
実
践
理
控
の
自
律
と
悪
の
根
拠

1
1
一
カ
ソ
ト
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
げ
る
宗
教
』
の
白
由
論
に
関
す
る
一
考
察

保
　
呂

篤
　
彦

　
カ
ソ
ト
が
彼
の
実
践
哲
学
の
基
本
構
造
を
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

（
Ω
、
§
ミ
素
§
的
N
§
ミ
亀
亀
ξ
黒
き
、
臼
慧
§
L
べ
o
。
㎝
以
下
『
基
礎
づ
げ
』

と
略
記
す
る
）
お
よ
び
『
実
践
理
性
批
判
』
（
寧
～
薫
　
～
§
淳
象
導
事
§

く
§
§
喜
一
ミ
o
．
o
。
）
に
お
い
て
発
表
し
た
直
後
に
、
と
り
わ
げ
そ
の
申
心
概
念

の
一
つ
で
あ
る
自
由
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
ソ
ト
と
同
時
代
の
学
者
た
ち
の
間

で
論
争
が
生
じ
、
こ
れ
が
十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
十
年
余
り
継

続
し
た
。

　
カ
ソ
ト
は
こ
の
論
争
に
お
い
て
自
分
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
批
判
に
直
接
応

え
た
り
、
反
駁
す
る
よ
う
な
ソ
」
と
は
ほ
と
ん
ど
し
て
お
ら
ず
、
彼
が
・
」
の
論
争

に
積
極
的
に
参
加
し
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ソ
ト
が
自
分
の

自
由
論
が
引
き
金
に
な
っ
て
起
っ
た
こ
の
論
争
の
内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
た
・
」

と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
論
争
が
継
続
す
る
最
中
、
カ
ソ
ト
が
新

た
に
出
版
し
た
著
書
、
す
な
わ
ち
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』

（
b
詳
肉
§
督
§
“
§
ミ
ぎ
§
～
§
o
ミ
§
§
き
、
ミ
息
§
く
～
、
§
ミ
一
筍
竃

以
下
『
宗
教
論
』
と
略
記
す
る
）
お
よ
び
『
道
徳
形
而
上
学
』
（
ミ
段
怠
ξ
・
慕

昏
、
黒
ミ
§
”
ミ
署
）
の
う
ち
に
現
わ
れ
た
自
由
理
解
に
は
、
『
基
礎
づ
げ
』
や

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
由
理
解
と
明
ら
か
に
齪
鯖
を
き
た
す
点
が
あ

る
。
カ
ソ
ト
の
自
由
理
解
を
め
ぐ
る
こ
の
変
化
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、

ど
こ
ま
で
同
時
代
人
た
ち
に
よ
る
論
争
の
影
響
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
目
に
至
る
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
い
。
本
稿

は
、
こ
の
よ
う
な
間
題
の
解
決
へ
の
第
一
歩
と
し
て
、
主
と
し
て
『
宗
教
論
』

に
お
け
る
自
由
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
と
『
基
礎
づ
げ
』
や
『
実
践
理
性
批

判
』
に
お
げ
る
自
由
理
解
と
の
間
に
あ
る
齪
鯖
が
、
カ
ソ
ト
の
身
近
で
行
な
わ

れ
た
議
論
と
の
関
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
か
を
検
討
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
（
2
）

る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
、
本
稿
は
、
ま
ず
最
初
に
、
カ
ン
ト
の
自
律
と
L
て
の
自
由
概

念
の
も
つ
間
題
点
を
指
摘
L
た
、
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
検
討

す
る
。
そ
し
て
次
に
、
カ
ソ
ト
と
は
独
立
に
、
こ
の
よ
う
な
間
題
の
解
決
を
試

み
た
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
議
論
を
検
討
し
、
い
か
な
る
解
決
の
可
能
性
が
あ
る
の

か
一
瞥
し
た
後
、
最
後
に
カ
ン
ト
自
身
の
『
宗
教
論
』
に
お
げ
る
解
決
の
試
み

を
、
ま
た
そ
の
解
決
の
仕
方
自
体
が
持
つ
間
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努

め
る
。
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実
践
理
性
の
自
律
と
し
て
の
自
由
概
念
の
間
題
点

　
カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
自
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
意
志
」
あ
る
い
は
「
実
践
理
性
」
の
「
自
律
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
自

律
の
自
由
は
、
さ
ま
ざ
ま
た
感
性
的
衝
動
あ
る
い
は
「
法
則
の
す
べ
て
の
実

質
」
に
よ
る
規
定
か
ら
の
意
志
（
実
践
理
性
）
の
独
立
性
と
い
う
「
消
極
的
」

た
側
面
と
、
意
志
の
原
因
性
の
法
則
を
立
法
す
る
の
も
ま
た
（
そ
れ
ゆ
え
規
定

す
る
の
も
ま
た
）
意
志
（
実
践
理
性
）
自
身
で
あ
る
と
い
う
、
実
践
理
性
の

「
自
已
立
法
」
と
し
て
の
「
積
極
的
」
側
面
と
い
う
二
面
を
有
す
る
（
メ
ω
ω
）
。
し

か
し
た
が
ら
、
も
し
、
意
志
（
実
践
理
性
）
が
こ
の
自
已
の
法
則
に
し
た
が
っ

行
為
せ
ず
、
別
の
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
「
他
律
し
で

あ
っ
て
、
自
然
現
象
と
区
別
さ
れ
ず
、
自
由
で
は
た
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
と

は
、
自
己
立
法
の
産
物
で
あ
る
遣
徳
法
則
に
し
た
が
う
行
為
に
の
み
現
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
自
由
の
主
体
で
あ
る
「
意
志
と
は
、
理
性
が
傾
向
性
か

ら
独
立
に
、
実
践
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
認
め
る
と
一
」
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
善

で
あ
る
と
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
を
選
択
す
る
能
力
で
あ
る
L
（
H
く
一
賃
N
）
。

し
た
が
っ
て
、
『
基
礎
づ
げ
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
げ
る
カ
ソ
ト
の
実

践
哲
学
に
お
い
て
は
悪
し
き
行
為
、
非
道
徳
的
行
為
は
、
実
践
理
性
の
自
律
、

自
由
な
意
志
の
結
果
で
は
た
い
・
」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
が
ら
、
非

道
徳
的
行
為
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ぼ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
遣
徳
哲
学
試
諭
』
（
ζ
8
以
下
く
旨
の
略
号
で
引

用
す
る
）
で
間
題
に
し
た
の
も
ま
さ
に
｝
」
の
点
で
あ
っ
た
。

　
批
判
哲
学
の
信
奉
者
で
あ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
、
白
由
と
は
や
は
り

「
実
践
理
性
」
の
「
自
律
」
あ
る
い
は
自
已
活
動
性
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
ま
た
、
彼
の
場
合
に
も
、
非
道
徳
的
行
為
は
自
由
た
意
志
の
作
用
、

実
践
理
性
の
作
用
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
道
徳
的

行
為
は
現
実
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
シ

ュ
、
ミ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
な
間
い
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
「
同
じ
理
性
活
動
性
、

同
じ
道
徳
性
が
、
た
ぜ
す
べ
て
の
知
覚
可
能
な
諾
行
為
に
お
い
て
出
現
し
な
い

の
か
？
　
な
ぜ
あ
る
時
に
は
意
志
の
規
定
す
る
能
力
が
、
ま
た
あ
る
時
に
は
意

志
の
規
定
さ
れ
う
る
能
力
が
よ
り
多
く
現
わ
れ
る
の
か
？
」
（
＜
竃
・
ω
・
浸
⑩
）
と
。

も
し
理
性
が
常
に
作
用
L
て
い
る
の
な
ら
、
常
に
道
徳
的
行
為
だ
げ
が
生
じ
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
非
道
徳
的
行
為
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

非
遣
徳
的
行
為
の
現
存
在
は
、
結
局
理
性
の
不
作
為
の
結
果
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
る
と
、
こ
の
理
性
が
活
動
す
る
か
し
な
い
か
は
、
何
か

あ
る
必
然
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
偶
然
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
予
め
「
決
定
論
と

非
決
定
論
」
と
を
対
置
し
て
、
「
決
定
論
」
が
自
然
に
お
げ
る
あ
ら
ゆ
る
偶
然

を
否
定
し
、
出
来
事
の
偶
然
に
よ
る
説
明
を
端
的
に
避
け
る
よ
う
な
哲
学
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
る
限
り
、
理
性
は
「
決
定
論
」
を
採
用
す
る
と
述
べ
て
い
る

（
く
竃
・
ω
・
虞
N
）
の
で
、
彼
は
こ
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
必
然
性
の
方
を
採

用
す
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
理
性
の
存
在
と
同
時
に
、
諾
現
象
へ
の
理
性
の
作

用
お
よ
び
そ
の
作
用
の
そ
の
っ
ど
の
一
定
の
度
を
規
定
す
る
何
も
の
か
が
存
在

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、
「
非
遣
徳
性
の
説
明

に
お
い
て
」
、
「
無
根
拠
性
す
な
わ
ち
理
論
的
た
無
理
性
性
を
避
け
よ
う
と
す
る

た
ら
ぼ
」
、
「
理
性
は
、
理
性
が
現
実
に
行
た
う
と
こ
ろ
の
こ
と
す
べ
て
に
関
し

て
、
ま
た
形
式
と
い
う
点
に
お
げ
る
理
性
の
す
べ
て
の
判
断
に
関
し
て
は
、
自
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宙
で
あ
り
、
い
か
な
る
影
響
も
受
げ
な
い
。
し
か
し
、
理
性
は
、
理
性
が
行
な

わ
た
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
依
存
的
で
制
限
さ
れ
て
い
る
。
理
性
は
こ
の
場
合

に
は
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
く
竃
一
ω
．
津
⑩
）
と
考
え

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
カ
ソ
ト
に
し
た
が
っ
て
、
感
性
は
理
性

に
、
自
然
は
自
由
に
影
響
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
理
性

の
不
作
為
を
規
定
し
て
い
る
も
の
は
何
か
叡
知
的
な
根
拠
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
と
言
う
。

　
し
か
し
、
作
用
す
る
か
し
な
い
か
を
何
か
他
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
恋
理
性
に
は
真
の
意
味
の
自
由
を
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
シ

ュ
ミ
ッ
ト
は
「
超
越
的
自
由
、
す
な
わ
ち
叡
知
的
諸
根
拠
か
ら
の
叡
知
的
作
用

の
独
立
性
」
（
く
竃
・
ω
・
爵
o
）
を
仮
定
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
理
性
の
叡
知

的
作
用
は
、
我
々
に
は
知
ら
れ
た
い
何
か
あ
る
叡
知
的
諸
根
拠
に
よ
っ
て
、
そ

の
作
用
不
作
用
を
決
定
さ
れ
て
お
り
、
「
超
越
的
自
由
」
を
持
た
な
い
と
い
う

の
が
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
の
結
論
で
あ
り
、
こ
れ
を
彼
自
身
が
「
叡
知
的
宿
命
論
」
と

名
づ
げ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
理
性
の
自
律
と
し
て
の
自
由
か
ら
出
発

し
て
、
自
由
の
否
定
へ
と
辿
り
着
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
悪
し
き
行
為
の
根

拠
を
理
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
よ
う
な
結
論
を
避
げ
る
た
め
に
は
、
こ
の
悪
し
き
行
為
の
根
拠
は
何
に
帰

さ
れ
る
べ
き
な
の
か
？
　
一
体
実
践
理
性
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ

と
も
や
は
り
理
性
と
は
別
の
何
か
叡
知
的
な
も
の
に
か
？
　
そ
れ
は
理
性
と
ま

っ
た
く
独
立
し
て
い
る
の
か
？
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
叡
知
的
宿
命
論
」
は
、
カ

ソ
ト
に
こ
の
間
題
を
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
自
由
論
と
の
関
連
で
検
討
す
る
よ

う
強
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
閲
題
点
は
、
す
で
に
一
七
八
八
年
に
ウ
ー
ル
リ
ヒ
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ー
ル
リ
ヒ
も
ま
た
『
基
礎
づ
げ
』
に
お
げ
る
カ
ソ

ト
の
自
由
理
解
を
受
け
て
、
意
志
（
実
践
理
性
）
の
自
已
活
動
性
の
結
果
生

じ
る
の
は
、
道
徳
的
に
善
た
る
行
為
の
み
で
あ
り
、
非
道
徳
的
行
為
は
意
志

（
実
践
理
性
）
の
活
動
性
の
結
果
で
は
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
な
る
と
実
践
理
性
の
活
動
性
は
、
非
道
徳
的
行
為
に
際
し
て
は
作
用
し
な
か

っ
た
に
違
い
な
く
、
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
理
性
の
活
動
を
妨
害
す
る
何
も
の
か
が
存

在
す
る
は
ず
で
あ
る
と
彼
も
ま
た
考
え
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
理
性
を
妨
害

ー
レ
て
い
る
も
の
が
、
感
性
的
自
然
で
あ
る
こ
と
を
実
は
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
も

認
め
て
い
る
と
言
っ
て
批
判
し
、
『
基
礎
づ
げ
』
に
お
げ
る
次
の
叙
述
を
そ
の

拠
り
所
と
す
る
。
「
：
…
と
の
《
べ
し
と
い
う
こ
と
》
は
本
来
《
欲
す
る
こ
と
》

で
あ
り
、
こ
の
意
欲
は
、
も
し
も
理
性
が
理
性
的
存
在
老
に
お
い
て
い
か
た
る

妨
害
も
な
し
に
実
践
的
で
あ
る
な
ら
ぱ
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
老
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
の
よ
う
に
、
理
性

と
は
別
の
種
類
の
動
機
と
し
て
感
性
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

理
性
が
ひ
と
り
そ
れ
だ
げ
な
ら
ば
行
な
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
必
ず
し
も
常
に
行

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
者
に
と
っ
て
は
、
行
為
の
先
の
必
然
性
は
た
だ
為
す

べ
き
こ
と
と
呼
ぱ
れ
る
」
（
H
く
一
長
㊤
）
。
カ
ソ
ト
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と

を
要
約
す
れ
ぼ
、
人
問
と
い
う
理
性
的
存
在
老
は
、
　
「
感
性
」
と
い
う
「
理
性

と
は
別
の
種
類
の
動
機
」
に
よ
っ
て
「
妨
害
」
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
「
理
性
が
ひ
と

り
そ
れ
だ
げ
な
ら
ば
行
な
う
で
あ
ろ
う
こ
と
」
、
つ
ま
り
道
徳
的
行
為
を
、
実

際
に
は
行
な
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
i

ル
リ
ヒ
の
言
う
と
お
り
、
こ
の
叙
述
だ
け
を
見
る
隈
り
、
カ
ソ
ト
は
感
性
に
よ

る
理
性
の
妨
害
を
認
め
て
お
り
、
悪
し
き
行
為
を
、
理
性
に
で
は
な
く
、
こ
れ

を
妨
害
し
た
自
然
的
感
性
に
帰
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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ウ
ー
ル
リ
ヒ
も
カ
ソ
ト
に
対
し
て
実
は
非
常
に
重
要
な
間
題
提
起
を
L
て
い
る
。

す
た
わ
ち
、
現
実
に
悪
し
き
行
為
、
非
道
徳
的
行
為
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
根

拠
は
感
性
的
自
然
に
帰
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
理
性
に
帰
さ
れ
る
の
か
と
い

う
間
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
ウ
ー
ル
リ
ヒ
自
身
は
結
局
こ
れ
を
道
徳
的
自
律
と
し

て
の
実
践
理
性
の
自
已
活
動
性
に
は
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
決
定
論
の

立
場
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
『
基
礎
づ
げ
』
に
お
げ
る
自
由
理
解
に
し
た
が
え

ぱ
、
カ
ソ
ト
も
ま
た
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
も
し
悪

の
根
拠
を
自
然
に
で
は
な
く
、
理
性
に
帰
す
な
ら
ぱ
、
彼
の
実
践
哲
学
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
修
正
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
た
が
ら
、
こ
の

時
点
に
お
い
て
は
カ
ソ
ト
は
ま
だ
・
」
の
間
題
提
起
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
か

っ
た
。
カ
ソ
ト
は
ウ
ー
ル
リ
ヒ
の
説
を
「
古
く
さ
い
あ
り
ふ
れ
た
詑
弁
で
飾
り

立
て
た
自
然
機
械
論
」
（
〆
留
一
）
で
あ
る
と
簡
単
に
片
づ
け
た
が
、
そ
れ
と
と

も
に
ウ
ー
ル
リ
ヒ
が
行
た
っ
た
先
の
重
要
な
間
題
提
起
を
も
十
分
考
慮
す
る
こ

と
な
く
退
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ソ
ト
が
ウ
ー
リ
ル

ヒ
ヘ
の
反
論
を
企
て
て
い
る
『
判
断
力
批
判
』
（
挙
“
黒
～
§
q
、
迂
薫
、
巷
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ミ
8
）
に
お
げ
る
あ
る
注
や
、
カ
ン
ト
が
そ
の
執
筆
を
助
力
し
た
と
さ
れ
る
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ラ
ウ
ス
の
『
ウ
ー
ル
リ
ヒ
論
評
』
に
お
げ
る
叙
述
か
ら
見
て
取
ら
れ
う
る
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
、
ウ
ー
ル
リ
ヒ
の
論
点
は
、
感
性
が
理
性
に
、
そ
し
て
自
然

が
自
由
に
影
響
し
う
る
こ
と
を
カ
ソ
ト
が
認
め
て
い
る
と
い
う
点
に
ま
と
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、
感
性
が
理
性
に
影
響
で
き
な
い
と
カ
ソ

ト
が
一
貫
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
悪
行
為
の
根
拠
が
ど
こ

に
求
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
一
言
も
さ
れ
な
い
。
こ
の
『
判
断
力
批
判
』
の
注

に
お
げ
る
カ
ソ
ト
の
自
已
弁
護
は
む
し
ろ
、
悪
の
根
拠
に
関
す
る
間
い
を
ま
す

ま
す
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
カ
ソ
ト
は
「
〔
自
然
が
自
由

の
法
則
（
道
徳
法
則
）
に
し
た
が
う
原
因
性
に
対
し
て
為
す
〕
低
抗
や
促
進
は
、

自
然
と
自
由
と
の
間
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
象
と
し
て
の
自
然
と
感
性
界
に

お
げ
る
現
象
と
し
て
の
自
由
の
諾
結
果
と
の
間
に
あ
る
」
（
メ
H
⑩
9
　
＞
■
冒
．
）

と
述
べ
て
い
る
。
自
然
は
、
自
由
や
理
性
に
は
影
響
す
る
一
」
と
が
で
き
た
い
。

こ
こ
で
も
ま
た
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
唯
一
の
答
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
道
徳
的

行
為
は
存
在
す
る
。
も
L
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
言
う
と
お
り
、
自
然
が
現
象
と
し

て
の
自
由
の
結
果
に
影
響
し
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
れ
ぱ
、
や
は
り
、
そ
れ

は
理
性
に
で
は
な
く
、
自
然
に
こ
そ
帰
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
そ

の
際
に
な
お
実
践
理
性
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
用
し
て
い
る
と
カ
ソ
ト
は

言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は
理
解
し
難
い
。
善
き
行
為
を
産
み

出
す
は
ず
の
理
性
の
原
因
性
が
、
結
果
と
し
て
悪
し
き
行
為
を
産
み
出
す
が
、

そ
れ
は
同
じ
現
象
界
に
お
け
る
自
然
の
妨
害
の
結
果
で
あ
る
と
カ
ソ
ト
は
言
う

の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
理
性
は
結
果
と
し
て
の
悪
し
き
行
為
の
原
因
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
理
性
の
原
因
性
が
作
用
し
な
か
っ
た
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
や
カ
ン
ト
に
は
た
だ
一
つ
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
悪
し
き
行
為
の
存
在
を
認
め
、
こ
の
根
拠
を
自
然
の
う
ち
に
で
は

な
く
、
帰
責
さ
れ
う
る
、
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
主
体
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
自
由
が
実
践
理
性
の
自
律
で
あ
る
と
い

う
立
場
を
維
持
し
、
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
彼
の
教

説
と
い
か
に
し
て
整
合
的
に
立
論
す
る
か
が
重
要
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
基
礎
づ
げ
』
に
お
い
て
も
カ
ソ
ト
は
、
「
人
間
が
傾
向
性
や
衝
動
に
彼
の

格
率
へ
の
影
響
を
許
し
、
そ
の
結
果
意
志
の
理
性
法
則
が
損
な
わ
れ
る
場
合
、

人
問
が
傾
向
性
や
衝
動
に
対
し
て
抱
い
た
で
あ
ろ
う
容
赦
の
念
に
は
責
任
を
負
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う
」
（
H
メ
畠
O
。
）
と
述
べ
て
、
一
悪
の
根
拠
が
傾
向
性
や
衝
動
と
い
っ
た
自
然
に

帰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
閻
に
帰
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
た
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
帰
責
が
可
能
な
の
は
、
人
問
が
ま
さ
に
理
性
的
存
在

者
で
あ
り
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
悪
の
根
拠
も
ま
た
何
ら

か
の
理
性
的
な
要
素
に
こ
そ
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
が
、
「
意
志
と
は
、
理
性
が
：
…
・
善
で
あ
る
と
認
め
る
と
こ
ろ

の
も
の
の
み
を
選
択
す
る
能
力
で
あ
る
」
（
H
メ
紅
嵩
）
と
い
う
同
書
に
お
げ
る

別
の
主
張
に
低
触
す
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
上
述
の
と
お
り
、
一
七

九
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
も
事
惜
は
変
わ
ら
た
か
っ
た
。
カ
ソ
ト
は
一
七
九
〇

年
以
降
初
め
て
こ
の
間
題
点
に
気
が
つ
き
、
『
宗
教
論
』
の
第
一
論
文
で
そ
の

解
決
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
カ
ソ
ト
と
は
独
立
に
一
」
の
間
題
の
解
決
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
同

時
代
の
学
者
が
い
た
。
カ
ソ
ト
哲
学
の
普
及
に
力
を
入
れ
て
い
た
ラ
イ
ソ
ホ
ル

ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
カ
ソ
ト
自
身
の
試
み
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
自
由
論
を
見
て
お
｝
」
う
。

ニ
　
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
自
由
論

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
自
由
論
（
『
カ
ン
ト
哲
学
に
関
す
る
書

　
　
　
（
8
）

簡
』
第
二
巻
1
－
以
下
略
号
嗣
肉
肉
に
よ
っ
て
引
用
す
る
－
の
主
に
第
八
書

簡
で
展
開
さ
れ
た
）
は
、
上
で
見
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
等
の
自
由
論
に
対
す
る
反
論

と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
快
と
不
快
と
に

よ
る
す
べ
て
の
規
定
根
拠
か
ら
の
実
践
理
性
の
独
立
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

な
る
ほ
ど
意
志
の
自
由
に
属
し
は
す
る
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
が
意
志
の
自
由

を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
・
」
の
自
由
に
関
し
て
、
カ
ソ
ト
哲
学
の
友
人
た
ち

の
・
」
の
間
題
に
関
す
る
大
抵
ひ
著
作
の
う
ち
で
、
自
由
の
こ
の
特
殊
な
特
徴
が

こ
れ
ら
の
著
者
た
ち
に
よ
っ
て
自
由
全
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
L
か

推
測
で
き
な
い
諾
見
解
に
私
は
出
会
っ
た
」
（
耐
肉
戸
ω
・
お
⑩
）
と
い
う
叙
述
か

ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
－
」
こ
で
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
は
、
自
然
衝
動
か
ら
の
実
践
理
性
の
独
立
が
自
由
の

す
べ
て
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
カ
ソ
ト
の
言
う
自
由
の
消
極

的
側
面
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
彼
が
自
由

の
別
の
要
素
と
考
え
て
い
る
の
も
、
実
践
理
性
の
自
已
立
法
と
い
う
自
由
の
積

極
的
側
面
の
こ
と
で
は
た
い
。
ウ
ー
ル
リ
ヒ
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
こ
の
よ
う
な

消
極
的
、
積
極
的
両
面
を
含
ん
だ
実
践
理
性
の
自
已
活
動
性
こ
そ
が
意
志
の
自

由
で
あ
る
と
見
傲
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
が
こ
こ
で
間
題
に
し

て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
解
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ

イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
－
」
の
批
判
を
「
カ
ソ
ト
哲
学
の
友
人
た
ち
」
に
向
げ
て
は
い

る
が
、
事
柄
に
則
し
て
言
え
ば
、
当
然
カ
ソ
ト
自
身
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ

る
。　

ま
ず
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
実
践
理
性
の
自
已
活
動
性
と
意
志
の
自
由
と
の
こ

の
よ
う
な
同
一
視
は
、
自
由
と
遣
徳
に
対
し
て
重
大
な
結
果
を
摺
く
こ
と
に
な

る
と
述
べ
る
。
す
た
わ
ち
、
そ
こ
か
ら
は
「
す
べ
て
の
非
道
徳
的
行
為
に
対
す

る
自
由
の
不
可
能
性
以
外
の
何
も
の
も
帰
結
し
た
い
。
純
粋
た
意
欲
の
自
由
が

実
践
理
性
の
自
已
活
動
性
の
う
ち
に
の
み
そ
の
本
質
を
有
す
る
と
仮
定
す
る
や

否
や
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
純
粋
で
は
な
い

意
欲
は
、
決
し
て
自
由
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
認
め
た
け
れ
ぱ
な
ら
た

く
た
る
」
（
曇
～
■
）
。
－
」
う
な
る
と
、
「
意
志
は
た
だ
道
徳
的
行
為
に
関
し
て
の

み
自
由
で
あ
り
、
非
道
徳
的
行
為
の
根
拠
は
意
志
の
外
で
、
自
由
に
対
す
る
外
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的
障
害
や
制
限
の
う
ち
に
探
し
求
め
ら
れ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
し
か
し
た
が

ら
、
こ
の
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
と
、
道
徳
的
行
為
の
根
拠
も
実
践
理
性
の
単
な

る
自
己
活
動
性
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
こ
の
理
性
か
ら
は
ま
っ
た
く
独
立
し
た
、

先
の
障
害
の
不
在
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
探
し
求
め
ら
れ
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
理
性
の
全
自
由
、
人
格
の

理
性
を
通
じ
て
の
全
自
由
は
、
決
し
て
人
格
の
力
の
う
ち
に
は
な
い
外
的
強
制

か
ら
の
、
偶
然
的
で
、
あ
る
場
合
に
は
制
限
さ
れ
る
よ
う
た
独
立
性
の
う
ち
に

の
み
そ
の
本
質
を
有
す
る
｝
」
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
道
徳
的
行
為
は
、

一
度
障
害
が
な
く
な
る
や
否
や
、
実
践
理
性
の
ま
っ
た
く
不
随
意
的
た
作
用
に

よ
っ
て
不
可
避
的
に
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
L
て
、
道
徳
的
行
為
も
非
道

徳
的
行
為
も
、
た
だ
障
害
の
現
存
と
不
在
と
に
の
み
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な

い
で
あ
ろ
う
L
（
b
d
翼
一
ω
9
竃
◎
1
竃
H
）
。
　
加
」
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
は
、

自
由
を
実
践
理
性
の
自
已
活
動
性
に
限
定
す
る
と
、
非
道
徳
的
行
為
（
悪
し
き

行
為
）
が
理
性
の
自
由
な
行
為
と
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
理
性
を
制
隈
す
る

障
害
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
た
る
ぱ
か
り
か
、
そ
う
な
る
と
遭
徳
的
行
為
も
ま
た

そ
の
よ
う
な
障
害
の
不
在
に
帰
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
行
為
あ
る
い
は
意
志
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

由
一
般
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
た
議
論
か
ら
自
由
と
道
徳
を
救
う
た
め
に
は
、
意
志
の
自
由
を
実

践
理
性
の
自
已
活
動
性
か
ら
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
と
ラ
イ
ン
ホ

ル
ト
は
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
意
志
の
自
由
と
は
単
に
感
性
的
衝
動
の
強
制

か
ら
の
独
立
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
「
実
践
理
性
そ
の
も
の
に
よ
る
強
制
か
ら

の
人
格
の
独
立
性
の
う
ち
に
も
そ
の
本
質
を
有
す
る
」
（
ω
肉
戸
ω
ω
・
8
㌣
8
ω
）

の
で
あ
り
、
自
由
と
は
、
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
は
「
実
践
的
法
則
に
し
た

が
っ
た
り
あ
る
い
は
反
し
た
り
す
る
選
択
意
志
に
よ
る
自
已
決
定
の
能
九
で
あ

る
」
（
0
d
肉
戸
ω
I
g
ω
）
。
磐
言
す
れ
ぱ
、
ラ
ィ
ソ
ホ
ル
ト
の
自
由
の
主
体
は
実
践

理
性
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
意
志
で
あ
り
、
そ
の
自
由
は
、
感
性
の
要
求
と

理
性
の
要
求
　
　
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
別
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ぱ
、
「
利
已
的

衝
動
と
非
利
已
的
衝
動
」
（
ω
内
戸
ω
・
畠
9
ω
・
8
9
芦
帥
・
）
－
と
の
間
に
立

っ
て
選
択
を
行
た
う
自
由
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
衝
動
は
、
道
徳
的
な
行
為
に

際
し
て
も
、
非
道
徳
的
な
行
為
に
際
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
に
現
存
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
衝
動
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
志
の
決
定
根
拠
と
は
な
り
え

な
い
。
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
に
よ
れ
ぼ
、
「
利
已
的
衝
動
の
要
求
も
非
利
己
的
衝
動

の
要
求
も
、
随
意
的
意
図
を
通
し
て
の
み
、
つ
ま
り
格
率
を
通
し
て
の
み
意
志

の
動
機
と
な
る
一
」
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
そ
れ
ら
が
人
格
に
よ
っ

て
人
格
の
格
率
の
う
ち
へ
と
採
用
さ
れ
る
隈
り
に
お
い
て
の
み
、
意
欲
に
お
げ

る
利
已
的
衝
動
の
充
足
あ
る
い
は
非
充
足
の
決
定
根
拠
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
意
志
は
自
分
自
身
に
対
し
て
、
自
分
の
動
機
そ
の
も
の
を
決
定
す

る
L
（
ヒ
O
勾
戸
ω
9
亀
㌣
お
H
）
。
要
す
る
に
、
自
由
と
は
、
格
率
の
能
力
で
あ
り
、

感
性
の
要
求
の
実
現
へ
と
意
志
が
決
定
さ
れ
よ
う
と
、
実
践
理
性
の
要
求
の
実

現
へ
と
意
志
が
決
定
さ
れ
よ
う
と
、
最
終
的
た
決
定
根
拠
は
・
」
の
い
ず
れ
の
う

ち
に
で
も
な
く
、
む
し
ろ
意
志
あ
る
い
は
選
択
意
志
の
自
已
決
定
能
力
の
う
ち

に
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
自
由
論
は
こ
の
よ
う
に
実
に
明
快
で
あ
る
。
意
志
を
理
性

と
感
性
的
衝
動
と
の
問
に
立
っ
て
選
択
す
る
能
力
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

シ
ュ
ミ
ヅ
ト
が
指
摘
し
た
間
題
点
は
は
じ
め
か
ら
回
避
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
議
論
は
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
カ
ソ

ト
の
自
由
論
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
い
た
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
自
由
理
解
で

は
、
な
ぜ
実
践
理
性
の
法
則
が
意
志
を
無
条
件
的
に
拘
東
し
う
る
の
か
が
明
ら
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か
に
な
ら
た
い
。
彼
の
立
場
で
は
、
遣
徳
の
原
理
が
結
局
一
種
の
他
律
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
た
ぜ
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ぱ
、
実
践
理
性
は
や
は
り
衝
動
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
自
然
的
衝
動
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
ま
さ
に
理
性
の
自
律
と
し
て
の
意
志
の
自
由
と

い
う
理
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
間
題
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
ラ
イ
ン

ホ
ル
ト
の
よ
う
に
、
意
志
を
理
性
か
ら
分
離
し
て
し
ま
う
な
ら
ぱ
、
理
性
の
自

律
と
い
う
思
想
は
、
決
し
て
維
持
さ
れ
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
ラ
イ

ソ
ホ
ル
ト
の
よ
う
た
仕
方
で
は
、
自
分
の
実
践
哲
学
の
根
本
的
見
解
を
維
持
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

三
　
『
宗
教
論
』

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
由
理
解
と
そ
の
間
題
点

　
そ
れ
で
は
、
カ
ソ
ト
自
身
は
上
述
の
間
題
を
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
解
決

し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
の
第
一
の
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
『
宗
教
論
』

の
第
一
論
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
上
述
の
と
お
り
、
悪
し
き
行
為
の
根
拠
を
自
然
の
う
ち
に
求
め
る
・
」
と
は
、

カ
ン
ト
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
従
来
の
自
由
論
は
、
悪
の
根

拠
に
つ
い
て
は
明
確
な
論
述
を
行
た
っ
て
お
ら
ず
、
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践

理
性
批
判
』
の
諸
々
の
叙
述
の
み
な
ら
ず
、
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
先
の

叙
述
も
ま
た
、
悪
の
根
拠
を
結
局
は
自
然
の
う
ち
に
求
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
い
ま
や
カ
ソ
ト
自
身
気
づ
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ソ
ト
は
『
宗
教
論
』

に
お
い
て
は
、
「
悪
の
根
拠
は
、
傾
向
性
に
よ
っ
て
選
択
意
志
（
考
一
薫
守
）
を

規
定
す
る
客
体
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
自
然
衝
動
の
う
ち
に
は
存
し
え
な
い
」

（
く
戸
胃
）
と
言
明
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
｝
」
の
引
用
文
自
体
、
「
選
択
意
志
」
が
「
自
然
衝
動
」
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
従
来
の
カ
ソ
ト
の
言
葉

で
言
え
ぱ
、
こ
れ
は
「
他
律
」
で
あ
り
、
自
由
で
は
な
い
。
そ
L
て
そ
ト
」
に
－
」

そ
問
題
の
端
緒
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
ぽ
こ
の
こ
と
を
十
分
に
意
識
し

て
お
り
、
「
選
択
意
志
」
が
「
自
然
衝
動
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
無
条
件
的
原
因
性

（
自
由
）
と
矛
盾
た
し
に
考
え
ら
れ
う
る
の
か
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
悪

の
根
拠
は
「
む
し
ろ
、
選
択
意
志
が
自
分
の
自
由
の
使
用
の
た
め
に
自
分
自
身

に
設
け
る
規
則
の
う
ち
に
の
み
、
す
な
わ
ち
格
率
の
う
ち
に
の
み
、
存
し
う
る

の
で
あ
る
」
（
冒
｝
．
）
。
自
由
は
一
つ
の
原
因
性
で
あ
り
、
原
因
性
は
法
則
の
概

念
を
必
然
的
に
伴
な
う
（
く
α
q
ゲ
H
メ
容
①
）
。
こ
こ
で
の
選
択
意
志
の
自
由
も

「
格
率
」
と
い
う
あ
る
種
の
法
則
に
従
う
原
因
性
で
あ
り
、
こ
の
「
格
率
」
の

う
ち
に
・
」
そ
、
悪
の
根
拠
が
あ
る
と
い
う
。
た
ぜ
な
ら
、
「
選
択
意
志
の
自
由

は
、
た
だ
人
間
が
彼
の
格
率
の
う
ち
に
採
用
し
た
（
人
間
が
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
振
舞
お
う
と
す
る
普
遍
的
規
則
に
」
た
）
限
り
で
の
動
機
以
外
の
い
か
な
る

動
機
に
よ
っ
て
も
行
為
へ
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
い
と
い
う
、
ま
っ
た

く
独
自
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
た
だ
そ
の
隈
り
で
の
み
、
ど
の
よ
う
な
動
機

で
あ
れ
、
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性
（
自
由
）
と
両
立
し
う
る
L
（
く
H
し
㌣

津
）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
衝
動
も
遭
徳
法
則
も
、
そ
れ
自
身
だ
け
で

は
決
し
て
「
動
機
」
と
は
な
り
え
ず
、
そ
れ
が
選
択
意
志
の
自
由
に
ょ
っ
て
、

「
格
率
」
の
う
ち
に
採
用
さ
れ
て
初
め
て
「
動
機
」
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

悪
の
根
拠
も
ま
た
白
然
衝
動
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
動
機
」
と
し
て
「
格

率
」
に
採
用
し
た
選
択
意
志
の
自
由
に
の
み
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
シ
」
の
よ
う
に
理
解
し
て
初
め
て
、
「
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性
（
自
由
）
」

と
非
道
徳
的
行
為
と
は
両
立
し
う
る
。
「
絶
対
的
自
発
性
」
と
は
無
条
件
的
原

35　実践理性の自律と悪の根拠



因
性
、
す
な
わ
ち
、
償
分
似
外
の
い
か
た
る
原
因
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
原
因
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
自
已
活
動
性
、
「
自
律
」

　
　
　
（
1
0
）

と
呼
ぼ
れ
た
。
こ
・
」
で
の
自
己
規
定
の
法
則
は
「
選
択
意
志
」
が
自
分
自
身
に

与
え
る
「
普
遍
的
規
則
」
と
L
て
の
「
格
率
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
選
択

意
志
」
の
自
由
は
、
ま
さ
に
悪
し
き
行
為
と
も
両
立
し
、
そ
の
根
拠
を
そ
こ
に

求
め
う
。
る
、
そ
れ
ゆ
え
帰
責
可
能
な
理
性
的
存
在
者
の
「
自
律
」
の
自
由
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ま
や
、
「
実
践
理
性
の
自
律
あ
る
い
は
自
已
活
動
性
」
と
「
悪
し
き
行
為

の
根
拠
」
と
の
両
立
と
い
う
、
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
提
起
し
た
間
題

が
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
悪
し
き
行
為
は
意
志
の
他
律
の
結
果

で
あ
る
が
、
こ
の
他
律
は
、
意
志
が
自
ら
そ
れ
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
自
己
決

定
し
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
他
律
も
ま
た
、
実
は
意
志
の

自
律
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
悪
し
き
行
為
も
婁
た
自
由
（
白
律
と
い

う
意
味
に
お
い
て
も
）
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

対
す
る
カ
ソ
ト
の
応
答
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
解
決
法
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ウ
ー
ル
リ
ヒ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て

は
確
か
に
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
た
が
ら
、
カ
ソ
ト
自
身
の
従
来
の
自
歯
論
の

範
囲
内
で
間
題
を
解
決
L
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
実
は
単
に
見
か
け
上

の
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
『
基
礎
づ
け
』
か
ら
『
判
断
力
批
判
』
に
至
る

ま
で
、
カ
ソ
ト
が
、
自
由
、
と
り
わ
け
絶
対
的
自
発
性
や
自
律
と
し
て
の
自
由

に
つ
い
て
論
じ
る
時
、
そ
｝
」
で
間
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、

「
実
践
理
性
」
と
し
て
の
「
意
志
」
（
オ
昌
①
）
の
絶
対
的
自
発
性
や
自
律
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
法
則
が
道
徳
法
則
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
悪
し
き
行
為
が

そ
の
能
力
の
自
已
活
動
性
の
結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
『
宗
教
論
』
で
間
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
選
択
意
志
」
（
オ
畠
匡
H
）

の
自
由
（
こ
れ
も
ま
た
絶
対
的
自
発
性
で
あ
る
こ
と
を
上
述
の
と
お
り
カ
ソ
ト

自
身
認
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
カ
ソ
ト
自
身
は
そ
う
呼
ん
で
い
な
い
と

し
て
も
や
は
り
「
自
律
」
で
あ
る
が
）
で
あ
る
。
そ
L
て
、
そ
れ
と
共
に
自
由

の
原
因
性
が
し
た
が
う
法
則
も
「
道
徳
法
則
」
か
ら
「
格
率
」
に
移
さ
れ
て
い

る
。
悪
し
き
行
為
の
根
拠
は
確
か
に
自
然
の
う
ち
に
で
は
た
く
、
「
自
律
」
と

し
て
の
自
由
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
た
が
、
い
ま
や
、
そ
れ
は
「
純
粋
実
践
理

性
」
の
自
律
と
し
て
の
自
由
で
は
な
く
、
「
選
択
意
志
」
の
自
律
と
し
て
の
自

由
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ソ
ト
が
、
こ
の
「
選
択
意
志
」
を
も
っ
て
、
「
実
践
理
性
」
と
同
一
視
さ
れ

る
「
意
志
」
と
は
区
別
さ
れ
た
何
も
の
か
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明

　
　
　
（
1
2
）

ら
か
で
あ
る
。
『
宗
教
論
』
に
は
、
「
選
択
意
志
」
と
「
実
践
理
性
」
と
を
同
一

視
す
る
叙
述
は
現
わ
れ
な
い
し
、
「
実
践
理
性
の
自
由
」
と
い
う
表
現
も
見
ら

れ
な
い
。
さ
ら
に
、
　
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
当
然
「
自
由
」
の
同
義

語
で
あ
っ
た
「
白
律
」
と
い
う
表
現
が
や
は
り
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
上
述
の
と
お
り
、
「
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性
（
白
由
）
」

も
ま
た
「
自
律
」
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
い
わ
ぱ
「
他
律
」
へ
の
「
自

律
」
を
も
含
む
よ
う
な
「
自
律
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
の
意
味
で
「
自
律
」

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
た
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
選
択
意
志
」
を
「
実
践
理
性
し
と
は
別
の
も
の
で

あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ぱ
、
『
宗
教
論
』
に
お
げ
る
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
、
ラ
イ

ン
ホ
ル
ト
の
自
由
論
が
引
き
起
こ
し
た
の
と
同
様
の
間
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と

　
（
旭
）

に
な
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
原
理
と
し
て
の
自
律
と
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
法
則

の
無
条
件
的
拘
東
性
と
が
基
礎
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
ま
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た
、
カ
ソ
ト
は
既
に
『
基
礎
づ
げ
』
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で
自
由
論
を
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
実
践
理
性
の
自
緯
」
こ
そ
が
自
由
で
あ
る
と
い
う

『
基
礎
づ
げ
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
こ
の
自
由
論
と
「
選
択
意
志

の
絶
対
的
自
発
性
」
こ
そ
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
『
宗
教
論
』
に
お
げ
る
自
由

論
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
間
題
も
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち

『
宗
教
論
』
を
執
筆
し
た
当
時
、
カ
ソ
ト
が
二
つ
の
自
由
が
存
在
す
る
と
考
え

て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
時
、
『
基
礎
づ
げ
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に

お
げ
る
自
分
の
自
由
論
を
放
棄
し
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ソ
ト
が
、
『
基
礎
づ
け
』
と
『
実
践
理
性
批

判
』
に
お
い
て
道
徳
法
則
の
無
条
件
的
拘
束
性
を
基
礎
づ
げ
る
た
め
に
苦
心
し

て
構
築
し
た
理
論
を
放
棄
せ
ず
、
こ
れ
と
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
新
し
い
自
由

理
解
と
を
何
ら
か
の
仕
方
で
（
修
正
を
加
え
つ
つ
も
）
統
合
す
る
た
め
に
は
、

「
選
択
意
志
」
が
「
純
粋
実
践
理
性
」
と
は
区
別
さ
れ
る
能
力
で
は
あ
っ
て
も
、

ま
っ
た
く
独
立
し
た
、
そ
れ
と
無
関
係
な
能
力
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
、
カ
ソ
ト
が
こ

れ
に
関
し
て
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
選
択
意
志
の
自
由
の
概
念
は
、
我
々
の

う
ち
な
る
遣
徳
法
則
の
意
識
に
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
無
条
件
的
命
令
と
し

で
の
こ
の
法
則
に
よ
る
我
々
の
選
択
意
志
の
規
定
可
能
性
か
ら
の
み
推
論
さ

れ
る
」
（
＜
戸
お
一
ト
b
§
．
）
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
げ
で
あ
る
。
し

か
し
、
｝
」
れ
に
よ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
ヵ
ソ
ト
の
意
図
は
窺
え
る
も
の
の
、
選
択

意
志
が
純
粋
実
践
理
性
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
は
や
は
り
未
規
定
の
ま

ま
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
選
択
意
志
と
実
践
理
性
と
の
関
係
を
は
っ
き
り
規
定
し
た
い
こ
と
に

よ
っ
て
、
宗
教
論
に
お
げ
る
ヵ
ソ
ト
の
自
由
論
は
も
う
一
っ
別
の
問
題
も
引
き

起
こ
す
。
す
な
わ
ち
、
自
由
が
実
践
理
性
の
自
由
で
は
な
く
、
選
択
意
志
の
自

由
と
な
る
・
」
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
主
体
で
あ
る
「
人
格
」
（
勺
婁
竃
）
の
本
質
が

実
践
理
性
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
選
択
意
志
に
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な

く
な
る
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
人
格
」
と
は
、
帰
責
さ
れ

う
る
能
力
を
も
っ
た
存
在
老
で
あ
る
が
ゆ
え
に
（
く
一
s
ω
）
、
そ
の
本
質
は
自

由
の
う
ち
に
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
自
由
が
い
ま
や
、
理
性

と
区
別
さ
れ
た
「
選
択
意
志
」
の
原
因
性
と
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
人
格
の
本

質
が
理
性
と
は
区
別
さ
れ
た
何
も
の
か
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
「
私
が
思
考
し
、
直
観
す
る
と
い
う
そ
の
私
」
、
つ
ま
り
認
識
の
主
体

と
し
て
の
「
私
」
も
ま
た
「
人
格
」
で
あ
り
（
×
〆
ミ
◎
）
、
こ
の
時
こ
の
よ

う
な
認
識
は
理
論
理
性
に
基
づ
く
以
上
、
こ
の
場
合
の
人
格
の
本
質
は
ま
さ
に

理
性
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
、
自
由
の
原
因
性
を
有
す
る
選
択
意

志
が
実
践
理
性
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
げ
れ
ぱ
、
認

識
し
行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
人
格
の
統
一
が
図
れ
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
た
間
題
は
当
然
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。
ラ

イ
ソ
ホ
ル
ト
は
実
践
理
性
の
道
徳
的
要
求
を
「
非
利
已
的
衝
動
」
と
名
づ
け
、

意
志
と
そ
の
自
由
か
ら
明
確
に
分
離
し
て
L
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
し
、

引
責
す
る
人
格
の
本
質
は
、
二
衝
動
で
あ
る
理
性
と
は
区
別
さ
れ
た
「
意
志
」

（
カ
ン
ト
の
「
選
択
意
志
」
に
対
応
す
る
）
に
の
み
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
衝

動
」
は
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
人
格
の
本
質
で
は
あ
り
え
た
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
は
、
理
性
を
「
人
格
化
す
る
」
－
」
と
を
「
横

領
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（
ω
内
グ
ω
．
紅
竃
）
。
そ
れ
で
は
、
彼
が
「
人
格
」
の
本

質
を
本
当
に
「
意
志
」
の
う
ち
に
だ
け
置
き
、
理
性
を
そ
こ
か
ら
排
除
し
て
い

る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
た
い
。
彼
は
「
自
已
決
定
の
行
為
に
お
け
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る
理
性
の
不
可
欠
さ
」
に
つ
い
て
語
り
、
「
格
率
は
選
択
意
志
と
理
性
の
緒
果

で
あ
る
」
（
困
幻
戸
ω
．
㎝
畠
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
は
、

彼
が
言
う
よ
う
に
「
実
践
理
性
に
よ
っ
て
自
然
法
則
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
法
則

の
意
識
が
な
け
れ
ぱ
、
ま
た
、
人
格
の
二
つ
の
可
能
た
行
為
の
仕
方
と
し
て
の
、

二
つ
の
互
い
に
対
立
す
る
誘
因
的
根
拠
の
意
識
が
な
け
れ
ぱ
、
そ
れ
ら
の
う
ち

の
一
方
に
し
た
が
う
と
い
う
自
已
決
定
が
考
え
ら
れ
た
い
か
ら
」
（
困
肉
戸
ω
・

s
o
。
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
理
由
づ
げ
を
真
面
目
に

受
げ
取
る
な
ら
ぱ
、
実
践
理
性
の
み
な
ら
ず
、
自
然
的
感
性
あ
る
い
は
利
己
的

衡
動
も
ま
た
、
自
已
決
定
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
格
率
は
、
（
選
択
）
意

志
と
理
性
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
感
性
の
緒
果
で
も
あ
る
こ
と
に
た
る
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
に
よ
れ
ぼ
理
性
も
感
性
も
（
選
択
）
意
志

に
と
っ
て
は
二
つ
の
衝
動
と
し
て
同
じ
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
一
」
で
ラ
イ
ソ
ポ
ル
ト
が
感
性
や
自
然
的
な
利
已
的
衝
動
を
排

除
し
て
、
（
選
択
）
意
志
と
理
性
の
み
を
格
率
の
原
因
で
あ
り
、
自
己
決
定
の

行
為
に
不
可
欠
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ラ
ィ
ン
ホ
ル
ト
が

こ
の
よ
う
な
自
己
決
定
の
行
為
、
帰
責
可
能
な
行
為
に
、
何
か
理
性
的
な
性
格

を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
彼
も
ま
た

「
人
格
」
の
本
質
が
「
理
性
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
意
志
」
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
基
本
的
な
立
場
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
　
「
理
性
」
に
も
「
人
格
」
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

質
が
あ
る
か
の
よ
う
に
も
考
え
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
も
玄
た
、
行
為
の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
帰
責
さ
れ
う
る
主
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
人
格
を
、
「
理
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
げ
て
き
た
。
「
理
性
的
存
在
者
が
人

格
と
呼
ぼ
れ
る
」
（
H
く
一
も
o
。
）
の
で
あ
り
、
ま
た
ま
さ
に
理
性
的
存
在
老
で
あ

る
が
ゆ
え
に
「
人
格
」
と
呼
ぱ
れ
る
と
い
う
の
が
カ
ソ
ト
の
基
本
的
な
了
解
で

あ
っ
た
（
＜
σ
q
一
．
H
＜
一
畠
O
。
）
。
上
述
の
と
お
り
「
人
格
」
は
認
識
の
主
体
で
も
あ

り
、
認
識
の
本
質
は
や
は
り
「
選
択
意
志
」
に
で
は
な
く
「
（
理
論
）
理
性
」

に
こ
そ
あ
る
の
だ
か
ら
、
主
体
で
あ
る
人
格
の
同
一
性
と
い
う
点
か
ら
も
、
行

為
の
主
体
で
あ
る
人
格
は
、
常
に
理
性
的
な
性
格
を
お
び
、
し
た
が
っ
て
行
為

は
そ
れ
が
非
遣
徳
的
た
行
為
で
あ
っ
て
も
や
は
り
理
性
的
性
格
を
持
っ
て
い
る

の
で
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
カ
ソ
ト
は
い
ま
や
、
自
由
な
行
為
、
つ
ま
り
「
選
択
意
志
」
に

よ
る
自
由
な
自
己
決
定
（
そ
れ
が
た
と
え
非
道
徳
的
で
あ
っ
て
も
）
が
有
す
る

理
性
的
性
格
を
探
し
求
め
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
選
択
意
志
」
と
「
純
粋
実
践
理
性
」
と
の
関
係
が
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
求
め
ら
れ
る
行
為

の
理
性
的
性
格
は
、
遣
徳
的
行
為
と
非
道
徳
的
行
為
と
の
両
方
の
う
ち
に
存
在

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
法
則
を
そ
の
法
則
と
L
、
道
徳
的
行
為
に
の
み
関

係
し
て
い
る
カ
ン
ト
の
こ
れ
ま
で
の
「
純
粋
実
践
理
性
」
と
は
性
質
を
異
に
L
、

同
時
に
一
層
根
本
的
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
た
い
が
）
。

　
カ
ソ
ト
は
、
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
批
判
に
よ
っ
て
、
『
基
礎

づ
げ
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
げ
る
自
分
の
自
由
論
の
間
題
点
に
気
づ
い

た
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
間
題
点
を
解
消
す
る
べ
く
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
新

L
い
自
由
論
を
展
開
し
た
。
確
か
に
、
こ
の
自
由
論
は
、
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
指
摘
し
た
間
題
点
を
解
消
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
白
由
論
は
そ
れ
ま
で
の
カ
ソ
ト
の
実
践
哲
学
の
主
要
た
思
想
と
十
分
関
係
づ

げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
実
践
哲
学
の
体
系
の
う
ち
で
い
わ
ぼ
中
途
半
端
た
状

態
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
自
由
論
を
カ
ソ
ト
哲
学
の
体
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系
の
う
ち
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
場
合
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
カ
ソ
ト
と
は

独
立
に
行
な
っ
た
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
批
判
と
し
て
の
自
由
論
が
陥
っ
て
い
る
難
点
を

さ
げ
な
け
れ
ぱ
、
カ
ソ
ト
自
身
の
主
要
た
実
践
哲
学
の
思
想
を
破
壊
L
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
お
よ
そ
見
て
取
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ

ソ
ト
が
こ
の
よ
う
た
試
み
に
実
際
に
着
手
し
た
の
か
ど
う
か
、
も
し
そ
う
で
た

け
れ
ぱ
、
い
か
な
る
他
の
方
途
を
取
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
成
功

し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
と
い
っ
た
間
題
は
、
『
宗
教
論
』
の
出
版
後
提
出
さ

れ
た
同
時
代
人
に
よ
る
諸
々
の
議
論
の
検
討
と
共
に
今
後
の
課
題
と
す
る
。

　
　
　
注

　
カ
ソ
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
出
典
箇
所
の
指
示
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全

集
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
で
行
な
い
、
本
文

中
に
割
注
で
示
す
。
但
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
苧
“
導
導
、
ミ
ぎ
§

ざ
「
s
§
㌻
」
べ
o
．
H
㌧
ミ
o
。
べ
）
に
関
し
て
は
、
慣
例
に
し
た
が
い
、
原
典
第
一

版
を
A
、
第
二
版
を
B
で
示
L
、
そ
の
頁
数
を
記
す
。

（
1
）
　
く
α
q
一
－
肉
饒
出
σ
q
艘
　
ヒ
d
岸
↓
b
9
　
■
b
｛
　
内
o
b
屋
弘
　
O
蟹
冒
蟹
　
（
饒
易
α
q
．
）
－

　
ミ
§
§
“
良
“
§
　
§
　
穴
§
冒
挙
“
“
宗
き
、
“
§
鳶
サ
事
§
　
く
恥
§
§
き
一

　
旬
『
實
ζ
實
朴
申
竃
．
お
富
一
ω
I
H
o
o
．

（
2
）
　
銭
谷
は
、
同
時
代
の
学
者
た
ち
の
批
判
に
よ
っ
て
も
、
カ
ソ
ト
が
自

　
由
論
に
お
い
て
本
質
的
に
は
ま
っ
た
く
動
揺
L
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る

　
（
銭
谷
秋
生
「
叡
知
的
宿
命
論
と
選
択
意
志
の
自
由
ー
カ
ン
ト
と
自
由

　
を
め
ぐ
る
論
争
の
一
断
面
」
『
倫
理
学
年
報
』
第
三
十
六
集
く
目
本
倫
理

　
学
会
編
V
一
九
八
七
年
、
七
一
－
八
六
頁
）
。
し
か
し
、
本
稿
筆
老
は
、

　
カ
ソ
ト
が
こ
の
よ
う
た
同
時
代
人
の
議
論
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
そ
れ
ま
で
の
自
由
論
に
あ
る
欠
陥
に
気
づ
い
た
の
で
あ
り
、
　
『
宗

教
論
』
や
『
遺
徳
形
而
上
学
』
に
は
そ
の
修
正
の
試
み
が
現
わ
れ
て
い
る

と
い
う
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。
く
σ
q
一
。
Ω
①
H
◎
5
　
串
竃
㎝
y
　
穴
§
“
亀
§

　
字
軌
ざ
サ
良
い
ト
ミ
§
◎
§
ぎ
勺
H
竃
匡
賃
一
饅
．
竃
－
岩
o
o
戸
ω
ω
．
⑩
で
⑩
ω
ー

も
ち
ろ
ん
、
後
述
す
る
ウ
ー
ル
リ
ヒ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
説
得
さ
れ
た
結
果
、

　
カ
ン
ト
が
自
由
を
放
棄
し
、
決
定
論
を
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ラ

　
イ
ン
ホ
ル
ト
の
よ
う
な
批
判
的
実
践
哲
学
の
成
果
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
よ
う
な
自
由
論
に
見
解
を
変
更
し
た
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
意
味

　
で
は
、
カ
ソ
ト
が
動
揺
し
な
か
っ
た
ソ
」
と
は
確
実
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は

本
稿
筆
者
も
銭
谷
の
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。

（
3
）
　
『
実
践
理
性
批
判
』
に
こ
れ
と
は
別
の
自
由
の
要
繋
が
あ
る
こ
と
に

　
つ
い
て
は
、
ベ
ッ
ク
や
シ
ル
バ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
。
ド
オ
．
嗣
8
ダ
ト

　
Q
㌦
§
§
§
慧
ミ
　
§
　
き
ミ
、
h
　
9
掌
Q
§
へ
、
§
q
汁
良
　
肉
“
s
ξ
き

　
○
民
8
o
q
つ
＼
■
◎
賞
～
◎
昌
H
⑩
Φ
P
℃
？
H
べ
①
I
H
ベ
ベ
一
卜
肉
1
ω
蛯
ぴ
⑭
♪
↓
｝
①
固
一
匡
8
｝

　
o
o
荷
艮
津
竃
8
艮
肉
竃
け
、
ω
肉
①
冨
｛
8
ニ
ヨ
H
－
肉
實
戸
肉
§
宵
§
§
“
導
ぎ

　
き
“
饒
§
雲
◎
㍉
肉
“
§
§
ト
ぎ
ミ
“
一
け
『
．
耳
↓
．
寓
．
Ω
鳥
窒
⑦
竃
｛
頸
．

　
饒
．
饒
巳
8
夕
乞
⑦
峯
k
◎
み
．
H
8
9
P
H
糞
単
1
し
か
し
、
あ
く
ま
で

　
「
自
律
」
の
自
由
が
中
心
で
あ
り
、
カ
ソ
ト
が
意
識
的
に
自
由
を
「
自
律
」

　
に
隈
定
し
て
い
る
｝
」
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ポ
ッ
タ

　
ー
は
、
こ
の
二
つ
の
自
由
の
要
素
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
許
す
よ

　
う
な
自
由
概
念
が
後
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
概
念
か
ら
理
解
す
る
と
、
二
つ
の
自
由
概
念
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る

　
の
は
見
か
け
の
上
だ
け
で
あ
り
、
ヵ
ソ
ト
は
実
際
に
は
終
始
首
尾
一
貫
し

　
た
唯
一
の
自
由
概
念
を
維
持
し
て
い
る
と
主
張
し
、
ベ
ッ
ク
や
シ
ル
バ
ー

39　実践理性の自律と悪の恨拠



　
を
批
判
し
て
い
る
。
オ
祭
§
蟹
蕃
■
㌢
一
σ
o
g
肉
實
什
臣
き
↓
峯
◎

　
O
o
■
8
℃
誌
◎
｛
岡
お
①
｛
◎
冒
～
歓
一
ト
細
討
§
～
8
ト
ト
ミ
詩
、
ミ
s
辻
◎
ミ
s
訂
ミ
内
s
ミ
“
i

　
昏
ミ
的
ミ
畠
s
き
“
蓑
①
．
1
昌
．
江
㌔
、
“
N
亀
ミ
一
『
匙
自
．
ド
　
国
邑
｛
箏

　
H
署
戸
ω
ω
・
8
0
1
語
ド
こ
の
ポ
ッ
タ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
『
道
徳
形

　
而
上
学
』
に
お
け
る
自
由
論
と
共
に
別
の
機
会
に
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ

　
る
。

（
4
）
　
〇
一
〇
F
固
．
ω
o
ぼ
冒
巳
－
　
く
㈹
葛
§
〔
“
　
“
～
ミ
“
、
　
ミ
o
、
良
“
“
“
N
S
◎
“
沖
守
一

　
宕
罵
筍
8
．
但
し
、
本
稿
で
は
上
記
の
資
料
集
に
お
け
る
抜
粋
を
利
用
し
、

　
頁
数
も
こ
の
資
料
集
の
も
の
を
示
す
。
く
o
・
一
。
崖
ヰ
幕
・
竃
｛
　
O
富
昌
撃

　
（
饒
湯
α
q
）
∵
ぴ
己
二
c
o
ω
．
虞
H
占
㎝
H
．

（
5
）
｝
．
戸
円
9
・
げ
ダ
史
§
事
耐
・
芝
o
匁
雨
良
§
き
§
宇
＆
ざ
～
“
§
～

　
峯
“
§
§
亀
纂
導
一
宕
冨
H
富
o
。
一

（
6
）
＜
竿
甲
ρ
ω
・
ぎ
ぎ
害
“
｝
§
撃
O
害
芝
ぎ
ミ
的
翁
§
内
§
旨

　
肉
き
“
押
肉
α
匡
＼
考
川
彗
H
署
9
ω
ω
’
H
胃
山
竃
．

（
7
）
O
げ
こ
．
肉
爵
員
¢
①
τ
工
一
①
軍
筆
艮
～
窃
オ
崖
竃
ω
．
H
b
厚
§

　
①
ぎ
鶉
肉
8
g
色
o
戸
H
畠
o
。
一
－
ヨ
ペ
§
§
シ
き
箒
津
亨
＄
§
①
．
㎏
§
ト
こ

　
の
論
文
は
、
そ
の
執
筆
を
カ
ン
ト
が
助
力
L
た
と
言
わ
れ
る
・
」
と
か
ら
、

　
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
く
0
q
一
・
く
目
一
畠
・
。

　
1
畠
◎
一
竃
紅
．

（
8
）
　
O
．
ピ
．
肉
①
ぎ
げ
o
竃
、
民
ふ
害
、
ぎ
、
～
守
内
s
ミ
“
宗
“
雨
哨
ミ
N
◎
き
㌧
“
“
“

　
ド
黒
邑
一
宗
ぜ
・
釘
ミ
竃
・
但
し
、
引
用
は
、
次
の
レ
ク
ラ
ム
版
に
よ
る
。

　
O
．
い
．
肉
①
甘
ゲ
o
団
｝
出
之
害
池
ざ
、
良
守
穴
s
ミ
“
ξ
“
雨
、
“
“
N
S
◎
㌧
“
“
“
｝
易
σ
q
．

　
く
．
肉
毫
冒
に
■
叫
ω
監
冒
昆
戸
い
①
川
℃
臥
σ
q
畠
轟
．

（
9
）
　
自
由
を
理
性
原
因
性
と
規
定
す
る
こ
と
と
責
任
性
と
の
間
に
あ
る
矛

　
盾
に
つ
い
て
は
ピ
ス
ト
リ
ゥ
ス
も
同
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
甲
戸

～
艮
O
H
一
員
肉
§
昆
9
～
⑦
『
、
、
寄
一
薫
宗
『
勺
扇
蚤
血
臣
暮
＜
①
昌
§
津
、
一

　
H
べ
⑩
戸
序
…
困
岸
朴
箏
①
H
¢
目
～
0
5
8
①
h
　
（
崩
易
α
q
）
｝
　
岸
巳
1
－
ω
ω
．
　
H
①
H
－
H
べ
o
o
｝

　
げ
窮
1
ω
．
H
べ
ト

（
1
0
）
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「
絶
対
的
自
発
性
」
は
ま
た
「
超
越

　
論
的
自
由
」
と
名
づ
げ
ら
れ
（
＞
畠
①
＼
困
亀
紅
）
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に

　
お
い
て
は
、
理
性
の
自
己
活
動
性
、
す
な
わ
ち
自
律
が
そ
れ
に
他
た
ら
た

　
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
（
く
一
ω
－
戸
～
O
0
1
轟
一
竈
）
。

（
1
1
）
　
『
宗
教
論
』
に
お
げ
る
自
由
論
に
は
「
叡
知
的
所
行
」
や
「
根
源
悪
」

　
の
間
題
た
ど
論
じ
る
べ
き
事
柄
が
他
に
も
ま
だ
多
く
あ
る
が
、
本
稿
で
は

　
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
か
っ
た
。

（
1
2
）
　
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
カ
ソ
ト
は
ま
だ
「
意
志
」
と
「
選

　
択
意
志
」
と
を
十
分
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
た
い
。
こ
れ
は
、
「
純
粋
実
践

　
理
性
の
根
本
法
則
」
が
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法

　
の
原
理
と
見
傲
さ
れ
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
（
メ
ω
◎
）
と
表
現
さ
れ
て

　
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
｝
ご
」
で
は
「
意
志
」
が
「
法
則
」
の

　
能
力
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
格
率
」
　
の
能
力
で
も
あ
る
と
見
ら
れ
て
い

　
る
。
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
「
諸
法
則
は
意
志
か
ら
発
し
、
諸
格

　
率
は
選
択
意
志
か
ら
発
す
る
」
（
≦
・
曽
①
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ

　
れ
と
対
照
的
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
オ
ル
ト
ヴ
ァ
イ
ン
は
、
『
宗
教
論
』
の
自
由
論
を
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の

　
自
由
論
と
同
一
視
し
、
『
遣
徳
形
而
上
学
』
の
自
由
論
を
こ
れ
に
対
す
る

　
明
確
な
修
正
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
申
9
尋
⑦
貝
内
§
誉
淳
o
ミ
雨
・

　
§
§
ぎ
ぎ
宇
“
事
導
昏
亨
“
一
闘
◎
冒
峯
・
。
ω
一
ω
■
ぱ
㎝
・
し
か
し
、
後
に
触
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れ
る
と
お
り
、
『
宗
教
論
』
の
う
ち
に
は
、
実
践
理
性
と
選
択
意
志
の
自

　
由
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
を
保
つ
｝
」
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の

　
自
由
論
が
含
む
基
本
的
な
間
題
点
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
既
に
現

　
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
単
純
に
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
自
由
論
と
同
一
視
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
4
）
　
く
σ
q
一
．
哨
穿
o
臥
易
一
ま
中
一
ω
ω
．
H
虞
ム
富
一
串
暮
ω
ω
二
氏
～
J
ω
．
8
一

　
〇
饒
峯
乱
ダ
詳
崖
二
ω
ω
一
崖
N
I
H
①
c
o
．

（
1
5
）
後
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
も
、
「
人
格
」
が
「
理
性
的
存

　
在
者
の
自
由
」
（
≦
一
s
ω
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
か
わ

　
り
は
た
い
。

　
　
　
　
　
（
ほ
ろ
・
あ
つ
ひ
こ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
）

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
文
都
省
科
学
研
究
費
補
助
金
。
奨
励

研
究
倒
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
都
で
あ
る
。
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