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は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
ウ
の
主
著
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
』（
一
八
一
七
年
）
で
展
開
さ

れ
て
い
る
「
課
税
論
」
を
、
現
代
の
租
税
問
題
、
と
り
わ
け
租
税
原
則
論
と
関
わ
ら
せ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
（
1
）

。

今
日
、「
租
税
の
三
原
則
」
と
し
て
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
と
い
う
三
つ
の
原
則
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
租

税
は
各
人
の
担
税
力
に
応
じ
て
分
か
ち
合
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
公
平
」、
②
租
税
は
個
人
や
企
業
の
経
済
活
動
に
お
け
る
選
択
を
極

力
歪
め
な
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
中
立
」、
③
租
税
は
徴
集
経
費
が
少
な
く
明
確
性
と
便
宜
性
に
よ
っ
て
納
税
者
の
理
解
と
納

得
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
簡
素
」
の
、
三
つ
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
三
原
則
は
、
租
税
徴
集
の
際
に
行
政
官
が
心
が
け

る
べ
き
一
種
の
倫
理
的
指
針
と
も
さ
れ
て
お
り
、
税
務
関
係
の
ど
の
書
物
に
も
大
抵
そ
の
最
初
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
手
元
に
あ
る
『
日
本
の
税
制
』（
諏
訪
園
、
二
〇
一
一
）
と
い
う
解
説
書
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
同
書
の
「
第
一
編
：
税
制

の
概
要
」
で
は
、「
概
説
」「
租
税
の
歴
史
」「
租
税
の
役
割
」「
税
制
と
財
政
」「
租
税
負
担
率
」「
国
と
地
方
の
役
割
と
歳
入
」
が
順
次
論

じ
ら
れ
、
そ
の
後
に
、
第
七
番
目
の
項
目
と
し
て
、「
租
税
原
則
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
項
目
に
は
見
開
き
二
頁
が
充
て
ら
れ
て
お
り
、

右
頁
に
は
、「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
四
原
則
」「
ワ
グ
ナ
ー
の
四
大
原
則
・
九
原
則
」「
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
七
条
件
」
と
い
う
、
租
税
原
則

を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
諸
学
説
が
一
覧
表
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
左
頁
で
は
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、「
租
税
原
則
は
各
時
代
の
経
済
・
社
会
情
勢
等
を
反
映
し
て
そ
れ
ぞ
れ
力
点
の
置
き
方
が
異
な
る
も
の
の
、
税
負
担

の
公
平
性
、
経
済
へ
の
中
立
性
、
制
度
の
簡
素
性
と
い
っ
た
基
本
的
な
諸
要
請
に
お
い
て
相
通
じ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
、「
公

平
」「
中
立
」「
簡
素
」
の
租
税
原
則
が
「
税
制
の
準
拠
す
べ
き
一
般
的
基
準
」
と
し
て
「
各
時
代
」
に
「
相
通
じ
て
」
要
請
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
、
三
原
則
を
め
ぐ
る
今
日
の
論
争
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
公
平
」
に
関
し
て
は
、「
水
平
的
公
平
」
か
「
垂
直
的
公
平
」
か
と
い
う
従
来
か
ら
の
議
論
に
加
え
て
、
最
近
で
は
「
世

代
間
の
公
平
」
が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、「
中
立
」
に
関
し
て
は
、「
民
間
部
門
の
潜
在
力
」
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
「
経
済

活
動
」
に
歪
み
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
の
原
則
が
、
経
済
の
国
際
化
・
成
熟
化
の
進
展
と
と
も
に
一
層
重
要
性
を
高
め
て
き
て
い
る
こ
と

が
、「
簡
素
」
に
関
し
て
は
、
徴
税
コ
ス
ト
に
よ
る
租
税
回
避
行
動
を
誘
発
し
な
い
よ
う
に
す
べ
し
と
い
う
従
来
か
ら
の
議
論
に
加
え
て
、

「
国
民
の
理
解
」
を
得
る
た
め
の
「
租
税
制
度
の
簡
素
性
」
と
い
う
新
し
い
論
点
が
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
論
議
と
の
関
連
で
、
垂
直
的
公
平
に
資
す
る
「（
累
進
的
）
所
得
税
」
と
水
平
的
公
平
に

資
す
る
「
消
費
税
」
の
長
短
が
指
摘
さ
れ
、「
各
種
の
税
目
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
（
2
）

。

「
日
本
の
税
制
」
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
叙
述
し
た
き
わ
め
て
適
切
な
概
説
書
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
異
論
の
余
地
の
な
い
あ
ま
り
に
も
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淡
々
と
し
た
叙
述
に
、
あ
え
て
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
を
か
ぶ
せ
て
み
て
、
そ
こ
に
生
じ
る
あ
る
種
の
違
和
感
を
足
掛
か
り
に
し
て
、
改
め

て
今
日
の
租
税
原
則
論
を
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
通
じ
る
と
言
わ
れ
る
が
、「
原
則
」

も
ま
た
、
時
代
と
と
も
に
重
心
を
移
動
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。「
中
立
」
原
則
の
比
重
が
強
ま
っ
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ

の
こ
と
自
体
の
評
価
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
税
目
設
定
に
際
し
て
三
原
則
が
衝
突
す
る
ば
あ
い
、
調
整
の

基
準
は
や
は
り
ど
こ
か
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
要
す
る
に
、
三
原
則
を
完
成
形
態
・
究
極
の
到
達
点
と
し

て
見
る
の
で
な
く
、
古
典
経
済
学
か
ら
現
代
に
至
る
そ
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
相
で
眺
め
、
今
日
な
お
時
代
の
底
流
で
進
行
し
て
い
る
社
会

構
造
の
変
動
方
向
を
見
据
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
三
原
則
の
現
在
と
将
来
を
照
ら
し
出
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ⅰ
．
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

リ
カ
ー
ド
ウ
の
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理O

n the P
rinciples of P

olitical E
conom

y, and T
axation

』（
第
三
版
）
は
、
三
二

の
章
か
ら
成
っ
て
お
り
、
経
済
学
の
原
理
部
分
（
第
一
〜
七
章
）、
課
税
論
部
分
（
第
八
〜
一
八
章
）、
論
争
的
部
分
（
第
一
九
〜
三
二
章
）
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
経
済
理
論
の
章
の
後
に
政
治
的
制
度
で
あ
る
課
税
章
が
続
く
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

本
の
タ
イ
ト
ル
に
「
経
済
学
」
と
「
課
税
」
が
並
記
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
経
済
学
の
歴
史
上
き
わ
め
て
特
異
な
書
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
、
日
本
語
訳
で
字
義
ど
お
り
で
な
い
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
英
語
の
原
タ
イ
ト

ル
を
直
訳
す
れ
ば
、「
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
」
で
は
な
く
て
「
政
治
経
済
の
諸
原
理
お
よ
び
課
税
に
つ
い
て
」
と
あ
る
べ
き
と
こ

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
経
済
学econom

ics

」
で
な
く
て
「
政
治
経
済political econom

y

」、
②
「
原
理principle

」

で
な
く
て
「
諸
原
理principles

」、
③
「
お
よ
び
課
税
の
原
理and principle of taxation

」
で
な
く
て
「
お
よ
び
課
税and 

一
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taxation

」、
と
い
う
三
つ
の
異
同
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
こ
の
う
ち
②
と
③
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
3
）

、
こ
こ
で
は
、

本
稿
の
主
題
と
密
接
に
関
わ
る
①
に
の
み
絞
っ
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
政
治
経
済
」
を
「
経
済
学
」
と
訳
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（
一
八
四
二
〜
一
九
二
四
）
の
眼
を
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
理
解
を
若
干
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
八
七
〇
年
代
の
限
界
革
命
を
承
け
て
経
済
分
析
に
数
学
を
導
入
し
、
自
ら
の

主
著
を
『
経
済
学
原
理P

rinciples of E
conom

ics

』
と
命
名
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
古
典
派
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を

「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
置
き
か
え
た
中
心
人
物
と
し
て
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
（
4
）

。

し
か
し
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
置
き
換
え
た
と
き
、
①
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

と
は
異
な
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
、
語
と
し
て
の
指
示
領
域
の
相
違
が
も
た
ら
す
ズ
レ
と
い
う
問
題
、
②
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
」
と
い
う
語
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
緊
張
関
係
の
消
失
と
い
う
問
題
が
、

ど
う
し
て
も
つ
き
ま
と
う
。
実
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
古
典
経
済
学
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
対
し
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ク

ス
」
を
対
置
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
自
身
が
も
っ
と
も
痛
切
に
感
じ
て
い
た
は
ず
の
問
題
で
あ
っ
て
、『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
、
す
ば
ら

し
く
目
配
り
さ
れ
て
い
る
が
あ
ま
り
に
も
長
い
第
一
編
の
「
予
備
的
考
察
」
や
「
付
録
」
が
何
故
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の

理
由
も
、
実
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
①
の
、「
経
済
学
」
と
い
う
語
と
「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
の
カ
バ
ー
す
る
領
域
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
経
済
学

econom
ics

」
が
、「
政
治
学politics

」
や
「
倫
理
学ethics

」
と
同
型
の
語
尾
（-ics

）
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
の
学
が
研
究
対
象
よ
り
も

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
研
究
主
体
・

・

に
よ
り
近
接
し
た
実
際
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
、
を
推
測
さ
せ
る
。「
政
治
学
」
は
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
政
治
的
実
践
へ
の
省
察
で
あ
る
し
、「
倫
理
学
」
は
表
明
さ
れ
た
価
値
実
践
の
探
求
で
あ
る
。
同
様
に
、「
経
済
学
」
も
ま
た
、
経
済
的

二
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な
諸
行
為
の
経
験
的
堆
積
へ
の
考
察
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
語
尾
が
（-logy

）
で
あ
る
「
人
類
学

anthropology

」
や
「
考
古
学archeology

」
が
学
の
主
体
で
な
く
対
象
・

・

に
向
か
い
、
そ
の
体
系
化
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
の
と
は
違
っ

て
、「
経
済
学
」
は
、
よ
り
強
く
行
為
主
体
的
な
経
験
的
領
域
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
学
問
、
と
ひ
と
ま
ず
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
は
、
研
究
主
体
と
研
究
対
象
が
「
経
済
学
」
や
「
考
古
学
」
ほ
ど
に
は
ま
だ
明
確
に
分
離

し
て
い
な
い
学
問
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
だ
ろ
う
。
研
究
す
る
主
体
が
研
究
対
象
へ
の
深
い
愛
着
の
中
に
没
入
し
、
学
問
は
そ
れ
自
体

の
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
と
言
い
切
る
「
哲
学philosophy

」
や
「
天
文
学astronom

y

」
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
政
治
経
済

political econom
y

」
に
お
け
る
研
究
主
体
と
研
究
対
象
の
位
置
は
か
な
り
近
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
経
済
学
」
は
、
学
問
に
お
け
る

そ
の
主
体
的
ス
タ
ン
ス
に
よ
っ
て
研
究
対
象
を
突
き
放
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
か
え
っ
て
対
象
に
つ
い
て
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
知
と
し
て
の

「
科
学
」
に
な
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
要
求
さ
れ
る
学
問
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
世
知
に
疎
い
現
実
離
れ
し
た
「
哲
学
者
」
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
し
ば
し
ば
私
た
ち
に
主
客
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
学
問
」
の
原
点
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
が
、
し

か
し
、
経
済
学
を
探
究
し
て
い
て
も
経
済
的
日
常
を
知
ら
な
い
「
経
済
学
者
」
が
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。「
経
済
学
」
は
、
絶

え
ず
「
経
済
」
を
呼
び
起
こ
し
「
科
学
」
す
る
宿
命
を
帯
び
た
学
問
な
の
で
あ
る
。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
呼
び
か
え
る
と
き
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
が
も
っ
て
い
た
研
究
主
体

と
研
究
対
象
の
こ
の
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
と
一
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、「
経
済
学
」
と
い
う
言

葉
を
使
う
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
語
が
も
つ
、
学
問
主
体
と
学
問
対
象
の
切
断
と
い
う
問
題
に
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
自
覚
的
で
あ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。「
経
済
学
」
と
い
う
語
は
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
の
ば
あ
い
に
は
生
じ
な
か
っ
た
、「
経
済
の
原
理
」
と
「
経
済
学
の

原
理
」
の
分
離
、
あ
る
い
は
「
経
済
学
の
原
理
」
は
「
経
済
の
原
理
」
な
の
か
「
経
済
の
学
の
原
理
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
絶
え
ず

二
一
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呼
び
起
こ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
は
何
か
と
い
う
、
既
述
し
た
②
の
、「
政
治
経
済political 

econom
y

」
と
い
う
語
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
消
失
と
い
う
問
題
に
も
、
関
連
し
て
く
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の polis

（city

） state

に
遡
り
、
ギ
リ
シ
ャ

語
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ア
」
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
政
策
的
行
為
を
表
す
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
スpoliticus

」
と
な
り
、
政
府
の
統
轄
的
な
行
動

politics and governm
ent

、
さ
ら
に
は
「
公
的
」
な
国
事
行
為aff airs of state

全
般
を
指
す
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
家
」
を
表
す
「
オ
イ
コ
スoikos

」
と
、「
秩
序
・
法
」
を
表
す
「
ノ
モ
ス

nom
os

」
の
合
成
語
で
あ
り
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
円
滑
な
動
き
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
」
は
国
制
と
い
う
「
公
的
な
」
領
域
に
関
わ
る
用
語
で
あ
り
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
「
私
的
な
」
家
の
領
域
に
関
わ
る
用
語
で
あ
っ

た
。
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
で
は
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
質
の
領
域
を
指
示
す
る
語
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
語
が
成
立
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
5
）

。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
七
世
紀
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

が
「
重
農
主
義
者
」
と
呼
ん
だ
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
が
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
語
り
始
め
た
こ
と
か
ら
、
一
気
に
広

ま
る
（
6
）

。
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
は
、
当
初
、
自
分
た
ち
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
トéconom

istes

」
と
呼
び
、
自
分
た
ち
の
学
問
を
「
経
済
科
学

science économ
ique

」、
後
に
「
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ーphysiocratie
」
と
命
名
し
た
。「
自
然physio

」
の
「
支
配cratie

」
と
い
う
語

義
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
人
為
的
な
統
治
体
制
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
中
に
動

く
新
し
い
時
代
へ
の
う
ね
り
を
、
彼
ら
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
祖
師
で
あ
る
Ｆ
・
ケ
ネ
ー
（
一
六
九
四
〜

一
七
七
四
）
は
、
公
的
な
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
内
部
に
流
れ
る
新
時
代
へ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
動
き
を
、
一
枚
の
表
に
し
て
国
王
に
献
呈

二
二
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ノ
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五
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し
た
。
そ
れ
は
「
経
済
表tableau économ

ique

」
と
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
総
体
的
な
循
環
運
動
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
（
7
）

。

「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
体
内
で
生
成
し
て
い
る
循
環
的
活
動
と
し
て
概
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
動
き
」
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
自
体
で
は
掴
み
よ
う
が
な
く
と
り
と
め
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
枠
内
に
あ
っ
て
、「
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
」
に
よ
っ
て
形
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
」
と
し
て
存
立
す
る
ほ
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
何
ら
か
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
形
態
規
定
さ
れ
た
眼
前
の
「
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
、
課
税
と
い
う
新
た
な
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
外
側
か
ら
ぶ
つ
け
て
み
た
と
き
に
、
当
該
の
「
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
ど
う
動
く
か
。
丁
度
、
物
質
の
構
造
的
特
質
を
調
べ
る
と
き
に
外
的
な
振
動
や
圧
力
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
・
テ

ス
ト
を
加
え
る
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
政
治
経
済
」
に
「
課
税
」
を
衝
突
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
政
治
経
済
の
原
理
」
を
析
出

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
言
う
と
き
、
研
究
対
象
と
し
て
の
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
外
側
に
客
観
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
が
、
そ
の
ば
あ
い

の
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
一
方
で
、「
科
学
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
り
、
他
方
で
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
か
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
が
剥
離
さ
せ
ら
れ
た
抽
象
的
な
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
固
定

的
で
抽
象
的
な
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
は
な
く
、「
課
税
」
に
対
面
さ
せ
た
リ
カ
ー
ド
ウ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
も
う
一

度
立
ち
帰
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
租
税
原
則
」
の
意
味
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
三
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Ⅱ
．
租
税
原
則
の
問
題
圏

リ
カ
ー
ド
ウ
（
一
七
七
二
〜
一
八
二
三
）
は
、
ス
ミ
ス
租
税
論
か
ら
の
理
論
的
脱
却
を
図
る
叙
述
の
中
で
、
課
税
に
際
し
て
心
が
け
る
べ

き
い
く
つ
か
の
定
言
を
書
き
記
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
明
示
的
に
租
税
原
則
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

租
税
原
則
を
語
る
ば
あ
い
に
必
ず
参
照
基
準
と
さ
れ
る
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
〜
九
〇
）
と
Ｒ
・
Ａ
・
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
（
一
九
一
〇
〜

二
〇
〇
七
）
の
租
税
原
則
論
を
取
り
上
げ
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
と
い
う
諸
原
則
が
今
日
の
租
税
論
に
お
い
て
占
め
る
理
論
的
布
置

を
、
両
者
の
対
比
を
通
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ス
ミ
ス
は
、『
国
富
論
』
の
「
租
税
論
」
冒
頭
で
、「
租
税
一
般
に
関
す
る
四
つ
の
原
則
」
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
租
税
は
、
①
収

入
に
比
例
し
た
公
平
な
も
の
で
あ
り
、
②
誰
が
見
て
も
明
確
で
恣
意
性
の
入
り
込
む
余
地
が
な
く
、
③
徴
集
に
当
た
っ
て
は
納
税
者
の
便

宜
が
十
分
配
慮
さ
れ
、
④
徴
税
コ
ス
ト
は
極
力
低
く
抑
え
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
後
に
「
公
平
」「
明
確
」「
便
宜
」「
徴
税

費
の
節
約
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
租
税
徴
集
上
の
四
つ
の
留
意
点
で
あ
る
（cf. S

m
ith, 825

〜26

）。

他
方
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、『
財
政
学
』
に
お
い
て
、
望
ま
し
い
租
税
構
造
の
た
め
の
以
下
の
六
つ
の
「
要
件
」
を
摘
記
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
租
税
負
担
が
「
公
平
的
」
で
「
公
正
な
分
担
」
で
あ
る
こ
と
、
②
「
経
済
的
な
決
定
へ
の
干
渉
」
を
最
小
化
し
、
効
率
的

な
市
場
へ
の
干
渉
が
も
た
ら
す
「
超
過
負
担
」
を
最
小
化
す
る
よ
う
な
租
税
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
③
投
資
意
欲
を
促
進
す
る
よ
う

に
租
税
体
系
の
公
平
へ
の
干
渉
を
最
小
に
す
る
こ
と
、
④
課
税
対
象
の
安
定
と
成
長
の
た
め
の
財
政
政
策
が
容
易
に
な
る
よ
う
な
租
税
構

造
で
あ
る
こ
と
、
⑤
公
正
で
非
恣
意
的
な
税
務
行
政
と
納
税
者
が
理
解
し
や
す
い
租
税
体
系
で
あ
る
こ
と
、
⑥
税
務
執
行
と
応
諾
の
費
用

が
低
い
こ
と
、
と
い
う
六
項
目
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、「
良
い
租
税
体
系
は
公
平
・

・

、
効
率
・

・

お
よ
び
行
政
の
容
易
さ

・

・

・

・

・

・

に
適
合
す

二
四



リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則
（
佐
藤
）

（
四
一
七
）

る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
、
今
日
の
租
税
三
原
則
の
ほ
ぼ
下
敷
き
と
な
る
よ
う
な
叙
述
を
与
え
て
い
る

（M
usgrave, 235

〜36

）。

ス
ミ
ス
の
四
原
則
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
六
項
目
を
単
純
に
対
照
し
て
み
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
基
本
的
に
租
税
支
払
者tax payer

の
目
線

か
ら
「
原
則m

axim
s

」
を
組
み
立
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
「
要
件requirem

ents

」
が
租
税
徴
集
者tax 

collector

の
目
線
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の
①
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
①
が
「
公

平
」
原
則
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
、
ス
ミ
ス
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
「
中
立
」
原
則
が
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
で
は
②
③
④
と
し
て
独
自
に
項

目
立
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ス
ミ
ス
の
②
③
④
が
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
⑤
⑥
に
「
簡
素
」
原
則
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
指

摘
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
を
、
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
二
〇
〇
年
の
歴
史
的
推
移
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
公
平
」「
中

立
」「
簡
素
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
論
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、「
公
平
」
に
関
し
て
。
両
者
の
「
公
平
」
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
土
俵
の
上
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ス
ミ
ス
が
生
き
た
一
八
世
紀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
す
ら
、
租
税
支
払
は
基
本
的
に
一
部
の
富
裕
者
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
8
）

。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
公
平
」
は
、
公
共
的
な
義
務
と
責
任
を
負
う
べ
き
富
裕
者
の
能
力
に
応
じ

た
「
公
平
」
な
責
任
分
担
へ
の
要
請
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
「
所
有
」
の
確
立
と
結
び
つ
く
時
代
に
唱
え
ら
れ
た
租
税
原
則

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
二
〇
世
紀
の
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
け
る
「
公
平
」
は
、
階
級
社
会
が
事
実
上
解
体
し
て
い
き
、「
国
民
」
が
ひ
ろ
く
租
税
支
払

者
と
し
て
登
場
し
て
き
た
時
代
の
、
受
益
に
応
じ
た
「
公
平
」
な
負
担
へ
の
要
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
垂
直
的
公
平
」
へ
の
大
枠
に

お
け
る
進
展
の
上
で
の
「
水
平
的
公
平
」
論
で
あ
り
、「
垂
直
的
不
公
平

・

・

・

」
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
ス
ミ
ス
の
「
水
平
的
公
平
」
論
と
は
、

二
五
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置
か
れ
た
社
会
状
態
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
世
界
史
的
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
今
後
、「
垂
直
的
公
平
」
は
、
単
に

「
所
得
」
だ
け
で
な
く
「
資
産
」
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
遠
望
さ
れ
、
今
日
の
「
水
平
的

公
平
」
や
「
世
代
間
公
平
」
の
議
論
も
、
大
局
的
に
は
こ
の
方
向
を
踏
ま
え
た
上
で
の
公
平
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
他
な
い
、
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、「
中
立
」
に
つ
い
て
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
け
る
「
中
立
」
原
則
の
定
式
化
は
、
ス
ミ
ス
以
後
の
地
球
的
な
規
模
で
の
世
界
経

済
の
拡
大
を
背
景
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
Ａ
・
Ｈ
・
ワ
グ
ナ
ー
（
一
八
三
五
〜
一
九
一
七
）
が
一
九
世
紀
の
「
公

的
支
出
費
の
上
昇
」
を
見
通
し
て
、
国
民
経
済
の
発
展
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
課
税
へ
の
「
社
会
的
配
慮
」
を
立
言
し
た
こ
と
を
高
く
評

価
し
紹
介
し
て
い
る
（M

usgrave, 142
）。
も
ち
ろ
ん
、「
政
治
」
か
ら
「
経
済
」
を
分
離
さ
せ
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
へ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
」
の
浸
潤
の
防
遏
に
よ
っ
て
国
富
増
大
を
企
図
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
ワ
グ
ナ
ー
や
マ
ス

グ
レ
イ
ブ
が
唱
え
た
「
中
立
」
原
則
は
ス
ミ
ス
も
含
む
経
済
学
者
に
と
っ
て
不
動
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
へ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
干
渉
の
排
除
は
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
お
い
て
侵
し
え
な
い
不
文
律
と
し
て

必
ず
し
も
常
に
聖
別
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
い
て
も
、
確
か
に
一
方
で
は
、「
経
済
的
決
定
に
対
す

る
干
渉
」
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
る
「
効
率
的
な
市
場
」
の
確
保
が
説
か
れ
て
は
い
る
が
（M

usgrave, 235

）、
同
時
に
他
方
で
は
、
も

し
市
場
が
不
完
全
な
ば
あ
い
に
は
「
中
立
」
原
則
は
妥
当
し
な
い
、
と
語
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
効
率
的
な
状
態
の
市
場
に

新
た
に
導
入
さ
れ
る
租
税
は
中
立
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
命
題
は
正
し
い
と
し
て
も
、
す
で
に
歪
ん
で
い
る
市
場
を
匡
正
す
る
た
め
に

導
入
さ
れ
る
租
税
が
中
立
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
述
べ
て
い
る
（M

usgrave, 324 （9
）

）。「
市

場
」
が
超
歴
史
的
に
万
能
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
い
て
も
自
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、「
簡
素
」
に
つ
い
て
。
租
税
支
払
い
が
ひ
ろ
く
「
国
民
」
全
般
に
普
及
し
た
今
日
、
租
税
負
担
を
嫌
悪
す
る
義
務
感
な
き
一

般
大
衆
の
直
接
的
感
情
を
土
壌
に
し
て
、
租
税
徴
集
シ
ス
テ
ム
の
「
簡
素
」
の
原
則
は
、
問
答
無
用
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
批
判
の
鉾
先

は
、
租
税
徴
集
機
構
ば
か
り
で
な
く
、
租
税
支
出
項
目
で
あ
る
立
法
議
員
の
歳
費
・
官
僚
機
構
の
経
費
等
々
を
経
て
、
政
府
機
構
全
体
に

ま
で
及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
そ
の
第
五
番
目
の
項
目
で
、「
租
税
体
系
は
公
正
か
つ
非
恣
意
的
な
税
務
行
政
を
可
能
に
し
、
納
税

者
に
理
解
さ
れ
う
るunderstandable

も
の
で
あ
る
べ
き
だ
」（M

usgrave, 235

）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
、
併
せ
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
納
税
者
が
「
理
解
」
で
き
る
よ
う
に
租
税
体
系
の
公
正
と
税
務
行
政
の
非
恣
意
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
読
め
る
わ
け
だ
が
、「
簡
素
」
化
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
納
税
者
の
課
税
機
構
全
体
へ
の
「
理
解
」
は
、
必
ず
し
も
一
方
的

に
政
府
規
模
縮
減
に
向
か
う
と
は
限
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ス
ミ
ス
は
、「
徴
税
費
の
節
約
」
に
つ
い
て
、「
す
べ
て
の
租
税
は
、
人
民
の
ポ

ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
立
て
る
に
せ
よ
、
ま
た
収
入
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
し
ま
う
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
分
と
国
庫
に
入
る
分
と

の
差・

が
、
で
き
る
だ
け
小
さ
く
な
る
よ
う
に
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
」（S

m
ith, 826

）
と
述
べ
て
、
徴
税
費
用
を
、
国
庫
と
私
的
収
入
の

「
差
」
と
い
う
相
関
関
係
の
位
相
の
中
で
問
題
設
定
し
て
い
た
。
今
後
、
税
務
行
政
か
ら
国
家
機
構
全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
く
納
税

者
の
「
理
解
」
の
深
ま
り
と
と
も
に
、「
簡
素
」
の
原
則
は
、
ど
の
よ
う
な
「
政
府
」
を
つ
く
る
か
と
い
う
議
論
（
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て

は
政
府
規
模
の
拡
大
も
含
み
う
る
）
の
中
で
模
索
さ
れ
て
い
く
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
ミ
ス
か
ら
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
至
る
約
二
〇
〇
年
の
間
に
、
租
税
原
則
論
は
、〝
租
税
論
〞
か
ら
〝
課
税
論
〞
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
ま

た
、
租
税
支
払
い
の
大
衆
化
と
増
大
す
る
財
源
確
保
の
た
め
の
経
済
発
展
へ
の
期
待
は
、「
公
平
」
原
則
が
置
か
れ
た
土
俵
の
転
換
と

「
中
立
」
原
則
の
比
重
の
増
大
、
そ
し
て
「
簡
素
」
原
則
に
お
け
る
新
た
な
論
点
の
胚
胎
と
い
う
、
諸
局
相
を
展
開
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
で
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は
、
発
展
的
状
態
か
ら
安
定
的
状
態
に
移
行
す
る
様
相
を
見
せ
つ
つ
あ
る
今
日
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
中
で
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
の

三
原
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
軸
足
を
ど
の
よ
う
に
移
動
さ
せ
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
と
い
う
、
経
済

学
の
も
う
一
つ
の
古
典
の
篩
の
目
を
潜
ら
せ
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ
．
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
表
層

リ
カ
ー
ド
ウ
の
課
税
論
は
、
モ
ル
ト
税
や
タ
バ
コ
税
や
農
業
用
馬
税
や
、
あ
る
い
は
所
得
税
の
よ
う
な
、
当
時
の
具
体
的
な
税
収
項
目

に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
地
租
・
消
費
税
・
関
税
を
基
幹
と
す
る
歳
入
構
造
そ
の
も
の
を
直
接
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、

ま
と
ま
っ
た
租
税
原
則
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
リ
カ
ー
ド
ウ
が
論
じ
た
の
は
、「
課
税
」
と
い
う
政
治
的
制
度
が
、
金
流
出
制
限
や

穀
物
輸
入
制
限
の
よ
う
な
制
度
的
障
害
と
同
じ
よ
う
に
、
一
国
の
富
と
労
働
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
の
対
比
で
言
え
ば
、「
機
械
の
発
明
」
は
、
一
国
の
富
に
と
っ
て
明
ら
か
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。「
課
税
」
と
「
機
械
」
が
「
富
」

と
「
価
値
」
へ
の
作
用
に
お
い
て
対
極
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
国
内
製
造
業
を
物
質
的
に
改
良
す
る
機
械
・

・

の
発
明
は
、
つ
ね
に
貨
幣
の
相
対
価
値
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
ゆ
え
貨
幣
の
輸
入
を
促
進
す

る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
す
べ
て
の
課
税
・

・

、
つ
ま
り
諸
商
品
の
製
造
業
者
あ
る
い
は
栽
培
業
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
障
害
の
増

加
は
、
貨
幣
の
相
対
価
値
を
引
き
下
げ
、
そ
れ
ゆ
え
貨
幣
の
輸
出
を
促
進
す
る
傾
向
が
あ
る
。」（R

icardo, 214

）

課
税
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
障
害
で
あ
る
、
と
考
え
る
点
で
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
も
ま
た
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
と
同
様
に
、
基
本
的
に
ス
ミ
ス
を
ひ

き
継
い
で
い
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
の
課
税
論
が
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
ス
ミ
ス
が
先
鞭
を
付
け
た
「
富
」
と
い
う
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
領
域
を
、
そ

の
原
理
で
あ
る
「
資
本
」
を
中
心
に
し
て
さ
ら
に
立
体
的
に
組
み
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
富
」
の

二
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い
わ
ば
主
体
的
本
質
で
あ
る
「
資
本
」
に
課
さ
れ
る
租
税
が
回
避
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
言
明
し
て
い
る
。

「
政
府
の
政
策
は
、
人
民
の
中
に
資
本
と
所
得
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
気
質
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
資
本
に
不
可
避
に
か

か
っ
て
く
る
よ
う
な
租
税
は
決
し
て
課
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
租
税
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
労
働
維

持
の
元
本
を
減
損
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
将
来
の
生
産
を
減
少
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。」（R

icardo, 153

）

回
避
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
い
な
が
ら
、
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
結
局
は
租
税
が
資
本
に
も
か
か
っ
て
く
る
、
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
考
え

て
い
る
。
と
は
い
え
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
も
っ
と
も
目
に
付
く
議
論
は
、
租
税
が
す
べ
て
商
品
価
格

に
転
嫁
さ
れ
て
消
費
者
の
「
収
入
」
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
（
し
た
が
っ
て
「
資
本
」
に
直
接
か
か
っ
て
く
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
な
い
）、
と
押

さ
え
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
農
業
部
面
に
課
税
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
農
業
者
は
地
代
支
払
い
の
際
に
そ
の

租
税
分
を
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
い
て
地
代
を
支
払
う
か
ら
農
産
品
価
格
が
上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対

し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
農
産
品
を
特
別
扱
い
せ
ず
、
租
税
は
す
べ
て

・

・

・

商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
、
全
面
的
な
価
格
転
嫁
論
を
対
置

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
原
生
産
物
に
対
す
る
租
税
は
、
地
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
農
業
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
増
加
さ
れ
た
価
格
の
か
た
ち
で
、
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
。」（R

icardo, 157

）

ス
ミ
ス
は
、
租
税
は
最
終
的
な
支
払
い
源
泉
で
あ
る
純
生
産
物
を
産
む
土
地
に
直
接
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ー
ト
の
土
地
単
一
税
に
、
単
純
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
租
税
に
よ
る
農
産
品
価
格
の
上
昇
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
局
は
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
と
同
じ
結
論
（
地
代
に
よ
る
租
税
支
払
い
）
に
陥
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
批
判
的

に
ス
ミ
ス
を
眺
め
て
い
る
。
賃
金
税
を
例
に
取
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
賃
金
税
に
よ
っ
て
製
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造
品
価
格
は
上
昇
し
て
も
農
産
品
価
格
は
上
昇
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
価
格
上
昇
し
た
製
造
品
に
よ
る
賃
金
の
上
昇
が
さ
ら
に
製
造

品
価
格
を
引
き
上
げ
、
こ
う
し
て
、「
ま
ず
賃
金
の
財
貨
に
対
す
る
、
次
に
財
貨
の
賃
金
に
対
す
る
作
用
・
反
作
用
は
、
ど
ん
な
指
定
さ

れ
う
る
制
限
も
な
し
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
、「
地
主
だ
け
に
こ
れ
ら
の
租
税
の
全
負
荷
が
か
か
っ
て
く
る
」
と

い
う
「
馬
鹿
馬
鹿
し
い
結
論
に
導
く
」
こ
と
に
な
る
、
と
（R

icardo, 224

〜25

）。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
避
け
て
、
リ
カ
ー
ド

ウ
は
、
租
税
が
農
産
品
も
含
め
た
す
べ
て
の
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
全
面
的
な
租
税
転
嫁
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
必
需
品
で
あ
れ
奢
侈
品
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
商
品
に
対
す
る
課
税
は
、
貨
幣
が
不
変
の
価
値
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
商
品
の

価
格
を
少
な
く
と
も
租
税
と
同
額
だ
け
引
き
上
げ
る
だ
ろ
う
。」（R

icardo, 243

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
租
税
は
最
初
に
不
公
平
で
な
い
か
ぎ
り
決
し
て
不
公
平
に
は
な
り
え
な
い
」（R

icardo, 186

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
の
無
差
別
性
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
の
主
張
が
、
市
場
の
「
中
立
」
性
の
観
念
と
結
び
つ
き
、
租
税
の

「
中
立
」
原
則
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
容
易
に
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
市
場

（
価
格
プ
ロ
セ
ス
）
の
自
由
は
必
要
と
す
る
人
に
資
本
を
も
っ
と
も
有
効
に
配
分
す
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。

「
一
般
的
繁
栄
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
の
譲
渡
お
よ
び
交
換
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
多
く
の
便
宜
が
与
え
ら
れ
す
ぎ
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
こ
そ
、
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
資
本
が
、
そ
の
国
の
生

産
物
の
増
加
に
も
っ
と
も
有
効
に
資
本
を
使
用
す
る
人
々
の
手
に
入
り
易
く
な
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。」（R

icardo, 154

〜55

）

し
か
し
、
市
場
の
放
任
こ
そ
が
「
資
本
」
の
有
効
配
分
に
通
じ
る
と
読
め
る
こ
の
記
述
が
、
特
定
の
所
得
を
特
別
に
狙
い
撃
ち
に
す
る

よ
う
な
課
税
対
象
の
選
択
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
文
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
ス
ミ
ス
が
推
し
た
敷
地
地
代
や
公
債
利
子
へ
の
特
別
税
は
、
た
と
え
道
徳
的
・
心
情
的
な
支
持
が
得
ら
れ
る
と
し
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て
も
、「
公
正
」
と
い
う
点
で
好
ま
し
く
な
い
、
と
述
べ
て
、
こ
う
反
対
し
て
い
る
。

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
敷
地
地
代
を
課
税
の
た
め
に
特
に
適
し
た
物
件
と
み
な
し
て
い
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
租
税
の
効
果
が
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
社
会
の
あ
る
特
定
階
級
の
収
入
に
排
他

的
に
課
税
す
る
の
は
、
確
か
に
非
常
に
不
公
正unjust

で
あ
ろ
う
。
国
家
の
負
担
は
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
力
に
比
例
し
て

担
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（R

icardo, 203

〜4

）

そ
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
原
生
産
物
に
対
す
る
租
税
は
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
引
き
下
げ
る
が
、
地
主
や
公
債
所

有
者
の
よ
う
な
「
固
定
的
所
得
」
の
享
受
者
の
所
得
は
無
税
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
る
か
ら
不
公
平
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

も
し
そ
の
よ
う
な
不
公
平
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
殺
税
を
課
し
て
事
後
的
に
調
整
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
も
述

べ
て
い
る
。
価
格
プ
ロ
セ
ス
が
潜
在
さ
せ
る
「
不
公
平
」
性
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
明
瞭
に
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
租
税
の
作
用
が
不
公
平
な
ら
ば
、
立
法
府
は
、
土
地
の
地
代
お
よ
び
公
債
の
配
当
金
に
直
接
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
公
平
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
私
事
を
詮
索
し
た
り
、
自
由
国
の
慣
習
と
感
情
に
も
と
る
権
力
を

収
税
吏
に
与
え
た
り
す
る
と
い
う
、
い
ま
わ
し
い
手
段
に
訴
え
る
不
便
な
し
に
、
所
得
税
の
す
べ
て
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

（R
icardo, 160

〜61

）

以
上
を
通
し
て
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
が
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
を
支
持
す
る
の
は
、
経
済
的
な
「
公
平
」
性
が
も
た
ら
さ

れ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
無
差
別
性
に
よ
っ
て
「
所
有
」
に
対
す
る
政
治
的
な
「
中
立
」
性
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
各
人
の
私
事
の
詮
索
を
ひ
き
起
こ
し
「
所
有
」
侵
害
に
繋
が
る
懼
れ
が
あ
る
課
税
対
象
の
事
前
的
な
選
択
は
回
避
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
前
提
の
上
で
こ
そ
資
本
も
有
効
に
配
分
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
が
リ
カ
ー
ド
ウ
の
基
本
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
租
税
額
分
だ
け
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
価
格
プ
ロ
セ
ス
は
、「
資
本
」
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
「
課
税
」
を
ぶ
つ
け
た
と
き
、
農
業
部
面
で
あ
る
か
製
造
業
部
面
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
被
課
税
商

品
の
価
格
上
昇
が
生
じ
る
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
押
さ
え
た
が
、
こ
の
全
面
的
な
租
税
転
嫁
論
と
資
本
配
分
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連
は
ど
う
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
論
じ
よ
う
。

Ⅳ
．
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
深
層

リ
カ
ー
ド
ウ
が
『
原
理
』
の
表
題
を
、
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
「
租
税T

axes

」
で
な
く
て
「
課
税T

axation

」
と
し
た
こ
と
は
、
リ
カ
ー

ド
ウ
が
租
税
を
、
租
税
支
払
者
で
は
な
く
て
租
税
徴
集
者
の
目
線
か
ら
論
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
租
税
は
ひ
と
ま

ず
す
べ
て
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
課
徴
に
際
し
て
の
課
税
項
目
の
選
別
は
厳
し
く
拒
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

租
税
徴
集
者
の
出
る
幕
は
な
い
。
こ
れ
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
に
ま
と
ま
っ
た
租
税
原
則
論
が
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

確
か
に
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
課
税
の
選
択
を
退
け
て
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
に
依
拠
す
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
で
見
た
よ

う
に
、
そ
の
ば
あ
い
に
リ
カ
ー
ド
ウ
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
課
税
選
択
に
よ
っ
て
資
本
配
分
に
人
為
的
な
影
響
を
も
ち
込
む
よ
り

も
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
が
具
え
て
い
る
無
差
別
性
に
依
拠
す
る
方
が
（
所
有
へ
の
侵
害
が
回
避
で
き
る
か
ら
）
ベ
タ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
い

わ
ば
政
治
的
な
理
由
で
あ
っ
て
、
価
格
プ
ロ
セ
ス
（
市
場
）
が
資
本
の
最
適
配
分
を
も
た
ら
す
と
い
う
経
済
的
な
理
由
で
は
必
ず
し
も
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
経
済
的
攪
乱
に
つ
い
て
さ
え
も
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
語
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
賃
金
税
の
よ
う
に
す
べ
て
の
商
品
に
一
律
に
か
か
っ
て
く
る
租
税
は
、
諸
商
品
の
相
対
価
値
を
修
正
す
る
た

め
に
立
法
府
の
意
図
と
は
異
な
る
「
間
接
的
効
果
」
を
も
た
ら
す
、
と
述
べ
て
い
る
。
各
事
業
部
面
の
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
構
成
比

三
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率
の
相
違
が
、
租
税
賦
課
に
対
し
て
異
な
っ
た
比
率
で
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
に
お
い
て
市
場
は
、

資
本
配
分
に
作
用
す
る
能
動
的
な
原
因
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
受
動
的
な
結
果
と
い
う
べ
き
位
置
も
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
課
税
が
、
す
べ
て
の
商
品
の
価
値
に
同
じ
比
率
で
作
用
し
て
、
そ
れ
ら
の
商
品
を
従
前
ど
お
り
同
じ
相
対
価
値
に
保
つ
よ
う
に
公
平

に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
間
接
的
効
果
の
た
め
に
、
立
法
府
の
意
図
と
は
非
常

に
異
な
っ
て
作
用
す
る
。」（R

icardo, 239

）

租
税
は
市
場
に
お
い
て
商
品
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
既
存
の
資
本
構
成
に
応
じ
て
価
格
の
上
昇
率
に
歪
み
が
生
じ
て
く
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
に
お
け
る
市
場
は
資
本
配
分
の
原
因
と
い
う
よ
り
も
受
動
的
な
結
果
で
あ
る
、
と
述
べ
た
所
以

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
が
も
つ
意
味
は
、
Ｊ
│

Ｂ
・
セ
イ
（
一
七
六
七
〜
一
八
三
二
）
に
対
す
る
リ
カ
ー
ド
ウ
の
批
判
を
通
し
て
、
よ
り

明
瞭
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
『
原
理
』
の
随
所
で
、
セ
イ
の
〝
需
給
説
〞
を
批
判
し
て
〝
生
産
費
説
〞
を
主
張
し
て
い
る
。
セ
イ

は
、
租
税
に
よ
っ
て
商
品
価
格
が
上
昇
す
る
が
、
租
税
の
全
額
が
商
品
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
「
発

射
す
る
弾
丸
に
作
用
す
る
と
同
時
に
後
退
さ
せ
る
銃
身
に
も
作
用
す
る
火
薬
の
力
」
の
よ
う
に
、
商
品
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
、
商
品
需
要

が
萎
縮
し
そ
れ
に
応
じ
て
商
品
供
給
も
縮
減
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
租
税
は
消
費
者
に
か
か
る
だ
け
で
な
く
、
供
給

を
縮
小
す
る
生
産
者
に
も
か
か
っ
て
く
る
、
と
述
べ
た
（S

ay, 1018
）。
こ
れ
に
対
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
確
か
に
個
々
の
商
品
に
関
し

て
は
セ
イ
の
言
う
通
り
だ
が
、
一
国
の
レ
ベ
ル
で
は
商
品
需
要
と
商
品
供
給
が
全
体
と
し
て
減
少
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
租
税
は

商
品
価
格
に
転
嫁
さ
れ
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
理
論
枠
は
堅
持
さ
れ
、〝
需
給
説
〞
で
な
く
〝
生
産
費
説
〞
が
貫
徹
す
る

こ
と
に
な
る
、
と
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
（cf. R

icardo, 243, 383

）。
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こ
の
議
論
は
、
以
下
の
引
用
文
と
併
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
も
し
租
税
賦
課

が
、
利
潤
税
の
よ
う
に
全
商
品
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
商
品
の
価
格
が
全
般
的
に
上
昇
し
、
す
る
と
、
消
費
者
は
お
互
い
に
価

格
上
昇
し
た
商
品
を
購
買
し
合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
価
格
上
昇
分
は
相
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
価
格
に
転
嫁
し
た
租
税
は
消
費
者

に
よ
っ
て
は
支
払
わ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。

「
も
し
彼
ら
が
す
べ
て
、
利
潤
に
関
す
る
租
税
の
引
き
当
て
の
た
め
に
彼
ら
の
財
貨
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

彼
ら
は
す
べ
て
お
互
い
の
商
品
の
消
費
者
な
の
だ
か
ら
租
税
は
け
っ
し
て
支
払
わ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
も
し
す
べ
て
の
者
が
補
償
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
誰
が
納
税
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」（R

icardo, 226

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
租
税
を
価
格
に
転
嫁
し
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
市
場
プ
ロ
セ
ス
が
機
能
麻
痺
す
る
こ
と
に
、
言
及
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
セ
イ
の
ば
あ
い
に
は
、
租
税
に
よ
る
商
品
価
格
の
上
昇
は
商
品
の
需
要
と
供
給
を
縮
減
さ
せ
資
本
移
動
を
ひ
き
起
こ

す
と
い
う
よ
う
に
、
市
場
は
あ
く
ま
で
有
効
に
機
能
す
る
能
動
的
な
主
体
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
の
ば
あ

い
に
は
、
租
税
を
商
品
価
格
に
転
嫁
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
市
場
は
有
効
に
作
動
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
商
品
価
格
へ
の

転
嫁
が
進
行
し
価
格
転
嫁
が
全
面
化
す
る
に
つ
れ
て
市
場
の
効
果
は
逆
に
希
薄
と
な
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
消
費
者
に
よ
っ
て
租
税
が
負

担
さ
れ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
臨
界
点
の
出
現
を
迎
え
る
に
至
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
に
お
い
て
「
生
産
者
」

が
登
場
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供
給
の
減
少
を
直
ち
に
「
生
産
者
」
に
よ
る
負
担
へ

と
結
び
つ
け
る
セ
イ
の
平
面
的
な
議
論
と
は
違
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
需
要
も
供
給
も
減
少
せ
ず
租
税
が
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
と
い
う

枠
組
み
は
動
か
さ
ず
に
お
い
た
ま
ま
で
、「
消
費
者
」
に
よ
る
租
税
負
担
の
不
可
能
（
生
産
者
に
よ
る
租
税
負
担
）
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
の
下
で
は
、「
消
費
者
」
と
「
生
産
者
」
は
セ
イ
の
よ
う
に
同
一
平
面
に
横
並
び
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
価
格
プ
ロ

三
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セ
ス
の
い
わ
ば
表
層
と
深
層
に
位
相
を
異
に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
租
税
は
生
産
者
の
「
資
本
」
と
消
費
者
の
「
収
入
」

に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
述
べ
た
、『
原
理
』
課
税
論
の
冒
頭
章
（
第
八
章
）
の
以
下
の
一
文
は
、
こ
の
論
脈
で
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
租
税
は
、
一
国
の
土
地
と
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
、
政
府
の
自
由
処
分
に
任
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
そ
の
国

の
資
本
・

・

か
収
入
・

・

の
ど
ち
ら
か
か
ら
支
払
わ
れ
る
。」（R

icardo, 150

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
機
能
麻
痺
す
る
市
場
を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
カ
ー
ド
ウ
の
視
座
は
、
恐
ら
く
、
彼
の
歴
史
認

識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、『
原
理
』
第
四
章
「
自
然
価
格
と
市
場
価
格
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
市
場
価
格
が
自
然
価

格
を
下
回
れ
ば
資
本
が
移
出
し
、
自
然
価
格
を
上
回
れ
ば
資
本
が
移
入
し
て
く
る
と
い
う
、
資
本
移
動
を
伴
う
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
「
原

理
」（
こ
れ
は
資
本
配
分
に
も
通
じ
て
い
く
）
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
、「
活
動
的
で
あ
る
」
は
ず
の
こ
の
「
原
理
」
が
作
動

せ
ず
「
資
本
家
」
が
「
自
分
の
場
所
」
を
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
ず
に
混
迷
し
て
い
る
「
例
外
」
的
な
自
ら
の
時
代
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

「
資
本
を
各
事
業
に
ま
さ
に
要
求
さ
れ
る
額
だ
け
配
分
す
る
原
理
は
、
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
以
上
に
活
動
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。
…
…
﹇
し
か
し
な
が
ら
﹈
現
在
は

・

・

・

、
こ
の
所
見
の
正
当
さ
に
対
す
る
例
外
・

・

の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
争
の
終

結
が
、
以
前
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
て
い
た
雇
用
の
分
割
を
あ
ま
り
に
も
撹
乱
し
た
の
で
、
ど
の
資
本
家
も
、
今
必
要
に
な
っ
た
新
た
な

分
割
の
中
に
自
分
の
場
所
を
ま
だ
見
つ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」（R

icardo, 90

）

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
「
租
税
」
と
い
う
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
ぶ
つ
け
て
み
る
こ
と
を
通
し
て
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
表
層
の
「
収
入
」
の
領
域
の
深
層
に
「
資
本
」
の
領
域
を
並
走
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
以
上
の
よ
う
に

し
て
抉
り
出
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
両
層
の
間
を
走
り
抜
け
て
い
く
価
格
プ
ロ
セ
ス
が
展
開
す
る
場
と
し
て
の
「
市
場
」
は
、
資
本

三
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に
対
す
る
能
動
的
な
外
貌
を
も
ち
つ
つ
も
、
実
は
、
既
存
の
投
資
構
造
に
深
く
捕
ら
え
ら
れ
た
受
動
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
ま

た
、
租
税
の
商
品
価
格
へ
の
転
嫁
が
全
面
化
し
て
い
っ
た
い
わ
ば
そ
の
絶
頂
に
お
い
て
租
税
転
嫁
の
不
可
能
に
急
転
す
る
と
い
う
叙
述
展

開
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、〝
中
立
〞
的
で
無
差
別
的
な
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
潜
在
す
る
〝
市
場
停
止
〞
へ
の
リ
カ
ー
ド
ウ
の
視
座
を

読
み
取
っ
た
。
市
場
が
機
能
麻
痺
し
資
本
が
低
迷
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
今
日
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
考
え
る
上
で
、

リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
理
論
的
可
能
性
は
大
き
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅴ
．
今
日
の
租
税
原
則
論

租
税
原
則
は
、
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
各
原
則
の
課
題
は
も
と
よ
り
、
ど
の
原
則
に
比
重
が
置
か
れ
る
か
も
、
時
代
と
と

も
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
課
税
の
実
際
に
お
い
て
は
、「
公
平
が
行
政
上
の
複
雑
さ

を
必
要
と
し
て
中
立
性
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
租
税
政
策
の
調
整
の
た
め
の
利
用
が
公
平
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
」
か

ら
、
諸
原
則
間
の
「
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
」
は
免
れ
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
（M

usgrave, 235

）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
複
数
の
「
原

則
」
が
存
在
す
る
以
上
は
避
け
難
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
が
担
っ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を

押
さ
え
、
現
代
に
お
け
る
三
原
則
の
重
心
の
在
り
か
の
再
確
定
を
通
じ
て
、
適
切
な
組
み
合
わ
せ
を
選
び
取
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

リ
カ
ー
ド
ウ
の
時
代
と
同
様
に
〝
資
本
混
迷
〞
の
様
相
を
見
せ
る
今
日
、
三
原
則
は
ど
う
読
み
解
い
て
い
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
、「
公
平
」
の
原
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
階
級
社
会
の
世
界
史
的
解
体
と
と
も
に
、
今
後
、「
垂

直
的
公
平
」
の
さ
ら
な
る
進
展
が
予
想
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
「
水
平
的
公
平
」
の
進
展
に
直
結
す
る
も
の
で

は
な
い
。「
垂
直
的
不
公
平
」
の
解
体
は
、
こ
れ
ま
で
階
級
社
会
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
き
た
所
得
と
資
産
の
格
差
を
一
気
に
社
会
の

三
六
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表
面
に
噴
出
さ
せ
、「
水
平
的
」
な
〝
格
差
〞
を
（
目
に
見
え
る
レ
ベ
ル
で
）
拡
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
「
公

平
」
原
則
は
、「
公
平
」
と
「
不
公
平
」
が
こ
の
よ
う
に
交
錯
す
る
中
で
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、「
公
平
」
で
あ
る
か
「
不
公
平
」
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
か
ら
、「
不
公
平
感・

」
が
な
い
か
あ
る
か
と
い
う
主
観
的
な
基
準
に
、

「
公
平
」
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
が
比
重
を
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
確
か
に
、
今
日
、「
公
平
」
で
あ
る
か

「
不
公
平
」
で
あ
る
か
は
結
果
で
あ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る
「
条
件
」
の
平
等
が
あ
れ
ば
結
果
の
不
平
等
は
自
己
責
任
と
し

て
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
心
情
が
、
若
者
を
中
心
に
ひ
ろ
く
行
き
渡
り
つ
つ
あ
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
か
つ
て
封
建
社
会
で
は
、
租

税
支
払
い
義
務
を
遂
行
す
る
一
部
の
富
裕
者
に
限
ら
れ
て
い
た
「
所
有
」
と
「
自
由
」
の
観
念
が
、
い
ま
や
大
衆
化
し
国
民
一
般
の
レ
ベ

ル
に
（
主
観
的
に
せ
よ
）
着
床
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な
発
展
と
と
も
に
、
間
違
い
な
く
加
速
・
増
幅
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
各
個
人
の
レ
ベ
ル
だ

け
で
な
く
、
相
続
時
の
世
代
間
レ
ベ
ル
で
の
「
条
件
」
の
格
差
に
対
し
て
も
、「
不
公
平
感
」
を
嫌
う
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
の
視
線
が
サ
イ

バ
ー
空
間
を
飛
び
交
う
こ
と
に
な
る
。
特
定
の
諸
個
人
（
も
し
く
は
一
族
）
に
よ
る
「
条
件
」
の
独
占
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
く

社
会
的
雰
囲
気
の
中
で
、
今
後
の
「
公
平
」
原
則
は
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
（
10
）

。

第
二
に
、「
中
立
」
の
原
則
に
つ
い
て
。
市
場
は
必
ず
し
も
「
市
場
の
不
完
全
性
」
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
マ
ス
グ

レ
イ
ブ
の
立
言
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
、
例
え
ば
Ｐ
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
よ
う
に
、「
市
場
」
の
外

側
に
「
倫
理
」
的
な
規
準
を
設
け
て
、「
再
分
配
」
に
よ
る
「
社
会
的
福
祉
」
の
改
善
を
立
言
す
る
の
も
、
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
は
あ
る

だ
ろ
う
（
11
）

。
し
か
し
、
リ
カ
ー
ド
ウ
の
よ
う
に
、
す
で
に
何
ら
か
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
の
内
側
に
踏
み
留
ま
り
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
そ
の
も
の
の
機
制
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
理
論
態
度
も
ま
た
、
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ

三
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り
う
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
最
近
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
死
荷
重deadw

eight loss

」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

概
念
は
、
租
税
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
市
場
の
非
効
率
が
も
た
ら
す
追
加
的
な
超
過
負
担
の
こ
と
だ
が
（cf. K

rugm
an, 2005

﹇2004

﹈, 

p.102; 

訳
一
二
四
頁
）、「
死
」
と
い
う
語
を
含
む
た
め
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
か
、
財
政
学
の
分
野
を
除
け
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
が
『
経
済

学
』
第
八
版
（
一
九
七
〇
年
）
で
こ
の
語
の
記
述
を
大
幅
に
拡
充
し
た
の
を
例
外
と
し
て
（cf. S

am
m
uelson, 1970

﹇1955

﹈, p.438; 

訳
七
四
四

頁
、
お
よ
びS

am
m
uelson, 1967

）、
経
済
学
の
教
科
書
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
十
年
位
の
間
に
状

況
が
一
変
し
て
、
今
日
で
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
で
、「
中
立
」
原
則
に
結
び
つ
け
て
「
死
荷
重
」
が
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
12
）

。

動
く
車
両
は
停
止
時
に
死
重
（dead w
eight

）
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
だ
が
、
市
場
が
機
能
麻
痺
し
資
本
の
停
止
も
し
ば
し
ば
表
面
化
し

て
い
る
今
日
、
こ
の
概
念
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
今
後
、「
中
立
」
原
則
は
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
を
真
正
面
か
ら
問
題
設
定
す
る
リ
カ
ー
ド
ウ
の
ス
タ
ン
ス
を
範
と
し
つ
つ
、
動
く
資
本
の
〝
重
さ
〞
の
析
出
と
い
う
新
し
い
理
論
領

域
を
開
拓
さ
せ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
（
13
）

。

第
三
に
、「
簡
素
」
の
原
則
に
関
連
し
て
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
こ
の
原
則
を
納
税
者
の
「
理
解
」
と
結
び

つ
け
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、「
簡
素
」
原
則
が
「
政
府
」
形
成
の
議
論
へ
と
進
展
し
て
い
く
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
Ｊ
・

Ｊ
・
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
、「
政
府
」
を
、
主
権
者
と
人
民
の
「
中
間
団
体
」
と
し
て
掴
み
、《
主
権
者
：
政
府
＝
政

府
：
人
民
》
と
い
う
連
比
の
喩
え
に
よ
っ
て
、「
臣
民
と
主
権
者
と
の
間
に
そ
の
相
互
の
交
通
の
た
め
に
確
立
さ
れ
、
法
の
執
行
と
市
民

的
・
政
治
的
な
自
由
の
維
持
を
負
う
中
間
的
な
団
体
」
と
し
て
の
「
政
府
」
を
問
題
設
定
し
よ
う
と
し
た
（R

ousseau, 1971

﹇1762

﹈, 
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pp.539

〜42; 

訳
八
三
〜
九
〇
頁
）。
ま
た
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
の
中
で
、
主
権
の
行
使
を
、

立
法
議
員
を
選
挙
す
る
権
利
と
、
行
政
を
担
当
す
る
内
閣
を
組
織
す
る
権
利
と
に
分
け
、
通
常
の
《
前
者
↓
後
者
》
で
な
く
《
後
者
↓
前

者
》
へ
と
手
続
き
を
あ
え
て
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
民
主
主
義
」
の
実
質
化
を
図
ろ
う
と
し
た
（S

chum
peter, 1942, p.269; 

訳

四
二
九
〜
三
〇
頁
）。

今
日
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
課
題
が
、
も
は
や
単
な
る
政
治
権
力
の
位
置
の
交
代
だ
け
で
は
な
く
て
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
決
定
的
に
重
要
で

は
あ
る
の
だ
が
）、
行
政
の
実
行
組
織
と
し
て
の
官
僚
制
度
の
改
編
も
含
む
、
政
府
機
構
全
体
に
多
層
的
な
改
革
の
意
思
決
定
を
い
か
に
現

実
的
に
刻
み
込
ん
で
い
く
か
に
あ
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
痛
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
や
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
語
っ
た

「
政
府
」
が
、
い
ま
や
根
底
的
に
重
要
な
課
題
と
し
て
照
明
を
浴
び
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
後
、「
簡
素
」
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
行
政
コ
ス
ト
と
政
府
規
模
の
縮
小
の
方
向
だ
け
で
な
く
、
納
税
者
の
政
府
に
つ
い
て
の

「
理
解
」
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
よ
う
な
情
報
収
集
力
の
向
上
の
面
で
も
展
開
さ
れ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
建
て
前
と
し
て
の
情
報
公
開

に
守
ら
れ
つ
つ
、
行
政
当
局
の
下
に
一
括
集
中
し
て
い
る
原
デ
ー
タ
を
、
望
ま
し
い
政
府
の
内
実
と
規
模
を
照
ら
し
出
す
よ
う
に
仕
分
け

し
実
効
あ
る
政
策
資
料
へ
と
仕
立
て
上
げ
て
い
け
る
よ
う
な
、
よ
り
良
質
な
政
府
情
報
と
し
て
い
か
に
引
き
出
し
て
く
る
か
と
い
う
、
納

税
者
の
情
報
請
求
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
14
）

。

ス
ミ
ス
の
時
代
以
来
、
租
税
原
則
が
置
か
れ
た
歴
史
的
位
相
は
大
き
く
変
動
し
、
今
日
な
お
変
動
し
つ
つ
あ
る
。「
公
平
」
原
則
が
対

象
と
す
る
社
会
的
基
盤
は
大
衆
化
し
、
新
た
な
次
元
で
の
「
所
有
」
の
確
立
が
出
現
し
た
。
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
無
限
の
増
大
に
支
え
ら
れ
た

市
場
原
理
の
下
で
の
「
中
立
」
原
則
は
、
頻
発
す
る
「
市
場
の
不
完
全
性
」
に
直
面
し
て
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
〝
重
さ
〞

そ
の
も
の
を
問
題
の
中
心
に
据
え
て
再
考
さ
れ
る
気
配
を
見
せ
て
い
る
。「
簡
素
」
原
則
は
、
行
政
規
模
の
縮
小
の
み
を
追
求
す
る
矮
小

三
九
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な
枠
組
み
か
ら
、「
政
府
」
全
般
に
関
わ
る
租
税
情
報
の
「
理
解
」
の
深
ま
り
へ
と
、
言
説
の
重
心
を
移
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
、
エ
コ

ノ
ミ
ー
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
再
組
織
を
課
題
と
し
て
き
た
経
済
学
の
古
典
の
眼
を
通
し
て
、
今
日
の
そ
の
よ
う
な
萌
芽
的
な
動
向
の
一
端

を
書
き
留
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

本
稿
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
の
は
、R

icardo 

（1951

﹇1817

﹈）、S
m
ith 

（1976

﹇1776

﹈）、M
usgrave 

（1980

﹇1973

﹈）、
お
よ
び
、S

ay 

（2006

﹇1803

﹈）
で
あ
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
著
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、（R

icardo, 

×
×
×
）（S

m
ith, 

×
×
×
） 

（M
usgrave, 

×
×
×
）（S

ay, 

×
×
×
）
の
よ
う
に
略
記
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
尚
、
文
中
、（
…
…
）
は
中
略
を
示
す
。
傍
点
お
よ
び
﹇　
　

﹈

は
、
す
べ
て
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

諏
訪
園
、
二
〇
一
一
、
一
四
〜
一
五
頁
。

（
3
） 

佐
藤
、
二
〇
〇
六
、
三
〜
四
頁
お
よ
び
一
四
頁
参
照
。

（
4
） 

馬
場
啓
之
助
は
『
経
済
学
原
理
』
の
「
訳
者
解
題
Ａ
」
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
一
方
に
お
い
て
経
済
学
の
基
本
的
な
問

題
は
経
済
社
会
の
有
機
的
成
長
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
確
信
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
経
済
分
析
に
新
し
い
数
理
解
析
的
な
用
具

を
導
入
し
、
純
粋
理
論
を
展
開
す
る
道
を
開
い
た
。
古
典
派
のpolitical econom

y

に
代
え
てeconom

ics

と
い
う
概
念
を
は
じ
め
て
つ
か
っ
た
の

は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
っ
た
。」（
馬
場
、
一
九
六
五
、
二
九
六
頁
）

（
5
） 

「
公
的
領
域
と
私
的
領
域
、
ポ
リ
ス
の
領
域
と
家
族
の
領
域
、
そ
し
て
共
通
世
界
に
関
連
す
る
諸
活
動
と
生
命
の
維
持
に
関
連
す
る
諸
活
動

│
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
も
の
の
間
の
決
定
的
な
区
別
は
、
古
代
の
政
治
思
想
が
す
べ
て
自
明
の
公
理
と
し
て
い
た
区
別
で
あ
る
。
…
…
古
代

の
思
想
に
従
え
ば
『
政
治
経
済political econom

y

』
と
い
う
用
語
は
用
語
矛
盾
で
あ
っ
た
。」（A

rendt, 1958, pp.28

〜29; 

訳
四
九
〜
五
〇
頁
）

（
6
） R
obert, 1978, p.600

、
お
よ
び
、
小
林
昇
、
一
九
八
九
、
八
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
） 

し
た
が
っ
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
後
の
時
代
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
流
通
や
市
場
の
分
野
に
限
定
さ
れ
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
。

試
み
に
手
近
の
英
和
辞
典
を
ひ
い
て
み
れ
ば
、‘the econom

y of nature ’

や‘the econom
y of plant ’

と
い
う
用
例
が
出
て
く
る
。
前
者
は
、「
自

四
〇
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然
界
の
理
法
」
と
訳
さ
れ
、
後
者
は
、
植
物
が
花
を
つ
け
・
実
を
結
び
・
種
子
が
地
に
落
ち
・
芽
が
出
・
茎
が
伸
び
・
葉
が
茂
り
・
花
が
咲
く
と
い

う
植
物
の
生
命
循
環
の
意
味
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
自
然
の
摂
理
（
秩
序
だ
っ
た
動
き
）」
に
近
い
意
味
で
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
て
い
る
（
研
究
社
、
一
九
六
〇
年
、
五
四
九
頁
）。

（
8
） 
例
え
ば
、
Ｗ
・
ピ
ッ
ト
が
一
七
九
九
年
に
戦
費
調
達
の
た
め
に
創
設
し
た
「
所
得
税
」
は
、
納
税
者
が
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
納
税
総
額
の

九
割
近
く
が
所
得
額
二
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
中
産
階
級
（
人
口
の
〇
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
（
佐
藤
、
二
〇
〇
六
、

一
二
頁
、
三
五
頁
）、
同
様
に
、
日
本
に
お
け
る
明
治
二
〇
年
創
設
の
所
得
税
も
、
年
所
得
三
〇
〇
円
以
上
の
高
額
所
得
者
一
二
万
人
に
賦
課
さ
れ

た
や
は
り
富
裕
者
税
で
あ
っ
た
（
高
木
、
二
〇
〇
七
、
一
七
〜
二
〇
頁
）。

（
9
） 

「
超
過
負
担
を
避
け
る
た
め
に
租
税
は
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
は
、
租
税
が
存
在
し
な
け
れ
ば
効
率
的
な
市
場
に
租
税
が

導
入
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
に
立
脚
し
て
い
る
。
民
間
部
門
に
お
け
る
市
場
の
不
完
全
性

・

・

・

・

・

・

・m
arket im

perfections

を
是
正
す
る
た
め
に
租
税
が
利
用

さ
れ
る
場
合
に
は
、
中
立
性
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
は
当
て
は
ま
ら
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。」（M
usgrave, 324

）

（
10
） 

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
Ｂ
・
フ
ェ
イ
ラ
ー
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
「
四
つ
の
自
由
」（
言
論
の
自
由
・
信
仰
の
自
由
・
飢

餓
か
ら
の
自
由
・
恐
怖
か
ら
の
自
由
）
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
自
由
で
束
縛
さ
れ
な
い
「
つ
な
ぐ
自
由
」
を
「
第
五

の
自
由
」
と
呼
び
、
ネ
ッ
ト
世
代
の
匿
名
の
横
の
繋
が
り
が
二
〇
一
一
年
の
エ
ジ
プ
ト
の
ム
バ
ラ
ク
政
権
倒
壊
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
し
て
い
る
（F
eiler, 2011, pp.137

〜38
）。

（
11
） 

「
倫
理
体
系

・

・

・

・

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
、
再
分
配

・

・

・

を
は
か
る
税
制
に
よ
っ
て
社
会
的
福
祉

・

・

・

・

・

を
改
善
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
そ
う
だ
」（S
am
uelson, 1980, p.436; 

訳
四
九
一
頁
）。
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
ま
た
、「
環
境
や
安
全
性
に
か
ん
す
る
政
府
に
よ
る
統
制
規
則
は
、

…
…
慣
習
的
な
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
お
い
て
失
う
も
の
を
Ｎ
Ｅ
Ｗ
に
お
い
て
取
得
す
る
」
と
も
述
べ
て
、「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
（
経
済
純
福
祉
）」
と
い
う
規
準
に
よ
る

「
政
府
に
よ
る
統
制
規
制
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
も
お
こ
な
っ
て
い
る
（ibid

, p.748; 

訳
八
五
〇
頁
）。

（
12
） 

例
え
ば
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
は
『
ミ
ク
ロ
経
済
学
』
の
第
二
版
（
一
九
九
七
年
）
と
第
三
版
（
二
〇
〇
二
年
）
の
間
で
、「
死
荷
重
」
に
つ
い

て
の
記
述
を
大
幅
に
拡
充
し
て
い
る
（S

tiglitz, 2002, pp.206

〜7; 

訳
二
九
八
〜
三
〇
二
頁
、cf. S

tiglitz, 1997

）。
マ
ン
キ
ュ
ー
に
至
っ
て
は
、

「
死
荷
重
」
の
概
念
が
、
図
表
を
使
っ
て
丹
念
に
解
説
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
関
税
や
独
占
の
よ
う
な
よ
り
応
用
的
な
レ
ベ
ル
で
も
展
開
・
検
討
さ

四
一
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れ
、
さ
ら
に
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
連
で
マ
ク
ロ
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（M

ankiw
, 2004

）。

（
13
） 

古
典
経
済
学
の
研
究
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
羽
鳥
卓
也
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
穀
物
輸
入
を
め
ぐ
っ
て
マ
ル
サ
ス
が
示
し
た
物
価
下
落
の

「
重
い
負
担deadening-w

eight

」
へ
の
懸
念
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
、
紹
介
し
て
お
こ
う
（
羽
鳥
、
二
〇
一
二
、
九
頁
）。

（
14
） 
伊
藤
正
純
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
租
税
制
度
へ
の
国
民
の
信
頼
度
の
高
さ
が
租
税
情
報
の
可
視
化
（「
見
え
る
化
」）
と
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
を
、
二
〇
ク
ロ
ー
ナ
（
約
三
〇
〇
〇
円
）
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
階
層
別
の
税
負
担
率
の
一
覧
表
や
年
齢
別
の
負
担
・
受
益
を
一
望
表
示
す
る

図
表
デ
ー
タ
の
よ
う
な
、
実
際
に
作
成
し
う
る
情
報
公
開
資
料
の
具
体
的
な
紹
介
を
通
し
て
、
解
明
し
て
い
る
（
伊
藤
、
二
〇
一
二
）。
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