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ニ
.六

(

一
ニ
七
四)

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
連
す
る
問
釋
^
:
ン

——

一つの覚え書

——

高

.

木
.

寿
一

一
、

ア

ダ

ム

•
ス
ミ
ス
、

ミ
ル
、

ザ
ッ
ク
ス
の
解
釈

現
代
の
財
政
学
に
お
け
る
公
共
欲
望——

公
共
財
I
関
す
る
基
本
的
な
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
基
底
に
古
典
学
派(

例
え
ば
、
ア
ダ
ム
♦
ス
ミ
ス 

お
よ
び
J

*

s

:、、
ル)

の
解
釈
'が
、
い
ま
だ
な
お
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
が「

国
富
論」

(

一
七
七
八
年)

に
お
い
て
、
重
商
主
義
お
よ
び
重
農
主
義
の
諸
政
策
の
よ
う
に
或
る
特
定
の
産
業
お
よ
び
質 

易
に
特
恵
を
与
え
、
ま
た
は
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
事
実
に
お
い
.て
そ
の
目
的
を
« 0
が
え
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
_ (

な
っ
て
い
る)

。
す
べ
て 

の
特
恵
•
制
限
の
制
度
を
廃
止
す
れ
ば
、
明

白

•
簡

単

なr

自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム(system of .Natural Liberty)

」

が
自
ず
か
ら
確
立
す
る 

こ
と
に
な
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
ス
制
度
ま
た
は
体
.^)

に
お
い
て
君
主
ま
た
は
国
家
が
行
な
う
べ
き
義
務—

任
務
は
、
わ
ず
か
に
三
つ
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
ば
は
、
経
済
学
お
よ
び
財
政
学
の
研
究
者
の
す
べ
て
'の
人
々
の
^
”知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
.

そ
し
て
、
そ
の
自
然
的
自
由
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
家
の
任
務
は
、(

1)

国
防
、(

2)
社
会
の
各
員
を
不
正
と
压
迫
か
ら
保
護
す
る
pi
-
 

法

•
警
察
、(

S)

或
る
種
の
公
共
土
木
事
業
と
公
共
施
設
の
建
設
と
維
持
で
あ
る
と
い
う
。
そ
1

て
こ
の
第
三
の
任
務
に
っ
ぃ
て
、
そ
れ
は
社
会

に
と
っ
て
最
高
度
に
有
利
で
あ
る
が
、
個
人
ま
た
は
少
数
者
に
と
っ
て
は
費
用
を
償
い
得
な
い
の
で(

註)

、
国
家
が
建
設
し
維
持
す
る
も
の
I

 

す
な
わ
ち
商
業•

交
通
を
促
進
す
る
事
業
と
施
設(

道
路
•
橋
梁
.
運
河•

港
湾
の
施
設
な
ど)

と
、
教
育
施
設
で
あ
る
と
い
う
。

現
代
の
財
政
学
に
お
け
る
公
共
欲
望
の
解
釈——

例
え
ば
^
ス
グ
レ
ー
ブ
の

解
釈
に
お
'い
て(

本
誌
三
七〜

三
九
頁
参
照)

、
ァ
ダ
ム

•
ス
ミ
ス
の
い
う

(

1)

と

(

2)

の
職
分
は「

社
会
的
欲
求」

と
そ
れ
を
充
足
す
る
国
家
用
役
と
い
う
形
態
の
公
共
財
の
提
供
で
あ
る
。(

3)

の
任
務
は
マ
ス
グ
レ
ー
ブ
が
い
う 

「

価
値
欲
求」

の
充
足
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

.

註

「

變
甩
を
霞
い
.得
な
い
の
で」

と
い
う
の
は
、
市
場
の
.有
効
需
要
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
' そ
れ
は
新
規
投
資
の
限
界
効
率
が
低
V 

.

の
で
、

I

多
額
の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
の
困
難
と
投
資
，の
予
想
収
益
率
が
低
い
の
で
、
民
間
投
資
が
現
実
に
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

J 

• 
S 

.
ミ
レ
1

「

経
済
学
原
1
1 

(
J
o
h
n

 

S
t
u
a
r
t

 

Mill, 

Principles 

of 

Political 

e
c
o
n
o
m
y
,

 

1st 

Edition, 

100
4
00
，
-7 t

h

 

edition, 

100
7
1

)

の

第

五

篇「

政
府
の
影
響
に
.つ
い
.て」

の

第

一

章「

政
府
の
職
分
一
般
に
づ

い

て」

に
お
い
て
、
：政
府
の
諸
職
分
を「

必
然
的
職
分」

(necessary 

functions)

と
選
択
的
職
分(optional functions

一
 

に
区
別
し
て
い
る
。

必
然
的
職
分
と
い
う
の
は「

政
府
と
い
う
観
念
と
不
可
分
な
職
^

か̂
、
或
は
す
ベ
て
の
政
府
に
よ
っ
て
慣
習
的
に
、
ま
た

異
論
な
く
、
遂
行
さ 

れ

て

い

る(exercised 

habitually 

a
n
d

 

w
i
t
h
o
u
t

 

o
b
j
e
c
t
i
o
n
)

職
分
の
こ
.と
で
あ
る
。

：

.

選
択
的
職
分
と
い
う
の
は「

そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
が
、
そ
の
職
分
を
遂
行
す
べ
き(should 

e
x
e
r
c
i
s
e
)

で
あ
る
か
、

遂
行
す
べ
き
で
な
い
か
に
つ 

、
て
、
ま
だ
疑
問
の
余
地
が
あ
る(

q
u
e
s
t
i
o
n
a
b
l
e
)

と
考
え
ら
れ
て
.い
る
職
分
の
こ
と
で
あ
る
。.
た
だ
し
"

選
択
的
，

(
o
p
t
i
o
n
a
l
)

と
い
う
こ
と
ば 

S

，
そ
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
職
分(fucntions in q

u
e
s
t
i
o
n
)

を
、
政
府
の
職
分
と
し
て
と
り
上
げ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
と
り
上
げ
る
へ
き
で 

な
パ
か
は
、

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
か
、

ま
た
は
恣
意
的
な
選
択
に
任
か
せ
て
お
い
て
差
支
な
い
と
と(

a
.
m
a
t
t
e
r

 of 

i
n
f
e
r
e
n
c
e

 

or 

of arbitrary 
0

0̂
£

で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
V
。.

た
だ
、
そ
れ
ら
の
職
分
を
遂
行
す
る
こ
と

が

適
当
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
が

.

(
e
x
p
e
d
i
e
n
c
y)

、

必
然
的
で
あ
る(

n
e
c
e
s
s
a
r
y
)

と
い
う
ほ
ど
に
は(

程
度
に
は)

達
し
て
い
な
い
で
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
現
に
意
見 

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
連
す
る
問
題 

ニ

七

(

一
二
七
五)



: 

ニ
a

a
u

七
六)

の
相
違
が
あ
る(diversity 

o
f

。1

§ 
I
 
I

-

,ま
た
は
意
見
の
相
違
が
あ
り
得
る(

3

与

e

l)

.
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
云

お
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る」

と
い
う(7th. Edition, 

l
e
d

 

b
y
'
W
.
J
.

 

A
s
h
l
e
y
, 

p. 

7
9
6

参
照)

。
こ
の
ミ
ル
の「

必
然
的
職
分」

と

r

選
択
令

職
：

.'
-
の
.解
釈
は
.現
代
で
は

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の「

社
会
的
欲
求」

，と

「

価
値
欲
求
.

」

，
の

解

釈

に(

少
く
と
も
そ
の
基
底
に
お
い
て)

'1
ず
る
も
の 

が
あ
る
と
思
う
。

パ
.

財
政
ま
た
は
財
政
活
f
は

国

家

•
公
共
団
体
の
職
分
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
手
段(

資
金
•
財
貨
•
用
役)

を
調
達
し
、

こ
れ
を 

処
分
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
財
政
需
要
を
充
足
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
職
分
を
遂
行
す
る
と
い
.う
こ
と
は
、
そ
の
社
会
経
済
的
な
意
味
ま
た
は
内
容 

力
ら
み
て
、
そ
の
国
{豕
，
公
共
団
体
を
形
成
し
.て
い
る
人
々
の
集
合
的
欲
望
ま
た
は
共
同
欲
望
、
ま
た
は
公
共
欲
望
を
充
足
す
る
こ
と
を
意
味
す 

る
.も
の
と
解
釈
す
る
場
合
が
多
い
。

そ
し
て

.

.

「

国

家

.
公
共
団
体
の
職
分
を
遂
行
す
る
た
め
に」

と
い
う
と
こ
'ろ
を
、「

共
同
欲
望
ま
た
は
公
な 

欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に」

経
済
的
手
段
を
調
達
し
使
用(

ま
た
は
処
分)

す
る
財
政
活
動
を
行
な
う
と
表
現
す
る
場
合
が
多
い
の
で

あ
る
。
ま
た 

.「

共
同
欲
望」

を

「

集
合
欲
望」

と
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
。
，殊
に
ザ
ッ
ク
ス
は「

理
論
的
国
家
経
済
の
原
理
. ̂(

匿

S
a
x
,

 

G
l
d
l
e
g
l

 

der 

t
h
s
r
e
t
i
s
c
h
e
n
s
t
a
a
t
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,

 

1
S
S
7
)

に
お
い
て
、
集
合
欲
望
論
を
出
発
点
と
し
て
財
政
学
を
検
討
し
て
い
る
。

ザ
ッ
ク
ス
の
解
釈
を
要
約
す
れ
ば
、
経
済
は
欲
望
充
足
の
括
動
で
あ
る
が
、
そ
の
欲
望
は
個
人
欲
望
と
集
鑫
望
に
<区
別
さ
れ
る
。
集
合
欲
望 

を
充
足
ず
る
組
織
は
履
で
あ
る
が
、
欲
望
を
持
つ
者
は
個
人
で
あ
る
。
集
合
欲
望
.は
個
人
に
還
元
さ
れ
る
。
.個
人
経
済
を
支
配
す
る
原
理
は
、
 

国
家
共
祠
経
済
に
も
適
用
し
得
る
と
い
う
。
ザ
ッ
ク
ス
は
、

こ
の
個
人
欲
望
に
還
元
さ
れ
る
集
合
欲
望
を
基
礎
t

て
、
集
合
経
済
現
象(

国
家 

経
済)

を
検
討
す
る
。
こ
れ
が
ザ
ッ
ク
ス
の
.純
粋
理
論
的
な
国
家
経
済
学=

財
政
学
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
基
本
的
な
解
釈
で
あ

る

。

こ
の
ザ
ッ
ク
ス
の
解
釈
は
、
ィ
タ
リ
ア
のM

a
z
z
o
F
d
e

 

Viti 

de 

M

i
そ
の
ほ
か
、
-ス
ウ
エ
丨
デ
ン
のWicksell, 

L
i
n
d
a
h
l

な
ど
に 

強
ぃ
影
響
を
与
克
て
ぃ
る(

或
は
継
承
き
れ
て
ぃ
る
と
云
っ
て
ょ
ぃ
場
合
も
ぁ
る)

0

ニ
、

セ
リ
グ
マ
ン
の「

公
共
欲
望」

の
解
釈

ノ

ン

，
 

• 

.

「

公
共
欲
望」

に
関
す
る
セ
リ
グ
マ
ン(Edwin, R. 

s
e
l
i
g
m
a
n
)

の
解
釈
は
示
唆
を
含
ん
で
い
る
が(

ま
た
同
時
に
、
若
干
の
疑
問
を
誘
発
す
る
と
い 

う
意
味
に
お
い
て)

、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
に
有
用
な
参
考
資
料
と
な
る(

し
か
る
に
現
在
で
は
こ
の
セ
リ
グ
マ
ゾ

の
解
釈
が
殆
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い 

る
上
う
に
思
う)

セ
リ
グ

マン

の
解
釈
は
、
p
a
ĝ

 ̂Science 

の ua
r
t
e
r
l
y

 

(1926, 

June. 

p
.
193 〜

p. 
2
100
^

p

 

3
5
4 〜

p. 
3
00
3)

に 

掲
載
さ
れ
た
論
文 

T
h
e

 

Social 

a

a

l
 

g
a
l
e と
、
さ
ら
に
5

⑦ w
i
r
t
s
c
h
a
f
h
e
o
r
i
e

 

d
e
r

 G
e
g
e
n
w
a
r
t
,

 

l
l
e
r
a
l
e
g
e
b
e
n

 

v
o
n

 

H
a
n
s

 

M
a
y
e
r
,

 

F
.

 

A
.

 

F
e
t
t
e
r

 

u
n
d

 

w
i
c
h
a
r
d

 

Reisch, 

V
i
e
r
t
e
r

 

B
a
n
d
,

 

1
9
2
8

 

に
収
載
さ
れ
て
い
る
論
文(Die gesellschaftliche 

I'heorie der IFinanzwirtschas) 

(s. 205 〜
s. 2

4
5
)

に
お
い
て
表
阻
さ
れ
て
い
る
。

セ
リ
グ
マ
ン
は
そ
れ
ら
の
論
文「

財
政
学
の
社
会
理
論」

の
は
じ
め
に
、「

財
政
学
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
経
済
学
者
た
ち
.は
、

長
い
あ
い 

だ
三
つ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
問
題
は
、
財
政
学
が
研
究
す
べ
き
固
有
の
，課

題

(

認
識
対
象 —

Erkenntnisobjekt )

に
関
係
し
て 

t
る
 ̂

■財
政
学
は
国
家
を
研
究
す
る
の
か
、
国
家
を
形
成
し
て
い
る
個
人
を
研
究
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の 

よ
う
な
答
え
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
非
常
に
違
っ
た
結
論
が
出
て
く
る
。
! '
一
の
問
題
は
、Mi

家
が
個
人
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
I

国
家
は
い
か 

な
る
意
味
で
、
ま
た
い
か
な
る
方
法
で
、
国
家
は
そ
れ
自
体
に
特
有
の
経
済
的
生
存(ein eigenes wirtschaftlich.es D

a
s
e
i
n
)

を
行
な
う
か
。
ま 

た
I
力
な
る
意
味
と
方
法
に
お
い
て
、
個
人
は
こ
の
国
家
の
経
済
生
存
に
参
加
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
M '
一一、一
の
問
題
は
、
課
税
原
則
に
関 

係
す
_る—

費
用
原
則
か
、
■利
益
原
則
か
、
給
^
:能
力
原
則
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
に
、
い
っ
そ
う 

基
本
的
な
問
題
が
そ
の
う
ち
に
存
在
し
.て
い
る
こ
と
が
判
か
る
。
少
く
と
も
、

三
つ
の
基
本
的
な
問
題
が
現
わ
れ
て
く
る
。
社
会
集
団
一
般
の
本 

質
は
何
か
。
公
共
欲
望
と
国
家
活
動Q

挫
質
は
何
か
。I

I

家
が
個
人
に
対
す
る
財
菌
係

.は
い
が
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
.で
.あ
る

f

 

S

I

Theory, p
.
193 

Die Sesellschaftliche Theorie, 

s. 

2
05

-
こ
の
英
文
と
ド
ィ
ッ
文
の
論
文
と
に
お
い
て
は
、
セ
リ
グ
マ
ン
の
解
釈
の
表
現
に
若
干
の

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
速
す
る
問
題 

.一
一
L 

(

一
二
匕
ヒ
ノ



三
〇

(

一
二
七
八)

相
違
が
あ
る
—

そ
の
場
合
に
は
屯
と
し
て
ド
ィ
ッ
文
の
論
文
.

「

財
政
の
社
会
理
論」

に
よ
る
こ
と
を
念
の
た
め
に
記
し
て
お
く)

*

こ
こ
で
セ
リ
グ
マ
ン
の「

財
政
学
の
社
会
理
論」

に
お
け
る
解
釈
の
全
文
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
.で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
公
共
欲
望
丨
公 

共
財
に
関
速
す
る
窗
分
を
要
約
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

セ
リ
グ
マ
ン
は
、

す
べ
て
の
生
活
は
個
人
と
そ
の
欲
望
に
発
す
る
と
い
う
。

そ
の
欲
望
を
、

個
別
的
欲
望(separate w

a
n
t
)
、

互
恵
的
欲
望 

(reciprocal w
a
n
t
)
、

共
同
欲
望(

c
o
m
m
o
n

 w
a
n
t
)

に
区
別
す
る
。

個
別
的
欲
望
と
い
う
の
は
、
他
人
と
関
係
な
く
単
独
の
努
力
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
欲
望
で
あ
る
。
5:
'
&
办
於
皆
は
、
各
個
人
が
各
々
に
異
な 

る
的
を
追
求
す
る
他
人
の
行
為
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
、
た
が
い
に
補
完
し
合
う
こ
と
に
よ
ら
て
氣
た
さ
れ
る
欲
望
で
あ
る
。
例
え
ば
八
が
魚 

が
欲
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
自
分
で
魚
を
と
り
に
行
か
な
い
で
、
欲
し
い
と
思
う
魚
を
丑
か
ら
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
暴
カ
に
よ
っ
て
丑
^
ら 

奪
わ
な
い
限
り
は
、
B
が
欲
し
て
い
る
何
物
か
を
、
そ
の
魚
の
代
償
と
し
て
、
B
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
A
と
丑
の
欲
望
が
'1
-
っ
て
い
る
、
 

場

合

(

例
え
ば
A
は
魚
を
欲
し
、
.
Bは
鶏
を
欲
し
て
い
る
場
合)

に
は
、

交
換
に
よ
っ
て
八
と
丑
の
欲
望
が
充
た
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
<
;と
6

の
欲 

望
は
相
互
補
完
的
な
行
動(complementary a

c
t
i
o
n
)

に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
。

こ
れ
が
互
恵
的
欲
望
で
あ

っ

て

、

互
恵
的
欲
望
は
少
く

と

も 

A 

*
Bふ
た
り
の
個
人
の
補
完
的
行
動
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
欲
望
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
鯨
と
か
象
を
捕
獲
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
各
個
人
が
単
独
で
は
行
な
い
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
鯨
か
象
な
ど
を
捕 

獲
し
よ
う
と
い
う

同
じ
欲
望
を
持
つ
多
数
人(

A 

• 

Bの
ほ
か
に
c 

. 

D •
E…

…
)

の
協
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
欲
望
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
な 

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
各
個
人
の
欲
望
は
同
一
で
あ
っ
て
、
交
換
に
よ
っ
て
は
充
た
さ
れ
ず
、
共
働
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
充
た
す
こ
と
が
で
き 

る
。
各
自
相
互
の
補
完
的
行
為
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
互
恵
的
欲
望
で
は
な
く
、
協
力
行
為(cooperation)

に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
共
同
欲
望
と 

な
る
。
共
同
欲
望
と
い
う
の
は
、
個
人
が
他
の
個
人
と
と
も
に
持
っ
て
、
同
時
の
共
同
行
為
に
よ
っ
て
の
み
充
た
さ
れ
得
る
欲
望
の
こ
と
で
あ
る
。

セ
リ
グ
マ
ン
は「

個
n力
的
欲
^

互
恵
的
欲
望
共
同
欲
望
.の
正
し
い
区
別
は(

^
のreal

.

distinction

Ider w
a
h
r
e

 

unterschied)

、
.そ
の
^

望
の
本
来
の=

本
源
的
な
心
理
的
性
質
と
か
、
充
足
さ
れ
る
欲
望
の
特
殊
な
性
質
に
あ
る
の
.で
は
な
く
、
む
し
ろ
、.
欲
望
が
充
足
さ
れ
る
、
ま
た 

は
充
足
さ
れ
得
る
方
法
ま
た
は
手
段(

w
a
y

ミ

旨

)

に
あ
る
。

同
じ
欲
望
も

、.
欲
望
の
充
足
方
法
に

よ
っ
て
異
な
.る

部

類(

ヵ
テ
ゴ
リ
ー) 

に
帰
す
る」

と

い

う(

し
た
が
っ
て
、
個
別
的
欲
望
•
互
恵
的
欲
望
•
共
同
欲
望
は
相
互
.に
移
行
し
合

う

こ
と
に
な
る_

_

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
事
情
に
し
た
が 

っ
て
そ
の
充
足
方
法
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
に
な
る)

。
.

セ
リ
グ
マ
ン
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
私
的
共
同
欲
望(private c

o
m
m
o
n

 w
a
n
t
)

と
、

公
共
的
共
同
欲
望(public 

c
o
l
o
n

 

w
a
n
t
)

の
区
別
も
、
 

全
く
そ
れ
ら
の
欲
望
が
充
足
さ
れ
る
方
法
の
如
何
に
よ
っ
て
い
る
。

国
家
そ
の
他
の
統
治
組
織(political organisation)

の
諸
形
態
をP

u
b
l
i
c

 

G
r
o
u
p

 

(

公
共
的
集
団—

公
共
団
体)

と
云
い
、

公
共
団
体
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
欲
望
が
公
共
的
共
同
欲
望
で
あ
る
。

私

的

団

体

(private 

G
r
o
u
p
)

に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
欲
望==

私
的
共
同
欲
望
も
、
国
家
あ
る
い
は
公
共
団
体
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
場
合
に
は
公
共
的
共
同
欲 

望=

な
お
正
確
に
云
え
ば
公
共
欲
望(public w

a
n
t
)
.

と
な
る

。
.
公
共
欲
望
の
充
足
は
用
役
お
よ
び
財
貨
の
提
供
と
い
う
形
態
に
現
わ
れ
る
が
、
 

そ
れ
ら
は
経
済
活
動
の
対
象
を
#
成
し
て
い
る
経
済
財
で
あ
る
。

個

人

の

公

共

欲

望

の

充

足

に

当

て

ら

れ

る

が

公
共
財

(public g
i
s
}

 

で
あ
る
。
公
共
欲
望
.
.公
共
経
済
活
動
•
.お
よ
び
公
共
財
は
、
私
的
欲
望
•
私
経
済
的
活
動
.
私
的
財
と
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

.

セ
リ
グ
マ
ン
は

、

ザ
ッ
ク
ス
@
日
ロ 

f

と
、
ザ
ッ
ク
ス
の
解
釈
を
継
承
す
る
.諸
学
者
が
、
統
治
団
体(

セ
リ
グ
マ
ン
は
こ
こ
で
ユ
。に

0
7 

g
l
a
t
i
o
n

と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
はil

家•

公
共
団
体
の
意
味
で
あ
る)

に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
欲
望
を|

合
的
欲
望(collective 

w
a
n
t
.
)

と
云
っ
て
個
人
的
欲
望
と
対
立
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
ニ
つ
の
点
で
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。

第
一
に
す
へ
て
の
共
P
欲
^
は
.
多
数
の
個
人
の
集
合
的
活
動
に
よ
っ
て
の
み
充
足
さ
れ
得
る
と
い
.う
こ
と
に
お
い
て
、
集
合
的
欲
望
で 

あ
る
私
的
団
体
で
あ
っ
て
も
、
公
共
団
体
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
集
合
的(collective)

で

あ

る

。

さ

ら

に
? '
、
一
 i

、

集
合
的
欲
望
は
個
人 

の
欲
望
と
対
立
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
集
合
的
欲
望
は
、
究
極
に
お
い
て
、
そ
の
集
団
を
形
成
し
て
い
る
個
人
が
感
ず
る
欲
望
で
あ
る
。

JE
'
レ 

い
対
立
は
、
個
人
の
個
別
的
欲
望
と
、
個
人
の
共
同
欲
望
と
の
間
の
対
立
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
集
合
的
欲
望
と
個
人
的
欲
望
の
間Q

対
立
を
設 

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
連
す
る
問
題 

三 

一

(

一
二
七
L)



..,

 

三
ニ 

(

ー
ニ
八
〇)

、

定
す
^
こ
と
は
で
き
な
い
0

個
人
の
欲
望
の
概
念
を
最
高
概
念
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
'
 
集
合
的
欲
望
ま
た
は
共
同
欲
望
は
そ
の
*ト 

位
概
念
で
あ
っ
て
、
.そ
の
集
合
的
欲
望
ま
た
は
共
同
欲
望
.は
、.
そ
れ
が
私
的
団
体(

集
団)

に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
か
、
八
ム
共
団
体
に
よ
っ
て
充 

.た
さ
れ
る
々
に
し
た
が
っ
て
.さ
ら
に
私
的
欲
望
か
公
共
欲
望
に
.分
か
れ
る
.の
で
あ
る
と
い
う
.
Hぎ

H
r
。
^
 ̂p.. 195, 

p. 

1
900〜

p. 

p. 

201, p. 

3
5
5

 ~
p
'
3
5
7
—
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gesellschaftliche 

Theorie, 

s
,
2
0
^

そ
こ
で
、
個
人
の
共
同
欲
望
で
あ
っ
て
、
国

家

，
公
共
団
体
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
も
の
と
、
私
的
団
体
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
も
の
に
t
、
 

い
か
な
る
特
徴(the specKc 

characteristics)

が
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。

第
一
の
.特
徴
ば
、
国

家

•
公
共
団
体
と
私
的
団
体
と
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
石
欲
望
は
、
そ
の
重
要
性
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
国

家

.
 

公
共
団
体
は
私
的
団
体
よ
り
も
、
は
る
か
に
基
本
的
に
重
要
な
欲
望
を
充
足
す
る
。
そ
の
重
要
さ
の
程
度
の
相
違
が
殊
に
^1

だ
し
い
場
合
に
太
、
 

そ
の
欲
望
の
性
質
の
相
違
と
殆
ん
ど
等
し
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
こ
，と
に
.な
る
。
:

国

家

.
公
共
団
体
が
充
‘た
す
欲
望
は
、；
こ
れ
を
形
成
す
る
個
人
の
共
同
欲
望
の
な
か
で
最
も
基
本
的
な
欲
望
で
あ
っ
て
、
個
人
を
保
護
す
る
こ 

と
で
あ
る
。
個
人
は
単
独
で
は
外
敵
に
対
し
て
自
己
を
保
護
し
得
な
：い
.。
.国
家
そ
の
他
の
統
治
組
織(

公
共
団
体)

に
よ
っ
て
、

そ
の
保
護
の
欲 

望
を
充
足
す
る
。
生
命
.
•
.財
産
‘
自
由
の
保
護
が
共
同
欲
望
の
な
か
で
も
最
も
基
本
的
な
も
の
で
お
る
。
個
人
が
国
家
と
の
関
係
を
離
れ
る
時
に 

は
、
そ
の
生
命
と
経
済
的
生
存
と
を
脅
か
さ
れ
る
危
険
に
陥
る
。
セ
リ
グ
マ
ン
は
国
家
•
公
共
団
体
が
充
た
す
共
同
欲
望
の
第
一
の
特
徴
は
、
そ 

の

「

基
本
性」

(f§

o.p
3
entalcharacter

--
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
s
m
)

に
あ
る
と
パ
う
。
 

-

第

ニ

の

特

徴

は

国

家

•
公
共
団
体
が
一
定
地
域
内
の
-
-
一
定
の
社
会(

c
o
m
m
u
n
i
t
y
)

の
人
々
の
す
ベ
て
'，を
包
含
す
る
こ
と
、
■す
な
わ
ち
普

遍

性

(all-embracing character

I

u
n
i
v
e
r
s
a
l
i
s
m
)

に
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
の
特
徴
で
あ
る「

基
本
性」

か
ら
生
ず
る
。
 

国
家
が
充
た
す
生
命
へ
財
産
•
启
由
の
保
護
の
よ
う
な
基
本
的
共
同
欲
望
は
、
私
的
団
体
に
よ
っ
て
は
充
た
し
得
な
い
し
、
ま
た
そ
の
欲
望
は
す 

ベ
て
の
人
々
が
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の

「

基
本
性」

は
普
遍
性
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
.

第

三

の

特

徴

は

国

家•

公
共
団
体
が
持
つ
強
制
性
で
あ
る
が(

英
文
の
論
文
で
はcompulsion、

ド
ィ
ッ
文
の
論
文
で
は
Is
l
w
a
n
g
f

v
a
l
t

と
表
現 

さ
れ
て
V
る)

こ

れ
は「

基
本
性」

と

「

啬
遍
性」

が
結
合
し
た
産
物
で
あ
る
。
或
は
国
家
の
強
制
性
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
国
家
の
構
成
员 

た
る
こ
と
の
劣
分
劁
性(Indissolubility)

と
い
う
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

個
人
は
私
的
団
体
か
ら
は
任
意
に
離
脱
し
得
る
が
、

国

家

•
公
共
団 

体
か
ら
は
離
脱
し
得
な
い
。
私
的
団
体
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
国

家

•
公
共
団
体
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
包
含
す
る「
普
遍
性」

を
持 

っ
て
い
る
か
ら
、
個
人
がS

己
の
或
る
部
分
的
利
益
ま
た
は
意
見
が
他
.の

人

々

.
と

一

致

し

な

く

と

も
、

国
家
の
外
に
在
る
べ
き
余
地
が
な
い
。
個 

人
の
特
殊
的
和
害
の
故
を
も
っ
て
、
他
の
多
数
者
.の
共
同
利
害
に
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
、
国
民
の
う
ち
の
個
ん
が
、
そ
の
国
家
.
 

公
共
囲
体
の
意
志
に
従
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
国
家
の
意
志
に
従
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の「
強 

制」

と
い
う
こ
と
は
、
国

家

*
公
共
冏
体
が
充
た
す
共
同
欲
望
の「

雄
本
性」

と

「

普
遍
性」

の
所
産
で
あ
る
。

国

家

•
公
共
団
体
の
こ
の
三
つ
の
特
徴
は
積
極
的(positive)

な
特
徴
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
そ
の
性
質
と
い
う
よ
り
は
程
変 

の
相
違
を
表
わ
す
附
加
的
ま
た
は
消
極
的
な(

英
文
で
はadditional、

ド
ィ
ッ
文
で
は
g
cr
q
pユ
く
と
表
現
さ
れ
て
い
る)

„

と
も
い
う
べ
き
も
の
が 

あ
る
。

そ
の
附
加
的
ま
た
は
消
極
的
な
第
一
の
特
徴
は
、
非
5:
'
恵
的
性
賢
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
、
個
人
と
国
家
•
公
共
四
体
と
の
間
に
は
何
等
の
互 

恵
的
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
職
分
に
お
い
て
菡
本
的
に
重
要
.な
こ
と
は
、
公
共
的
目
的
と
公
共
的
福
祉
で
あ
る
。
固
人
の
滴 

別
的
利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
軍
備
、
司

法

•
警

察

•
学
校
施
設
等
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
利
益
が
個
人
に
生
じ
て 

も
、
そ
れ
は
そ
の
_
家

.
公
共
団
体
の
ー
員
で
あ
る
こ
と
に
附
随
し
て
そ
の
個
人
に
利
益
が
生
ず
.る
の
で
あ
.る
。

.第
二
の
特
徴
と
し
て
、
国
家
活
動
に
よ
っ
て
個
人
に
帰
す
る
利
益
.は
区
分
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で
、
利
益
の
か

(indivisibility) 

と
い
う
べ
き
特
徴
が
生
ず
る
。
こ
の
不
可
分
性
と
い
う
こ
と
は
、「

非
互
恵
性」

と
相
関
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

.こ
の
不
可
分
性
は
非
互
恵
性
と 

同
じ
よ
う
に「

迤
本
性」

の
所
産
で
あ
る
。
.

公
共
欲
轺
お
よ
び
公
共
財
に
閲
連
す
る
問
題 

三

三

(
一

二
八一

)



第
三
の
特
徴
は
，不
可
i

 (immeasurability)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
な
欲
望
の
充
足
に
向
け
ら
れ
る
国
家
活
動
が
個
人
に
附
随
的
な 

利
益
を
生
ず
る
場
合
£

い
て
す
ら
も
、
そ
れ
ら
の
利
益
は
大
部
分
は
正
確
に
計
量
す
る
，」

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
国

家

靈

の
利
益
が
不
可
分 

で
あ
り
、
個
人
に
帰
す
る
個
別
的
利
溢
が
な
い
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
利
益
を
測
定
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
例
え
ば
、
い
か
に
し
5

防
.
 

司

法

•
警
察
の
保
護
が
各
個
人
に
与
え
る
利
益
を
.正
確
に
測
定
し
得
よ
.う
か
。
国

家

•
公
共
団
体
の
基
本
的
な
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
利
益
を
各 

個
人
に
つ
い
て
測
定
し
得
な
い
こ
と=

「

不
可
量
性」

と
い
う
べ
き
特
徴
が
存
在
す
る
。

t

ク
マV

は

(

こ
こ
に
要
約
し
て
説
明
し
た
よ
う
に)

、
讓

•
公
共
団
体
に
よ
：.っ
.て
充
足
さ
れ
る
公
共
的
共
同
欲
望
"
公
共
欲
望
の
諸
特
徴
を 

検
討
し
て
い
る
.(p. 

358.〜
P. 

3
7
0
—

S. 

2
2
7
〜
S. 

2
3
6
)
。

セ
リ
グ
マ
ン
は「

財
政
学
の
社
会
理
論」

の
結
論
の
一
節
に
.次
の
よ
う
.に
い
う
。
.
財
政

学
は
社
会
関
係
の
学
問
で
あ
る
。
財
政
需
要
は
共
同
欲
望
で
あ
り
、
そ
の
共
同
欲
望
の
正
確
な
分
析
を
通
じ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
の
財
政 

活
動
の
判
断
に
確
実
な
基
礎
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
.と
い
う
。

.
 

.
 

•

三
、

サ
ム
ュH

ル

ソ

ン

の「

公
共
財—

集
合
的
消
費
財」

の
概
念

現

代

(

一
九
五
〇
年
代
丨
六
◦
年
代)

に
お
け
る「

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財」

に
関
連
す
る
代
表
的
な
解
釈
と
し
て
、
サ
ム
ュ
ニ
ル
ソ
ン(

” 

A
.

 

s
a
m
u
e
l
s
o
n
)

と
マ
ス
グ
レ
I
ブ

(R. 

A
;

 

M
u
s
g
r
a
v
e
)

の
解
釈
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
公
共
財
に
関
す
る
基
本
的
解
釈
は「

H
げ
0>of 

P
u
b
l
i
c

 

E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e

 

(The R
e
v
i
e
w

 of Economics a
nd 

Statistics, 

November, 

1954 )
」

に
示
さ
れ
て
い
る
。

:

サ
ム
ュ
ヱ
ル
ソ
ン
の
解
釈
に
，お

け

る「

公
共
財」

は
、
す
べ
て
の
人
々
が
共
同
に
享
受
す
る
集
合
的
消
費
財——

各
個
人
が
或
る
一
つ
の
集
合 

消
費
財
を
消
费
す
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
他
の
個
人
の
そ
の
財
の
消
費
を
減
少
さ
せ
る
.こ
と
に
な
ら
な
い
.(

I

 

I

s

l

l

n

l

)

と
い 

う
意
味
に
お
い
下
し
た
が
つ
て
、
す
べ
て
の
.各
個
人
に
.つ
い
て
も
、
.各
個
の
集
合
鑛
費
財
に
つ
い
て
も
、
同
時
に
、
各
人
の
集
合
的
1

は

の
消
^
董
ガ
.等
し
V
と
I
う
意
味
に
お
V
て

す

へ

て

の

人

.々

が
共
同
に
享
受
す
る
集
合
的
消
費
財(collective 

consumption 

goods 

w
h
ich 

.
 

all enjoy m

 c
o
m
m
o
n
)

で
あ
る
。

た
だ
し
サ
A
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、

(

各
個
人
が)

集
合
的
消
費
財
を
享
受
す
る
と
い
う

何
か
神
秘
的
な
集
合
的
，な 

庀
が
あ
る
こ
と
を
仮
定
し
な
い(I assume no mystical 

collective 

m
i
n
d
)

。

各
個
人
は
、

私
的
財
お
よ
び
集
合
財
を
含
む
すV
て
の
財
の
消
鸯 

に
陕
し
て
終
始
変
わ
ら
な

I
或
る
順
位
を
持
'つ
選
好
の
組
み
合
せ(

型)
(a consistent 

set 

of ordinal preferences)

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を 

仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る(p. 

387)
。

サ
ム
ュ
エ
ル

ソ

ン

は

、

最
も
極
端
な
場
合(polar case)

を
想
定
し
た
純
粋
な
公
共
財
の
理
論
モ
デ
ル
を
提 

示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
非
現
実
的(unrealistic).

な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。.
そ
の「

公
共
経
費
の
純
粋
理
論」

は
、polar 

c
a
s
e

に
お 

け
る
規
範
的
理
論(normative 

t
h
e
o
r
y
)

で

あ

る(

サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
公
共
経
費
の
純
粋
理
論
に
関
す
る
解
釈
は
、
こ
のT

h
e

 Pur
e

 

Theory, 

1
9
5
4

の

ほ
か
に biagrammatiii Exposition of a Theory of 

p
u-g
c expenditure. The Review of Economics and Statistics, November, 

1955.

-

A
spects, 

of 

P
u
b
l
i
c

 

E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e

 

Theories, 

K
.
E
.

 

s. 

Nov., 

1
9
500
に
提
示
さ
れ
て
い
る)

。

サ
ム
ユ
エ
ル
ソ
ン
.の
こ

の

r

公
共
経
費
の
.純
粋
理
論」

は
確
か
に
極
め
て
す
ぐ
れ
た
論
文
で
あ
る 

'

(

現
在
の
と
こ
ろ
、
公
共
財
の
問
題
に
関
す
る
解 

釈
に
お
い
て
、
こ
の
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
解
釈
の
枠
を
出
て
い
な
い
も
の
が
極
め
て
多
い
。.
私
も
こ
の
論
文
の
価
値
を
高
く
評
価
す
る)

。

し
か
し
、
私

i
こ
の 

理
論
.の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
公
共
財
の
基
本
的
解
釈
に
つ
い
て
若
干
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
は「

公
共
経
費
の
純
粋
理
論」 

と
云
う
が
、

そ
の
理
論
の
内
容
は「

公
共
経
費
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
国
家(

公
共)

用
役
の
純
粋
理
論」

と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う 

(The Pure Theory of 

P

&S-Services created b
y

 Public 

Expenditure 

と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う)

。
或
よ
、
そ
^
-

H

 
た

だ「

こ
と
、i」

題
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
人
々
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
.も
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
財
政
学
に
い
ま
も
な
お
残 

.っ

.て
い
る
.一
つ
，の
重
大
.な
誤
り
を
表
現
し
て
い
る
。'
そ

れ

は「

こ
と
ば」

の
問
題
で
は
な
く
、
財
政
活
動
に
.関
す
る
理
解
の
不
足
を
反
映
し
て
い 

る
と
.い
.う

意

味

を

，持

，
っ

て

い

る

(

そ
れ
故
に
、
特
に
こ
.の
問
題
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る)

。

公
共
経ts ；

の
内
容
は
、

資

金

•
.財
貨

•
用
役
の
処
分
で
あ 

.る
。
そ
の
.経
済
財
の
処
分
に
よ
っ
て
、
用
役
の
提
供
.
•財
貨
の
提
供
，
貨
幣
の
提
供
と
い
う
形
態
の
国
家(

公
共)

.給

付(

用

霧

付

•
財

露

サ
 

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
連
す
る
問
題 

三

五(

一
二
八
三)



.

.

ニ 

三

六(

一
二
八
四)

貨
幣
給
付)

'が
作
出
さ
：れ
る

.

(

高
木
，
大
熊
：•
古
田
共
著「

財
政
政
策」

ニ
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い)

。
.サ
，
ム
ユ
：
エ
ル
ソ
ン
の
前

記

の「

公
共
財」

の
裁
本 

的
解
釈
丨
集
合
的
：

(

共
同)

消
費
財
の
解
釈
：
に
該
当
す
る
も
の
は
、

公
共
経
費
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
、る

:&
の

「

用
役
給
付」

で
あ
る
。

私

は「

-J 

代
の

財
政
学
に
レ
ま
も
な
お
残
っ
.て
い
る
一
.つ
の
重
大
な
誤
り」

と
記
し
た
が
、
そ
れ
は
公
共

経
費
の
：作
用•

効
果
と
、
公
共
経
費
に
よ
っ
て
作 

出
さ
れ
る
国
家(

公
共)
給
付
の
作
用
•
効
果
と
は
、

も
と
も
と

財
政
学
お
よ
び

経
済
学
に
お
い
.て
は
同
意
語
に
理
解
さ
れ
て
い
'る
と
い
う
解
釈

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。.資
金
の
処
分
が
そ
の
ま
ま
公
共
給
付
と
直
結
す
る
の
は

-
資
金
の
M
分
の
作
用 
>.効
果
と
同
じ
意
味
に
现
解
し
て
よ

い
の
は
、
貨
齡
給
付(

貨
幣
の
提
供
と
い
う
形
態
の
公
共
給
付)

の
場
合か

：£

で
あ
る(

三
田
学
会
雑
誌
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
号
一
一
八
頁
、
花
戸
窀
蔵
博
士

古
稀
記
念
論
文
集
、
.三
八〜

九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い)

。

、
、
、

サ
ム
ュ
.エ
ル
ソ
ン
の
解
釈
に
お
い
て
公
共
財
と
な
る
の
は
、
財
貨
•用
役
の
処
分
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
.

「

用
役
給
付」

だ
け
で
あ
ろ
う
か
0ま 

た
用
役
給
付
の
う
ち
で
も
、

或
る
個
人
の
消
費
が
他
の
い
か
な
る
個
人
の
消
費
も
減
少
さ
せ
な
い
場
合
だ
け
が
集
合(

共
同)

消
費
財
で
あ
る
と 

解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
0
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、純
粋
な
公
共
財
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て(

一
七
頁
参
照)

、
 

実

的

なPolar C
a
s
e

に
お
け
る
公
共
財
で
あ
る
。

そ
れ
は
現
実
性
あ
る
場
合(polar c

a
s
e

で
な
い
場
合)

に
お
け
る
公
共
甘
つ
理
解
こ
を 

の
ま
ま
当
'て
は
ま
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い(

し
た
が
っ
て
、
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
解
釈
す
る
公
共
財
の
実
例
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
は
な
か
な
か 

難
か
し
い
と
よ
く
云
う
が
、
そ
れ
は
実
例
を
求
め
る
と
と
が
鐘
な
の
で
あ
る
。
実
例
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
時
と
所
S

い
て
I
現
実
的
な
歴
史
的
属
性
を
持
っ 

て
い
る
経
験
的
事
実—

ま
た
は
^

実
に
発
生
す
る
と
予
想
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
サ
ム
ュh

ル
ソ
ン
自
身
が
非
現
実
的
な
純
粋
理
論
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
解
釈
に 

該
当
す
る
よ
う
な
公
共
財
の
実
例
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
；.

」

と
は
I

ュH
ル
ソ
ン
'
身
が
云
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
こ
も 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か)

。
 

.

サ
ム
ュ
エ
ル
.ソ
ン
の

p
o
r
y 

c
a
s
e
.

に
お
け
る
公
共
財
に
関
す
る
解
釈
に
お
い
て
、
前
記
の
よ
う
な
意
味
で「

す
べ
て
の
人
々
が
共
同
に
享
受 

す
る
集
合
的
消
費
財」

は
、

ま
た
同
時
に
、
.す
べ
て
の
各
個
人
が
平
等
に
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

w
a
p
M

C
a
s
e

を
仮{

疋
す
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。
他
の
場
合
に
は
、
共
同
消
费
と
い
う
こ
と
と
、
平

等

(

均
等)

消
費
と
い
う
こ
と
と
は
、
必
ず
直
結
す 

る
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
が
仮
定
し
たP

o
l
a
r

 

C
a
s
e

で
な
い
場
合
に
は
、
共
同
消
費
と
い
う
こ
と
は
公
共
財
で
あ
る
こ
と
の
条
件
に 

な
る
が
、

平
等
消
費
と
い
う
こ
と
は
公
共
財
で
あ
る
こ
と
の
条
件
に
は
な
ら
な
い
の
で
.は
な
い
か
。
そ
.の
ほ
か
の
問
題
に
つ
い
て
、

マ
ス
グ
レ
ー 

ブ
の
解
釈
と
併
せ
て
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う(

三
九
頁〜

四
四
頁
参
照)

。

四
、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の「

社
会
的
欲
求」

と

r

価
値
欲
求」

の
酵
釈

現
代
の
財
政
学
に
お
い
て「

公
共
欲
望」

と

「

公
共
財」

に
関
ず
る
一
.つ
の
重
要
な
解
釈
は
、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の「

財
政
理
論〕

に
示
さ
れ
て 

い
る
解
釈
で
あ
る(R.MUSgrave, 

T
h
e

 

T
h
e
o
r
y

 of 

public,Finance, 

1
9
5
9
.
——

木̂
下
和
夫
監
訳「

財
政
理
論」)

。

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
は「

公
共
欲
望」

(public W
a
n
t
s

―
■
木
下
訳
で
.は
公
典
欲
求)

を
、社
会
的
欲
求(social w

a
n
t
s
)

と
価
値
欲
求(Merit, w

a
n
t
s
)

 

に
ぼ
別
し
、
社
会
的
欲
求
と
価
値
欲
求
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
：
',,

「

社
会
的
欲
求
は
、

す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
等
し
い
量
で
消
費
さ
る
べ
き
は
ず
の
.(

註)

サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
欲
求
で
あ
る」 

(social w
a
n
t
s

 

P
S those 

w
a
n
t
s

 

satisfied b
y

 srvices 

that m
u
s
t

 be 

c
onsu

m
e
d 

in equal a
m
o
u
n
t
s

 b
y

 a
n
)

と

、>
う

(Illy 

木
下
訳
で
尤「

す 

ベ
て
の
ひ
と
び
と
が
等
し
い
量
の
消
費
の
対
象
と
す
べ
、き
サ
.丨
ビ
ス
：に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
欲
求
で
あ
る」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
こI
つ
い
て 

は
後
に
四
一
頁
で
述
べ
る)

。

そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
支
払
わ
な
い
.か
ら
と
云
っ
.て
、
そ
れ
ら
の
'人
々
は
、

そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
す
る
利
益
を 

2

,又
す
る
こ
と
か
ら
除
外
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ちE

x
c
l
u
s
i
o
n

 

p
r
i
n
c
i
p
l
e
"
「

除
外
原
則
ま
た
.は
排
除
原
則」

は
適
用
さ
れ
な
い
。
社
会
的
欲
求 

の
充
足
は
価
格
の
支
払
い
.を
条
件
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
発
的
な
支
払
い
を
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
種 

の
欲
望
は
市
場
で
I
市
場
機
構
.を
通
じ
て
充
足
ず
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
、
そ
の
社
会
的
欲
求
を
充
足
し
.な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ 

と
に
^
れ
ば
、
..予
算
に
よ
る
給
付
措
置(budgetary provision)

が
.必
要
に
..な
る
。
社
会
的
欲
求
の
.場
合
に
は
、：
そ
れ
ぞ
れ
..の
人
々
が
享
け
る
刊 

公
共
欲
望
お
よ
び
戈
共
財
に
関
連
す
る
問
題 

三

匕

.

(

一
二
八
五)



:
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三

八(

ニi

八
六)

益
は
、
そ
の
人
が
支
払
っ
た
租
税
な
ど
の
貢
納
と
は
麗

が

な

い

こ
と
は
誰
で
も
み
な
知
'っ
て
.い
る
が
ら
、
自
発
的
貢
納(

v
o
l
u
n
t
a
r
y

 

c
o
l
-

 

b
u
t
i
o
n
)

な
ど
は
期
待
で
き
な
い
，。.
そ
こ
で
政
府
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
.く
な
り
、「

強
制」

(

I

f

)

が
必
要
と
さ
.れ
る
こ
と
に
な
る 

(

p
'
00
4
. 

1
0
-
—
木
下
監
訳
、：

p.. 

1
P.
P
.

1
2
〜
P
.
13 

参
照)

。

.

.

「

fr
fL
欲
永—

M
e
r
i
t

 w
a
n
t
s
.」

..と
V
う
第
一
一
の
型
の
公
共
欲
求
'は
、
.排
除
原
則(

ま
た
■は
除
外
原
則
丨exclusion'principle)

.に
^
っ
て
い
る
t 

丨
ビ
.ス
に
よ
っ
て
も
充
た
さ
れ
、
有
効
需
要
の
範
囲
内
.で
；市
場
に
よ
っ
て
も
充
足
さ
れ
、る
。
し
か
.し
、
も
し
そ
れ
ら
の
欲
望
0.
充
足
が
、
市
場
を 

通
じ
て
提
供
さ
れ
ー
ま
た
私
的
購
買
者
が
.こ
れ
，に
対
し
て
支
払
う
も
の
.
.

(

部
分)

' 
を
超
え
て
そ
の
.う
え
に
も(over.and above)

、
へ
へ
共
予
算
を
® 

じ
て
提
供
さ
れ
る
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
も
のseritorii).

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ

の

欲

求

は

と

な

る

。
社
会
的
欲
求
の
充
足 

も
伽
値
欲
求
の
充
足
も
、
公
共
予
算
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
公
的
欲
求
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
•異
な
る
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る 

(

こ

こ
で「

異
な
る
原
則
が
適
用
さ
れ
る」

：
と
い
う
の
は
、
:
社
会
的
欲
求
の
充
足
は「

消
費
者
主
権
の
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が

(should 

be subject 

to the principle of c
o
n
s
u
m
e
r

 sovereignty)
、

価
値
欲
求
の
充
足
は
、
'そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
消
費
者
選
好c

o
n
s
u
m
e
r

 pre

ference 

に
対
す
る
干
渉
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う)

-

-(P.13—

木
下
訳P

.
1

°°
参
照)

。

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
は「

公
的
生
産」

，
.

(
p
u
s
e

 

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)

の
問
題
に
関
速
し
：て
、

公
的
生
産
経
営
を
適
当
と
す
る
第
一
の
ヶ
ー
ス
は
、
.或
る
特 

定
の
財
貨
お
よ
び
用
役
に
つ
い
て
、
そ
の
財
貨•

用
役
の
固
有
の
性
質
が
、
私
的
供
給
者
に
把
か
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の(

財
貨
.
州

&

で
あ
る
場
合
に
関
速
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
軍
事
組
織
の
運
営(

軍
備)
ま
た
は
司
法
な
ど
で
あ
る
。

.
ご
れ
ら
の
用
役(

サ
ー
ビ
ス)

の

質
的
な
内
容
丨
或
は
そ
れ
ら
が
充
た
す
べ
き
欲
求
は
、
公
的
機
関
に
よ
.0て
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。…
…

公
共
欲 

求
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
.の
概
念
は
公
共
財(public 

g
o
o
d
s
)

の
概
^-
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
：に
な
る
ー
す
な
わ
ち
、

そ
の
財
の
固
有
の
生
霞 

が
公
的
生
産
を
必
'要
と
す
る
財
と
い
う
意
味
で
の
公
共
財
の
概
念
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
^ '
* '
M '(public 

g
o
o
d
s
)

は
、

：
c
A '
^ '
a - 

望

(public 

w
a
n
t
s
)

を
充
た
す
財
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
、
公
共
欲
望
を
充
た
す
す
.ベ
て
の
財
.は
、
上
記
の
意
味
に
お
け
る
公

共

財(

註

公
的
生
産
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
財)

.で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
■の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
配
分
部
門
：(Allocation B

r
a
n
c
h)

に
よ
っ
て
提
供 

さ
れ
る
支
出(the outlays provided f

o
r
)

.の
大
部
分
は
、
.
民
間
事
業
か
ら
の
購
入
I
或
は
程
度
'の
相
違
は
あ
る
が
完
成
し
た
生
産
物
の
購
入
を 

含
ん
で
い
る
。
公
務
員
お
よ
び
水
夫
が
公
用
に
雇
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
：な
い
が
、
.ま
た
民
間
事
業
.か
ら
鉛
筆
を
購
入
し
'..戦
艦
を
購
入
し
た
り
す 

る
こ
と
も
あ
る
と
い
う(

そ
れ
ら
も
公
共
財
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
.

)

I

な
お
、
.続

い

て「

公
共
的
生
産
の
す
べ
て
の
場
合
n
亊
例
が
、
 

公
共
財
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
1-
:
と
述
べ
て
い
る(P, 43, P. 

44丨

木
下
監
.訳

P. 

65,

参
照)

。
...

こ
こ
に
要
約
し
た
よ
う
に
、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
社
会
的
欲
求
も
価
値
欲
求
も》

公
共
予
算
措
置
を
通
じ
て=

財
政
活
動
を 

通
じ
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
公
的
欲
求(

公
共
欲
望)

で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
公
共
財
は
公
共
欲
望
を
充
足
す
る
財
で
あ
る
と
い
う
。

五
、

公
共
財
と
等
量
消

費

の

.条

件

に

つ

い

て

こ
こ
で
、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の
解
釈
に
関
連
す
る
一
つ
の
疑
問
を
提
出
す
る
。
そ
れ
は
マ
ス
グ
レ
ー
ブ
が
い
う
-,
社
会
的
欲
求」

と
等
量
消
費
の

問
題
-
-
社
会
的
欲
求
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
等
し
い
量
で「m

u
s

けb
e

 

c
o
n
s
u
m
e
d
」

さ

れ

る「

サ
-1
ビ

ス

.

(services)
」

に
よ
っ
て
充

足
さ
れ
る
欲
求
で
あ
る
と
い
う
マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の
表
現
の
う
ち
で
、.

こ

の「m
u
s
t

 

b
e

 

c
o
n
s
u
m
e
d
」

と
い
う
章
句
が
持
つ
意
味
に
関
連
す
る
疑 

問
で
あ
る
。

ま
ず
、

私
は
こ
の「m

u
s
t

 

b
e

 

c
o
n
s
u
m
e
d
」

と
い
う
字
句
.の
猶
釈
の
相
違
に
よ
っ
て
、
次
に
重
太
な
問
題
が
現
わ
れ
て
く
る
と
思 

う

(

附
記
読
者
の
う
ち
に
は
、
こ
の「m

u
s
t

 

be」

の
意
味
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
な
ど
は
、
い
わ
ば
英
文
法
の
初
歩
の
問
題
で
あ
っ
て
判
り
切
っ
た
•
と
る
に
た 

ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
自
明—

self-evident

な
、.
ま
た
は
-無
視
し
.て
よ
い
丨
1
1
60"
31
§:
13̂

な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
る 

こ
と
の
う
-ち
に
、
3£
大
な
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
^
思
う
。
も
し
、
と
る
に
足
ら
な
い
問
題
だ
と
思
う
な
ら
ば
、
い
ま
：こ
こ
に
提
出
す
.る
疑
問
に
対
し 

て
、
読
者S

身
の
主
体
性
あ
る
判
断
を
表
明
さ
れ
た
，い
。
も
し
、
す
ぐ
に
そ
の
主
体
性
あ
る
判
断
を
示
す
.こ
と
が
で
ぎ
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
が
決
し
て
自
明
な
こ 

と
で
も
た
く
ノ
ま
た
と
る
に
た
ら
な
い
問
題
で
も
な
い
こ
と
の
証
明
に
な
ろ
う)

。：

，
 

マ

：：

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
速
す
る
問
題
. 

三

九
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ニ
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四
〇

(
1

二
八
八)

こ
の
.「m

u
s
t

 

b
e

 

c
o
n
s
u
m
e
d
」

は
、

社
会
的
欲
求
の
概
念
の
内
容
を(

ま
た
そ
の
枠
を)

規

季

る

—

ま
た
は
限
定
す
る
条
件
を
示

V

」

、
る

も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
かー

I

的
欲
求
を
充
足
す
る
サ

I

ビ
.
Xは
、
す
べ
て
J

々
に
よ
っ

て
等
し
い
量
で
消
f

s

ナ

4

ら
な
い
と
い
う
議
學
美
し
た
が
っ
て
、
馨

馨

れ

な

い

T

ビ
ス
I

て
充
足
さ
れ
る
i

、

I

的欲
;
;

I

く
-
>ノ
矣
欲
求
S

共
I

で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
.か
。

そ
う
す
る
と
、
.価

鑛

求

は

等

量

で

麗

さ

れ

る

T

ビ
ス
こ
よ
っ
て
充
足
.
 

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
公
共
1

は
な
い
と
f

と
I

な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
前
記
の
マ
ス
f

ブ
の
解
釈
は
そ
の
内
容
が 

混
乱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
I

マ
ス
グ
レ
丨
ブ
の
解
釈
が
崩
れ
る
こ
.と
.に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

マ
ス
グ
レ
丨
ブ
の 

公
共
欲
求
I
公
共
財
の
解
釈
に
疑
問
を
持
た
な
い
人
々
は(

や
や
強
く
表
現
す
れ
ば
、，
疑
問
を
持
ち
た
.く
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
は)

、

マ
ス
グ
レ
丨 

プ
は
、
.
ノ
丨
マ
テ
ィ
ブ(

規
範
的)

な
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
.っ
て
、
消
費
耄
権
が
完
全
に
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、

公
共
欲
求
を 

充
足
す
る
公
共
T

ビ

ス

S

I

は
、す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
等
量
に
消
費
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る 

と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
た
私
に
は
一
つ
の
疑
問
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
消
費
者
主
権
が
ま
だ
完
全
に

確
立
し
て
い
な 

い
社
含

お

い

て

、
こ
の
等
贵
消
費
と
い
う
条
件
が
充
た
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
社
含
お
い
て
は
財
政
活
動
に
よ
っ
て
作
I

れ
る
公
共 

.則
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
社
会
的
I

I

 
く
、
価
値
欲
求
も
な
く

ー

.

「

公
共
欲
求」

S

共
欲
望)

な
る
も
の
は
全
く
存
在
し
な
、
.

_

そ
の 

U
含

は

「

公
共
財」

な
f

Q

I

V
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
.で
あ
ろ
う
か
。
.
マ
ス
グ
レ
I
ブ
は
，

「

消

窘

秦

の

I

的
な
教 

義

(the 

I

 d
o
t
e

 of C
C

S

 

s

e

l

l)

は
、
究
極
的
に
は
、
市
場
に
関
す
る
完
全
な
知
識
と
翕
的
な
評
価
と
い
う
仮
定
こ
基
礎
を 

お
い
て
い
る」

と

い

う(
P
.
14
—

木
下
訳
ニ
〇
頁
参
照)

。

す
べ
て
の
消
費
.者
が
、

国
内
お
よ
び
国
外
の
す
べ
て
の
社
会
的
.
•政

管

i

f
 

髪

因

と

そ

れ

ら

の

霧

に

よ

っ

S

い
て
行
く
市
場
S

す
る
完
全
な
知
識
と
、
そ

れ

塞

S

す

る

翕

的

I

f

行
い

得
る
と

想
定
；
;

る
こ
と
は
こ
れ
も
ま
た
非
現
実
的
な
一
つ
の
.
p

f
 

c
a
s
e

で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
と
の
非
現
実
的
な
ポ
才
ラ
1

•
ヶ
丨
ス
で
あ
る
消
費 

.者
养

カ

完

全

H

じ

て

い

る

蓮

が

い

ま

だ

憲

し

て

い

な

い

社

会(

マ
ス
グ
レ
_
ブ
|

定
す
る
u

a

i

eで
な
い
現
実
の
社
会)

に
お
、

て

は

マ

ス

グ

レ

.
-
フ

の

「

社
会
的
欲
求

」

を
充
足
す
る
公
共
財
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
る
等
量
消
費
と
い
う
条
件
を
充
た
さ
な
げ
れ
ば
な
ら 

な
い
I

そ
の
条
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
公
共
財
で
は
な
い

と
い
う
解
釈
は
、
.全
く
非
現
実
的
な
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る(

私
は
む
し 

ろ

そ

の

解
釈
は
誤
り
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う)

。

前

記

の「m
u
s
t

 

be c
o
n
s
u
m
e
d
」
.

と
い
う
章
句
は
、

私

は

「

等
量
に
消
費
さ
れ
な
け 

.れ
は
な
ら
な
い」

と
い
う
条

件

と

し

て

解

釈

す

ベ

.
き

で

は

な
く
、「

等
量
に
消
費
さ
る
べ
き
ル
4
/で
あ
る
1_
_
^
_
.

「

等
量
に
消
費
さ
れ
る
こ
と
に
な 

る
は
ず
で
あ
る」

と
い
う
公
共
財
の
提
供
に
関
す
る
胁
#'
丨

ま

た

は

撕# '
ト

か

ぎ

务

を

表

わ

し

て

い
る
も
の
と
解
釈
し
て
.い
る
。

す
で
に
示
し
た
よ
う
に(

三
七
頁
参
照)

、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
.の

r

財
政
理
論」

の
木
下
和
夫
教
授
の
監
訳
に
お
い
，て
は
.「

社
会
的
欲
求」

と
は
、
 

す
べ
て
の
ひ
と
び
と
が
等
し
い
.量
の
消
費
の
対
象
と
す
べ
き
サ
丨
ビ
ス
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
.欲
求
で
あ
る」

と
な
っ
て
い
る
。
私
尤 

こ
の
訳
文
は(

等
量
消
費
の
対
象
と
す
べ
き
と
訳
し
て
あ
る
こ
と
.は
；}、
.か

船

ぎ

、か6
S

•で

あ

る

.と

感

心

し

て

い

る
。

私

が

見

た

原

文

に

は

「

対
象
と 

す
べ
き」

と
い
う
字
句
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
訳
出
す
れ
ば
、

マ
ス
グ
レ
I
ブ
の
公
共
財
に
関
す
る
解
釈
が
活
き
る
こ
と
に
な
る
と
訳
者
は
考 

え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
推
沏
し
て
い
る
。「

対
象
と
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス」

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
の
対
象
と
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
が 

す
へ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
等
し
い
量
で
消
費
さ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が(

そ
の
雍
実
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が)

、
消
費
者
主
権
が
確
立
し
て
い
な
い
^: 

会
に
お
い
て「

等
量
消
费」

と
い
う
条
件
が
充
た
さ
れ
な
く
て
も
、
公
共
財
で
.あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
、，
う
意
味
を
含
ん
で
い 

る
と
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
配
慮
を
含
ん
だ
苦
心
の
作
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
し
て
い
る
。
 

’

木
下
教
授
の
.

「

第
二
刷
へ
の
監
修
渚
序
文」

(

一
九
六
三
年
三
S

は
'
極
め
て
す
ぐ
れ
た
内
容
め
も
の
で
あ
っ
て
、
私
は
何
度
も
読
ん
で
啓
発
さ
れ
た
が
、
 

そ
の
末
尾
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
邦
訳
に
当
っ
て…

…
(

誤
り
と
考
え
ら
れ
る
個
所
に
つ
い
て
は)

発
見
の
都
度
、
著
者
に
問
い
合
わ
せ
て
訂
正
を
加
え 

た
原
著
は
す
で
に
第
六
刷
を
岩
て
お
り
、
そ
の
最
新
版
で
は
邦
訳
で
行
わ
れ
た
訂
正
個
所Q

照
合
が
な
さ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る(

第
一
一
版
へ
の
監 

修
者
序
文
五
頁)

マ
ス
ク
レ
丨
フ
の
H
h
e Theory of Public Finance 

(1959)

が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
約
八
年
が
す
ぎ
て
い
る
。
私
は
マ
ス
グ 

レ
丨
フ
教
授
は
訂
IF
第
二
版
に
着
手
し
て
い
る
頃
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
のR

e
v
i
s
a
E
d
i
t
i
o
n

に
、
木
下
教
授
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
訂
正
さ
れ
た
諸
点
の 

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
速
す
る
問
题 

四 

一

(

二 

一



.

: 

•
 

四
ニ 

(

一
 

二
九
〇)

ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
点
：か
木
下
救
授
む
揩
摘
に
よ
0'
て
訂
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
学
界
の
.大
き
.な
寊
献
に
な
ろ
う
:°

サ
：ムュ
チ
ル
ソ
ン
の
こ
と
ば
に

「

私
の
な
公
共
財
の

モ
デ
ル
は
一
つ
の
#
現
実
的
な

p
c
r
l
0

1に
な
っ
て
い
る
が

：
.
：：」

と
い
う
® 

,
'u
が

あ

る(Aspects of Public expenditure Theories, Review of Economics and Statistics, Nov., 

1958. p. 336 .)。

サ
ム
ユ
エ
ル
ソ
ン
が
仮 

矩
す
るp

o
l
a
r

o
i
,に
お
い
て
は
、：
共
同
消
費
は
そ
の
ま
ま
等
量
消
費
に
，な
る
'こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
：、

そ
の
で
©ぎ

0
设
3
6
.で
な
い
.ー.般 

の
社
会
に
お
いV

は

、
.共

同

消

費

と

い

■う

こ

，

と
は
そ
の
ま
ま
平
等
消
費
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
云
っ
て
い
な
い
。

.例
え
ば
、
近
代
の
国
民
的
社
会
に
お
い
て
'
<.サ
ム
、
エ
ル
ソ
ン
お
よ
び
マ
ス
.グ
レ
ー
ブ
が
想
宠
す
るpolar c

a
s
e

で
な
い
社
会
に
お
い
て)

、
国
段
各
llf
!
が 

国
家•

公
共
体
を
代
表
す
る
政
府
の
財
政
活
動
に
よ
っ
て
豸
吧
さ
れ
る
公
共
欲
諶
に
つ
.い
て(

セ
リ
，ク
マ
ン
.の
解
釈
に
お
け
る
公
共
的
共
同
欲
望
に
つ
い
て
は 

.

三
一
頁
参
照)

、
各
人
が
持
つ
欲
求
の
強
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
が
耖
る
。
ま
た
国
民
洛
人
が
国
家•

公
共
体
を
代
表
す
る
政
府
の
活
動
丨
そ
の
一
つ
の
形 

態
で
あ
る
財
政
活
動
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
公
共
欲
望
が
、
公
共
財
の
提
供
に
よ
っ
て
現
実
に
充
た
さ
れ
る
程
度
に
は
各
人
に
つ
い
て
そ
れ 

ぞ
れ
の
相
遠
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
に
、
国
民
一
般
が
持
つ
公
共
欲
望
な
る
も
の
が
I
ま
た
そ
の
公
共
欲
望
を
充
足
す
る
公
共
財
がー

全 

く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
姑
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
階
級
対
立
の
社
会——

階
級
国
家
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
民
の
す
べ
て
が
共
通
に
持
つ
公
共
的
共 

同
欲
望=

公
共
欲
望
と
い
う
も
の
な
ど
は
あ
り
得
な
い
と
か——
た
だ
在
る
の
は
支
配
階
級
層
の
人
々
が
公
共
欲
望
だ
と
称
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
あ
る
と
云 

う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
そ
の
.社
会
を
形
成
し
て
い
る
各
人
の
生
命
の
保
護
•
各
人
の
経
済
的
生
存
の
維
持
に
必
要
な
条
件
を
確
保
す
る
た
め 

に
、
国
家
•
公
共
体
の
政
府
の
財
政
活
動(

そ
の
財
政
活
動
に
よ
っ
て
作
出
ざ
れ
る
_
家

(

公
共)

用
役
の
提
供
ま
た
は
財
貨
の
提
供
•
資
金
の
提
供)

に
よ 

っ
て
そ
の
条
件
が
充
た
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
こ
と
..

_

そq

公
共
的
共
同
欲
望=
公
典
欲
望
を
充
た
す
た
め
に
必
要
な
公
共
財
を
求
め
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の 

社
会
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
.云
え
よ
う
。
公
共
欲
望
が
存
在
す
る
か
、
存
在
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
/
そ
の
公
丼
欲
望
を
充
た
す
た
め
の
公
共
財
の
提
供 

に
よ
っ
て
各
人
が
享
け
る
利
益
に
程
度
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
一
問
題
の
所
在
ま
た
は
意
味
が
.違
う
と
思
う
。
公
共
財
の
.提
供
に
よ
っV

各
人
が
享 

け
る
利
益
の
程
度
が
違
う
か
ら
、
公
共
欲
塑
な
る
も
の
も
、
ま
た
そ
れ
を
充
足
す
る
公
共
財
な
.る
も
.の
ぼ
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い(

こ
の
こ 

と
は
、
さ
き
に
述
べ
た「

等
量
消
-^

,

」

が
公
共
財
の
条
件
と
な
る
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
を
持
つ
て
.い
.る)

。

六
非
除
外
原
則
と
公
共
財
の
社
会
経
済
的
性
質

そ
こ
で
、

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の
解
釈
を
例
と
し
て
み
れ
ば(

三
七〜

四
一
頁
参
照)

、
社
会
的
欲
求
を
充
足
す
る
公
共
財
を
規
定
す
る
条
件
と
し 

て
、(

1)

等
量
消
費
と
い
う
条
件
と
、(

2)

排
除
原
則(

ま
た
は
除
外
原
則—

E
x
c
l
u
s
i
o
n

 

p
r
i
n
c
i
p
l
e
)

が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
条
件
.(

ま
た
は
原 

則)

H
非
排
除
原
則(

非
除
外
原
則)

の
ニ
つ
の
条
件
ま
た
は
原
.則
の
う
ち
で
、

非
排
除
H
私
除
外
原
則
だ
け
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る(

等 

.量
消
费
の
原
則
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る)

。

財
政
活
動
の
主
体
で
あ
る
国
家•

公
共
団
体
の
政
府
と
.そ
の
関
係
事
業
の
諸
経
済
単
位
に
よ
.っ
て
形
成
さ
れ
る
政
府
部
門(

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 

sec. 

t
o
r
)

と
、
私
的
家
計
•
私
的
企
業
•
私
的
非
企
業
の
私
経
済
諸
単
位
に
よ
っ
.て
形
成
さ
れ
る
私
的
部
門(private 

s
e
c
t
o
r
)

と
は
、(

1)

強
制
的 

(

権
力
的)

.
非
交
換
関
係
と
、(

見

任

意

的

•
交
換
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
財
政
活
動
は
こ
の
二
つ
の
経
済
的
結
合
関
係
、
す 

な

わ

ち

(

1)

公
共
経
済
的
関
係
丨

公
共
経
済
的
過
程
と
、(

2)

市
場
経
済
的
関
‘—

市
場
経
済
的
過
程
と
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ 

し

て

(

1)

公
共
経
済
的
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
領
域
が
、
経
済
社
会
の
公
共
経
済
的
領
域
で
あ
る
。(

2)

市
場
経
済
的
関
係
に
よ 

っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
領
域
が
市
場
経
済
的
領
域
で
あ
る(

高
木
.
大
熊
•
古
田
共
著「

財
政
政
策」

丨
高
木
担
当
の
一
一
頁〜

一
九
頁
参
照)

。

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
の
い
う「

社
会
的
欲
求Social 

w
a
n
t
s
」

は
、

公
共
経
済
的
過
程
で
行
な
.わ
れ
る
財
政
活
動
に
よ
っ
て
、

私
的
部
門
を
形
成 

す
る
私
経
済
的
諸
単
位
に
提
供
さ
れ
る
公
共
財
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
乂
そ
の
場
合
に
除
外
原
則
は
適
用
さ
れ
て
い
■な
い)

c

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の 

は
、：

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
は
社
会
的
欲
求
を
充
足
す
る
公
共
財
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
i

財
政
活
動
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
国
家
へ
八
ム
*)

用
役
だ
け
で
あ
ろ 

う
か
。
そ
れ
と
も
財
政
活
動
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
て
公
共
経
済
的
過
程
を
通
じ
て
無
償
で(

除
外
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
で)

、
民
間
部
門
を
形
成
す 

る
私
経
済
的
諸
単
位
に
提
供
さ
れ
る
国
家
S

S

給
付
の
う
ち
、

用
役
の
提
供
の
ほ
か
に
、
財
貨
の
提
供
•
貨
幣
の
提
供(

財
貨
給
付
と
貨
幣
給 

付)

は
、
公
共
財
と
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
私
は
こ
の
問
題
に
つ
.い
.て
、

若
干
の
方
々
に
意
見
を
求
め
た
ー
教
え
を
乞
う
た
こ
と 

公
共
欲
望
お
よ
び
公
共
財
に
関
連
す
る
問
•題 

四

亘

(

一
二
九 

一)

'



四

四

(

一
ニ
九
ニ)

が
あ
る
。
そ
れ
ら
.の
方
々
の
う
ち
の
多
く
の
人
は
、
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
解
釈
を
採
る
方
々
で
あ
っ
た
が
、
公
共
経
済
的
過
程
を
通
ず
る
財
貨
ま

,

た
は
貨
幣
の
無
償
提
供
は
，

Transfer P
a
y
m
e
n
t

で
あ
っ
て
、
公
共
財
と
は
.云
え
な
い
と
い
う
解
釈
を
表
明
さ
れ
た
。.
し
か
し
私
は
、
サ
ム
ュ
エ

ル
ソ
ン
の
解
釈
で
は(

三
四
頁
参
照)

、
.公
共
財
は
集
合
的
消
費
財
で
あ
っ
て
、
或
る
個
人
が
そ
の
集
合
消
費
財
を
消
費
す
る
こ
と
は
、
他
の
個
人

の
消
费
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い(

g 

g

&f?
p
as-
0
げ
。日)

と
仮
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
サ
ム
ュ
エ
ル
ソ
ン
が
想
定
す
る
非
現
実
的

な

p
aP
J

.
 

に
つ
い
.て
、
そ
う
あ
る
べ

き
で
あ
る
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
状
態
を
実
現
さ
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
立
場
に
■お
い
て
云
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ

のP
o
l
a
r

 

C
a
s
e

で
な
い
状
態
が
あ
る
こ
と
も
、
サ
ム
ユ
エ
ル
ソ
ン
は
訟
め
て
い
る
。
私
枕
サ
ム
4
工
ル
ソ
ン
が
想
定
す
る

P
o
l
a
r

 

C
a
s
e

が
実
現
し
て
い
な
い
現
実
の
社
会
に
つ
い

て

み

れ
ば
、
公
共
経
済
的
過
程
を
通
じ
て
、

無

償

で(

排
除
原
則=

除
外
原
則
が
適
用
さ
れ

、
、
、

な
い
で)

、
私
経
済
的
諸
牮
位
に
提
供
さ
れ
る
財
貨
給
付
も
^
!
;幣

給

付

も(

例
え
ば
生
活
i保
護
费
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
者
に
提
供
さ
れ
る
用
役
給
付
と
財
貨 

給
付
の
結
合
形
態
で
あ
る
医
療
扶
助
、
生
活
扶
助
金
の
提
供
な
'̂) 

t
r
a
nsfer 

p
a
y
m
e
n
t

の
形
態
の
公
共
財
が
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
と
解
釈
し
て
い
る 

(

公
共
財
は
必
ず
用
役
の
提
供
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い一

-

用
役
給
付
で
な
け
れ
ば
、
公
共
財
で
は
な
い
と
は
云
え
な
い
と
私
は
判
断
し
て
い
る)

。

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
は「merit w

a
n
t
s

価
値
欲
求」

に
つ
い
て「

排
除
原
則
に
.よ
る
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
も
充
足
さ
れ
得
る
が

.
市
場
を
通
じ
.

て
も
充
足
さ
れ
る
が
、

そ
の
欲
望
の
充
足
が
私
的
購
買
者
の
こ
れ
に
対
し
て
支
払
う
も
の(

部
分)

を
超
え
て
、
公
共
予
算
を
通
じ
て
提
供
さ
れ 

.る
ほ
ど
に
価
値
あ
る
場
合
に
は…

…
」

と
云
っ
て
い
る
へ
三
八
頁
参
照)
。
.
こ
の
価
値
飲
求
を
充
足
す
る
公
共
財
は
、
市
場
経
済
過
程
と
公
共
経
済 

過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
財
政
活
動
に
よ
.っ
て
提
供
さ
れ
る
国
家(

公
共)
給
付
の
結
合(

ま
た
は
混
合)

.形
態
を
示
し
て
い
る
。「

市
場
に
よ
っ 

て
も
充
足
さ
れ
る
が」

と
、「

そ
れ
を
超
え
て(over a

n
d

 above)」

と
い
う
二
つ
の
部
分
の
.う
ち
，で
、

一
つ
は
市
場
機
構
に
お
い
て
充
足
さ
れ
得 

る
部
分
と
、
他
の
部
分
は
そ
れ
を
超
え
て
財
政
活
動(

マ
ス
グ
レ
ー
ブ
で
は
公
共
予
算
の
措
置)
.
に
よ
っ
て
充
足
.

(

財
政
活
動
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
国 

家
公
共
給
付
に
よ
っ
て
充
足)

さ
れ
る
ほ
ど
の
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