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所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
　
井
　
　
　
　
治

　
本
稿
は
偶
々
一
学
生
の
質
問
を
機
と
し
て
、
我
国
で
は
所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て
、
な
お
ヒ
ッ
ク
ス
の
初
期
に
お
け
る
過
誤
的
な
説
明

が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
一
方
で
は
同
様
の
疑
問
を
持
つ
学
生
諸
君
の
た
め
に
、
他
方
で
は
こ
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
る
諸
著
者
の

注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
、
所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て

０
　
先
ず
最
近
の
著
書
に
お
け
る
説
明
を
み
ょ
う
。

　
『
Ｘ
財
に
対
す
る
需
要
の
価
格
弾
力
性
が
１
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
ま
た
所
得
は
一
万
二
千
円
、
Ｘ
財
に
対
す
る
支
出
割
合
汐
・
心
こ
図
は

七
・
五
％
に
固
定
し
て
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
組
合
せ
で
支
出
を
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
。

　
　
　
Ｐ
ｘ
=
１
０
Ｒ
　
　
　
Ｑ
ａ
>
=
９
０
胞
　
加
’
・
（
吠
‥
岳
０
０
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

｝
？
（
）
（
）
０
・
…
…
｛
｝
）

　
　
　
諮
‥
‥
‥
｛
ｏ
ｏ
コ
（
ｙ
‥
Ｈ
に
↑
諮
Ｐ
≪
．
Ｑ
≪=
１
１
｡
１
０
０
Ｒ

　
『
つ
ぎ
に
Ｘ
財
の
価
格
だ
け
が
、
十
円
か
ら
九
円
に
下
っ
た
と
す
る
。
需
要
の
価
格
弾
力
性
を
１
と
仮
定
し
て
い
る
か
ら
、
Ｘ
財
に
対
す
る
支

　
　
　
所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て
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所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て

出
金
額
は
変
ら
な
い
で
、
需
要
量
だ
け
が
変
化
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
組
合
せ
に
な
る
。

　
　
　
Ｐ
’

。
日
ぶ
田
　
Ｃ
、
ｓ
＝
μ
０
０
旋
　
Ｆ
’
　
　
　
　
。
　
D
’
＝
呂
ｏ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

｝
Ｆ
０
０
０
コ
…
…
（
に
）

　
　
　
ｒ
ｙ
=
ｉ
ｏ
ｏ
ｎ
　
Ｑ
ｙ
=
１
１
１
旋
　
Ｊ
ｆ
ｙ
　
’
Ｑ
ｙ

=
ｌ
ｌ
｡
ｉ
ｍ
ｎ

　
　
｛
す
な
わ
ち
Ｘ
財
に
対
す
る
需
要
は
む
、
ｓ
よ
恥
＝
｝
０
０
１
呂
＝
｝
０
（
肺
）
だ
け
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
価
格
の
変
化
の
需
要
効
果
＝
総

効
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
効
果
を
、
代
替
効
果
と
所
得
効
果
に
分
け
る
た
め
に
、
実
質
所
得
水
準
を
補
正
す
る
。
こ
れ
は
、
価
格
の
変
化
す

る
ま
え
の
組
合
せ
Ｑ
ｘ
太
ｙ
‥
日
呂
旋
+
１
１
１
個
を
手
に
い
れ
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
変
化
し
た
価
格
で
算
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
。

　
　
　
吻
に
・
（
吠
＝
岨
ツ
〈
必
０
＝
８
１
０
Ｒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
ｌ
ｌ
｡
９
１
０
Ｒ
-
-
：
（
ｗ
）

　
　
　
Ｊ
Ｔ
ｙ
　
・
（
＾
ｙ
=
ｌ
Ｕ
Ｏ
|
＾
Ｘ
ｌ
ｌ
ｌ

=
　
ｌ
ｌ
｡
１
０
０
Ｒ

　
　
『
こ
の
一
一
、
九
一
〇
円
は
価
格
の
変
化
す
る
ま
え
の
組
合
せ
、
す
な
わ
ち
望
ま
し
さ
の
水
準
を
手
に
い
れ
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
価
格
の
変
化
に
よ
る
実
質
所
得
水
準
の
上
昇
は
、

　
　
　
｝
Ｆ
Ｏ
Ｏ
０
ｈ
ｌ
-
ｌ
ｌ
｡
９
１
０
Ｒ
=
９
０
Ｒ

　
と
い
う
金
額
で
表
示
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
上
昇
分
に
、
Ｘ
財
に
対
す
る
支
出
割
合
七
・
五
％
を
掛
け
た
も
の
が
、
所
得
効
果

に
相
対
す
る
支
出
の
増
加
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
＾
０
ｎ
ｘ
７
.
５
％
=
６
.
７
５
Ｈ

　
　
『
と
こ
ろ
で
、
Ｘ
財
の
価
格
は
九
円
で
あ
る
か
ら
、
所
得
効
果
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
ｂ
.
７
５
Ｒ
-
＾
９
Ｒ
=
０
.
７
５
（
腱
）

　
　
『
価
格
の
変
化
の
総
効
果
か
ら
所
得
効
巣
を
差
引
い
た
残
り
は
、
代
替
効
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、

　
　
　
１
０
跡
-
０
.
７
５
腰
＝
９
.
２
５
腰
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と
し
て
算
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
価
格
が
十
円
か
ら
九
円
に
下
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
需
要
に
対
す
る
総
効
果
＝
十
箇
は
、
九
・

二
五
箇
の
代
替
効
果
と
〇
・
七
五
箇
の
所
得
効
果
か
ら
成
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
以
上
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
第
１
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
L
M
線
は
田
式
に
も
と
づ
い
た
価
格
・
所
得
線
、
L
M
線
は
㈲
式
、
さ
ら

に
Ｌ
.
M
｡
線
は
㈲
式
に
も
と
づ
い
た
価
格
・
所
得
線
で
あ
る
。
当
初
に
L
M
線
上
の
Ｐ
点
に
そ
く
し
て
、
（
叶
＝
９
０
腸
｡
　
　
　
Ｑ
ｙ

=
ｌ
ｌ
ｌ
箇
を
買
入

れ
て
い
た
。
つ
ぎ
に
、
Ｘ
財
の
価
格
が
下
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｌ
M
線
上
の
八
点
に
そ
く
し
て
、
む
、
ｓ
＝
‥
芯
０
腸
｡
　
Ｑ
≪

=
ｌ
ｌ
ｌ
箇
を
買
入
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
代
替
効
果
と
所
得
効
果
に
わ
け
る
た
め
に
、
ｒ
'
ａ
:
＝
四
百
か
‥
‥
‥
｝
０
０
コ
で
’
　
　
Ｑ
ｙ
＝
Ｉ
ｌ
ｌ
箇
を
手
に
い
れ
る
よ
う
な
所
得

線
を
ひ
く
。
こ
れ
は
L
M
線
上
の
Ｐ
点
を
と
お
る
よ
う
な
、
Ｌ
M
線
と
平
行
な
直
線
U
M
.
を
ひ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

Ｌ
.
M
.
線
上
の
芦
点
は
、
そ
う
し
た
い
な
ら
ば
八
点
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
財
の
価
格
の
変
化
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
新
し
い
組
合
せ
を
示
す
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
Ｘ
財
九
九
・
二
五
箇
と
ｙ
財
一
一
〇
・
二
箇
が
買
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
９
９
.
２
５
箇
-
９
０
箇
＝
９
.
２
５
箇
と
い
う
Ｘ
財
に
対
す
る
需
要
の
増
加
分
は
、
Ｘ
財

　
の
価
格
変
化
の
結
果
、
同
一
所
得
線
か
Ｉ
Ｖ
ｌ
ｉ
上
に
お
い
て
、
ｙ
財
に
対
す
る
需
要
の
減
少

　
（
↑
に
診
Ｉ
１
１
０
.
２
診
＝
０
・
８
診
）
　
の
代
わ
り
に
需
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か

　
ら
、
代
替
効
果
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
八
点
に
そ
く
す
る
Ｘ
財
に
対
す
る

　
需
要
と
、
こ
の
芦
点
に
そ
く
す
る
需
要
の
差
額
｝
０
０
診
－
９
９
.
２
５
蛤
Ｔ
‥
０
・
ｇ
診
は
、
所
得

　
効
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
』
（
池
田
一
新
著
「
経
済
学
要
論
」
、
一
九
七
〇
年
財
政
経
済
弘

　
報
社
刊
、
四
七
―
五
〇
頁
）
。

　
こ
こ
で
我
々
の
抱
く
疑
問
は
、
著
者
が
『
一
般
に
価
格
が
下
が
っ
た
さ
い
に
は
、

代
替
効
果
・
所
得
効
果
い
ず
れ
も
正
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
需
要
に
対
す
る

総
効
果
は
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
需
要
は
増
加
す
る
。
』
（
四
七
頁
）
と
言
い
な
が
ら
、
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所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て

代
替
効
果
が
負
、
す
な
わ
ち
『
ｙ
財
に
対
す
る
需
要
の
減
少
（
Ｉ
ｌ
ｌ
箇
ふ
１
０
.
２
箇
＝
０
＆
箇
）
』
が
生
ず
る
の
は
何
故
か
、
ま
た
一
一
一

箇
か
ら
一
一
〇
・
二
箇
へ
、
す
な
わ
ち
○
・
ハ
箇
の
減
少
は
、
い
か
に
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
帥
　
同
様
の
説
明
が
、
や
や
前
の
他
の
著
書
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
『
Ｘ
の
価
格
が
低
落
す
れ
ば
、
前
と
同
一
量
の
Ｘ
を
買
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
余
剰
の
購
買
力
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
所
得
効
果
の
量
を
示
す
か

　
の
如
く
思
え
る
。
併
し
こ
れ
は
単
に
大
約
的
に
の
み
正
し
い
に
過
ぎ
な
い
。
今
例
と
し
て
、
消
費
者
が
そ
の
所
得
を
米
と
其
他
の
食
料
に
次
の
如

　
く
支
出
し
て
い
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
価
格
　
　
　
　
量
　
　
　
　
　
支
出
計
　
　
　
所
得
計

　
　
　
　
米
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
円
　
　
　
　
五
〇
升
　
　
　
　
六
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
　
他
の
食
料
　
　
　
　
　
　
八
〇
円
　
　
　
　
六
〇
斤
　
　
　
　
四
、
八
〇
〇
円
　

｝
　
　
一
〇
、
八
〇
〇
円

　
　
　
『
米
の
価
格
が
二
〇
円
低
落
し
た
と
す
れ
ば
、
一
、
〇
〇
〇
円
の
購
買
力
の
余
剰
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
九
、
八
○
○
円
を
以
て
、
従
来
と
同

　
量
の
両
財
を
買
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
こ
の
一
、
〇
〇
〇
円
が
一
見
所
得
効
果
の
量
を
示
す
か
の
如
く
思
わ
れ
る
。
併
し
こ
れ
が
厳
密
に
正

　
し
く
な
い
こ
と
に
次
の
如
く
考
え
れ
ば
判
る
。
価
格
低
落
後
こ
の
人
の
所
得
が
一
、
〇
〇
〇
円
削
減
さ
れ
た
と
す
る
（
或
は
一
、
〇
〇
〇
円
の
所

　
得
税
が
課
さ
れ
た
と
す
る
）
。
こ
の
人
は
価
格
比
率
が
変
化
せ
る
が
故
に
、
前
と
同
じ
両
財
の
組
合
せ
を
買
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
米
の
価
格
が
低

　
落
せ
る
が
故
に
、
米
を
よ
り
多
く
買
い
、
他
の
食
料
の
購
入
を
減
ず
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
彼
の
購
入
量
は
次
の
如
く
な
る
。

　
　
　
　
米
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
円
　
　
　
　
六
二
升
　
　
　
　
六
、
ニ
ｏ
ｏ
円
　
｝
曼

ハ
○
○
円

　
　
　
　
他
の
食
料
　
　
　
　
　
　
八
〇
円
　
　
　
　
四
五
斤
　
　
　
　
三
、
六
〇
〇
円

　
　
　
『
か
か
る
変
化
は
、
同
一
の
所
得
（
九
、
ハ
○
○
円
）
で
買
い
得
べ
き
二
財
の
二
つ
の
組
合
せ
か
ら
、
後
の
組
合
せ
を
選
好
し
た
こ
と
を
意
味

　
し
、
従
っ
て
消
費
者
の
満
足
の
程
度
は
、
従
来
よ
り
も
改
善
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
米
の
価
格
低
落
に
よ
る
所

　
得
効
果
は
一
、
〇
〇
〇
円
で
示
さ
れ
る
よ
り
も
大
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
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『
一
方
最
終
の
均
衡
点
か
ら
、
所
得
効
果
の
算
定
が
出
来
な
い
か
を
考
え
る
。
所
得
は
一
〇
、
ハ
○
○
円
で
あ
り
、
米
の
価
格
が
二
〇
円
低
落

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
量
は
次
の
如
く
な
っ
た
と
す
る
。

　
　
　
『
若
し
右
の
消
費
量
を
旧
価
格
に
は
購
入
す
る
と
す
れ
ば
、
一
二
、
ハ
○
○
円
を
要
し
、
実
際
の
支
出
額
よ
り
も
一
、
ニ
八
○
円
多
く
必
要
で

　
あ
る
。
故
に
こ
の
一
、
ニ
八
○
円
が
二
応
所
得
効
果
の
量
を
示
す
が
如
く
思
わ
れ
る
。
併
し
こ
の
場
合
も
、
若
し
消
費
者
が
、
一
、
ニ
八
○
円
を

　
追
加
し
た
所
得
（
一
二
、
〇
八
〇
円
）
を
も
っ
て
、
価
格
の
変
化
前
（
従
っ
て
旧
価
格
に
て
）
両
財
を
買
う
と
す
る
れ
ば
、
決
し
て
右
の
組
合
せ

　
で
は
な
く
、
他
の
組
合
せ
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
右
の
組
合
せ
は
米
の
価
格
低
落
に
よ
る
相
対
価
格
の
変
化
に
即
応
し
て
、
消
費
者

　
が
選
ぶ
組
合
せ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
組
合
せ
を
選
好
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
右
の
組
合
せ
の
存
在
す
る
無
差
別
曲
線
よ
り
も
、
右
側
の
或

　
る
無
差
別
曲
線
上
の
均
衡
点
を
求
め
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
一
、
ニ
八
○
円
の
増
加
は
、
実
際
の
所
得
効
果
よ
り
も
多
過
ぎ
る
こ
と
に

　
な
る
。
『
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
問
題
と
す
る
所
得
効
果
は
、
貨
幣
額
で
表
わ
す
と
、
一
、
〇
〇
〇
円
と
一
、
ニ
八
○
円
の
間
に
あ
る
こ
と
だ

　
け
を
知
り
得
る
。
』
（
伊
藤
久
秋
著
「
価
格
論
」
、
昭
和
三
十
一
年
、
有
斐
閣
刊
、
六
一
―
六
四
頁
）
。

　
こ
こ
で
も
ま
た
我
々
は
、
代
替
効
果
が
負
、
す
な
わ
ち
価
格
の
変
動
し
な
い
財
貨
の
消
費
量
な
い
し
購
入
量
を
減
少
さ
し
て
、
価

格
の
低
下
し
た
財
貨
を
よ
り
多
く
購
入
な
い
し
消
費
す
る
、
と
い
う
説
明
に
接
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
、

果
し
て
こ
れ
は
我
々
の
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
白
一
　
そ
こ
で
我
々
は
、
所
得
効
果
率
代
替
効
果
を
言
い
出
し
た
ヒ
ッ
ク
ス
の
説
明
に
戻
ろ
う
。

　
　
　
『
さ
て
進
ん
で
価
格
の
変
化
の
効
果
を
考
察
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
再
び
二
財
の
場
合
か
ら
始
め
る
。
こ
ん
ど
は
所
得
を
一
定
せ
る
も
の
と
し

　
て
、
ま
た
Υ
の
価
格
も
一
定
せ
る
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
Ｘ
の
価
格
は
可
変
的
で
あ
る
。
い
ま
や
開
放
さ
れ
た
消
費

　
　
　
　
所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て
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の
可
能
性
は
図
（
第
２
図
）
に
お
い
て
、
M
（
０
Ｍ
は
Υ
で
測
ら
れ
た
所
得
で
あ
り
、

従
っ
て
一
定
で
あ
る
）
を
ば
、
Ｘ
の
価
格
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
０
X
上

の
点
に
結
ぶ
直
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ｘ
の
各
価
格
は
直
線
L
Ｍ
を
決
定
す
る

で
あ
ろ
う
（
０
L
は
こ
の
価
格
が
下
落
す
る
に
つ
れ
て
増
大
す
る
）
。
そ
う
し
て
各

価
格
に
対
応
す
る
均
衡
点
は
、
直
線
Ｌ
Ｍ
が
無
差
別
曲
線
に
切
す
る
点
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
結
ぶ
曲
線
Ｍ
P
Ｑ
は
、
価
格
―
消
費
曲

線
と
名
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
Ｘ
の
価
格
が
変
化
し
、
他
の
事
情
は
依
然
と
し
て

等
し
い
時
に
、
消
費
の
変
化
の
仕
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
『
L
Ｍ
の
特
特
定
の
位
置
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
我
々
は
か
く
し
て
ニ
組
の
諸
直

線
と
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
切
点
と
を
有
す
る
。
L
Ｍ
に
平
行
な
諸
直
線
が
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
切
点
は
所
得
ｌ
消
費
曲
線
を
描
く
。
い
か
か
る
特
定
の
無
差
別
曲
線

に
も
、
こ
れ
ら
の
組
の
各
々
の
中
の
一
つ
の
直
線
が
切
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｌ
Ｍ
の
切
す
る
無
差
別
曲
線
八
よ
り
も
高
い
無
差
別
曲
線
為

を
と
れ
。
こ
の
曲
線
心
に
は
L
Ｍ
に
平
行
な
直
線
が
戸
に
お
い
て
、
ま
た
Ｍ
を
通
る
直
線
が
Ｑ
に
お
い
て
切
す
る
。
さ
て
Ｑ
が
戸
の
右
方
に
在

ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
図
か
ら
（
そ
れ
は
無
差
別
曲
線
の
凸
状
か
ら
出
て
く
る
）
直
ち
に
明
白
で
あ
る
。
こ
の
性
質
は
も
と
の
曲
線
よ
り
も
高

位
に
あ
る
す
べ
て
の
無
差
別
曲
線
に
対
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
よ
り
高
い
無
差
別
曲
線
に
昇
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
？
を
通

る
価
格
－
消
費
曲
線
は
常
に
、
Ｐ
を
通
る
所
得
―
消
費
曲
線
の
右
方
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
（
第
２
図
）
。

　
　
『
Ｘ
の
価
格
が
下
落
す
れ
ば
、
消
費
者
は
価
格
ｌ
消
費
曲
線
に
沿
う
て
Ｐ
か
ら
Ｑ
に
移
動
す
る
。
我
々
は
今
や
次
の
こ
と
を
知
る
、
す
な
わ
ち

Ｐ
か
ら
Ｑ
へ
の
こ
の
移
動
は
、
所
得
ｌ
消
費
曲
線
に
沿
う
Ｐ
か
ら
芦
へ
の
移
動
と
、
さ
ら
に
無
差
別
曲
線
に
沿
う
芦
か
ら
Ｑ
へ
の
移
動
と
に
等
義

で
あ
る
。
や
が
て
判
る
こ
と
は
、
価
格
の
需
要
に
及
ぼ
す
効
果
が
分
れ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
別
々
の
部
分
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
非
常
に
有
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益
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
『
あ
る
商
品
の
価
格
の
下
落
は
、
実
際
そ
の
商
品
の
需
要
に
、
二
つ
の
異
っ
た
形
で
影
響
す
る
。
一
方
で
は
、
そ
れ
は
消
費
者
の
経
済
状
態
を

　
良
化
さ
せ
、
彼
の
「
実
質
所
得
」
を
高
め
る
。
そ
う
し
て
こ
の
径
路
に
沿
う
て
価
格
下
落
の
効
果
は
、
所
得
の
増
加
の
効
果
に
類
似
し
て
い
る
の

　
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
そ
れ
は
相
対
価
格
を
変
化
さ
せ
る
。
従
っ
て
、
実
質
所
得
の
変
化
と
は
別
に
、
価
格
の
下
落
し
た
商
品
を
も
っ
て
、
他
の

　
商
品
に
代
替
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
需
要
に
対
す
る
総
効
果
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
傾
向
の
総
和
で
あ
る
。

　
　
『
こ
れ
ら
の
傾
向
の
相
対
的
重
要
度
は
、
さ
ら
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
消
費
者
が
そ
の
支
出
を
こ
の
商
品
（
Ｘ
）
と
他
の
諸
財
と
の
間

　
に
ど
ん
な
割
合
で
分
け
て
い
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
Ｘ
の
価
格
の
下
落
に
よ
っ
て
、
彼
の
経
済
状
態
が
良
化
す
る
態
度
は
、
彼

　
が
初
に
買
っ
て
い
た
Ｘ
の
量
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
量
が
彼
の
所
得
に
対
比
し
て
大
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
経
済
状
態
は

　
大
い
に
良
化
せ
ら
れ
、
第
一
の
効
果
（
い
わ
ば
所
得
効
果
）
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
そ
の
量
が
小
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
利
得

　
は
小
で
あ
っ
て
、
所
得
効
果
は
多
分
代
替
効
果
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
』
（
J
.
R
.

H
i
c
k
s
｡V
a
l
u
e
a
n
d
c
召
ぼ
ご

O
M
f
a
d

　
U
n
i
v
.

F
r
e
s
s
｡1
9
3
9
｡2
乱
乱
｡

1
9
4
6
｡
c
h
a
p
.I
I
｡
３
・
―
安
井
・
熊
谷
共
訳
本
、
四
一
－
四
頁
）
。

　
糾
　
そ
こ
で
所
得
効
果
と
代
替
効
果
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
先
ず
第
一
に
、
１
財
の
価
格
た
と

え
ば
瓦
が
下
落
す
る
と
、
１
財
が
２
財
に
比
べ
て
安
価
と
な
る
か
ら
、
１
財
の
消
費
量
ま
た
は
勝
人
量
を
増
加
さ
す
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
価
格
線
は
S
T
か
ら
S
R

に
移
行
し
、
均
衡
点
は
ハ
か
ら
ハ
に
移
る
で
あ
ろ
う
（
第
３
図
参
照
）
。
こ
の
場
合
に
１
財
の
価

格
下
落
の
程
度
と
、
そ
の
消
費
量
と
の
積
の
差
（
ｓ
、
蔵
、
Ｘ
-
Ｐ
”
ｌ
^
”
｛
｝
は
、
実
質
的
な
所
得
の
増
加
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
所

得
効
果
（
I
n
c
o
m
e

E
f
f
e
c
t
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
第
二
に
、
も
し
消
費
量
が
前
と
同
じ
選
択
を
行
う
も
の
と
す
れ
ば
、
彼

は
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
所
得
の
増
加
量
を
、
両
財
の
消
費
量
ま
た
は
購
入
量
に
、
前
と
同
じ
割
合
で
振
当
て
る
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
安
価
と
な
っ
た
１
財
だ
け
の
消
費
ま
た
は
購
入
の
増
加
に
止
め
ず
、
そ
の
若
干
を
割
い
て
２
財
の
消
費
ま
た
は
購
入
の
増
加
に

　
　
　
　
所
得
効
果
と
代
替
効
果
に
つ
い
て
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充
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
予
算
線
T
S
は
、
平
行
的
に
Ｔ
’
Ｓ
’
に
移

行
し
、
均
衡
点
乃
は
Ｑ
に
移
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
２
財
を
１
財
に
代
用
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
代
用
効
果
（
S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n

E
f
f
e
c
t
）
と
い
う
（
従
っ
て
純

所
得
効
果
は
哨
哨
、
、
代
用
効
果
は
９
・
、
沁
と
な
る
）
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
無
関
心
曲
線
は
原
点
に
対
し
て
凸
で
あ
る
か
ら
、
１

財
の
価
格
下
落
の
場
合
に
お
け
る
代
用
効
果
お
よ
び
所
得
効
果
は
、
そ
の
財
の
消

費
量
ま
た
は
購
入
量
を
増
大
す
る
性
向
を
持
つ
の
が
原
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
代

用
効
果
が
価
格
下
落
（
負
）
の
反
対
の
方
向
（
正
）
に
動
き
、
比
較
的
に
安
く
な
る
財

が
よ
り
多
く
消
費
な
い
し
購
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
所
得
効
果
と
し
て
そ
の
余
裕

は
他
財
に
向
っ
て
そ
の
消
費
ま
た
は
購
入
の
増
加
を
促
が
す
。
こ
れ
に
反
し
て
例

外
的
な
劣
等
財
の
場
合
に
は
、
一
財
の
価
格
下
落
が
そ
の
消
費
ま
た
は
購
入
の
減
少
と
な
る
。
こ
れ
は
所
得
効
果
に
応
ず
る
瓦
の
減

少
が
、
代
替
効
果
に
応
ず
る
瓦
の
増
加
よ
り
も
大
き
く
、
両
効
果
の
総
合
と
し
て
こ
の
財
の
価
格
下
落
が
、
そ
の
消
費
な
い
し
購
入

の
減
少
す
る
も
の
と
、
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
以
上
、
拙
著
「
経
済
学
」
上
巻
「
理
論
経
済
学
」
―
昭
和
四
四
年
、
有
斐
閣
刊

１
六
〇
―
六
一
頁
、
参
照
）
。

　
陶
　
こ
れ
に
よ
っ
て
前
掲
の
設
例
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
田
　
第
一
例
の
池
田
博
士
の
設
例
に
よ
る
購
入
余
力
（
U
n
s
p
e
n
t

M
a
r
g
i
n
）
は
九
〇
円
〔
｛
｝
０
っ
［
Ｊ
Ｉ
Ｊ
コ
］
Ｘ
呂
〕
で
、
価
格
変
動

後
も
価
格
変
動
前
と
同
様
の
選
好
を
行
う
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
『
Ｘ
財
に
対
す
る
支
出
割
合
ｐ
．
　
’
　
Ｑ
Ｊ
Ｅ
は
七
・
五
％
に
固
定
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し
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
博
士
の
示
さ
れ
る
よ
う
に
Ｘ
財
へ
の
需
要
効
果
は
六
・
七
五
円
（
〇
・
七
五
箇
）
で
あ
る
が
、
残
額

八
三
・
二
五
円
（
ｘ
財
で
九
・
二
五
箇
、
Ｔ
財
で
〇
・
八
三
二
五
箇
1
1
８
３
.
２
５
Ｒ
･
^
１
０
０
Ｒ
　
=
０
・
回
ｓ
）
は
Υ
財
へ
の
需
要
増
加
と
な
る
。

従
っ
て
Ｘ
財
の
価
格
変
動
後
の
各
財
へ
の
需
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
し
か
し
池
田
博
士
の
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
支
出
合
計
は
一
一
、
九
一
三
・
二
五
円
と
な
り
、
八
六
・
七

五
円
の
減
少
と
な
る
。

　
㈲
　
次
に
第
二
例
の
伊
藤
博
士
の
設
例
に
よ
る
購
入
余
力
は
一
、
〇
〇
〇
円
で
、
こ
れ
を
価
格
変
動
の
前
後
を
通
じ
て
同
様
の
選

好
を
行
う
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
米
と
他
の
食
料
と
の
選
好
度
を
、
六
対
四
・
ハ
と
い
う
割
合
を
維
持
す
る
と
す
れ
ば
、
米
の
価
格

下
落
後
の
各
財
へ
の
需
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
『
一
般
に
価
格
が
下
っ
た
際
に
は
、
代
替
効
果
・
所
得
効
果
は
い
ず
れ
も
正
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
需

要
に
対
す
る
総
効
果
は
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
需
要
は
増
加
す
る
』
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
例
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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二
、
限
界
代
替
性
に
つ
い
て

０
　
無
関
心
曲
線
ま
た
は
無
差
別
曲
線
の
傾
斜
は
、
正
か
ま
た
は
負
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は

経
験
に
よ
る
他
は
な
い
。
我
々
は
同
じ
満
足
感
（
O
p
h
e
l
i
m
i
t
y
）
を
維
持
す
る
上
か
ら
、

一
財
の
減
少
を
補
償
す
る
他
財
の
数
量
は
、
順
次
に
漸
増
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
Ｘ
財
一
単
位
の
減
少
を
補
償
す
る
Υ
財
の
数
量
は
、
一
、
二
、
三
…
…
単
位
と
増
加

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
Υ
の
Ｘ
に
対
す
る
代
用
効
果
が
漸
減
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
れ
を
（
限
界
）
効
用
逓
減
の
法
則
と
対
称
し
て
、
（
限
界
）
代
替
性
逓
減
の
法

則
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
Υ
財
の
Ｘ
財
に
対
す
る
代
替
性
の
割
合
は
、
人
々
が
消
費
す
る
二
財
の
そ

の
時
々
の
数
量
的
組
合
せ
に
依
存
す
る
。
い
ま
Ｘ
の
減
量
を
匹
、
Υ
の
増
量
を
匹
と
す
れ

ば
、
Ｐ
点
に
お
け
る
Υ
の
Ｘ
に
対
す
る
代
替
性
は
Ｊ
Ｘ
／
Ｊ
Ｆ
=
ｔ
ａ
ｎ
　
ａ
で
示
す
こ
と
が
で

き
る
（
第
４
図
参
照
）
。
も
し
二
財
が
可
分
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
微
小
な
増
減
と
し
て
限
界

代
替
性
を
ｄ
Ｘ
Ｉ
ｄ
Ｙ
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
我
々
は
野
球
で
打
者
Ａ
に
Ｂ
が
代
る
こ
と
を
、
代
打
Ｂ
と
い
う
よ
う
に
、
Υ
の
Ｘ
に
対

す
る
代
替
性
を
Ｉ
Ｊ
Ｘ
／
Ｊ
Ｙ
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
英
米
で
は
例
え
ば
ヒ
ッ
ク
ス
や
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す
で
に
選
択
理
論
の
説
明
に
際
し
て
、
代
替
性
漸
減
の
法
則
に
言
及
し
た
の
で
あ
る

が
、
生
産
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
の
法
則
が
行
わ
れ
、
生
産
要
素
Ｘ
・
Υ
が
結
合
し
て

等
量
の
生
産
物
を
生
産
す
る
場
合
に
、
い
づ
れ
の
要
素
の
他
の
要
素
に
対
す
る
限
界
代

替
性
も
漸
減
し
、
遂
に
は
零
と
な
り
負
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
企
業
者
は
要
素

間
に
お
け
る
代
替
性
の
限
界
に
注
目
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
等
量
曲
線
上
に
お

け
る
代
替
の
限
界
を
嶺
線
（
R
i
d
g
e
L
i
n
e
）
と
い
う
（
も
と
よ
り
不
合
理
な
原
因
か
ら
、

例
え
ば
地
方
的
な
信
用
の
維
持
や
、
結
合
の
旧
慣
行
の
要
請
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
る
要
素
の
過
剰

利
用
の
あ
る
こ
と
は
、
実
際
上
で
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。

　
第
５
図
に
お
け
る
O
A
,
０
B
は
、
こ
の
よ
う
な
嶺
線
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
間
に

あ
る
等
量
線
は
原
点
０
に
対
し
て
凸
で
あ
り
、
こ
の
間
に
お
け
る
要
素
Ｘ
・
Υ
の
代
替

は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
限
界
を
超
え
た
代
替
は
不
経
済
的
で
あ
り
、
回
避
さ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
第
６
図
の
よ
う
に
、
嶺
線
が
O
X
軸
ま
た
は
O
Y
軸
に
平
行
な
場
合
は
、
限

界
代
替
性
が
無
限
大
か
零
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
あ
る
生
産
要
素
の
限
界
生
産

物
が
、
特
定
の
生
産
水
準
で
零
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
嶺
線
が

垂
直
で
あ
る
な
ら
ば
、
限
界
代
替
性
は
無
限
大
で
、
水
平
で
あ
る
な
ら
ば
零
で
あ
る
。
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前
の
場
合
は
Υ
の
限
界
生
産
物
は
零
で
、
後
の
場
合
は
Ｘ
の
限
界
生
産
物
が
零
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
消
費
財
で
は
例
え
ば
左
右
の
靴

の
よ
う
に
、
二
財
は
互
い
に
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
定
の
割
合
ー
一
足
ｌ
で
し
か
用
い
ら
れ
え
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
）
。

　
も
し
嶺
線
O
A
’
O
B
の
枠
内
に
あ
る
等
量
線
を
描
く
な
ら
ば
、
第
７
図
㈲
に
点
線
で
示
し
た
よ
う
な
楕
円
形
と
な
り
、
生
産
要

素
Ｘ
（
ま
た
は
Υ
）
の
一
定
量
と
、
要
素
Υ
（
ま
た
は
Ｘ
）
の
漸
増
量
と
に
よ
っ
て
、
等
量
の
生
産
物
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
判
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
範
囲
を
超
え
た
部
分
、
す
な
わ
ち
嶺
線
の
外
側
で
は
限
界
生
産
力
は
負
で
、
等
量
の
生
産
高
を
あ
げ
る
た
め
に

は
、
生
産
要
素
Ｘ
と
Υ
の
双
方
が
、
と
も
に
漸
増
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
も
し
Ｘ
が
正
の
限
界
生
産
物
を
も
つ
と
す

れ
ば
、
Υ
の
限
界
生
産
物
は
負
と
な
り
、
逆
の
場
合
は
反
対
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
嶺
線
は
生
産
要
素
の
過
剰
利
用
を
示
す

も
の
で
、
ど
れ
か
の
要
素
の
限
界
生
産
物
が
負
と
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
代
替
性
の
漸
減
は
、
嶺
線
内
の
等
量
線
に
つ
い
て
だ
け
見

ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
等
量
線
が
原
点
に
対
し
て
凹
で
あ
る
部
分
に
限
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
嶺
線
O
A
,
O
B
は
等
し
い
（
８
ま
た
は
０
の
）
限
界
代
替
率
（
ま
た
は
限

界
生
産
物
の
割
合
）
を
示
す
諸
点
を
連
結
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
嶺
線
の
内
側

で
更
に
他
の
等
し
い
限
界
代
替
率
（
ま
た
は
限
界
生
産
物
）
を
示
す
諸
点
を
連

結
す
る
な
ら
ば
、
第
７
図
に
点
線
で
示
し
た
よ
う
な
等
連
続
変
化
曲
線

（
I
s
o
c
l
i
n
e
s
）
が
描
か
れ
、
こ
れ
は
嶺
線
と
形
状
や
性
質
お
よ
び
方
向
で
同
様

の
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
連
統
変
化
曲
線
に
そ
っ
た
各
等
量
線
で
は
、
生
産
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要
素
の
限
界
代
替
率
（
ま
た
は
限
界
生
産
物
の
割
合
）
は
一
定
で
あ
る
か
ら
、
嶺
線
は
こ
の
よ
う
な
等
連
続
線
の
特
殊
な
も
の
で
、
そ

れ
は
一
つ
の
要
素
の
限
界
生
産
物
が
零
で
、
他
の
要
素
の
そ
れ
が
比
較
的
に
無
限
大
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
ｋ
を
各
等
量
線
の
不
変
値
と
す
れ
ば
、
限
界
代
替
率
は
（
Ｉ
Ｑ
Ｘ
こ
Ｙ
＝
さ
で
示
さ
れ
、
嶺
線
O
A
で
は
k
＝
0
,
O
B
で
は

＾
=
(
X
)
で
あ
る
。

　
な
お
生
産
係
数
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
一
要
素
が
増
加
さ
れ
て
も
、
他
の
要
素
が
同
時
に
増
加
さ
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
増
加
が
無
効
な
場
合
、
詳
し
く
言
え
ば
、
各
生
産
要
素
が
一
定
の
割
合
で
結
合
さ
れ
、
そ
の
倍
数
的
な
増
加
に
よ
っ
て
だ

け
、
生
産
物
が
増
加
さ
れ
得
る
場
合
の
等
量
線
は
、
第
６
図
で
示
し
た
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
普
通
は
分
岐
し
て
い
る
嶺
線
O
A
’

O
B
は
が
合
致
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
O
C
の
よ
う
な
直
線
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
生
産
要
素
Ｘ
が
、
要
素
Υ
に
対
し
て
完
全
に
代
替
し
得
る
場
合
に
は
、
等
連
続
変
化
線
は
直
線
と
な
り
、
例
え

ば
1
X
と
2
Y
、
2
X
と
4
Y
と
い
う
よ
う
な
直
線
と
な
り
（
第
７
図
の
M
N
｡
　
　
R
S
,
　
J
K
)
､
　
　
　
O
X
,
O
Y
の
両
輪
が
嶺
線
と
な
り
、

等
連
続
変
化
線
は
原
点
Ｏ
か
ら
放
射
す
る
直
線
と
な
る
（
消
費
財
で
は
例
え
ば
我
々
日
本
人
の
、
普
通
の
日
常
生
活
に
お
け
る
紅
茶
と
珈
琲

の
よ
う
に
、
殆
ん
ど
完
全
な
代
用
品
の
場
合
で
、
二
財
閥
の
無
関
心
曲
線
な
い
し
無
差
別
曲
線
は
、
第
７
図
に
示
す
よ
う
に
殆
ん
ど
直
線
と
な
る
で

あ
ろ
う
）
。

匈
　
な
お
無
差
別
曲
線
な
い
し
等
量
曲
線
は
、
い
わ
ゆ
る
線
型
計
画
（
L
i
n
e
a
r
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
）
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

恂
　
い
ま
あ
る
自
動
車
工
場
で
、
一
か
月
に
乗
用
車
を
四
万
合
、
ト
ラ
ッ
ク
を
二
万
合
、
す
な
お
ち
二
対
一
の
割
合
で
生
産
し
得
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る
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
産
線
は
第
８
図
で
A
T
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
組

立
工
場
の
最
大
能
力
は
、
一
か
月
に
乗
用
軍
で
は
三
万
五
千
台
、
ト
ラ
ッ
ク
で
は
一
万

五
千
台
と
す
れ
ば
、
制
約
線
は
幽
と
瓦
と
な
る
。
さ
ら
に
発
動
機
の
組
立
で
は
、
一
か

月
に
乗
用
軍
で
四
万
五
千
箇
、
ト
ラ
ッ
ク
で
一
万
七
千
箇
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
E
A
お

よ
び
E
T
の
線
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
生
産
線
は
１
・
２
・
３
・
４
・

５
の
諸
点
で
囲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
産
線
は
単
一
な

線
型
関
係
と
は
な
ら
ず
、
鋭
い
角
と
不
達
統
性
と
が
あ
る
。
そ
の
各
最
大
限
は
各
生
産

限
度
で
あ
り
、
各
制
約
条
件
は
直
線
型
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
生
産
で
は
、
ま
ず
第

一
に
、
組
立
て
能
力
に
よ
っ
て
凡
と
八
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
、
第
二
に
生
産
能
力
に
よ
っ
て
A
T
内
に
限
ら
れ
、
第
三
に
発
動
機
の

組
立
て
能
力
に
よ
っ
て
、
E
A
,
E
T
内
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
最
能
限
度
は
３
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
と
こ
ろ
が
、
い
ま
次
の
よ
う
な
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
生
産
物
を
生

産
す
る
の
に
二
つ
の
方
法
が
あ
り
、
一
は
資
本
と
労
働
と
の
割
合
（
生
産
物
一
単
位
当
り
の
貨

幣
費
用
で
測
定
し
て
）
が
二
対
一
、
他
は
一
対
四
で
あ
る
と
し
、
こ
の
生
産
物
は
ど
ち
ら
か
の

方
法
だ
け
で
生
産
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
拡
張
は
、
た
だ
こ
れ
ら
二
つ
の
線
に
そ
っ
て
だ
け
可

能
で
あ
る
と
し
よ
う
（
二
つ
の
方
法
が
別
々
の
工
場
で
採
用
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
方
が
判
り
易

い
で
あ
ろ
う
）
。

　
そ
う
す
る
と
第
９
図
の
A
A
,
B
B
,
…
…
と
い
う
両
方
法
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
等
量
の
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生
産
線
、
い
わ
ゆ
る
等
量
曲
線
が
求
め
ら
れ
る
。
要
素
使
用
の
水
準
、
従
っ
て
生
産
高
の
大
き
さ
は
、
オ
イ
ラ
ー
の
定
理
に
よ
っ
て
、

A
A
,
B
B
,
…
…
に
平
行
な
線
で
示
さ
れ
る
が
、
A
A
ま
た
は
B
B
に
そ
っ
て
、
等
量
の
生
産
高
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
要
素
の

種
々
の
組
合
せ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
予
期
し
な
い
重
大
な
問
題
で
、
労
資
の
割
合
が
一
対
二
と
四
対
一
の
中
間

的
な
割
合
で
利
用
で
き
、
各
工
場
で
実
施
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
費
用
ま
た
は
能
力
そ
の
他
の
制
約
条
件
の
下

に
、
同
様
の
生
産
高
が
各
工
場
で
無
数
の
方
法
で
、
生
産
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
労
資
の
割
合
が
二
対
二
と
四
対
一
と
い
う

制
約
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ほ
ど
、
厳
密
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
以
上
、
前
掲
拙
著
「
理
論
経
済
学
」
二
二
二
～
三
頁

参
照
）
。

　
以
上
は
限
界
代
替
性
と
そ
の
構
想
に
つ
い
て
、
若
干
の
省
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
四
六
、
一
、
三
一
ー
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