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a

■

記
録
.
公
疋
証
書
も
ま.た
、
も
し
体
系
的
に
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
多 

く
を
理
解
す
る
う
え
に
役
立
つ
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、 

不
幸
に
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
利
用
し
難
い
史
料
に
属
す
る
と 

い
わ
れ
て
い
る。
' 

.

所
の
記
^
の
う
ち
で
、
慣
行
集
が
重
要
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
と
く
に 

こ
れ
を
重
視
し
た
。
慣
行
集
は
、
士
ハ
低
紀
に
編
集
さ
れ
、
そ
の
後
多
く
の
貴 

重
な
評
解
が
付
さ
れ
て
改
訂
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
大
き
な
信
頼
を
与
え 

.
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
は
断
片
的
な
知
識
し
か
与
え
て 

く
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。.ま
た
そ
れ
ら
は
、
法
律
上
の
係®

だ
け
を
扱
い
、 

明
白
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
理 

由
。
第
二
に
は
、
そ
れ
ら
は
、
し
ば
し
ば
死
文
で
実
際
に
適
用
さ
れ
な
く
な
っ 

て
し
る
と
し
うa*
由
に
よ
る
。
 

,, 

*

政
府
の
文
軎
も
ま
た
、
当
面
の
研
究
に
と
っ
て
は
、
大
し
た
意
味
を
有
し
な 

い
。
た
だ
し
例
外
は
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

一
六
九
三
年
と
一
七
〇
九
年
に
全
土 

的
な
規
模
に
お
い
て
起
っ
た
飢
鍾
に
関
す
る
政
府
の
調
査
史
料
と
、
ル
ィ
十
四 

世
の
死
に
次
ぐ
摂
政
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
種
々
な
調
査
記
録
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
一
.七
一
六
^
-の
小
*
調
査
•
一
 

七
一
六
年
の
家
裔
調
奢1

七」

七
平
の 

税
制
改
革
の
た
め
の

.I!

查
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
例
外
的
な
重
要
性
を
持
つ
。 

と
い
う
の
は
、全
土
的
な
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
れ
ら
調
査
記
録
の
な
か
に

、
.. 

当
面
の
分
析
に
必
要
な
多
く
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
農
業
の
発

二

八

£

一
 

〇)

展
を
、
技
術
的
な
伸
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
ず
る
と
き
、
こ

.れ
ら
.の
調
査
に
多
く

を
期
待
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

註

一

フ
ラ
ン
ス
で
、
，
農
業
に
つ
い
て
、
史
料
が
本
格
的
に
語
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
は
、
十
八
世
紀
以
降
であ
る
0
そ
れ

以
前
は
、
農
業
に
つ
い
て
、
史
料 

は
、
偶
然
の
機
会
に
お
い
て
し
か
語
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で

史
料
と 

い
う
場
合
、
十
八
世
紀
以
降
のそ
れ
に

限
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
に
つ
い
て 

直
接
に
語
っ
て
く
れ
る
よ
う
な

史
料
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註一1

こ
.れ
に
よ
.っ
て
、一

、
土
地
が
ど
の
よ̂

に
..耕
作
さ
れ
て
い
る
か
、

ニ
1、
収
獲
は
ど
れ
だ
け
か
、
三
、
ど
の
穀
物
を
常
食
.と
し
て
い
る
か
、
が
調 

盗
さ
れ
て
い
る
。

註
三
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
、
ど
れ
だ
け
家
畜
が
い
る
か
、
ニ
、
売
却
す
る
分 

が
あ
る
か
ど
う
か
、
三
、
ど
れ
だ
け
の
価
格
で
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
家 

畜
の
種
類
に
從
っ
て
、
そ
の
売
俩
は
ど
う
変
っ
て
來
る
か
、
四
、
羊
そ
の
他 

を
ど
れ
だ
け
持
っ
て
い
る
か
、が
調
査
さ
れ
る
。

註
四
こ
の
調
査
は
、
い
か
な
る
点
で
農
業
の
理
解
と
結
び
つ
く
か
。
こ
れ
ら 

は
、
と
く
に
、
土
地
の
利
用
さ
れ
方
に
つ
い
て
詳
し
い
。
ま
た
土
地
が
ど
う 

い
っ
た
階
層
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ 

れ
ら
は
、
農
業
の
技
術
的
発
展
と
い
う
研
究
に
は
不
向
き
で

あ
る
。

財

政

‘
.支

の
.経
済
的
効
率
性

.

「

財

政

支

出

の

純

粋

理

論」

に

ょ

せ

て
‘

[H

司

、

は

し

き

現
代
の
財
政
活
動
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
.て
も
内
容
に
お
い
て
も
国
民
経
済 

全
般
に
影
響
し
、
各
分
赃
の
隅
々
ま
で
深
く
滲
透
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
特 

に
財
政
支
出
面
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
が
国
民
経
済
に
占
め
る
比
重
は
今
世 

紀
初
頭
ょ
り
現
時
点
に
い
た
る
ま
で
著
し
い
増
大
を
示
し
、
民
間
経
済
活
動
水 

準
と
そ
の
内
容
は
財
政
变
出
の
態
容
を
無
視
し
て
は
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
い 

る
。
だ
と
す
れ
ば
財
政
支
出
の
規
橫
と
そ
の
方
向
と
は
、
国
民
経
済
構
造
的
な 

場
に
お
い
て
そ
れ
が
占
め
る
比
重
に
ふ
さ
わ
し
い
重
要
性
を
認
め
た
ぅ
え
で
考 

察
さ
る
べ
き
に
留
ま
ら
ず
、
財
政
論
内
部
に
お
い
て
も
、
租
税
論
、
公
債
論
に 

劣
ら
ぬ
重
要
性
を
与
克
た
ぅ
え
で
考
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
ぅ

。

.

し
が
し
亊
実
は
、
経
費
論
が
財
政
学
体
系
に
お
い
て
未
開
発
地
域
のま
ま
に 

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
経
費
論
の
財
政
学
体
系
に
お
け
る
後
進 

性
は
従
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
お
り
で
'あ
る
が
、1
最
近
の
例
と
し
て 

は
、
サ
ムH

ル
ソ
ン
が
現
代
の
代
表
的
財
政
学
得
の
一
つ
と

21

さ
れ
て
い
る
ピ

.

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
姓
 

.

グ
-
のA

 S
t
u
d
y

 in Pu
b
l
i
c

 F
i
n
a
n
c
e
'

を
と
ら
え
て
行
な
っ
た
軽
妙
な 

「

証
明」

が
、
直
截
'に
そ
©
.間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ビ
グ
ー
の
財
政
学
書

一

一
八
五
直
の
う
ち
少
な
く
と
も
ニ
〇0
頁
は
租
税
に
費 

や
さ
れ
て
お
り
、
残
余
は
財
政
政
策
と
景
気
循
環
に
対
す
る
そ
の
®
擊
と
に
か 

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
：
こ
れ
に
対
し
て
経
費
論
に
つ
い
て
は
、
移
転
支
出
•
非 

移
転
支
出
の
定
義
や
公
営
辦
業
の
価
续
宏
問
題
を
含
め
て
も
ー
ー
〇
頁
以
上
に 

亙
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
財
政
支
出
の
純
難
理
論
と
呼
ば
れ
る
ベ
き
も
の
に 

い
た
っ
て
は
僅
か
六
頁
に
し
か
すぎ
な
い
。
こ
の
i
う
な
.租
税
一
一
〇
〇
頁
、
経 

費一

一〇
頁
と
い
う
比
率
は
、g
®
に
つ
い
て
は多
く
述
べ
る
こ
と
が
本
当
の
と 

こ
ろ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
サ
ム
工ル
ソ
ン
が
諧
謔
を
交
え
て
落
認
し
た
と
お 

り
真
に
最
適
な
構
成
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
伝
統
的
財
政
学
の
.頂
点
に
立
つ
と
み
ら
れ

る

ピ
グ
ー
に
、
こ 

の
ょ
う
な
経
費
論®

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の.で
あ
ろ
う
か
。

財
政
学
の
重
要
な
遺
産
と
し
て
の
思
想
潮
流
の
系
譜
を
み
る
と
、
経
費
の
規 

模
決
定
に
関
し
て
相
対
立
す
る
一

一

つ
の
見
解
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
認

• 

. 

ニ 
九

(

五
一
一)

■r.

1
I



め
ら
れ
る
。
象
徴
的
に
い
え
ば
、>て
れ
は
7
.丑
，
セ
ィ
.の
'い
う「

あ
ら
ゆ
る
財 

政
計
西
.‘の
う
ち
最
良
の.も
.の
は
.経
费
少
■な
.

ぎも
の
で
あ
る」

と
い
う

古
典
学
 ̂

の
®
昆

対

し
、

L

.フ
ォ
ン
•
シ
ュ
タ
ィ
ン
の

「

多
額
の
経
費
の
ゆ
え
に
あ 

る
国
家
は
優
れ
、少
額
の
経
費
の
ゆ
え
に#
の
国
家
比
悪
し
き
も
の
と
な
ろ
う

」 

と
い
•う
正
統
学
派
の
主
張
に
要
約
ざ
れ
る
で
あ
ろ
^

。
今
日
の
経
費
論
の
後
進 

性
は
、
す
で
に
、Cの
ニ
つ
の
標
語
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
；え
る
。

古
典
学
派
が
そ
の
個
人
主
義
的
国
家
観
に
基
い
て
政
府
の
介
入
を
で
ぎ
る
だ 

け
排
除
し
、
小
規
模
な
少
な
く
と
も
経
済
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
よ
う
な
財 

政
を
理
想
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
^ .
本

、
囊

経

済

の

確

立
 

発
展
期
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
理
解
に
難
く
は
な
'い
。
彼
ら
は
.経
費
に
つ
い
て
は 

そ
れ
を
务
く
不
坐
産
的
と
規
定
し
、
過
大
に
わ
た
る
場
合
に
は
と
れ
に
制
限
を 

办
え
民
間
活
動
領
域
の
自
由
な
被
大
を
図
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
古
典
学
派
の 

こ
の
態
度
は
、

一
定
の
政
府
機
能
を
前
提
と
し
た
上
で
の
自
由
を
主
張
す
る
も 

の
で
あ
っ
て
、
真
空
の
中
の

S

由
で
は
な
い
。
現
代
に
お
い
て
も
な
お
か
つ
引 

合
に
だ
さ
れ
る
ア
ダ
ム.
ス
ミ
ス
の
|1
|
趴
、
S

.

.公
共
施
設
お
よ
び
土
木
と 

い
う
経
費
の
三
つ
の
領
域
ば
こ
れ
を
例
証
す
る
。
古
典
学
派
に
お
い
て
は
、
ご 

れ
ら
経
費
に
よ
り
保
証
さ
れ
た

「

法
と
制
度
と
の
適
当
な
枠

」

の
も
と
に
お
い 

て
の
み
、
市
場
の
メ
力
一
一
ズ
ム
が
限
定
さ
れ
た
利
益
調
和
を
も
た
ら
す
と
想
宏 

し
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
政
附
機
能
に
一
定
の
#
を
は
め
て
し

ま
う
と
、

あ 

と
は
経
^
論
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
国
家
の
な
す
べ
き

最
も
重
要 

な

>
g
e
n
d
a

と
し
て
個
人
の•な
し
う
る
範
囲
外
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
国 

家
が
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
に
び
と
も
行
な
わ
な
い
重
要
新
項
に
限
定
し
た
こ
と

三
o

,(

五一

ニ)

は
よ
い
0
：し
か
し
経
費
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ス
ミ
ス
の
規
定
し
た
三
つ
の 

捽
紙
の
中
に
安
住
せ
し
め
、
経
費
論
を
し
て
古
典
派
財
政
論
の
不
毛
の
領
域
た 

ら
し
め
て
しま
っ
，た
。

古
典
学
派
の
財
政
原
則
が
、
し
か
し
、
守
ら
れ
る
よ
り
も
破
ら
れ
る
こ
と
が 

多
か
っ
た
こ
>
は
、
前
世
紀
よ
り
今
世
紀
に
到
る
経
費
の
拡
大
傾
向
か
ら
み
て 

も
^
然
の
事
態
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
0

.

.
 

'

こ
の
事
態
の
な
か
に
あ
っ
て
正
統
学
派
は
国
家
を
超
越
的
.
指
導
的
な
存
在 

に
据
え
、
国
家0
的
と
し
て
の
経
費
を
論
ず
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
差
控
え
る

か
、
 

な
い
し
は
そ
の
よ
う
な
国
家
の
経
費
が
生
産
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し 

:か
し
彼
ら
の
経
費
の
生
産
姓
論
は
、
古
典
学
派
の
そ
れ
が
次
第
に
明
確
性
を
失 

?
て
ゆ
く
以
上
に
論
理
の.

n.

ン
シ
ス
テ
ン 

'ゾ
I
を
欠
き
、
い
た
ず
ら
に
多
大
の 

経
費
を
讃
美
す
る
結
果
に
終
っ
て
い
た
。
膨
脹
し
た
経
費
の
現
実
に
対
処
す
る 

た
め
経
費
^
に
す
く
な
ヵ
ら
ぬ
努
カ
を
傾
注
し
な
が
ら
も
、
.そ
の
多
ぐ
が
生
產 

性
を
め
ぐ
る
思#
的
論
議
に
低
徊
し
、
形
而
上
学
的
名
辞
と
技
術
論
に
終
始
し 

て
い
た
。
そ
の
限
り
で
は
、
正̂

^
の
畠
罾
_
は
そ
の
後
の
罾
罾
_
の
発
展 

を
か
え
っ
て
阻
害
す
る
役̂
し
が
果
さ
な
か
っ
た
と
，い
え
よ
う
。

，
で
は
正
統
学
派
の
主
張
す
る
よ
う
な
生
産
性
を
高
め
.る
経
費
で
あ
っ
て
も
、 

際
限
な
く
こ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
逆
に
^
派̂
の
い
う
非
坐 

産
的
経
費
で
も
政
府
機
能
維
持
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
極
端
に
削
減
す
る 

こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
、だ
と
す
れ
ば
、
望
ま
し
い
経
費
の
量
と
配
分
と
を
決
定 

.す
る
規
準
は
'と
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
は
じ
め
に
頁
数
だ
け
を
数
え
た
ビ
グ
I
の
著
書
に
帰
っ
て
、
彼
が
い

か

な

る

規

^

^

与

え

て

い

る

か
を
み
る
と
、
問
題
の
六
頁
の
中
に
は
次
のよ
う 

な
一
節
が
あ
る
。

「

も
し
も
社
会
が
政
府
を
そ
の
脳
髓
と
し
て
も
つ
文
字
通
り 

の
単
一
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
費
は
支
出
さ
れ
た
最
終
シ
リ
ン
グ
か
ら
え
ら
れ 

た
満
足
が
政
府
用
役
の
た
め
に
求
め
ら
れ
た
最
終
シ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
失
わ
れ 

た
満
足
に
等
し
い
点
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
わ
た
っ
て
広
げ
ら
る
べ
き
で
あ 

發

」

端
的
に
い
え
ば
、
ビ
グI
の
こ
の
言
葉
の
な
か
，に
、
財
政
支
出
の
量
と
配 

分
に
関
す
る
経
済
的
^
#
他
判
定
の
規
準
が
す
で
に
示
唆
さ
れ
て

い
る
こ
と
が 

わ
か
る
。

こ
こ
で
財
政
に
つ
い
で
適
用
さ
る
べ
き
規
準
と
は
ク
家
計
に
お
け
る
直
接
的 

な
効
用
極
大
の
原
理
、
な
い
し
は
企
業
の
利
潤
極
大
原
理
に
対
疮
す
る

i

を 

藤
味
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
財
政
と
は
異
質
的
な
経
済
主
体
で
あ
る
家
計
や
企 

業
の
屈
理
が
そ
の
まま

.

財
政
に
適
用
さ
る
べ‘く
も
な
い
。
問
題
は
財
政
支
出
の 

経
済
的
^
^
性
を
判
定
す
ベ
き
規
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ 

は
§

済
主
体
の
規
準
と
ど
のよ
う
に

異
な
る
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。

財
政 

支
出
の
評
価
に
際
し
て
は
、
そ
の
経
済
的
合
理
性
を
支
え
る
原
理
的
支
柱
に
つ 

い
て
知

る

こ
と
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

ニ
、
財
政
支
出
の
純
粋
理
論

経
i

摩
生
の
一
般
的
見
地
か
ら
、
経
費
の
最
適
規
模
決
定
に
関
す
る
規
準 

を
^
式
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
さ
ほ
，ど
^
^
で
は
，な
V
。
財
政支

：：ni

は
本
^
私 

経
済
が
求
め
て
い
る
も
の
と
は
異
な
っ
た0
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
か 

も
こ
れ
ら
のE

標
は
&

済
に
お
い
て
は
達
成
し
が
た
'い
も
の
と
想
定
さ
れ
て

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
性
.，

い
る
。

一
般
的
に
、
こ
れ
ら
公
共
経
済
部
門
と
藝
済
部
門
と
の
間
の
最
適
資 

源
の
配
賦
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
極
大
庳
生
達
成
の
た
め
の 

皆
於
か
31
'
齋
配
呢
か
斷
勒
が
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
公
共
部
門 

と
私
的
部
門
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
.
用
役
か
ら
え
ら
れ
る
社
会
的
限 

界
便
益
が
社
会
的
限
界
費
用
に
等
し
く
な
る
よ
う
に
、
資
源
配
賦
が
行
な
わ
れ 

る
こ
と
が
.要
求
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
生
i

源
の
社
会
的
限 

界
生
産
物
価
値
が
公
共
部
門
た
る
と
私
的
部
門
た
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
経
済

' 

に
お
け
る
す
ベ
て
の
用
途
に
つ
い
て
均
等
と
な
る
こ
と
が
、
政
府
活
動
の
領
域

' 

な
い
し
は
財
政
支
出
の
内
容
の
相
対
的
比
重
を
決
定
す
る
原
理
と
さ
れ
ね
ば
な 

.ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
定
の
生
産
物
の
生
産
に
つ
い
て
政
府
の
方
が
民
間 

よ
り
も
よ
り
効
率
的
に
こ
れ
を
行
な
い
う
る
な
ら
ば
、.
あ
る
い
は
政
府
の
給
付 

す
る
財•

用
役
が
そ
れ
.の
利
用
若
以
外
の
人
々
に
も
大
き
な
実
質
的
便
益
を
も 

'た
ら
す
と
きに
ば
、
こ
れ
ら
の
財
政
支
出
を
通
じ
て
資
源
の
配
賦
は
改
善
さ
れ 

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

.L
か
し
こ
の
原
理
を
、
現
実
の
財
政
交
出
決
定
の
規
準
と
し
て
適
用
す
る
こ 

と
は
、
極
度
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め.ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ 

ら
ず
こ
の
原
理
の
展
開
は
望
ま
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
た
と 

え
現
実
に
.は
達
成
困
難
で■あ
ろ
う
と
も
、
財
政
十
乂
出
決
定
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
.い
固
標
を
#
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ょ
ぅ
な
厚
生
経
済
学
的
見
地
か
ら
、
財
政
支
出
の
_

理
論
的
根
拠
を 

与
え
ょ
ぅ
と
す
る
作
業
と
し
て
、
マ
ス
グ
レ
ー
ヴ
、
ボ
ゥ
エ
ン
、

サ
ム
エ
ル
ソ 

ン
、
.
テ

ィ

パ

ゥ
ッ
、
ス
ト
ロ
.
ッ

ッ
ら
の
そ
れ
ー
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

. 

' 

m
.

一.
一

(

五
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三)

.

I

!
ぎ



第 一 図

X,=X}+X?

人
に
ょ
り
同
，
だ
け
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
総
産

出

量

は# '
靜 

人
の
消
費
量
に
そ
れ
ぞ
れ
等
し
い
。
そ
こ
で
私
的
消
費
財
の
盤
里
を
兄
と
し
、
 

個
人
1
と
個
人
2
の
消
費
量
を
取
、

g

と
す
れ
ば
、
総
産
出
量
は
個
々
人
の
消 

費
量
の
総
許
で
あ
る
か
ら
、xl

=
X
M
i
+
x
\

で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し 

ハ
ム
共
消
費
財
で
は
そ
の
整
里
を
み
と
す
れ
ば
.、
^
=
:
^
2
, 

X
2

 =

 x
,

と
定
義
す 

る
こ
と
.が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
私
的
消
費
財
に
お
い
て
は
、
あ
る
個
人
の

消
費 

増
加
は
他
の
個
人
の
消
，費
減
少
を
も
た
ら
す
の
に
対
し
、
公
共
消
費
財
で
は
あ 

る
個
人
の
消
費
は
他
の
個
人
の
消
費
を
少
し
も
妨
げ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い 

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れま
で

伝

^

^

個

入

主

義

的

一
般
均
衡
体
系
の
下
で
扱
わ 

れ
た
私
的
消
費
財
を
一
方
の
極
と
す
れ
ば
、
公
共
消
費
財
の
顏
は
そ
の
対
極 

を
な
す
強
い
仮
定
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
H

節
に
お
い
て
は
、
そ
の
う
ち
サ
ム

H

ル
ソ
ン
の
一
連
の
論
文
を
中
心
と
し
、
，
財 

政
十
乂
出
の
骹
適
条
件
を
フ
ォ.
1
マ
ル
な
形
で
展
開
す
る
こ
と
に
集
中
し
よ
う
。 

は
じ
め
に
最
も
単
純
化
さ
れ
た
形
で
の1

に
よ
り
問
題
点
を17K
し
、
次
に
よ 

り
厳
密
な
形
で
の
数
学
的
一
般
化
に
進
む
.。
そ
の
際
彼
と
同
じ
接
近
法
を
と
る 

右
に
あ
げ
た
人
々
の
論
ぶ
に
つい
て
も
考
慮
を
払
っ
て
い
き
た <

い
O'

A

^
^
に
よ
る
例
亂

恙
本
的
な
仮
定
と
し
て
、
財
政
支
出
は
こ
こ
で
は
公
共
消
費
財
供
給
に
あ
て 

ら
れ
る
と
す
る
。
公
共
消
費
財
と
は

「

各
個
人
が
こ
の
財
を
消
費
する
こ
と
に 

よ
マ
て
、
他
の
個
人
の
こ
の
財
の
消
費
を
減
ら
す
こ
と
に
な
ら
な
い

と
い
う
意 

味
で
、
す
べ
て
の
人
が
共
通
に
享
受
す
る
財

i

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の 

定
義
に
よ
る
公
共
消
费
財
の
特
質
を
尋
ね
る
には
、
ま
ず
そ
れ
が
私
的
消
費
財 

と
ど
の
点
.で
1'
似
し
、.
ど
の
点
で
相
違
す
る
か
を
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら 

な
ぃ
。

.

公
共
消
費
財
も
私
的
龄
費
財
も
、
あ
る
個
人
が
消
費
す
る
と
き
は
そ
の
個
人 

の
主
観
的
選
好
体
系
を
共
に
構
成
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
私
的 

消
費
財
が
私
的
欲
望
を
満
し
公
共
消
費
財
が
公
共
i

を
満
す
と
いう
.

よ
う 

な
、
正
統
学
派
の
論
渚
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
個
人
以
外
の
超
越
的
存
在
を
仮
定 

す
る
も
の
で
は
な
い
。
欲
望
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
両
者
‘は
共
に
個
人
的
欲
望
に 

M
7C
さ
れ
る
。

'

ま
た
^

^
消
费
財
が
種
々
の
量
で
個
人
に
購
入
さ
れ
、
そ
の
総
産
出
量
は
個 

人
の
消
费
量
の
総
計
で
表
わ
さ
れ
る
の
に
対
し
、
公
共
消
費
財
で
は
す
べ
て
の

和
レ
t

れ
ば
、
公
共
消
費
財
はこ
の
両
極
の
混
合
形
態
であ
る
と
認
め
て
よ
い
。

第

一
図
で
は
縦
軸
に
私
的
消
費
財
の
池
を
、
横
軸
に
公
共
消
費
財
の
量
を
測

. 

る
。
<

、
A

お
よ
び
吻
は
個
人1
と
個
人
2

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
.両
財
間 

め
選
択
を
表
わ
す
無
差
別
曲
線
群
で
あ
る
。
ま
た

A
B

曲
線
は
生
産
可
能
曲
線 

を
表
わ
し
、

一
般
め
仮
矩
と
同
様
、
相
対
的
限
界
費
用
が
遞
増
す
る
こ
と
を
录 

し
1

に
1»
]

で
あ
る
。

パ

こ
の
囪
の
上
で
最
制
に
パ
レ
|
ト
最
適
条
件
が
ど
の
よ
う
に
満
さ
れ
る
か
を 

み
よ
う
。
最
適
条
件
と
は
、
，あ
る
特
定
の
人
以
外
の
す
べ
て
の
個
人
を
特
定
の 

無
差
別
曲
面
上
に
と
、ど
ま
ら
せ.た
場
合
、
こ
の
特
定
の
一
人
が
*
@
の
無
差
別 

曲
面
に
達
し
う
る
条
件
で
あ
る
。
い
ま
個
人
2

が
図
の
よ
う
な
物
と
い
う
無
差 

別
曲
線
上
に
あ
る
と
す
る
。
同
じ
く
限
ら
れ
た
資
源
を
表
わ
す
生
産
可
能
曲
線 

が
図
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
と
き
個
人

1

は
い
か
な
る
無
：
 

差
別
曲
線
上
ま
で
到
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
&
意
す
べ
き
は
横
軸
の
尺
度
の
特
微
で
あ
る
。
も
し

!̂
軸
に
通
常 

の
^

^
財
量
を
泪
盛
っ
て
あ
る
な
ら
ば'
シ

ト

フ

ス

キ
I

流
の
無
差
別
曲
線 

の
加
算
法
を
と
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
い
ま
の
場
合
、
横
軸
は
公
共
財
を

E

盛
‘っ 

て
あ
る
か
ら
、
異
な
っ
た
個
人
の
無
差
.別
曲
線
を
垂
直
に
加
え
る

こ
と
が
で

き 

る
。
 

•

い
ま
㈣

入
2

の
効
用
水
準
が
無
差
別
曲
線
他
の
よ
う
に
㈱

^

ル
さ
れ
た
とす 

る
。'.
他
曲
線
とA

 

W

曲
線
と
の
距
離
は
個
人1

に
と
っ
て
利
用
可㈱

な
胃
財
の 

量
を
あ
ら
わ
す
。.そ
れ
ゆ
えA

B
:

曲
線
と
！■曲
線
と
の
距
離
を
は
が
っ
て
、
そ 

の
値
を
こ
の
因
の
上
に1
2
1盛
れ
ば
0

0

曲
線
を
う
る。
' そ
の
.
と
ぎ
佩
人
1

の
.達

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
性：

.

し
ぅ
る
最
高
の
無
差
別
曲
線
上
の
位
置
は
、
こ
の

C
D

曲
線
が
個
人
1
の
無
差 

別
曲
線
"
叫
と
接
す
る
点
取
で
与
ぇ
ら
れ
る
。
恥
ょ
り
■
線
を
下
し
一
曲
線
と 

の
交
点
を
も
と
し
、X
軸
と
の
交
点
を
诞
と
す
る
。
均
衡
点
执
に
お
い
て
は
、 

個
人
i
はOJVt

量
の
公
共
財
とEi

M

量
の
私
的
財
を
享
受
し
、
個
人2
は
0
客 

量
の
公
共
財
とL

M

量
か
私
的
財
を
享
受
す
る
。'そ
し
て
A

W

上
の
邳
点 

を
通
.る
曲
線
は
、
こ
の
と
き
の

(

公
共
財
と
私
的
財
の
選
択
に
適
用
さ
れ
た

)

'ゾ
ト
フ
.ス
キー

流
の
社
会
無
差
別
曲
線
で
あ
り
、"咐
自
㈱
と
吻
It
i
i線
と
を
垂■ 

直
に
加
え
る
.こ
と
に
ょ
り
え
ら
れ
た
も.の
で
.あ
る
。

こ
の
ょ
ぅ
な
最
適
点.は
因
に
お
.い
て
は
.恥
点
で
表
わ
さ
れ
て
いる
が
、

胄
は 

当
初
に
特
定
化
し
た
個
人2
.
:の
無
差
別
§

の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
て
個
人1
, 

の
最
高
無
差
別§

が
数
务
あ
り
ぅ
る
の
だ
か
ら
、
最
適
点
は

>
3
.

上
に
無
数

II
II

|

I

k

r||
I
j； -；$
i ‘

じ

i；
ii

i'
I
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に
存
在
す
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
最
適
点
の
性
質
は
、
こ
の
点
か
ら
の

5(
6
離
に 

よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
よ
り
良
い
状
態
に
す
る
も
の
は
あ
り
え
.な
い
と
い
う 

こ
と
に
あ
る
0し
た
が
っ
て
こ
か
ら
無
数
の
パ
レ

ー

ト
最
適
点
は
、社
会
厚
生
函 

数
を
外
部
よ
り
導
入
し
な
い
か
ぎ
り
此
較
不
可
能
で
あ
り
、
ど
れ
が
最
善
で
あ 

る
か
は
決
定
で
き
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
。

そ
こ
で
第
一1

図
に
よ
り
こ
れ
ら
パ
レ
ー
ト
最
適
点
の
う
ち
ど
の
点
が
至
上
点 

(bliss, p
o
i
n
t
)

.と
し
て
違
：は.れ
る
が
を
み
よ
う
。
横
軸
と
縦
軸
に
そ
れ
ぞ
れ 

個
人
1
.と
：2
の
無
差
別
|!
1
1線
水
準
の
指
標
を
と
る
。

g

は
先
に
え
ら
れ
た
無
数 

の
パ
レ
ー
ト
最
適
点
の
軌
跡
を
表
わ
す
。
そ
れ
は
。ハ
レ
ー
ト
最
適
点
の
効
用
フ 

ロ
ン
デ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
、
こ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
左
方
の
斜
線
部
分
は
非
効 

率
的
な
部
分
を
表
わ
す.0
ま
た
i

b
、
^
、
u/
w
は
外
部
よ
り
導
入
さ
れ
た
一 

.矩
値
の
社
会
厚
生
函
数
の
種
々
の
点
の
軌
跡
を
表
わ
し
、
そ
れ
は
な
ん
ら
の
経 

済
的
効
率
他
に
関
す
る
考
慮
を
含
ま
な
い
と
い
う
^
味

で
の
-1
1
:を
^
無
差
趴
自 

線
群
を
表
わ
し
て
い
る
。
か
く
て
可
能
な
最
高
の
^:
ムi

摩
生
を
表
わ
す
至
上 

点
は
、
|
が
&
と
接
す
る
点
ジ
で
与'え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ.て
、
⑴
各
個
人 

に
配
分
さ
れ
た
い
ず
れの

双
^
財
の

一
単
位
の
社
会
的
限
界重
要
度
も
各
個
人 

に
お
い
て
#

し
い
。

ま
た
(i
i
)相
対
的
社
会
的
限
^
費
用
と
す
べ
て
の
個
人
の
限 

界
代
替
率
の
合
計
を
等
し
く
す
る
と
こ
ろ
の
パ
レ
ー
ト
最
適
条
件
は
、
至
上
点 

が
効
用
フ
ロ
ン
テ
ィ
.ア
上
に
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る

0

さ
き
の
第一

図
に
お
い
て
パ
レー

ト
最
適
点
を
.み
い
だ
す
方
法
は
サ
ム
エ
ル 

ソ
ン
に
よ
る
も
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
様
の
結
論
に
達
す
る
彼
の
先
蹤
者
マ 

■ス
グ
レ
I
ヴ
、
ボ
ウH

ン
の
図
解
に
比
し
て
ど
の
よ
う
な
論
理
的
利
点
を
も
つ
.

も
の
で
あ
ろ
う
か
.。，
ぐ
..

第
三
図
.は
、

マ
.ス
グ
レー

ヴ
■：
■
'

ボ

ゥ
エ
ン
が
ど
.の
.よ
う
に
し
て
最
適
点
屈
を 

求
め
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
今
へ
縱
獅
は
私
的
財
み
を

.
—
ュ
メ
レ
'
.

—

ル
と
し 

あ
ら
ゆ
る
価
値
を
こ
れ
で'測
る
。
横
軸
に.公
共
財
^?

を
と
る
。
社
会
的
限
界
費 

:

用

驢

M
C

は

第

：
一

図

の

A
S

か
ら
導
出
さ
れ
、
'
そ
れ
は
公
共
財
の
相
異
な 

る
数
量
に
対
応
し
た
生
遮
可
能
曲
顧
の
傾
斜
の
値
を
录
す
も
の
で
あ
る
。
限
界 

.代

替

率

曲

線

M

W

S

2も
同
様
に
個
人1
お
よ
び
2
.の
無
差
別̂

^
 

か
ら
導
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A

m

w
は
公
共
財
め
相
異
な
る
量
.に
対
応
し 

.た
無
差
別
曲
線
術
の
傾
斜
の
値
で
あ
る
。

■

先
に
述
べ
た
よ
う
に
私
的
財
に
お
い
て
は

x
i
u
y
l

十x
\

で
あ
り
総
体
的 

需
要
曲
線
は
各
個
人
の
個
別
的
需
要
曲
線
を
水
平
忆
加
え
あ
わ
せ

る
と
い
う
通 

常
の
手
続
き
に
し
た
が
う
。
そ
の
と
き
の
限
思
条
件
は
m
o
b
m
k
s
- 

U
M
W
S
2 

で
あ
る
。
し
か
し
公
共
財
の
場
合
は

x
2=

x
i
2=

M
2
2

で
あ
る
か
ら
、
総
沐 

的
需
要
曲
線
は.個
人
の
曲
線
をi
ilt
'
i加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
限
思
条
件
は 

M
C
=
M
R
S
X
-
M
R
S
2

で
亲
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
的
限
界
代
替
率
_
線 

に
つ
い
て
%■
社
会
全
体
に
つ
い
て
垂
直
的
に合

^

する
こ

と

に

よ

りM
M
R
S

 

曲
線
を
う
る
。
先
のパ
レ
I
ト
最
適
点
に
相
当
す
る
均
衡
点
は

M
C

と
の
交
点 

E
で
あ
る
。
こ
れ
に
上
り
均
等
式

M
a

n

が
保
証 

さ
れ
る
。
 

•

お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
分
析
が
マ
ス
グ
レ
ー
ヴ
、
ボ
ゥ
エ
ン
に
よ
る
従
来
の
財 

被
支
出
の
純
撕
理
論
の
.内
容
であ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
望
ま
し 

い
均
衡
点
を
見
出
すこ
と
が
で
き
ず
循
環
論
に
陥
入
って
し
ま
う
。
つ
ま
り
第

第 三 図

I | M C

M R S :

E

^ M R S

M R S 2

M R S 1

― X 2

三
図
に
お
い
て
はMC

曲
線
は
知
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
.社
会
全
体
に
つ
い
て 

適
切
な
M

g

w

g⑽
㈱
，は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に1

に
お
け
る
最
適
点
£
を 

熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

先
の
図
で
い
え
ば
、M
W
S
2 

に
.つ
い
て
は
個
人2
を 

一
/E
無
差
別
曲
線
上
に
特
ぜ
化
す
る
こ
と
に
よりえ
ら 

れ
る
。
し
か
し
ぽ
毖
ヶ
は
、
め
と%2
と
を
垂
直
に
加
えAB

.

曲
線
と
接
す
る 

こ
と
な
く
し
て
は
知
る
こ̂
が
で
き
な
い
。

)

.
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
示
し
た
第
一 

因
で
は
こ
の
論
理
的
難
点
を
免
れ
て.い
る
。
す
な
わ
ち
第

一

因
は
論
理
的
に
第 

三
図
を
含
む
が
、
そ
の
逆
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
サ
ム
エ
ル
ソ
ン 

の
図
解
に
ブ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

..'
:
 

.

 
•

'

'

.

 

. 

•
'

'
B
:数
学
的
'般

化

.

財
政
.支
出
の
経
済
的
効
率
性

こ
れ
ま
で
は
^
^
に
よ
っ
て
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
財
政
支
出
の
純
雜
理
論
の
要 

旨
と
特
質
と
を
あ
る
程
度
確
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
は
同
じ
問
題
に
つ 

い
て
.の
数
学
的
.

1

般
化
を
検
討
す
る
こと

.
に
よ
り
、

図
解
で
え
た
とこ
ろ
の

理 

解
を
よ
り
深
め
て
み
よ
^
。
：

は
じ
め
に
置
か
れ
た
仮
宠
は
図
解
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私 

的
消
費
財
の
総
量
は
、

(XI,…
…

X
S

)

公
共
消
費
財
の
総
量
は
、(xtl,:... 

…
，

X

1

.

Lで
表
わ
さ
れ
る
。
私
的
消
費
財
ル
は
こ
の
社
会
の
S
人
の
個
人 

P

2
'…

：,i,…
…

,

s
に 

X

0;

十

：…

+

x

f
> >
x

s
.
な
る 

関
係
を
保
ち
つ
つ
配
分
さ
れ
る
。xi
は
こ
の
矶
畠
に
.お

け

る

と
い
う
私 

的
消
費
财
の
墜
里
を
录
し
、X S
-
ば
i
番=

の
個
人
が
享
受
す
るJ
財
の
量
で 

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
公
共
消
費
財
は
先
に
仮
定
し
た
よ
う
な
特
質
か
ら

><
1
3
之 

H
xr-
i
で
表
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り

さ
+
i

財
と
い
う
公
共
消
費
財
は
、
そ
の 

社
会
.に
お
.け
る
総
量
と
そ
の
社
会
め
任
意
の
個
人
が
享
受
す
る
量
と
が
常
に
等 

し
い
'こ
と
を
表
わ
:1
,て
い
-^
'o

ま
た
.こ
の
社
会
の
任
意
の
個
人
の
効
用
指
標̂
は
、

彼
み
ず
か
ら
が
享
受 

す
る
私
的
消
費
財
と
公
共
消
費
財
の
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、 

f
u
H
T
i
,
…
…

,
n
, 

x
r-
1
,

…
…
,

x

r)

で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の 

偏
微
係
数
は
記
号.を
簡
略
化
す
る
た
め
、
私
的
消
費
財
に
つ
い
て
は

|
取

=

ふ 

公
共
消
費
財
.に

つ

い

て

は
f!
f「

h

と
表
わ
す
。パ
個
人
が
享
受
す
る 

そ
れ
ぞ
れ
の
財
め
増
減
が
、
そ
の
砠
入
の
効
砠
畠
_
に
同
方
向
の
増
減
を
も
た 

ら
す
と
す
れ
ば
、U

V
G
.で，あ
り
同
じ
く 

w
l
i
.
v
o

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
公
共
財
、
私
的
財
の
総
量
は
決
し
て
不
変
量
で
は
な 

，
ゝ
 

三
五
'(

五
一
：七〕



く
、#
え
ら
れ
た
露
源
の
存
產
里
と
生
産
技
術
と
の
制
約
の
も
と
に
お
い
て
、

一
般
的
に
は
相
互
に
変
換
可
能
で
あ
る
。
最
も
簡
単
に
は
か
か
.る
技
術
的
変
換 

の
可
能
性(
生
産
可
能
表)

は
ぷ
の
社
会
に
存
在
す
る
唯
一
の
生
産
単
位
を
通 

じ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
次
式
で
表
わ
す
。

w
c
x
l
'

•
•

…
X

ミ
.

x
„
+
l
,

-
M
3
+
3
W 

H
o 

.

(.1)

i

に
お
い
て
®

に
凹
状
の
生
産
可
能
曲
線
を
仮
定
し
た
よ
ぅ
に
、
' こ
こ
で 

も
収
益
遞
滅
を
仮
定
す
れ
ば

F
i
v
o

で
あ
り
、FW

F
3

も

そ

の

制

約

に

.
し
た 

が
ぅ
。

ま
た
社
会
摩
生
函
数
は
 

• 

>

a
=
u
s
:
:
:
, 

5
 

(
2
)

.

で
表
わ
す
O 

V
J
こ
に
も
，
：
：
：
气
は
各
個
人
の
効
用
指
標
を
表
わ
す
か
ら
、 

そ
れ
ら
が
不
変
、
増
加
も
し
く
は
減
少
す
る
に
^
じ
て
、
U
は
不
変
、
増
加
も 

し
く
は
減
少
す
る
と
解
す
る
。.し
た
が
っ
て
こ
，こ
で
はu
i
v
o
o
つ
ま
り
先
の 

図
解
と
同
じ
く
、「

.あ
る
特
矩
個
人
を
除
く
す
べ
て
の
個
人
は
彼
ら
に
と
っ
て 

無
差
別
な
地
位
に
と
ど
ま
り
、
特
定
個
人
が
彼
に
と
っ
て

j

層
望
ま
し
い
地
位 

に
移
動
す
る
だ
ら
ば
、
そ
の?±
ム
ヰ
の
経
済
的
厚
生
は
増
加
す
る

」

と
い
ぅ
«

» 

生
経
済
学
の
周
知
の‘機
命
題
を
こ
こ
で
も
前
提
と
す
る0 

最
適
条
件
を
衆
め
る
問
題
は
、
⑴
式
の
⑽
め
条
件
の
も

と

に
お
い
て
⑵
式
の 

極
大
を
求
.め
る
こ
と
で
あ
る
。
極
値
を
と
る
こ
と
が
⑽
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
ラ 

グ
ラ
ン
ジ
ュ
乗
数
を
用
い
る
。

G
=
u
l

句

三

六(

五I

八)
.

£

I

M
 

M

.こ
れ
よ
り
. 

-

a
i
u
r
N
F
J 

0
.II
1
,

…

：.,ny

 

(3)

t
 
こ 

s

 

I
 
s
 

, 

_

■
ま
ナ 

.

こ
れ
よ
りM

a
i
.
g
'
r
}
H
A
F
3
+
'
c
.
=
l
,
.
:
:
v
m

>

£

.⑶
よ
り^

^

お
よ
び

a
r
glr
与r

し
た
が
っ
てS -j

v

 

: 

;

a
=
v
:
.
:
,
s
;

vov
r
=
1
7

-
-
6 

(5)

⑶
と
⑷
よ
り
认
を
消
去
す
れ
ば
.

ci
.

rM—

r
、
“

~
^

~
~

Q
"
l
,
.
:
:
•

，
念

；

r
"
l
,

v

6(

6)

{3
よ
り 

T
x
i
^.
n
>-
;?
1

,
.. 

u
?
&

=AF;t 

こ
れ
力
ら 

£C1
I…

'
=
1

.

G
,
g
=
l
,
.
:
:
.
7

co
;
^
=
l
,

…
…

，さ
；

3

こ
こ
に
導
出
さ
れ
.た
方
程
式
(5
)
、
(6
)
、S

の
経
済
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る 

こ
と
に
よ
り
、
い
う
と
こ
ろ
の
財
政
支
出
の
^
|
1̂ ?
論
の
全
き
構
成
を
知
る
こ 

と
が
で
き
る
。

方
程
式
(5
)
、
(6
)
は
相
合
し
て
財
政
を
捨
象
し
.た
場
合
の
社
会
の
経
済
的
摩
生 

を
極
大
な
ら
し
む
る
た
め
の
甚
本
条
件
を
形
成
す
る
。
方
程
式
(5
)
の
経
済
的
意 

味
を
明
白
に
す
る
た
め
と
れ
を
書
き
か
え
れ
ば
、

oy
x
j 

M
 

、
 

(
¥
i
u
=
l
,
…
…

(S)

が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
個
人
の
私
的
財
間
に
お
け
る
限
界
代
替
率
が 

そ
れ
ら
の
財
の
生
産
に
お
け
る
技
術
的
限
界
代
替
率
に
そ
れ
ぞ
れ
等
し
く
な
け 

•れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

〗

灰
し
、
周
知
の
最
適
条
件
の
一.つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

こ
れ
は
図
解
に
お
け
る

M
C
=
M
R
«
=
;
M
R
S
2

に
対
^
す
る
も
の
で
あ
る
。

方
程
式
£

は
第
ー
一
図
の
.

社
会
無
差
別
油
線
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会 

的
評
価
の
立
場
に
お
け
る
比
較
で
あ
っ
て
、
か
か
る
せ
^
的
評
価
が
ど
の
よ
う 

に
形
成
さ
れ
る
か
は
社
会
の
政
治
組
織
の
問
題
で
あ
る
。
い
ま
仄
を

㈣
人
f
の 

享
受
す
る
効
用
の
社
会

g

重
要
度
に
つ
い
て
の
社
会
的
評
価
を
ー
ボ
す
も
の
と
解 

し
て
、
個
人
ミ
の
社
会
的
限
界
重
要
度
と
名
づ
け
よ
う
。
そ
う
す
る
と

(7
)
の
意 

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
個
人
€
の
消
費
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
私
的
財
み
の
限
界
効 

用
を
、
そ
の
個
人Z
の
社
会
的
限
界
重
要
度
に
よ
っ
て
加
重
し
た
も
の
が
、
他 

の
個
人
ヴ
の
消
費
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
同
じ
財
み
の
限
界
効
用
を
、
そ
の
個
人 

ヴ
の
社
会
的
限
思
重
要
度
に
よ
っ
て
加
重
し
た
も
の
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
と
い
う
こ
と
て̂
る
。
.

,
残

さ

れ

た

方

程

式

(6
)

が
公
共
財
に
対
す
る
財
政
支
出
の
純
雜
理
論
の
核
心
を 

な
し
て
V

る
。
書
き
力
え
る
と
次̂
を̂
う
る
。

M
 

f

m

^

^

=

^

:

7
 

a
=
l
'
.
:
:

c9
'c
;
,
r
=
l
,

…

：.，6
. (

9
)

- 

財
政
支
出
の
経
済
的
紈
率
牲

.

こ
れ
は
私
的
財
と
公
共
財
の
生
産
に
お
け
る
技
術
的
限
界
代
替
率
が
、
そ
れ
ら 

の
財
を
消
費
す
る
す
べ
て.の
個
人
の
限
界
代
替
率
の
総
和
.に
等
し
い
こ
と
を
意 

味
し
、
因
解
.で
录
.し
.た
.

M
C
”
M
M
K
S
=
l
M
R
S
-
+
J
y
r
R
S
2

に
対
応
す
る
も
の 

で
あ
る
。
し
た
がっ
て
方
©
^
:5
)
、
(6
)
に
よ
っ
て
第
一
図
の
員
®

Ê
が
定
ま 

り
、
こ
れ
に
け
を
办
え
るこ
と
.に
よ
り
第
一
ー
図
の
至
上
ト
兄̂
が
定
ま
る
こ
と
ガ 

わ
か
.る
で
あ
ろ
う
0

C

最
適
解
へ
の
到
達
方
法
と
そ
の
障
碍

は
じ
め
に
設
け•ら
れ
た
個
人
の
効
用
指
標
函
数
、
社
会
摩
生
函
数
、
生
産
函 

数
等
が
こ
れ
ら
の
最
適
条
件
を
満
す
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
全
能
の
計
算
器
が 

そ
の
よ
う
な
体
系
の
解
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
現 

実
に
は
そ
の
よ
う
な
計
算
器
，は
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
類
似
し
た
計 

算
機
構
は
次
の
条
件
が
滿
さ
れ
る
か
ぎ
り
周
知
の
競
争
市
場
4
^

成
が
果
し 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、㈨
生
産
函
数
が
規
模
に
関
す
る
収
益
不
変
と
一
双
⑽
収 

益
遞
滅
と
い
う
新
古
典
派
的
仮
定
を
満
す
。
.
留
人
の
無
差
別
曲
線
が
芷
規
の 

_

凸
状
を
保
つ
。(c
)
す
べ
て
の
財
は
私
的
財
で
あ
る。

.

-

そ
こ
で
完
全
競
争
市
場
の

i

盤
と
こ
れ
ら
の
条
件
と
に
加
え
て
、
さ
き
の
方 

程
式
群
の
;5
)
の
両
辺
に
さ
ら
に.
5
/芝
と
の
均
等
を
刺
え
、
消
費
に
お
け
る
限 

界
代
替
率
と
，坐
産
に
お.け
る
技
術
的
限
界
代
替
率
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
財
の
，価
格 

比
に
等
し
い
こ
と
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
所
得
分
配
調
整
の
問
題■が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
市
場
経
済 

.
に
お
い
て
ぼ
各
個
人
は
与
え
ら
れ
た
貨
幣
所
得
の
も
と
に
効
用
極
犬
を
図
る
か

三

七(

五
一
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ら
、
各
個
人
の
主
体
的
均
衡€>
'
地
位
：に
お
け
る
効
用
指
標
は
彼
の
保
有
す
る
貨 

,幣
所
得
額
に
よ
り'
義
的
に
制
約
名
れ
る
と
考
え
て
、
次
.の
よ
う
な
各
個
人
の 

予
箅
方
程
式
を
矩
め
る
。

*̂
'
l
M
+
a
2
M

十

：

…

+
ぞ

3>
1
=
1
/ 

C£=l,

.,S
)

(10)

L <
は
各
個
人
の
人
頭
課
税
お
よ
び
移
転
で
あって
、k

会
的
最
適
状
態
.

(

至
上 

.点)

を
み
.ち
び
く
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
。

さ
て
公
共
財
が#
在
し
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、
右
に
設
け
た
よ
う
な
前
提
に 

甚
い
て
企
業
の
侧
に
お
い
て
は
生
産
者
間
の
競
争
に
よ
っ
て
財
の
生
産
に
は
費

_ 

用
極
小
が
保
証
さ
れ
、
か
.つ
適
正
の
限
界
費
用
で
販
売
さ
れ
生
産
要
素
が
す
べ 

て
適
正
*な
限
界
生
産
物
を
受
け
取
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
家
計
の
側
に 

お
い
て
は
、
•

人
は
競
争
的
買
手
と
し
て
所
与
の
価
格
お
よ
び
租
税
の
も
と 

で
最
高
の
無
差
別
曲
線
水
準
に
達し
よ

う

と
行
動
す
る
か
ら
、い
う

と

こ

ろ

の 

見
え
ざ
る
手
に
よ
っ
て
社
会
最
適
状
態
に
み
ち
び
か
れ
る
。

こ
の
場
合
政
治
的
決
足
の
場
は
や
は
り
必
要
で
あ
.る
が
、
そ
れ
ら
は
租
税
お 

よ
び
移
転
の
量(

P

…
…
，
！>

)

を
社
会
が「

倫
理
的
ォ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー

」
が 

認
め
る
各
個
人
の
社
会
的
限
界
重
要
度
に
応
じ
て
、
社
会
的
最
適
に
到
達
す
る 

よ
う
に
変
更
す
る
に
と
ど
ま
る
。そ
の
と
き
オ
ブ
ザー

ヴ
ァ
ー

は

各

個

人

の

消 

费
や
労
働
を
こ
と
細
か
に
指
令
す
る
必
要
は
.な
い
。
た
だ
一
般
的
購
貿
力
を
決 

矩
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
か。
.

社
会
厚
生
函
数
の
最
適
解
は
普
通
こ
の
よ
う
に
し
て
到
達
さ
れ
る
で
&

ろ 

う
。
し
か
し
公
共
財
が
ひ
と
た
び
導
入
さ
れ
る
と
、
い
か
な
る
競
争
市
場
的
価

. 

格
形
成
も
こ
れ
ら
八
ムA
ハ
財
の
最
適
水
準
を
決
定
す
る
役
に
は
た
た
な
い
。

i
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財
9

じ̂
量
が
す
べ
て「

の
個
人
に
よ
り
消
費
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
各
個
入
は
自 

分
達
が
政
府
か
ら
う
る
.便
益
よ
り
^'
外

を

か

か

へ>>
、4
か

い

こ

と

を

^

っ
て
お 

り
そ
れ
故
么
共
財
を
汁
場
で
せ
り
あ
け
る
こ
と

■に
よ
り
み
ず
か
ら
の
選
好
を
' 

明
ら
か
に
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ス
グ
レ
f
ヴ
の
い 

う
交
換
に
不
可
欠
な「

除
外
原
理」

(

cpxclusiop prixipiple 

”私
の
>1
う
パ

ン
は
あ
な
た
は
買
う
こ
と
が
で
き
な
い

)

は
適
用
さ
れ
ず
、
市
場
の
メ
ヵ
ニ
ズ 

ム
は
働
か
な
い
こ
と
に
な
從
广

■

そ
れ
故
公
共
財
につ
い
て
は
市
場
の
メ
ヵ
-!ズ
ム
以
外
の

「

投
票」

な
い
し 

「

信
号」

が
試
み
ら
れ
ね
ばな
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
場
合
に
も

個 

人
は
自
己
の
^
益
上
誤
っ
.た
信
号
を
与
え
るで
あ
ろ
う
。
す
な
.わ
ち
、
公
共
財 

消
費
活
動
に
あ
ま
り
興
味
が
な
い
よ
う
^-
ふ
.り
を
す
る
な
.ど
で
あ
る
。
サ
ム
エ 

ル
ソ
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
、「

課
税
の
便
益
理
論
に
基
く
租
税
は
、
私
的
消 

費
財
に
つ
い
て
は
可
能
で
あ
っ
た
競
争
街
場
的
方
法
によ
っ
て
は
、
.解
の
求
め 

方
の
問
題
を
解
くこ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。」

均
衡
解
は
存
在
する
。
し 

か
し
問
題
は
そ
れ
を
ど
う
し
て
み
つ
け
'る
か
に
あ
る
。

「

財
政
支
出
の
純
雜
理 

論」

は
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
限
界
を
超
え
て
性
急
に
先
に進
も
う
と
は

し

な 

い
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
知
的
な
蠢
が
認
識
論
的
疑
懼
か
ら
解
放
さ
れ
る 

こ
と
の
代
償
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
'

三
、
財
政
支
出
と
経
済
的
効
率

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
財
政
支
出
の
純
粋
理
論
に
純
し
て
は
数
多
の
批
判

. 

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
か
で
も
サ
ム
ェ
ル
ソン
が
ポ
ー
ラ
！

.
ケ
f

ス
と
し
て
槽
泥
し
た
よ
う
な
公
共
財
と

私
的
財
と

い

う
定
義
は
、

た
と
え
モ
デ 

ル
を
組
む
う
え
で
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
あ
ま
り
に
非
現
実
的
な
仮
定
で
は

な 

い
か
と
い
う
疑
問
が
坐
ず
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
極
に
公
共
部
門
が
あ
っ
て
八
ム*財
を
^

し̂
、
他
方
の
極
に
私
的
部 

門
が
あ
っ
て
私
的
財
を̂
^

す
る
と
い
う̂

矩
は
、

公
共
財
ガ
^
的
財
に
適
片
. 

さ
れ
る
よ
う
な
分
割
性

(divisibility)

な
い
し
は「

除
外
原
理」

に
欠
け
て
，
 

い
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
公
共
財
と
て
も
あ
る
人
が
よ
り
多 

く
享
受
す
れ
ば
、
他
の
人
の
享
受
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う 

か
。
公
共
教
育
、
病
院
、
公
道
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
や
警
察
す
ら
も
数
多
の 

人
々
の
利
用
は
雑
咨
と
混
乳
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鉄
道
が 

<
#
2

で
も
私
営
で
も
運
営
ざ
れ
て
い
る
の
を
単
に
物
理
的
分
割
性
の
規
準
で
の

- 

み
一 
一
つ
の
財
に
区
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
.ま
た
価
格
の
メ
力
ニ
ズ
ム
に
よ
っ 

て
は
1

さ
れ
な
い
よ
う
な
領
域
ば
公
共
財
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
慈
善
、
調
査 

の
よ
う
な
^
的
活
動
領
域
もM

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
は
す
で
に
コ
ル
ム
、

エ
ン
ク
、
マ
ー
ゴ
リ
ス
ら
に
よ
っ
て
提 

起
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味あ
る
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も 

淡
定
的
批
判
とみ
ら
れ
る
の

は

、

財
政
の
純
#
理
論
に
不
可
欠
な
公
共
財
最
適 

水
準
決
定
の
た
め
の
政
治
的
決
定
作
成
過
程
の
理
論
が
欠
除
し
て
い
る
点
.で
あ 

る
。
私
的
財
に
つ
い
て
は
市
場
を
通
じ
て
、
公
共
財
に
つ
い
て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア 

的
投
票
な
い
し
ば
信
号
を
通
じ
て
各
個
人
は
そ
，の
選
好
を
顕
現
し
、
か
く
て
両 

財
の
最
適
水
準
の
組
人H

う
る
と
す
る
の
は

、

政

治

盼

決

定

作

成

過

©'
に
お 

別
政
支
出
の
.
経

済

的

.効

本

性

い
て
、
各
人
は
み
ず
か
ら

Q

利
益
を
極
大
に
す
る
ご
と
く
投
票
す
る
と
い
う
快 

楽
主
義
的
哲
学
を
ィ
ム
ブ
リ
シ
ッ
ト
に
⑽
罾
し
、
か
く
て
は
循
環
論
に
陥
入
る 

の
で
.は
な
い
か
0
い
づ
た
い
こ
の
よ
う
な
理
論
は
い
か
な
る
政
策
的
意
義
を
も 

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。ボ
リ

シー

 

• 
メ
丨
か
1

に
.な
ん
ら
か
の
1/K
唆
を
与
え 

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
な
に
も
与
え
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
.
そ
れ
で
は
ど 

う
な
る
の
か
。

.

-

.
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
を
直
接
個
別
的
に
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な 

く
、
財
政
支
出
の
経
済
理
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
い
か
な
る
内
容
を
も 

ち
、
禅
粋
理
論
と
の
関
連
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
か
に

つ
い
て

検 

討
し
て
み
よ
う
。
純
糊
理
論
ど
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
よ
り
包
括
的
な
理
論
体
系 

の
な
か
で
、.
い
か
な
る
地
位
を
&
め
る
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
も 

あ
る
し
、
ま
だ
ま
ぬ
が
れ
う
べ
き
誤
解
を
.さ
け
、
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
批
判
を
う 

け
い
れ
る
唯
一
の
方
法
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
上
う
{-
ヶ
ィ
ゾ
ズ
以
後
の
新
し
い
財
政
政
策
論
に
も
ら
れ
た
財
政
支 

出
の
分
析
と
罾®

は
、
所
得
分
析
の
発
展
を
基
礎
と
し
雇
用
水
準
を
高
座
に
か 

つ「

安
定
的
に
維
持
す
る
見
地
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
。
初
期
の
段
階
で
は
、
財 

政
支
出
を
増
大
し
可
処
分
所
得
の
増
大
を
通
じ
て
雇
用
水
準
を
高
め
う
る
こ
と 

が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
資
源
配
賦
の
問
題
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
、
い 

っ
た
い
^

^

^

斯
か
か
て
い
か
か
ネ
う
か
か
問
題
に
注
意
が
集
中
さ
れ
て
い 

た
と
い
っ
て
よ
レ
。
し
た
が
っ
て
不
況
亂
に
お
け
る
財
政
政
策
の
架
す
ベ
き
役 

割
と
し
X

し
ば
し
ば
.強
調
さ
れ
た
よ
う
な
、
財
政
支
出
が
経
済
に
お
け
る
購
賈 

力
を
増
加
さ
せ
る
唯
一.
、の
実
際
的
方
法
で
あ
る
場
合
を
別
と
す
れ
ば
"
.
か
か
る

ニ
ー
九 
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支
出
は
雇
用
水
準
ま
た
：は
物
価
水
準
に
与
え
る
効
果
以
外
の
基
準
に
し
た
が
つ 

て
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い。

.

.

，
所
得
分
配
に
お
よ
ぼ
す
財
政
交
出
の
効
果
は
、
こ

ご

で

技
主
と
し
て
移
転
支. 

出
に
求
め
ら
れ
る
。
あ
る
倫
理
的
価̂
r
rr
に
よ
つ
て
望
ま
し
いと
さ
れ
た

所 

得
分
配
を
達
成
ず
る
た
め
に
は
、
前
節
の
論
理
に
し
た
が
つ
て
移

^

+
XI1
}
が
そ 

の
一
踹
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
.
こ
こ
で
は
、
公
共
財
に
対
す
る
財
政
支
出
の
所 

得
再
分
配
に
お
よ
ぼ$

果
に
関
し
て
は
、
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
サ 

ム
エ
ル
ソ
ン
も
認
め
る
よ
う
に
ヾ̂
ま
し
い
所
得
苒
分
配
は
移̂
殳
㈩
を
通
じ
' 

て
の
み
行
な
わ
れ
る
ベ
き
も
の
で
は
な
い
。
教
育
、
医
療
等
々
多
く
の
財
政
支 

.出
は
た
と
え
一
〇
〇
％
効
率
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
租
税
を
通
ず
る
財
政
支
出 

.の
不
完
全
な
符
分
配
よ
り
も
、

「

効
用
実
現
可
能
性」
の
見
地
か
ら
し
て
よ
り 

よ
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
ス
ト
ロ
.ッ.
.
ッ

の

よ

う

.に

公

共 

財
に
対
す
る
財
派
支
出
が
所
得
分
配
に
影
響
す
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
所 

得
再
分
配
の
補
助
的
手
段
と
し
て
用
う
る
こ
と
が
で
^,
&

。

.

こ
れ
ら
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
い
う
な
ら
ば
、
従
来
の
財
政
支
出 

の
経
済
理
論
が
主
要
な
課
題
と
し
た
も
の
は
、
経
済
組
織
の
最
適
編
成
に
か
か 

わ
る
経
済
的
_

性
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
八
ムri
f
cハ̂

に
対
す
る
財
^

+ 夂
出
を
評 

価す
る菡
本的
な判
断基
準は
、かか
る
支
出
が
ヤ
齋
务 に

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
が
ぎ
り
で
は
財
政
支
出
の
指
針
と
し
て

■ 

r

政
府
は
財•

用
役(

資
源
を
含
む)

に
対
す
る
支
出
か
ら
生
ず
る
罾M
が
、
し 

か
ら
ざ
る
場
合
の
配
賦
に
此
ベ
て
す
ぐ
れ
て
.い
る
と
き
に
の
み
、
か
か
る
財

• 

用
役
に
対
し
て
支
出
す
べ
き
で
ぁ4」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

:

そ
れ
で
は
財
政
支
出
が
経
済
的
効
率
性
の
見
地
か
ら
、
私
的
支
出
に
く
ら
べ 

て
優
れ
て
い
る
よ..う
な
領
域
が
あ
る
だ6-
う

か

.。

あ

る

と

す

れ

ば

そ

れ

は

ど

の 

よ
う
な
領
域
だ
ろ
う
か
。
通
常
、
政
府
は̂

^
制
、
課
税
ま
た
は
補
助
金
に 

.
よ

ら

て

私

企

業

に

対

，し

f

と
限
1

用
が
等
し
い
産
出
高
で
坐
産
せ
し
め
る 

.こ
と
が
で
き
よ
う
。
.政
府
は
ま
た
生
産
者
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
費
用
を
考
瓛
さ 

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。.し
か
し
こ
れ
ら
が
可
能
で
あ
っ
.て
も

、

な
お
か
つ
資
源 

の
最
適
配
賦
が
達
成
さ
れ
な
い
か
な.り
多
く
の
領
域
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
す
な 

わ
ち
：、3

財
政
支
出
が
な
げ
れ
ば
直
接
の
利
用
者
以
外
の
人
々
に
も
便
益
を
も 

た
ら
す
よ
う
な
財.
用
役
は
.最
適
規
模
で
生
産
さ
れ
る■
こ
と
.
が

な

い

領

域

が

存 

在
し
う
る
。
ま
た
⑵
あ
る
種
の.財
；•
用
役
の
生
産
ま
た
は
分
配
に
は
公
共
沐
の 

方
が
よ
り
能
率
的•ど
考
え
.ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
公
共
体
が
生
産
の 

最
適
状
態
を
達
成
す
る
た
め
に
資
源
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る 

4

は
資
源
の
配
賦
，を
指
導
せ
ね
ば'な
ら
な
い
領
域■で
あ
る
。

⑴
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
例
の
う
ち
通
常
、
公
我
教
育
、
国
防
、
公
共
保
健
、
 

同
法
、
消
防
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
社
会
的
便
益
を
顕
著
が
つ
広 

r/
i
に
生
み
だ
す
公
共
財
と
し
て
教
育
を
ひ
き
あ
い
に
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

公
共
体
が
あ
る
特
定
個
人
に
教
育
を
給
付
し
た
結
果
と
し
て
社
会
の
総
生
産
力 

は
お
そ
ら
く
増
加
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
坐
産
物
が
必
ず
し
も 

そ
の
個
人
.の
宇
に
す
べ
て
帰
す
る
わ
け
で
は
な
い
。，
教
育
を
享
受
し
た
個
人
の 

知
識
な
り
技
術
か
ら
え
ら
れ
る
便
益
の
一
部
は
、
経
済
全
体
の
成
員
に
ゆ
き
わ 

た
る
で
あ
ろ
う
。
形
式
的
に
い
え
ば
、
教
育
に
よ
る
社
会
的
限
界
便
益
で
は
、
 

.産
出
物
の
附
加
的
一
単
位
の
生
産
の
結
果
と
し
て
、.
社
会
の
成
員
に
龉
し
た
溝

足
の
総
純
利
得
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
#
育
に
対
し
て
一
定
の
財
政
支 

出
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
社
会
的
限
界
便
益
は
教
育
の
拡
張
に
公
共
体 

が
費
や
し
た
最
終
貨
锻
単
位
に
よ
り
社
会
の
成
員
に
帰
し
た
総
便
益
と
い
う
こ 

と
が
で
き
る
。

同
様
の
原
理
が
公
園
、
公
共
住
宅
、
公_

生
、
消
防
に
も
適
用
さ
れ
よ
う
。 

そ
れ
ら
は
単
に.公
園
や
公
共
住
宅
■を
利
用
す
る
人
々
や
、
あ
る
い
は
消
防
当
局 

や
公
衆
衛
生
事
業
を
必
要
と
す
る
人
々
だ
け
で
な
く
他
の
人
々
に
も
利
益
を
も 

た
ら
し
、
犯
罪
、
大
火
災
、
流
行
病
は
こ
の
よ
う
な
公
共
財
給
付
の
結
果
、
低 

水
^
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ.う
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
公
共
財
を
市%

の

メ

ヵ

二

.
ス 

ム
に
ま
か
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
市
場
需
要
は
こ
れ
ら
の
財
か
ら
え
ら
れ
る
社
会 

的
総
便
益
を
過
少
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
。g

が
っ
て
こ
れ
ら
の
財
に
.つ
い
て 

は
、
市
場
■

を
も
っ
て
そ
の
財
か
ら
え
ら
れ
る
便
益
を«#1
す
る
際
の
指
標 

と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
教
育
を
評
価
し
た
と
き
と
同
じ
原
理
が
適
用
さ
れ
ね 

ば
な
ら
な
い
。

.

⑵
に
つ
い
て
は
公
道
、'水
道
、
電
力
、
鉄
道
等
.が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ 

る
0
た
だ
⑶
に
つ
い
て
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
間
接
的
社
会
便
益
が
⑴
に
地
し
て 

無
視
し
う
る
ほ
ど
の
重
要
性
し
か
も
た
な
い
と
す
れ
ば

(

⑴
に
つ
い
て
適
用
で 

き
な
か
っ
た
市
場■

の
メ
ガ
一
一
ズ

ム

が

産

出

量

決

定

の

指

標

と

，
し

て

用

い

る 

こ

と

が

で

き

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

「

限

屋

用

^

^

成

原

理

1_

が
⑵
の

霧
 

の
最
適
量
決
定
の
ぽ
罾
と
な5-
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
⑶
の
諸
財
は
、
サ
ム 

工
ル
ソ
ン
や
デ
ュ
ー
の
認
め
る
よ
う
に̂
^
財
に
還
7C
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
⑵
の
諸
財
の
な
か
で
も
、
道
路
ゃ
歡
梁
の
ょ
.5
に
私
企
業
.の
尹
に
委 

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
性

ね
て
、
個
々
の
利
用
ご..と
に
料
金
を
微
収
す
る
方
法
は
、
現
実
に
は
管
理
が
難 

し
く
非
能
率
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
こ
.の
場
合
も
し
も
公
共
体
が
、
各
個
人
の
利 

於
® '
i
s '
i
T'
料
金
を
徴
収
す
る
必
要
が
な
い
な
ら
ば

(
公
道
•
橋
梁
の
間
接 

費
部
分
は
一
括
課
税
の.た
ぐ
い
に
よ
り
賄
わ
れ
る
と
す
れ
ば

)

、
こ
れ
ら
の
財
を 

公
営
に
委
ね
る
方
が
社
会
的
便
益
は
大
で
あ
ろ
う
。
公
共
経
済
と

i

済
と
の 

間
の
資
源
利
用
の
配
分
を
決
め
る
際
に
、
資
源
配
賦
上
の
$

を
考
慮
す
ベ
き 

な
ふ
ば
、
こ
れ
ら
用
役
の
分
配
に
つ
い
て
公
共
体
が
利
用
し
う
る
手
段
の
優
越 

姓
.は
無
視
す
る
..こ
と
が
で
き
な
い
。
そ.の
.結
果
え
ら
れ
る
-1
り
大
な
る
便
益 

は
、
用
役
の’利
用
量
に
基
い
てM
罾
ま
か
ら
徴
収
す
る
に
要
す
る
資
源
を
他
の 

公
私諸

！：n

的
..に
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る。.

•

こ
の
よ
う
な
財
政
支
出
の
経
済
理
論
の
概
略
は
、
さ
き
の
純
絆
理
論
を
よ
り 

広
い
粋
の
な
か
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た

.

.
0の
よ
う 

.な
理
解
は
、
サ
ム
工
ル
ソ
ン
み
ず
か
ら
は
そ
の
接
ぜ
ま
.の
先
罾
者
と
し
て
言
及 

し
な
か
っ
た
が
、
叨
ら
か
に
遠
い
先
駆
を
な
す
デ
ィ

•

マ
ル
コ
の
理
論
か
ら
も 

直
接
窺
う
こ
と
が
で
き
る0
し
か
し
.サ
ム
エ
ル
ソ
ン
が
定
義
し
た
よ
う
な
純
雜 

公
共
財
の
例
，を
現
実
に
求
め
る
こ
と
は
、
彼
な
ら
ず
と
も
躊
踏
せ
ざ
る
を
え
ま 

い
。.
む
C
ろ
こ
の
よ
う
な
財
の
存
在
を
強
調
す
る
意
義
は
、
経
済
话
動
が
公
共 

性
を
帯
び
る
と
き
に
は
、'市
場
M

の
.メ
カ
ニ
ズ
ム
が
非
効
率
的
と
.な
る
と
い 

う
事
実
を
認
識
す
る.こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
限
り
で
，奴
、
ベ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
先
の
⑴
、
⑵
の

.よ
う
な
財
.
用
役
の 

も
た
ら
す
外
部
経
済
の
源
泉
に
着
目
し
、

「

技
術
的
対
外
効
果
.

」
CTechnical 

Ex
t
e
r
n
a
l
i
t
i
e
s
)

.

.と「

公
共
財
対
外
.効
果」

(public. G
o
o
d

 Externail-

h 

■ 

四i 

(

五
ニ
三)



ties).

に
わ
け
て
論
ず
る
こ
と
が
で
ぎ
よ5€
.公
共
財
対
外
効
果
は
さ
き
の
⑴ 

の
f

に
み
ら
れ
、
前
節
で
強
調
さ
れ
た
公
共
財
の
特
質
を
指
す
。
こ
れ
に
対 

し
技
術
的
対
外
効
果
は
、
非
分
割
性
な
い
し
は
規
模
，に
関
す
る
収
益
遞
増
に
よ 

り
生
ず
る
も
の
で
あ0-
、
⑵
に
お
い
て
あ
げ
た
ご.と
き
財*

用
役
が
そ
の
例
と 

な
る
。
し
か
し
⑴
、
⑵
に
属
す
る
財
.
甩
役
が
こ
れ
ら
ニ
つ
の
対
外
効
果
に
よ 

り
判
然
と
区
別
さ
れる
と

す
る
こ
と
は
や
は
ゥ
で
あ
ろ
う
。

⑴
に
つ
い
て

典
型
的
八
ム§

と

し

て

ラ
ジ
オ
1

、
⑵
に
つ
い
て
讓
を㈣ 

に
と
れ
ば
、
両
者
は
ど
も_に
非
分
割
性
を
有
し
、
可
変
費
用
が
ゼ
ロ
'で
あ
れ
ば 

限
界
費
用
も
ゼ.
.ロ
で
あ
る
。
し

•た

が

っ

て

_

も

本
来
は
ゼ
ロ
で
あ
る
？
'両
者 

の
区
別
は
派
橋
が
物
理
的
限
思
の
ゆ
え
に
雑
沓
を
招
く
こ
七
があ
り

う

る
の
に 

対
し
、
ラ
ジ
オ
放
送
に
は
そ
れ
が
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
，に
ラ
ジ
オ
放 

送
の
公
共
的
次
！

R

が
み
い
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し渡
橋
に
し
て
も
場
合
に 

よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な公
共
的
次1

R

を
も
つ
こ
と
は
否
定.で
き
な
い
よ
う
に,® 

え
る
。

.

阁
、

む
す
び
に
か
え
て

財
政
支
出
の
政
策
設
定
と
そ
の
評
価
に
際
し
て
は
、
問
題
の
ニ
面
を
明
確
に 

区
別
す
る

こ
と
は
不
可
欠
であ
る

と

思

う

。
第
一

 

'に
公
共
体
は
.い
か
な
る
公
共 

財
を
.い
か

な

る
規
模
に
お
い
て

作
り
だ
す
べ
き
か
を
淡
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
第
二
に
公
共
体
は
最
少
の
資
源
で
い
か
に
し
て
か
か
る
財
を
作
り
だ
す
こ 

と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
常
に
者®
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
に
つ 

•い
て
は
さ
ら
に
、
公
共
体
機
能
の
遂
行
の
た
め
の
諸
手
段
間
の
財
政
支
出
の
配

分
が
い
か
に
行
な
ゎ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
と
、
か
く
て
財
政
支
出
の
規
模
が
い 

か
に
し
て
決
定
せ
ら
る
ベ
き
か
の
問
題
に
わ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
の
う
ち
財
政
支
出
の
配
分
は
、
公
共
体
の
目
的
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
，公
共 

需
要
に
よ
る
社
会
厚
生
函
数
極
大
化
を
保
証
す
る
配
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
た
だ
こ
の'配
分
の
過
程
は
極
め
て
複
雑
な
問
題
を
含
み
、
各
個
人
の
嗜
好 

の
差
、
所
得
分
布
の
状
態
、
あ
る
い
は
投
蔡
権
そ
の
他
の
制
度
的
な
各
種
の
条 

件
に
制
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。.通
常
の
見
解——

市
民
主
権
と
合
理
性
に
，
一
致 

す
る
社
会
厚
生
函
数
の
構
成
は
不
可
能
で
あ
る

——

に
照
ら
せ
ば
、
財
政
支
出 

の
配
分
に
お
い
て
も
、
社
会
的
意
志
決
定
の
機
構
が
一
義
的
な
帰
結
を

も
た
ら 

し
難
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ル
ム
ら
が
批
判
し
た
財
政
支
出
の 

最
適
水
準
決
定
の
た
め
の
政
治
的
淡
定
作
成
過
程
の
理
論
の
欠
除
に
つ
な
が
る 

も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
コ
ル
ム
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
財
政
の
経
済
理

S

.論
は
財
政
の
政
治
理
論
を
平
行
的
に
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。

財
政
支
出
の
規
模
は
直
接
的
に
は
財
政
収
入
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
財
政 

収
入
が
国
民
経
済
の
規
模
に
よっ
て
定
ま
る
と
，す
れ
ば
、
財
政
支
出
は
公
共
体 

のs

的
に
規
定
さ
れ
る
公
共
体
総
需
要
と
国
民
経
済
の
規
摸
に
よ
っ
て
決
定
さ 

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
ん
ら
か
明
確
な
財
政
！：

n

標
が
確
立
さ
れ
た
な
ら
ば
、
 

そ
れ
は
経
済
政
策
一
般
と
密
接
に
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
財
政
政
策
は
広 

汎
な
公
共
政
策
のー
環
を
©
当
す
る
と
す
れ
ば
、
八
ム
共
政̂
の
目
的
に
よ
っ
て 

規
定
さ
れ
る財

政
！：！！

標

が

与

え

ら

れ

れ

ば

、

財

政

支

出

の

規

模

は

定
ま
る
で
あ
■ 

ろ
う
。
.こ
こ
に
お
い
て
も
政
治
的
淡1军
過
程
は
や
は
り
不
可
欠
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
よ
り
狭
く
解
釈
さ
れ
た
財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
性
の
菡
準

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
現
実
に
財
政
支
出
の
.規
模
と
配
分 

と
に
関
す
る
統
一
的
政
策
意
志
が
ひ
き
だ
せ
な
.か
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
受
け 

い
れ
ら
る
べ
き
裳
準
で
あ
る
。
か
り
に
あ
る
財
政
支
出
の
特
定
項

S

へ
.の
配
分 

が
、
あ
る
個
人
が
適
当
と
認
め
る
以
上
に
多
く
矩
め
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
の
個 

人
は
過
剰
な
特
/H
交
出
を
と
ら
え
、
公
共
体
の
非
効
率
を
批
難
す
る
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
公
共
体
が
骰
低̂

の
^
源
で
特
定
^
出
項
卩
のS

的
を
果
し
て
い
る
な 

ら
ば
、
た
と
え
そ
の
個
人
が■
用
の
支
出
と
考
え
よ
う
と
も
、
こ
の
財
政
支
出 

は
能
寧
的
に
^
な
わ
れ
た
と
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
.
こ
の
点
に
1
す
る 

限
り
、
.財
政
支
出
が
能
率
的
で
あ
る
か
い
な
か
に
つ
い
て
判
定
が
一
致
す
る
こ 

と
が
期
待
で
き
る
。
こ
こ
で
の
能
率
の
概
念
‘は
、
何
.を
な
す
か
と
い
うE

的
に 

関
す
る
も
の
.で
は
な
く
、
い
か
に
し
て.な
..す
か
と
い
う
手
段
に
関
す
る
も
の
で 

あ
る
か
ら
で
..あ
る
。

，
.
•
. 

-
- 

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
財
政
支
出
の
経
済
理
諭
が
規
定
す
る
経
済
的
雜

f

 

性
の
概
念
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
狭
い
枠
に
閉
じ
こ
め
.ら
る
べ
き
性
質
の 

も
の
で
.は
な
い
。.し
か
し
，資
源
の
効
率
的
利
用
と
い
う®
罾
は
、

i

s

o
 

_

性
と
い
う
技
術
的
侧
面
を
も
規
定
ず
る
。

一
般
に
財
政
支
出
の
安
易
な
拡 

張
と
こ
れ
に
伴
う
濫
費
と
に
対
す
る#
告
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
と
.こ
ろ
で
あ 

今
ま
た
公
共
体
に
ま
つ
わ
る
浪#
は
財
政
支
出
に
お
け
る
効
^
性
に
つ
い
て 

た
え
ざ
る
相
人
の
供̂

と
疑
惑
と
を
喚
起
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し 

こ
の
よ
う
な
関
心
と
疑
惑
は
、
ひ
と
た
び
財
政
支
出
が
均
衡
予
算
な
い
し
は
緊 

縮
予
第
の
拌
の
な
か
に
は
め
ら
.れ
る
と
、

そ
れ
が
あ
た
かも

健
全
で
あ
る
か
の 

よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
、
公
共
体
の
一
般
的
非
効
率
性
と
浪
費
と
を
放
任
し
て
安 

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
性

， 

•

ん
じ
る
か
の
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