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交
換
の
正
義

　
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
倫
理
学
を
め
ぐ
っ
て
ー

丸

山

徹＊

交換の正義

　
　
　
　
　
　
　
一

デ
ィ
カ
イ
オ
ポ
り
ス

ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
の
男

　
　
（
中
略
）

デ
ィ
カ
イ
オ
ポ
リ
ス

ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
の
男

お
、
、
よ
う
こ
そ
。

　
一
口
に
申
せ
ば
、

饅
頭
喰
い
の
ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
の
仁
。
何
を
持
っ
て
見
え
た
か
ね
。

ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
の
名
物
一
切
合
切
で
御
座
ん
す
。

そ
れ
じ
ゃ
値
は
い
く
ら
に
つ
け
な
さ
る
。
そ
れ
と
も
何
か
別
の
品
を
こ
こ
か
ら
あ
ち
ら
へ
持
っ
て
行
く
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
左
様
、
ア
タ
ー
ナ
イ
に
や
あ
っ
て
ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
に
や
ね
え
も
の
を
。

　
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ー
ス
の
最
も
初
期
の
喜
劇
『
ア
カ
ル
ナ
イ
の
人
々
』
の
中
で
、
ア
テ
ナ
イ
人
デ
ィ
カ
イ
オ
ポ
リ
ス
と
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
お
の
お
の

イ
オ
ー
テ
ィ
ア
の
男
と
の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
る
科
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
の
土
地
の
名
物
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
ふ
た
り
の
登
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場
人
物
の
間
で
商
い
の
駆
け
ひ
き
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
取
引
の
条
件
は
交
換
の
当
事
者
自
ら
が
保
有
す
る
財
と
、
相

手
の
保
有
す
る
財
に
対
す
る
欲
望
・
需
要
の
相
対
的
な
強
さ
と
、
そ
し
て
両
者
の
交
渉
に
依
存
し
て
定
ま
る
。
こ
れ
は
多
数
の
主
体

か
ら
成
る
市
場
の
需
要
・
供
給
の
均
衡
で
価
格
が
定
ま
り
、
ど
の
主
体
も
こ
の
市
場
価
格
を
与
件
と
し
て
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
取

引
の
あ
り
さ
ま
と
は
全
く
様
相
を
異
に
す
る
状
況
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
心
に
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
第
六
節
に
お
い
て
再

論
。
）

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
五
巻
に
お
い
て
交
換
の
正
義
を
論
じ
た
と
き
、
こ
の
哲
学
者
の
念
頭
に
あ
っ

た
取
引
の
形
態
は
、
右
に
引
い
た
劇
中
の
商
い
と
似
た
孤
立
的
交
換
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や

レ
オ
ン
・
ワ
ル
ラ
ス
の
経
済
学
の
中
で
描
写
さ
れ
た
如
き
、
近
代
的
市
場
経
済
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
交
換
の
場
の
、
人
を
律
す
る
正
義
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
論
じ
た
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
来
、
多
く
の
解
釈
と
論
争
が

生
じ
、
今
日
も
な
お
い
く
つ
も
の
異
っ
た
見
解
が
併
立
し
て
い
る
。
以
下
、
交
換
の
正
義
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
代
表
的
な
解
釈
を
検

討
し
な
が
ら
、
こ
の
観
念
の
基
本
的
な
内
容
と
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
結
論
を
予
示
す
る
な
ら
ば
、
交
換
の
正
義
と
は

孤
立
的
交
換
の
場
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
相
互
の
欲
望
の
強
さ
に
基
づ
き
、
あ
る
幅
を
も
っ
て
定
ま
る
交
換
比
率
を
取
引
に
課
す
る

規
律
で
、
著
し
く
主
観
的
性
格
が
濃
厚
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
う
分

配
の
正
義
、
矯
正
の
正
義
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
第
三
の
正
義
の
範
疇
を
形
づ
く
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
。

　
　
＊
　
金
子
晃
教
授
の
ご
退
任
に
あ
た
り
、
長
い
間
公
私
に
わ
た
っ
て
恭
く
し
た
ご
指
導
と
、
心
あ
た
た
ま
る
ご
交
誼
に
対
し
、
深
く
感
謝

　
　
の
意
を
表
し
た
い
。
い
ま
三
田
の
山
を
お
り
て
ゆ
か
れ
る
教
授
の
、
ま
す
ま
す
の
ご
壮
健
と
ご
健
筆
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。

　
（
1
）
　
ア
テ
ー
ナ
イ
の
呼
称
の
、
ボ
イ
オ
ー
テ
ィ
ア
で
の
方
言
。

　
（
2
）
　
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ー
ス
［
2
］
七
〇
ー
七
二
ぺ
ー
ジ
。
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二

　
は
じ
め
に
、
交
換
の
正
義
を
め
ぐ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
自
身
の
説
明
の
要
点
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
交
易
と
い
う
共
同
関
係
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
大
工
と
靴
工
と
い
っ
た
、
な
ん
ら
か
の
分
業
（
一
方
に
お

け
る
過
剰
と
他
方
に
お
け
る
不
足
の
相
互
的
関
係
）
が
前
提
と
な
る
。

　
　
〈
か
よ
う
な
共
同
関
係
が
生
ず
る
の
は
二
人
の
医
者
の
間
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
医
者
と
農
夫
と
の
問
に
お
い
て
で
あ
り
、
総
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
異
な
っ
た
ひ
と
び
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
均
等
な
ひ
と
び
と
の
間
に
お
い
て
で
は
な
い
。
〉

　
し
か
し
、
相
互
に
交
換
さ
れ
る
異
っ
た
二
財
の
数
量
は
あ
る
種
の
比
例
的
関
係
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ふ
た
つ
の
も
の
が
比
例

的
関
係
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
の
単
位
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
〈
こ
の
こ
と
は
し
か
る
に
物
品
が
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
均
等
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
．
：
．
：
（
中

　
　
略
）
…
…
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
或
る
一
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
計
量
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
も
の
と
は
、
ほ
ん
と
う

　
　
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
場
合
を
包
む
と
こ
ろ
の
需
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
も
し
必
要
が
少
し
も
存
在
し
な
い
か
、
な
い
し
は
双

　
　
方
に
同
じ
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
交
易
は
成
立
せ
ず
、
な
い
し
は
現
在
の
よ
う
な
仕
方
で
の
交
易
は
成
立
し
え
な

　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
V

　
こ
う
し
て
異
質
な
二
財
相
互
の
交
換
数
量
の
間
に
比
例
関
係
を
表
現
す
る
た
め
の
単
位
は
主
観
的
な
需
要
の
強
さ
、
つ
ま
り
自
ら

保
有
す
る
財
を
手
放
し
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
相
手
の
保
有
す
る
財
を
欲
す
る
欲
望
の
強
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
需
要
の
強
さ
を
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
、
い
わ
ば
需
要
の
代
理
者
と
し
て
、
人
々
の
「
申
し
あ
わ
せ
に
基
づ
い
て
」
貨
幣
が
生
ま
れ
た
。

　
　
〈
か
く
し
て
貨
幣
は
い
わ
ば
尺
度
と
し
て
、
す
べ
て
を
通
約
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
均
等
化
す
る
。
事
実
、
交
易
な
く
し
て
は
共
同
関

　
　
係
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
交
易
は
均
等
性
な
し
に
は
成
立
せ
ず
、
均
等
性
は
通
約
性
な
し
に
は
存
在
し
な
い
。
も
と
よ
り
、
か
く
も
著
し
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い
差
異
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
通
約
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
需
要
と
い
う
こ
と
へ
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
係
か
ら
充
分
に
可
能
と
な
る
。
〉

　
異
質
な
財
の
交
換
に
際
し
て
は
、
相
手
の
保
有
す
る
一
定
量
の
財
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
自
ら
が
保
有
す
る
財
ま
た
は
貨
、
幣
の

何
程
を
よ
ろ
こ
ん
で
手
放
そ
う
と
す
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
交
換
主
体
双
方
の
需
要
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
相
対
関
係
に
よ
っ

て
交
換
が
成
り
立
っ
た
り
、
成
り
立
た
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
交
換
に
際
し
て
は
需
要
に
基
づ
く
比
例
的
関
係
が
ま
ず
設
定
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
具
体
的
な
応
報
H
取
引
が
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
　
〈
ま
ず
両
者
の
所
産
の
間
に
比
例
に
即
し
て
の
均
等
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
上
で
取
引
の
応
報
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
う
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
ろ
の
事
態
は
初
め
て
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
取
引
は
均
等
で
な
く
、
維
持
さ
れ
も
し
な
い
。
〉
（
傍
点
は
引

　
　
用
者
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
〈
国
の
維
持
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
比
例
的
な
仕
方
で
お
互
い
の
間
に
「
応
報
」
の
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
〉

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
取
引
の
プ
ロ
セ
ス
が
（
一
）
比
例
的
均
等
の
設
定
、
（
二
）
そ
の
う
え
で
の
取
引
の
遂
行
と
い
う
二
段

階
に
分
割
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
比
例
的
均
等
に
基
づ
く
交
換
の
正
義
は
、
と
く
に
こ
の
第
一
段
階
に
か
か

わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
交
換
の
正
義
の
実
質
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
節
で
は
今
日
の
経
済
学
の
初
等
的
な
道
具
を
用
い
て
、
孤
立
的
交
換
の

場
面
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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（
4
）
　
同
書
、
上
、
一
八
九
ぺ
ー
ジ
。
こ
の
引
用
文
中
、
「
通
約
的
」
と
い
う
用
語
は
、
ギ
リ
シ
ャ
数
学
で
は
ふ
た
つ
の
量
が
整
数
と
整
数

　
の
比
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
弥
永
・
伊
藤
・
佐
藤
［
1
6
］
四
五
－

　
五
二
ぺ
ー
ジ
参
照
。
）
さ
ら
に
物
と
物
と
の
交
換
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
甲
財
を
提
供
し
て
乙
財
を
欲
す
る
主
体
と
、
逆
に
甲

財
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
乙
財
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
主
体
が
ペ
ア
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
逆
向
き
の
欲
望
の
符
合
」
が
必

　
要
と
な
る
。
ふ
た
り
の
主
体
の
欲
望
の
パ
タ
ー
ン
が
こ
の
意
味
で
符
合
し
な
け
れ
ば
交
換
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
一
般
的

　
受
容
性
」
を
具
え
た
貨
幣
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
済
の
非
効
率
性
が
除
去
さ
れ
て
、
取
引
は
は
る
か
に
円
滑
に
進
行
す
る

　
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
貨
幣
の
有
す
る
こ
の
よ
う
な
機
能
に
つ
い
て
も
明
敏
に
理
解
し
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
ア

　
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
八
九
ぺ
ー
ジ
。
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
貨
幣
論
は
そ
の
徴
利
論
と
と
も
に
ま
こ
と
に
興
味
深
い
内
容

　
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機
会
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
八
七
ぺ
ー
ジ
。

（
6
）
　
同
書
、
上
、
一
八
六
ぺ
ー
ジ
。
需
要
が
社
会
を
接
合
す
る
絆
と
見
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
［
30
］
も
同
様
で
あ
っ
た
。
（
二
三
一
ぺ
ー

　
ジ
。
）

三

交換の正義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
い
ま
交
換
に
携
る
主
体
は
ふ
た
り
、
財
は
二
種
類
と
い
う
ご
く
簡
単
な
経
済
を
考
え
る
。
二
財
の
消
費
量
を
明
示
し
た
ベ
ク
ト
ル

～
ロ
（
～
ご
苞
を
消
費
計
画
と
呼
ぶ
。
各
主
体
1
（
H
『
N
）
は
消
費
計
画
に
対
し
て
選
好
の
順
序
を
有
し
、
そ
の
順
序
を
実
数
の

大
小
を
以
て
表
現
す
る
函
数
を
（
そ
の
順
序
を
表
現
す
る
）
効
用
函
数
と
称
す
る
。
効
用
函
数
の
等
高
線
、
す
な
わ
ち
選
好
が
同
位

で
あ
る
よ
う
な
消
費
計
画
を
連
ね
た
軌
跡
を
無
差
別
曲
線
と
通
称
す
る
が
、
各
無
差
別
曲
線
の
形
状
は
右
下
り
で
原
点
に
対
し
て
凸

で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
が
標
準
的
で
あ
る
。
交
換
に
先
立
っ
て
、
第
一
主
体
は
第
一
財
を
且
量
だ
け
保
有
し
て
お
り
、
第
二
財

は
全
く
保
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。
他
方
、
第
二
主
体
は
第
二
財
の
み
を
B
量
だ
け
保
有
す
る
と
仮
定
す
る
。
各
主
体
は
そ
の
保
有
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02
　　2
必1

図1

・鞘
　　　　β

：
昏
：蕾

ω
－

苅
01

月

図2
02

　1
認■2

ω
01

す
る
財
を
自
家
用
の

消
費
に
充
て
る
こ
と

も
で
き
る
し
、
ま
た

そ
の
一
部
（
あ
る
い

は
全
部
）
を
他
の
主

体
に
供
給
し
て
、
そ

の
か
わ
り
に
自
分
の

保
有
し
て
い
な
い
財

を
獲
得
す
る
こ
と
も

で
き
る
。

　
さ
て
横
の
長
さ
が

五
、
縦
の
長
さ
が
B

の
長
方
形
を
描
い
て

み
よ
う
（
図
1
）
。

こ
の
長
方
形
の
左
下

　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
角
0
を
第
一
主
体
に
と
っ
て
の
原
点
、
ま
た
右
上
の
角
0
を
第
二
主
体
に
と
っ
て
の
原
点
と
す
る
。

　
こ
の
長
方
形
内
の
一
点
x
は
、
原
点
0
か
ら
見
る
と
、
第
｝
主
体
の
消
費
計
画
麹
．
H
（
乱
曽
翫
）
を
表
わ
し
て
お
り
、
ま
た
原
点

ワ
リ

O
か
ら
見
る
と
、
第
二
主
体
の
消
費
計
画
～
、
H
（
洗
唱
誌
）
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
長
方
形
内
の
各
点
は
ふ
た
つ
の

財
の
存
在
量
A
、
B
を
ふ
た
り
の
主
体
の
間
で
過
不
足
な
く
分
け
る
仕
方
、
つ
ま
り
配
分
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
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二
主
体
の
当
初
の
保
有
量
を
表
わ
す
ベ
ク
ト
ル
（
｝
。
）
、
（
9
b
ご
）
は
点
ω
で
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
長
方
形
の
中
に
ふ
た
り
の
主
体
の
無
差
別
曲
線
を
描
き
入
れ
る
と
図
2
の
如
く
で
あ
る
。
0
に
向
っ
て
凸
の
形
状
を
呈
し
て

い
る
曲
線
群
が
第
一
主
体
の
無
差
別
曲
線
で
、
右
上
へ
い
く
に
つ
れ
て
選
好
の
序
列
が
高
ま
る
。
ま
た
O
に
向
っ
て
凸
の
形
状
を
呈

す
る
曲
線
群
が
第
二
主
体
の
無
差
別
曲
線
で
、
左
下
方
へ
い
く
に
つ
れ
て
選
好
の
序
列
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

　
図
3
を
見
よ
う
。
い
ま
当
初
の
保
有
量
を
示
す
ω
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
二
財
の
交
換
比
率
が
第
一
財
一
単
位
に
対
し
て
第
二
財

二
単
位
（
つ
ま
り
価
格
比
は
二
対
一
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
点
ω
を
通
っ
て
傾
き
二
の
直
線
L
に
沿
っ
て
取
引
が
行
な
わ
れ
る
こ
と

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な
る
。
た
と
え
ば
点
X
は
、
第
一
主
体
の
保
有
す
る
第
一
財
の
α
量
と
、

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
主
体
の
保
有
す
る
第
二
財
の
ゐ
量
と
が
交
換
さ
れ
た
結
果
を
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
交
換
の
比
率
は
】
対
二
で
あ
る
か
ら
腎
U
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
第
一
財

　
　
　
　
　
　
X
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
単
位
に
対
し
て
第
二
財
一
単
位
（
つ
ま
り
価
格
比
は
一
対
三
）
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
引
の
結
果
、
各
主
体
の
効
用
の
水
準
は
取
引
の
前
に
比
べ
て
改
善
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
場
合
も
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
再
び
図
3
を
見
よ
う
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
え
ば
直
線
ガ
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
交
換
比
で
取
引
を
行
な
い
、
点
X
に
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
結
果
、
第
二
主
体
の
効
用
は
当
初
よ
り
も
改
善
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
る
が
第
一
主
体
の
効
用
水
準
は
か
え
っ
て
悪
化
し
、
後
者
に
と
っ
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
　
　
五
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
な
取
引
を
行
な
う
誘
因
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
L
や
L
に
示
さ
れ
た

　図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
交
換
比
の
下
で
到
達
し
う
る
X
、
X
は
両
主
体
の
効
用
が
と
も
に
改
善
さ
れ
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る
の
で
あ
る
か
ら
、
交
換
は
両
者
に
と
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す
。

　
つ
ま
り
点
ω
を
通
る
ふ
た
り
の
無
差
別
曲
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
影
の
領
域
に
進
む
交
換
の
パ
タ
ー
ン
は
両
主
体
に
交
換
の
誘
因

を
与
え
る
配
分
（
財
の
分
け
方
）
の
集
合
で
あ
り
、
こ
の
領
域
の
外
に
位
置
す
る
点
は
、
ど
ち
ら
か
の
主
体
に
と
っ
て
不
利
な
配
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
詳
し
く
は
丸
山
［
2
6
］
第
四
、
五
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
　
図
2
中
の
点
X
は
交
換
前
の
状
態
の
に
比
べ
れ
ば
、
確
か
に
両
主
体
に
と
っ
て
よ
り
望
ま
し
い
配
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
終
的
な

落
ち
着
き
を
具
え
た
点
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
主
体
に
と
っ
て
X
よ
り
も
望
ま
し
い
点
が
依
然
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
実
際
、

点
X
を
通
る
二
主
体
の
無
差
別
曲
線
で
囲
ま
れ
る
領
域
に
進
め
ば
、
両
主
体
の
効
用
は
と
も
に
改
善
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

無
差
別
曲
線
が
ち
ょ
う
ど
背
中
あ
わ
せ
に
接
す
る
X
の
よ
う
な
配
分
に
達
す
る
と
、
も
は
や
両
主
体
の
効
用
を
同
時
に
改
善
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
、
取
引
は
最
終
的
に
落
ち
着
く
。
交
換
前
よ
り
も
両
主
体
に
と
っ
て
望
ま
し
く
、
し
か
も
右
に
述
べ
た
意
味
で
最
終
的
な

落
ち
着
き
を
具
え
た
配
分
は
図
2
の
う
ち
、
太
く
描
か
れ
た
曲
線
r
r
上
の
点
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
曲
線
r
r
に
よ
っ
て

表
わ
さ
れ
る
配
分
の
集
合
の
こ
と
を
経
済
学
で
は
コ
ア
と
呼
ん
で
い
る
。
詳
し
く
は
丸
山
［
2
5
］
五
七
八
ー
五
九
二
ぺ
ー
ジ
。
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四

　
前
節
ま
で
の
議
論
を
基
礎
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
交
換
の
正
義
を
明
快
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
図
4
を
見
な
が
ら
考
え
よ
う
。
点
ω
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
交
換
が
両
主
体
に
と
っ
て
誘
因
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

換
の
比
率
が
あ
る
範
囲
に
お
さ
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
点
の
を
通
る
第
↓
主
体
の
無
差
別
曲
線
1
に
こ
の
点
で
接
線

よ
　五

を
ひ
く
と
、
こ
れ
よ
り
も
傾
き
の
緩
い
交
換
比
率
で
は
第
一
主
体
は
取
引
の
誘
因
を
も
た
な
い
。
自
ら
の
保
有
す
る
第
一
財
に
対
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し
て
、
第
二
主
体
の
保
有
す
る
第
二
財
が
高
価
す
ぎ
、
そ
の
よ
う
な
比
率
で
交
換
を
行
な
う
よ
り
も
、
現
状
ω
を
維
持
す
る
方
が
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
望
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
点
ω
を
通
る
第
二
主
体
の
無
差
別
曲
線
1
に
こ
の
点
で
接
線
L
を
描
く
と
、
こ
れ
よ
り
も
急
な

傾
き
を
も
つ
交
換
比
率
で
は
、
第
二
主
体
は
取
引
の
誘
因
を
も
た
な
い
。
第
二
財
に
対
し
て
第
一
財
が
高
価
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
両
主
体
が
と
も
に
交
換
を
つ
う
じ
て
効
用
を
増
加
し
う
る
余
地
を
も
つ
た
め
に
は
、
二
財
の
交
換
比
率
が
右
に
述
べ
た

ふ
た
つ
の
接
線
琵
、
島
の
傾
き
の
間
の
値
で
あ
る
こ
と
が
必
要
十
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
第
一
主
体
の
無
差
別
曲
線
琵
が
図
4
の
点
線
の
如
き
形
状
几
で
あ
る
と
す
れ
ば
如
何
。
こ
の
場
合
、
第
一
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
に
と
っ
て
第
二
財
に
対
す
る
需
要
の
相
対
的
強
度
（
第
二
財
一
単
位
を
獲
得

　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

図4

Ol

す
る
た
め
に
喜
ん
で
提
供
す
る
第
一
財
の
数
量
）
が
増
し
た
た
め
に
、
乱
よ
り
も

緩
い
傾
き
を
も
つ
交
換
比
率
で
も
な
お
交
換
の
誘
因
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
主
体
の
選
好
を
表
わ
す
無
差
別
曲
線
の
形
状
が
与
え
ら
れ
る

と
、
両
者
が
交
換
の
誘
因
を
も
2
一
財
の
交
換
比
率
の
範
囲
（
島
の
傾
き
と
島

の
傾
き
の
問
の
値
）
が
定
ま
る
。
こ
の
範
囲
の
交
換
比
率
に
よ
っ
て
交
換
を
遂

行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
主
体
は
と
も
に
効
用
水
準
を
改
善
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
節
で
注
意
し
た
と
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
交
換
の
プ
ロ
セ
ス
を

ふ
た
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
え
た
。
す
な
わ
ち
財
の
間
の
比
例
的
均
等
の
設
定
、

そ
し
て
そ
の
う
え
で
の
相
互
的
応
報
の
実
現
で
あ
る
。
第
一
の
比
例
的
均
等
を

表
現
す
る
単
位
は
需
要
で
あ
り
、
こ
の
需
要
の
強
さ
を
反
映
し
て
定
ま
る
応

報
・
交
換
の
比
率
の
範
囲
こ
そ
が
、
比
例
的
均
等
を
約
束
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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こ
う
考
え
る
と
、
島
と
島
と
に
よ
っ
て
上
下
を
画
さ
れ
た
範
囲
の
交
換
比
率
が
ち
ょ
う
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
比
例
的
均
等
を
満

た
す
比
率
に
該
当
す
る
ー
こ
う
解
釈
す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
「
交
易
的
な
共
同
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

係
」
に
お
け
る
、
「
比
例
に
基
づ
く
応
報
的
な
『
正
』
」
、
す
な
わ
ち
交
換
の
正
義
の
実
質
的
な
内
容
は
、
こ
の
意
味
で
の
比
例
的
均

　
　
　
　
　
　
（
2
）

等
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
で
は
交
換
の
プ
ロ
セ
ス
の
第
二
段
階
で
あ
る
相
互
的
応
報
の
実
現
、
つ
ま
り
実
際
の
取
引
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
か
の
正
義
の
準
則

が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
直
接
説
き
及
ん
で
い
な
い
。
む
し
ろ
第
一
段
階
で
定
め
ら

れ
た
交
換
の
正
義
の
範
囲
内
で
、
両
主
体
の
自
発
的
な
交
渉
を
つ
う
じ
て
遂
行
さ
れ
る
取
引
を
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
の
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ー
ス
の
意
図
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
売
買
を
当
事
者
の
自
由
な
交
渉
に
委
ね
る
の
を
原
則
と
し
た
ロ
ー
マ
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

立
場
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
の
共
通
性
が
、
法
哲
学
史
家
の
間
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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（
1
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
八
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
交
換
の
正
義
を
人
間
の
欲
望
を
基
礎
と
し
て
主
観
主
義
的
に
解
釈
す
る
見
解
と
し
て
、
ま
ず
oり
2
α
魯

　
［
3
6
］
の
先
駆
的
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
こ
の
顧
ら
れ
な
か
っ
た
研
究
の
意
義
を
認
め
、
多
く
の
着
想
を
示
し
た
8
≦
身

　
［
21
］
の
優
れ
た
研
究
が
ひ
と
き
わ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
』
臥
獄
［
1
7
］
が
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
の
い
わ
ゆ
る
ボ
ッ
タ
ス
・
ダ
イ
ア

グ
ラ
ム
に
よ
る
解
釈
を
提
示
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
ロ
チ
ュ
ル
ゴ
ー
n
ゴ
ッ
セ
ン
H
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
と
連
な
る
思
想
の
流
れ
を
論
じ
た
。

本
稿
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
触
発
さ
れ
、
ま
た
多
く
を
負
う
て
い
る
。
8
要
曼
［
2
2
］
は
ギ
リ
シ
ャ
経
済
思
想
史
に
関
す
る
近
時
の
力
作

　
で
あ
る
。
ほ
か
に
8
≦
曼
［
2
3
］
［
24
］
も
参
照
。
本
稿
と
異
な
る
立
場
の
研
究
と
し
て
、
後
に
述
べ
る
マ
ル
タ
ス
［
2
7
］
や

ω
9
自
ヨ
0
9
震
［
3
3
］
、
高
橋
［
4
1
］
［
4
5
］
な
ど
を
別
に
す
れ
ば
、
O
o
＆
9
［
1
3
］
が
あ
る
。

（
3
）
　
一
①
①
［
1
9
］
、
ギ
5
撃
ぎ
一
ヨ
［
3
1
］
な
ど
を
参
照
。



交換の正義

五

　
交
換
の
正
義
と
し
て
の
比
例
的
均
等
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
次
の
一
節
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
　
〈
比
例
関
係
が
結
ば
れ
る
の
は
、
双
方
が
交
換
を
行
な
っ
た
後
で
は
な
く
、
双
方
が
ま
だ
自
分
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
時
で
な
く
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
一
方
の
端
項
が
二
倍
得
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
〉

　
こ
の
一
節
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
倫
理
学
の
中
で
も
甚
し
く
難
解
と
さ
れ
、
多
様
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
前
節

ま
で
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
自
然
に
そ
の
意
味
を
了
解
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
愛
・
友
情
を
扱
う
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
九
巻
の
中
に
も
同
趣
旨
の
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
比
例
関
係
」
の
主
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
性
格
が
一
層
濃
厚
に
読
み
と
ら
れ
る
。

　
図
5
を
見
な
が
ら
考
え
よ
う
。
引
用
文
中
、
「
双
方
が
ま
だ
自
分
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
時
」
と
い
う
の
は
、
交
換
に
先
立
つ
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

初
の
状
態
、
つ
ま
り
両
主
体
が
点
ω
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
と
き
の
両
者
の
「
値
づ
も
り
」
に
よ
れ
ば
、
二
財
の
交
換
比

率
は
砧
の
傾
き
と
島
の
傾
き
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
交
換
に
お
け
る
比
例
的
均
等
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
既
に
説

明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
比
率
で
の
交
換
が
遂
行
さ
れ
、
た
と
え
ば
点
X
で
表
わ
さ
れ
る
配
分
が
実
現
し
た
と
す
る
。
い
ま
仮
に
こ
の
点

X
を
ス
タ
ー
ト
点
と
し
て
さ
ら
に
交
換
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
ま
だ
そ
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
と
き
の

こ
財
の
交
換
比
率
の
範
囲
は
、
点
ω
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
き
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
点
X
を
通
る
第
］

主
体
の
無
差
別
曲
線
八
に
こ
の
点
で
接
す
る
接
線
を
描
き
、
こ
れ
を
益
と
す
る
。
ま
た
同
様
に
、
点
X
を
通
る
第
二
主
体
の
無
差
別

曲
線
践
に
こ
の
点
で
ひ
い
た
接
線
を
脇
と
す
る
。
点
X
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
交
換
が
比
例
的
均
等
を
満
た
す
た
め
に
は
、
交
換
比
率

は
基
の
傾
き
と
政
の
傾
き
の
間
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
範
囲
は
、
交
換
前
の
比
例
的
均
等
（
島
の
傾
き
と
島
の
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02
図5

砧

のOl

傾
き
の
間
）
を
満
た
す
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
図
5
に
お
い
て
、
X
か
ら

y
へ
と
進
む
交
換
は
両
主
体
の
利
益
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
第
一
財
の

第
二
財
に
対
す
る
交
換
比
率
は
一
対
四
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
交
換
前
の
比
例
的
均
等
を
保
証
す
る
交
換
比
率
は
、
こ
の
図
で
は
三
対
一

（
島
の
傾
き
）
と
一
対
三
（
島
の
傾
き
）
の
間
と
な
っ
て
お
り
、
一
対
四
は
こ
の

範
囲
に
属
さ
な
い
。
点
ω
か
ら
出
発
し
て
、
仮
に
一
対
四
の
比
率
で
交
換
を
行

な
お
う
と
す
れ
ば
、
第
二
主
体
に
と
っ
て
は
第
一
財
が
相
対
的
に
高
価
す
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

当
初
（
ω
）
よ
り
も
か
え
っ
て
状
態
が
悪
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
交
換
に
先
立
っ

て
両
者
に
交
換
の
誘
因
を
与
え
る
交
換
比
率
は
、
交
換
事
後
の
そ
れ
と
は
一
般

に
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
均
等
な
ふ
た
つ
の
線
分
の
一
方
か
ら
長
さ
α
の
一
部
を
切
り
と
り
、

に
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
、
後
者
は
前
者
を
肋
だ
け
上
ま
わ
る
で
あ
ろ
う
。
全
く
自
明
な
こ
と
で
あ
る

が
、
「
二
倍
得
を
す
る
」
の
一
節
は
こ
れ
と
の
類
推
で
意
味
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
図
6
を
見
よ
。
）
つ

ま
り
、
も
し
比
例
的
平
等
を
満
た
さ
な
い
交
換
比
率
で
取
引
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
は
交
換
の
正
義

（
比
例
的
均
等
）
が
認
め
る
以
上
の
効
用
の
増
加
に
恵
ま
れ
、
他
方
は
そ
れ
に
対
応
し
た
損
失
を
蒙
る
。
こ
の

　
ま
た
先
の
引
用
文
中
、
コ
方
の
端
項
が
二
倍
得
を

す
る
」
云
々
は
比
喩
的
な
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
矯
正

的
正
義
（
後
述
）
を
論
じ
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

第
五
巻
第
四
章
に
、
こ
の
表
現
を
理
解
す
る
ヒ
ン
ト
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
他
方

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

図6

α

…・㍉

α
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事
情
を
比
喩
的
に

体
に
対
応
す
る
。

「
一
方
の
端
項
が
二
倍
得
を
す
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
端
項
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
交
換
の
主

交換の正義

（
1
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
3
］
一
六
〇
ぺ
ー
ジ
。
こ
の
部
分
の
翻
訳
と
し
て
は
全
集
版
の
方
が
意
味
が
鮮
明
な
の
で
、
そ
れ
を
用
い
た
。

（
2
）
　
同
書
、
二
九
〇
1
二
九
一
ぺ
ー
ジ
。
こ
こ
で
は
愛
、
友
情
が
主
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
経
済
的
交
換
と
同
じ
原
理
を
以
て
論
じ
ら

　
れ
て
い
る
。

　
　
〈
通
常
の
場
合
、
代
償
は
も
ち
ろ
ん
値
打
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
と
双
方
に
思
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
（
中
略
）

　
　
…
…
こ
の
場
合
、
評
価
は
現
に
〔
受
け
て
〕
持
っ
て
い
る
ひ
と
に
そ
う
見
え
る
だ
け
の
値
打
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
得
る
前

　
　
に
そ
の
ひ
と
が
値
づ
も
っ
て
い
た
だ
け
の
値
打
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〉

（
3
）
　
注
（
2
）
の
引
用
を
見
よ
。

（
4
）
　
図
5
に
お
い
て
、
ω
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
交
換
の
結
果
が
X
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
Z
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
取
引
は

　
両
者
の
効
用
を
当
初
（
ω
）
よ
り
も
改
善
し
て
い
る
の
で
交
換
の
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
。
点
Z
を
通
る
両
者
の
無
差
別
曲
線
に
こ
の
点

　
で
接
線
島
、
弓
を
描
く
と
、
島
は
砧
よ
り
も
急
な
傾
き
を
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
点
Z
で
は
点
ω
に
比
べ
て
、
第
一
主
体

　
の
も
つ
第
一
財
は
よ
り
少
な
く
、
第
二
財
は
よ
り
多
い
の
で
、
第
二
財
に
対
す
る
第
一
財
の
緊
要
度
は
高
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が

　
常
識
的
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
第
一
財
一
単
位
を
減
じ
、
そ
の
か
わ
り
に
第
二
財
を
幾
分
か
増
加
せ
し
め
て
同
一
の
無
差
別
曲
線
に
と

　
ど
ま
る
た
め
の
第
二
財
の
増
量
は
、
点
ω
よ
り
も
点
Z
に
お
け
る
方
が
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
昂
の
傾
き
は
劫
の
傾
き
よ
り
も
急
で
あ
る
の

　
が
普
通
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
点
Z
に
お
け
る
第
二
主
体
の
無
差
別
曲
線
へ
の
接
線
錫
の
傾
き
は
島
の
傾
き
よ
り
も
緩
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
交
換
後
Z
に
達
し
た
状
況
下
で
の
「
値
づ
も
り
」
は
、
点
ω
で
の
比
例
的
均
等
を
侵
犯
し
な
い
。
許
容
さ
れ
る

　
比
率
の
幅
が
、
点
ω
の
と
き
よ
り
も
縮
小
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
易
が
砧
よ
り
も
緩
い
傾
き
を
も
ち
、
雌
が
島
よ
り
急
勾
配

　
を
も
つ
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
図
5
で
は
点
X
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
状

　
況
を
想
定
し
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
八
四
ぺ
ー
ジ
。
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山ノ、

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
交
換
の
正
義
を
経
済
学
の
視
点
か
ら
論
じ
て
、
そ
の
後
の
研
究
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ま
ず
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ス
の
『
資
本
論
』
に
指
を
屈
す
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
交
換
さ
れ
る
相
異
な
る
二
商
品
の
中
に
は
、
そ

れ
ら
を
通
約
す
る
何
ら
か
の
同
等
な
も
の
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
ぬ
き
な
が
ら
、
「
価
値
形
態
の
よ
り
以
上
の
分
析
を

断
念
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
二
商
品
に
共
通
に
含
ま
れ
る
同
等
な
も
の
と
は
、
も
ち

ろ
ん
抽
象
的
人
間
的
労
働
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
所
論
が
一
見
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
の
展
開
を
連
想
せ

し
め
る
こ
と
は
誰
れ
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
自
身
は
、
相
異
な
る
二
財
を
通
約
す
る
「
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〉

一
つ
の
も
の
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
場
合
を
包
む
と
こ
ろ
の
需
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。
交
換

の
正
義
が
あ
く
ま
で
も
主
観
主
義
的
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
引
用
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
自
身
の
言
葉
か

ら
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
踏
み
越
え
て
、
価
値
の
実
体
と
し
て
の
労
働
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
接

近
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を
断
念
し
た
か
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
牽
強
付
会
の
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
他
方
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
所
説
に
対
す
る
労
働
価
値
説
的
解
釈
に
共
感
を
寄
せ
つ
つ
も
、
結
局
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
意
図
す
る
交
換
の
正
義
が
「
正
常
的
競
争
価
格
」
の
下
に
達
せ
ら
れ
る
と
み
な
す
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。

　
　
〈
A
が
靴
を
B
の
数
片
の
パ
ン
と
物
々
交
換
す
る
と
き
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
正
義
は
、
両
種
の
も
の
が
お
の
お
の
の
正
常
的
競

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
争
価
格
に
よ
っ
て
乗
算
さ
れ
る
と
き
に
、
靴
と
数
片
の
パ
ン
と
が
等
し
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
〉

　
し
か
し
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
解
釈
は
、
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
想
定
す
る
取
引
の
形
態
が
競
争
的
な

市
場
経
済
で
は
な
く
、
孤
立
的
交
換
の
場
面
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
言
う
「
正
常
的
競
争
価
格
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

　
　
〈
個
々
人
は
自
由
に
こ
れ
を
動
か
し
え
ず
、
た
だ
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
る
ほ
か
は
な
い
よ
う
な
価
格
〉

を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
価
格
は
い
か
な
る
状
況
の
下
で
成
立
す
る
か
。
最
も
簡
明
な
の
は
、
取
引
に
参
加
す
る
主
体
が
一
堂
に

会
し
、
競
売
人
を
伴
う
市
場
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
競
売
人
は
ま
ず
価
格
を
ひ
と
組
提
示
す
る
。
各
主
体
は
こ
の
価
格
の
下
で

望
ま
し
い
需
要
・
供
給
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
競
売
人
に
告
知
す
る
。
競
売
人
は
各
財
の
総
需
要
・
総
供
給
を
計
算
し
、
超
過
需
要

の
正
負
に
応
じ
て
価
格
を
調
整
し
、
新
し
い
価
格
を
提
示
す
る
。
各
主
体
は
そ
の
下
で
再
び
需
要
・
供
給
を
決
定
し
、
競
売
人
は
さ

ら
に
価
格
を
調
整
す
る
。
こ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
は
つ
い
に
す
べ
て
の
財
の
需
要
・
供
給
が
等

し
く
な
る
よ
う
な
価
格
に
到
達
し
、
こ
れ
が
こ
の
市
場
の
取
引
価
格
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
全
主
体
が
一
堂
に
会
す
る
共
通
の
市
場
が
存
在
す
る
と
い
う
想
定
を
除
去
す
る
と
、
事
態
は
一
変
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ヨ
ゲ
ニ
ン
グ

取
引
条
件
は
、
｝
部
の
売
手
・
買
手
の
「
か
け
ひ
き
」
な
い
し
は
交
渉
に
よ
っ
て
定
ま
る
は
ず
で
、
取
引
の
相
手
が
変
わ
れ
ば
取

引
条
件
も
ま
た
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
分
断
さ
れ
た
経
済
で
は
、
市
場
の
競
売
人
の
示
す
価
格
に
あ
わ
せ
て
、

全
主
体
が
受
動
的
に
需
給
計
画
を
決
定
す
る
と
い
う
が
如
き
、
一
種
交
響
楽
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
到
底
期
待
さ
れ
そ
う
に
な
い
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
想
定
し
た
交
換
の
場
は
、
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
分
断
さ
れ
た
経
済
の
状
況
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
分
断
さ
れ
た
経
済
を
考
え
る
に
し
て
も
、
各
主
体
に
と
っ
て
、
何
を
、
ど
こ
で
、
ま
た
い
く
ら
で
売
っ
て
い
る
か
と
い

う
情
報
が
完
全
で
あ
り
、
し
か
も
取
引
に
は
い
か
な
る
摩
擦
要
因
も
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
当
初
存
在
し
う
る
価
格
の
差
は
や
が

て
消
滅
し
、
コ
物
一
価
」
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
売
り
手
の
数
が
少
な
け
れ
ば
、
か
れ
ら
の
間
に
協
定
が
結
ば
れ
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
小
規
模
な
売
り
手
の
自
由
な
参
入
が
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
や
が
て
正
常
水
準
を
超
え
た
超
過
利
得
は
消
滅
し
、
正
常
的

競
争
価
格
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
状
態
に
到
る
ま
で
の
主
体
は
多
少
な
り
と
も
価
格
支
配
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
極
限
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
正
常
的
競
争
価
格
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
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繰
り
返
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
多
数
の
主
体
が
参
加
す
る
整
備
さ
れ
た
市
場
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
孤
立
的
交
換
の
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
れ
ば
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
理
解
は
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

マ
ル
ク
ス
［
2
7
］
五
五
ー
五
六
ぺ
ー
ジ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
八
八
ぺ
ー
ジ
。

oD
o
げ
仁
ヨ
も
o
叶
R
［
3
3
］
六
〇
ぺ
ー
ジ
。

同
書
六
二
ぺ
ー
ジ
。

同
書
六
一
ぺ
ー
ジ
。

丸
山
［
2
6
］
一
二
二
ぺ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

114

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
交
換
の
正
義
の
具
体
的
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
以
て
ほ
ぽ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
正
義
論
の
枠
組
の
中
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

　
「
正
」
は
適
法
的
で
あ
る
こ
と
と
、
均
等
的
で
あ
る
こ
と
の
両
義
を
含
み
、
「
正
義
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
〈
ひ
と
び
と
を
し
て
正
し
き
を
行
な
わ
し
め
、
正
し
き
を
願
望
せ
し
め
る
よ
う
な
…
…
（
中
略
）
：
…
『
状
態
』
〉

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V

を
い
う
。
こ
の
一
般
的
意
味
で
の
正
義
は
「
完
全
な
徳
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
般
的
正
義
と
徳
と
は
同
一
物
で
あ
る
が
、

語
ら
れ
る
観
点
を
異
に
す
る
。

　
　
〈
他
人
へ
の
関
連
に
お
い
て
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
正
義
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
関
連
を
離
れ
て
純
粋
に
か
か
る
「
状
態
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ら
れ
る
か
ぎ
り
徳
な
の
で
あ
る
。
〉

次
に
ア

両
者
は

と
し
て
見



交換の正義

　
一
般
的
正
義
の
一
部
を
占
め
る
も
の
と
し
て
特
殊
的
正
義
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
名
誉
、
財
貨
、
安
全
な
ど
、
利
得
よ
り
生
ず

る
快
楽
を
動
機
と
す
る
も
の
に
か
か
わ
る
。
特
殊
的
正
義
は
さ
ら
に
分
配
の
正
義
、
矯
正
の
正
義
、
交
換
の
正
義
の
三
つ
の
範
疇
に

分
れ
る
。
従
来
、
多
く
の
研
究
が
、
第
三
の
交
換
の
正
義
を
前
二
者
と
独
立
に
扱
わ
ず
、
「
交
換
的
正
義
は
両
者
よ
り
生
ず
る
も
の

（
4
）

な
り
」
と
す
る
解
釈
を
採
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
範
躊
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
独
立
の
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　
（
一
）
分
配
の
正
義

　
ま
ず
分
配
の
正
義
と
は
、
名
誉
や
財
貨
な
ど
国
の
公
民
に
分
た
れ
る
べ
き
も
の
の
分
配
に
か
か
わ
る
正
義
で
あ
る
。
こ
の
分
配
に

あ
た
っ
て
は
、

　
　
〈
「
正
し
い
」
わ
け
ま
え
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
価
値
に
相
応
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
誰
れ
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ

　
　
　
　
（
5
）

　
　
で
あ
ろ
う
〉

と
い
う
。
ふ
た
り
の
人
間
の
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
価
値
が
そ
れ
ぞ
れ
且
、
β
で
、
こ
の
ふ
た
り
に
分
け
与
え
ら
れ
る
名
誉
や
財

貨
の
価
値
を
C
、
ρ
と
す
れ
ば
、
A
と
β
の
比
が
C
と
ρ
の
比
に
等
し
い
こ
と
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
い
う
分
配
の
正
義
の

内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
』
　
　
O

　
　
　
　
　
b
u
　
b

で
あ
り
、
こ
れ
は

　
　
　
　
　
ト
＋
O
　
』

　
　
　
　
　
切
十
b
　
　
切

と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
五
、
β
、
C
、
P
は
必
ず
し
も
数
字
的
に
表
現
で
き
る
大
き
さ
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
且
と
C
、
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図7

刀
B～　　　＼
＿　　＿c河

βγα0

B
と
D
を
加
え
る
と
い
う
操
作
も
厳
密
に
考
え
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
分
配
の
正
義
を
こ
の
よ

う
な
数
式
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
の
は
、
単
に
説
明
上
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
正
義
の
概
念
は
ギ
リ
シ
ャ
数
学
に
お
け
る
幾
何
平
均
の
考
え
方
に
対
応
し
て
い
る

こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
自
身
の
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
正
の
実
数
α
、
β
に
対
し

て

満

馴

を
、
α
と
β
の
幾
何
平
均
と
称
す
る
。
O
〈
優
く
も
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は

　
要
す
る
に
分
配
の
正
義
と
は
、

値
に
相
応
の
」
比
率
で
分
配
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
〈
も
し
当
事
者
が
均
等
な
ひ
と
び
と
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
均
等
な
も
の
を
取
得
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
し
て
、

　
　
も
し
均
等
な
ひ
と
び
と
が
均
等
な
ら
ぬ
も
の
を
、
な
い
し
は
均
等
な
ら
ぬ
ひ
と
び
と
が
均
等
な
も
の
を
取
得
し
た
り
配
分
さ
れ
た
り
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
闘
争
や
悶
着
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
〉

　
　
　
　
　
只
ー
貸
ー
黛

　
　
　
　
　
b
ー
只
　
殴

と
書
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
図
7
を
見
よ
う
。
い
ま
為
－
優
を
α
と
γ
の
価
値
を
も
つ
人
に
曾
1
3

b
ー
殴
ず
つ
分
配
し
た
と
き
に
上
記
の
等
式
（
黛
－
黛
）
＼
（
為
－
只
）
H
黛
ミ
が
成
り
立
つ
と
考
え
れ
ば
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

関
係
が
ち
ょ
う
ど
＞
＼
じ
O
H
O
＼
b
に
対
応
す
る
の
は
容
易
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
何
ら
か
の
人
間
の
価
値
の
不
均
等
を
前
提
と
し
、
国
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
名
誉
や
財
貨
は
人
の
「
価

ll6



交換の正義

　
　
（
二
）
矯
正
の
正
義

　
矯
正
の
正
義
は
随
意
的
（
販
売
・
購
買
・
質
入
・
貸
借
…
…
）
お
よ
び
不
随
意
的
（
窃
盗
・
姦
淫
・
投
毒
・
殺
人
・
強
奪
…
…
）
な
ど

も
ろ
も
ろ
の
人
間
交
渉
に
お
い
て
、
そ
の
両
当
事
者
の
利
得
・
損
失
の
平
衡
を
維
持
し
、
す
べ
て
の
平
衡
の
破
殿
を
矯
正
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
矯
正
の
正
義
の
適
用
に
際
し
て
は
、
分
配
の
正
義
の
場
合
と
異
な
り
、
当
事
者
の
軽
重
善
悪
は
全
く
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
〈
法
の
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
害
悪
の
差
等
の
み
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
不
正
を
は
た
ら
き
ど
ち
ら
か
が
は
た
ら
か
れ
て
い
る
と
い
う

　
　
こ
と
、
ど
ち
ら
か
が
害
悪
を
与
え
ど
ち
ら
か
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
法
は
彼
ら
を
い
ず
れ
も
均
等
な
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
び
と
と
し
て
取
扱
う
。
〉

　
利
得
・
損
失
の
平
衡
が
破
殿
さ
れ
た
と
き
、
矯
正
の
正
義
は
利
得
・
損
失
の
「
中
」
の
実
現
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
「
算
術
的
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

例
」
に
即
し
て
の
「
中
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
数
α
、
β
の
算
術
平
均
γ
は

　
　
　
　
　
満
黛
志

　
　
　
　
　
　
　
　
N

を
以
て
定
義
さ
れ
る
。
元
来
均
等
で
あ
っ
た
ふ
た
つ
の
も
の
が
、
一
方
の
強
奪
に
よ
っ
て
α
、
β
の
大
き
さ
に
な
っ
た
と
き
、
正
義

は
そ
の
「
中
」
と
し
て
殴
ー
（
黛
＋
b
）
鳶
を
各
当
事
者
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
平
衡
を
と
り
戻
す
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
自
由
な
意
志
に
よ
る
売
買
の
結
果
が
矯
正
の
正
義
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
の
は
、
取
引
に
際
し
て
欺
隔
も
し
く
は
錯
誤
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

由
来
す
る
当
事
者
間
の
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。

（
三
）
　
交
換
の
正
義
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最
後
に
、
第
三
の
交
換
の
正
義
の
意
義
・
内
容
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
述
べ
た
。

　
交
換
の
正
義
は
分
配
の
正
義
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
第
一
に
、
分
配
の
正
義
は
名
誉
や
財
貨
な
ど
、
ま
ず
公
に
プ
ー
ル
さ
れ
た

も
の
の
分
配
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
交
換
の
正
義
は
、
各
主
体
の
保
有
物
の
相
互
的
交
換
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
、
ふ
た
つ
の
正
義
の
適
応
さ
れ
る
場
面
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
分
配
の
正
義
を
律
す
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の

人
間
的
価
値
に
基
づ
く
、
「
価
値
に
相
応
の
」
と
い
う
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
交
換
の
正
義
を
律
す
る
の
は
、
主
観
的
な
効
用

で
評
価
さ
れ
た
需
要
の
強
さ
に
基
づ
く
応
報
の
原
理
で
あ
る
。

　
ま
た
交
換
の
正
義
は
矯
正
の
正
義
と
も
全
く
異
な
る
。
前
者
は
二
主
体
間
の
自
由
な
意
志
に
基
づ
く
相
互
的
交
換
を
扱
う
の
に
対

し
て
、
後
者
は
む
し
ろ
、
欺
隔
や
錯
誤
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
後
的
な
平
衡
の
逸
脱
を
正
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
平
衡
を
復
元
す
る

原
理
は
機
械
的
な
算
術
平
均
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
交
換
の
正
義
を
律
す
る
の
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
、
主
観
的
な

応
報
の
原
理
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
交
換
の
正
義
は
他
の
ふ
た
つ
の
正
義
と
は
、
適
用
の
対
象
・
場
面
も
、
ま
た
そ
れ
を
律
す
る
原
理
も
全
く
異
な
っ
た

範
疇
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
分
配
の
正
義
は
ギ
リ
シ
ャ
数
学
に
お
け
る
幾
何
平
均
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
さ
れ
、
矯
正
の
正
義
は
算
術
平
均
に
対
応
す
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
た
。
一
方
、
交
換
の
正
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
学
上
の
対
応
物
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
明
示
し
て
い
な
い
。
ス

ー
デ
ッ
ク
［
36
］
と
ロ
ウ
リ
ー
［
21
」
［
2
2
］
は
、
ギ
リ
シ
ャ
数
学
上
の
も
う
ひ
と
つ
の
代
表
的
平
均
概
念
で
あ
る
調
和
平
均
が
ち

ょ
う
ど
交
換
の
正
義
に
対
応
す
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
他
の
ふ
た
つ
の
正
義
が
幾
何
平
均
と
算
術
平
均
に
対
応
す
る
以
上
、

残
る
交
換
の
正
義
と
調
和
平
均
と
が
対
応
す
る
と
推
理
す
る
の
は
全
く
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
は
自
明
と
は
い

え
な
い
。

　
正
の
実
数
α
、
β
の
調
和
平
均
γ
は
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工
史
卵
＋
｝
）
｝
、
、

と
定
義
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
6
と
12
の
調
和
平
均
は
8
で
、
そ
れ
は
6
よ
り
も
そ
の
三
分
一
だ
け
大
き
く
、

一
だ
け
小
さ
い
。
ち
な
み
に
6
と
1
2
の
算
術
平
均
は
9
で
あ
り

12

よ
り
も
そ
の
三
分
の

①
”
塒
蓬
判
苗
（
O
）
H
灘
費
煮
避
（
oo
）
　
日
旨

な
る
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
実
は
一
般
に
ふ
た
つ
の
正
の
実
数
優
く
燭
の
算
術
平
均
を
み
、
調
和
平
均
を
翰
と
す
る
と
き

貸
　
　
芸
H
§
“
も

交換の正義

な
る
関
係
が
必
ず
成
り
立
つ
こ
と
は
容
易
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
貸
目
9
為
H
旨
と
し
た
特
別
の
場
合
が
上
記
の
事
例
で

あ
る
。
8
は
①
×
（
ミ
ω
）
と
し
て
得
ら
れ
、
そ
の
逆
比
％
を
1
2
に
乗
ず
る
と
O
ー
一
N
×
（
ω
≧
）
を
得
る
。
ま
た
％
と
そ
の
逆
比
％
を

用
い
る
と
O
H
①
×
（
o。
鳶
ン
　
o
。
H
一
N
×
（
N
＼
ω
）
で
あ
る
。
両
端
6
、
12
に
逆
数
を
乗
じ
て
算
術
平
均
と
調
和
平
均
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ト
ラ
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
し
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
四
音
階
の
構
成
を
試
み
た
証
拠
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
1
2
、

9
、
8
、
6
と
い
う
数
字
は
偶
然
恣
意
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
六
面
体
の
幾
何
学
的
性
質
に
ち
な
む
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に

と
っ
て
は
や
や
神
秘
的
な
意
味
を
も
つ
数
字
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
二
財
の
交
換
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
第
一
財
］
単
位
に
対
し
て
第
二
財
四
単
位
が
交
換
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
第
二
財
一

単
位
に
対
し
て
第
』
財
四
分
の
一
単
位
が
交
換
さ
れ
る
わ
け
で
、
ち
ょ
う
ど
逆
比
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
6
と
1
2
を
両
端

項
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
％
や
％
お
よ
び
そ
の
逆
数
を
乗
じ
て
算
術
平
均
、
調
和
平
均
を
求
め
た
方
法
と
類
似
性
を
有
す
る
。
両
端
項

に
あ
る
分
数
と
そ
の
逆
数
を
作
用
さ
せ
て
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
美
し
い
結
果
を
見
出
そ
う
と
い
う
方
法
と
し
て
み
る
と
き
、
た
し
か
に
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
四
音
階
の
構
成
法
は
交
換
の
正
義
の
発
想
法
の
原
型
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
交
換
の
正
義
が
調
和
平
均
と
対
応
す
る
と
限
定
的
に
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
実
際
、
交
換
の
正
義
は
交
換
比
率

の
一
定
の
範
囲
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
調
和
平
均
は
た
だ
一
点
を
指
し
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
交
換
の
正
義
に

対
応
す
る
数
学
的
概
念
は
四
音
階
構
成
法
に
見
ら
れ
る
如
き
、
両
端
項
に
い
ろ
い
ろ
な
逆
数
を
作
用
さ
せ
て
、
各
種
の
平
均
（
そ
の

中
に
調
和
平
均
も
含
ま
れ
る
）
11
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
生
み
出
す
点
を
見
出
す
方
法
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
高
橋
［
4
1
］
は
三
つ
の
正
義
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
〈
分
配
的
正
義
は
幾
何
學
的
比
例
の
原
則
よ
り
出
で
、
補
正
的
正
義
は
算
術
的
比
例
の
其
れ
よ
り
護
す
。
然
る
に
交
換
的
正
義
は
爾
者
よ

　
　
り
生
ず
る
も
の
な
り
。
例
へ
ば
、
吾
人
は
先
づ
貨
物
及
び
人
物
を
幾
何
學
的
に
比
較
す
。
即
ち
建
築
師
が
靴
工
に
封
す
る
が
如
く
、
一
定

　
　
敷
の
靴
は
家
屋
に
封
す
る
な
り
。
次
い
で
吾
人
は
靴
工
に
一
軒
の
家
屋
を
與
へ
て
、
爾
當
事
者
を
し
て
不
平
等
な
ら
し
む
。
吾
人
は
而
し

　
　
て
後
、
靴
工
よ
り
靴
を
以
て
見
積
ら
れ
た
る
該
家
屋
に
等
し
き
慣
値
の
も
の
を
取
り
去
り
、
之
れ
を
建
築
師
に
償
還
し
て
、
算
術
的
に
平

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
等
を
回
復
す
る
な
り
。
〉

　
実
は
交
換
の
正
義
と
は
高
橋
の
い
う
「
一
定
敷
の
靴
は
家
屋
に
封
す
る
」
ま
さ
に
そ
の
比
率
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
は
分
配
の
正
義
と
は
異
な
っ
て
、
幾
何
平
均
的
に
で
は
な
く
「
応
報
の
原
理
」
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
矯
正
の
正

義
と
交
換
の
正
義
の
区
別
も
既
に
詳
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
我
々
の
観
点
か
ら
は
、
高
橋
の
解
釈
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス

同
書
一
七
三
ぺ
ー
ジ
。

同
書
一
七
四
ぺ
ー
ジ
。

た
と
え
ば
高
橋
［
4
1
］

［
5
］
上
、
↓
六
九
ぺ
ー
ジ
。

三
七
ぺ
ー
ジ
。



（
5
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
七
九
ぺ
ー
ジ
。

（
6
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
正
義
論
と
平
均
の
概
念
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
の
私
の
教
室
で
宮
木
一
平

　
君
の
研
究
報
告
を
聴
き
、
触
発
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ω
ε
R
［
o
o
］
9
巷
」
を
参
照
。

（
7
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
5
］
上
、
一
七
九
ぺ
ー
ジ
。

（
8
）
　
同
書
一
八
二
ぺ
ー
ジ
。

（
9
）
　
高
橋
［
4
1
］
三
四
ぺ
ー
ジ
。

（
1
0
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
［
6
］
六
五
一
－
六
五
二
ぺ
ー
ジ
。
私
は
音
楽
の
歴
史
や
理
論
に
関
す
る
知
識
に
暗
く
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
高
崎
美

　
保
夫
人
か
ら
懇
切
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
H
・
ヴ
ァ
ン
・
エ
ス
『
西
洋
音
楽
史
』
船
山
他
訳
（
新
時

　
代
社
）
昭
和
六
十
一
年
、
二
〇
1
二
七
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
n
）
　
高
橋
［
4
1
］
三
七
ぺ
ー
ジ
。

ノ＼

交換の正義

　
私
は
前
節
の
末
尾
に
高
橋
誠
一
郎
の
見
解
を
引
用
し
、
こ
れ
に
や
や
批
判
的
な
評
価
を
述
べ
た
。
し
か
し
充
実
し
た
高
橋
の
筆
の

は
こ
び
に
は
思
わ
ず
襟
を
た
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
厳
格
な
思
索
の
痕
跡
が
鮮
明
で
あ
る
。
高
橋
の
こ
の
長
大
な
論
文
に
対
し
、
福

田
徳
三
は
『
改
造
』
昭
和
三
年
一
月
号
に
き
わ
め
て
攻
撃
的
な
論
文
を
寄
せ
た
。
高
橋
［
4
2
］
は
た
だ
ち
に
こ
れ
に
応
じ
て
福
田
の

軽
率
な
誤
読
を
指
摘
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
〈
博
士
よ
、
願
く
は
、
遡
り
て
僅
か
に
一
葉
を
繰
る
の
螢
を
惜
ま
る
、
勿
れ
。
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
〈
「
學
問
の
前
に
は
、
師
も
な
く
弟
も
な
し
」
。
博
士
よ
、
余
が
直
言
を
叱
責
す
る
こ
と
勿
れ
。
〉

と
激
し
い
言
葉
で
福
田
を
論
駁
し
た
。
私
は
こ
の
古
い
論
争
を
机
上
に
追
い
な
が
ら
、
私
自
身
も
こ
の
論
争
に
参
加
す
る
よ
う
な
心

ぐ
み
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
倫
理
学
を
読
み
、
得
た
る
と
こ
ろ
を
率
直
に
書
き
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
高
橋
［
4
2
］
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高
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］
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