
ラ
ム
ゼ
イ
モ
デ
ル
で
は
、
個
人
が
永
遠
の
命
を
も
ち
、
そ
の
永
遠
の
時
間
に
わ
た
っ
て
最
適
行
動
を
お
こ
な

う
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
仮
定
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
章
で
は
、

現
実
の
人
間
の
有
限
の
人
生
か
ら
派
生
す
る
経
済
学
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

ま
ず
最
初
に
、
人
生
を
八
十
年
と
す
れ
ば
、
あ
る
個
人
が
自
分
の
意
志
で
計
画
で
き
る
よ
う
な
時
間
は
せ
い

ぜ
い
六
十
年
く
ら
い
だ
。
最
初
の
二
十
年
ほ
ど
は
、
本
人
よ
り
も
む
し
ろ
親
の
意
志
の
方
が
大
き
い
な
役
割
を

果
た
し
、
自
分
で
は
計
画
で
き
な
い
か
ら
だ
。

こ
の
六
十
年
と
い
う
数
字
が
も
つ
意
味
か
ら
考
え
よ
う
。　
一
般
的
に
、
人
間
は
近
視
眼
的
に
生
き
て
い
る
か

ら
、
将
来
の
消
費
は
現
在
の
消
費
に
比
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
価
値
が
な
い
。
経
済
学
は
、
こ
の
心
理
を
、
将
来
の

効
用
が
、
現
在
か
ら
の
時
間
距
離
に
応
じ
て
割
り
引
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
効
用
の
割
引
率
を

一
年
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
、
つ
ま
り
、
来
年
の
効
用
は
今
年
の
効
用
に

比
べ
て
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
価
値
が
な
い
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
六
十
年
後
の
効
用
は
現
在
の
効
用
に
比

べ
る
と
、
な
ん
と
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
六
十
年
後
以
降
の
こ
と
は
完
全
に
無

視
し
て
も
、
経
済
学
的
な
結
論
に
そ
れ
ほ
ど
差
は
で
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
定
性
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
ま
っ

た
く
同
じ
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
経
済
学
で
仮
定
す
る
永
遠
の
人
生
と
い
う
虚
構
も
、
そ
れ
ほ
ど
非
現
実
的
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の

た
め
に
、
現
在
の
ほ
と
ん
ど
の
マ
ク
ロ
経
済
モ
デ
ル
は
、
永
遠
の
人
生
を
も
つ
個
人
を
そ
の
構
成
員
と
し
て
い

る
の
だ
。

け
れ
ど
も
、
も
し
も
す
べ
て
の
人
間
が
永
遠
の
命
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
老
後
の
心
配
は
い
ら
な
い
。

人
間
が
永
遠
に
若
く
、
無
限
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
た
モ
デ
ル
で
は
、
老
後
を
考
え
て

行
動
す
る
人
間
は
い
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
社
会
保
証
制
度
な
ど
の
政
策
を
分
析
す
る
の

に
は
非
常
に
都
合
が
悪
い
。
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
現
代
の
マ
ク
ロ
経
済
学

は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
に
重
複
世
代
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
利
用
す
る
。



そ
も
そ
も
人
間
の
命
は
有
限
だ
か
ら
、　
一
人
の
人
間
が
数
期
間
だ
け
生
き
る
と
い
う
モ
デ
ル
は
と
て
も
自
然

な
も
の
だ
。
五
八
年
に
ポ
ー
ル
・
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
は
、　
一
人
の
人
間
が
三
期
間
だ
け
生
き
る
と
い
う
モ
デ
ル
を

つ
く
っ
た
。
こ
れ
ら
の
三
期
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
青
年
、
大
人
、
老
人
、
の
各
二
十
年
ず
つ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

彼
は
こ
の
モ
デ
ル
を
使

っ
て
、
経
済
社
会
に
利
子
率
が
生
じ
る
の
は
心
理
的
な
未
来
に
対
す
る
割
引
率
が
存

在
す
る
か
ら
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
利
子
率
は
理
論
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
り
え
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
、
利
子
率
の
発
生
原
因
は
時
間
選
好
と
い
う
人
間
心
理
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の

経
済
学
者
ベ
ー
ム

・
バ
ヴ

ェ
ル
ク
が
主
張
し
た
も
の
だ
。
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
は
、
か
り
に
人
間
が
現
在
よ
り
も
未

来
の
効
用
の
方
が
大
き
な
も
の
だ
と
す
る
と
い
う
反
実
仮
想
を
し
て
も
、
利
子
率
が
正
の
値
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
だ
。

サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
モ
デ
ル
は
、
人
間
の
寿
命
が
三
期
間
で
あ

っ
た
た
め
、
経
済
成
長
の
動
学
的
な
経
路
に
つ

い
て
、
明
示
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
各
世
代
が
同
じ
行
動
を
と
る
と
い
う
、
定
常
的
な
均
衡
状
態
の

分
析
の
み
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
分
析
制
限
を
打
破
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
に
お
け
る
明
示
的
な
計
算
可

能
性
を
実
現
し
た
の
が
、
六
五
年
の
ピ
ー
タ
ー

・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
に
よ
る
二
期
の
寿
命
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

各
人
は
、
青
年
期
に
は
働
い
て
所
得
を
え
る
。　
一
部
を
貯
蓄
し
て
、
働
け
な
い
引
退
後
の
老
年
期
に
備
え
る
。

老
年
期
に
は
貯
蓄
を
は
た
い
て
、
消
費
を
お
こ
な
う
。
無
限
の
命
と
永
遠
の
若
さ
に
比
べ
る
と
、
格
段
の
現
実

性
を
も
つ
モ
デ
ル
だ
。

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
使

っ
て
、
人
間
の
命
が
有
限
で
あ
る
場
合
の
資
本
の
蓄
積
経
路
を
考
察

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
結
論
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
経
済
学
者
の
間
に
存
在
し
て
い
た
、
以
下
に
説
明
す

る
興
味
深
い
問
題
意
識
と
関
連
し
て
い
た
。

六

一
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
エ
ド
ム
ン
ド

・
フ
ェ
ル
プ
ス
は
、
資
本
の
蓄
積
に
つ
い
て
の
概
念
で
あ
る
、

「経
済
の
動
学
的
効
率
性
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
、
技
術
的
に
進
歩
し
な
い
経
済
社
会
が
存
在
し
て
、
生
産
量
は
資
本
量
に
よ
っ
て
の
み
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決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
資
本
の
限
界
生
産
量
、
す
な
わ
ち
追
加
的
な

一
単
位
の
資
本
が
う
み

だ
す
財
の
量
は
、
資
本
の
量
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
段
々
と
減

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

「資
本
の

限
界
生
産
物
の
逓
減
法
則
」
で
あ

っ
た
。

こ
の
経
済
に
お
い
て
、
生
産
物
は
消
費
と
投
資
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
る
か
ら
、
貯
蓄
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は

す
な
わ
ち
資
本
の
量
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
初
は
資
本
を
蓄
え
る
ほ
ど
に
生
産
量
が
急
激
に
上
が

る
か
ら
、
次
の
期
に
は
よ
り
多
く
の
消
費
と
貯
蓄
が
可
能
に
な
る
。
け
れ
ど
も
資
本
の
量
が
多
く
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
追
加
的
な
資
本
は
そ
れ
ほ
ど
効
率
的
に
生
産
に
寄
与
し
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
最
終
的
に
は
、　
一
単
位

の
資
本
を
次
の
期
に
投
資
し
て
も
、　
一
単
位
以
下
の
追
加
的
生
産
し
か
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
、
あ
ま
り
に
も
貯
蓄
を
し
す
ぎ
た
経
済
は
、
そ
の
貯
蓄
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
す
べ
て

の
期
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
の
消
費
を
す
る
こ
と
で
き
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
リ
タ
ー
ン
も

な
い
の
に
た
め
こ
み
す
ぎ
て
、
結
局
は
損
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

経
済
が
定
常
状
態
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
状
況
は
次
の
よ
う
な
図
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

横
軸
は
資
本
量
、
縦
軸
は
生
産
量
を
表
し
て
い
る
。
資
本
の
量
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、
生
産
曲
線
の
傾

き
が
小
さ
く
な
る
。
注
意
す
る
べ
き
点
は
、
生
産
曲
線
と
四
十
五
度
線
と
の
交
点
を
実
現
す
る
資
本
量
ヽ
日
熙

だ
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
経
済
は
そ
の
生
産
の
す
べ
て
を
貯
蓄
つ
ま
り
資
本
投
資
に
回
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

消
費
量
は
ゼ
ロ
だ
。
こ
れ
以
上
の
生
産
量
は
、
定
常
状
態
と
し
て
は
維
持
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の

244245
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生産量

生
産
を
貯
蓄
し
て
も
、
次
の
期
に
は
そ
の
貯
蓄
と
同

じ
量
を
生
産
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
経
済
で
、
最
大
の
消
費
量
を
可
能
に
す
る
資

本
量
は
、
生
産
曲
線
の
傾
き
が
四
十
五
度
線
と
平
行

に
な
る
資
本
量
が
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
生
産
量
か

ら
次
の
期
の
貯
蓄
を
差
し
引
い
た
量
が
、
最
大
に
な

る
か
ら
だ
。
こ
の
量
グ
を
、
「資
本
蓄
積
の
ゴ
ー
ル

デ
ン
・
ル
ー
ル
」
と
い
う
。
な
ぜ
こ
れ
が
ゴ
ー
ル
デ

ン
・
ル
ー
ル
、
す
な
わ
ち
黄
金
律
な
の
か
と
い
う
と
、

こ
の
量
の
資
本
を

一
期
毎
に
蓄
積
す
れ
ば
、
最
大
の

消
費
量
す
な
わ
ち
効
用
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
経
済
が
こ
の
状
態
に
あ

っ
た
と
す
る

と
、
あ
る
期
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ
ル
ー
ル
以
上

の
量
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
時
的
に
は
よ

り
大
き
な
効
用
量
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
以
降
の
期
に
お
い
て
の
ロ
ス
の
方
が
大
き

社会的に到達可能な資本量



く
な
っ
て
し
ま
う

（こ
れ
に
は
効
用
関
数
が
危
険
回
避
型
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
ミ
ク
ロ

経
済
学
の
教
科
書
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
）
。

こ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
資
本
を
蓄
積
し
て
し
ま
う
と
逆
に
経

済
全
体
と
し
て
は
能
率
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
福
祉
量
が
最
大
に
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
状
態
は
、
効
用
関
数
の
動
学
的
最
大
化
に
関
し
て
非
効
率
的
で
あ
る
た
め
に
、
動
学
的
非
効
率
と
呼
ば
れ

ア０
。で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
本
の
蓄
積
経
路
の
な
か
で
、
経
済
が
こ
の
動
学
的
非
効
率
の
状
態
に
あ
る
と
結
論
で

き
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
キ
ャ
ス
に
よ
っ
て
厳
密
な
数
学
的
条
件
が
七

一
年
に
は
導
出
さ
れ
、
動
学
的
効
率
性
に
つ
い
て
の
分
析
は
さ
ら
に
確
立
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
。

実
際
問
題
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
戦
後
の
日
本
経
済
は
そ
の
生
産
の
約
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト

に
資
本
投
資
に
ま
わ
し
て
き
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
大
き

な
値
だ
。
か
り
に
ど
こ
か
に
資
本
を
蓄
積
し
す
ぎ
て
い
る
経
済
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
可
能
性
が

も
っ
と
も
高
い
の
は
日
本
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
本
当
だ
と
す
る
な
ら
、
日
本
は
ど
う
に
か
し
て
こ
れ
か
ら
資
本
投
資
の
量
を
減
ら
し
て
、
よ
り
大
き

な
消
費
を
享
受
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
会
社
社
会
と
働
き
す
ぎ
が
云
々
さ
れ
る
日
本
人
に
と
っ
て

は
、
ま
さ
に
切
実
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
こ
と
が
本
当
に
起
こ
り
え
る
の
か
と
少
し
不
思
議
な
気
が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は

学
部
時
代
に
ド
ー
ン
ブ
ツ
シ
ュ
と
フ
イ
ツ
シ
ャ
ー
の
マ
ク
ロ
経
済
学
の
教
科
書
を
読
ん
だ
と
き
に
、
は
じ
め
て

こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
記
述
を
目
に
し
た
の
だ
が
、
本
当
に
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
と
非
常
に

疑
間
に
思

っ
た
。
そ
の
疑
間
は
、
「誰
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
な
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
の
還
元
主
義
的
な
説
明
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
れ
ら
の
教
科
書
は
伝
統
的
な
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
立
脚
し
て
お
り
、
動
学
的
不
効
率
の
説
明
は
そ
の
可
能

性
の
示
唆
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
、
な
が
ら
く
こ
の
問
題
は
棚
挙
げ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
渡
米
し
て

大
学
院
に
進
ん
で
勉
強
を
し
て
み
る
と
、
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
が
み
た
の
は
、
次
の
よ

う
な
理
論
的
な
発
展
だ
。

マ
ク
ロ
経
済
学
の
基
本
モ
デ
ル
で
あ
る
ラ
ム
ゼ
イ
モ
デ
ル
は
、
資
本
の
蓄
積
経
路
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
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計
画
が
社
会
に
最
大
の
効
用
を
与
え
る
の
か
を
探
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ル
ー
カ
ス
に
よ
っ
て
、
個
人

の
効
用
の
最
大
化
問
題
と
し
て
再
措
定
さ
れ
た
の
は
前
述
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
か
ら
の
分
析
的
結
論
は
、
効
用
の
最
大
化
を
お
こ
な
う
と
、
資
本
の
量
は
あ
る

一
定

の
値
に
漸
近
的
に
近
づ
い
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
終
的
な
資
本
量
と
い
う
の
は
、

ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ
ル
ー
ル
に
比
べ
る
と
や
や
小
さ
な
値
に
な
る
。

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

ゴ
ー
ル
デ
ン

・
ル
ー
ル
で
あ
る
資
本
量
は
最
適
、
ま
た
は
も
っ
と
も
効
率
的
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
こ
で

の
規
準
は
、
単
に
定
常
状
態
に
お
け
る
消
費
量
が
最
大
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
人
間
に

は
未
来
の
効
用
を
割
り
引
く
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
現
在
の
消
費
は
未
来
の
消
費
よ
り
も
、
つ
ね
に
あ

る
程
度
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、　
一
期
ご
と
の
最
適
な
消
費
量
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル
を
実

現
す
る
消
費
量
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
反
対
に
資
本
の
量
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
ラ
ム
ゼ
イ
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
最
適
な
資
本
量
は
、
「修
正
さ
れ
た

（〓
ｏ
Ｑ
【識
＆
）
ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ

ル
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
値
は
た
し
か
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ
ル
ー
ル
よ
り
も
小
さ
な
も
の
だ
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
個
人
の
観
点
か
ら
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ｏ
ル
ー
ル
の
方
が
望
ま
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
が
現
在
の
消

費
を
未
来
の
消
費
よ
り
も
つ
ね
に
優
先
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
値
が
実
現
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
得
ら
れ
る
効
用
の
量
は
、
必
然
的
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル
か
ら
の
効
用
よ
り
も
大
き
く
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ム
ゼ
イ
モ
デ
ル
か
ら
の
結
論
と
し
て
は
、
資
本
量
は
ゴ
ー
ル
デ
ン

・
ル
ー
ル
よ
り
も
小
さ

い
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
大
き
く
な
る
、

つ
ま
り
経
済
が
動
学
的
非
効
率
状
態
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

ア０
。こ

れ
に
対
し
て
、
前
述
の
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
分
析
は
、
重
複
世
代
モ
デ
ル
で
は
こ
の
動
学
的
な
非
効
率
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
完
全
に
合
理
的
な
個
人
を
前
提
に
し
て
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
論
理
に
よ
る
。

二
期
間
だ
け
生
き
て
、
第

一
期
に
は
働
き
、
第
二
期
に
は

一
期
に
蓄
え
た
貯
蓄
か
ら
の
利
子
収
入
で
生
き
る

個
人
を
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
貯
蓄
は
資
本
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
各
個
人
は
消
費
し
な
か
っ
た
生
産
物
を
次

の
期
の
資
本
と
し
て
提
供
す
る
が
、
こ
の
資
本
は
次
の
世
代
の
若
者
の
労
働
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
を

生
産
す
る
の
だ
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
各
個
人
は
そ
の
子
供
か
ら
老
後
の
生
活
費
を
も
ら
う
と
は
考
え
な
い
か
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ら
、
結
果
と
し
て

一
人

一
人
が
か
な
り
大
き
な
貯
蓄
を
蓄
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

で
は
こ
の
貯
蓄
の
量
を
決
め
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
モ
デ
ル
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
た
と
え
ば
、
資
本
の
生
産

へ
の
貢
献
度
や
、
次
世
代
の
労
働
力
人
口
な
ど
が

供
給
サ
イ
ド
で
は
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
需
要
サ
イ
ド
で
は
時
間
選
好
の
度
合
い
が
重
要
だ
。
か
り
に
、
大
き

な
時
間
的
割
り
引
き
を
お
こ
な
う
と
す
る
な
ら
、
老
後
の
消
費
量
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
、

あ
ま
り
貯
蓄
は
な
さ
れ
ず
、
資
本
の
量
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
ら
な
い
。

反
対
に
老
後
が
非
常
に
重
要
で
あ
れ
ば
、
老
後
の
た
め
の
貯
蓄
は
度
を
こ
し
て
、
そ
の
結
果
、
資
本
量
は
非

効
率
な
ま
で
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
済
に
お
い
て
は
、
理
論
的
に
は
ゴ
ー

ル
デ
ン
ｏ
ル
ー
ル
を
越
え
る
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
個
人
が
自
分
の
老
後
の
生
活
を
よ
り
重
要
に
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
貯
蓄
の
量
が
増
え
る
こ
と

に
な
っ
て
動
学
的
非
効
率
に
お
ち
い
り
や
す
い
。
ま
た
、
資
本
の
生
産

へ
の
寄
与
分
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、

よ
り
多
く
の
資
本
が
蓄
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
、
パ
レ
ー
ト
最
適
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま

＞つノ。こ
こ
に
、
少
な
く
て
も
理
論
的
に
は
、
子
供
が
親
の
こ
と
を
考
え
な
い
、

つ
ま
り
各
世
代
が
利
己
的
な
経
済

に
お
い
て
は
、
動
学
的
な
非
効
率
が
発
生
し
う
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
か
な
り
興
味
深
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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ち
な
み
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
実
証
研
究
は
八
九
年
に
エ
イ
ベ
ル
等
が
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
は
、

ア
メ
リ
カ
や
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
先
進
国
の
経
済
は
、
資
本
を
蓄
積
し
す
ぎ
て
い
る
状
態
に
は
な
い
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
さ
ら
に
、
こ
の
モ
デ
ル
を
使

っ
て
、
政
府
の
発
行
す
る
国
債
の
も
つ
経
済

へ
の
影
響
を
も

分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
債
の
発
行
は

一
般
的
に
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
い
う
、
か
な
り
常
識
的
な
結

論
を
え
た
。

国
債
が
発
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
が
資
本
を
蓄
積
す
る
か
わ
り
に
、
政
府
債
を
買
う
こ
と
に
よ
っ

て
貯
蓄
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
個
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
確
実
に
払
い
戻
さ
れ
る
国
債
は
、
資
本
の
蓄

積
と
同
じ
貯
蓄
手
段
と
な
る
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、
経
済
と
し
て
は
、
そ
れ
は
資
本
量
の
減
少
に
つ
な
が
る
。

効
率
的
な
経
済
、
つ
ま
り
資
本
量
が
ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ
ル
ー
ル
よ
り
も
小
さ
な
経
済
に
お
い
て
は
、
そ
の
結
果
、

資
本
量
が
減

っ
て
生
産
が
減
少
す
る
。

よ
っ
て
、
資
本
量
が
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル
よ
り
も
少
な
い
経
済
で
は
、
資
本
量
の
低
下
は
そ
の
ま
ま
生
産

量
の
低
下
を
意
味
し
、
よ
っ
て
国
民
福
祉
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
資
本
量
が
ゴ
ー
ル
デ
ン
ｏ

ル
ー
ル
よ
り
も
多
い
場
合
に
は
、
資
本
量
を
減
ら
す
こ
と
は
生
産
量
の
増
大
に
つ
な
が
り
、
国
債
の
発
行
は
望

ま
し
い
の
だ
。



こ
の
よ
う
な
動
学
的
な
非
効
率
が
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
と
し
て
、
国
債
の
発
行
以
外
に
こ
の
事
態
を
な
ん

と
か
す
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
も
う

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
政
府
が
年
金
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
だ
。

動
学
的
非
効
率
は
、
パ
レ
ー
ト
最
適
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
理
論
的
に
は
、

な
ん
ら
か
の
社
会
的
な
契
約
に
よ
っ
て
社
会
全
体
の
消
費
を
上
げ
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
だ
。
そ
れ
が
民
間
の

自
由
な
契
約
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
な
い
の
は
、
各
世
代
が
別
々
の
時
間
を
生
き
て
い
て
、
世
代
間
の
契
約
市
場

が
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

政
府
は
、
こ
の
経
済
に
お
い
て
永
遠
に
存
続
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯

一
の
経
済
主
体
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
政

府
が
強
制
力
を
も

っ
て
、
年
金
制
度
を
導
入
す
れ
ば
い
い
。
最
初
の
期
に
、
若
者
か
ら
あ
る
程
度
の
所
得
を
と

り
あ
げ
て
老
人
に
バ
ラ
ま
く
。
所
得
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
若
者
に
対
し
て
は
、
彼
ら
が
老
人
に
な
っ
た
と
き
に
、

同
じ
よ
う
に
、
次
の
時
代
の
若
者
か
ら
税
金
を
あ
つ
め
て
そ
の
老
後
を
保
証
す
る
。
こ
の
政
策
を
永
遠
に
く
り

か
え
す
の
で
あ
る
。

こ
の
ス
キ
ー
ム
が
う
ま
く
ゅ
く
の
は
、
経
済
が
無
限
の
世
代
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
経
済
が

有
限
な
時
間
し
か
存
在
し
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
最
後
の
世
代
が
必
ず
損
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
社
会

的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な
い
。

こ
の
考
察
は
、
数
論
理
学
の
神
秘
と
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
有
限
性
の
仮
定
と
無
限
性
の
仮
定
で

は
、
そ
の
結
論
が
質
的
に
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
な
の
だ
。

サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
三
期
の
人
生
の
重
複
世
代
モ
デ
ル
で
は
、
利
子
率
が
負
の
値
を
と
る
場
合
が
あ
り
え
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
経
済
は
パ
レ
ー
ト
最
適
で
は
な
い
。
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
は
、
そ
の

場
合
に
は
国
家
が
年
金
制
度
を
導
入
す
る
か
、
ま
た
は
各
世
代
が
貨
幣
を
受
け
渡
す
と
い
う
社
会
契
約
を
結
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
厚
生
の
最
大
化
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
モ
デ
ル

に
は
資
本
は
存
在
せ
ず
、
各
個
人
の
資
源
は

一
期
ご
と
に
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る

（旧
約
聖
書
の
マ
ナ
の
よ
う

に
天
か
ら
降

っ
て
く
る
ら
し
い
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

こ
の
分
野
の
そ
の
後
の
発
展
と
し
て
は
、
国
債
の
発
行
と
年
金
制
度
は
論
理
的
な
同
値
関
係
に
あ
る
こ
と
が

コ
ト
リ
コ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
こ
と
が
最
重
要
だ
。
つ
ま
り
、
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
の
場
合
に
は
年
金
制

度
が
、
そ
し
て
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
で
は
国
債
が
経
済
に
お
い
て
は
た
す
役
割
が
分
析
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
国
債

を
発
行
す
る
こ
と
と
年
金
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ

れ
ら
を
区
別
す
る
必
要
は
存
在
し
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
国
債
の
残
高
と
年
金
制
度
と
は
同
時
に
分
析
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、
ロ
ー
ン
ン
ス
・
コ
ト
リ
コ
フ
の

『世
代
の
経
済
学
』
を
参
照
し
て
も

ら
い
た
い
が
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
強
烈
だ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
急
速
に
高
齢
化
が
進
み
つ
つ
あ

る
日
本
で
は
、
現
在
の
高
齢
者
の
所
得
を
保
証
す
る
た
め
に

一
九
五
五
年
生
ま
れ
以
降
の
世
代
、
さ
ら
に
は
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
い
未
来
の
世
代
に
巨
額
の
負
担
を
強
い
る
必
要
が
あ
る
。
大
蔵
省
や
保
守
系
の
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
達
は
赤
字
の
削
減
に
は
躍
起
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
年
金
制
度
を
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、

年
金
制
度
の
存
在
と
政
府
の
赤
字
が
未
来
の
世
代
に
与
え
る
経
済
的
な
効
果
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
。

や
や
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
が
、
か
り
に
経
済
が
動
学
的
非
効
率
状
態
に
あ
れ
ば
、
年
金
制
度
に
よ
っ
て
有
益

な
資
源
の
再
配
分
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
年
金
制
度
は
、
資
本
の
量
を
減
ら
し
、
生

産
量
を
縮
小
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
七
〇
年
代
に
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
マ
ー

テ
イ
ン
・
フ
ェ
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
、
長
期
の
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
の
経
済
学
に
明
快
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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八

一
年
か
ら
始
ま
っ
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、　
一
般
に
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
の
経
済
学
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
短
期
の
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
と
長
期
の
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
の
二
つ
の
視
点

が
あ
る
。

短
期
の
も
の
は
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ア
ー
サ
ー

・
ラ
ッ
フ
ァ
に
よ
る
税
率
と
労
働
量
、
税
収
の
関

係
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
簡
単
に
解
説
す
る
と
下
図
の
よ
う
に
な
る
。

横
軸
は
税
率
、
縦
軸
は
税
収
入
で
あ
る
。
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
税
率
が
ゼ
ロ
の
と
き
に
は
、
人
々
は

働
く
が
、
税
収
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん
と
税
率
を
上
げ
て
ゆ
く
と
、
人
々
は
少
し
働
く
の
を
バ
カ
バ
カ
し

く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
労
働
量
を
減
ら
す
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
高
い
税
率
は
大
き
な
税
収
を
も
た
ら
す
。

け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
以
上
の
税
率
に
な
る
と
、
働
い
て
も
そ
の
収
入
の
ほ
と
ん
ど
が
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る

た
め
に
働
く
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
が
減

っ
て
、
人
々
は
働
か
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
税
収
は
減
少
す
る
こ
と
に
な

る
。
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
に
な
る
と
、
誰
も
働
か
な
い
か
ら
税
収
も
ゼ
ロ
に
戻

っ
て
し
ま
う
。



あ
る
臨
界
的
な
税
率
を
超
え
る
と
逆
に
税
収
が
減

る
わ
け
で
、
ラ
ッ
フ
ァ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
個
人

所
得
税
は
こ
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
主
張
し
た
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
減
税
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
々
は
余
計
に
働
き
、
生
産
量
が
増
加
す
る

だ
け
で
は
な
く
税
収
ま
で
も
多
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ち
ょ
っ
と
考
え
た
だ
け
で
も
あ
り
そ
う
も
な

い
主
張
は
、
労
働
経
済
学
か
ら
の
実
証
的
な
批
判
も

あ

っ
て
、
ま
っ
た
く
学
会
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
税
率
が
上
が
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
働
か

な
く
な
っ
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ

の
レ
ベ
ル
に
い
た
る
ほ
ど
に
は
、
現
在
の
税
率
は
高

く
な
い
。

税
収
入

こ
れ
に
対
し
て
、
長
期
の
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
の
経
済
学
は
、
学
会
に
非
常
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
マ
ー
テ
ィ
ン

ｏ
フ
ェ
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
社
会
保
証
制
度
、
つ
ま
り
主
に
年
金
制
度
の

導
入
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
資
本
量
は
、
年
金
制
度
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
比
べ
る
と
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
も
減
少
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
結
論
を
出
し
た
か
ら
だ
。

こ
の
数
字
は
、
生
産
量
に
し
て
、
だ
い
た
い
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
所
得

が
減

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
も
と
も
と
の
理
論
的
前
提
は
基
本
的
に
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
も
の
だ
っ
た
が
、
現

在
の
理
論
は
、
重
複
世
代
モ
デ
ル
に
よ
る
も
の
だ
。
年
金
が
存
在
す
れ
ば
、
個
人
は
そ
れ
を
当
て
に
し
て
、
若

い
と
き
の
貯
蓄
を

へ
ら
す
。
だ
か
ら
、
資
本

へ
の
投
資
が
減
少
し
て
し
ま
う
。

こ
の
分
析
が
長
期
の
サ
プ
ラ
イ

・
サ
イ
ド
の
問
題
だ
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
年
金
制
度
が
経
済
に
影
響
を
与
え

て
ゆ
く
過
程
は
、　
一
人
の
人
間
の
一
生
以
上
の
年
月
に
わ
た
る
だ
ろ
う
こ
と
に
起
因
す
る
。
経
済
が
徐
々
に
均

衡
的
定
常
状
態
に
近
づ
い
て
ゆ
く
と
す
る
な
ら
、
そ
の
最
終
的
な
効
果
の
確
定
に
は

一
世
紀
以
上
を
要
す
る
か
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も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
そ
の
治
療
に
も
同
じ
ほ
ど
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
年
金
制
度
と
い
う
の
は
、
別
に
経
済
的
な
効
果
を
狙

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

「年
寄
が
貧
乏
な
状
態
で
老
後
を
送
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
い
う
よ
う
な
福
祉
的
、
ま
た
は
国
家
後
見
主

義
的
な
理
由
か
ら
支
持
さ
れ
た
政
策
だ
。
そ
こ
に
経
済
学
的
な
分
析
を
持
ち
込
ん
で
批
判
す
る
の
は
、
そ
の
制

度
主
旨
か
ら
す
れ
ば
少
し
ば
か
リ
ピ
ン
ト
は
ず
れ
だ
ろ
う
。

現
代
経
済
学
は
規
範
科
学
で
は
な
い
。
あ
る
政
策
が
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
や
、
ト
レ
ー
ド

・
オ

フ
の
関
係
が
存
在
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
分
析
、
指
摘
で
き
て
も
、
そ
れ
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
は
政
治
的

な
選
択
の
問
題
で
あ

っ
て
、
経
済
科
学
の
そ
れ
で
は
な
い
の
だ
。

最
後
に
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
が
お
し
す
す
め
た
短
期
的
な
政
策
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、

よ
く
政
策
系

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が
主
張
す
る
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
況
時
に
お
い
て
消
費
を
刺
激

す
る
た
め
の
減
税
政
策
、
さ
ら
に
赤
字
国
債
の
発
行
に
よ
る
政
府
支
出
の
増
大
な
ど
に
は
、
こ
れ
ま
で
ケ
イ
ン
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ズ
経
済
学
が
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
景
気
の
浮
上
効
果
が
本
当
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
Ｉ
Ｓ
‐
Ｌ
Ｍ
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
た
思
考
を
す
る
か
ぎ

り
は
、
必
然
的
に
効
果
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
均
衡
動
学
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
か
ら
の
分
析
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
み
た
い
。

重
複
世
代
モ
デ
ル
の
基
本
型
は
、
個
人
個
人
が

一
人
ず
つ
勝
手
に
生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
利
己
的
な
人
間
行

動
を
前
提
に
し
た
も
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
普
通
の
人
に
は
子
供
も
い
る
し
、
そ
の
子
供
の
こ
と
を
考
え
て
行
動

し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
に
、
親
か
ら
子
へ
の
利
他
主
義
を
導
入
す
る
こ
と
に
す
る
。

ロ
バ
ー
ト

・
バ
ロ
ー
の
七
四
年
の
論
文
、
『政
府
債
は
実
質
的
な
国
冨
か
？
』
は
、
重
複
世
代
モ
デ
ル
に
利

他
主
義
を
も
ち
こ
ん
だ
。
こ
れ
は
政
策
の
有
効
性
を
問
う
と
い
う
類
の
論
文
の
な
か
で
は
、
最
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
も
の
の

一
つ
だ
が
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
単
純
明
快
で
あ
る
。

一
人

一
人
が
自
分
の
子
供
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
、
つ
ま
り
子
供
の
効
用
の
量
か
ら
も
効
用
を
え
る
個
人
が
、

二
期
間
の
人
生
を
も
つ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
各
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
の
た
め
に
遺
産
を
残
す
。
こ
の
社
会

は
、
こ
の
よ
う
な
完
全
に
同
じ
種
類
の
人
間
か
ら
構
成
さ
れ
、
無
限
に
存
続
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
で
は
、

政
府
が
何
ら
か
理
由
、
た
と
え
ば
景
気
が
悪
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
国
債
を
発
行
し
て
支
出
を
増
加
さ
せ
る

と
、
そ
の
時
代
に
生
き
る
人
間
は
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ま
で
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
で
は
、
減
税
を
す
る
と
人
々
は
そ
の
一
定
割
合
を
消
費
す
る
。
そ
れ
が
Ｉ
Ｓ



カ
ー
ブ
を
押
し
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
需
要
は
上
が
り
、
経
済
は
完
全
雇
用
を
達
成
す
る
よ
う
な
生
産
量

を
回
復
す
る
。
と
ま
あ
、
こ
う
い
っ
た
都
合
の
い
い
説
明
が
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
バ
ロ
ー
の
結
論
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
て
い
た
。
人
々
は
、
政
府
の
赤
字
が
増
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
将
来
の
増
税
を

（正
し
く
も
）
予
期
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
増
税
が
自
分
達
の
子
供
に
ふ
り
か
か
る
だ

ろ
う
こ
と
を
予
期
す
る
た
め
に
、
そ
の
増
税
の
分
だ
け
余
計
に
遺
産
を
残
す
。
つ
ま
り
、
利
他
的
な
個
人
は
減

税
額
の
す
べ
て
を
貯
金
に
ま
わ
す
た
め
に
、
消
費
量
は
ま
っ
た
く
増
え
な
い
。

バ
ロ
ー
の
こ
の
、
「赤
字
国
債
の
発
行
に
よ
る
政
府
支
出
の
増
加
は
、
消
費
を
増
や
さ
な
い
」
と
い
う
主
張

は
、
十
九
世
紀
の
初
頭
に
リ
カ
ー
ド
が
そ
の
萌
芽
的
考
察
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら

「リ
カ
ー
ド
の
等
価
定
理

（空
ｓ
ａ
【”
５
∪
Ｏ
Ｌ
【σ
”
【①
Ｒ
ｅ
」
と
呼
ば
れ
る
。

読
者
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
が
よ
り
現
実
的
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
バ
ロ
ー
の
モ
デ
ル
は
単
純
化
さ
れ
す
ぎ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
し
、
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
計
画
的
に
物
事
を
実
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と

で
、
や
は
リ
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
方
が
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ケ
イ
ン
ズ
主
義
者
の
多
く
は
、
そ
も
そ
も
合
理
的
な
経
済
人
の
概
念
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
リ
カ
ー

ド
の
等
価
定
理

へ
の
反
論
と
し
て
は
、
そ
こ
で
仮
定
さ
れ
る
よ
う
な
合
理
的
貯
蓄
行
動
な
ど
は
起
こ
ら
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
計
算
可
能
性
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
は
情
報
の
不
完
全
性
の
た

め
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
別
の
研
究
者
は
経
済
の
不
均
衡
状
態
を
重
視
し
、
「不
況
期
の
経
済
は
均
衡
状
態
に

は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
均
衡
点
に
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
は
必
ず
利
益
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
す
べ
て
ど
こ
か
で

（現
存
の
）
ミ
ク
ロ
経
済
学
と
不
整
合
で
あ
る
か
、
ま
た

は
記
述
的
な
モ
デ
ル
を
構
築
で
き
な
い
た
め
に
単
な
る
お
話
の
域
を
出
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
よ
り
厳
密
な
モ

デ
ル
を
使

っ
た
分
析
を
指
向
す
る
若
手
の
経
済
科
学
者
か
ら
は
、
見
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

均
衡
動
学
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
な
が
ら
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
発
想
を
生
か
そ
う
と
す
る
ニ
ュ
ー
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン

は
、
バ
ロ
ー
の
分
析
の
演
繹
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
反
論
を
し
て
し
て
い
る
。

ま
ず
現
実
の
社
会
で
は
遺
産
を
残
す
べ
き
子
供
の
い
な
い
人
や
、
子
供
が
い
て
も
遺
産
を
残
す
気
の
な
い
人

は
多
い
。
こ
う
い
っ
た
人
は
減
税
分
を
す
べ
て
消
費
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
将
来
の
収
入
を
見
越
し
て
現
在

消
費
し
た
い
の
に
、
銀
行
が
お
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
る
人
も
い
る
。
こ
う
い
っ
た
人
も
減

税
分
を
そ
も
ま
ま
消
費
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
実
的
な
制
約
条
件
が
存
在
す
る
た
め
に
、
政
府
が
赤

字
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
に
は
、
実
質
的
な
効
果
が
存
在
す
る
と
い
う
。

現
在
、
リ
カ
ー
ド
の
等
価
定
理
が
厳
密
に
成
り
立

っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
経
済
学
者
は
い
な
い
。
そ
れ

は
つ
ま
り
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
現
実
的
な
政
策
論
と
し
て
も
、
政
策
の
も
つ
弊
害
と
そ
の
効
果
と
の
間
の
ト

レ
ー
ド
オ
フ
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
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こ
の
章
の
分
析
は
す
べ
て
、
個
人
か
ら
構
築
さ
れ
る
経
済
モ
デ
ル
を
そ
の
前
提
に
し
て
い
る
。
ど
の
研
究
に

し
て
も
重
要
な
政
策
を
扱

っ
て
い
る
が
、
政
策

へ
の
個
人
個
人
の
反
応
を
計
算
に
入
れ
な
い
と
、
政
策
の
効
果

を
ま
っ
た
く
見
誤

っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
れ
が
ル
ー
カ
ス
が
批
判
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
章
で
見
て
き
た
研
究
は
、
政
策
の
長
期
的
な
経
済
効
果
を
分
析
し
て
い
る
。　
一
期
が
二
十
五

年
か
ら
二
十
年
と
い
う
重
複
世
代
モ
デ
ル
は
、
そ
も
そ
も
長
期
的
な
経
済
分
析
を
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
か

ら
だ
。
長
期
に
お
い
て
は
情
報
の
処
理
に
つ
い
て
の
問
題
も
、
行
動
を
適
切
に
調
整
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
の
問

題
も
重
要
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
各
期
に
お
い
て
ワ
ル
ラ
ス
の
均
衡
が
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
近
似
と
し
て
は

悪
く
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
長
期
的
な
政
策
の
分
析
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
出
番
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
的
な
視
点
は
、
個
人
が
情
報
を
処
理
す
る
時
間
が
十
分
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
短
期
を
扱

っ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
短
期
に
お
い
て
は
貨
幣
は
実
体
経
済
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
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あ

っ
て
も
、
長
期
に
お
い
て
は
単
な
る
価
値
尺
度
以
上
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、

短
期
に
お
い
て
も
長
期
と
同
じ
よ
う
に
均
衡
分
析
を
お
こ
な
う
ニ
ュ
ー
ク
ラ
シ
カ
ル
の
方
法
は
、
短
期
だ
け
を

不
均
衡
分
析
と
し
て
別
に
扱
う
こ
と
を
主
張
す
る
ニ
ュ
ー
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
に
比
べ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
は
る

か
に
審
美
的
で
あ
る
。

重
複
世
代
モ
デ
ル
は
、
有
限
の
命
を
も
つ
個
人
か
ら
構
築
さ
れ
、
か
つ
世
代
間
の
相
互
関
係
を
明
示
す
る
モ

デ
ル
で
あ
る
た
め
、
取
り
扱
う
理
論
や
政
策
が
世
代
概
念
を
含
む
場
合
に
は
不
可
欠
だ
。
そ
の
意
義
は
、
ラ
ム

ゼ
イ
モ
デ
ル
に
匹
敵
す
る
だ
ろ
う
。
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
ほ
ど
多
方
面
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
経
済
学
者
も
珍
し

い
が
、
カ
ー
ル
ｏ
シ
ェ
ル
は
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
に
向
か
っ
て
、
「重
複
世
代
モ
デ
ル
こ
そ
が
あ
な
た
の
残
し
た

も
っ
と
も
偉
大
な
業
績
だ
」
と
い
っ
た
ほ
ど
な
の
だ
。





こ
れ
ま
で
現
代
経
済
学
の
発
展
と
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
科
学
と
し
て
の
マ
ク
ロ
経
済
学
の
大
き
な
流

れ
が
還
元
主
義
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
然
科
学
、
と
く
に

物
理
化
学
の
大
成
功
を
目
指
し
て
発
展
し
て
き
た
経
済
学
と
し
て
は
、
必
然
的
で
あ
っ
た
。

現
代
経
済
学
以
前
の
政
治
学
、
経
済
学
、
ま
た
は
社
会
学
、
歴
史
学
の
発
想
は
、
ま
ず
社
会
現
象
と
い
う
も

の
を
認
識
し
、
そ
の
現
象
自
体
の
観
察
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
法
則
を
見
出
そ
う
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
、
現
象
の
観
察
、
そ
し
て
そ
の
法
則
性
の
推
論
と
い
う
知
的
営
為
が
存
在
し
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
は
自
然
科
学
と
の
共
通
性
が
存
在
す
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
致
命
的
な
相
違
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
全
体
を
部
分
に
還
元
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
全
体
に
つ
い
て
の
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
、
社
会
科
学
で
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
こ

と
だ
。

た
と
え
ば
、　
一
般
に
社
会
学
に
お
い
て
は
、　
一
連
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
文
化
が
個
々
人
の
発
生
以
前

に
存
在
し
、
個
人
の
社
会
化
を
通
じ
て
そ
の
文
化
は
自
動
性
を
も
っ
て
自
己
実
現
と
拡
大
を
お
こ
な
う
と
い
う

暗
黙
の
仮
定
を
お
く
。
社
会
学
の
創
始
者
デ

ュ
ル
ケ
ム
が
、
こ
の
発
想
の
最
初
の
具
現
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

個
人
が
な
ん
ら
か
の
合
理
的
な
理
由
に
よ
っ
て
行
動
を
選
択
す
る
と
い
う
発
想
は
存
在
せ
ず
、
個
々
人
は
社
会

に
お
い
て
の
既
存
の
行
動
を
無
批
判
に
学
習
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
、
社
会
学
に
お
い
て
還
元
主

義
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト

・
コ
ン
ト
以
来
の
還
元
主
義
的
な
社
会
理
解
と
は
、
社
会
を
個
に
還
元
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
あ
る
社
会
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
構
成
す
る
各
個
人
の
行
動
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
そ
れ
ら
の
個
人

が
当
該
行
動
を
実
行
す
る
の
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
現
象
の
究
極
的
な
説
明
は
つ
ね
に
、

個
々
人
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
現
象
を
引
き
起
こ
す
行
動
を
す
る
の
か
と
い
う
疑
間
に
帰
着
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
。

経
済
学
は
、
な
ぜ
個
体
は
各
種
の
行
動
を
わ
ざ
わ
ざ
選
択
す
る
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
社
会
現
象
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
。
あ
る
社
会
現
象
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
合
理
的
個
人
行
動
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
意
識
こ
そ
が
、
理
学
と
し
て
の
経
済
学
の
核
心
だ
。

ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
以
来
の
経
済
学
者
の
求
め
続
け
て
き
た
社
会
現
象
に
対
す
る
説
明
と
は
、
還
元
主
義
的
な

合
理
的
な
個
人
行
動
か
ら
の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
接
近
方
法
に
納
得
し
な
い
人
間
は
経
済
学
か
ら
去

267



る
か
、
ま
た
は
理
論
的
で
は
な
い
と
し
て
放
逐
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ル
ー
カ
ス
の
提
唱
し
た
マ
ク
ロ
経
済

学
と
は
、
こ
の
社
会
現
象
の
還
元
主
義
的
方
法
の
徹
底
で
あ

っ
た
。
い
ま
や
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
現
象
は
個
人
の

行
動
原
理
か
ら
演
繹
的
に
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

一
般
的
理
解
が
、
経
済
学
界
に
完
全
に
確
立
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

マ
ク
ロ
経
済
学
が
誕
生
し
て
よ
う
や
く
半
世
紀
で
し
か
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
進
歩
を
予
測
す
る
こ
と
は
だ
れ

に
も
で
き
な
い
が
、
動
学
的
な
個
体
行
動
の
理
解
に
基
づ
く
マ
ク
ロ
経
済
理
論
の
深
化
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
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