
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

l
ラ
l
の

価
値
倫
理
学
の
現
代
的
意
義

ー
価
値
の

「
主
観
性
」
と
「
相
対
性
」
を
め
ぐ
っ
て
|

音
喜
多

博

は
じ
め
に

『
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
実
質
的
価
値
倫
理
学
』
(
一
九
二
二

|
一
六
年
、
以
下
「
形
式
主
義
』
と
略
)
に
お
け
る
シ
ェ

l
ラ
I
の
主

目
的
は
、
当
時
、
道
徳
に
つ
い
て
の
哲
学
的
見
解
と
し
て
主
流
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
「
主
観
主
義
」
「
相
対
主
義
」
「
自
然
主
義
」
に
対
し
て
、
現

象
学
の
立
場
か
ら
反
論
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
シ

ェ
l
ラ
l
は
、
「
本
質
主
義
」
「
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
」
「
絶
対
主
義
」
な
ど

の
看
板
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
日
、
こ
れ
ら
の
看
板
は
き
わ
め
て
評
判
が
悪
い
。
た
し
か
に
、
シ

ェ
I
ラ
1
の
価
値
倫
理
学
は
、
『
形
式
主
義
』
刊
行
当
時
カ
ト
リ
ッ
ク
の

信
仰
を
も
っ
て
い
た
彼
が
、
時
代
の
社
会
風
潮
に
対
す
る
危
機
感
を
抱

き
、
や
や
保
守
的
な
徳
倫
理
学
を
再
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な

社
会
的
連
帯
の
基
礎
づ
け
を
図
っ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
そ
の
よ
う
な
意
図
は
、
と
く
に
彼
の
「
人
格
主
義
」
的
な
主
張
の
な
か
に

現
れ
て
い
る
。
)
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
的
側
面
に
の
み
注
目
し
、

シ
ェ

1
ラ
I
の
議
論
全
体
を
時
代
遅
れ
で
意
味
の
な
い
も
の
と
見
な
し

て
し
ま
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
、
英
米
圏
の
倫
理
学
に
お
け
る
価
値
の
「
客
観
主
義
|

主
観
主
義
」
「
実
在
論
|
非
実
在
論
」
「
認
知
主
義
|
非
認
知
主
義
」
な

ど
と
い
っ
た
対
立
図
式
の
な
か
で
、
シ
ェ

l
ラ
l
の
議
論
は
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
シ
ェ

l
ラ
l
の
価
値
倫
理
学
の
現
代
的
意
義
を
再
評
価
し
て

み
た
い
と
思
う
。
そ
の
準
備
的
な
考
察
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
価
値
に

つ
い
て
の
懐
疑
主
義
(
非
実
在
論
)
を
と
る
J
・
L
・
マ
ッ
キ
1
の
議
論

を
参
照
枠
と
し
な
が
ら
、
シ
ェ

l
ラ
l
の
議
論
を
分
節
化
し
て
み
た
い
。

qo 

可
E
ム

マ
ッ
キ
l
に
お
け
る
価
値
に
つ
い
て
の
懐
疑
主
義

現
代
の
英
米
の
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
価
値
の
客
観
性
を
め
ぐ
る
議

論
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で
の
主
観
主
義
(
正
確
に
は
「
懐
疑
主
義
」
)

の
立
場
を
と
る
古
典
的
学
説
に
マ
ッ
キ
1
の
も
の
が
あ
る
。
『
倫
理
学
|

道
徳
を
創
造
す
る
』
(
一
九
七
七
年
)
の
マ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
日
常
的
な
直
観
や
常
識
に
反
し
て
、
「
客
観
的
な
価
値
は
存
在
し
な
い
」

(冨

R
E
0
5
3品
切
¥
七
頁
)
。



マ
ツ
キ
1
は
、
非
認
知
主
義
も
情
動
説
も
自
然
主
義
も
と
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
倫
理
学
説
は
、
「
客
観
的
価
値
へ
の
信
念
が
通
常
の

道
徳
的
思
考
や
言
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
(
冨
宮
在
四

5
3一
色
|
怠
¥
五
九
頁
)
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
l
は
、
一

般
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
主
観
主
義
者
」
と
は
異
な
り
、
こ
の
事
実

自
体
は
認
め
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ツ
キ
l
は
客
観
的
価
値

へ
の
信
念
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
的
性
質
は
実

在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
実
在
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
語
る
道
徳
的
判
断
は
、
す
べ
て
偽
な
の
で
あ
る
。

常
識
に
反
し
て
価
値
の
懐
疑
主
義
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
マ

ツ
キ
ー
は
い
か
に
し
て
客
観
的
価
値
と
い
う
誤
っ
た
信
念
が
発
生
し
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
観
的
価
値
経
験
を
出
発
点
に
し
て
論
証

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ッ
キ
I
は
自
分
の
論
証
の
仕
方
を
「
錯
誤

理
論

(
O
R
2
F
gミ
)
」
と
呼
ぶ
。

マ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
価
値
や
規
範
は
な
ん
ら
客
観
的
な
も
の
で
は

な
く
、
「
他
の
人
も
そ
の
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
個
人
の
欲
求
や

願
望
、
要
求
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
価
値
が
客
観
的
に
見
え
る
の
は
、
わ

れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
内
な
る
欲
求
を
外
的
対
象
に
広
げ
よ
う
と
す
る

傾
向
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
客
観
的
価
値
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
態
度
の
投
影
あ
る
い
は
「
客
観
化

(
0
5
2
E
W忠一

g)」
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
客
観
化
さ
れ

た
価
値
は
、
複
数
の
人
間
の
問
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
価
値
が
客
観
的
だ
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
共
有
さ
れ
た
価
値

が
た
ん
に
間
主
観
的
で
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

マ
ッ
キ
l
は
、
客
観
主
義
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ふ
た
つ

の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
ひ
と
つ
め
は
、
「
相
対
性
に
基
づ
く
論
証
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
道
徳
的
規
範
は
社
会
や
時
代
の
変
遷
に

と
も
な
っ
て
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
社
会
共
同
体
の
な
か

の
集
団
や
階
級
の
あ
い
だ
で
道
徳
的
信
念
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
訴
え
て
、
客
観
的
価
値
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
キ

ー
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
規
範
の
実
際
の
変
異
を
説
明
す
る
の
に
、
そ
の

変
異
が
「
諸
々
の
客
観
的
な
価
値
の
知
覚
|
|
た
だ
し
、
そ
の
大
半
が

大
変
不
十
分
で
ひ
ど
く
歪
め
ら
れ
て
い
る
ー
ー
を
表
現
し
て
い
る
と
い

う
仮
説
」
を
用
い
る
よ
り
も
、
「
諸
々
の
生
き
方
を
反
映
し
て
い
る
と
い

う
仮
説
」
を
用
い
る
ほ
う
が
よ
り
説
得
力
が
あ
る
(
冨
R
E四
冨
ゴ
ぬ
叶
¥

四
一
頁
)
。

ふ
た
つ
め
は
、
「
特
異
性

(ρ505mg)
に
基
づ
く
論
証
」
で
あ
る
。
マ
ッ

キ
l
は
、
「
仮
に
客
観
的
価
値
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
こ
の

世
界
の
他
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
非
常
に
奇
妙
な
種
類
の
実

体
、
も
し
く
は
性
質
、
も
し
く
は
関
係
で
あ
ろ
う
」
(
冨
R
E巾
巴
叶
日
ω
∞
¥

四
三
頁
)
と
述
べ
る
。
(
マ
ッ
キ
l
は
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
価
値
は
プ

ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
述
べ
て

い
る
。
)
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
価
値
を
把
握
す
る
の
は
、
「
他
の
あ

ら
ゆ
る
こ
と
を
知
る
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
方
法
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

AA 
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た
道
徳
的
知
覚
あ
る
い
は
直
観
と
い
う
何
ら
か
の
特
別
な
能
力
に
よ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
。
マ
ツ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ム

ア
(
『
倫
理
学
原
理
』
一
九
O
三
年
)
ら
の
直
観
王
義
者
が
価
値
の
非
自
然

的
特
質
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
非
自
然
的
直
観
は
神
秘
的
な
能
力
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
能
力
に
訴

え
る
説
明
に
は
説
得
力
が
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
価
値
の
懐
疑
主
義
に
よ
る
説
明
の
ほ
う
が
、
客
観

的
価
値
に
訴
え
る
説
明
よ
り
も
矛
盾
が
少
な
く
、
か
つ
余
計
な
形
而
上

学
を
挿
入
す
る
必
要
も
な
い
。
マ
ッ
キ
1
の
考
え
で
は
、
道
徳
的
経
験

(
道
徳
に
つ
い
て
の
観
念
、
信
念
、
知
識
な
ど
)
は
経
験
主
義
の
基
盤
の
う

え
に
、
経
験
的
用
語
で
記
述
・
説
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ッ
キ
l
の
議
論
を
参
照
枠
と
し
な
が
ら
、
『
形

式
主
義
」
を
中
心
と
し
た
価
値
の
「
客
観
性
」
や
「
実
在
性
」
を
め
ぐ

る
シ
ェ

l
ラ
l
の
議
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ェ

1
ラ

l
自
身
が
、
価
値
の
「
客
観
性
」
や
「
実
在
性
」
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日

の
英
米
圏
の
倫
理
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
言
語
分
析
の
方
法
を
自
覚
的

に
用
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
、
シ
ェ

l

ラ
I
の
価
値
倫
理
学
は
、
今
日
の
英
米
圏
の
倫
理
学
に
と
っ
て
も
興
味

深
い
議
論
の
題
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
，
現
象
学
的
な
価
値
理
論
と
は

ま
ず
は
、
マ
ツ
キ
l
の
。
「
特
異
性
に
基
づ
く
論
証
」
が
、
シ
ェ

l
ラ

1
の
価
値
倫
理
学
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

シ
ェ

l
ラ
1
は
、
価
値
把
捉
は
一
種
の
「
非
感
性
的
直
観
」
(
H
H
H
a
¥

中
一
人
頁
)
で
あ
る
と
し
、
理
論
的
認
識
と
並
行
し
て
「
価
値
|
認
識

(
き
手
尽
さ
さ
な
)
」
、
「
価
値

l
看
取
(
事
平
岡

S
E
S高
)
」
と

い
う
こ
と
ば
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
る
(
戸
勾
¥
上
一
四
O
頁
)
。
こ
の
よ

う
な
価
値
把
捉
の
能
力
は
、
マ
ッ
キ
ー
が
批
判
し
た
よ
う
な
非
自
然
的

性
質
を
認
識
す
る
神
秘
的
能
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

シ
ェ

I
ラ
l
は
、
さ
し
あ
た
り
「
知
覚
」
(
巧
島
田
島

g
g
)
と
「
価

値
把
捉
」
(
4
ま
江
口
各
自
白
)
と
を
別
々
の
志
向
的
作
用
と
し
て
区
別
す

る
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
価
値
は
感
情
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う

性
格
を
強
調
す
る
。
価
値
は
感
情
の
志
向
的
対
象
な
の
で
あ
り
、
価
値

が
感
情
的
に
把
捉
さ
れ
る
こ
と
を
「
感
得
(
司

S-g)」
と
い
う
用
語
で

表
現
し
て
い
る
。

価
値
を
最
初
に
所
与
に
す
る
作
用
は
「
気
づ
く
こ
と
」
の
そ
れ
で
あ

り
、
認
識
の
作
用
や
理
論
的
領
域
で
の
「
判
断
」
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
価
値
は
知
覚
的
対
象
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
「
与

え
ら
れ
る
」
と
い
う
仕
方
で
の
現
象
的
客
観
性
を
も
っ
て
い
る
。
価
値

経
験
は
確
か
に
意
識
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
を

F
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観
念
論
的
に
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
経

験
す
る
。
価
値
は
、
主
観
の
意
識
を
越
え
て
い
る
「
客
観
的
対
象
」
と

し
て
意
識
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
シ
ェ

1
ラ
l
は
価

値
の
「
客
観
主
義
」
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
シ
ェ

l
ラ
1
は
価
値
の
「
実
在
論
者
」
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
シ
ェ

l
ラ
l
は
、
価
値
は
「
性
質
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

価
値
性
質
は
、
財
物
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
財
か
ら
独
立
し
て

い
る
「
理
念
的
対
象

(
&
s
p
o
b
h専
門
町
)
」
(
戸
お
¥
上
六
人
頁
)
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
価
値
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体

で
「
現
実
的
(
項
目
吋
E
W
V
)
」
な
も
の
で
は
な
く
、
財
が
生
み
出
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
現
実
化
」
さ
れ
る
と
い
う
。
シ
ェ

l
ラ
ー

は
、
彼
自
身
が
「
絶
対
的
存
在
論
主
義
」
(
日
起
き
¥
中
一
七
六
頁
)
と
呼

ぶ
強
い
意
味
で
の
実
在
論
は
と
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
本

性
上
い
か
な
る
意
識
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
え
な
い
対
象
が
存
在
し
う

る
と
い
う
理
論
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
価
値
は
そ
の
本
性
上
感
得
す
る
意

識
の
う
ち
に
現
出
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
象
学
者
で
あ
る
シ
ェ

1
ラ
1
は
、
さ
し
あ
た
り
伝

統
的
な
「
実
在
論
か
観
念
論
か
」
と
い
う
対
立
に
つ
い
て
は
中
立
的
で

あ
る
。
価
値
経
験
は
志
向
的
な
経
験
で
あ
り
、
志
向
的
体
験
の
本
質
と

志
向
的
対
象
の
本
質
と
の
聞
の
連
闘
を
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
現

象
学
の
課
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
価
値
は
意
識
の
対
象
で
あ
る
が
(
意

識
に
よ
る
構
成
)
、
そ
れ
は
「
意
識
を
越
え
た
も
の
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ

に
与
え
ら
れ
る
(
ノ
エ
マ
的
対
象
の
超
越
性
)
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
シ
ェ

l
ラ
ー

に
お
い
て
は
、
価
値
は
道
徳
的
価
値
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
シ
ェ

l
-フ
1
は
、
「
道
徳
的
な
も
の
」
を
人
格
の
領
域
に
(
つ

ま
り
は
人
間
の
領
域
に
)
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
価
値
」
一
般
に

つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
お
い
て
、
「
栄
養
物
」
は
積
極
的

な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
シ
ェ

l
ラ
l
に
と
っ
て
価
値
把
捉
の
は

た
ら
き
と
し
て
の
「
感
情
」
と
は
、
単
な
る
感
性
的
感
情
か
ら
、
人
格

性
・
精
神
性
と
一
体
と
な
っ
た
人
間
的
感
情
ま
で
を
広
く
包
摂
す
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
シ

ェ
l
ラ
1
は
実
質
的
な
価
値
の
諸
様
態
を
以
下
の
よ
う
に
類
型
化
し
て

い
る
(
固
い
お
・
5
。
¥
上
二

O
O
|二
O
入
頁
)
。
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①
感
性
的
価
値
(
快
適
価
値
)

「
快
適
な
も
の
富
山
師
〉
ロ
m
g
m
F
B
m
)
」
「
不
快
適
な
も
の

ロロ
g
m
mロ
各
自
由
)
」
と
い
う
価
値
系
列
。

②
生
命
的
価
値

「
高
貴
な
も
の
(
仏
器
開
門
出
巾
)
」
「
卑
俗
な
も
の

(bg
のめ
5
0
E
m
)
」

(
あ
る
い
は
「
有
能
な
も
の
」
「
劣
悪
な
も
の
」
)
と
い
う
価
値
系
列
。

③
精
神
的
価
値

(
円
古
田



主
要
な
も
の
は
、
(

a

)

「
美
」
「
醜
」
の
価
値
系
列
、

(b)
「義

E
B

F
n
F
S
)
」
と
「
不
義
(
合
的
口
号
R
Z
m
)
」
と
い
う
価
値
系
列
、

(
C
)

哲
学
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
「
純
粋
な
真
理
認
識
」
の
諸

価
値
。

④
聖
価
値

「
聖
な
る
も
の
(
仏

g
国
土
ロ
m
m
)
」
「
聖
で
な
い
も
の

ロロ
Fo--
応
。
)
」
と
い
う
価
値
系
列
。

(
仏
同
町

シ
ェ

1
ラ
l
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
諸
様
態
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
位
階
」

を
形
成
し
て
お
り
、
後
者
に
い
く
ほ
ど
「
よ
り
高
い
」
と
さ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
(
戸
5
0
¥
上
二

O
八
頁
)
。

最
後
に
、
シ
ェ

1
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
善
悪
は
、
道
徳
以
外

の
価
値
の
実
現
に
付
随
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
善
い
」
や
「
悪

い
」
は
そ
れ
自
体
で
実
現
さ
れ
る
価
値
な
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
価

値
を
実
現
す
る
よ
う
な
行
為
や
意
図
が
「
善
い
」
の
で
あ
り
、
よ
り
低

い
価
値
を
実
現
す
る
よ
う
な
行
為
や
意
図
は
「
悪
い
」
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
(
戸
当
¥
上
七
五
頁
)
。

力
ン
ト
的
二
分
法
に
対
す
る
批
判

さ
で
、
『
形
式
主
義
』
と
同
時
期
(
一
九
一
七
年
)
に
書
か
れ
た
論
文

に
、
「
哲
学
の
本
質
と
哲
学
的
認
識
の
道
徳
的
制
約
と
に
つ
い
て
」
(
の

ち
に
『
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
る
も
の
」
に
再
録
)
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
価
値
把
捉
と
知
覚
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
シ
ェ

l
ラ

1
の
考
え
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
価
値
は
道
徳
的

な
も
の
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
価
値
は
人
間
の
よ
う
な
知
的
生
命
体
に

よ
っ
て
「
認
識
」
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
動

物
が
す
で
に
諸
々
の
価
値
を
把
捉
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
動
物
が
世
界
内
の

事
物
に
出
会
う
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
対
象
は
「
好
ま
し
い
も
の
」
あ
る

い
は
「
好
ま
し
く
な
い
も
の
」
、
「
求
め
る
べ
き
も
の
」
あ
る
い
は
「
忌
避

す
べ
き
も
の
」
な
ど
と
い
っ
た
感
情
を
と
も
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ

う
い
っ
た
感
情
を
喚
起
し
な
い
も
の
は
、
関
心
の
外
に
あ
っ
た
り
、
(
自

然
科
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
)
人
為
的
に
中
性
的
な
態
度
で

眺
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ェ

l
ラ
l
に
お
い
て
は
、
価
値
の
理
論
は
道
徳
的

・
美
学
的
領
域
を
越
え
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
対
す
る
態
度
一
般
の

問
題
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
価
値
の
把
捉
は
、
わ

れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
知
覚
・
想
起
・
期
待
・
思
惟
・
判
断
な
ど
の
作
用

に
先
立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
の
で
あ

る。
い
わ
ゆ
る
「
没
価
値
的
な
」
存
在
者
は
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
知

覚
・
想
起
・
期
待
・
思
惟
・
判
断
な
ど
の
一
次
的
な
対
象
と
は
な
り
え

ゥ，
T
Eム



な
い
。
没
価
値
的
存
在
者
が
得
ら
れ
る
の
は
、
多
少
と
も
人
為
的
な
抽

象
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
自
然
科
学
は
こ
の
よ
う

な
没
価
値
的
存
在
者
を
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の

経
験
の
根
源
的
な
層
な
の
で
は
な
い
。
「
客
観
的
領
域
一
般
の
可
能
的
所

与
性
の
秩
序
の
う
ち
に
は
、
こ
の
秩
序
に
属
す
る
価
値
諸
性
質
や
価
値

諸
統
一
が
、
没
価
値
的
存
在
層
に
属
す
る
一
切
の
も
の
に
先
立
っ
て
与

え
ら
れ
て
い
る
」
(
〈
泊
。
¥
一
一
九
頁
)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
シ
ェ

l
ラ
I
は
、
伝
統
的
な
「
(
知
覚
的
)
事
実
と
価
値
」

と
い
う
二
分
法
を
否
定
し
て
、
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
現
象
学
的

経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
伝

統
的
な
二
分
法
は
、
歴
史
的
に
は
カ
ン
ト
の
「
傾
向
性
と
理
性
」
の
二

分
法
に
由
来
す
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
は
「
一
切
の
『
傾
向
性
」
の
道
徳

的
な
価
値
中
立
性
と
い
う
命
題
」
(
戸
母
¥
上
九
九
頁
)
か
ら
出
発
す
る
。
こ

こ
か
ら
、
価
値
と
は
ま
っ
た
く
関
わ
り
を
も
た
な
い
自
然
的
過
程
と
し

て
の
傾
向
性
(
衝
動
作
用
)
は
混
沌
で
あ
り
、
こ
の
混
沌
の
う
ち
へ
実

践
理
性
と
し
て
の
意
志
が
、
こ
の
意
志
自
身
の
法
則
に
則
っ
て
秩
序
を

も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
道
徳
的
な
「
善
」
が
も
た
ら
さ
れ

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実

的
価
値
経
験
の
著
し
い
抽
象
に
す
ぎ
な
い
。

シ
ェ

1
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
の

二
分
法
は
、
認
識
論
の
領
域
で
の
二
分
法
、
つ
ま
り
は
「
感
性
」
と
「
悟

性
」
の
二
分
法
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の

知
覚
経
験
は
、
多
様
で
無
秩
序
で
価
値
中
立
的
な
「
感
覚
所
与
」
に
、
悟

性
に
よ
っ
て
形
式
と
秩
序
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
認
識
論
的

領
域
に
お
い
て
も
倫
理
学
的
領
域
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
の
二
分
法
の

背
後
に
は
、
彼
が
経
験
主
義
的
な
心
理
学
(
ヒ
ュ

l
ム
な
ど
)
か
ら
受

け
継
い
だ
誤
っ
た
前
提
、
す
な
わ
ち
「
没
価
値
的
な
心
的
諸
事
象
と
い

う
心
理
学
特
有
の
想
定
」
(
戸
包
空
中
六
人
頁
)
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
シ
ェ

l
ラ
1
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
心
的
経
験
は

つ
ね
に
す
で
に
価
値
を
と
も
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
価
値
感
得
は
、
マ
ッ
キ
ー
が
「
特
異

性
に
基
づ
く
議
論
」
に
お
い
て
批
判
し
た
よ
う
な
、
神
秘
的
な
非
自
然

的
性
質
の
認
識
能
力
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
マ
ツ

キ
ー
の
ほ
う
が
、
「
自
然
的
性
質
」
の
認
識
能
力
を
考
え
る
と
き
に
、
経

験
主
義
的
な
狭
い
経
験
概
念
(
「
感
覚
」
に
基
礎
を
お
く
よ
う
な
)
に
と

ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
経
験
は
す
べ
て

「
神
秘
的
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
済
ま
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
が
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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四

価
値
の
相
対
性
を
め
ぐ
る
シ
ェ

l
ラ
l
の
議
論

つ
ぎ
に
、
マ
ッ
キ
1
の
い
う
「
相
対
性
に
基
づ
く
議
論
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。

シ
ェ

1
ラ
l
は
、
価
値
は
「
相
対
的
」
な
の
で
「
客
観
性
」
を
も
た



な
い
と
い
う
よ
く
な
さ
れ
る
議
論
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。
そ

れ
は
、
価
値
の
「
相
対
性
」
を
「
主
観
性
」
と
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い

る
議
論
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
で
は
、
シ
ェ

l
ラ
1
に
と
っ
て
、
価
値
の

「
相
対
性
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
形
式
主
義
」
に
お

け
る
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
価
値
が
「
相
対
的
」
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
、
し
ば
し

ば
価
値
そ
の
も
の
の
相
対
性
と
そ
の
他
の
も
の
の
相
対
性
(
財
や
規
範

の
レ
ベ
ル
で
の
相
対
性
)
と
を
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
価
値
が
「
相
対
的
」
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
ま

ず
は
、
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
戸
匂
問
中
一

七
八
頁
)
。

(
a
)

そ
の
存
在
が
わ
れ
わ
れ
に
「
相
対
的
」
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
と
も
、

(b)
そ
の
感
得
可
能
性
の
み
が
わ
れ
わ
れ
に
「
相
対
的
」
で
あ
る

の
か
。

(
b
)
の
よ
う
な
相
対
性
は
、
表
面
上
の
相
対
性
に
す
ぎ
な
い
。
た

と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
と
時
代
の
大
多
数
の
人
間
の
価
値
世
界
が

貧
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
価
値
が
一
般
的
に
主
観
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
一
部
は
人
間
の
自
然
的
世
界
観
の
制
約
ゆ

え
、
一
部
は
わ
れ
わ
れ
の
文
明
の
制
約
ゆ
え
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
価
値
が
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ

の
信
念
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
(
戸
N

芯
l

N
2
¥中
一
七
九
|
一
八
O
頁)。

(i)
自
然
的
な
状
態
に
生
き
て
い
る
人
聞
は
、
身
体
的
衝
動
や
欲

求
に
対
応
す
る
生
命
的
価
値
な
ど
の
み
を
明
断
に
意
識
す
る

傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
個
人
の
生
存
維
持
や
利
益
、
選

好
と
い
っ
た
も
の
が
よ
り
注
目
さ
れ
や
す
い
。

(

H

H

)

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
価
値
は
財
の
所
有
量
の
比
較
な
ど

の
面
に
お
い
て
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
価
値
そ
の
も

の
が
見
て
と
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
価
値
の
差
異
が
ま
ず
そ

れ
自
身
価
値
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
「
資
本
主
義
的
競
争
体
制
の
人
間
に
支
配
的
で
あ
る
価
値
体

験
の
構
造
」
(
円
起
草
¥
中
一
八
O
頁
)
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

ひ
と
び
と
の
価
値
認
識
の
あ
り
方
は
歴
史
的
に
相
対
化
し
う
る
も
の
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
価
値
一
般
が
「
主
観
的
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の

は
誤
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
面
上
の
相
対

性
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
根
源
的
な
(

a

)

の
相
対

性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
現
存
在
相
対
性

3
8
0古
田
円
己
主
乱
仲
間
同
)
」

と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
「
現
存
在
相
対
性
」
と
い
う
考
え
方
は
、
『
形
式
主
義
』
と
同
時

期
に
執
筆
さ
れ
た
遺
稿
「
現
象
学
と
認
識
論
」
(
一
九
一
一
一
一
ー
ー
一
四
年
)
や
、

そ
の
発
展
形
態
で
あ
る
晩
年
の
「
認
識
と
労
働
」
(
一
九
二
六
年
)
お
よ

び
「
観
念
論
ム
夫
在
論
」
(
一
九
二
七
年
)
に
お
け
る
シ
ェ

1
ラ
l
の
認
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識
論
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
(
旦
民
い
ま
'
N
。。¥三

O
五
|
一
二
一
一
頁
、

MGC∞ム
g¥三二二|一一一一一一一一一頁)。

そ
こ
で
の
シ
ェ

l
ラ
I
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
な
知
覚
に
お
い

て
人
聞
が
知
覚
す
る
像
は
人
間
の
知
覚
能
力
に
相
対
的
で
あ
る
。
こ
れ

は
人
間
だ
け
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
お

い
て
、
知
覚
は
そ
の
動
物
の
知
覚
能
力
に
相
対
的
で
あ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ユ

ル
な
ど
の
動
物
学
者
た
ち
は
、
動
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
・
機
能
の
知
覚

器
官
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
「
衝
動
的
H
運
動
的
な
制
約
性
」
吉
田
N
∞ω¥

一
四
六
頁
2
p
)
に
相
応
し
た
環
境
世
界
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
個
々
の
生
物
種
は
、
そ
の
身
体
的
機
能
と

生
命
的
・
実
践
的
関
心
に
応
じ
て
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
表
象
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
も
こ
の
制
約
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
聞
は

蝶
の
よ
う
に
は
紫
外
線
を
知
覚
し
な
い
し
、
原
子
や
分
子
そ
の
も
の
を

知
覚
し
な
い
。
知
覚
領
野
は
人
間
特
有
の
か
た
ち
で
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化

さ
れ
て
現
れ
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
間
の
見
て
い
る
自
然
的
な
世

界
像
は
、
人
間
に
相
対
的
な
の
で
あ
る
。

シ
ェ

1
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
様
の
こ
と
が
価
値
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

「
感
性
的
価
値
(
快
適
価
値
)
」
は
感
覚
を
も
っ
存
在
に
相
対
的
で
あ
り
、

「
生
命
的
価
値
」
は
生
命
を
も
っ
存
在
(
生
物
)
に
相
対
的
で
あ
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
何
を
価
値
と
見
な
す
か
は
そ
の
生
物
の
「
衝
動
的
H
運

動
的
な
制
約
性
」
に
相
対
的
で
あ
っ
て
、
他
の
生
物
に
と
っ
て
の
栄
養

物
が
、
人
間
に
と
っ
て
毒
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
価
値
は
個
々
の
生
物
の
意
識
に
よ
っ
て
恋
意
的
に
構
成
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
快

l
不
快
」
と
い
う

価
値
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
一
般
的
に
は
不
快
よ
り
も

快
の
ほ
う
が
先
取
さ
れ
る
と
い
う
価
値
の
位
階
系
列
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
は
何
の
変
更
も
こ
う
む
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
一
般
的
な
価
値
学
説
に
お
け
る

価
値
の
客
観
性
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
生
物
に
と
っ
て
あ
る
物
質
が
「
栄
養
価
を
も

っ
」
と
い
う
こ
と
や
、
人
間
も
含
め
た
動
物
が
快
・
不
快
や
有
用
・
有

害
と
い
っ
た
価
値
を
感
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
主
観
に
は
依

存
し
な
い
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
道
徳
的
価
値
は
、
時
代
や
文
化
、
さ
ら
に
は
個
人
に
よ
っ
て

異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
価
値
な
ど
存
在
し
な
い
と

一
般
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ

l
ラ
l
は
、
と
く
に
道
徳
的
価
値
の
歴
史
的

相
対
性
の
現
象
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る
意

味
で
の
道
徳
的
価
値
の
相
対
性
は
、

(b)
の
「
感
得
可
能
性
の
相
対
性
」

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
対
主
義
者
が
注

目
し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
価
値
の
存
在
そ
の
も
の
の
相

対
性
な
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
「
価
値
評
価
の
相
対
性
」
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

シ
ェ

1
ラ
1
は
、
価
値
の
歴
史
的
変
異
の
レ
ベ
ル
と
し
て
、
つ
ぎ
の
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五
つ
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
戸
包
ω
・8
印¥中一一一一

一一
l
l
二
二
六
頁
)
。

①
エ
ー
ト
ス
の
変
異

シェ

l
ラ
l
に
お
け
る
エ
ー
ト
ス
と
は
、
一
{
疋
の
時
代
に
お
け
る

特
定
の
民
族
集
団
の
間
で
支
配
的
な
価
値
先
取
の
規
則
(
ど
の
価
値

が
よ
り
高
く
、
ど
の
価
値
が
よ
り
低
い
と
感
得
さ
れ
る
か
の
法
則
性
)
、

お
よ
び
愛
憎
(
価
値
感
得
の
可
能
性
を
拡
大
し
た
り
、
縮
小
し
た
り
す

る
心
的
作
用
)
の
構
造
、
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ー
ト

ス
の
変
異
と
は
、
価
値
感
得
の
構
造
そ
の
も
の
の
変
異
で
あ
り
、
こ

れ
は
理
論
的
認
識
に
お
い
て
は
(
フ
ン
ボ
ル
ト
や
デ
イ
ル
タ
イ
が
言

う
意
味
で
の
)
「
世
界
観
」
の
変
異
に
対
応
す
る
、
根
本
的
な
変
異
で
あ

る。

②
倫
理
学
の
変
異

こ
れ
は
、
上
記
の
エ
ー
ト
ス
に
つ
い
て
の
判
断
の
レ
ベ
ル
で
の
変

異
で
あ
る
。
価
値
と
そ
の
相
互
関
係
や
価
値
の
序
列
的
位
階
に
つ
い

て
の
判
断
が
、
価
値
評
価
原
理
や
規
範
化
原
理
と
い
う
か
た
ち
で
言

語
化
さ
れ
た
も
の
の
変
異
で
あ
る
。

③
道
徳
の
変
異

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
結
婚
」
、
「
一
夫
一
婦
制
」
な
ど
の
制
度
の

変
異
や
、
何
を
「
殺
人
」
、
「
窃
盗
」
、
「
嘘
」
と
見
な
す
か
と
い
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
の
変
異
で
あ
る
。

④
実
践
的
道
徳
性
の
変
異

こ
れ
は
、
言
語
化
さ
れ
た
倫
理
学
や
制
度
と
は
区
別
さ
れ
る
、
道
徳

に
つ
い
て
の
ひ
と
び
と
の
事
実
的
な
実
践
的
態
度
の
変
異
で
あ
る
。

⑤
習
慣
と
慣
例
の
変
異

こ
れ
は
、
そ
の
妥
当
性
や
実
行
が
た
だ
伝
統
に
根
付
い
て
い
て
、

自
動
化
さ
れ
た
よ
う
な
行
為
形
式
と
表
現
形
式
の
変
異
で
あ
る
。

②
か
ら
⑤
ま
で
は
、
す
べ
て
基
礎
的
な
エ
ー
ト
ス
に
起
源
を
も
っ
て

い
る
表
層
の
現
象
で
あ
る
。
歴
史
家
や
人
類
学
者
が
通
常
問
題
と
す
る

の
は
②
か
ら
⑤
ま
で
の
変
異
で
あ
り
、
こ
の
表
層
レ
ベ
ル
で
の
変
異
を

も
と
に
、
相
対
主
義
的
な
主
張
が
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
相
対
主

義
者
た
ち
は
、
自
分
の
文
化
・
時
代
の
価
値
意
識
を
絶
対
的
前
提
と
し

た
う
え
で
、
そ
れ
を
過
去
や
異
文
化
の
価
値
意
識
に
投
影
し
、
そ
こ
へ

の
到
達
の
度
合
い
が
時
代
や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
根
拠
に
相

対
主
義
的
な
主
張
を
お
こ
な
う
。
た
と
え
ば
、
今
日
で
は
奴
隷
制
は
悪

で
あ
る
の
に
か
つ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ

の
文
化
で
は
一
夫
多
妻
制
は
悪
で
あ
る
の
に
、
か
つ
て
の
(
あ
る
い
は

現
在
で
も
)
イ
ス
ラ
ム
圏
で
は
そ
う
で
は
な
い
、
だ
か
ら
価
値
は
相
対

的
だ
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
世
界
観
の

変
異
に
も
相
当
す
る
エ
ー
ト
ス
の
変
異
ま
で
踏
み
こ
ん
で
見
て
は
い
な

い
。
真
の
意
味
で
の
価
値
の
相
対
性
が
成
り
立
つ
の
は
、
こ
の
エ
ー
ト

ス
の
レ
ベ
ル
で
の
変
異
で
あ
る
。

唱
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ー
ト
ス
の
レ
ベ
ル
で
の
変
異
は
、
理
論

的
認
識
の
領
域
に
お
け
る
「
世
界
観
」
の
変
異
と
対
応
す
る
。
自
然
的

世
界
観
は
、
短
い
期
間
に
大
き
く
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
非

常
に
長
い
時
間
的
幅
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
や
は
り
変
動
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
中
世
の
世
界
観
か
ら
近
代
の
世
界
観
へ
の
変
異
が
そ
れ
で
あ

る
。
同
様
に
、
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
も
、
単
な
る
法
や
慣
習
や
財
の

変
異
を
越
え
た
、
よ
り
根
本
的
な
変
異
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
変

異
は
、
た
と
え
ば
偉
大
な
宗
教
的
指
導
者
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
指
導
者
の
言
行
は
、
そ
の
当
時
の
規
範
に
照
ら
し
て
み

る
な
ら
ば
「
悪
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
や
イ
エ
ス
、
あ
る
い
は
奴
隷
制
に
反
対
す
る
行
動
を
し
た
指
導
者

た
ち
は
、
当
時
の
法
や
制
度
の
レ
ベ
ル
で
は
「
悪
」
を
な
し
て
い
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
今
日
、
彼
ら
の
言
行
が
「
善
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼

ら
が
そ
の
「
愛
」
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
の
感
得
可
能
性
を
拡

大
し
た
こ
と
に
よ
る
。
シ
ェ

l
ラ
l
に
お
い
て
は
、
愛
と
は
一
般
的
に

こ
の
よ
う
な
価
値
の
創
造
行
為
(
よ
り
正
確
に
は
発
見
行
為
)
の
こ
と

を
言
う
。

シ
ェ

I
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
エ
ー
ト
ス
の
レ
ベ
ル
で
の
変
異
は
、
な
ん

ら
価
値
の
「
主
観
性
」
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
変
異
は
民
衆
の
「
意
識
」
や
「
自
我
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
変
異
は
道
徳
的
指
導

者
自
身
の
「
意
識
」
や
「
自
我
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
も
言
い
が

た
い
も
の
が
あ
る
。
エ
ー
ト
ス
の
レ
ベ
ル
で
は
、
指
導
者
は
新
し
い
価

値
を
自
ら
創
造
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
時
代
の
状
況
の
な
か
で
否
応
な

く
噴
出
し
つ
つ
あ
っ
た
価
値
を
発
見
し
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
適
切
な

表
現
を
与
え
た
と
言
う
ほ
う
が
的
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
お
の

れ
の
身
を
も
っ
て
、
人
々
の
価
値
の
感
得
可
能
性
の
拡
大
を
図
っ
た
と

い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
の
も
と
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
価
値
を
他

人
や
歴
史
の
な
か
に
発
見
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
個

人
に
お
い
て
も
社
会
に
お
い
て
も
価
値
感
得
の
構
造
の
変
化
が
可
能
と

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
常
は
両
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
道
徳

的
価
値
の
「
客
観
性
」
と
「
相
対
性
」
と
は
、
ぴ
ェ

I
ラ
I
に
と
っ
て

は
両
立
可
能
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヮ“qh
 

五

価
値
の
主
観
主
義
と
い
う
誤
り
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て

き
た
の
か

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
価

値
の
主
観
主
義
や
懐
疑
主
義
は
、
道
徳
的
価
値
の
相
対
性
と
い
う
事
実

か
ら
誤
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
じ
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ

l

ラ
ー
に
は
、
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
幻
想
が
生
じ
て
き
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
説
明
す
る
義
務
が
あ
ろ
う
。
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
る
説
明
を

追
っ
て
み
よ
う
。



シ
ェ

l
ラ
l
は
、
道
徳
的
領
域
に
お
い
て
客
観
的
価
値
を
認
識
し
評

価
す
る
こ
と
は
、
他
の
対
象
的
内
容
を
そ
う
す
る
よ
り
も
困
難
で
あ
る

と
言
う
。
よ
り
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
他
の
理
論
的
領

域
の
場
合
よ
り
も
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
り
多
く
の
、
よ

り
強
い
錯
誤
の
動
機
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
道
徳
的
価

値
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
論
的
認
識
よ
り

も
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
生
活
と
よ
り
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
た

め
、
「
わ
れ
わ
れ
の
関
心
が
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
す
る
も
の
と
客
観
的
価
値

認
識
の
内
容
と
の
あ
い
だ
の
混
同
が
、
よ
り
容
易
に
生
じ
る
」
(
H
G
N
H
¥

中
二
五
一
頁
V

の
で
あ
る
。
(
こ
れ
は
要
す
る
に
マ
ッ
キ
l
の
言
う
「
客

観
化
」
の
現
象
で
あ
る
。
)

こ
う
し
た
事
情
の
も
と
に
、
倫
理
的
な
懐
疑
主
義
が
理
論
的
な
懐
疑

主
義
よ
り
も
は
る
か
に
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
理
論
的

世
界
像
の
(
た
と
え
ば
天
体
図
の
)
差
異
の
ほ
う
が
、
そ
の
つ
ど
支
配
的

な
道
徳
的
体
系
の
差
異
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倫
理
的
懐
疑
主
義
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
理

由
は
、
「
倫
理
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
差
異
意
識
は
個
々
の
場

合
に
、
わ
れ
わ
れ
の
見
方
や
判
断
の
理
論
的
相
違
に
つ
い
て
よ
り
も
ず

っ
と
鋭
敏
に
反
応
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
と
、
「
価
値
問
題
に
お
い
て
は
、
他
人
と
の
隔
た
り
は
、
理

論
的
問
題
に
お
け
る
隠
た
り
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
を
ず
っ
と
強
く
不
安
に

し
、
そ
し
て
こ
の
不
安
が
、
わ
れ
わ
れ
に
差
異
の
存
立
を
理
論
的
問
題
に

お
い
て
よ
り
も
よ
り
多
く
目
立
た
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
戸

SN¥

中
二
五
一
頁
)
。

わ
れ
わ
れ
は
よ
く
「
他
の
人
も
そ
う
し
た
の
だ
」
と
言
っ
て
自
分
を

正
当
化
し
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
弱
さ
、
自
立
で
き
な
い

傾
向
性
の
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弱
さ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
倫
理
的

価
値
判
断
の
共
通
性
に
対
す
る
過
大
評
価
と
強
い
希
求
を
抱
か
せ
る
。
こ

の
期
待
が
少
し
で
も
満
た
さ
れ
な
い
と
幻
滅
が
生
じ
、
こ
の
幻
滅
の
結

果
、
道
徳
的
な
懐
疑
主
義
が
生
じ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
シ
ェ

I
ラ
l
の
議
論
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
あ
げ
た
マ
ツ

キ
ー
に
よ
る
「
錯
誤
理
論
」
の
裏
返
し
の
ヴ
ァ
l
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
マ
ツ
キ
ー
が
道
徳
的
価
値
の
客
観
主
義
を
「
錯
誤
」
と
し
た
の

に
対
し
、
シ
ェ

l
ラ
1
は
主
観
主
義
を
「
錯
誤
」
と
見
な
し
て
、
そ
の

発
生
の
機
序
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両

者
の
議
論
は
ま
っ
た
く
の
対
称
形
を
な
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

シ
ェ

l
ラ
1
自
身
も
、
マ
ッ
キ
ー
が
言
、
っ
と
こ
ろ
の
「
客
観
化
」
、
つ

ま
り
自
分
個
人
の
欲
求
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
普
遍
的
な
道
徳
で
あ
る
と

見
な
し
て
し
ま
う
誤
り
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
マ

ツ
キ
l
は
、
客
観
的
価
値
の
存
在
を
肯
定
す
る
主
張
は
、
す
べ
て
こ
の

誤
り
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ

1
ラ
l
は
、
こ

の
よ
う
な
誤
り
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
客
観
的
な
価
値

の
認
識
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
マ
ッ

qδ ヮ“



キ
l
の
説
明
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ツ
キ
1
は
、
わ
れ

わ
れ
の
日
常
的
な
道
徳
的
言
語
使
用
が
す
べ
て
客
観
化
の
錯
誤
の
う
え

に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
錯
誤
が
錯
誤
と
し
て

認
め
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
「
正
し
い
」
価
値
認
識
の
あ
り
方

が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
対
比
で
「
錯
誤
」
と
見
な
さ
れ
る

は
ず
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
マ
ッ
キ
l
の
言
、
っ
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
錯

誤
」
と
さ
れ
る
客
観
化
の
現
象
が
一
般
的
な
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
も
は
や
「
錯
誤
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
価
値
認
識

の
常
態
と
し
て
認
め
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ

I
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
キ
1
の
言
う
と
こ
ろ

の
「
客
観
化
」
は
あ
く
ま
で
特
殊
な
事
例
で
あ
り
、
た
と
え
ば
個
人
の

ル
サ
ン
チ
マ
ン
な
ど
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
。
マ
ッ
キ
l
が
わ
れ
わ
れ

の
価
値
経
験
を
信
頼
せ
ず
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
き
た
の
か

を
迂
回
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ェ

1
ラ
1
は、

ま
ず
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
価
値
経
験
を
事
実
と
し
て
受
け
と
り
、
そ

の
な
か
で
何
が
真
正
な
価
値
経
験
で
、
何
が
主
観
的
に
査
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え

る
だ
ろ
、
っ
。

お
わ
り
に

以
上
、
マ
ッ
キ
ー
に
よ
る
客
観
主
義
批
判
(
「
相
対
性
に
基
づ
く
論
証
」

と
「
特
異
性
に
基
づ
く
論
証
」
)
を
叩
き
台
と
し
て
、
シ
ェ

1
ラ
l
の
価

値
理
論
を
分
節
化
し
て
み
た
。
こ
の
考
察
は
、
マ
ッ
キ
I
の
議
論
そ
の

も
の
を
論
駁
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
マ
ッ
キ
I
の

議
論
を
参
照
枠
に
し
て
、
シ
ェ

1
ラ
l
の
議
論
を
、
今
日
の
英
米
国
の

メ
タ
倫
理
学
の
議
論
と
関
連
づ
け
る
た
め
の
準
備
的
な
考
究
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
「
情
緒
主
義
(
0
5
0
民
武
田
自
)
」
を
と
る
倫
理
学
者
は
、
非
認
知

主
義
や
主
観
主
義
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
シ
ェ

l

ラ
l
の
「
情
緒
主
義
」
が
、
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
の
客
観
主
義
と

結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
ず
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注

(
2
)
の
な
か
の
拙
稿

を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

-24-

注

(
1
)
こ
れ
は
、
今
日
の
メ
タ
倫
理
学
の
ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
る
「
自
然

主
義
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
価
値
は
自
然
科
学
に
よ
っ
て
説

明
し
尽
く
さ
れ
る
と
考
え
る
「
自
然
科
学
主
義
」
と
呼
ん
だ
ほ
う

が
正
確
で
あ
る
。

(
2
)
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
価
値
の
高
低
の
基
準
と
そ

れ
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
萌
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

詳
し
く
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
願
い
た
い
。
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ



エ
1
ラ
l
の
価
値
倫
理
学
に
お
け
る
「
価
値
」
と
『
感
情
』
」
「
人

間
関
係
学
研
究
」
第
七
号
(
椙
山
女
学
園
大
学
人
間
関
係
学
部
・

大
学
院
人
間
関
係
学
研
究
科
)
、
二

O
O九
年
、
一

O
七
|
一
一

六
頁
。

(3)
経
験
主
義
的
心
理
学
に
根
を
も
っ
カ
ン
ト
的
二
分
法
に
対
す
る

批
判
は
、
メ
タ
倫
理
学
の
分
野
で
価
値
の
実
在
論
を
と
る
H
・パ

ト
ナ
ム
に
よ
っ
て
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
『
事
実
/
価
値
二
分
法

の
崩
壊
』
の
パ
ト
ナ
ム
は
、
デ
ュ
l
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
想

を
得
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
原
初
的
に
価
値
を
帯
び
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ト
ナ
ム
は
、
(
マ
ツ

キ
ー
の
よ
う
な
)
倫
理
学
者
た
ち
が
直
観
主
義
を
批
判
す
る
と
き

に
前
提
と
し
て
い
る
考
え
、
す
な
わ
ち
価
値
が
存
在
す
る
こ
と
を

認
識
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
的
認
識
の
器
官
と
は
異

な
る
特
殊
な
器
官
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
カ
ン
ト
的
二
分
法
に
そ
の
端
緒
を
も

っ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(
a
E
E白
出

N
S
S
2
8
5
ω
¥
一

二
人
|
三

δ
頁
一
口
芭
忌
¥
一
四
九
|
一
五
O
頁

S
¥二
ハ
三
一
息
。

(4)
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
シ
ェ

I
ラ
l
は
価

値
の
歴
史
的
相
対
性
を
認
め
な
が
ら
、
一
方
で
自
分
は
「
絶
対
主

義
」
(
戸
区
¥
上
二
四
頁
)
の
立
場
を
と
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
エ
ー
ト
ス
の
歴
史
的
変
異
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
価

値
の
聞
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
位
階
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体

は
変
わ
ら
な
い
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
シ
ェ
l
ラ
l
は
、
エ

ー
ト
ス
と
い
う
最
も
深
い
層
に
お
け
る
変
異
を
詳
細
に
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
己
そ
、
価
値
の
世
界
の
普
遍
性
・
不
変
性
が
明

ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
主
張
の
背
後
に
は
、
ア
プ
リ
オ

リ
な
価
値
世
界
は
、
個
々
の
エ
ー
ト
ス
へ
と
受
肉
し
現
実
化
さ
れ

る
と
い
う
彼
の
歴
史
哲
学
的
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
見

解
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ

l
ラ
1
の
歴
史
哲
学
的
・
宗
教
哲

学
的
・
知
識
社
会
学
的
研
究
の
詳
細
な
検
討
と
評
価
が
必
要
で
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
発
表
で
は
、
価

値
の
相
対
主
義
に
対
す
る
シ
ェ

l
ラ
1
の
批
判
に
議
論
を
限
定
し

た
し
。

(
5
)
ち
な
み
に
、
マ
ッ
キ
I
の
議
論
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
一
部
の
行
動
'

生
態
学
者
(
社
会
生
物
学
者
)
な
ど
の
「
自
然
主
義
者
」
た
ち
が
、

人
聞
の
利
他
的
行
動
を
一
般
的
に
錯
覚
と
見
な
し
、
そ
の
背
後
に

隠
さ
れ
た
「
真
の
利
己
主
義
」
を
理
論
的
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
利
他
的
行
動
を
利
己
的
行
動
の
一
変
異
と
し
て
説
明
し
よ

う
と
す
る
り
と
似
た
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ

る
「
無
意
識
」
「
抑
圧
」
の
仮
説
や
行
動
生
態
学
者
に
よ
る
「
利

己
的
遺
伝
子
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
想
起
さ
れ
た
い
。

戸

h
dつ臼

引
用
文
献

以
下
の
シ
ェ

l
ラ
l
の
著
作
の
出
典
表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
引
用
の
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