
人
間
は

｢無
知
｣
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

構
築
主
義
を

批
判
し
続
け
た

ハ
イ
エ
ク

北
梅
迫
大
学
大
学
院
琵

学
研
究
科
助
教
授
/
西

部
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｢無
知
の
知
｣

社
会
主
義
計
画
経
済
の
不
可
能
性
を
い
ち
早
-
指
摘
し
て
い
た
ハ

イ
エ
ク
の
経
済
思
想
は
'
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
た

一
九
九

〇
年
以
降
か

ら
再
び
注
目
さ
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
.
そ
の
後
､
新
自
由
主
義
や
市

場
原
理
主
義
が
勢
い
を
増
す
中
で
ハ
イ
エ
ク
は
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ

て
き
た
｡

し
か
し
'

ハ
イ
エ
ク
は
ネ
オ
コ
ン
の
い
う
国
家
主
義
に
も
'
孤
立

自
足
す
る
原
子
的
な

｢負
荷
な
き
個
人
｣
を
前
提
と
す
る
偽
の
個
人

主
義
に
も
与
し
な
い
し
､
ま
し
て
'
伝
統
の
因
習
的
な
保
守
を
金
科

玉
条
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
も
し
な
い
｡
市
場
原
理
主
義
を
理
論
的
に

支
え
る
新
古
典
派
は
'
人
間
は
合
理
的
で
あ
る
と
仮
定
し
て
､
よ
り

効
率
的
な
競
争
的
市
場
を
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
設
計

･
構
築
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
的
個
人

主
義
に
基
づ
-

｢構
築
主
義
｣
は
功
利
主
義
を
暗
黙
的
に
仮
定
し
て

お
-
､
社
会
主
義
と
は
異
な
る
と
は
い
え
､
理
性

へ
の
過
信
と
い
う

知
的
倣
慢
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
や
市

場
が
前
提
と
す
る
､
人
間
や
知
識
に
関
す
る
考
え
方
と
は
根
本
的
に

異
な
っ
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
の
思
想
の
深
奥
に
は
'
い
わ
ば

｢無
知
の
知
｣
と
で
も

い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
防
排
と
さ
せ
る
哲
学
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
｡

そ
の
よ
う
な
哲
学
に
と
っ
て
は
､
情
報
通
信
技
術
の
進
歩
が
経
済
計

画
を
可
能
に
す
る
と
考
え
る
ハ
イ
テ
ク
科
学
技
術
礼
賛
論
も
'
自
ら

の
価
値
観
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
､
そ
れ
を
相
手
に
受
容
さ
せ
る

た
め
に
戦
争
や
暴
力
を
行
使
す
る
十
字
軍
礼
賛
論
も
､
い
ず
れ
も
致

命
的
な
う
ぬ
ぼ
れ
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

埋職 86

か

｡ハ
イ
エ
ク
の
自
由
市
場
は
､
人
間
知
性
に
は
根
本
的
な
限
界
が
あ

る
と
い
う

｢無
知
｣
の
誹
虚
な
自
省
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
る
べ
き

ル
ー
ル
の
体
系
で
あ
り
､
｢人
間
の
行
為
の
結
果
で
は
あ
る
が
､
人

間
の
設
計
の
結
果
で
は
な
い
｣
社
会
制
度
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ビ
ッ

グ
バ
ン
や
構
造
改
革
に
よ
っ
て
政
府
が

一
気
に
作
-
出
す
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
は
な
-
､
諸
個
人
の
自
発
的
､
協
調
的
な
行
為
が
意
図

せ
ざ
る
結
果
と
し
て
生
み
出
す
'
漸
進
的
な
経
済
社
会
進
化
の
産
物

で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
が
い
た
ウ
ィ
ー
ン

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

･
ア
ウ
グ
ス
ト

･
フ
ォ
ン
･
ハ
イ
エ
ク

(Friendrich
西部 忠さん

A
.v
o

n
H
ayek)
は
､

1
八
九
九
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア

･
ウ
ィ
ー
ン
の
学

者

一
族
に
生
ま
れ
た
I
｡
彼
が
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
二

〇
世
紀
初

頭
の
ウ
ィ
ー
ン
は
､
世
界
で
も
ま
れ
に
見
る
ほ
ど
知
的
に
多
様
'
自

由
'
開
放
的
な
場
所
で
あ
っ
た
｡
オ
ー
ス
ト
リ
ア

･
マ
ル
ク
ス
主
義

に
は
､
バ
ウ
ア
-
､
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
'
ア
ド
ラ
ー
､
レ
ン
ナ
I

な
ど
静
々
た
る
学
者
が
い
た
｡
経
済
学
の
オ
ー
ス
ー
リ
ア
学
派
に

は
､

マ
ル
ク
ス
批
判
を
行

っ
た
ベ
ー
ム
=

バ
ヴ

エ
ル
ク
や
ヴ
ィ
-

ザ
-
､
そ
の
影
響
を
受
け
た
ミ
-
ゼ
ス
や

ハ
イ
エ
ク
が
お
り
､
シ
ュ

ン
ペ
ー
タ
ー
も
ベ
ー
ム
‖

バ
ヴ

エ
ル
ク
の
セ
ミ
ナ
ー
に
い
た
｡
さ
ら

に
､
シ
ュ
リ
ッ
ク
､
カ
ル
ナ
ッ
プ
､
ノ
イ
ラ
ー
ト
ら
を
代
表
と
し
て

｢論
理
実
証
主
義
｣
を
標
傍
す
る
ウ
ィ
ー
ン
学
団
か
ら
､
フ
ロ
イ
ト

の
精
神
分
析
学
､
十
二
音
音
楽
を
確
立
し
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
ら
の

新
ウ
ィ
ー
ン
主
義
に
至
る
ま
で
､
字
間

･
思
想

･
哲
学

･
芸
術
の
諸

潮
流
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
た
｡
そ
の
頃
の
ウ
ィ
ー
ン
は

｢文
化
の

相
場
｣
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
の

｢自
由
主
義
｣
は
､
異
質
な
諸
派
が
相
互
に
影
響
を

与
え
'
時
に
論
争
を
行
う
そ
う
し
た

｢知
の
ア
リ
ー
ナ
｣
か
ら
生
ま

れ
出
て
き
た
｡
科
学
に
お
け
る
論
争
と
市
場
に
お
け
る
競
争
は
､
ど

ち
ら
も
人
間
が
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

｢無
知
｣
と
い
う
視
点
に

立
つ
こ
と
で
初
め
て
そ
こ
に
お
け
る
自
由
の
意
義
を
理
解
で
き
る
と

い
う
意
味
で
､
並
行
的
な
関
係
に
あ
る
｡

社
会
主
義
経
済
批
判
が

ハ
イ

エ
ク
の
思
想
形
成

の
核
を
成
す

構築生地を批判し続けたハイエク65



が
､
彼
は
そ
れ
を
あ
る
論
争
の
中
で
行

っ
た
｡
ソ
連
邦
成
立
後
の

1
九
二

〇
年
に
始
ま
っ
た

｢社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
｣
が
そ
れ
で

あ
る
｡
.
ハ
イ
エ
ク
は

1
九
三
五
年
に

『集
塵
主
義
経
済
計
画
』
2
と

い
う
編
著
を
出
し
て
い
る
｡
彼
は
そ
こ
に
､
経
済
学
の
師
ミ

-
ゼ
ス

が
社
会
主
義
計
画
経
済
を
批
判
し
た
有
名
な
論
文
と
と
も
に
'
こ
の

論
争
の
歴
史
や
現
状
を
解
説
す
る
た
め
に
自
ら
執
筆
し
た
展
望
論
文

(｢間
脳
の
性
質
と
歴
史
｣
と

r論
争
の
状
況
｣)
を
載
せ
て
い
る
｡

一
九
二
七
年
､

ハ
イ
エ
ク
は
ミ
-
ゼ
ス
が
設
立
し
た
オ
ー
ス
-
リ

ア
景
気
研
究
所
の
初
代
所
長
と
な
っ
た
｡

ハ
イ
エ
ク
は
貨
幣
的
景
気

循
環
理
論
を
研
究
す
る
気
鋭
の
経
済
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
､
そ
う
し
た
業
績
を
評
価
さ
れ
て

一
九
三

一
年
に
ロ
ン
ド
ン
･

ス
ク
ー
ル

･
オ
ブ

･
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

(L
s
E
)
に
招
晒
さ
れ
た
｡

一
九
三

〇
年
代
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
ミ
-
ゼ
ス
､

マ
ハ
ル

プ
､

ハ
-
バ
ラ
ー
が
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
て
英
米

へ
と
亡
命
す
る
こ
と

に
な
る
が
'

ハ
イ
エ
ク
を

L
s
E
に
呼
ん
だ
の
は
､
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

の
ケ
イ
ン
ズ
に
対
抗
し
よ
う
と
目
論
む
ロ
ピ
ン
ズ
で
あ
っ
た
｡
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
の
ウ

ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
が
創
立
し
た

L
s
E
に
は
ラ
ス

キ
､
ラ
ー
ナ
-
､
ス
ウ
ィ
-
ジ
ー
な
ど
社
会
主
義
者
が
多
-
､
彼
ら

を
説
得
す
る
た
め
の
社
会
主
義
批
判
を
進
め
る
う
ち
に
自
ら
の
経
済

思
想
は
だ
ん
だ
ん
と
深
ま
っ
て
い
っ
た
｡

そ
し
て
へ
そ
れ
が
結
実
し
た
の
が
第
二
次
大
戦
中
の

1
九
四
四

年
に
公
刊
さ
れ
た

『隷
従

へ
の
道
』
(重
訳
創
元
社
二

九
九
二
年
)
で
あ

る
｡
そ
の
副
題
は

｢全
体
主
義
と
自
由
｣
と
な
っ
て
い
て
'

ハ
イ
エ

ク
は
そ
こ
で
'
全
体
主
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
基
本
テ
ー
ゼ
を
提

示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
の
興
隆
が

前
の
時
代
の
社
会
主
義
的
傾
向
に
対
す
る
反
動
で
は
な
く
て
､
そ
の

必
然
の
結
果
｣
(同
､
7
貢
)
な
の
で
あ

っ
て
､
日
独
伊
の
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
ソ
連
の
社
会
主
義
は
国
家
に
よ
る
経
済
の
中
央
統
制
と
計
画
化

か
ら
生
じ
る
全
体
主
義
の
派
生
態
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
ら
は
必
然
的

に
自
由
を
抑
圧
し
人
間
の
隷
属
化
を
進
め
る
､
と
｡
社
会
主
義
が
イ

ン
テ
リ
の
多
-
に
受
け
い
れ
ら
れ
､
ソ
連
が
英
米
の
同
盟
国
で
あ
っ

た
当
時
､
こ
の
ハ
イ
エ
ク
の
意
見
が
物
議
を
醸
す
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡

ハ
イ
エ
ク
自
身
は
こ
の
本
を
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
必
要
な
こ
と

を
大
衆
に
わ
か
り
や
す
-
伝
え
る
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
か
考

え
て
い
な
か
っ
た
｡
だ
が
'
爆
発
的
な
大
好
評
と
憎
悪
に
近
い
酷
評

と
い
う
両
極
端
な
評
価
を
受
け
て
､
自
分
が
ま
と
も
な
学
者
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
な
-
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
｡

そ
れ
と
同
時
に
'
こ
の
基
本
テ
ー
ゼ
の
正
し
さ
を
学
問
的
に
諭
証
し

て
､
そ
れ
を
確
実
な
も
の
に
す
る
必
要
を
も
強
-
感
じ
て
い
た
｡

こ
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
背
後
で
支
え
る
の
は
､
｢適
切
に
運
営
さ
れ

る
自
由
体
制
と
市
場
秩
序
は
望
ま
し
い
｣
と
い
う
も
う

一
つ
の
テ
ー

ゼ
で
あ
っ
た
｡
そ
の
後
の
ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
論
証
を
進
め
て
い
-
0

そ
の
結
果
､

一
九
六

〇
年
以
降
の
ハ
イ
エ
ク
の
研
究
は
経
済
学
で
は
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な
-
､
法
学
､
政
治
学
を
含
む
社
会
哲
学

へ
と
移
行
し
た
｡
自
生
的

秩
序
と
自
由
主
義
に
つ
い
て
の

『自
由
の
条
件
』
『法

･
立
法

･
自

由
』
で
は
'
理
性
に
限
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､
人
間
は
ふ
る
ま
い

の
社
会
的
ル
ー
ル
で
あ
る
法
=
′
モ
ス
に
従
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ

り
､
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
行
為
す
る
自
由
な
活
動
の
結
果
と
し
て
市

場
社
会
に
お
け
る
自
生
的
秩
序
が
成
立
す
る
と
い
う
議
論
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
-
る
｡

し
か
し
､
そ
う
し
た

一
九
六

〇
年
以
降
の
自
由
主
義
者

ハ
イ
エ
ク

を
理
解
す
る
た
め
に
は
､

一
九
三

〇
年
代
の
経
済
学
者

ハ
イ
エ
ク
が

行

っ
た
社
会
主
義
経
済
計
画
批
判
を
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
な
ぜ
な
ら
､
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
に
お
け
る
ハ
イ
エ
ク
の

議
論
こ
そ
彼
の
自
由
主
義
論
の
出
発
点
で
あ
-
､
そ
の
基
礎
で
あ
る

か
ら
だ
｡

社
会
主
義
経
済
計
算
論
争

ロ
シ
ア
革
命
後
の

1
九

一
九
年
､
ノ
イ
ラ
ー
ト
や
バ
ウ
ア
-
ら
は

共
通
の
価
値
単
位
が
な
-
と
も
す
べ
て
の
経
済
計
算
は
現
物
で
で
き

る
と
い
う
考
え
を
提
示
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
ミ
-
ゼ
ス
は

｢社
会

主
義
社
会
に
お
け
る
経
済
計
算
｣
(
完

二
〇
)
と
い
う
論
文
で
こ
う

し
た
見
解
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
｡
こ
う
し
て
､
社
会
主
義
経
済
計

算
論
争
の
口
火
が
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

こ
こ
で
､
こ
の
論
争
の
背
後
の
状
況
を
見
て
お
-
｡

1
九
二
二
年

に
ソ
連
邦
は
成
立
し
､
そ
の
前
年
か
ら
市
場
を
導
入
す
る
新
経
済
政

策

(N
E
P
)
が
行
わ
れ
て
い
た
が
､
ス
タ
ー
リ
ン
は

一
九
二
八
年
に

第
1
次
五
力
年
計
画
を
実
施
し
､
重
工
業
に
重
点
を
お
-
工
業
化
と

農
業
の
集
団
化
を
推
し
進
め
た
｡
そ
し
て
､

一
九
三

〇
年
代
に
生
産

手
段
の
国
有
化
と
中
央
集
権
的
計
画
を
特
徴
と
す
る
ソ
連
型
社
会
主

義
体
制
が
確
立
す
る
｡
こ
れ
は
､
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
考
え

て
い
た
典
型
的
な
社
会
主
義
像
で
あ
り
､
ミ
-
ゼ
ス
や

ハ
イ
エ
ク
が

批
判
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

ミ
-
ゼ
ス
の
議
論
は
､
社
会
主
義
経
済
で
は
経
済
計
算
が
可
能
な

の
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
､
合
理
的
な
経
済
計
算
を

行
う
た
め
に
は
市
場
が
絶
対
に
必
要
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
議
論
の
前
提
に
は
､
経
済
と
は
非
常
に
大
規
模
で
複
雑
な
も

の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
｡
共
同
体
的
な
部
族
社
会
な
ら
ば
ま
だ
し

も
､

一
つ
の
生
産
財
を
生
産
す
る
の
に
様
々
な
生
産
財
を
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
高
度
に
分
業
が
発
達
し
た
市
場
社
会
で
は
､

貨
幣
に
よ
る

二
冗
的
な
価
格
評
価
が
な
け
れ
ば
費
用

･
利
益
計
算
が

で
き
ず
'
動
態
的
な
状
況
で
の
資
源
配
分
や
技
術
選
択
も
困
難
に
な

る
｡
様
々
な
生
産
財
の
価
値
は
市
場
を
通
じ
て
測
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
だ
か
ら
､
貨
幣
な
き
実
物
的
計
画
は
不
可
能
だ
と
ミ
-
ゼ
ス

は
主
張
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､
こ
の
ミ
-
ゼ
ス
の
考
え
方
を
基
本
的
に
受
け
継
い
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で
い
る
｡
市
場
社
会
と
は

｢大
き
な
社
会
｣
で
あ
る
と
い
う
'
後
の

ハ
イ
エ
ク
の
見
方
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
批
判
の
ポ
イ

ン
ト
が
い
-
ら
か
変
わ
っ
た
｡
ミ
-
ゼ
ス
は
大
規
模
な
分
業
社
会
で

は
貨
幣
評
価
は
不
可
欠
と
い
う
視
点
か
ら
社
会
主
義
の
論
理
的
不
可

能
性
を
説
い
た
｡
し
か
る
に
'

ハ
イ
エ
ク
は
､
イ
タ
リ
ア
の
バ
ロ
ー

ネ
の
議
論
を
受
け
､
実
際
の
市
場
を
用
い
ず
に

一
般
均
衡
理
論
を
応

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
す
べ
て
の
財
の
需
要
と
供
給
を
等
し
-
す

る
集
塵
主
義
均
衡
価
格
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
か
ど
う
か
に
議
論

の
焦
点
を
絞
っ
た
｡
今
や
'
計
画
経
済
の
論
理
的
不
可
能
性
で
は
な

-
実
行
可
能
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
､
人
間
の
根
本
条
件
は

何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
人
間
は
猿
に
比
べ
て
造
か
に
高
等
な
知

性
を
持
っ
て
い
る
が
､
問
題
は
そ
れ
が
ど
の
程
度
か
と
い
う
点
に
あ

る
｡
仮
に
人
間
が
神
の
よ
う
に
万
能
で
あ
り
､
そ
の
理
性
に
限
界

が
な
い
な
ら
ば
､
社
会
主
義
的
経
済
計
画
は
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う

が
'
現
実
に
は
そ
う
で
な
い
｡
そ
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
理
性

に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
｡
こ
の

｢無

知
の
知
｣
は
わ
れ
わ
れ
が
社
会
を
編
成
す
る
際
'
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
根
本
的
な
事
実
で
あ
る
｡
こ
れ
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
以

上
､
わ
れ
わ
れ
は
市
場
を
便
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
し
か
る
に
､
理
性

の
限
界
を
認
識
せ
ず
､
倣
慢
に
も
自
ら
が
万
能
で
あ
る
と
う
ぬ
ぼ
れ

る
時
､
貨
幣
を
廃
棄
し
て
現
物
単
位
で
経
済
を
計
画
し
う
る
と
い
う

幻
想
が
生
じ
る
｡
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
主
義
批
判
の
大
筋
は
こ
う
な
ろ

う
｡
こ
こ
で
の

｢社
会
主
義
｣
と
は
､
生
産
手
段
の
公
的
所
有
と
経

済
の
集
権
的
計
画
と
い
う
二
つ
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
ソ
連
型
国

家
社
会
主
義
を
指
し
て
い
る
｡

人
間
理
性
の
限
界

そ
れ
で
は
'
人
間
の
根
本
条
件
で
あ
る
理
性
の
限
界
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
?

ハ
イ
エ
ク
は
､
｢真
の
個
人
主
義
と
偽
の
個
人
主

義
｣
(
1
九
四
六
)
で
個
人
主
義
を
二
つ
に
区
分
す
る
｡
ま
ず
､
そ
れ

を
見
て
お
き
た
い
｡

ハ
イ
エ
ク
が
い
う
真
の
個
人
主
義
と
は
､
｢理
性
が
人
間
の
営
み

に
お
い
て
果
た
す
役
割
を

一
般
的
に
む
し
ろ
低
-
評
価
し
'
人
間
は

部
分
的
に
の
み
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
り
'
人
間
の
個
人

的
理
性
は
極
め
て
限
定
さ
れ
､
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
人
間
は
現
在
も
っ
て
い
る
も
の
を
達
成
し
た
と
い
う
見

解

｣

(r真
の
個
人
主
義
と
偽
の
個
人
主
撃

眉

人
主
我
と
経
･.S
秩
序
｣
ハ
イ
エ
ク
全

集
三
'十
二
革

で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢個
人
の
知
性
の
諸
制
限
に
つ
い
て

の
鋭
い
自
覚
が
個
々
人
を
､
彼
ら
の
知
識
を
超
え
た
偉
大
な
事
物
の

創
造
に
参
与
さ
せ
る
､
非
人
格
的
な
無
名
の
社
会
的
諸
過
程
に
対
す

る
誹
虚
な
態
度
を
導
-
｣
(同
上
)
よ
う
な
'
反
合
理
主
義
的
な
い
し

批
判
的
合
理
主
義
的
な
個
人
主
義
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
へ
ロ
ッ
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ク
に
始
ま
-
､
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
､
ヒ
ユ
ー
ム
､
ク
ッ
カ
ー
､
フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
､
ス
ミ
ス
､
バ
ー
ク
な
ど
十
八
世
紀
の
英
国
思
想
家
'
特
に

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
､
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思

想
家
で
あ
る
ド

･
ト
ク
ヴ
ィ
ル
､
.
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
で
あ
る
ア
ク

ト
ン
卿
が
唱
え
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
偽
の
個
人
主
義
と
は
､
｢大
文
字
の
理
性
が
つ

ね
に
完
全
に
か
つ
平
等
に
す
べ
て
の
人
間
に
通
用
す
る
と
想
定
し
'

ま
た
人
間
が
達
成
す
る
す
べ
て
の
こ
と
は
個
人
の
理
性
の
支
配
の
直

接
の
結
果
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
そ
の
支
配
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

想
定
す
る
｣
(同
.上
)
見
解
で
あ
-
､
｢個
人
の
理
性
の
力
に
過
大
な

信
頼
を
置
き
､
そ
の
結
果
個
人
の
理
性
に
よ
っ
て
意
識
的
に
蘭
計

さ
れ
た
も
の
で
な
い
も
の
､
も
し
-
は
十
分
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の

は
何

で
も
す
べ
て
軽
蔑
す
る
｣
(同
'
九
-
十
頁
)
合
理
主
義
的
個
人
主

義
､
あ
る
い
は
､
す
べ
て
の
個
人
間
の
意
識
的
な
契
約
を
通
じ
て
社

会
が
構
成
さ
れ
る
と
み
な
す
社
会
契
約
論
的
個
人
主
義
で
あ
る
｡
こ

れ
は
'
近
代
合
理
主
義
の
祖
デ
カ
ル
ト
､
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
ル

ソ
ー
や
百
科
全
書
派
の
唱
え
る

｢個
人
主
義
｣
で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､
｢
一
人
の
人
間
の
知
識
と
関
心
に
は
本
来
的
な
限

界
が
あ
る

(･･･)'
す
な
わ
ち
､

一
人
の
人
間
は
社
会
全
体
の
ほ
ん
の

小
さ
な

一
部
分
を
知
る
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
し
得
な
い
､

(⊥

彼
が
事
実
上
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
必
要
は
社
会

の
す
べ
て
の
構
成
員
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
う
る
ほ
ど
小
さ
な

部
分
に
す
ぎ
な
い
｣
(同
､
十
七
貢
)
と
い
う

｢議
論
の
余
地
の
な
い
ひ

と
つ
の
知
的
な
事
実
｣
(同
､
土
ハ頁
)
か
ら
出
発
す
る
｡
こ
れ
は
'
個

人
が
利
己
的
で
あ
ろ
う
が
'
利
他
的
で
あ
ろ
う
が
関
係
な
い
｡
人
間

の
才
能
と
技
術
と
は
無
限
に
多
様
で
あ
る
の
で
'
そ
の
結
果
ど
の
単

一
の
個
人
も
､
社
会
の
構
成
員
の
知
識
の
大
部
分
に
つ
い
て
無
知
で

あ
る
｡
よ
っ
て
､
｢理
性
は
､
あ
る
人
の
貢
献
が
他
の
人
々
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
､
修
正
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
人
間
相
互
間
の
過
程
で

あ
る
｣
(同
上
)｡
こ
の
よ
う
に
'
真
の
個
人
主
義
に
基
づ
-
自
由
主

義
は
'
社
会
制
度
を
意
識
的
設
計
の
産
物
で
は
な
く

個
人
の
行
為

の
自
生
的
秩
序
と
み
な
す
｡

認
知

･
計
算

･
実
行
に
お
け
る
限
界

次
に
､
人
間
理
性
の
限
界
と
い
う
問
題
を
社
会
主
義
経
済
計
算
論

争
に
戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
｡
こ
こ
で
は
､
人
間
理
性
の
限
界
は
よ

り
具
体
的
に
'
す
な
わ
ち
､
認
知
､
計
算
'
実
行
と
い
う
三
つ
の
レ

ベ
ル
に
現
れ
る
｡

計
画
経
済
で
は
､
中
央
計
画
当
局
が
す
べ
て
の
人
々
の
ニ
ー
ズ
を

ヽ

満
た
し
う
る
生
産
計
画
を
建
て
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
各
産
業
や
各
工

場
に
何
を
ど
れ
だ
け
生
産
す
べ
き
か
を
指
令
す
る
｡
例
え
ば
'
あ
る

T
シ
ャ
ツ
に
対
す
る
社
会
全
体
の
需
要
が
わ
か
れ
ば
'
そ
れ
に

一

致
す
る
生
産
量
を
こ
の
T
シ
ャ
ツ
を
生
産
す
る
工
場
に
割
り
当
て
れ

桝築主義を批-'l':uL統けたハイエク69



ば
い
い
｡
だ
が
､
そ
の
た
め
に
は
､
全
消
費
者
か
ら
T
シ
ャ
ツ
に
対

す
る
注
文
を
定
期
的
に
取
っ
て
､
そ
れ
を
集
計
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
も
ち
ろ
ん
､

T
シ
ャ
ツ
と
い
っ
て
も

一
種
類
だ
け
で
は
な
-
､

材
質
や
デ
ザ
イ
ン
ご
と
に
別
の
種
頬
の
T
シ
ャ
ツ
で
あ
る
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
､
社
会
に
は
T
シ
ャ
ツ
だ
け
な
く
'

膨
大
な
数
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
存
在
す
る
｡

バ
ロ
ー
ネ
に
よ
れ
ば
､
生
産
技
術
や
消
費
者
選
好
な
ど
の
関
連

デ
ー
タ
が
完
全
に
与
え
ら
れ
れ
ば
､
全
商
品
の
需
要
と
供
給
を
均
衡

さ
せ
る
価
格
と
数
量
の
組
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
す
べ

て
の
財
に
関
し
て
価
格
を
変
数
と
し
需
要
と
供
給
を
等
し
-
す
る
よ

う
な
方
程
式
を
立
て
れ
ば
､
財
の
数
だ
け
の
連
立
方
程
式
系
が
で
き

る
｡
こ
の
う
ち
の

一
本
は
独
立
で
は
な
い
か
ら
､
財
の
数

マ
イ
ナ
ス

Ⅰ
が
独
立
な
方
程
式
の
数
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､

一
定
の
条
件
を

満
た
す
時
へ
こ
の
連
立
方
程
式
を
計
算
に
よ
り
解
け
れ
ば
､
均
衡
解

と
し
て
あ
る

一
つ
の
財
を
価
値
尺
度
財
と
す
る
相
対
価
格
体
系
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
よ
う
な
数
学
的
解
法
は
論
理

的
に
は
可
能
で
も
､
人
間
に
と
っ
て
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ

た
｡
な
ぜ

ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
ろ
う
か
?

現
在
､

コ
ン
ビ
ニ
一
店
舗
が
取
扱
う
商
品
数
は
約
三

〇
〇
〇
種
類

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
商
品
に
は
商
品
情
報
を
記
録
し
た
バ
ー

コ
ー
ド
が
付
い
て
い
る
｡
日
本
で
標
準
化
ざ
れ
た
J
A
N
コ
ー
ド
は

〓
二
桁
で
'
そ
の
う
ち
七
桁
は
会
社
'
三
桁
は
そ
の
会
社
の
商
品

コ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
か
ら
､
会
社
と
商
品

コ
ー
ド
を
合
わ
せ
て

一
〇
桁
で
国
内
両
品
種
煩
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
を
す

べ
て
使
え
ば
最
高

一
〇
〇
億
種
頬
に
な
る
｡
む
ろ
ん
'
実
際
に
は

ず
っ
と
少
な
い
は
ず
だ
｡
い
ま
商
品
種
類
が

一
億
で
あ
る
と
し
､
生

産
者
で
あ
る
企
業
の
数
と
消
費
者
で
あ
る
国
民
の
数
の
合
計
を

一
億

と
す
る
と
'
数
学
的
解
法
に
よ
る
経
済
計
画
の
策
定
に
は
､

一
億
種

頬
の
財
に
関
す
る

一
億
主
体
か
ら
の
供
給
と
需
要
を
知
る
必
要
が
あ

る

｡そ
ん
な
大
量
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
､

一
カ
所
に
集
約
す
る
こ
と
は

果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
?

一
億
種
類
の
財
と

一
億
の
主
体

は
日
本
中
に
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
'
そ
れ
ら
に
関
す
る

知
識
も
分
散
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
ら
す
べ
て
を
中
央

計
画
局

へ
集
め
る
こ
と
は
仮
に
不
可
能
で
な
い
に
し
て
も
､
そ
の
労

力
は
途
方
も
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
｡
こ
れ
は
､
大
規

模
で
分
業
が
進
ん
だ
経
済
で
は
､
そ
の
経
済
運
営
に
必
要
な
情
報
も

あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡
あ
る
生
産

過
程
で
ど
う
い
う
技
術
を
使

っ
て
い
る
か
は
､
現
場
の
監
督
や
労
働

者
は
知
っ
て
い
て
も
'
同
じ
会
社
の
社
長
や
株
主
す
ら
知
ら
な
い
だ

ろ
う
｡
そ
れ
な
の
に
､
そ
う
し
た
知
識
を
す
べ
て
中
央
計
画
局
に

集
約
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
｡
情
報
は
い
ま
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い

て
も
空
間
的
に
分
散
し
て
い
る
の
で
､
ど
の
よ
う
な
個
人
や
組
織
も

情
報
収
集
能
力
と
認
識
能
力
の
限
界
の
た
め
に
そ
の
わ
ず
か
な
部
分
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し
か
知
り
え
な
い
｡
そ
れ
を
個
人
や
組
織
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
､
原

理
的
に
は
知
-
う
る
の
に
､
実
際
的
に
は
知
り
え
な
い
と
い
う

｢無

知
｣
の
形
を
取
る
｡
こ
れ
を

｢知
識
の
空
間
的
分
散
性
に
基
づ
-
無

知
｣
と
呼
ん
で
お
-
0

し
か
し
'
問
題
は
も
っ
と
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
消
費
者
は

来
月
必
要
な
シ
ャ
ツ
の
需
要
量
を
い
ま
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
?

転
ん
で
T
シ
ャ
ツ
を
破

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な

ハ
プ

ニ
ン
グ
が
生
じ
､
急
に
新
し
い
T
シ
ャ
ツ
が
入
用
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
｡
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
は
必
ず
存
在
す
る
の
で
､

現
時
点
で
将
来
の
需
要
を
正
確
に
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し

か
し
､
こ
う
し
た
事
故
の
発
生
確
率
を
確
率
的
に
予
測
す
る
こ
.上
は

で
き
る
な
ら
ば
'
こ
れ
は
保
険
制
度
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
が
で
き

る

｢リ
ス
ク
に
関
す
る
無
知
｣
で
あ
る
｡

で
は
､

一
週
間
後
の
夕
食
で
自
分
が
何
を
食
べ
た
い
か
を
自
分
は

知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
よ
り
も
､
い
ま
何
を
食
べ
た
い

か
も
不
明
確
な
の
で
は
な
い
か
?

人
の
欲
望
は
必
ず
し
も
固
定
的

な
も
の
で
も
明
確
な
も
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
流
動
的
､
潜
在
的
な

も
の
で
あ
る
｡
ス
ー
パ
ー
の
店
先
で
食
材
の
新
鮮
さ
や
安
さ
に
よ
っ

て
夕
食
の
メ
ニ
ュ
ー
が
決
ま
る
こ
と
は
よ
-
あ
る
し
､
現
場
の
労
働

者
の
長
年
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
り
培
わ
れ
た
カ
ン
や
コ
ツ
を
含
め
た

技
能
に
よ
っ
て
生
産
活
動
は
担
わ
れ
､
生
産
技
術
も
日
々
改
良
さ
れ

て
い
る
｡
技
能
や
熟
練
に
は
､
ど
う
や
れ
ば
い
い
か
は
知
っ
て
い
る

が
'
そ
れ
を
言
葉
で
人
に
う
ま
-
伝
え
ら
れ
な
い

｢暗
黙
知
｣
と
し

て
の
み
存
在
す
る
も
の
が
多
い
｡
マ
イ
ケ
ル

･
ボ
ラ
ン
ニ
ー
は
､
自

動
車
や
自
転
車
の
運
転
へ
泳
ぎ
方
､
楽
器
の
演
奏
'
人
相
や
表
情
の

読
み
取
り
､
杖
な
ど
の
道
具
の
使
用
な
ど
､
人
間
の
認
知

･
行
為
の

中
に

｢暗
黙
知
の
次
元
｣
が
広
が
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
言
語
的
に

表
現
で
き
な
い
と
説
明
し
て
い
る
｡
ラ
イ
ル
は
論
述
内
容
に
関
す
る

｢
で
あ
る
｣
の
知
識

(knowi
ng
that)
と
遂
行
方
法
に
関
す
る

｢
い
か

に
し
て
｣
の
知
識

盲
owinghow
)
を
区
別
し
た
が
､
後
者
が

｢暗
黙

知
｣
に
相
当
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
技
術
や
噂
好
と
い
う
客
観
的
と

も
思
え
る
知
識
の
中
に
も
暗
黙
的
な
次
元
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
｡
技
術
や
噂
好
は
時
々
刻
々
と
変
化
し
て
お
り
､
そ
れ
ら
に
関

す
る
情
報
を

｢与
件
｣
と
し
て
事
前
に
入
手
す
る
こ
と
は
原
理
的
に

困
難
で
あ
る
｡
か
-
し
て

｢知
識
の
潜
在
性

･
暗
黙
性
に
基
づ
-
無

知
｣
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
無
知
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
る
が
'
そ
れ
に
収
ま

り
き
ら
な
い
も
の
も
あ
る
｡
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
-
登
場
す
る
新

商
品
'
新
技
術
は
現
時
点
で
は
存
在
し
て
い
な
い
が
､
そ
れ
ら
を
確

率
的
に
予
測
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
い
つ
ど
う
い
う
技
術
や
商
品

が

｢新
奇
性
｣
と
し
て
表
れ
る
か
に
つ
い
て
は
何
の
知
識
も
持
ち
得

な
い
の
だ
か
ら
､
生
起
確
率
も
原
理
的
に
定
義
で
き
な
い
｡
そ
う
し

た
克
服
不
可
能
な
根
源
的
な

｢無
知
｣
は
む
し
ろ

｢未
知
｣
と
呼
ぶ

方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡

榊的主我を批判し続けたハイエク



次
に
､
企
業
は
利
潤
を
最
大
化
す
る
'
消
費
者
は
効
用
を
最
大
化

す
る
と
い
う
､
新
古
典
派
理
論
の
最
適
化
に
関
す
る
仮
定
は
現
実
に

満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
考
え
よ
う
｡
わ
れ
わ
れ
が
コ
ン
ビ

ニ
で
千

円
分
の
買
い
物
を
す
る
と
し
て
'
三
千
種
頬
も
あ
る
商
品
か
ら
自
分

が
最
も
満
足
す
る
組
み
合
わ
せ
を
購
入
す
る
こ
と
な
ど
果
た
し
て
可

能
で
あ
ろ
う
か
?

わ
れ
わ
れ
は
コ
ン
ビ
ニ
で
頭
の
中
で
最
適
化
計

算
を
行

っ
て
い
る
な
ら
､

コ
ン
ビ
ニ
の
中
で
何
時
間
も
考
え
続
け
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
む
し
ろ
'

1
定
の
満
足
度
を
超
え
る

組
み
合
わ
せ
を
選
択
し
た
ら
'
そ
れ
以
上
探
索
を
や
め
る
の
か
も
し

れ
な
い
｡
だ
と
す
れ
ば
､
わ
れ
わ
れ
は
､
消
費
に
お
い
て
最
適
化
で

は
な
-
満
足
化
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
仮
に
す
べ
て
の
情
報
が
集
め
ら
れ
た
と
し
て
も
､
中
央

計
画
局
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
均
衡
価
格
の
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
机
上
の
計
算
は
論
理
的
に
可
能
だ
が
'
財
の
数
が
膨
大
な

も
の
な
の
で
､
計
算
量
は
実
用
に
は
適
さ
な
い
ほ
ど
膨
大
な
も
の

に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
仮
に
そ
の
価
格
が
算
出
さ
れ
た
と
し

て
も
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
指
令
を
出
し
て
､
各
工
場
単
位
､
あ
る
い

は
生
産
過
程
の
単
位
毎
に
生
産
を
実
行
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡

人
々
は
創
意
工
夫
や
革
新
に
努
め
る
か
､
自
分
に
都
合
の
い
い
よ
う

に
嘘
や
誤
魔
化
し
を
し
な
い
た
め
の
条
件
は
何
か
な
ど
､
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
の
問
題
が
あ
る
｡
ま
た
､
指
令
通
り
に
人
々
が
動
-
た
め
の

規
律
の
維
持
と
､
階
層
型
組
織
に
お
け
る
権
威
主
義
と
官
僚
制
の
腐

敗
が
あ
る
｡

結
局
､
認
知
'
計
算
､
実
行
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
人
間
に
は

限
界

が
あ
る
｡
ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
う
ち
初
め
の
認
知
の
限
界
を
特
に

｢
無知
｣
と
呼
び
､
彼
の
社
会
主
義
批
判
の
中
心
に
据
え
た
O
そ

し

て
､
こ
の
無
知
の
偏
在
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
神
の
よ
う

な
全
知
全
能
性
の
仮
定
を
批
判
す
る
｡
彼
は
'
社
会
主
義
的
計
画
が

合
理
主
義
哲
学
や
啓
蒙
思
想
と
同
じ
-
'
遅
か
れ
早
か
れ
人
間
の
全

知
全
能
性
を
仮
定
し
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
経
済
計
画
が
可
能
だ
と
考

え
て
し
ま
う
誤
り
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
を
鋭
-
批
判
し
た
の
で
あ

る
｡

市
場
社
会
主
義
論

ハ
イ
エ
ク
の

一
九
三
五
年
の
編
著
に
お
け
る
計
画
経
済
批
判
に
対

し
て
､
社
会
主
義
陣
営
の
側
か
ら
反
論
が
行
わ
れ
た
｡
そ
の
際
､
反

論
者
が
擁
護
す
る
社
会
主
義
経
済
が
集
権
的
計
画
経
済
か
ら
分
権
的

な
市
場
社
会
主
義

(m
arke【socialism
)
へ
と
次
第
に
変
化
し
た
｡
し
か

し
､
｢分
権
的
｣
と
は
言

っ
て
も
､
実
際
の
市
場
を
導
入
す
る
分
権

型
社
会
主
義
経
済
で
は
な
い
｡
擬
似
的
市
場
を
構
成
し
て
利
用
す
る

こ
と
で
中
央
計
画
当
局
に
よ
る
計
画
を
試
行
錯
誤
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
代
行
で
き
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
｡
こ
れ
は
そ
の
後
の

様
々
な
市
場
社
会
主
義
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
に
な
る
｡
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そ
の
論
者
と
し
て
有
名
な
の
が
､
オ
ス
カ

ー
･
ラ
ン
ゲ
と
い
う

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
学
者
と
､

ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
ア
バ

･
p
･
ラ
ー

ナ
I
と
い
う

L
s
E
で
の
ハ
イ
土
ク
の
同
僚
の
経
済
学
者
で
あ
る
｡

二
人
に
ち
な
ん
で
､
市
場
社
会
主
義
は

｢ラ
ン
ゲ
-

ラ
ー
ナ
-

･
モ

デ
ル
｣
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
｡
ラ
ン
ゲ
や
ラ
ー
ナ

I
は

マ
ル
ク
ス

や
社
会
主
義
に
も
造
詣
は
深
か
っ
た
が
､

一
般
均
衡
理
論
を
研
究
す

る
所
謂
近
代
経
済
学
者

で
あ

っ
た
｡
ラ
ン
ゲ
や
ラ

ー
ナ
I
は
優
秀

な
近
代
経
済
学
者
で
あ

っ
た
の
で
､
当
時
の
経
済
学
の
最
新
理
論
で

あ
っ
た
ワ
ル
ラ
ス
の

一
般
均
衡
理
論
を
使
う
こ
と
に
よ
り
､
社
会
主

義
経
済
を
擁
護
す
る
と
い
う
極
め
て
巧
み
な
戦
略
を
使

っ
た
｡
こ
う

し
て
､
新
古
典
派
を
社
会
主
義
擁
護
派
に
引
き
入
れ
た
｡
彼
ら
.は
､

ミ

-
ゼ
ス
や

ハ
イ

エ
ク
が
考
え
て
い
た
市
場
の
捉
え
方
を
受
け
入

れ
､
市
場
は
希
少
財
や
生
産
資
源
を
配
分
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と

い
う
前
提
を
認
め
た
上
で
'
市
場
を
模
倣
す
れ
ば
計
画
的
配
分
は
人

為
的
に
実
行
で
き
る
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

面
白
い
の
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
だ
け
で
は
な
-
､
彼
ら
の
よ
う

な
近
代
経
済
学
者
も
社
会
主
義
を
擁
護
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
こ
れ
は
､
当
時
､
社
会
主
義
が
か
な
り
広
-
浸
透
し
て
お
り
'

ミ

-
ゼ
ス
や

ハ
イ

エ
ク
な
ど
社
会
主
義
批
判
者
が
む
し
ろ
少
数
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
実
際
'
こ
の
論
争
で
は
､
ラ
ン
ゲ

や
ラ
ー
ナ
I
が
ミ
-
ゼ
ス
や

ハ
イ
エ
ク
を
論
破
し
た
と
'
近
年
ま
で

言
わ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
を
ひ
っ
-
り
返
し
た
の
は
､
現
代
オ
ー
ス
ト

リ
ア
学
派
の
'
特
に
ド
ン

‥
フ
ヴ
オ
ア
が

1
九
八
五
年
に
出
版
し
た

『
ラ
イ
バ
ル
競
争
と
中
央
計
画

-
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
再
考
』

3
で
の
議
論
で
あ

っ
た
｡

ラ
ン
ゲ
は

｢社
会
主
義
経
済
理
論
に
つ
い
て
｣
二
九
三
六
-
三
七
)

と
い
う
論
文
で
'
中
央
計
画
当
局
が
公
有
化
さ
れ
た
生
産
財
に
シ
ャ

ド
ー
プ
ラ
イ
ス

(陰
の
価
格
)
を
設
定
し
､
超
過
需
要
に
あ
る
財
の
価

構築主義を批判 し続けたハイエク
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格
を
上
げ
､
超
過
供
給
に
あ
る
財
の
価
格
を
下
げ
､
す
べ
て
の
財
の

需
要
と
供
給
が

1
致
す
る
ま
で
シ
ャ
ド
ー
プ
ラ
イ
ス
の
体
系
を
試
行

錯
誤
的
に
変
化
さ
せ
れ
ば
､
最
後
に

一
般
均
衡
価
格
が
得
ら
れ
る
こ

と
論
証
し
た
｡
い
わ
ば
'
仮
想
的
存
在
で
あ
っ
た
ワ
ル
ラ
ス
の
競
-

人

(オ
ー
ク
シ
ョ
こ
ア
)
を
実
在
化
さ
せ
'
そ
の
役
割
を
中
央
計
画
局
に

担
わ
せ
る
こ
と
で
'

一
般
均
衡
理
論
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
型
市
場
を
模

倣
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

ラ
ン
ゲ
以
前
は
'
中
央
計
画
編
成
の
た
め
に
す
べ
て
情
報
を
経
済

当
局
に
集
約
し
て
紙
の
上
で
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
経
済
当
局

に
と
っ
て
情
報
収
集
と
計
算
と
い
う
両
面
で
か
な
り
重
い
負
担
が
課

せ
ら
れ
て
い
た
｡
し
か
し
'
経
済
計
画
当
局
が
せ
り
人
と
し
て
価
格

を
動
か
し
さ
え
す
れ
ば
､
市
場
を
模
倣
で
き
る
の
で
､
経
済
計
画
を

実
行
す
る
上
で
問
題
と
さ
れ
た
人
間
理
性
の
限
界
を
克
服
で
き
る
と

い
う
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

ラ
ン
ゲ
は
､

一
般
均
衡
理
論
は
資
本
主
義
の
競
争
的
市
場
経
済
で

は
な
-
て
､
む
し
ろ
理
想
的
な
市
場
社
会
主
義
経
済
を
描
い
て
い
る

と
信
じ
て
い
た
｡
市
場
社
会
主
義
は
､
社
会
的
厚
生
を
最
大
に
す
る

よ
う
所
得
分
配
を
決
定
で
き
る
'
外
部
効
果
'
規
模
の
経
済
'
公
共

財
に
お
け
る

｢市
場
の
失
敗
｣
を
克
服
で
き
る
な
ど
'
競
争
的
市
場

経
済
の
欠
点
を
除
去
し
う
る
か
ら
優
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡

ラ
ン
ゲ
の
議
論
の
も
う

一
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
､
高
速
の
電
子

計
算
機
'
今
で
言
う

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
関
わ
る
｡
膨
大
な
情
報
を
処

埋
し
計
算
で
答
え
を
出
す
の
は
人
間
に
と
っ
て
は
無
理
だ
が
､

コ
ン

ピ

ュ
ー
タ
な
ら
可
能
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡
愉
え
て
言
え
ば
､
人

間
は
空
を
飛
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
鳥
を
見
て
飛
行
機
を
作
る
能

力
を
持

っ
て
い
る
､
し
た
が
っ
て
､
飛
行
機
を
作
っ
て
そ
れ
を
操
縦

す
れ
ば
空
を
飛
べ
る
｡
同
様
に
､
人
間
の
認
知

･
計
算
能
力
に
限
界

が
あ
っ
て
も
'
人
間
が
製
造
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
そ
う
い
う
限
界

を
克
服
し
て
-
れ
れ
ば
､
合
理
的
経
済
計
算
が
実
行
可
能
に
な
る
､

と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
当
時
､
人
間
が

作

っ
た
デ
ジ
タ
ル

･
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
な
か
っ
た
の
で
､
仕
方
な
-

天
然
の
ア
ナ
ロ
グ

･
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
し
て
利
用
し
て
い
る
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
計
算
方
法
を
中
央
計
画
当
局
が
模
倣
す
れ
ば
よ
い
､
と

い
う
の
が
ラ
ン
ゲ
の
市
場
社
会
主
義
論
な
の
で
あ
る
｡

ラ
ン
ゲ
は
後
に

｢
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
と
市
場
｣
(
一
九
六
七
)
と
い
う

論
文
を
出
し
て
い
る
が
､
そ
の
時
に
は
既
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
存
在

し
た
｡
だ
か
ら
'
ラ
ン
ゲ
は
､
論
文
を
書
き
直
す
な
ら
仕
事
は
簡
単

で
､

ハ
イ
エ
ク
や
ロ
ピ
ン
ズ
の
批
判
に
は

｢そ
れ
が
ど
う
し
た
｣
と

答
え
る
と
述
べ
て
い
る
｡
｢連
立
方
程
式
を
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク

･
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
に
打
ち
込
め
ば
､
瞬
時
に
解
を
得
る
だ
ろ
う
｡
(⊥

市

場
は
連
立
方
程
式
体
系
を
解
-
た
め
の
自
然
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｣
(
.!九
1

･

1

九
二
頁
)
と
述
べ

て
い
る
｡

世
界
初
の
実
用
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
い
-
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つ
か
説
が
あ
る
が
'
そ
の
中
で
最
有
力
候
補
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
E

N
I
A
C
が
開
発
さ
れ
た
の
は
第
二
次
大
戦
後
の

一
九
四
六
年
で
あ

る
｡
よ

っ
て
､
ラ
ン
ゲ
が
先
の
論
文
を
書

い
た
当
時
は
ま
だ
実
用

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
大

規
模
な
経
済
運
営
に
対
し
て
､

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
使
え
ば
市
場
は
必

要
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
既
に
な
さ
れ
た
｡
現
在
で

lr,

あ
れ
ば
､
p
o
s
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
､
単
体
の
コ
ン

ピ

ュ
ー
タ
で
は
な
く
､

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
市

場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
代
替
の
可
能
性
は
増
大
し
て
い
る
は
ず
だ
｡

ハ
イ

エ
ク
の

｢無
知
｣
の
克
服
が
こ
う
し
た

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

･
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
技
術
的
利
用
に
よ
り
可
能
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
は
､
社
会
主
義
経
済
の
存
立
可
能
性
に
深
-
関
連
し
て
い
る
｡
そ

の
意
味
で
､
こ
の
論
争
は
ま
だ
現
代
に
お
い
て
も
続
い
て
い
る
と
言

え
よ
う
｡

知
識
の

｢分
散
性
｣
と

｢暗
黙
性
｣
か
ら
生
じ
る

｢無
知
｣

た
だ
し
､
核
心
の
問
題
は
技
術
で
解
決
で
き
る
ほ
ど
単
純
な
も

の
で
は
な
い
｡
情
報
転
送
量
の
大
量
化
や
計
算
の
高
速
化
さ
え
実

現
で
き
れ
ば
､
｢無
知
｣
が
克
服
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
問

題
の
解
決
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
技
術
進
歩
次
第
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
｡
し
か
し
､
既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
情
報
転
送
や
計
算
の
前
に
ど

う
や
っ
て
技
術
や
噌
好
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
か
が
問
題
だ
っ

た
｡
｢収
集
｣
と
は
､
既
存
の
情
報
を
集
め
る
と
い
う
意
味
に
な
る

が
､
情
報
は

｢既
に
あ
る
｣
と
言
え
る
の
か
､
暗
黙
知
の
よ
う
な
情

報
は
言
語
で
書
き
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
り
根

本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
｡

人
間
の
欲
望
は
予
め
頭
の
中
に

｢あ
る
｣
の
で
は
な
い
｡
わ
れ
わ

れ
は
物
を
自
分
の
目
で
見
て
か
ら
し
か
そ
れ
を
欲
し
い
と
感
じ
な
い

こ
と
が
多
い
｡
そ
う
い
う
意
味
で
､
人
間
の
欲
望
そ
の
も
の
が
非
常

に
あ
や
ふ
や
で
唆
味
で
あ
り
､
外
部
か
ら
の
刺
激
や
社
会
的
関
係
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
｡

こ
れ
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
関
係
し
て
-
る
｡
今
の
資
本
主
義

経
済
で
は
消
費
者
が
欲
し
い
と
思
う
も
の
が
新
商
品
と
し
て
開
発
さ

れ
る
の
で
は
な
-
､
供
給
者
が
開
発
し
た
新
製
品
や
新
商
品
が
市
場

に
突
然
投
入
さ
れ
る
こ
と
で
人
々
の
欲
望
を
喚
起
し
'
そ
の
商
品
を

買
う
か
ど
う
か
に
よ
り
､
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
判

定
さ
れ
る
｡

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
な
ど
を
利
用
し
て
漠
然
と
し
た

欲
望
を
予
期
し
て
新
商
品
を
開
発
し
､
新
商
品

へ
の
欲
望
を
広
告
や

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
刺
激
し
て
い
-
こ
と
で
'
市
場
で
需
要
を

創
造
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
､
欲
望
や

需
要
を
最
初
か
ら
明
示
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
経
済
計
算
問
題
の
前
提
と
し
て
､
生
産
関
数
に
お

け
る
技
術
や
需
要
関
数
に
お
け
る
選
好
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
与
件
と
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し
て
存
在
す
る
､
と
素
朴
に
考
え
る
こ
と
は
正
し
-
な
い
｡
人
間
の

知
識
は
確
か
に
社
会
の
中
に
存
在
す
る
が
'
様
々
な
場
所
や
人
の
中

に
存
在
し
て
い
る
の
で

｢収
集
｣
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
､

知
織
の

｢分
散
性
｣
な
い
し

｢局
所
性
｣
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
よ
り

根
本
に
は
'
知
識
自
体
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
不
明
確

(ina
rticulate)
'

言
葉
で
表
せ
ず
情
損
的

(tacit)
と
い
っ
た
､
知
識
の

｢不
明
瞭
性
｣

な
い
し

｢暗
黙
性
｣
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に
横
た
わ
っ
て
い
る
｡

ハ

イ
エ
ク
の
い
う

｢あ
る
時
と
場
所
に
お
け
る
特
定
の
状
況
に
つ
い
て

の
知
識
｣
と
い
う
語
は
､
そ
れ
を
科
学
的
知
識
や
技
術
的
知
識
と
対

比
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
て
､
知
識
の
分
散
性
の
み
な
ら
ず
暗
黙

性
を
表
し
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
の
計
画
経
済
批
判
は
人
間
理
性

へ
の
過
信
の
批
判
と
い

う
形
を
取
る
こ
と
で
'
人
間
の

｢無
知
｣
を
い
か
に
認
識
し
'
そ
れ

に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
た
｡
ラ
ン
ゲ
の
市

場
社
会
主
義
論
は
'
経
済
主
体
の
最
適
化
原
理
を
前
提
と
す
る
稀
少

財
の
最
適
配
分
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
論
理
的
に
構
成
す
る

一
般
均
衡
理
論

を
利
用
す
る
と
い
う
点
で
も
､
ま
た
､
現
実
の
市
場
を
そ
う
し
た
配

分
機
能
を
果
た
す
計
算
機
械
と
み
な
す
と
い
う
点
で
も
､
デ
カ
ル
ト

的
合
理
主
義
､
偽
の
個
人
主
義
の
立
場
か
ら
の
強
力
な
反
論
で
あ
っ

た
と
言
え
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
そ
れ
に
再
反
論
を
行
う
過
程
で
､
批

判
の
重
点
を
変
化
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
｡
無
知

の
根
拠

が

｢知
識
の
分
散
性
｣
か
ら

｢知
識
の
暗
黙
性
｣

へ
と
移

っ
て
行

き
､
市
場
の
機
能
に
つ
い
て
も

r情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム

(a
system
of

-e-ec｡ヨ
ヨ
uコicali｡n)｣
か
ら

｢知
識
の
発
見
過
程
と
し
て
の
競
争
｣

へ

と
焦
点
が
移
動
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
自
身
も
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
､
端
か
ら
見
る
限
り
'

ハ
イ
エ
ク
の
市
場
像
は

意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
徐
々
に

｢進
化
｣
し
て
い
っ
た
の
が
わ
か

る
｡
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市
場
と
は
何
か
?

ラ
ン
ゲ
=

ラ
ー

ナ

I
の
市
場
社
会
主
義
の
実
行
可
能
性
の
論
拠

は
､
当
時
の
主
流
派
経
済
学
理
論
の
中
に
存
在
し
て
い
た
｡
市
場
社

会
主
義
が
可
能
だ
と
い
う
市
場
像
を
提
供
し
た
の
は
'

一
九
三

〇
年

代
か
ら
四

〇
年
代
ぐ
ら
い
に
か
け
て
興
隆
し
て
き
た

一
般
均
衡
理
論

で
あ
る
｡

一
般
均
衡
理
論
は

一
九
五

〇
年
代
以
降
､
抽
象
的
な
モ
デ

ル
と
し
て
洗
練
さ
れ
'

一
般
均
衡
の
存
在
や
そ
の
安
定
性
が
証
明
さ

れ
た
｡
市
場
社
会
主
義
諭
は

一
九
三

〇
年
代
に
出
て
き
た
の
で
､
両

者
は
パ
ラ
レ
ル
に
発
展
し
て
い
-
｡
そ
の
意
味
で
､
両
者
は
相
互
に

支
え
合
い
な
が
ら
発
展
し
た
と
言
え
る
｡

一
般
均
衡
理
論
の
基
本
的
な
前
提
条
件
は
､
市
場
を
希
少
財
の
効

率
的
配
分
の
た
め
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
考
え
る
市
場
像
と
､
技
術

や
噂
好
に
関
す
る
情
報
と
初
期
の
資
源
配
分
の
与
件
性
に
あ
る
｡
与

件
と
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
前
提
に
し
て
'
需
要
関
数
や
供
給
関
数
が
希
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少
性
に
関
す
る
あ
る

一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
'
す
べ
て
の
経
済
主

体
の
厚
生
が
現
状
よ
り
良
-
な
る
か
､
せ
い
ぜ
い
悪
-
は
な
ら
な
い

よ
う
な
効
率
的

(パ
レ
ー
ト
の
意
味
で
)
な
資
源
配
分
を
可
能
に
す
る
価

格
の
組
が
存
在
し
､
そ
の
均
衡
解
が
安
定
で
あ
る
こ
と
が
示
せ
る
｡

要
す
る
に
'
市
場
に
お
け
る
価
格
調
整
が
伸
縮
的
で
あ
る
な
ら
､
す

べ
て
の
経
済
主
体
が
最
初
と
同
じ
か
､
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
満
足
を

得
ら
れ
る
結
果
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
､
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
効
率
性
を
示
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

市
場
社
会
主
義
の
場
合
､
実
行
上
最
も
問
題
と
な
る
の
は
'
既

に
述
べ
た

｢知
識
の
暗
黙
性
｣
の
問
題
と
誘
因
両
立
性
の
問
題
で
あ

る
｡
誘
因
両
立
性
の
問
題
と
は
'
利
潤
と
い
う
誘
因
を
欠
-
ラ
ン
ゲ

の
試
行
錯
誤
法
に
お
い
て
'
生
産
者
が
嘘
の
申
告
を
行
う
こ
と
で
価

格
情
報
を
歪
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ

れ
は
､

コ
ル
ナ
イ
の
い
わ
ゆ
る

｢ソ
フ
ト
な
予
算
制
約
｣
と
同
じ
で

あ
る
｡
不
効
率
な
経
営
を
行
い
大
き
な
債
務
超
過
に
陥

っ
た
国
営
企

業
も
国
家
に
よ
る
温
情
主
義
的
政
策
に
よ
っ
て
存
続
し
う
る
結
果
､

予
算
制
約
が
実
効
的
で
な
-
な
り
､

コ
ス
ト
意
識
と
競
争
意
識
を
失

う
結
果
'
非
効
率
性
が
蔓
延
す
る
｡
こ
う
し
た
現
象
は
旧
社
会
主
義

国
で
も
か
な
り
広
範
囲
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
市
場
社
会
主
義

諭
の
欠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
の
論
点
は
､
そ
も
そ
も
市
場
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問

題
に
関
わ
る
｡

一
般
均
衡
諭
的
な
市
場
像
で
は
､
市
場
と
は
効
率
的

資
源
配
分
を
可
能
に
す
る
均
衡
価
格
の
計
算
装
置
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
｡
こ
れ
は
市
場
を
功
利
主
義
か
ら
機
械
論
的
に
理
解
し
て
い

る
が
'

ハ
イ
エ
ク
は
も
っ
と
広
い
視
点
で
市
場
を
見
て
い
る
｡

ハ
イ

エ
ク
は
､
市
場
を
効
率
的
な
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
と
捉
え
る
が
､
知

識
の
裏
側
に
あ
る
無
知
の
問
題
と
関
連
さ
せ
れ
ば
､
市
場
を
個
人

の
無
知
を
社
会
的
に
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
制
度
と
み
な
す
｡
つ

ま
り
､
市
場
は
効
率
性
達
成
を
目
的
と
す
る
価
格
計
算
装
置
で
は
な

く
'
ル
ー
ル
を
前
提
と
す

る
情
報
伝
達
の
た
め
の
社
会
制
度
と
い
う

意
味
を
持

っ
て
い
て
､
こ
れ
は
､
経
済
社
会
の
在
り
方
を
根
底
的
に

規
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､

一
九
三
七
年
の
有
名
な
論
文

『経
済
学
と
知
識
』､

そ
し
て

一
九
四
五
年
の

『社
会
に
お
け
る
知
識
の
利
用
』
で
､
市
場

と
い
う
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
っ
て
知
識
の
分
業

(分
知
)

division
o
f
kn

ow
led
g
e
が
達
成
さ
れ
る
と
説
明
し
た
｡
ア
ダ
ム

･

ス
ミ
ス
が

『諸
国
民
の
富
』
で
､
市
場
を
社
会
的
な
分
業

div
ision

o〓
abour
を
促
す
仕
組
み
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
提
示
し
た
と
す
れ

ば
､

ハ
イ
エ
ク
は
市
場
を
分
散
化
さ
れ
た
知
識
を
う
ま
-
集
約
し
て

伝
達

･
流
通
す
る
仕
組
み
と
し
て
捉
え
た
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
こ

れ
は
必
ず
し
も

1
般
均
衡
理
論
の
市
場
の
見
方
を
反
駁
す
る
も
の

で
は
な
い
｡
実
際
へ
現
代
の
情
報
の
経
済
学
は
ハ
イ
エ
ク
の
情
報
伝

達
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
場
と
い
う
見
方
を
摂
取
し
て
い
る
｡
し
た

が
っ
て
'
こ
れ
は
､
｢知
識
の
分
散
性
｣
に
よ
る
無
知
と
分
知
を
対
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象
と
す
る
も
の
だ
が
､
｢知
識
の
情
黙
性
｣
と
の
関
連
で
新
た
な
知

識
が
い
か
に
発
見
さ
れ
る
か
と
い
う
動
態
過
程
を
捨
象
し
て
い
る
の

で
､
市
場
社
会
主
義
論

へ
の
根
本
的
な
批
判
を
構
成
し
な
い
｡

社
会
主
義
経
済
計
算
論
争

へ
の
参
加
後
'
ハ
イ
エ
ク
は
さ
ら
に
市

場
社
会
主
義
諭
を
批
判
す
る
た
め
に
､
そ
れ
を
支
え
る

一
般
均
衡
理

論
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
に
向
か
う
｡

一
般
均
衡
理
論
を
批
判

す
る
と
い
う
こ
と
は
'
当
時
の
経
済
学
の
主
流
を
批
判
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
｡
ハ
イ
エ
ク
は
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な

い
が
､
社
会
主
義
経
済
批
判
か
ら
新
古
典
派
経
済
学
批
判
と
い
う
道

を
た
ど
っ
た
｡
そ
れ
は
'
逆
方
向
で
あ
る
と
は
い
え
､
マ
ル
ク
ス
が

資
本
主
義
経
済
批
判
か
ら
古
典
派
経
済
学
批
判
に
向
か
っ
た
こ
と
に

似
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
が
批
判
す
る

constru
ctiv
ism
は

1
般
に

｢設
計
主
義
｣

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
'
私
は
､
こ
れ
は
適
切
な
訳
語
で
は
な
-
'

｢構
成
主
義
｣
な
い
し

｢構
築
主
義
｣
に
変
え
た
ほ
う
が
い
い
と
考

え
て
い
る
｡
こ
れ
で
は
'
い
か
な
る
設
計

(デ
ザ
イ
ン
)
も
批
判
の
対

象
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

ハ
イ
エ
ク
は
人
為
的
な
設
計
を
嫌
う
が
､
だ

か
ら
と
い
っ
て
'
設
計
と
い
う
概
念
を
完
全
に
捨
て
去
-
'
自
由
放

任
主
義
で
よ
い
と
考
え
る
わ
け
で
も
な
い
｡
実
際
'

ハ
イ
エ
ク
の
商

品
準
備
貨
幣
や
貨
幣
の
非
国
有
化
は
自
由
を
広
げ
競
争
を
促
進
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
制
度
設
計
の
提
案
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
そ
れ
こ
そ

ま
さ
に

｢設
計
主
義
｣
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
か
ね
な
い
｡

し
か
し
､

ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢自
由
主
義

者
の
社
会
に
対
す
る
態
度
は
､
樹
木
を
育
て
る
庭
師
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
､
樹
木
の
成
長
に
最
も
適
す
る
条
件
を
作
り
だ
す
た
め
に

は
､
樹
木
の
構
造
と
そ
の
機
能
の
仕
方
に
つ
い
て
'
で
き
る
だ
け
多

-
の
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
｣
(戚
従
へ
の
道
j
二
十
五
革
O
｢庭
師
｣

が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
独
占
を
防
止
す
る
た
め
､
｢貨
幣
制
度
の

操
縦
､
独
占
の
防
止
ま
た
は
統
制
な
ど
の
多
-
の
明
白
な
任
務
｣
を

遂
行
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
､
そ
れ
ら
は
､
｢樹
木
の
成
長
に
最
も

適
す
る
条
件
を
作
り
だ
す
｣
た
め
の
人
為
選
択
に
相
当
し
よ
う
｡
つ

ま
り
､

ハ
イ
エ
ク
は
進
化
論
的
な
制
度
設
計
を
是
認
し
て
い
る
の
で

あ
る
｡

批
判
し
て
い
る
の
は
あ
-
ま
で
現
在
の
社
会
や
制
度
を
す
べ
て

ぶ
っ
壊
し
て
､
何
ら
か
の
基
準
に
従
っ
て
ゼ
ロ
か
ら

一
気
に
新
た
な

社
会
や
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
意
識
的
設
計
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
現
実
の
市
場
に
見
ら
れ
る
非
効
率
性
や
不
安
定
性
を
無
-

す
た
め
に
､
そ
れ
を

一
気
に
ひ
っ
-
り
返
し
て
計
画
経
済
に
よ
っ
て

実
現
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
革
命
思
想
こ
そ
'
構
築
主
義
を
背
景
と

し
て
出
て
-
る
点
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
般
均
衡
理
論
批
判
か
ら
社
会
哲
学
へ

現
時
点
か
ら
見
る
と
､

一
般
均
衡
理
論
を
批
判
す
る
論
点
は
い
-
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つ
か
あ
る
｡
現
代
に
お
い
て
新
古
典
派
経
済
学
の
ハ
ー
ド
コ
ア
を
ど

う
理
解
し
､
そ
れ
を
ど
う
批
判
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
｡

第

一
に
､
市
場
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
､

ハ
イ
エ
ク
は
主
と
し
て
一
般
均
衡
理
論
批
判
の
中
で
こ
の
間
題

に
取
-
組
ん
だ
｡
第
二
に
､
貨
幣
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
｡
現
実
に
は
貨
幣
な
き
市
場
は
存
在
し
な
い
が
､

一
般
均
衡

Jr一V

理
論
は
貨
幣
を
価
値
標
準
か
交
換
手
段
と
し
て
し
か
導
入
し
て
い
な

い
｡
し
か
し
'
市
場
理
論
の
中
に
貨
幣
理
論
を
よ
り
適
切
に
位
置
づ

け
る
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
'

ハ
イ
エ
ク
は
､
社
会
主
義
批
判
や

一

般
均
衡
理
論
批
判
と
の
関
連
で
は
､
貨
幣
を
主
題
的
に
扱
っ
て
い
な

い
｡
前
者
の
問
題
が
､

一
般
均
衡
理
論
を
超
え
る
問
題
構
成

へ
と
人

イ
エ
ク
を
導
い
て
い
-
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､

一
九
四
六
年
に

『競
争
の
意
味
』
を
書
き
､
さ
ら

に
そ
れ
を
洗
練
し
た
議
論
と
し
て
､

一
九
六
八
年
に

『発
見
的
手
続

き
と
し
て
の
競
争
』
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
｡
こ
の

一
連
の

論
考
の
中
で
述
べ
て
い
る
の
は
､
暗
黙
知
や
未
知
を
新
た
に
発
見
す

る
手
続
き
こ
そ
競
争
で
あ
り
'
発
見
さ
れ
た
知
識
が
経
済
主
体
の
間

で
相
互
に
伝
達
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
市
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡

ま
ず
､

ハ
イ
エ
ク
は
､

1
般
均
衡
理
論
の
市
場
は
非
常
に
静
態
的

で
'
動
態
過
程
を
含
ま
な
い
と
批
判
す
る
｡
そ
う
し
た
狭
い
捉
え
方

を
す
る
た
め
､
市
場
を
計
画
経
済
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
か
の
よ
う
な
市
場
社
会
主
義
諭
が
生
ま
れ
る
｡
し
か
し
､
市
場
の

捉
え
方
を
も
っ
と
広
げ
る
な
ら
ば
'
計
画
経
済
で
代
替
可
能
な
も
の

は
あ
-
ま
で
市
場
の
一
部
分
で
し
か
な
-
､
置
き
換
え
ら
れ
な
い
部

分
が
多
-
あ
る
こ
と
を
認
識
し
う
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
重
要

な
論
点
の
1
つ
が
'
先
述
の

｢知
識
の
暗
黙
性
｣
で
あ
る
｡

｢知
識
の
暗
黙
性
｣
に
基
づ
-
無
知
を
市
場
は
ど
う
や
っ
て
克
服

し
て
い
る
の
か
?

一
般
均
衡
理
論
は

｢知
識
の
暗
黙
性
｣
の
存
在

を
認
識
し
な
い
の
だ
か
ら
､
そ
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
と
主
張
す
る

だ
ろ
う
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､
そ
れ
と
異
な
-
､
競
争
を

｢知
識
の
暗

黙
性
｣
を
掘
り
出
し
､
知
識
と
し
て
発
見
す
る
過
程
と
と
ら
え
る
｡

こ
こ
で
の

r競
争
｣
は
､

一
般
均
衡
理
論
の

｢完
全
競
争

(perfect

coヨpetitionご
と
は
全
-
異
な
る
意
味
を
持

っ
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク

に
よ
れ
ば
'
｢完
全
競
争
｣
は
'
そ
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
競

争
の
不
在
を
意
味
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は
経
済
活
動
が
完
全
に

調
整
さ
れ
て
お
り
'
外
的
撹
乱
が
な
れ
ば
何
も
起
こ
ら
な
い
静
態
的

状
況
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
の
言
う

｢競
争
｣
は
動
態
的
過
程
を
表
し
､
ラ
ヴ
オ
ア

が

｢ラ
イ
バ
ル
競
争

(rival
ry)｣
と
い
う
語
で
表
そ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
多
数
の
主
体
が
目
的
と
動
機
に
お
い
て
相
対

立
し
､
そ
の
実
現
の
た
め
に

1
定
の
資
源
を
め
ぐ
っ
て
競
合
し
て
お

り
､
相
互
の
意
思
決
定
が
両
立
し
な
い
た
め
対
抗
性
や
敵
対
性
を
も

学
ん
だ
状
況
を
意
味
す
る
｡
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一
般
均
衡
理
論
の
よ
う
な
セ
リ
人
が
い
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
型
市
場

と
は
異
な
-
､
貨
幣
が
ス
-
ツ
ク
と
し
て
存
在
し
､
貨
幣
に
よ
る
支

払
い
に
よ
っ
て
商
品
の
購
買
取
引
が
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
行
わ
れ
る
た

め
'
取
引
の
集
積
体
と
し
て
し
か
把
握
で
き
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型

市
場
を

｢分
散
的
市
場
｣
と
呼
ぼ
う
｡
す
る
と
､
こ
の
分
散
的
市
場

で
は
､
ラ
イ
バ
ル
競
争
が
知
識
の
発
見
過
程
､
発
見
手
続
き
.と
し
て

理
解
さ
れ
､
そ
の
結
果
'
静
態
的
均
衡
で
は
な
-
自
生
的
秩
序
が
形

成
さ
れ
る
｡

財
の
希
少
性
や
種
類
､
技
術
や
噂
好
と
い
っ
た

一
般
均
衡
理
論
で

｢所
与
｣
と
さ
れ
た
情
報
や
知
識
は
ラ
イ
バ
ル
競
争
過
程
の
中
で
す

べ
て

｢発
見
｣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ

う
し
た
市
場
過
程
に
お
い
て
初
め
て
､
知
識
の
暗
黙
性
や
不
明
瞭
性

が
全
面
的
に
主
題
化
さ
れ
る
｡
こ
う
し
て
､
ラ
イ
バ
ル
競
争
は
､
そ

れ
ら
が
明
示
化
さ
れ
明
瞭
化
さ
れ
る
知
識
の
発
見
過
程
､
発
見
手
続

き
と
い
う
意
味
を
持

つ
｡

知
識
の
発
見
過
程
と
し
て
の
競
争
に
は
色
々
な
解
釈
が
あ
-
う

る
｡
オ
ー
ス
-
リ
ア
学
派
の
カ
ー
ズ
ナ
I
は
'
企
業
家
が
備
え
る
べ

き

｢機
敏
さ
｣
と
い
う
観
点
か
ら
､
企
業
家
が
機
敏
に
利
鞘
機
会

を
見
つ
け
､
｢安
-
買

っ
て
高
-
売
る
｣
と
い
う
裁
定
取
引
を
行
う

こ
と
に
よ
り
'
市
場
の
均
衡
化
を
促
進
す
る
と
解
釈
す
る
｡
し
か

し
､
そ
れ
は
知
識
の
発
見
過
程
を

一
般
均
衡

へ
収
束
す
る
ま
で
の

一

時
的
､
経
過
的
不
均
衡
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
ま

た
､
｢無
知
｣
を
そ
う
し
た
機
敏
さ
で
直
ち
に
除
去
で
き
る
明
示
知

に
限
定
し
て
い
る
｡
だ
が
､

ハ
イ
エ
ク
は
､
｢均
衡
｣
や

｢状
態
｣

で
は
な
-
､
｢秩
序
｣
や

｢過
程
｣
を
強
調
し
､
知
識
の
絶
え
ざ
る

発
見
過
程
が
発
散
も
収
束
も
せ
ず
に

一
定
の
領
域
で
永
続
的
に
運
動

し
続
け
る
動
的
過
程
を
想
定
し
て
い
た
｡

ハ
イ
エ
ク
の
い
う
市
場
に

お
け
る
発
見
過
程
と
は
'
技
術
や
噂
好
に
か
ん
す
る
明
示
的
情
報
の

集
合
を
絶
え
ず
拡
大
し
な
が
ら
､
新
奇
性

･
多
様
性
を
創
出
し
続
け

る
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
今
ま
で
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
思
わ

れ
て
い
た
廃
品
が
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
､
そ

れ
が

一
定
の
価
格
で
回
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
､
｢現
場
の

人
｣
が
経
験
的
に
身
に
つ
け
た
カ
ン
や

コ
ツ
を
小
さ
な
新
技
術
と

し
て
掘
り
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
､
R
&
D
を
通
じ
て
新
製
品
が
生
み

出
さ
れ
市
場

へ
投
入
さ
れ
る
過
程
と
同
様
､
知
識
の
発
見
過
程
で

あ
る
｡
知
識
の
発
見
過
程
と
は
､
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
ま

で
あ
る
に
せ
よ
､
す
べ
て
新
技
術
や
新
商
品
を
生
み
出
す
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ハ
イ
エ
ク
と
ち
ょ
う
ど
同
時
並
行
的
に
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経

済
学
者
で
あ
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
活
躍
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
の
知
識

の
発
見
過
程
の
理
論
は
'
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
概
念
と
す
る

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
経
済
学
と
親
近
性
が
あ
る
｡
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
'
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

｢創
造
的
破
壊
｣
や

｢新
結
合
｣
と
し
て

捉
え
､
そ
れ
が
資
本
主
義
の
本
性
的
な
動
態
性
を
特
徴
づ
け
る
と
主
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張
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
の
議
論
も
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
を
意
識
し
て
い
る

部
分
は
あ
る
が
､
あ
ま
り
明
示
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
｡
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
が
大
規
模
な
イ
ノ
ベ
｣
シ
ョ
ン
の
群
生
が
長
期
波
動
を
形

成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
た
が
､

ハ
イ
エ
ク
は
よ
り
局
所
的
で

小
さ
な
無
数
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
動
的
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
に

注
目
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
が
強
調
し
て
い
る
の
は
､
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

七
は
異
な
り
､
日
々
の
小
さ
な
熟
練
や
品
質
改
善
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
市
場
の
力
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
市
場
は
多
様
な
意
味
と
機
能
を
担
う
制
度
と

し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
市
場
は
'

ハ
イ
エ
ク
や

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
言
う
よ
う
に
､
暗
黙
知
や
未
知
を
認
識
･･.伝

達
可
能
な
明
示
知
と
し
て
多
種
多
様
に
創
出
す
る

｢未
知
の
知

へ
の

変
換
機

(コ
ン
バ
ー
タ
⊥

｣
ぁ
る
い
は

｢新
奇
性

･
多
様
性
の
発
生
機

(ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
⊥
｣

で
あ
る
と
同
時
に
､
カ
ー
ズ
ナ
I
が
言
う
よ
う

な
'
多
様
な
知
識
の
有
用
性
や
希
少
性
が
競
争
を
通
じ
て
発
見
さ
れ

市
場
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る

｢無
知
の
知
へ
の
変
換
機
｣
で
も
あ
る
4
｡

ハ
イ
エ
ク
の
転
換

1
九
八
八
年
の
コ
ー
ル
ド
ウ
エ
ル
の

｢
ハ
イ
エ
ク
の
転
換
｣
5
と

い
う
論
文
以
来
､

ハ
イ
エ
ク
は
重
要
な
節
目
で
大
き
-
変
化
し
た

と
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

一
九
三
六
年
に
発
表
し
た

『
経

済
学
と
知
識
』
が
知
識
を
経
済
学
の
対
象
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の

大
き
な
転
換
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
そ
れ
以
前
と
そ
れ
以
降
が

ハ
イ
エ
ク
Ⅰ
と
H
と
し
て
区
別
さ
れ
た
｡

一
九
九
五
年
に
イ
ギ
リ

ス
の
経
済
学
者
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
が

『
ハ
イ
エ
ク
の

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

･
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
6
に
お
い
て
､
さ
ら
に
も
う

一
つ
'

一
九
六

〇
年
に
第
二
の
転
換
点
が
あ
り
､
そ
の
後
は
ハ
イ
エ
ク
M
に

な
る
と
主
張
し
た
｡
フ
リ
ー
-
ウ
ッ
ド
は
､

ハ
イ
エ
ク
が
無
知
と
不

確
実
性
を
克
服
す
る
社
会
経
済
秩
序
を
考
察
す
る
た
め
に
､
市
場
を

意
味
す
る

｢情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
｣
を
補
完
す
る

｢ふ
る
ま
い
の
社

会
的
ル
ー
ル
｣
(social
ru
le
of
conduct)
と
い
う
深
層
構
造
の
実
在
を
認

め
'
そ
れ
を
経
済
学
の
対
象
に
据
え
う
る
よ
う
な
哲
学
的
立
場
と
し

て
準
批
判
的
実
在
論

へ
移
行
し
た
と
論
じ
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は

一
九
六

〇
年
に

『自
由
の
条
件
』
と
い
う
三
巻
本
を

発
表
し
て
い
る
｡

一
般
に
こ
れ
は
経
済
学
の
書
物
と
は
考
え
ら
れ
て

お
ら
ず
､
こ
れ
以
降

ハ
イ
エ
ク
は
政
治
哲
学
に
向
か
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
｡
し
か
し
､

ハ
イ
エ
ク
理
論
の
根
底
に
は
､
そ
れ
以
前
の
問

題
意
識
が

一
翼
し
て
保
た
れ
て
い
た
｡
む
し
ろ

一
般
均
衡
理
論
が
主

流
に
な
っ
て
い
た

1
九
五
〇
-
六

〇
年
代
当
時
の
経
済
学
の
枠
組
み

で
は
狭
す
ぎ
る
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
､

ハ
イ
エ
ク
は
経
済
学
の
枠
を

広
げ
､
社
会
経
済
学
と
で
も
い
う
べ
き
分
野
を
開
拓
し
始
め
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
広
が
り
の
中
で
'

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
を
ど

桝的主務を批判 し続けたハイエク8



う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
重
要
に
な
っ
て
-
る
｡

一
般
均
衡
理
論

が
考
え
て
い
る
経
済
主
体
は

｢経
済
人
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
財
の

数
が
い
か
に
多
-
と
も
'
価
格
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
'
予
算
制

約
の
下
で
効
用
を
黄
大
化
す
る
合
理
的
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
｡
そ
し
て
､
そ
こ
で
は
最
善
の
選
択
を
行
う
こ
と
が
自
由
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
実
際
に
は
､
財
の
数
が
コ
ン
ビ
ニ
の
品

数
三
千
ど
こ
ろ
か
､
わ
ず
か
に
八

〇
を
超
え
る
と
'
最
大
化
計
算
に

必
要
な
時
間
は
宇
宙
開
閥
以
来
の
時
間
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
､
そ

の
よ
う
な
自
由
は
架
空
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡

今
見
た
よ
う
に
'
最
適
化
計
算
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
な
ら

ば
､
合
理
性
に
限
界
が
あ
る
経
済
主
体
の
意
思
決
定
や
行
為
を
い
か

に
モ
デ
ル
化
す
る
か
が
問
わ
れ
る
｡
進
化
経
済
学
や
複
雑
系
経
済
学

は
､
実
在
す
る
主
体
が
ル
ー
ル
や
慣
習
に
従
い
､

1
定
の
ル
ー
テ
ィ

ン
や
定
形
行
動
を
行
う
よ
う
な
限
定
合
理
的
な
主
体
を
仮
定
す
る
｡

そ
う
し
た
経
済
主
体
が
い
か
に
相
互
作
用
し
て
､

一
定
の
秩
序
を
自

己
組
織
的
に
形
成
す
る
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
点
で
'

ハ
イ
エ
ク
の

思
想
に
近
づ
-
0

消
極
的
な
自
由

自
由
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
､

ハ
イ
エ
ク
が
提
起
し
た

｢無
知
｣
や

｢反
合
理
性
｣
と
い
う
視
点
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

一ヽ
〇

L
V

｢無
知
｣
で
あ
る
な
ら
ば
ど
う
振
る
舞
う
か
を
問
題
に
し
'
｢ふ
る

ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
｣
に
つ
い
て
論
及
し
始
め
る
は
､

一
九
六

〇

年
以
後
の
､
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の
言
う

ハ
イ
エ
ク
m
で
あ
る
｡

ハ
イ

エ
ク
は
'
次
の
よ
う
に
考
え
た
｡
人
間
は
無
知
だ
か
ら
､
自
分
の
頭

だ
け
で
考
え
て
合
理
的
な
行
動
を
取
ろ
う
と
思
っ
て
も
う
ま
-
い
か

な
い
｡
だ
か
ら
'
社
会
的
ふ
る
ま
い
の
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
で

無
知
が
引
き
起
こ
す
種
々
の
厄
災
を
回
避
す
る
と
と
も
に
'
動
機
や

利
害
の
点
で
衝
突
す
る
こ
と
な
-
'
多
数
の
個
人
の
行
為
が
相
互
調

整
さ
れ
て
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
う
し
た
安
定
的
な

自
生
的
秩
序
が
生
ま
れ
た
結
果
､
人
間
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
ル
ー

ル
が
許
す

一
定
の
自
由
を
確
保
す
る
｡
人
間
は
ル
ー
ル
に
従

っ
た
上

で
実
際
に
ど
う
振
る
舞
う
か
に
関
し
て
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

ル
ー
ル
は
禁
止
と
い
う
形
で
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
限
界
を
画
す
る

が
､
逆
に
言
え
ば
'
そ
れ
は
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
自
由
の
領
域
を
画
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
｡
つ
ま
り
'
無
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に

ル
ー
ル
が
必
要
で
､
そ
の
中
で
こ
そ
自
由
が
生
じ
る
､
と
い
う
議
論

に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
も
う

一
つ
の
コ
ア
で

あ
る
｡

既
に
述
べ
た
よ
う
に
'

ハ
イ
エ
ク
は
個
人
の
無
知
を
克
服
す
る
た

め
に
こ
そ
'
ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
の
で
､
そ

う
し
た
社
会
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
画
さ
れ
た
領
域
が
人
間
の
自
由
が

82埋JltR 86

あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
自
由
と
は
ル
ー
ル
が
な
い
無

政
府
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
-
､
ル
ー
ル
に
よ
り
形
成
さ
れ

る
秩
序
の
中
に
あ
っ
て
､
そ
の
ル
ー
ル
以
外
の

一
切
の
強
制
を
受
け

な
い
状
態
を
意
味
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
そ
れ
は
何
か
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

｢積
極
的
な
自
由
｣
で
は
な
く
､
ル
ー
ル
以
外

の
権
威
や
抑
圧
か
ら
逃
れ
る

｢消
極
的
な
自
由
｣
な
の
だ
｡
既
に
見

iiJよ
う
に
､

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
社
会
主
義
の
最
大
の
問
題
は
'
構

築
主
義
に
基
づ
い
た
積
極
的
な
自
由
を
掲
げ
な
が
ら
､
全
体
主
義
の

亜
種
と
し
て
む
し
ろ
人
間
の
自
由
を
抑
圧
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
積

極
的
な
自
由
を
標
梼
す
る

一
党
独
裁
や
独
裁
者
が
悪
意
的
な
権
力
を

行
使
す
る
社
会
は
最
も
忌
む
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

進
化
経
済
学

へ

ふ
る
ま
い
の
社
会
的
ル
ー
ル
と
言
っ
て
も
､
伝
統
､
慣
習
か
ら

マ

ナ
ー
､
道
徳
､
組
織
､
制
度
へ
法
ま
で
様
々
な
も
の
が
含
ま
れ
て
-

る
｡
そ
う
す
る
と
､
経
済
学
だ
け
で
は
な
-
､
政
治
学
や
倫
理
学
'

道
徳
や
哲
学
な
ど
を
分
野
横
断
的
に
議
論
で
き
る
素
地
が
で
き
る
｡

一
九
六

〇
年
以
降

ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
幅
は
こ
う
し
て
広
が
っ
て

い
っ
た
｡

で
は
､
今
述
べ
た
ル
ー
ル
は

一
体
全
体
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る

の
か
?
つ
ま
り
､
ル
ー
ル
の
存
在
論
的
ス
テ
ー
タ
ス
が
問
題
に
な

る
｡
ル
ー
ル
が
あ
る
と
言
っ
て
も
'
す
べ
て
が
条
文
に
書
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
｡
仮
に
法
律
の
よ
う
に
明
文
化
さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
､
そ
れ
を
人
間
が
理
解
し
て
､
自
ら
の
モ
ラ
ル
な
-
価
値
観
と

し
て
内
面
化
し
て
は
じ
め
て
､
そ
う
し
た
ル
ー
ル
が
実
際
の
ふ
る
ま

い
の
規
則
性
や
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
社
会
的

な
ル
ー
ル
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
が
､
そ
れ
は
モ
ノ
の
よ
う
に
主

体
の
外
部
に
自
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
に

よ
れ
ば
､
経
験
的
実
在
論
に
立

つ
ハ
イ
エ
ク

H
は
経
験
的
な
事
象

(event)
/
行
為

(action)
し
か
実
在
と
認
め
て
い
な
か

っ
た
が
､
従

来
の
哲
学
的
立
場
を
放
棄
し
て
準
超
越
諭
的
実
在
論

へ
移
行
し
た

ハ

イ
エ
ク
凹
は
観
念
'
態
度
'
意
味
､
記
述
､
信
念
､
見
解
な
ど
を
含

む
想
念

(conception)
､
と
り
わ
け
､
社
会
的
ル
ー
ル
の
実
在
性
を
認

め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
ル
ー
ル
は
規
則
的
パ
タ
ー
ン
を
導
-
こ
と
も

そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
が
､
そ
う
し
た
結
果
に
関
わ
り
な
-
､
超

事
実
的
に
抽
象
的

･
一
般
的

･
規
定
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け

る
｡
要
す
る
に
､
社
会
的
な
ル
ー
ル
や
制
度

一
般
を
実
在
と
し
て
認

め
る
か
否
か
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
｡

私
は
ハ
イ
エ
ク
に
つ
い
て
は
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
流
れ
で
捉
え

て
い
る
｡
最
近
で
は
､

ハ
イ
エ
ク
の
市
場
像
を
人
間
の
認
知
メ
カ
ニ

ズ
ム
な
ど
に
適
用
し
ょ
う
と
す
る
研
究
も
進
ん
で
い
る
｡
人
間
の
脳

が
ニ
ュ
ー
ロ
･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
同
様
､
市
場
も
貨
幣
を
媒

介
と
す
る
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
｡
脳
は
'

ニ
ュ
ー
ロ
ン
単

榊熊主義を批判 し続けたハイエク83



体
で
は
な
-
､
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
発
火
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
き
わ

め
て
複
雑
な
情
報
処
理
を
行
い
'
外
的
事
象
等
を
認
租
し
て
い
る
｡

市
場
で
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
相
当
す
る
の
は
個
人
で
あ
る
か
ら
､
個
人
が

単
独
で
は
認
知
で
き
な
い
も
の
も
､
市
場
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
よ
っ
て
社
会
全
体
と
し
て
認
知
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
｡

ハ
イ
エ
ク
も
､
｢感
覚
秩
序
｣
と

｢市
場
秩
序
｣
(カ
タ
一㌢
ク
シ
⊥

を

｢自
生
的
秩
序
｣
と
し
て
煩
比
的
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
｡

一
般
均
衡
理
論
や
新
古
典
派
は
､
市
場
を
人
為
的
設
計
の
産
物

で
あ
る
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
憶
え
る
｡
し
か
し
､
現
在
の
最
新
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
の
脳
と
同
じ
働
き
を
実
現
で
き
て
い
な
い
｡
脳
を

人
工
的
に
構
築
す
る
に
は
､
脳
の
機
能
を
完
全
に
解
明
す
る
必
要
が

あ
る
か
ら
だ
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､
市
場
社
会
主
義
論
が
主
張
し
た
よ
う

に
､
市
場
秩
序
を

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
置
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
た
こ
と
で
､
結
果
的
に
'
市
場
を
人
間
の
脳
に
憶
え
た
の
で
は

な
い
か
｡

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
や
政
治
思
想
の
背
後
に
'
こ
の
よ
う

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
市
場
像
､
社
会
観
'
人

間
観
が
存
在
す
る
｡

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
と
は
'
内
面
の
自
由
と
い
う

よ
り
は
､
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
リ
ン
ク
の
自
由
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
､
人
間
は
無
知
で
あ
り
､
認
識
上
､
実
行

上
'
多
-
の
間
違
い
を
犯
す
け
れ
ど
'
ネ
ッ
-
ワ
ー
ク
に
お
け
る
試

行
錯
誤
を
通
じ
て
か
ろ
う
じ
て
抽
象
的
秩
序
が
自
発
的
に
形
成
維
持

さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
｡

だ
か
ら
ハ
イ
エ
ク
は

一
九
六

〇
年
代
以
降
､
進
化
論
を
自
ら
の
思

想
に
導
入
し
た
｡

ハ
イ
エ
ク
は

一
九
七

〇
年
代
に
棲
み
分
け
諭
の
今

西
錦
司
と
三
回

(七
八
年
､
八
!
年
､
八
三
年
)
に
わ
た

っ
て
対
談
し
て

い
る
が
､

ハ
イ
エ
ク
が
経
済
社
会
に
お
け
る
文
化
進
化
を
考
え
る
上

で
採
用
し
た
進
化
論
は
群
選
択

(group
seleclion)理
論
で
あ
る
｡
ネ

オ

･
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
遺
伝
子
還
元
主
義
で
は
､
淘
汰
単

位
は
遺
伝
子
の
み
だ
が
'
こ
れ
を
社
会
文
化
の
レ
ベ
ル
へ
移
せ
ば
個

体
が
淘
汰
単
位
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
し
か
し
､

ハ
イ
エ
ク
は

｢社
会

的
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
｣
に
強
-
反
対
し
て
い
た
の
で
､
個
体
で
は
な

-
､
集
団
な
ど
の
個
体
群
､
ル
ー
ル
や
社
会
体
制
な
ど
抽
象
的
秩
序

が
淘
汰
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
採

っ
て
い
る
｡
社
会
主
義
と
資
本

主
義
の
体
制
選
択
で
も
群
選
択
の
結
果
､
資
本
主
義
が
生
き
残
り
､

社
会
主
義
は
淘
汰
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
｡

ハ
イ
エ
ク
へ
の
批
判

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
現
代
思
想
の
な
か
で
ハ
イ
エ
ク
の
経
済

思
想
や
社
会
哲
学
は
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
'
最
後
に
､
若

干
の
ハ
イ
エ
ク

へ
の
批
判
を
述
べ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は
自
由
至
上
主
義
者
で
は
な
い
が
､
市
場
至
上
主
義
者

で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

ハ
イ
エ
ク
は
市
場
秩
序
を

｢自
生
的
秩
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序
｣
と
呼
ぶ
と
き
'
暗
黙
的
に
､
安
定
的
秩
序
が
成
立
す
る
と
考
え

て
い
る
が
､
市
場
が
自
生
的
無
秩
序
や
カ
オ
ス
に
陥
る
こ
と
も
あ
-

得
る
｡

一
九
三

〇
年
代
に
全
体
主
義
が
勢
い
を
得
た
の
は
､
大
恐
慌

後
の
経
済
的
不
況
'
倒
産
や
失
業
の
増
加
､
貧
富
の
拡
大
と
い
う
現

象
と
切
り
離
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
知
識
の
分
散
性
や
暗
黙
性
に
起

因
す
る

｢無
知
｣
を
克
服
す
る
た
め
の

｢知
識
問
題
｣
に
つ
い
て

も
､
市
場
が
す
べ
て
を
解
決
す
る
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
｡
だ
が
､

市
場
が
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
生
み
出
す
わ
け
で
も
､
市
場
に
あ
ら
ゆ
る

知
識
が
集
約
､
蓄
積
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
､
企
業
､
大

学
'
政
府
も
そ
の
内
部
で
暗
燕
知
や
未
知
を
生
み
出
し
て
い
る
｡
現

実
に
､
大
き
な
集
団
と
し
て
の
国
家
､
小
さ
な
集
団
と
し
て
の
家

族
､

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
存
在
し
て
い
る
が
､
総
じ
て
ハ
イ
エ
ク
は
こ

う
し
た
多
層
的
､
多
元
的
な
諸
集
団

･
組
織

･
制
度
と
市
場
秩
序
と

の
相
互
関
係
を
十
分
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
｡
昨
今
の
市
場
原
理
主

義
の
下
で
､
経
済
過
程
に
介
入
す
る
国
家
が
批
判
さ
れ
る

一
方
で
､

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
や
家
族
は
市
場
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
る
｡
国

家
'
地
域
､
家
族
､

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
は
群
淘
汰
か
ら
是
認
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡

も
う

一
つ
は
'
貨
幣
を
巡
る
問
題
で
あ
る
｡

一
般
均
衡
理
論
が
賂

-
よ
う
な
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
市
場
で
は
'
価
値
尺
度
と
し
て
以
外
に
貨

幣
は
必
要
な
い
｡
し
か
し
､
貨
幣
な
き
市
場
は
あ
り
え
な
い
｡
市
場

は
そ
れ
自
身
で
抽
象
的
秩
序
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
-
､
貨
幣

を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
売
-
手
と
買
い
手
が
個
々
に
実
行
し
て
い
る
相

料

(あ
い
た
い
)
取
引
の
集
積
体
､
ネ
ッ
-
ワ
ー
ク
と
し
て
の
み
市
場

は
存
在
し
て
い
る
｡
貨
幣
を
媒
介
と
し
た
個
別
取
引
の
集
合
体
と
し

て
市
場
を
見
る
と
､
市
場
は

一
般
均
衡
理
論
の
見
方
と
は
正
反
対

に
､
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
景
気
変
動

の
み
な
ら
ず
､
バ
ブ
ル
崩
壊
､
デ
フ
レ

･
ス
パ
イ
ラ
ル
､
金
融
危
機

な
ど
不
均
衡
累
積
過
程
が
も
た
ら
す
不
安
定
性
や
非
効
率
性
を
示
す

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｡
市
場
の

一
般
的
必
要
性
を
踏
ま
え
つ
つ
も
､
市

場
の
実
際
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

･
シ
ミ

ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
新
し
い
ツ
ー
ル
を
使
い
な
が
ら
理
論
的
に
認
識
し
'

ど
の
部
分
が
必
要
不
可
欠
な
市
場
機
能
で
あ
り
､
ど
の
部
分
は
修
正

可
能
な
部
分
で
あ
り
､
手
を
入
れ
れ
ば
も
う
少
し
上
手
-
市
場
の
問

題
点
を
除
去
で
き
る
の
か
な
ど
､
従
来
の
構
築
主
義
や
操
作
主
義
な

見
方
と
は
別
の
観
点
か
ら
捉
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡
社
会
主
義
経

済
計
画
や
マ
ク
ロ
需
要
管
理
は
､
市
場
の
問
題
や
失
敗
を
国
家
や
政

府
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
ら

に
は
い
ま
や
問
題
が
見
え
て
き
て
い
る
｡
市
場
の
問
題
や
失
敗
は
む

し
ろ
市
場
の
特
性
を
進
化
主
義
的
手
法
で
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解

決
す
る
べ
き
は
な
か
ろ
う
か
｡

私
は
､
貨
幣
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
問
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い

る
｡
貨
幣
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

･
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
市
場
形
成

力
を
持

つ
と
と
も
に
､
市
場
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
性
質
を
規
定
す
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る
｡
だ
か
ら
'
地
域
通
貨
の
場
合
の
よ
う
に
､
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

貨
幣
を
い
-

つ
か
の
特
性
に
お
い
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

従
来
よ
り
も
よ
い
市
場
経
済
社
会
が
自
生
的
に
発
生
す
る
可
能
性
を

探

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
上
か
ら
の
構
築
主
義
的
な
い
し
操
作
主
義

的
な
制
度
設
計
で
は
な
-
､
進
化
主
義
的
な
制
度
設
計
で
あ
る
｡

遺
伝
子
工
学
で
は
､
特
定
の
遺
伝
子
を
操
作
す
る
と
表
軌
型
レ
ベ

ル
で
ど
う
い
う
変
化
が
起
き
る
か
が
わ
か
る
｡
望
ま
し
い
形
質
を
生

み
出
す
に
は
い
か
な
る
遺
伝
子
型
レ
ベ
ル
の
変
異
を
人
為
的
に
加
え

る
の
が
い
い
か
を
､
試
行
錯
誤
的
に
模
索
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡
貨

幣
で
も
こ
れ
に
近
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
中
間
レ
ベ
ル
の
貨
幣
メ

デ
ィ
ア
を
遺
伝
子
レ
ベ
ル
と
考
え
､
そ
れ
に
人
為
的
突
然
変
異
を
起

こ
し
て
デ
ィ
ア
特
性
を
変
え
た
時
に
､
表
現
型
レ
ベ
ル
の
マ
ク
ロ
経

済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
主
体
特
性
を
と
も
に
変
化

す
る
｡
そ
の
結
果
､
ミ
ク
ロ
と

マ
ク
ロ
が
動
的
に
変
化
し
て
い
-
｡

そ
こ
で
､
よ
り
よ
い
進
化
論
的
な
帰
結
が
出
て
-
る
よ
う
､
試
行
錯

誤
を
繰
り
返
し
て
い
-
わ
け
で
あ
る
｡

ハ
イ
エ
ク
は

『貨
幣
の
非
国
有
化
論
3
7

(
l
九
七
六
)
に
お
い
て
､

過
剰
な
信
用
創
造
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
防
止
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
貨
幣
発
行
自
由
化
の
プ
ラ
ン
を
提
案
し
た
｡
そ
れ
は
'

同
種
貨
幣
を
複
数
の
民
間
銀
行
が
自
由
に
発
行
し
､
相
互
に
競
争
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
､
預
金
準
備
を
十
分
持
た
ず
に
信
用
創
造
や
通
貨

発
行
を
拡
大
す
る
'
節
度
な
き
銀
行
を
自
然
淘
汰
す
る
た
め
の
環
境

を
意
図
的
に
作
り
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
､

マ
ク

ロ
的
に
は
貨
幣
価
値
の
安
定
性
を
維
持
し
な
が
ら
､
必
要
な
通
貨
供

給
を
分
散
的
に
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
､
進
化
主
義
的
な
制
度

設
計
の

一
応
用
例
で
あ
る
｡

【注
】

-

ハ
イ
エ
ク
の

一
生

(特
に
学
問
的
側
面
で
の
)
に
興
味
の
あ
る
読
者

は
､
ハ
イ
エ
ク
自
ら
が
書
い
た
自
伝
煩
ノ
ー
ト
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
な

る
S
.K
resge
and
L.W
enar
(eds
.)
H
ay
ek
on
H
Ly
ek.
an
A
u
to
biog
rap
h
ica
l

D
ialogtLe.
T
he
B
a
rtley
tnstitute.
1994
(
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
･
ク
レ
ス
ゲ
.

ラ
イ
フ
･
ウ
エ
ー
ナ
-
編
､
嶋
津
格
訳

r
ハ
イ
エ
ク
､
ハ
イ
エ
ク
を
語
る
J

名
古
屋
大
学
出
版
会
へ
2
0
0
0
年
)
の

｢編
者
解
説
｣
を
読
む
こ
と
を

薦
め
た
い
｡

ハ
イ
エ
ク
を
扱
っ
た
日
本
語
の
研
究
晋
と
し
て
以
下
の
も
の

が
あ
る
｡
嶋
津
格

r自
生
的
秩
序
)
木
鐸
社
､
1
9
8
5
年
､
橋
本
努

r自

由
の
論
法
)
創
文
社
へ
1
9
9
4
年
､
西
部
忠

r市
場
像
の
系
譜
学
』
東

洋
経
済
新
報
社
､
1
9
9
6
年
､渡
辺
幹
雄

r
ハ
イ
エ
ク
と
現
代
自
由
主
義
』

春
秋
社
､
1
9
9
6
年
'
江
頭
進

『F
･
A
･
ハ
イ
エ
ク
の
研
究
』
日
本
経

済
評
論
社
､
1
9
9
9
年
､
尾
近
裕
幸

･
楠
本
努
編
著

r
オ
ー
ス
ト
リ
ア

学
派
の
経
済
学
し
日
本
経
済
評
論
社
'
2
0
0
3
年
が
あ
る
｡

N

H
ay
ek
(ed
.),
C
o
llectivist
E
co
nom
ic
P
la77n
i17g
.
G
eorge
R
outted
ge

&

s
on
s,
)935
(
ハ
イ
エ
ク
編

迫
間
真
治
郎
訳

r集
塵
主
義
計
画
経
済
の

理
論
』
実
業
之
日
本
社
､
1
9
5
0
)｡
ミ
-
ゼ
ス
論
文
'
ハ
イ
エ
ク
冒
頭

論
文
は
村
岡
到
編

『原
典

･
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
-

カ
オ
ズ
と
ロ
ゴ

ス
別
冊
N
o
L
b
ロ
ゴ
ス
社
'
1
9
9
6
年
に
新
た
に
訳
出

さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､

ハ
イ
エ
ク
の
上
記
編
著
に
含
ま
れ
る
二
論
文
､
お
よ
び
'
そ
の
後

の
彼
の
本
論
争
関
係
の
論
文
の
多
-
は
H
ay
ek
,
F.A
.Znd
t.v
id
ua
[ism
a
nd

86rliR批 86

E
conom
ic
O
7･d
eJ:
R
outled
ge
&
K
egan
P
au
I.
)9
4
9
(
ハ
イ
エ
ク
著
､
嘉

治
元
郎

･
嘉
治
佐
代
訳

『個
人
主
義
と
経
済
秩
序
』

ハ
イ
エ
ク
全
集
3
'

春
秋
社
'
1
9
9
0
年
)
に
含
ま
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
1
9
4
5
年
以
降

の
関
連
論
文
は
田
中
真
情

･
田
中
秀
夫
編
訳

『市
場

･
知
識

･
自
由
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
'
1
9
8
6
年
に
も
訳
出
さ
れ
て
い
る
｡
社
会
主
義
経
済

計
算
論
争
に
つ
い
て
は
'
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
視
点
か
ら
研
究
し
た
ド

ン
･
ラ
ヴ
オ
ア
の
著
作
D
on
L
avo
ie.
R
iv
aZty
Ond
cen
t7･a
[P
lann
ing
･
The

socia
list
ca
lcIL[a
tLQOl7
debate
7･eCOnS
id
e
l･e
d
.
C
am

bri
dge
U
n
iversity
P
ress.

)9
85
(ド
ン
･
ラ
ヴ
オ
ア
著
'
吉
田
靖
彦

訳

『
社
会
主

義
経
済
計
算
論
争

再
考
-

対
抗
と
集
権
的
計
画
編
成
J
青
山
社
､
1
9
9
9
年
)
が
優
れ
た

視
点
と

解
釈
を
提
供
し
て
い
る
が
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
自
己
弁
護
と

い
う
側
面
も
見
ら
れ
る
｡
著
者
は
r市
場
像
の
系
譜
学
J東
洋
経
済
新
報
社
､

1
9
9
6
年
で
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
'
マ
ル
ク
ス
派
'
新
古
典
派
に
シ
ュ

ン
ペ
ー
タ
ー
や
ボ
ラ
ン
ニ
ー
な
ど
を
加
え
た
多
様
な
論
者
の
暗
黙
的
な
市

場
像
が
論
争
を
通
じ
て
明
示
化
す
る
論
争
過
程
を
考
察
し
た
｡
市
場
の
競

争
が
ri
v
atry
で
あ
る
な
ら
ば
'
学
問
の
論
争
も
そ
れ
と
頬
似
の
機
能
を
果

た
す
の
で
､
,,JI
ゼ
ス
や
ハ
イ
エ
ク
も
論
争
で
自
己
の
市
場
像
を
明
確
化

し
た
は
ず
で
あ
る
｡
彼
ら
の
議
論
は
す
べ
て
初
め
か
ら
正
し
か
っ
た
と
い

う
ラ
ヴ
オ
ア
に
よ
る
弁
護
は
不
要
で
あ
る
だ
け
で
な
-
不
適
切
で
あ
る
｡

本

｢論
争
｣
の
役
割
と
意
義
に
関
し
て
､
ラ
ヴ
オ
ア
と
私
の
間
に
は
こ
う

し
た
解
釈
の
違
い
が
あ
る
｡

3

ラ
ヴ
オ
ア
の
著
書

の
邦
訳
は
ri
v
atry
と
い
う
語
を
新
古
典
派
の

coヨ
p
etition
と
区
別
す
る
た
め
に

｢対
抗
｣
と
訳
し
て
い
る
｡
し
か
し
､

こ
れ

は
適
切
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
労
働
者
と
資
本
家
､

独
占
的
供
給
者
と
独
占
的
消
費
者
の
よ
う
な
二
者
問
の
利
害
の
対
立
闘
争

や
抗
争
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
-
連
想
さ
せ
る
た
め
､
否
定
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
強
-
な
り
す
ぎ
て
'
そ
こ
に
含
ま
れ
る
べ
き
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
に

お
け
る

｢ラ
イ
バ
ル
｣
｢競
い
合
い
｣
の
よ
う
な
肯
定
的
な
意
味
が
完
全

に
消
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
ラ
ヴ
オ
ア
が
､
自
派
を
特
徴
づ
け
る
こ

の
言
葉
を
悪
い
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
使
う
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
'
そ
れ

は
む
し
ろ
寡
占
な
い
し
独
占
的
競
争
の
よ
う
に
三
者
以
上
が
相
互
に
競
争

し
て
い
る
状
況
を
問
題
に
す
る
言
葉
と
し
て
肯
定
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ

る
｡
拙
著
で
は
'
riv
atry
に
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ま
せ
る
た
め

｢ラ

イ
バ
ル
競
争
｣
と
訳
し
た
が
'
あ
え
て
日
本
語
に
す
る
な
ら

｢競
合
｣
と

い
う
訳
の
方
が
い
い
だ
ろ
う
｡

4

ラ
イ
バ
ル
競
争
に
つ
い
て
は
､
よ
り
詳
し
-
は

｢資
本
主
義
経
済
の

強
さ
と
は
何
か
?
-
所
有
権

･
技
術
革
新

･
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
｣
F比
校
経

済
体
制
研
究
b
N
o
.
5.
)998
年
を
見
よ
｡
そ
こ
で
は
'
｢ア
メ
と
ム
チ
｣
の

両
側
面
か
ら

｢無
知
｣
と

｢未
知
｣
を
区
別
し
て
ラ
イ
バ
ル
競
争
を
論
じ
た
｡

5

C
aldw
etl,B
.H
ay
ek
.s
Transform
a
tion.H
t'stoty
of
P
o[iEicalE
cono
my

2

0(4),
19
88

6

F
leetw
ood
,
S
.,
H
LVJek
叶
P
o
litztca
l
E
conom
y.
R
otLtZedg
e.
1995
(
フ

リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
著
､
佐
々
木
患
介

･
西
部
忠

･
原
仲
子
訳

r
ハ
イ
エ
ク
の

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
･
エ
コ
ノ
ミ
ー
)
法
政
大
学
出
版
局
､
2
0
0
6
年
)

7

H
ay
ek
,
F
.A
.D
ena
tio
170
lization
of
M
oney
:
The
A
fg
ZEm
en
t
R
ejned.

JnsEittLte
Of
E
conom
ic
AH
a
it･5,
1976

(川
口
慎
二
訳

F貨

幣
発
行
自
由
化

諭
J
来
洋
経
済
新
報
祉
'
1
9
8
8
年
)

榊熊主我を批判 し続けたハイエク

に
し
べ
･
ま
こ
と

北
海
道
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科

･
経
済
学
部
助
教

授

(進
化
経
済
学
､
経
済
思
想
)｡

1
九
六
二
年
生
ま
れ
｡
著
著

F進
化
経

済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
『地
域
通
貨
を
知
ろ
う
J
P市
場
像
の
系
譜
学
』､
訳

書
ス
テ
ィ
ー
ヴ

･
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
著

(共
訳
)
『
ハ
イ
エ
ク
の
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル
･
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
な
ど
｡
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