
　
　
　
　
公
共
財
の
理
論
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
ｌ

サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
‥
‥
‥
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
所
説
を
中
心
に
ｌ
ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
沢
　
　
健
　
　
市

　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
通
常
の
競
争
的
市
場
経
済
理
論
で
扱
か
わ
れ
る
消
費
財
は
、
そ
の
各
単
位
が
、
特
定
の
個
人
に
よ
っ
て
の
み
消
費
さ
れ
る
財
と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
多
数
の
消
費
者
の
消
費
を
同
時
に
み
た
す
財
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
一
個
人
の
消
費
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
消
費
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
性
質
を
持
っ
た
財
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
般
に
こ
の
よ
う
な
財
は
「
公
共
財
（
p
u
b
l
i
c

g
o
o
d
s
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
最
近
の
欧
米
諸
国
に
お
け
る
公
共
支
出
の
理
論
に
関
す
る
最
も
興
味
あ
る
発
展
の
一
つ
は
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
（
ｐ
.

A
.
S
a
m
u
e
l
s
o
n
）
と
マ
ス
グ
ン
イ
ブ
（
R
.A
.
M
u
s
g
r
a
v
e
）
と
に
よ
る
公
共
財
理
論
に
関
す
る
一
連
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と

し
て
、
様
々
な
発
展
・
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
公
共
財
の
理
論
に
つ
い
て
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公
共
財
の
理
論
に
つ
い
て

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
公
共
財
の
特
性
を
等
量
消
費
（
あ
る
い
は
共
同
消
費
（
j
o
i
n
t

c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
已
）
と
み
な
し
、
リ
ン
ダ
ー
ル

（
E
.
L
i
n
d
a
h
ご
乙
斑
の
「
部
分
均
衡
解
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
困
難
心
ご
を
避
け
る
た
め
に
、
一
般
均
衡
理
論
の
枠
組
の
中

で
、
厚
生
経
済
学
の
分
析
用
具
を
用
い
、
私
的
財
と
公
共
財
と
の
間
の
最
適
資
源
配
分
の
決
定
と
、
社
会
厚
生
関
数
（
s
o
c
i
a
l

w
e
l
f
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
昌
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
分
配
と
を
同
時
に
決
定
し
て
い
る
。

　
他
方
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
一
般
均
衡
理
論
の
観
点
か
ら
分
析
を
展
開
す
る
が
「
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
私
的
財
と
公
共
財
と
の
間
で

の
資
源
の
配
分
に
お
か
れ
「
分
配
は
、
初
め
に
「
適
正
な
分
配
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
デ
ル
で
は

決
定
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
で
は
、
資
源
配
分
と
所
得
分
配
と
の
問
題
は
「
同
時
に
扱
か
わ
れ
て
い
る
が
「
　
マ

ス
グ
レ
イ
ブ
で
は
「
二
つ
の
問
題
は
「
分
離
し
て
扱
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
と
の
見
解
に
は
、
あ
る
点
で
は
同
意
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
分
配
に

関
し
て
は
、
現
在
も
な
お
相
人
れ
な
い
立
場
を
と
り
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
点
で
あ
る
よ
う
・
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
本
稿
の
目
的
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
と
の
公
共
財
の
特
性
に
関
す
る
見
解
の
相
違
と
、
分
配
の
扱
い
に
関

す
る
相
違
と
を
整
理
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
、
最
初
に
、
公
共
財
の
特
性
に
つ
い
て
双
方
の
見
解
を
整
理

し
「
我
々
の
立
場
を
示
す
。
第
ニ
に
「
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件
を
単
純
な
想
定
の
下
で
導
出
す
る
。
第
三
に
、
公
共
財
の
最
適
供

給
と
所
得
分
配
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
最
後
に
双
方
の
見
解
に
対
し
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
「
我
々
の
立
場
を

明
ら
か
に
す
る
。

― 274 ―
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二
　
公
共
財
の
概
念

　
公
共
財
の
特
性
に
関
す
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
見
解
を
整
理
す
る
ま
え
に
、
我
々
は
、
公
共
財
の
公
的
供
給

（
p
u
b
l
i
c
p
r
o
v
i
s
i
o
已
と
公
的
生
産
（
回
目
ヽ
p
r
o
d
u
c
t
i
o
已
の
区
別
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
区
別
を
し

て
お
く
こ
と
は
、
公
共
財
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
う
・
え
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
公
的
供
給
（
p
u
b
l
i
c

p
r
o
v
i
s
i
o
已
と
は
、
各
々
の
消
費
者
の
市
場
に
お
け
る
購
入
に
応
じ
て
供
給
さ
れ
る
と
い
う
・
の
で
は

な
く
、
ま
た
そ
の
財
を
消
費
す
る
消
費
者
は
、
直
接
に
対
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
Ｉ
ｌ
ｌ
私
的
財
の
ケ
ー
ス
で
は
、
通
常
「
各
消
費
者

は
そ
の
財
を
消
費
す
る
た
め
に
は
対
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
’
ｌ
ｌ
‐
政
府
の
予
算
編
成
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
供
給
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
に
供
給
さ
れ
る
財
に
は
、
私
的
企
業
や
公
営
（
国
営
）
企
業
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
財
も
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９
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
Ｉ
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｘ
Ｉ
ノ

と
な
る
。
他
方
私
的
財
痢
は
、
各
々
の
個
人
の
消
費
量
。
お
を
加
え
合
わ
せ
た
も
の
に
等
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
「
公
的
生
産
（
p
u
b
l
i
c

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
）
に
よ
る
財
は
、
各
消
費
者
に
あ
る
い
は
各
私
的
企
業
に
、
市
場
で
自
由
に
販
売
さ
れ

る
財
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
生
産
の
す
べ
て
が
、
公
的
に
供
給
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
公
的
生
産
に
よ
る
財
を
公
共
財
と
し
て
、
一
概
に
考
え
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
公
共
財
の
供
給
量
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
公
共
財
と
私
的
財
と
の
間
で
の
資
源
配
分
の
問
題
で
あ
り
、
生
産
の
私
有
・
公
有
と
い

う
問
題
と
は
別
で
あ
り
、
無
関
係
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
般
に
公
共
財
と
は
、
そ
の
供
給
が
、
私
的
部
門
で
は
な
く
公
共
部
門
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

あ
る
固
有
の
性
質
を
も
っ
た
財
で
あ
る
と
定
義
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
公
共
財
持
有
の
あ
る
固
有
の
性
質
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に

我
々
は
、
こ
の
固
有
の
性
質
に
つ
い
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
見
解
を
整
理
し
、
明
ら
か
に
し
て
み
ょ
う
。

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
一
九
五
四
年
の
論
文
で
、
公
共
財
と
は
、
「
各
個
人
の
公
共
財
の
消
費
が
「
他
の
個
人
の
そ
の
財
の
消
費

を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
す
べ
て
の
個
人
が
共
通
に
享
受
七
穏
」
財
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

公
共
財
の
あ
る
供
給
量
稲
は
、
私
的
財
の
よ
う
に
分
割
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
「
あ
る
特
定
の
個
人
の
消
費
量
垢
は
、
他
の
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

べ
て
の
個
人
の
消
費
量
。
到
に
等
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
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と
な
る
。

　
こ
こ
で
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
シ
ン
は
、
公
共
財
の
特
性
と
し
て
、
等
量
消
費
（
あ
る
い
は
共
同
消
費
）
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
同
論
文
の
他
の
箇
所
で
は
「
公
共
財
の
概
念
に
と
っ
て
、
外
部
効
果

や
需
要
の
結
合
性
は
、
基
本
的
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
共
財
が
、
単
に
、
等
量
消
費
と
い
う
特
性
の
他
に
、
外
部

性
（
ａ
芯
ほ
匹
ぐ
）
―
外
部
経
済
・
不
経
済
ｌ
と
い
う
特
性
も
有
し
て
い
る
財
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
定
式
に
は
、
外
部
性
と
い
う
側
面
は
十
分
に
反
映
さ
れ
て
は
い
な
い
。
中
心
は
も
っ
ぱ

ら
、
等
量
消
費
と
い
う
側
面
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
五
年
の
論
文
で
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
公
共
財
と
は
、
「
各
個
人
に
供
給
さ
れ
る
が
、
各
個
人
は
、
そ
の
嗜
好
に
応
じ

て
、
享
受
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
」
財
で
あ
り
、
「
各
個
人
の
消
費
量
は
、
合
計
の
条
件
よ
り
も
む
し
ろ
均
等
の
条
件
に
よ
っ

て
そ
の
財
の
総
量
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
合
計
条
件
よ
り
も
均
等
条
件
に
よ
っ
て
総
量
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
す
で
に
示
し
た
私
的
財
と
公
共
財
の
数
式
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
公
共
財
の
等
量
消
費
と
い
う
特
性
を
言
い

換
え
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
論
文
の
他
の
箇
所
で
は
、
「
政
府
は
、
多
数
の
人
々
に
生
産
物
を
結
合
し
て
供

給
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
公
共
財
が
不
可
分
性
と
い
う
特
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
不
可
分
性
と
は
、

各
個
人
へ
個
別
に
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
あ
る
量
の
公
共
財
の
供
給
は
、
す
べ
て
の
個

人
に
よ
っ
て
消
費
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
等
量
消
費
の
範
ち
ゅ
う
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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一
九
五
八
年
の
論
文
で
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
公
共
財
と
は
、
「
多
数
の
人
々
の
無
差
別
曲
線
に
同
時
に
入
っ
て
く
る
」
財
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
国
防
を
あ
げ
て
い
る
。

　
そ
し
て
「
　
一
九
六
九
年
の
論
文
で
は
、
公
共
財
と
は
、
「
単
に
二
人
以
上
の
人
の
選
好
関
数
に
同
時
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
意
味

で
、
『
消
費
に
お
け
る
外
部
性
』
を
含
む
性
質
を
も
つ
財
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
外
部
性
―
外
部
経
済
・
不
経
済
―
を
含
め
た
、
今
ま
で
よ
り
広
い
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
示
的

に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
こ
の
よ
う
に
、
公
共
財
と
外
部
性
と
を
同
一
視
ｌ
ｌ
あ
る
い
は
外
部
性
の
特
殊
ケ

ー
ス
と
し
て
外
部
性
に
含
ま
れ
る
Ｉ
Ｉ
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
公
共
財
の
理
論
は
、
も
は
や
必
要
で
は
な
く
、
外
部
性
の
一
般

理
論
の
ろ
を
必
要
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
公
共
財
の
固
有
の
特
性
、
す
な
わ
ち
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
対
し
て
等
し
い
消
費
量
と
い
う
点
を
み
と
め
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ぎ
り
「
外
部
性
と
公
共
財
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
十
分
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
一
九
五
九
年
の
著
書
で
「
公
共
財
ｌ
社
会
的
欲
求
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
ｌ
と
は
「
「
す
べ

て
の
人
々
が
等
し
い
量
の
対
象
と
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
欲
求
」
で
あ
り
、
人
々
は
、
「
こ
の
サ
ー
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ス
の
費
用
を
支
払
わ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
利
益
の
享
受
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
特
性
を
も
つ
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
公
共
財
に
は
排
除
原
理
（
e
x
c
l
u
s
i
o
n

p
r
i
n
c
i
p
l
e
）
が
適
用
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
も
し
排
除
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
「
各
個
人
は
、
そ
の
財
の
便
益
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
対
価
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
公
共
財
に
は
、
排
除
原
理
が
適
用
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
各
個
人
は
そ
の
便
益
に
応
ず
る
対
価
を
自
発
的
に
支
払
お
う
と
は
し
た

－279－



　
　
　
　
（
1
8
）

と
示
さ
れ
る
。
こ
の
式
か
ら
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
主
張
す
る
消
費
に
お
け
る
非
競
合
性
と
い
う
公
共
財
の
特
性
は
、
数
式
的
に
は
「

サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
が
示
し
た
等
量
消
費
と
ま
っ
た
く
同
義
に
な
る
こ
と
は
、
容
易
に
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
グ
レ

イ
ブ
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
財
の
特
性
と
し
て
は
先
に
示
し
た
非
排
除
性
と
い
う
特
性
が
む
し
ろ
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
最
近
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
立
場
を
除
い
て
「
こ
こ
で
の
我
々
の
立
場
は
、
等
量
消
費
と
非
排
除
性
の
二
特
性
が
公

共
財
の
特
性
と
し
て
は
望
ま
し
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
等
量
消
費
と
非
排
除
性
が
厳
密
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
純
粋
公

共
財
（
p
u
r
e
p
u
b
l
i
c
g
o
o
d
s
の
と
呼
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
p
o
l
a
r

c
a
s
e
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
で
は
、

私
的
財
と
公
共
財
（
純
粋
公
共
財
）
の
中
間
に
位
置
す
る
財
が
数
多
く
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
我
々
の
論
述
に
お
け
る
立
場

い
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
も
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ぐ
ら
ｙ
　
こ
の
点
は
「
　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（
J
.
M
.

B
u
c
h
a
n
a
n
）
　
”
Ａ
論
じ
た
公
共

財
の
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

　
ま
た
一
九
六
九
年
の
論
文
で
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
公
共
財
の
特
性
と
し
て
の
非
排
除
性
（
n
o
n
-
e
x
c
l
乱
a
b
i
l
i
t
y
）
に
か
え
て
、

「
消
費
に
お
け
る
非
競
合
性
(
^
n
o
n
-
r
i
v
a
l
n
e
s
s
；
　
I
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
（
こ
゜
こ
こ
で
消
費
に
お
け
る
非
統
合
性
と
は
、
特
定
の

個
人
の
消
費
が
他
の
個
人
の
消
費
を
減
少
さ
せ
な
い
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
二
個
人
が
消
費
す
る
私
的
財
を
そ
れ
ぞ
れ
「
　
≒
　
ら
公

共
財
を
瓦
で
示
す
と
「
消
費
に
お
け
る
非
競
合
性
は
、
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も
p
o
l
a
r

c
a
s
e
　
に
限
定
す
る
。
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三
　
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
「
社
会
構
成
員
ｓ
人
、
n
個
の
私
的
財
と
ｍ
個
の
公
共
財
か
ら
な
る
世
界
で
、
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件
を

次
の
三
つ
の
式
で
示
し
た
。
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こ
こ
で
「
①
「
③
は
「
公
共
財
が
存
在
し
な
い
場
合
の
最
適
条
件
に
等
し
い
。
①
は
「
私
的
財
の
最
適
供
給
条
件
、
す
な
わ
ち
「
各

個
人
に
お
け
る
任
意
の
二
私
的
財
間
の
限
界
代
替
率
が
、
そ
の
二
私
的
財
間
の
限
界
変
形
率
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
③
は
、
そ
の
分
配
の
最
適
条
件
、
す
な
わ
ち
、
任
意
の
社
会
構
成
員
（
ｙ
Ｑ
）
に
お
け
る
第
た
番
目
の
財
の
限
界
効
用
の
社
会

的
重
要
度
（
s
o
c
i
a
l
s
i
g
n
i
f
i
c
a
し
こ
が
均
等
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
隔
は
、
社
会
構
成
員
・
ｚ
の
限
界
効
用
の
社
会
的

重
要
度
「
す
な
わ
ち
ウ
ェ
イ
ト
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
②
は
、
公
共
財
の
導
入
に
よ
っ
て
、
付
加
さ
れ
た
条
件
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
②
は
、
社
会
の
各
構
成
員

の
任
意
の
私
的
財
と
公
共
財
と
の
限
界
代
替
率
の
和
が
、
そ
の
ニ
財
間
の
限
界
変
形
率
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
条
件
式
が
み
た
さ
れ
た
場
合
に
の
み
公
共
財
を
含
む
場
合
の
最
適
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
そ
の
後
の
論
文
で
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件
を
図
形
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
サ
ミ
ュ
エ
ル

ソ
ン
の
最
初
の
課
題
は
、
前
述
し
た
①
と
②
式
、
す
な
わ
ち
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
資
源
利
用
の
た
め
の
条
件
を
図
示
す
る
こ
と
で
あ

　
（
４
）

っ
た
。

　
こ
こ
で
単
純
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
仮
定
を
し
よ
う
。
す
べ
て
の
必
要
な
デ
ー
タ
（
要
素
供
給
、
生
産
関
数
、
選
好
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
）

は
既
知
で
あ
る
。
社
会
構
成
員
は
、
二
個
人
―
と
２
か
ら
な
り
、
一
公
共
財
心
と
一
私
的
財
冽
の
二
財
か
ら
な
る
。
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と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
公
共
財
は
四
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
的
財
の
四
万
か
、
ニ
個
人
間
で
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
個
人
２

は
、
私
的
財
ｗ
一
の
皿
を
消
費
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
１
の
無
差
別
曲
線
は
、
祠
で
あ
る
。

　
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
パ
レ
ー
ド
最
適
を
導
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

　
ま
ず
個
人
２
の
無
差
別
曲
線
陶
を
図
ｄ
の
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト
し
、
固
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
人
１
に
消
費
可
能
な
領
域
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
変
形
曲
線
心
と
個
人
２
の
痢
と
の
間
の
垂
直
距
離
は
、
個
人
１
の
私
的
財
の
消
費
可
能
な
大
き
さ
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
哨
を
変
形
曲
線
心
か
ら
ひ
き
、
そ
れ
を
図
０
の
個
人
１
の
無
差
別
曲
線
祠
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、
陶
が
祠
に
接
す
る
点
を
得
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

こ
の
哨
と
個
人
１
の
祠
は
、
個
人
２
の
効
用
水
準
を
岫
に
固
定
し
た
場
合
の
、
変
形
関
数
の
技
術
的
制
約
下
に
お
い
て
達
成
可
能

匹
尚
は
、
私
的
財
石
の
公
共
財
心
へ
の
変
形
曲
線
皿
を
示
し
て
お
り
、
図
七
万
は
、
二

個
人
の
無
差
別
曲
線
を
示
し
て
い
る
。

　
私
的
財
石
の
総
産
出
量
は
、
ニ
個
人
の
間
で
分
け
ら
れ
、
消
費
さ
れ
る
。
し
か
し
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

共
財
心
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
等
量
消
費
で
あ
る
か
ら
、
図
a
b
c
d
e
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

横
軸
上
の
距
離
は
す
べ
て
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
公
共
財
の
産
出
量
四
が
、

ニ
個
人
に
等
し
く
消
費
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
個
人
２
の
無
差
別
曲
線
が
岫
で
あ
る
と
想
定
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
個
人
１

は
、
変
形
関
数
の
技
術
的
制
約
の
下
で
「
い
か
な
る
水
準
の
無
差
別
曲
線
に
到
達
す
る
こ

－286－



な
、
個
人
１
の
最
大
の
効
用
水
準
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
０
の
接
占
Ｆ
は
、
パ
レ
ー
ト
基
準
を
み
た
す
均
衡
亘
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

り
、
こ
の
均
衡
に
お
け
る
公
共
財
の
供
給
量
四
は
、
パ
レ
ー
ト
の
意
味
で
効
率
的
な
供
給
量
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
パ
レ
ー
ト
基
準
を
み
た
す
公
共
財
の
最
適
供
給
量
は
「
　
一
意
的

に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ゼ
な
ら
、
固
定
さ
れ
る
個
人
２
の
効
用
水
準
「
し
た
が
っ
て
無
差
別
曲
線

を
変
化
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
、
公
共
財
の
最
適
供
給
量
も
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
固
定
さ
れ
る
個
人
２
の
効
用
水
準
の
異
な
る
初
期
状
態
、
し
た
が
っ
て
初
期
所
得
分
配
に
対
応
し
て
、
無
数
の
パ
レ

ー
ト
最
適
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
　
一
意
的
な
解
を
得
る
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
「
無
数
の
パ
レ
ー
ト
最

適
の
中
か
ら
あ
る
一
つ
の
そ
れ
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
所
得
分
配
に
対
す
る
社
会
的
価
値
判
断
を
明
示
的
に
含
ん
だ
何
ら
か
の
手

段
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ｊ

　
さ
て
、
図
ｆ
は
、
所
得
分
配
の
相
違
に
対
応
し
て
決
定
さ
れ
る
パ
レ
ー
ト
基
準
を
み
た

　
　
　
　
　
Ｅ

す
す
べ
て
の
公
共
財
の
最
適
供
給
点
を
u
t
i
l
i
t
y

s
p
a
c
e
に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
で
あ

り
、
四
曲
綸
言
不
さ
れ
て
い
る
。
四
は
、
公
共
財
を
含
む
社
会
に
お
け
る
効
用
可
能
性
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。

　
パ
レ
ー
ト
最
適
中
の
あ
る
点
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
形
式
的
に
は
、
社
会
厚
生
関
数

（
s
o
c
i
a
lw
e
l
f
a
r
ef
u
n
c
t
i
o
己
を
導
入
し
て
、
変
形
関
数
の
技
術
的
制
約
条
件
の
下
で
、

こ
の
社
会
厚
生
関
数
の
極
大
条
件
を
求
め
れ
ば
よ
い
。

　
数
式
に
よ
っ
て
こ
れ
を
導
出
し
て
み
よ
う
・
。
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・
に
つ
い
て
偏
微
分
し
、
匹
の
偏
導
関
数
を
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
お
く
と

ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
未
定
乗
数
λ
を
導
入
し
て

こ
こ
で
は
、
≒
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
１
と
２
の
私
的
財
の
消
費
量
、
心
は
公
共
財
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
変
形
関
数
は
、

た
だ
し

社
会
厚
生
関
数
は
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剛
は
、
二
個
人
、
一
私
的
財
、
一
公
共
財
に
お
け
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
条
件
③
で
あ
り
、
図
示
に
お
け
る
召
点
に
対
応
し
て
い

る
。

あ
る
い
は
㈲
は
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四
　
公
共
財
の
供
給
と
所
得
分
配

　
以
上
で
我
々
は
、
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件
を
、
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
公
共
財
と
私
的
財
を
含
む
世
界
に
お
い
て
も
、
私
的
財

の
み
の
世
界
と
同
様
に
、
パ
レ
ー
ト
最
適
を
み
た
す
点
が
、
特
定
の
所
得
分
配
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
あ
る
一
意
的
な
解
を
得
る
た
め
に
は
、
形
式
的
に
は
、
社
会
厚
生
関
数
を
導
入
し
て
、
そ
れ
を
極
大
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
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成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
か
、
サ
ミ
エ
エ
ル
ソ
ン
の
見
解
で
あ
る
。

　
他
方
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
利
益
説
の
立
場
に
従
っ
て
、
社
会
的
に
公
正
な
ｌ
何
ら
か
の
基
準
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

ー
所
得
分
配
を
達
成
す
る
た
め
に
税
を
操
作
す
る
「
分
配
部
門
」
「
　
効
率
的
な
資
源
配
分
「
し
た
が
っ
て
効
率
的
な
公
共
財
の
供

給
と
そ
の
費
用
負
担
と
を
決
定
す
る
「
配
分
部
門
」
、
そ
し
て
完
全
雇
用
の
維
持
と
価
格
水
準
の
安
定
の
た
め
の
「
安
定
部
門
」
の

三
部
門
に
政
府
の
機
能
を
分
割
し
、
そ
の
各
々
の
部
門
が
「
独
立
に
最
適
な
行
動
を
と
る
な
ら
ば
、
社
会
全
体
と
し
て
最
適
な
状
態

が
達
成
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
最
近
の
論
文
で
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

　
も
し
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
公
共
部
門
の
機
能
が
、
分
離
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
「
配
分
部
門
は
分
配
部
門
か
ら

独
立
に
「
分
配
部
門
は
、
配
分
部
門
か
ら
独
立
に
、
各
々
の
機
能
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
自
由
度
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ

て
「
公
共
部
門
の
運
営
は
「
き
わ
め
て
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
主
張
は
、
あ
る
パ
レ
ー
ト
最
適
を
み
た
す
公
共
財
の
供
給
水
準
を
「
所
与
の
所
得
分
配
に
基
づ
い
て
決
定
し
、

そ
の
後
に
、
そ
れ
と
は
独
立
に
、
社
会
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
分
配
基
準
に
照
し
て
、
再
分
配
を
行
う
な
ら
ば
、
公
共
財
の
最
適
供

給
と
最
適
な
所
得
分
配
と
が
、
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
先
決
さ
れ
た
公
共
財
の

最
適
供
給
量
が
、
後
に
独
立
に
決
定
さ
れ
る
所
得
分
配
の
変
化
に
よ
っ
て
、
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
私
的
財
の
み
の
世
界
と
同
様
、
私
的
財
と
公
共
財
と
を
含
む
世
界
に
お
い
て
も
、
パ
レ
ー
ト

最
適
を
み
た
す
点
は
、
特
定
の
所
得
分
配
に
対
応
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
水
準
の
公

共
財
の
供
給
の
決
定
は
「
そ
れ
に
対
応
す
る
所
得
分
配
を
特
定
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
所
得
分
配
を
特
定
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に

対
応
す
る
水
準
の
公
共
財
の
供
給
量
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
個
人
の
所
得
分
配
の
変
化
は
「
パ
レ
ー
ト
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基
準
を
み
た
す
公
共
財
の
最
適
供
給
量
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
分
配
と
配
分
の
問
題
が
、
分
離
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
離
の
条
件
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
六
九
年
の
論
文
で
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
分
配
の
分
離
可
能
条
件
と
し
て
、
「
貨
幣
の
限
界
効
用
一

定
と
機
会
費
用
一
定
」
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

　
こ
こ
で
我
々
は
「
「
貨
幣
の
限
界
効
用
一
定
と
線
型
の
変
形
曲
線
」
を
仮
定
し
、
ニ
個
人
、
一
私
的
財
、
一
公
共
財
か
ら
な
る
世

界
を
想
定
し
、
そ
の
証
明
を
行
っ
て
み
ょ
う
。
次
の
こ
と
を
仮
定
す
る
。

　
①
貨
幣
の
限
界
効
用
一
定
を
仮
定
。
｛
た
だ
し
、
私
的
財
郡
を
n
u
m
e
r
a
i
r
e
と
す
る
の
で
私
的
財
の
限
界
効
用
を
Ｉ
と
す
る
迦
＝
｝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
②
公
共
財
心
の
限
界
効
用
逓
減
を
仮
定
。

　
③
線
型
の
変
形
関
数
を
仮
定
。

　
④
個
人
・
ｚ
の
労
働
供
給
瓦
は
一
定
と
し
、
労
働
の
不
効
用
は
存
在
せ
ず
、
完
全
雇
用
を
仮
定
。

以
上
か
ら
、
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こ
こ
で
Ｍ
は
、
公
共
財
心
の
限
界
費
用
で
あ
る
。

き
＝
｛
で
あ
り
、
公
共
財
の
擬
似
税
―
価
格
（
p
s
e
乱
o
は
？
１
ｉ
）
瓦
、
瓦
は
、
個
人
ｆ
の
公
共
財
の
限
界
効
用
に
等
し
い
。



　
　
（
９
）

と
な
る
。
こ
れ
は
、
呂
m
e
r
a
i
r
e
で
あ
る
私
的
財
の
限
界
効
用
を
１
と
仮
定
し
て
い
る
か
ら
、
左
辺
は
公
共
財
と
私
的
財
の
間
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

界
代
替
率
の
和
を
示
し
「
右
辺
Ｍ
は
、
限
界
変
形
率
を
示
す
。
従
っ
て
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
定
式
②
に
等
し
い
。

ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
未
定
乗
数
れ
、
石
を
消
去
す
る
と

ら
「
　
ら
、
心
に
つ
い
て
偏
微
分
し
、
偏
導
関
数
を
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
お
く
と
「

以
上
か
ら
、
個
人
２
の
効
用
水
準
一
定
、
線
型
の
変
形
関
数
の
制
約
の
下
で
、
個
人
１
の
効
用
極
大
化
条
件
を
求
め
る
と
、
ラ
グ
ラ

ン
ジ
ュ
関
数
は
、

各
個
人
の
公
共
財
の
擬
似
価
格
の
合
計
は
、
公
共
財
の
限
界
費
用
に
等
し
い
。
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を
㈲
�
に
代
入
す
る
と

各
個
人
の
所
得
は
、
賃
金
率
を
１
と
し
て
、
労
働
所
得
一
肩
、
一
肩
と
、

政
府
か
ら
の
移
転
所
得
八
、
瓦
を
総
所
得
と
す
る
か
ら

し
た
が
っ
て
、

　
以
上
の
こ
と
を
、
リ
ン
ダ
ー
ル
＝
ョ
ハ
ン
セ
ン
図
に
示
す
と
、
図

誼
）

ｇ
の
よ
う
に
個
人
１
、
２
の
無
差
別
曲
線
の
接
点
の
軌
跡
が
、
リ
ン

Ｅダ
ー
ル
解
Ｅ
を
通
る
垂
線
と
な
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
証
明
さ

れ
よ
う
。
リ
ン
ダ
ー
ル
の
税
負
担
配
分
比
率
み
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ

ン
で
は
、
公
共
財
の
限
界
費
用
の
限
界
負
担
率
し
た
が
っ
て
、
擬
似

価
格
の
比
率
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
「
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が
得
ら
れ
る
。
紳
は
、
㈲
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
定
式
②
に
等
し
い
。

　
１
　
陪
図
に
お
け
る
個
人
１
と
２
無
差
別
曲
線
の
接
点
の
軌
跡
Ｃ
<
1

≪
線
上
で
、
心
の
最
適
供
給
条
件
が
常
に
ろ
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
接
点
の
軌
跡
（
図
で
は
破
線
で
示
さ
れ
て
い
る
）
が
、
㈲
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
公
共
財
の
最
適
供
給
量
為
に
お
け
る
垂

直
線
を
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
条
件
の
下
で
は
「
所
得
の
再
分
配
、
（
こ
こ
で
は
移
転
支
払
い
八
、
7
2
の
変
化
）
に
よ
っ
て
、
条

件
匈
は
変
化
を
う
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

叫
に
叫
を
代
入
す
る
と

叫
は
、
両
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
無
差
別
曲
線
の
勾
配
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
接
点
の
軌
跡
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

匈
叫
を
み
「
　
心
で
微
分
す
る
と
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五
　
結
び
に
か
え
て

　
今
述
べ
た
よ
う
に
、
分
配
と
配
分
の
問
題
を
分
離
し
て
扱
う
た
め
に
は
、
「
貨
幣
の
限
界
効
用
一
定
と
線
型
の
変
形
関
数
」
と
い

う
き
わ
め
て
き
び
し
い
条
件
が
必
要
と
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
、
現
在
ま
で
、
分
配
と
配
分
と
を
分
離
し

て
扱
う
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
そ
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
自
身
「
公
正
な
分
配
状
態
と
い
う
も
の
を
、
社
会
的
欲
求
を
み
た
す
特
定
の
型
が
実
質
所
得
に
あ
た

え
る
影
響
と
は
無
関
係
に
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
い
る
。
し
か
し
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
こ
の
問
に
対

し
て
、
大
部
分
の
人
は
、
否
定
的
に
答
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
パ
ー
ク
ス
（
G
.
R
.

S
p
a
r
k
s
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
個
人
の
効
用
比
較
を
認
め
る
社
会
厚
生
関
数
な
し
で
、
最
適
所
得
分
配
は
、
公
共
部
門
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
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定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
、
社
会
財
が
生
産
さ
れ
る
場
合
、
パ
レ
ー
ト
最
適
間
の

選
択
を
す
る
た
め
の
基
準
が
存
在
し
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
唯
一
の
私
的
財
が
生
産
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
基
準
が
存
在

す
る
と
仮
定
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
ｌ
ｓ
・
ｌ
ｌ
争
社
会
厚
生
関
数
な
し
で
、
最
適
分
配
と
、
私
的
利
用
と
公
的
利
用
と
の
間
の
資
源
配

分
と
の
双
方
は
、
不
決
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
し
、
我
々
が
、
社
会
厚
生
関
数
を
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
所
得
分
配
と
資
源
配
分
の
双

方
は
、
同
時
に
決
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
パ
ー
ク
ス
の
見
解
は
、
社
会
厚
生
関
数
が
与
え
ら
れ
る
ま
で
は
、
最
善
の
状
態

は
決
定
で
き
な
い
、
と
い
う
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
見
解
と
同
一
で
あ
る
。

　
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
自
身
、
あ
る
箇
所
で
は
、
社
会
厚
生
関
数
の
導
人
を
認
め
、
分
配
と
配
分
の
問
題
は
、
同
時
に
解
か
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
見
解
を
容
認
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
分
離
す
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
も
し
社
会
厚

生
関
数
の
導
入
を
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、
財
政
政
策
に
密
接
に
関
連
の
あ
る
彼
の
分
析
の
o
n
g
m
a
h
t
y
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
財
政
理
論
家
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
財
政
そ
れ

自
体
、
政
策
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
操
作
可
能
性
あ
る
い
は
i
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
と
い
う
側
面
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
見
解
に
対
し
て
、
「
私
は
、
分
析
的
装
置
と
し
て
の
こ

の
構
成
に
異
議
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
そ
れ
が
、
u
s
e
f
u
l

t
o
o
l
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
我
々

に
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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