
G
・

E
　
ム
ー
ア
に
お
け
る
価
値
と
行
為

栗
木

晴
久

、
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

　
　
『
倫
理
学
原
理
』
が
後
の
倫
理
学
に
与
え
た
影
響
は
、
ム
ー
ア
に
と
っ

て
は
不
本
意
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
学
問
的
と
称
し
う
る
将
来
の
倫

　
　
　
　
　
　
一
2
一

理
学
へ
の
序
論
」
と
銘
打
た
れ
た
同
書
が
導
く
の
は
、
ど
ん
な
も
の
が
ど

の
程
度
の
「
善
さ
」
ま
た
は
内
在
的
価
値
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
倫
理
学

の
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
、
倫
理
学
の
大
勢
は
倫
理
的
言

語
の
分
析
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
方
は
解
釈

■
者
た
ち
に
、
も
う
一
方
は
ム
ー
ア
自
身
に
あ
っ
た
。
解
釈
者
た
ち
が
も
っ

と
慎
重
に
読
ん
で
い
た
な
ら
、
ム
ー
ア
の
真
意
を
と
ら
え
損
な
う
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
果
は
、
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
一
ゴ
9
邑
一
邑
O

h
竺
印
2
一
と
「
直
覚
」
一
艮
自
巨
旨
）
の
意
味
は
十
分
に
理
解
さ
れ
ず
、

ま
た
た
ん
に
議
論
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
言
語
の
分
析

が
、
あ
た
か
も
思
想
の
核
心
の
ご
と
く
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ム
ー
ア
の
側
の
原
因
は
、
彼
の
語
り
口
に
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
思
想
の
基

本
的
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ム
ー
ア
の
学
説
は
因
果
律
と
一
一
一
冒
語

に
よ
る
論
証
を
受
け
付
け
な
い
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
「
証
明
は
で
き
な

い
が
真
で
あ
る
理
由
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
奇
妙
な
表
現
が
数
多
く

見
受
け
ら
れ
る
。
言
語
分
析
は
論
理
で
説
明
で
き
な
い
部
分
を
補
う
た
め

の
、
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
ム
ー
ア
の
主
張
が
言
葉
の
向
こ

う
側
に
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
論
稿
の
意
図
は
、
『
倫
理
学
原
理
』
一
以
下
『
原
理
』
一
を
軸
と
し
た
、

ム
ー
ア
倫
理
学
の
一
つ
の
見
取
図
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、

六
つ
の
章
か
ら
な
る
『
原
理
』
の
最
後
の
二
章
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
二

章
は
前
の
四
章
と
比
べ
て
、
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
や
「
直
覚
」
と
い
っ

た
刺
戟
的
な
内
容
に
欠
け
る
た
め
か
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
傾
向
に

あ
っ
た
。
し
か
し
ム
i
ア
の
意
図
は
む
し
ろ
こ
．
の
二
章
に
結
晶
し
て
い
る

と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
ム
ー
ア
倫
理
学
の
特
質
は
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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二
　
倫
理
的
価
値
と
し
て
の

　
　
＾
4
）

「
善
い
」

　
『
原
理
』
の
序
文
で
は
、
ま
ず
従
来
の
倫
理
学
が
二
つ
の
問
い
を
混
同

し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
混
同
さ
れ
て
き
た
の
は
、
第
一
に
「
ど

ん
な
も
の
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
い
、
ま
た
は
内
在
的
価
値
を
持
つ
か
」

と
い
う
問
い
と
、
第
二
に
「
ど
ん
な
行
為
が
正
し
い
、
ま
た
は
義
務
で
あ

る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
二
つ
の
問
い
の
う
ち
、
さ
し
あ
た
り
第
一

の
問
い
が
倫
理
学
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ど
ん
な
も
の
が
善

い
か
を
知
ら
ず
に
、
善
い
も
の
を
含
ん
だ
り
実
現
し
た
り
す
る
行
為
を
義

務
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
問
い
は
、
一
般
的

に
「
何
が
善
で
あ
る
か
」
一
オ
冨
叶
ポ
的
o
a
～
）
と
表
現
さ
れ
石
が
、
そ

こ
に
は
さ
ら
に
二
種
類
の
問
い
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
事
物
の
善
さ
に
つ

い
て
問
う
場
合
と
、
「
善
い
」
と
い
う
価
値
性
質
は
い
か
に
定
義
さ
れ
る

か
を
問
う
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
感
覚
的
経
験
に
基
づ
い
て
物
質
的
な

対
象
を
取
り
扱
う
決
疑
論
一
8
ω
巳
ω
け
q
）
に
属
す
る
。
し
か
し
「
善
い
」

と
い
う
価
値
そ
の
も
の
の
規
定
を
ま
た
ず
に
、
事
物
に
関
し
て
「
善
い
」

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
倫
理
学
が
最
初
に
解
決
す
べ
き
は
「
善

い
は
．
い
か
に
定
義
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
断
わ
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
問
い
の
解
決
は
た
ん
に
第
一
段
階
に

す
ぎ
ず
、
倫
理
学
の
本
来
の
仕
事
は
決
疑
論
、
す
な
わ
ち
ど
ん
な
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

善
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
倫
理
学
の
第
一
関
門
、
「
善
い
」
の
定
義
に
ム
ー
ア
は
ど
う
答
え

た
の
か
。

　
「
私
が
『
善
い
と
は
何
か
』
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
答
え
は
善
い

　
は
善
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
終
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
私
が
『
善
い

　
は
い
か
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
か
』
と
問
わ
れ
る
な
㌦
、
私
の
答
え
は
善

　
い
は
定
義
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
善
い
に
つ
い
て
言

　
う
べ
き
こ
と
は
尽
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
答
え
は
期
待
外
れ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

　
う
に
み
え
る
が
、
ま
さ
に
究
極
的
な
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
い
う
定
義
と
は
、
言
語
に
よ
る
分
析
の
こ
と
で
あ
る
。
「
善
い
」

が
定
義
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
単
純
で
部
分
を
持
た
な
い
た
め
に
、
分

析
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
馬
や
黄
色
を
例
に
説
明
さ
れ

て
い
る
。
馬
は
、
足
や
胴
や
頭
と
い
っ
た
部
分
に
分
析
で
き
る
た
め
、
そ

れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
し
う
る
。
一
方
で
黄
色
と
い

う
色
は
、
「
善
い
」
と
同
様
に
部
分
を
持
た
な
い
ゆ
え
に
定
義
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
定
義
で
き
な
い
独
自
で
単
純
な
価
値
性
質
「
善
い
」
を
他
の

事
物
や
観
念
で
定
義
す
る
こ
と
　
　
こ
れ
を
ム
i
ア
は
「
自
然
主
義
的

　
　
　
　
　
　
一
7
一

誤
謬
」
と
呼
ん
だ
。

　
元
来
そ
れ
は
功
利
主
義
に
代
表
さ
れ
る
、
文
字
通
り
自
然
的
事
物
で
「
善

い
」
を
定
義
す
る
倫
理
学
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
。
だ
が
注
目
す
べ

き
は
、
自
然
主
義
倫
理
学
以
外
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

功
利
主
義
者
で
あ
る
J
・
S
・
ミ
ル
は
、
「
善
い
」
を
「
快
い
」
と
い
う

自
然
的
性
質
と
同
一
視
し
た
こ
と
で
、
明
ら
か
に
自
然
主
義
的
誤
謬
を
犯

　
　
　
一
8
一

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
部
の
形
而
上
学
者
も
、
「
善
い
」
を
形
而
上
学

的
命
題
に
よ
っ
て
推
論
し
定
義
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
同
様
の
誤
り
を
犯

し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
形
而
上
学
者
が
「
善
い
」
を
自
然
的
性
質
や

事
物
に
帰
属
さ
せ
な
い
こ
と
、
ま
た
我
々
の
知
識
が
感
覚
さ
れ
る
事
物
に
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限
定
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
ム
「
ア
は
積
極
的

に
評
価
し
て
い
る
。
形
而
上
学
者
の
誤
り
は
、
た
ん
に
「
善
い
」
を
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
g
一

上
学
的
命
題
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
主
義

的
誤
謬
の
意
味
は
、
「
善
い
」
を
そ
れ
以
外
の
も
の
で
定
義
す
る
こ
と
の

誤
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
、
な
ぜ
ム
ー
ア
が

こ
の
誤
謬
を
「
自
然
主
義
的
」
と
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私

に
は
［
そ
の
誤
謬
の
］
名
称
に
は
関
心
が
な
い
。
〈
中
略
V
そ
の
誤
謬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
m
一

認
め
さ
え
す
れ
ば
、
ど
う
呼
ぼ
う
と
問
題
で
は
な
い
」
と
、
一
見
無
関
心

を
装
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
理
屈
の
上
で
は
「
定
義
の
誤
謬
」
と
で
も
し

た
方
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ミ
ル
批
判
の
徹
底
ぶ
り
に
対
し

て
、
カ
ン
ト
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
へ
の
批
判
は
幾
分
穏
や
か
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
功
利
主
義
へ
の
憎
悪
が
「
自
然
主
義
的
」
誤
謬
と
言
わ
せ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
ム
ー
ア
に
と
っ
て
「
善

い
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
誤
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
自
然
的
事

物
を
用
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る

に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

　
「
善
い
」
に
よ
っ
て
ム
ー
ア
が
表
現
し
た
の
は
そ
の
言
葉
で
は
な
く
て
、

そ
れ
を
徴
表
と
し
て
示
さ
れ
る
価
値
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
「
善
い
」

と
表
さ
れ
る
以
外
、
言
語
に
よ
っ
て
は
分
析
も
定
義
も
不
可
能
で
あ
る
。

．
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
善
い
事
物
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
言
明
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ど
ん
な
事
物
が
善
い
か
」
の
答
え
が
、

証
明
も
反
証
も
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
■
一

彼
は
「
直
覚
」
と
呼
ん
だ
。
そ
こ
に
は
当
然
「
善
い
は
単
純
ゆ
え
に
定
義

で
き
な
い
独
自
な
価
値
性
質
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
も
含
ま
れ
て
い
る
。

あ
る
命
題
が
真
で
あ
る
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
そ
れ
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
「
善
い
」
に
関
わ
る
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

識
は
、
経
験
的
因
果
を
越
え
た
完
全
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
。

感
覚
的
経
験
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
直
接
的
か
つ
無
条
件
的
に
認
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
覚
と
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
呼
ぶ
の
で
あ
り
、

ム
ー
ア
自
身
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
何
ら
価
値
認
識
の
方
法
や
起
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
善
い
」
に
関
す
る
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
知
識
を
獲
得
す
る
に
は
、
我
々
は
「
孤
立
化
の
方
法
」

一
罵
旨
a
O
二
ω
9
筈
昌
）
と
「
反
省
判
断
」
一
馬
自
①
O
享
二
巨
σ
・
彗
竃
こ

　
　
　
　
　
　
一
u
〕

に
訴
え
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
当
該
の
問
題
に
お
い
て
何
が
問
わ
れ
て
い
る

の
か
を
注
意
深
く
見
分
け
、
さ
ら
に
偏
見
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
反
省
的
に

考
察
す
る
こ
と
で
、
自
ず
と
ど
ん
な
も
の
が
善
い
か
は
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
知
識
が
可
能
な
の

か
を
因
果
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因
果
律
を
越
え
た
必
然
的

な
知
識
　
　
ム
ー
ア
日
く
、
カ
ン
ト
に
倣
え
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合

命
題
は
、
そ
れ
が
得
ら
れ
た
と
い
う
事
態
を
「
直
覚
」
と
記
述
す
る
以
外
、

　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
「
善
い
」
と
い
う
価
値
性
質
は
、
単
独
で
は
な
く
「
善
い
事
物
」
と
し

て
、
す
な
わ
ち
行
為
も
含
め
た
自
然
的
一
物
質
的
一
事
物
と
結
合
し
た
形

で
の
み
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
認
知
さ
れ
う
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
自
然
的

事
物
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
は
さ
ら
に
増
大
す
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖
一

「
有
機
的
統
一
体
の
原
理
」
一
〇
ユ
9
亘
①
O
｛
O
・
⑰
・
竃
ド
昌
身
）
と
称
さ

れ
る
こ
れ
は
、
価
値
と
事
物
の
統
一
こ
そ
が
、
価
値
を
し
て
真
の
価
値
た

ら
し
め
る
と
い
う
思
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
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困
難
が
生
じ
る
。
「
善
い
」
と
い
う
独
自
な
価
値
が
、
ど
の
程
度
ま
で
白

然
的
事
物
に
依
存
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
誤

謬
の
主
張
は
、
「
善
い
」
が
単
純
ゆ
え
に
定
義
で
き
な
い
独
自
な
価
値
性

質
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
独
で
認
知
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
善
い
」
と
述
語
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
善
い
」
は
独
自
で
は
あ
っ
て
も
、
独
立
し

て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
何
ら
か
の
白
然
的
事
物
を
「
善
い
」

と
認
知
す
る
場
合
、
我
々
は
そ
の
事
物
の
自
然
的
諸
性
質
し
か
認
識
で
き

な
い
か
ら
、
価
値
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ

ば
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
「
善
い
」
の
認
知
は
感
覚
的
経

験
に
基
づ
い
て
因
果
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
直
覚
と

は
証
明
不
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
と
ま
で
は
行
か
な
ぐ
と
も
、

こ
の
こ
と
は
直
覚
説
の
趣
を
大
き
く
減
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
『
原

理
』
以
後
も
、
「
善
い
」
は
独
自
で
あ
り
な
が
ら
自
然
的
事
物
に
依
存
せ

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
に
、
多
大
の
労
力
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

注
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
晩
年
に
到
り
結
果
的
に
解
決
は
断
念
さ
れ
た

が
、
以
下
に
み
る
「
内
在
的
価
値
」
一
一
目
三
冨
F
く
巴
烏
一
の
概
念
を
め

　
　
　
一
㎎
一

ぐ
。
る
議
論
の
う
ち
に
、
我
々
は
彼
の
苦
闘
を
垣
問
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
倫
理
学
の
直
接
の
対
象
と
な
る
内
在
的
価
値
は
、
「
善
い
」
と
「
悪
い
」

（
①
く
一
－
）
で
あ
る
。
「
正
し
い
」
（
ユ
σ
q
巨
）
や
「
不
正
な
」
（
書
O
握
■
一

な
ど
は
、
そ
れ
自
身
は
内
在
的
価
値
で
は
な
い
が
、
内
在
的
価
値
に
対
し

て
固
定
し
た
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
価
値
が
「
内
在
的
」
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
事
物
が
そ
の
価
値
を
所
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の

程
度
所
有
し
て
い
る
か
が
、
当
の
事
物
の
「
内
在
的
本
性
」
一
奉
ユ
冨
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

冨
g
鳥
一
に
の
み
依
存
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
内
在
的
価
値

と
内
在
的
本
性
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
善
い
事
物
」

に
お
け
る
「
善
さ
」
認
知
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
性
と
同
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
困
っ
た
こ
と
に
「
黄
色
い
」
な
ど
の
自
然
的
性
質

も
、
同
様
に
事
物
の
内
在
的
本
性
に
の
み
依
存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
倫
理
的
価
値
の
独
自
性
は
確
保
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
の

手
段
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
的
性
質
は
そ
れ

を
所
有
す
る
事
物
の
「
内
在
的
特
性
」
一
巨
き
ξ
買
O
潟
『
q
）
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

が
、
内
在
的
価
値
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
相
違
を
こ
れ
以
上
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
ム
ー

ア
は
告
白
す
る
。
そ
し
て
暖
昧
で
は
あ
る
が
と
断
わ
っ
た
後
、
こ
れ
を
内

在
的
特
性
は
そ
れ
を
所
有
す
る
も
の
の
内
在
的
本
性
を
記
述
し
て

一
箒
竃
ユ
悪
一
い
る
が
、
内
在
的
価
値
の
方
は
記
述
し
な
い
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

味
で
の
相
違
と
す
る
提
案
を
行
い
、
そ
こ
で
叙
述
を
終
え
て
い
る
。
こ
の

提
案
が
さ
ら
に
困
難
の
度
合
を
深
め
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
知
っ

て
い
る
。
だ
が
何
と
し
て
も
、
内
在
的
価
値
の
独
自
性
は
確
保
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
彼
は
自
己
矛
盾
に
陥
っ
た
も
同
然

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
理
論
が
論
駁
さ
れ
る
こ
と
や
論
理
的
矛

盾
に
陥
る
こ
と
を
、
彼
は
全
く
恐
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
論
駁
さ
れ
矛
盾

を
生
じ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
結
論
は
完
全
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て

　
一
肥
一い

る
。
も
と
も
と
「
善
い
」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
、
論
証
さ
れ
え

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
経
験
的
因
果
法
則
に
基
づ
い
た
説
明
が
成

功
せ
ず
と
も
、
そ
れ
は
ム
i
ア
の
主
張
が
失
敗
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
内
在
的
価
値
本
来
の
性
格
が
露
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

88



る
d　

価
値
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
思
想
の
構
成
上
確
か
に
ム
ー
ア
の
弱
点
に

は
な
っ
て
い
る
。
困
難
の
原
因
は
、
「
善
い
」
と
い
う
内
在
的
価
値
が
、

存
在
論
的
に
も
認
識
論
的
に
も
一
切
の
解
明
を
拒
む
こ
と
に
あ
る
。
ム
ー

ア
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
防
御
線
で
あ
っ
た
。
彼
の
も

く
ろ
み
は
、
他
の
事
物
に
よ
る
「
善
い
」
の
定
義
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
倫
理
的
価
値
を
相
対
性
の
淵
か
ら
救
い
出
す
こ
と
に
あ
る
。
「
直
覚
」

は
、
内
在
的
価
値
の
内
容
や
存
在
様
式
や
認
識
様
式
に
つ
い
て
の
言
明
が

許
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
「
善
さ
」
に
つ
い
て
知
り
う
る

と
い
う
事
態
を
保
障
し
て
い
る
。
倫
理
的
価
値
「
善
い
」
は
、
客
観
的
一
感

覚
で
き
る
こ
と
一
で
も
主
観
的
一
個
人
の
心
的
態
度
一
で
も
な
い
。
そ
れ

は
事
物
に
内
在
し
、
外
的
・
内
的
諸
条
件
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
認
知

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
事
物
と
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
統
一
体
と

な
っ
て
初
め
て
、
価
値
は
真
の
価
値
と
な
る
。
有
機
的
統
一
体
の
原
理
は
、

ム
ー
ア
に
お
け
る
実
践
へ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

三
　
行
為
と
倫
理
学

　
『
原
理
』
の
第
五
章
「
倫
理
学
の
行
為
に
対
す
る
関
係
」
に
到
っ
て
、

ム
ー
ア
は
行
為
の
問
題
に
と
り
か
か
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
価
値
は

二
通
り
に
区
分
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
的
と
し
て
の
「
善

さ
」
と
、
手
段
と
し
て
の
「
善
さ
」
す
な
わ
ち
「
正
し
さ
」
で
あ
る
。
前

節
で
取
り
扱
っ
た
の
は
目
的
と
し
て
の
価
値
の
方
で
あ
る
が
、
行
為
論
の

場
で
は
、
目
的
と
し
て
の
「
善
さ
」
に
加
え
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段

と
し
て
の
み
善
い
「
正
し
さ
」
が
対
象
と
さ
れ
る
。
手
段
と
し
て
の
「
正

し
さ
」
が
意
味
す
る
の
は
、
、
「
善
い
」
結
果
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
し
い
行
為
と
し
て
の
義
務
の
概
念
は
、
「
他
の

い
か
な
る
行
為
よ
り
も
多
く
の
［
目
的
と
し
て
の
］
善
さ
を
こ
の
世
に
存

　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

在
せ
し
め
る
行
為
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
目
的
と
し
て
の
「
善
さ
」
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
か
を
確
実
に
知
る

に
は
、
遂
行
さ
れ
た
行
為
自
体
に
内
在
す
る
価
値
と
共
に
、
そ
の
行
為
が

将
来
に
わ
た
っ
て
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
様
々
な
結
果
ま
で
考
慮
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
の
倫
理
的
判
断
は
、
因
果
関
係
か
ら
導
か
れ
る

　
　
　
一
別
一

の
で
あ
る
。
で
は
ム
ー
ア
に
お
い
て
、
行
為
の
善
悪
は
た
ん
な
る
結
果
の

問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
行
為
の
実
現
を
含
め

た
行
為
の
結
果
の
中
に
よ
り
多
く
の
倫
理
的
価
値
を
生
む
た
め
に
は
、
無

思
慮
に
行
為
す
る
よ
り
も
「
善
さ
」
の
実
現
を
意
図
し
て
行
為
し
た
方
が
、

善
を
生
む
蓋
然
性
は
よ
り
高
い
は
ず
で
あ
る
。
人
問
が
「
善
い
」
「
悪
い
」

の
ど
ち
ら
へ
向
か
う
か
は
、
心
的
傾
向
つ
ま
り
道
徳
的
感
情
の
問
題
で
あ

る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
「
善
さ
」
へ
と
向
か
う
場
合
に
の
み
手
段
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

善
い
、
十
な
わ
ち
「
正
し
い
」
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
ム
ー
ア
の
行

為
論
で
は
、
動
機
に
お
い
て
も
善
さ
を
志
向
す
る
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に

要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
倫
理
学
も
ま
た
、
「
善
さ
」
へ
の

傾
向
を
つ
ね
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ム
ー
ア
は
、
「
善
い
」

と
「
悪
い
」
が
倫
理
学
の
主
題
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
大
部
分
を
「
善

い
」
に
っ
い
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
悪
を
無
視
し
て
い
る

と
し
て
、
偏
狭
さ
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
ム
i
ア
に
お
い
て
．
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

悪
は
善
の
欠
如
で
は
な
く
、
逆
に
、
善
も
悪
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立



つ
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
は
つ
ね
に
共
時
的
に
存
在
し
て
い
る
。
善
悪
は

相
対
概
念
で
あ
っ
て
、
善
の
考
察
は
裏
を
返
せ
ば
悪
の
考
察
に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
善
へ
の
志
向
を
欠
い
て
は
倫
理
学
な
ど
あ
り
え

な
い
と
い
う
の
が
、
ム
ー
ア
倫
理
学
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
内
在
的
価
値
「
善
さ
」
が
生
み
出
さ
れ
る
途
は

二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
そ
の
行
為
自
体
に
「
善
さ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
が
遂
行
さ
れ
た
瞬
問
に
、
価
値
は
こ
の
世

に
実
現
さ
れ
る
。
残
る
一
つ
の
途
は
、
な
さ
れ
た
行
為
が
将
来
に
わ
た
っ

て
引
き
起
こ
す
結
果
の
う
ち
に
「
善
さ
」
が
生
ず
る
場
合
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
我
々
の
因
果
的
知
識
は
あ
ま
り
に
不
完
全
で
あ
る
た
め
、
結

果
を
確
実
に
予
測
し
て
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
何
ら
か
の
行
為
が
義
務
で
あ
る
と
確
信
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
ぐ
先
の
未
来
な
ら
ま
だ
し
も
、
時
が
隔
た

れ
ば
ま
す
ま
す
予
測
の
蓋
然
性
は
低
下
す
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
経
験
的
因
果
に
よ
る
予
測
が
も
た
ら
す
仮
言
的
知
識
と
、
そ
れ
を
前
提

と
し
た
道
徳
法
則
の
蓋
然
性
は
、
科
学
法
則
の
蓋
然
性
と
は
比
ぶ
べ
く
も

な
い
。
し
た
が
っ
て
倫
理
学
が
求
め
う
る
知
識
は
、
そ
れ
自
体
が
内
在
的

価
値
を
有
す
る
よ
う
な
行
為
や
事
柄
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

砺
、
。　

倫
理
学
に
よ
っ
て
確
実
な
知
織
と
し
て
義
務
内
容
が
提
示
さ
れ
ず
、
ま

た
行
為
の
「
正
し
さ
」
も
遂
行
後
に
し
か
判
明
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、

我
々
は
行
為
の
選
択
に
当
た
っ
て
、
自
分
以
外
に
頼
る
も
の
が
な
く
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
行
為
者
は
、
「
自
分
の
行
為
が
生
み
出
し
う
る
内
在
的
価
値
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

直
接
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
選
択
を
導
く
」
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
ム
ー
ア
の
行
為
論
を
；
日
で
要
約
す
れ
ば
、
倫
理
学
は
何
が
ど
の
程

度
の
内
在
的
価
値
を
持
つ
か
と
い
う
直
覚
的
知
識
を
提
示
す
る
の
み
で
、

個
人
は
そ
の
知
識
を
手
が
か
り
に
、
最
大
量
の
「
善
さ
」
を
実
現
す
べ
く

「
正
し
い
」
行
為
を
自
ら
選
択
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
行
為
を
論
ず
る
こ
と
は
、
ム
ー
ア
が
想
定
す

る
倫
理
学
の
外
に
あ
る
。
「
倫
理
学
の
行
為
に
対
す
る
関
係
」
と
い
う
『
原

理
』
第
五
章
の
名
が
、
実
の
と
こ
ろ
そ
の
事
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
倫

理
学
は
知
識
を
探
究
す
る
の
み
で
、
現
実
行
為
に
直
接
的
に
指
示
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
一

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
念
に
基
づ
い
て
、
ム
ー
7

の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
は
一
貫
し
て
傍
観
者
的
で
あ
る
。
個
人
が
ど
の
よ
う

な
行
為
を
選
択
す
る
か
は
、
道
徳
的
感
情
や
自
由
な
意
志
に
完
全
に
委
ね

　
　
　
　
一
”
一

ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ム
ー
ア
の
行
為
論
を
検
討
す
る
際
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
0
一

の
は
、
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
一
〇
〇
昌
昌
o
目
ω
昌
ω
①
）
の
擁
護
で
あ
る
。
ム
ー

ア
の
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
に
は
、
大
ま
か
に
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
「
共
通
感
覚
」
と
翻
訳
さ
れ
う
る
も
の
、
そ

し
て
共
通
感
覚
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
常
識
的
な
道
徳
規
則
（
冒
o
邑

『
巳
p
道
徳
法
則
目
o
s
二
姜
で
は
な
い
一
の
二
つ
で
あ
る
。
共
通
感
覚

が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
今
は
お
く
こ
と
に
し
て
、
と
り
あ
え

ず
一
定
の
杜
会
集
団
の
構
成
員
が
共
有
す
る
判
断
能
力
と
考
え
て
、
差
し

支
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
将
来
に
わ
た
る
結
果
を
予
測
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
低
い
蓋
然
性
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
知
識
は
、
す

で
に
倫
理
学
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
倫
理
学
の
仕
事
は
内
在
的
価
値
へ

の
手
段
と
し
て
善
い
一
正
し
い
一
も
の
を
決
定
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
。
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こ
の
場
合
、
手
段
と
し
て
善
い
も
の
に
は
二
種
類
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一

つ
は
そ
れ
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
直
接
「
善
さ
」
を
実
現
で
き
る
も
の
、

す
な
わ
ち
そ
れ
白
身
に
お
い
て
内
在
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
残

る
一
つ
は
、
前
者
を
存
在
さ
せ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
必
要
な
も
の
で
あ

る
。
前
者
、
そ
れ
自
身
が
内
在
的
価
値
を
有
す
る
も
の
は
、
直
覚
的
知
識

と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
後
者
は
、
経
験
に
基
づ
い

て
因
果
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
識
で
あ
る
。
因
果
的
知
識
は
前
述
の
ご
と
く
、

す
で
に
学
的
知
識
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
因
果
的
知
識
の
中
に
も
、
か
な
り
蓋
然
性
の
高
い
も
の
が

存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
、
つ
ま
り
社
会
的
道
徳
規
則

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ム
i
ア
に
よ
れ
ば
、
道
徳
規
則
は
「
ど
ん
な
杜
会
状
態
に
お
い
て
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
1
一

般
に
守
ら
れ
る
な
ら
ば
、
手
段
と
し
て
善
い
で
あ
ろ
う
」
し
、
ま
た
そ
れ

自
身
「
善
い
」
も
の
が
存
在
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
、
要
す
る
に
手
段

の
手
段
と
し
て
勧
め
ら
れ
う
る
の
だ
か
ら
、
何
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
「
善

い
」
の
か
と
い
う
倫
理
学
の
問
い
と
は
、
別
次
元
の
問
題
と
し
て
擁
護
さ

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
道
徳
規
則
だ
け
が
際
立
っ
て
高
い
蓋

然
性
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
、
そ
れ
が
一
般
に
実
行
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
た
と
え
現
存
す
る
慣
習
が
悪
い
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
一

て
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
に
従
う
こ
と
の
方
に
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
。
」
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
ム
ー
ア
が
頑
な
保
守
論
者
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
彼
は
内
在
的
価
値
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
場
」

を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
道
徳
規
則
の
一
般
的
効
用
を
認
め
た
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
り
、
社
会
の
維
持
と
い
う
効
用
を
上
回
る
悪
が
生
じ
る
場

合
に
は
、
そ
の
規
則
は
必
ず
や
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
『
原
理
』
で
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
順
序
で
議
論
が
進
め
ら

れ
て
き
た
。
ま
ず
既
存
の
倫
理
学
が
「
善
い
と
は
何
か
」
「
ど
ん
な
行
為

が
善
い
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
を
混
同
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

次
に
「
善
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
「
善
い
は
い
か
に
定
義
さ
れ

る
か
」
「
何
が
善
い
事
物
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
が
含
意
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
者
に
は
定
義
不
可
能
と
い
う
結
論
が
下
さ

れ
、
後
者
こ
そ
が
倫
理
学
の
第
；
我
的
課
題
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
倫
理
学

の
第
二
義
的
課
題
、
「
ど
ん
な
行
為
が
善
い
、
ま
た
は
義
務
で
あ
る
か
」

に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
経
験
に
基
づ
く
因
果
的
知
識
を
も
と
に
決
定
し

う
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
我
々
の
因
果
的
知
識
の
貧
弱
さ
ゆ

え
に
、
ど
ん
な
行
為
が
義
務
で
あ
る
か
は
確
定
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
学
的

知
識
と
し
て
は
義
務
内
容
は
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
因
果

的
知
識
の
中
で
も
、
一
般
に
認
め
ら
れ
行
わ
れ
て
い
る
常
識
的
な
道
徳
規

則
は
、
杜
会
の
維
持
と
い
う
効
用
に
お
い
て
際
立
っ
て
高
い
蓋
然
性
を
有

す
る
も
の
と
し
て
擁
護
さ
れ
る
。
そ
し
て
来
る
べ
き
倫
理
学
に
残
さ
れ
た

仕
事
は
い
「
ど
ん
な
も
の
が
善
い
、
ま
た
は
内
在
的
価
値
を
持
っ
か
」
に

答
え
、
個
人
の
道
徳
的
価
値
判
断
を
補
佐
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

個
人
は
倫
理
学
の
提
示
す
る
知
識
を
も
と
に
、
将
来
に
生
ず
る
価
値
・
反

価
値
を
直
接
考
察
す
る
こ
と
で
行
為
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の

が
、
ム
ー
ア
の
行
為
論
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
が
ど
の
程
度
「
善
い
」
か
を
提
示
す

る
こ
と
は
来
る
べ
き
倫
理
学
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
本
来
序
論
で
あ
る
『
原

理
』
が
答
え
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
ム
ー
ア
は
「
理
想
」
と
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名
づ
け
た
終
章
に
お
い
て
、
解
答
の
二
部
と
し
て
最
善
と
考
え
ら
れ
る
も

の
一
厳
密
に
は
、
こ
れ
も
手
段
と
し
て
善
い
も
の
で
あ
る
一
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
彼
が
こ
の
世
界
で
最
も
善
い
と
考
え
た
も
の
に
は
二
つ
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

　
「
あ
る
意
識
状
態
で
あ
り
、
大
ま
か
に
は
人
間
の
交
際
の
楽
し
み
、
お

　
よ
び
美
し
い
も
の
の
享
受
で
あ
る
。
〈
中
略
V
人
問
的
愛
情
と
芸
術
や

　
自
然
に
お
け
る
美
し
い
も
の
の
観
賞
と
が
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
一

　
と
い
う
こ
と
を
疑
っ
た
者
は
な
い
だ
ろ
う
」

「
善
い
も
の
」
と
は
、
美
し
い
も
の
に
対
す
る
愛
情
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

ふ
さ
わ
し
い
情
感
、
真
に
美
し
い
諸
性
質
の
認
識
、
真
な
る
信
念
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
一
馳
一

た
要
素
が
必
要
で
あ
る
。
美
は
「
善
さ
」
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
「
善
い
も
の
」
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
逆
に
「
悪
い

も
の
」
は
、
醜
い
も
の
に
対
す
る
愛
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
的
愛

惰
と
美
的
享
受
が
そ
れ
自
体
善
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
疑
っ
た
者

は
な
い
だ
ろ
う
」
と
ム
ー
ア
は
言
う
。
し
か
し
ど
こ
に
根
拠
が
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
結
論
を
無
邪
気
す
ぎ
る
と
感
じ
る
人

も
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
ム
ー
ア
に
し
て
み
れ
ば
、
全
く
自
明
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
直
覚
的
知
識
に
根
拠
の
必
要
な
ど
な
く
、
ま
た
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
に
至
っ
て
当
然
生
じ
て
く
る
の
は
、
ム
ー
ア
倫
理
学
は
た
ん
な

る
感
性
や
選
好
の
問
題
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
実
際
に
、

「
悪
い
も
の
」
で
あ
る
べ
き
醜
い
も
の
を
愛
で
る
こ
と
は
、
趣
味
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
警

（
胃
；
『
o
；
易
冨
）
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

個
人
の
道
徳
的
感
情
や
性
向
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、
ム
ー
ア
倫
理
学
は
意

味
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
善
い
も
の
」
と
向
か
い
合
う

に
は
、
そ
れ
以
前
に
「
善
さ
」
へ
の
志
向
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ム
ー
ア
は
「
善
さ
」
を
求
め
る
人
問
の
心
を
信
頼
し
て
い
る
。
我
々
に
と
っ

て
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
易
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
道
徳
と

倫
理
学
の
第
一
歩
が
あ
る
こ
と
も
、
筆
者
に
は
間
違
い
な
い
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
結
び

　
前
節
の
最
後
で
は
、
ム
ー
ア
倫
理
学
が
そ
の
細
密
か
つ
客
観
的
体
裁
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ん
な
る
主
観
的
見
解
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
念
が
生
ず
る
こ
と
を
述
べ
た
。
事
実
そ
の
よ
う
な
傾
向
が

あ
る
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
。
ム
ー
ア
は
道
徳
と
倫
理
学
の
本
質
を
語
っ

た
の
で
あ
る
。
悪
に
関
す
る
数
少
な
い
考
察
の
中
に
、
我
々
は
彼
の
洞
察

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
値
は
事
物
に
内
在
し
た
形
で
の
み
、
す

な
わ
ち
価
値
物
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
そ
こ
に
「
善

さ
」
を
見
て
取
る
価
値
物
は
、
た
だ
「
善
さ
」
の
み
を
内
在
的
価
値
と
し

て
所
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
「
悪
い
」
と
い
う
内
在
的
価
値
が
含
ま
れ

る
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
事
物

を
「
善
ど
と
言
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
物
に
内
在
す
る
善
悪
を
足
し

引
き
し
て
残
る
「
善
さ
」
を
評
価
す
る
こ
と
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

現
実
生
活
を
顧
み
て
も
、
我
々
は
多
く
の
場
面
で
そ
の
よ
う
な
内
的
作
業

を
経
て
倫
理
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　
ム
ー
ア
に
お
い
て
、
善
と
悪
は
互
い
に
排
除
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。
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現
実
世
界
に
は
善
と
悪
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
環
境
で
、
道
徳
的

感
情
に
よ
っ
て
、
よ
り
善
の
ま
さ
っ
た
状
態
は
望
ま
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
ム
ー
ア
は
、
悪
を
善
の
欠
如
態
と
み
な
す
た
ん
な
る
善

　
の
二
兀
論
か
ら
は
免
れ
て
い
る
。
倫
理
的
価
値
を
一
般
通
念
や
慣
習
と
は

　
別
の
次
元
で
と
ら
え
た
こ
と
は
、
彼
の
功
績
で
あ
る
。
一
般
に
指
摘
さ
れ

　
る
よ
う
に
、
ム
ー
ア
倫
理
学
は
確
か
に
そ
の
時
代
や
社
会
を
色
濃
く
反
映

　
し
て
い
る
。
彼
が
所
属
し
て
い
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
サ
ー
ク
ル
、
そ
し
て

　
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
と
い
う
一
部
の
知
的
特
権
階
級
の
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
舶
一

　
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ピ
ソ
ー

　
ド
は
エ
ピ
ソ
i
ド
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
い
っ
た
思
想
の
綾
小
化
は
解
釈
の

　
上
で
有
効
な
手
段
と
は
言
え
な
い
。

　
　
ム
ー
ア
が
想
定
し
た
倫
理
学
の
知
識
は
、
因
果
律
に
支
配
さ
れ
た
感
覚

　
的
経
験
に
よ
る
検
証
の
可
能
性
を
、
全
く
有
し
て
い
な
い
。
我
々
が
用
い

－
て
い
る
日
常
レ
ベ
ル
の
言
語
も
、
そ
う
し
た
経
験
の
領
域
に
含
ま
れ
て
い

　
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
レ
ベ
ル
の
一
冒
語
に
よ
っ
て
ム
ー
ア
の
思
想
を
直
接

　
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
全
く
も
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、

　
言
葉
に
よ
っ
て
世
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
因
果
的
論
理
で
説
明
で

　
き
な
い
も
の
を
説
明
す
る
　
　
こ
の
矛
盾
を
、
自
ら
論
理
体
系
と
し
て

　
失
敗
す
る
こ
と
で
体
現
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
直
覚
説
は
神
秘
説

　
と
は
異
な
る
。
因
果
的
論
証
で
包
括
で
き
な
い
も
の
を
排
除
す
る
の
な
ら
、

　
そ
う
い
う
立
場
も
ま
た
神
秘
主
義
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
か
ろ
う
。

　
　
最
後
に
、
英
米
倫
理
学
に
お
け
る
ム
ー
ア
と
そ
れ
以
後
の
思
想
と
の
関

　
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ム
ー
ア
を
現
代
英
米
倫
理
学
の
発
端

　
と
み
る
こ
と
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
研
究
者
の
多
く

が
ム
ー
ア
を
十
分
に
理
解
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ム
ー
ア
の
影
響
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
の
多
く
は
、
ム
ー
ア
解
釈
者
の

影
響
で
あ
る
。
ム
ー
ア
に
関
す
る
様
々
の
混
乱
は
、
ま
ず
言
語
分
析
と
彼

の
メ
タ
倫
理
学
的
一
傍
観
者
的
一
態
度
を
同
一
視
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
ム
ー
ア
の
言
語
分
析
は
方
法
で
あ
っ
て
思
想
内
容
で

は
な
い
。
ま
た
後
に
メ
タ
倫
理
学
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
傍
観
者
的

態
度
は
、
学
に
対
す
る
彼
の
信
念
、
つ
ま
り
倫
理
学
の
目
標
は
知
識
で
あ
っ

て
個
人
に
忠
告
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
。

　
一
見
平
明
で
精
密
な
彼
の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
i
の
連

鎖
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
。
こ
れ
は
ム
ー
ア
倫

理
学
の
根
幹
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
内
在
的
価
値
に
っ
い
て
の
我
々
の

知
識
は
必
然
か
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
に
よ
る
因
果

的
論
証
の
手
の
届
か
な
い
所
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
え
ぬ
も
の
に

つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ム
ー
ア
の
叙
述
は
、
必
然
的
に
言
葉
に

よ
る
言
葉
の
説
明
、
す
な
わ
ち
言
語
分
析
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
解
釈
者
た
ち
は
そ
の
事
情
を
察
す
る
こ
と
な
く
、
ム
ー
ア

の
本
質
は
言
語
の
分
析
に
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
も
そ
れ
が
メ
タ
倫
理
学

の
提
案
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ム
ー
ア
の
意
図
は

そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
彼
の
傍
観
者
的
態
度
は
、
倫
理
学
の
仕
事
は
個
別

的
判
断
に
介
入
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
の
倫
理
的
判
断
の
便
宜
を
図

る
た
め
の
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
信
念
に
貫
か
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
言
語
分
析
が
行
わ
れ
た
の
は
、
「
ど
ん
な
も
の
が
善
い
か
」

と
い
う
倫
理
学
的
真
理
を
解
明
す
る
た
め
に
、
他
の
人
々
が
「
善
さ
」
の

概
念
の
取
り
扱
い
を
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
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で
あ
る
。
こ
の
真
理
は
、
お
よ
そ
言
葉
に
関
す
る
真
理
で
は
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
倫
理
学
を
道
徳
的
言
語
の
分
析
と
考
え
た
人
々
は
、
ム
ー
ア
に
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
｝

た
の
で
は
な
く
て
、
論
理
実
証
主
義
の
伝
統
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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