
自
由
放
任
の
重
要
性

　

経
済
学
は
政
府
が
介
入
せ
ず

需
要
・
供
給
曲
線
の
交
点
で
価

格
と
取
引
量
が
決
ま
る
均
衡
が

社
会
的
に
も
優
れ
た
こ
と
を
示

す
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。

重
要
な
の
は
、
需
要
も
供
給
も

そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
自
由
意
思
を

反
映
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り

政
府
が
介
入
を
控
え
た
自
由
放

任
状
態
が
最
も
好
ま
し
い
こ
と

で
す
。

　

経
済
の
発
展
を
た
ど
る
と
、

こ
の
状
態
は
市
民
社
会
や
民
主

主
義
の
成
立
と
符
合
し
て
い
ま

す
。中
世
ま
で
の
封
建
社
会
は
、

基
本
は
部
族
や
村
な
ど
で
の
配

分
の
経
済
で
し
た
。
市
民
社
会

の
成
立
は
市
場
経
済
と
民
主
主

義
を
育
て
、
政
治
同
様
経
済
も

個
人
主
義
を
基
本
に
、
個
々
人

の
自
由
な
選
択
に
よ
り
需
給
双

方
が
平
等
な
立
場
で
交
換
を
行

う
こ
と
が
基
本
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
経
済
学
は
こ
の
状
態
が
社

会
全
体
で
も
好
ま
し
い
こ
と
を

示
し
ま
し
た
。
図
表
１
で
は
、

Ａ
、
Ｂ
の
商
品
を
そ
れ
ぞ
れ
５

個
ず
つ
持
つ
人
（
人
も
Ａ
、
Ｂ
）

の
交
換
を
示
し
て
い
ま
す
。
商

品
Ｂ
の
需
給
に
注
目
し
ま
す
と
、

需
要
で
は
Ａ
は
商
品
Ｂ
を
購
入
し
ま
す

が
、
１
個
目
に
は
１
０
０
円
、
２
個
、

３
個
目
に
は
90
円
、
80
円
と
希
望
の
購

入
価
格
を
提
示
し
ま
す
。
値
段
が
下
が

る
の
は
、
例
え
ば
２
個
目
の
購
買
で
は

す
で
に
１
個
所
有
し
て
い
る
の
で
希
少

性
（
消
費
の
満
足
度
〈
効
用
〉）
が
徐
々

に
薄
れ
て
い
く
た
め
で
す
。
こ
れ
は
限

界
効
用
逓
減
の
法
則
と
言
っ
て
経
済
学

で
も
最
重
要
の
法
則
で
す
。

　

次
に
供
給
で
は
、
商
品
Ｂ
を
提
供
す

る
Ｂ
は
、
１
個
目
に
は
60
円
、
２
個
、

３
個
目
に
は
70
円
、
80
円
と
希
望
価
格

を
提
示
し
ま
す
。
値
段
を
あ
げ
て
い
く

の
は
、
需
要
と
は
逆
に
希
少
性
が
増
し

て
い
く
た
め
で
す
が
、
経
済
学
で
は
供

給
量
を
増
や
す
と
費
用
が
増
加
し
て
い

く
た
め
価
格
を
あ
げ
る
と
す
る
の
が
一

般
的
で
す
。
こ
の
結
果
、
商
品
Ｂ
は
市

場
均
衡
と
し
て
、
３
個
が
80
円
で
取
引

（
売
買
）
さ
れ
ま
す
。
重
要
な
の
は
こ

れ
が
社
会
的
に
も
人
々
を
最
も
幸
福
に

す
る
好
ま
し
い
状
態
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
に
は
人
々
の
お
得
感
を
示
す

「
余
剰
」
と
い
う
概
念
を
使
い
ま
す
。

商
品
Ｂ
の
購
買
者
Ａ
に
と
っ
て
は
、
１

個
目
は
１
０
０
円
支
出
し
て
も
い
い
と

思
っ
た
の
に
80
円
で
購
入
出
来
て
20
円

得
を
し
た
と
感
じ
ま
す
（
こ
れ
を
消
費

者
余
剰
と
呼
び
ま
す
）。
２
個
目
に
つ

い
て
も
10
円
の
余
剰
、
合
計
で
30
円
の

余
剰
が
生
ま
れ
ま
す
。
商
品
Ｂ
の
供
給

者
Ｂ
に
も
同
様
な
理
屈
で
30
円
の
余
剰

が
生
じ
、
参
加
者
Ａ
、
Ｂ
合
計
で
60
円

の
余
剰
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
状
態
が
好
ま
し
い
こ
と
を
示
す

た
め
に
、
例
え
ば
政
府
が
商
品
Ｂ
の
価

格
を
60
円
に
規
制
し
た
場
合
と
対
比
し

ま
し
ょ
う
（
図
表
２
）。
安
く
な
っ
て

一
見
好
ま
し
い
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、

政
府
が
供
給
を
強
制
し
な
い
限
り
、
提

供
さ
れ
る
供
給
量
は
１
個
に
減
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
の
１
個
を
購
買
者
Ａ
は

入
手
し
、
40
円
の
余
剰
を
得
ま
す
が
、

供
給
者
Ｂ
の
余
剰
は
ゼ
ロ
で
す
。
こ
の

結
果
、
市
場
全
体
の
余
剰
の
合
計
は
、

自
由
放
任
で
の
60
円
か
ら
40
円
に
低
下

し
ま
す
。
個
々
の
取
引
の
余
剰
の
総
和

が
社
会
全
体
の
余
剰
を
表
し
ま
す
か
ら
、

経
済
学
は
社
会
全
体
で
も
自
由
放
任
が

最
も
好
ま
し
い
こ
と
を
示
し
ま
す
。
そ

し
て
政
府
の
政
策
・
規
制
が
必
要
と
な

る
の
は
、
自
由
放
任
の
条
件
・
前
提
が

崩
れ
た
と
き
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
政

策
は
有
害
と
考
え
ま
す
。

　

他
人
に
左
右
さ
れ
ず
個
々
人
の
独
立

し
た
決
定
が
最
も
好
ま
し
い
状
態
。
こ

れ
は
市
場
経
済
と
は
経
済
的
な
民
主
主

義
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。

政
策
の
根
拠
①
：
外
部
経
済

　

経
済
学
で
は
、
政
府
の
政
策
の
根
拠

は
、
自
由
放
任
の
経
済
取
引
の
前
提
が

経済学からみた政策の根拠
大阪経済大学経済学部教授（元日本銀行金融研究所長）　髙橋　亘

　わが国では経済不振が長引くにつれて、大規模な金融緩和、大型予算、家計・企業への経済援助などが
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崩
れ
た
と
き
に
限
る
と
い
う
の
が
原
則

で
す
。
初
級
の
経
済
学
で
学
ぶ
の
が
外

部
経
済（Externality

）の
存
在
で
す
。

自
由
放
任
で
は
、個
人
の
便
益（
満
足
）、

費
用
（
損
失
）
は
そ
の
個
人
の
み
に
限

り
、
他
人
に
左
右
せ
ず
、
ま
た
さ
れ
な

い
と
想
定
し
ま
す
が
、
外
部
経
済
で
は

こ
の
前
提
が
崩
れ
ま
す
。

　

よ
く
例
に
挙
が
る
の
が
公
害
で
す
。

公
害
は
企
業
が
原
料
な
ど
実
際
に
負
担

す
る
費
用
以
外
に
空
気
や
河
川
の
汚
染

を
除
去
す
る
費
用
を
負
担
し
な
い
状
態

で
す
。
実
際
に
負
担
す
る
費
用
を
私
的

費
用
、
環
境
汚
染
等
の
除
去
を
含
む
全

体
の
費
用
を
社
会
的
費
用
と
言
い
ま
す

が
、
政
府
の
介
入
が
な
い
と
、
公
害
が

野
放
し
に
さ
れ
る
ば
か
り
か
私
的
費
用

が
社
会
的
費
用
を
下
回
る
た
め
社
会
的

に
適
正
な
水
準
よ
り
も
過
剰
な
生
産
の

状
態
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
政

府
が
社
会
的
費
用
と
の
差
額
を
税
金
と

し
て
徴
収
し
公
害
の
除
去
費
用
と
す
る

こ
と
が
政
策
と
な
り
ま
す
。

　

費
用
を
税
金
と
し
て
課
し
た
社
会
的

費
用
を
前
提
と
し
た
均
衡
は
本
来
の
自

由
放
任
に
近
い
状
態
、
セ
カ
ン
ド
ベ
ス

ト
の
状
態
と
表
現
さ
れ
ま
す
。
政
府
の

政
策
は
、
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
の
状
態
を

作
る
こ
と
と
し
て
理
論
的
根
拠
を
も
ち

ま
す
。

政
策
の
根
拠
②
：
公
共
財

　

公
園
な
ど
は
公
害
と
は
反
対
に
プ
ラ

ス
の
外
部
経
済
を
持
つ
公
共
財
（Public 

Goods

）
と
さ
れ
ま
す
。

　

仮
に
あ
る
個
人
が
公
園
を
作
り
開
放

し
た
と
す
る
と
、
そ
の
便
益
は
作
っ
た

個
人
以
外
に
も
及
び
ま
す
。
こ
の
時
は

社
会
全
体
の
満
足
（
社
会
的
便
益
）
が

公
園
を
作
っ
た
個
人
の
満
足
（
私
的
便

益
）
を
上
回
る
た
め
、
社
会
的
に
必
要

な
公
園
の
作
成
を
個
人
に
委
ね
る
と
公

園
が
十
分
に
提
供
さ
れ
な
い
と
い
う
過

少
供
給
の
事
態
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
た
め
公
園
な
ど
の
公
共
財
の
提
供

に
は
、
政
府
が
関
与

す
べ
き
と
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
公
害
同
様
、

政
府
が
疑
似
的
に
自

由
放
任
に
近
い
セ
カ

ン
ド
ベ
ス
ト
を
作
り

出
す
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
外
部
経

済
・
不
経
済
に
政
府

が
補
助
等
を
与
え
る

の
は
、
不
完
全
で
も

な
る
べ
く
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
適
用
し
て

効
率
化
す
べ
き
と
い

う
考
え
方
が
あ
り
ま

す
が
、
最
近
で
は
そ

も
そ
も
医
療
、教
育
、

交
通
な
ど
は
社
会
的
な
公
共
財
で
あ
り
、

こ
れ
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
適
用
し
す

ぎ
る
こ
と
に
反
対
す
る
考
え
も
強
ま
っ

て
い
ま
す
。
社
会
的
に
不
可
欠
な
も
の

を
社
会
的
共
通
資
本
や
コ
モ
ン
ズ
と
し

て
自
由
放
任
と
は
一
線
を
画
す
考
え
方

で
す
。

　

社
会
的
共
通
資
本
の
多
く
は
、
か
つ

て
公
有
化
さ
れ
そ
れ
が
非
効
率
性
を
生

ん
だ
た
め
民
営
化
に
よ
っ
て
効
率
化
を

図
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
公

共
財
に
つ
い
て
は
、
公
営
化
と
民
営
化

の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
す
が
、
一
義
的

な
答
え
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

政
策
の
根
拠
③
：

金
融
業
へ
の
規
制

　

金
融
業
へ
の
規
制
は
以＊

前
も
論
じ
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
貸
し
手
（
供
給
者
）

と
借
り
手
（
需
要
者
）
の
間
の
情
報
ギ

ャ
ッ
プ
（
情
報
の
非
対
称
性
）
の
解
消

が
政
策
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
再
論
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

融
資
で
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
が
、
最
近
で
は
金
融
商
品

と
し
て
投
資
信
託
の
よ
う
に
リ
タ
ー
ン

は
大
き
い
も
の
の
リ
ス
ク
も
あ
る
商
品

が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
潜
在
す
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
購
買

者
に
十
分
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
安
全
資
産
で
あ
る
預
金
に
つ
い

図表 1　規制のない場合
■ 自由放任と余剰・規制との比較  −商品Ｂの市場−

100円

90円

80円

70円

60円

1個 2個 3個 商品Ｂの
取引数量

商品Ｂの
取引価格

余剰
20円

余剰
10円

余剰
10円

余剰
20円

供給者Ｂの
供給曲線

需要者Ａの
需要曲線

100円

90円

80円

70円

60円

1個 商品Ｂの
取引数量

商品Ｂの
取引価格

供給者Ｂの
供給曲線

需要者Ａの
需要曲線

余剰
40円

図表 2　規制のある場合
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て
も
、
預
金
と
は
、
銀
行
に
お
金
を
貸

し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
の
預
金

者
が
銀
行
の
経
営
の
詳
細
を
理
解
す
る

こ
と
は
現
実
に
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、

金
融
当
局
は
預
金
者
に
代
わ
っ
て
銀
行

の
経
営
全
般
を
監
督
す
る
と
理
屈
付
け

さ
れ
ま
す
。
銀
行
が
免
許
業
で
あ
る
の

は
、
患
者
が
外
見
で
は
医
師
の
品
質
を

見
極
め
ら
れ
な
い
と
い
う
情
報
の
非
対

称
性
が
存
在
す
る
た
め
国
が
医
師
に
免

許
を
与
え
る
の
と
同
様
、
政
府
が
業
者

の
品
質
を
保
証
す
る
証
で
す
。

　

さ
ら
に
金
融
業
は
、
電
話
等
の
情
報

通
信
な
ど
と
同
様
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

産
業
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
ま
す
。

電
話
は
ぽ
つ
ん
と
１
台
あ
っ
て
も
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
。
通
話
を
受
け
る
相
手

が
多
い
ほ
ど
便
利
に
な
る
性
質
を
持
っ

て
い
ま
す
。
１
台
の
加
入
が
他
の
参
加

者
の
便
益
で
も
あ
る
の
は
外
部
経
済
で

す
。
こ
れ
は
顧
客
に
代
わ
っ
て
資
金
の

送
受
を
す
る
銀
行
も
同
様
で
す
。
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
産
業
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
大
き
い
ほ
ど
外
部
性
は
増
し
ま
す
が

一
方
で
は
企
業
の
独
占
を
招
き
や
す
く

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
独
占
禁
止
法
的

な
規
制
が
課
さ
れ
ま
す
。
ま
た
一
つ
の

事
故
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
連
鎖
的

に
つ
な
が
り
や
す
い
と
い
う
性
質
も
あ

り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
外
部

性
と
裏
腹
の
連
鎖
性
も
ま
た
規
制
・
監

督
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
過
度

な
規
制
・
監
督
は
産
業
の
活
力
と
利
用

者
の
利
便
を
損
な
う
た
め
、
欧
州
で
は

我
が
国
以
上
に
金
融
業
へ
の
規
制
・
監

督
は
控
え
ら
れ
る
方
向
に
あ
り
ま
す
。

政
策
の
根
拠
④
：

貨
幣
と
い
う
厄
介
な
存
在

　

貨
幣
は
市
場
経
済
に
不
可
欠
な
も
の

で
す
が
、
そ
れ
自
身
の
需
給
は
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
な
じ
ま
な
い
厄
介
な
財
で
す
。

　

冒
頭
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
、
財

が
需
給
で
均
衡
す
る
の
に
は
、
需
要
面

で
は
手
元
の
財
が
増
え
る
ほ
ど
新
た
に

財
を
入
手
す
る
満
足
度
（
効
用
）
が
低

下
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
し

ま
し
た
。
需
要
曲
線
が
右
下
が
り
に
描

か
れ
る
の
は
、
限
界
効
用
が
低
下
し
て

い
く
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
貨
幣
は

交
換
や
保
蔵
の
た
め
に
所
有
さ
れ
、
そ

れ
自
体
は
消
費
さ
れ
る
た
め
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
使
用
や
保
蔵
の
満
足

度
に
は
、
手
元
の
現
金
が
増
え
た
か
ら

減
退
し
て
い
く
性
質
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
貨
幣
は
そ
れ
自
体
の
性
質
と

し
て
は
需
給
均
衡
を
導
か
な
い
不
安
定

な
存
在
で
す
。
中
央
銀
行
が
貨
幣
量
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
、
物
価
の
安

定
と
か
景
気
対
策
と
か
様
々
な
こ
と
が

理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
理
論
的
に

は
こ
の
不
安
定
性
が
根
拠
で
す
。

　

貨
幣
に
つ
い
て
は
主
流
な
経
済
学
の

考
察
は
比
較
的
貧
弱
で
す
。
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
は
、
貨
幣
で
は
な
く
市
場
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
考
察
に
力
点
を
お
き
ま
し

た
が
、
そ
こ
に
は
当
時
経
済
的
な
繁
栄

と
は
富
と
し
て
の
金
や
貨
幣
の
蓄
積
と

の
考
え
が
根
強
い
な
か
で
、
市
場
に
よ

る
経
済
取
引
の
活
発
化
こ
そ
富
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
い
と
の
背
景
が
あ
り
ま

し
た
。
経
済
全
体
で
の
均
衡
を
示
し
た

一
般
均
衡
論
の
理
論
構
成
で
も
、
自
由

放
任
は
物
々
交
換
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
も
の
で
、
貨
幣
は
均
衡
が
成
立
し
た

後
に
導
入
さ
れ
て
経
済
全
体
の
物
価
水

準
を
決
定
す
る
ベ
ー
ル
の
よ
う
な
消
極

的
な
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
、
中
央
銀
行
は
、

貨
幣
は
経
済
か
ら
の
要
求
に
受
動
的
に

過
不
足
な
く
応
え
て
い
く
べ
き
と
い
う

考
え
方
を
伝
統
的
に
と
っ
て
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
貨
幣
の
供
給
を
実
物
取

引
の
裏
付
け
の
あ
る
商
業
手
形
の
割
引

に
限
る
と
い
う
真
正
手
形
主
義
と
い
う

原
則
で
す
。
実
は
こ
れ
が
色
褪
せ
た
と

は
い
え
今
日
で
も
米
国
を
は
じ
め
と
し

た
中
央
銀
行
の
原
理
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
自
由
放
任
を
尊
重
し
、
貨
幣
の

供
給
に
よ
っ
て
不
必
要
な
混
乱
を
起
こ

さ
な
い
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
た
こ

と
が
背
景
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
貨
幣
の
供
給
を
よ

り
積
極
的
に
行
お
う
と
い
う
考
え
方
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
由
放
任
の
修
正

が
出
発
点
で
す
。
貨
幣
に
よ
る
物
の
売

買
で
は
、
一
般
的
に
は
物
を
買
う
よ
り

も
物
を
売
る
方
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
貨
幣
に
は
単
な
る
ベ
ー
ル
で

は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
役
割
が
あ
る

と
さ
れ
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
商
品
販
売

で
収
入
と
し
て
貨
幣
を
得
る
こ
と
を

「
命
が
け
の
飛
躍
」
と
表
現
し
ま
し
た
。

ま
た
マ
ク
ロ
経
済
学
を
作
っ
た
ケ
イ
ン

ズ
も
、
貨
幣
が
な
け
れ
ば
商
品
購
入
が

で
き
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
貨
幣
所
得

の
裏
付
け
の
あ
る
需
要
を
有
効
需
要
と

し
て
、
有
効
需
要
の
量
が
経
済
全
体
の

規
模
を
決
定
す
る
理
論
（
有
効
需
要
の

理
論
）
を
確
立
し
ま
し
た
。

　

ま
た
自
由
放
任
で
想
定
す
る
の
は
、

短
期
で
す
べ
て
の
売
買
が
完
了
す
る
売

れ
残
り
な
ど
の
な
い
世
界
で
す
。
し
か

し
実
際
に
は
、
投
資
な
ど
生
産
に
は
時

間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
需
要
と
供
給

に
も
時
間
的
な
ず
れ
が
生
じ
、
自
由
放

任
の
よ
う
な
世
界
は
常
に
は
成
り
立
た

ず
、
均
衡
を
下
回
る
不
景
気
、
均
衡
を

上
回
る
景
気
過
熱
が
生
じ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
景
気
政
策
と
し
て
の
マ
ク
ロ

経
済
学
が
登
場
し
ま
し
た
。
景
気
政
策

の
根
拠
は
、
自
由
放
任
の
議
論
の
延
長

と
し
て
、
消
費
の
水
準
が
平
準
化
さ
れ

る
と
効
用
が
最
大
と
な
る
た
め
、
政
策

に
よ
っ
て
そ
の
状
態
を
作
り
出
す
こ
と

で
す
。
消
費
や
投
資
は
有
効
需
要
の
一

部
で
あ
り
、貨
幣
量
に
影
響
さ
れ
ま
す
。



貨
幣
量
を
変
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

消
費
の
平
準
化
を
導
く
の
が
金
融
政
策

で
す
。

　

ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
か
ら
発
展
を
遂
げ

た
現
代
の
標
準
的
な
マ
ク
ロ
経
済
学
は
、

さ
ら
に
自
由
放
任
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
期
待
の
役
割
に
よ
っ

て
将
来
が
現
在
に
影
響
を
与
え
る
な
ど

革
新
的
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
自
由

放
任
に
よ
る
均
衡
と
実
際
の
ず
れ
は
、

価
格
調
整
の
ず
れ
な
ど
に
よ
り
生
じ
る

も
の
で
あ
り
金
融
政
策
は
こ
の
ず
れ
を

埋
め
て
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
を
実
現
さ
せ

る
も
の
と
、
公
害
の
議
論
と
似
た
議
論

に
回
帰
し
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ク
ロ
経
済
学

に
よ
る
景
気
対
策
は
自
由
放
任
で
示
さ

れ
た
均
衡
の
議
論
と
は
別
世
界
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

基
本
は
政
策
に
よ
っ
て
自
由
放
任
の
均

衡
に
近
い
も
の
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す

る
抑
制
的
な
も
の
で
す
。
最
近
で
は
、

大
胆
な
金
融
緩
和
な
ど
に
よ
っ
て
金
融

政
策
で
経
済
を
自
由
に
操
作
で
き
る
よ

う
な
議
論
も
あ
り
ま
す
が
、
自
由
放
任

経
済
か
ら
の
ず
れ
の
修
正
が
本
来
の
姿

で
あ
り
、
勇
ま
し
い
主
張
は
全
く
当
を

得
て
い
な
い
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

政
策
の
根
拠
⑤
：

拡
大
す
る
資
産
市
場

　

不
動
産
な
ど
の
実
物
資
産
の
ほ
か
金

融
資
産
は
自
由
放
任
市
場
と
は
最
も
遠

い
市
場
で
す
。

　

資
産
市
場
は
、
年
々
増
大
し
現
在
で

は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
代
表
さ
れ
る
フ
ロ
ー
の
経

済
取
引
に
比
し
て
大
き
な
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。
資
産
で
あ
る
ス
ト
ッ
ク
は
、

元
来
は
フ
ロ
ー
の
取
引
の
結
果
増
減
す

る
も
の
で
あ
り
、
フ
ロ
ー
の
取
引
を
把

握
し
て
お
け
ば
十
分
と
い
う
考
え
方
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
不

動
産
も
金
融
資
産
も
フ
ロ
ー
経
済
と
は

違
う
独
自
の
論
理
で
動
く
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　

資
産
市
場
の
拡
大
は
金
融
部
門
に
と

っ
て
は
特
に
重
要
で
す
。
金
融
で
は
融

資
の
対
象
も
、
資
金
運
用
も
大
半
は
資

産
が
対
象
で
あ
る
の
が
実
際
で
す
。
資

産
市
場
の
考
察
な
し
に
は
金
融
も
経
済

も
分
析
で
き
な
い
の
で
す
。

　

一
方
経
済
学
で
は
、
依
然
フ
ロ
ー
経

済
が
主
た
る
対
象
で
、
資
産
市
場
に
つ

い
て
は
、
部
分
的
に
は
優
れ
た
考
察
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
体
系
的
な
理

論
は
い
ま
だ
出
来
て
い
ま
せ
ん
。
ま
し

て
経
済
の
実
態
で
あ
る
フ
ロ
ー
市
場
と

ス
ト
ッ
ク
市
場
を
統
合
す
る
理
論
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

フ
ロ
ー
の
取
引
と
比
べ
て
不
動
産
・

金
融
資
産
な
ど
の
資
産
の
取
引
に
は
大

き
く
異
な
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。一
つ

目
は
、
自
由
放
任
で
は
自
ら
消
費
す
る

財
サ
ー
ビ
ス
を
念
頭
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
資
産
市
場
で
は
、
例
え
ば
不
動
産

で
は
自
ら
居
住
す
る
の
で
は
な
く
転
売

目
的
で
の
保
有
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
の
経
済
学
で
は
、
債
券
や
株
式
な

ど
の
金
融
資
産
や
一
部
の
不
動
産
な
ど
、

自
ら
費
消
す
る
の
で
は
な
く
転
売
目
的

で
保
有
す
る
財
を
「
バ
ブ
ル
財
」
と
定

義
し
ま
す
が
、
実
は
前
項
で
論
じ
た
貨

幣
も
典
型
的
な
バ
ブ
ル
財
で
す
。
バ
ブ

ル
財
の
市
場
は
不
安
定
な
の
で
す
。

　

資
産
市
場
の
二
つ
目
の
特
徴
は
、
他

人
の
行
動
の
影
響
を
受
け
て
自
分
の
決

定
を
行
う
こ
と
で
す
。
資
産
の
売
買
で

は
、
他
人
の
行
動
を
先
読
み
す
る
こ
と

が
重
要
と
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

株
価
の
購
入
で
は
、
自
分
よ
り
は
他
人

が
上
昇
を
予
測
し
て
い
る
か
が
重
要
と

な
り
ま
す
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
う
し
た
投

資
行
動
を
当
時
英
国
で
行
わ
れ
て
い
た
、

新
聞
で
の
読
者
投
票
の
結
果
を
当
て
る

「
美
人
投
票
」
に
準な

ぞ
ら

え
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
は
自
分
が
誰
を
美
人
と
思
う
か
で

は
な
く
皆
が
誰
を
選
ぶ
か
を
当
て
る
こ

と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

厄
介
な
の
は
、
資
産

市
場
で
は
値
上
が
り
が
予

想
さ
れ
る
と
需
要
が
増
加

し
、
需
要
曲
線
が
自
由
放

任
の
右
下
が
り
で
は
な
く

右
上
が
り
と
な
る
こ
と
で

す
。
こ
の
点
も
以
前
論
じ

た
点
で
す
が
、
右
上
が
り

の
需
要
曲
線
で
は
価
格
が
上
昇
す
る
と

超
過
供
給
が
生
じ
価
格
が
下
が
る
の
で

は
な
く
超
過
需
要
が
生
じ
価
格
が
さ
ら

に
上
昇
す
る
と
い
う
不
安
定
な
バ
ブ
ル

状
態
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
資
産
市
場
に
は
何
ら
か
の

政
府
の
介
入
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
具
体
策
に
つ
い
て
は
資
産
市
場
に

つ
い
て
の
経
済
学
的
な
モ
デ
ル
が
完
成

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
確
立
し
た

意
見
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。

　

資
産
市
場
は
、
現
在
で
は
経
済
の
な

か
で
も
最
も
活
性
化
さ
れ
た
市
場
な
の

で
全
面
的
な
規
制
は
経
済
活
力
を
減
じ

て
し
ま
い
賢
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
現
実
に
は
対
症
療
法
的
な
課
税

や
、
資
産
市
場
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

金
融
機
関
に
つ
い
て
、
損
失
へ
の
予
防

と
し
て
の
一
定
の
資
本
を
維
持
し
て
い

く
自
己
資
本
規
制
な
ど
の
政
策
に
留
ま

っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
政
策
を
考
え
る

う
え
で
課
題
の
大
き
い
分
野
で
す
。
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