
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
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内
　
井
　
惣
　
七

第
二
部
規
範
倫
理
学
に
お
け
る
還
元
主
義
続

　
2
1
　
合
理
性
一
最
大
化
か
満
足
化
か
？

　
さ
て
、
還
元
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
っ
て
ま
ず
有
望
に
見
え
る
の
は
、
「
あ
る
べ
き
道
徳
性
」
を
合
理
性
を
軸
に
し
て
構
成
し
よ
う
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
構
想
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
現
に
も
つ
道
徳
は
、
必
ず
し
も
体
系
的
で
は
な
く
、
時
に
は
衝
突
さ
え
起
こ
し
う
る
規
範
や
義
務
や
価
値
の
寄
せ
集
め
で

あ
る
。
ま
た
、
個
人
の
も
つ
選
好
に
は
、
多
く
の
場
合
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
好
み
や
判
断
の
違
い
が

生
じ
る
。
し
か
し
、
人
び
と
が
現
に
も
つ
選
好
で
は
な
く
、
合
理
的
だ
と
い
え
る
選
好
を
基
準
に
し
て
考
え
れ
ば
、
バ
イ
ア
ス
や
不
一
致
は

相
当
程
度
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
、
規
範
や
価
値
の
体
系
化
も
可
能
に
な
る
。
あ
る
べ
き
倫
理
と
は
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
見
地
か
ら
受
け

入
れ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
正
当
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
構
想
に
お
い
て
、
「
合
理
性
」
の
規
定
が
一
つ
の
カ
ギ
に
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
の
う
ち
に
「
道
徳
性
」
を
前
提

せ
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
還
元
主
義
を
貫
く
こ
と
は
可
能
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
（
あ
る
べ
き
）
道
徳
性
は
選
好
そ
の
他
の
非
道

徳
的
条
件
の
組
み
合
わ
せ
と
合
理
性
に
還
元
で
き
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
倫
理
学
で
使
用
す
べ
き
「
合
理
性
扁
に
つ

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

い
て
は
、
倫
理
学
者
の
間
で
も
一
般
的
な
合
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
に
立
場
が
分
か
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
最
も
重
大
な
立
場

の
分
岐
は
、
ω
十
分
な
情
報
の
も
と
で
機
能
し
う
る
合
理
性
の
概
念
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
㈲
不
十
分
な
情
報
し
か
得
ら
れ
な
い
状
況
の
も

と
で
機
能
し
う
る
、
も
っ
と
現
実
的
な
合
理
性
の
概
念
を
と
る
か
、
と
い
う
選
択
肢
で
表
現
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
岐
を
近
年
問
題
に

し
、
②
の
選
択
肢
の
重
要
性
を
力
説
し
て
き
た
の
は
経
済
学
者
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
サ
イ
モ
ン
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
「
限
定
さ
れ
た
合
理

性
偏
と
名
づ
け
て
擁
護
し
て
き
た
。
他
方
、
倫
理
学
の
伝
統
で
は
ω
の
方
を
と
る
人
々
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ

ク
、
プ
ラ
ン
ト
、
ヘ
ア
と
い
っ
た
功
利
主
義
の
倫
理
学
者
は
ω
の
立
場
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
ギ
ボ
ー
ド
や
デ
ネ
ッ
ト
の
よ
う

に
②
の
選
択
肢
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
分
岐
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
調
停
の
可
能
性
が
あ

る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ノ
ー
ベ
ル
賞
学
者
サ
イ
モ
ン
の
言
う
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
σ
。
§
α
巴
轟
酵
凶
。
墨
鐸
《
」
と
は
、
意
志
決
定
者
の
も
つ
認
知
的
な
限
界
を
考

慮
に
入
れ
た
合
理
的
選
択
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
認
知
的
な
限
界
と
は
、
限
ら
れ
た
知
識
お
よ
び
限
ら
れ
た
予
測
能
・
刀
を
意
味
す
る
。
個
人

や
企
業
の
経
営
行
動
に
主
た
る
関
心
を
持
っ
て
い
た
サ
イ
モ
ン
は
、
経
済
学
に
お
け
る
行
動
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
め
ざ
し
、
個
人
や
企

業
の
実
際
の
意
志
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
で
き
る
モ
デ
ル
を
求
め
た
。

　
数
学
的
な
意
志
決
定
の
理
論
で
支
配
的
な
考
え
方
は
、
主
観
的
確
率
と
効
用
の
概
念
を
使
っ
た
ベ
イ
ジ
ア
ン
（
ベ
イ
ズ
主
義
）
の
路
線
で

あ
り
、

　
　
㈲
可
能
な
選
択
肢
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

　
　
㈲
得
ら
れ
る
結
果
の
価
値
と
そ
れ
ぞ
れ
の
確
率
（
配
分
）
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

　
　
ω
意
志
決
定
者
の
期
待
効
用
（
結
果
の
価
値
と
確
率
と
を
掛
け
て
合
計
し
た
期
待
値
）
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
選
択

が
合
理
的
だ
と
さ
れ
る
。

　
主
観
的
確
率
の
代
わ
り
に
何
ら
か
の
「
客
観
的
」
確
率
を
認
め
る
立
場
で
も
こ
の
最
大
化
モ
デ
ル
は
使
用
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の



モ
デ
ル
は
し
ば
し
ば
非
現
実
的
で
、
わ
れ
わ
れ
の
実
際
の
選
択
状
況
に
適
用
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
サ
イ
モ
ン
は
言
う
。
例
え
ば
、
㈲

に
つ
い
て
は
、
実
際
の
選
択
に
際
し
て
可
能
な
選
択
肢
を
す
べ
て
数
え
上
げ
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
し
、
㈲
の
確
率
配
分
も
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
㈲
の
期
待
効
用
の
最
大
化
も
、
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
意
味
さ
え
持
た
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

当
然
、
人
々
の
実
際
の
選
択
行
動
を
記
述
す
る
た
め
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
仮
定
が
強
す
ぎ
て
使
え
な
い
こ
と
が
多
い
。

　
そ
こ
で
、
サ
イ
モ
ン
は
こ
れ
ら
三
つ
の
い
ず
れ
の
条
件
も
、
よ
り
現
実
的
な
条
件
で
置
き
換
え
た
独
自
の
モ
デ
ル
を
提
出
し
、
限
定
さ
れ

た
合
理
性
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。

　
　

　
，
a
ま
ず
、
選
択
肢
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
少
数
の
選
択
肢
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
M

　
容
次
に
、
確
率
配
分
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
推
定
す
る
過
程
、
あ
る
い
は
確
率
の
知
識
を
前
提
し
な
い
で
不
確
実
性
に
対
処
す
る

　
（

方
策
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　

　
，
c
そ
し
て
、
最
後
に
、
最
大
化
原
理
で
は
な
く
「
満
足
化
ω
豊
田
9
鼠
」
の
原
理
を
合
理
性
の
核
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（

　
「
満
足
化
」
と
は
、
最
大
化
（
当
面
は
最
適
化
と
同
義
に
理
解
す
る
）
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
計
算
上
の
コ
ス
ト

が
大
き
す
ぎ
る
場
合
に
、
最
善
の
選
択
肢
で
は
な
く
満
足
の
い
く
選
択
肢
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
き
な
靴
の
潜
屋
で
自
分
の

た
め
の
ス
ニ
ー
カ
ー
を
一
足
探
し
た
い
と
き
、
自
分
の
好
み
や
必
要
性
、
耐
久
性
、
値
段
な
ど
を
考
慮
し
て
最
善
の
（
最
も
満
足
の
い
く
）

選
択
を
行
う
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
選
択
範
囲
が
有
限
で
あ
る
に
せ
よ
、
最
善
を
求
め
る
た
め
に
は
決
ま
っ
た
サ
イ
ズ
の
ス
ニ
ー
カ

ー
を
す
べ
て
の
メ
ー
カ
ー
に
わ
た
っ
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
多
大
な
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
半
時
間
程

度
の
限
ら
れ
た
時
間
内
で
も
気
に
入
っ
た
商
品
を
探
し
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
は
、
例
え
ば
過
去
の
経
験
か
ら
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
て
い
る
二
、
三
の
メ
ー
カ
ー
の
製
品
に
的
を
絞
り
（
，
a
お
よ
び
げ
）
、
適
当
な
満
足
度
の
レ
ベ
ル
を
設
定
し
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
ー
し
た
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

燗
程
度
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
（
）
C
）
と
い
う
形
で
満
足
の
い
く
選
択
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
合
理
性
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
よ
う
な
形
を
取
る
と
サ
イ
モ
ン
は
雷
う
。

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）

二
五
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最
大
化
と
満
足
化
と
が
理
論
的
に
必
ず
し
も
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、

い
る
。

二
六

す
で
に
サ
イ
モ
ン
自
身
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

　
形
式
的
に
は
、
満
足
化
の
過
程
は
、
探
索
の
コ
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
、
別
の
詳
細
な
探
索
か
ら
期
待
さ
れ
る
利
益
が
そ
の
探
索
の
機

会
コ
ス
ト
と
ち
ょ
う
ど
等
し
く
な
る
時
点
ま
で
探
す
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
い
つ
も
最
適
化
の
過
程
に
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
…
…
）
。
し
か
し
、
こ
の
変
換
は
、
選
択
者
に
、
お
そ
ら
く
過
重
な
、
情
報
お
よ
び
計
算
の
負
担
を
強
い
る
。
す
な
わ
ち
、
探
索
か

ら
期
待
さ
れ
る
限
界
収
益
と
、
機
会
コ
ス
ト
を
見
積
も
る
と
い
う
負
担
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
積
も
り
の
問
題
を
解
く
こ
と
は
、
も
と

の
選
択
の
問
題
を
解
く
の
と
同
じ
ほ
ど
、
あ
る
い
は
も
っ
と
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
（
ω
弓
§
一
り
零
ρ
b
。
8
）

要
す
る
に
、
現
在
手
に
入
れ
て
い
る
選
択
肢
に
誉
ん
じ
て
こ
れ
以
上
の
探
索
を
怠
る
こ
と
は
、
も
し
探
索
し
た
な
ら
手
に
入
る
余
分
な
利
益

を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
（
失
う
で
あ
ろ
う
余
分
な
）
利
益
が
現
在
の
選
択
肢
の
「
機
会
コ
ス
ト
犠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

探
索
を
続
け
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
期
待
さ
れ
る
利
益
と
機
会
コ
ス
ト
の
バ
ラ
ン
ス
で
最
適
化
の
枠
内
で
扱
え
る
。
こ
う
い
つ
た
考
察
で

満
足
化
の
選
択
は
最
適
化
に
変
換
で
き
る
。
し
か
し
、
満
足
化
が
こ
の
よ
う
に
し
て
理
論
的
に
最
適
化
に
変
換
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

実
際
に
は
（
選
択
の
当
事
者
に
）
余
分
な
計
算
の
コ
ス
ト
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
実
的
な
代
替
策
を
提
供
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

有
望
な
現
実
的
な
手
段
は
満
足
の
い
く
選
択
肢
が
見
つ
か
る
ま
で
探
す
と
い
う
（
満
足
化
の
）
方
法
で
あ
る
、
と
サ
イ
モ
ン
は
論
じ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
文
の
う
ち
に
、
二
種
の
合
理
性
を
調
停
す
る
重
要
な
カ
ギ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
再
論

す
る
。



　
2
2
　
進
化
に
お
け
る
「
最
適
化
」

　
さ
て
、
人
々
の
現
実
の
選
択
が
ど
の
よ
う
に
記
述
で
き
る
か
に
関
し
て
、
サ
イ
モ
ン
の
研
究
は
な
か
な
か
説
得
的
で
あ
る
。
他
方
、
進
化

倫
理
学
を
め
ざ
す
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
最
適
化
を
軸
に
し
た
合
理
性
の
考
え
方
も
、
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
魅
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
適
応
は
あ
る
種
の
最
適
化
の
過
程
だ
と
解
釈
し
う
る
か
ら
で
、
進
化
を
扱
う
の
に
数
学
的
な
ゲ
ー

ム
理
論
が
近
年
成
功
を
収
め
て
き
た
こ
と
が
こ
の
解
釈
を
支
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
進
化
の
説
明
は
事
実
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
選
択

を
い
か
に
な
す
べ
き
か
と
い
う
選
択
の
合
理
性
と
い
う
規
範
的
な
問
題
と
は
多
次
元
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
イ
ジ
ア
ン
の
い
う
最
大
化

と
進
化
論
の
最
適
化
の
論
理
構
造
は
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
進
化
に
お
け
る
最
適
化
は
合
理

性
を
考
え
る
と
き
の
有
力
な
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
う
る
。
こ
の
点
は
サ
イ
モ
ン
に
も
気
に
な
っ
た
と
み
え
、
彼
が
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
一

九
八
二
年
に
行
な
っ
た
講
演
（
邦
訳
、
ヰ
収
監
v
這
G
。
刈
）
で
は
、
進
化
の
考
察
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
。

　
前
節
で
解
説
し
た
よ
う
に
、
合
理
的
選
択
の
問
題
で
は
㈲
選
択
肢
の
生
成
、
㈲
選
択
肢
の
評
価
の
仕
方
、
㈲
そ
し
て
選
択
の
原
理
と
い
う

三
つ
の
条
件
が
あ
っ
た
。
自
然
淘
汰
に
よ
る
進
化
の
過
程
で
は
、
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
、
選
択
肢
に
相
当
す
る
の
は
グ
ル
ー
プ
内
で
の
変
異

の
タ
イ
プ
（
表
現
型
ま
た
は
遺
伝
子
型
）
で
あ
り
、
選
択
肢
の
評
価
に
相
当
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
の
適
応
度
の
違
い
、
そ
し
て
選

択
の
原
理
に
相
当
す
る
の
は
、
適
応
度
の
違
い
が
長
い
間
に
は
個
体
数
の
違
い
に
反
映
さ
れ
て
最
適
な
タ
イ
プ
が
生
き
残
る
と
い
う
形
の
最

適
化
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
イ
モ
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
選
択
肢
の
生
成
に
は
進
化
で
も
大
き
な
制
約
が
あ
り
、
進
化
の
最
適
化
原
理

は
そ
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
で
た
か
だ
か
局
所
的
な
最
大
値
に
到
達
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
ヰ
咲
浄
V
お
。
。
メ
ざ
）
。
し
た
が

っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
進
化
の
最
適
化
は
ベ
イ
ジ
ア
ン
の
最
大
化
原
理
よ
り
も
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
モ
デ
ル
に
近
い
（
ヰ
賎
摩
Y
δ
。
。
N

蕊
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
こ
の
主
張
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
サ
イ
モ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
（
自
然
淘
汰
に
よ
る
）
進
化
は
、
近
視
眼
的
な
性
格
を
有
し
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
で
当
面
の
短
期
的
な

（
も
ち
ろ
ん
、
地
質
学
的
年
代
の
ス
ケ
ー
ル
で
）
有
利
さ
に
よ
っ
て
働
き
、
適
応
を
成
し
遂
げ
る
。
ま
ず
、
進
化
の
素
材
と
な
る
変
異
の
タ

道
徳
起
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イ
ブ
が
㈲
の
選
択
肢
に
相
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
素
材
は
現
に
種
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
遺
伝
子
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
、
時
た
ま
生
じ

る
突
然
変
異
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
与
え
ら
れ
た
環
境
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
な
か
か
ら
最
適
な
生
物
が
選
び
出
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
現
に
存
在
す
る
競
争
相
手
に
相
対
約
に
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
資
源
を
利
用
し
て
対
応
す
る
の
が
適
応
の
実
態
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
か
く
し
て
、
選
択
肢
の
生
成
に
は
限
ら
れ
た
情
報
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
そ
の
結
果
達
成
さ
れ
る
最
適
化
は
、
文
字
通
り

の
最
適
化
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
条
件
の
下
で
の
局
所
的
な
最
適
化
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
を
サ
イ
モ
ン
は
次
の
よ
う
な
う

ま
い
比
喩
で
表
現
し
て
い
る
（
ヰ
λ
即
マ
δ
。
。
メ
＄
為
O
）
。

　
単
純
な
地
形
で
丘
が
一
つ
し
か
な
い
世
界
で
は
、
坂
を
登
り
続
け
て
行
け
ば
そ
の
世
界
の
最
高
地
点
に
劉
達
す
る
（
最
適
化
）
。
し
か
し
、

高
台
や
窪
地
が
多
く
散
在
す
る
複
雑
な
地
形
の
世
界
で
は
、
坂
を
上
っ
て
到
達
し
た
頂
点
は
、
低
い
丘
の
頂
点
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
世
界
の

最
高
地
点
で
あ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
（
局
所
的
な
最
適
化
）
。
進
化
は
適
応
度
の
差
を
介
し
て
盲
目
的
に
作
用
す
る
淘
汰
で
あ
る
（
つ

ま
り
、
ど
こ
で
あ
れ
坂
を
上
る
よ
う
な
も
の
）
か
ら
、
適
応
は
い
つ
も
相
対
的
で
局
所
的
で
し
か
な
い
。
い
っ
た
ん
平
衡
状
態
に
達
し
て
い

た
よ
う
に
晃
え
た
状
態
が
、
帰
化
生
物
が
入
る
と
崩
れ
て
新
た
な
平
衡
状
態
に
移
る
と
い
う
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
気
づ
い
て
い
た
事
実
も

こ
の
点
の
証
拠
で
あ
る
、
と
サ
イ
モ
ン
は
論
じ
る
（
ヰ
咲
昂
Y
お
。
。
8
謡
心
N
）
。

　
さ
て
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
進
化
に
つ
い
て
の
サ
イ
モ
ン
の
理
解
に
取
り
立
て
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
で
「
最
適

化
」
の
意
義
が
否
定
さ
れ
、
ひ
い
て
は
合
理
的
選
択
の
最
大
化
（
最
適
化
）
モ
デ
ル
の
意
義
が
否
定
さ
れ
た
と
見
な
す
の
は
早
計
で
あ
る
。

サ
イ
モ
ン
自
身
の
論
旨
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
否
定
を
表
明
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
サ
イ
モ
ン
の
権
威
に
訴
え
る
論
者
の
う
ち
に

は
、
最
大
化
モ
デ
ル
の
意
義
を
否
定
す
る
た
め
に
そ
う
す
る
者
が
い
る
の
で
、
次
節
で
サ
イ
モ
ン
の
議
論
の
意
義
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

23

@
最
大
化
モ
デ
ル
は
不
要
か

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

サ
イ
モ
ン
が
彼
の
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
モ
デ
ル
と
対
比
さ
せ
た
、
ベ
イ
ジ
ア
ン
の



（
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
理
論
や
理
論
経
済
学
の
）
最
大
化
モ
デ
ル
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
一
九
八
七
年
の
翻
訳
書
で
は
、

こ
れ
に
合
理
性
の
「
全
知
全
能
モ
デ
ル
」
（
サ
イ
モ
ン
の
原
語
は
。
牙
白
鳳
磐
ヨ
。
α
色
）
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
種

の
誤
解
を
助
長
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
数
学
的
な
意
志
決
定
の
理
論
に
お
い
て
は
、
理
論
を
完
結
し
た
形
に
す
る
た
め
に
、
「
可
能
な
選
択

肢
」
が
す
べ
て
わ
か
っ
て
お
り
、
不
確
実
な
可
能
性
の
す
べ
て
に
つ
い
て
確
率
配
分
が
与
え
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
学
的

理
論
を
具
体
的
な
事
例
に
適
用
す
る
に
際
し
て
は
、
理
論
あ
る
い
は
理
論
的
モ
デ
ル
と
具
体
的
事
例
の
問
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
た
め
、
適

用
条
件
や
初
期
条
件
に
つ
い
て
い
く
つ
も
の
単
純
化
条
件
や
限
定
条
件
が
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
意
憲
決
定
の
理
論
に
限
ら
ず
、
物
理
学

を
は
じ
め
と
す
る
経
験
科
学
で
は
常
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
砲
の
弾
の
弾
道
を
計
算
す
る
と
き
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動

方
程
式
を
用
い
る
に
し
て
も
、
弾
の
質
量
、
地
球
の
引
力
、
あ
る
い
は
空
気
抵
抗
な
ど
の
条
件
は
理
論
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
理
論
適
用
の
た
め
に
別
に
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
企
業
や
入
管
の
「
合
理
的
な
意
志
決
定
扁
を
記
述
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
最
大
化
モ
デ
ル
を
用
い
る
と
き
に
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
現

実
の
事
例
で
は
、
「
全
知
全
能
」
は
も
と
よ
り
、
適
度
に
「
十
分
な
情
報
」
さ
え
欠
け
て
い
る
の
で
、
き
わ
め
て
大
胆
な
単
純
化
な
い
し
理

想
化
を
（
理
論
の
外
か
ら
）
補
わ
な
け
れ
ば
、
最
大
化
モ
デ
ル
を
現
実
に
適
用
で
き
る
形
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
明
ら
か
に
、
「
理
論

的
な
最
大
化
モ
デ
ル
」
と
「
具
体
例
に
適
用
さ
れ
た
最
大
化
モ
デ
ル
偏
と
は
、
異
な
る
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
位
置
し
て
い
る
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
力

学
の
場
合
も
し
か
り
。
例
え
ば
、
空
気
抵
抗
が
大
き
く
て
複
雑
に
変
化
す
る
場
合
、
弾
道
計
算
は
相
当
や
っ
か
い
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
サ

イ
モ
ン
が
長
年
力
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
最
大
化
モ
デ
ル
の
具
体
的
事
例
へ
の
「
適
用
モ
デ
ル
」
は
多
く
の
畜
舎
使
い
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど

不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
サ
イ
モ
ン
の
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」
の
モ
デ
ル
（
こ
れ
も
適
用
モ
デ
ル
）
の
方
が
は
る
か
に
成
功
を
収

め
て
き
た
こ
と
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
サ
イ
モ
ン
は
（
2
1
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
）
こ
の
モ
デ
ル
が
最
大
化
モ
デ
ル
の
枠
内

で
（
理
論
的
に
は
）
再
構
成
さ
れ
う
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
「
再
構
成
」
と
「
具
体
的
適
用
ま
た
は
使
用
」
と
を
混
岡
し

な
い
か
ぎ
り
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
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徳
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限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
基
づ
く
決
定
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
制
約
を
強
く
受
け
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
決
定
が
数
多
く
な
さ
れ
た

場
合
、
不
調
和
や
矛
盾
が
生
じ
な
い
保
証
は
全
く
な
い
。
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
二
つ
の
相
反
す
る
選
択
が
と
も
に
そ
の
場
の

「
合
理
的
決
定
」
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
科
学
と
い
う
知
識
の
営
み
と
同
様
、
入
類
が
文
化
的
な
営
み
と
し
て
展

開
し
て
き
た
道
徳
に
お
い
て
も
、
無
矛
盾
性
、
一
貫
性
、
あ
る
い
は
普
遍
性
は
重
要
な
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二

つ
の
相
反
す
る
選
択
が
と
も
に
合
理
的
と
見
な
さ
れ
う
る
事
態
は
批
判
の
対
象
と
な
り
、
少
な
く
と
も
改
善
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ

れ
る
。
で
は
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
基
づ
く
個
々
の
決
定
を
も
う
少
し
体
系
化
し
、
改
善
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
し
て
許
容
し
う
る
よ
う

な
「
合
理
性
」
は
ど
の
よ
う
な
形
を
取
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
つ
た
問
い
の
文
脈
で
は
、
最
大
化
モ
デ
ル
は
依
然
有
力
な
候
補
で
あ
る
。

限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
「
限
定
」
の
程
度
が
ゆ
る
や
か
に
な
る
（
例
え
ば
、
情
報
量
が
増
え
る
、
計
算
能
力
が
増
え
る
、
な
ど
）
に
つ
れ
、

こ
の
モ
デ
ル
は
最
大
化
モ
デ
ル
と
の
類
似
性
を
増
す
。
と
く
に
、
理
論
的
に
限
定
合
理
性
の
モ
デ
ル
が
最
適
化
モ
デ
ル
の
中
で
再
構
成
で
き

る
と
い
う
事
実
は
、
二
つ
が
階
層
構
造
を
な
し
て
　
つ
に
統
合
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
事
例
へ
の
適
用
レ

ベ
ル
で
は
最
大
化
モ
デ
ル
が
多
く
の
場
合
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
逆
に
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
個
々
の
事
例
を
改
善
し
た
り
体
系

化
す
る
と
い
う
別
の
レ
ベ
ル
で
は
、
最
大
化
モ
デ
ル
の
意
義
は
十
分
に
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
次
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
擁
護
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
わ
た
し
が
選
択
を

行
っ
た
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
事
後
に
わ
か
っ
た
薪
し
い
情
報
に
よ
り
、
実
際
に
選
ば
れ
た
選
択
肢
A
よ
り
も
、
考
察
は
さ
れ
た
が
選
ば
れ

な
か
っ
た
B
の
方
が
よ
り
満
足
の
い
く
結
果
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
と
わ
た
し
は
確
著
し
た
（
こ
れ
は
よ
く
あ
る
経
験
で
あ
る
）
。
こ
の

と
き
、
「
も
っ
と
情
報
を
集
め
て
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
て
い
た
な
ら
）
B
を
選
ん
だ
方
が
よ
か
っ
た
」
と
わ
た
し
は
事
後
に
判
断
す
る
。

そ
し
て
こ
の
事
後
の
判
断
は
し
ば
し
ば
将
来
の
指
針
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
形
で
、
隈
定
合
理
性
に
基
づ
く
「
満
足
化
」
に
は
常

に
改
善
の
余
地
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
改
善
」
に
意
味
を
与
え
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
の
最
大
化
モ
デ
ル
が
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
二
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
で
「
よ
り
よ
い
方
を
選
ぶ
べ
し
」
と
い
う
規
則
は
最
大
化
原
理
の
別
の
衰
現
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。



「
全
知
全
能
」
を
仮
定
せ
ず
、
限
ら
れ
た
情
報
の
も
と
で
も
、
こ
の
形
の
最
大
化
原
理
の
意
義
を
否
定
す
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
人
々
の
選
択
行
動
を
記
述
あ
る
い
は
説
明
す
る
と
い
う
文
脈
か
ら
、
「
い
か
に
選
択
す
べ
き
か
」
と
い
う
規
範
的
な
文
脈
に
移

っ
た
と
き
に
、
こ
の
形
の
最
大
化
原
理
の
意
義
と
説
得
性
は
大
き
く
な
る
。
規
範
的
な
文
脈
で
問
題
に
な
る
の
は
、
当
為
、
あ
る
い
は
「
よ

り
よ
い
」
形
の
選
択
原
理
で
あ
り
、
現
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
選
択
原
理
に
改
善
の
余
地
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
使
用
す
べ
き
原
理
と
し
て

推
奨
す
る
の
は
「
不
合
理
」
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
進
化
に
つ
い
て
の
サ
イ
モ
ン
の
考
察
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
彼
の
指
摘
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
の
は
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
最
適
化

は
常
に
与
え
ら
れ
た
条
件
（
表
現
型
あ
る
い
は
遺
伝
子
型
と
環
境
）
に
相
対
的
な
局
所
的
最
適
化
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

進
化
の
最
適
化
は
「
全
知
全
能
偏
の
仮
定
の
も
と
で
の
、
無
条
件
の
、
あ
る
い
は
全
体
的
な
最
適
化
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
ま
っ
た
く
異
論

は
な
い
。
し
か
し
、
進
化
論
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
合
理
的
選
択
の
現
実
世
界
へ
の
適
用
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
誰
が
そ
の
よ
う
な
無
条
件

で
全
体
的
な
最
適
化
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ア
ン
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
サ
イ
モ
ン
の
指
摘
に
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
合
理
的
選
択
の
最
大
化
モ
デ
ル
の
支
持
者
も
、
大

半
は
、
現
実
的
事
例
へ
の
適
用
に
お
い
て
サ
イ
モ
ン
が
い
う
よ
う
な
無
条
件
で
全
体
的
な
最
適
化
が
可
能
だ
と
は
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
可
能
性
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
数
学
的
な
理
論
の
枠
内
の
話
で
あ
る
。
そ
の
理
論
が
多
少
な
り
と
も
具
体
的
な
事
例
に

適
用
さ
れ
、
具
体
的
な
最
大
化
モ
デ
ル
が
考
察
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
常
に
そ
の
具
体
例
の
限
定
条
件
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

進
化
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
モ
デ
ル
で
の
最
大
化
は
、
そ
の
限
定
条
件
内
で
の
局
所
的
最
大
化
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性

の
モ
デ
ル
を
信
奉
し
、
そ
れ
以
外
は
必
要
が
な
い
と
い
う
論
者
と
異
な
る
の
は
、
最
大
化
モ
デ
ル
の
支
持
者
は
、
そ
の
限
定
条
件
が
緩
和
さ

れ
、
よ
り
一
般
的
な
モ
デ
ル
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
古
い
モ
デ
ル
を
新
し
い
モ
デ
ル
の
中
に
統
合
し
て
、
改
善
さ
れ
た
選
択
が
可
能
で
あ

り
、
「
よ
り
よ
い
選
択
」
が
可
能
と
な
れ
ば
そ
う
す
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
サ
イ
モ
ン
が
雷
う
と
お
り
、
局
所
的
な
最
適
化
あ
る
い
は
最
大
化
は
全
体
的
な
最
適
化
の
十
分
条
件
で
は
な
い
。
し
か
し
、
局
所
的
な
最

　
　
　
　
道
徳
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倫
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学
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適
化
を
通
じ
て
し
か
、
「
改
善
」
と
い
う
意
味
で
の
、
よ
り
広
い
範
囲
で
の
最
適
化
は
あ
り
得
な
い
。
最
大
化
モ
デ
ル
の
支
持
者
は
、
「
全
知

全
能
」
の
仮
定
の
も
と
で
の
最
善
を
目
指
せ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
局
所
的
な
最
大
化
を
通
じ
て
改
善
を
目
指
せ
」
と
言
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。

　
2
4
　
デ
ネ
ッ
ト
の
「
倫
理
的
応
急
処
置
」

　
以
上
の
一
般
論
に
あ
る
程
度
肉
づ
け
す
る
た
め
に
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
を
信
奉
す
る
デ
ネ
ッ
ト
の
倫
理
学
批
判
を
検
討
し
、
逆
に
批
判

し
て
お
き
た
い
。
簡
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
危
険
な
考
え
輪
（
お
誤
）
第
1
7
章
で
、
デ
ネ
ッ
ト
は
帰
結
主
義
（
典
型
的
に
は
功
利
主
義
）
、
非
帰
結
主

義
（
例
え
ば
カ
ン
ト
）
の
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
の
倫
理
学
も
、
実
際
の
倫
理
問
題
を
解
く
に
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。

　
哲
学
者
は
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
は
情
報
の
不
足
や
見
落
と
し
や
偏
見
に
よ
っ
て
誤
っ
た
倫
理
的
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
多
い
と
認
め
る

が
、
原
理
的
に
は
理
想
的
倫
理
学
説
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
こ
と
が
決
ま
る
は
ず
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
功
利
原
理
に
基
づ
い
て
、
し

か
じ
か
の
行
為
が
こ
れ
だ
け
の
善
を
も
た
ら
し
こ
れ
だ
け
の
害
を
も
た
ら
す
の
で
、
差
し
引
き
こ
れ
だ
け
の
利
益
が
あ
る
か
ら
こ
う
す
べ
き

だ
、
と
い
う
た
ぐ
い
の
計
算
（
費
用
・
効
用
分
析
）
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
倫
理
学
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
、
と
デ
ネ
ッ
ト
は
断

言
す
る
（
U
①
器
窪
6
㊤
伊
お
G
。
）
。
天
文
学
の
原
理
に
基
づ
い
て
十
分
な
計
算
を
行
な
え
ば
実
用
的
な
航
海
歴
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
功
利
原

理
と
人
類
の
長
い
経
験
に
よ
り
、
何
が
益
を
も
た
ら
し
何
が
害
を
も
た
ら
す
か
は
多
く
の
場
合
人
々
に
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ミ
ル
の

答
え
は
、
少
し
真
剣
に
考
え
る
と
説
得
性
を
失
う
。
例
え
ば
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
の
原
発
事
故
が
人
々
に
と
っ
て
良
か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た

の
か
と
い
う
（
善
の
量
的
比
較
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
だ
け
の
学
区
に
限
っ
て
さ
え
）
問
い
に
さ
え
、
答
え
は
確
定
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
ほ
ど
の
大
事
故
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
人
々
に
原
発
の
危
険
性
を
認
識
さ
せ
て
予
防
措
置
を
と
ら
せ
る
の
に

貢
献
し
た
点
で
は
善
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
被
害
と
心
配
を
も
た
ら
し
た
点
で
は
悪
で
あ
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
を
考
慮
し
、
長
い
目
で
見

た
場
合
全
体
の
善
悪
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
な
る
の
か
計
算
の
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
（
「
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
効
果
」
、
と
デ
ネ
ッ
ト
は
雷



う
。
】
）
Φ
器
簿
一
⑩
Φ
伊
お
。
。
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
議
が
あ
る
が
、
議
論
の
本
線
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
）
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ラ
イ
バ
ル
の
カ
ン
ト
的
非
帰
結
主
義
の
株
が
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
定
雷
命
法
の
適
用
も
、

ど
う
い
う
格
率
（
行
為
規
則
）
を
テ
ス
ト
に
の
せ
る
か
に
つ
い
て
、
外
か
ら
自
由
に
仮
定
を
持
ち
込
ま
な
い
と
「
な
す
べ
き
」
行
為
の
決
定

に
は
至
ら
な
い
の
で
、
功
利
主
義
に
勝
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
、
デ
ネ
ッ
ト
の
提
言
は
、
「
実
際
問
題
」
と
「
原
理
問
題
」
と
を
分
け
た
上
で
後
者
の
み
を
扱
っ
て
前
者
を
無
視
す
る
と
い
う
大

半
の
倫
理
学
者
の
や
り
方
を
離
れ
、
現
実
の
倫
理
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
決
定
に
至
る
か
、
わ
れ
わ
れ
の
実
際
の
や
り
方
を
確
認
し

て
み
ょ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
サ
イ
モ
ン
に
な
ら
っ
た
一
つ
の
見
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
ネ
ッ
ト
が
提
出
す

る
の
は
、
彼
が
批
判
の
対
象
と
し
た
哲
学
者
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
架
空
の
一
そ
れ
も
か
な
り
「
非
現
実
的
な
」
1
事
例
に
即
し
た

分
析
で
あ
る
。
あ
る
大
学
の
哲
学
科
が
寄
付
金
を
得
て
、
国
内
で
公
募
し
、
も
っ
と
も
優
れ
た
大
学
院
生
に
1
2
年
間
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を

一
つ
与
え
る
こ
と
に
し
た
と
こ
ろ
、
締
め
切
り
ま
で
に
二
十
五
万
人
の
応
募
が
あ
っ
た
。
選
考
委
員
会
は
、
こ
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

「
最
善
の
」
候
補
者
を
選
ぶ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
架
空
の
」
問
題
を
示
さ
れ
た
デ
ネ
ッ
ト
の
友
人
た
ち
は
、
大
同
小
異
で
次
の
よ
う
な
方
策
（
O
Φ
器
9
一
㊤
㊤
伊
切
O
一
）
を
提
案

す
る
と
い
う
（
こ
こ
が
「
現
実
的
扁
方
策
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
）
。

　
㈲
チ
ェ
ッ
ク
し
ゃ
す
く
、
優
秀
さ
の
目
安
と
な
る
基
準
を
少
数
選
び
出
す
。
例
え
ば
、
平
均
グ
レ
ー
ド
・
ポ
イ
ン
ト
、
哲
学
の
履
修
科
目

数
、
応
募
書
類
の
重
さ
な
ど
（
軽
す
ぎ
る
も
の
、
重
す
ぎ
る
も
の
を
除
外
す
る
）
の
基
準
に
よ
っ
て
、
最
初
の
選
抜
を
行
う
。

　
㈲
残
っ
た
応
募
者
に
つ
き
、
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
、
調
査
可
能
な
数
、
例
え
ば
五
〇
人
と
か
一
〇
〇
人
に
ま
で
無
作
為
に
選
考
対
象
者
を

絞
る
。

　
ω
残
っ
た
応
募
者
の
書
類
を
委
員
会
で
注
意
深
く
検
討
し
、
委
員
会
の
投
票
で
最
終
候
補
老
を
決
め
る
。

　
こ
の
よ
う
な
手
続
き
で
最
善
の
候
補
者
が
選
ば
れ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
と
手
間
で
満
足
の
い
く
結
果
を
得
る
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に
は
、
こ
う
い
つ
た
た
ぐ
い
の
手
続
き
が
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
例
は
、
架
空
で
あ
り
幾
つ
か
の
点
で
誇
張
は
あ
っ
て
も
、
現
実
の

倫
理
問
題
に
対
処
す
る
場
合
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
十
分
に
捉
え
て
い
る
と
デ
ネ
ッ
ト
は
言
う
。

　
ω
与
え
ら
れ
た
、
限
定
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
さ
え
、
「
す
べ
て
を
考
慮
す
る
」
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

　
②
さ
ら
に
考
察
を
限
定
す
る
た
め
、
適
当
な
規
則
を
使
っ
た
絞
り
込
み
㈲
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
に
誤
り
が
な
い
保
証
は
な

い
。
選
考
の
た
め
の
便
宜
と
規
則
の
信
頼
性
の
間
で
妥
協
が
な
さ
れ
る
。

　
③
く
じ
引
き
の
導
入
は
、
「
選
考
」
の
代
わ
り
に
別
の
要
因
に
よ
る
選
抜
を
一
時
的
に
導
入
し
、
し
か
し
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
「
責
任
」

を
と
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。

　
ω
問
題
を
過
度
に
単
純
化
し
た
後
で
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
あ
る
程
度
改
善
を
加
え
、
受
容
可
能
な
最
終
結
果
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
が

な
さ
れ
る
。

　
⑤
得
ら
れ
た
最
終
結
果
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
や
後
知
恵
に
よ
る
批
判
の
余
地
が
限
り
な
く
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
結
果
は
結
果
と

し
て
、
別
の
課
題
に
向
か
う
。

　
以
上
の
特
徴
は
、
サ
イ
モ
ン
言
う
と
こ
ろ
の
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
扁
の
デ
ネ
ッ
ト
版
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
選
択
肢
の
生

成
は
③
と
㈲
で
な
さ
れ
、
選
択
の
原
理
は
最
適
化
で
は
な
く
満
足
化
で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
デ
ネ
ッ
ト
は
、
「
理
想
的
な
合
理
性
」
を
い

え
る
よ
う
な
単
一
の
視
点
を
想
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
U
Φ
閂
拓
簿
這
り
ρ
切
O
じ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
に
わ
れ
わ
れ
が
使
用
す

る
合
理
性
を
も
っ
て
し
か
問
題
に
対
処
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
が
抱
え
る
制
限
を
す
べ
て
と
り
払
っ
た
想
定
の
も
と
で
の
解
決
策
は
、
安
直

す
ぎ
て
参
考
に
な
ら
な
い
、
と
デ
ネ
ッ
ト
は
論
じ
る
。

　
で
は
、
デ
ネ
ッ
ト
自
身
の
提
言
は
結
局
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
だ
ろ
う
か
。
議
論
と
い
う
よ
り
レ
ト
リ
ッ
ク
が
目
立
つ
何
ペ
ー

ジ
か
を
費
や
し
て
彼
が
急
い
た
い
の
は
、
不
完
全
な
「
倫
理
的
応
急
処
置
」
は
い
く
つ
か
異
な
る
処
方
が
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
、
そ
し
て
わ

れ
わ
れ
自
身
が
新
し
い
処
方
を
書
き
、
倫
理
的
行
為
者
の
デ
ザ
イ
ン
を
改
訂
し
よ
う
と
務
め
る
こ
と
で
、
自
他
に
課
さ
れ
た
問
題
に
よ
り
よ



い
解
決
策
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
（
U
窪
Φ
雰
一
8
㎝
》
㎝
一
〇
）
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
（
そ
し
て
、
人
類
は
長
い
歴
史
を
通
じ
て
そ
う
し
て
き
た

の
で
は
な
い
の
か
？
）
。
し
か
し
、
こ
の
文
脈
で
の
「
よ
り
よ
い
」
と
か
「
改
善
」
と
か
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
も
「
全
知
全
能
」
の
観
点
か
ら
み
た
価
値
判
断
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
よ
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
、

し
か
も
こ
れ
が
最
適
化
に
至
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
、
と
デ
ネ
ッ
ト
は
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
進
化
の
最
適
化
を
主
張
す
る
人
々
も
、
合
理
的
選
択
の
最
大
化
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
論
者
た
ち

も
、
以
上
の
点
に
関
し
て
実
質
的
な
異
議
を
唱
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
「
改
善
」
の
判
断
に
コ
ミ
ッ
ト

し
（
こ
れ
は
局
所
的
な
最
大
化
原
理
を
認
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
、
下
の
レ
ベ
ル
の
判
断
の
調
停
や
な
に
が
し
か
の
体
系
化
を
め
ざ

す
か
ぎ
り
、
最
大
化
モ
デ
ル
の
中
心
的
な
意
義
は
復
活
し
て
い
る
。
功
利
主
義
や
帰
結
主
義
に
対
す
る
デ
ネ
ッ
ト
の
時
折
の
嘲
笑
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
が
た
ど
り
着
い
た
結
論
（
め
い
た
も
の
）
は
功
利
主
義
と
十
分
に
両
立
す
る
。
例
え
ば
、
彼
が
「
規
則
尊
重
」
の
意
義
に
つ
い

て
論
じ
、
そ
れ
が
よ
い
の
は
「
一
つ
の
規
則
ま
た
は
一
群
の
規
則
が
最
善
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
い
つ
も
正
し
い
答

え
を
出
す
か
ら
で
は
な
く
、
規
則
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
と
に
か
く
う
ま
く
い
く
一
そ
し
て
規
則
を
も
た
な
い
場
合
に
は
全
然
う
ま

く
い
か
な
い
一
か
ら
で
あ
る
」
θ
Φ
器
け
＝
8
9
㎝
ミ
）
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
の
立
場
は
あ
る
種
の
規
則
功
利
主
義
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が

な
い
（
う
ま
く
い
く
、
と
は
規
則
採
用
の
帰
結
で
な
く
て
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
？
）
。
最
大
化
原
理
を
現
実
の
事
例
に
適
用
す
る
場
合
、

人
間
の
限
定
さ
れ
た
能
力
を
考
え
て
規
則
遵
守
や
習
慣
づ
け
ら
れ
た
性
向
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
倫
理
的
徳
）
を
通
じ
た
行
為
の
規
制

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
ミ
ル
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
、
ヘ
ア
、
プ
ラ
ン
ト
ら
の
功
利
主
義
者
が
一
貫
し
て
行
な
っ
て
き
た
主

張
で
あ
る
。
「
う
ま
く
い
く
」
こ
と
だ
け
で
な
く
「
よ
り
う
ま
く
い
く
」
こ
と
（
改
善
）
を
め
ざ
せ
ば
、
デ
ネ
ッ
ト
の
主
張
は
た
ち
ま
ち
功

利
主
義
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
デ
ネ
ッ
ト
版
の
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」
の
主
張
を
み
て
も
、
こ
れ
と
最
大
化
原
理
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
共
存
で
き

る
だ
け
で
な
く
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
意
義
を
少
し
で
も
擁
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
最
大
化
原
理
が
ど
こ
か
で
前
提
さ
れ
な
け

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
サ
イ
モ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
が
局
所
的
な
最
適
化
の
過

程
と
理
解
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
デ
ネ
ッ
ト
が
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
危
険
な
考
え
」
の
視
点
か
ら
入
間
の
倫
理
的
意
志
決
定
を
眺
め
直
そ
う
と

し
た
こ
と
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
（
わ
た
し
に
言
わ
せ
れ
ば
）
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
デ
ネ
ッ
ト
の
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
お
そ
ら
く
、
「
倫
理
的
決
定
の
連
続
に
よ
る
こ
の
世
の
改
変
は
、
最
善
に
向
か
っ
て
の
進
歩
の
過
程
と
は
見
な
せ
な
い
。
そ
れ
は
、
局

所
的
な
適
応
に
よ
る
進
化
が
進
歩
と
は
基
本
的
に
異
質
で
あ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
倫
理
と
は
、
局
所
的
ま
た
は
近
視
眼
的
視
点
か
ら
の

満
足
化
の
過
程
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
す
べ
て
認
め
て
、
デ
ネ
ッ
ト
と
岡
様
に
規
範
的
意
味
で
の
「
改

善
」
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
な
ら
ば
、
功
利
・
王
義
が
・
王
題
す
る
よ
う
な
（
善
の
）
最
大
化
原
理
は
認
め
た
も
同
然
で
あ
る
。
こ
の
原
理
を
規
範
的

価
値
判
断
と
し
て
具
体
的
に
適
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
常
に
現
実
の
事
例
や
状
況
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
限
定
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
性
の
最
大
化
モ
デ
ル
の
支
持
者
の
現
実
的
な
欲
張
は
、
（
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
）
「
局
所
的
改
善
を
通
じ
て
最
大
化

を
目
指
せ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
し
て
、
以
上
の
考
察
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
「
合
理
的
」
選
択
を
軸
に
し
た
規
範
倫
理
学
の
還
元
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
少
な
く

と
も
「
合
理
性
」
概
念
の
選
択
レ
ベ
ル
で
挫
折
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
2
5
　
普
遍
化
可
能
性
と
合
理
性

　
近
年
広
範
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
合
理
性
」
に
つ
い
て
、
ま
だ
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
尽
き
て
い
な
い
が
、
以
上
の
成
果
を
も
と
に
し
て
得

ら
れ
る
新
た
な
洞
察
に
話
を
進
め
た
い
。
小
論
1
7
節
か
ら
1
9
節
に
か
け
て
普
遍
化
可
能
性
の
問
題
を
論
じ
た
が
、
合
理
性
に
つ
い
て
の
こ
こ

ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
普
遍
化
可
能
性
を
成
立
さ
せ
る
条
件
に
つ
い
て
、
　
つ
の
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
。

　
第
1
7
節
の
末
尾
で
、
わ
た
し
は
進
化
論
の
網
に
か
か
る
か
ぎ
り
で
の
道
徳
性
は
、
集
団
内
で
の
「
普
遍
化
」
し
か
要
求
せ
ず
、
ヘ
ア
の
言

う
よ
う
な
厳
密
な
普
遍
化
は
文
化
的
な
洗
練
が
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た
（
集
団
内
で
の
「
普
遍
化
」
が
個
体
へ
の
言
及
を
含
み
う



る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
か
っ
こ
付
き
で
表
現
す
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ア
が
形
式
的
・
論
理
的
と
見
な
し
た
こ

の
条
件
に
も
実
質
的
価
値
判
断
が
潜
在
し
て
お
り
、
そ
の
正
当
性
（
そ
れ
が
正
当
化
で
き
る
と
し
て
）
を
言
う
必
要
性
が
あ
る
。
少
な
く
と

も
、
わ
た
し
が
目
指
す
還
元
主
義
の
規
範
倫
理
学
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
「
べ
し
」
あ
る
い
は
行
為
の
「
正
し
さ
」
の

普
遍
化
可
能
性
に
話
を
絞
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
あ
る
程
度
の
実
質
を
も
つ
価
値
判
断
を
含
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
無
条
件
の
正
当
性
を

言
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
そ
れ
の
正
当
性
が
雷
え
る
か
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
哲
学
的
分
析

に
お
け
る
」
つ
の
重
要
な
収
穫
と
な
る
。

　
さ
て
、
わ
た
し
の
見
当
に
よ
れ
ば
、
合
理
性
、
つ
ま
り
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
一
つ
の
改
善
の
方
向
か
ら
普
遍
化
可
能
性
（
む
し
ろ
、

「
普
遍
化
」
の
範
囲
の
拡
張
）
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物
学
的
「
利
他
性
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
現
代
の
進
化
生
物
学
の
知
見
に
大
過

が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
道
徳
性
は
相
互
暴
利
他
性
の
一
つ
の
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
互
性
は
普
遍
化
可
能
性
に
は
ほ
ど
遠
い
、
た
か

だ
か
一
集
団
内
に
限
ら
れ
た
相
互
性
で
し
か
な
い
。
そ
の
集
団
の
一
個
体
に
と
っ
て
、
相
互
性
の
考
察
を
身
近
な
仲
間
や
集
団
の
外
の
人
々

に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
サ
イ
モ
ン
や
デ
ネ
ッ
ト
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常

的
な
倫
理
的
決
定
の
大
多
数
は
近
視
眼
的
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
基
づ
く
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
移
入
や
共
感
の

対
象
と
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
考
察
に
入
る
人
々
は
き
わ
め
て
隈
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

限
定
さ
れ
た
合
理
性
は
改
善
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
き
わ
め
て
強
い
限
定
か
ら
、
も
っ
と
ゆ
る
め
ら
れ
た
限
定
の
も
と
で
事
態
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
は
改
善
可
能
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
の
比
喩
を
借
り
る
な
ら
、
小
さ
な
丘
が
一
つ
し
か
視
野
に
入
ら
な
い
観
点
か

ら
、
二
つ
か
三
つ
程
度
ま
で
見
渡
せ
る
観
点
に
移
る
こ
と
は
、
時
に
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
も
っ
と
も
近
い
丘
に
登
る
よ
り
、
も
う

一
つ
向
こ
う
の
丘
に
登
っ
た
方
が
高
い
地
点
に
鋼
製
で
き
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
改
善
を
拒

否
す
る
選
択
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
狭
い
観
点
か
ら
の
満
足
化
だ
け
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
相
応
の
機
会
コ
ス
ト
を
支
払
う
－
観
点

を
広
げ
た
な
ら
手
に
入
る
で
あ
ろ
う
余
分
な
利
益
を
失
う
　
　
こ
と
に
な
る
。

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
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非
常
に
図
式
的
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
生
活
で
の
交
渉
相
手
の
範
囲
を
広
げ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
倫
理
的
な
考
察
の
対
象
と
さ

れ
る
人
々
の
範
囲
を
拡
張
す
る
、
つ
ま
り
相
互
性
あ
る
い
は
「
普
遍
化
」
の
考
察
を
広
げ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
見
合
う
利
益
が
（
も
ち
ろ

ん
条
件
次
第
で
）
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
原
始
的
な
生
活
か
ら
文
明
的
な
生
活
へ
の
移
行
を
可
能
に
し
て
き
た
の
は
、
こ
う
い
つ

た
条
件
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
簡
単
に
言
え
ば
、
進
化
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
倫
理
的
性
向
に
、
異
類
の
長
期
に
わ
た
る
経

験
的
な
知
恵
が
加
わ
れ
ば
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
普
遍
化
」
の
範
囲
の
拡
張
と
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
の
原

理
と
岡
じ
路
線
で
理
解
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
志
向
の
哲
学
者
が
、
こ
の
よ
う
な
過
程
の
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
成
果
を
取
り

上
げ
て
（
厳
密
な
）
普
遍
化
欝
能
性
と
見
な
し
た
条
件
は
、
実
は
程
度
の
差
を
許
容
し
う
る
条
件
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
の
わ
れ
わ

れ
の
倫
理
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
小
さ
な
社
会
や
民
族
の
垣
根
が
取
り
払
わ
れ
て
倫
理
的
「
普
遍
化
」
が
拡
張
さ
れ
る
事
例
と
同
様
、

社
会
的
・
政
治
的
事
態
に
よ
っ
て
は
、
人
々
の
判
断
や
行
動
原
則
の
適
用
範
囲
が
再
び
縮
小
さ
れ
排
他
性
が
支
配
的
に
な
る
実
例
は
、
歴
史

的
に
も
、
現
在
の
世
界
で
も
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
（
以
下
の
2
9
節
を
参
照
）
。

　
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
的
考
察
に
入
れ
る
人
々
の
「
範
囲
を
広
げ
る
」
と
か
「
排
他
性
」
と
か
い
う
条
件
は
ヘ
ア
の
い
う
「
普
遍
化
可
能
性
」

と
概
念
的
に
た
だ
ち
に
岡
一
視
で
き
た
り
矛
盾
し
た
り
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
㈹
肌
の
色
の
違
い
に
よ
っ
て
あ
る

種
の
人
々
を
倫
理
的
考
察
か
ら
閉
め
出
す
（
こ
れ
は
、
個
体
に
雷
及
し
な
い
基
準
に
よ
る
線
引
き
だ
か
ら
、
厳
密
に
普
逓
遍
羅
能
で
あ
る
）

と
い
う
事
態
と
、
⑧
あ
る
種
の
人
々
が
わ
た
し
が
帰
属
す
る
共
同
体
の
外
の
人
だ
か
ら
倫
理
的
考
察
か
ら
閉
め
出
す
（
こ
れ
は
、
個
体
に
言

及
す
る
線
引
き
だ
か
ら
普
遍
化
可
能
性
に
抵
触
す
る
）
と
い
う
事
態
と
は
、
実
際
の
倫
理
的
思
考
（
と
く
に
、
ホ
ン
ネ
の
レ
ベ
ル
で
）
で
は

そ
れ
ほ
ど
き
れ
い
に
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
普
遍
化
可
能
性
を
「
倫
理
的
」
あ
る
い
は
「
道

徳
的
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
え
ば
⑧
を
禁
止
す
る
こ
と
は
簡
単
に
な
る
が
、
な
ぜ
そ
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は

「
な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
の
レ
ベ
ル
に
押
し
戻
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
は
㈹
⑧
二
種
の

事
態
を
区
別
し
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
を
銘
記
さ
れ
た
い
（
進
化
倫
理
学
は
類
人
猿
の
「
倫
理
」
も
有
意
味
だ
と
認
め
る



の
で
あ
る
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
普
遍
化
」
の
問
題
が
「
範
囲
を
広
げ
る
」
と
か
「
排
他
性
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
遍
化
の
問
題
を
実
質
的
な
合
理
性
（
単
に
論
理
の
問
題
で
は
な
く
、
実
質
的
内
容
の
あ
る
選
択
が
理
に
か
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
）
の
枠
の
中
で
扱
お
う
と
い
う
姿
勢
に
お
い
て
、
わ
た
し
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ヘ
ア
よ
り
も
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
近
づ
い
て
い

る
。　

2
6
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
と
信
頼

　
さ
て
、
す
で
に
提
示
さ
れ
た
わ
た
し
の
考
察
が
、
哲
学
者
風
の
思
弁
的
な
ス
ケ
ッ
チ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。

し
か
し
、
数
少
な
い
と
は
い
え
、
こ
う
い
つ
た
考
察
に
光
を
投
げ
か
け
る
分
析
的
・
実
証
的
研
究
も
現
れ
て
い
る
。
わ
た
し
が
重
要
な
示
唆

を
受
け
た
の
は
、
社
会
心
理
学
に
進
化
的
視
点
を
取
り
入
れ
た
山
岸
俊
男
氏
の
研
究
（
E
被
一
㊤
㊤
。
。
）
で
あ
る
。
彼
の
テ
ー
マ
は
人
間
関
係
に

お
け
る
「
信
頼
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
「
普
遍
化
可
能
性
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
倫
理
的
考
察
の
対
象
と
す
る

人
々
を
、
何
ら
か
の
基
準
（
必
ず
し
も
普
遍
的
で
は
な
い
）
に
基
づ
い
て
狭
く
と
る
か
広
く
と
る
か
と
い
う
問
題
は
、
社
会
的
交
渉
相
手
の

範
囲
の
大
小
、
排
他
性
、
開
放
性
と
い
っ
た
問
題
と
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
は
「
信
頼
」
お
よ
び
そ
の
対

立
概
念
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
考
察
と
成
果
と
は
倫
理
学
に
も
重
要
な
か
か
わ
り
を
も
つ
。

　
山
岸
の
研
究
は
、
人
々
の
間
の
、
あ
る
い
は
組
織
の
聞
の
協
力
的
な
関
係
を
可
能
に
す
る
「
信
頼
」
の
概
念
を
分
析
し
、
B
米
の
比
較
調

査
な
ど
の
実
証
的
裏
づ
け
も
と
り
な
が
ら
、
信
頼
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
独
自
の
説
、
信
頼
の
「
解
き
放
ち
」
理
論
を
打
ち
出
す
も
の
で

あ
る
。
こ
の
説
は
、
「
信
頼
に
は
関
係
を
強
化
す
る
側
面
…
…
と
同
時
に
、
…
…
関
係
を
拡
張
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
」
（
聾
那
H
り
り
。
。
》
㎝
㎝
）

を
指
摘
す
る
。
こ
の
「
関
係
拡
張
の
側
面
」
が
、
わ
た
し
の
「
普
遍
化
可
能
性
」
の
問
題
と
関
係
す
る
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
「
解
き
放
ち
」
理
論
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
六
つ
の
命
題
よ
り
な
る
。

道
徳
起
源
論
か
ら
進
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倫
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（
命
題
1
）
　
信
頼
は
社
会
的
不
確
実
性
が
存
在
し
て
い
る
状
況
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
。

目
に
あ
う
可
能
性
が
全
く
な
い
状
況
で
は
、
信
頼
は
必
要
と
さ
れ
な
い
（
を
擁
お
㊤
G
。
”
禽
）
。

四
〇

つ
ま
り
、
他
人
に
騙
さ
れ
て
ひ
ど
い

　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
社
会
的
不
確
実
性
」
と
は
、
交
渉
相
手
の
意
図
に
つ
い
て
情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
騙
さ
れ
て
損
を
す
る
可
能
性
が

あ
る
状
態
を
指
す
。
例
え
ば
、
中
古
車
の
市
場
は
、
新
車
の
市
場
よ
り
も
一
般
に
社
会
的
不
確
実
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
販
売
会
社
の
意

図
に
つ
い
て
情
報
不
足
の
程
度
は
同
じ
で
も
、
中
古
車
の
方
が
隠
さ
れ
た
故
障
な
ど
が
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
騙
さ
れ
て
損
を

す
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
（
画
、
に
－
ゆ
）
。
ま
た
、
山
岸
が
問
題
に
す
る
「
信
頼
」
と
は
、
自
然
的
秩
序
に
対
す
る
期
待
（
例
え
ば
、

裏
山
が
崩
れ
な
い
と
信
頼
す
る
）
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
倫
理
的
秩
序
に
対
す
る
期
待
の
方
に
分
類
さ
れ
（
忌
五
一
8
c
。
－
。
。
。
。
）
、
さ
ら
に
、
社

会
的
関
係
や
社
会
幽
趣
の
中
で
出
会
う
相
季
が
あ
る
種
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
能
力
に
対
す
る
期
待
で
は
な
く
、
相
手
の

意
図
に
対
す
る
期
待
の
方
に
分
類
さ
れ
る
（
｝
羅
一
8
。
。
堕
・
。
切
）
。
簡
単
に
言
え
ば
、
交
渉
相
手
が
義
務
や
責
任
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
期

待
を
「
信
頼
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
社
会
的
な
不
確
実
性
に
対
処
す
る
　
つ
の
方
法
は
、
相
手
を
信
頼
し
て
「
主
観
的
に
」
不
確
実
性
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
騙
さ
れ
た
場
合
に
は
損
が
大
き
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
梢
手
が
信
頼
に
値
す
る
入
間
で
あ
っ
た
場
合
に
は
得
ら
れ
る
利
益

（
精
神
的
満
足
も
含
め
た
広
い
意
味
）
も
大
き
い
。

　
も
う
　
つ
の
対
処
の
し
か
た
は
、
社
会
的
不
確
実
性
を
何
ら
か
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
で
「
客
観
的
に
」
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
古
車
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
一
年
以
内
に
故
障
が
あ
れ
ば
無
料
で
修
理
を
す
る
と
か
交
換
す
る
と
か
の
「
保
証
」
を
販

売
会
社
か
ら
取
り
付
け
れ
ば
、
買
い
手
は
「
安
心
」
で
き
る
（
山
岸
は
こ
の
「
安
心
」
を
信
頼
に
は
含
め
な
い
。
忌
羅
一
8
。
。
”
・
。
『
）
。
あ
る
い

は
、
商
取
引
な
ど
の
場
合
は
、
（
実
績
の
あ
る
）
特
定
の
相
手
の
み
と
関
係
を
継
続
す
る
合
意
を
し
て
お
け
ぼ
、
社
会
的
不
確
実
性
を
減
ら

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
他
の
相
手
を
排
除
し
て
特
定
の
相
手
の
み
と
っ
き
あ
い
や
取
り
引
き
を
互
い
に
継
続
す
る
と
い
う
関
係



を
、
山
岸
は
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
関
係
は
、
好
意
や
忠
誠
心
な
ど
の
感
情
的
な
絆
に
よ
る
場
合
も
、
外
敵
に
対
抗
す

る
た
め
の
内
部
の
結
束
を
強
要
す
る
「
ヤ
ク
ザ
型
」
の
場
合
も
あ
り
得
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
安
定
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
中
で
は
、

相
手
に
関
す
る
情
報
も
増
え
不
確
実
性
が
減
少
し
「
安
心
」
が
得
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
命
題
2
が
成
り
立
つ
。

E
刊E

6
鐸
e
－

o

盆
叩
題
．Z．

社
会
的

不
確
実

性
の

生
み
出
す

問

題
に

対
処
す
る

た

め
｝
く

人
々
は
一
般
に
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
を
形
成
す
る

　
こ
こ
ま
で
の
山
岸
説
に
と
く
に
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
命
題
2
が
正
し
い
と
し
て
、
社
会
的
不
確
実
性
を
避
け
る
に
は
、

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
形
成
が
い
つ
も
有
効
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
「
信
頼
」
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
関
係
は
、
関
係
内
部
で
の
不
確
実
性
を
減
ら
し
、
「
安
心
」
で
き
る
状
況
を
生
み
出
す
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
機
会
コ
ス
ト
を
要

す
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
排
他
的
関
係
に
留
ま
る
こ
と
は
、
別
の
相
手
と
新
し
い
関
係
を
持
つ
こ
と
で
得
ら
れ
る
（
も
し
か
し
た
ら
、
よ
り

大
き
な
）
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
相
当
の
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次
の
命
題
3
が
出
て
く
る
。

（
命
題
3
）
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
は
機
会
コ
ス
ト
を
生
み
出
す
（
葺
羅
一
8
。
。
－
。
。
一
）
。

　
機
会
コ
ス
ト
と
対
比
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
コ
ス
ト
は
取
り
引
き
コ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
取
り
引
き
に
か
か
る
コ
ス
ト
で
あ
り
、
例
え

ば
商
取
引
の
場
合
に
は
、
営
業
社
員
の
人
件
費
と
か
交
通
費
、
書
類
作
成
の
費
用
や
相
手
の
信
用
調
査
な
ど
に
か
か
る
費
用
で
あ
る
。
社
会

的
不
確
実
性
が
大
き
な
と
こ
ろ
で
取
り
引
き
ず
る
場
合
に
は
、
当
然
こ
の
種
の
コ
ス
ト
が
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

関
係
の
形
成
は
、
こ
の
取
り
引
き
コ
ス
ト
を
節
約
す
る
手
段
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
形
成
ま
た
は
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四
一
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維
持
が
他
に
比
べ
て
有
利
か
ど
う
か
は
、

二
種
の
コ
ス
ト
の
バ
ラ
ン
ス
で
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。

g
蕪

お

貫

聾
。

盆
叩
題
．S．

機
会
コ

ス

ト

が
大
き

い

状
況
で
嫉

四
二

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
に
と
ど
ま
る
よ
り
も
、
と
ど
ま
ら
な
い
方
が
有
利
で
あ
る

　
小
論
で
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
想
起
す
る
な
ら
、
こ
の
命
題
は
、
最
適
化
原
理
を
前
提
す
れ
ぼ
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
二
種
の
コ
ス
ト

が
計
算
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
計
算
が
む
ず
か
し
い
場
合
に
は
、
サ
イ
モ
ン
流
の
満
足
化
の
判
断
に
置
き
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
最
適
化
原
理
を
前
提
す
る
に
し
て
も
、
具
体
的
適
用
例
で
は
常
に
限
定
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
岸
の
潔
イ
ン
ト
も
、
二
種

の
コ
ス
ト
が
比
較
で
き
る
状
況
で
は
こ
う
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
五
命
題
に
入
る
に
は
、
少
々
言
葉
の
説
明
が
必
要
と
な
る
。
信
頼
を
さ
ら
に
細
か
く
分
類
し
て
い
く
と
、
山
岸
は
一
般
的
信
頼
と
情
報

依
存
的
信
頼
と
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
情
報
依
存
的
信
頼
と
は
、
特
定
の
相
季
に
つ
い
て
情
報
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の

情
報
に
基
づ
い
て
相
手
を
信
頼
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
的
信
頼
と
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
欠
け
る
場
合
、
判
断
材
料
が

な
い
場
合
に
他
人
（
一
般
）
を
信
頼
す
る
こ
と
を
指
す
。
要
す
る
に
、
後
者
は
、
あ
る
入
が
「
人
と
い
う
も
の
は
概
し
て
信
頼
で
き
る
」
と

信
じ
て
い
る
程
度
を
表
す
も
の
で
、
そ
の
程
度
が
高
い
人
を
「
高
信
頼
者
」
、
低
い
人
を
「
低
信
頼
者
」
と
山
岸
は
呼
ぶ
。
常
識
的
に
は
、

「
高
信
頼
者
」
は
他
人
を
信
じ
や
す
い
お
人
好
し
、
「
低
信
頼
者
」
は
用
心
深
い
気
む
ず
か
し
屋
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

れ
は
必
ず
し
も
当
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
山
岸
は
実
証
的
に
示
し
て
い
く
。

　
（
命
題
5
）
低
信
頼
者
は
、
高
信
頼
者
よ
り
も
、
社
会
的
不
確
実
性
に
直
面
し
た
場
合
に
、

ト
関
係
を
形
成
し
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
よ
り
強
い
。
（
葺
三
一
8
c
。
”
。
。
麟
）
。

特
定
の
相
手
と
の
問
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン



も
ち
ろ
ん
、
こ
の
命
題
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
実
験
等
に
よ
り
経
験
的
に
示
す
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
が
、
山
岸
の
研
究
の
実
証
的
部
分

（
の
一
つ
）
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
五
つ
の
命
題
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
一
つ
の
重
要
な
帰
結
は
、
次
の
命
題
6
で
あ
る
。

　
（
命
題
6
）
社
会
的
不
確
実
性
と
…
機
会
コ
ス
ト
の
双
方
が
大
き
い
状
況
で
は
、

可
能
性
が
存
在
す
る
。
（
｝
恥
一
8
。
。
噂
G
。
心
）
。

高
信
頼
者
が
低
信
頼
者
よ
り
も
大
き
な
利
益
を
得
る

　
山
岸
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
可
能
性
が
「
他
人
を
信
頼
す
る
」
こ
と
を
促
す
誘
因
で
あ
る
。
人
が
他
人
を
信
頼
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
他
人
が
「
信
頼
に
値
す
る
」
（
「
信
頼
性
」
）
と
い
う
人
格
や
行
動
の
特
性
を
持
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
信
頼
さ
れ
る
」
側
の
特
性
を
指
摘
す
る
研
究
は
多
い
が
、
「
信
頼
す
る
」
側
の
特
性
と
意
義
に
着
目
す
る
研
究
は
な
か
っ
た
。
山
岸
の
言

う
信
頼
の
「
解
き
放
ち
」
理
論
は
、
そ
こ
に
着
目
し
、
「
特
定
の
相
手
と
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
か
ら
の
離
脱
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
既

存
の
関
係
外
部
に
存
在
し
て
い
る
、
よ
り
有
利
な
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
」
（
昼
扉
H
8
。
。
曽
。
。
①
）
が
信

頼
を
理
解
す
る
た
め
の
カ
ギ
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
す
ぐ
に
申
し
立
て
ら
れ
そ
う
な
誤
解
に
対
す
る
彼
の
注

意
は
、
倫
理
学
に
お
け
る
功
利
主
義
批
判
に
対
す
る
注
意
と
ま
っ
た
く
同
様
な
論
点
を
つ
い
て
お
り
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

　
そ
の
誤
解
と
は
、
山
岸
は
「
人
は
自
己
利
益
を
意
図
的
に
追
求
す
る
手
段
と
し
て
他
人
を
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
誤
解
で
あ
る
（
E
鰭
H
㊤
Φ
。
。
”
。
。
①
）
。
し
か
し
、
信
頼
に
値
す
る
よ
う
な
特
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
利
益
、
あ
る
い
は
他
人
を
信
頼

す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
利
益
は
、
普
通
の
人
々
に
わ
か
る
形
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
信
頼
と
利
益
と
の
関
係
は
は
る
か
に
間
接

的
で
、
自
分
で
は
自
己
利
益
を
無
視
し
て
行
動
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
他
入
を
信
頼
す
る
こ
と
で
結
果
と
し
て
利
益
が

得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
山
岸
は
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
般
に
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
し
か
も
た
な
い
人
間
に
と
っ
て
、
す

べ
て
計
算
ず
く
で
信
頼
と
利
益
と
の
関
係
を
見
越
し
て
他
人
を
信
頼
す
る
と
い
う
選
択
を
行
う
こ
と
な
ど
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ミ
ル
な
ど
も
繰
り
返
し
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
る
人
格
的
特
性
や
行
動
特
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
そ

の
人
の
利
益
と
な
っ
た
り
幸
福
を
得
た
り
し
う
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
、
一
度
自
分
の
利
益
を
度
外
視
す
る
習
慣
を
つ
け
る
と
い

う
こ
と
さ
え
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
人
間
の
社
会
に
は
、
そ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
と
る
人
々
に
と
っ
て
、
自
己
利
益
に
専

心
す
る
人
々
よ
り
も
（
結
果
的
に
）
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
環
境
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
山
岸
説
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
2
7
　
信
頼
と
社
会
的
知
性

　
以
上
が
山
岸
説
の
核
心
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
ま
だ
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
命
題
6
で
述
べ
ら
れ
た
、
信
頼
が
結
果
的

に
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
に
す
る
斑
能
性
、
環
境
と
は
、
実
は
社
会
的
環
境
で
あ
り
、
自
然
的
環
境
の
よ
う
に
比
較
的
に
安
定
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
。
信
頼
が
も
た
ら
す
利
益
は
、
環
境
が
変
わ
れ
ば
変
わ
る
し
、
逆
に
環
境
そ
の
も
の
が
人
々
の
も
つ
一
般
的
信
頼
の
レ
ベ
ル
に

よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
相
互
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
あ
る
こ
と
が
、
社
会
的
環
境
の
重
要
な
特
性
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的

環
境
の
中
で
、
高
信
頼
者
の
特
性
、
つ
ま
り
相
手
の
情
報
が
乏
し
い
状
況
で
も
概
し
て
そ
の
人
を
信
頼
す
る
と
い
う
一
般
的
信
頼
の
高
さ
は

ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
答
え
る
補
助
仮
説
を
補
わ
な
い
と
、
信
頼
の
「
解
き
放
ち
」
理
論
は
不
十
分
で
あ

る
。
そ
こ
で
山
岸
が
示
唆
す
る
の
は
、
社
会
の
中
で
の
人
々
の
意
識
的
な
適
応
行
動
の
副
産
物
と
し
て
こ
の
特
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
仮
説

で
あ
る
。

　
山
岸
は
、
ま
ず
、
高
信
頼
者
が
単
な
る
お
人
好
し
で
は
な
く
、
実
は
他
人
の
信
頼
性
の
指
標
と
な
る
情
報
に
敏
感
で
、
よ
り
正
確
に
推
測

で
き
る
と
解
釈
で
き
る
実
験
事
実
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
高
信
頼
者
が
低
信
頼
者
よ
り
も
騙
さ
れ
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
見
極
め
る
た
め
に
山
岸
ら
が
工
夫
し
た
一
連
の
実
験
の
結
果
は
、
高
信
頼
者
の
方
が
低
信
頼
者
よ
り
も
、
他
人
の
信
頼
性
の
指
標
と
な

り
う
る
情
報
に
関
し
て
よ
り
敏
感
に
反
応
し
、
他
人
の
行
動
の
予
測
に
関
し
て
も
よ
り
正
確
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
を
喪
お
O
c
。
’
δ
O

山
§
。
こ
れ
は
、
高
信
頼
者
が
社
会
的
知
性
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
社
会
的
知
性
と
は
、
い
わ
ゆ
る
知
能
テ
ス
ト
で
測



定
で
き
る
よ
う
な
知
性
で
は
な
く
、
日
常
の
社
会
的
な
関
係
の
中
で
自
分
や
他
人
を
う
ま
く
扱
う
能
力
で
あ
り
、
衝
動
を
制
御
す
る
能
力
、

他
者
の
心
や
感
情
を
理
解
す
る
能
力
な
ど
も
含
み
う
る
。

　
そ
こ
で
、
山
岸
が
提
出
す
る
補
助
仮
説
は
、
一
般
的
信
頼
の
獲
得
を
、
次
の
よ
う
に
二
段
階
に
分
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ω
ま
ず
、

高
信
頼
者
の
特
性
で
あ
る
一
般
的
信
頼
の
高
さ
は
、
社
会
的
知
性
の
副
産
物
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
「
一
般
的
信
頼
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た

特
性
は
、
よ
り
複
雑
で
一
般
性
の
大
き
な
能
力
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

　
次
に
、
社
会
的
知
性
の
発
達
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
、
個
人
の
努
力
に
よ
っ
て
可
能
だ
と
前
提
し
、
そ
う
い
っ
た
努
力
を
行
な
う
こ

と
（
自
分
の
周
り
の
人
々
の
行
動
や
感
情
な
ど
に
注
意
を
払
っ
て
学
習
す
る
）
を
「
認
知
資
源
の
投
資
行
動
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
環
境
の
特
徴
が
わ
か
れ
ば
、
社
会
的
知
性
の
発
達
を
説
明
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
環
境
と
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
よ
う
な
、
社
会
的
不
確
実
性
と
機
会
コ
ス
ト
が
大
き
い
と
い
う
、

命
題
6
で
述
べ
ら
れ
た
状
況
と
一
致
す
る
。
そ
こ
で
、
②
そ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
中
で
は
、
認
知
資
源
の
投
資
行
動
が
有
利
な
方
策
と
な

り
、
社
会
的
知
性
を
発
達
さ
せ
る
人
々
が
生
じ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。

　
以
上
二
段
階
の
説
明
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
社
会
的
知
性
と
そ
れ
を
も
つ
個
人
の
利
益
と
の
つ
な
が
り
が
よ
り
直
接
的
で
わ
か
り
や
す
い
の
で
、

こ
ち
ら
は
社
会
的
適
応
行
動
と
し
て
説
明
し
や
す
く
、
こ
れ
を
つ
な
ぎ
と
し
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
有
利
さ
が
見
え
に
く
い
「
信
頼
」
の
育

成
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
疑
問
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
低
信
頼
者
の
特

性
も
同
じ
社
会
環
境
の
中
で
「
絶
滅
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
「
絶
滅
」
し
そ
う
に
も
な
い
の
で
、
高
信
頼
者
の
特
性
だ
け
説
明

し
て
す
べ
て
の
話
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
山
岸
の
指
摘
は
、
一
般
的
信
頼
、
信
頼
性
（
信
頼
に
値
す
る
こ
と
）
、
そ
し
て
社

会
的
知
性
が
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
、
互
い
の
「
適
応
的
価
値
」
（
社
会
環
境
の
中
で
の
）
を
高
め
あ
っ
て
い
る
（
E
毎
一
8
。
。
し
8
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
排
他
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
に
と
ど
ま
り
、
関
係
拡
張
を
求
め
な
い
（
傾
向
の
強
い
）
低
信
頼
者

は
、
新
し
い
関
係
の
中
で
騙
さ
れ
て
損
を
す
る
可
能
性
が
低
い
た
め
、
社
会
的
知
性
を
発
達
さ
せ
る
必
要
が
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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的
知
性
改
善
の
た
め
に
認
知
的
資
源
を
投
資
す
る
必
要
も
乏
し
い
わ
け
で
あ
る
。

　
2
8
　
普
遍
化
可
能
性
に
対
す
る
示
唆

　
さ
て
、
以
上
二
節
を
費
や
し
て
紹
介
し
た
山
岸
の
砥
究
は
、
倫
理
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
条
件
に
対
し
て
何
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
わ
た
し
自
身
の
考
察
で
あ
る
。
何
度
も
断
っ
て
き
た
よ
う
に
、
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
抽
象
的
な
条
件
と
、
信
頼
や

信
頼
性
と
い
う
か
な
り
具
体
的
な
特
性
と
は
直
接
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
信
頼
の
文
脈
に
お
い
て
普
遍
化
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
こ
う
い
つ
た
具
体
例
の
中
で
の
普
遍
化
の
意
義
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
普
遍

化
自
体
の
意
義
も
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
が
2
5
節
で
述
べ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
社
会
生
活
で
の
交
渉
相
思

の
範
囲
を
広
げ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
倫
理
的
な
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
人
々
の
範
囲
を
拡
張
す
る
、
つ
ま
り
相
互
性
あ
る
い
は
「
普
遍
化
」
の

考
察
を
広
げ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
見
舎
う
利
益
が
（
も
ち
ろ
ん
条
件
次
第
で
）
期
待
で
き
る
、
と
わ
た
し
は
見
当
を
つ
け
た
。

　
他
方
、
山
岸
説
に
よ
れ
ば
、
信
頼
に
は
関
係
を
強
化
す
る
側
面
と
同
時
に
、
関
係
を
拡
張
す
る
側
面
が
あ
る
。
し
か
も
、
前
節
で
解
説
し

た
よ
う
に
、
関
係
の
拡
張
を
可
能
に
す
る
の
は
、
不
確
実
性
と
機
会
コ
ス
ト
が
大
き
な
社
会
環
境
の
中
で
、
認
知
資
源
の
投
資
行
動
に
よ
っ

て
社
会
的
知
性
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
山
岸
は
こ
の
過
程
を
主
と
し
て
個
人
の
学
習
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
過
程
は

一
方
で
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
生
物
学
的
基
盤
の
考
察
と
つ
な
が
り
、
他
方
で
は
社
会
的
知
性
の
い
く
つ
か
の
要
素
を
洗
練
ま
た
は
抽
象
し

て
「
道
徳
性
」
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
晃
な
す
と
い
う
倫
理
学
者
の
考
察
（
お
よ
び
文
化
）
と
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
岸
の
考
察

は
、
道
徳
の
生
物
学
的
基
盤
（
第
一
部
1
1
節
参
照
）
か
ら
始
め
て
規
範
倫
理
学
ま
で
考
察
し
た
い
と
い
う
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
始
点
と
終

点
と
を
つ
な
ぐ
の
に
欠
け
て
い
た
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
」
を
（
少
な
く
と
も
　
つ
）
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
「
交
渉
相
手
の
範
囲
を
広
げ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
倫
理
的
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
人
々
の
範
囲
を
拡
張
す
る
」
こ
と
に
見
合
う
利
益
が
ど

の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
か
も
、
山
岸
説
は
「
信
頼
」
と
い
う
事
例
に
則
し
て
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
加
え
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
山
岸
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
、
狭
義
の
普
遍
化
可
能
性
（
あ
る
い
は
、
シ
ジ
ウ
ィ

ッ
ク
の
正
義
の
原
理
）
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
「
善
の
普
遍
化
可
能
性
」
あ
る
い
は
異
な
る
人
々
の
「
善
の
同
等
な
扱
い
」
（
1
8
節
、
1
9
節
）

に
対
し
て
も
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
知
性
あ
る
い
は
信
頼
は
、
倫
理
の
い
わ
ば
形
式
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
な
側
面

（
他
者
の
感
情
や
内
的
状
態
に
気
を
配
る
）
の
方
に
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
次
節

で
詳
し
く
触
れ
る
が
、
実
は
普
遍
化
の
よ
り
重
要
な
側
面
は
こ
ち
ら
の
方
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
で
「
普
遍
化
」
と
「
信
頼
」
と
の
基
本
的
な
つ
な
が
り
は
確
認
で
き
た
の
で
、
も
う
少
し
細
か
い
論
点
に
立
ち
入
っ
て
み
よ

う
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
た
び
た
び
お
断
り
し
て
お
く
が
、
わ
た
し
は
厳
密
な
普
遍
化
が
行
な
わ
れ
な
い
考
察
を
あ
ら
か
じ
め
「
道
徳
」

か
ら
除
外
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
銘
記
さ
れ
た
い
。
高
信
頼
者
と
低
信
頼
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
共
存
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
生
活
の
上
で
一
方
が
他
方
よ
り
絶
対
的
に
有
利
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

同
一
人
物
が
あ
る
場
面
で
は
関
係
拡
張
に
努
力
し
、
別
の
場
面
で
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
維
持
に
専
念
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
閉
じ
た
関
係
で
あ
ろ
う
が
開
い
た
関
係
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
関
係
に
入
る
人
々
に
対
し
て
は
、
条
件
が
同
じ
で
あ
れ
ば

同
等
の
扱
い
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
が
倫
理
の
い
わ
ば
最
低
条
件
で
あ
り
、
相
互
利
他
性
の
核
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
関
係
も
相
互
利
他
的
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
。
サ
イ
モ
ン
の
い
う
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」
し
か
も
た
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
規
則
あ

る
い
は
原
則
に
よ
っ
て
社
会
的
行
動
を
規
制
す
る
と
い
う
方
策
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
規
則
あ
る
い
は
原
則
は
、
同
じ
条
件
が
成

り
立
つ
と
こ
ろ
で
は
同
様
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
普
遍
化
可
能
性
の
核
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
規
則
や
原
則
が
個
体
に
言
及
し
な
い
と
か
、
特
定
の
集
団
内
に
の
み
は
限
定
さ
れ
な
い
と
か
い
う
保
証
は
な
い
。
山
岸
の

い
う
低
信
頼
者
が
頼
り
や
す
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
あ
る
種
の
排
他
性
に
よ
っ
て
社
会
的
不
確
実
性
を
低
減

さ
せ
よ
う
と
す
る
方
策
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
特
定
の
個
入
や
グ
ル
ー
プ
に
縛
ら
れ
る
の
で
厳
密
な
普
遍
化
は
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、

高
信
頼
者
は
排
他
的
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
利
用
で
き
な
い
可
能
性
を
活
用
す
る
の
で
、
彼
ら
の
行
動
原
則
の
適
用
は
、
自
分
や
相
手

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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四
入

が
帰
属
す
る
グ
ル
ー
プ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
こ
れ
が
厳
密
な
普
遍
化
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。

　
こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
予
想
で
き
る
反
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
よ
う
な
あ
る
種
の
排
他
的
な
関
係
で

生
じ
る
義
務
も
普
遍
化
可
能
な
原
則
で
表
現
で
き
る
の
で
、
「
閉
じ
た
関
係
、
開
か
れ
た
関
係
し
と
い
う
切
り
方
は
、
普
遍
化
可
能
性
と
は

無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヤ
ク
ザ
の
親
分
と
子
分
の
関
係
は
典
型
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
で
あ
り
、
義
務
と

似
た
「
忠
誠
」
や
「
義
理
」
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
義
理
」
は
「
親
分
は
子
分
の
面
倒
を
見
、
子
分
は
親
分
の
命
令
に
従
う
べ

し
」
と
い
う
、
個
体
に
は
言
及
し
な
い
普
遍
的
な
原
期
で
表
現
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
係
の
排
他
性
や
拡
張
は
、
普
遍
化
と
は
無
関
係

で
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
反
論
は
、
論
理
的
に
は
非
の
打
ち
所
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
普
遍
化
可
能
性
を
す
で
に
前
提
し
た
立
場
か

ら
の
反
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。

　
つ
い
で
に
、
こ
の
反
論
と
関
連
が
深
い
、
普
遍
化
堺
能
性
の
も
う
｝
つ
の
問
題
点
も
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
日
常
の
道
徳
的
思
考

に
お
い
て
厳
密
な
普
遍
化
を
行
な
わ
な
い
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
ヘ
ア
で
さ
え
認
め
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
思
考
や
行
動
の
パ
タ
ー
ン

は
、
厳
密
に
普
遍
化
を
行
な
い
、
ヘ
ア
の
意
味
で
の
普
遍
化
可
能
な
判
断
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
行
動
を
律
す
る
と
い
う
条
件
を
課
し
て
も
、

実
質
的
に
再
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ポ
イ
ン
ト
を
際
だ
た
せ
る
た
め
に
、
最
も
極
端
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
原
則
を
（
一
種
の
思
考
実

験
と
し
て
）
考
え
て
み
よ
う
。
い
ま
、
わ
た
し
が
「
す
べ
て
の
人
は
、
こ
の
わ
た
し
の
利
益
を
増
進
す
る
よ
う
な
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
原
劉
を
奉
じ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
「
わ
た
し
」
と
は
、
固
有
名
で
指
さ
れ
る
わ
た
し
自
身
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
そ
の
個
体
に
縛
ら

れ
る
の
で
普
遍
化
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
世
界
で
は
わ
た
し
だ
け
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
普
遍
的
性
質
の
組
み
合
わ
せ
を

選
び
出
し
、
そ
の
記
述
を
D
（
例
え
ば
、
わ
た
し
の
ゲ
ノ
ム
の
記
述
）
と
す
れ
ば
、
D
は
普
遍
的
な
性
質
を
表
し
、
「
す
べ
て
の
人
は
D
が

成
り
立
つ
入
の
利
益
を
増
進
す
る
よ
う
な
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
は
普
遍
化
可
能
な
（
事
実
普
遍
的
な
）
原
則
と
な
る
。
そ

う
す
る
と
、
も
と
の
普
遍
化
で
き
な
い
原
則
が
人
々
に
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
普
遍
化
可
能
な
原
則
も
悪
様
に
受
け
入
れ
が

た
い
こ
と
に
な
る
。



　
普
遍
化
可
能
性
は
、
こ
の
「
わ
た
し
」
と
ほ
か
の
人
々
の
立
場
が
逆
転
し
た
「
可
能
性
」
を
も
倫
理
的
考
慮
に
入
れ
さ
せ
る
条
件
で
あ
る

が
、
現
実
を
支
配
す
る
因
果
法
則
ま
で
変
え
る
可
能
性
は
要
求
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
因
果
法
則
の
も
と
で
同
一

性
と
一
義
性
を
保
つ
「
普
遍
的
記
述
」
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
を
同
定
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
、
普
遍
化
可
能
性
は
満
た
し
つ
つ
、
他
者
に
D

が
成
り
立
っ
て
、
わ
た
し
が
D
で
な
く
な
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
か
く
し
て
、
普
遍
化
可
能
性
は
、
普
遍
性
の
要
求
と

し
て
は
強
す
ぎ
る
一
方
で
、
妥
当
な
（
受
け
入
れ
可
能
な
）
原
則
を
絞
り
込
む
条
件
と
し
て
は
あ
ま
り
に
弱
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
二
つ
の
難
点
に
対
す
る
わ
た
し
自
身
の
反
応
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
普
遍
化
可
能
性
の
条
件
を
適
用
す
る
レ

ベ
ル
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
し
当
た
っ
て
、
ω
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
も
と
で
の
選
択
と
、
⑧
そ
れ
ら
の
選
択
を
評
価
し
、
改
善
す

る
と
い
う
考
察
の
レ
ベ
ル
を
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
（
わ
た
し
は
、
ヘ
ア
の
「
直
観
的
レ
ベ
ル
、
批
判
的
レ
ベ
ル
」
の
区
別
を
こ
こ
ま
で
相

対
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）
。
山
岸
が
考
察
の
対
象
と
し
た
低
信
頼
者
と
高
信
頼
者
の
選
択
は
ω
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
山
岸
の

「
解
き
放
ち
」
理
論
は
②
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
高
信
頼
者
は
、
山
岸
説
を
意
識
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
信
頼
行
動
を
選
ぶ
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
銘
記
さ
れ
た
い
。
彼
ら
は
、
「
一
般
的
信
頼
」
と
い
う
特
性
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
そ
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
傾
向
が
あ
る
の

で
あ
る
。
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
が
身
の
回
り
で
時
々
出
会
う
エ
ゴ
イ
ス
ト
（
わ
た
し
も
し
ば
し
ば
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
な
る
）
は
、
限
定
さ
れ
た

合
理
性
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
「
計
算
ず
く
で
」
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
な
る
と
し
て
も
、
普
逓
化
そ
の
他
の
手
続
き
を
す
べ
て
踏
ん
だ
上
で

そ
う
す
る
の
で
は
な
い
。
視
野
が
狭
い
、
他
人
の
都
合
に
ま
で
気
が
回
ら
な
い
、
自
分
の
利
害
に
縛
ら
れ
す
ぎ
る
（
こ
れ
は
善
の
普
遍
化
の

問
題
と
関
係
し
て
く
る
）
な
ど
の
特
性
が
作
用
し
た
結
果
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
し
て
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ヤ
ク
ザ
型
の
関
係
に
入
る

人
も
、
普
遍
化
し
た
う
え
で
入
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
（
仮
に
選
択
だ
と
し
て
）
ω
の
レ
ベ
ル
の
選
択
で
、
普
遍
化
す
る
必
要
は
な
い

し
、
で
き
る
保
証
も
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
わ
た
し
が
記
述
し
て
晃
せ
た
、
ホ
ン
ネ
と
し
て
の
極
端
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
普
遍
化
可

能
な
原
則
で
表
現
し
て
擁
護
し
よ
う
と
す
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、
少
な
く
と
も
一
部
②
の
レ
ベ
ル
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
倫
理
学
者
の
基
準
」
に
よ
れ
ば
略
式
裁
判
で
「
倫
理
」
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
原
則
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
関
門
は
通
る
形
に
ま
で
「
改

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
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五
〇

善
」
す
る
努
力
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
が
普
通
な
ら
し
な
い
「
認
知
資
源
の
投
資
行
動
」
を
経
た
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
へ
と
足
を

踏
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
親
分
・
子
分
の
関
係
を
普
遍
化
し
て
考
え
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
る
人
は
、
「
任
侠
道
」
を
わ
き
ま

え
た
、
②
の
レ
ベ
ル
に
足
を
踏
み
入
れ
た
「
模
範
的
な
」
（
そ
れ
ゆ
え
映
薗
の
主
人
公
と
な
っ
て
観
客
の
共
感
を
呼
ぶ
）
ヤ
ク
ザ
な
の
で
あ

る
。　

こ
の
区
別
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ま
ず
「
閉
じ
た
関
係
、
開
か
れ
た
関
係
と
い
う
切
り
方
は
、
普
遍
化
可
能
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
う
反
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
わ
た
し
は
、
「
普
遍
化
」
の
い
わ
ば
発
生
条
件
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
わ
か
っ

て
い
る
「
普
遍
化
可
能
性
」
の
条
件
を
使
っ
て
「
閉
じ
た
関
係
、
開
か
れ
た
関
係
」
の
区
劉
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す

で
に
見
た
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
考
察
（
1
1
節
）
を
信
用
す
る
と
し
て
も
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
「
普
遍
化
可
能
」
な
判
断
を
行
な
っ
て
い
る
と

ま
で
主
張
す
る
人
は
誰
も
い
ま
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
普
通
の
人
間
で
さ
え
、
ホ
ン
ネ
と
し
て
は
し
ば
し
ば
普
遍
化
驚
能
で
な
い
判
断
に
縛

ら
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
と
予
想
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
脈
で
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
、
動
物
あ
る
い
は
人
間
の
倫
理
の
必
要
条
件
と

し
て
あ
げ
た
諸
条
件
を
想
起
し
て
み
よ
う
。

共
感
と
関
連
し
た
特
徴

　
　
愛
着
、
援
助
、
感
情
の
伝
染

　
　
学
習
に
よ
っ
て
、
能
力
に
障
害
が
あ
る
者
あ
る
い
は
傷
つ
い
た
者
に
対
し
て
順
応
し
特
別
な
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と

　
　
心
の
中
で
他
者
と
立
場
を
入
れ
替
え
る
能
力
、
認
知
的
感
情
移
入

規
範
と
関
連
し
た
特
徴

　
　
指
令
的
な
社
会
的
規
則

　
　
規
則
の
内
面
化
と
罰
の
予
見



相
互
性

　
　
与
え
る
こ
と
、
取
り
引
き
ず
る
こ
と
、
復
讐
す
る
こ
と

　
　
相
互
的
な
規
則
を
破
っ
た
者
に
対
す
る
「
道
徳
的
」
な
攻
撃

協
調

　
　
仲
直
り
、
お
よ
び
衝
突
の
回
避

　
　
共
同
体
へ
の
配
慮
、
よ
い
関
係
の
維
持

　
　
利
害
の
対
立
を
交
渉
に
よ
っ
て
調
整
す
る

　
こ
れ
ら
の
条
件
の
う
ち
に
、
わ
た
し
が
「
普
遍
化
可
能
性
の
核
」
と
名
づ
け
た
条
件
は
（
「
相
互
的
な
規
則
」
と
い
う
表
現
で
）
含
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
協
調
の
項
目
に
含
め
ら
れ
た
「
共
同
体
へ
の
配
慮
」
は
、
個
体
が
帰
属
す
る
特
定
の
共
同
体
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
厳
密
な
普
遍
化
を
要
求
し
な
い
。
こ
の
限
定
を
取
り
除
き
、
別
の
共
同
体
の
な
か
で
の
個
体
と
全
体
の
関
係
、
あ
る
い
は
異
な
る

共
同
体
を
ま
た
が
る
個
体
間
の
関
係
に
ま
で
考
察
が
広
が
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
知
る
人
間
の
倫
理
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る

（
つ
ま
り
、
普
遍
化
可
能
性
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ア
の
よ
う
な
・
王
張
が
出
て
く
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
特
徴
は
、
山

岸
の
指
摘
し
た
「
信
頼
」
の
特
徴
と
重
な
り
、
狭
い
相
互
性
か
ら
開
か
れ
た
相
互
性
を
区
別
す
る
論
理
的
条
件
が
普
遍
化
可
能
性
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
条
件
を
満
た
せ
ば
い
つ
も
利
益
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
信
頼
が
常
に
有
利
な
結
果
を
生
む
わ
け
で

は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
な
普
遍
化
可
能
性
が
認
め
ら
れ
、
少
な
く
と
も
一
部
の
個
体
に
定
着
す
る
に
は
、
そ
れ
が
利
益

を
生
む
と
い
う
状
況
の
存
在
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
岸
の
命
題
6
に
対
応
す
る
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
う
い
っ
た

状
況
に
適
応
す
る
た
め
の
「
認
知
資
源
の
投
資
行
動
」
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
「
限
定
」
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
「
改
善
」
さ
れ
た
合
理
性
に
は
な
り
得
る
。
こ
う
い
う
形
で
普
遍
化
可
能
性
の
発
生
あ
る
い
は
定
着
条
件
を
指
摘
し
、
そ
れ

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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五
二

を
限
定
合
理
性
の
改
善
の
話
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
真
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
も
う
一
つ
の
難
点
、
「
厳
密
な
普
遍
化
可
能
性
を
満
た
し
て
、
な
お
か
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
の
よ
う
な
排
他

的
な
戦
略
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
わ
た
し
の
回
答
の
基
本
路
線
は
、
前
述
の
こ
と
か
ら
、
す
で

に
あ
る
程
度
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
あ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
選
択
さ
れ
た
排
他
的
な
戦
略
を
、
合
理
性
の
改
善
さ
れ
た

レ
ベ
ル
で
（
実
践
的
な
内
容
一
ど
う
行
為
す
べ
き
か
の
指
令
一
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
）
表
現
し
直
す
こ
と
は
い
つ
も
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
し
か
し
、
普
遍
化
可
能
性
を
受
け
入
れ
て
そ
の
よ
う
な
表
現
の
し
直
し
を
す
る
（
受
け
入
れ
な
い
の
な
ら
表
現
の
し
直
し
を
す
る
必
要

が
な
い
し
、
わ
た
し
は
言
葉
の
う
え
だ
け
の
「
普
遍
化
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
）
こ
と
は
、
個
体
に
縛
ら
れ
た
原
則
か
ら
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
に
は
開
か
れ
た
原
則
へ
の
移
行
で
あ
り
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
抜
き
で
排
他
性
を
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
普
遍
化
可
能
性
を
受
け
入

へ
　
　
　
へ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
一
つ
の
行
動
原
則
の
表
現
方
法
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ほ
か
の
原
則
や
価
値
判
断
の
基
準
に
つ
い

て
も
影
響
の
及
ぶ
決
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
な
ぜ
こ
の
条
件
を
受
け
入
れ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
答

え
は
、
「
改
善
さ
れ
た
合
理
性
の
も
と
で
は
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
普
遍
化
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
が
存
在
す
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
有
力

な
も
の
と
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
普
遍
化
の
利
益
」
と
は
、
由
岸
の
雷
う
「
社
会
環
境
」
の
な
か
で
生
じ
る
利
益
で
あ
り
、
他
の
人
々
が

と
る
行
動
戦
略
や
態
度
に
依
存
す
る
。
ま
た
、
「
普
遍
化
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
個
人
の
決
定
が
、
そ
の
利
益
を
見
越
し
た
計
算
ず
く
の

も
の
で
あ
る
必
要
も
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
普
遍
化
胃
能
性
は
い
わ
ば
形
式
的
な
条
件
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
選
択
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し

た
が
っ
て
、
普
遍
化
可
能
性
が
妥
当
な
（
受
け
入
れ
可
能
な
）
原
則
を
絞
り
込
む
条
件
と
し
て
は
あ
ま
り
に
弱
す
ぎ
る
と
い
う
指
摘
に
対
し

て
は
争
う
必
要
は
な
い
。
あ
る
原
則
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
の
選
択
は
、
そ
の
帰
結
の
望
ま
し
さ
に
依
存
し
、
「
望
ま
し
さ
」
と
は
「
善

悪
の
判
断
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
問
題
は
「
善
悪
」
の
普
遍
化
の
問
題
に
持
ち
越
さ
れ
る
。
し
か
も
、
す
で
に
小
論
の
1
7
節
か
ら
1
9
節

に
か
け
て
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
問
題
の
核
心
は
「
普
遍
化
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
善
悪
の
比
較
」
あ
る
い
は
「
善
悪
の
重
み
つ



け
」
の
方
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
議
論
を
こ
ち
ら
の
問
題
に
向
け
る
時
が
き
た
。

　
2
9
　
善
の
普
遍
化
と
重
み
づ
け

　
他
者
に
と
っ
て
の
善
悪
を
見
積
も
る
、
あ
る
い
は
適
切
に
倫
理
的
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
形
で
の
善
の
普
遍
化
可
能
性
（
む
し
ろ
、
シ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
の
意
味
で
の
「
博
愛
」
）
が
、
信
頼
の
場
合
と
同
様
に
関
係
の
拡
張
を
要
求
す
る
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
九
九
五
年
の
ス
ミ
ソ

ニ
ア
ン
原
爆
展
問
題
を
例
に
し
て
、
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ス
コ
ミ
で
も
報
道
さ
れ
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
書
や
論
集
ま

で
出
て
い
る
こ
の
問
題
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
五
〇
年
目
を
記
念
し
て
、
こ
の
終
結
を
も
た
ら
し
た
（
と
見
な
さ
れ
る
）
原
爆
投
下
の

意
義
を
、
戦
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
原
爆
開
発
、
そ
し
て
戦
後
の
冷
戦
と
核
軍
備
競
争
と
い
う
広
い
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
て
示
そ
う

と
い
う
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
展
示
計
画
が
、
ア
メ
リ
カ
世
論
の
袋
だ
た
き
に
あ
っ
て
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
（
〉
一
因
λ

堂
7
一
8
メ
雌
幽
・
号
聖
お
⑩
ρ
お
よ
び
置
＃
搭
8
び
参
照
）
。
こ
の
事
件
で
、
退
役
軍
人
や
空
軍
協
会
（
空
軍
支
援
の
ロ
ビ
ー
団
体
）
な
ど
、

展
示
反
対
派
と
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
航
空
宇
宙
博
物
館
の
企
画
ス
タ
ッ
フ
の
問
で
重
要
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
ω
被
爆
者
の
写
真
や
遺
物
な
ど

の
被
爆
資
料
の
展
示
と
、
②
原
爆
を
使
わ
ず
に
日
本
本
土
侵
攻
作
戦
が
と
ら
れ
た
場
合
の
死
傷
者
の
見
積
も
り
数
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
善

の
普
遍
化
と
関
係
が
深
い
が
、
と
く
に
②
は
具
体
的
数
値
が
で
て
く
る
の
で
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
。

　
退
役
軍
人
た
ち
の
神
経
を
逆
な
で
し
た
の
は
、
こ
の
（
架
空
の
）
死
傷
者
数
が
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
信
じ
込
ん
で
き
た
「
百
万

人
神
話
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
見
積
も
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
に
も
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
論
点
を
絞

る
）
。
「
百
万
人
神
話
」
と
は
、
「
原
爆
が
使
わ
れ
な
け
れ
ば
、
本
土
侵
攻
作
戦
が
行
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
側
だ
け
で
も
約
百
万
人
の
死
傷
者
が

で
た
は
ず
だ
」
と
い
う
信
念
、
な
い
し
は
（
「
死
傷
者
」
が
「
死
者
」
に
す
り
変
わ
っ
て
）
「
原
爆
は
百
万
人
の
命
を
救
っ
た
」
と
い
う
信
念

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
が
最
初
の
展
示
台
ホ
で
歴
史
的
資
料
に
基
づ
い
て
採
用
し
て
い
た
数
字
は
、
「
日
本
の
南
の
島
で

あ
る
九
州
へ
の
侵
攻
作
戦
が
行
な
わ
れ
た
場
合
の
推
定
死
傷
者
数
と
し
て
…
…
一
九
四
五
年
六
月
一
八
日
の
会
議
で
マ
ー
シ
ャ
ル
陸
軍
元
帥
、

道
徳
起
源
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か
ら
進
化
倫
理
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キ
ン
グ
海
軍
元
帥
、
大
統
領
付
き
幕
僚
長
を
務
め
る
レ
ー
ヒ
提
督
が
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
提
示
し
た
数
字
」
（
〉
一
嘗
べ
覚
7
6
㊤
8
留
O
）

で
あ
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
キ
ン
グ
の
推
定
は
「
作
戦
開
始
後
の
最
初
の
三
〇
日
で
三
万
入
か
ら
五
万
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
死
者
」
の

数
で
は
な
く
「
死
傷
者
」
の
数
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
レ
ー
ヒ
が
示
し
た
数
字
は
沖
縄
戦
か
ら
推
定
さ
れ
て
お
り
、
「
九

州
の
作
戦
全
体
で
最
高
二
十
六
万
八
千
人
の
死
傷
者
、
そ
の
う
ち
五
万
人
が
戦
死
」
と
解
釈
さ
れ
る
（
後
の
歴
史
家
の
分
析
に
よ
れ
ば
下
方

修
正
さ
れ
、
死
傷
者
六
万
三
千
人
と
な
る
は
ず
。
〉
一
塁
義
で
7
一
8
メ
醐
認
）
も
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
数
値
も
推
定
で
し
か
な
い
が
「
死
傷
者
百
万
」
と
「
死
傷
者
五
万
」
と
で
は
あ
ま
り
に
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
仮

に
こ
の
よ
う
な
数
字
で
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
善
悪
の
程
度
が
計
れ
る
と
す
る
な
ら
、
明
ら
か
に
前
の
方
が
よ
り
大
き
な
悪
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
う
い
つ
た
比
較
の
う
ち
に
、
「
善
の
普
遍
化
」
を
促
す
契
機
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
死
者
一
人
」
の
善
悪
の
程
度
を
測
る
単
位
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
単
位
が
（
例
え
ば
規
約
に
よ
っ
て
）
決
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
「
A
さ
ん
の
死
」
と
「
B
さ
ん
の
死
」
の
価
値
は
ど
う
比
較
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
二
人
の
死
を
合
わ
せ
た
全
体
の

価
値
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
将
兵
の
死
は
い
ず
れ
も
同
等
の
悪
で
、
全
体
の
悪
は
個
々
の
悪
の

算
術
和
で
測
ら
れ
る
と
し
よ
う
（
こ
れ
も
規
約
で
あ
っ
て
も
よ
い
）
。
こ
の
仮
定
は
、
（
規
約
だ
と
し
て
も
）
す
で
に
あ
る
種
の
「
普
遍
化
」

を
導
入
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
A
さ
ん
の
悪
」
と
「
B
さ
ん
の
悪
」
を
比
較
の
土
俵
に
の
せ
、
「
同
等
」
と
見
な
す
と
い
う
決
定
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
も
っ
と
む
ず
か
し
い
の
は
「
わ
た
し
の
死
」
と
「
B
さ
ん
の
死
」
の
比
較
と
計
量
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
つ
た
話
が
、

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
「
自
愛
扁
お
よ
び
「
博
愛
」
の
問
題
と
直
結
す
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
い
（
1
8
節
参
照
）
。

　
さ
ら
に
、
「
ア
メ
リ
カ
将
兵
の
死
」
と
「
日
本
人
の
死
」
と
を
比
較
す
る
段
に
な
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
「
普
遍
化
」
の
ま
た

溺
の
側
面
が
現
れ
る
。
二
発
の
原
爆
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
日
本
人
（
だ
け
で
は
な
く
外
国
人
も
含
ま
れ
る
が
）
は
、
一
九
四
五
年
末
ま
で

で
約
二
十
一
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
将
兵
（
例
え
ば
）
五
万
人
の
死
と
、
日
本
人
二
十
｝
万
人
の
死
は
、
ど
う
や
っ
て
善
悪
を

比
較
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
中
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
将
兵
の
死
は
「
善
」
、
環
本
郷
の
死
は
「
悪
」
だ
と
見
な
さ
れ



た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
逆
も
ま
た
し
か
り
で
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
日
本
兵
の
死
は
「
善
」
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
死
は
「
悪
」
と
見
な
さ

れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
敵
蔵
人
の
死
は
自
国
民
の
死
と
同
等
の
重
み
を
持
つ
「
悪
」
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
事
態
は
、
戦
時
中
の
（
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
）
排
他
的
態
度
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
長
い
時
間
が

た
ち
、
原
子
爆
弾
の
歴
史
的
位
置
づ
け
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
脈
で
は
、
退
役
軍
人
（
か
つ
て
の
将
兵
）
に
と
っ
て
さ
え
、
敵
国

人
の
死
は
プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ
ナ
ス
に
価
値
の
符
号
を
変
え
た
ら
し
い
。
彼
ら
は
、
原
爆
で
死
ん
だ
二
十
　
万
の
日
本
人
の
命
と
差
し
引
き
ず

る
数
字
と
し
て
、
百
万
で
は
な
く
五
万
人
の
ア
メ
リ
カ
将
兵
の
命
で
は
あ
ま
り
に
軽
す
ぎ
る
と
お
そ
ら
く
感
じ
た
の
で
、
侵
攻
作
戦
の
死
傷

老
前
の
見
積
も
り
に
難
癖
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
善
悪
」
の
あ
る
種
の
「
普
遍
化
」
が
少
な
く
と
も
建
て
前

と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
証
拠
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
普
遍
化
」
を
可
能
に
し
た
少
な
く
と
も
一
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、

日
米
両
国
の
排
他
的
関
係
が
現
在
は
お
お
む
ね
解
消
さ
れ
、
「
開
か
れ
た
」
関
係
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
簡
略
な
議
論
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
「
分
析
不
足
だ
」
と
い
う
非
難
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
い
わ
く
、
「
手
段
と

し
て
の
善
と
目
的
と
し
て
の
善
の
区
別
が
無
視
さ
れ
て
い
る
」
、
「
死
の
善
悪
で
は
な
く
、
死
に
対
す
る
選
好
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
善
悪
を

論
じ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
「
異
な
る
状
況
で
の
態
度
や
選
好
を
同
列
に
比
較
す
べ
き
で
は
な
い
」
な
ど
。
し
か
し
、
こ
う
い
つ
た
分
析
を
加
え

て
も
、
大
し
て
結
論
が
変
わ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
敵
国
兵
A
が
自
分
の
死
を
嫌
悪
す
る
度
合
い
」
と
い
う
選
好
の
強
さ

が
A
に
と
っ
て
の
悪
の
程
度
を
決
定
す
る
と
し
、
岡
様
に
「
自
国
丘
ハ
B
が
自
分
の
死
を
嫌
悪
す
る
度
合
い
」
が
B
に
と
っ
て
の
悪
の
程
度
を

決
定
す
る
と
し
よ
う
（
善
悪
の
個
人
的
尺
度
の
導
入
）
。
分
析
を
こ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
も
、
A
の
嫌
悪
（
選
好
）
と
B
の
嫌
悪
を
比

較
の
土
俵
に
の
せ
、
度
合
い
を
測
る
尺
度
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
二
つ
の
合
計
や
差
し
引
き
な
ど
に
よ
っ
て
全
体
の
価
値
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
（
善
悪
の
個
人
問
比
較
と
計
量
）
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
者
の
C
が
A
と
B
の
悪
を
見
積
も
っ
て
比
較
す
る

と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
問
題
が
現
れ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
こ
の
難
問
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

戦
時
中
の
状
況
で
人
々
が
こ
の
よ
う
な
比
較
や
合
計
を
試
み
る
場
合
と
、
平
和
で
両
国
に
交
流
が
あ
る
状
況
で
そ
う
す
る
場
舎
と
の
違
い
に

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）
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五
六

着
目
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
戦
時
中
に
は
、
敵
国
人
の
選
好
と
自
国
人
の
選
好
と
は
、
ま
ず
同
じ
重
み
で
は
扱
わ
れ
な
い
。
そ

し
て
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
日
本
人
に
と
っ
て
自
国
兵
の
死
が
悪
で
あ
る
の
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
も
自
寺

兵
の
死
は
悪
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
普
遍
化
は
、
戦
時
中
で
も
十
分
に
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人

に
と
っ
て
自
国
兵
の
死
は
悪
で
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
死
は
善
で
あ
る
か
、
は
る
か
に
小
さ
な
悪
で
あ
る
と
昏
昏
さ
れ
る
（
わ
れ
わ
れ
は
限
定
さ

れ
た
合
理
性
の
も
と
で
の
判
断
を
扱
っ
て
い
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
問
題
点
は
、
「
普
遍
化
」
と
は
明
ら
か
に
独
立
で
あ
る
か
ら
、
同

じ
雷
葉
で
表
現
す
る
よ
り
も
、
「
善
悪
の
重
み
づ
け
扁
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
れ
が
排
他
的
な
関

係
と
、
開
か
れ
た
関
係
と
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
化
し
う
る
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
「
進
化
倫
理
学
」
の
見
地
か
ら
は
容
易
に
予

測
で
き
る
事
実
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
程
度
に
ま
で
分
析
を
進
め
て
お
く
と
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
騒
動
の
｝
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
展
示
ス
タ
ッ
フ
と
、
退
役
軍
人
ら
の

反
対
派
と
の
問
で
、
こ
の
善
悪
の
重
み
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
対
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
争
点
は
重
み
づ
け
に
影

響
し
う
る
事
実
問
題
と
、
（
ホ
ン
ネ
と
し
て
の
）
重
み
づ
け
そ
の
も
の
と
の
双
方
に
ま
た
が
る
。
死
傷
者
数
の
見
積
も
り
は
事
実
問
題
で
あ

る
が
、
も
し
か
す
れ
ば
ホ
ン
ネ
の
重
み
づ
け
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
争
点
に
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
事
実
問
題
に
つ
い
て
合

意
が
得
ら
れ
、
重
み
づ
け
に
お
い
て
大
差
が
な
け
れ
ば
、
原
爆
投
下
に
よ
る
犠
牲
と
（
死
者
の
大
半
が
非
戦
闘
員
で
あ
っ
た
こ
と
の
是
非
は

い
ま
無
視
す
る
と
し
て
）
、
架
空
の
本
土
侵
攻
作
戦
の
犠
牲
者
と
を
比
較
し
た
善
悪
の
判
断
（
こ
れ
は
限
定
さ
れ
た
判
断
で
あ
り
、
何
十
年

に
も
わ
た
る
そ
の
後
の
帰
結
ま
で
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
注
意
）
は
、
臼
卜
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
同
じ
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
事
実
問
題
に
つ
い
て
舎
意
が
あ
っ
て
な
お
判
断
が
食
い
違
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
重
み
づ
け
の
違
い
に
帰
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

「
仮
に
本
土
侵
攻
作
戦
の
ア
メ
リ
カ
側
の
死
者
が
三
万
人
程
度
だ
っ
た
と
し
て
も
、
二
十
一
万
人
の
日
本
人
の
犠
牲
で
こ
の
三
万
人
を
救
っ

た
ト
ル
ー
マ
ン
の
決
定
は
正
し
か
っ
た
」
と
い
う
、
か
な
り
極
端
な
見
解
さ
え
あ
り
得
る
の
で
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
人
の
命
に
格
段
の
重
み

づ
け
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
ア
メ
リ
カ
側
偏
重
の
「
排
他
的
」
な
態
度
に
他
な
ら
な
い
（
こ
の
た
ぐ
い



の
実
例
に
つ
い
て
は
、
証
幽
・
怠
納
ド
8
P
臨
甲
。
。
の
斉
藤
道
雄
の
記
述
を
参
照
）
。
こ
れ
が
山
岸
の
い
う
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
」
に
伴

う
排
他
性
と
同
質
だ
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
側
の
排
他
性
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
い
ち
い
ち
断
ら
な
い
。

　
3
0
　
善
の
重
み
づ
け
と
社
会
的
知
性

　
以
上
で
前
節
②
の
争
点
と
善
の
「
普
遍
化
」
あ
る
い
は
重
み
づ
け
の
関
連
は
確
認
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
次
に
、
ω
の
被
爆
資
料
の
展
示

に
関
す
る
争
点
に
話
を
移
そ
う
。
こ
ち
ら
も
善
の
重
み
づ
け
と
関
係
が
あ
る
。
退
役
軍
人
や
と
く
に
空
軍
協
会
が
強
く
反
対
し
た
の
は
被
爆

資
料
の
展
示
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
被
爆
者
の
顔
が
写
っ
た
写
真
が
二
十
一
枚
あ
っ
た
。
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
騒
動
を
取
材
し
た
斉
藤

道
雄
が
書
い
て
い
る
と
お
り
「
五
十
年
前
、
惨
禍
の
中
に
あ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
を
見
て
い
る
と
、
時
を
越
え
、
国
境
を
越
え
て
迫
り
来
る

感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
」
（
雌
脚
・
丑
聖
お
¢
P
お
O
）
。
空
軍
協
会
は
、
こ
れ
を
来
場
者
の
「
感
情
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
見
な
し

削
除
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
情
に
訴
え
る
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
反
対
を
し
た
人
々
は
、
展
示
ス
タ
ッ
フ
と
同
様
、

そ
の
こ
と
の
倫
理
的
効
果
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
へ
の
感
情
移
入
や
共
感
が
働
く
と
、
被
害
者
に
と
っ

て
の
善
悪
が
見
る
人
の
う
ち
で
あ
る
程
度
「
再
現
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
来
場
老
で
、
日
本
人
の
死
や
苦
し
み
に
小
さ
な
重

み
し
か
与
え
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
再
現
」
に
よ
っ
て
そ
の
重
み
が
増
す
（
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
霊
長
類
学
者
の
観
点

か
ら
倫
理
に
つ
い
て
真
っ
先
に
指
摘
し
た
の
は
、
「
共
感
と
関
連
し
た
特
徴
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
）
。
そ
こ
で
、
「
排
他
的
」

観
点
や
態
度
の
も
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
彼
ら
の
価
値
判
断
も
揺
ら
ぐ
可
能
性
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
効
果
は
「
排
他
的
」
態
度
そ
の

も
の
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
か
く
し
て
、
価
値
判
断
や
行
動
原
則
の
普
遍
化
、
善
の
普
遍
化
、
重
み
づ
け
と
検
討
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
価
値
判
断
を
変
え
、
排
他

的
態
度
を
変
え
う
る
一
つ
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
「
感
情
に
訴
え
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
ら
れ

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
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五
八

て
、
そ
の
中
身
を
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
倫
理
判
断
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
個
々
人
に
と
っ
て
の
善
悪
と
、
そ
れ
ら
を
も
っ
と
広
い
場

で
突
き
合
わ
せ
る
と
き
の
重
み
づ
け
で
あ
る
。
個
々
人
の
善
悪
を
決
定
す
る
の
は
、
結
局
は
個
人
の
選
好
で
あ
る
。
ま
た
、
重
み
と
は
、
優

先
の
度
合
い
と
雷
い
換
え
て
よ
い
が
、
こ
れ
の
核
心
も
「
何
を
何
よ
り
好
む
か
」
と
い
う
選
好
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
結
局
、
一
次
レ
ベ
ル
の

選
好
群
の
間
で
優
先
度
合
い
を
決
め
る
高
次
の
選
好
）
。
た
だ
し
、
善
悪
の
重
み
づ
け
が
問
題
に
な
る
の
は
、
主
と
し
て
個
人
に
縛
ら
れ
な

い
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
が
働
く
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
感
情
に
訴
え
る
」
こ
と
が
倫
理
的
考
察
に
不
合

理
な
要
素
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
で
は
誤
り
で
あ
る
。
感
情
に
訴
え
て
変
わ
り
う
る
選
好
が
実

は
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
小
論
で
論
じ
て
き
た
合
理
的
選
択
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
時
中
に
一
般
の
人
々
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
事
情
や
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
改
善
さ

れ
た
情
報
の
も
と
で
事
態
を
考
察
し
よ
う
と
い
う
改
善
さ
れ
た
合
理
性
の
レ
ベ
ル
で
変
わ
り
う
る
選
好
が
、
改
善
さ
れ
た
合
理
的
判
断
を
支

え
る
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
事
実
認
識
に
お
い
て
一
致
し
、
善
悪
の
重
み
づ
け
に
お
い
て
歩
み
寄
り
が
為
さ
れ
た
な
ら
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
の

レ
ベ
ル
で
意
見
の
違
い
は
小
さ
く
な
る
。
そ
し
て
、
倫
理
的
問
題
の
解
決
を
図
る
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
方
法
し
か
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
山
岸
の
「
信
頼
」
研
究
に
触
発
さ
れ
て
展
開
し
て
き
た
、
わ
た
し
の
「
普
遍
化
可
能
性
」
と
「
善
の
重
み
づ
け
」
の
考
察
を
簡

単
に
振
り
返
り
、
わ
た
し
の
考
察
が
何
を
付
け
加
え
た
か
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
「
排
他
的
な
」
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
関
係
で
あ
ろ
う
が
「
開
か
れ
た
」
信
頼
関
係
で
あ
ろ
う
が
成
り
立
つ
「
普
遍
化
の
核
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
相
互
的
な
規
則
に
よ
っ
て
互
い
の
行
為
を
規
制
す
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
排
他
性
」
や
個
体
に
対
す
る
言
及
を
排
除
し

な
い
。

　
し
か
し
、
社
会
的
不
確
実
性
と
機
会
コ
ス
ト
が
大
き
い
状
況
の
も
と
で
は
、
こ
の
「
排
他
性
」
あ
る
い
は
「
狭
い
相
互
性
」
か
ら
抜
け
出



せ
る
条
件
が
存
在
し
、
「
開
か
れ
た
相
互
性
」
か
ら
よ
り
大
き
な
利
益
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

社
会
的
知
性
の
改
善
が
一
つ
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
厳
密
な
普
遍
化
可
能
性
は
こ
の
改
善
さ
れ
た
知
性
と
合
理
性
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
条

件
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
普
遍
化
可
能
性
の
発
生
条
件
を
い
う
た
め
に
、
関
係
の
拡
張
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
指
摘
し
た
山
岸
の
シ
ナ
リ
オ

を
応
用
し
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
と
い
う
、
サ
イ
モ
ン
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
着
想
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
。

　
し
か
し
、
単
な
る
普
遍
化
可
能
性
だ
け
で
は
、
人
々
の
選
択
や
価
値
判
断
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
排
他
性
を
脱
す
る
た

め
の
こ
の
形
式
的
条
件
以
上
に
、
選
択
を
実
質
的
に
左
右
す
る
「
善
悪
」
の
普
遍
化
あ
る
い
は
重
み
づ
け
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
善
悪
の

個
人
的
尺
度
を
導
入
し
、
善
悪
の
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
を
認
め
た
だ
け
で
は
、
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
善
悪
の
個
人
問
比
較

と
重
み
づ
け
が
何
ら
か
の
形
で
導
入
さ
れ
な
い
と
、
行
為
や
原
則
の
帰
結
を
見
た
う
え
で
の
価
値
判
断
は
決
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
た
し

が
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
重
み
づ
け
が
、
判
断
す
る
人
の
（
国
と
か
共
同
体
と
か
に
縛
ら
れ
た
）
排
他
的
態
度
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き
く
左

右
さ
れ
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
悪
の
重
み
づ
け
の
問
題
は
、
普
遍
化
以
上
に
、
山
岸
の
シ
ナ
リ
オ
に
適
合
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
と
い
う
文
脈
に
こ
の
問
題
が
適
合
す
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
進
め
て
き
た
考
察
で
ま
だ
不
明
確
な
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
合
理
性
の
改
善
と
社
会
的
知
性
の
改
善
と
の
つ
な
が

り
に
関
す
る
考
察
で
あ
ろ
う
。
山
岸
は
、
「
社
会
的
知
性
」
と
い
う
言
葉
を
導
入
す
る
に
妾
た
っ
て
、
「
自
分
自
身
や
他
人
に
つ
い
て
理
解
す

る
能
力
」
、
「
日
常
の
社
会
的
な
関
係
の
中
で
自
分
自
身
や
他
の
人
々
を
う
ま
く
扱
う
の
に
必
要
な
ス
キ
ル
と
し
て
の
知
能
」
、
あ
る
い
は

「
衝
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
、
他
人
の
心
を
理
解
す
る
能
力
、
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
能
力
」
な
ど
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
あ
る
程

度
訓
練
に
よ
っ
て
改
善
で
き
る
と
い
う
仮
定
を
お
い
て
「
知
能
」
で
は
な
く
「
知
性
」
と
呼
ん
だ
（
忌
融
H
8
。
。
弘
隷
－
α
し
δ
）
。
他
方
、
わ
た

し
は
、
サ
イ
モ
ン
の
限
定
さ
れ
た
合
理
性
か
ら
出
発
し
て
、
情
報
収
集
や
計
算
能
力
の
改
善
、
ま
た
選
択
や
澗
断
の
改
善
を
目
指
す
こ
と
は
、

最
適
化
の
主
張
と
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
最
適
化
の
枠
内
に
収
ま
る
こ
と
を
主
張
し
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
と
い
う
視
点
を
取
り

入
れ
た
。
こ
れ
ら
一
一
つ
の
試
み
に
関
連
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
だ
が
、
ど
う
い
う
関
連
で
あ
る
か
を
き
ち
ん
と
特
定
し
て
お
く
必
要

道
徳
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倫
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が
あ
る
。

　
山
岸
の
社
会
的
知
性
は
、
交
渉
相
手
の
意
図
や
感
情
を
い
ろ
い
ろ
な
手
が
か
り
か
ら
推
測
し
、
相
手
の
行
動
を
予
測
す
る
と
い
う
認
知
的

な
働
き
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
感
情
や
選
好
を
自
分
の
中
で
「
再
現
」
す
る
と
い
う
、
伝
統
的
な
哲
学
で
「
共
感
」
と
呼
ば
れ
た
能
力
も
含

む
は
ず
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
な
か
で
「
他
人
の
心
を
理
解
す
る
」
と
い
う
場
合
、
怒
っ
て
い
る
と
か
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

は
な
く
、
ど
の
程
度
怒
っ
て
い
る
か
、
悲
し
み
が
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
し
て
相
手
が
何
を
ど
の
程
度
望
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
含
ま

な
け
れ
ば
「
理
解
」
と
は
言
い
が
た
い
。
俗
に
言
う
門
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
」
と
は
、
客
観
的
な
事
実
を
知
る
だ
け
で
は
な
く
、

相
手
の
内
面
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
自
分
の
内
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
も
指
す
。
こ
れ
の
下
手
な
人
は
「
鈍
感
な
ひ
と
」
と
か
「
思

い
や
り
の
乏
し
い
人
」
と
呼
ば
れ
て
、
人
間
関
係
で
つ
ま
ず
く
こ
と
も
多
い
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
感
情
や
選
好
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

程
度
が
、
客
観
的
な
量
と
し
て
確
定
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
個
人
間
の
比
較
と
い
う
難
し
い
問
題
が
あ

る
。　

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
つ
た
能
力
を
「
認
知
資
源
の
投
資
行
動
」
に
よ
っ
て
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
は
ど
う
い
う
利
益
が
あ
る
の
か
。
一
言
で

言
え
ば
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
信
用
で
き
な
い
入
を
見
分
け
て
、
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と

い
う
利
益
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
山
岸
が
何
度
も
断
っ
て
い
る
と
お
り
、
経
済
学
の
雷
葉
を
使
っ
て
は
い
る
が
、
経
済
的
な
利
益
や
損
得

だ
け
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
関
係
が
広
が
る
、
あ
る
い
は
深
ま
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
精
神
的
満
足
も
利
益
に
含
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
「
信
頼
」
と
い
う
言
葉
に
は
そ
う
い
っ
た
含
意
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
知
性
の
改
善
は
、
わ
た
し
の
言
う
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
」
の
一
要
素
と
し
て
当
然
必
要
で
あ
る
。

再
び
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
例
に
戻
る
な
ら
、
被
爆
資
料
の
展
承
の
問
題
が
こ
の
点
に
か
か
わ
り
が
深
い
。
被
爆
体
験
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
っ
て
も
、
被
爆
者
の
遺
品
や
写
真
を
見
て
彼
ら
の
経
験
を
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
わ
た
し
の
個
人
的
な
経
験
か
ら
言
っ
て

も
、
小
学
生
の
と
き
に
見
た
（
当
時
は
画
家
の
名
前
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
丸
木
位
里
・
丸
木
俊
夫
妻
の
）
「
原
爆
の
図
」
の
強
烈
な
印
象



は
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
う
い
つ
た
経
験
な
し
で
原
爆
の
善
悪
は
語
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
退
役
軍
人
の

経
験
に
つ
い
て
も
し
か
り
。
こ
の
意
味
で
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
展
示
は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
対
し
て
、
戦
争
と
原
爆
に
つ
い
て
考
え
る
た

め
の
「
社
会
的
知
性
」
の
改
善
の
機
会
を
提
供
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
自
国
の
利
害
し
か
見
え
な
い
」
と
い
う
限
定
を
少
し
で

も
取
り
除
い
て
「
合
理
性
を
改
善
す
る
」
機
会
も
提
供
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
の
改
善
の
た
め
に
は
、
社
会
的
知
性
の
改
善
の
場
合
と
岡
様
、
し
か
る
べ
き
「
認
知
資
源
の
投
資
行
動
」
が

必
要
で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
、
改
善
の
た
め
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
わ
た
し
は
山
岸

が
触
れ
て
い
な
い
一
側
面
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
も
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
騒
動
か
ら
啓
発
的
な
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
点
な
の
で
あ
る
が
、

あ
る
種
の
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
合
理
性
を
改
善
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
原
爆
問
題
に
つ

い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
市
民
が
合
理
性
の
こ
う
い
つ
た
改
善
に
努
力
す
べ
き
だ
」
と
い
う
「
正
論
」
を
唱
え
る

こ
と
は
や
さ
し
い
が
、
現
実
性
に
乏
し
い
。
原
爆
問
題
に
つ
い
て
「
改
善
さ
れ
た
合
理
性
」
の
見
地
か
ら
考
察
す
る
た
め
に
は
、
公
文
書
館

へ
行
っ
て
解
禁
文
書
を
調
べ
る
、
被
爆
資
料
を
集
め
る
、
映
画
や
ビ
デ
オ
を
作
る
、
退
役
軍
入
た
ち
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
す
る
等
々
の
膨
大
な

作
業
が
必
要
で
あ
る
。
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
市
民
」
が
こ
ん
な
こ
と
を
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
つ
た
仕
事
に
情
熱
を
も
っ

て
当
た
り
、
ビ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
も
ら
え
る
よ
う
な
立
派
な
仕
事
を
す
る
作
家
が
い
た
り
、
何
人
か
の
ス
タ
ッ
フ
で
手
分
け
し
て
何
年

か
か
け
て
仕
事
を
で
き
る
博
物
館
や
学
者
の
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
人
間
社
会
の
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
合
理
性

の
改
善
の
た
め
の
、
ま
た
は
限
定
さ
れ
た
舎
理
性
の
「
限
定
」
を
部
分
的
に
せ
よ
取
り
除
い
て
い
く
た
め
の
努
力
は
、
こ
う
い
つ
た
社
会
的

な
分
業
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
か
ら
見
れ
ば
効
率
的
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
成
果
は
多
く
の
入
々
が
や
が
て
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
「
社
会
的
」
知
性
と
い
う
言
葉
が
持
ち
う
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
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3
1
　
善
の
比
較
と
重
み
づ
け
に
つ
い
て
の
規
約
主
義

　
さ
て
、
小
論
を
終
わ
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
議
論
を
避
け
続
け
て
き
た
一
つ
の
難
問
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
人
々
の
間
で
、
彼
ら
の
善
悪
を
ど
の
よ
う
に
比
較
し
、
ど
の
よ
う
に
重
み
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
こ
の
問
題
は

「
選
好
の
個
入
間
比
較
」
の
問
題
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
善
が
そ
の
人
の
も
つ
選
好
の
序
列
づ
け
に
従
っ
て
（
一
定
の
条
件
を
満

た
し
た
う
え
で
）
決
ま
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
研
究
者
の
間
で
合
意
が
あ
り
、
わ
た
し
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。
こ
の
個
人
の
善

が
量
的
に
計
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
が
、
あ
る
種
の
理
想
化
を
加
え
れ
ば
、
基
数
的
な
（
つ
ま
り
、
序
列
だ
け
で
な
く
量

も
決
ま
る
）
効
用
関
数
と
し
て
数
学
的
に
表
現
で
き
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
価
値
の
単
位
量
と
ゼ
ロ
点
と
は
任
意
で
あ

る
か
ら
、
異
な
る
人
々
の
効
用
関
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
単
位
盤
の
間
の
「
転
換
比
」
を
決
め
る
方
法
が
見
つ
か
れ
ば
、
同
一
ス
ケ
ー
ル

で
比
較
可
能
と
な
る
（
国
碧
紹
昌
＝
㊤
§
竃
）
。
こ
の
「
転
換
比
」
が
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
き
た
重
み
づ
け
に
相
当
す
る
。
要
す
る
に
、

個
人
の
効
用
関
数
が
決
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
「
規
約
的
」
で
任
意
に
選
べ
る
要
素
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
個
人
間
の
比
較
に
は
ま

た
別
の
要
素
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
別
の
要
素
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
基
づ
く
選
択
で
は
、
他
老
の
利
害
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
別
の
要
素
」
を
パ
ル
サ
ー
二
の
「
転
換

比
」
の
よ
う
な
形
で
は
考
慮
し
な
い
。
む
し
ろ
、
「
他
者
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
」
と
い
う
…
般
的
な
原
則
に
訴
え
て
、
間
接
的
に
他
者
の
善

を
扱
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
騒
動
の
よ
う
に
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
の
レ
ベ
ル
で
「
日
本
人
の
死
」
と
「
ア
メ
リ
カ
将

兵
の
死
」
の
値
打
ち
を
比
較
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
直
面
す
る
と
、
こ
の
燭
人
間
比
較
の
問
題
が
表
面
に
現
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
わ
た

し
が
提
唱
し
た
い
の
は
、
「
重
み
づ
け
」
な
い
し
は
「
転
換
比
」
は
、
差
し
当
た
っ
て
（
個
人
個
人
が
）
規
約
的
に
決
め
て
よ
い
と
い
う
規

約
主
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
規
約
は
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
に
照
ら
し
て
変
更
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
規
約
も
（
薪
た
な

情
報
と
そ
れ
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
選
好
に
基
づ
く
）
合
理
的
選
択
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
の
こ
の
提
唱
は
、
ハ
ル
サ
…
二
の
よ
う
な
、
拡
張
さ
れ
た
共
感
（
他
人
が
あ
る
状
況
に
置
か
れ
た
と
想
像
し
、
そ
の
人
の
態
度
や



感
受
性
を
も
っ
て
そ
の
事
態
を
考
え
、
こ
の
事
態
に
対
す
る
選
好
を
形
成
す
る
）
を
使
っ
た
客
観
主
義
と
は
大
き
く
異
な
る
。
彼
は
、
個
人

個
人
の
態
度
や
選
好
を
決
め
る
客
観
的
な
因
果
的
変
数
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
変
数
の
値
が
す
べ
て
崩
じ
で
あ
れ
ば
、
（
同
じ
因
果
法
則
に

従
っ
て
決
定
さ
れ
る
）
態
度
も
選
好
も
一
致
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
拡
張
さ
れ
た
共
感
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
拡
張
さ
れ
た
選
好
は
、
変
数
が

同
じ
値
で
あ
れ
ば
誰
に
と
っ
て
も
一
致
す
る
と
見
な
す
（
国
賃
ω
餌
昌
＝
㊤
§
q
c
。
ゐ
）
。
し
か
し
、
限
定
さ
れ
た
合
理
性
に
よ
っ
て
も
、
改
善
さ

れ
た
合
理
性
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
因
果
的
変
数
の
値
（
を
仮
に
認
め
る
と
し
て
も
）
を
す
べ
て
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
方
策
は
実
際
に
は
役
に
立
た
な
い
。

　
わ
た
し
の
規
約
主
義
は
、
ハ
ル
サ
ー
二
が
理
論
的
に
解
こ
う
と
し
た
問
題
を
、
局
所
的
に
か
つ
経
験
的
に
解
け
る
形
に
し
て
い
こ
う
と
い

う
提
案
で
あ
る
。
個
人
個
人
が
当
初
勝
手
な
規
約
に
よ
っ
て
定
め
た
重
み
づ
け
で
も
、
い
っ
た
ん
決
め
れ
ば
個
人
間
の
比
較
を
可
能
に
す
る
。

そ
し
て
、
改
善
さ
れ
た
合
理
性
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
断
を
互
い
に
突
き
合
わ
せ
る
段
に
な
っ
て
、
異
な
る
重
み
づ
け
を
調
整
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
爆
投
下
の
是
非
に
つ
い
て
の
判
断
が
好
例
で
あ
る
。
個
入
の
選
好
レ
ベ
ル
に
ま
で
お
り
な
く
と
も
、
日
本
人
】

人
の
死
と
ア
メ
リ
カ
人
一
人
の
死
を
比
較
す
る
レ
ベ
ル
で
重
み
づ
け
（
規
約
）
を
導
入
し
て
も
よ
い
。
改
善
さ
れ
た
合
理
性
の
も
と
で
、
こ

の
個
人
的
な
規
約
は
、
い
わ
ば
公
共
の
場
で
試
さ
れ
る
。
強
硬
な
退
役
軍
人
で
さ
え
、
ア
メ
リ
カ
側
一
辺
倒
の
重
み
づ
け
で
は
批
判
に
た
え

ら
れ
な
い
し
、
被
害
者
意
識
一
辺
倒
の
日
本
人
の
重
み
づ
け
も
、
例
え
ば
中
国
人
や
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
か
ら
の
批
判
に
た
え
ら
れ
な
い

（
も
っ
と
具
体
的
な
話
は
、
雌
圏
・
晋
壁
一
8
㊤
所
収
の
直
野
章
子
の
文
、
目
ρ
認
。
。
ゐ
一
な
ど
を
参
照
）
。
社
会
的
知
性
を
動
員
し
、
他
者
の

経
験
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
約
は
相
当
程
度
「
合
理
的
」
と
い
え
る
重
み
づ
け
に
歩
み
寄
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
そ
の
場
限
り
の
こ
と
で
は
な
い
。
次
の
「
改
善
」
に
ま
で
持
ち
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
協
調
」
の
と

こ
ろ
で
挙
げ
た
「
利
害
の
対
立
を
交
渉
に
よ
っ
て
調
整
す
る
」
と
い
う
条
件
に
相
当
す
る
。
個
入
間
比
較
の
難
問
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
し

か
扱
え
な
い
と
い
う
の
が
、
現
在
の
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）

六
三
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3
2
　
進
化
倫
理
学
と
還
元
主
義
の
プ
鷹
グ
ラ
ム

　
合
理
性
に
つ
い
て
も
、
還
元
主
義
の
規
範
倫
理
学
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
に
多
い
が
、
三
園
に
分
け
て
述
べ
て

き
た
わ
た
し
の
構
想
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
区
切
り
に
達
し
た
の
で
、
こ
の
論
文
は
こ
れ
で
打
ち
切
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
わ
た
し
の
規

範
倫
理
学
の
構
想
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
や
ヘ
ア
の
功
利
主
義
の
路
線
を
お
お
む
ね
継
承
す
る
が
、
進
化
的
視
点
と
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」

の
考
え
を
取
り
入
れ
て
、
局
所
的
な
最
適
化
と
合
理
性
の
改
善
を
つ
な
い
だ
「
最
大
化
原
理
」
へ
と
功
利
原
理
を
限
定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
う
い
う
形
に
改
訂
す
れ
ば
、
規
範
倫
理
学
に
お
け
る
還
元
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
見
通
し
で
あ
る
。

以
下
で
、
今
回
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
展
望
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
ω
倫
理
的
用
語
の
意
味
か
ら
実
質
的
な
内
容
を
も
つ
「
道
徳
性
」
を
導
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
内
容
が
進
化
と
社
会

的
・
文
化
的
過
程
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
生
成
し
う
る
か
を
示
す
。
「
道
徳
性
」
を
天
下
り
的
に
前
提
せ
ず
、
い
わ
ば
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過

程
を
通
じ
て
「
道
徳
性
」
を
ほ
か
の
条
件
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
が
進
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
鋤
進
化
に
よ
っ
て
人
類
に
備
わ
っ
た
資
質
と
し
て
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
示
し
た
条
件
以
上
の
も
の
は
前
提
し
な
い
。
と
く
に
個
人
的
あ

る
い
は
集
団
的
選
択
の
「
合
理
性
」
に
つ
い
て
は
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」
し
か
前
提
し
な
い
。
こ
れ
ら
を
基
盤
に
し
て
、
現
に
わ
れ
わ
れ

が
知
る
「
道
徳
性
」
の
規
範
的
諸
条
件
に
至
る
リ
ン
ク
は
、
合
理
的
選
択
と
合
理
性
の
改
善
と
い
う
二
つ
の
過
程
に
よ
っ
て
つ
け
る
。
最
大

化
原
理
は
、
局
所
的
な
改
善
の
レ
ベ
ル
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
人
間
の
能
力
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
還
元

の
基
礎
を
水
増
し
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
⑧
小
論
で
あ
る
程
度
立
ち
入
っ
て
還
元
の
道
筋
を
示
し
た
の
は
、
倫
理
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
条
件
と
、
異
な
る
人
々
の
善
の
重

み
づ
け
の
過
程
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
々
が
普
遍
化
可
能
性
を
受
け
入
れ
る
と
か
、
す
べ
て
の
人
々
が
「
公
平
」
な
重
み
づ
け

を
行
な
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
不
必
要
で
あ
る
）
。
わ
た
し
が
示
し
た
の
は
、

②
の
基
盤
か
ら
始
ま
っ
た
過
程
の
結
果
、
合
理
的
選
択
の
結
果
と
し
て
普
遍
化
可
能
性
が
少
な
く
と
も
人
々
の
一
部
に
定
着
し
う
る
こ
と
、



ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
「
道
徳
性
」
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
、
善
の
重
み
づ
け
の
変
化
が
同
じ
く
合
理
的
な
選
択
の
結
果
と
し
て

も
た
ら
さ
れ
う
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
が
人
々
に
対
し
て
規
範
的
な
拘
束
を
も
た
ら
す
理
由
は
、
還
元
主
義
の
路

線
に
従
っ
て
明
ら
か
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。
合
理
的
選
択
の
基
盤
と
な
っ
た
選
好
が
人
々
の
行
為
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

合
理
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
「
為
す
べ
き
こ
と
」
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
こ
う
い
つ
た
規
範
に
従
わ
な
い
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
は
還

元
の
失
敗
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
い
っ
た
人
々
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
べ
し
」
が
意
昧
を
持
ち
、
道
徳
の
存
在
理
由
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
ω
人
間
の
社
会
の
中
で
、
普
遍
化
可
能
性
を
認
め
る
人
々
と
そ
う
で
な
い
人
々
と
は
共
存
し
う
る
。
同
じ
く
、
善
の
重
み
づ
け
に
つ
い
て

も
異
な
る
や
り
方
を
と
る
人
々
が
共
存
し
う
る
。
「
重
み
づ
け
の
こ
う
あ
る
べ
き
仕
方
」
と
は
、
そ
の
時
々
の
改
善
さ
れ
た
合
理
性
に
従
っ

て
選
択
さ
れ
る
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
わ
た
し
の
見
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
変
化
し
う
る
の
で
、
（
お
そ
ら
く
シ
ジ
ウ
ィ
ッ

ク
が
博
愛
の
原
理
で
意
図
し
た
よ
う
な
）
一
義
性
を
も
つ
保
証
は
な
い
。
改
善
さ
れ
て
い
く
合
理
性
に
よ
る
局
所
的
な
最
大
化
原
理
は
こ
の

よ
う
な
変
化
の
余
地
を
残
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
進
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
避
け
が
た
い
帰
結
の
一
つ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
そ
れ
以

上
の
こ
と
は
望
め
な
い
。

　
⑤
異
な
る
人
々
の
善
悪
の
比
較
の
問
題
は
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
本
来
重
み
づ
け
と
切
り
離
し
て
は
論
じ
ら
れ
な

い
。
選
好
を
考
え
る
に
せ
よ
快
楽
を
考
え
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
絶
対
的
な
尺
度
が
あ
る
と
す
る
見
方
は
支
持
で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
ら

か
の
形
で
比
較
が
で
き
な
け
れ
ば
多
く
の
倫
理
問
題
は
解
決
不
可
能
と
な
る
の
で
、
比
較
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
約
を
導
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
規
約
の
導
入
は
合
理
的
選
択
の
対
象
と
な
る
の
で
、
合
理
性
の
改
善
の
過
程

で
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
受
容
可
能
な
方
向
に
変
え
て
い
く
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

注

（
1
）
　
こ
の
問
題
は
奥
野
6
㊤
。
。
節
（
一
一
．
N
）
、
一
8
。
。
σ
（
旨
∴
Φ
）
、
一
り
㊤
O
（
一
P
b
。
）
で
あ
る
程
度
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
た
し
が
ハ
ル
サ
ー
二
の
基
本
文
献

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
（
三
）

六
五
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を
提
供
し
て
こ
の
問
題
の
所
在
を
彼
女
に
教
え
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
事
情
を
知
ら
な
い
読
者
が
奥
野
の
論
文
を
読
み
、
以
下
の
記
述
を
読
ん
で
わ
た

　
し
に
門
借
用
」
な
い
し
「
劉
窃
」
の
嫌
疑
を
か
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
く
。
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what　Socrates　says　about　the　right　way　of　education　in　the　RePublic　VII，　i．e．

περ‘αγωγ方吻《ψVX矛g（518D）．

　　On　the　basis　of　these　interpretations，　1　have　emphasized　subsequently　in　this

paper　that　the　allegory　of　the　‘Cave’，　there　stated，　is　very　closely　connected　with

the　process　of　anamnesis　in　the　Meno；　that，　in　order　to　make　clear　the　signifi－

cance　of　the　critique　of　writings　in　the　Phaedrus，　we　must　interpret　it　from

Plato’s　point　of　view　on　knowledge，　which　shou1d　be　anamnesis　from　within，

performed　through　our　own　efforts；　and　lastly　that　Plato　expresses　only　a　very

simple　fact，　when　he，　in　the　Seventh　Letter，　compares　the　instruction　of　philo－

sophical　knowledge　to　‘a　blaze　kindled　by　a　leaping　spark’　（341D）　，　because　this

situation　of　knowledge　has　been，　as　1　have　emphasized，　already　disclosed

clearly　at　the　very　first　step　to　geometry　in　the　case　ofルfeno’s　slave－boy・

From　the　Origin　of　Morality　to　the　Evolutionary　Ethics，　part　II　：

　　　　　　　　Redgctionism　in　the　Normative　Ethics，　contiRued

のSoshichi　UCH王王

Professor　of　Philosophy　and　History　of　Science

Graduate　Scheol　of　Letters

Kyoto　University

　　This　issue　wi｝｝　conclude　part　II　and　the　who｝e　paper．

　　My　reductionistic　program　in　the　normative　ethics　aims　at　constructing　“the

morality　as　it　ought　to　be”　on　the　basis　of　rational　choices．　lts　basic　idea　can

be　stated　as　follows：　The　morality　as　we　actually　have　is　not　necessarily

systematic；　it　is　a　bunch　of　norms，　duties，　and　values　which　may　sornetimes

collide　with　each　other；　and　personal　preferences　are　often　biased　and　therefore

may　lead　to　differences　of　moral　preferences　and　moral　judgments．　However，

if　we　consider　on　the　basis　of　rational　preferences，　not　on　actua1　preferences，

such　biases　and　differences　may　be　removed　to　a　considerable　degree，　and

systematization　of　norms　and　va！ues　may　become　possible．　The　rnorality　as　it
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ought　to　be　is　the　one　which　can　be　justified，　in　the　sense　that　it　can　be　accepted，

on　such　a　rational　basis．　Thus　if　we　can　use　the　notion　of　rationality　that　does

not　presuppose　morality，　reductionism　can　be　maintained．

　　However，　rationality　has　many　interpretations，　the　most　serious　difference

being　between　（1）　rationality　with　full　information　and　（2）　rationality　with

limited　information　and　capacity．　lt　is　well　known　that　Herbert　Simon　drew

our　attention　to　this　distinction，　and　he　emphasized　the　importance　of　（2），

which　he　named　“bounded　rationality”，　and　in　which　“satisficing”　principle

replaces　“maximizing”　principle　in　（1）．　Thus　the　first　task　for　us　is　to　examine

this　distinction　and　see　whether　there　is　a　possibility　for　conciliating　the　two．

On　my　diagnosis，　although　models　of　bounded　rationality　are　far　more　success－

ful　as　a　means　for　descn’bing　our　actual　decisions，　the　significance　of　the

maximization　principle　reappears　if　we　try　to　imProve　bounded　rationality　or

its　decisions，　and　to　look　for　a　systematdeation　of　such　decisions　which　may　often

be　incohereRt，　fragmentary，　or　ad　hoc．　Simon　himself　admits　that　“satisficiRg”

process　can　be　transformed　into　“maximization”　process　if　we　allow　extended

framework　and　extra　cost　for　calculation．　Thus　my　proposal　is　that　we　allow

improvement　of　rationality，　although　we　always　stick　to　the　condition　of

“boundedness”　of　our　rationa｝ity；　maximization　principle　then　works　at　the

level　of　improvement，　prescribing　to　choose　a　better　alternative　between　any

two　available　at　that　level．　However，　such　improvement　is　always　local，　as　is

the　case　with　evolution　by　natural　selection；．　but　that　is　all　we　can　do　as　a　finite

being．

　　1　will　illustrate　the　significance　of　my　proposal　in　terms　of　my　criticism　of

Dennett’s　“moraUirst　aid”．　which　is　his　version　of　the　defence　of　bounded
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

rationality　in　morals．　Since　we　stick　to　the　condition　of　boundedness，　his

criticism　against　high－minded　ethics　is　well　taken．　But　as　long　as　we　are

committed　to　imProvement　in　moral　matters，　as　Dennett　himself　seems　to　be

committed　to，　the　significance　of　maximization　is　revived．　We　should　aim　at

maximization　via　local　improvement，　although　there　is　no　guarantee　of　realiz一
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ing　global　maximization．

　　Now，　ln　order　to　reconstruct　normative　ethics　on　this　basis　of　beunded－but－

improvable　rationality，　we　turn　our　attention　to　“the　universalizability　of　moral

judgment”　and　“the　fair　treatment　of　everyone’s　good”　（these　are　two　of　the

most　crucial　conditions　for　traditional　morality）．　How　can　our　reductionist

program　derive亡hese　normati▽e　conditions　or　their　near－equivalentsP

　　As　1　see　it，　the　universalizability　can　be　accepted　as　our　rationality　is　im－

proved　in　social　life．　Morality　is　a　form　of　“reciprocal　altruism”　as　discussed　in

recent　evolutionary　biology．　But　this　reciprocity　does　not　demand　strict

universality，　only　reciprocity　within　the　group　to　which　one　belongs．　However，

this　in－group　reciprocity　has　a　room　for　improvement，　as　long　as　there　may　be

a　possibility　for　gaining　more　by　extending　social　intercourse　beyond　the　group：

it　has　its　own　“opportunity　cost”．　Thus　by　extending　our　social　relationships

beyond　the　group，　we　can　obtain　a　greater　benefit；　but　for　that，　we　have　to・

extend　the　scope　of　moral　consideration　and　thls　elicits　“more”　universa］一

izability，　and　this　in　turn　demands　an　improvement　of　our　rationality　（extend－

ing　our　knowledge，　consideration，　aRd　calculation　a　bit　further）．

　　This　speculation　can　be　supported　by　recent　empirical　iRvestigations　by　T．

Yamagishi．　He　focused　on　the　notion　of　“trust”，　as　contrasted　with　“committ－

ment”，　and　its　role　in　our　social　life　under　uncertainty．　He　argues　that　while

“committment”一relatioR　is　a　means　for　responding　to　social　uncertainty　by

in－group　favoritism，　“trust”一relation　is　another　means　in　terms　of　extending　our

relationships　to　new　partners．　And　he　argues　that　“trust”　can　be　develeped

where　both　social　uncertainty　and　opportunity　cost　are　high，　because　there　are

possibilities　for　obtaining　a　greater　benefit　by　trusting　others　under　such

conditions．　Ke　also　argues　that　one　needs　higher　“secial　intelligence”　in　order

to　utilize　this　“trust”一relation．　Thus，　a！though　his　subject　is　mere　concrete　and

specific　than　our　problem　of　universalizability，　we　can　apply　his　scenario　to　our

case，　and　1　point　out　that　the　development　of　“social　intelligence”　is　an　impor－

tant　factor　for　improving　our　bounded　rationality．

　　We　can　also　apply　the　same　idea　to　“the　fair　treatment　of　everyone’s　geod”，
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which　is　a　more　important　and　substantive　condition　for　morality．　The　point

can　be　illustrated　in　terms　of　the　incident　of　“Enola　Gay”　exhibit　at　the

Smithsonian　Air　and　Space　Museum　in　1995．　ln　order　to　give　a　fair　considera－

tion　for　everyone’s　good　（that　is，　“everyone”　invo｝ved　in　a　given　case），　we　have

to　give　an　appropriate　weight　to　everyone’s　good，　in　addition　to　uRiversalizing

our　consideration；　and　how　should　we　do　this？　ln　order　to　assess　the　signifi－

cance　of　the　two　atomic　bombs　exploded　on　Hiroshima　and　Nagasaki，　we　have

to　give　an　appropriate　weight　to　a　Japanese　life　and　an　American　soldier’s　life，

among　many　other　factors　（such　as　the　escalation　of　“strategic　bombing”　or　the

post－war　armament　race　between　US　and　USSR）　involved　in　the　case；　but　how

should　we　do　this？　You　can　stick　to　your　prejudice　（e．g．　the　myth　of　“a　million

lives　saved　by　the　bombs”）　，　or　you　may　give　a　very　small　weight　to　210，0eO　lives

1ost　in　Hiroshima　and　Nagasaki　（by　the　end　of　1945）．　But　a　far　better

alternative　is　to　examine　the　relevant　facts　involved　（as　the　Smithsonian　staff

tried　to　do），　to　represent　the　victims’s　sufferings　as　well　as　American　soldiers’s

agony　（thus　appealing　to　our　imagination　and　sympathy），　and　so　on　so　forth，

and　then，　in　light　of　all　this，　to　decide　your　opinion．　Such　a　decision　is　made　in

the　light　of　improved　rationality．　And　don’t　say　it　is　impossible　for　bounded

rationality；　the　Smithsonian　staff　provided　many　good　materials　by　their　long

labor，　and　that’s　a　way　to　improve　bounded　rationality．　And　we　can　expect　a

greater　benefit　by　going　out　of　in－favoritism　and　exclusive　consideration．

　　Of　course　there　is　a　hard　question　of　“interpersonal　comparison”　of　good　or

preference．　For　this，　1　propose　a　conventionalism　coupled　with　revision　in　light

of　improved　rationality：　initial　weights　given　to　different　people’s　good　may　be

conventionally　chosen　by　each　individual，　but　they　can　be　revised　in　light　of

improved　rationality．　The　interpersonal　coTnparison　can　be　made　possible　by

a　conveRtion，　and　if　it　is　unacceptable　to　many　people，　it　can　be　changed　and

hopefully　improved，　by　means　of　mutual　criticism　and　in　light　of　improved

rationality；　thus　my　approach　is　evo｝utionary　to　this　extent．　A　summary　and　a

prospect　of　reductionism　conc｝ude　the　paper．
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