
Title イタリアにおけるローザンヌ学派経済学 : その基本的性格と学史上の位置について
Sub Title The economics of the Lausanne school in Italy
Author 松浦, 保

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1968

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.61, No.9 (1968. 9) ,p.929(1)- 950(22) 
JaLC DOI 10.14991/001.19680901-0001
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19680901-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ

ー

ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学

—

そ
の
基
本
的
性
格
と
学
史
上
の
位
置
に
つ
い

r .
^

,

松

浦
 

保

一
、

問
題
の
提
起

■

シ
ユ
ン
。へ

—

タ
丨

は
、
そ
の

著

『

十
大
経
済
学
者』

の
な
か
で
、
。ハ
レ
丨
ト
の
経
済
学
上
の
業
績
を
論
及
し
た
と
き
、
か
れ
を
中
心
と
し
た

学 

派
に
つ
い
て
、「

こ
の
学
派
は
と
く
に
イ
タ
リ
ア

的
で
あ
っ
た」

と
論
評
し
て
い
る
。
ま

た

「

パ
レ
ー
ト
学
派
は
イ
タ
リ
ア
経

済

学

に

お

い

て

こ
れ 

ま
で
優
勢
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
.

た」

と
も
述
べ
て
い
る
。
 

.

さ
て
、

こ
の
シ
ユ
ン
ぺ
ー
タ
ー
の
批
評
を
考
察
し
て
み

る

と

、

興
味
深
く
、
し
か
も
是
非
解
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

学
史

上

の

い

く
 

つ
か
の
論
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
霞

の

イ
タ
リ
ア
で
は
、

つ
い
に
教
鞭
を
と
る
こ
と
が
な
く
、
ス
イ
ス
の

ロ
丨
ザ
ン 

ヌ
大
学
で
ヮ
ル
ラ
ス
の
講
座
を
う
け
つ
い
だ
パ
レ
~

ト
の
展
開
し
た
経
済
理
論
が
ど
の
ょ
う
な
意
味
で「

ハ
ハ
';
'

ハ
咖」

.で

あ

っ
た
か
と
い
う
占
m 

て
あ
り
さ
ら
に
当
時
か
れ
の
理
論
が
ど
の
程
度
イ
タ
リ
ア

全
体
の
経
済
学
者
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
■か
と
い
う

麗

で

あ

る

。

す

く

な

く

と 

も
、

一
九 

一o

年
か
ら
一
九
四
o

年
に
か
け
て
、
第
一
級
の
イ
タ
リ
ア

経
済
学
者
の
名
前
を
思
い
う
か
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
な
か
で
。ハ
レ
丨
 

ト

に

證

し
、
接

近

し

て

い

た

学

者

が

そ

く
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、

ア
モ
ロ

(

5

'/
3

、
ブ
レ

.シ
ア

.ニ
丨
ト
ゥ

(
f
l
v

デ
ル
，

イ
タ
m

x

l

議

 

一

(

九
ニ
九

)



ニ 

(

九
三
〇)

ヴ
ェ
ッ
竹
れ
、

エ
イ
ナ
ゥ
r r
^

、
'

フ
ァ(

な
ん
、
外
ニ)

、
デ
•

ピ
ェ
ト
リ

—

ト
ネ
ッ
リ
、
リ
ッ
チ

な

ど

0!
著
名
な

ィ
タ
リ
ア

経
済
学
者
た
ち
の
う 

ち
、
.ア
モ
ロ 
I

ゾ
と
デ

•
ピ

エ
ト
リ—

ト
ネ
ッ
リ
だ
け
が
こ
の
学
派
の
真
の
中
核
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
る
-

と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ 

と
に
エ
ィ
ナ
ゥ
デ
ィ
の『

回
® ?
M L』

を
ひ
も
ど
く
と
き
、

こ
こ
に
掲
げ
た
多
く
の
経
済
学
者
た
ち
が
パ
レ
ー
ト
の
偉
大
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
自 

分
自
身
の
理
論
体
系
に
も
と
づ
.く
分
析
の
展
開
に
そ
の
精
力
を
つ
い
や
し
て
い
た
事
実
を
う
か
が
い
知
る
.こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ン
ぺ
ー
タ
I

が

r

経
済
分
析
の
歴
史』

に
お
い
て
高
い
評
価
を
，あ
た
え
た
よ
う
に
、
パ
レ
ー
ト
の
業 

績
は
、
経
済
学
史
上
、
ィ
タ
リ
ア
人
が
貢
献
し
た
二
つ
の
最
高
峰
の
.

一
つ
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
パ
レ
ー
ト
に
あ
た
え
ら
れ 

た
国
際
的
評
価
に
つ
い
て
、.
シ
ュ
ン
ぺ
ー
タ
ー
は
四
つ
の
要
因
を
解
明
し
て
い

(

如
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
一
は
、
パ
レ
ー
ト
の
社
会
学
が
流
行
し
た 

こ
と
、
第
二
は
パ
レ
ー
ト
法
則
に
関
心
が
よ
せ
ら
れ
た
こ
と
、
第
三
は
ア
レ
ン
と
ヒ
ッ
ク
ス
た
^
-.
に
よ
っ
て
米
国
お
よ
び
英
国
で
パ
レ
I

ト
の
無 

差
別
fi
l

l

線
が
潘
認
さ
れ
た
こ
と
、
最
後
に
フ
ラ
ン
ス

の
ブ
ー
ス
ヶ
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ

ア
た
ち
に
よ
づ
て
あ
た
え
ら
れ
た
高
い
評
価
に
も
と
づ
く
も
の 

で
あ
る
。
シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー
の
そ
の
よ
う
な
解
明
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
学
派
が
形
成
し
た
理
論
体
系
の
貢
献
と
、
そ
の
学
派
が 

あ
た
え
た
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
学
史
上
の
位
置
を
た
し
か
め
て
み
た
い
。

さ
て
、
小
論
が
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
ア
ン
グ
ロ
 

•

サ
ク
ソ
ン
系
お
よ
び
ゲ

ル

マ

ン
系
の
経
済
思
想
に
か
ん
す
る 

研
究
に
学
史
研
究
が
か
た
よ
っ
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
.

間
隙
を
う
め
る
こ
と
に
役
立
ち
う
る
と
思
う
。
と
く
に
こ
ま
か
な
論
点
に
つ
い
て
の
貢
献 

と
し
て
は
、

ス
テ
ィ
ダ
ラ
ー
の
秀
れ
た
論
文
で
あ
る『

効
用
理
論
の
i

M L』

が
主
に
英
米
系
の
効
用
理
論
主
張
者
の
研
究
の
系
譜
を
追
う
も
の
で 

あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
別
個
に
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
系
譜
を
も
と
め
、
そ
の
系
譜
と
パ
レ
ー
ト
理
論
と
合
流
さ
せ
て
、
効
用
理 

論
の
発
展
を
お
ぎ
な
う
こ
と
が
で
き
る
点
で
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
問
題
を
要
約
す
る
と
、

U

ず
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
が
ィ
タ
リ
ア
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
関
連
し
て
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う

か
。

H

こ
の
学
派
に
属
し
て
い
る
経
済
学
者
の
貢
献
を
ど
の
ょ
う
に
評
価
で
き
る
か
。
 

.

.

H

そ
の
学
史
上
の
位
置
を
ど
の
ょ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
.。

で
あ
る
。

(

注
1

)

シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー〔

39〕

11
8
頁
。

(

注
2)

前
掲
書
11
8
頁
。
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8
7
4
〜
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1

00
7

00〜
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0
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G
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N
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(
1
S
S
4
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(

注 
9) 

A
l
f
o
n
s
o

 D
E

 

H
E
T
K
I
-
T
o
l
^
E
L
L
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10 0
0 0

3 〜
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注
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U
m
b
e
r
t
o

 

R
I
C
C
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(1879 〜
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(

注
11)

エ
イ
ナ
ゥ
デ
ィ

〔

16〕

。
 

.

.(

注̂

シ
ュ
ン
。へ
I

タ
|

§

5

。

.

(

注
13)

シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー〔

38〕

80
9

頁
。

(

注
14)

ス
テ
ィ
グ
ラ
ー〔

43〕

48
X

。

A

注
1

)

た
と
え
は
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
セ
リ
グ
マ
ン〔

41〕

が
あ
る
。

で
.

'

?

:
 

一
 

r

分
析
の
視
角

学
史
を
検
討
す
る
場
合
に
、.，
い
ろ
い
ろ
の
視
角
が
考
え
ら
れ
る

が

、

こ
こ
で
砠
調

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学



諸
観
念
に
も
と
づ
く
分
祈
装
置
を
系
統
化
す
る

過
程
、
.

つ
ま
り
経
済
現
象
を
.理
解
し
よ

.
う

と

す

る
人
間
の
.

努
力
：が
無
限
の
迪
続
め
な
か
で
、
分
析 

装
置
を
つ
く
り
だ
し
、
改
.
M

し
、
破
壊
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
う

立
場
で
、
経
済
学
史
を
検
討
す
る
と
い
う

視

^
^
であ
る
。
こ
の
よ
う
な

過 

程
は
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ

ン
が
言
語
の
相
遠
や
交
通
の
困
難
な
ど
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
て
い
る

世
界
に
お
い
て
は

地
域
的
な
単
位
で
一
つ
の
特
徴 

的
な
性
格
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
、
そ
の
性
格
が
持
続
す
る
可
能
性
を
考
え
う
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

の
ち
に
展
開
す
る
よ
う

に
、
ガ
リ
ア
ー

-

1
<D

.:
時
代
か
ら
パ
レ
ー
ト
の
時
代
ま
で
の
ニ
〇
〇
年
あ
ま
り
の
期
間
に
イ
タ
リ
ア
と
い
う
地
域
で
効
用
価
値
に
か
ん
す
る
議
論
が
連
続
し
て
い
た

•
 

,
 

.
 

-

か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
を
も
つ
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
こ
で
連
続
性
を
み
と
め
う
る
こ
と
に
多
く
の
人
び
と
は
気
づ
く
で
あ
ろ 

う
。
と
”

う
の
.

は
、

H

イ
ナ
ゥ
デ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
■ガ
リ
アー

 

ニ

の『

貨
幣
論』

が
つ
い
最
近
ま
で
イ
タ
リ
ア
の
大
学
に
お
け
る
セ
ミ 

ナ
：丨
の
教
材
に
な
っ
て
い
た
事
実
か
ら
も
そ
の
連
続
性
の
存
在
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
視
_

は
"

基
本
的
'

に
は
、
時
代
的
な
制
約
か
ら
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
る
程
度
経
済
理
論
自
身
が
自
生
的
に
発
展
す

.
 

.

.

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
：経
済
学
史
を
分
析
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
た
く
し
は
、
時
代
：

g

な
制
約
か
ら
経
済
理
論
が 

ま
っ
た

く

無
関
係
で
あ
る
と
.い
う
の
で

は
.

な
く
、

そ
の
制
約
か
ら
独
立
し
た
理
論
が
発
展
の
オ

ー

ト

ノ

ミ

ー

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
強
く
主
張
し
た
い
.の
で
あ
る
。
現
代
の
経
済
学
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
資
本
主
義
の
発
展
を
自
由
競
争
の
時
代
か
ら
独
占 

の
诗
代
へ
の
移
行
と
し
て
段
階
的
に
把
握
し
、
経
済
学
自
体
も
そ
の
段
階
に
対
応
し
て
変
化
し
て
き
た
と
み
る
人
び
と
が
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ

(

注
3

)

う
な
視
角
か
ら
だ
け
で
、
経
済
学
史
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
ク
ス
が

『

ヮ
ル
ラ
ス

論』

で
述
べ
て
い
る
よ 

う
に
、

マ
ー
シ
ャ
ル
と
ヮ
ル
ラ
ス

の
競
争
市
場
に
お
け
る
価
格
決
定
理
論
は
、
ク
ー
ル
ノ
ー

の
独
占
理
論
か
ら
無
制
限
競
争
理
論
へ
と
理
論
を
展 

開
す
る
過
程
で
、.

価
格
を
経
済
的
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
も
ち
い
る
特
別
の
技
術
を
ほ
ど
こ
し
て
、
体
系
化
さ
れ
た
分
析
の
展
開
と
し
て
理
解
で 

き
る
の
で
あ
る
。
.た
し
か
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン

や
チ
ヱ

V
'
.

ハ
リ
ン
の
不
完
全
競
争
な
い
し
は
独
占
的
競
争
の
背
後
に
、
競
争
企
業
か
ら
独
占
企
業
が
支 

配
杓
に
な
っ
た
市
場
形
態
の
現
実
的
な
変
化
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
•ク
ー
ル
ノ

ー
か
ら
ヮ
ル
ラ
ス
と
マ
ー
シ
ャ

ル
の
理
論
の
展
開
に
そ
の

注 注 注 注  
4 3 2 1

シ
ュ
ン
，ベ
ー

タ

ー

〔

38〕

第
一
部
を
参
照
。
 

エ
イ
ナ
ゥ
デ
ィ

〔

17〕

69

頁
。

ヒ
ッ
ク
ス〔

22〕

58
2

〜

58
3

頁
。

ス
テ
イ
ダ
ラ

ー

〔

43〕

14
8

〜

15
5

頁
。

イ

タ

リ

ア

に

お

け

る

ロ

ー

ザ

ン

ヌ

学

派

経

済

学

1L(

九
三
三)

よ
う
な
理
|±
1

を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ

れ

で

は
.

時
代
的
な
钿
約
の
非
拘
束
性
の
な
か
で
、
理
論
史
を
認
識
.

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
.ど
の
よ
う
な
立
場
で
経
済
学
の
発
展
を
考
え 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。.
多
く
の
経
済
学
の
論
争
に
お
い
て
、
経
済
学
者
は
多
く
の
経
済
理
論
を
批
判
し
、
あ
る
一
つ
の
経
済
理
論
を
選
択
し
て
い 

き
、
同
時
に
、
経
済
学
史
研
究
者
も
経
済
学
の
発
展
を
歴
史
と
し
て
考
え
る
場
合
に
、
.論
争
に
あ
ら
わ
れ
る
理
論
を
批
判
し
選
択
し
て
い
く
の
で 

あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
経
済
学
の
発
展
は
批
判
と
選
択
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
货
判
と
選
択
に
は
か
な
ら
ず 

基
準
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
ス
テ
イ
グ
ラ
ー
が
述
べ
て
い
る
三
つ
の
基
準
に
し
た
が
い
!

^
I'
d

。
す
な
わ
ち 

i

一
 

般
性
—

論
理
的
に
み
て
も
、
実
体
的
に
み
て
も
-_

H)
操
作
可
能
性 

m

現
実
と
の
一
致
，

で
あ
る
。

し
か
し
ス
テ
イ
ダ
ラ
ー
の
視
角
と

小
論
が
異
な
る

点
を
、
と
く
に
あ
げ
る
な
ら
ば
、

と
こ
で
は
発
生
史
論
的
に
学
史
を
と
り
あ
つ
か
う
の
に

対 

し
て
、
ス
テ
イ
ダ
ラ
丨
は
、
む
し
ろ
現
代
の
理
論
水
準
へ
の
貢
献
を
基
準
に
学
史
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て

機
会
を 

え
て
、
ス
テ
イ
ダ
ラ
ー
の
視
点
か
ら

こ
の
学
派
の
経
済
学
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

.



:

三
、

価
値
理
論
史
か
ら
み
た
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
特
性

.

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
素
朴
な
効
用
理
論
と
も
い
う
べ
き
議
論
の
先
駆
者
は
、
グ
ラ
テ
ィ
ア
ー
ニ
が
指
摘
し
て
い
る
找
レ
に
、
す
で
に
十
六
批
紀 

の
中
葉
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ロ
ッ
テ
ィ
ー
ニ
で
あ
る
。
か
れ
の
著
書『

市
民
の
知

k
』
)

は
、.
政
治
論
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
遺
要
な
経 

済
原
理
に
か
ん
し
て
言
及
を
お
こ
な
っ
て
■

い
る
。

a

ッ
テ
ィ
ー
ニ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
っ
て
公
共
財
と
個
別
財
に
わ
け
、
公
共
の
，福
祉
と
個
人
の
幸
福
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
 

関
速
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
公
共
財
は
市
民
の
個
人
的
な
幸
福
の
.

基
礎
で
あ
る
.

と
述
べ
て
い
る
。.
た
と
え
ば
、
も
し
市
民
が
自
分
の 

財
産
を
失
っ
た
と
し
て
も
固
家
の
，助
け
を
力
.

り
て
幸
福
を
と
り
力
え
す
こ
と
が
.

で
き
る
.

か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
か
れ
が
考
え
た
一
つ
の
理
由 

で
あ
る
。
ま
た
個
人
の
欲
求
は
財
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
財
は
快
楽
を
う
み
だ
す
。
快
楽
に
つ
い
て
の
か
れ
の
考
え
は
、.
一
方
で
は 

中
!1
|

:

的
な
思
考
に
も
と
づ
き
、
他
方
で
は
近
代
的
な
思
考
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
か
れ
は
ス

n

ラ
学
者
と
し
て
の
道
徳
的
な 

説
明
と
、
近
代
的
な
科
学
者
と
し
て
の
分
析
的
な
態
度
を
同
時
に
か
ね
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
に
し
た
が
え
ば
、
食
欲
と
性
欲
の
よ
う 

な
人
間
の
欲
求
を
み
た
ず
と
き
に
人
び
と
は
快
楽
を
感
じ
.

る
が
、
そ
こ
で
満
足
感
を
う
る
た
め
に
は
、
理
性
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
中
庸
が
望
ま
し 

い
と
説
き
、
あ
ま
り
に
多
く
の
人
び
と
が
.

飽
く
な
き
欲
望
に
限
界
を
み
い
だ
せ
な
い
こ
と
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
 

現
在
の
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
感
性
に
し
た
が
い
、
将
来
を
計
画
す
る
理
性
.

に
し
た
が
わ
な
い
た
め
に
、
人
び
と
が
現
在
の
欲
求
を
過
大
に
評 

価
し
て
将
来
に
十
分
注
意
を
払
わ
な
.

い
こ
と
を
も
な
げ
き
悲
し
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ロ
ッ
テ
ィ
ー
ニ

は
、
そ
の
思
想 

の
背
後
に
、
人
間
が
も
つ
欲
望
の
無
限
性
を
、
そ
し
て
将
来
の
欲
望
に
対
す
る
過
小
評
価
の
事
実
を
冷
静
に
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ダ
ラ 

テ
ィ
ア
ー
ニ
は
こ
の
ロ
ッ
テ
ィ
ー
ニ
の
考
察
に
科
学
的
な
効
用
理
論
の
萠
芽
を
み
と
め
て
い
る
の
.

で(

あ
I

。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
ロ
ッ
テ
ィ
ー 

し1.

が
効
用
理
論
を
体
系
化
し
た
経
済
学
者
で
あ
る
と
主
張
で
き
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
か
れ
の
経
済
に
か
ん
す
る
議
論
は
断
片
的
で
あ
り
、

.

■L

力
も
経
済
学
の
論
題
と
し
て
、
か
れ
が
効
用
に
か
ん
す
る
問
題
.

を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
^-

る
。

む
し
ろ
ダ
ヴ

ア
ン
ッ
ア
ー
テ
イ

と
そ
の
後
継
者
た
ち
、

.

つ
ま
り
モ
シ
.タ
ナ
わ

や
ガ
リ
ア
ii

一一)

に
イ
タ
リ
ア

の
素
朴
な
効
用
理
論
に
も
と
づ
く

経 

済

学

形

成

の

出

発

点

.を

も
と
め
る

ベ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。と
く
に
ガ
リ
ア
ー

ニ.
に
も
と
め
る
こ
と
が
も
っ
と
も

妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
ハ
う
の
は
、
 

か
れ
ら
は
こ
の
素
朴
な
効
用
価
値
論
を
経
済
学
の
原
理
と
み
な
し
、
経
済
諸
問
題
の
解
明
に
そ
れ
を
応
用
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ガ
リ
ア
丨
-

の
効
用
理
論
を
、
か

れ

の『

貨

論

』

に
し
た
が
っ
て
素
描
し
て
お
き
た
い
。
，
か
れ
は
価
値
が
一
ら
の
商
品 

の
あ
る
量
と
ほ
か
の
商
品
の
あ
る
量
と
の
あ
い
だ
の
主
観
的
な
等
量
関
係
で
あ
り
、
一
商
品
の
価
値
は
ほ
か
の
商
品
の
一
定
量
に
関
連
せ
ず
に
は
.、
 

な
ん
の
意
味
も
も
た
ず
、
こ
の
価
値
が
効
用
と
稀
少
性
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
か
れ
の
議
論
で
は
限
界
概
念
が
不
明
確
で 

あ
っ
.

た
た
め
に
、
市
場
に
お
い
て
こ
の
主
観
的
等
量
関
係
が
客
観
的
等
量
関
係
に
な
る
事
実
を
特
殊
な
ヶ
I

ス
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
ど
の
よ
う 

に
し
て
主
観
的
な
価
顧
が
客
観
的
な
価
値
に
な
る
か
に
つ
い
て
説
明
を
あ
た
え
る
.

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
か
れ
の
展
開 

に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
効
用
と
は
有
用
性
と
は
異
な
り
'

快
楽
を
う
み
だ
す
か
、
あ
る
い
.

は
.厚
生
を
獲
得
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
指
し
て
い
た
の 

で
あ
る
。
さ
ら
に
稀
少
性
は
、
.

か
れ
に
よ
っ
て
、
.

存
在
量
と
用
途
の
量
的
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
の
以
前
に
も
、
こ 

の
よ
う
に
経
済
的
な
AT

実
を
認
識
し
よ
う
と
試
み
る
人
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
か
れ
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
も
と
づ
い 

て
、「

価
値
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

」

が
解
明
で
き
る

.

と
考
え
て
い
.

た
点
で
同
時
代
の
人
び
と
の
な
か
で
卓
越
し
た
地
立
に
あ
る
と
、，
え
よ
う
。

エ
イ
ナ

(

注
7

)

ゥ
デ
ィ
が
述
べ
て
.

い
る
よ
う
に
、
ガ
リ
ア
I

 

ニ
の
論
作
を
読
む
人
は
、
そ
の
理
論
が
十
九
世
紀
後
菜
に
お
け
る「

限
界
革
命」

の
限
界
効
用
理
論
ま 

で
あ
と
わ
ず
か
の
隔
■

り
し
か
な
い
こ
.

と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
：隔
り
は
、
第
一
，
に
明
確
な
限
界
概
念
の
欠
如
に
も

.

と
づ
い
て
価
格
決
定
理
論 

を
形
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
：、
第
二
に
そ
の
分
析
を
費
用
や
分
配
の
理
論
に
応
用
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
と
評
価
で
■

き
る
。
こ
の
第
二
点 

は
中
仳
以
来
の
.

公
正
価
格
现
論
が
.

都
市
経
済
の
伝
統
的
も
し
く
は
慣
習
的
な
価
格
維
持
政
策
に
よ
っ
て
支
持
さ
.れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
成
立 

し
が
た
い
条
件
に
あ
っ
た
と
考
え
う
.

る
。
し
か
も
客
観
的
な
価
値
決
定
に
も
と
づ
く
価
格
決
定
が
議
，論
で
き
な
い
な
ら
ば
、
' 
第
二
の
問
題
点
と
し

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学
 

七

(

九
三
五

)



て
の
費
用
理
論
も
分
配
理
論
も
当
然
議
論
で
き
な
か
っ
.

た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
'か
れ
は
費
用
理
論
で
は
労
働
価
値
理
論
を
も
ち
い
て
い 

る
が
、
そ
の
点
、
値
値
理
論
と
し
て
ー
貫
性
が
，欠
け
で
い
る
。
他
方
、
ご
の
よ
う
な
ガ
リ
ア
|

".

の
理
論
：に
対
し
て
、
.

ア
ダ
ム
.
ス
ミ
ス
は
自
由 

競
争
原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
自
然
価
格
、
す
な
わ
ち
生
産
費
で
価
格
が
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
、.
そ
こ
に
価
格
と
費
用
理
論
を
労
働
価
値
理
論
で
統 

一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
の
経
済
学
者
た
ち
は
効
用
理
論
に
も
と
づ
.

く
価
格
理
論
と
.費
用
理
論
と
を 

む
す
び
つ
け
よ
う
と
す
る
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
を
見
い
だ
す
こ
と
で
そ
の
理
曲
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
微
兮
內 

な
思
考
法
が
支
配
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
明
確
な
限
界
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
な
問
題
点
と
し
て
理
解
す
る
必
要 

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

.

さ
て
ガ
リ
ア
ー

ニ
に
つ
づ
く
時
代
を

み

る
と
、

イ
タ
リ
ア
の

経
済
学
^

I

た
ち
は
、
•一
 

八
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
す
で
に
、
.
イ

ギ

リ

ス古
典
学
派
の
影

響
を
強
く
う
け
て
、
む
し
ろ
そ
の
主
要
な
経
済
学
者
た
ち
め
関
心
は
も
っ
ぱ
.

ら
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
、
理
論
的
に
は
不
毛
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
効
用
価
値
理
論
と
費
用
理
論
を
総
合
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
た
。
グ

ラ

テ

ィ

ア

ー

ニ
の
秀
れ
た
論
作『

イ
タ
リ
ア
価
値
理
論
批
^

i
』

は
、
こ

の
時
代
の
経
済
学
者
た
ち
の
研
究
を
詳
細
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
十
九
(1
|
-
紀
初
期
の
イ
タ
リ
ア
経
済
学
者
た
ち
の
名
1|
1
と
し
て
、

f
 

汪
9)

(

注10)
(

注
11) 

(

注
12)

ゾ
ラ
、
ジ
ョ
イ
ア
、
レ
ッ
ツ
、
ポ
ッ
セ

リ

ー

ニが
あ
げ
ら
れ
、
か
れ
ら
の
経
済
学
体
系
の
特
徴
が
効
用
価
値
.

を
費
用
理
論
に
.む
す
び
つ
け
る
こ
と 

に
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
 

,

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
国
民
経
済
が
統
一
化
の
過
程
に
あ
っ
た
経
済
で
は
生
産
力
増
大
の
要
因
が
重
視
さ
れ
、
効
用
よ
り
も
む
し
ろ
労
働
に
経
済

価
値
を
見
い
だ
す
と
い
う
傾
向
が
う
ま
れ
た
。
し
か
も
そ
の
よ
う
に
価
値
を
規
定
す
る
こ
と
が
客
観
的
価
値
尺
度
を
確
立
す
る
の
に
適
切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
経
済
と
は
異
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
が

強
い
リ
ジ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
都
市
経
済
の
枠
組
か
ら
脱
し
き
れ
ず
、
し
か
も
そ
こ
で
は

か
つ
て
の
輝
か
し
い
水
準
を
誇
っ
た
ガ
リ
ア
ー
ニ
た
ち
の
論
作
の
影
響
が
ず
っ
と
後
世
ま
で
つ
づ
い
た
と
い
う
事
実
が
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
っ
た
価

値
现
論
を
ぅ
み
だ
し
て
い
っ

た

と

い

つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
に
よ
る
世
界
全
体
の
経
済
学
体
系
に
対
す
る
労
動
偭
値

理
論
の
強
力
な
影
響
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
で
は
そ
.の
影
響
を
う
け
な
が
ら
も
効
用
理
論
が
連
綿
と
し

て

つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ

た

。
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(

召
12) 

Carlo B
OSSELINI, N

_
o

 s
m
e

 delle sorgenti della %
v
a
t
a

 e 
孤
 lica ricchezza, 

1816 〜

100
1
7 
に
つ
い
て
グ

ラ

テ

ィ

ア

一

ニ

〔

20〕

八
0

~

'ニ
頁
。

四
、

ス
コ
ラ
思
想
と
厚
生
経
済
学

涔
用
句
値
理
論
の
展
趼
に
も
と
つ
く
高
い
水
欺
を
示
す
経
済
学
体
系
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ア
ダ
ム•

ス
ミ
ス
以
前
に
つ
く
り
だ
さ
^
た
煎
要 

な
要
因
と
し
て
、
.
そ
の
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
を
支
え
て
い
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
影
響
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

シ
ユ
ン
ぺ
ー
タ
ー
が 

『

経
済
分
析
の
歴
史』

，

で
スn

ラ
思
想
と
現
代
経
済
学
と
の
連
続
性
を
、

そ
し
て
そ
の
重
要
性
を
あ
き
ら
か
に
し
た
f

M
、
デ

•

ル
ー
.ヴ
靖
!2
、

ゥ
ォ
ー
ラ
ン
ド
に
代
表
さ
れ
る
経
済
学
史
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る

よ

う

二

っ
ヒ
。

(

注
4)

デ

.
ル
ー
ヴ
ア
ー
は

、

ス
コ
ラ
思
想
が
そ
の
二
つ
の
中
心
概
念
を
通
し
て
現
代
経
済
学
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
う
シ
ユ

ン

ぺ

ー

タ
ー 

の
画
期
的
な
評
価
を
実
証
的
に
裏
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
i)
そ
の
自
然
法
思
想(

普
遍
主
義)

と
、
ii
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
説
に
お
t

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学 

.

し

(

九
三
ヒ
メ



, 

1

.0(

九
三
八)

る
効
用
に
経
済
価
値
が
も
と
づ
く
と
い
う
解
釈
の
深
化
で
あ
る
。
自
然
法
田
心
：想
は
グ
ロ
チ
：ゥ
ス
お
よ
び
プ
フ
ェ
ッ
ソ
ド
ル
フ
を
媒
介
に
し
て
ア
ダ

ム
•

ス
ミ
ス
の
経
済
学
体
系
の
枠
組
、

す
な
わ
ち
国
家
か
ら
の
自
由
.i

重
商
主
靡
思
想
の
排
撃)

お
よ
び
市
場
の
自
由
と
い
う
考
え
方
を
う
み
だ
す

に
い
た
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

学
説
の
深
化
は
、
ト
マ
ス

•

ア
ク
ィ
ナ
ス
1

.か
れ
に
つ
づ
く
モ
リ
ー
ナ

を
通
じ
て
、
十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア

経
済 

(
注 
5)

.

(

注
6

)

 

(

注
7

)

学
者
.

た
ち
べ
ッ

'

ヵ
リ
ア
、
ヴ
ヱ
リ
、
ジ
ュ
ノ
ヴ
ェ
ー
ジ
、
ガ
リ

.

ア
I

 

ニ
の
主
観
的
価
値
理
論
.

へ
と
発
展
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ

•
ル
ー

ヴ
ア
ー
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
ア
ダ
ム
•

ス
ミ
ス
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
自
然
法
の
影
響
だ
け
を
う
け
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
欲
望
と
そ
の
充
足
に
価

値
の
要
因
を
も
と
め
る
主
観
的
価
値
理
論
に
は
影
響
を
う
け
ず
、
む
し
ろ
生
産
費
と
し
て
の
労
働
価
値
を
重
視
し
た
か
に
つ
い
て
分
析
を
あ
た
え

て
お
り
、
経
済
学
史
研
究
者
と
し
て
こ
の
分
析
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
'

こ
こ
で
は
必
要
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
言
及
し
な
い
こ

(

注 
8)

 

* 

.

と

に
す
る
。

と
も
か
く
、
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
発
展
過
程
を
も
う
一
つ
の
^

調
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

ス
コ
ラ
哲
学
の
な
が
に
あ
っ
た
効
用
概
念 

に
も
と
つ
く
価
値
1,

論
の
伝
承
'

ヵ
.

重
耍
な
意
義
を
-%

っ
て
い
る
°

と
い
う
の
は
、
シ
ュ
ン
ぺ
ー
タ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
経 

済
思
想
は
®

本
的
に
は
厚
生
経
済
理
論
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
に
も
と
づ
く
経
済
学
体
系
と
こ
の
厚
生
経
済
理
論
と
を
む
す
び
つ
け
る
の
は
、
実
は 

こ
の
価
値
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。.
そ
し
て
厚
生
経
済
理
論
が
こ
の
効
用
価
値
理
論
を
媒
介
と
し
て
十
八
li
t

紀
の
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
特
徴
と 

な
り
、.
そ
の
後
も
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
基
調
と
な
っ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
シ
ュ

ン
ぺ
I

タ
ー
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
た
学
史
上
の
問
題
の
提
起
、
そ
し
で
か
れ
自
身
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
解 

明
は
、
デ
•

ル
ー
ヴ
ア
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
わ
れ
、
最
近
ゥ
ォ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て『

.

ス
コ
ラ
思
想
と
厚
生
経
済
学』

と
い
う
著
書
に
ま 

と
め
ら
れ
た
.

の
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
主
張
し
て
い
る
論
点
を
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
に
^

-

る
。

ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
や
十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
経
済
学
者
た
ち
I

の
.

経
済
学
体
系
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
き
、

「

公
共
の
福
祉」

と
い
う
概
念
を 

見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り

公
正
価
格
を
通
じ
て
市
場
で
取
引
さ
.れ
る

場
合
に
.

は
、
欲
望
と
そ
の

充
足
.を
迤
礎
と
し
た
肺
1

に
も
と
づ

く
矿
格
が
形
成
さ
れ
る
が
そ
の
経
済
的
な
欲
望
..の
満
足
が
第
三
の
理
性
ま
た
は
正
し
い
理
性
に
よ
っ

て
識
別
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 

I

の
で
あ
り
こ
の
第
三
の
现
性
ま
た
は
正
し
い
理
性
;̂

現
実
に
あ
ら
わ
す
も
の
が
公
共
の
福
祉
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
ら
の 

議
論
に
し
た
が
え
ば
、
公
共
の
福
祉
と
は
す
べ
て
Q

A

び
と
の
欲
著
最
大
限
に
み
た
す
こ
と
で
あ
り
、

ま
さ
に
功
利
主
義
思
想
K

、つ
く
厚 

生
経
済
学
の
分
析
装
置
そ
の
も
の
の
原
型
を
こ
こ
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
え
ば
、
ビ
グ
ー
の
厚
生
齡
済
学
に
お
け
る
重
要
な
支
柱
と
考
え
ら
れ
う
る
費
用
通
減
産
業
で
の
価
格
決
定
に
つ
い
て
の
分
析
と
、
こ
の
展 

氏
を
上
.

較
し
て
み
よ
う
費
用
遞
減
産
業
で
は
市
場
原
理
に
も
と
づ
く
価
格
決
定
で
は
市
場
の
欠
陥
と
よ
ば
れ
る
事
態
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
は
い 

わ
ゆ
る
技
術
的
な
独
占
と
し
て
独
占
企
業
に
よ
っ
て
生
産
を
お
，」

.

な
わ
せ
た
方
が
費
用
が
安
価
に
な
る
利
点
が
あ

る

。

し
か
し
も
し
独
占
企
業
に 

佃
格
決
定
を
ゆ
だ
ね
た
な
ら
ば
、
独
占
価
格
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

公
共
の
福
祉
、

つ
ま
り
社
会
を 

播
成
し
て
い
る
多
く
の
人
び
と
に
満
足
の
い
く
よ
う
な
立
場
か
ら
、
第
三
者
、
こ
こ
で
は
国
家
が
価
格
決
定
に
干
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る 

.

と
I

う
の
が
ヒ
グ
ー
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
比
較
で
、
分
析
装
置
と
し
て
、
ピ
グ
ー
と
、

ス
コ
ラ
哲
学
者
、
も
し
く
は
十
八
世
紀
イ
タ
リ
ア
怪
済 

学
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
わ
れ
わ
れ
は
類
似
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

,

こ
の
よ
う
な
厚
生
経
済
学
体
系
と
し
て

性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
特
徴
は
、
そ
の
学
問
に
行
政
的
な
要
素
を
も
ち
こ
む

こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
イ
タ
リ
ア
で
は
経
済
学
が
政
治
的
•
社
会
的
お
よ
び
道
徳
的
見
地
に
た
っ
て
共
同
社
会
の
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
実
際

の
政
f :

を
方
向
つ
け
る
の
に
役
立
.

つ
も
の
、
い
わ
ば
そ
：の
経
済
学
は
公
的
な
行
政
を
体
系
づ
け
る
学
問
と
.
.い
う
性
格
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
ヴ

H

リ
は「

経
済
学
は
財
を
で
き
る
か
ぎ
り
多
教

1:

獲
得
す
る
た
め
に
経
済
と
社
会
生
活
を
親
制
す
る
法
則
を
研
究
す
る
学
問
で

^

|

奶」

と
考
&

ぺ
ッ
キ
ォ
■

は

「

正
義
、
皮
い
習
慣
、.
住
民
の
福
祉
、
さ
ら
，に
国
家
の
経
済
力
と
富
と
を
調
和
せ
し
め
る
こ
と
.

に
経
済
学
の
学
問
的
な
意 

義
が
あ
る」

と
考
え
て
い
た
，の
で
あ
っ
た
。

.

. 

_ 

.

-

十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
経
済
学
者
た
ち
の
論
作
を
支
配
し
て
い
.

た
.

思
想
は
.

「

市
民
の
財
産
.

の
而
倒
を
み
る
.

国
家
と
、

そ
れ
を
保
護
す
べ
き
政

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学 

一
一

、1

三
し)



府」
を
中
心
と
し
た
思
想
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
生
じ
た
背
景
と
し
て
、

一
つ
は
イ
タ
リ
ア
の
リ
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
小
国
家
の 

併
存
と
い
ラ
現
象
の
な
か
.で
、
経
済
学
者
の
多
く
が
、
小
国
の
行
政
官
も
し
く
は
顧
問
官
と
し
て
、
直
接
行
政
に
接
し
た
人
び
と
で
あ
っ
た
こ
と 

と
、
も
う
一
つ
は
ほ
か
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
諸
国
に
比
較
し
て
産
業
組
織
全
体
が
お
く
れ
て
お
り
、
農
業
が
支
配
的
で
あ
り
、
工
業
が
後
進
的 

で
資
本
力
が
と
ぼ
し
く
、
信
用
や
商
業
活
動
が
活
発
で
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
一
般
的
な
経
済
法
則
の
確
立
と
い
う
よ
り
は
、
 

地
方
的
な
条
件
に
制
約
さ
れ
た
政
策
技
術
の
研
究
が
主
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
厚
生
経
済
学
的
な
考
え
方
が
そ
の
後
の
イ
タ
リ
ア
経
済 

学
者
た
ち
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
'
ヵ
ト
リ
ッ
ク
思
想
を
通
じ
て
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ 

う
な
現
実
的
な
背
景
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

(

注
1

)

シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー〔

38〕

97

頁
。
 

•

た
と
え
ば
シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー
は「

…
…

公
共
の
福
祉
は

…
…

明
確
に
功
利
的
な
精
神
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
故

…
…

現
代
の
、
た
と 

え
ば
ピ
グ
ー
教
授
の
厚
生
経
済
学
の
厚
生
-
概
念
と
ま
っ
た
く
等
し
き
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
厚
生
経
済
学
と
ス
コ
ラ
厚
生
経
済
学
と
の
間
の
最
も
重
耍
な
速
鎖
と
な 

っ
た
も
の
は
、

十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
経
済
学
者
た
ち
の
厚
生
経
済
学
で
あ
っ
た」

と
述
べ
て
い
る
。

C3 8〕

97
頁
。

(

注

2)

デ

•
ルー

ヴ
アー

〔

14〕

と

〔

15〕

を
参
照
。

(

注
3)

ゥ
ォ
I
ラ
ン
ド〔

45〕

を
参
照
。

(

注
.
4)

デ
*

ル
ー
ヴ
ア
ー〔

14〕

と
く
に
18
8

~
18
9
頁
0 

.

(

注

5)

. Cesare Bonesana, Marchese di B
E
C
C
A
R
I
A
,

 

(1738〜
94).

(

注 

6) 

Count Pietro Y
E
R
R
I

 

‘
 (1728 〜

1797).

(

注 

7) 

Antonio G
E
N
O
V
E
S
I

 

(1712 〜
1769).

(

注 

8)

こ
の
点
に
つ 
V

 

て
は
.

ヵ
ゥ
ダ
ー〔

23〕

、
5 
頁

(

こ
の
部
分
は

H
nlile 

Kauder, 
**The 

Retarded 

A
c
c
e
p
t
a
n
c
e

a
?

®
 Marginal Utility Theory- 

P
JW
., Nov. 

1
9
5
3

の
要
約
で
あ
る

)

を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

(

注
9

)

シ
ュ
ン
べ
ー
タ
ー〔

38〕

、
97

頁
と

17
7
頁
。

(

注
10)

，
デ
.
ル
|
ヴ
ァ
|〔

14〕

。

.

(

注
11)

.
ゥ
ォー

ラ
ン
ド〔

45〕

と
く
に
第
ニ
章
と
第
九
章
。
.

.

:(

注
12)

.

ビ
グ
丨〔

35〕

ン
と
く
に
第
十
.

一
章
。
21
3

—

22
8

頁
。.
な
お
松
浦
.
.；48〕

，を
参
照
。
.

.

(

注
13)

ヴ

H

リ〔

44〕

。
ク
ス
ト
デ
ィ

〔

12〕

。

S

14)

ぺ
ッ
キ
オ〔

32〕

。
 

:

:……

五
、

.

一：
般

均

衡

理

論

の

導

入

.
.

:

-

そ
の
奥
機
、
そ
し
て
そ
の
背
景
と
な
っ
た
社
会
観
-——

経
済
学
の
形
成
期
か
ら
現
代
ま
で
イ
タ
リ
ア
経
済
学
.

の
根
底
に
な
が
れ
て
い
る
基
調
と
し
て
、
ニ
つ
の
要
因
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。
す
な
わ
ち 

効
用
価
値
理
論
と
厚
生
経
済
学
で
あ
る
。
し
か
し
"

イ
タ
リ
ア
経
済
学
に
お
い
て
、

口
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
の
特
徴
と
し
て
限
定
し
て
み
る
と
、
.こ
の 

ニ
つ
の
要
因
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。

ロ 
-
ザ
ン
ヌ
学
派
白
体
の
特
徴
を
つ
け
く
わ
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
学
派 

を
も
っ
と
も
明
確
に
代
表
す
る
の
は
.

一
般
均
衡
理
論
の
性
格
で
あ
ろ
う
。：
つ
ま
り
諸
商
品
間
価
格
•
需
給
量
な
ど
の
経
済
諸
量
に
お
け
る
相
互
依 

存
関
係
の
設
定
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
経
済
学
史
を
研
究
す
る
者
は
、
ぞ
こ
で
ヵ
ン
テ
ィ
ョ
ン
や
ケ
ネ
ー)

の
よ
う
な
経
済
循
環
の
構
造
の
発
見
に
比
す
べ
き
業
嘖
を
み(

だ 

す
こ
と
が
で
き
な
い
。.
こ
の
意
味
で
経
済
学
の
体
系
化
、が
.

経
済
循
環
の
構
造
の
発
見
に
も
と
づ
く
論
理
体
系
の
構
築
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

こ
.

の
意
味
で
は
イ
タ
リ
ア
に
は
経
済
学
の
真
の
体
系
化
に
成
功
し
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。’

も
ち
ろ
ん
、
ケ
ネ 

丨
の
影
響
が
な
か
っ
た
と
は
.

い
わ
な
い
。

し
か
し
、
少
く
と
も
経
済
循
環
の
構
造
の
認
識
の
う
え
に
た
っ
て
、

ヮ
ル
ラ
ス
に
よ
っ
て
定
式
化
さ 

れ
た
諸
商
品
間
の
相
互
依
存
関
係
を
あ
ら
わ
す
、

一
般
均
衡
理
論
が
パ
レ
ー
ト
に
よ
.

っ
て
イ
タ
リ
ア
に
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、
そ
の
時
期
の
代 

^

w

な
経
済
^

者
で
あ
る
ノ
ン
.
タ
レ
オ
ー
ニ
の
経
済
学
を
研
^

-
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
概
念
.は
イ
タ
リ
ア
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。

‘ 

： 

■

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ

ー

.ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学 

ニ

ニ 

(

九

四

一)



I

四

(

九
四
ニ)

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
一
般
均
衡
理
論
が
パ
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
ィ
タ
リ
ア
の
経
済
学
に
導
入
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

テ
マ
リ
ア
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち「

経
済
的
均
衡
の
■
本
的
な
特
徴
で
あ
る
一
般
的
な
相
互
依
存
関 

係
の
構
造
に
分
析
の
光
を
最
初
に
投
げ
か
け
た
の
は
ワ
ル
ラ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
朽
の
功
績
に
は
パ
レ
丨
ト
も
分
け
前
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
で 

き
な
->

 

も
の
で
あ
る」

：し
力
し
こ
の
概
念
装
置
ひ
原
型
が
ヶ
ネ
ー
の
経
済
表
で
あ
り
、
ヶ
ネー

か
ら
ワ
ル
ラ
ス
に
い
た
る
こ
の
よ
う
な
潘
済
眉
環 

の
描
造
に
対
す
る
認
識
は
、
そ
の
分
析
用
具
の
進
化
こ
そ
あ
れ
、
モ
リ
ニ
エ
が『

フ
ラ
ン
ス
経
済
理
論
の
発
展』

で
示
し
て
い
る
よ
巧
0)

、

フ
ラ
ン 

ス
経
済
学
に
お
け
る
一
連
の
な
が
れ
と
し
て
学
史
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
デ
マ
リ
ア
に
よ
M

fs

、
 

「

こ
の
相
互
依
存
性
の
解
明
の
決
定
的
な
前
進
は
パ
レ
ー
ト
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た」

の
で
あ
る
。

パ
レ
ー
卜
か
ら
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ニ
へ 

の
書
備
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
レ
ー
ト
と
し
て
は「

ワ
ル
ラ
ス
か
ら
一
般
均
衡
の
考
え
方
’

を
と
っ
た
こ
と
を
認
め」

ざ
る
を
え
な
か
っ
，，こ 

の
で
あ
り
、
無
意
識
に
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
、
恩
師
や
先
輩
の
考
え
方
を
う
け
つ
い
だ
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
概
念
の
導
入
を
意
識
的
に
は
か
っ 

た
の
で
あ
る
か
ら
、
ワ
ル
ラ
ス
が
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

った一

般
均
衡
が
内
包
す
る
社
会
観
を
パ
レ
ー
ト
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の 

で
あ
っ
た
"

デ
マ
リ
ア
が
い
う
前
進
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

パ
レ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
集
団
的
な
経
済
行
動
は
個
々
人
の
行
動
が
相
殺
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
れ
は
そ
の 

個
々
人
の
行
動
が
相
殺
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
か
ら
、
集
団
的
行
動
は
個
人
の
行
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ 

の
社
会
全
体
の
行
動
と
し
て
客
観
性
を
み
と
め
て
よ
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
ワ
ル
ラ
ス
の
相
互
依
存
関
係
と
.

い
う
概
含
装
匱
は
.

、
こ
の
意
未
'̂
,

 

囲
的
行
動
と
し
て
個
々
人
の
行
動
の
複
合
体
で
あ
り
、
し
か
も
客
観
性
を
も
づ
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
パ
レ
ー
ト
の
社
会
観
は
、
経
験
的
に
確
定
で
き
る
客
観
的
な
物
理
量
、
た
と
え
ば
質
点
の
位
置
の
変
化
と
速
度
の
変
化
な
ど
に
犮 

立
す
る
麗
関
係
を
、
機

簾

1

的
に
説
明
す
れ
ば
十
分
で
.

^

る
と
い
う
立
場
に
た
つ
、
十
九
世
紀
後
期

Q

力
学
に
お
け
る
機
械
的
震
塞
に
も 

と
づ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
一
つ
の
量
の
.

変
化
と
ほ
か
の
量
の
変
化
と
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
力
の
よ
う
な
実
体

が
な
概
念
を
も
ち
い
て
因
果
論
的
な
説
明
を
あ
だ
え
る
態
度
は
形
而
上
学
的
で
あ
る
と
い
う
自
然
科
学
上
の
批

判

に

対
応
し
て
、

経
済
学
も
®
人 

の
行
動
の
背
景
と
な
る
経
験
的
に
把
握
で
き
な
い
限
界
効
用
価
値
概
念
を
形
而
上
学
的
な
も
の
と
し
て
棄
て
さ
っ
て
し
ま
っ
て
、
む
し
ろ
集
団

勺 

行
動
に
.

つ

い
て
客
観
的
に
襲
で
あ
ら
わ
す
こ
.

と
の
で
I

量
的
_
係
で
経
済
現
象
が
説
明
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

パ
ン
タ
レ
ォ
丨
-

宛

の

壽
を
み
る
と
、

一
八
九
〇
年
に
か
れ
ら
の
書
簡
の
往
復
が
始
ま
っ
て
い
る
，の
で
あ
る
が
、

一
八
九
六
年
ご
ろ
に
は
す 

で
に
パ
レ

—

ト
は
限
界
効
用
概
念
に
疑
問
を
も
ち
は
泛
、

一
八
九
九
S

は
、
パ
レ
I

ト

は『

経
済
学
_

』

の
謹
を
パ
ン
タ
レ
才

—

 

ニ
に 

う
ち
あ
け
、
そ
の
な
か
で
、.
限
界
効
用
価
値
理
論
を
明
確
に
拒
絶
し
、
新
し
い
選
択
理
論
を
う
ち
だ
し
て
い
る
の
で

さ
て
こ
の
よ
う
な
パ
レ
丨
ト
の

一
般
均
衡
理
論
の
導
入
の
結
果
、
限
界
効
用
価
値
理
論
に
も
と
づ
く
ヮ
ル
ラ
ス
理
論
の
移
入
の
基
盤
と
な
り
え 

た
ィ
タ
リ
ア

経
済
学
の
蕋
調
で
あ
る
効
用
価
値
理
論
は
、
学
史
上
の
系
譜
か
ら
身
を
ひ
い
た
が
、
そ
こ
に
新
し
く
発
展
す
べ
き
研
究
領
域
が
ひ
ら 

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
消
費
者
行
動
理
論
の
発
展
で
あ
る
。

一
九
〇
〇
年

こ
ろ
か
ら一

九

一
ー
〇
年

ご
ろ
に
い
た
る

『

ジ
ョ
ル
ナ

ー
リ

.
デ

リ
•

工
コ
ノ
ミ
ス

が
儿』

が
は
た
し
た

こ

の
分
野
の
理
論

発

展

の

貢
献
は
き
わ
め
.

て
大
き
い
が
、
な
か
で
も
一
九
一
五
年
の
ス
ル
ッ
キ
丨

『

消
雪
予
算
に
か
ん
す
る
_

1

』

は
現
代
の
理
論
水
準
に
達
し
た
こ 

の
分
野
の
目
覚
し
い
成
果
で
あ

っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、

一

般
均
衡
理
論
の
導
人
以
後
、

V

タ
リ
ア
経
済
学
に
お
け
る
厚
生
経
済
学
的
な
思
想
の
な
が
れ
も
、
新
し
い
内
容
が
も
り
こ
ま
れ
る 

こ
と
に
な
る
そ
れ
は
、
経
済
メ
力

I

一
 

ズ
ム
の
効
率
と
い
う
機
械
論
的
な
立
場
か
ら
客
観
的
な
最
適
性
が
問
題
と
な
り
、

一
九
〇
九

年

『

経
済
学 

提
要』

フ
ラ
ン
ス
語
版
数
学
附
録
に
お
け
る
パ
レ
ー
ト
.

オ
プ
テ
ィ
マ
ム
の
概
念
形
成
に
結
実
し
、
ざ
ら
に
一
九
〇
八
年
の
バ
ロ
ー
ネ
の

『

集
産 

主
義
社
会
に
お
け
る
生
産
者』

と
い
う
論
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
技
術
的
に
存
在
す

る
客
観
的
な

最
適
性
に
か 

ん
す
る
理
論
が
う
ち
だ
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
興
味
深
く
、
ま
た
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
が
つ
て
拙
論
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
い
厚
生
経
済
学
と
新
し
い
経 

ィ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ
I

ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学 

一
五

(

九
四
三)



■ 

一

六

(

九
四
四)

済
学
と
の
区
別
が
、
現
在
、
通
念
化
し
て
い
る
が
、
ピ
グ
ー
の『

富
と
^

L

は

I

九
一
一
年
で
あ
り
、
パ
レ
ー
ト
に
よ
る
パ
レ
ー
ト
*
オ
プ
テ 

ィ
マ
ム
の
概
念
形
成
は
一
九
〇
九
年
で
あ
り
、
そ
こ
.に
は
時
期
的
に
新
旧
の
区
別
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
な
勢
力
を
占
め
て
き
た
ア
ン
グ
ロ
，
 

•サ
ク
ソ
ン
系
の
経
済
学
に
い
ず
れ
が
早
く
う
け
い
れ
ら
れ
た
か
の
相
違
で
こ
の
区
別
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

注
1

)

シ
ュ
ン
べ
ー
タ
I

は
カ
ン
テ
ィ
ョ
ン〔

10〕

に
お
い
て
こ
の
構
造
が
最
初
に
発
見
さ
れ
た

と

考
え
て
い
る
。

(

注
2

)

も
ち
ろ
ん
ヶ
ネ
I

〔

36〕

は
こ
の
認
識
の
出
発
点
と
し
て
蜇
要
で
あ
る
。

(

注
3

)

デ

マ

リ

ア〔

13〕
63
2

頁
。

(

注
4

)

こ
の

典
型
询
な
考
え
方
が
モ

リ

ニ

エ

〔

26〕

に
み
ら
れ
る
。

(

注
5

)

デ
マ
リ

ア

〔

13〕

66
3

頁
。

(

注
6

)

パ
レ
ー
ト〔

29〕

n

巻
、
28
1

頁
、

一
八
九
七
年
二
月
一
九
日
#

#

简
。
な

お

松

浦〔

46〕

を
参
照
。
：

(

注
7

)

パ
レ
ー
ト〔

29〕

1

卷
21
1

頁
、

一
八
九
六
年
六
月
九
日
付
、
19
7

頁
、

一
八
九
六
年
四
月
二
日
付
，
ニ
卷
28
3

頁
、

一
八
九
七
年
五
月
一
七
日
付
書
簡
。

な
お
松
浦 

〔

46〕

を
参
照
。
 

•

(

注
8

)

こ
の
意
味
で
蜇
要
な
の
は
パ
レ
ー
ト〔

31〕
0

卷
43
0

頁
1

一
八
九
九
年
九
月
二
八
日
付
書
簡
で
あ
る
。

(

注
9

)

松

浦

〔

48〕

.

を
参
照
。
 

„

(

注
10)

す

な

わ

ち

G
i
o
r
n
a
l
i

 

d
e
g
l
i

 

e
c
o
g
m
i
s
t
i

で
あ
り
.
、
こ
れ
は
当
時
イ
タ
リ
ア
経
済
学
の
学
問
氷
準
を
代
表
し
た
国
際
的
に
評
価
さ
れ
た
学
術
雑
誌
で
あ
っ
た
。

(

注
11)

ス
ル
ッ
キ
I

42〕

。

(

注
12)

パ
レ
|

ト

〔

31〕

。

(

注
13)

バ 

ロ 
I

ネ

〔

5

〕

。
 

—

 

.

(

注
14)

ビ
グー

〔

34〕

。六
、

イ
タ
U

ア
に
お
け
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学
の
基
本
的
性
格

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
経
済
学

史
を
連
続
性

お
よ
び
時
代
的
制
約
か
ら
の
非
拘
束
性
と
い
う
視
角
か
ら 

み
た
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
主
要
な
基
調
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
.す
な
わ
ち
一
つ
は
効
用
価
値
理
論
の
な
が
れ
で
あ

り

、

他
は
厚
生
铎

済
学
の
な
が
れ
で
あ
る
。
 

.

‘

い
ま
パ
レ
1

ト
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
経
済
学
史
に
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
一
般
均
衡
概
念
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
概
念
が
内
包
す
る
機 

r

r

^
な
社
会
観
が
一
九
世
1

後
半
の
支
配
的
な
科
学
観
と
し
て
イ
タ
.

リ
ア
経
済
学
に
も
ち
こ
ま
れ
、
そ
こ
で
ロ
丨
ザ
ゾ

ヌ
学̂

が
ノ
\ノ̂

さ
气
こ 

と
き
、
イ
タ
リ
ア
経
済
学
史
に
み
ら
れ
る
、
こ

e

よ
う
な
二
つ
の
基
調
は
、
た
し
か
に
変
容
は
し
た
が
、
実
質
的
に
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ロ 

丨
ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学
の
菡
本
的
性
格
を
か
た
ち
づ
く
る
要
因
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
の

T

ザ
ン
ヌ
学
派
経
済
学
を
同
時
代
に
お
け
る
他
の
諸
国
に
み
ら
れ
る
善
学
の
性
格
と
比
較
す
る
と
き
、
い
っ 

そ
う
明
对
に
な
る
た
と
え
は
、
1 -

レ)

丨
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
ヮ
ル
ラ
ス
の
一
般
均
衡
理
論
か
ら
効
用
概
念
を
す
て
さ
っ
て
、

市
場
価
格
決
定
理 

論
を
つ
く
り
だ
し
た
ヵ
ッ
七
ル

Q

I

I

い
て
、
消

費

者

行

靈
I

そ
の
後
i

l

l

論
的
な
契
約
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た 

同
じ
よ
う
な
理
論
上
の
性
格
を
も
つ
バ
ロ

 

！
不
の
研
究
に
み
い
だ
せ
る
よ
う
な
厚
生
経
済
学
の
歷
を
ヵ
ッ
セ
ル
£

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で 

あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
の
ロ

—

ザ
ゾ
ヌ
学
派
経
済
学
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
に
お
け
る
ビ
グ

—

の
厚
生
経
_

と
比
較
す
る
と
き
、
そ

の

理
論
が
産
業
に
お
け
る
唐
者
行
動
の
分
析
昼
点
が
お
か
れ
、
評
価
す
べ
き
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マ
ッ
フH

ォ

.
パ
ン
タ
レ
.ォ
ー
ニ
I

生
涯
と
経
済
理
論
に
つ
い
て——

!_
慶
応
義
塾
経
済
学
年
報
第
六
号
、
昭
和
三
八
年
。

〔

47〕

拙

著

「

経
済
動
学
化
の
一
起
点
I

パ
シ
タ
レ
ォ
ー
ニ
の
経
済
動
学
と
そ
の
影
響
I

」

三
田
学
会
雑
誌
、
昭
和
三
七
年
八
月
。

〔

48〕

拙

著

「

集
団
的
厚
生
の
極
大
概
念
の
.一
形
成
過
程——

パ
ン
タ
レ
ォ
ー
ニ
、
パ
レ
ー
ト
、
バ
ロ
ー
ネ
を
め
ぐ
っ
て——

」

㈠
、

㈡
、

㈢
、

三
田
学
会
雑 

誌
、
昭
和
四
.

o

年
一
月
、
.七
月
、
昭
和
四
一
年
三
月
。

.

追
記
こ
の
論
文
は
昭
和
四
三
年
五
月
十
八
日
に
、
上
智
大
学
で
他
さ
れ
た
経
済
学
史
学
会
関
東
部
会
の
報
告
を
加
筆
•
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

.

戦
前
に
お
け
る
企
業
別
組
合
の
展
開

.

.

.

——

実
態
分
析
と
歴
史
的
検
討

——

小

松

.
隆

ニ

周
知
の
ご
と
く
、
第
二
次
大
戦
後
の
わ
が
国
の
労
働
組
合
は
、
組
織
形
態
に
お
け
.る
企
業
別
組
合
の
圧
倒
的
な
優
位
に
ょ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ 

て
L

る
。
そ
の
組
織
形
態
を
め
ぐ
っ
て
、

.

生
成
や
発
展
、
あ
る
い
は
実
態
や
性
格
な
ど
が
こ
れ
ま
で
く
り

返
し
論
議
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
 

そ
の
源
流
や
生
成
事
情
を
は
じ
：め
、
未
だ
に
共
通
の
理
解
に
達
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い

問
題
点
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。

.
企
業
^
組
合
の
源
流
を
歴
史
的
に
た
ど
る
場
合
、
そ
の
始
源
を
ど
の
時
点
に
も
と
め
る
に
し
て
-%
'
戦
前
に
ま
で
遡
っ
て
そ
の
足
跡
を
究
明
せ 

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
.ろ
う
。
.戦
前
の
労
働
組
合
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
，は
、
近
年
、
.単
に
一
般
的
•
通
史
的
な
流
れ
を
追
う 

だ
け
で
な
く
、
実
態
分
析
を
と
も
な
っ
た
緻
密
な
研
究
‘が
次
第
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
,0
そ
の
意
味
で
は
、
企
業
別
組
合
の
歴
史
的
究
明
に
と
っ
 

て
は
有
利
な
条
件
が
と
と
の
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
.:
' 

* 

.

.

こ
の
ょ
う
な

研
究
の
進
展
と
共
に
、
戦
前
の
労
働
組
合
の
活
動
の
中
に
.
、

.

戦
後
の
企
業
別
組
合
と
の
関
連
で
看
過
し

え
ぬ
重
要
な
足
跡
の
あ
る 

こ
と
も
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
.い
る
。
.た
と
え
ば
、
ま
ず
"
明
治
期
を
も
含
め
て
敝
前
の
労
働
組
合
の
.多
く
找
、
た
->

え
組
織
的
に
横
断
的
な 

戦
前
に
お
け
る
企
業
別
組
合
の
展
開 

二

三

(

，L
五
一)


