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わ
が
国
に
と
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
面
で
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ

キ
ン
グ
な
年
で
あ
っ
た
一
九
九
五
年
は
、
政
府
が
財
政

危
機
宣
言
を
発
し
た
年
だ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
公
共
事

業
費
を
は
じ
め
と
す
る
内
需
の
削
減
が
進
め
ら
れ
た
。

日
本
は
デ
フ
レ
に
な
っ
た
と
い
う
ア
メ
リ
カ
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の

グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
の
こ
の
年
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
も
削
減
を
継
続
し
て
き
た
か
ら
、
未
だ
に｢

成

長
し
な
い
経
済
、
成
長
し
な
い
た
め
に
さ
っ
ぱ
り
伸
び

な
い
総
税
収
、
貧
困
化
が
進
む
国
民
生
活
」
を
引
き
ず

っ
て
き
て
い
る
。

新
自
由
主
義
経
済
学
の
終
焉

　

こ
の
間
、
経
済
学
者
は
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
一

貫
し
て
歳
出
削
減
を
支
持
し
て
き
た
し
、
消
費
増
税
を

声
高
に
叫
ん
で
き
た
。
い
ず
れ
も
内
需
を
下
げ
、
デ
フ

レ
を
促
進
す
る
施
策
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
経
済
は
成
長
し
な
か
っ
た
か
ら
税
収
は
伸

び
ず
、
勤
労
者
へ
の
利
益
配
分
は
大
き
く
減
少
し
て
き

た
か
ら
国
民
は
貧
困
化
し
、
世
帯
所
得
で
は
こ
の
二
〇

年
ほ
ど
で
年
間
一
〇
〇
万
円
も
減
少
し
た
。
日
本
の
世

界
に
お
け
る
経
済
的
存
在
感
は
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
見
る

と
一
八
％
か
ら
六
％
へ
と
大
き
く
地
位
を
低
下
さ
せ
て

き
た
。

　

つ
ま
り
、
主
流
派
経
済
学
と
な
っ
た
新
古
典
派
経
済

学
・
新
自
由
主
義
経
済
学
は
、
事
実
と
し
て｢

国
民
を

の
特
徴
」
を
ま
と
め
て
述
べ
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。（
評
論
家
の
中
野
剛
志
氏
に
よ
る
）

一
．
途
方
も
な
い
自
信

二
．
異
常
に
一
枚
岩
の
共
同
体

三
． 

宗
教
団
体
か
政
党
の
よ
う
な
同
じ
グ
ル
ー
プ
と
の

一
体
感

四
． 

他
分
野
の
専
門
家
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
強
烈
な
内
輪

意
識

五
． 

他
の
グ
ル
ー
プ
の
専
門
家
の
思
想
、
意
見
、
業
績

に
対
す
る
無
視
と
無
関
心

六
． 

証
拠
を
楽
観
的
に
解
釈
し
、
結
果
に
対
す
る
大
仰

あ
る
い
は
不
完
全
な
言
明
を
信
じ
、
理
論
が
誤
っ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
無
視
す

る
傾
向

七
． 

研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
伴
う
は
ず
の
リ
ス
ク
の
程
度

に
対
す
る
評
価
の
欠
如

　

こ
の
指
摘
の
通
り
だ
と
す
る
と
、
こ
の
集
団
は
カ
ル

ト
集
団
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
か
ら
の
批
判

に
極
端
に
反
応
す
る
と
い
う
特
徴
と
、
強
固
な
内
部
団

結
心
が
そ
の
証
明
で
あ
る
。

　

そ
の
例
を
示
し
た
い
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、
吉
川
洋
、

伊
藤
隆
敏
、
伊
藤
元
重
、
八
田
達
夫
氏
ら
は
、
政
府
の

債
務
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一
四
〇
％
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
日
本
経
済
新
聞
の｢

経
済
教
室
」
に
「
財
政
は

す
で
に
危
機
的
状
況
に
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
い
機
会

に
財
政
の
健
全
化
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
さ
ら

豊
か
に
し
て
い
く
方
法
も
、
デ
フ
レ
の
脱
却
法
も
提
案

で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
済
学
は
、

イ
ン
フ
レ
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
発
達
し
て
き
た
経
済

学
だ
っ
た
か
ら
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
っ
た
の
だ
。

　

わ
が
国
の
主
要
大
学
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
後
述
す

る
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
マ
ー
の

指
摘
の
通
り
、
見
事
に
新
自
由
主
義
経
済
学
に
凝
り
固

ま
っ
て
団
結
し
て
い
る
か
ら
、
国
民
が
い
く
ら
貧
困
化

し
て
も
、
経
済
学
者
か
ら
は｢

歳
出
削
減
と
消
費
増

税
」
と
い
う
デ
フ
レ
促
進
の
声
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
済
学
の
動
き
に
、
世
界
の
学
者
た
ち

は
何
人
も
疑
問
の
声
を
上
げ
て
い
る
。
一
九
三
九
年
生

ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
に
し
て
歴
史
学
者
で
あ

り
、
イ
ギ
リ
ス
学
士
院
会
員
の
ロ
バ
ー
ト
・
ス
キ
デ
ル

ス
キ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
最
近
、
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
新
古
典
派
経

済
学
が
ど
れ
ほ
ど
の
害
悪
を
与
え
た
か
は
、
簡
単
に
話

せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
歴
史
上
、
こ
れ
ほ
ど
奇
妙
な
考

え
方
に
優
秀
な
人
た
ち
が
熱
中
し
た
例
は
ま
ず
な
い
」

　

日
本
の
現
状
や
過
去
の
経
緯
を
見
て
、
こ
れ
に
賛
同

す
る
読
者
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
生
活

保
護
世
帯
が
急
増
し
、
内
需
が
足
り
ず
に
デ
フ
レ
か
ら

脱
却
で
き
な
い
で
い
る
時
に
、
間
違
い
な
く
国
民
の
消

費
を
減
少
さ
せ
（
消
費
税
と
は
、
消
費
が
け
し
か
ら
ん

に
「
こ
の
ま
ま
だ
と
政
府
債
務
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
が

二
〇
〇
％
に
達
す
る
が
、
こ
の
水
準
は
事
実
上
の
破
綻

を
意
味
す
る
と
言
っ
て
よ
い
」
と
の
見
解
を
グ
ル
ー
プ

と
し
て
ま
と
め
た
。

　

二
〇
一
九
年
の
今
、
二
〇
〇
％
を
超
え
る
水
準
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
先
生
方
の
見
解
を
聞
き
た
い

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
二
〇
〇
二
年
に
財
務
省
は

「
自
国
通
貨
建
て
の
国
債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
は
考
え
ら
れ

な
い
。
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
い
か
な
る
事
態
を
想
定
し

て
い
る
の
か
」
と
い
う
質
問
書
を
格
付
け
会
社
に
送
付

し
て
い
る
の
だ
。

　

財
務
省
の
質
問
と
同
じ
よ
う
に
、
先
生
方
の
言
う

｢

事
実
上
の
破
綻
」
と
は
、
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て
い

る
の
か
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
二
万
人
も
の
死

者
行
方
不
明
者
の
捜
索
な
ど
が
懸
命
に
行
わ
れ
て
い
る

最
中
の
二
〇
一
一
年
五
月
二
十
三
日
に
も
、
経
済
学
者

た
ち
は
日
本
経
済
新
聞
の｢

経
済
教
室
」
に
お
い
て
、

｢

復
興
費
用
は
全
国
民
が
薄
く
広
く
負
担
す
べ
き
で
あ

る
」
と
復
興
増
税
を
主
張
し
た
。
条
件
付
き
を
含
め
、

こ
の
主
張
に
賛
同
を
表
明
し
た
経
済
学
者
は
、
伊
藤
隆

敏
、
伊
藤
元
重
、
吉
川
洋
氏
な
ど
合
計
一
一
三
名
に
も

上
っ
た
の
で
あ
る
。
奇
妙
に
思
う
の
だ
が
、
署
名
運
動

と
は
学
者
が
行
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
最
大
の
悲
劇
だ
っ
た
関
東
大

震
災
の
時
は
、
大
増
税
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
言
っ
て
罰
金
を
科
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
）、
更

な
る
デ
フ
レ
化
を
促
進
す
る
の
は
確
実
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
影
響
は
軽
微
だ
と
言
っ
て
、
消
費
増
税
を
支

持
し
続
け
て
き
た
の
が
日
本
の
経
済
学
者
の
ほ
と
ん
ど

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
、
今
の
日
本
で
は
こ
の
経
済
学
は
終
焉

を
迎
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
二
〇
一
八

年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
マ
ー
は
、
ス

キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
述
べ
た
の
と
同
様
に
、「
マ
ク
ロ
経

済
学
は
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
進
化
す
る
ど
こ
ろ

か
、
む
し
ろ
退
化
し
た
」
と
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。

　

不
思
議
な
符
合
が
あ
る
も
の
で
、
ポ
ー
ル
・
ク
ル
ー

グ
マ
ン
も
、「
過
去
三
〇
年
間
の
マ
ク
ロ
経
済
学
の
大

部
分
は
、
良
く
て
華
々
し
く
役
に
立
た
ず
、
悪
く
て
有

害
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
財
務
長

官
を
務
め
た
経
済
学
者
の
ロ
ー
レ
ン
ス
・
サ
マ
ー
ズ
も
、

「
主
流
派
経
済
学
に
基
づ
く
論
文
は
、
政
策
担
当
者
に

と
っ
て
は
本
質
的
に
無
益
で
あ
っ
た
」
と
断
言
し
て
い

る
。

　

日
本
人
の
貧
困
化
が
進
む
現
状
を
見
る
と
、
そ
れ
は

わ
が
国
の
経
済
学
に
も
ピ
ッ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
の
で

あ
っ
て
、
日
本
の
経
済
学
が
例
外
で
あ
る
は
ず
が
な
い

の
で
あ
る
。

カ
ル
ト
集
団
の
よ
う
な
団
結
力

　

先
述
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
マ
ー
は
、「
経
済
学
者
の
七
つ

Hisakazu Ohishi

国土学アナリスト

大石久和

経済学がおかしい


