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論
説
一
一行

政
機
能
の
拡
大
が
行
政
責
任
の
形
態
に
及
ぼ
す
影
響
(

一

〉

l
i
イ
ギ
リ
ス
・
大
蔵
省
統
制
の
変
容
に
関
す
る
一
考
察

l
l

付

伊

大

藤

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

「
結
局
、

ビ
ア

(伊
B
ロ
己
切
叩
巾
円
)
氏
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
経
済
政
策
な
り
経
済
計
画
な
り
が
、
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
類

の
手
に
委
ね
て
お
く
の
が
い
ち
ば
ん
無
難
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は

の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
大
蔵
省
(
斗
}
戸
内
吋

zaロ片山、)

支
出
統
制
と
い
う
大
蔵
省
の
伝
統
的
な
仕
事
と
多
く
の
点
で
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
」
o

し
か
し
、

果
し
て
、
そ
う
言
い
切
れ
る
か
。
む
し
ろ
、
伝
統
的
な
支
出
統
制
と
現
代
の
経
済
計
画
と
の
聞
に
は
、
仕
事
の
性
質
と
い
う
点
で
、
は
っ

「
あ
る
い
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
も
我
々
に
は
、
各
方
面
か
ら
の

き
り
し
た
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

北法19(1・1)1 

あ
り
、

い
わ
ゆ
る
経
済
専
門
家
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
直
情
径
行
型
の

つ
ま
り
、
こ
れ
・
ゐ
の
人
々
は
、
細
か
い
数
字
を
避
け
て
、
大
ま
か
な
数
字
の
み
を
扱
お
う
と
す
る
癖
が

そ
の
う
え
、
毎
年
予
算
の
作
成
に
骨
身
を
削
っ
て
い
る
人
間
と
呉
り
、
そ
の
時
々
の
風
潮
に
鋭
敏
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
傾
き
が

増
額
要
求
を
あ
れ
こ
れ
穿
撃
す
べ
き
立
場
に
あ
る
人
々
と
異
り
、

人
聞
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



説

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

い
っ
た
い
、
大
蔵
省
の
支
出
統
制
部
門
と
経
済
計
画
部
門
と
は
ど
の
よ
う
に
し

北法19(1・ 2)2

論

て
相
互
の
調
和
を
保
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
大
蔵
省
の
首
脳
部
は
精
神
分
裂
の
危
険
を
ど
の
よ
う
に
し
て
防
ぎ
止
め
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か

l
!こ
の
点
は
、
我
々
と
し
て
も
、
是
非
知
り
た
い
と
思
4

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」

(
0
・
戸

2
2
E
l
l
-と。

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
行
政
責
任
の
す
べ
て
が
大
蔵
省
の
手
で
確
保
さ
れ
て
い
る
、
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
川
0

こ
の
点
は
、
支
出
統
制

と
並
ん
で
、
行
政
責
任
を
確
保
す
る
い
ま
ひ
と
つ
の
主
要
な
手
段
と
な
ろ
法
務
統
制
が
大
法
官
庁
行

E
2
2可
)
に
よ
り
集
中
的
に
管
掌

さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

あ
る
い
は
、

む
し
ろ
1
1
1
こ
の
大
法
官
庁
が

f
た
ん
な
る
責
任
官
庁

で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
社
会
統
制
の
任
に
当
た
る
法
務
セ
ク
タ
ー
の
行
政
官
庁
で
も
あ
る
と
い
う
行
政
・
責
任
未
分
離
の
状
態
を
想
い
併

せ
る
な
ら
ば

l
lそ
も
そ
も
、
大
蔵
省
を
責
任
官
庁
と
し
、

一
般
各
省
主
岳
民
A
B
g
H
)
を
行
政
官
庁
と
し
て
営
ま
れ
る
行
政
体
系
、
す

な
わ
ち
一
般
に
℃
ロ
E
H円
山

己

g
E
U可
E
Eロ
の
名
で
呼
び
な
さ
れ
て
い
る
そ
れ
は
、

じ
つ
は
、
行
政
の
す
べ
て
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
法

務
セ
ク
タ
ー
を
除
い
た
残
余
部
分
の
み
を
指
す
、

と
言
っ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
。
大
法
官

p
o
L

(
リ
}
】
山
口
門
巾
}
}
C円
)

か
ら
治
安
判
事

(自由
m
2
H
E丹
市
)

に
至
る
ま
で
、

」
の
法
務
セ
ク
タ
ー
で
行
政
の
任
に
当
た
る
人
々
が
、

法
の
条
文
を
解
釈
す
る
に
際
し

「
一
議
会
の
意

イ
ギ
リ
ス
の
場

と口、 図
」
を
掛
酌
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
も
ぺ
て
「
大
い
な
る
徳
」
と
し
て
い
る
事
実
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
、

「
福
祉
国
家
は
通
常
の
法
体
系
の
!
枠
の
外
で
発
達
し
て
き
た
」
の
で
あ
?
に
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
イ
ギ
リ
ス
の
大
蔵
省
が
、
諸

外
国
の
そ
れ
に
比
べ
て
、

よ
り
「
強
大
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
射
程
は
き
わ
め
て
限
局
さ
れ
て
い
る
ー
ー
ー
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
射
程
を
「
強
大
一
で
あ
り
う
る
範
囲
に
限
局
す
る
こ
之
に
よ
丹
て
、

に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
、
が
で
き
よ
う
。

「
強
大
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
か
ち
得
た

の
み
な
ら
ず
、
問
題
を
大
蔵
省
の
射
程
範
囲
内
に
限
司
て
み
て
も
、
行
政
責
任
は
た
ん
に
支
出
統
制
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
の
み
確
保

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
各
省
で
直
接
析
政
の
任
に
当
た
る
行
政
官
は
、
職
業
身
分
上
、
〈
]
『

H
E
E弓
己
出
回
出
巾
出
〉
に
属



ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
呼
称
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
蔵
省
は
行
政
官
の
職
業
身
分
を
決
定
し
、
維
持
す
る
う
え
で
広
汎

な
権
限
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
行
政
官
の
思
想
と
行
動
に
す
く
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
こ
の
思
想
と
行

動
が
行
政
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
渦
程
で
、
行
政
機
構

(
B
R
E
S
q
丘

m
O
2
5
2
2
5
1
1そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
編
制
さ
れ
て
い

る
か
|
|
の
及
民
す
影
響
は
到
底
無
視
し
え
な
い
が
、
大
蔵
省
は
こ
の
行
政
機
構
を
決
定
し
、
維
持
す
る
?
え
で
中
心
的
な
役
割
を
果
す

【

R
U
)

も
の
と
さ
れ
て
い
み
o
、
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
職
制
の
う
え
で
大
蔵
省
次
官
は
各
省
次
官
の
一
段
上
位
に
あ
り
、

各
省
次
官
に
対
置
さ
れ
る
の
は
大
蔵
省
第
二
次
官

3
2
0
E
F口
HaEミ
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
政
官
の
主
要
人
事
は
、
実
質
上
、
大
蔵

省
次
官
を
中
心
と
す
る
次
官
相
互
の
非
公
式
な
話
し
合
い
で
検
討
さ
れ
、
決
定
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
他
面
、
大
蔵
省

付

を
含
む
各
省
相
互
の
聞
で
自
由
な
人
事
交
流
が
図
ら
れ
て
い
る
事
実
と
相
侠
っ
て
、
大
蔵
省
に
人
事
面
で
著
大
な
影
響
力
を
与
え
る
結
果

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

こ
れ
ら
各
種
の
影
響
力
|
l
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
広
い
意
味
で
の
人
事
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
が
行
政
責
任
を
確
保
す
る
う

え
で
有
力
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

そ
の
責
任
官
庁
と
し
て
の
職
責
を
果
す
た
め
に
、
「
大
蔵
省
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
ず
素
質
の
あ
る
新
人
を
採
用
し
、
初
級
者
に
対
し
て
十
分
な
研
修
を
施
し
、
中
級
者
に
対
し
て
行
政
官
た
る
に

必
要
な
幅
広
い
経
験
を
積
ま
せ
、

そ
の
う
え
で
上
級
者
に
対
し
て
自
由
な
人
事
交
流
と
抜
擢
の
機
会
を
保
障
し
、
も
っ
て
有
為
な
人
材
が

つ
ね
に
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
、
気
を
配
っ
て
い
る
」
|
|
と
。
フ
ラ
ウ
デ

γ
委
員
会

(
2
0
4含
ロ
わ
。
5
5
3巾
巾
)
の
報
告
に
も
見
え

て
い
る
o

し
か
し
、
こ
の
プ
ラ
ウ
デ
ン
委
員
会
自
体
は
、
な
お
、
大
蔵
省
の
主
た
る
任
務
が
支
出
統
制
に
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

北法19(1・3)3

て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

た
だ
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
と
し
て
右
の
事
実
を
挙
げ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し

て
み
れ
ば
、
広
い
意
味
で
の
人
事
に
関
す
る
大
蔵
省
の
統
制
は
も
ち
ろ
ん
無
視
で
き
な
い
に
し
て
も
、
な
お
、
そ
れ
は
「
支
出
に
関
す
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

統
制
か
ら
派
生
し
来
っ
た
統
制
」
の
域
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、



説

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

支
出
統
制
は
行
政
責
任
を
確
保
す
る
手
段
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
務
官
庁
た
る
大
蔵
省
の
存
在
理
由

北法19(1・4)4

論

は
何
よ
り
も
責
任
官
庁
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
無
条
件
に
受
け
容
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
二

点
を
留
保
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
、
大
蔵
省
の
統
制
作
用
は
、
行
政
官
庁
た
る
各
省
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
た
社
会
統
制
す
な
わ
ち
行

政
と
並
列
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
政
そ
れ
自
体
を
統
制
す
る
別
種
の
作
用
で
あ
り
、
こ
・
れ
ら
両
者
の
問
に
は
一
種
の
分
業
が
成

り
立
っ
て
い
る
1

i
と
み
て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

一
九
六
四
年
、
経
済
省
(
宮
古
宮
弓
え
開

g
ロ
。
ヨ
ロ
〉
民
包
同
国
)
が
設
置
さ
れ
、
大
蔵
省
か
ら
経
済
計
画
に
関
す
る
仕
事

ー
ー
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
一
部
ー
ー
を
ひ
き
継
い
だ
と
い
う
事
実
は
、
大
蔵
省
の
「
精
神
分
裂
」
が
決
し
て
杷
憂
で
は
な
か
っ
た
こ
と

と
こ
ろ
で
、

を
示
し
て
い
る
o

し
か
し
、

「
ビ
ア
氏
が
言
お
う
と
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
危
険
」
は

l
l
iす
く
な
く

門
と
の
問
に
「
調
和
」
を
保
つ
よ
う
、
大
蔵
省
の
内
部
、

と
も
、
経
済
省
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
は
I

1
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
支
出
統
制
部
門
と
経
済
計
画
部

と
く
に
職
業
的
行
政
む
か
側
で
、
そ
れ
な
り
の
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。た

と
え
ば
、

「
政
治
的
も
し
く
は
社
会
的
に
は
ど
の
よ
う
広
利
点
が
あ
る
に
し
て
も
、

と
に
か
く
、
国
債
の
発
行
や
国
庫
支
出
を
通
じ

て
一
雇
傭
、
と
く
に
継
続
的
な
意
味
で
の
一
雇
傭
を
ふ
や
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
ま
た
理
論
的
に
考
え
て
も
、
到
底

で
き
る
相
談
で
は
な
い
」
と
い
う
戦
間
期
の
大
蔵
省
の
「
正
統
的
な
教
義
」
(
者
E
え

g
ω
-
n
E
R
E
-
-
)
は
、
当
時
第
二
次
官
と
し
て
直

接
支
出
統
制
部
門
を
統
括
す
る
地
位
に
あ
っ
た
ホ
プ
キ
ン
ス
(
担
円
吉
見
出
。
嘉
吉
田
)

の
発
意
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

ホ
プ
キ

γ
ス
が
、

大
量
転
向
は
、

一
転
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
「
教
義
」
の
信
奉
者
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
職
業
的
行
政
官
の

そ
う
し
た
努
力
の
「
教
義
」
面
に
お
け
る
現
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
現
に
見
ら
れ
る
よ

第
二
次
大
戦
を
契
機
に
、

う
な
類
」
の
経
済
計
画
と
は
、
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
「
教
義
」
の
具
体
化
と
し
て
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
後
世
の
行
政
史
家
は
、

イ



あギ
るリ
職 ス
業 に
的 お
行 け
政る
官経
も済
語計
つ画
ての
い歴
るη史
O~ の

う
ち

ケ
イ

γ
ズ
の
「
教
義
」
の
受
容
と
展
開
と
変
容
の
跡
を
見
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
ー
ー
ー
と

た
だ

l
lそ
も
そ
も
行
政
は
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
権
力
作
用
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
責
任
を
予
想
す
る
こ
と
な
し
に
は
本
来
成
り
立
ち

え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
か
ら
し
て
1
1
1
行
政
か
ら
分
離
し
え
ぬ
は
ず
の
責
任
が
、
実
際
に
は
、
大
蔵
省
と
い
う
そ
れ
専
門
の
官

庁
に
担
わ
れ
て
い
る
現
行
の
分
業
形
態
を
前
提
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
さ
い
努
力
の
方
向
は
、
当
然
、
二
一
万
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
職
業
的
行
政
官
は
述
べ
て
、

「
ひ
と
は
、
蝋
燭
の
燃
え
さ
し

(
g
E
-
?
g円

山
田
)

と
い
え
ど
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
各

省
の
財
務
の
ご
く
微
細
な
点
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
を
も
っ
て
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
遺
産
と
考
え
が
ち
で
あ
る
o

実
際
ま
た
、
大
蔵
省
の

付

内
部
に
そ
の
よ
う
な
風
潮
が
残
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
遺
産
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
大
蔵
省
が
グ
ラ
ヅ
ド
ス
ト
ソ
か
ら
京
け
継
い
だ
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
能
率
的
な
行
政
運
営
の
た
め
の
一
元

化
さ
れ
た
行
政
体
系
!
l
i
こ
れ
は
、
大
蔵
省
を
中
心
と
し
て
、

政
体
系
に
合
わ
せ
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
政
府
部
門
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
|
!
と
、
こ
の
行

か
っ
、
こ
れ
を
支
え
る
た
め
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
一
元
的
な
支
出
統
制
の
二
つ
で
あ
る
山
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、

一
方
で
、

そ
の
努
力
は
行
政
官
庁
と
し
て
の
各
省
と
責
任
官
庁
と
し
て
の
大
蔵
省
と
の
関
係
を

「
ケ
イ
ン
ズ
の
諸
範
晴
は
、
大
蔵
省
の
各
省
統
制
方
式
に
驚
く
ほ
と
適
合
し
て
い

修
正
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、

る
」
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
他
方
、

「
消
費
性
向
と
投
資
誘
因
と
を
相
互
に
調
整
す
る
と
い
う
仕
事
に
伴
う
政
府
機
能
の
拡
大
」

(
]
C
Y
ロ
冨
ミ
ロ
何
回
正
問
4
5
T
斗

Z
C
3
2
L
斗

Z
0
4
0同
開

5
1
0可
5
3
7
F
8
3印
庁

内

E
L
富
。
ロ
巾
〕
ご
一
戸
O
ロ品。
P
E
ω
デ
句
、
説
。
)
状

ま
た
、
大
蔵
省
と
い
う
責
任
官
庁
自
体
を
修
正
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
同
じ
く
、
職
業
的

北法19(1・ 5)5

況
の
も
と
で
、

そ
れ
は
、

行
政
官
自
身
の
表
現
に
即
し
て
い
え
ば
、
経
済
計
画
に
関
す
る
任
務
の
引
き
受
け
と
い
う
こ
と
は
、

「
大
蔵
省
に
経
済
専
門
家
を
も
っ
と

大
勢
履
い
入
れ
る
と
か
、
予
算
上
の
諸
問
題
を
も
っ
と
専
門
技
術
的
な
角
度
か
ら
と
り
扱
う
よ
う
に
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
で
済
ま
さ
れ



説

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
蔵
省
と
実
業
界
と
の
相
互
理
解
を
よ
り
深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
の
た
め
に
両
者
の
聞
で
よ
り
有

効
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ

γ
が
行
わ
れ
る
よ
う
然
る
べ
き
手
段
を
構
じ
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
だ
」

i
iと
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

論

る。
で
は
、
大
蔵
省
統
制
と
い
う
行
政
責
任
形
態
の
枠
内
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
を
め
ざ
す
努
力
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
修
正
を
生
み

出
し
て
い
っ
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
相
互
の
聞
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
主
と
し
て
構
造
論
的
な

視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
公
け
に
さ
れ
た
資
料
に
拠
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
点
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
叙
述
の
便
宜
上
、
第
二
の
、

責
任
官
庁
自
体
を
修
正
す
る
方
向
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
o

(
1
)
0・
2
・
わ
7
2
5♂
」
，

Z
吋
3
8
R
U
N
-
5印
白

3

・
司
口
町
一
回
口
〉
門

E
E
q白
2
0
P
〈
c一・

8
(同
由
印
叶
)
噌
円

y

H
叶

i
g
-
-ー
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
の
こ
の
評
論
は
、

P
5
5一
一
戸
∞

2
F
、H82自
己
可
。
cロ可
D
f
C
M仏
D
L・
5
8・
の
書
評
を
兼
お
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
文
中
「
ピ
ア
氏
が
言
お
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
と
あ
る

の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
問
書
の
論
旨
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
蔵
省
は

Illt附
属
の
経
済
補
佐
官
(
肘
8
2
0
2
5
〉
仏
丘
混
同
)
を
別
と

す
れ
ば

1
l
t管
理
部
門
百
ミ

E
L
忌
白
出
血
湾
5
8円
∞
広
巾
)
と
経
済
部
門
(
吋
F
E
R
E
-
g
ι
開

8
5
5
E
ω
広
巾
)
の
二
大
部
門
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
本
文
中
の
「
支
出
統
制
部
門
」
(
匂
ロ
Z
M
n
m
R
H
2
0
5ロ
℃
)
と
「
経
済
計
画
部
門
」
「

Z
E
o
s
-
開

8
5昌
司
の
き
毛
)
は
、
小
部
門
と
し
て
、
い
ず
れ

も
経
済
部
門
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
管
理
部
門
が
大
蔵
省
の
一
大
部
門
を
構
成
し
て
い
る
例
は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
か
ら
、
そ
も
そ
も
吋
宮
司
2
2
5可
を
大
蔵
省
と
訳
す
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
く
る
が
、
一
応
、
い
ま
ま
で
の
慣
例
に
従

っ
て
、
そ
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
と
し
た
。

参
照
i
1
l
小
島
昭
、
大
蔵
省
統
制
の
形
成
と
そ
の
論
理
的
展
開
、
「
現
代
行
政
の
理
論
と
現
実
」
(
蛾
山
政
道
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
)
、
一
九
六
五
年
、

四
八
九
頁
以
下
。

(
2
)

行
政
責
任
(
色
5
5
2
5
Z
5
H
2
-
5
5
F
H一
主
よ
と
い
う
用
語
は
、
学
術
用
語
と
し
て
、
必
ず
し
も
熱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず
フ
リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
の
古
典
的
な
用
法
行
主
』
-
F
5
L
ユn
Y
A》

巳

r
t
n
p
v
z
n可

E
L
H
Z
Z
E号
。
え
〉
L
B
E百円
S
Z
2
河

2【》

G
E
r
-
-ミ
ー

同
】
戸

WEFnMMOZSJ
円

u
g
d
g丘
町
♂
忍
盟
問
・
・

5
8・
)
に
従
い
、
行
政
の
専
門
性
と
行
政
の
職
業
性
と
い
う
二
重
の
基
準
に
照
し
て
、
当
然
行
政
官
に
要
求
さ
れ

る
責
任
、
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ
ヒ
に
よ
れ
ば

l
l
一
般
に
期
待
さ
れ
て
い
る
課
題
の
解
決
に
失
敗
し
た
場
合

t
l
l

北法19(1・6)6



付

「
我
々
市
民
は
、
技
術
的
問
題
に
関
し
て
入
手
可
能
な
専
門
知
識
に
必
要
な
考
慮
を
払
わ
ず
に
あ
る
政
策
が
と
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
無
責
任
な
政
策
と
呼

ぶ
権
利
が
あ
る
。
同
様
に
、
我
々
市
民
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
の
支
配
的
な
意
向
、
と
く
に
そ
の
と
き
ど
き
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
十
分
な
考
慮
を
払
わ
ず

に
あ
る
政
策
が
と
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
無
責
任
な
政
策
と
呼
ぶ
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
o

な
お
、
こ
う
し
た
「
二
重
の
要
請
」
を
含
む
現
代
の

行
政
責
任
と
、
か
つ
て
の
自
然
法
と
の
間
に
み
ら
れ
る
「
類
似
性
」
に
つ
い
て
は

l
l」
町
「
明
E
N
Z
O
B
Eロ
冨
R
H
¥
d
g
g芯
月
号
E
¢
ロ
仏
〈
21当
巳

Z
E

口
四
月
P
F
1
〈
2
君
主

g
口問
E
2
7
2
∞
仏
・
日
品
(
回
申
告
)w
阻
止
仲
少
伊

2
7

(

3

)

戸
間
-
C
・

]
e
Z
Eロ
5
2・開同⑦門戸
HHF〈
作

り

Z
Q
2
5口
。
ロ
ι
』ロ《
H
E
E
-
n
oロ可
Dプ
門
司
同
丘
o
p
S印
hF・

(

4

)

た
と
え
ば
、
キ
ル
ミ
ユ
ア
卿

(
F
2
L
同c
r
u
G可
)
は
、
「
大
法
官
の
主
な
任
務
」
を
定
義
し
て
、
「
一
元
的
な
法
お
よ
び
行
政
機
構

2
7
0

ヨ
R
E

S
弓
え
芯
謡
言
弘
主
ヨ
E
E
s
t
oロ
)
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
て
い
く
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
(
〉
5
7
3可
明
白
ヨ
古
田
o
p
〉
g
ざ
ヨ
可

。
同
国
ユ
g
E司戸
C
2
L
c
p
岡
市

waN-
℃
・
同
町
、
ご
。

(
5
)

回ユ
g
(
U
}臣官
H
E
P
回
ユ
巴
ω
7
0
0
5
5
5
8
H
O
Z
0
2
&、
戸
。
邑
o
P
3
8・
官
・
印
0
・
な
お
、
こ
の
法
務
セ
ク
タ
ー
で
行
政
の
任
に
当
た
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
法
廷
弁
護
士

2
5
5
2
)
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
判
事
(
』
邑
開
閉
)
と
、
治
安
判
事

(
2
2
5芯
)
iー
そ
の
多
く
は
、
「
素
人
」
で
、
か
つ
無
給

で
あ
る
|
|
の
両
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
の
実
態
に
つ
い
て
は

l
lぇ・
ω
5
3
P
8・
2
J
官
-
H
8
2
5少

S
L
P
m
z
s・

a・
2
F
七

日

H
O
E
-

行政機能の鉱大が行政責任の形態に及ぼす影響

(

6

)

門町・〔い「田甘ヨ
ω
p
o司・

2
了
間
》

-
b
o品M
-

(

7

)

戸

C
三
回
2
L問。
F

吋
}
百
吋
耳
目
ロ
ミ

(Nロ
ι

&・
)wHhc邑
D
P
3
8・司

HH0・

(
8
)
m
E
U戸。-∞門戸同
E
P
寸
宮
、
『
古
田
ロ
ミ

EM内山内内岬
7m
吋
2
-
2
3印
ア

Z
E
-
-申
E
(同
ダ
ロ
四
三
ロ
即
日
cr目
)w
同
y
g
'
g
-

(

9

)

回
ユ
仏
間
2
・
D
-
u
・
2
了
(
υ
7
m
w
司
・
凶
〈
戸

(
柏
山
)
知
名

o
z
c『
子
。

n
oヨ
S
5
2
0ロ
吾
巾
わ
Cロ門司
c
-
o町
M
M

乙
去
の
何
MGgL-H50・
n
ヨ
Ei--品
ω
N
-
n
x
a
E
∞ユ
L
m
g
-
C明
V
2
了間】・

5
申・

(
日
)
切
ユ
L
m
g
w
D匂
・
巳
了
間
》
-HHAH-
な
お
、
こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
管
理
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
必
要
な
資
質
と
経
済
部
門
の
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
必
要
な
資
質
と
の
間
に
、
若
本
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は
本
文
の
推
測
を
裏
付
け
る
ひ
と
つ
の
傍
証
と
い
え
よ
う

(
F
F
P
-
P

HNω)
。

ハ
ロ
〉
円
『
何
回
州
五
一
命
日
『
除
]
・
回
一
opハ
-
o
f
-
Y
H
Z
E
〉仏
5
5
U同HmHFD口
広
明
E
ロ
円
。
・
「
Oロ
LCD・-山盲目
hfHν
・
5
一∞ム∞由・

(
日
)
公
式
的
に
は
、
一
応
、
経
済
省
は
「
物
的
資
源
の
利
用
お
よ
び
関
発
に
関
す
る
問
題
」
を
担
当
し
、
そ
こ
か
ら
、
主
と
し
て
「
長
期
的
な
一
計
画
」

に
関
心
を
示
す
の
に
対
し
、
大
蔵
省
は
「
主
と
し
て
政
府
支
出
、
徴
税
お
よ
び
金
融
に
関
す
る
問
題
」
を
担
当
し
、
そ
こ
か
ら
、
い
き
お
い
「
短
期
的
な
計

北法19(1・ 7)7



説

画
」
に
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
る

l
lと
説
明
さ
れ
て
い
る
(
肘
ユ

n
m
o
-
-
¥斗
Z
5
S
5
2

官

界
g
c
g
n
E
5
5
m
¥
H
t
p明書
5

2

0『

何
向
。
ロ
O
B
W
〉
『
『
巴
2
1
司ロ

Z
R
〉
仏
E
5
2門E
に
o
p
〈
C
一
-
主
j

(

芯
朱
山
)

W

M

H

印
)
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
説
明
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
、
経
済
省
の
設
震
が
、
多

分
に
党
争
の
産
物

l
!と
く
に
、
そ
れ
は
、
一
九
六
四
年
の
総
選
挙
に
お
け
る
中
心
的
な
争
点
を
形
作
っ
て
い
た
(
広
・
、
口
再
開

8
5
5
F
日

pnggF

E
E
-
-で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
設
置
と
と
も
に
機
構
上
経
済
専
門
家
が
独
立
し
た
の
ち
も
、
職
業
的
行
政
官
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
従
属
関
係

(
∞
ユ
2
8・
D
℃
-nM了
℃
・
包
a
u
o
)

に
は
、
実
質
上
余
り
変
化
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
の
方
が
、
む
し
ろ
重
要
で
あ
る

(FE--
司
・
叶
由

13)。
た
と
え

ば
、
「
一
般
に
、
行
政
官
の
場
合
、
仕
事
の
う
え
で
高
度
の
専
門
知
識
を
必
要
と
す
る
経
済
の
分
野
に
関
与
し
て
い
て
も
、
彼
自
身
専
門
的
経
済
学
者
で
あ

る
必
要
は
な
い
」
(
岡
山
o
r
q門
出
色

f
h
E丸
岡
山
口
Cロ
G
5
5
〉
仏

2
百円
)
l
l
!と
(
閉
山
口
仏
m
g
-
D
H
V
2了
間
)-HON--cgc

(

H

)

こ
こ
で
職
業
的
行
政
官
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
経
済
専
門
家
に
対
置
さ
れ
る
で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
全
体
的
に
み
た
場
合
、
経
済

政
策
の
問
題
は
、
以
前
ほ
ど
経
済
学
者
の
関
心
を
ひ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
前
は
、
経
済
政
策
の
分
野
は
経
済
学
者
の
ジ
ョ
ブ
、
そ
の
専
門
領
域

の
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
・
パ

1

ト
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
四

0
年
代
の
半
ば
以
後
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」

(
F戸

0
・
∞
克
己
四
円
)
と
い
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
(
伊
吉
田

p
c匂・

2
F
w
唱・

U
H
叶)。

(日

)
N
N
-
Z
G戸
田
何
日
間
わ
む
ヨ

5
0
3
U勾玄門
2
2
.

(
日
叩
)
円
『
・
定
日
出
回
司
百
円

Z
己
E
C℃
r
M
g
j
p
v
z
w
〉
L
2
5
5
E
C
c
p
〈
O一・

ω品
(
巴
印
3
・旬
-HH印
ム

Nω
・

も
っ
と
も
、
ケ
イ
ン
ズ
が
大
蔵
省
行
政
官
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か

l
ー
ー
も
し
く
は
、
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
か
1
1
1
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の
余

地
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
蔵
省
行
政
官
自
身
の
手
に
な
る
ケ
イ

γ
ズ
-
評
と
し
て
|
|
者
去
忌

F
ι
3
9
9豆
ミ
g
丘
町
内
。
百
g
u
F
Z
R
ω
尽
S
ロペ

J
E
σ
t
n

〉
L
E
E
Z
s
c
o
p
〈

c一-
N∞
(
芯
臼
)
‘
匂
・

H
N
1
5
0
・

(
げ
)
問
。
一
一
・

0
司・

2
了
間
》
-
N
・

(

刊

山

)

切

ユ

仏

間

2
・
q同)・

2
了
間
】
-

M
申
・

(
印

)
F
R
D司・

2
・℃

5
・

(
鈎
)
回
門
広

mmmuO℃・

2fHV-MOω
・

(
幻
)
こ
の
よ
う
に
、
政
府
支
出
の
統
制
を
行
政
責
任
確
保
の
手
段
と
み
た
う
え
で
、
そ
の
変
化
を
跡
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
、
そ
も
そ
も
政

府
支
出
の
統
制
が
行
政
責
任
確
保
の
手
段
で
あ
り
え
た
の
は
何
故
か
と
い
う
設
問
に
答
え
る
所
以
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
あ
ら
た
め
て

北法19(1・8)8

論



触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
構
造
論
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
だ
り
、
次
節
・
詮

(

7

)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
ポ
ン
ド
の
価
値
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
立
場
あ
る
い
は
既
存
の
生
産
様
式
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
に
対
抗
し

て
、
あ
た
ら
し
く
経
済
成
長
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
立
場

l
l大
戦
後
の
期
間
を
通
じ
て
、

イ
ギ
リ
ス
に
い
ち
ば
ん
欠
け
て
い
た
の

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
立
場
を
代
表
す
べ
き
制
度
な
い
し
仕
組
で
あ
っ
た
。
経
済
開
発
協
議
会

(
Z
2
5ロ乙

開円。ロ。

g
w
。巾〈一巾目。匂ヨ巾口同

付

。
。
ロ
ロ
円
己
)
の
設
置
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
じ
つ
に
そ
れ
が
経
済
成
長
の
た
め
の
圧
力
集
団
た
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
」
0

し
か
し
、
経
済
成
長
の
こ
の
よ
う
な
運
命
は
、
ま
た
、
そ
の
ま
ま
大
戦
後
の
期
聞
を
通
ず
る
経
済
計
画
の
運
命
で
も

ハ
2
v

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、

円

3
〉

そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
、
分
ち
難
く
絡
み
合
っ
て
い
た
」
(
刻
。
宮
ユ

ω
7
0
ロ
昂
)
か
ら
で
あ
る
。

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

「
成
長
の
観
念
と
計
画
の
観
念
と
は
、

一
泥
来
、
認
識
用
語
と
し
て
の
経
済
計
画
は
、

ひ
と
り
経
済
成
長
l
lー
そ
の
推
進
な
い
し
抑
制
1
1
1
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

経
済
成
長
と
無
縁
の
統
制
作
用
も
ま
た
、
経
済
計
画
で
あ
り
う
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
ご
般
に
計
画
に
な
じ
む
集
団
行
動
と
、
特
定
の

予
め
与
え
ら
れ
た
政
策
目
標

l
lこ
れ
は
政
策
決
定
主
体
の
意
志
を
具
体
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
社
会
的
優
位
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
包
以
上
の
も
の

計
画
に
合
わ
せ
て
営
ま
れ
る
国
家
活
動
と
を
通
じ
て
、

「
シ
テ
ィ
」
(
子
巾

c
q
)
が
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
神
経
中
枢
で
あ
っ
た
当
時
、

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

ケ
イ

γ
ズ
の
い
わ
ゆ
る

北法19(1・9)9

「
私
的
利
益
の
た
め
に
活
動
し
な
が
ら
、
な
に
よ
り
も
公
共
の
福
祉
に
関
心
を
も
ち
、
し
か
も
政
治
の
気
ま
ぐ
れ
な
影
響
か
ら
隔
離
さ
れ

て
い
る
国
家
の
な
か
の
半
独
立
的
法
位
、
す
な
わ
ち
イ

γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
面
白
ロ

75m-E)
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
段
階
に
見

ム
ロ
う
経
済
計
画
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
シ
テ
ィ
」
の
内
部
で
は
、
総
裁
(
。
。
〈
巾

5
0円
)
は
〈
岳
町
〉

E
Y
O
H
E
g〉



説

と
い
う
神
秘
的
な
名
称
で
呼
び
慣
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
シ
テ
ィ
の
行
動
様
式
(
巳
々

g
r
i
g
H
)
と
い
う
不
文
律
を
維
持
・
適

北法19(1・10)10

用
し
て
い
く
こ
と
が
、
彼
の
主
要
な
任
務
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
暗
黙
の
支
配
は
、
大
法
官
の
弁
護
士
に
対
す
る
そ
れ

論

に
擬
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
総
裁
の
支
配
力
は
、
大
法
官
の
そ
れ
よ
り
も
、

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、

は
る
か
に
強
大
で
あ
る
」
。
実
際
、
「
ジ
テ
ィ
」
の

(
6
v
 

「
総
裁
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
破
滅
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
」

l
l

と
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
と
く
に
経
済
成
長
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
さ
い
、
大
蔵
省
の
直
面
し
て
い
た
問
題

あ
っ
た
、

は
、
経
済
計
画
な
る
も
の
を
あ
た
ら
し
く
創
り
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
に
在
る
経
済
計
画
の
内
容
を
修
正
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

成
長
問
題

l
lそ
れ
を
ま
さ
に
成
長
問
題
の
名
で
呼
ぶ
か
否
か
は
措
く
と
し
て

l
ー
が
発
生
し
て
以
後
の
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
大
蔵

省
の
態
度
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
一
七
年
の
夏
、
金
処
理
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の

大
蔵
省
次
官
チ
ャ

l
マ
!
ズ
(
列
。

r
q件
。
}
五
百
巾
同
国
)
と
イ

γ
グ
ヲ

γ
ド
銀
行
総
裁
カ
ン
リ
フ
卿

(
F
C
E
n
z己
足
立
の
聞
に
深
刻
な
意
見

の
対
立
が
発
生
し
た
。
前
者
が
、
戦
費
調
達
の
必
要
上
、

カ
ナ
ダ
政
府
か
ら
ひ
き
続
き
手
持
ち
の
金
を
譲
り
受
け
よ
う
と
望
ん
で
い
た
の

に
対
し
、
後
者
が
、
金
は
あ
く
ま
で
も
見
換
準
備
と
し
て
保
有
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
オ
タ
ワ
駐
在
の
大
蔵
省
代
表
に

こ
れ
以
上
手
持
ち
の
金
を
譲
り
渡
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
問
題
の
核
心
は
、
「
た
と

え
ど
ん
な
事
情
が
あ
ろ
う
と
、
通
貨
に
対
す
る
信
用
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
シ
テ
ィ
」
特
有
の
通
貨

至
上
主
義
と
、

「
通
貨
に
対
す
る
信
用
を
維
持
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
が
、

し
か
し
、
世
の
中
に
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
事
な

こ
と

l
lた
と
え
ば
、
戦
争
に
勝
ち
抜
く
と
い
っ
た

l
ー
が
あ
る
」
と
い
う
通
貨
便
宜
主
義
と
の
対
立
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ヶ
J'γ
ズ

(
9〉

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
後
者
す
な
わ
ち
通
貨
便
宜
主
義
を
支
持
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

を
擁
す
る
当
時
の
大
蔵
省
は
、

成
長
問
題
の
発
端
は
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
事
件
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

l
l「
ポ
ン
ド
の
価
値
を
維
持
」
し
、



「
既
存
の
生
産
様
式
を
そ
の
ま
ま
維
持
」
す
る
こ
と
を
も
っ
て
至
上
の
政
策
目
標
と
な
す
イ

γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
対
し

l
l大
蔵
省
は
、

戦
時
経
済
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
と
に
か
く
通
貨
価
値
の
維
持
に
優
先
す
る
よ
り
高
次
の
目
標
が
あ
る
こ
と

を
察
知
し
、
こ
れ
に
政
策
目
標
と
し
て
の
体
裁
を
賦
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
経
済
成
長
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
立
場
」

へ
の
途
を

ほ
ぼ
半
世
紀
に
亘
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
歴
史
は
、
そ
の
大
蔵
省
へ
の
従
属
化
の
歴
史

l
l
一
九

四
六
年
、
同
行
が
固
有
化
さ
れ
、
大
蔵
省
に
対
し
、
「
公
益
上
必
要
と
考
え
ら
れ
る
」
場
合
、
同
行
に
命
令
を
発
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
は
(
え
・
∞

g
r
t
向
指
r
E
〉

2
・
5
怠

wω
・
品
(
戸
)
)
、
こ
の
過
程
に
一
応
の
結
着
を
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
い

l

き
り
拓
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、

に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
代
表
さ
れ
る
通
貨
至
上
主
義
に
代
円
て
、
大
蔵
省
に
代
表
さ

そ
れ
は
ま
た
、

付

れ
る
成
長
促
進
主
義
が
漸
次
経
済
計
画
の
中
核
を
構
成
し
て
い
く
歴
史
で
も
あ
っ
た
。

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

大
蔵
省
の
内
面
的
な
苦
悩
に
関
す
る
次
の
観
察
は
、
右
の
過
程
を
行
政
官
人
格
に
即
し
て
表
現
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
o

い
う
ま
で
も

な
く
、
そ
れ
ま
で
優
越
的
で
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
銀
行
に
叛
逆
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
優
越
を
受
け
容
れ
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
叛
逆
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
大
蔵
省
に
い
ろ
い
ろ
取
得
が
あ
る
こ
と
は
、

誰
し
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
以
前
の
悪
い
癖
を
出
し
た
り
、
見
通
し
を
誤
っ
た
り
し
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
と
に
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
政
府
支
出
に
対
す
る
考
え
方
や
予
算
に
対
す
る
考
え
方
の
点
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
大
蔵
省
は
他
国

た
ん
に
歳
入
超
過
や
歳
出
超
過
の
手
段
を
用
い
て
経
済
全
体
を
規
制

す
る
術
を
学
び
取
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
す
す
ん
で
、
租
税
は
政
府
自
身
の
経
費
を
賄
う
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
理
論
を

の
そ
れ
に
熔
ん
で
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
の
大
蔵
省
は
、

北法19(1・11)11

放
機
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
た
。
実
際
、
す
く
な
く
と
も
原
則
の
う
え
で
は
、
徴
税
規
模
は
も
っ
ぱ
ら
生
産
拡
大
の
適
正
速
度
如
何

と
い
う
観
点
か
ら
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
、
大
蔵
省
行
政
官
の
も
の
の
考
え
方
は
か
な
り
ソ
フ
ィ
ス

ひ
と
た
び
国
際
収
支
の
危
機
に
直
面
す
る
と
、
ど
う
い
う
も
の
か
彼

テ
ィ
ケ
l
ト
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

l
lに
も
か
か
わ
ら
ず
、



説

等
は
パ
ニ
V

ク
に
陥
っ
て
し
ま
う
o

す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
と
、
彼
等
は
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
行
政
官
の
強
み
と
さ
れ
て
い
る
あ

論

ひ
と
つ
に
は
、

す
る
豊
富
な
経
験
と
知
識
の
ま
え
に
、
彼
等
、
が
た
ち
嫁
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
」

|
i仁川〉

の
心
の
ゆ
と
り
と
適
確
な
見
通
し
と
を
発
揮
し
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
ま
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
有

北法19(1・12)12

た
ん
な
る
意
見
の
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
者
の

チ
ャ

l
マ
i
ズ
解
任
要
求
か
ら
、
す
す
ん
で
カ

γ
リ
フ
卿
自
身
の
辞
任
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
事
実
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
噌
何
故
な

た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
令
、

チ
ャ

l
マ

I
ズ
と
カ

γ
リ
フ
卿
の
対
立
が
、

ら
、
こ
の
事
実
は
|
|
と
く
に
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
カ
ン
リ
フ
卿
の
辞
任
は
、

た
ん
に
一
総
裁
の
進
退
に
の
み
か
か
わ
る
問
題
で
は
な

く
、
そ
も
そ
も
イ

γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
は
如
何
に
し
て
選
(
解
)
任
さ
れ
る
か
と
い
う
選
(
解
)
任
方
法
に
か
か
わ
る
深
い
意
味
合
い

を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
「
シ
テ
ィ
」
を
代
表
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
理
事
会
(
打
。
ロ
ス
)

に
よ
っ
て
選
(
解
〉

任
さ
れ
て
き
た
総
裁
が
、
こ
の
事
件
を
境
に
、
爾
後
、
大
蔵
省
と
の
「
協
議
」
を
経
て
選
ハ
解
)
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実

と
相
侠
っ
て

l
l
い
ま
や
計
画
主
体
が
、
ま
た
、
転
移
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
通
貨
価
値
の
維
持
か
ら
成
長
の
促
進
へ
と
い
う
計
画
目
標
の
転
換
は
、
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
銀
行
か
ら
大
蔵
省
へ
と
い
う
計
画

主
体
の
転
移
を
伴
わ
ず
し
て
は
、
実
現
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
じ
つ
に
、

b

成
長
計
画
の
形
成
に
お
い
て
、
計
画
主
体
と
計
画
目
標
と
は
分
ち

難
く
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
o

で
は
、
何
故
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
さ
し
あ
た
り
消
極

面
か
ら
、
通
貨
価
値
の
維
持
と
い
う
政
策
目
標
と
政
策
主
体
と
し
て
の
イ
ゾ
グ
ラ

γ
ド
銀
行
と
が
、
い
わ
ば
構
造
的
に
結
び
付
い
て
お

り
、
後
者
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
前
者
に
代
る
政
策
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
の
う
ち
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

通
を
量
的
に
規
制
す
る
古
典
的
な
政
策
手
段
と
し
て
の
金
利
盲
目
岳

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
固
有
な
政
策
手
段
た
る
通
貨
操
作

(5。
5
E弓
ち
-
F
Q
)
lー
そ
の
中
心
は
、

H
U窓
)
操
作
で
あ
る

l
lと
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
通
貨
の
流

そ
、
つ
し
た



構
造
的
な
関
連
を
象
徴
し
て
い
る
o

す
な
わ
ち
、
経
済
省
次
官
ロ

I
ル
(
肘
同
庁

MNo--
は
同
省
設
立
の
動
機
、
が
、
今
日
、
経
済
計
画
の
要

「
伝
統
的
な
計
画
手
段
た
る
通
貨
対
策
(
{
呂
田
戸
田
口
仏

B
O
S仲
間
同
司
君

g
宮
口
日
)
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
あ
ら
た

に
他
の
計
画
手
段
を
併
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
信
念
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
」
の
う
ち
に
あ
る
と
み
た
う
え
で
、

請
に
応
え
る
た
め
に
は
、

「
こ
の
見
解

一
方
で
大
量
失
業
問
題
が
解
消
し
、
今
日
で
は
、
む
し
ろ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の

に
、
他
方
で
各
経
済
部
門
の
聞
に
著
し
い
不
均
衡
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
時
と
と
も
に
拡
大
し
て
い
く
傾
向
さ
え
み
ら
れ
る
と
い
う
事

実
と
結
び
付
い
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
、
こ
こ
半
世
紀
に
及
ぶ
成
長
計
画
の
歴
史
は
、

自
体
は
、

ま
た
、

「
通
貨
対
策
」
上
の
主

導
権
を
め
ぐ
る
大
蔵
省
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
攻
防
の
歴
史
の
如
く
に
見
え
て
、
じ
つ
は
、

「
通
貨
対
策
」
そ
の
も
の
が
政
策
手
段
と

付

し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
い
く
歴
史
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
機
能
喪
失
の
背
後
に
は
、
そ
も
そ
も
通
貨
価
値
を
維
持
す
る
と

い
う
政
策
目
標
l
l
l
「
通
貨
対
策
」
と
い
う
政
策
手
段
は
、
こ
れ
と
適
合
関
係
に
あ
る

illは
い
わ
ゆ
る
「
投
資
家
」

(535)
の
利

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

益
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
が
、

イ
γ
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
メ
ン
バ
ー
は
、

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
直
接
充
員
さ
れ
る
」
社
会
的
属

性
か
ら
し
て
、
も
と
も
と
「
投
資
家
」
の
利
益
を
代
表
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
い
う
事
実
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
む

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
メ
シ
メ

l
自
身
は
、
な
お
「
政
治
責
任
の
原
則
」
(
吉

z
-
n
R
S
Zロ
S
E
-
-
1

も
っ
と
も
、

を
受
け
容
れ
よ
う

と
し
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
理
事
会
は
な
お
「
シ
テ
ィ
の
意
見
」
を
代
表
す
る

「
政
策
決
定
主
体
」
で
あ
り
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
金
利
操
作
は
、
「
一
般
に
対
す
る
心
理
的
影
響
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
さ
ら
に
ま

た
経
済
に
対
す
る
現
実
的
効
果
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
な
お
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
力
を
有
し
て
い
る
」
(
戸
。
互
の

S
Z
E
)
の
で
あ
ふ
d

北法19(1・13)13

そ
し
て
、
あ
た
か
も
こ
れ
に
見
合
う
か
の
如
く
、
大
蔵
省
の
側
に
も
、
行
政
官
の
計
画
意
識
と
、
そ
れ
が
現
実
に
営
ん
で
い
る
計
画
機
能

と
の
聞
に
、
著
し
い
議
離
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ハ
ロ
ッ
ド
(
刻
。
可
出
血
同

g
仏)
t主

一
九
六
四
年
、
雑
誌
エ

γ
カ
ウ
ソ
タ

1
に
一
支
を

掲
げ
て
、
大
蔵
省
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
教
義
」
に
改
宗
し
た
と
い
え
る
か
否
か
、
を
問
う
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
教
義
」
の
真
髄
は
国
際



説

収
支
に
対
す
る
配
慮
か
ら
「
完
全
一
雇
傭
」
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
司
て
は
な
ら
肉
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

業
に
も
比
す
べ
き
重
大
な
浪
費
で
は
な
い
か
!
l
l
と。

基
本
的
信
念
お
よ
び
態
度
の
点
で
は
、
ノ
ー
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
分
裂
は
そ
う
し
た
示
離
の
「
教
義
」
面
に

お
け
る
現
わ
れ
と
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ハ
ロ
ッ
ド
の
こ
の
間
に
対
す
る
答
は
、

「
技
術
の
点
で
は
、

イ
エ
ス
で
あ
る
が
、

北法19(1・14)14

る
に
、
現
実
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
は
「
経
済
の
潜
在
的
成
長
力
を
フ
ル
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
た
め
に
当
然
開
発
し
う
る
は
ず
の
富
を

論

い
わ
ば
宝
の
も
ち
腐
れ
の
状
態
に
放
置
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
る
損
失
は
年
々
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
」
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
失

そ
れ
だ
け
に

い
ま
成
長
の
促
進
を
目
標
と
し
て
、
自
ら
計
画
主
体
と
な
る
べ
き
状
況
に
直
面
し
た
と
き
、
大
蔵
省
行
政
官
と
し
て

は
、
ま
さ
し
く
「
未
知
の
真
空
地
帯
に
踏
み
入
り
、
そ
れ
に
必
要
な
資
格
も
準
備
も
な
い
ま
ま
に
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
性
格
を
も
っ
決
定

を
下
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら
く
、
職
業
的
行
政
官
に
共
通
す

る
社
会
的
属
性
、

と
く
に
「
投
資
家
」
と
然
ら
ざ
る
階
層
と
の
境
界
に
位
置
す
る
中
間
的
存
在
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、

面

「
既
存

の
生
産
様
式
」
を
否
定
し
、
成
長
を
促
進
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
し
な
が
ら
、
他
面
で
は
な
お
通
貨
価
値
を
維
持
す
る
こ
と
に
執
着
す

る
と
い
う
二
面
的
性
格
が
伏
在
し
て
い
た
。

『
一
ょ
-
、

ふ
/

φ

/

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
蔵
省
は
、
す
く
な
く
と
も
経
済
省
、
か
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
自
ら
計
画
主
体
と
し
て
曲
り
な
り

に
も
成
長
を
促
進
し
つ
つ
あ
っ
た

l
ー
と
い
う
の
は

い
っ
た
い
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
も
ち
ろ
ん
、
大
蔵
省
行

政
官
自
身
が
支
出
統
制
と
い
う
計
画
手
段
を
ど
う
見
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
o

成
長
計
画
が
ひ
と
つ
の
権
力
作
用
で

あ
る
以
上
、
計
画
手
段
に
つ
い
て
の
自
己
表
象
は
、
そ
の
ま
ま
、
計
画
主
体
の
社
会
的
な
性
格
付
け
に
結
び
付
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
も
伝
え
ら
れ
る
如
く
、

「
大
蔵
省
は
ひ
と
の
喉
も
と
を
締
め
上
げ
る
こ
と
に
異
常
な
歓
び
を
感
じ
て
い
る
と
い
っ
て
非
難

さ
れ
る
o

し
か
し
、
こ
の
非
難
は
当
た
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
大
蔵
省
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
権
力
の
強
大
さ
に
内
心
怖
れ
を



な
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
だ
か
ら
で
あ
る
〕
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
大
蔵
省
に
事
実
上
計
画
主
体
と
し
て
の
性
格
を
賦
与
し
て
い

た
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
政
府
支
出
の
増
大
H

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
蔵
省
は

l
i

お
そ
ら
く
、
政
府
支
出
の
増
大
H

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
一
般
的
動
向
を
ま
え
に
し
て

i
ー
そ
の
「
強
大
な
否
定
権
力
」

(
Z・

し

『

・

FgwF)
の
発
動
を
自
ら
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
政
府
支
出
の
増
大
1
イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ

γ
を
喚
び
起
す
に
至
っ
た
の
で
あ

「
通
貨
対
策
」
と
い
う
伝
統
的
な
計
画
手
段
を
蝕
む
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

る
が
、
こ
の
事
実
が
、
他
面
、

も
ち
ろ
ん
、

イ
γ
フ
レ

l
シ
ョ
ン
は
政
府
支
出
の
増
大
に
の
み
起
因
す
る
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
o

た
と
え
ば
、
ラ
ド
ク
リ
フ
委
員

会
(
刃
包

n-E巾
(

リ

。

B
B
u
g叩
)
も
圃
慣
の
渇
剰
流
動
性
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
推
し
進
め
る
有
力
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告

付

一
九
六
一
年
三
月
末
日
現
在
、
二
八
二
億
ポ
ン
ド
、
国

民
総
生
産
を
上
廻
る
こ
と
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

し
か
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
、
ぎ
り
、
イ
ン
グ

し
て
い
る
が
、
両
次
の
大
戦
を
通
じ
て
十
余
倍
に
膨
れ
上
が
っ
た
国
債
残
額
は
、

行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響

ラ
ン
ド
銀
行
は
持
病
の
通
貨
価
値
脅
迫
症
か
ら
免
か
れ
て
い
る
。

む
べ
き
遺
産
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
」

0

つ
ま
り
、

「
イ
ン
グ
ラ

γ
ド
銀
行
も
、
も
は
や
、
国
債
を
戦
争
の
悲
し

た
こ
と
は
、

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
始
動
さ
せ
る
主
要
因
が
い
わ
ゆ
る
均
衡
予
算
の
乗
数
効
果
に
あ
つ

ま
ず
疑
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

「
要
す
る
に
、
大
蔵
省
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
に
よ
っ
て
資
金

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
場
合
、

を
調
達
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分
で
紙
幣
を
印
刷
し
て
、
好
き
な
よ
う
に
資
金
を
創
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
蔵
相
経
験
者
は

概
論
し
て
い
る
が
、
実
際
、

一
九
一

O
年
当
時
、
国
民
総
生
産
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
政
府
支
出
は
、

一
九
六
一
年
現
在
、
じ
つ
に
そ
の
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
。

そ
の
後
増

北法19(1・15)15

加
の
一
途
を
辿
り
、

こ
の
よ
う
な
政
府
支
出
の
増
大
は
「
強
大
な
否
定
権
力
」
の
自
己
否
定
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
が
、
他
方
、
そ
こ
に
始
動
す
る
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
「
通
貨
対
策
」
を
無
力
化
す
る
事
実
と
相
侯
っ
て
、
大
蔵
省
を
、
そ
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
計
画



説

主
体
の
座
に
ひ
き
据
え
る
こ
と
と
な
る
o

す
な
わ
ち
、

「
必
要
に
迫
ら
れ
、
次
か
ら
次
へ
と
政
府
支
出
を
追
加
し
て
い
く
過
程
で
、
大
蔵

3命

は
、
ち
ょ
う
ど
、
狭
い
海
峡
を
航
行
し
て
い
く
船
が
、
自
分
の
ひ
き
起
こ
し
た
波
の
逆
寄
、

る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」

l
lと
。

そ
の
揺
れ
返
し
を
喰
っ
て
、
怯
え
上
っ
て
い

北法19(1・16)16

省
は
、
通
貨
対
策
上
の
主
導
権
が
シ
テ
ィ
か
ら
否
応
な
し
に
自
分
の
方
へ
移
行
し
て
く
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
、
大
蔵
省
が
自
ら
を
否
定
す
る
意
志
・
行
動
自
体
が
そ
の
ま
ま
経
済
計
画
の
構
成
に
連
る
、

と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
o

そ
の
か
ぎ
り
、
経
済
計
画
と
は
「
支
出
統
制
の
形
を
変
え
た
表
現
」
に
す
、
ぎ
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、

「
支
出

統
制
の
目
的
は
は
じ
め
か
ら
総
合
化
を
麗
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
」
と
す
る
「
ピ
ア
氏
」
の
解
釈
は

l
l
「
経
済
性
の
確
保
こ
そ
、

支
出
統
制
の
基
本
的
な
目
的
で
あ
る
」
と
考
え
な
じ
ん
で
き
た
人
々
に
と
っ
て
、
加
何
に
「
シ
ョ
ッ
ク
」
で
あ
ろ
う
と
も

l
l正
し
い
も

の
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
い
〉
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
は
、
ま
た
、
成
長
計
画
の
形
成
に
お
い
て
、
計
画
主
体
と
計
画
目
標
と
が
分
ち
難

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

く
結
び
付
く
に
至
っ
た
こ
と
に
対
す
る
積
極
的
な
説
明
に
も
な
る
、

(

1

)

回忌
g
p
c司・

2
円

J

司-
U
N
也
・
な
お
、
経
済
開
発
協
議
会
は
、
一
九
六
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
総
合
計
画
委
員
会

(
n
D
E
B
-国
自
己
陶
件
。

E
b包
一
号

豆

g)
に
倣
っ
て
設
置
さ
れ
た
蔵
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
l

|伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
i
l
i
こ
の
年
の
八
月
、
蔵
相
ロ
イ
ド

(ω
己

3
2

F
F三i

)

は
経
済
計
画
作
成
の
た
め
の
機
構
を
新
設
す
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
ロ
イ
ド
の
案
は
、
第
一
に
、
そ
の
機
構
は
経
済
成
長
に
つ
い
て
、

長
期
的
な
目
標
を
立
て
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
大
臣
、
ピ
ジ
不
ス
・
リ
ー
ダ
ー
及
び
労
働
組
合
役
員
の
三
者
の
代
表

か
ら
構
成
さ
れ
る
協
議
会
が
こ
の
機
構
を
管
理
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
そ
の
事
務
局
は
大
蔵
省
と
は
別
個
に
設
け
る
こ
と
、
の
三
点
を
骨
子
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
も
と
も
と
ロ
イ
ド
は
、
そ
の
前
年
、
蔵
相
に
就
任
し
た
時
か
ら
、
す
で
に
長
期
的
な
計
画
の
必
要
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の

考
え
は
、
六

O
年
一
一
月
、
プ
ラ
イ
ト
ン
で
関
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
産
業
連
盟
(
司
∞
同
)
の
総
会
の
結
果
、
い
ち
だ
ん
と
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
は
、
戦
中
戦
後
の
直
接
統
制
の
苦
い
経
験
か
ら
、
五

0
年
代
を
通
じ
て
計
画
と
い
う
こ
と
に
反
対
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
大
蔵
省
の
「
無
定
見
」
な
政
策
運
営
1
l
l
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
ッ
プ
・
ゴ

l
方
式
」
1

1
の
弊
害
に
よ
う
や
く
気
付
き
、
こ
の
年
の
初
め
か
ら
、

徐
々
に
計
画
を
受
け
容
れ
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
態
度
に
変
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
開
明
的
な
企
業
家
の
指
導
の
も
と
に
、



付

一
一
月
の
総
会
で
、
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
一
機
し
、
五
ヶ
年
計
画
の
策
定
を
決
議
す
る
と
同
時
に
、
経
済
を
急
速
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
物
価
の
安
定
、

国
際
収
支
の
均
衡
を
鷲
ら
す
所
以
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
宣
言
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
頃
、
大
蔵
省
の
側
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
運

蛍
が
思
う
よ
う
な
効
果
を
挙
げ
え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
労
働
組
合
役
員
の
両
者
を
含
む
産
業
界
と
組
織
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
も
つ
こ
と
の
必
要
性
が
感
ぜ
ら
れ
は
じ
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ロ
イ
ト
の
計
画
機
構
案

に
、
そ
れ
な
り
の
関
心
を
示
す
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
、
大
蔵
省
か
ら
独
立
し
た
事
務
局
を
設
け
る
と
い
う
案
に
は
、
激
し
い
抵
抗
が
一
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
大
蔵
省
と
し
て
は
、
す
で
に
省
内
に

小
さ
い
な
が
ら
も
経
済
計
画
部
門
が
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
散
発
的
に
で
は
あ
る
が
産
業
界
と
の
接
触
が
保
た
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
こ
れ
を

拡
充
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
事
態
は
、
一
旦
、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
1

1
そ
し
て
、
こ
の
窮
状
を

救
っ
た
の
は
、
当
時
の
大
蔵
省
次
官
リ

l
百円

gr
戸
内
巾
)
で
あ
っ
た
。
実
際
、
も
し
こ
の
と
き
リ
ー
が
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
ら
、
折
角
の
ロ
イ
ド
の
案
も
画

餅
に
帰
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ー
は
、
こ
の
案
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
パ
リ
で
静
養
中
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
、
事

態
を
知
っ
た
リ

l
は
1
1
1
リ
!
個
人
と
し
て
は
、
計
画
な
る
も
の
に
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が

l
i産
業
界
、
と
く
に
労
働
組
合
側
の

動
向
か
ら
し
て
、
こ
の
さ
い
大
蔵
省
か
ら
独
立
し
た
計
画
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
も
己
む
を
得
な
い
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
判
断
し
、
同
僚
を
説

得
し
て
、
つ
い
に
こ
の
案
を
実
現
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
(
回
E
S
F
G司・

2
了
間
》
・
ピ
印
I
N
N
S
o

な
お
、
こ
の
イ
ン
サ
イ
ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
信
磁
性

に
つ
い
て
は
、
参
照
1
1
1斗
Y
ゆ
何
口

Dロ
G
E
E
-
E
U
O円。ヨゲぬ
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∞
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吋
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R
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ロ
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D
E
s
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句
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〈

4
)

国
内
呂
田
関
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広
2
¥
4
F
E
r
s
t
oロ
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田
口
日
ヨ
旦
芝
居
間
ロ

F
片岡出丘一

DEZ百
件
。
ョ
ロ
え
と
ω
穴

co丘一
E
Z
D
E司
ユ
口
巴
可

J
N
2
2
n
rユ
含
同
庁
内
出
刊

の
♂
ω包
括
史

g
g耳目。
E口
E
F
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-
H
N
O
(
S
E
)
‘

ωω
・
ωN也
'
8
0
・

(

5

)

、H，Z
H，
E
目

m
-
n
z
a
E
ω
a
E
D
R
開
・
民
凶
ロ

F
r
rロ
宮
ミ

E
え
阿
ハ
ミ
ロ
o
p
x・
J
F
S
E
・同
v

・
a
-

(

6

)

的
白
百
官

o
p
o間以・己同
J
U
-
u
q吋・

(

7

)

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
経
済
計
画
に
は
あ
た
ら
し
く
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
面
が
具
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
こ
の
面
を
捨
象

し
、
修
正
さ
れ
た
面
の
み
を
抽
象
し
て
と
り
扱
う
こ
と
は
、
「
行
政
機
能
の
拡
大
が
行
政
責
任
の
形
態
に
及
ぼ
す
影
響
」
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
小
論
の
目
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行政機能の拡大が行政責任の形態に及ぼす影響



説

的
に
適
合
す
る
手
法
な
の
で
あ
る
o

こ
の
点
は
、
時
間
の
経
過
を
認
識
の
手
段
に
し
な
い
と
い
う
構
造
論
上
の
約
束
に
照
ら
し
て
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
面
を
と
く
に
扱
っ
た
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

|
I
I
0・
Z
・
(UFE円
。
円
(
丘
・

)
-
F
2
8ロ
加
え
円
Z

F
H
p
r
d弓
R
肘円。口
O
E
M
J
P
E
F
M仏
間
♂
回
申
2
・

(

8

)

こ
の
対
立
の
た
め
、
蔵
相
ポ
ナ
・
ロ
ウ
(
〉

E
B耳
切

S
R
C三
は
、
一
時
、
政
府
勘
定
を
他
の
銀
行
に
移
す
こ
と
を
真
剣
に
考
慮
し
た
、
と
さ

え
い
わ
れ
て
い
る
(
対
円
宮
み
わ
宮
七
E
B
-
-同，

Z
∞山口
rmmwズ
ロ
山
口
目
。
ロ

O{
巴
ωσ-uZ
ヨ
σσ
門
戸
市
対
お
い
〉

E
2
ω
門戸仏可

E
』

CMロ
円
安
川
口
2
5
2
'目白}口口問
J

司
ロ
ず
]
お
〉
仏
5
5
3可
伊
丹

5
p
〈
o--AFω(包
即
日

)w
同

u
・
M
G
O
)
0

(

9

)

〉
・
ゎ
-F-
ロ
ミ
¥
.
、
『
町
内
川
切
g
r
c
H
H
W口問
]
E
L
E
H
r
o
宮
え
2
M
m
S円。
J
句戸

H
E
W
〉仏
5
5
5『白色
c
p
〈
C一-
U由

(
5
2
)
w
唱
・
ぇ
・

な
お
、
参
照

1
l
l
H
N
a
z
g
D一
子
吋

Z
E
r
o同

]DYロ
豆
ミ
E
L
同
3
5
p
r
D口
L
E・
5
印
ゲ
円
い
宮
下
〈

H・

(
刊
山
)
問
、
C円
仏
切
符
山
〈
ぬ
『
σ
s
c
r
-
F向めロ

mHML
旬。
=
q
-
F
Dロ
ιcpHmw日
AY(urω
司
-
H円円・

(
日
)
切
2
2
m
p
o司・

2
了間》・

ωNhH'

な
お
、
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
苦
悩
に
対
し
、
一
九
三

O
年
の
経
済
諮
問
委
員
会

B
B
E
E
n
〉
ι
2
8ミ
ゎ

2
5
5
設
置
か
ら
、
枢
相
委
員
会

(FCみ

P
E
L
g
t
m
m
u
o
E
E
Z
Zめ
)
と
い
う
変
則

1
l第
二
次
大
戦
中
は
、
変
則
的
に
、
こ
の
枢
相
委
員
会
が
経
済
計
画
上
の
任
務
を
担
当
し
て
い
た

l
ー
を
経

て
、
一
九
四
七
年
、
新
設
の
経
済
省
が
直
ち
に
大
蔵
省
に
吸
収
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
同
省
の
内
部
に
経
済
計
画
部
門
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
機
構
改
革
の
暦

史
は
、
苦
悩
の
外
面
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
(
即
円
五
加
2uCHV・
2
f
m
u
Z下
回
凶
)
0

(
ロ
)
口
内
W
M

ご司唱・

2
了日)・戸、刊・

(

お

〉

H
E門

凶

J
H
V
-

忌
E
H
叶
・

(
M
H
)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
「
公
式
に
、
大
蔵
省
の
命
令
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
明
さ
れ
た
政
府
の
意
志
は
最
終
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
叛
く

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
一
九
四
六
年
の
イ
ン
ク
ヲ

γ
ド
銀
行
法
の
趣
旨
」
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
「
そ
れ
自
身
の
生
命
を
も
っ

独
自
の
組
織
体
」
で
あ
り
う
る
!
ー
と
い
う
ヲ
ド
ク
リ
ブ
委
員
会
の
報
告
書
の
文
言
は
、
そ
う
し
た
事
態
と
見
合
っ
て
い
る
。

(
日
〉
一
方
、
大
蔵
省
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
主
導
権
争
い
は
、
具
体
的
に
は
、
金
利
の
決
定
権
争
い
に
集
約
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
、
そ
の
過

程
に
お
い
て
、
じ
つ
は
金
利
操
作
'
円
体
が
す
で
に
計
画
手
段
と
し
て
の
効
カ
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
重
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
金
利
問
題
は
計
画

問
題
の
推
移
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る

l
l
lえ
-
F
E宮
2
f
D℃・

2
了
甘

ω∞
ナ

ω
2
・

(

日

山

)
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N
.



付

ハ
げ
)
由
江
戸
門

mwpc同

y
n
p
f
ヲ
m
印
刷
'

な
お
、
「
投
資
家
」
と
い
う
範
岡
崎
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ヶ
イ

γ
ズ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
1

1
巳
-
Z
E
E
-
C℃-
n
F
F

・
-
M

・
ロ
デ
ニ
∞
-

(日
)
m
Eロ
宮
D

P

C
℃・

2
f
-
u・
ω白山・

な
お
、
コ
ボ
ル
ド
卿
は
、
一
九
六
一
年
ま
で
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
の
地
位
に
あ
っ
た
。
本
文
中
の
言
葉
は
、
総
裁
当
時
、
ラ
ド
ク
リ
フ
委
員
会
の

席
上
で
大
蔵
省
経
済
補
佐
官
ケ
ア
ン
グ
ロ
ス

(EO何
回

E
2
ゎ
ω
5
5
0臣
)
の
質
問
に
対
し
て
吐
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
叩
悶
)
四
円
い
円
S
F
c
-
v
e
口一件、司・

ω
N
印・

(
叩
山

)

E【
]
よ
官
・

8
u
s
ω
E・

(
幻
)
円
『
・

F
H
P
V
H
)・N
O
t
N
N
.

(
幻
)
∞
内

5
3
2・
0
匂・

2
了
℃
-

N
叶印・

(
お
)
こ
の
古
川
を
シ
ニ
カ
ル
に
表
現
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
「
長
期
計
画
は
、
短
期
的
な
事
務
処
理
の
不
履
行
と
い
う
不
作
為
の
た
ん
な
る
結
果

に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
多
い
」

B
E
=
ゎ
「
毛
B
E
t
-唱・

2
f
℃・

2)
と
い
う
と
と
に
な
る
。
な
お
、
ラ
ス
キ
の
出
典
は

|lH耐え
F
2
5
E
D口
同

y
o
n
B
E
E
-

c
c
p
H由
日
ゲ
下
回
∞
?

(
U
A
)
h
o
g
s
z
;
=
子
。
巧

c
E口
問
。
『
号
豆

g
m
g
q
与
え

g
p
z
r
(
U
E邑
・
∞
N
吋

w
s
y
a
z
n
&
E
E二
D
E
r
F
E
E
Z
E
g
p

〈
D
「

ω
∞
(
3
8
)
・
下
ミ
・
4
N
・

(お

)
m
E
B日
)
M
O
P
-℃・

2
・w
司・

ωB-

(
お
)
こ
の
点
に
関

L
、
お
そ
ら
く
ハ
n
B唱
の
可
。
一
ら
と
八
件
E
L
2
}え
ら
と
の
ズ
レ
(
∞
円

E
S
u
o
-】・
2
7
・

H

)

∞印

-g)
か
ら
、
政
府
支
出
が
、
た
ん
な
る

「
支
出
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
投
資
」
と
し
て
の
効
果
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
参
照

|
l林
栄
夫
・
加
藤
芳
太
郎
、
都
市
行
政

と
資
本
予
算
制
度
、
「
都
市
構
造
と
都
市
計
画
」
(
東
京
都
立
大
学
都
市
研
究
会
編
)
、
一
九
六
八
年
、
五
七
七
頁
以
下
。

(
幻
)
凶
町
民
国
日
出

o
p
c匂
-
n
x
J
甘

-

N
∞。・

(

お

〉

F
E
-
w
℃

-
N
J
3
・

な
お
、
こ
の
計
算
に
は
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
支
出
注
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
分
を
含
め
て
計
算
し
直
す
と
、
国
民
総
生
産
に
対
し
て
政

府
支
出
(
広
義
)
の
占
め
る
割
合
は
、
第
一
次
大
戦
前
の
一
五
パ

l
七
ン

1
前
後
か
ら
、
第
二
次
大
戦
後
の
四

O
パ
l
セ

γ
ト
前
後
へ
と
膨
れ
上
っ
た
こ
と

に
な
る
(
え

-
C
Z己
同
封

-
E呂
r
p
回
口
三
谷
可
戸

E
5
2口出口口
g
w
O
H
F
L
-
H
m
H
X
-
℃
-
H
H
)
0
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甘
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如

山
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(

い
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H内
♂

O
H
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円
一
月

J
H
)・

5
・

な
お
、
こ
の
点
を
大
蔵
省
行
政
官
自
身
の
立
場
か
ら
い
い
表
わ
し
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
|
l
z
q
g江
国

E
E
P
吋
}
話
回
同
町
阿
佐
∞
丘
町
め

g
q

∞『
ω
R
B
W
H
h
o
p仏
む
口
、

H
申
印
申

w

円

u
r
ω
H
V
H
H
・

(
訂
)
行
政
責
任
体
系
の
な
か
で
支
出
統
制
が
有
す
る
意
味
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
は
、
前
掲
司
ユ
芯
冨
D
E
R
E
冨
R
M
・
-
d
S包
括
5

P

2

5

L

〈
耳
毛
色
宮
口
問
児
門
E
r
-
-
-
∞
∞
・
ω
問。
ω
日
出
・
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
む
し
ろ
「
予
桔
算
井
理
論
の
欠
如
」
(
勺
舟
2.H吋
，
z
戸Fω尽h
r
D
え
同
回
∞
戸
¢
H《
r山

吋
r
z巾2c2円ミ『

σu『、〈.。.阿穴ハのミ『子、』町
r円F.J
.
〉
ヨ
巾2『ユ』片円白口司己♀-=戸=E
丹

c戸お円g釦己-ω口戸お伶ロ去ロS伶列2戸昂伶
d若ヌ弓F.
〈c乙}「.ωk#PF?.

官-ロ
ω
斗
ム
に
酔
)
が
目
に
つ
く
。
こ
の
点
、
あ
た
ら
し
く
、
「
政
治

的
理
性
の
形
成
」
と
い
う
見
地
か
ら
支
出
統
制
の
役
割
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
|
|
巧
吾
巳

B
Z
E
F
Z
N
E
d
s
z昌
宏
門
出
g
S
E
一
g

ζ
E
o
-
-
3
〈
2
5
一
門
戸
口
m
w
Z
5
5
問
。
向
。
r
g
g
ロ
匂
ロ
ロ
玄
0
3
S
5
7
向
日
♂
回
叩
H
-
E
g
g
-
ω
・
ω
出
口
・

論

八
註
記
〉
本
稿
は
、
一
九
六
七
年
四
月
、
東
京
大
学
行
政
学
研
究
会
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
の
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
筆
に
さ
い
し
、
コ
マ

ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
の
原
典
|
|
と
く
に
ラ
ド
ク
リ
フ
委
員
会
報
告
書
お
よ
び
プ
ラ
ウ
デ
ン
委
員
会
報
告
書
ー
ー
を
参
照
し
た
え
国
立
国
会
図
書
館
を
訪
れ

た
が
、
同
館
内
部
改
装
中
の
た
め
、
つ
い
に
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
、
原
典
に
照
し
て
叙
述
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

続
稿
に
お
い
て
、
然
る
べ
き
補
正
を
施
し
た
く
考
え
て
い
る
。
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of “Planification" ( 1 ) 
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Treasury control has been one of the means of securing 

administrative responsibility in Britain. Its working has changed 

greatly through the introduction， of“plani五cation"by the Trea-

sury， and the Treasury themselves had to meet this change. How 

did the Treasury offcials? Thus， the author tries first theoretically 

to work out what the interrelation was between the Bank of 

England， which had been the centre of“planification"， and the 

Treasury， assuming in this case that originality does not consist 

in the idea itself of“planificationぺbutin its Keynesian interp-

retatlOn. 
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