
」
研
究
ノ
ー
ト

ー

　
　
　
　
所
得
再
分
配
と
効
率
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
沢
　
健
　
市

　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
あ
る
社
会
の
経
済
的
厚
生
の
極
大
化
は
、
そ
の
社
会
の
比
較
的
富
裕
な
人
々
か
ら
比
較
的
貧
し
い
人
々
へ
所
得
の
移
転
を
通
じ

て
、
社
会
の
構
成
員
の
間
に
所
得
を
均
等
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
説
い
た
の
は
P
貧
呂
で
あ
る
。
も
し
社
会

が
、
不
均
等
な
分
配
状
態
に
あ
る
な
ら
ば
、
所
得
の
再
分
配
（
富
者
か
ら
貧
者
へ
）
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
経
済
的
厚
生

は
極
大
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
所
得
の
再
分
配
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
P
i
g
呂
の
命
題
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
い
く
っ
か
の
前
提
が
必
要
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
効
用
の
個
人

間
比
較
(
i
n
t
e
r
p
e
r
s
o
n
a
lc
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
u
t
i
l
i
t
y
)
の
前
提
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
効
用
の
個
人
間
比
較
は
、
倫
理
的

な
い
し
規
範
的
で
あ
り
、
科
学
で
は
な
い
と
し
て
R
o
b
b
i
n
s
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
以
降
、
い
わ
ゆ
る
新

厚
生
経
済
学
で
は
、
効
用
の
個
人
間
比
較
を
回
避
す
る
た
め
に
ぃ
　
も
っ
ぱ
ら
そ
の
関
心
を
生
産
と
交
換
の
最
適
条
件
（
効
率
１

　
　
　
所
得
再
分
配
と
効
率
基
準
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e
i
i
i
c
i
e
n
c
y
)
の
導
出
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
経
済
の
編
成
が
最
適
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
基
準
と
し
て
P
a
r
e
t
o

基
準
―
―
効
率
性
基
準
(
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y

c
r
i
t
e
r
i
o
已
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
（
る
ｏ
恚
す
な
わ
ち
P
a
r
e
t
o
最
適
(
P
a
r
e
t
o

o
p
t
i
m
u
m
)
で

あ
る
。

　
P
a
r
e
t
o
最
適
な
経
済
の
編
成
と
は
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
、
あ
る
一
定
期
間
に
お
け
る
そ
の
社
会
の
利
用
可
能
な
諸
資
源
、
生

産
技
術
、
そ
し
て
消
費
者
の
嗜
好
を
所
与
と
し
て
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
悪
化
(
w
o
r
s
e

o
f
f
)
さ
せ
ず
に
、
少
な
く
と
も
あ

る
一
人
を
改
善
(
r
'
l
o
ﾖ
す
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
な
状
態
と
し
て
示
さ
れ
る
。

Ξ

し
た
が
っ
て
も
し
社
会
が
、
生
産
可
能
性

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
yf
r
o
n
t
i
e
r
)
あ
る
い
は
効
用
可
能
性
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
(
u
t
i
l
i
t
y

p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
yf
r
o
n
t
i
e
r
)

上
に
位
置
し
て
い
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
最
適
な
状
態
を
達
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
購
買
力
を
伴
う
所
得
の
移

転
（
再
分
配
）
は
、
P
a
r
e
t
o
の
意
味
で
最
適
で
は
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
移
転
（
再
分
配
）
政
策
は
、
他
の
人
の
犠
牲
で

の
み
あ
る
人
を
b
e
t
t
e
r

o
f
f
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
社
会
が
最
適
な
状
態
に
あ
る
と
き
、
所
得
分
配
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
経
済
政
策
の
可
否
は
、
P
a
r
e
t
o
基
準
で

は
判
定
し
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
厚
生
経
済
学
の
適
用
範
囲
は
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
配
問
題
は
、
形
式
的
に
は
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
n
)
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
さ
え
、
現
実
に
は
「
分
配
問
題
に
関
す
る
特
徴
的
扱
い
は
、
純
粋
に
形
式
的
意
味
を

除
い
て
、
ま
っ
た
く
エ
ン
プ
テ
ィ
ー
Ｌ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
近
H
o
c
h
m
a
n
=
}
″
o
d
9
詰
問
は
、
所
得
再
分
配
に
関
し
て
興
味
あ
る
理
論
を
展
開
し
た
。
彼
ら
は
新
古
典
派

的
な
独
立
の
効
用
関
数
で
は
な
く
、
効
用
の
相
互
依
存
(
医
F
y
l
n
t
e
r
d
e
p
e
乱
e
n
c
e
)
を
想
定
し
、
効
率
の
タ
ー
ム
で
所
得
の
再
分
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配
に
光
を
投
じ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
所
得
の
再
分
配
は
、
そ
の
受
領
者
に
と
っ
て
便
益
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
移
転
者
に
と
っ

て
も
便
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
効
用
の
相
互
依
存
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
効
用
が
相
互
依

存
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
所
得
の
再
分
配
な
い
し
移
転
が
、
財
政
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

M
u
s
g
r
a
v
e

^
4
の
よ
う
に
、
財
政
の
三
部
門
分
割
、
特
に
配
分
部
門
(
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n

b
r
a
n
c
h
)
と
分
配
部
門
(
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n

b
r
a
n
c
h
)

　
　
　
　
　
Ｃ

を
別
々
の
基
準
す
な
わ
ち
前
者
は
P
a
r
e
t
o
効
率
基
準
、
後
者
は
純
粋
に
規
範
的
・
倫
理
的
基
準
に
基
づ
い
て
判
定
す
る
必
要
は
な

く
「
配
分
と
分
配
の
双
方
は
、
同
一
の
方
法
と
同
一
の
基
準
ー
効
率
の
タ
ー
ム
で
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
。

　
こ
こ
で
の
我
々
の
興
味
も
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
の
我
々
の
主
な
目
的
は
、
配

分
と
分
配
を
同
一
の
基
礎
と
同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
扱
う
こ
と
が
可
能
か
否
か
を
整
理
検
討
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

の
た
め
に
以
下
我
々
は
、
}
｢
o
ふ
日
呂
‥
日
｣
{
o
d
9
1
の
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
、
再
分
配
の
公
共
財
的
側
面
と
実
際
へ
の
適
用
、
再

分
配
基
準
と
し
て
の
P
a
r
e
t
o
基
準
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
整
理
検
討
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と
に
す

る
。
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二

n
o
c
n
m
a
n
=
K
o
d
g
e
r
s
モ
デ
ル

　
K
o
d
g
e
r
s
2
0
1
に
よ
れ
ば
、
所
得
の
再
分
配
を
説
明
す
る
理
論
モ
デ
ル
は
、
三
つ
の
タ
イ
プ
に
大
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Ｆ

　
最
初
の
タ
イ
プ
は
、
民
主
的
社
会
が
想
定
さ
れ
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
一
票
を
持
っ
て
お
り
、
所
得
の
再
分
配
は
高
所
得
者
か
ら
低

所
得
者
へ
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
再
分
配
は
、
各
政
党
が
政
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
。
投

票
者
は
、
自
分
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
再
分
配
計
画
を
提
示
し
た
政
党
に
投
票
し
、
政
党
は
そ
れ
に
従
っ
て
計
画
を
実

行
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
}
″
o
d
努
a
は
､
ﾂ
F
a
o
l
汐
}
{
‘
{
n
t
a
a
t
だ
[
o
d
Q
{
と
呼
ん
で
い
る
。

　
第
二
の
そ
れ
は
、
私
的
市
場
で
は
補
償
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
危
険
（
た
路
）
に
対
し
、
そ
の
リ
ス
ク
を
償
わ
さ
せ
る
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手
段
と
し
て
、
す
な
わ
ち
保
険
機
関
と
し
て
国
家
を
利
用
す
る
Ｉ
↑
n
回
ﾛ
n
g
y
{
{
o
d
Q
}
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
三
の
そ
れ
は
、
こ
こ
で
我
々
が
検
討
し
ょ
う
と
し
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
相
互
依
存
的
効
用
(
l
n
t
e
r
d
e
p
-

e
n
d
e
n
t
u
t
i
l
i
t
y
)
関
数
を
持
っ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
特
に
最
近
で
は
、
こ
の
相
互
依
存
的
効
用
関
数
を
想
定
し
、
理
論
を
展
開
し
て

い
る
人
々
が
目
立
っ
て
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
我
々
は
、
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
の
二
個
人
モ
デ
ル
か
ら
整
理
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
H
o
c
h
m
a
n
=
R
o
d
g
e
r
s

'
s
^
は
､
二
個
人
か
ら
な
る
世
界
、
効
用
の
相
互
依
存
を
想
定
し
、
そ
し
て
単
純
化
の
た
め
に
二
個
人
の

効
用
関
数
は
、
両
個
人
の
所
得
の
み
を
考
慮
し
て
モ
デ
ル
を
設
定
す
る
。
効
用
関
数
は
次
の
よ
う
に
特
定
化
さ
れ
る
。

　
　
’
ぶ
＝
か
（
Ｙ
’
ａ
｡
　
　
Ｙ
％
）

　
　
Ｕ
％
=
＾
ｆ
Ｂ
（
Ｙ
＼
｡
　
　
Ｙ
ｌ
）

こ
こ
で
に
・
附
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
Ａ
・
Ｂ
の
効
用
F
d
a
を
示
し
、
そ
し
て
鳥
・
ｎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
Ａ
・
　
Ｂ
の
初
期

所
得
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
再
分
配
前
の
値
を
示
し
て
い
る
。

　
個
人
Ａ
の
初
期
所
得
は
、
個
人
Ｂ
の
そ
れ
よ
り
大
、
す
な
わ
ち
｝
Ｊ
▽
｝
Ｊ
を
仮
定
す
る
。
さ
ら
に
他
の
事
情
に
し
て
等
し
い
な

ら
ば
、
個
人
Ａ
・
Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
限
界
効
用
は
、
ゼ
ロ
ょ
り
大
、
す
な
わ
ち
、
犬
べ
ｙ
マ
▽
？
二
七
ヅ
∨
０
と
仮
定
す
る
。
す

べ
て
の
所
得
の
移
転
（
再
分
配
）
は
、
P
a
r
e
t
o
基
準
を
満
す
も
の
と
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
。
個
人
Ａ
も
Ｂ
も
損
失
は
生
じ
な
い
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
移
転
は
、
高
所
得
者
か
ら
低
所
得
者
へ
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
一
方
的
に
行
な
わ
れ
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
初
期
所
得
分
配
M
u
s
g
r
a
v
e
の
用
語
に
し
た
が
え
ば
「
一
次
的
再
分
配
(
p
r
i
m
a
r
y

r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
己
)
の
状
態 －277－



を
逆
転
す
る
よ
う
な
移
転
、
す
な
わ
ち
｝
Ｊ
△
｝
Ｊ
（
添
字
Ｔ
は
移
転
後
を
示
す
）
と
な
る
よ
う
な
移
転
は
行
な
わ
れ
な
い
。
言
い
か
え

れ
ば
、
二
個
人
か
ら
な
る
世
界
で
は
移
転
は
、
こ
Ｊ
Ｉ
｝
Ｊ
）
迦
ょ
り
大
き
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
？
ら
さ
ら
に
に
ぷ
ぐ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｄ
Ｙ
ｓ

▽
一
ふ
こ
・
ｌ
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
意
味
は
、
個
人
Ｂ
が
受
領
す
る
す
べ
て
の
移
転
は
Ｂ
に
便
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
乙
於
る
。

　
個
人
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
所
得
移
転
の
大
き
さ
は
、
各
個
人
の
所
得
の
絶
対
水
準
や
初
期
所
得
比
率
｛
｝
、
ぐ
｝
Ｊ
）
ょ
り
も
、
む
し
ろ

各
人
の
初
期
所
得
水
準
の
差
　
（
ｎ
-
ｎ
）

に
依
存
す
る
と
想
定
す
る
。

　
以
上
の
前
提
に
よ
り
、
我
々
は
、
二
個
人

世
界
に
お
い
て
い
か
に
P
a
r
e
t
o
最
適
が
達

成
さ
れ
る
か
を
図
を
用
い
て
示
し
て
み
よ

　
図
ｌ
１
で
、
縦
軸
に
は
初
期
所
得
差
を
測

り
、
横
軸
に
は
個
人
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
移
転

丿戸
を
測
る
。
こ
こ
で
原
点
Ｏ
は
、
個
人
Ａ
と

ぐＢ
の
双
方
の
所
得
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
人
Ａ
と
Ｂ
の
所

得
差
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
と
、
移
転
の
大
き

さ
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
と
を
示
し
て
い
る
こ
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と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
曲
線
ｚ
ｒ
ｚ
〃
は
、
個
人
Ａ
が
自
分
の
消
費
を
個
人
Ｂ
に
対
す
る
所
得
移
転
の
た
め
に
あ
き
ら
め
る
そ
の
関
係
を
示
し
て
お
り
、
個

人
Ａ
の
機
会
軌
跡
{
o
召
O
E
l
y
}
o
a
)
あ
る
い
は
予
算
線
(
r
d
g
t
F
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
予
算
線
が
途
中
で
垂
直
に
な
る

の
は
、
ｙ
ｒ
が
分
配
パ
タ
ー
ン
を
逆
転
す
る
ほ
ど
に
大
き
く
は
な
ら
な
い
と
い
う
す
で
に
指
摘
し
た
制
約
の
た
め
で
あ
る
。

　
線
分
Ｚ
ぷ
の
勾
配
は
、
個
人
Ｂ
に
対
す
る
移
転
の
大
き
さ
と
同
じ
大
き
さ
だ
け
個
人
Ａ
が
自
分
で
消
費
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
る

大
き
さ
で
あ
る
か
ら
、
｜
1
で
あ
る
。
穏
I
曲
線
は
、
個
人
Ａ
の
無
差
別
曲
線
(
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e

c
u
r
v
e
)
で
あ
り
、
個
人
Ａ
が
、
自
分
の

消
費
と
個
人
Ｂ
に
対
す
る
所
得
の
追
加
と
を
交
換
す
る
意
志
が
あ
る
こ
と
を
示
す
点
の
軌
跡
で
あ
る
。

　
図
１
１
で
、
ｎ
ま
で
の
個
人
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
所
得
の
移
転
は
、
個
人
Ｂ
の
効
用
水
準
を
増
加
さ
せ
る
。
均
衡
は
、
Ｅ
点
で
達
成
さ

れ
る
。
そ
の
と
き
個
人
Ａ
の
消
費
す
る
所
得
一
単
位
の
限
界
効
用
は
、
個
人
Ｂ
に
対
す
る
所
得
の
追
加
的
一
単
位
の
限
界
効
用
に
等

し
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
Ｅ
占
は
、
P
a
r
e
t
o
最
適
点
で
あ
り
、
移
転
の
大
き
さ
は
ｎ
と
な
号

　
以
上
が
、
二
個
人
の
世
界
に
お
け
る
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
の
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
次
の
我
々
の
関
心
は
、
所
得
差
｛
Ｘ

‥
Ｈ
｝
い
１
｝
い
）
の
変
化
に
伴
っ
て
、
均
衡
点
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
個
人
Ａ
と
Ｂ
の
所
得
差
匍
の
変
化
に
伴
っ
て
P
a
r
e
t
o
最
適
均
衡
点
Ｅ
が
、
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
移
転
ｌ
弾
力
性
（
ｔ
ｒ
ａ
-

n
s
f
e
r
-
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
)

[
j
^
で
示
す
｡
r
l
o
c
h
m
a
n
=
K
o
d
g
e
r
s
は
、
移
転
１
弾
力
性
瓦
が
ゼ
ロ
に
等
し
い
場
合
、
ゼ
ロ
よ
り
小
の
場
合
、

一
に
等
し
い
場
合
、
そ
し
て
Ｉ
よ
り
大
の
場
合
の
四
つ
に
区
別
し
て
い
る
。

　
以
下
が
、
四
つ
の
ケ
ー
ス
の
図
示
で
払
杓
。
所
得
差
割
の
変
化
に
伴
っ
て
、
予
算
線
が
Ｚ
か
ら
Ｗ
へ
移
動
し
、
Ｚ
・
Ｗ
に
接
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

所
得
差
と
応
と
の
無
差
別
曲
線
I
0
・
右
と
予
算
線
Ｚ
・
Ｗ
と
の
接
点
Ｅ
・
ｒ
が
得
ら
れ
る
。
Ｅ
ｒ
の
軌
跡
は
、
所
得
｜
消
費
差
線
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仰
(
i
n
c
o
m
e
-
d
i
t
f
e
r
e
n
t
i
a
l

c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n

l
i
n
e
)
と
呼
ば
れ
る
陥
に

ぐ
　
さ
て
次
に
我
々
は
、
Ｎ
人
モ
デ
ル
ヘ
一
般
化
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
我
々
は
、
}
{
o
吊
目
呂
乙
″
o
d
g
a
に
よ
る
｝
般
化
で
は
な

く
、
G
o
l
d
f
a
r
b
に
よ
る
定
式
化
に
よ
っ
て
そ
れ
を
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
G
o
l
d
f
a
r
b
は
、
}
{
0
吊
ﾖ
呂
=
}
″
o
d
g
r
a
が
特
定
化
し
た
タ
イ
プ
の
相
互
依
存
的
効
用
関
数
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
誰
を
も
悪
化

さ
せ
ず
に
す
べ
て
の
人
を
改
善
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
定
式
化
の
た
め
に
以
下
の
こ
と
を
前
提
す
る
。

　
Ｎ
人
か
ら
な
る
世
界
を
想
定
、
そ
し
て
そ
の
社
会
に
お
け
る
貧
者
の
数
幻
は
、
社
会
の
全
構
成
員
蜀
よ
り
小
、
す
な
わ
ち
｀
り
△
ン
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
さ
ら
に
富
者
（
N
ｌ
｀
’
‥
）
は
、
自
分
と
貧
者
に
対
す
る
所
得
の
利
得
を
評
価
す
る
効
用
関
数
を
有
し
て
い
る

と
仮
定
す
る
。
す
な
わ
ち
効
用
関
数
は

　
　
　
　
Ｕ
Ｒ
ｉ
―
ｆ

｛
Ｙ
Ｒ
ｉ
｡
　
　
Ｙ
ｉ
｡
　
Ｋ
ｏ
ｊ
…
…
゛
｝
戸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｛
｝

と
す
る
。
こ
こ
で
誤
字
瓦
は
、
富
者
・
ｚ
を
示
し
、
｛
｝
ジ
…
…
｡
　
　
　
　
Ｙ
ｋ
）
は
、
各
貧
者
の
所
得
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
こ
と
は
、
「
我
々
の
『
典
型
的
』
な
富
者
の
効
用
関
数
の
こ
の
特
定
化
は
、
そ
の
富
者
が
他
の
富
者
の
所
得
の
損
失
（
あ
る
い
は
利

得
）
と
無
差
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
利
得
あ
る
い
は
損
失
は
、
典
型
的
富
者
の
効
用
関
数
の

中
に
は
反
映
さ
れ
な
い
」
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
政
府
は
、
す
べ
て
の
富
者
に
一
単
位
の
税
を
課
し
、
そ
の
税
収
入
は
す
べ
て
の
貧
者
の
間
に
等
し
く
分
配
さ
れ
る
と
仮
定

す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
府
の
課
税
に
よ
る
収
入
は
N
ｌ
哨
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
各
貧
者
に
対
す
る
再
分
配
所
得
は
、
（
N

ｌ
哨
こ
｀
｛
「
あ
る
い
は
（
ど
き
ｌ
↑
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
、
富
者
拓
の
効
用
利
得
は
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と
な
る
。
課
税
の
追
加
一
単
位
に
よ
っ
て
失
う
富
者
の
効
用
は
、
ぷ
心
行
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
課
税
と
再
分
配
に
よ
る
純
利
得

（
あ
る
い
は
損
失
）
は
、
近
似
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
今
上
ご
ブ
映
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
に
）

G
o
l
f
a
r
b
に
よ
れ
ば
「
も
し
す
べ
て
の
富
者
が
、
こ
の
典
型
的
な
効
用
関
数
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
あ
る
一
人
の
富
者
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
自
発
的
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
が
存
在
し
な
い
と
き
で
さ
え
、
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
は
、
課
税
を
通
じ
て
可
能
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
で
我
々
は
、
二
個
人
モ
デ
ル
、
そ
し
て
Ｎ
人
モ
デ
ル
を
示
し
た
。
モ
デ
ル
の
帰
結
は
、
特
定
化
さ
れ
た
よ
う
な
効
用
関
数
を

所
与
と
す
る
と
、
政
府
は
す
べ
て
の
人
々
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
所
得
の
再
分
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
次
節
で
我
々
は
、
所
得
再
分
配
の
公
共
財
特
徴
と
最
適
再
分
配
の
実
際
的
適
用
を
示
し
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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三
　
再
分
配
の
公
共
財
的
な
側
面
と
実
際
へ
の
適
用

　
こ
こ
で
我
々
は
、
所
得
の
再
分
配
が
公
共
財
(
p
u
b
l
i
c

g
o
乱
)
あ
る
い
は
集
合
財
(
8
F
E
v
e

g
o
乱
)
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
最
適
再
分
配
の
実
際
へ
の
適
用
を
モ
デ
ル
を
示
し
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ

　
さ
て
再
分
配
が
公
共
財
的
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
｝
{
o
吊
目
呂
=
}
″
o
d
l
詰
問
、
T
h
u
r
o
W
2
2
､
そ
し
て
叩
g
n
~

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

田
等
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
所
得
分
配
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
財
、
そ
れ
も
公
共
財
と
み
な
し
、
そ
の
最
適
条
件
、
す
な
わ
ち
最
適
再
分
配
の
条
件
を
明
確
に
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丿

式
化
し
た
の
は
T
h
u
r
o
W
囚
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
所
得
分
配
は
、
純
粋
公
共
財
(
p
u
r
e

p
u
b
l
i
c
g
o
o
d
)
の
テ
ス
ト
の
す
べ

て
に
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
排
除
は
不
可
能
で
あ
り
、
消
費
は
非
競
合
的
で
あ
り
、
各
個
人
は
等
量
を
消
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
の
で
あ
る
。

　
Ｐ
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
の
条
件
を
T
h
u
r
o
w
は
、
次
の
よ
う
・
に
示
し
た
。

こ
こ
で
肌
は
、
・
ｚ
番
目
の
個
人
の
効
用
、
玖
は
、
・
ｚ
番
目
の
個
人
の
所
得
、
Ｘ
は
、
所
得
分
配
の
大
き
さ
そ
し
て
ら
は
、
移

転
支
払
い
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
こ
の
式
の
意
味
は
「
…
…
所
得
と
各
個
人
の
所
得
分
配
と
の
間
の
限
界
代
替
率
の
和
が
、
移

転
支
払
い
と
所
得
分
配
と
の
間
の
限
界
変
形
率
に
等
し
い
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
条
件
は
、
汐
m
u
e
l
s
o
n
が
定
式
化
し
た

－284－



有
名
な
公
共
財
の
最
適
供
給
条
件
と
類
似
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
H
o
c
h
m
a
n
=
K
o
d
g
e
r
s
が
想
定
し
た
よ
う
な
相
互
依
存
的
効
用
関
数
、
す
な
わ
ち
す
べ
て

の
個
人
の
所
得
が
各
個
人
の
効
用
関
数
に
入
る
場
合
は
、
各
個
人
の
所
得
は
公
共
財
と
見
な
し
て
差
支
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
効

用
関
数
に
相
互
依
存
性
が
存
在
す
る
と
き
は
、
個
人
間
の
所
得
の
移
転
（
再
分
配
）
は
移
転
受
領
者
と
共
に
、
移
転
の
た
め
に
所
得
を

あ
き
ら
め
る
個
々
人
に
も
便
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
公
共
財
の
特
性
と
類
他
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
再
分
配
が
こ
の
よ
う
に
公
共
財
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
各
個
人
は
、
自
分
の
再
分
配

（
公
共
財
）
に
対
す
る
頁
の
選
好
を
表
明
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
多
人
数
社
会
に
お
い
て

は
、
再
分
配
の
t
e
e
r
i
d
e
r
現
象
が
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
私
的
市
場
で
は
そ
の
最
適
は
達
成
さ
れ
ず
、
代
っ
て
公

共
部
門
が
財
政
を
通
じ
て
再
分
配
を
行
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
再
分
配
の
財
政
を
通
じ
て
の
実
際
的
適
用
を
試
み
た
F
u
r
s
t
e
n
b
e
r
g
=
M
u
e
l
l
e
r
悶
に
従
っ
て
、
そ
の

モ
デ
ル
を
示
し
検
討
し
て
み
ょ
う
。
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こ
こ
で
㈲
と
帥
式
は
、
効
用
関
数
の
係
数
α
と
か
、
初
期
所
得
水
準
ｎ
、
1
1
、
ｎ
を
所
与
と
す
る
な
ら
ば
、
ご
と
Ｃ
Ｏ
を
決
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｘ
Ｉ
ノ
　
　
　
　
　
　
ｘ
Ｉ
ノ

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
〇
さ
ら
に
興
味
あ
る
点
は
、
移
転
所
得
受
領
階
層
の
初
期
所
得
水
準
玖
と
移
転
額
Ｑ
宍
と
の
和
を

最
低
保
証
所
得
水
準
と
し
て
社
会
的
合
意
の
下
に
先
決
し
て
お
く
な
ら
ば
、
瓦
を
償
う
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
各
層
の
負
担
率
む
と

比
率
ミ
Ｑ
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
の
実
際
的
適
用
性
は
か
な
り
高
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
我
々
は
、
再
分
配
基
準
と
し
て
の
効
率
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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四
　
再
分
配
基
準
と
し
て
の
効
率

　
今
ま
で
大
多
数
の
人
は
、
経
済
政
策
の
適
否
の
判
定
基
準
と
し
て
配
分
上
の
効
率
を
採
用
し
て
き
た
。
効
率
の
伝
統
的
含
意
は
、

P
a
r
e
t
o
最
適
の
基
準
―
あ
る
一
個
人
の
厚
生
は
、
他
の
す
べ
て
の
個
人
に
損
失
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
会
の
資
源
配
分
が
効
率
的
で
あ
る
と
い
う
状
態
で
は
、
そ
の
社
会
の
構
成
員
に
損
失
を
与
え
な
い
よ
う
な

所
得
の
再
分
配
は
も
は
や
不
可
能
と
な
る
。

　
通
常
効
率
基
準
(
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y

c
r
i
t
e
r
i
0
己
は
経
済
の
私
的
諸
活
動
を
評
価
す
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
公
共
部
門
の

国
民
経
済
に
占
め
る
そ
の
比
重
が
高
ま
っ
た
現
存
、
そ
の
諸
活
動
を
評
価
す
る
た
め
に
も
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、
事
実
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
公
共
部
門
の
諸
活
動
と
り
わ
け
経
済
政
策
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
。
私
的
部
門
で
社
会
が

そ
の
効
用
可
能
性
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
に
到
達
不
可
能
な
場
合
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
に
社
会
を
位
置
さ
せ
る
た
め
に
公
的
介
入
が
行
な
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わ
れ
る
。

　
社
会
が
そ
の
効
用
可
能
性
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
に
到
達
で
き
な
い
と
い
う
・
そ
の
不
可
能
性
は
、
通
常
市
場
の
失
敗
(
m
a
r
k
e
t

f
a
i
l
u
r
e
)

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
市
場
の
不
完
全
性
や
将
来
に
関
す
る
人
々
の
不
完
全
な
知
識
か
ら
生
ず
る
。

　
こ
の
市
場
の
失
敗
の
例
と
し
て
は
、
外
部
経
済
・
不
経
済
（
外
部
性
―
-
ゐ
x
芯
ほ
訃
'
y
)
や
公
共
財
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
公
共

財
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
同
消
費
な
い
し
非
排
除
性
と
い
う
特
性
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
私
的
部
門
で
は
通
常
供
給

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
的
部
門
に
代
っ
て
公
共
部
門
が
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
公
共
財
に
適

用
さ
れ
る
効
率
基
準
が
政
府
に
よ
る
供
給
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
般
に
同
意
が

あ
る
。

　
言
い
か
え
れ
ば
、
公
共
財
を
資
源
配
分
上
の
問
題
と
し
て
捕
え
る
こ
と
で
あ
り
、
効
率
基
準
に
よ
っ
て
判
定
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
公
共
財
の
供
給
が
、
所
得
分
配
に
関
わ
る
側
面
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
他
の
基
準
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
T
h
u
r
o
w
が
そ
の
論
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
所
得
再
分
配
が
す
べ
て
の
人
々
に
供
給
さ
れ
る
財
ｌ
公
共
財
と

な
る
な
ら
ば
、
P
a
r
e
t
o
効
率
基
準
は
そ
の
効
率
的
供
給
の
決
定
、
し
た
が
っ
て
効
率
的
所
得
再
分
配
の
決
定
に
適
用
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
そ
し
て
も
し
そ
の
効
率
的
供
給
が
、
ゼ
ロ
よ
り
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
｢
P
a
r
e
t
o
の
厚
生
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
は
、
適
当

な
再
分
配
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
に
最
も
否
定
的
態
度
を
示
し
た
の
は
、
だ
[
{
訃
~
1
2
で
あ
る
°
　
M
i
s
h
a
n
の
そ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

す
る
見
解
は
、
印
操
作
的
価
値
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
し
、
そ
し
て
㈲
最
終
的
に
望
ま
し
い
分
配
は
、
非
P
a
r
e
t
o
基
準
（
ﾛ
o
?
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測
る
。
八
八
は
厚
生
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
、
右
上
が
り
の
部
分
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
も
し
社
会
が
Ａ
点
の
よ
う
な
右
上
が
り
線
分
上
に
位
置
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
個
人
Ａ
の
選
好
は
「
厚
生

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
右
上
が
り
に
さ
せ
る
に
十
分
強
い
P
a
r
e
t
o
レ
リ
バ
ン
ト
な
外
部
性
を
示
し
て
い
る
」
と
言
え
る
。
厚
生
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
が
右
上
が
り
の
部
分
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
す
べ
て
の
個
人
（
こ
こ
で
は
Å
・
Ｂ
）
の
厚
生
水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
右
上
が
り
の
部
分
で
は
、
所
得
分
配
が
最
適
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
個
人
Ａ
は
Ｂ
へ
移
転
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
組
果
、
社
会
は
Ｂ
点
へ
移
動
す
る
。
Ｂ
点
で
は
、
両
個
人
の
厚
生
水
準
は
以
前
よ
り

高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
所
得
の
再
分
配
は
、
P
a
r
e
t
o
最
適
点
へ
の
P
a
r
e
t
o
最
適
な
移
動
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

r
a
r
e
t
o
c
r
i
t
e
r
i
o
n
)
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
効
率
性

の
観
点
か
ら
分
配
上
の
命
題
を
導
出
す
る
企
て
は
、
最
初
か
ら
失
敗
す
る
に

決
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
だ
［
－
訃
自
の
否
定
的
見
解
に
は
多
少
の
困
難
性

が
あ
る
こ
と
を
図
を
用
い
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
図
－
６
で
描
か
れ
た
よ
う
な
厚
生
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
(
w
e
l
f
a
r
e

f
r
o
n
-

t
i
e
r
)
を
想
定
し
よ
う
。
図
は
二
個
人
Ａ
・
Ｂ
か
ら
な
る
世
界
を
描
い
て
い

る
。
縦
軸
に
は
個
人
Ａ
の
効
用
水
準
を
測
り
、
横
軸
に
は
個
人
Ｂ
の
そ
れ
を
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
厚
生
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
右
上
が
り
に
さ
せ
る
よ
う
な
外
部
性
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
外
部
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
悪
化
さ
せ
ず
に
改
善
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

P
a
r
e
t
o
の
意
味
で
効
率
的
な
所
得
の
再
分
配
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
、
も
し
厚
生
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

が
右
下
が
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
再
分
配
は
、
も
は
や
誰
か
を
悪
化
さ
せ
ず
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
場
合
は
、
式
｛
Ｆ
呂
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
P
a
r
e
t
o
基
準
以
外
の
倫
理
的
・
規
範
的
基
準
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
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五
　
終
　
リ
　
に

　
以
上
我
々
は
、
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
の
モ
デ
ル
と
そ
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
整
理
検
討
し
た
。
最
後
に
、
そ
れ
が
持
っ
て
い
る

い
く
つ
か
の
問
題
点
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
H
〇
c
h
m
a
n
=
K
o
d
g
e
r
s
が
展
開
し
た
勺
a
e
t
O
最
適
再
分
配
は
、
効
用
の
相
互
依
存
を
前
提
し
、
非
効
率
な
初
期
所
得
分
配
を

所
与
と
し
て
P
a
Q
t
o
最
適
達
成
の
た
め
に
必
要
な
再
分
配
の
大
き
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
再
分
配
後
の
所
得
分
配

が
、
社
会
的
に
公
正
で
あ
る
か
否
か
と
は
関
わ
り
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
後
も
、
そ
の
中
か
ら
最
善
の

分
配
を
選
択
す
る
と
い
う
問
題
は
、
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
理
論
は
、
単
に
P
a
3
t
o
の
意
味
で
最
適
で
あ
る
に
す

ぎ
ず
、
社
会
的
公
正
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
再
分
配
は
多
人
数
社
会
で
は
公
共
財
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
通
常
の
公
共
財
と
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同
じ
種
類
の
問
題
｜
選
好
の
測
定
や
費
用
負
担
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
選
好
と
負
担
の
問
題
は
、
f
r
e
e

r
i
d
e
r
問
題
と
し
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
再
分
配
は
、
何
ら
か
の
強
制
力
を
伴
う
仕
方
（
課
税
）
に
よ
っ
て
実
行
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
理
論
の
最
も
困
難
な
こ
と
は
、
相
互
依
存
的
効
用
関
数
を
実
際
に
特
定
化
し
、
そ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
い
か
に
推
定
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
効
用
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
右
上
が
り
に
さ
せ
る
よ
う
な
P
a
r
e
t
o
レ
リ
バ
ン
ト
な
外
部
性
が
常
に

存
在
し
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
P
a
r
e
t
o
最
適
再
分
配
は
、
い
く
っ
か
の
問
題
点
は
も
っ
て
い
る
が
、
P
a
r
e
t
o
の
論
理
に
よ
っ
て
分
配
問
題
に
光

を
当
て
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
あ
る
範
囲
で
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
､
}
{
o
g
白
呂
‥
H
}
″
o
d
g
S
が
経
済
学
者
と
し
て
分
配
に
関
す
る
意
見
を
示
す
こ
と
に
は
成
功
し
た
と
言
つ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
今
後
こ
の
種
の
研
究
を
一
層
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
ま
ず
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
の
整
理
・
分
析
か

ら
始
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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