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る
予
算
状
況
に
は
深
刻
な
も
の
が
あ
る
。
限
ら
れ
た
予
算
を
有
効
に
使

う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
せ
っ
か
く
来
て
く
れ
た
ゲ
ス
ト
へ
の
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
つ
て
の
よ
う
に

予
算
が
潤
沢
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
海
外
か
ら

招
聘
に
応
じ
て
く
れ
た
研
究
者
へ
の
礼
を
失
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に

し
た
い
も
の
で
あ
る
。
招
聘
の
段
階
で
、
そ
の
条
件
を
き
ち
ん
と
説
明

し
つ
つ
、
可
能
な
限
り
先
方
の
要
望
に
弾
力
的
に
応
じ
て
い
く
体
制
が

不
可
欠
だ
ろ
う
。
日
文
研
は
共
同
利
用
機
関
で
あ
り
、
何
よ
り
も
海
外

の
日
本
研
究
の
促
進
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

汪
暉
氏
と
歩
く
被
災
地
・
被
差
別
部
落

―
新
し
い
主
体
性

の
形
成
に
向
け
て

磯
　
前
　
順
　
一

汪
暉
氏
︵
清
華
大
学
人
文
学
・
社
会
科
学
高
等
学
院
所
長
︶
が
現
代

中
国
を
代
表
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
世
代
の
人
文
学
者
で
あ
る
こ
と

は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
汪
氏
が
二
〇
一
九
年
一
月

一
六
日
か
ら
三
一
日
ま
で
京
都
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞

在
し
、
レ
ク
チ
ャ
ー
や
セ
ミ
ナ
ー
を
行
う
と
と
も
に
、
筆
者
と
と
も
に

所
外
活
動
を
行
っ
た
。
以
下
は
、
そ
の
覚
書
で
あ
る
。

到
着
の
翌
日
に
あ
た
る
一
月
一
七
日
に
、
私
た
ち
は
震
災
の
追
悼
セ

レ
モ
ニ
ー
の
開
か
れ
て
い
る
神
戸
市
を
訪
問
し
た
。
最
初
に
訪
れ
た
の

が
多
く
の
市
民
の
集
ま
る
東
遊
園
地
。
震
災
の
起
き
た
時
間
で
止
ま
っ

た
時
計
を
抱
え
た
海
の
女
神
像
、
東
北
地
方
か
ら
送
ら
れ
た
雪
で
出
来

た
地
蔵
菩
薩
像
、﹁
一
・
一
七
﹂
の
文
字
を
か
た
ど
っ
た
竹
の
灯
篭
な
ど

を
見
学
し
た
。
竹
灯
篭
で
は
、
一
つ
の
灯
篭
か
ら
別
の
灯
篭
へ
と
火
を

移
し
て
い
く
儀
式
に
、
人
と
人
を
繋
ぐ
共
同
性
が
構
築
さ
れ
る
端
緒
を

見
た
思
い
で
あ
っ
た
と
汪
氏
は
言
っ
た
。
最
後
に
向
か
っ
た
記
憶
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
施
設
で
は
、
一
面
に
湛
え
ら
れ
た
水
面
に
花
び
ら
を
共
に

浮
か
べ
、
祈
り
、
犠
牲
に
な
っ
た
方
た
ち
の
名
前
の
記
さ
れ
た
壁
面
に

頭
を
垂
れ
た
。

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
﹁
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
が
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教

の
意
味
合
い
を
多
分
に
含
み
こ
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
宗
教

研
究
で
は
国
内
外
を
問
わ
ず
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
で
は
、﹁
そ
の
影

響
を
受
け
な
が
ら
も
、
完
全
に
は
回
収
さ
れ
な
い
余
白
を
含
む
言
葉
に

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
﹂
と
い
う
質
問
を
汪
さ
ん
か
ら
受
け
た
私

は
、﹁
近
代
以
前
か
ら
存
在
す
る
﹁
信
仰
﹂
と
い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
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れ
る
﹂
と
答
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
が
西
洋
か
非
西
洋
か
と
い
う

議
論
よ
り
も
、
そ
う
し
た
要
素
が
あ
い
ま
っ
て
い
か
な
る
主
体
を
作
り

上
げ
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
方
が
よ
り
有
効
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
、

私
た
ち
の
見
解
は
一
致
し
た
。

次
に
、
被
害
の
も
っ
と
も
甚
大
で
あ
っ
た
長
田
区
に
移
動
し
た
。
Ｊ

Ｒ
の
駅
前
に
は
広
大
な
青
色
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
う
え
に
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
で
作
っ
た
蝋
燭
台
が
﹁
な
が
た
﹂
と
い
う
文
字
を
象
っ
て
い

た
。
人
の
集
ま
り
は
東
遊
園
地
に
く
ら
べ
る
と
、
夕
方
の
セ
レ
モ
ニ
ー

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
い
ま
だ
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
端
に
は
長
田

の
特
産
で
あ
る
、
な
め
し
皮
を
も
ち
い
た
和
太
鼓
が
並
べ
ら
れ
、
夕
方

の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
音
が
轟
く
の
を
い
ま
か
と
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
皮
革
製
品
を
作
っ
て
い
た
町
工
場
の
あ
っ
た
地
区
に
足
を

運
ん
だ
。
地
震
が
誘
発
し
た
火
災
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し
た
こ
の
街

は
、
震
災
か
ら
二
〇
年
以
上
を
経
た
今
も
復
興
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
。

否
、
正
確
に
言
え
ば
、
復
興
が
途
中
で
止
ま
っ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
か

つ
て
の
個
人
の
零
細
経
営
を
中
心
と
し
た
皮
革
産
業
で
は
な
く
、
そ
れ

を
一
極
集
中
し
た
経
営
に
切
り
替
え
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
乗
り
遅
れ

た
家
々
は
、
今
も
空
き
地
に
な
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
良
く
も
悪
く

も
、
震
災
が
資
本
の
一
極
集
中
化
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。

1月 22日開催「所長主宰研究談話会」の後にて
（写真左より、筆者、汪暉氏、小松所長、荒木副所長、安井教授、稲賀教授）
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東
遊
園
地
で
は
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
復
興
の
も
た
ら

し
た
影
の
部
分
を
目
の
当
た
り
に
し
た
汪
氏
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を

語
っ
た
。

﹁
国
民
国
家
の
外
部
、
他
国
民
と
の
間
に
も
搾
取
や
排
除
の
事
態
が

立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

見
ら
れ
る
の
は
、
お
な
じ
国
民
国
家
の
内
部
で
周
辺
化
さ
れ
る
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
や
被
災
者
の
問
題
だ
。
国
民
国
家
は
外
部
に
周
縁
を
作
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
部
に
周
縁
を
作
り
出
す
。
人
間
が
亡
く
な
っ

た
後
の
追
悼
や
記
憶
の
あ
り
か
た
に
も
格
差
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
ね
。﹂

国
民
国
家
は
、
均
質
な
国
民
の
産
出
を
欲
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
部

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
余
白
を
含
み
こ
ん
で
い
る
。
余
白
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
抵
抗
の
拠
点
と
し
た
社
会
構
造
の
改
革
も
ま
た
可
能
に
な

る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
余
白
の
場
所
に
割
り
当
て
ら
れ
た
人
間
は
容

易
に
社
会
の
大
勢
を
占
め
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
の
差
別
の
対
象
に
な
り

や
す
い
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
翌
日
に
催
さ
れ
た
日
文
研
の
公
開
レ

ク
チ
ャ
ー
で
は
、
汪
氏
は
﹁﹁
世
紀
﹂
と
い
う
思
考
の
始
ま
り

︱
初

期
二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
帝
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
講
演
を
行
っ
た
。

そ
こ
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、﹁
世
紀
﹂
と
い
う
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的

な
時
間
観
念
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
中
国
に
お
い
て
は
二
〇

世
紀
が
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
。
同
時
に
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
東
ア

ジ
ア
と
西
洋
、
ア
フ
リ
カ
、
南
ア
ジ
ア
な
ど
横
の
地
理
的
な
同
時
性
の

空
間
や
思
考
法
が
成
立
し
た
こ
と
。
当
初
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
た
ち

は
、
西
洋
近
代
を
普
遍
と
考
え
、
自
ら
の
歴
史
的
伝
統
を
﹁
特
殊
︵the 

particular

︶﹂
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
列
強
に
よ
る

植
民
地
化
の
危
機
の
も
と
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
眼
差

し
、
す
な
わ
ち
西
洋
の
み
を
﹁
普
遍
︵the universal

︶﹂
と
考
え
る

見
方
を
内
面
化
し
た
産
物
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
西
洋
中
心
主
義
的
な
近
代
の
捉
え
か
た
を
汪
氏
は
批
判

し
、
近
代
と
は
西
洋
だ
け
が
独
占
す
る
単
数
の“m

odernity ”

で
は
な

く
、
複
数
の“m

odernities ”

で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
普
遍
﹂
と

﹁
特
殊
﹂
と
い
う
対
概
念
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、﹁
普
遍
﹂
と
﹁
単
独

︵the singular

︶﹂
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
も
と
に
、
そ
の
二
重
構
造
を

考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
い
う
﹁
単
独
﹂
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
固
有
の
歴
史
が
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、︿
西
洋
＝
普
遍
／
東

洋=

特
殊
﹀
と
い
っ
た
二
項
対
立
を
脱
臼
さ
せ
る
働
き
を
促
す
。
そ

こ
で
は
、
単
独
と
組
み
合
っ
た
﹁
普
遍
﹂
と
は
西
洋
に
専
有
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
固
有
の
歴
史
を
も
つ
各
地
域
に
み
ら
れ
る
、
他
者
へ
開

か
れ
よ
う
と
す
る
働
き
を
指
す
も
の
と
な
る
。
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こ
う
し
た
理
解
は
、
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
が
唱
え
る
﹁
複
数
の
近
代
﹂

あ
る
い
は
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
唱
え
る
﹁
複
数
の
、
他
者
な
る

ア
ジ
ア
︵other A

sias

︶﹂
と
い
っ
た
概
念
に
呼
応
す
る
点
で
、
西
洋

近
代
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
脱
構
築
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
な
ら

で
は
の
理
解
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
汪
氏
の
理
解
は
単
な
る
複
数
性

や
﹁
多
重
性
︵doubling
︶﹂
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
単
独
性

こ
そ
が
普
遍
性
に
開
か
れ
た
入
り
口
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
、

と
も
す
れ
ば
相
対
主
義
に
陥
り
が
ち
な
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
を
、

﹁
非
共
約
的
な
も
の
の
共
約
性
︵com

m
ensurablity of the incom

-

m
ensurable

︶﹂
と
い
う
意
味
で
の
普
遍
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
に
推
し
進
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
汪
氏
は
通
俗
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
が
声
高
に
叫

ぶ
主
体
が
要
ら
な
い
と
い
っ
た
立
場
は
取
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
の
よ

う
に
政
治
的
な
次
元
に
お
い
て
主
体
を
構
築
す
る
か
と
い
う
視
点
か

ら
、
現
在
の
中
国
社
会
で
は
語
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
が
ち
な
中
国

の
文
化
大
革
命
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
読
み
直
し
て
い
く
。

主
体
と
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
啓
蒙
主
義
的
な
西
洋

的
個
人
を
指
す
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
集
団
や
社
会
を
単
位
と
し
て

も
、
人
び
と
は
何
が
し
か
の
主
体
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
そ

の
政
治
的
次
元
を
﹁
主
権
者
︵sovereign

︶﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
グ

ラ
ム
シ
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
﹁
歴

史
的
ブ
ロ
ッ
ク
︵historical block

︶﹂
も
ま
た
政
治
的
主
体
の
典
型
的

な
も
の
で
あ
る
。
主
権
者
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
公
共
空
間
に
お
け

る
社
会
的
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
。

こ
う
し
た
主
体
あ
る
い
は
主
権
を
形
成
し
得
な
い
と
き
、
人
間
は
排

除
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
社
会
的
権
威
の
一
部
に
容
易
に
取
り
込
ま
れ

て
い
く
。
こ
う
し
た
主
体
の
構
築
は
、
す
で
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
指

摘
す
る
よ
う
に
重
層
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
抑
圧
さ
れ
る
社
会
的
存
在
で
あ
る
一
方
で
、

と
き
に
高
学
歴
を
修
め
る
こ
と
で
恵
ま
れ
た
社
会
的
地
位
に
就
い
て
い

る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
近
代
が
複
数
性
の
も
と
に
存
在
す
る
よ
う

に
、
主
体
も
ま
た
そ
の
内
部
に
分
裂
や
亀
裂
を
抱
え
た
非
同
質
性
を
本

質
と
す
る
も
の
な
の
だ
。
た
だ
、
そ
う
し
た
自
己
の
主
体
を
走
る
亀
裂

に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
人
び
と
は
、
自
分
を
一
方
的
に
、
そ
れ
が

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
、
何
か
と
同
一
化
を
図

る
こ
と
で
自
己
の
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
議
論
を
私
と
汪
氏
が
本
格
的
に
行
っ
た
の
は
、
二
六
日
に
阿

倍
野
の
四
天
王
寺
か
ら
、
葦
原
橋
に
あ
る
被
差
別
部
落
を
訪
問
し
た
時

の
こ
と
で
あ
る
。﹁
毎
年
日
本
に
き
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
被
差

別
部
落
を
案
内
し
て
く
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
う
し
た
地
域
が
存
在
す



76

る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
人
も
い
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
存
在
し
て
い

る
け
れ
ど
、
見
え
な
い
存
在
と
さ
れ
た
地
域
が
日
本
に
も
存
在
し
て
い

る
こ
と
が
実
感
で
き
た
﹂。
そ
う
い
っ
て
汪
氏
は
私
に
何
度
も
お
礼
の

言
葉
を
述
べ
て
く
れ
た
。
我
々
の
会
話
は
四
天
王
寺
の
お
堂
の
下
に
住

ん
で
い
た
と
さ
れ
る
ハ
ン
セ
ン
氏
病
者
、
さ
ら
に
周
辺
の
被
差
別
部
落

の
人
た
ち
が
受
け
た
苦
し
み
に
話
は
及
ん
だ
。
そ
こ
で
﹁
主
体
な
い
人

び
と
の
共
同
体
﹂
を
語
る
知
識
人
た
ち
の
姿
勢
に
つ
い
て
話
が
及
ん
だ
。

汪
氏
の
﹁
政
治
化
︵politicizing
︶﹂
と
は
﹁
政
治
的
状
況
へ
の
参

入
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
会
制
民

主
主
義
批
判
を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
﹁
敵
／
友
﹂
の
二
分
法
を
脱
臼

さ
せ
た
上
で
提
起
さ
れ
て
い
た
議
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
二
九
日
に

行
わ
れ
た
有
志
に
お
け
る
汪
氏
読
書
会
で
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
与
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
汪
氏
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
も
ろ
手
を
挙
げ
て
支
持
す
る
こ
と
は
な
い
。

汪
氏
は
そ
う
し
た
立
場
を
取
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
や
フ
ロ

イ
ト
以
降
の
﹁
人
間
の
死
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
主
体
の
存
在
形
態

を
規
定
す
る
社
会
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
体
は

構
造
に
根
ざ
し
て
族
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
が
構
造
に
自
己
反
省

的
に
介
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、﹁
政
治
的
主

体
﹂
を
形
成
す
る
契
機
が
生
じ
る
と
汪
氏
は
考
え
る
。
も
し
、
そ
う
し

た
主
体
の
存
在
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
い
う
個
物
は

社
会
構
造
に
飲
み
込
ま
れ
た
ま
ま
に
な
る
だ
ろ
う
。
主
体
に
対
す
る

﹁
批
判
﹂
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
日
多
く
の
識
者
が
躓

い
て
い
る
よ
う
な
、
主
体
そ
の
も
の
の
﹁
否
定
﹂
と
は
混
同
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
汪
氏
と
私
は
被
差
別
部
落
を
歩
き
な
が
ら
語
り

あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、﹁
新
し
い
主
体
化
形
態
︵new

 form
 of subjec-

tivity

︶﹂、
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
形
態
が
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
だ
。
事
実
、
す
で
に
現
実
の
社
会
で
は
、
表
象
力
の
有
無
を

分
岐
点
と
す
る
﹁
知
識
人
﹂
と
﹁
民
衆
﹂
と
い
う
二
項
対
立
が
す
で
に

脱
臼
に
さ
れ
て
い
る
事
態
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
実
践
の
公
共

空
間
が
神
戸
の
東
遊
園
地
で
あ
り
、
長
田
駅
前
で
あ
り
、
各
地
の
被
災

地
の
祭
祀
空
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
主
体
化
を
め
ぐ
る

汪
氏
と
私
の
会
話
に
つ
い
て
は
、
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
磯
前
に
よ
る
被

災
地
に
お
け
る
主
体
化
を
め
ぐ
る
報
告
﹁W

ithout You

︱
あ
な
た

の
い
な
い
世
界
を
生
き
て
﹂
に
さ
い
し
て
討
論
さ
れ
た
点
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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