
い
。

　

後
に
私
は
、
哲
学
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
対
す
る
自
分
の
不
満
が
、
そ
の
分
野
を
避
け
る
理
由
で
は
な
く
、
そ

れ
に
取
り
組
む
理
由
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
は
、〔
あ
え
て
批
判
や
反
論
を
行

う
〕
悪
魔
の
代
弁
者
を
演
じ
る
人
間
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
喜
ん
で
そ
の
役
回
り
を
演
じ
る
が
、
私
の
方
が
本
当
に
そ

う
し
た
役
回
り
か
ら
悪
魔
を
擁
護
し
て
、
哲
学
者
と
政
治
理
論
家
の
方
が
天
使
を
擁
護
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
い
ま

と
な
っ
て
は
疑
わ
し
い
。

　

私
の
同
僚
の
多
く
は
、
政
治
が
私
た
ち
を
一
つ
に
し
、
教
育
し
、
文
明
化
し
、
公
の
友
人
同
士
に
す
る
と
い
う
、
政
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治
に
つ
い
て
の
や
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
を
抱
い
て
い
る
。
私
は
、
政
治
は
私
た
ち
を
敵
対
的
な
も
の
に
す
る
と

み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
は
私
た
ち
を
引
き
離
し
、
気
力
を
奪
い
、
堕
落
さ
せ
、
公
の
敵
同
士
に
す
る
。

　

本
書
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
あ
る
意
味
、
二
〇
一
一
年
の
『
投
票
の
倫
理
』、
二
〇
一
四
年
の

『
義
務
投
票
制
：
賛
成
と
反
対
』
を
含
む
三
部
作
の
三
番
目
の
作
品
で
あ
る
。『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に

は
、
そ
の
二
作
品
か
ら
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
も
あ
る
が
、
二
作
品
よ
り
も
野
心
的
な
主
張
を
擁
護
す
る
作
品
で
あ
る
。

『
義
務
投
票
制
』
の
半
分
に
あ
た
る
私
の
担
当
パ
ー
ト
は
、
義
務
投
票
制
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

『
投
票
の
倫
理
』
で
は
、
公
民
的
徳
を
実
践
す
る
最
善
の
方
法
は
政
治
の
外
側
に
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
市
民
は
、
た
と

え
投
票
す
る
権
利
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
投
票
を
控
え
る
道
徳
的
義
務
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
う
し
た

議
論
を
さ
ら
に
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
仮
に
本
書
の
議
論
が
失
敗
し
て
も
、
他
の
二
冊
の
論
証
が
失
敗
す

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
本
書
で
の
私
の
主
張
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
態
が
適
切
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
、
一
部

の
人
に
は
投
票
権
を
付
与
す
る
べ
き
で
な
い
、
あ
る
い
は
、
他
の
人
と
比
較
し
て
弱
い
影
響
し
か
及
ぼ
さ
な
い
投
票
権

を
付
与
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

　
「
政
治
は
私
た
ち
に
と
っ
て
ろ
く
で
も
な
い
も
の
で
、
私
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
た
ち
の
特
性
を
ふ
ま
え
て
政

治
へ
の
関
与
を
最
小
限
に
す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
が
、
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上

げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
く
れ
た
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版
の
編
集
者
で
あ
る
ロ
ブ
・
テ
ン
ピ
オ
に
感
謝
す
る
（
私
の

議
論
に
ロ
ブ
は
同
意
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
同
意
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
）。「
広
範
に
わ
た
る
投
票
者
の
無
能
さ
に
鑑
み

る
と
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
方
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
第
二
の
テ
ー
マ
を
追
究
す
る
よ
う

に
提
案
し
て
く
れ
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ブ
レ
ナ
ン
に
感
謝
す
る
。
二
、
三
年
前
に
『
投
票
の
倫
理
』
を
読
ん
で
く
れ
た
後
、
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小
林
卓
人
、
辻
悠
佑
、
福
島
弦
、
福
家
佑
亮

本
書
を
手
に
取
ら
れ
る
読
者
の
関
心
を
第
一
に
惹
く
も
の
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
（
と
さ
れ
る
）
国
家
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
が
私
た
ち
の
社
会
に
あ
る
べ

き
政
治
体
制
だ
」
と
い
う
考
え
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
支
配
的
な
、
あ
る
い
は
権
威
的
な
考
え
の
一
つ
か
も
し
れ
な

い
。「
民
主
的
な
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
制
度
や
行
為
を
記
述
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
評
価
す
る
た
め
の
形
容

詞
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
さ
え
い
る
。「
民
主
的
な
」
は
ほ
ぼ
「
良
い
／
正
し
い
」
と
同
等
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
、「
非
民
主
的
な
／
反
民
主
的
な
」
は
ほ
ぼ
「
悪
い
／
正
し
く
な
い
」
と
同
等
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
考
え
方
、
な
い
し
そ
の

よ
う
な
語
の
使
用
法
へ
の
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

著
者
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ブ
レ
ナ
ン
の
目
的
は
、
こ
の
異
議
を
、
単
な
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
政
治
的
・
倫
理
的
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
科
学
と
政
治
哲
学
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
広
範
な
知
見
、
お
よ
び
注
意
深
い

合
理
的
推
論
に
基
づ
く
最
善
の
結
論
と
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
に
あ
る
。
著
者
の
試
み
が
こ
れ
ら
の
学
術
分
野
に
お
け
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る
重
要
な
貢
献
を
見
定
め
る
た
め
の
基
準
の
一
つ
―
―
論
争
的
な
結
論
を
、
良
い
根
拠
に
基
づ
い
て
支
持
す
る
こ
と

―
―
を
満
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
訳
者
一
同
が
保
証
し
た
い
。

と
は
い
え
、
著
者
の
異
議
が
実
際
に
正
し
い
か
否
か
は
、
読
者
の
熟
慮
と
今
後
の
学
術
的
論
争
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
訳
者
解
説
で
は
、
著
者
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
の
ち
、
本
書
の
思
想
的
・
理
論
的
背
景
や
議ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト論
の
方

法
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
熟
慮
や
論
争
の
た
め
の
下
地
を
作
る
こ
と
を
試
み
る
。

著
者
紹
介

本
書
の
著
者
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ブ
レ
ナ
ン
教
授
は
、
現
在
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
の
マ
ク
ド
ノ
ー
・
ビ
ジ
ネ

ス
・
ス
ク
ー
ル
に
在
籍
し
て
い
る
政
治
哲
学
者
で
あ
り
、
ア
リ
ゾ
ナ
大
学
で
二
〇
〇
七
年
に
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。

著
者
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
以
下
の
著
作
一
覧
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

著
作
一
覧

・A
 Brief H

istory of Liberty （W
iley-Blackw

ell, 2010

）, w
ith D

avid Schm
idtz

・T
he E

thics of V
oting （Princeton U

niversity Press, 2011

）

・Libertarianism
: W

hat E
veryone N

eeds to K
now

 （O
xford U

niversity Press, 2012

）

・Com
pulsory V

oting: For and A
gainst （Cam

bridge U
niversity Press, 2014

）, w
ith Lisa H

ill

・W
hy N

ot Capitalism
? （Routledge, 2014

）
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・M
arkets w

ithout Lim
its （Routledge, 2015

）, w
ith Peter Jaw

orski

・Political Philosophy: A
n Introduction （Cato Institute, 2016

）

・A
gainst D

em
ocracy （Princeton U

niversity Press, 2016

）

・In D
efense of O

penness: W
hy G

lobal Freedom
 Is the H

um
ane Solution to G

lobal Poverty 

（O
x-

ford U
niversity Press, 2018

）, w
ith Bas van der V

ossen

・W
hen A

ll E
lse Fails: T

he E
thics of R

esistance to State Injustice 

（Princeton U
niversity Press, 

2018

）

・Cracks in the Ivory T
ow

er （O
xford U

niversity Press, 2019

）, w
ith Phil M

agness

・G
ood W

ork If Y
ou Can G

et It: H
ow

 to Succeed in A
cadem

ia 

（Johns H
opkins U

niversity Press, 
2020

）

・W
hy Itʼs O

K
 to W

ant to Be R
ich （Routledge, 2020

）

・Business E
thics for Better Behavior 
（O

xford U
niversity Press, 2021

）, w
ith W

illiam
 English, 

John H
asnas, and Peter Jaw

orski

・D
ebating D

em
ocracy （O

xford U
niversity Press, 2021

）, w
ith H

élène Landem
ore

・D
em

ocracy: A
 G

uided T
our （O

xford U
niversity Press, 2022

）

・D
ebating Libertarianism

: W
hat M

akes Institutions Just? 

（O
xford U

niversity Press, 2023

）, w
ith 

Sam
uel Freem

an

・D
ebating Capitalism

 （O
xford U

niversity Press, 2023
）, w

ith Richard A
rneson
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ま
た
、R

outledge H
andbook of Libertarianism

（Routledge, 2017

）
の
編
者
の
一
人
（w

ith Bas van der 

V
ossen, D

avid Schm
idtz

）
で
も
あ
る
。
右
の
著
作
以
外
に
も
、
学
術
論
文
や
学
術
書
の
章
の
執
筆
も
精
力
的
に
行

っ
て
い
る
。Cato Institute

を
は
じ
め
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
系
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
一
般
向
け
の
活
動
も
行
っ
て

い
る
ほ
か
、
か
つ
て
は
、Bleeding H

eart Libertarians

と
い
う
、
後
述
す
る
新
た
な
タ
イ
プ
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
を
広
め
よ
う
と
す
る
研
究
者
た
ち
が
運
営
し
て
い
た
ブ
ロ
グ
の
寄
稿
者
で
も
あ
っ
た
（
こ
の
ブ
ロ
グ
は
二
〇
二
〇
年
に

活
動
停
止
を
宣
言
し
て
い
る
）。

著
作
一
覧
を
眺
め
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
政
治
哲
学
者
と
し
て
の
ブ
レ
ナ
ン
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
投
票
倫
理
の
研

究
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由
市
場
に
好
意
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
研
究
者
で
も
あ
る
。
彼
が
一
翼
を
担
う
リ
バ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
ネ
オ
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け

る
経
済
的
自
由
の
重
視
と
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
社
会
正
義
の
重
視
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
あ

る
（cf. Brennan 2018; Brennan and T

om
asi 2012; T

om
asi 2012

）。

ネ
オ
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
本
書
の
議
論
を
ブ
レ
ナ
ン
が
展
開
す
る
際
の
共
通
点
と
し
て
、
制
度
選
択
に

お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｅ
（Philosophy, Politics, and Econom

ics

）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｐ

Ｅ
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
制
度
を
選
択
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
制
度
が
ど
う

機
能
す
る
か
、
い
か
な
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
実
現
可
能
な
の
か
と
い
う
経
験
的
な
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

制
度
に
対
し
規
範
的
評
価
を
下
す
際
に
社
会
科
学
的
な
検
討
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
レ
ナ
ン
の
観
点
は
、

意
思
決
定
手
続
き
の
評
価
を
主
題
と
す
る
本
書
の
議
論
に
も
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
政
治
学
か
ら
行
動

科
学
ま
で
各
種
社
会
科
学
の
知
見
が
参
照
さ
れ
、
一
部
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
そ
の
も
と
で
の
市
民
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の
振
る
舞
い
に
過
度
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
今
こ
こ
の
社
会
に
対
す
る
経
験
的
理
解

を
基
礎
に
制
度
評
価
及
び
制
度
選
択
を
構
想
す
る
べ
き
だ
と
す
る
ブ
レ
ナ
ン
の
方
針
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
実
を
な

お
ざ
り
に
し
て
き
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
対
す
る
批
判
を
含
意
し
て
い
る
。

著
者
自
身
の
背
景
紹
介
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、
以
下
で
は
本
書
を
思
想
史
的
背
景
や
理
論
的
背
景
の
な
か
に
位
置
づ

け
る
作
業
に
移
り
た
い
。

思
想
史
的
背
景

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
懐
疑

題
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
反
対
」
す
る
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
政
治
思
想
史

を
振
り
返
れ
ば
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
懐
疑
的
な
見
解
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、
特
に
本
書
と
の
関
係
で
重
要
と
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
を
ご
く
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
。
よ
り
詳
し

く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
思
想
史
を
辿
り
た
い
方
に
は
、
政
治
思
想
史
の
教
科
書
か
、
こ
こ
数
年
の
間
だ
け
で
も

参
考
に
な
る
書
籍
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
が
適
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
宇
野 2020

）。

最
初
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
本
書
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
の
図
式
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
と
同
程

度
に
古
い
伝
統
を
も
つ
点
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
政
治
の
起
源
の
一
つ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
あ
る
こ
と
は
有

名
だ
が
、
思
想
史
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
（
も
ち
ろ
ん
現
代
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
単
純
に
同
一
視
す
る
の
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は
思
想
史
的
に
は
注
意
す
べ
き
で
は
あ
る
が
）。
特
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
善
の
イ
デ
ア
を
観
照
し
た
哲
学
者
こ
そ
が
哲
人
王

と
し
て
統
治
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
点
で
、
徹
底
的
な
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

（
知
者
の
支
配
）
の
支
持
者
で
あ

り
、
か
つ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
者
だ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
扇
動
に
よ
っ
て
最
悪
の
僭
主
政
治
に
転
落
す
る
手
前

の
政
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
プ
ラ
ト
ン 1979

）。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
、
混
合
政
体
論
的
な
発

想
と
同
時
に
、
や
は
り
理
想
的
に
は
政
治
は
有
徳
者
が
担
う
べ
き
だ
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
多

数
派
の
貧
者
の
利
益
を
追
求
す
る
点
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
堕
落
し
た
政
体
で
あ
っ
た
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス 2001

）。
要
す
る
に
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
政
治
に
携
わ
る
人
々
の
質
を
極
め
て
重
視
し
、
み
ん
な

の
政
治
参
加
そ
れ
自
体
を
歓
迎
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム 

VS. 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー

本
書
の
議
論
を
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
る
上
で
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
が
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。
現
在
、
両
者
は
連
名
で
政
治
体
制
の
あ
り
方

を
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
然
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
治
的
権
力
が
い
か
に
行
使
さ
れ
る
か
次
第
で

は
、
当
然
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
え
ど
個
人
の
自
由
へ
の
脅
威
と
な
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
個
人
の
自
由
を
大
切
に
す
る

考
え
方
で
あ
り
、
た
と
え
政
治
的
意
思
決
定
の
結
果
で
あ
っ
て
も
、
他
人
が
侵
し
て
は
な
ら
な
い
領
域
は
個
人
の
権
利

の
名
の
も
と
に
守
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
（
ゆ
え
に
憲
法
上
の
権
利
保
障
が
あ
る
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
は
政
治
的
権
力
の
行
使
を
広
く
市
民
に
委
ね
る
。
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
は
言
う
。「
事
実
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

が
一
人
の
市
民
か
ら
他
の
形
態
の
社
会
に
お
い
て
な
ら
も
ち
え
た
か
も
し
れ
な
い
数
多
く
の
自
由
を
奪
う
か
も
し
れ
な
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い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
な
専
制
君
主
が
そ
の
被
治
者
に
か
な
り
の
程
度
の
個
人
的
自
由
を
許
す
と
い
う
こ

と
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
る
…
…
〔
中
略
〕
…
…
個
人
の
自
由
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
統
治
と
の
あ
い
だ
に
は
な
ん

ら
必
然
的
な
連
関
は
存
在
し
な
い
」（
バ
ー
リ
ン 2018 p. 316

）。

権
力
行
使
次
第
で
個
人
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
警
戒
対
象
の
例
外
で
な
い
こ
と
は
、

一
九
世
紀
の
思
想
家
た
ち
の
著
述
に
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
有
名
な
講
演
「
近
代

人
の
自
由
と
古
代
人
の
自
由
」
は
、
古
代
人
の
自
由
と
し
て
の
政
治
参
加
を
称
揚
す
る
立
場
―
―
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
―
―
に
対
し
て
、
近
代
に
お
け
る
個
人
の
自
由
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
を
向

け
る
（
コ
ン
ス
タ
ン 2020
）。
あ
る
い
は
、
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
ら
は
、

「
多
数
者
の
暴
政
」
や
「
民
主
的
専
制
」
と
い
う
言
葉
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
数
者
の
権
力
が
個
人
に
対
し
て
抑
圧

的
に
働
く
こ
と
を
懸
念
し
た
（
ト
ク
ヴ
ィ
ル 2005-2008; 

ミ
ル 2019; 2020

）。
な
お
、
こ
う
し
た
懸
念
は
次
の
理
論
的

背
景
の
節
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
イ
カ
ー
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
に
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
政
治
的
意
思
決
定
へ
の
参
加
そ
れ
自
体
が
放
棄
さ
れ
て
よ
い
と
は
考
え
な
か
っ
た
し
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ミ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
向
け
る
期
待
も
大
き
か
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
は
各
個
人
が
自
分

で
考
え
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
期
待
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
ミ
ル
に
着
目
す
る
と
、
市
民
の
政
治
参
加
が

権
力
行
使
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
資
す
る
こ
と
や
様
々
な
教
育
効
果
を
生
む
と
い
う
期
待
は
、
必
ず
し
も
平0

等
な

0

0

参
政
権

を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
教
育
を
受
け
た
人
々
に
よ
り
大
き
な
政
治
的
権
力
を
分
配
す
る
「
複
数
投

票
制
」
の
よ
う
な
制
度
構
想
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
提
案
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
逸
脱
す
る
点
で
先
の
期
待
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と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
政
治
制
度
の
帰
結
の
み
を
気
に
か
け
る
道
具
的
な
態
度
か

ら
す
れ
ば
、
政
治
的
平
等
か
ら
の
逸
脱
を
原
理
的
に
拒
む
理
由
は
な
い
。
要
す
る
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
警
戒
、
期

待
、
逸
脱
は
す
べ
て
、
一
貫
し
た
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

民
主
的
な
政
治
的
権
力
を
疑
う
本
書
は
、
こ
う
し
た
伝
統
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
え
て
い

え
ば
、
ブ
レ
ナ
ン
は
リ
ベ
ラ
ル
で
は
あ
る
が
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
議
論
は
、「
市
民
の

政
治
的
平
等
を
否
定
す
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」
と
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
本
書
の
議
論

は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
対
象
に
し
た
規
範
的
研
究
と
経
験
的
研
究
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
そ
う
し
た
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
を
説
明
し
て
い
こ
う
。

理
論
的
背
景

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
規
範
理
論

本
書
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
哲
学
的
・
経
験
的
な
研
究
を
数
多
く
参
照
し
て
い
る
。
ま
ず
、
哲
学
的
研
究
に

つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
政
治
哲
学
（
な
い
し
規
範
的
政
治
理
論
）
は
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
諸
制
度
や
そ
れ
ら

に
関
わ
る
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
の
「
べ
し
（ought

）」
を
探
究
す
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
に
お
い
て

扱
わ
れ
て
き
た
規
範
的
問
い
を
、
大
ま
か
に
時
系
列
に
沿
っ
た
仕
方
で
整
理
す
る
。

第
一
に
、「
民
主
的
な
政
治
体
制
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
べ
き
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
こ
の

問
い
は
、
た
と
え
ば
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
「
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
論
潮
流
に
お
い
て
広
く
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取
り
組
ま
れ
て
き
た
（Bohm

an and Rehg 1997; Cohen 2009; M
anin 1987; 

田
村 2008; 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス 2002-2003

）。

こ
の
理
論
潮
流
に
よ
れ
ば
、
理
想
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
単
に
各
人
が
す
で
に
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
政
治
的
選

好
を
公
正
な
仕
方
で
政
治
的
意
思
決
定
に
反
映
す
る
た
め
の
装
置
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
々
の
間
で
の
合
理

的
か
つ
公
正
な
熟
議
に
基
づ
く
政
治
的
意
思
決
定
を
可
能
に
す
る
条
件
を
整
え
る
た
め
の
制
度
や
実
践
の
体
系
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
し
ば
し
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
集
計
的
構
想
」
に
対
す
る
「
熟
議
的
構
想
」
か
ら
の
批
判
と
し
て
紹
介

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
批
判
を
展
開
す
る
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
家
た
ち
は
、
民
主
的
熟
議
を
実
現
す
る
た
め
に
求

め
ら
れ
る
制
度
や
実
践
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
を
提
案
し
て
い
る
。

以
上
の
第
一
の
問
い
に
ど
の
よ
う
に
回
答
す
る
に
せ
よ
、
理
論
家
た
ち
は
「
政
治
体
制
は
民
主
的
で
あ
る
べ
き
だ
」

と
す
る
規
範
的
見
解
を
広
く
共
有
し
て
い
た
。
第
二
の
問
い
は
、
こ
の
見
解
自
体
の
根
拠
づ
け
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
政
治
体
制
、
と
り
わ
け
政
治
的
意
思
決
定
手
続
き
は
な
ぜ
民
主
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
こ
の

問
い
へ
の
取
り
組
み
の
中
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
道
具
的
ま
た
は
非
道
具
的
な
諸
価
値
―
―
正
し
い
結
果
を
生
み
出
す

傾
向
性
、
市
民
的
徳
を
涵
養
す
る
傾
向
性
、
自
己
決
定
や
政
治
的
平
等
の
実
現
な
ど
―
―
が
提
示
さ
れ
て
き
た
（cf. 

A
nderson 2009; A

rneson 1993; Beitz 1989; Christiano 2008; Estlund 2008; Gould 1988; K
olodny 2014; Lande-

m
ore 2012; Saffon and U

rbinati 2013; W
aldron 1999; 

福
家 2019

）。
詳
細
は
後
に
触
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
価
値
に

つ
い
て
民
主
的
体
制
は
非
民
主
的
体
制
よ
り
も
優
れ
て
い
る
た
め
、
私
た
ち
は
民
主
的
体
制
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る

（
さ
ら
に
言
え
ば
、
民
主
的
体
制
は
正
統
な
権
威
を
備
え
る
）、
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
最
後
の
点
は
論
争
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
自
己
決
定
や
政
治
的
平
等
の
実
現

と
い
っ
た
非
道
具
的
価
値
に
つ
い
て
は
非
民
主
的
体
制
よ
り
も
優
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
正
し
い
結
果
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の
産
出
や
市
民
的
徳
の
涵
養
は
あ
く
ま
で
手
続
き
の
作
動
の
帰
結

0

0

で
あ
り
、
こ
う
し
た
帰
結
を
生
じ
さ
せ
る
に
あ
た
っ

て
、
民
主
的
な
政
治
的
手
続
き
が
非
民
主
的
手
続
き
よ
り
も
道
具
的
に
優
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
自
明
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
思
想
史
的
背
景
の
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
の
自
由
を
脅
か
す
よ
う
な
政
治
的
決
定
が
民
主
的
手
続
き

を
通
じ
て
産
出
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
道
具
的
価
値
を
重
視
す
る
立
場
に

と
っ
て
は
、
非
民
主
的
な
政
治
体
制
を
擁
護
す
る
理
論
的
余
地
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
本
書
の
言
葉
で
は
、
こ
の
考
え

は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
ハ
ン
マ
ー
以
上
の
な
に
か
で
は
な
い
。
も
し
よ
り
良
い
ハ
ン
マ
ー

を
見
つ
け
ら
れ
る
な
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。」［
本
書
上
巻
一
七
頁
］

こ
の
よ
う
に
、
政
治
体
制
を
道
具
的
に
評
価
す
る
か
、
そ
れ
と
も
非
道
具
的
に
評
価
す
る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
る
政

治
体
制
（
た
と
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
）
の
比
較
評
価
に
お
け
る
結
論
も
異
な
り
う
る
。
し
た
が
っ

て
、
政
治
体
制
の
比
較
評
価
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
は
「
そ
も
そ
も
政
治
体
制
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
評
価
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

べ
き
か

0

0

0

」
と
い
う
哲
学
的
問
い
に
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
（
小
林 2019

）。
次
項
で
は
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
提
示

さ
れ
て
き
た
二
つ
の
大
き
な
立
場
で
あ
る
道
具
主
義
と
非
道
具
主
義
の
間
の
論
争
を
整
理
す
る
。

道
具
主
義
と
非
道
具
主
義

道
具
主
義
と
は
、
政
治
体
制
は
、
な
ん
ら
か
の
良
い
帰
結
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
比
較
評
価
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
道
具
主
義
に
立
て
ば
、
他
の
政
治
体
制
と
比
較
し
て
、
よ
り
良
い
帰
結
を
生

じ
さ
せ
る
傾
向
性
の
あ
る
政
治
体
制
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他

方
で
、
政
治
体
制
に
は
、
良
い
帰
結
を
生
み
出
す
こ
と
に
還
元
し
尽
さ
れ
な
い
独
自
の
価
値
が
備
わ
り
う
る
と
考
え
る
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の
が
、
非
道
具
主
義
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
決
定
や
政
治
的
平
等
の
価
値
が
、
こ
こ
で
の
非
道
具
的
な
価
値
に
該

当
す
る
。

単
純
化
の
謗
り
を
お
そ
れ
ず
言
え
ば
、
次
項
で
紹
介
す
る
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
擁
護
者
の
大
半
は
非
道
具
主
義
的
な
観
点
を
中
心
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
を
企
て
て
き
た
。
こ
れ
に
は
、

少
な
く
と
も
二
つ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
独
裁
や
権
威
主
義
等
の
他
の
政
治

体
制
と
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
は
、
自
己
決
定
や
政
治
的
平
等
の
非
道
具
的
な
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
道
具
主
義
が
非
民
主
的
な
政
治
体
制
の
正
当
化
に
転
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
で
あ
る
（Saffon and U

rbinati 2013 p. 446

）。
実
際
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
が
非
道
具
主
義
を
重
視
す
る
傾

向
は
、
本
書
で
も
論
じ
ら
れ
る
ト
マ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
近
年
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
論
に
お
い
て
急
速
に
支
持
を
集
め
つ
つ
あ
る
関
係
的
平
等
主
義
が
、
い
ず
れ
も
非
道
具
的
な
価

値
を
基
軸
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
。

さ
て
、
以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
外
の
政
治
体
制
、
と
り
わ
け
、
本
書
の
主
題
で
も
あ

る
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
議
論
は
、
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、

非
道
具
主
義
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
本
書
で
も
何
度
も
確
認
し
て
き
た
通
り
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
が
一

種
の
道
具
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し

も
道
具
主
義
を
徹
頭
徹
尾
拒
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
非
道
具
的
な
価
値
が
優
先
す
る
と
い
う
条
件
の
下
で
、

道
具
的
な
価
値
も
追
求
す
る
と
い
う
形
で
、
両
方
の
価
値
を
考
慮
す
る
論
者
が
多
い
（
た
と
え
ば
、Estlund 2008

の
立

場
は
こ
う
し
た
両
立
主
義
に
分
類
可
能
で
あ
る
）。
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
と
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
、
両
者
の
間
に
存
在
す
る
最
も
大
き
な
違
い
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
に
お
い
て
、
非
道
具
的
な
価
値
の
存
立
余
地
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
に
お
い
て
、
非
道
具
的
な
価
値
の
存
在
を
一
切
否
定

す
る
純
粋
道
具
主
義
（pure instrum

entalism

）
を
明
確
な
立
場
と
し
て
打
ち
出
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ー
ネ
ソ
ン
の

存
在
で
あ
る
。
ア
ー
ネ
ソ
ン
は
、
政
治
哲
学
や
道
徳
哲
学
に
お
い
て
広
く
業
績
の
あ
る
哲
学
者
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

論
に
お
い
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
純
粋
道
具
主
義
を
擁
護
す
る
論
文
を
継
続
的
に
発
表
し

て
い
る
。
ア
ー
ネ
ソ
ン
自
身
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
と
し
て
有
望
な
立
場
が
純
粋
道
具
主
義
で
あ
る
と
主
張
す

る
に
と
ど
ま
り
、
積
極
的
に
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
も
っ
と
も
、A

rneson 2016

な

ど
近
年
の
論
文
で
は
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
可
能
性
を
認
め
て
い
る
）。
し
か
し
、
ア
ー
ネ
ソ
ン
の
議
論
に
は
、
ブ

レ
ナ
ン
に
も
引
き
継
が
れ
た
二
つ
の
基
本
的
な
議
論
の
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
非
道
具
的
な
価

値
を
重
視
す
る
議
論
を
個
別
に
論
駁
す
る
と
い
う
形
で
純
粋
道
具
主
義
を
擁
護
す
る
議
論
。
も
う
一
つ
が
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
根
幹
を
な
す
投
票
に
は
他
者
へ
の
権
力
行
使
の
契
機
が
含
ま
れ
る
と
い
う
指
摘
に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。
ア
ー

ネ
ソ
ン
は
、
他
者
に
対
す
る
権
力
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
生
命
や
財
産
の
保
障
等
の
基
本
的
権
利
を
最
大
限
に

実
現
す
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
純
粋
道
具
主
義
を
擁
護
す
る
（A

rneson 1993 pp. 

118-125; A
rneson 2003 pp. 124-125

）。
こ
う
し
た
純
粋
道
具
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
帰
結
―
―
基
本
的
権
利
を
最
大
限

に
実
現
す
る
こ
と
―
―
以
外
の
要
素
に
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
非
道
具
主
義
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
正
当
化
に
お
い

て
何
の
役
割
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
本
書
に
お
け
る
ブ
レ
ナ
ン
の
主
張
は
、
ア
ー
ネ
ソ
ン
の
純
粋
道
具
主
義
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
さ
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ら
な
る
洗
練
を
加
え
て
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
擁
護
に
昇
華
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
四
章
と
第
五
章
で

展
開
さ
れ
る
非
道
具
主
義
へ
の
批
判
は
、
非
道
具
主
義
的
な
議
論
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
論
駁
し
て
い
く
ア
ー
ネ
ソ
ン

の
議
論
方
針
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
点
で
ブ
レ
ナ
ン
は
独
自
の
発
展
を
純

粋
道
具
主
義
に
加
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
他
者
へ
の
権
力
行
使
が
許
容
さ
れ
る
条
件
を
、
よ
り
弱
い
も
の
に
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
第
六
章
に
お
い
て
、
無
能
な
陪
審
員
団
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
巧
み
に
用
い
つ
つ
提
示
さ
れ
る
有
能
性
原
理

は
、
最
も
有
能
な
政
府
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
無
能
な
政
府
を
有
能
な
政
府
に
改
善
す
る
こ
と
を
求
め
る
点
で
、
ブ

レ
ナ
ン
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
弱
い
（
純
粋
）
道
具
主
義
に
立
つ
。
二
つ
目
の
点
が
、
経
験
科
学
の
豊
富
な
援
用
で

あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
は
、
現
在
の
（
ア
メ
リ
カ
の
）
平
均
的
な
市
民
が
い
か
に
無
知
で
非
合
理
的
で
あ
る
か
を
、
実
証
的

な
政
治
科
学
を
積
極
的
に
参
照
し
つ
つ
論
じ
る
。
経
験
科
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
規
範
的
な
議
論
を
展
開
す
る
点
も
、

ア
ー
ネ
ソ
ン
に
は
な
い
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
の
特
徴
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
本
書
に
お
け
る
ブ
レ
ナ
ン
の
主
張
は
何
の
脈
絡
も
な
い
突
飛
な
主
張
で
は
な
く
、
政
治
哲

学
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
発
展
を
踏
ま
え
た
、
正
統
な
議
論
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
は
非
道
具
主
義
的
な
議
論
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
道
具
主
義
に
棹
さ
し
つ
つ
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
に
負
け
じ
と
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
力
強
く
擁
護
す
る
試
み
が
近
年
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（epistem
ic dem

ocracy

）
と
呼
ば
れ
る
議
論
だ
。
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
特
徴
は
、
政
治
的
意
思
決
定
か
ら
独
立
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し
た
正
し
さ
や
共
通
善
が
存
在
す
る
と
い
う
仮
定
の
下
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
投
票
や
熟
議
を
通
じ
て
そ
う
し
た
あ
る

種
の
「
正
し
さ
」
に
到
達
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
別
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
民
主
的
な
意
思
決

定
を
「
正
し
さ
」
へ
の
到
達
に
向
け
た
集
合
知
産
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
み
な
す
諸
議
論
が
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼

ば
れ
て
い
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
淵
源
は
、
奇
し
く
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
堕
落
し
た
体
制
と
見
做
し
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
一
つ
の
明
確
な
立

場
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
の
は
、
政
治
哲
学
者
の
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
コ
ー
エ
ン
が
一
九
八
六
年
に
発
表
し
た
論
文
「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
認
識
的
構
想
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
（Cohen 1986

）。
こ
の
論
文
の
執
筆
背
景
に
は
、
個
人
の
選

好
集
計
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
抱
え
る
欠
陥
を
鋭
く
指
摘
し
た
ラ
イ
カ
ー
の
著
書
『
民
主
的
決
定
の
政

治
学
―
―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』
の
存
在
が
あ
る
（
ラ
イ
カ
ー 1994

）。
ラ
イ
カ
ー
は
、
投
票
に
期
待
す

る
役
割
に
応
じ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
モ
デ
ル
を
二
つ
に
分
類
し
た
。
一
方
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
モ
デ
ル
で
は
、
投
票
を

通
じ
て
現
れ
る
人
民
の
意
志
が
絶
対
視
さ
れ
る
。
他
方
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
で
は
、
投
票
は
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る

選
挙
を
通
じ
た
権
力
抑
制
・
監
視
以
上
の
役
割
を
も
た
な
い
。
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
以
来
の
社
会
選
択
理
論
の
成
果
に
依

拠
し
、
ラ
イ
カ
ー
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
モ
デ
ル
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
思
想
史
的
背
景
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
こ
う
し

た
ラ
イ
カ
ー
の
議
論
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
緊
張
関
係
と
い
う
問
題
系
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
背
景
の
下
で
、
ラ
イ
カ
ー
を
批
判
し
、
三
つ
目
の
モ
デ
ル
と
し
て
認
識
的
構
想
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
が
、

先
に
挙
げ
た
コ
ー
エ
ン
の
論
文
で
あ
る
。

で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
「
正
し
さ
」
に
到
達
す
る
見
込
み
が
高
い
と
す
る
主
張
を
支
え
る
議
論
に
は
、
具
体
的
に
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は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ナ
ン
が
第
七
章
で
紹
介
し
て
い
る
通
り
、（
一
）
集
計

の
奇
跡
、（
二
）
コ
ン
ド
ル
セ
の
陪
審
定
理
、（
三
）「
多
様
性
が
能
力
に
勝
る
定
理
（D

iversity T
rum

ps A
bility 

T
heorem

）」
の
三
つ
が
、
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
着
目
す
る
集
合
知
産
出
の
代
表
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
ブ
レ
ナ
ン
が
紙
幅
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
エ
レ
ー
ン
・
ラ
ン
デ
モ
ア
の
議
論
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

ラ
ン
デ
モ
ア
の
議
論
の
出
発
点
は
、
ル
ー
・
ホ
ン
と
ス
コ
ッ
ト
・
ペ
イ
ジ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
多
様
性
が
能
力

に
勝
る
定
理
」
だ
。
こ
の
定
理
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
、
専
門
的
な
知
識
を
持
た
な
い
一
般
の

人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
認
知
的
多
様
性
に
優
れ
る
集
団
は
、
専
門
家
を
擁
す
る
が
認
知
的
多
様
性
に
劣
る

集
団
よ
り
も
、
優
れ
た
問
題
解
決
能
力
を
有
す
る
。
ラ
ン
デ
モ
ア
は
こ
の
定
理
に
依
拠
し
つ
つ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁

護
す
る
た
め
に
「
多
様
性
が
能
力
に
勝
る
定
理
」
を
超
え
て
更
に
大
胆
な
主
張
を
行
う
。
こ
こ
で
彼
女
が
着
目
す
る
の

が
、
問
題
解
決
に
携
わ
る
人
数
が
増
え
る
こ
と
で
認
知
的
多
様
性
が
増
大
す
る
点
だ
。
こ
の
認
知
的
多
様
性
と
人
数
の

間
に
正
の
相
関
関
係
が
あ
る
と
い
う
想
定
に
基
づ
き
、
人
数
を
よ
り
多
く
含
む
意
思
決
定
は
、
そ
れ
よ
り
も
人
数
が
少

な
い
意
思
決
定
と
比
較
し
て
、
常
に
正
し
い
結
果
に
到
達
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
「
数
が
能
力
に
勝
る
定
理

（N
um

bers T
rum

p A
bility T

heorem

）」
を
ラ
ン
デ
モ
ア
は
提
唱
す
る
の
で
あ
る
（Landem

ore 2012 p. 104

）。
ラ

ン
デ
モ
ア
が
主
張
す
る
通
り
「
数
が
能
力
に
勝
る
定
理
」
が
成
立
す
る
の
な
ら
ば
、
道
具
主
義
の
観
点
か
ら
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
優
越
を
示
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
定
理
は
強
力
な
根
拠
に
な
り
得
る
。
と
い
う

の
も
、
理
論
上
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
方
が
多
く
の
人
々
に
政
治
へ
の
参
加
を
認
め
る
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
数
が
能
力
に
勝
る
定
理
」
に
従
え
ば
、
実
は
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
方
が
「
正
し
さ
」
に
到
達
す
る
能
力
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
か
ら
だ
。
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も
っ
と
も
、
ブ
レ
ナ
ン
が
第
七
章
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
う
し
た
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
議
論
が
、
数
理
モ

デ
ル
の
妥
当
性
や
現
実
へ
の
適
用
可
能
性
―
―
有
権
者
の
絶
望
的
な
ま
で
の
（
合
理
的
）
無
知
や
非
合
理
性
―
―
等
に

つ
い
て
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
第
二
章
を
中
心
と
し
て
ブ
レ
ナ
ン
自
身
が
適
切
な
整
理
を

提
示
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
有
権
者
の
無
知
や
非
合
理
性
に
つ
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
・
ア
ル
ト
ハ

ウ
ス
や
イ
リ
ヤ
・
ソ
ミ
ン
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
カ
プ
ラ
ン
達
の
指
摘
に
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
支
持
者
は
正
面
か
ら
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
（A

lthaus 1998; 

カ
プ
ラ
ン 2009; 

ソ
ミ
ン 2016; cf. Converse 2006; D

elli Carpini and K
eeter 

1997

）。
と
り
わ
け
、
動
機
づ
け
ら
れ
た
推
論
（m

otivated reasoning

）
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
身
が
所
属
す
る
集
団

に
都
合
の
い
い
よ
う
に
情
報
を
取
捨
選
択
し
、
推
論
を
捻
じ
曲
げ
る
党
派
的
な
思
考
の
影
響
は
深
刻
で
あ
る
（
こ
の
点

に
関
し
て
重
要
な
文
献
と
し
て
、
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
たA

chen and Bartels 2016

を
参
照
さ
れ
た
い
）。
ま

た
、
こ
う
し
た
社
会
科
学
的
知
見
を
豊
富
に
援
用
す
る
ブ
レ
ナ
ン
の
方
法
に
は
、
著
者
紹
介
で
言
及
し
た
Ｐ
Ｐ
Ｅ
ア
プ

ロ
ー
チ
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
認
識
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
終
的
な
妥
当
性
に
つ
い
て
の
判
断
は
読
者
諸
賢
に
委
ね

た
い
が
、
理
想
理
論
の
次
元
に
お
い
て
議
論
を
進
め
が
ち
な
政
治
哲
学
に
対
し
て
、
現
実
の
我
々
の
思
考
を
蝕
む
無
知

や
様
々
な
非
合
理
性
に
注
意
を
促
し
理
論
の
再
考
を
迫
る
点
で
、
や
は
り
本
書
に
お
け
る
ブ
レ
ナ
ン
の
主
張
は
重
要
で

あ
る
。

本
書
の
方
法
的
特
徴

最
後
に
、
本
書
の
方
法
的
特
徴
に
つ
い
て
二
つ
の
側
面
か
ら
論
じ
た
い
。
ま
ず
、
我
々
の
日
常
的
直
観
を
上
手
く
剔
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出
し
な
が
ら
論
争
的
な
結
論
を
擁
護
す
る
本
書
の
方
法
を
取
り
上
げ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
の
進
め
方
は
こ
の
点
で
政

治
哲
学
に
お
け
る
議
論
の
お
手
本
と
み
な
し
得
る
た
め
、
そ
の
解
説
を
通
じ
て
読
者
に
政
治
哲
学
の
方
法
と
魅
力
を
紹

介
で
き
る
と
考
え
る
。
第
二
に
、
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
が
、
理
想
理
論
（ideal theory

）
と
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
非
理

想
理
論
（non-ideal theory

）
と
し
て
専
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
を
取
り
上
げ
る
の
は
、

ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
の
潜
在
的
な
弱
み
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
見
て
い
く
。

日
常
的
直
観
を
用
い
た
論
争
的
結
論
の
擁
護

  

哲
学
者
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、「
哲
学
の
要
点
は
、
語
る
に
値
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
ほ
ど
単
純
な
事
柄

か
ら
始
め
て
、
誰
も
信
じ
な
い
よ
う
な
逆
説
的
な
事
柄
で
終
わ
る
こ
と
で
あ
る
」（
ラ
ッ
セ
ル 2007 p. 36

）
と
語
っ
た
。

こ
れ
は
な
に
も
高
名
な
哲
学
者
が
そ
う
語
っ
た
と
い
う
理
由
で
重
要
な
の
で
は
な
く
、
哲
学
の
議
論
方
法
に
つ
い
て
示

唆
的
で
あ
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
自
明
な
前
提
か
ら
逆
説
的
な
結
論
に
達
す
る
こ
と
は
哲
学
的
議
論
の
強
み
と
な
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
出
発
点
の
自
明
性
か
ら
説
得
力

0

0

0

を
得
る
一
方
で
、
結
論
の
逆
説
性
か
ら
、
多
く
の

人
々
が
無
意
識
に
抱
え
る
思
い
込
み
や
矛
盾
し
た
考
え
を
詳
ら
か
に
す
る
と
い
う
学
術
的
意
義

0

0

0

0

0

を
得
る
た
め
で
あ
る
。

本
書
は
以
上
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
好
例
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
が
擁
護
を
試
み
る
の
は
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
有
力
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
論
争
的
な
結
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
結
論
を
擁
護
す
る
た
め
に
本
書
で
ブ
レ
ナ
ン
が
提
示
す
る
論
拠
は
、
難
解
な
哲
学
的
理
論
と
は
異
な
り
、
容

易
に
理
解
で
き
、
専
門
家
・
一
般
市
民
を
問
わ
ず
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
前
提
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
自
身
の
議
論

の
最
終
的
な
成
否
は
と
も
か
く
、
本
書
は
こ
の
点
で
優
れ
た
哲
学
的
議
論
の
範
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
方
法
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。
そ
の
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
議
論
の
分
解

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
我
々

は
、
整
理
し
て
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
な
い
（
退
け
な
い
）
よ
う
な
結
論
を
し
ば
し
ば
無
批
判
に
受
け
入
れ
て

（
退
け
て
）
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ブ
レ
ナ
ン
は
、
自
説
を
擁
護
す
る
場
合
で
も
対
立
的
な
見
解
を
批
判
す
る
場
合

で
も
、
対
象
と
な
る
議
論
を
論
証
の
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
分
解
し
、
議
論
の
流
れ
を
可
視
化
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
論
証
ス
テ
ッ
プ
の
瑕
疵
の
有
無
が
み
て
と
り
や
す
く
な
る
。
続
く
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
が
、
こ
の
よ
う
に

可
視
化
さ
れ
た
論
証
ス
テ
ッ
プ
の
検
証

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
こ
で
ブ
レ
ナ
ン
が
効
果
的
に
用
い
る
の
が
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
思
考

実
験
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
論
証
の
各
ス
テ
ッ
プ
に
お
け
る
瑕
疵
の
有
無
を
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
前
提
や
直

観
を
テ
コ
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
装
置
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

例
を
挙
げ
よ
う
。
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
選
ぶ
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
し
ば
し
ば
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
は
そ
れ
自
体
人
々
の
間
の
平
等
を
表
出
す
る
点
で
象
徴
的
価
値
を
も
つ
と
主
張
さ
れ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
は
ま
ず
こ

の
曖
昧
な
議
論
を
分
解
し
、
そ
の
一
つ
の
解
釈
が
、「
能
力
の
欠
如
を
理
由
に
誰
か
か
ら
政
治
的
権
利
を
剝
奪
す
る
こ

と
は
そ
の
人
に
対
す
る
不
尊
重
を
表
出
す
る
点
で
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
に
依
拠
す
る
こ
と
を
可
視
化
す
る
。
続

い
て
ブ
レ
ナ
ン
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
思
考
実
験
を
用
い
て
こ
の
前
提
を
攻
撃
す
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
は
通
常
、
能
力

の
欠
如
を
理
由
に
医
師
免
許
を
持
た
な
い
人
に
医
療
行
為
を
禁
じ
る
こ
と
は
そ
の
人
へ
の
不
尊
重
を
表
出
す
る
と
は
考

え
な
い
、
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
例
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
加
え
て
、
目
の
前
で
喉
を
詰
ま
ら
せ
た
人
を
助
け
よ
う
と

す
る
医
師
に
対
し
不
尊
重
の
表
出
を
理
由
に
抗
議
す
る
男
の
例
を
用
い
た
思
考
実
験
に
よ
り
、
重
大
な
局
面
で
は
む
し

ろ
能
力
上
の
差
異
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
我
々
の
直
観
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
議
論
が
極

め
て
常
識
的
な
直
観
に
訴
え
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ナ
ン
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
思
考
実
験
を
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効
果
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
広
く
共
有
さ
れ
た
前
提
や
直
観
を
う
ま
く
炙
り
出
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
象
徴
的
価
値
を

持
た
な
い
と
い
う
論
争
的
結
論
を
擁
護
し
て
い
る
。

政
治
哲
学
の
真
髄
の
一
つ
は
、
政
治
的
事
象
に
つ
い
て
我
々
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
前
提
を
疑
い
、

精
査
し
、
そ
れ
を
よ
り
精
確
な
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
に
存
す
る
。
こ
こ
で
説
明
し
た
議
論
方
法
は
、
こ
の
よ
う
な

政
治
哲
学
の
営
み
を
実
現
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
の
本
書
で
の
ブ
レ
ナ
ン
の
議

論
は
、
常
識
を
疑
い
反
省
を
促
す
政
治
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
十
二
分
に
例
証
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
紹
介
し
た
政
治
哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
解
説
を
行
な
っ
て
い
る
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ

ッ
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
、
マ
ー
ク
・
ス
テ
ィ
ア
ー
ズ
編
『
政
治
理
論
入
門
』（
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ス
テ
ィ
ア
ー
ズ 2011

）
の
第

一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

理
想
理
論
と
非
理
想
理
論

理
想
理
論
と
非
理
想
理
論
は
、
理
論
の
理
想
度
に
関
わ
る
政
治
哲
学
上
の
区
分
で
あ
る
（cf. Stem

plow
ska and 

Sw
ift 2012; 

ロ
ー
ル
ズ 2010

）。
本
書
が
着
目
す
る
政
治
体
制
の
比
較
に
つ
い
て
い
え
ば
、
両
者
は
大
ま
か
に
い
っ
て

次
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
。
市
民
が
道
徳
的
・
認
知
的
に
理
想
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
好
ま
し
い
社
会
的
条
件
が
満
た

さ
れ
て
い
る
と
の
想
定
の
下
で
望
ま
し
い
政
治
体
制
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
の
が
理
想
理
論
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
好

ま
し
い
条
件
を
欠
い
た
、
我
々
の
目
の
前
に
広
が
る
現
実
の
社
会
的
条
件
を
所
与
と
し
て
望
ま
し
い
政
治
体
制
を
探
求

す
る
の
が
非
理
想
理
論
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
理
想
理
論
で
擁
護
さ
れ
る
政
治
体
制
が
現
実
社
会
で
も
望
ま
し
い
か
は
別
問
題
だ
と
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い
う
点
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
自
身
の
比
喩
を
用
い
れ
ば
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
能
力
や
天
候
が
理
想
的
で
あ
る
と
の
反
事
実

的
想
定
の
下
で
は
望
ま
し
い
飛
行
機
が
、
現
実
世
界
に
お
い
て
も
望
ま
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
同
様
に
、
市
民
が
道
徳

的
・
認
知
的
に
理
想
的
で
あ
る
と
の
想
定
の
下
で
望
ま
し
い
政
治
体
制
が
仮
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
現
実
世
界
で
も
望
ま
し
い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
非
理
想
理
論
の
枠
内
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
懐
疑
論
を
提
示
す
る
本
書
の
よ
う
な
議
論
が
生
ま
れ
る
余
地

が
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
人
々
が
十
全
に
知
識
を
得
て
お
り
、
合
理
的
で
あ
り
、

か
つ
道
徳
的
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
な
理
想
的
社
会
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

が
完
璧
に
機
能
し
、
い
か
な
る
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
良
い
帰
結
を
安
定
的
に
生
じ
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
現
実
の
人
々
の
多
く
は
、
十
全
に
知
識
を
得
て
も
、
合
理
的
で
も
、
道
徳
的
に
理
に
か
な
っ
て
も
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
実
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
完
璧
に
は
機
能
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
、
こ
の

0

0

デ
モ

ク
ラ
シ
ー
よ
り
は
良
い
帰
結
を
安
定
的
に
生
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
が
い
ま
こ
こ
で
目

指
す
べ
き
体
制
は
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
に
対
し
、
理
想
的
な

0

0

0

0

デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
非
理
想
的
な
い
し
理
想
的
な
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
も
議
論
が
す
れ
違

う
の
み
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
の
議
論
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
な
ら
ば
、
ブ
レ
ナ
ン
自
身
が
想
定
す
る
非
理
想
状
況
を
念

頭
に
置
い
た
う
え
で
の
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
本
書
に
対
す
る
解
説
者
一
同
か
ら
の
疑
念
を
一
つ
提
示
し
た
い
。
本
書
の
主
要
な

目
的
が
、
非
理
想
理
論
の
枠
内
で
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
有
力
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
り

得
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
前
述
の
制
約
は
ブ
レ
ナ
ン
自
身
に
も
適
用
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
ブ
レ
ナ
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ン
は
、
非
理
想
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
、
そ
れ
と
同
程
度
の
市
民
の
道
徳
的
・
認
知
的
欠
陥
を
伴
っ
た
非
理
想
的

0

0

0

0

エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
擁
護
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ブ
レ
ナ
ン
は
、
非
理
想
的

0

0

0

0

な
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

こ
の
疑
念
は
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
具
体
的
な
制
度
的
提
案
が
な
さ
れ
る
唯
一
の
箇
所
で
あ
る
第
八
章
の
議
論
を

検
討
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。
そ
こ
で
は
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
取
り
う
る
い
く
つ
か
の
形
態
が
素
描
さ
れ
て

い
る
が
、
現
実
社
会
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
現
実
世
界
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
悩
ま
せ
る
市
民
の
道
徳
的
・
認
知
的
欠
陥
は
当
然
現
実
世
界
の
エ
ピ
ス
ト

ク
ラ
シ
ー
も
悩
ま
せ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
相
対
的
に
少
な
い
政
治
的
権
力
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
市
民
が
二
級

市
民
扱
い
を
さ
れ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
市
民
が
政
治
体
制
の
正
統
性
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
政
治
社
会
全
体
の
安
定

性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
理
想
的
な

0

0

0

0

エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
当
該
の
問
題
を
避
け

ら
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
見
当
違
い
で
あ
る
。
諸
々
の
欠
陥
を
伴
っ
た
非
理
想
的
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
そ
れ
で
も

非
理
想
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
優
越
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
有
力
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
示
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
有
力
な
制
度
的
選
択
肢
で
あ
る
と
の
主
張
を
よ
り
困
難
に
す
る
の
が
、
ブ
レ
ナ
ン
自
身
一
定

程
度
の
説
得
力
を
認
め
て
い
る
「
バ
ー
ク
的
保
守
主
義
」
に
由
来
す
る
考
慮
事
項
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
・
思

想
家
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
は
、
旧
体
制
の
抜
本
的
改
革
を
目
指
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
極
度
の
暴
力
と
混
乱
を
招
い

た
点
に
着
目
し
、
制
度
変
革
は
極
め
て
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
（
バ
ー
ク 1997

）。
既
存
の
制

度
は
我
々
が
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
─
─
一
見
し
た
と
こ
ろ
不
合
理
な
も
の
も
含
む
─
─
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
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ム
を
介
し
て
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
改
革
は
仮
に
崇
高
な
理
念
の
下
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
意
図
せ
ざ
る
悪

い
結
果
を
招
き
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
で
バ
ー
ク
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
制
度
改
革
に
伴
う
リ
ス
ク
を
補
っ
て
余
り

あ
る
利
益
を
改
革
が
も
た
ら
す
こ
と
を
示
す
論
証
責
任
は
、
制
度
改
革
を
唱
え
る
側

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

右
で
確
認
し
た
よ
う
に
非
理
想
的
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
考
察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ブ
レ
ナ
ン
自
身
が

こ
の
論
証
責
任
を
果
た
せ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
の
文
脈
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の
も
の
と
さ
れ
る
言
葉
に
、

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
最
悪
の
政
体
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
政
体
を
除
け
ば
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

本
書
は
こ
の
種
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
に
対
し
、「
早
ま
る
な
、
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
未
だ
試
み
ら
れ
て
い
な

い
有
力
な
政
体
が
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
異
議
申
し
立
て
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
述
の
疑
念
が
正
し
い
の
で
あ

れ
ば
、
ブ
レ
ナ
ン
は
非
理
想
理
論
の
枠
内
で
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
有
力
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
と
な
り
得
る
こ
と
を
十
分
に
示
せ
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

本
書
の
議
論
も
結
局
の
と
こ
ろ
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
最
悪
の
政
体
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
、
ま
た
近
い

将
来
試
み
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
政
体
を
除
け
ば
」
と
い
う
凡
庸
な
結
論
の
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
最
悪
の
政
体
で
あ

る
」
の
部
分
を
強
化
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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