
®システム侵入の倫理的問題

本
論
で
は
、

シ
ス
テ
ム

侵
入
（
ク
ラ
ッ

キ
ソ
グ
）

に
か
か
わ
る
倫
理
的
問
題
を
取
り
扱
う。

こ
れ
に
関
し
て
は
、

「
ク
ラ
ッ
キ
ソ
グ
は
常
に
非
倫
理
的
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
と
、
「
ジ
ス
テ
ム
に
重
大
な
害
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り、

ク
ラ

ッ
キ
ソ
グ
は
倫
理
的
に
不
正
で
は
な
く、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
時
に
は
倫
理
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
ぺ

き
場
合
も
あ
る
」

と
い
う
主
張
と
が
存
在
す
る。

こ
こ
で
は

特
に
、
「
明
白
な
実
害
が
な
く
て
も
シ
ス
テ
ム

佼
入
は
常
に
非
倫
理
的
で
あ

る
」

と
す
る
E
・

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
有
名
な
論
文"

Ar
e
C
o
m
p
ut
er
 H
ac
k
er
 B
r
e
a
k
-I
ns
 Et
hi
c
a―
●
こ

を
検
討
し

つ
つ
、

新
し
い
倫
理
的
問
題
に
対
す
る
倫
理
学
的
考
染
の
方
法
を
見
る
こ
と
に
す
る。

特
に
そ
の
際
の
わ
た
し
の
間
題
意
識
は
、
(
l
)

い
か
な
る
倫
理
的
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か、
(
2
)

そ
の
解
決
に

至
る
推
論
や
論
証
が
論
理
的
に
正
し
い
仕
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
(
3
)

そ
こ
で
の
解
決
は
ど
の
よ
う

な
倫
理
的
理
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
（
特
に
義
務
論
的
な
枠
組
み
に
よ
る
正
当
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か、

c-0ご
ロシ
ス
テ
ム
侵
入
の
倫
理
的
間
題

公
じ耳
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さ
て
、

ま
ず
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
ハ
ッ
ク
」

や
「
ク
ラ
ッ
ク
」

が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る。

わ
た
し
が
倫
理
的
議
論
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
特
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、

Jli
な
る
事
実
の
記
述
と
価
値
評

価
の
分
別
で
あ
る。

わ
れ
わ
れ
が
倫
理
的
議
論
に
お
い
て
川
い
る
言
語
に
は
、

lji
な
る
記
述
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と、

記
述
に
加
え
て
な
ん
ら
か
の
評
価
を
含
む
も
の
が
あ
る。

こ
の
両
者
を
混
同
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、

誰
論
を
混
乱
さ
せ

る
原
因
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

一

般
に、
「
ハ
ッ
カ
ー
」

は
シ
ス
テ
ム
の
習
熟
に
荘
び
を
感
じ
る
人
々
を
指
し
、

悪
慈
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
に
佼
入

(

2
)
 

す
る
「
ク
ラ
ッ
カ
ー
」

と
は
峻
別
さ
れ
る。

「
ハ

ッ

ク
」

と
「
ク
ラ
ッ

ク
」

あ
る
い
は
、

帰
結
主
義
的
な
正
当
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
）

と
い
う
三
点
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん
わ
た
し
自
身
は
、

必
ず

し
も
当
の
分
野
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
常
に
問
題
へ
の
解
決
や
結
論
を

直
接
に
下
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
わ
た
し
の
閲
心
は
、

そ
の
論
点
の
整
理
に
あ
る。

そ
こ
で
行
な

わ
れ
て
い
る
議
論
で
は
、

事
実
と
価
値
と
の
混
同
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か、

不
適
切
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
蔽
諭

が
進
め
ら
れ
て
い
な
い
か、

論
者
の
単
な
る
氾
徳
的
直
観
に
よ
っ
て
問
題
が
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
か、

誤
っ
た
倫
理
学

説
理
解
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か、

論
争
相
手
の
主
張
を
誤
解
し
て
い
る
箇
所
は
な
い
か
等
々
と
い
っ
た
点
を
注
謡
深
く

検
討
し
た
い
。
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わ
た
し
も
一

応
の
と
こ
ろ、

こ
の
峻
別
は
妥
当
な
も
の
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
が、
「
ハ
ッ
カ
ー
」

が
価
値
評
価
語

で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
し
ま
う
と、

問
題
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る。

実
際
の
と
こ
ろ、
「
ハ
ッ
カ
ー
」

は
「
勇

者」

や
「
や
さ
し
い
」

と
い
っ
た
言
葉
が
単
に
あ
る
性
質
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に、

優
れ
た
特

団
に
対
す
る
肯
定
的
な
価
値
評
価
を
含
む
も
の
で
あ
り、

そ
の
意
味
で
確
定
し
た
「
定
義」

を
拒
む
側
面
が
存
在
す

る。

私
見
に
よ
れ
ば、
「
ハ
ッ
ク
」

や
そ
の
技
術
を
伴
う
人
を
指
す
「
ハ
ッ
カ
ー
」

は、

そ
れ
ぞ
れ
「｛
砂
度
な
（
炭
敬

す
べ

き）

技
術
」

や
そ
の
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
々
を
指
し
て
お
り、

だ
か
ら
こ
そ
軍
話
機
を
改
造
し
て
長
距
離

虚
話
を
ク
ダ
で
か
け
る
邸
度
な
技
術
を
手
に
入
れ
て
い
る
人
を、

そ
れ
に
価
値
を
見
い
だ
す
人
は
ハ
ッ
カ
ー
と
呼
び、

そ
れ
に
価
値
を
見
出
さ
な
い
人
は
彼
（
彼
女）

は
ハ
ッ
カ
ー
で
は
な
い
と
言
い
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ。

こ
の
よ
う

な
川
法
を
ili
に
「
定
義」

や
記
述
の
間
違
い
と
し
て
退
け
て
し
ま
う
こ
と
が、

こ
れ
ら
の
語
の
m
法
に
関
す
る
混
乱
を

呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

蛇
足
だ
が、

同
じ
よ
う
な
混
乱
が、

ハ
ッ
カ
ー
倫
理
の
文
脈
で
聞
か
れ
る
「
フ
リ
ー
」

と
い
う
多
義
的
な
語
に
も
あ

る。

お
そ
ら
く、

言
業
の
正
し
い
意
味
で
第
一

級
の
「
ハ
ッ
カ
ー
」

で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
ト
ー
ル
マ
ソ
に
よ
れ

ば、

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
フ
リ
ー
」

で
あ
る
ぺ

き
な
の
だ
が、

そ
こ
で
い
う
「
フ
リ
ー
」

と
は、

無
料
で
あ
り、

制
限
な

く
改
変
で
き、

ま
た
制
限
な
く
配
布
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
無

料
で
自
由
な
配
布
は
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
や
寵
子
通
信
の
文
化
の
中
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た。

た
だ
し、

こ
の
「
フ
リ
ー
」

と
い
う
語
は
非
常
に
強
い
価
値
評
価
語
で
あ
り、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
語
で
示
さ
れ
た
も
の
に
好
惑
を

(

3
)
 

抱
い
て
し
ま
う
碩
向
が
あ
る。

こ
の
こ
と
が
直
ち
に
混
乱
を
引
き
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
が、

少
な
く
と
も、

わ
れ
わ
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も
う一
っ、
実
買
的
な
規
範
に
関
す
る
厳
論
を
行
な
う
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
わ
れ
わ
れ
は
ど

の
レ
ペ
ル
で
の
倫
理
的
思
考
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
に
注
邸
し
て
お
く
ぺ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
現
代
イ
ギ
リ
ス

(

1
)

 

の
有
力
な
倫
理
学
者
R
.
M
・
ヘ
ア
に
よ
れ
ば、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
思
考
に
は
二
つ
の
レ
ペ
ル
が
存
在
す
る。
ひ
と

つ
は
直
観
的
レ
ベ
ル
の
思
考
と
呼
ば
れ、
そ
こ
で
は
あ
ら
か
じ
め
受
け
入
れ
ら
れ
た一
群
の
倫
理
的
原
則
を、
個
々
の

事
例
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
が
行
な
わ
れ
る。
単
純
な
例
を
挙
げ
よ
う。
今
こ
こ
に
他
人
の
傘
が
あ
り、

雨
が
降
っ
て
き
た
と
し
よ
う。
傘
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
わ
た
し
は、
そ
の
傘
を
使
っ
て
自
分
の
家
ま
で
仰
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
か
？

こ
の
場
合、
わ
た
し
は
「
他
人
の
も
の
を
勝
手
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い」
と
い
う一
般
的
な
倫
理
的

原
則
が
こ
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
発
見
し、
傘
を
使
う
こ
と
を
控
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
日
常
的
な
事
例

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
レ
ペ
ル
の
道
徳
的
思
考
を
行
な
っ
て
い
る。

し
か
し、
こ
の
よ
う
な
直
観
的
レ
ペ
ル
の
思
考
に
よ
っ
て
は
倫
理
的
問
題
が
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
も
存
在
す

る。
ひ
と
つ
は
特
別
な
場
合
に
お
い
て、
わ
れ
わ
れ
の
受
け
入
れ
て
い
る
複
数
の
倫
理
的
原
則
や
倫
理
的
直
観
が
葛
藤

し
て
し
ま
う
楊
合
で
あ
る。
例
え
ば、
「
咄
を
つ
く
ぺ
き
で
は
な
い」
と
い
う
倫
理
的
bit
則
と、
「
他
人
の

成邸旧
を
低
つ

け
る
ぺ
き
で
は
な
い」
と
い
う
倫
理
的
原
則
が
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
楊
合
が
あ
り
う
る。
ガ
ソ
告
知
の
例
を
考
え
て
み

二
つ
の
倫
理
的
Ill心
考

れ
は
こ
の
よ
う
な
価
値
評
価
語
が
混
乱
の
ク
ネ
に
な
り
う
る
こ
と
に
注
邸
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。
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れ
ば
よ
い
だ
ろ
う。

こ
の
楊
合
は
、

ど
ち
ら
の
原
則
に
従
う
べ

き
か
を
決
め
る
に
は
、

一

段
上
の
批
判
的
レ
ベ
ル
か
ら

状
況
を
見
直
し、

こ
の
特
定
の
状
況
で
は
ど
ち
ら
の
原
則
が
優
先
す
べ

き
で
あ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る。

こ
れ
ま
で
従
っ
て
い
た
直
糾
が
疑
わ
れ
た
楊
合
に
そ
の
IE
当
化
を
行
な
う
の
も、

附
観
に
訴
え
な
い
批
判
的

レ
ペ
ル
の
思
考
で
あ
る。

批
判
的
レ
ベ
ル
の
倫
理
的
思
考
が
必
嬰
と
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ

誼
要
な
場
合
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
追
徳
的
直
糾

は
、

従
来
の
11
常
生
活
で
川
い
る
た
め
に
教
脊
や
経
験
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

こ

れ
ま
で
と
は
違
っ

た
新
し
い
状
況
に
、

そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る。

先
端
的
な
医
僚
の
現
場

で
の
倫
理
的
な
問
題
に
つ
い
て、

従
来
の
倫
理
的
感
梢
や
誼
徳
的
直
親
が
も
は
や
信
頼
す
る
に
値
し
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、

七
0
年
代
以
降
の
生
命
倫
理
学
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る。

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、

コ
ソ
ビ
ュ

ー
タ
と
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
新
た
な
複
雑
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
情
報
倫
理
学
の
分
野
で
も
言
え
る
だ
ろ
う。

こ

の
よ
う
な
新
し
い
問
題
を、

従
来
の
Fl
常
的
な
道
徳
的
直
観
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
は
、

問
題
を
髭
乱

さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る。

そ
こ
で
新
た
な
倫
理
的
問
題
が
生
じ
た
と
き、

従
来
の
道
徳
的
原
則
が
も
は
や
侶
頼

す
る
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
る
楊
合
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
直
観
的
レ
ペ
ル
で
は
な
く、

批
判
的
な
レ
ベ
ル
で
新
た
な
倫

理
的
原
則
を
作
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん、

い
っ

た
ん
妥
当
な
倫
理
的
原
則
を
作
り
出
す
こ
と
が

で
き
れ
ば
、

次
に
は
そ
れ
を
直
観
的
レ
ベ
ル
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
制
度
化
・

内
面
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
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ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
多
く
の
点
で
示
唆
的
な
論
文
の
謡
論
を
紹
介
し
な
が
ら、

ッ
キ
ソ
グ
と
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
す
る。

ま
ず
ス
バ
フ
ォ
ー
ド
の
倫
理
学
的
立
場
を
確
認
し
て
お
こ
う。

彼
の
倫
理
学
上
の
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る。
「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
行
為
の
倫
理
的
な
性
烈
を、

義
務
論
的
な
評
価
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る。

結
果
は
別
と
し
て、

そ
の
行
為
そ
の
も
の
は
倫
理
的
な
の
か
？

皆
が
そ
れ
を
す
る
と
仮
定
し
た
ら、

そ

の
行
為
を
分
別
が
あ
り
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

（
中
略）

正
し
さ
は
行
為
に
よ

っ
て
決
ま
り、

そ
の
結
果
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
。

結
果
が
手
段
を
正
当
化
す
る
と
考
え
る
倫
理
学
者
も
い

る。

そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
行
動
す
る
個
人
も
存
在
す
る
が、

わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
に
よ
っ
て
動
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
中
略）

結
果
に
関
わ
ら
ず、

過
程
が
重
要
な
の
で
あ
る。

も
っ

と
も、

二
つ
の
ほ
と
ん
ど

同
じ
よ
う
な
行
為
の
問
の
選
択
を
す
る
楊
合
に
、

仰
結
が
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う」。

通
常、
「
義
務
論
的
d
e
o
nt
ol
o
gi
c
al」

な
倫
理
学
理
論
と
は
、

行
為
や
規
則
が
生
み
出
す
価
伯
（
効
用、

幸
福）

以

外
の、

行
為
そ
の
も
の
の
特
徴
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
価
値
が
決
ま
る
と
す
る
立
場
で
あ
る。

例
え
ば、

傘
泥
棒
が
倫
理

的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
婦
結
が
悪
い
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
本
来
の
持
ち
主
が
雨

に
油
れ
て
悲
し
い
思
い
を
す
る
）

か
ら
で
は
な
く、

そ
の
行
為
が
「
他
人
の
も
の
を
盗
む
こ
と
」

と
い
う
特
徴
を
も
っ

で
は
、

3

ス
パ

フ
ォ

ー
ド
の
倫
理
学
的
立
場

コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
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か
ら
で
あ
る。

し
ば
し
ば
殺
務
論
と
対
比
さ
れ
る
の
は
帰
結
主
義
c
o
n
s
e
q
u
e
nti
a
I

 i
s
m

と
呼
ば
れ
る
理
論
で
あ
る。

こ
れ
は
、

な
に
が
追
徳
的
に
正
し
く
な
に
が
不
正
で
あ
る
か
を
評
価
す
る
基
郎
は
、

究
極
的
に
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
結
果
の
も
つ
将
（
効
JIJ)

以
外
に
は
な
い
と
す
る
立
楊
で
あ
る。

中
で
も
代
表
的
な
立
楊
は
、

行
為
や

ル
ー
ル
は
、

そ
れ
が
関
係
者
全
且
に
蚊
大
の
Jm
の
抑
•

効
JIJ
・

幸
術
を
も
た
ら
す
も
の
が
正
し
い
と
す
る
功
利
主
義
で

あ
る。次

に、
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」

と
呼
ば
れ
る
倫
理
的
規
範
あ
る
い
は
価
値
観
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る。
「
ハ
ッ
カ
ー

倫

理
」

と
呼
ば
れ
る
ぺ

き
倫
理
的
規
範
が
、

現
実
に
固
定
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
い
ま
だ
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、

次
の
よ
う
な
主
張
が
し
ば
し
ば
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」

と
呼
ば
れ
る。

す
な
わ
ち
、
「
盗
ん
だ
り
破
壊
し
た
り
機
密

4

 
ハ
ッ
カ
ー
倫
理

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る。

倫
理
学
的
に
見
て
、

お
そ
ら
く
ス
バ
フ
ォ
ー

ド
の
加
結
主
投
の
理
解
に
ば
な
ん
ら
か
の
誤
解
が
存
在
す
る。

彼
は
帰

結
主
義
の
立
場
を、
「
現
に
生
じ
た
結
果
に
よ
っ

て、

行
為
の
価
値
が

判
断
さ
れ
る
」

と
誤
解
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

加
結
主
毅
の
立
場
で
考
lO
さ
れ
る
べ

き
な
の
は
、

現
に
生
じ
た
結
果
だ
け
で
な
く、

あ
る
行
為
か
ら
見
込
ま
れ
る
結
果

で
あ
っ

て
よ
い
。

つ
ま
り、

あ
る
行
為
に
よ
っ

て
悪
い
結
果
が
生
じ
る
見
込
み
が
高
い
と
さ
れ
る
な
ら
ば、

そ
の
行
為

は
不
正
な
行
為
と
さ
れ
る
の
で
あ
り、

偶
然
そ
の
結
果
が
悪
い
も
の
で
な
か
っ

た
と
し
て
も、

不
正
な
行
為
と
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る。

わ
た
し
は
こ
の
功
利
主
義
的
な
立
楊
に
立
っ

て、

177 



あ
る
「
ハ
ッ
カ
ー
」

や
「
ク
ラ
ッ
カ
ー
」

た
ち
の
主
張
に
よ
れ
ば、

す
ぺ
て
の
梢
報
は
フ
リ
ー
で
あ
る
べ
き
で
あ

り、

知
的
所
有
権
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
必
要
性
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
と
い
う。

こ
れ
に
対
し
て
ス
バ
フ
ォ
ー
ド
は

次
の
よ
う
に
反
論
す
る。
(
l)

す
べ
て
の
梢
報
が
フ
リ
ー
で
あ
る
な
ら
ば、

も
は
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
存
在
し
な
い

「
梢
報
は
フ
リ
ー
で
あ
る
べ

き
」

と
い

う
議
論

を
犯
さ
な
い
限
り、

遊
び
や
探
求
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
侵
入
を
し
て
も
倫
理
的
に
問
閣
が
な
い
と
す
る
信
念」

が
そ
れ

(
5
)

 

で
あ
る。

そ
し
て、

こ
の
よ
う
な
信
念
の
背
尿
に
は
次
の
よ
う
な
論
点
が
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
る。
(
1)

す
べ
て

の
梢
報
は
フ
リ
ー
で
あ
る
べ
き
で
あ
り、

も
し
俯
報
が
フ
リ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
知
的
所
有
権
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
必
要

性
は
存
在
し
な
い。
(
2
)

シ
ス
テ
ム
ヘ
の
佼
入
は
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ホ
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
効
用
が
あ
り、

む
し

ろ
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
功
絞
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る。
(
3
)

ハ
ッ
カ
ー
は
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
く、

ま

た
な
に
も
変
更
し
な
い
。

彼
ら
は
単
に
コ
ソ
ビ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
動
く
の
か
を
学
ぽ
う
と
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る。
(
4)

使
わ
れ
て
い
な
い
探
源
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
は、

シ
ス
テ
ム
佼
入
を
し
て
も
か
ま
わ
な
い。

(
5
)

ハ
ッ
カ
ー
は
梢
報
の
悪
用
を
防
ぎ、
（
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説
「1
984J

で
現
れ
る
よ
う
な）
「
ピ
ッ

グ
・
プ
ラ
ザ
ー
」

が
暗
躍
す
る
こ
と
を
防
ぐ。

本
論
で
は、

こ
れ
ら
の
特
徴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
価
値
判
断
を
「
ハ
ッ

カ
ー
倫
理」

と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る。

そ
れ
で
は、

ス
バ
フ
ォ
ー
ド
が
学
げ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
佼
入
を
弁
殺
す
る

謡
論
と、

そ
れ
に
対
す
る
彼
の
反
論
を
取
り
上
げ
よ
う。
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システム佼入の倫理的問題

こ
と
に
な
る。

さ
ら
に、
(
2
)

梢
報
の
所
有
権
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば、

誰
も
が
梢
報
を
改
立
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る。

銀
行
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
や
病
院
な
ど
の
デ
ー
ク
が
勝
手
に
改
似
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。

誰
か
が
梢

報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
な
ら
ば、

そ
の
情
報
は
フ
リ
ー
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
梢
報
の
正
確
さ
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う。

さ
て、

ま
ず
こ
こ
で
ス
パ
フ
ォ
ー
ド
が
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」

を
あ
ま
り
に
拡
大
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う。

い
か
に
過
激
な
「
ハ
ッ
カ
ー
」

で
あ
れ、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
狙
要
性
を
否
定
し
た
り、

社
会
的
に
爪
要
な

か
い
ざ
ん

梢
報
の
改
政
を
容
認
し
た
り
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

前
述
の
ス
ト
ー
ル
マ
ソ
も、

機
密
に
す
る
ぺ
き
俯
報
が
存
在
す

る
こ
と
は
認
め
て
い
る
し、

ま
た、

少
な
く
と
も、

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
が
こ
の
よ
う
な
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」

観
の
典
拠
に

し
て
い
る
G
N
u
宜
言
に
お
い
て
も、

す
べ
て
の
梢
報
が
フ
リ
ー
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
見
当
た
ら
な
い
。

G

N
u
の
主
張
は、

せ
い
ぜ
い
、

有
用
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
自
由
に
使
え、

無
料
で
配
布
で
き
る
よ
う
に
な
る
ぺ
き
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
り、

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
や、

国
防
上
狙
要
な
機
密
や
わ
た
し
の
個
人
的
な
梢
報
が
皆
に
よ
っ
て
ア
ク

セ
ス
可
能
に
な
る
ぺ

き
で
あ
る
と
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い。

こ
の
よ
う
な
誤
解
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
配
布
さ
れ
て
い

る"
j
ar
g
o
n
fil
e
 
"

に
も
存
在
す
る。

ま
た、

ス
バ
フ
ォ
ー
ド
が
（
故
意
に
？）
「
フ
リ
ー
」

と
い
う
語
を
多
義
的
に
川
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お

く
必
嬰
が
あ
る。

確
か
に
梢
報
の
正
確
さ
の
た
め
に
は
、

梢
報
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
で
あ
り、

コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
る
梢
報
は
そ
の
意
味
で
は
（
つ
ま
り、

コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
と
い
う
慈
味
で
は
）
「
フ
リ
ー
」

で
は
な

い
。

し
か
し、

こ
の
音心
味
が、
「
あ
る
種
の
情
報
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
フ
リ
ー
で
あ
る
ぺ
き
だ
」

と
主
張
し
て
い
る
人
々

179 



6

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
議
論

G
N
u
の
究
同
者
に
し
て
も、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
デ
ー
ク
を
勝
手
に
改
徴
し
て
よ
い
と
は
と
て
も

ス
バ
フ
ォ
ー
ド
等
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」

の
批
判
者
は
、

論
争
相
手
の
謡
論
を
法
外
な
も
の
に
し
て

(
6)
 

し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
シ
ス
テ
ム

佼
入
に
は
、

コ
ソ
ピ
ュ

ー
ク
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ホ
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
甜
極
的
役
割
が
あ

る
」。

こ
の
議
論
は
有
名
な
ワ
ー
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
事
件
が

生
じ
た
と
き
に
提
出
さ
れ
た
議
論
で
あ
り、

今
な
お
少
な
か
ら
ぬ
支
持
者
た
ち
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る。

イ
ソ
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ム
の
作
者
は、

自
分
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ホ
ー
ル
を
指
摘
す
る
た
め
に
当
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
た
と
述

ぺ
た。

こ
の
よ
う
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
破
り
は
決
し
て
悪
判
な
慈
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
く、

む
し
ろ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

穴
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
密
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り、

し
た
が
っ
て、

こ
の
よ
う
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
破
り
は
楊

合
に
よ
っ
て
は
推
奨
す
ら
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
は
こ
の
脳
論
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る。
(
l
)

現
状
で
は
ベ
ソ
ダ
ー
や
シ
ス
テ
ム

管
理
者
た
ち
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
十
分
配
廊
し
て
い

る
の
で、

わ
ざ
わ
ざ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
破
り
を
す
る
必
要
は
な
い
。

そ
う
す
る
こ
と
は、

防
火
の
用
意
が
で
き
て
い
な
い

こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
故
慈
に
火
ホ
を
起
こ
す
の
と
同
様
で
あ
る。
(
2
)

多
く
の
サ
イ
ト
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ホ
ー

ル
を
防
ぐ
た
め
の
技
術
的
・

経
済
的
な
余
裕
が
な
い。

そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
佼
入
す
る
こ
と
は
、

直
接
の
害
の
布

の
意
見
だ
ろ
う
か
？

言
い
そ
う
に
な
い
。
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無
に
か
か
わ
ら
ず、

業
務
を
妨
祁
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
(
3
)

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
・
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
ペ
ソ
ダ
ー
に
は
、

す
べ
て
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ホ
ー
ル
を
修
正
す
る
買
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
ぱ
、

多
く
の
サ
イ
ト
で
は
固

布
の
業
務
の
た
め
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
を
カ
ス
ク
マ

イ
ズ
し
て
お
り、

(
3
)

 

ベ
ソ
。
ク
ー
が
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ホ
ー
ル
を
即
座
に
修

正
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
役
用
と
労
力
が
か
か
る
か
ら
で
あ
る。

ス
バ
フ
ォ
ー
ド
の
(
l
)

で
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
怪
し
い
。

火
事
は
明
ら
か
に
実
害
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ホ
ー
ル
を
発
見
す
る
た
め
の
ク
ラ
ッ

キ
ソ
グ
そ
の
も
の
に
は
ま
だ
実
祁
が
存
在
し
な
い
。

ワ
ー
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

勘
合
に
は
、

多
く
の
シ
ス
テ
ム
に
負
荷
を
か
け、

シ
ス
テ
ム

管
理
者
の
手
を
煩
わ
せ
る
結
果
に
な
っ

た
と
い
う
意
味
で

実
害
が

あ
っ

た
の
は
た
し
か
だ
が
、

す
べ

て
の
ク
ラ
ッ
キ
ソ
グ
に
同
様
の

実
害
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
(
2
)

と

の
謡
論
は
布
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

明
確
に
仰
結
主
義
的
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
。

著
名
な
ハ
ッ
カ
ー
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ス
ト
ー
ル
マ
ソ
は
、

Ne~
 us
weelt

に
当
て
た
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る。

わ
た
し
は
絶
対
的
な
所
布
権
と
い
っ

た
も
の
を
侶
じ
て
い
な
い
。

つ
ま
り、

所
有
者
は
所
布
物
を
妨
げ
ら
れ
ず
に

使
う
権
利
を
持
っ

て
い
る
が
、

そ
れ
を
慈
図
的
に
無
駄
に
す
る
権
利
は
持
っ

て
い
な
い
。

所
有
権
の
佼
害
は
、

そ

7

使
わ
れ
て
い
な
い

莉
源
の
布
効
利
用
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れ
が
も
た
ら
す
損
害
に
よ
っ

て
の
み
不
正
な
の
で
あ
っ

て、

単
に
所
有
者
だ
け
で
な
く、

関
係
者
全
員
の
利
害
が

(
7)
 

考
應
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ス
ト
ー
ル
マ
ソ
の
主
張
は
叫
確
に
功
利
主
義
的
な
も
の
で
あ
る。

ス
バ
フ
ォ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
‘

(
l
)

こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
は
一

般
的
な
利
川
の
た
め
に
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く、

商
業、

医
学、

同
防、

研
究、

行
政
な
ど
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り、

仙
わ
れ
て
い
な
い
能
力
は
、

将
来
の
必
要
性
や
一

時
的
な
大

址
の
デ
ー
ク
処
理
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
主
張
す
る。

彼
に
よ
れ
ば、

こ
れ
は
例
え
ば
使
わ
れ
て
い
な

い
自
動
車
を
所
有
者
に
断
り
な
し
に
使
用
す
る
の
が
不
正
で
あ
る
こ
と
と
似
て
い
る。

だ
が
、

こ
の
ス
バ
フ
ォ
ー
ド
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も
ま
た
危
う
い
。

確
か
に
わ
れ
わ
れ
の
近
徳
的
直
観
で
は
、

使
わ
れ
て

い
な
い
自
動
申
を
勝
手
に
使
う
こ
と
は
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
ぺ

き
こ
と
な
の
だ
が
、

自
動
車
の
利
川
と
シ
ス
テ
ム
の

利
用
と
は
ま
っ

た
く
迎
っ

た
事
態
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

勝
手
に
自
動
車
を
使
え

ば
、

そ
の
所
有
者
は
そ
れ
を
使
用
で
き
ず
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
が
、

使
わ
れ
て
い
な
い
コ
ソ
ビ
ュ

ー
ク
探
椋
を

使
う
こ
と
が
同
じ
よ
う
に
所
布
者
に
古
を
及
ぽ
す
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

例
え
ば
ス
ト
ー
ル
マ
ソ
は
（
別
の
発

言
で
は
あ
る
が
）

コ
ソ
ピ
ュ
ー
ク
と
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
類
比
し
て
、

空
い
て
い
る
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
を
無
断
使
用
す

る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
的
に
非
難
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る。

こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
ス
バ
フ
ォ
ー
ド

の
直
観
と
ス
ト
ー
ル
マ
ソ
の
附
観
と
が
食
い
迎
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
叫
ら
か
だ
ろ
う。

ス
ト
ー
ル
マ
ソ
の
祁
げ
た

例
に
は
同
慈
し
な
い
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

さ
ら
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
変
更
し
て、

他
人
の
コ
ソ
ピ
ュ
ー
ク
探
源
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を
使
う
こ
と
は、

有
刺
鉄
線
な
ど
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
私
有
の
空
き
地
で
野
球
を
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
言
わ
れ

る
と
ど
う
だ
ろ
う
か。

こ
の
例
に
は
肯
定
的
に
答
え
る
よ
う
な
直
観
を
持
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る。

先
に
述
べ
た
よ
う
に、

こ
の
よ
う
な
楊
合
に
は
批
判
的
な
レ
ペ
ル
で
さ
ら
に
正
当
化
を
行
な
う
必
淡
が
あ
る。

こ
の
よ

う
な
再
反
論
に
対
し
て
ス
バ
フ
ォ
ー
ド
は
、
(
2
)

も
し
コ
ソ
ビ
ュ

ー
ク
を
持
た
な
い
多
く
の
人
が
、

使
わ
れ
て
い
な

い
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
を
使
用
す
る
と
な
れ
ば、

プ
ロ
セ
ッ
サ
に
過
大
な
負
荷
が
か
か
り
目
的
と
さ
れ
た
業
務
に
悪
い
影
秤

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
う。

し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た、

こ
の
ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
(
2
)

の
謡
論
は
、

彼
の

言
う
義
務
論
的
な
厳
論
で
は
な
く、

WJ
白
に
帰
結
主
義
的
な
議
論
（
特
に
功
利
主
義
的
一

般
化
utilit
ari
a
n
ge
n
e
ral
 , 

i
z
ati
o
n

と
呼
ば
れ
る
説5
論）

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う。

さ
ら
に、

こ
の
蔵
論
に
は
前
大
な
問
題
が
あ
る。

す
な

わ
ち、
「
も
し
多
く
の
ひ
と
が
そ
う
す
れ
ば
」

悪
い
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
叫
ら
か
だ
と
い
う
こ
と
が
、
「
現
に
ま

だ
多
く
の
人
が
そ
う
し
て
い
な
い
」

状
況
に
つ
い
て
慈
味
を
持
つ
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る。

ま
た
そ
も
そ
も、
「
使
わ
れ
て
い
な
い
」

衣
椋
を
使
う
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
議
論
で
あ
る
は
ず
な
の
に、

多
く
の
人
が
そ
れ
を
使
い
大
き
な
負
荷
が
か
か
る
だ
ろ
う
と
推
論
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る。

蚊
後
に
学
げ
る
議
論
は、

学
生
ハ
ッ
カ
ー
の
蔵
論
(
T
h
e
St
u
d
e
nt
 H
a
c
k
er
 Ar
g
u
m
ent)

と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る。

つ
ま
り、

シ
ス
テ
ム
伎
入
者
は
な
に
も
中
I

を
与
え
ず、

な
に
も
変
更
し
な
い
|
|
出平
に
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
シ
ス
テ

8

学
生
ハ
ッ

カ
ー
の
議
論
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ム
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
の
か
を
学
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る。

コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
は
高
価
で
あ

る
の
で、

効
率
の
よ
い
や
り
方
で
そ
れ
を
研
究
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る。

こ
れ
も、

前
述
の
ス
ト

ー
ル
マ
ソ
が

Ne
ws
wee
k

に
あ
て
た
手
紙
の
な
か
で
主
張
し
て
い
る
議
論
で
あ
る。

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
分
析
に
よ
れ

ば
、

こ
の
誂
論
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る。
(
l
)

シ
ス
テ
ム
に
佼
入
し
フ
ァ
イ
ル
を
覗
い
た
り
す
る
こ
と
は、

コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
教
育
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
。

ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
れ
ば
、

車
を
盗
む
こ
と
は、

車
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
知
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
(
2
)

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
「
学
ん
で
い
る
」

学
生
た
ち
は
、

も
ち
ろ
ん、

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て、

慈
図
せ
ず
し
て
シ
ス
テ
ム
を
破
製
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う。

さ
ら
に
(
3
)

セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

管
理
者
に
と
っ
て
は、

単
な
る
学
生
ハ
ッ
カ
ー
と

悪
意
の
あ
る
佼
入
者
と
を
見
分
け
る
こ
と
は
難
し
く、

佼
入
が
あ
る
た
び
に
シ
ス
テ
ム
の
整
合
性
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず、

こ
れ
は
非
常
に
労
力
を
嬰
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う。

こ
こ
で
も、
(
2
)

と
(
3
)

の
主
張
は
確
か

に
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

明
ら
か
に
焔
結
主
義
的
な
主
張
で
あ
り、

ま
た
(
l
)

は
ク
ラ
ッ
キ
ソ
グ
の
教

脊
的
効
果
と
い
う
帰
結
主
義
的
な
主
張
を
否
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず、

い
ず
れ
に
し
て
も、

帰
結
主
義
の
土
俵
の
上
で

の
議
論
と
言
え
る。

他
に
ス
パ
フ
ォ
ー
ド
は、

ハ
ッ
カ
ー
は
政
府
や
企
業
に
よ
る
デ
ー
ク
の
悪
川
か
ら
社
会
を
守
る
守
護
者
で
あ
る
と
い

う
議
論
(
T
h
e
S
o
ci
al
 Pr
ot
e
ct
or
 Ar
g
u
m
e
nt)

を
検
討
し
て
い
る
が、

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
省
略
す
る。

18・i
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シ
ス
テ
ム

応
入
は
明'
11
な
史
山
i

の
布
無
に
か
か
わ
ら
ず
常
に
非
倫
理
的
だ
と
す
る
ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
議
論
を
検
討
し

て
き
た
が
、

彼
の
謡
論
は
、

倫
理
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
問
題
が
多
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
自

称
す
る
倫
理
学
的
立
場
（
義
務
論
的
立
場）

に
反
し
て、

わ
れ
わ
れ
が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
議
論
は
、

シ
ス
テ

ム

知
入
を
弁
護
す
る
も
の
で
あ
れ、

そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
れ、

す
べ
て
広
い
意
味
で
帰
結
主
殺
•

功
利
主
義
の

立
肋
に
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
「
当
の
行
為
や
bit
則
が
、

ど
の
よ
う
な
益
と
山り
を
も
た

ら
す
と
見
込
ま
れ
る
か
」

と
い
う
帰
結
主
義
の
立
場
か
ら
倫
理
的
原
則
を
決
定
す
る
課
題
に
取
り
組
む
の
が
重
要
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
の
立
場
を
採
用
す
る
な
ら
ば、

ス
ト
ー
ル
マ
ソ
に
よ
る
賀
源
の
有
効
利
用
の
誤
論
も
十
分
に

検
討
の
余
地
が
あ
る。

も
っ
と
も、

コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
預
源
が
安
価
に
な
っ

た
視
代
で
は
、

そ
の
邸
義
は
蔀
れ
て
い
る
か

も
し
れ
ず、

そ
う
だ
と
す
れ
ば、

他
の
ス
パ
フ
ォ
ー
ド
の
（
帰
結
に
訴
え
た
）

数
々
の
反
論
は
説
得
力
が
あ
り、

お
そ

ら
く、
一

般
的
に
は
ク
ラ
ッ
キ
ン
グ
は
不
正
で
あ
り、

個
々
の
ケ
ー
ス
に
剥
し
て
も
倫
理
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
勘

合
は
極
端
に
少
な
い
だ
ろ
う
と、

お
お
ざ
っ
ば
に
は
推
論
さ
れ
る。

お
そ
ら
く、

ス
パ
フ
ォ
ー
ド
が
術
結
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ

て
い
る
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
、

帰
結
主
義

に
必
要
な
結
果
の
予
測
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う。

前
述
の
ヘ
ア
も、

完
全
な
批
判
的
思
考
は
、

十
分
な
俯

報
を
知
り、

人
間
的
な
弱
さ
を
持
た
な
い
理
想
的
な
近
徳
的
思
考
者
に
し
か
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る。

し

9

結

論
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か
し、

わ
れ
わ
れ
は、

完
全
な
批
判
的
思
考
の
近
似
で
あ
る
に
せ
よ、

そ
の
困
難
な
課
題
に
取
り
組
み、

わ
れ
わ
れ
が

従
う
べ
き
倫
理
的
原
則
を
作
り
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず、

そ
の
た
め
に
は
た
ゆ
ま
ぬ
批
判
的
議
論
が
必
要
と
さ
れ
る

(
9)
 

の
で
あ
る。

（
ー）

Eugen
 1
1.
 Spa
fford,
 .. 
Are
 Co
mputer
 Hac
ker
 Brea
k'Ins
 ELh
ical
●
 
"
,

 in
 Deborah
 G.
 Johnson
 &
 

I
 lelen
 Nissenbau
m
 (ed.
),
 Co
mp
ミeヽ
'5,

£1/zics
 &
 Social
 Vi
 
-̀l-
（es,
 Prentice
ー

Hall,
1
995.
 

(
2)

山
根
信
ニ
・
小
笹
裕
晶
「
真
の
ハ
ッ
カ
ー
が
ク
ラ
ッ
キ
ソ
グ
を
し
な
い
理
由」
（「
阻
子
梢
報
通
信
学
会
技
術
研
究
報

告」

九
六（
四
四
0)、
一
九
九
六
年）

や
白
田
秀
彩
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
と
情
報
公
開・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー」
（「サ回
度
梢
報
化
の

法
体
系
と
社
会
制
度」

科
学
研
究
股
補
助
金
・
頂
点
領
域
研
究
報
告
柑、
一
九
九
五
年）
な
ど
を
参
照
の
こ
と。

(
3)

こ
の
指
摘
は
今
世
紀
半
ば
の
ア
メ
リ
カ
の
メ
ク
倫
理
学
者
C.
L.
 Stevenson.
 Ethi
cs
 a1
 
～
 d
 La11g11へ-ge•
Yale
 U.
 P
 
••
 

194�
 の
「
品
得
的
定
殺」
に
関
す
る
議
論
に
屈つ
く。

(
4
)

R
.
M
・
ヘ
ア、

内
井
惣
七
•
山
内
友
三
郎
監
訳
「
逍
徳
的
に
考
え
る
こ
と」
勁
路
"11
JJi、
一
九
九
一
年。

(
5)

ハ
ッ
カ
ー
倫
理
に
は
「
梢
報
の
共
布
が
実
際
に
と
て
も
役
に
立
つ
善
で
あ
る
と
考
え、
フ
リ
ー
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
かI

い
た
り
桁
報
や
計
符
預
椋
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
技
術
を
分
け
与
え
る
の
が
ハ
ッ
カ
ー
の
倫
理

的
義
務
で
あ
る
と
す
る
信
念」
と
い
う
別
の
意
味
も
あ
る。

詳
し
く
は
上
述
の
山
根
•
小
笹
論
文
を
参
照
の
こ
と。

(
6)

ほ
と
ん
ど
同
じ
滴
論
が、
Deborah
G.
 Johnson,
 
Co
111J
mter
 El/lies
 
`
 2nd
 ed.
 ｀
 
Prentice'I
 !all.
 1994

や

Richard
 A.
 Spinello.
 Etlz
ical
 A�11ect
 of
 f11/o
n11atio11
 
Teclz110/ogy•
 Prentice'
Hall.
 1995
な
ど
に
も
見
ら
れ
る。

(

7
)

こ
の
ス
ト
ー
ル
マ
ソ
が
Ne
ws
week
に
当
て
た
手
紙
は
K
述
の
Co
111p1へt
ers.
Ethics
 &
 Social
 \
‘alu
es
に··
Are
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C
o
m
p
ut
er
 Pr
o
p
ert
y
 Ri
g
hts
 A
bs
ol
ut
e
?"

と
姐
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た。

(
8
)
 
D
u
n
c

a
n
 L
a
n
gf
or
d,
 
P
racti
cal
 

C
o
111/1
ミe
r

Et
hi
cs,
 
M
c

G
r
a
w
 , Hill,
 1
9
9
5,

 

p.
 6
5.

 

(
9
)

本
論
は、
「
祖
子
梢
報
通
信
学
会
技
術
研
究
報
告
F
A
C
E
9

7
-

2
2
J

一

九
九
七
年、

に
掲
載
さ
れ
た
江
口
聡
「
ク
ラ
ッ

キ
ン
グ
と
「
ハ
ッ
カ
ー
倫
理
」
」

を
加
侑
修
正
し
た
も
の
で
あ
る。
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