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安
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こ
の
小
論
は
、
予
算
政
策
が
国
民
経
済
に
対
し
て
い
か
な
る意
義
を
も

つ

の 

安
定
政
策
と
成
長
政
策
のPolicy Implication

■1
'

:

深

.
谷

.

昌

弘

か
、
.あ
る
い
は
ま
た
、.
も
ち
う
.る
の
.か
，
と
い
う
こ
：と
を
総
合
的
に
分
析
し
よ 

う
と
す
る
私
の
研
究
計
画
の
準
備
段
階
の
一
画
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

経
済
政
策
の一

環
と
し
て
財
政
政
策
が
め
ざ
す
政
策
目
標
は
举「

で
は
な
く 

複
数
で
あ
る
。
そ
し
て
、.
そ
れ
ら
の
諸
目
標
達
成
の
た
め
に
用
.い
ら
れ
る
政
策 

手
段
も
ま
た
複
数
個
存
在
す
る
。
政
策
目
標
I

政
策
手
段
の
関
係
に
つ
い
て 

はM
u
s

oqr
a
v
e

の
最
適
予
算
と
.、

T
i
n
b
e
r
g
e
n

の
国
民
経
済
予
算
の
ニ
ー
つ
の 

考
え
方
が
.存
在
す
る
。
予
算
政
策
に
お
け
る
；

n

的
と
手
段
の
関
速
づ
け
は
、
 

M
u
s
g
r
a
v
e

の
.方
式
の
方
が
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
と
手
段
と 

の
間
に
は
1
対
1
の
対
応
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
嵇
々
の
目
標 

が
相
互
に
矛
盾
せ
ず
同
時
に
一
〇
〇
％
達
成
可
能
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な 

い
。
'
 
従
っ
て
、
夫
.々
に
ゥ
ェ
ー
ト
.づ
け
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
政
策
目
標
か
ら
な 

る
政
策
目
標
セ
ッ
ト
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
政
策
手
段
セ
ッ
ト
が
最
も
：

HI

的 

台
理
性
に
か
な
っ
た
も
の
.で
あ
る
か
は
、_
一
 

国
経
済
全
体
の
相
互
依
存
関
係
の 

中
で
分
析
さ
れ
選
択
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
，

'-

こ
.の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
，、T

i
n
b
e
r
g
e
n

の
論
理
擀
造
.の
方
が
よ
り
合 

理
的
で
あ
り
、
ま
た
、
.

operational

で
あ
^
と
言
え
よ
う
。

丨
I 

.
八

五

(

ニ

九

一
)



こ
のe

n
d
-
m
e
l

の
関
係
に
お

い
て
は
、
あ
る
政
策t

o
o
l

が
あ
る
目
標
に 

対
し
て
ど
れ
く
ら
い
有
効
か
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
目
標
に
対
し 

て
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
つ
か
が
ま
た
、
重
要
な
問
題
と
な
る
。
従
っ
て
政
策 

t
o
o
l

は
多
面
的
総
合
的
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
評
価
は
政
策 

諸is

標
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
.の
際
、
政
策E

標

のpolicy 

i
m


plication 
が
明
確
.
 
に
把
握
さ
れ 
て
な
く
て 
は
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
現 

在
の
と
こ
ろ
経
済
安
定
と
か
経
済
成
長
な
ど
が
政
策E

標
と
し
て
大
き
く

と
り 

あ
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
意
味
す
る
ど
こ
ろ
.は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と 

思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
こ
の

小
論
に
お
い
て
は
、

安
'{疋
政
策
及
び
成
長
政
策
が
政
策
的
に
何 

故
に
如
何
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
よ
う
と
思
う
。

政
策 

的
有
意
性
に
関
す
る
議
論
な
の
で
、
社
会
的
経
済
的
厚
生
と
い
う
概
念
に
よ
っ 

て
こ
れ
か
ら
の
分
析
は
進
め
ら
れ
る
。
.

I

安
定
政
策
と
成
長
政
策
の

Implication 

の
混
乱

財
政
政
策
のnn

標
と
し
て
は
、
⑴
資
源
配
分
、
⑵
所
得
分
配
、
⑶
経
済
安 

足
、
⑷
経
済
成
長
、
と
い
う
分
類
の
仕
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て 

は
、
⑶
と
⑷
を
ま
と
め
て
安
定
成
長
と
い
う項

！：！！

に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ 

る
® 

.

こ
れ
ら
の
う
ち
、
後
者
の
ニ
つ
、
即
ち
、
経
済
安
定
と
経
済
成
長
が
、
経
済 

政
策
及
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
財
政
政
策
の
政
策
目
標
の
中
に
組
’み
込
ま
れ
て 

理
論
的
に
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は

な
い
。

八

六

(

ニ
九
ニ)

し
か
し
な
が
ら
、
'こ
の
一
一
つ
の
目
標
の
も
.つ
意
味
.は
こ
、れ
ま
で
に
必
ず
し
も
明 

確
に
さ
れ
て
い

る
と
は

言
い

難
く
'
む
し
ろ

混
乱
し
て
い
る
と
さ
え
思
わ
れ 

る
。'
こ
.の
混
乱
は
:-
>
一
般
社
会
に
お
け
る
素
朴
な
認
識
の
混
乱
か
ら
、
政
策
理 

論
家
達
の
間
の
認
識
の
混
乱
に
至
る
ま
で
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
ニ
つ 

の
■例
を
.あ
げ
よ
う
。

例
⑴

産
出
能
力
は
今
年
一
〇
％
増
大
し
た
が
、

総
需
要
は
五
％
し
か
仲
び 

,
ず
経
済
成
長
の
実
績
は
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
政
府
は 

'需
要
を
引
き
あ
げ
成
長
率
を
高
め
る
政
策
を
と

る

べ

き

で

あ

る

。(

又
は 

:
逆
5

,産
出
能
カ
以
上

.に
需
要
が
伸
び
イ
ン
フ
レ
傾
向
に
あ
る
。

従
っ
て 

政
府
は
需
要
を
抑
制
し
安
定
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
主
張
.に
よ
れ
ば
、
景
気
刺
激
政
策
即
ち
成
長
政
策
、
景
気
抑
制
政
策
即
ち 

安
定
政
策
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
景
気
政
策
の
二
つ
の
局
面
を
夫
々
、
成 

長
政
策
、
安
定
政
策
と
同1

視
す
る
こ
の
種
の
混
乱
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が 

灰
る
。
第
一
に
，
成
長
と
い
う
現
象
は
背
後
で
好
景
気
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と 

い
う
こ
と
、
第
二
に
、
現
代
の
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
は
イ
ン
フ
レ
と
成
長 

の
デ

ィ

レ

ン

マ
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
安
定
政
策
の
重
点
が
デ
フ
レ 

よ
り
も
イ
ン
フ
レ
に

移
っ
て
い
る
こ
と
、

が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
⑵

総
需
要
の
安
矩
を
図
る
の
が
安
定
政
策
で
あ
り
、
産
出
能
力
の
増
大 

を
図
る
の
が
成
長
政
策
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
か
な
り
問
題
の
核
芯
を
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
次 

の
ニ
点
に
お
い
て
不
充
分
で
あ
る
。
第
一
に
、
ど
こ
.を
基
準
に
安
定
さ
せ
る
か 

が
不
明
確
で
あ
る
。.
こ
の
基
準
が
明
ら
か
で
な
く
て
は
安
定
政
策
の
意
味
づ
け 

が
は
っ
き
り
せ
ず
、
安
定
は
善
だ
と
い
う
一
種
の
信
仰
に
陥
い
る
。
第
二
に
、

成
長
政
策
が
舉
な
る
産
出
能
カ
の
増
大
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
に 

と
ど
ま
る
の
で
は
、
こ
れ
ま
た

政
策
：：！：

標
と
し
て
要
請
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
不 

充
分
で
あ
る
。
成
長
率
は
高
い
ほ
どw

e
l
f
a
r
e

に
と
.っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
、
 

と
い
う
判
断
が
こ
の
背
後
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
判
断
は
疑
問
で
あ 

る
。
例
⑵
の
.主
張
が
変
形
さ
れ
総
需
要
と
産
出
能
力
の
両
方
を
均
衡
さ
せ
つ
つ 

経
済
を
成
長
さ
せ
よ
う
と
い
う
議
論
に
な
る
と
前
述
の
政
策
0
標
の
⑶
と
⑷
が 

合
併
さ
れ
て
、
安
定
成
長
と
.い
う
目
徵
項
目
.を
形
成
す
.る
。
こ
の
需
給
均
衡
の 

成
長
をmi

ざ
す
安
定
成
長
と
い
う
主
張
は
、
確
か
に
安
定
と
成
長
を
相
互
に
規 

定
す
る
蕋
準
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
問
題
の
把
握
と
し
て
は
充
分
で
は
.
 

な
い
。
何
故
な
ら
、
後
述
す
る
如
く
、
需
給
均
衡
成
長
率
は
e
g.
q

g
な
存
在 

で
は
な
く
、
如
何
な
る
径
路
を
選
択
す
る
か
と
い
う
-問
題
を
無
視
し
て
お
り
、

• 

私
の
見
解
で
は
、
こ
の
主
張
は
根
本
的
に
は
安
政
策
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
長 

率
タ
ー
ム
で

の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
.

.

.

へ..：

：
.

私
は
こ
れ
ら
の
成
長
政
策
と
安
定
政
策
の
区
分
を
採
用
し
な
い
。
こ
の
よ
う 

な
区
分
の
仕
方
は
政
策
の
も
つ
意
味
を
充
分
に
明
確
に
し
な
い
し
、
政
策EI

標 

の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
政
策
理
論
は
な
り
た
た
な
い
.。

次
章
以
下
で
は
、
こ

の
よ
う
な
混
乱
の
赀
景
に
.あ
る

経
済
理
論
及
び
政
策
理 

論
の
発
展
に
つ
い
：て
简
il
i
な
描
写
を
試
み
た
の
ち
、.安
定
政
策
及
び
成
長
政
策 

のpolicy implication

の
明
確
化
に
努
め
た
い
。
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
意
図 

-

す
る
.主
題
で
.あ
.る
。

n
経
済
理
論
及
び
政
策
理
論
の
発
展
：

こ
の
章
で
は
、
安
定
政
策
及
び
成
長
政
策
、か
现
論
的
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に 

安
^
政
策
と
成
長
政
策
.の

Policy Implication

な
っ
た
、「

マ
般
理
論」

以
後
の
理
論
と
政
策
論
の
.発
展
の
筒
取
な
概
観
を
試 

み
る
。

〔
一

般
理
論〕

K
e
y
n
e
s

，の1

般
理
論
の
出
現
は
そ
の
後
の
経
済
理
論
及
び
政
策
論
に
大
き 

な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と

.は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

彼
の
理
論
と
政
策
意
識
と
の
密
接
な
関
係
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
一
九
三
〇 

年
代
の
太
不
況
と
い
う
現
実
を
か
か
え
、
彼
の
分
^
:と
そ

こ
か
ら
導
か
れ
た
処 

方
笺
は
、

貨
幣
賃
金
の
下
方
硬
直
性
、
流
動
性
ト
ラ
ッ
'プ
の
存
在
、
投
資
が
利
子
，率
に 

対
し
て
非
弾
力
的
で
"あ
る
こ
と
、
等
の
条
件
の
下
で
は
非
自
発
的
失
業
を
含 

む

under e
m
p
l
o
y
m
e
n
t

の
均
衡
国
民
所
得
が
成
立
す
る
。
均
衡
国
民
所
得 

水
準
を
決
定
す
る
の
は
総
需
要
の
大
き
さ
で
あ
り
、
従
っ
て
完
全
雇
用
達
成 

.
の
た
め
に
は
総
需
要
増
大
政
策
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
.め
.に
は
、
政
府
支 

出
水
準
の
引
上
げ
が
最
も
有
効
.で
あ
る
。
，

こ
の
ょ
う
な
彼
の
理
論
的
政
策
的
主
張
は
財
政
政
策
理
論
の
.テ
キ
ス
ト
に
完
全 

雇
用
達
成
と
い
う
政
策
H
標
を
附
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
政
府
支
出
の 

み
で
な
く
租
税
の
総
需
耍
に
対
す
る
効
鬼
も
分
析
さ
れ
、
租
税
と
支
出
の
組
合 

せ
か
ら
.な
る
選
択
的
完
全
雇
用
政
策
の
理
論
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

〔

完
全
雇
用
政
策
か
ら
驗
済
安
定
政
策
へ〕

.

'

.Ke
y
n
e
s

直
後
の
財
政
政
策
論
は
一
九
三
〇
年
代
に
対
す
る
反
省
が
ら
不
況 

対
策
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
以
後
、
戦
後
経
済
の
比
較
的
順
調 

な
歩
み
と
相
ま
っ

て

、

.完
全
雇
用
ば
か
ひ
で
な
く

物
価
安
定
を
も
ロ
標

.に
含
め 

た
経
済
安
定
政
策
の
主
張
が
な
さ
れ
る
ょ
う
に
な
り
、
デ
フ
レ
、
ィ
ン
フ
レ
の

’ 

八

七

(

一
一
九
三

)



両
方
に
注
意

が

払

わ

れ

る

.よ
う
に
な.っ
た
。

こ
と.に
最
近
'で
は
需
要
要
因
だ
げ 

‘
で
なく

：：；：； i
給

要

因

を

含

む

ィ

ン

フ

レ

現

象

、

い
わ
ゆ
る
コ
ス
ト
ィ
ン
フ
レ

.に
 ̂

.す
る
政
策
へ
の
関
心
が
高
ま
：
っ
て
き
て

.お
り
.、
単
な
る
総
需
要
操
作
に
よ
る
.景 

気
調
整

の

限

界

が

云

々

さ

れ

て

い

る

。

〔

成
長
理
論
の
発
％

 

.1〕 

： 

Y
 

'
 

K
e
y
n
e
s

のj

般
理
論
の
体
系
に
お
：い
て
は
、
'労
働
人
口
一
：定

、

資
本
ス
ト 

ッ
汐
も
ま
た
一
定
と
い
う
、s

e
t
t
i
n
g

の
も
と
で
経
済
分
析
が
：̂
さ
れ
た
の
で 

あ
る
が
、
..そ
の
後
、
こ
の
ニ
つ
の
仮
定
を
外
し
た
場
合
、
即
ち
、
t
ホ

ス
卜

ッ 

ク
は
&
r
に
よ

り
^
加

し

労

；働

人

ロ
も
ま
た
增
加
す

'る
場
合
、
..如
.何
.な
：る
経 

济

现
象
が
生
起
す
.る
か

と

い

う
問
.題
'に
多
く
：，の
理
論
家

.の
関
心
が
向
.け

ら

れ

る
 

よ
う
に
な
っ
た
こ
こ
に
い
わ
ゆ
るo

3
wtIl T

h
e
o
r
y

の
発
展
が
見

ら

れ

る 

の
で
あ
.る
。
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
がH

a
r
r
a

'

とD
o
m
a
r

で
あ
.る
。

’
 

资

本

と

露

が

増

加

し

つ

づ

け

る

限

り

生

産

.能

力

は

増

加

す

る

の
で
.ある 

.

か
ら
、、需
要
も
ま
た
そ
れ
に
見
合
っ
て
成
長
せ
ね
ば
、
完
全
履
用
も
資
本
の 

完
全
利
用
も
維
持
さ
れ
え
な
い
。

こ
.：

の
よ
.う
な
問
跟
意
識
，を
出
発
点
に
、
»
0
3
肖
は
投
資
.の
も
つ
'ニ
重
.性
.：格
に 

着2
：

し
て
成
長
理
論
を
定
式
化
し
た
の
で
あ
っ
、た
。
同
様
の
定
式
化
'が
、
ヶ
ィ 

ン
ズ
体
系
に
お
け
る
芷
の
貯
蓄
性
向
を
本
一

質
的
に
.動
学

的
要
•素
であ
る

と

い
う 

把
握
か
らH

a
r
r
a

.に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
。
彼
は
p

'

f

p
.と
い
う

三
つ 

”の
成
長
率
の
概
念
を
.用
い
て
.資

本

主

義

経

済

の

不
安
定
性
を
主
張
す
る
。

こ
の
二
人
の
財
政
政
策
理
論
に
与
え
た
最
も
大
き
な
影
響
は
、
お
そ
ら
く
、
 

需
要
と
供
給
を
成
長
の
タ
ー
ム
.で
一
致
さ
せ
て
い
と
う
と
い
う
考
え
方
だ
っ
じ 

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
o

'
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.〔

成
長
理
論
の
発
展
V

P
 

.
新
古
典
派
成
長
理
論〕

.

Harrod, 

D
o
m
a
r

の
成
長
，モ
デ
ル
で
問
題
に
な
っ
た
の
：は
、
貯
蒂
性
向
や 

資
本
係
数
：.の
固
定
性
で
あ
る
。
‘も

し

,'
也
産
^
素
の
代
替
が
可
^
で
あ
り
、
価 

格
機
構
が
調
整
機
能
：を
架
ず
な
ら
ば
、

の
い
う
不
安
定
性
は
犮
立
し 

な
い
.と
い
う
批
判
が
.な
さ
れ
、
新
古
典
派
成
長
理
論
と
い

わ

れ

る

一速
の
成
長 

■理
論
が
そ
の
後
登
場
し
て
き
た
o
v

新
古
典
派
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
伽
格
機
搆
は
充
分
.
に
調
.整

機

能

を

果

す

と 

.
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
'て
..お
り
、

っ
て
常
に
需
給
は
均
衡
し
て
い
る
。
そ 

し
て
‘専
ら
生
産
函
数
’
5
-¥
-
'
'
脚
.し
た
分
析
.が

な

さ

れ

る
-°
资

本

と

労

働

が

技

術

り 

に
代
替
可
能
な
ら
ば
価
格
の
調
整
機
能
を
通
じ
て
、
産

出

、

労
®

、

資

ホ

、

そ 

れ
ぞ
れ
の
成
.長
率
が
相
等
.し
.い
い
わ
.ゆ
る
o
o
s
s
>
g
° Mq.uiiibrium

に
経 

済

，
は

収

束

す

る

と

い

う

の

が

そ

：
の

主

張

で

あ

る

：
。
/

新

古

典

派

タ

ィ

。フ
の
モ
デ
ル
分
析
は
.現

段

階

で

は

財

政

政

策

理

論

に

證

的 

に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
るAJ:

は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

新
古
典
派
の
分 

析
の
成
果
を
政
策
論
的
観
.，点
.か
ら

評
価
し
て
み
る
と
、Goide.n .Age 
■の
均
衡
径 

路
は
成
長
率
と
し
て
ば

同
じ
値(

労
働
の
成
長
率
n)

で
あ
っ
て
も
そ
の
内

実
文 

貯
蓄
性
向
.
Sに
よ
つ
て

.異
っ
て
く
る

.と
，い

う

こ

と

、

又

、

最

終

的

に

は

あ

る
 

S
に

対
応
す
る

均
衡
径
路
に
到
達
す
る

に

し

て

も

そ

こ

に

到

る

時

^

11
各
尤 

u
n
i
q
u
e
l
y

に
決
^
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
と

い

う

こ

と

、

こ
の
二
っ
の

こ
と 

に

注
目
す
べ
き
で
あ

.ろ
う

.0
：

.

.
■■
.

又
、'新
古
典
派
の
主
張
が
、
実
際
の
経
済
現
象
に
お
い
て
失
業
や
ィ

ン

フ
レ 

ガ
お
こ
ら
な
I
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
価
格
と
生
産
要
素
の
弋 

替

に

つ

い

て

伸

縮

性

の

あ

る

仮

定

を

と

.
つ

た

場

合

の

こ

と

を

論

じ

て

い
る
と
い

う
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

. 

.と
の
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
.の
理
論
的
政
策
論
的
発
展
に

つ
い
て
筒
単
な
粗
述 

を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
以
後
、
こ
の
よ
う
な
発
展
の
.成
果
を
考
え
つ
つ
、
安 

£疋
政
策
反
び
成
長
政
策
の

Policy Implication

を
考
察
し
て
い
こ
う
。

f
f
l経
済
的
厚
生
函
数

経
済
政
策
の
最
終
的
H
標
は
国
民
の
経
済
的
厚
生
の
増
大
に
あ
る
わ
け
で
あ 

り
、

成
長
政
策
及
び
安
定
政
策
が
ど
の
よ
う
な
政
策
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
か 

と
い
う

問
に
解
答
を
与
え
る
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
が
経
済
的
厚
生
と
ど
う 

関
わ
っ
て
い
る
か
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て

後
の
議
論
^
た
め
に
简
単 

な
経
済
的
厚
生
函
数
を
設
定
し
よ
う
。

仮

定

⑴

非
経
済
的
厚
生
と
経
済
的
厚
生
は
互
い
に
豸
M肖
pcr
*

f
で

あ

る

。

⑵

社
会
の
経
済
的
厚
生
は
そ
の
社
会
を
構
成
す
る
個
人
の
経
済
的
厚
生
の 

函
数
で
あ
る
。

3

個
人
の
経
済
的
厚
生
は
そ
の
個
人
の
現
在
及
び
将
来
の
実
質
消
费
に
依 

存
ナ
る
。

⑷

財
は
一
種
類
、
同
一
の
財
が
资
本
財
と
し
て
も
消
费
財
と
し
て
も

使
H 

さ
れ
る
。

㈤
.
.生
産
耍
素
は
資
本
と
労
働
办
ニ
嵇
類
で
あ
る
。
 

.

⑶

社
会
は
れ
人
か
ら
な
り

齊
命
は
無
限
、taste

'.
不
変
と
す
る
。

(7
ぬ

^
は
将
来
消
费
の
削
画
を
意
味
す
る
。

又
、

纟
期

の

貯

蓄

は

C+
-
+ 2 

期
に
お
い
て
は
资
本
と

1
て
ァ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

.に
参
加
す
る
。
投

资

• '

安
51
1
政
策
と
成
丧
政
策
のPolicy Implication 

•

貯
蓄
の
主
体
は
同
一
。

(8
,
.
 Closed .system 

と
す
る
。

(

こ
れ
ら
の
仮
定
の
幾
つ
か
は
'後
の
章
の
中
で
は

必
要
に
応
じ
て
ゆ

る

め

ら

れ

る

ン
 

か
く
て
社
会
の
纟
期
に
ぉ
け
る
経
済
的
厚
生
は
1)
式
の
ょ
ぅ
に
定
義
さ
れ 

る
。
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(V
ま
で
の

制
約
の
も

と

で

の
最
大
化
を
計
画
す
る
の

が
周
知
の 

厚
生
経
済
学
の
命
題
で
あ
る
。X\t

は
将
来
消
費
の
計
画
に
基
づ
い
て
計
画
さ 

れ
決
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
^o

r
(
F
?
l
)

の
暧
大
化
は
け
麩
写 

a
+
1

鞋)

以
降
の
厚
生
最
大
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
てm

は
ぎ
，
«
?
«
•
?に
依
存
す
る
。
仮
に
全
知
全
能
の
神
が
こ 

の
茨
最
大
化
を
計
画
す
る
と
す
る
な
ら
、
彼
は
ニ=

i
〜

S
人
ま
で
の
労
働
供 

給
、
#-
っ
て
総
産
出(

ぉ
は
既
に
与
ぇ
ら
れ
て
い
る)

、
所
得
の
分
配
、
消
f
 

.貯
蓄
の
配
分
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

完
全
競
争
を
仮
定
す
る
な
ら

ば
、
価
格
の
機
能
がp

a
s
t
o

 O
p
t
i
m
a

を
保
証 

す
る
。
従
っ
て
、も
し
最
適
所
得
分
配
が
達
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
、

最
大
化
.
 

を
口

ざ
す
全
知
全
能
者
の
役
割
を
価
格
機
構
が
溃
じ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
"
財
が
一
財
で
は
な
く
多
数
存
在
し
I
そ
ひ
中
に
費
用
逾
败
産
業
> 

外
部
経
済
、
公
共
財
が
存
在
す
る
場
合
、
価
格
機
構
は
資
源
の
最
適
配
分
を
導 

か
な
い
。
又
，
既
知
の
如
く
、
最
適
所
得
分
配
も
価
格
機
構
.に
よ
っ
て
は
得
ら 

れ
な
い
。
従
っ
て
議
論
の
こ
の
段
階
で
は
政
府
に
資
源
配
分
政
策
と
所
得
苒
分 

配
政
策
が
耍
諸
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

IV
安
定
政
策
の 

Policy 

Implication

経
済
諸
変
数
の
変
動
そ
の
も
の
が

M
ま
し
く
な
い
と
い

う
よ
う
な
議
論
t
.一
 

種
の

信
^

の
よ
う
な
も
の
で
決
し
てplausible

で
は
な
い
。
し

か

し

な

が
 

ら

仮
に
い
く
つ
か
の
変
数
の
あ
る
绍
ま
し
い
水
準
が
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な 

.ら
ば
、
そ
の

水
準
に
変
数
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
は

政
策
的
に
有
意
と
い
う
こ
と 

.が
で

き
る
。
そ
こ
で

前
窣
で
導
入
し
た
経
済
的
厚
生
函
数
と
の

関
わ
り
で
安
定 

政
策
のpolicy implication

を
追
求
し
て
み
よ
う
。

〔K
e
y
n
e
s

完
全
厢
用
政
策
の
意
味〕

5
.し〕

.(1)

x
i
=
p
F
, 

6
 
丨

•.

.
S

•M
H
&
+fN
•し"

X

.

.(3)

M .
?

=

卜

.

.

.

.

.(4)

I M
M
5
i
 
=
>=
{

.

.
S

⑵〜

㈤
ま
で
の
制
約
条
件
の
う
ち
⑶
は

総
需
要
と
総
供
給
の
均
衡
、

⑷
は

労
働 

需
給
の
均
衡
を
夫
々
示
す
も
の
で
あ
る
。
.

K
e
y
n
e
s

 

体
系
は
^
章
で
述
べ
た
よ 

う
な
仮
定
の
も
と
でunder e

m
p
l
o
y
m
e
n
t

の
均
衡
国
民
所
得
の
成
立
を
も
た

九0

 

(

一一 

九
六)

ら
す
体
系
で
あ
る
。
今
、
完
全
雇
用
に
対
応
す
る
労
働
需
要
、
産
出
贵
を
夫
 々

で
示
す
と
、.K

e
y
n
e
s

の
示
し
た
事
態
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

=

-M
e
1
:
v
^
'

X
*
V
X
4

 

n 

G
t
i
A
t
f
K
t
)

.

M
?
+
%
:
し
h
z
a
x
,

J3
I
ち

- M
?
:
v
,̂ x
v̂x:
M(

«

U

K

N

*,労
働
市
場
に
お
い
て
需 

要
が
供
給
を
下
ま
わ
り
、
産
出
は
従
っ
て
完
全
雇
用
産
出
水
準
以
下
で
あ
り
、
 

し
か
も
財
需
給
の
均
衡
M(

-5
'.
+
«
^

)

=
x
4は
成
立
し
て
い

.^
と

い

う

事

態 

がunder e
m
p
l
o
y
m
e
n
t

の
均
衡
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
価
格
機
構
が
匀
最 

大
化
の
条
件
の
一
つ
で
あ

るPareto 

O
p
t
i
m
a

を
導
く
の
に
失
敗
し
て
い
る 

こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
 

,

K
e
y
n
e
s

の
政
策
的
提
言
は
、
2
|
=
卜
を
達
成
す
る
為
に
は
総
需
要
を 

X
*

に
ま
で
引
き
上
げ
ょ
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

^

W
:

投
資
は
独
立 

投
資
で
あ
る
と
見
な
し
た
場
合
、
完
全
雇
用
達
成
の
た
め
に
は
政
府
支
出

f 

を
導
入
し
、

が

M
«
^
+n,
む

とX
*

のg
a
p

を
埋
め
れ
ば
ょ
い
と
い 

う

も

の

で

あ

る

。

〔

需
給
均
衡
成
長
と
安
定
政
策〕

こ
こ
で
m
章
に
お
け
る
、
人
口
一 

定
と
い
う

仮
定
を
外
す
と
、t +
1

期
に 

お
け
る(2)〜

(5)

の
制
約
式
は

><
!
+
1
 
H Gi+lc4?l, i

r
?
)

.
：(

2)

、

M

«
£-
+
l 

+
%
/
• 

¥1 )

”
^
+
1

…

..

..(3)、

M

f
 

ニ

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S
、

^|
+

&
疒
=
^
+
1
.

.

.

.

.

(5)、

こ

こ

で

K
p
.
m
v
M
p
^
«
+
l
v
w

で
あ
る
か
ら
.、.
完
全
厘
用
を
維
持
す
る 

た
め
に
はX

?
1
I
X
“=

J
X
7
1

だ
け
総
需
袈
も
ま
た
増
加
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

も
し
、
現
実
の
経
済
に
お
い
て
価
格
機
構
が
こ
の
よ
う
な
条
件
を

自
動
的
に
満 

た
し
え
な
い
な
ら
ば
、
租
税
及
び
支
出
に
よ
っ
て
そ
の
調
整
が
な
さ
れ
る
こ
と 

が
政
府
に
要
請
さ
れ
て
く
る
。

以
上
の
如
く
、需
給
均
衡
成
長
と
い
う
概
念
か
ら
導
か
れ
る
政
策
は
g
^

の
完
全
雇
用
政
策
の
成
長
率
タ
I

A
で
の
翻
訳
に
他
な
ら
な
い
。
い
う
な
れ
ば 

完
全
屈
用
維
持
政
策
と
も
い
う
べ
き
政
策
で
あ
る
。

〔

安

矩

政

策

のPolicy Implication I:.

所
得
安
定〕

以
上
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
’に
、
安
定
政
策
の
一

つ
の
！！：：

標
で
あ
る
完 

全
厲
用
所
得
の
安
定
的
維
持
は
、s

t
a
t
i
c

な
表
現
で
あ
ろ
う
と
成
長
率
タ
ー
ム 

で
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
、
経
済
的
厚
生
極
大
化
命
題
に
お
け
る
制
約
式
を
満
足 

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
労
働
と
い
う
資
源
の
完
全 

利
用
.を
：

EL

ざ
す
も
の
と
言
え
る
。

労
働
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
資
本
に
つ
い
て
も
、
あ
る
望
ま
し
い
稼
動 

率
が
仮
に
決
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
い
労

働

と

資

本

の
 

利
用
度
の
組
合
せ
か
ら
安
定
さ
せ
る
ベ
き
所
得
水
準
が
ど
こ
か
と
い

う
基
準
、：

A

 

得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
安
定
政
策
の
う
ち
所
得
安
定
政
策
は
資
源
の
最
適
利
用
を
目
ざ
す 

政
策
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
最
適
利
用
と
い
う
言
葉
丈
厚 

生
を
極
大
化
す
る
よ
う
な
資
源
の
効
率
的
配
分
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な 

い
こ
と
に注

；！：

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
安
定
政
策
は
価
格
機
構
が 

Pareto 

O
p
t
i
m
a

を
も
た
ら
す
こ
と
に
失
敗
し
，て
い
る
こ

と
.が
前
提
に
なっ

安
定
政

^
と
成
長
政
策
の

！
^
!
^̂Implication

て要
：！

1
さ
れ
て
い
，
る
.も
の
で
あ
ヶ
/
資
溉
利
用
.の
效
率
他
は
別
に
し
て
、
資
源 

は
遊
休
さ
せ
て
お
く
よ
り
も
利
用
し
て
い
る
方
が
少
く
と
も
望
ま
し
い
と
い
う 

判
断
基
準
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

.

支
出
に
よ
る
完
全
雇
用
政
策
を
図
示
す
.る
こ
と
に
よ
っ
て
上
述
の
意
味
を

W 

確
認
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
財
は一

財
で
は
な
く
、
私
的
財
と
公
的
財
の
二
種
類 

を
考
え
る
。

今
、
経
済
は
過
少
雇
用
の

均
衡
に
あ
る
。
従

っ

て

図

幻

で

は

丑

丨

^
^
生

産

ブ 

ロ
ン
テ
ィ
ア
の
内
側
の

点
P
が
そ
の
位
置
を
示
し
て

い
る
。
そ
こ
で

政
府
は
公

的
財
の
P#
入
を
^ip

か
ら 

Z

S
に
増
大
さ
せ
、
乗
数 

機
構
に
よ
り
私
的
財
需
要 

.
も

N
2
Pか

ら
><
©'
に

移
 

行
し
、
経
済
状
態
は
P
か

.ら
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
の
な 

Q
へ
移
っ
たと
し
よ
う
。

I
こ
の
場
合
、
分
配
が
惡 

化
し
な
い
限
り
、
Z
S
V 

,
z
*
2
c>
v
!n
2
p 
で
あ
る 

か
ら

S

V

5
で
あ 

り
、
こ
の
政
策
は
以
前
よ 

り
も
厚
生
を
増
大
さ
せ
た 

と
云
え
よ
う
。
L
か
し
な 

が
ら
、
<
^
点
は
评
の
極
大 

九

一(

一
一
九
七

)

図

= Lの

ア

财 
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を
意
味
し
な
い
0

社
会
的
厚
生
の
無
差
別
||
1
|
線
と
6—

6

10

!
線
の
接
す
る
点
只 

が
力
点
で
あ
る
。
仮
に
安
定
政
策
に
.よ
つ
て
た
ま
た
ま
う
ま
く 
R
に
胃
^

し 

た
と
し
て
も
分
配
状
態
が
変
化
し
て
し
ま
う
な
ら
ま
だ
経
済
は
最
適
状
態
に
あ 

る
と
は
云
え
な
い
。
従
つ

て

、

安
定
政
策
は
.む
し
ろ
分
配
を
考
慮
し
た
姐
税
政 

策
に
よ
つ
て
達
成
し
、
支
出
は
資
源
配
分
め
基
準
か
ら
決
定
さ
れ
る
方
が
よ
り 

親
ま
し
い
と
い
う
議
論
の
根
拠
は
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
三
〇
年
代
に
«
^

^

$が
提
案
し
た
政
策
の
背
後
に
は
、
 

租
税
政
策
で
は
と
て
も
大
不
況
を
脱
し
克
な
い
と
い
う
深
刻
な
現
実
認
識
と
、
 

资
源
の
高
利
州
度
が
諶
ま
し
い
と
い
う
菡
準
の
他
に
失
業
は
社
会
恶
で
あ
る
と 

い
う
価
値
判
断
が
強
く
働
い
て
い
た
と
い
.う
こ
と
は
'
否
定
し
え
な
い
。
そ
れ 

ら
は
安
定
政
策
の
背
後
に
あ
る
時
代
精
神
で
あ
る
と
い
.つ
て
も
よ
い
。

〔

安
定
政
策
のPolicy Implication'II

_
物
偭
安
定
.

〕

.物
価
水
準
安
定
の
問
題
は
所
得
安
萣
と
は
別
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

w
4
=
F
t

〔(

a
fn,
.
;
£
,
H
£-)

j

こ
の
函
数
か
ら
も
明
ら
か
.な
よ
う
に
、
経
済
的
.厚
生
は
君

k
f
«
f
と
い 

う
良
物
概
念
に
扩
存
し
て
V
る
の
で
あ
つ
て
t
格
と
い
うn

o
m
i
n
a
l

.な
概 

念
と
は
直
接
的
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
。

.

仮
に
、
全
知
全
能
者
が
^

の
最
大
化
を
行
う
と
す
る
な
ら
、
彼
は
価
格 

と
い
う
概
念
な
ど
必
要
と
せ
ず
に
そ
の
仕
事
を
や
つ
て
の
け
る
で
あ
ろ
う
。
を 

う
な
れ
ば
物
価
水
準
の
安
定
な
.ど
と
い
う
問
題
は
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
全
知
全
能
者
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て 

は
、
彼
の
役
割
の
一
部
を
価
格
機
構
に
委
ね
、
市
場
の
欠
陥
を
補
う
べ
く
、
資 

源
配
分
政
策
と
所
得
W
分
配
政
策
が
政
府
.に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

九
ニ 

(

ニ
九
八)

で
は
何
故
、
物
価
蹇
が
政
策
的
意
義
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
現 

代
の
佃

格
機
構
が
、
.へ
全
面
的
信
頼
に
答
え
る

ベ
く
は
充
分
働
か
な
い
か
ら
で
あ 

,

る
。
種
々
の
価
格
の
複
合
物
と
し
て
の
物
価
の
口
ン
ト
口 
I

ル
が
要
請
さ
れ
る 

の
は
こ
の
た
め
'で
あ
る
。
で
は
激
し
い
物
価
の
変
動
が
ど
う
し
て
好
ま
し
く
な 

い
の
か
い
く
つ
か
の
理
山
を
あ
げ
る
と
、

U

実
質
所
得
，お
.ょ
び
資
産
の
分
配
を
変
化

.さ
せ
る
一

ィ

ン
フ
レ
は
一
般 

.

、
的
に
労
働
者
に
.と

，っ
て
相
対
的
に
不
利
に

作
用
す
る
。

⑵

国
際
収
支
の
均
衡
を
破
駿
す
る
。

(3
.
.资
源
の
'̂
率
的
配
分
を
漬
乱
す
る
。

(2
に
つ
t
て
は
，
こ
こ
で
は
詳
r
を
さ
け
る(

こ
の
こ
と
が
.あ
ま
り
11
1
;悪
で
な
い
と 

い
う
つ
も
り
で
は
な
い
。)

⑴
と
⑶
に
つ
い
て
は
、
物
価
水
準
は
間
接
的
に
経 

済
的
厚
生
に
影
：警
す
る
。
間
接
的
と
い
う
表
現
は
厚
坐
函
数
に
物
価
が
陽
表
的 

に
は
登
場
し
.て
こ
な
い

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

物
価
水
準
の
変
動
は
所
得
や
资
産
の
実
質
価
値
を
変
化
せ
し
め
る
。
又
、
景 

気
変
動
の
局
而
セ
全
て
の
価
格
が
同
一
方
向
に
等
速
度
で
変
化
す
る
わ
け
で
は 

.な
い
か
ら
、
物

価

動

は

特

定Q

グ
ル
I
プ
に
有
利
に
働
い
.た
り
不
利
に
働 

い
た
り
す
る
。
従
っ
て
物
価
水
準
の
変
動
は
所
得
分
配
を
攪
乱
す
る
。
そ
れ
故 

に
物
価
水
.準
の
変
動
は
西
分
配
政
策
の
成
果
を
相
殺
し
て
し
ま
う
か
も
し

 ̂

な
ぃ
。

更
に
-
諸
.§*
格
は
各
経
済
主
体
に
：と
っ
てPilot L

a
m
p
,
.

の
役
を
な
し
て
い 

る
の
に
、
そ
れ
が
激
し
く
動
.く
な
ら
ば
、
各
主
体
の
予
算
計
画
に
著
し
い
狂
い 

が
生
じ
る
。
従
っ
て
、
資
源
の
効
率
的
配
分
が
，妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
物
価
水
準
の
安
定
が
政
策
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
'

.
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
は
、
物
価
安
定
と
所
得
安
定
は
.同
一
に
取
扱
わ
れ
て 

き
た
。
そ
れ
は
、
物
価
が
景
気
の
局
面
で
所
得
と
同
一
方
向
に
変
動
し
た
と
い 

う
こ
と
、
従
っ
て
、
所
得
安
定
が
は
か
ら
れ
れ
ば
物
価
も
安
定
す
る
と
い
う
認 

識
が
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
倩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
ら
れ
る
政
策
が
所
得
安
定
と
一
致
す
る
し
な
い
は
.別
と 

し
て
、
物
価
安
定
が
要
請
さ
れ
る
根
挝
は
、.所
得
安
定
と
.は
別
め
と
こ
ろ
に
.あ 

る
と
い
う
こ
と
は
明
確
に
認
㈱
さ
れ
る
必
要
が
あ

る

。

物
価
安
定
の
要
請
は
资 

源
の
利
用
度
か
ら
で
て
く
る
め
で
は
な
く
、
先
述
の
⑴〜

⑶
の
理
由
に
よ
っ
て 

い
る
の
で
あ
る
。

更
に
物
価
安
定
に
と
っ
て
複
雑
な
問
題
は
、

⑴

所
得
分
配
か
ら
望
ま
し
い
物
価
の
動
き
と
は
ど
ん
な

-'
%

の
か 

⑵

国
際
収
支
か
ら
望
ま
し
い
，物

価

.の
動
き
と
は
ど
ん
な
も
の
か 

⑶

資
源
の
効
率
的
配
分
か
ら
望
ま
し
い
.物
価
の
動
き
と
は
ど
ん
な
も
の
か 

を
ど
う
や
っ
て
決
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑵
に
つ
い
て
は
技
術
^.

 ̂

题
と
し
て
比
較
的
容
易
に
解
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
⑴
に
つ
い
て
は
最
適
分 

配
状
態
が
示
さ
れ
な
く
て
は
何
も
言
え
な
い
。
⑵
.に
つ
い
て
も
、
や
は
り
現
段 

階
で
決
定
的
な
事
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
単
に 

物
価
水
準
と
し
て
で
は
な
く
、
物
価
を
構
成
す
る
各
価
格
の
動
き
に
ま
で
立
ち 

入
っ
て
分
析
さ
れ
な
く
て
は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
も
ち
え
な
い
。

し
か
も
、
仮
に
⑴〜

⑶
ま
で
に
つ
い
て
何
か
決
定
さ
れ
え
た
と
し
.て
も
、
そ 

れ

ぞ

れ

力

ら

導

力

れ

た

，
物

§*
の
安
定
水
準
が
一
.致
す
る
と
い
う
こ
と
'は
全
く 

の
偶
然
に
し
か
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
物
饰
安
定
政
策 

を
行
う
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
0
的
の
調
整
の
上
で
決
定
さ
れ
る
他
は
な
い
。

安
淀
^

策

と

成

長

政

策

の

Policy Implication

以
上
のP

論
か
ら
の
帰
結
は
、
物
価
安
定
政
策
も
、
所
得
安
定
政
策
と
同
様 

に
価
格
機
構
の
機
能
に
全
商
的
信
頼
を
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
に 

立
つ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
p
o
lo-
y Implication

と
い
う
観
点
か
ら 

考
え
る
と
、
む
し
ろ
資
源
配
分
、
所
得
苒
分
配
、
国
際
収
支
、
な
ど
の
他
の
政 

策
段
標
に
分
解
吸
収
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

V 

成
長
政
策
の 

Policy Implication

前
章
で
は
安
定
政
策
のPolicy Implication

を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
章 

で
は
経
済
的
厚
生
と
い
う
見
地
か
ら
、
成
長
政
策
のPolicy Implication

の 

明
確
化
に
努
め
よ
.う
と
思
う
。

経
济
的
厚
生
を
実
質
所
得
の
函
数
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
実
質
所
得
が
大
き 

け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
厚
生
も
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
：っ
て
他
の
事
情
に
し
て 

等
し
い
限
り
、
成
長
率
は
高
い
ほ
ど
望
ま
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
命
題
^
■ 

こ
の
小
論
で
採
用
さ
れ
て
い
る
厚
生
函
数
、
I—

少
く
と
も
f

s

と
い 

う
定
式
よ
り
も
一
般
的
で
あ
る——

に
て
ら
し
て
み
れ
ば
正
し
く
な
い
。

上

の

式

に

お

い

て

®
>

0
,

 

S

.

V

0と
い
う
関
係
に
あ
る
。

従
っ
て
分
配
の
問
題
を
、除
く
と
し
て
も
労
働
強
化
に
よ
る
成
長
率
の
上
昇
は
必 

ず
し
も
眾
増
大
を
意
味
し
な
い
。
更
に
、
X

=

M

«

I广)

と
い
う
制
約 

か
ら
、
V
最
大
化
の
命
題
は
現
在
と
棍
来
の
問
の
消
費
の
配
分
計
画
を
含
ん
で 

お
り
、
従
っ
て
、
将
来
消
費
，の
評
価
を
こ
え
る
貯
蓄
は
厚
生
の
，悪
化
を
意
味
す 

る
。
：そ
れ
ゆ
え
、
成
長
率
.は
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
望
-
ま
し
い
と
い
う
命
題
は
成 

り

立

た

な

い

。

九
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仮
に
最
適
所
得
分
配
'

I
持
さ
れ
、
齋

蘐

讓

、
外

部

着

、
公
共
財 

に
対
し
て
適
切
な
政
策(

こ
れ
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
資
源
配
分
政
策
で
あ
る)

が
行
わ
れ
か
つ
価
格
機
構
が
各
主
体
の
選
好
を
充
分
反
映
し
て
働

く

な

ら

.
 

ば

世
代
の
交
代
が
な
い
よ
う
な
冚
章
で
の
仮
定
の
も
と
で
は
、
利
子
率
を
.含 

め
た
p
a.
o
e i

c
h
a
n
i
s
m

に
よ
っ
て
吴
§

&

0
に
決
定
さ
れ
るg

r
o
w
?

 

p
a
t
h

は
そ
の
ま
ま
最
適
成
長
径
路
と
一
致
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
0
章

の〔

成
長
理
論
の
発
展
ロ
新
古
典
派
成
長
理
論

〕

で
述
べ 

た
よ
う
な
均
衡
径
路
は
貯
蓄
率
に
よ
っ
て
異
っ
た
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
 

最
適
な
均
塞
路
を
志
向
す
る
8

率
が
価
I

構
に
よ
っ
て
囊
さ
れ
る
と 

は
限
ら
な
い
し
、そ
と
に
到
連
す
る
時
間
径
％
も
保
証
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
。

次
に
社
会
の
構
成
員
が
CH
.期
と
>
+>-
•
期
で
，
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、 

身
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
貯
蓄
と
消
費
の
配
分
は
、i

+
1

期
の
^
を
最
大
匕 

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
必
ず
し
も
最
適
な
配
分
決
定
、I

さ
れ
た

と
判
定

さ 

れ
え
な
い
。

第
三
に
現
実
の
価
格
機
構
が
充
分
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

I

V
こ
と
に
現
在
と
将
来
の
選
択
.に
重
大
な
意
義
を
も
つ
利
子
率
は
、

安
定
.
.

政
策
や
国
際
収
支
対
策
の
-t

o
o
l

ど
し
て
敗
作
さ
れ
る
こ
.と
が
し
ば
し
ば
.で
%

る

力

ら

そ
の
よ
う
な
：利
子
率
の
動
き
は
最
適
成
長
径
路
達
成
を
妨
害
す

る
で 

あ
ろ
う
。：

主
と
し
てこ
の
よ
う
な

理
由
か
ら分
配
、(

狭
義
の)

.資
源
配
分
、

安
定
がう

. 

ま
く
は
力
られ
て
い
た
とし
て
も
、

最
適
成
長
径
路
達
成
の
た

め

の

政

策

が

要

. 

I

れ
る
で
あ
ろ
う
。
，
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

成
長
政
策
の
内
実
は
、
現
在
と
f 

来
と
9

-:
^
の
資
源
-^
分
政
策
を
意
味
す
る
。

従
っ
.て
说
長
玫
策
.は
.

九

四

(
一

一一〇
〇)

⑴
.
社
会
全
体
の
投
資
丨
消
費
の
配
分 

.⑵

政
府
に
お
け
る
投
資
丨
消
費
の
配
分
.

⑶

政
府
投
資
の
部
門
別
配
分 

-  

.

⑷

民
間
に
お
け
る
投
資—

消
費
の
配
分 

⑶

民
間
投
資
の
部
門
別
配
分 

の
決
定
を
含
み
、
ど
こ
を
ど
れ
だ
け
民
間
決
定
S

ね
、
政
府
が
ど
れ
だ
け
受 

持
つ
が
は
組
織
と
し
て
の
効
率
の
問
題
で
，あ
る
。

人

に

よ

って
は
、
需
給
均
衡
成
長
，の
達
成
は
短
期

成

長

政

策

で

あ

り

、
均
衡 

成
長
蓝
路
達
成
が
長
期
成
長
政
策
で
あ
る
と
い
う
規
定
の
.仕
方
を
す
る
W
、
な 

者
は
^
得
安
定
政
策
を
成
長
率
タ
ー

ム

で
表
現
し
た
も

の

で

あ

り

、
後
者
を
获 

長

政

策

と

.呼

ぶ

の

も

又

不

充

分

で

あ
る
。
均
衡
成
長
径
路
は
単
一
の
存
在
で
は 

な
V
か
ら
均
衡
成
長
径
路
を
選
択
し
、
そ
こ
に
到
る
時
間
径
路
を
決
定
し
、
 

そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
政
策
—

即
ち
最
適
成
長
径
路
達
成
を
め
ざ
す
政 

策
が
成
長
政
策
で
あ
る
と
規
定
す
る
方
がI

m
p
l
i
c
a
t
i
o
n

の
上
で
は 

適
切
で
あ
ろ
う
.。
従

っ

て

成

長

政

策

は

inter-temporal

な
資
源
配
分
を
行 

う
政
策
で
あ
る
と
：云
>
よ
う
。

以
上
が
こ

の
章
で
の
帰
結
で
あ
る
。
図
に
よ
り
、前
章

で

の

所

得

安

定

政

策

と
 

こ
の
章
で
の
成
長
政
策
に
関
す
る
帰
結
を
耍
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

図
I
A
は
財
を
一
種
と
し
て

書
い
た
も
の
で
あ
る
。
斜
線
部
分
を
社
会
的 

l
o
s
s

と
み
な
し
、
こ
れ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
の
が
所
得
安
定
政
策
で
あ
る
。
 

そ
し
て

X
P
'
K
シ

が
ど
の
よ
う
な
線
を
描
く
の
が
最
適
か
を
決
定
し
、
そ 

の
達
成
を
め
ざ
す
の
が
成
長
政
策
で
あ
る
。

-
I

-

B嗽
こ9

こ
と
を11
財
の
場
合
祀
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ

..る
。

h

K

.を
生
産
期
.
.
N
2
を
消
費
財
と
.い
う
よ
う
■に
考
え
よ
う
。
^
得

安

定

政

策

.尤

内 

点
均
衡p

か
ら
経
済
を
生
産
フ
ロ
シ
テ
ィ
ァ
上
の
点
Q

k
移
行
さ
せ
る
こ
と
を 

意
味
す
る
。

一
方
、
成
長
政
策
は
最
適
成
長
径
路R

I
U

を
達
成
す
る
事
を

@
ざ
す
政
策
で
あ
る
。
C+
.
期
に
お
け
る
生
産 

フ
ロ
.
ン
テ
ィ
ア
は
今
P

I

P曲
線
で
示
さ 

れ
る
。
广
期
忆
お
け
る
投
資
財
ド
と
消
費 

財

M

2の

選
択

をP—

P

上
の
ど
こ
に
す 

る

か

はt +
1

期
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
存
在

量 

■を
.規
定
し
従
.っ
て
.
P

+
1
丨
P

+
111
1
1線
の 

形
状
を
規
定
す
る
。i +

1

期
に
お
け
る 

P
+
1

—

P
+
1上
の
.
x
r
X
2 

■

の
選
.択
は
次
に 

P
十2
I
P 

+ 

2

を
規
定
す
る
。
従
っ
て
成
長
玫 

策
は
、
生
産
フ
ロ
ゾ

テ
イ
ァ
の
拡
張
の
速
度 

と
^
向
に
か
か
.わ
り
をも
つinter— 

t
e
m
p
o
r
a
l

な
資
源
配
分
政
策
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
が
理
猝
さ
れ
よ
う
。

図一 n b〕

x

C

補
論〕

所
得
安
定
政
策 

物
価
安
定
政
策
、
 

成
長
政
策
と
政
策 

当
局
に
よ
るD

e

丨 

cision Making*

安
定
政
策
と
成
長
政
策
の

Policy Implication

所
得
安
定
政
策 

⑴

@
標
変
数——

実
質
国
民
所
得 

⑵

目
標
変
数
か
安
定
水
準
の
決
定
.
.

.
基

準：

.稼
動
率
及
び
雇
用
率
を
含
む
諸
资
源
の
利
用
度 

⑶ 

' 政
策t

o
o
l

の
決
定
. 

，

一

.物
価
安
定
政
策
+

U

因
標
変
数
の
決
定一

—

P
.
N
.
.
. 

P
.

デ
.フ
レ
ー
タ
ー
、
.
消
費
者
物
俯
、
卸
売 

物

値

：食
料
品
假
格
、
エ
業
製
品
価
格
等
々
の
各
種
価
格
指
数 

⑵

目
標
変
数
の
安
定
水
準
の
決
定

基

準：

分
配
、
資
源
配
分
、
国
際
収
支
■'

⑶

政
策t

o
o
l

の
決
定

'
成
長
政
策
.

⑴

目
標
変
数
の
決
定

-G
.
N
.
P
.

そ
の
他
各
種
.部
門
別
産
出
成
長
率

⑵
：
目
標
変
数
の
最
適
成
長
径
路
の
決
定
.

基

準

..
社
会
の
選
好
、
あ
る
価
値
基
準
を
設
け
て
こ
れ
を
決
定
し

ょ 

ぅ
と
す
る
分
析
が
昨
今
な
さ
れ
て
い
る
。
新
古
典
派
定
理
と 

か
最
適
貯
菩
现
論
等
の
議
論
が
こ
れ
で

.あ
る
。

⑶

政
策t

o
o
l

の
決
定

VI
■
政
策
目
標
相
互
の
関
連

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
らpolio7 Implication

に
ょ
る
諸
政
策oil

標
の
整
理

九

五

(

一
二
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を
行
う
と 

.
 

，

〔

1〕

，
資
源
配
分
政
策

cross-section

で
の
資
源
の
効
率
的
配
分
を
0

的
と
す
る
。
広
，義
こ
•
は
経 

済
全
体
に
わ
た
る
、
狭
義
に
は
市
場
経
済
の
欠
陥
を
補
っ
て
、
費
用
通
^
産 

業
、
外
部
経
済
'
公
共
財
に
対
し
て
行
わ
れ
.る
政
策
を
さ
す
。
.

.

〔

2〕

所
得
！

$

分
配
政
策 

所
得
の
最
適
分
配
達.成
をnn
的
と
す
る
政
策。

.

〔

3〕

所
得
安
定
政
策 

'資
源
の
望
ま
し
い
利
用
.度
を
達
成
す

る

こ
と

.を
自
的
と
す
る
。

(〔

4〕

漱
偭
安
定
政
策

)

Policy I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n

か
ら
見
九
ば
、
他
の
-目
標
に
吸
収
さ
れ

る

性
格
の 

政
策
で
あ
る
。
従
っ
，て
物
価
安
定
政
策
が

と
ら
れ
る

場
合
に
、そ
の
政
策
が 

ど
の
よ
う
な
見
地
♦
ら
と
ら
れ
る

か
に
注
目
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

〔

5〕

成
長
政
策

最
適
成
長
径
敗
達
成
を
目
的
と
す
るi

n
t
e
r
-
t
e
3
p
o
r
a
l

な
資
源
配
分
政 

策
で
あ
る
。

.

こ
れ
ら
の
諸2H

標
は
必
ず
し
も
同
時
に
達
成
可
能
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

又
、

夫
々の

！：！！

標
に
対
し
て
と
ら
れ
る

政
策t

o
o
l

が
相
互
に
他
の
目
標
に
対 

し
てn

e
u
t
r
a
l

で
は
な
い
。

例
え
ば
、

完
全
屜
用
達
1
の
た
め
に

政
府
が
失
業
者
を
雇
っ
て
ピ
ラ
ミ

ッ
ド 

の
建
設
や
砂
漠
の
穴
掘
り
を
行
ろ
た
と
し
よ
う
。
.こ
.の
政
策
は
確
^

.C
資
源
の 

利
用
度
を
高
め
る
し
、
厚
生
^
以
前
よ
り
ま
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の

事

九

六

(
1
1
1
〇

ニ)

は
資
源
の
効
率
的
利
用
、
即
ち
资
源
.配
分
の
.観
点
か
ら
•は
余

り

奸

ま
し
.く
な 

い
。
基
本
的
に
は
全
て
_の
資
源
は
民
間
と
政
府
、
あ
る
い
は

民
問
相
互
の
問
で 

競
合
し
あ
う

稀
少
な
資
源
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、

安
定
の
た
め
の
安
晶
な 

政
府
支
出
は
資
源
配
分
の
観
点
か
ら
慎
し
ま

れ

な

く

て

は

な

ら

な

.
、
。

吃

っ

て 

.
政
府
支
出
を
ピ

ラ

ミ

ッ
ド
建
設
や

砂
漠
の
穴
掘
り
に
向
け
る
よ
り
は
、

沈
宅
、
 

道
路
の
建
設
に
向
け
る
方
が
よ
り

择̂

与

で

あ

る

。

し
か
し
、
现
咩
点
こ
お 

t
-T
既
に
こ
れ
ち
の
公
.共
支
出
が
充
分
な

さ
れ
て
い
る
な
ら
、
減
税
に
よ
る
総 

需
要
拡
大
の
方
が̂P

配

分

に

と

っ

’
て

は

さ

ら

に

cr
-

d

か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、

当
面
の
不
況
を
減
税
の
み
で

克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
も 

し
れ
な
い
。

又
所
得
安
定
に
租
税
を
用
い
た
場
合
、
そ
の
転
嫁
、
帰
着
如
何
に
よ
っ
て 

は
価
格
の
動
き
も
異
な
っ
て
I

、
所
得
分
配
や
資
源
配
分
に
変
化
を
も
た
ら 

す
で
あ
ろ
う
。
.さ
ら
に
そ
の
.税
が
消
費
丨
貯
蓄
の
配
分
に
ど
う
作
用
す

る
か
で 

g
r
o
w
t
h

 p
a
t
h

に
直
接
変
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
現
実
の
予
算

政
策
で

は

、

こ
れ
ら
の
0
的
の
達
成
の
い
く
つ
か
を

断 

念
し
た
り
、
：そ
の
達
成
度
に
お
い
て
妥
協
し
た
り
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

更 

に
あ
るt

o
o
l

が
あ
る
0
標
を
め
ざ
し
て
と
ら
れ
た
に
し
て
も
、

そ
O
C+
-
0
0
1
< 

他
の
目
標
に
対
し
て
種
々
様
々
の
程
度
に
お
い
て
プ
ラ
ス
あ
る
い
は
マ
ィ
ナ
ス 

に
作
用
す
る
.。
従

っ

て

t
o
o
l

の
評
価
は
単
一
の0
標
に
対
し
て
な
さ
れ
る

の 

み
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
他
のE

標
.に
‘
対

す

る

効

果

も

評

価

さ
れ
ね
ば
な
ら
な 

V

多
面
的t

o
o
l

の
.評

価

，が

な
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

%
る
政 

策
自
標
セ
ッ
ト
に
対
し
て
最
も
効
率
の
よ
い
政
策
霞

の
組
合
せ
セ
ッ
ト
の 

選
択
が
可
能
と
な

る

の
で
あ
る
。
 

•

〔

今
後
の
展
望〕

あ
と
が
き
に
か
え
て

序
論
で
ふ
れ
た
よ
う
に
こ
の
小
論
は
、
予
算
政
策
が
国
民
経
済
全
体
に
対
し 

て
釘
^
.な
る

意
義
を
も
ち
う
る
か
を
総
合
的
に
経
済
体
系
の
相
互
速
関

の

中

で
 

と
ら
え
よ
う
と
す
る

研
究
計
画
の
準
備
段
階
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
財
政
政
策
の
s-
已

の
多
而
的
評
価
が
必
耍
だ
こ
と
は
本

論
で
も
霊
に
わ
た
り
謙
し
た
つ
も
.り
で
あ
る
。
霞

を
評
価
す
る
に
は
、

政
策
愿
が
明
確
に
な
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

各
政
策
目

標

の

p
l

y

 

1
3
_

plication

が
明
谛
で
な
い
限
り
、t

o
o
l

の
有
効
性
を
云
々
す
る
菡
準
の
根
源

ヵ
不s

T

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
で

k

か
っ
た
安
定
政
策
と
成
長
政
策
のPolicy Implication

の
明
確
^
で
努
め
ヒ 

次
第
で
あ
る
。

予
算
政
策
の
総
合
的
把
握
を
行
う
た
め
に
は
、
厚
生
に
関
わ
る
消
費
、

宁

蒂
、
成
長
率
、
.分
配
状
態
、
雇
ボ
申
、
稼
動
率
な
ど
を
目
標
変
数
と

し
て
、
国

際
収
支
な
ど
を
制
約
条
件
式
と
し
て
、
そ
し
て
、
祖
税
支
出
な
ど
を
棄
手
段

変
数
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
含
む
経
済
シ
ス
テ
ム
の
体
系
化
が
必
要
と
な

る

。

そ

の
よ
う
な
体
系
が
で
き
上
る
と
、
そ
こ
で
0
標
変
数
の
セ
ッ
ト
が
与
え
ら
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
効
率
の
よ
い
政
策
手
段
セ
ッ
ト
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
と

.

^
 

る
の
で
あ
る
。

し

力

し

.
そ

の

際

に

経

済

体

系

が

ど
の
よ
う
に
組
立
て
ら
れ
、
各
手
段
変 

数
力
そ
の
体
系
の
中U

ど
の
よ
う
に
組
込
ま
れ
れ
ば
良
い
か
が
美
な
問
題
で 

あ
り
、
か
つ
複
雑
な
問
題
で
も
あ
る
。

従
っ
て
次
の
段
階
で
は
各t

o
o
l

が
い
か
な
る
径
路
で
諸
目
標
囊
に
い
か

安
{疋
政
策
と
成
長
政
策
の
召

な
る
作
用
を
も
つ
か
と
い
う
、t

o
o
l

の
評
伽
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
、
 

る
。.
さ
し
あ
た
っ
て
安
定
政
策
及
び
成
長
政
策
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
試
み
て
み 

た
い
。
あ
るt
o
o
l

が
、
安
定
及
び
成
長
と
V

P
標
の
も
つImplication 

に
対
し
て
、
ど
れ
く
ら
い
目
的
合
理
的
で
あ
る
か
を
評
齋
し
よ
う
と
い
う
わ
け 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
既
製
のt

o
o
l

を
批
判
的
に
評
'価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

よ
り
有
効
な
S-
Q
J
の
発
見
が
そ
こ
で
可
能
に
な
る
ヶ
ー
ス
.も
で
て
く
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
今
後
の
研
究
が
究
極
の
総
合
的
な
予
算
政
策
理
論 

研
究
に
結
び
つ
く
よ
う
努
力
す
る
つ
も

り

で

あ
る
。
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回
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と

整

理
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鈴

木

守

は
じ
め
に

七 六 五 四 三 ニ  

まミ
マ
ー
シ
ャ
ル 

ゥ
ァ
ィ
ナ
ー 

ピ

グ

ー

エ
リ
ス
"
フ
エ
ル
ナ

め

一
、
は

じ

め

に

従
来
か
ら
正
統
的
な
経
済
理
論
で
は
、

通
常
、
外
部
業

は

わ
い

む

と

仮
.

わ
れ
て
I

。
そ
の
意
味
で
は
、
外
部
経
済
は
経
済
学
の 

岁

デ

力
し
.昨
今
に
お
け
る
公
害
の
問
題

一

つ
を
ど
っ
て̂
C 

 ̂

Uれ
が
今
や
無
視
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
、
.い
な
、
緊
急
に
解
決
を
要 

，'
る

政

策

麗

と

な

り

つ

つ

あ

る

こ

と

は

墓

す

べ

く

も

な

い

。
と

り

b
け
、 

外
部
経
済•
不
経
済
が
、
便

益

を

一

方

的

肇

受

す

る

者

と

馨

の

.み
を

被
り 

外

部

経

済

論

何
ら
そ
の
補
償
を
受
け
な
い
者
を
生
み
出
す
と
い
う
分
配
上
の
不

公

正

を

引
起 

す
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
通
常
の
市
場
取
引
き
を
経
ず 

に
起
き
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
プ
ラ
ィ
ス
-
• メ

力

X
ム
に
頼
る
伝
統
の
な
ぶ 

策
手
段
が
全
く
役
に
立
た
な
い
と
い
う
宿
命
を
負
わ
さ
れ
て
■い

る

点
か
ら
し

て
 

も
、
政
策
論
と
し
て
特
別
の
重
證
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
 

E. 

J
.

ミ
シ
ャ
ン
も
言
う
よ
う
に
、「

も
し
経
済
学
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
適 

切
な
助
言
を
な
し
I

い
と
す
る
.，<
、
產
権
は
技
術
者
や
行
政
官
の
手
に
谬 

り
、
取
返
し
の
つ
か
な
い
繁
に
な
る)」

恐
れ
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の 

づ
論
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
外
部
経
済
に
関
す
る
理
論
の
系

譜

を

迪
 

り
つ
つ
、

一
つ
の
整
理
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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