
書

評

藤
田
武
夫
著

『
現
代
日
本
地
方
財
政
史

(
下
巻
)
』

(
日
本
評
論
社
、

一
九
八
四
年
六
月
刊
)

本
書
は
、
藤
田
武
夫
教
授
(
立
教
大
学
名
誉
教
授
、
大
阪
学
院
大
学
教
授
)

の
大
作
、
『
現
代
日
本
地
方
財
政
史
』
全
三
巻
の
最
終
巻
で
あ
る
。
本
書

そ
の
も
の
が
七
六

0
ペ
ー
ジ
を
こ
え
て
い
る
が
、
一
二
巻
を
通
ず
る
と
、
上

巻
三
九

0
ペ
ー
ジ
、
中
巻
五
一
ニ

0
ペ
ー
ジ
、
と
合
計
し
て
一
六
八

0
ペ
ー

ジ
ハ
い
ず
れ
も
本
文
ぺ
l
ジ
の
み
、
概
数
)
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上

巻
の
上
梓
は
一
九
七
六
年
四
月
、
中
巻
一
九
七
八
年
一

O
月
で
あ
り
、
完

結
に
八
年
間
を
経
過
し
て
い
る
。
執
筆
開
始
は
一
九
七
一
年
で
あ
っ
た
と

い
う
か
ら
、
一
三
年
か
か
っ
て
の
完
成
で
あ
る
。
一
九
O
五
年
生
ま
れ
の

教
授
の
精
力
的
な
研
究
に
は
、
敬
服
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

教
授
の
地
方
財
政
研
究
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
著
書
、
論
文
も

書
評
・
現
代
日
本
地
方
財
政
史
ハ
下
巻
)

手口

)¥. 

束

田

膨
大
に
な
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が
地
方
財
政
史

の
研
究
で
あ
る
。
名
実
共
に
、
教
授
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、

名
著
『
日
本
地
方
財
政
制
度
の
成
立
』
ハ
昭
和
一
六
年
、
岩
波
書
庖
)
で
あ

り
、
そ
れ
に
続
い
て
『
日
本
地
方
財
政
発
展
史
』
(
昭
和
二
四
年
、
河
出
書
房
)

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
前
一
者
は
幕
末
維
新
潟
の
地
方
行
財
政
の
変
貌
を
扱

い
、
後
者
は
、
そ
の
ご
の
明
治
一
一
二
年
か
ら
昭
和
一
五
年
ま
で
の
変
遷
過

程
を
対
象
と
し
て
い
た
。
『
現
代
日
本
地
方
財
政
史
(
上
巻
〉
』
は
、
最
初

に
戦
前
期
の
概
要
を
ふ
り
返
り
、
そ
れ
に
続
い
て
戦
後
沼
和
二
五
年
度
ま

で
を
取
り
扱
い
、
向
じ
く
中
巻
で
は
昭
和
四

0
年
代
前
半
期
ま
で
の
時
代

を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
下
巻
に
お
い
て
、
昭
和
五

0
年
代
前

半
期
ま
で
の
、
現
在
な
お
進
行
中
の
問
題
を
と
り
上
げ
て
解
明
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
授
の
明
治
か
ら
今
日
ま
で
の
地
方
財
政
史
研
究
が
完
結
さ

二
七
七
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れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
教
授
は
、
大
蔵
省
『
昭
和
財
政
史
』
に
お
け

る
地
方
財
政
の
担
当
執
筆
者
で
あ
り
、
こ
こ
で
大
正
期
か
ら
終
戦
時
ま
で

の
地
方
財
政
史
を
と
り
ま
と
め
て
お
り
、
右
の
三
著
と
併
せ
て
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
人
に
よ
る
一

O
O年
を
こ
え
る
時
代
の

地
方
財
政
史
研
究
は
、
内
外
を
遇
じ
て
も
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
偉

業
と
い
う
ほ
か
に
言
葉
も
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

ょ
こ
ろ
で
本
書
(
下
巻
〉
は
、
こ
れ
ま
で
の
上
巻
及
。
ひ
中
巻
と
は
や
や

異
な
っ
て
、
「
歴
史
的
記
述
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
P

転
換
期
e
の
地
方
財

政
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
試
み
た
」
(
序
の
一
部
よ
り
)
と
の
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
編
年
体
の
叙
述
を
一
変
さ
せ
て
、
現
時
点
で
の
問
題
点
の
い

く
つ
か
を
と
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
す
る
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
方
財
政
史
と
い
う
よ
り
も
、
現
代
地

方
財
政
論
と
い
う
べ
き
内
容
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
財
政

に
対
す
る
、
教
授
の
問
題
提
起
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
最

後
の
巻
に
か
け
た
、
教
授
の
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

歴
史
研
究
と
は
、
過
去
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
知
り
、

未
来
を
変
え
る
指
針
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
教
授
の
研
究
姿
勢
は
つ
ね
に

こ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
地
方
財
政
へ
の
限
り
な
き
追
求
で
あ

っ
た
。
教
授
の
半
世
紀
に
及
ぶ
地
方
財
政
研
究
の
原
点
が
、
こ
の
巻
に
お

い
て
は
爆
発
的
に
あ
ら
わ
れ
た
賊
い
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
時
点
に
お
け

る
地
方
財
政
へ
の
危
機
感
が
、
た
ん
な
る
編
年
体
の
叙
述
で
処
理
で
き
な

い
ほ
ど
、
教
授
の
な
か
で
荒
々
し
く
出
て
来
た
と
も
い
る
の
で
あ
る
。
地

方
財
政
史
の
叙
述
と
し
て
は
、
上
・
中
巻
と
平
灰
を
合
わ
せ
る
形
で
、
客

二
七
八

観
的
な
編
年
体
を
と
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
思
う
読
者
も
あ
ろ
う
が
、

そ
し
て
教
授
も
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
構
成
を
当
初
は
考
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
う
し
た
形
式
に
お
さ
ま
り
切
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
地
方

財
政
研
究
へ
の
教
授
の
姿
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
も
、
本
書
は
、
教
授
の
会
研
究
の
な
か
で
の
代
表
作

で
あ
り
、
官
制
財
政
史
は
も
ち
ろ
ん
、
他
に
追
随
を
許
さ
な
い
藤
田
財
政

史
の
完
成
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
室
闘
で
と
り

上
げ
て
い
る
問
題
の
い
く
つ
か
が
、
狭
い
意
味
で
の
地
方
財
政
に
止
ま
ら

ず
、
広
く
地
域
・
社
会
問
題
に
及
ん
で
い
る
の
も
、
教
授
の
地
方
財
政
を

み
る
視
野
の
所
在
を
示
す
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で

は
、
教
授
の
財
政
史
の
仕
上
げ
と
い
う
よ
り
、
地
方
財
政
研
究
の
総
仕
上

け
と
い
、
つ
べ
き
形
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
扱
っ
て
い
る
時
期
は
、
一
九
七

0
年
代
、
す
な
わ
ち
紹
和
四

0

年
代
後
半
か
ら
五

0
年
代
前
半
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期

は
、
日
本
の
政
治
・
経
済
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
変
動
の
あ
っ
た

期
間
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
一
九
七

0
年
代
の
前
半
期
で
は
、
高
度
経
済
成
長
政
策
の
積
極

化
の
下
で
、
か
日
本
列
島
改
造
a

が
い
わ
れ
、
財
政
支
出
も
大
型
化
し
て

い
っ
た
が
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
一
挙
に
ゆ
き
づ
ま
り
、
イ
ン
フ
レ

と
税
収
不
足
の
た
め
の
財
政
危
機
が
急
速
に
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
前
半
の
時
期
に
は
、
各
地
に
革
新
'
自
治
体
が
出
現
し
、
地
方
財



政
改
革
へ
の
運
動
が
活
発
化
し
、

P

地
方
の
時
代
u

の
幕
開
け
の
棺
を
呈

し
た
。
し
か
し
、
後
半
に
な
る
と
、
む
し
ろ
自
治
体
側
の
放
慢
な
財
政
運

蛍
が
指
摘
さ
れ
、
内
部
合
理
化
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
舞
台
が
一
転
し
て

厳
し
い
も
の
に
変
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
九
七

0
年
代
を
み
る
と
、
前
半
と
後
半
と
で

は
、
全
く
異
な
る
二
つ
の
局
面
か
ら
な
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
前
半

の
拡
大
と
高
揚
、
後
半
の
緊
縮
と
後
退
と
い
っ
た
明
暗
の
二
つ
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
を
一
括
し
て
、
一
つ
の
時
代
と
し
て
分
析
・
検
討
す
る

こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
た
、
き
わ
め
て
興
味
を

そ
そ
ら
れ
る
課
題
で
も
あ
る
。
こ
の
間
題
を
、
教
授
が
ど
の
よ
う
に
扱

い
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
、
我
々
は
関
心
を
そ

そ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
書
の
寧
別
編
成
を
沼
介
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

第
一
章
国
土
計
画
、
経
済
社
会
計
画
、
広
域
市
町
村
閣
と
自
治
体
計

画
(
第
一
節
国
土
計
画
、
経
済
社
会
計
画
お
よ
び
広
域
市
町
村
圏
、
第
二
節
シ

ピ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
鈴
と
自
治
体
計
画
)

第
二
章
新
し
い
地
方
問
題
と
地
方
行
政
の
変
化
〈
第
一
節
大
都
市
問

題
の
激
化
と
対
策
、
第
二
節
「
過
疎
化
」
の
進
行
と
過
疎
対
策
、
第
三
節
人
口
急

増
市
町
村
の
実
態
と
対
策
、
第
四
節
公
害
、
環
境
行
政
の
展
開
、
第
五
節
第
三

セ
ク
タ
ー
と
行
政
事
務
の
民
間
委
託
)

第
三
章
地
方
財
政
の
変
貌
と
地
方
税
財
政
制
度
の
変
遷
(
第
一
節

地
方
財
政
の
変
貌
、
第
二
節
地
方
税
制
の
変
遷
と
地
方
税
負
担
、
第
三
節

書
評
・
現
代
日
本
地
方
財
政
史
(
下
巻
)

国
庫

補
助
負
担
金
制
度
の
展
開
と
構
造
の
変
化
、
第
凶
節
地
方
交
付
税
制
度
の
変
遷
と

変
質
、
第
五
節
地
方
債
政
策
の
変
遷
と
地
方
債
資
金
、
第
六
節
地
方
税
財
政
制

度
の
変
遷
と
矛
盾
〉

第
四
章
転
換
期
の
地
方
財
政
問
題
と
制
度
改
革
(
第
一
節
大
都
市

(
圏
)
の
財
政
問
題
、
第
二
節
地
方
税
源
強
化
問
題
と
税
制
改
革
、
第
三
節
「
受

益
者
負
担
」
論
の
台
頭
、
第
四
節
「
都
市
経
営
論
」
の
展
開
と
「
行
政
改
革
」
、
第

五
節
地
方
財
政
自
主
権
の
確
立
と
制
度
改
革
)

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
、
地
方
財
政
を
と
り
ま
く
一
般
的
条
件

を
の
ベ
、
第
二
章
で
は
具
体
的
な
諸
問
題
、
第
三
章
で
地
方
財
政
の
動

向
、
第
四
章
で
問
題
点
と
今
後
の
課
題
と
を
取
り
扱
う
構
成
を
と
っ
て
い

る
。
第
三
章
の
部
分
が
、
財
政
史
と
し
て
の
叙
述
部
分
で
あ
り
、
第
四
章

で
教
授
の
捷
一
言
が
行
わ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
一
九
七

C
年
代
の
地
方
財
政
に
対
す
る
教
授
の
見
方
・
と
ら
え
方

が
、
こ
の
編
別
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
九
七
0
年
代
の
地
域
、
地
方
財
政
問
題
と
し
て
、
重
要
な
も
の
を
と

り
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ
き
る
で
あ
ろ

う
。
問
題
の
と
り
上
げ
方
と
し
て
は
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
詳
細

に
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
、
ど
の

よ
う
に
組
み
合
せ
、
展
開
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
悩
ん
だ
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
の
編
成
で
、
十
分
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
は

思
え
な
い
感
じ
が
あ
り
、
な
お
不
満
を
残
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
く
に
、
第
一
章
と
第
二
章
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
ら
れ
よ

二
七
九
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ぅ
。
第
一
章
は
、
地
方
行
財
政
に
と
っ
て
の
、
国
家
的
枠
組
み
を
提
示
す

る
性
格
の
部
分
で
あ
る
。
国
土
計
画
や
経
済
計
画
は
そ
う
し
た
枠
組
み
で

あ
る
。
し
か
し
、
第
二
節
に
お
か
れ
た
シ
ピ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
論
は
、
そ
う

し
た
国
家
的
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
地
域
計
画
と
し
て
の
性
格
を

も
ち
つ
つ
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
l
ゼ
と

し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の

流
れ
は
相
互
に
対
立
し
な
が
ら
、
と
も
に
、
よ
り
大
き
な
客
観
条
件
に
流

さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
客
観
的
条
件
が
第
二
章
で
と
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
法
制
的
枠
組
み
と
社
会
的
動
向
の
問

題
を
、
ど
の
よ
う
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
叙
述
し
、
展
開
す
る
か
に
つ

い
て
、
著
者
は
思
い
悩
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
、
本

書
の
構
成
は
、
納
得
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
商
く
に
は
、
い
さ
さ
か
不
満
を
残
し
つ
つ
、
問
題
の
整
理
と
い
う
と
こ

ろ
に
震
点
を
お
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
で
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
論
は
、
戦
後
の

地
方
行
財
政
史
に
お
い
て
、
最
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
地
方

自
治
へ
の
考
え
方
、
行
政
と
住
民
の
関
係
、
財
政
運
営
の
あ
り
方
な
ど
に

つ
い
て
、
画
期
的
な
視
点
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
生
成
と
退
潮
と

は
、
地
方
革
新
に
お
け
る
栄
光
と
悲
惨
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
重
性
を
知

る
こ
と
は
、
戦
後
地
方
自
治
の
何
た
る
か
を
認
識
し
、
か
つ
今
後
の
地
方

行
財
政
を
展
望
す
る
う
え
で
の
、
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

二
八

O

る
が
、
残
念
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。

教
授
は
、
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
将
来
を
見
通
す
形
で
、
「
反
官
僚
的

分
権
的
な
立
場
に
た
つ
自
治
体
首
長
あ
る
い
は
住
民
代
表
が
そ
の
主
体
と

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ハ
五
九
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点

は
、
地
方
行
財
政
を
み
る
場
合
の
、
教
授
の
基
本
的
立
場
で
も
あ
る
。
教

授
の
地
方
財
政
研
究
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
そ
の
価
値
基
準
と
な
っ
て
い

た
の
は
、
「
地
方
分
権
」
で
あ
り
、
「
住
民
自
治
」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て

い
る
。
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
論
は
、
こ
の
立
場
の
徹
底
で
あ
っ
た
が
、
客

観
的
な
諸
条
件
と
内
部
的
な
脆
弱
性
の
た
め
坐
折
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
そ
の
困
難
さ
を
痛
感
し
た
こ
と
に
よ
る
た
め
か
、
シ
ピ
ル
・
ミ
ニ
マ

ム
の
条
件
と
し
て
、
「
民
主
主
義
的
中
央
集
権
へ
の
改
革
」
主
九
ペ
ー
ジ
〉

を
、
さ
ぎ
の
「
地
方
分
権
」
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
叙
述
を
と
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
地
方
自
治
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
の
「
国
家
独
占
資
本
主
義

的
な
経
済
制
度
」
ハ
五
玄
べ
1
ジ
〉
を
大
き
な
要
因
と
み
る
形
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
授
の
考
え
方
に
も
存
在
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
「
地
方
分
権
」
の
立
場
よ
り
も
上

位
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
時
代
へ
の
認
識
が
、
あ
る
程
度
変
化

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
地
方
財
政
を
、
教
授
は
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
み
て
い
る
の
か
を
知
る
も
の
と
し
て
、
次
の
一
文
を
利
用
し
て
お

こ、っ。「
昭
和
四

0
年
代
後
半
か
ら
五

0
年
代
前
半
に
か
け
て
、
従
来
と
相
違

し
た
変
遷
を
た
と
り
、
あ
る
程
度
の
方
向
転
換
を
示
し
は
じ
め
た
日
本
の



地
方
税
財
政
制
度
も
、
税
制
、
国
庫
補
助
金
、
地
方
交
付
税
お
よ
び
地
方

債
の
各
側
面
に
わ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
の
深
刻
な
矛
盾
を
包
蔵
し
て
き
た
。

し
か
も
、
五

0
年
代
に
入
っ
て
国
・
地
方
の
財
政
危
機
に
直
面
し
て
、
こ

れ
ら
の
矛
盾
が
激
化
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
の
統
制
が
い
ち
だ
ん
と

強
化
さ
れ
て
き
た
。
今
日
、
四

0
年
代
半
ば
か
ら
よ
う
や
く
芽
ば
え
た
地

方
自
治
体
の
地
域
住
民
の
福
祉
の
た
め
の
自
主
的
な
計
画
や
活
動
も
抑
制

さ
れ
る
危
険
に
さ
、
り
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
」
(
五
五
七
ペ
ー
ジ
)

こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
半
期
に
お
い
て
は
、
戦
後
地
方
財
政
の
方
向
か
ら

す
る
と
「
あ
る
程
度
の
方
向
転
換
」
が
あ
っ
た
と
み
る
。
こ
れ
は
、
「
高

度
成
長
至
上
主
義
か
ら
あ
る
程
度
転
換
」
〈
五
五
六
ペ
ー
ジ
)
と
も
い
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
地
方
分
権
化
の
進
展
、
地
方
財
政
の
好
転
、
福
祉
政
策
の

拡
大
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
高
く
評

価
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
「
深
刻
な
矛
盾
」
が
そ
こ
に
あ
っ
て
、
こ
の

「
矛
盾
」
が
五

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
「
激
化
」
す
る
、
と
い
う
脈
絡
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
矛
盾
」
と
は
、
具
体
的
に
何
な
の
か
は
、
本
書
を

通
じ
て
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
高
度
成
長
か
ら
イ
ン
フ
レ
を
へ

て
低
成
長
て
と
い
う
経
済
過
程
、
革
新
自
治
体
の
高
揚
と
衰
退
の
プ
ロ

セ
ス
、
地
方
財
政
の
膨
張
か
ら
抑
制
へ
の
動
き
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
錯
と

相
互
作
用
を
遇
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

矛
盾
の
激
化
す
る
面
と
緩
和
す
る
面
、
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
方
の
諾
様
相
の

ち
が
い
が
、
こ
の
時
期
に
は
織
り
な
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
問
題
は
複

雑
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
政
府
の
統
制
も
、
五

0
年
代
に
入
っ
て

強
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
以
前
と
異
な
っ
た
側
面
も
有
し
て
お
り
、
そ
の

書
評
・
現
代
日
本
地
方
財
政
史
(
下
巻
)

下
で
、
地
方
行
財
政
に
合
理
的
な
改
警
が
行
わ
れ
た
り
、
住
民
か
ら
の
問

題
提
起
が
か
え
っ
て
高
ま
る
と
い
う
局
面
も
あ
る
。
こ
う
し
た
複
雑
か
っ

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
都
市
経
営
論
」
の

位
置
づ
け
も
可
能
と
な
り
、
「
矛
盾
」
へ
の
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可

能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
激
し
い
動
き
の
な
か
で
、
本
書
の

地
方
財
政
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
知
り
え
よ
う
。

こ
う
し
た
、
地
方
財
政
に
お
け
る
「
矛
盾
」
を
、
最
も
具
体
的
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
が
、
最
近
に
お
け
る
地
方
交
付
税
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
教

授
も
、
第
三
卒
に
お
い
て
、
地
方
交
付
税
の
動
向
と
問
題
点
に
多
く
の
紙

数
を
費
や
し
、
そ
の
将
来
に
重
大
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
、
次
の
文
に
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
現
在
、
地
万
交
付
税
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
強
い
要
請
と
地
方
自
治

体
、
住
民
か
ら
の
要
求
に
狭
撃
さ
れ
な
が
ら
、
多
く
の
難
問
題
を
抱
え
て

崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
重
大
な
岐
路
に
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地

方
交
付
税
が
、
否
め
ら
れ
た
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
こ
と
な
く
、
財
政
調
整

制
度
を
通
じ
て
、
地
方
自
治
体
に
た
い
し
地
域
住
民
の
た
め
の
行
政
水
準

の
向
上
や
施
設
整
備
の
一
般
財
源
を
提
供
す
る
と
い
う
本
来
の
性
格
、
機

能
に
復
帰
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
現
行

の
交
付
税
の
構
造
と
問
題
点
を
正
確
に
認
識
し
、
こ
れ
に
抜
本
的
な
改
革

を
く
わ
え
る
と
と
も
に
、
交
付
税
の
機
能
を
規
制
し
歪
め
て
い
る
日
本
の

歴
史
的
な
中
犬
集
権
的
行
財
政
機
構
に
メ
ス
を
入
れ
、
こ
れ
を
地
方
分
権

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
四
九
六
ペ
ー
ジ
)

現
在
、
地
方
交
付
税
制
度
を
ど
う
す
る
か
は
、
国
と
地
方
の
財
政
関
係

二
八
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の
焦
点
で
あ
る
。
昭
和
五

0
年
代
に
お
い
て
、
国
の
財
政
危
機
と
地
方
の

大
幅
財
源
不
足
と
い
う
事
態
の
下
で
、
交
付
税
制
度
は
、
明
ら
か
に
大
き

く
ゆ
ら
、
ざ
、
変
質
し
て
き
た
。
そ
の
聞
の
事
情
は
本
書
で
明
ら
か
に
き
れ

て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
本
書
に
よ
っ
て
も
、
い
ま
一
つ
疑
問
の
残
る
点

は
、
こ
の
攻
防
の
な
か
で
、
大
蔵
省
、
自
治
省
、
地
方
自
治
団
体
と
が
、

と
の
よ
う
な
意
図
と
方
策
を
も
勺
て
、
毎
年
の
決
定
に
当
っ
て
き
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
「
中
央
政
府
」
と
い
う
表
現
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
向
じ
く
「
中
央
政
府
」
に
あ
っ
て
、

大
蔵
省
と
自
治
省
と
で
は
、
か
な
り
呉
な
る
立
場
に
立
つ
て
は
げ
し
い
攻

防
を
く
り
返
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
交
付
税
制

度
の
改
正
を
拒
否
す
る
大
蔵
省
の
立
場
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
自
治
省

の
要
求
す
る
交
付
税
総
額
の
確
保
は
概
ね
行
わ
れ
た
と
い
う
形
で
推
移
し

た
と
い
え
よ
う
。
自
治
省
の
地
方
自
治
体
へ
の
統
制
強
化
に
は
、
こ
の
よ

う
な
背
景
が
あ
り
、
そ
の
二
重
性
格
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
こ

の
間
の
地
方
自
治
体
は
、
補
助
金
依
存
体
質
と
不
効
率
な
財
政
運
営
か
ら

の
脱
却
を
せ
ま
ら
れ
な
が
ら
、
必
ず
し
も
十
分
な
積
極
性
を
も
た
な
い
ま

ま
に
、
国
の
財
政
危
機
の
シ
ワ
寄
せ
と
自
治
省
の
指
導
強
化
に
よ
っ
て
財

政
合
理
化
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
不
本
意
な
形
を
と
る
こ
と
に
な

っ
た
。
同
時
に
、
こ
う
し
た
自
治
体
の
体
質
に
対
し
て
は
、
住
民
サ
イ
ド

か
ら
の
不
満
が
生
じ
、
と
く
に
公
務
員
給
与
水
準
へ
の
批
判
が
出
さ
れ
た

こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
、
地
方
自
治
体
、
住
民
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
複
雑

な
動
き
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
は
げ
し
い
変
化
を
み
せ
て
い
っ
た
の
が

二
八
二

一
九
七

0
年
代
で
あ
り
、
地
方
交
付
税
制
度
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
こ
れ
が

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
地
方
財
政
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
同

様
の
視
点
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
第
三
章
ド
い
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
地
方
財
政
の
変
貌
が
具
体
的

な
事
実
の
推
移
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
読
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
疑
問
や
問
題
意
識
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
地
方

財
政
の
研
究
を
志
す
人
々
は
、
本
書
の
な
か
に
、
多
く
の
新
し
い
テ
!
?

と
課
題
を
見
出
す
と
と
も
に
、
地
方
財
政
研
究
は
い
か
な
る
姿
勢
と
方
法

と
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
貴
重
な
教
一
不
を
得
る
に
ち
が

し
な

L
。

国

最
近
の
新
し
い
地
方
財
政
問
題
の
う
ち
、
教
授
が
強
い
関
心
を
示
し
て

い
る
の
は
、
自
治
体
の
活
動
領
域
の
拡
大
に
伴
う
、
住
民
負
担
と
財
政
運

営
の
変
化
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
都
市
r

経
営
論
」
で
あ
り
、
一
受
益
者

負
担
論
」
で
あ
り
、
「
第
三
セ
ク
タ
ー
論
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
新
し

い
動
向
と
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
問
題
は
、
従
来
の
地
方
財
政
研
究
の
範

囲
を
こ
え
た
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
範
憶
の
導
入
を
必
要
と
す
る
。
こ
う

し
た
分
野
に
つ
い
て
も
、
教
授
は
思
い
切
っ
て
ふ
み
込
ん
で
、
一
定
の
見

解
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

第
四
章
に
お
け
る
「
受
読
者
負
担
論
」
や
「
都
市
経
蛍
論
」
、
そ
れ
に

第
二
章
で
の
「
第
三
セ
ク
タ
ー
論
」
な
ど
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
分
野
で

の
各
種
の
見
解
や
問
題
の
所
在
を
整
理
し
て
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
独
立
し



た
研
究
論
文
と
し
て
の
体
裁
を
も
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
を
検

討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
授
は
必
ず
し
も
否
定
的
な
立
場
で
は
な
く
、
そ

の
方
向
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
目
的
や
方
法
に
つ
い
て
注
文
を
つ
け
る
と

い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
、
ほ
、
「
都
市
経
営
」
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

「
都
市
経
営
や
行
改
革
の
目
標
が
、
た
ん
な
る
財
源
の
や
り
く
り
や
財

政
収
支
の
改
善
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
地
方
自
治
の
成
熟
と
住
民
福
祉
の

向
上
に
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
そ
の
た
め
の
政
策
を
遂
行
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
行
政
需
要
の
選
択
、
計
画
の
編
成
・
実
施
の

過
程
へ
の
住
民
と
自
治
体
労
働
者
の
参
画
を
実
現
し
て
、
民
主
化
の
徹
底

を
は
か
る
と
と
も
に
、
予
算
編
成
、
行
政
運
営
、
財
務
会
計
制
度
な
ど
に

つ
い
て
近
代
的
科
学
的
な
手
法
を
開
発
し
、
行
政
の
供
給
体
制
の
最
適
化

を
求
め
て
、
「
経
営
」
の
効
率
化
近
代
化
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
六
八
四
ペ
ー
ジ
〉

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
地
方
行
財
政
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
「
行
政

の
供
給
体
制
の
最
適
化
」
が
行
い
え
な
い
こ
と
を
、
教
授
は
こ
こ
で
承
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
経
営
」
の
方
向
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
「
民
主
化
の
徹
底
」
に
裏
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
住
民
参
加
に
よ
る
「
民
主
化
の

徹
底
」
が
い
か
に
し
て
可
能
か
、
ま
た
そ
れ
が
、
必
ず
し
も
「
効
率
化
近

代
化
」
と
整
合
し
え
な
い
問
題
を
も
っ
て
い
る
点
を
ど
う
考
え
る
か
、
な

ど
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
一

つ
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
評
・
現
代
日
本
地
方
財
政
史
(
下
巻
)

た
だ
、
第
三
セ
ク
タ
ー
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
各
種
の
行
政
や
事

業
の
性
格
に
応
じ
て
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
や
民
間
領
域
を
限
定
す
る
と
と
も

に
、
行
政
・
施
設
の
公
共
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
営
利
活
動
に
適

切
な
規
制
を
く
わ
え
、
こ
れ
に
対
す
る
地
方
議
会
や
住
民
の
民
主
的
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
己
合
一
六
一
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る

し
、
「
受
益
者
負
担
」
に
つ
い
て
も
、
「
現
代
財
政
の
財
政
原
尉
の
崩
壊
」

(
六
五
六
ペ
ー
ジ
)
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
な
ど
、
慎

重
な
考
え
方
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
新
し
い
分
野
に
関
し
て
、
一
方
的
に
批
判
的
・
否

定
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
な
く
、
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
双
方
か
ら

検
討
を
行
っ
て
、
積
極
面
を
評
価
す
ろ
と
と
も
に
、
そ
の
積
極
面
を
生
か

す
条
件
を
示
す
と
い
う
形
で
議
論
が
進
め
、
り
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に

本
書
に
お
い
て
特
徴
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
学
ぶ

べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

現
代
の
財
政
に
お
い
て
、
そ
の
効
率
性
を
高
め
、
民
主
的
な
選
択
を
可

能
に
す
る
た
め
に
は
、
地
方
財
政
の
分
野
を
拡
大
し
て
、
分
権
的
な
財
政

の
方
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
戦
後
の
地
方
財
政
は
、
恐
ら
く
こ
う

し
た
基
本
的
な
考
え
方
の
下
で
、
そ
の
枠
組
み
が
作
ら
れ
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
な
お
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
い
し
、
こ
れ
に
逆
行
す
る
動
き
も

少
な
く
な
か
っ
た
。

最
近
の
地
方
財
政
を
め
ぐ
る
動
向
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
き

わ
め
て
複
雑
で
あ
り
、
流
動
的
で
あ
る
。
国
の
財
政
危
機
へ
の
対
応
と
し

て
、
中
央
集
権
化
へ
の
流
れ
も
た
し
か
に
強
く
な
っ
て
い
る
が
、
同
時

二
八
三
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に
、
地
方
分
権
へ
の
動
き
も
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
「
中
夫
政
府
」
の
な
か
に
も
二
つ
の
異
な
る
方
向
と
し
て
出
て
い
る

し
、
地
方
自
治
体
の
側
で
も
、
大
き
な
選
択
課
題
と
し
て
直
面
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
従
来
の
地
方
財
政
を
め
く
る
枠
組
み
は
、

大
き
な
変
化
を
み
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
関
係
す
る
様
々
な
主
体

|
|
中
央
政
府
、
地
方
自
治
体
、
住
民
、
等
々
l
i
-
-
も
、
こ
れ
ま
で
の
価

値
判
断
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
新
し
い
判
断
を
必
要
と
し
て
い
る

よ
う

ι思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
不
確
実
性
の
大
き

い
時
期
に
お
い
て
、
我
々
は
、
そ
と
で
の
事
象
に
改
め
て
評
価
を
下
し
、

将
来
へ
の
判
断
を
示
す
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
警
は
、
こ
う
し
た
再
検
討
の
必
要
性
を
訴
え
る
意
味
を
も
っ
て
お

り
、
そ
の
た
め
の
事
実
と
問
題
の
意
味
と
を
、
全
面
的
に
示
す
も
の
で
あ

る
。
ま
た
本
書
は
、
そ
の
前
の
上
巻
・
中
巻
と
セ
ッ
ト
を
な
す
も
の
と
し

て
、
戦
後
地
方
財
政
史
及
び
地
方
財
政
研
究
の
H

見
直
し
u

を
も
提
起
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

五

冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
七
六

0
ペ
ー
ジ
を
こ
え
る
大
冊
で

あ
り
、
上
・
中
巻
と
合
わ
せ
て
精
読
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
下
巻
の
み
を
対
象
に
し
た
が
、
そ
の
内
容
を
詳
細

に
紹
介
・
批
判
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容
の
う
ち
、

主
な
論
点
を
、
筆
者
な
り
に
と
り
上
げ
て
紹
介
に
か
え
る
こ
と
に
止
め
ざ

二
八
四

る
を
え
な
か
っ
た
。
時
間
的
制
限
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
不
十
分
な
書
評

に
終
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
り
、
ま
た
藤
田
教
授
に
も
申
し
訳
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
機
会
を
み
て
、
別
の
角
度
か
ら
批
評
を
し
た
い
気
持

ち
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
八
十
歳
近
く
に
な
ら
れ
た
藤
田
教
授
が
、
今
後
ま
す
ま
す
御

健
康
で
研
究
生
活
を
続
け
て
、
さ
ら
に
地
方
財
政
史
研
究
に
新
し
い
ペ
ー

ジ
を
つ
け
加
え
る
よ
う
、
期
待
と
希
望
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
し
て
ま

た
、
本
書
が
、
今
後
の
研
究
者
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
評

価
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
期
待
し
て
お
き
た
い
。

(
一
九
八
四
年
七
月
三
局
)




