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認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
公
平
性

吉
田
敬

１
　
序
論

　
脳
科
学
の
知
見
に
基
づ
い
た
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
、
脳
神
経
倫
理
学
に
お
い
て
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
脳
神
経
倫
理
学
に
関
す
る
論
文
や
著
作
は
、
既
に
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
認
知

的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（G

azzaniga 2005

、G
reely 2006

、
河
野 2008

、Levy 2007

、

植
原 2008

）
。
こ
れ
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
中
で
も
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
、
遺
伝
子
工
学
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン

ト
よ
り
も
様
々
な
点
で
、
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
事
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
視
点
か
ら
検
討
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
公
平
性
の
観
点
か
ら
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
公
平
性
が
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
場
合
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
薬
物
や
そ
の
他
の
脳
科
学
的
技
術
に
よ
っ
て
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
可
能
に
な
る
と
、
そ

の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
技
術
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
富
裕
層
で
あ
っ
て
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
既

存
の
社
会
的
・
経
済
的
格
差
を
更
に
拡
大
し
て
し
ま
い
、
民
主
主
義
社
会
の
基
盤
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
批
判
者
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
公
平
性
を
損
な
う
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も
の
で
あ
る
以
上
、
規
制
、
あ
る
い
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

推
進
論
者
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
公
平
性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
な
の
だ
、

と
論
じ
る
。
更
に
、
推
進
派
の
考
え
で
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
規
制
、
あ
る
い
は
禁
止
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
自

由
な
選
択
と
い
う
理
念
を
損
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
推
進
論
者
の
公
平
性
に
関
す
る
議
論
を
吟
味
し
、
筆
者
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と

に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
特
に
三
つ
の
論
点
に
絞
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
暮
ら
し
の
改
善
、
第
二

に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
自
由
化
、
そ
し
て
、
第
三
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
個
人
の
自
由
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え

で
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
公
平
性
に
関
す
る
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
の
あ

り
方
を
批
判
的
に
捉
え
、
改
善
す
る
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
り
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
容
認
す
る
か
否
か
と

い
っ
た
狭
い
枠
組
み
で
捉
え
る
の
は
、
問
題
を
矮
小
化
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
安
易
に
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

を
推
進
す
る
こ
と
は
社
会
政
策
上
、
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

２
　
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
暮
ら
し
の
改
善

　　
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
推
進
論
者
の
中
に
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
の
改
善
を
も
た
ら
す
の
で
、

積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
も
の
が
い
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
上
廣
教
授
職
を
務
め
る
ジ
ュ
リ
ア

ン
・
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
は
そ
う
し
た
論
者
の
一
人
で
あ
る

）
1
（

。

　「
正
義
、
公
平
性
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
」
に
お
い
て
、
彼
は
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
伝
統
的
な
定
義
を
批
判
的
に
吟
味
し
、

新
た
な
定
義
と
し
て
福
祉
国
家
主
義
的
定
義
を
提
案
す
る
。
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
に
よ
る
と
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
概
念
の
定

義
に
は
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
四
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
学
的
に
実
用
的
な
も
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
、
治
療
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と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
区
別
に
基
づ
い
た
も
の
、
そ
し
て
、
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
社
会
学
的
に
実
用
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
概
念
は
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
実
用
的
だ
と
い
う
理
由
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
概
念
を
そ
も
そ
も
定
義
せ
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
目
的

を
達
成
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、
用
い
る
。
第
三
の
治
療
と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
区
別
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ

に
よ
れ
ば
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
健
康
を
保
っ
た
り
、
回
復
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
治
療
を
超
え
た
介
入
を
意
味
す
る
。

第
四
の
機
能
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
改
善
さ
れ
た
能
力
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
。
例
え
ば
、「
認
知
的

エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
改
善
さ
れ
た
、
一
般
的
情
報
処
理
能
力
の
観
点
か
ら
定
義
さ
れ
る
」（Savalescu 2006, 323

）
。

　
こ
こ
で
は
、
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
の
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
反
論
を
詳
細
に
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
以
上
の
よ

う
な
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
伝
統
的
な
定
義
を
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
は
退
け
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
彼
が
提
案
す
る
の
が
、
福

祉
国
家
主
義
的
定
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
は
、「
条
件
Ｃ
に
お
い
て
、
よ
い
暮
ら
し
を
お
く
る
可
能

性
を
増
す
、
人
の
生
物
学
的
・
心
理
学
的
変
化
全
て
。
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
福
祉
国
家
主
義
的
定
義
に
お
い
て
は
、
エ
ン
ハ

ン
ス
さ
れ
た
状
態
を
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（Ibid., 324

）
。
こ
の
よ
う
な
定
義
に
基
づ
き
、
エ
ン
ハ

ン
ス
メ
ン
ト
と
は
人
の
人
生
の
価
値
を
増
す
こ
と
で
あ
る
、
と
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
は
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
な
ぜ
人
々
の
人
生
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
し
、

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
う
す
る
道
徳
的
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
や
公
平
性
は
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
必
要
と

す
る
。
例
え
ば
、
知
能
指
数
70
以
下
で
は
、
よ
い
暮
ら
し
を
お
く
る
の
に
支
障
が
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
に
は
治
療
、
あ
る
い
は
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
治
療
と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
は
っ

（
1
）
パ
ー
ソ
ン
と
の
共
著
論
文
に
お
い
て
、
道
徳
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
な
し
に
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
災
厄
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
理

由
で
、
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
は
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
そ
の
も
の
に
反
対
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、Persson and Savulescu (2008)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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き
り
と
し
た
区
別
は
な
い
。
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
の
考
え
で
は
、
こ
の
知
能
指
数
70
と
い
う
数
字
は
、
わ
れ
わ
れ
が
恣
意
的
に
決

定
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
社
会
に
い
る
の
か
と
い
っ
た
条
件
に
左
右
さ
れ
る
。
ま
た
、
知
能
指
数
は
一

例
で
あ
っ
て
、
認
知
能
力
や
社
会
能
力
な
ど
の
能
力
も
そ
れ
が
よ
い
暮
ら
し
に
必
要
で
あ
る
の
な
ら
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の

対
象
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
最
初
に
手
に
入
れ

ら
れ
る
の
は
、
富
裕
層
で
あ
っ
て
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
貧
富
の
差
を
更
に
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
は
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
次
第
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
無
料
で
手
に
入
る
よ
う
に
し
た
り
、
貧
し
い
人
々
だ
け
に
与
え
る
よ
う
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、

わ
れ
わ
れ
に
は
ど
の
よ
う
に
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
使
う
の
か
決
定
す
る
力
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
擁
護
論
を
見
て
き
た
。
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、

何
が
よ
い
暮
ら
し
を
構
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
が
よ
い
暮
ら
し
を
お
く

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
の
議
論
は
、
社
会
政
策
的
に
言
っ
て
、
あ
ま
り

現
実
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
無
料
で
手
に
入
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
あ

る
い
は
貧
し
い
人
々
だ
け
に
配
分
す
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
る
コ
ス
ト
は
、
莫
大
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
福
祉
国
家
の
衰
退
に
よ
り
、
政
府
の
役
割
を
縮
小
す
る
動
き
が
進
ん
で
い
る
の
が
、
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

で
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
コ
ス
ト
を
担
う
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
る
。
特
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技

術
は
必
ず
し
も
政
府
機
関
で
開
発
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
税
金
を
投
入
し
て
開
発
さ
れ
た
技
術
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を

手
に
入
り
や
す
く
す
る
社
会
的
責
任
が
政
府
に
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
間
で
開
発
さ
れ
た
技
術
に
関
し
て
ま
で
、
そ
れ
を
行

う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
で
開
発
さ
れ
た
技
術
は
恐
ら
く
市
場
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
市
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
ナ
ム
の
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
自
由
市
場
に
委
ね
て
し
ま
え
ば
、
い
ず
れ
問
題
は
解
決
す
る
と
い
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う
立
場
を
取
る
も
の
も
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

３
　
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
自
由
化

　
さ
て
、
前
節
で
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
人
々
の
生
活
の
改
善
を
も
た
ら
す
と
い
う
サ
ヴ
ァ
レ
ス
キ
ュ
の
議
論
を
見
て
き

た
。
し
か
し
、
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
よ
っ
て
公
平
性
を
実
現
す
る
に
は
、
コ
ス
ト
の
問
題
を

検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
自
由
化
を
主
張
す
る
ラ
メ

ズ
・
ナ
ム
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
の
議
論
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
や
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
の
開
発
に
携
わ
っ
た
技
術
者
の
一
人

で
あ
る
ラ
メ
ズ
・
ナ
ム
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
経
済
的
側
面
を
考
察
し
、
貧
し
い
も
の
も
富
め
る
も
の
と
同
じ
よ
う

に
技
術
の
進
歩
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
論
じ
る
。
そ
の
第
一
の
論
拠
は
、「
本
書
で
検
討
す
る
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
技
術
の
大
半
は
、
開
発
や
試
験
に
か
か
る
費
用
は
高
額
で
も
、
大
規
模
製
造
が
可
能
に
な
れ
ば
安
価
に
な
る
と
予
想
さ

れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ナ
ム
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
を
挙
げ
る
。
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
は
注
射

薬
と
し
て
開
発
さ
れ
た
一
九
四
一
年
時
点
で
は
、
極
め
て
高
価
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は
一
グ
ラ
ム
当
た
り
二
セ
ン
ト
に
も
な
ら

な
い
。
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
も
同
様
に
、
最
初
は
高
価
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
第
に
、
価
格
は
下
が
っ
て
い
く
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
第
二
の
論
拠
は
、「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
へ
の
投
資
は
、「
収
穫
逓
減
の
法
則
」
に

し
た
が
う
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（N

aam
 2005, 61–62; 

邦
訳
、75

）
。
こ
の
法
則
は
、「
最
初
の
状
態
が
よ
け
れ
ば

よ
い
ほ
ど
、
さ
ら
に
よ
い
状
態
に
す
る
に
は
さ
ら
に
多
額
の
費
用
が
か
か
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（Ibid., 66; 

邦
訳
、79–80

）
。

ナ
ム
が
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
自
動
車
の
性
能
や
平
均
寿
命
で
あ
る
。
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
の
性
能
も
平
均
寿
命
も
、

お
金
を
か
け
れ
ば
延
び
て
い
く
が
、
あ
る
程
度
ま
で
達
す
る
と
延
び
率
は
低
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
大
衆
車
の
十
倍
で
売
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ら
れ
て
い
る
高
級
車
の
性
能
ま
で
十
倍
に
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ

ン
ト
技
術
も
最
初
は
高
価
で
、
富
裕
層
に
し
か
手
に
入
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
第
に
価
格
は
下
落
し
、
貧
し
い
人
々
に

も
手
の
届
く
も
の
に
な
る
。
そ
れ
が
進
ん
で
い
け
ば
、
富
裕
層
は
最
初
に
、
技
術
の
恩
恵
を
手
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
恩
恵
は
既
に
貧
し
い
人
々
の
手
に
あ
る
も
の
と
比
べ
て
も
大
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
二
つ
の
論
拠
か
ら
ナ
ム
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
が
不
平
等
を
助
長
す
る
可
能
性
は
低
い
、
と
論
じ
る
。
む

し
ろ
、
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
行
政
機
関
に
よ
る
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
制
限
こ
そ
が
、
不
平
等
の
源
な
の
で
あ
る
。「
禁
止

政
策
が
う
ま
く
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
高
値
が
つ
く
よ
う
に
な
る
。
値
が
つ
り
上
げ
ら
れ
れ
ば
、

エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
富
裕
層
に
限
ら
れ
て
く
る
」
し
、
あ
る
国
で
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

技
術
が
禁
止
さ
れ
れ
ば
、
富
裕
層
は
当
該
技
術
の
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
海
外
に
出
か
け
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

「
人
類
の
平
等
を
目
指
す
な
ら
ば
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
開
発
や
使
用
を
奨
励
し
て
、
可
能
な
限
り
多
く
の
人
が
利
用

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
そ
の
ほ
う
が
、
禁
止
す
る
よ
り
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
（Ibid., 70; 

邦
訳
、83–84

）
。

　
生
物
物
理
学
者
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
の
医
学
・
技
術
・
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
責
任
者
を
務

め
た
こ
と
の
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
も
同
様
に
、
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
ド
ー
ピ
ン
グ
を
締
め
出
せ
な
い
の
な
ら
、
ど
う
や
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
薬
や
遺
伝
子
に
よ
る
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
禁
止
で
き
る
の
か
、
と
問
う
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
違
反
者
を

見
つ
け
出
す
の
は
困
難
で
、
処
罰
す
る
の
も
難
し
い
と
し
た
ら
、
禁
止
す
る
の
は
無
理
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る(Stock 2002, 

169; 

邦
訳
、229–230)

。

　
確
か
に
、
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
が
論
じ
る
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
完
全
に
規
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
恐

ら
く
規
制
を
逃
れ
る
も
の
も
多
数
現
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
の
主
張
に
は
同
意
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
規
則
を
破
る
も
の
が
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
規
則
を
作

る
、
あ
る
い
は
守
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
窃
盗
や
殺
人
が
横
行
し
て
い
る
か
ら
と
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言
っ
て
、
窃
盗
や
殺
人
を
規
制
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
（Fukuyam

a 2002

）
。

　
更
に
、
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
の
議
論
で
気
に
な
る
の
は
、
彼
ら
が
自
由
市
場
に
任
せ
て
お
け
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
と
言
わ
ん

ば
か
り
の
態
度
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ナ
ム
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
も
し
も
行
政
機
関
が
規
制
プ
ロ
セ
ス
を
改
革
し
て
、
医
師
や
消
費
者
が
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
関
す
る
情
報
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
あ
と
は
市
場
原
理
に
よ
っ
て
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
費
用
は
低
下
し
、
た
い
て
い
の
人
の

手
の
届
く
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
行
政
機
関
と
い
う
も
の
は
、
市
場
が
う
ま
く
や
る
に
任
せ
て
こ
そ
役

に
立
つ
も
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
何
百
万
も
の
人
々
は
よ
り
聡
明
に
な
り
、
同
じ
価
格
の
な
か
で
最
も
よ
い
製
品
を
選
べ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
製
品
を
市
場
に
出
し
た
製
薬
会
社
も
得
を
す
る
。

　
だ
が
時
に
は
、
高
ま
る
需
要
に
価
格
の
低
下
が
追
い
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
に
関
し
て
そ

う
い
う
事
態
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
行
政
機
関
が
介
入
し
て
価
格
を
押
し
下
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
（N

aam
 2005, 75; 

邦
訳
、88

）
。

確
か
に
、
ナ
ム
は
い
わ
ゆ
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
よ
う
に
、
自
由
市
場
を
手
放
し
で
礼
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

行
政
機
関
が
価
格
引
き
下
げ
に
介
入
す
る
の
を
彼
が
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
が
市
場
介
入

に
消
極
的
で
、
市
場
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
任
せ
た
方
が
よ
い
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
上
の
引
用
か
ら
も
見
て
取
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ナ
ム
の
立
場
は
い
わ
ゆ
る
古
典
的
自
由
主
義
の
立
場
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
遺
伝
子
工
学
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
ス
ト
ッ
ク
も
社
会
の
実
力
主
義
化
が
進
む
に
つ
れ
て

生
じ
る
、
才
能
を
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
分
断
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
狭
く
制
限
さ
れ
た
遺
伝
的
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
は
そ
の
よ
う
な
分
断
を
加
速
し
、
特
権
を
さ
ら
に
強
化
す
る
の
に
対
し
て
、
幅
広
く

利
用
で
き
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
そ
れ
を
挫
く
は
ず
で
あ
る
」
（Stock 2002, 187; 

邦
訳
、253
）
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
ス
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ト
ッ
ク
は
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
の
自
由
化
を
擁
護
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
考
え
で
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
人
々

の
自
由
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
公
平
性
を
達
成
す
る
た
め
の
最
良
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
ス
ト
ッ
ク
に
よ

れ
ば
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
平
準
化
に
反
対
す
る
知
識
人
は
、
自
分
の
子
孫
た
ち
の
た
め
に
既
得
権
益
を

守
ろ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
詳
細
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
ス
ト
ッ
ク
の
知
識
人
批
判
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
確
か
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
に
反
対
す
る
知
識
人
は
、
自
分
た
ち
の
既
得
権
益
を
守
る
と
い
う
無
意
識
的
な
動
機
か
ら
反
論
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
問
題
は
市
場
を
自
由
に
開
放
し
た
り
、
あ
る
い
は
必
要
に
応

じ
て
、
価
格
を
引
き
下
げ
れ
ば
、
そ
れ
で
丸
く
収
ま
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
、
あ
る
い

は
自
分
の
信
念
に
し
た
が
っ
て
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
拒
む
人
々
が
い
る
と
想
像
さ
れ
、
そ
う
し
た
人
々
を
ど
う
扱
う
の
か

と
い
う
問
題
が
残
る
か
ら
で
あ
る
（G

reely 2006

）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ス
ト
ッ
ク
の
見
通
し
で
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技

術
が
安
全
で
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
拒
む
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
楽
観
的
に

過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
更
に
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

４
　
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
個
人
の
自
由

　
前
節
の
最
後
で
、
ス
ト
ッ
ク
の
見
通
し
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
見
通
し
が
含
意
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
社
会
政
策
的

に
見
て
も
問
題
が
あ
る
。
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
た
ち
の
立
場
に
し
た
が
え
ば
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
、
あ
る
い
は
自
分
の
信
念
に

従
っ
て
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
拒
む
人
々
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
る
人
為
的
な
進
化
の
道
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
、
い

ず
れ
絶
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
。
更
に
問
題
な
の
は
、
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
が
こ
う
し
た
人
為
的
な
進
化
に

何
の
疑
念
も
抱
か
ず
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ナ
ム
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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私
た
ち
は
、
も
し
そ
う
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
新
し
い
種
類
の
生
命
を
生
み
出
す
種
子
と
な
れ
る
の
だ
。
想
像
も
つ

か
な
い
よ
う
な
新
し
い
生
物
を
生
み
出
す
も
と
に
な
る
。
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
の
新
し
い
生
命
を
生
み
出
し
た
ち
っ
ぽ
け
な
後

生
動
物
と
同
じ
く
、
新
し
い
創
世
記
の
出
発
点
と
な
る
の
だ
。
思
う
に
、
史
上
、
こ
れ
以
上
に
美
し
い
使
命
、
特
権
的
な

位
置
を
与
え
ら
れ
た
種
は
ほ
か
に
は
い
な
い
（N

aam
 2005, 233–34; 

邦
訳
、263

）
。

　
し
か
し
、
本
当
に
人
為
的
な
進
化
は
望
ま
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ブ
ル
ド
ッ
グ
と
し
て
知
ら

れ
る
ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ク
ス
リ
ー
を
引
き
合
い
に
出
す
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
の
は
、
筆
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
周

知
の
よ
う
に
、
ロ
マ
ネ
ス
講
演
「
進
化
と
倫
理
」
に
お
い
て
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
社
会
の
倫
理
的
進
歩
と
は
宇
宙
の
過
程
、
つ

ま
り
進
化
を
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
に
抗
す
る
こ
と
に
あ
り
、
人
間
に
は
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
論
じ
た

（H
uxley 1894

）
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
た
ち
の
よ
う
に
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
人
為
的
な
進
化

を
も
た
ら
し
、
新
し
い
種
が
誕
生
す
る
な
ど
と
、
喧
伝
す
る
よ
う
な
こ
と
は
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け

ば
絶
滅
し
て
し
ま
う
社
会
的
弱
者
を
で
き
う
る
限
り
救
う
よ
う
な
政
策
が
必
要
と
な
る
。

　
し
か
し
、
個
人
の
自
由
を
強
調
し
、
新
し
い
種
の
誕
生
を
喧
伝
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
拒
む
人
々
を

切
り
捨
て
て
し
ま
う
点
で
、
ナ
ム
や
ス
ト
ッ
ク
の
見
解
は
、
生
命
倫
理
で
最
近
話
題
と
な
っ
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
優
生
主
義
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル
優
生
主
義
と
は
、
生
殖
の
自
由
に
基
づ
き
、
遺
伝
子
工
学
を
用
い
て
、
自
ら
の
子
孫
の
生
物
学

的
特
徴
を
選
択
し
た
り
、
改
善
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
の
こ
と
を
指
す

）
2
（

。
リ
ベ
ラ
ル
優
生
主
義
が
従
来
の
権
威
主
義
的

な
優
生
学
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
個
人
の
自
由
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
、
自
由
の
原
理
を
延
長
し
た
も
の
で
あ

（
2
）
リ
ベ
ラ
ル
優
生
主
義
に
つ
い
て
は
、Agar 2004

、Buchanan et al. 2000

、Fukuyam
a 2002

、Fuller 2006

、H
aberm

as 2001

、
桜
井 2007

、Yoshida 
2009

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
個
人
の
自
由
を
ひ
た
す
ら
押
し
進
め
る
立
場
は
、
不
自
由
へ
と
転
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
生
命
倫
理
評
議
会
報
告
書
、『
治
療
を
超

え
て
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
（K

ass 2003

）
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
員
で
も
あ
っ
た
、
政
治
理
論
家
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
か

ら
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
競
争
社
会
に
お
け
る
成
功
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
子
供
や
わ
れ
わ
れ
自
身
を
バ
イ
オ
工
学
的
に
設
計
す
る
の
が
自
由

の
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
心
そ
そ
ら
せ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
世
界
を
変
え
る

の
で
は
な
く
、
世
界
に
適
応
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
本
性
を
変
え
る
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
無
力
の
最
も
深
刻
な

形
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
を
批
判
的
に
思
考
す
る
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
気
を
そ
ら
せ
、
社
会
的
・
政
治
的
改
善
の
衝

動
を
弱
め
る
も
の
だ
（Sandel 2007, 96–97

）
。

　
サ
ン
デ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ナ
ム
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
既
存
の
社
会
制
度
を
改
善
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
を
改

善
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
現
状
を
追
認
し
、
そ
れ
を
更
に
補
強
す
る

論
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
ら
の
奉
ず
る
自
由
と
は
、
強
制
さ
れ
た
自
由
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
当
に
彼

ら
が
自
由
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
拒
む
自
由
と
い
う
の
も
、
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

更
に
、
単
に
言
葉
の
上
で
だ
け
、
そ
う
し
た
自
由
を
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、
実
質
的
な
基
盤
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
第
二
節
で
触
れ
た
コ
ス
ト
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ム
た
ち
に
、
そ
う
し
た
コ
ス
ト
を
背
負
う
つ
も

り
が
あ
る
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
ナ
ム
た
ち
の
議
論
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関
す
る
議
論

な
し
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
称
揚
し
て
も
、
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
個
人
の
自
由
の

重
要
性
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
よ
う
に
、
社
会
的
影
響
が
大
き
い
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
結
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に
つ
い
て
何
ら
の
考
慮
も
せ
ず
、
た
だ
楽
観
的
に
個
人
の
自
由
や
種
の
進
化
を
言
い
立
て
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

　
更
に
、
既
存
の
社
会
制
度
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
子
供
た
ち
を

症
状
が
軽
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
と
な
し
く
さ
せ
て
お
く
た
め
に
、
リ
タ
リ
ン
を
飲
ま
せ
た
り
、
多
数
の
学
生
た
ち
が
不

正
目
的
に
ア
デ
ロ
ー
ル
や
リ
タ
リ
ン
の
よ
う
な
調
剤
薬
を
用
い
る
よ
う
な
社
会
に
問
題
が
全
く
な
い
と
は
言
い
難
い
。
例
え

ば
、
グ
リ
ー
リ
ー
た
ち
に
よ
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
お
よ
そ
７
％
の
学
生
が
、
処
方
刺
激
薬
を
そ
う
し
た
形
で
摂
取
し
、

ま
た
、
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
25
％
に
及
ぶ
学
生
が
こ
こ
一
年
で
処
方
刺
激
薬
を
用
い
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（G

reely et al. 

2008, 702

）
。
グ
リ
ー
リ
ー
た
ち
は
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
許
容
し
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
形
で
対
応
す
る
た
め
の
提
言

を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
由
放
任
主
義
型
で
も
、
法
律
制
定
型
で
も
な
い
、
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
を
現
実
的
に
考
え
れ
ば
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
単
に
受
け
容
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
た
社
会
状
況
を
分
析
し
、
改
善
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
だ
ろ
う
。

５
　
結
論

　
こ
れ
ま
で
、
認
知
的
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
推
進
論
者
の
公
平
性
に
関
す
る
議
論
を
吟
味
し
て
き
た
。
彼
ら
は
主
に
、
暮
ら
し

の
改
善
、
自
由
化
、
そ
し
て
個
人
の
自
由
の
観
点
か
ら
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
推
進
を
擁
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
論

じ
て
き
た
よ
う
に
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
推
進
論
者
の
議
論
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
番
の
問
題
は
、
彼
ら
の

提
示
す
る
議
論
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
既
存
の
社
会
制
度
を
前
提
と
し
、
更
に
そ
れ
を
強
化
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
が
乱
用
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
の
状
態
を
批
判
的
に
捉
え
、
改

善
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
人
間
の
自
由
が
あ
り
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
技
術
を
自
由
化
し
た
り
、
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個
人
の
思
う
が
ま
ま
に
使
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
が
自
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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