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は
じ
め
に

　

21
世
紀
政
策
研
究
所
で
は
、
か
ね
て
よ
り
、
早
稲
田
大
学
の
深
川
由
起
子
教
授
を
研
究
主
幹
と
し

て
、
韓
国
情
勢
の
分
析
や
、
新
し
い
韓
国
と
日
本
の
産
業
協
力
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね

て
お
り
ま
す
。

　

韓
国
で
は
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
（
文
在
寅
）
政
権
の
発
足
か
ら
５
ヵ
月
が
経
過
し
、
新
し
く
生
ま
れ

た
政
権
の
運
営
体
制
の
輪
郭
や
政
策
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
北

朝
鮮
の
問
題
、
あ
る
い
は
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
見
直
し
問
題
等
々
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
提
起
さ
れ
る
な
ど
、
安

全
保
障
や
通
商
環
境
の
変
化
と
い
う
も
の
が
み
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

９
月
29
日
に
開
催
し
た
セ
ミ
ナ
ー
「
文
在
寅
政
権
の
現
状
と
諸
政
策
の
見
通
し
」
で
は
、
深
川
研
究

主
幹
を
座
長
と
し
、
韓
国
か
ら
ソ
ウ
ル
大
学
国
際
大
学
院
の
パ
ク
・
チ
ョ
ル
ヒ
院
長
、
延
世
大
学
経
済

学
部
の
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
教
授
を
招
き
、
政
治
・
経
済
・
安
全
保
障
な
ど
の
視
点
か
ら
、
ム
ン
・
ジ
ェ

イ
ン
政
権
が
掲
げ
る
政
策
の
実
現
可
能
性
や
今
後
の
日
韓
関
係
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
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の
で
、
本
書
に
て
、
紹
介
し
ま
す
。

　

本
書
が
、
皆
さ
ま
方
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
少
し
で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
と
視
点

　

皆
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
稲
田
大
学
の
深
川
で
す
。
21
世
紀
政
策
研
究
所
の
研
究
主
幹
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

私
、
長
く
韓
国
と
つ
き
合
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
国
ほ
ど
い
ろ
ん
な
意
味
で
変
化
に
富
ん
で

お
も
し
ろ
い
研
究
対
象
も
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
ま
た
新
た
な
ド
ラ
マ
が
38
度
線
を
越
え
て
起
き
て

い
ま
す
し
、
韓
国
の
内
部
で
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

韓
国
に
は
大
変
立
派
な
尊
敬
で
き
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
今
日
は
私
が
日
ご
ろ
か
ら
韓
国
の
行
く

末
に
つ
い
て
信
頼
感
を
持
っ
て
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
お
二
人
の
経
済
学
者
、
政
治
学
者
を
お
連

れ
し
て
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
最
初
に
私
の
ほ
う
か
ら
、
簡
単
に
今
回
の
意
図

や
韓
国
の
全
体
感
な
ど
を
お
伝
え
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
か
ら
の
発
表
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
の
よ
う
な
者
の
役
割
と
い
う
の
は
、
所
詮
、
外
国
人
の
立
場
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

の
で
、
外
国
人
か
ら
見
る
と
多
分
こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
多
分
こ
う
い
う
こ
と
が
起

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
を
考
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
内
部
か
ら
ご
覧
に
な
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
違
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う
御
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の
辺
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
ひ
た
す
ら
毎
日
、
北
朝

鮮
の
地
政
学
的
リ
ス
ク
ば
か
り
が
報
道
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
で
は
こ
の
地
政
学
的
リ
ス
ク
の
脅
威
に
日
本
が
何

を
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係

で
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
で
す
し
、
経
済
人
に
と
っ
て

は
、
制
裁
を
課
し
て
い
る
北
朝
鮮
と
の
経
済
的
関
係
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
韓
国
が
混
乱
し
な
い
で

く
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
我
々
に
と
っ
て
大
き
な

貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
り
ま
す
し
、
近
隣
国
と
し
て
非

常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
今
日
は
北
朝
鮮
と
い
う
地
政
学
的
緊
張
を

抱
え
た
韓
国
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
中
で
、
ム
ン
・
ジ
ェ

深川由起子研究主幹
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イ
ン
政
権
の
誕
生
か
ら
よ
う
や
く
５
ヵ
月
過
ぎ
て
き
ま
し
て
、
輪
郭
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
と
こ
ろ

か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
の
を
中
心
に
、
最
初
の
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

韓
国
が
抱
え
る
構
造
的
な
問
題

　

地
政
学
的
緊
張
が
ど
ん
ど
ん
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
対
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン
（
金
正
恩
）
朝
鮮
労
働
党
委

員
長
の
間
で
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
韓
国
は
分
断
国
家
で
す
。
日
本
は
そ
う
い
う
経
験
が

な
い
の
で
、
特
に
地
政
学
的
リ
ス
ク
と
か
、
同
じ
民
族
の
中
で
の
緊
張
を
持
っ
て
い
て
ま
と
ま
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
苦
し
み
が
、
な
か
な
か
日
本
人
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
今

の
韓
国
は
非
常
に
分
裂
し
て
い
ま
す
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
パ
ク
先
生
か
ら
こ
れ
か
ら
お
話
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
か
、
伝
統

的
に
韓
国
の
保
守
と
い
う
の
は
北
朝
鮮
に
割
と
厳
し
く
、
進
歩
勢
力
と
い
う
の
は
「
ま
あ
、
そ
れ
で
も

や
は
り
同
じ
民
族
な
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
宥
和
的
な
人
た
ち
で
す
。
こ
の
２
つ
と
い
う
の
は
く
っ
き
り

分
か
れ
て
い
て
、
今
回
、
極
度
に
保
守
的
な
部
分
の
あ
っ
た
パ
ク
・
ク
ネ
（
朴
槿
恵
）
政
権
か
ら
、
本
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来
は
極
度
に
宥
和
的
な
人
た
ち
で
あ
る
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

時
間
の
経
過
、
そ
し
て
、
地
政
学
的
な
緊
張
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
社
会
の
中
で
の
分
断

と
い
う
の
は
出
て
き
て
い
て
、
そ
れ
が
や
は
り
、
今
の
与
党
は
国
会
で
は
少
数
与
党
で
あ
り
ま
す
の

で
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
政
策
の
余
地
が
狭
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ま
ず
政
治
的
な
現
状
か
と
思
い
ま

す
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
経
済
的
に
は
、
昔
の
韓
国
の
や
っ
て
き
た
成
長
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
も
の
が
も
う

完
全
に
限
界
に
達
し
て
い
て
、
構
造
改
革
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
で

も
、
日
本
も
か
つ
て
そ
う
で
し
た
が
、
や
は
り
構
造
改
革
を
自
分
で
や
る
の
は
大
変
で
す
。
自
分
の
体

に
メ
ス
を
入
れ
る
の
は
痛
い
し
つ
ら
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
や
は
り
輸
出
主
導
型
の
限
界
と
い
う
も
の
が
来
て
い
て
、
こ
こ
３
年
く
ら
い
リ
ー
マ
ン
・
シ

ョ
ッ
ク
が
残
し
た
傷
跡
が
非
常
に
大
き
い
の
で
、
世
界
経
済
の
回
復
度
に
比
べ
て
貿
易
は
つ
い
て
い
く

こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
韓
国
の
よ
う
に
輸
出
依
存
度
が
非
常
に
高
い
経
済
に
と

っ
て
は
、
貿
易
自
体
が
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
点
と
し
て
、
中
国
の
存
在
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
に
と
っ
て
今
ま
で
は
市
場
で
ど
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ん
ど
ん
気
前
よ
く
買
っ
て
く
れ
る
国
で
し
た
が
、
一
方
で
は
生
産
の
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
、
一
方
で
は
Ｔ

Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ
（
終
末
高
高
度
防
衛
ミ
サ
イ
ル
）
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
の
日
本
企
業
い
じ
め
と
同
じ
よ
う

な
目
に
今
遭
っ
て
お
り
ま
す
。
中
国
が
夢
の
市
場
で
あ
る
と
い
う
時
代
も
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
、
国
内
で
は
、
今
回
の
政
権
は
や
は
り
バ
ッ
ク
に
労
働
組
合
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の

で
、
ど
ん
ど
ん
生
産
コ
ス
ト
が
上
が
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
企
業
は
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
れ
ば
、
別
に
生

産
拠
点
を
韓
国
だ
け
に
と
ど
ま
り
続
け
る
理
由
も
な
い
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
き
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
韓
国
か
ら
の
輸
出
そ
の
も
の
は
余
り
伸
び
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ろ
ん
な
構
造

的
な
転
換
期
に
来
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

政
治
的
に
は
、
皆
さ
ん
も
御
承
知
の
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
最
後
の
ほ
う
で
、
サ
ム
ス
ン
と
の
関
係
と

か
、
ま
た
ぞ
ろ
い
つ
も
の
財
閥
と
政
治
と
の
関
係
と
い
う
の
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
政
府
主

導
で
、
政
府
が
常
に
政
府
系
の
銀
行
と
か
を
通
じ
て
財
閥
を
支
援
し
て
、
財
閥
と
政
府
が
二
人
三
脚
で

進
め
て
い
く
、
こ
の
体
系
も
だ
ん
だ
ん
も
う
限
界
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
韓
国
が

途
上
国
だ
っ
た
、
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
国
家
だ
っ
た
頃
と
い
う
の
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
在

は
高
コ
ス
ト
で
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と
で
発
展
で
き
る
時
代
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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三
つ
目
の
点
は
、
非
常
に
内
需
が
不
振
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
非
常
に
構
造
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
よ
く
な
る
見
通
し
は
余
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
家

計
が
非
常
に
大
き
な
債
務
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
家
計
の
資
産
は
ほ

と
ん
ど
不
動
産
に
集
中
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
不
動
産
を
何
と
か
維
持
し
て
い
ま
す
が
、
不

動
産
が
日
本
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
非
常
に
厳
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
企
業
の
ほ
う
の
債
務
も
、
海
運
で
す
と
か
造
船
で
す
と
か
、
だ
め
に
な
っ
て
い
っ
て
い

る
産
業
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
構
造
改
革
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
や
れ
ば
失
業
者
が
出
ま

す
。
そ
れ
で
な
く
て
も
労
働
改
革
が
全
体
的
に
遅
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
も
厳
し
く
、
が
ん
じ
が
ら

め
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
り
ま
す
。

　

一
言
で
言
え
ば
、
あ
る
種
非
常
に
複
雑
な
骨
折
を
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
な
の
で
、
一
体
ど
こ
か
ら

構
造
改
革
し
た
ら
い
い
の
か
、
難
し
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

対
外
状
況
は
、
輸
出
の
３
割
近
く
を
依
存
し
て
き
て
い
た
中
国
の
景
気
減
速
も
あ
り
ま
す
し
、
摩
擦

も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
来
、
や
は
り
韓
国
か
ら
見
る
と
円
安
が
続
い
て
い
る

の
で
、
競
争
環
境
も
厳
し
い
で
す
。
今
後
は
、
ア
メ
リ
カ
が
利
上
げ
し
て
い
く
の
で
、
外
か
ら
の
資
本
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流
出
圧
力
が
か
か
っ
て
き
て
、
地
政
学
的
リ
ス
ク
が
そ
こ
に
降
り
か
か
っ
て
き
ま
す
。
対
外
条
件
も
厳

し
い
の
で
す
が
、
こ
の
政
権
の
う
ち
に
取
れ
る
分
だ
け
取
ろ
う
と
す
る
労
働
界
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す

の
で
、
圧
力
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
が
ん
じ
が
ら
め

に
関
係
し
て
複
雑
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
（
図
１
）。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
掲
げ
る
経
済
政
策

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
は
、
と
り
あ
え
ず
国
政
運
営
５
ヵ
年
計
画
と
い
う
の
を
お
出
し
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
格
差
是
正
も
し
な
が
ら
所
得
主
導
型
成
長
と
い
う
の
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
も
う
一
つ
は
、
ど
の
国
で
も
や
っ
て
い
る
第
４
次
産
業
革
命
の
よ
う
な
こ
と
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
か

創
業
を
支
援
し
て
い
く
、
こ
の
２
つ
が
成
長
戦
略
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
教
育
、
福
祉
、
労
働
体
系
と

い
う
の
を
革
新
し
て
い
っ
て
、
韓
国
は
非
常
な
勢
い
で
少
子
高
齢
化
し
、
も
う
労
働
力
人
口
は
減
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
そ
れ
に
加
え
て
高
齢
化
社
会
に
備
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
分
権
と
地
方
の
均
衡
発
展
を
や
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
４
大
革
新
課
題
な
の
で
す
が
、
多
分
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
感
じ
、
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輸
出
減
少

輸
入
減

/
貿
易
収
支
黒
字

通
貨
高
進
行

企
業
財
務
悪
化

家
計
債
務
拡
大

財
政
悪
化

雇
用
不
振

投
資
不
振

消
費
不
振

中
国
減
速
、

政
治
摩
擦

円
高
、

政
治
摩
擦

金
融
基
盤
悪
化

米
国
利
上
げ

労
組
圧
力
、

賃
金
上
昇

不
動
産
？

図
１
　
複
合
化
す
る
韓
国
の
危
機
構
造
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民
主
党
時
代
を
思
い
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
細
か
い
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
他
に
も

い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
学
校
教
育
の
無
償
化
で
す
と
か
、
児
童
・
子
育
て
手
当
て
で
す

と
か
、
あ
と
、
後
期
高
齢
者
を
め
ぐ
る
医
療
保
険
の
拡
大
で
す
と
か
、
あ
る
種
こ
れ
は
も
と
も
と
似
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
（
李
明
博
）
政
権
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
ま
で
続
い
て
き
た

保
守
政
権
、
こ
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、「
産
業
報
国
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
伝
統
を
持
っ
て
き
た
人

た
ち
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
す
る
現
政
権
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
雇
用
と
か
、
教
育
と
か
、
環
境
と
か
、
こ

う
い
う
も
の
を
重
視
し
て
い
る
民
生
重
視
派
の
人
た
ち
で
、
か
つ
て
こ
の
国
で
も
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か

ら
人
へ
」
と
い
う
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
あ
る
種
、
韓
国
版

の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
運
営
に
関
す
る
５
つ
の
論
点

　

①
雇
用
は
よ
み
が
え
る
の
か

　

今
日
こ
れ
か
ら
私
、
こ
の
お
二
方
に
、
政
治
・
経
済
両
面
か
ら
お
願
い
し
た
い
論
点
と
い
う
の
が
５
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つ
あ
り
ま
す
。

　

１
つ
は
、
韓
国
に
と
っ
て
、
当
面
の
最
大
の
課
題
は
雇
用
で
あ
り
ま
す
。
特
に
若
い
人
に
雇
用
が
あ

り
ま
せ
ん
。
失
業
率
が
非
常
に
高
ど
ま
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
政
権
も
や
は
り
こ
れ
を
非
常

に
強
く
意
識
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
政
権
の
一
番
地
の
政
策
は
、
雇
用
の
回
復
と
言
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
今
の
ま
ま
や
っ
て
い
っ
て
雇
用
は
本
当
に
よ
み
が
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
１
つ
目

の
論
点
で
す
。

　

日
本
で
最
近
就
職
す
る
韓
国
の
方
が
増
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
労
働
力
は
も
う
か
な
り
不
足

し
て
き
て
い
る
の
で
ち
ょ
っ
と
フ
ェ
ー
ズ
は
違
う
の
で
す
が
、
韓
国
が
あ
る
意
味
失
業
率
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
、
良
質
な
人
を
採
用
で
き
て
い
る
面
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
ど
う
な
る
の
か
と
い

う
関
心
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
雇
用
の
問
題
は
非
常
に
構
造
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
の

労
働
市
場
の
柔
軟
性
は
世
界
１
３
８
ヵ
国
で
１
０
０
位
以
下
な
の
で
、
非
常
に
労
働
市
場
は
硬
直
的
で

す
。
効
率
も
悪
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
改
革
を
し
な
い
と
、
な
か
な
か
よ
み
が
え
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
、
御
意
見
を
賜
れ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

結
果
と
し
て
、
韓
国
の
正
規
職
の
賃
金
は
既
に
非
常
に
高
い
で
す
。
も
は
や
大
企
業
の
賃
金
は
、
日
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本
や
ア
メ
リ
カ
よ
り
は
る
か
に
高
い
賃
金
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
生
産
性
は
つ
い
て
い

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
全
然
つ
い
て
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
い
つ
ま
で
も
で
き
る
か
と
い
う

と
、
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
平
和
的
な
労
使
協
調
の
風
土
は
な
く
、
労
組
は
ま
す
ま

す
政
治
化
し
て
い
る
の
で
、
改
革
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
労
使
協
調
が
で
き
な
い

一
つ
の
原
因
と
い
う
の
は
、
や
は
り
大
企
業
の
ほ
と
ん
ど
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
な
の
で
、
あ
る
種

日
本
か
ら
見
る
と
古
典
的
な
資
本
家
と
労
働
者
の
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
を

ど
う
に
か
合
理
的
に
乗
り
切
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
思
い
き
り
「
雇
用
を
拡
大
し
ま
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
民
間
企
業
に
そ

れ
を
押
し
つ
け
る
わ
け
に
は
や
は
り
い
き
ま
せ
ん
。
韓
国
は
社
会
主
義
国
家
で
は
な
い
の
で
す
。
で

は
、
で
き
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
と
、
公
企
業
と
か
公
務
員
を
大
々
的
に
雇
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
か
ら
は
81
万
人
雇
用
す
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
韓
国
の
中
で
唯
一
、
年
金
が
非

常
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
公
共
セ
ク
タ
ー
で
す
の
で
、
公
務
員
を
ふ
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
福
祉
負

担
が
ま
す
ま
す
財
政
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
か
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
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プ
を
支
援
し
て
、
こ
の
方
向
性
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
公
務
員
が
そ
う
い
う
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と

か
ベ
ン
チ
ャ
ー
に
助
け
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
非
常
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
点
は
、
こ
れ
も
民
主
党
の
と
き
に
あ
っ
た
話
だ
と
思
い
ま
す
が
、
最
低
賃
金
を
引
き
上

げ
、
２
０
２
０
年
ま
で
に
１
万
ウ
ォ
ン
、
つ
ま
り
１
０
０
０
円
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
た
日
本
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
や
っ
た
と
き
に
、
中
小

企
業
は
つ
い
て
い
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
既
に
い
ろ
い
ろ
批
判
が
出
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
う

い
う
政
策
を
や
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

雇
用
を
ど
う
に
か
し
て
く
れ
と
い
う
要
求
は
、
本
当
に
有
権
者
の
側
か
ら
は
切
実
な
問
題
と
し
て
ふ

き
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ゆ
と
り
が
あ
る
の
は
財
政
ぐ
ら
い
な
の
で
、
こ
こ
に
頼
り
が
ち
で
す
。
韓

国
の
政
府
債
務
は
、
日
本
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
３
０
％
だ
と
す
る
と
、
わ
ず
か
40
％
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
財
政
的
に
は
余
裕
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
で
も
そ
れ
は
は
る
か
に
福
祉
政
策
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
か
ら
そ
れ
で
済
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
結
局
、「
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
福
祉
で

国
が
面
倒
見
る
か
ら
、
あ
と
は
自
分
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
線
引
き
が
な
い
ま
ま
、
ず
る
ず
る

い
ろ
ん
な
こ
と
が
決
ま
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
私
と
し
て
は
や
は
り
、
小
出
し
の
弥び

縫ほ
う

策さ
く

で
ど
う
に
か
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な
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
財
政
を
使
っ
て
福
祉
を
ど
こ
ま
で
や
る
か
と
い
う
の
は
国
民
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

一
つ
議
論
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
雇
用
保
護
指
標
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
出
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
真
ん
中
が
世
界
計
、
韓
国

は
そ
の
左
側
、
右
側
に
日
本
が
あ
り
ま
す
（
図
２
）。
実
は
、
日
本
の
雇
用
保
護
の
度
合
い
と
い
う
の

は
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
に
労
働
市
場
が
べ
っ
た

り
保
護
さ
れ
て
い
る
国
で
は
も
は
や
な
い
で
す
。
そ
れ
に
比
し
て
韓
国
は
、
非
常
に
左
側
に
あ
り
ま

す
。
世
界
平
均
よ
り
は
ず
っ
と
上
、
フ
ラ
ン
ス
と
か
イ
タ
リ
ア
と
か
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
か
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
高
福
祉
高
負
担
型
の
国
に
近
い
雇
用
保
護
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
本
当
に
欧
米
系
の
日
本
も
含
め
た
側
に
行
く
の
か
、
も
う
財
政
的
に
余
裕
が
あ
る
か
ら

ど
ん
ど
ん
福
祉
で
行
く
ん
だ
と
思
う
の
な
ら
ば
左
側
に
行
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
番
左
に
行

く
と
今
度
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
か
イ
ン
ド
と
か
中
国
と
か
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
か
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ポ

ル
ト
ガ
ル
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
が
、
ま
あ
新
興
国
で
す
ね
。
こ
の
新
興
国
み
た
い
に
ま
す
ま
す
効
率

を
無
視
し
た
雇
用
保
護
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
韓
国
は
岐
路
に
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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主
要
国
の
雇
用
保
護
指
標
（
O
ECD

,2013
年
）
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図２　主要国の雇用保護指標（OECD，2013年）
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②
産
業
競
争
力
は
維
持
で
き
る
の
か

　

２
番
目
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ろ
に
私
た
ち
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
、
韓
国
の
産
業
は
競
争
力
を
維

持
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　

今
の
韓
国
の
状
況
と
い
う
の
は
、
日
本
の
こ
れ
ま
た
民
主
党
時
代
、
六
重
苦
と
言
わ
れ
て
い
た
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
て
い
た
日
本
の
時
代
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
不
況
な
の
で
す
が
、
輸
入
が
減

っ
て
経
常
収
支
黒
字
が
増
え
て
い
く
の
で
、
基
本
的
に
は
や
は
り
通
貨
が
高
い
基
調
に
な
り
が
ち
で�

す
。

　

正
規
職
賃
金
は
既
に
十
分
高
く
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
に
な
っ
て
か
ら
法
人
税
を
引
き
上
げ
る
方

向
に
ど
ん
ど
ん
進
み
、
し
か
も
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
は
原
発
が
嫌
い
で
す
。
少
な
く
と
も
こ
れ

以
上
原
発
は
作
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
韓
国
の
有
利
な
点
だ
っ
た
安
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
、

維
持
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

規
制
改
革
。
韓
国
の
規
制
改
革
が
進
ま
な
い
原
因
は
、
財
閥
系
大
企
業
と
中
小
企
業
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
非
常
に
強
く
て
、
中
小
企
業
を
保
護
す
る
た
め
に
作
っ
て
き
た
規
制
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
規

制
改
革
を
思
い
切
っ
て
や
っ
て
自
由
競
争
社
会
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
手
を
つ
け
ざ
る
を
得
ま
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せ
ん
。
こ
れ
も
政
治
的
に
は
「
中
小
企
業
を
守
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
の
は
怖
い
の
で
、

そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
。
ど
ん
ど
ん
自
由
貿
易
協
定
を
結
ん
で
、
韓
国
は
自
由
貿
易
協
定
の
非
常
に
多

い
国
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
あ
る
種
自
信
過
剰
に
陥
っ
て
い
る
う
ち
に
、
世
の
中
の
通
商

政
策
の
ト
レ
ン
ド
は
、
そ
う
い
う
２
ヵ
国
間
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
な
く
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
象
徴
さ
れ
る
複
数
国

の
大
き
い
協
定
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
に
は
つ
い
て
い
け
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　

や
は
り
日
韓
の
産
業
は
競
争
し
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
韓
国
の
ほ
う
に
か
つ
て
我
々
が
持
っ
て
い
た
六
重
苦
が
移
り
つ

つ
あ
る
と
い
う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
や
は
り
日
本
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
を
作
っ
て
以
来
、
な
る
べ
く
だ
め
な
産
業
は

も
う
ど
ん
ど
ん
諦
め
て
、
他
と
合
併
さ
せ
て
構
造
調
整
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
な

り
に
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
韓
国
は
、
一
つ
は
政
府
の
公
的
な
金
融
の
問
題
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
し
、
も
う
一
つ
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
経
営
者
の
君
臨
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
も
余
り
う
ま
く
行

っ
て
い
な
い
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
先
生
に
、
競
争
力
は
本
当
に
こ
ん
な
状
態
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で
維
持
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
コ
メ
ン
ト
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

図
３
は
日
本
の
民
主
党
政
権
時
代
と
ム
ン
・
ジ
ェ
イ

ン
政
権
の
理
屈
、
及
び
、
そ
れ
と
対
照
的
な
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
と
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
政
権
時
代
の
経
済
政
策
を
比

較
し
た
も
の
で
す
。
極
端
な
比
較
で
は
あ
る
の
で
す

が
、
要
は
、
民
主
党
政
権
時
代
の
発
想
と
い
う
の
は
、

政
府
が
ど
ん
ど
ん
い
ろ
ん
な
手
当
と
か
補
助
金
を
つ
け

て
家
計
を
支
持
し
て
や
れ
ば
、
家
計
は
安
心
し
て
消
費

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
そ
れ
が
中
小
企
業
や
い
ろ
ん

な
と
こ
ろ
に
回
り
、
日
本
の
場
合
内
需
の
主
導
が
大
き

い
で
す
の
で
（
韓
国
ほ
ど
輸
出
依
存
度
が
高
く
な
い
の

で
）、
賃
金
が
上
が
っ
て
、
家
計
も
潤
っ
て
、
家
計
が

ま
た
税
金
を
払
う
か
ら
、
政
府
は
豊
か
に
な
っ
て
、
こ

日韓経済政策のねじれ

• 民主党（当時）とムン・ジェイン政権の経済政策

• アベノミクスとイ・ミョンバク政権の経済政策

Gov. Household Corporate(SME)

Support

Revenue

Consumption

Job/ Wage

Gov. Corporate(Chaebols) Household

Support Job/ Wage

Revenue Consumption

Social 
Security

Enhancing
Competitiveness

図３　日韓経済政策のねじれ
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れ
で
回
る
ん
だ
と
い
う
の
が
、
一
時
の
民
主
党
の
理
屈
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
真
逆
で
、
や
は
り
競
争
力
と
い
う
の
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
家
計
じ
ゃ

な
く
て
企
業
が
進
め
て
い
く
も
の
な
の
で
、
企
業
に
競
争
的
な
良
い
環
境
を
作
っ
て
や
れ
ば
、
企
業
を

通
じ
て
賃
金
は
上
が
り
、
そ
の
結
果
、
家
計
は
潤
い
、
家
計
は
消
費
し
、
回
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
れ
が
道
半
ば
と
い
う
の
が
日
本
の
実
感
だ
と
思
い
ま
す
が
、
政
府
が
最
初
に
働
き
か
け
る
先
が

家
計
か
企
業
か
と
い
う
違
い
、
こ
れ
は
韓
国
で
も
大
き
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

③
家
計
債
務
は
管
理
で
き
る
の
か

　

３
番
目
で
す
が
、
韓
国
の
家
計
債
務
、
こ
れ
は
韓
国
の
抱
え
る
大
き
な
爆
弾
の
一
つ
で
す
が
、
こ
れ

を
管
理
で
き
る
か
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
ご
と
で
は
な
く
て
、
日
本
の
金
融
機
関
、
庶
民

金
融
も
含
め
て
非
常
に
た
く
さ
ん
韓
国
に
貸
し
込
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
爆
発
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
我
々
が
損
を
見
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
何
と
か
維
持
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
り
あ
え
ず
、
プ
ラ
ス
材
料
は
あ
り
ま
す
。
韓
国
の
家
計
債
務
は
30
代
、
40
代
に
集
中
し
て
い
て
、

こ
の
人
た
ち
は
一
応
、
所
得
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
と
は
全
然
違
い

ま
す
し
、
所
得
の
上
位
２
分
層
に
す
ご
く
負
債
が
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
人
た
ち
は
所
得
も
あ
れ
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ば
他
の
金
融
資
産
も
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
い
る
の
で
、
多
分
Ｄ
Ｔ
Ｉ
（D

ebt-T
o-Incom

e

）
の
面
で
大

丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
マ
イ
ナ
ス
材
料
が
増
え
て
い
る
の
は
事
実
で
、
ア
メ
リ
カ
が
利
上
げ
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
と
韓
国
間
の
金
利
の
差
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す
し
、
家
計
は
実
は
変
動
金
利
で
借
り
て
い
る

ロ
ー
ン
が
非
常
に
多
い
で
す
。
つ
ま
り
、
固
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
利
上
げ
に
は
非
常
に
弱
い
で
す

し
、
ゆ
と
り
ロ
ー
ン
の
よ
う
な
こ
と
も
結
構
や
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
２
０
１
９
年
に
見
直
し
の
時
期
が

来
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
こ
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
の
利
上
げ
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
地
政
学
的
な
リ
ス
ク
と
い
う
の
が
降
り
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、
や
は
り
脆

弱
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
家
計
債
務
は
相
変
わ
ら
ず
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す�

ね
。

　

多
分
、
所
得
上
位
層
の
持
っ
て
い
る
債
務
が
大
き
い
の
で
大
丈
夫
だ
と
し
て
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
、

家
計
債
務
に
は
社
会
性
が
あ
り
ま
す
。
所
得
最
下
位
の
人
た
ち
、
年
金
も
な
く
、
医
療
も
カ
バ
ー
さ
れ

ず
、
貯
金
も
な
く
、
福
祉
の
死
角
地
帯
と
な
っ
て
い
る
人
た
ち
が
ま
だ
い
ま
す
。
特
に
高
齢
者
の
家
計

と
か
非
常
に
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
借
金
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
経
済
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問
題
に
は
な
ら
な
く
て
も
社
会
的
に
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
こ
と
は
、
私
は
あ
り
得
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

図
４
（
28
ペ
ー
ジ
）
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
可
処
分
所
得
は
ほ
と
ん
ど
伸
び
て
い
ま
せ
ん
。
家
計
債

務
だ
け
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
き
ま
し
た
。
や
っ
と
２
０
１
６
年
に
入
っ
て
か
ら
伸
び
は
お
さ
ま
っ
て
き

ま
し
た
が
、
可
処
分
所
得
が
上
が
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

家
計
債
務
に
は
、
か
な
り
の
人
が
陥
っ
て
い
ま
す
が
、
自
営
業
の
債
務
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い

る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

図
５
（
29
ペ
ー
ジ
）
は
自
営
業
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
韓
国
よ
り
自
営
業
が
多
い
の
は
メ

キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ト
ル
コ
、
破
綻
し
た
ギ
リ
シ
ャ
、
こ
れ
だ
け
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
自
営

業
が
職
を
早
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
の
受
け
皿
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
回
ら

な
い
と
き
と
い
う
の
は
、
家
計
と
自
営
業
の
区
別
は
、
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
と
思
い
ま
す
が
、

難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
も
自
営
業
が
多
い
国
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
か
な
り
廃
業
し
ま
し
た
の
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図４　可処分所得の鈍化と家計負債の膨張可処分所得の鈍化と家計負債の膨脹
家計負債と可処分所得の変化 家計金融資産と負債の増加率

可処分所得の鈍化と家計負債の膨脹
家計負債と可処分所得の変化 家計金融資産と負債の増加率
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図５　自営業比率（％）（OECD，2015年）
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で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
中
の
大
体
真
ん
中
ぐ
ら
い
に
し
か
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。

　

④
政
策
余
地
は
大
き
い
の
か

　

４
番
目
の
点
で
す
が
、
今
の
人
た
ち
が
自
信
を
持
っ
て
い
る
ほ
ど
に
、
政
策
余
地
は
大
き
い
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
、
日
本
に
比
べ
て
財
政
の
余
裕
は
か
な
り
あ
る
よ
う
に
は
見
え
ま
す

が
、
政
治
的
に
機
動
性
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
本
当
に
使
え
る
お
金
か
ど
う
か
と
い
う
の
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
パ
ク
先
生
に
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
所
得
主
導
型
成
長
を
実
現
し
て
い
く
上
で
、
歳
出
に
は
当
然
財
源
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い

わ
け
で
す
が
、
韓
国
政
府
は
95
・
４
兆
ウ
ォ
ン
、
大
体
10
兆
円
ぐ
ら
い
歳
出
を
削
減
す
る
こ
と
で
捻
出

で
き
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
金
額
で
、
国
会
の
中
で
与
党
は

多
数
で
は
な
く
少
数
で
、
既
存
の
歳
出
を
ど
ん
ど
ん
削
減
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
で
は
一
時
、
仕

分
け
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
れ
る
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

本
当
に
で
き
る
の
か
と
い
う
の
を
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
は
、
公
企
業
の
赤
字
が
す
ご
く
大
き
い
の
が
韓
国
の
財
政
の
特
徴
で
す
。
日
本
で
も

特
殊
法
人
の
赤
字
が
膨
れ
上
が
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
韓
国
の
場
合
は
直
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接
の
中
央
政
府
の
赤
字
で
は
な
い
で
す
が
、
こ
の
公
企
業
の
抱
え
る
赤
字
が
ほ
ぼ
中
央
政
府
と
同
じ

だ
け
の
赤
字
と
い
う
か
債
務
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
公
企
業
改
革
、「
赤
字
を
な
く
せ
」
と
言
い
な
が

ら
、
で
も
一
方
で
「
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
雇
え
」
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
か
な
り

矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
は
、
脱
原
発
の
推
進
。
こ
れ
も
突
然
に
決
ま
り
ま
し
た
。
原
発
の
増
設
を
準
備
し
て

い
た
人
た
ち
か
ら
の
訴
訟
も
た
く
さ
ん
起
き
て
お
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
韓
国
の
立
地
条
件
の
非
常
に

優
位
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
電
力
が
日
本
に
比
べ
て
３
分
の
１
ぐ
ら
い
で
済
む
と
い
う
こ
と
で
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
多
消
費
型
の
産
業
が
日
本
企
業
も
含
め
て
た
く
さ
ん
韓
国
に
進
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
突
然
値
上

げ
さ
れ
た
ら
、
と
て
も
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
法
人
税
も
上
が
り
ま
す
の
で
、
さ
ら
に
困
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
あ
と
は
地
方
交
付
金
。
こ
れ
は
地
方
選
挙
が
近
い
の
で
、
政
治
の
圧
力
が
か
な
り
か
か

っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
相
当
、
地
方
財
政
の
透
明
性
の
努
力
と
か
は
や
は
り
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

財
政
負
担
の
拡
大
に
伴
う
財
源
の
確
保
も
必
要
で
す
。
消
費
税
を
韓
国
で
は
付
加
価
値
税
と
言
っ
て
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い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
既
に
日
本
よ
り
高
い
10
％
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
消
費
が
不
振
な
中
で
上
げ
る

と
い
う
の
は
と
て
も
政
治
的
に
無
理
。
で
は
法
人
税
と
か
富
裕
税
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
法
人
税
は
世
界
の
先
進
国
が
み
ん
な
下
げ
る
競
争
を
や
っ
て
い
く
中
で
、
韓
国
だ
け
上
げ

ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
富
裕
層
で
す
が
、
日
本
の
場
合
、
高
齢
者
に
富
裕
層
が
多
い
の
で
こ
の
人
た
ち
が
世
界
に

逃
げ
る
と
い
う
選
択
肢
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
発
想
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
韓
国
の
富
裕

層
と
い
う
の
は
、
子
供
が
結
構
ア
メ
リ
カ
と
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
か
に
い
て
、
永
住
権
を
持
っ
て
い

る
方
た
ち
が
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
が
す
ご
く
高
い
税
金
を
払
っ
て
も
韓
国
に
居
続
け
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
ま
さ
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
や
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
逆
の
こ
と
を
や

ろ
う
と
し
て
す
ご
く
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
富
裕
税
を
掛
け
る
の
は
非
常
に
難
し
い
の
で
、

ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

な
の
で
、
政
策
余
地
は
本
当
に
政
治
的
に
経
済
的
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
お
二
方
に
コ
メ
ン
ト

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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⑤
対
外
リ
ス
ク
は
回
避
で
き
る
の
か

　

あ
と
、
最
後
に
対
外
リ
ス
ク
。
こ
れ
も
政
治
的
、
経
済
的
、
両
面
が
あ
り
ま
す
。

　

韓
国
は
、
Ｔ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ
を
北
朝
鮮
に
向
け
て
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
中
国
か
ら
圧
力
を

か
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
前
の
政
権
が
非
常
に
中
国
に
傾
斜
を
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
中
国
か
ら

見
る
と
若
干
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
は
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
ま
で
や
る
か
と
い
う

ぐ
ら
い
、
本
当
に
ロ
ッ
テ
グ
ル
ー
プ
は
店
の
半
分
を
閉
鎖
し
た
状
況
に
な
り
、
現
代
自
動
車
は
売
上
が

40
％
減
り
、
非
常
に
厳
し
い
締
め
つ
け
に
遭
っ
て
い
ま
す
。

　

い
つ
ま
で
も
こ
れ
を
や
っ
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
中
国
に
ど
う
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
交

渉
し
て
い
く
の
か
、「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
訴
訟
を
や
る
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
竜
頭
蛇
尾
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
、
本
当
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
こ
れ
は
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
見
直
し
と
い
う
の
は
既
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

か
ら
出
て
い
ま
す
。
た
だ
ま
あ
、
朝
鮮
戦
争
を
一
緒
に
戦
っ
た
同
盟
国
で
す
し
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

軍
人
さ
ん
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
あ
っ
さ
り
切
れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
の
見
通
し
は
、
輸
出
企
業
を
多
く
韓
国
に
進
出
さ
せ
て
い
る
日
本
と
し
て
は
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
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と
思
う
の
で
、
ぜ
ひ
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
な
の
で
、
多
分
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
日
本
の
失
わ
れ
た
20
年
の
時
も
そ

う
で
し
た
が
、
い
ろ
ん
な
現
状
認
識
と
い
う
の
は
個
々
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
多
分
、
ム

ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
も
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ
う
に
政
府
が
金
融
機
関
を
通
じ
て
財

閥
を
助
け
、
爆
発
的
に
輸
出
さ
せ
る
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
も
は
や
立
ち
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
は

よ
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
か
な
り
家
計
債
務
も
含
め
て
民
生
が
疲
弊
し
て
い
る
の
で
、
何
と
か
し

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
自
体
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
手
術
す
る
順
番
を
間

違
え
る
と
、
日
本
の
民
主
党
政
権
時
代
の
混
乱
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
の

で
、
そ
う
い
う
リ
ス
ク
は
あ
る
か
な
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
つ
い
て
は
、
多
分
、
パ
ク
先
生
の
ほ
う
か
ら
政
治
の
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
あ

え
ず
は
、
歴
史
問
題
が
全
て
だ
っ
た
前
の
政
権
と
は
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
や
ろ
う
と
は
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
感
情
論
が
つ
い
て
い
く
か
と
か
、
市
民
団
体
が
つ
い
て
い
く
か
と
い
う
の
は
ま
た
別

の
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
続
く
の
か
と
い
う
の
は
、
日
本
の
外

交
的
に
は
非
常
に
関
心
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。



35　　講演１

　

協
力
の
余
地
は
、
政
治
的
な
雰
囲
気
が
よ
く
な
れ
ば
、
私
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
保
護
主

義
と
戦
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
共
通
の
目
的
で
あ
り
ま
す
し
、
歴
史
認
識
が
全
然

一
致
し
な
く
て
も
、
起
業
と
か
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
レ
ベ
ル
で
は
一
緒
に
や
れ
る
人
材
も
た
く
さ
ん
い
れ
ば

企
業
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
問
題
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
か
Ａ
Ｉ
と
か
で

や
っ
て
い
く
と
こ
ろ
も
、
韓
国
は
年
間
５
０
０
万
人
ぐ
ら
い
日
本
へ
観
光
に
来
ら
れ
て
い
る
の
で
、
文

化
的
な
親
和
性
も
あ
り
ま
す
し
、
韓
国
の
ほ
う
が
は
る
か
に
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
も
Ｉ
Ｔ
化
も
進
ん
で
い
る

部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
ア
イ
デ
ア
と
い
う
の
は
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

多
分
、
政
治
が
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
除
け
ば
、
財
界
の
、
し
か
も
か
な
り
中
小
と
か
ベ
ン
チ
ャ

ー
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
や
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
対
話

は
ま
だ
ま
だ
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
て
、
韓
国
の
道
徳
主
義
と
い
う
の
は
、
日
本
か
ら
見
る
と
全
く
一

貫
性
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
し
か
見
え
て
い
な
い
で
す
し
、
韓
国
か
ら
見
る
と
日
本
の
法
治
主
義
と
い

う
の
は
全
く
融
通
性
が
な
い
よ
う
に
し
か
見
え
て
い
な
い
の
で
、
か
け
違
っ
た
ボ
タ
ン
を
か
け
直
す
の

は
結
構
大
変
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
、
韓
中
関
係
が
非
常
に
悪
い
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
日
韓
関
係
の
悪
さ
が
際
立
た
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な
く
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
で
も
や
は
り
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
地
政

学
と
、
韓
国
の
地
政
学
は
違
い
ま
す
。
同
じ
民
族
の
半
分
を
中
国
の
土
手
っ
腹
に
取
ら
れ
て
い
る
の

と
、
海
が
あ
る
の
と
は
巨
大
な
違
い
な
の
で
、
中
国
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
対
話
は
や
は
り
ず
っ
と
や

っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
お
互
い
不
幸
で
す
が
、
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
ど
ん
ど
ん
感
情
論
を
拡
大
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
余
り
こ
う
い
う
こ
と
に

左
右
さ
れ
な
い
よ
う
な
環
境
は
、
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
整
備
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
か
な
と

思
い
ま
す
。
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寅
政
権
の
対
外
政
策
と

日
韓
関
係
の
行
方ソ

ウ
ル
大
学
国
際
大
学
院
長
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ク
・
チ
ョ
ル
ヒ
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韓
国
最
大
の
関
心
事
は
北
朝
鮮
問
題
へ
の
対
応

　

皆
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
大
学
の
パ
ク
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
は
、
こ
の
よ
う

な
重
要
な
場
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
非
常
に
光
栄
と
思
い
ま
す
。

　

日
韓
関
係
を
経
済
関
係
も
含
め
ま
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
リ
ー
ド
し
て
い
く
の
か
と
い
う
の

は
、
や
は
り
政
治
の
役
割
が
最
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
外
交
の
政
治
的
な
力
学
を
ど
う
理
解
す
る
か

と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
今
日
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
今
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
直
接
プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
か
も
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
地
域
の
全
体
的
な
構
図
の
中
で
、
日
韓
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
、
地
域
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
リ
ス
ク
、
地
政
学
的
な
リ
ス
ク
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
政
策
立
案
に
関
与
し
て
い
な
い
の

で
、
よ
り
客
観
的
な
立
場
か
ら
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
評
価
し
、
そ
し
て
日
韓

関
係
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
中
心
を
置
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
発
足
し
て
以
降
、
私
は
日
本
の
新
聞
の
論
調
を
見
て
み
ま
す
と
、
偏
っ
た
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見
方
が
多
い
と
感
じ
ま
し
た
。「
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統

領
は
親
北
朝
鮮
で
反
日
の
大
統
領
だ
。
な
の
で
、
日
韓
関

係
は
も
っ
と
大
変
に
な
る
だ
ろ
う
」
こ
う
し
た
論
調
の
社

説
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
果
た
し
て
本
当
に
そ
う

な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
ず
話
を
始
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

前
政
権
と
の
差
別
化
を
目
指
す
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権

　

ど
の
よ
う
な
政
権
で
あ
っ
て
も
、
新
政
権
が
発
足
し
ま

す
と
、
前
の
政
権
の
政
策
を
批
判
的
に
検
討
し
、
い
か
に

し
て
差
別
化
を
図
る
か
の
議
論
を
始
め
る
わ
け
な
の
で
す

が
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
発
足
後
、
最
も
大
き
な
韓

国
全
体
の
関
心
は
、
北
朝
鮮
問
題
を
ど
の
よ
う
に
管
理
を

し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

パク・チョルヒ氏
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パ
ク
・
ク
ネ
政
権
に
お
い
て
、
対
北
朝
鮮
政
策
は
強
硬
政
策
一
辺
倒
で
あ
り
ま
し
た
。
制
裁
と
圧
力

に
よ
っ
て
北
朝
鮮
を
崩
壊
さ
せ
る
、
崩
壊
ま
で
行
か
な
く
て
も
崩
壊
の
脅
威
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
、

国
際
社
会
と
と
も
に
制
裁
を
加
え
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
し
た
。
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
発
足
後
、

統
一
こ
そ
が
韓
国
と
北
朝
鮮
問
題
の
究
極
的
な
解
決
策
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
で
、
統
一
準
備
論

で
す
と
か
、
統
一
こ
そ
が
大
あ
た
り
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
韓
国
と

ア
メ
リ
カ
の
協
力
関
係
を
強
化
し
て
、
北
朝
鮮
を
制
裁
し
、
統
一
と
い
っ
た
方
法
論
で
問
題
解
決
を
し

よ
う
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
北
朝
鮮
を
崩
壊
さ
せ
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
に
私
も
同
意
し
ま
す

が
、
現
実
的
に
は
崩
壊
さ
せ
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
進
歩
的
な
陣
営
は
、
制
裁
だ
け
が
万
病
に

効
く
薬
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
対
話
を
も
っ
て
平
和
的
に
解
決
す
る
、
し
か
し

な
が
ら
北
朝
鮮
へ
の
抑
止
力
を
強
め
る
し
か
な
い
と
い
う
二
面
作
戦
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

韓
国
は
10
月
１
日
が
国
軍
の
日
に
な
り
ま
す
が
、
国
軍
の
日
の
記
念
式
典
が
ソ
ウ
ル
近
郊
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
記
念
式
典
で
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
は
非
常
に
進
歩
的
な
大
統
領
で
あ
り

な
が
ら
も
、「
強
い
安
全
保
障
こ
そ
が
平
和
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
非
常
に
強
硬
策
に

頼
っ
た
発
言
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
現
実
的
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
で
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す
の
で
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
が
対
話
の
み
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

っ
た
考
え
方
で
前
政
権
と
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

パ
ク
・
ク
ネ
政
権
は
、
日
本
の
中
で
中
国
傾
斜
論
と
い
う
も
の
が
広
が
る
ほ
ど
中
国
に
近
寄
り
過
ぎ

ま
し
た
。
経
済
の
み
な
ら
ず
、
外
交
、
安
全
保
障
に
お
い
て
も
偏
り
過
ぎ
た
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
し

た
。
中
国
に
近
づ
い
た
の
は
、
中
国
を
通
し
て
北
朝
鮮
問
題
を
解
決
し
た
い
と
い
う
期
待
感
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
は
、
中
国
の
動
き
と
い
う
の
が
、
先
ほ
ど
深
川
先
生
か
ら
も
お
話

が
あ
り
ま
し
た
が
、
Ｔ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ
配
備
以
後
、
韓
国
に
対
し
て
経
済
報
復
を
強
く
し
て
い
ま
す
し
、
ま

た
韓
国
を
外
交
的
に
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
る
よ
う
な
圧
力
を
加
え
て
い
ま
す
。
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
も
中

国
と
関
係
改
善
を
期
待
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
戦
略

的
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
に
近
寄
ろ
う
と
し
た
政
策
の
失
敗
を
見
な
が
ら
、
方
向
修
正
を
す
る
し
か
な

い
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

日
韓
関
係
を
見
て
み
ま
す
と
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
前
で
あ
る
２
０
１
１
年
12
月
、
野
田
佳
彦
首
相

と
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
大
統
領
が
京
都
で
首
脳
会
談
を
行
い
、
慰
安
婦
問
題
の
話
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
関
係
が
始
ま
り
、
慰
安
婦
合
意
に
至
る
ま
で
４
年
の
間
、
日
韓
関
係
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を
私
は
「
失
わ
れ
た
４
年
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
過
去
の
歴
史
問
題
を
前
面
に
出
し
て
日
韓
関
係
を
改

善
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
日
韓
関
係
に
お
い

て
の
最
も
大
き
な
失
敗
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
踏
ま
え
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
は
進
歩
色
が

強
い
政
権
で
す
の
で
、
歴
史
問
題
に
つ
い
て
本
当
は
厳
し
い
物
差
し
を
持
っ
て
は
い
ま
す
が
、
歴
史
問

題
だ
け
で
は
日
韓
関
係
が
う
ま
く
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
幸
い

な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
で
す
の
で
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
と
は
異
な
っ
た
戦
略
的
な
大
き
な
絵
を

描
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

地
政
学
的
な
緊
張
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
韓
国
の
政
策
的
な
余
地

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
本
来
目
指
し
て
い
る
戦
略
的
な
部
分
と
、
現
実
的
に
実
現
で
き
る
政
策
の

間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
し
か
な
い
の
が
現
実
で
す
し
、
ま
た
、
先
ほ
ど
深
川
先
生
が
地
政
学
的
な

緊
張
と
い
う
の
が
韓
国
の
政
策
的
な
余
地
を
狭
め
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
最
も
鮮

明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
外
交
分
野
で
す
。

　

例
え
ば
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
は
、
北
朝
鮮
と
対
話
を
通
じ
た
平
和
、
交
渉
を
通
じ
た
非
核
化
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と
い
っ
た
も
の
が
、
本
来
持
っ
て
い
る
信
念
で
す
。
戦
争
は
極
力
避
け
な
が
ら
、
対
話
を
も
っ
て
解
決

す
る
と
い
う
の
が
基
本
原
則
で
す
が
、
現
実
的
に
は
北
朝
鮮
は
核
実
験
を
続
け
て
い
ま
す
し
、
ミ
サ
イ

ル
発
射
も
続
け
て
い
ま
す
。
韓
国
が
対
話
を
幾
ら
提
案
し
て
も
応
じ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
韓
国
の

立
場
か
ら
考
え
る
と
、
助
け
て
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
た
存
在
の
中
国
が
韓
国
を
い
じ
め
て
い
る
状
況

で
す
。

　

朝
鮮
半
島
の
情
勢
、
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
情
勢
が
緊
迫
化
す
る
中
で
、
日
米
韓
の
安
全
保
障
を
め
ぐ

る
協
力
は
強
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
平
和
的
な
問
題
解
決
と
い

う
の
を
望
み
な
が
ら
も
、
日
米
韓
の
協
力
関
係
を
拡
大
し
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
状
況
が
今
現
在
の

状
況
で
す
。

　

中
国
と
も
安
定
的
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
と
の
貿
易

依
存
度
は
24
％
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
を
合
計
し
た
金
額
を

上
回
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
中
国
と
の
関
係
を
悪
化
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
今

の
中
国
を
見
て
み
ま
す
と
、
今
後
も
韓
国
を
助
け
な
い
、
ま
た
ル
ー
ル
も
守
ら
ず
に
韓
国
に
対
し
て
非

常
に
厳
し
い
報
復
を
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
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日
本
は
２
０
１
０
年
に
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
領
土
問
題
を
経
験
し
て
い
る
の
で
皆
さ
ま
も
御
存
じ
だ

と
思
い
ま
す
が
、
韓
国
に
対
す
る
中
国
か
ら
の
報
復
は
、
旅
行
・
観
光
関
連
、
韓
流
コ
ン
テ
ン
ツ
関
係

を
禁
止
し
た
り
、
化
粧
品
分
野
や
流
通
業
に
も
影
響
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
動
車
か
ら
鉄
鋼

に
ま
で
こ
の
報
復
措
置
が
拡
大
を
し
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
の
は
、
中
国
に
プ
ラ
ス
と
な
る
半
導
体
に

は
手
を
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
見
極
め
な
が
ら
、
韓
国
に
報
復
措
置
を
取
っ
て
い

ま
す
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
韓
国
の
中
で
反
中
感
情
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
で

す
。
昨
年
か
ら
韓
国
で
の
世
論
調
査
を
見
て
み
ま
す
と
、
中
国
へ
の
感
情
が
急
激
に
悪
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
へ
の
感
情
が
急
激
に
よ
く
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
ま
せ
ん
が
、
北
朝
鮮
、
ま

た
中
国
を
見
る
韓
国
国
内
で
の
世
論
が
急
激
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
中
国
は
Ｔ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ

の
問
題
で
韓
国
に
圧
力
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
Ｔ
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｄ
に
関
す
る
世
論
調
査
を
し
ま
す
と
、
Ｔ
Ｈ

Ａ
Ａ
Ｄ
配
備
に
対
し
て
国
民
の
60
％
以
上
が
賛
成
を
し
て
い
ま
す
。
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
幾
ら
進

歩
色
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
世
論
と
反
対
方
向
へ
向
か
う
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
中
国

と
の
関
係
は
現
実
的
に
難
し
い
状
況
で
す
。
こ
ん
な
中
で
、
日
本
と
の
関
係
ま
で
も
悪
く
な
る
と
厳
し
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く
な
る
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
北
東
ア
ジ
ア
戦
略
を
見
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
政
権

が
北
東
ア
ジ
ア
で
の
平
和
協
力
と
叫
ん
で
い
ま
し
た
が
、
実
質
的
に
は
そ
れ
は
難
し
い
と
い
う
認
識
を

最
後
に
は
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
作
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
北
東
ア
ジ

ア
プ
ラ
ス
。
北
東
ア
ジ
ア
を
越
え
て
何
が
で
き
る
の
か
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
を
含

む
北
方
経
済
圏
と
か
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
市
場
の
開
拓
や
販
路
を
見
出
そ
う
、
そ
う
し
た
よ
う
な
考

え
を
持
っ
て
い
ま
す
。
中
国
の
圧
力
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
方
向
性
は
強
ま
る
で
し
ょ

う
。
既
に
、
サ
ム
ス
ン
電
子
は
半
導
体
工
場
を
ハ
ノ
イ
に
建
設
し
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
そ
の
よ
う
に
動

か
し
て
移
転
さ
せ
て
い
ま
す
。
現
代
自
動
車
も
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
投
資
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｋ
ハ
イ

ニ
ッ
ク
ス
も
、
中
国
に
工
場
を
建
て
る
と
い
う
戦
略
を
捨
て
て
、
東
芝
半
導
体
子
会
社
へ
の
買
収
参
画

な
ど
で
戦
略
を
立
て
直
し
て
い
ま
す
。
中
国
を
や
め
て
、
多
角
化
す
る
戦
略
へ
と
戦
略
を
変
え
て
い
ま

す
。
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歴
史
問
題
は
今
後
の
日
韓
関
係
に
影
響
を
与
え
る
の
か

　

全
体
的
に
見
る
と
、
北
朝
鮮
問
題
が
非
常
に
今
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
中
国
か
ら
の
圧
力
が
強
ま

っ
て
い
ま
す
。
北
東
ア
ジ
ア
に
の
み
と
ど
ま
る
よ
り
も
、
東
南
ア
ジ
ア
や
他
の
市
場
に
進
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
日
韓
の
協
力
の
余
地
は
非
常
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い

う
ふ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
日
韓
関
係
の
最
も
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
慰
安
婦
合
意
に
対
す
る
批
判

的
な
動
き
で
す
。
慰
安
婦
合
意
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
比
較
的
プ
ラ
ス
の
世
論
が
多
い
で
す
が
、
韓
国

で
は
マ
イ
ナ
ス
世
論
が
未
だ
に
多
く
あ
り
ま
す
。
慰
安
婦
合
意
に
対
し
て
再
交
渉
論
、
破
棄
論
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
が
出
て
い
ま
す
が
、
事
実
上
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
問
題
を
余

り
激
し
く
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
自
身
が
使
っ
て
い
る
表
現
が
、
一
番
正
確
だ
と
思
い
ま
す
。
聞
き
方
に
よ

っ
て
は
非
常
に
厳
し
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
の
が
現
実
だ
と
思
い

ま
す
。
慰
安
婦
問
題
と
関
連
し
ま
し
て
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
は
、
３
つ
の
こ
と
を
言
い
ま
し�

た
。
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「
国
民
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
実
だ
。
自
分
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
国
民
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
世
論
が
批
判
的
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
か
え
て
、
そ

う
や
っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
し
か
し
、
歴
史
問
題
が
日
韓
関
係
の
足
か
せ
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
そ
れ
に
よ
っ
て
協
力
を
何

も
し
な
か
っ
た
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
失
敗
を
ま
た
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
歴
史
問
題
を
安
定
的
に
管
理
し
て
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
や
未
来
志
向
的
な
協
力
関
係
を
進
展
さ
せ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ツ
ー
ト
ラ
ッ
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
を
や
っ

て
い
こ
う
と
い
う
の
が
基
本
的
な
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
持
つ
日
韓
関
係
へ
の
考
え
方
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
慰
安
婦
問
題
に
対
し
て
も
、
再
交
渉
や
一
方
的
な
破
棄
よ
り
も
、
批
判
的
な
意
見
を

受
け
入
れ
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
作
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
再
検
証
の
話
が
出
て
き
た
場
合
、
日

本
の
人
々
は
、「
こ
れ
は
我
々
も
も
う
や
っ
た
こ
と
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
安

倍
晋
三
首
相
が
、
河
野
談
話
の
見
直
し
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
河
野
談
話
の
再
検
証
を
行
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
河
野
談
話
を
捨
て
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
河
野
談
話
の
中
で
一
部
は
受
け
入
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れ
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
が
河
野
談
話
の
再
検
証
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
慰
安
婦
合
意
に

対
す
る
再
検
証
も
韓
国
で
恐
ら
く
似
て
い
る
内
容
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
慰
安
婦
合
意
そ
の
も
の
を
捨

て
た
り
破
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
中
で
「
こ
こ
が
気
に
入
ら
な
い
、
そ
こ
に
つ
い
て
は

指
摘
し
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
懸
念
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
こ
の
問

題
の
せ
い
で
日
韓
関
係
が
揺
る
が
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
次
に
、
日
本
政
府
が
10
億
円
と
い
う
お
金
を
韓
国
に
支
払
っ
て
、「
和
解
・
癒
や
し
の
財
団
」

を
作
り
ま
し
た
。
２
０
１
５
年
12
月
当
時
、
合
意
し
た
時
に
ま
だ
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
47

人
の
元
慰
安
婦
か
ら
意
見
を
一
人
一
人
聞
い
て
、
そ
の
人
た
ち
に
こ
の
お
金
を
受
け
取
る
の
か
ど
う
か

を
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
47
人
の
う
ち
36
人
が
も
う
受
け
取
っ
た
状
態
で
す
。
つ
ま
り
、
既
成
事
実
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
覆
す
と
い
う
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
常
に
外
交
や
経
済
を
考
え
る
と
き
に
、
ま
ず
現
実
を
見
て
判
断
す
る
こ
と
が
一
番
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
感
情
や
論
理
で
は
な
く
、
現
実
は
ど
う
な
の
か
を
見
て
み
ま
す
と
、
こ
の
問
題
の
せ
い
で
日

韓
関
係
が
突
然
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
強
制
徴
用
工
に
つ
き
ま
し
て
は
司
法
の
判
断

が
少
し
心
配
に
な
り
ま
す
が
、
直
接
的
に
そ
れ
が
日
韓
関
係
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
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う
と
見
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
で
も
、
北
朝
鮮
問
題
が
今
緊
迫
し
て
い
ま
す

の
で
、
日
米
韓
の
協
力
を
ず
っ
と
強
化
し
て
い
ま
す
。
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
も
日
韓
首
脳
会
談
が
あ
り

ま
し
た
し
、
国
連
総
会
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
も
日
米
韓
首
脳
会
談
を
や
り
ま
し
た
。
中
国
と
も
も
ち
ろ
ん

会
談
を
し
て
い
ま
す
が
、
安
倍
晋
三
首
相
と
は
何
度
も
会
談
を
し
て
い
ま
す
。
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統

領
の
性
格
と
し
て
は
、
基
本
的
に
北
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
的
な
状
況
で
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
そ

う
い
う
状
況
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

対
中
・
対
米
関
係
か
ら
訪
れ
た
日
韓
協
力
の
機
会

　

そ
れ
に
反
し
て
、
中
国
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
反
応
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
、
理
解
し
が
た
い
部
分
も

か
な
り
あ
る
の
が
事
実
で
す
。
そ
こ
に
つ
い
て
韓
国
の
中
で
は
懐
疑
論
を
唱
え
る
人
も
い
ま
す
。
ロ
ナ

ル
ド
・
ド
ー
ア
と
い
う
先
生
が
書
い
て
い
た
東
京
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
私
が
そ
の
後
を
引
き
継
い
で
や
っ

て
い
ま
す
が
、「
中
国
に
お
い
て
北
朝
鮮
と
は
何
な
の
か
」、
と
い
う
コ
ラ
ム
を
先
日
書
き
ま
し
た
。
中

国
の
中
で
北
朝
鮮
を
見
て
い
る
人
は
、
非
常
に
見
方
が
甘
い
と
い
う
話
を
書
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状

況
に
よ
り
ま
し
て
、
日
米
韓
の
協
力
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
経
済
分
野
で
も
、
イ
先
生
も
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
国
に
対
す
る
不
安
感
、
そ

し
て
挫
折
感
に
よ
っ
て
、
日
本
と
の
協
力
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
声
が
、
今
、
韓
国
の
財
界
か
ら
上
が

っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
間
、
韓
国
の
財
界
に
い
る
人
た
ち
は
、
私
は
経
済
専
攻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
財
界
の
代
表
者
か
ら
「
日
本
と
の

協
力
は
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
で
す
か
」
と
い
う
相
談
を
私
も
か
な
り
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
何
か
と
い

い
ま
す
と
、
韓
国
が
日
本
の
市
場
を
見
て
、
日
本
が
韓
国
の
市
場
を
見
て
、
双
方
が
投
資
を
し
よ
う
と

い
う
感
覚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
日
本
の
企
業
と
、
企
業
間
の
協
力
を
し
て
合
同
で
第

三
国
に
進
出
し
た
い
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
一
緒
に
進
出
し
た
い
、
そ
れ
が
希
望
で
す
。
お
互
い
の
市

場
は
も
う
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
小
さ
い
わ
け
で
す
ね
。
限
界
に
あ
る
わ
け
な
の
で
す
。
な
の
で
、
日
本
企

業
と
手
を
携
え
て
、
世
界
の
市
場
に
打
っ
て
出
よ
う
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
こ
う
し
た

部
分
に
対
す
る
需
要
、
ニ
ー
ズ
は
だ
ん
だ
ん
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
そ
の
ニ
ー
ズ
は
大

き
く
な
る
と
見
て
い
ま
す
。

　

今
、
韓
国
の
メ
ジ
ャ
ー
企
業
と
日
本
の
メ
ジ
ャ
ー
企
業
が
、
お
互
い
に
世
界
の
市
場
で
共
同
投
資
し

て
共
同
事
業
を
行
っ
て
い
る
の
は
43
を
超
え
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
10
億
ド
ル
を
超
え
る
規
模
の
も
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の
で
す
。
で
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
さ
ら
に
高
ま
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
う
い
っ
た

動
き
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
さ
れ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

北
朝
鮮
の
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン
朝
鮮
労
働
党
委
員
長
の
態
度
も
心
配
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
て
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
自
身
も
非
常
に
不
安
な
存
在
で
す
。
予
測
不
能
な
、
二
転
三
転
す
る
よ
う

な
態
度
を
見
せ
て
い
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
対
し
て
同
盟
の
秩
序
を
き
ち
ん
と
守
り
、
自
由

貿
易
主
義
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
こ
う
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
し
っ
か
り
と
果
た

す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
日
韓
に
お
い
て
共
に
声
を
上
げ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
、
運
命
的
な
課
題

で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
も
し
ア
メ
リ
カ
が
間
違
っ
た
道
を
歩
む
の
で
あ
れ
ば
、
日
韓
と
も
に
ア
メ
リ

カ
と
の
同
盟
国
で
あ
り
ま
す
の
で
、
道
連
れ
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
日
韓
と
も

に
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
同
じ
声
を
上
げ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

政
治
の
介
入
が
日
韓
関
係
の
不
安
材
料

　

で
す
が
、
日
韓
関
係
が
楽
観
的
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
深
川
先
生
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
国
内
の
政
治
社
会
的
な
要
因
を
見
ま
す
と
、
ま
だ
ま
だ
不
安
材
料
は
残
っ
て
い
ま
す
。
韓
国
と
日
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本
の
政
治
家
か
ら
「
日
韓
関
係
の
改
善
の
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
が
、「
政
治

家
の
ほ
う
か
ら
は
静
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
ま
り
自
己
主
張
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
政
治
が
介
入
し

な
け
れ
ば
日
韓
関
係
は
悪
く
な
り
ま
せ
ん
。
経
済
人
が
悪
く
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
者
た
ち
も

日
韓
関
係
を
悪
く
し
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
す
。「
常
に
政
治
家
が
介
入
し
て
、
日
韓
関
係

を
さ
ら
に
悪
く
し
て
い
る
」
と
答
え
ま
す
。
お
互
い
の
国
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在

な
の
か
を
気
づ
い
て
、
戦
略
的
な
機
会
を
活
用
す
る
、
そ
う
い
っ
た
姿
勢
が
重
要
で
す
。

　
「
世
界
の
人
々
が
み
ん
な
知
っ
て
い
る
の
に
、
韓
国
人
だ
け
が
知
ら
な
い
こ
と
が
３
つ
あ
る
」
と
韓

国
の
中
で
よ
く
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
北
朝
鮮
が
こ
ん
な
に
危
な
い
国
な
の
に
、
韓
国
だ
け

が
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
。
韓
国
は
豊
か
な
国
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
韓
国
が
豊
か
に
な
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
韓
国
の
人
だ
け
が
気
づ
い
て
い
な
い
。
日
本
が
す
ご
い
、
す
ば
ら
し
い
国
な
の
に
、
韓
国
人

だ
け
が
気
づ
い
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
、
３
つ
の
気
づ
い
て
い
な
い
点
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
日
本
の
中
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
韓
国
が
協
力
で
き
る
、
成
長
が
で
き
る

国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頭
の
中
で
は
認
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
心
の
中
で
は
ア
プ

ロ
ー
チ
を
し
に
く
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
う
い
っ
た
問
題
は
、
頭
の
問
題
で
は
な
く
て
心
の
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問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
心
の
ケ
ア
と
い
い
ま
す
か
、
こ
れ
が
私
た
ち
の
抱
え
て
い
る
課
題

だ
と
思
い
ま
す
。

　

韓
国
と
日
本
の
中
で
過
激
な
勢
力
、
つ
ま
り
民
族
主
義
的
な
主
張
や
声
を
上
げ
て
い
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
日
本
の
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
は
過
去
だ
け
を
見
て
い
ま
す
。
特
に
、
韓
国
の
市
民
社
会
が
歴
史
問

題
に
執
着
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
中
で
も
、
歴
史
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
民
族
的
な

プ
ラ
イ
ド
を
主
張
す
る
よ
う
な
勢
力
が
存
在
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
民
族
主
義
的
な
プ

ラ
イ
ド
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
国
際
社
会
の
中
で
日
韓
は
何
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
大
局
的
な

観
点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
世
界
が
急
激
な
変
化
を
経
験
す
る
中
で
、
常
に
過
去
だ
け
を

見
て
い
る
考
え
方
は
望
ま
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
何
よ
り
も
日
韓
は
誤
解
や
不
信
感
を
一
日
も
早

く
振
り
払
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
、
努
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
一
人
一
人
の
努
力
も
必
要
で
す
し
、
特
に
マ
ス
コ
ミ
、
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
が
大
事

で
す
。
日
韓
間
の
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
を
見
て
み
ま
す
と
、
昔
は
韓
国
の
報
道
が
過
激
だ
っ
た
の
で
、
よ

り
問
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
日
本
も
報
道
が
非
常
に
偏
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。「
そ
こ
ま
で

書
か
な
く
て
も
い
い
の
に
」
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
国
会
解
散
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
恐
ら
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く
こ
の
１
ヵ
月
、
選
挙
期
間
の
間
は
こ
う
い
っ
た
傾
向
が
さ
ら
に
強
ま
る
と
思
い
ま
す
。
海
外
を
た
た

い
て
国
内
で
政
治
的
に
有
利
な
立
場
を
取
ろ
う
と
い
う
動
き
は
続
く
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
う
い

っ
た
政
治
的
な
立
場
を
超
え
て
、
日
韓
関
係
が
よ
り
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
日
本
の
経
済
人
の
訪
問
を
受
け
て
、
韓
国
の
イ
・
ナ
ギ
ョ
ン
（
李
洛
淵
）
国
務
総
理
と
朝
食

会
を
御
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
イ
・
ナ
ギ
ョ
ン
国
務
総
理
か
ら
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領

が
最
も
尊
敬
す
る
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
（
金
大
中
）
元
大
統
領
の
話
が
出
ま
し
た
。「
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン

大
統
領
は
『
最
も
大
事
な
の
は
、
学
者
の
問
題
意
識
と
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
現
実
感
覚
が
合
わ
さ
っ
て
こ

そ
問
題
解
決
に
つ
な
が
る
。
こ
の
２
つ
が
な
い
と
現
実
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
』
と
い
う
話
を
し
て

い
た
」
と
い
う
話
題
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

で
す
の
で
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
も
、
問
題
意
識
を
現
実
的
に
持
っ
て
、
特
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
よ
う
な

現
実
的
な
感
覚
を
持
っ
て
日
韓
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
課
題
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
御
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



講
演
３ム

ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策

（J-nom
ics

）
に
対
す
る
評
価

延
世
大
学
経
済
学
部
教
授
　
　
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
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前
政
権
の
経
済
政
策
に
対
す
る
評
価

　

皆
さ
ん
、
お
会
い
で
き
て
う
れ
し
い
で
す
。
延
世
大
学
の
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
と
申
し
ま
す
。
日
本
の

経
団
連
に
お
い
て
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
す
る
の
は
初
め
て
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
お
顔
を
拝
見
し
ま
す
と
非

常
に
真
剣
な
お
顔
で
す
の
で
、
私
も
真
剣
な
姿
勢
で
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
限
ら
れ
た
時
間

で
す
の
で
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
し
て
、
御
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
討
論
の
時
間
に
お
受
け
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
を
本
格
的
に
議
論
す
る
前
に
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
持

っ
て
い
る
、
前
政
権
の
経
済
政
策
に
対
す
る
評
価
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
パ
ク
先
生
の
ほ
う
か
ら
も
、

「
全
て
の
政
権
が
発
足
す
る
と
、
従
来
の
政
権
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
に
前
政
権
を
批
判
す
る
も
の

だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
も
同
じ
で
す
。

　

ま
ず
、
成
長
の
面
を
見
て
み
ま
す
と
、
従
来
の
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
、
特
に
そ
の
前
の
イ
・
ミ
ョ
ン
バ

ク
政
権
に
お
い
て
は
企
業
家
に
多
く
の
恩
恵
を
与
え
る
政
策
で
し
た
。
法
人
税
の
引
き
下
げ
や
規
制
緩

和
を
試
み
る
な
ど
で
す
。
し
か
し
、
恩
恵
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
な
企
業

側
か
ら
の
雇
用
創
出
も
投
資
も
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
で
し
た
。「
裏
切
ら
れ
た
感
が
す
る
」
と
い
っ
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た
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
効

果
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
が
、
大
企
業
の
輸
出

が
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
企
業
へ
、
ま
た
内
需

や
雇
用
へ
と
そ
の
効
果
を
広
げ
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た

も
の
が
な
か
っ
た
と
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、�

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
に
お
い
て
は
、
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

効
果
で
は
な
く
て
ト
リ
ク
ル
ア
ッ
プ
効
果
、
下
か
ら
上
へ

広
げ
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
効
果
を
図
る
べ
き
だ
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
、
成
長
の
面
で
の
問
題
だ
け
で
は
な

く
て
、
労
働
市
場
に
お
い
て
も
二
極
化
が
拡
大
し
て
い
ま

す
。
特
に
大
企
業
と
中
小
企
業
の
正
規
職
の
間
で
賃
金
の

格
差
が
広
が
っ
て
い
る
問
題
が
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
、�

成
長
と
分
配
と
も
に
悪
化
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に

イ・ドゥウォン氏
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は
、
市
場
の
自
律
性
に
任
せ
過
ぎ
て
、
政
府
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
の
選
挙
時
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
見
て
み
ま
す
と
、
政
府
が
こ
の
問
題
に
対

し
て
政
府
の
責
任
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
一
種
の
責
任
転
嫁
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
を
し
て

い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
批
判
が
全
て
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
行
き
過

ぎ
た
側
面
が
あ
る
よ
う
で
す
。
特
に
、
過
去
の
政
権
の
政
策
や
成
果
に
対
し
、
こ
れ
を
「
積
み
重
な
っ

た
弊
害
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
、
全
て
の
政
策
を
元
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う

な
現
状
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
最
も
気
の
毒
な
の
が
、
経
済
の
官
僚
た
ち
で
す
ね
。
さ
ま
ざ
ま

な
経
済
官
僚
に
会
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
政
策
を
考
え
て
修
正
し
て
、
そ
し
て
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
中
間
層
の
官
僚
に
会
い
ま
す
と
、「
非
常
に
大
変
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
わ
ず
か

６
ヵ
月
前
は
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
も
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
緩
和
政
策
を
作
り
、
成
長
政
策
を
作
っ

て
い
た
の
に
、
政
権
が
代
わ
っ
て
自
分
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
作
っ
た
政
策
を
覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
う
い
う
立
場
に
今
あ
る
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
漏
ら
し
て
い
ま
し
た
。
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ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
の
特
徴

　

こ
う
し
た
評
価
の
中
で
、今
打
ち
出
し
て
い
る
の
が
５
つ
の
国
政
目
標
、20
の
戦
略
、そ
し
て
１
０
０�

の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
一
つ
一
つ
御
説
明
す
る
の
は
時
間
が
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で

経
済
に
該
当
す
る
部
分
の
み
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
の
核
心
と
な
る
の
は
、
一
言
で
言
う
と
「
人
が
中
心
と
な
る
経

済
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
哲
学
的
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
雇
用
を
た
く
さ
ん
創
出
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
側
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は

あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
も
、
最
終
的
な
経
済
政
策
の
目
標
は
雇
用
創
出
で
し
た
。
し
か
し
、

雇
用
創
出
の
方
法
が
こ
れ
ま
で
の
政
権
と
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
は
異
な
り
ま
す
。
政
策
の
方
向
性
を

こ
の
よ
う
に
４
つ
提
示
し
ま
し
た
（
60
ペ
ー
ジ
の
図
６
）。
所
得
主
導
成
長
、
公
正
な
経
済
、
雇
用
中

心
の
経
済
、
そ
し
て
革
新
成
長
で
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
目
標
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

公
正
な
経
済
と
い
う
の
は
、
方
向
性
と
い
う
よ
り
も
、
成
長
と
革
新
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
手
段
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
４
つ
の
政
策
方
向
の
中
で
最
も
強
調
し
て
い
る
の

は
、
所
得
主
導
成
長
と
革
新
成
長
、
こ
の
２
つ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
２
つ
と
も
「
成
長
」
と
い
う
言
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葉
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
内
容
を
よ
く
見
て
み
ま
す
と
、
所

得
主
導
成
長
は
分
配
政
策
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
分
配

は
所
得
主
導
成
長
を
通
じ
て
な
し
遂
げ
、�

そ
し
て
成
長
は
革
新
を
通
じ
て
な
し
遂
げ

る
、
こ
の
よ
う
に
し
て
最
終
的
に
は
分
配

と
革
新
を
同
時
に
な
し
遂
げ
て
、
最
終
目

標
で
あ
る
雇
用
創
出
を
行
う
と
理
解
し
て

差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

所
得
主
導
成
長
の
２
つ
の
シ
ナ
リ
オ

　

今
、
最
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
所
得

主
導
成
長
で
す
。
所
得
主
導
成
長
の
内
容

出所: 『新政権の経済政策方向』, 2017/7/25, 関係部署合同

図６　ムン・ジェイン政権の経済政策「人が中心となる経済」
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図
７
　
所
得
主
導
成
長
の
２
つ
の
シ
ナ
リ
オ
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を
こ
の
よ
う
に
図
７
（
61
ペ
ー
ジ
）
で
記
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
所
得
主
導
成

長
が
成
功
し
て
好
循
環
を
引
き
起
こ
す
シ
ナ
リ
オ
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
希
望

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
右
上
に
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
左
下
の
ほ
う
は
失
敗
し
た
と
き
、
も
し
く

は
副
作
用
が
と
て
も
あ
っ
て
悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
共
通
点
は
、
出
発
点
が
所
得
増
大
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
所
得
増
大
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
特
に
、
家
計
の
所
得
増
大
を
示
し
て
い
ま
す
。
企
業
の

も
の
で
は
な
く
て
、
家
計
の
所
得
増
大
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
方
法
と
い
う
の

は
、
政
府
が
主
導
し
て
家
計
の
所
得
を
ま
ず
は
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
好
循
環
の
ほ
う
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
家
計
所
得
が
増
え
る
と
、
特
に
中
産
階
層
と
庶

民
、
一
般
庶
民
の
所
得
増
大
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
、
所
得
が
増
え
る
の
で

消
費
支
出
が
増
え
る
は
ず
だ
、
と
い
う
論
理
で
す
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
所

得
階
層
を
上
位
、
そ
し
て
中
位
、
下
位
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
所
得
階
層
に
分
け
た
場
合
、
消
費
を
一

番
行
う
の
は
低
所
得
者
層
で
あ
り
、
低
所
得
者
層
の
所
得
を
増
や
せ
ば
消
費
が
増
え
る
と
い
う
論
理
が

隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
消
費
が
増
え
れ
ば
、
内
需
が
拡
大
し
、
企
業
に
つ
い
て
は
利
潤
が
増
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え
る
、
そ
し
て
企
業
の
利
潤
が
増
え
る
か
ら
投
資
や
雇
用
を
増
加
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
で
す
か
ら
、
経
済

が
成
長
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
す
。
こ
れ
が
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
が
希
望
し
て
い
る
好

循
環
の
シ
ナ
リ
オ
で
す
。

　

し
か
し
、
悪
循
環
の
ほ
う
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
政
府
が
介
入
し
て
所
得
を
増
や
す
と
、
そ
の
後
の

副
作
用
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
コ
ス
ト
の
上
昇
、
そ
し
て
生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
と
い
う
問
題
が
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
企
業
に
と
っ
て
利
潤
の
減
少
に
つ
な
が
り
ま
す
。
も
し
く
は
、
利
潤
の
減
少
を
引

き
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
増
加
し
た
コ
ス
ト
を
消
費
者
に
転
嫁
し
て
消
費
者
物
価
が
上
昇
す
る
と
か
、

さ
ら
に
は
、
企
業
が
こ
う
し
た
生
産
コ
ス
ト
の
増
加
に
耐
え
切
れ
ず
、
海
外
に
脱
出
し
て
し
ま
う
、
こ

う
し
た
現
象
が
起
こ
り
得
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
投
資
も
増
加
し
ま
せ
ん
し
、
雇
用
も

増
え
ま
せ
ん
。
結
局
は
、
成
長
も
だ
め
で
雇
用
創
出
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
ど
ち
ら
に
な
る
か
と
い
う
の
は
、
ま
だ
今
こ
の
段
階
で
は
判
断
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
４
大
政
策
方
向
の
中
で
核
心
だ
っ
た
所
得
主
導
成
長
と
革
新

成
長
、
こ
の
２
つ
が
核
心
で
し
た
よ
ね
。
こ
の
革
新
成
長
が
早
く
つ
い
て
こ
な
け
れ
ば
、
所
得
主
導
成

長
だ
け
で
は
失
敗
す
る
可
能
性
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
に
所
得
増
大
、
特
に
庶
民
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層
の
所
得
増
大
と
い
う
の
は
、
政
府
が
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
問
題
は
２
つ
目

の
段
階
で
す
。
消
費
支
出
の
増
加
が
最
初
に
起
き
る
の
か
ど
う
か
、
内
需
の
活
性
化
が
先
に
起
き
る
の

か
、
も
し
く
は
、
各
種
の
コ
ス
ト
上
昇
に
よ
る
企
業
の
収
益
悪
化
が
先
に
起
き
る
の
か
、
こ
の
２
つ
の

中
で
ど
ち
ら
が
先
に
起
き
る
の
か
と
い
う
時
間
と
の
戦
い
に
な
る
で
し
ょ
う
。
残
念
な
が
ら
今
は
、
好

循
環
、
消
費
支
出
の
増
加
及
び
内
需
の
活
性
化
よ
り
も
、
悪
循
環
の
始
ま
り
で
あ
る
各
種
労
働
コ
ス

ト
、
生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
が
起
き
て
い
る
と
い
う
の
が
今
の
状
況
で
す
。

　

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
所
得
を
ど
の
よ
う
に
増
加
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
ま
ず
は
見

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
特
に
家
計
所
得
で
す
ね
。
庶
民
層
の
家
計
で
す
。
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
る

の
は
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
で
す
。
来
年
、
16
・
４
％
最
低
賃
金
を
引
き
上
げ
る
と
発
表
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
ど
れ
だ
け
の
水
準
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
こ
７
、
８
年
間
、
最
低
賃
金
は
常
に
引
き

上
げ
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
毎
年
５
％
、
も
し
く
は
６
％
程
度
の
増
加
幅
で
し
た
。
こ
の
程
度
で
あ

れ
ば
、
名
目
所
得
の
上
昇
率
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
で
す
。
韓
国
の
実
質
経
済
成
長
率
は
約
２
％
か
ら
３
％

程
度
、
物
価
上
昇
率
は
毎
年
２
％
程
度
で
し
た
の
で
、
事
実
上
、
名
目
所
得
は
５
％
上
昇
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
最
低
賃
金
も
同
じ
よ
う
な
水
準
で
上
が
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
は
特
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に
大
き
な
引
き
上
げ
と
い
う
の
は
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
深
刻
な
の
が
、
正
規
職
へ
の
転
換
で
す
。
今
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
が
非
常
に
深

刻
で
す
が
、
全
体
の
３
分
の
１
が
非
正
規
職
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
非
正
規
職
を
正
規
職
に
切
り
か

え
る
と
い
っ
た
圧
力
が
か
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
ま
ず
は
公
的
企
業
か
ら
、
国
営
企
業
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
民
間
企
業
に
ま
で
政
府
の
ほ
う
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
を
か
け
、
ほ
ぼ
強

制
的
に
正
規
職
へ
の
切
り
か
え
を
迫
っ
て
い
ま
す
。
も
し
正
規
職
へ
の
転
換
が
全
て
実
現
す
る
と
、
ど

の
民
間
企
業
も
賃
金
上
昇
に
耐
え
ら
れ
な
い
状
況
に
陥
る
で
し
ょ
う
。
日
本
で
も
、
全
体
の
労
働
者
の

30
％
程
度
が
非
正
規
雇
用
と
伺
い
ま
し
た
。
割
合
だ
け
見
て
み
ま
す
と
日
韓
は
似
た
よ
う
な
状
況
で
す

が
、
問
題
は
、
韓
国
は
正
規
職
と
非
正
規
職
の
間
の
賃
金
格
差
が
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
状
況

で
す
。
で
す
の
で
、
正
規
職
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
ま
す
と
、
労
働
コ
ス
ト
の
上
昇
幅
が
大
き
い
で
す
の

で
耐
え
ら
れ
な
い
状
況
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

所
得
主
導
成
長
論
の
問
題
点
と
補
完
点

　

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
当
の
拡
大
や
新
設
に
よ
っ
て
、
庶
民
の
所
得
増
に
つ
な
げ
る
と
言
っ
て
い
ま
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す
が
、
公
共
分
野
を
中
心
と
し
た
雇
用
創
出
を
明
言
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
政
府
の
財
政
支
出
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
す

が
、
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
に
よ
っ
て
中
産
階
層
の
所
得
を
増
大

さ
せ
る
と
い
う
政
策
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
副
作
用
が
目

に
見
え
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
既
に
可
視
化
し
て
い
る
部
分
も

あ
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
今
後
の
ム
ン
・
ジ
ェ
イ

ン
政
権
に
提
案
し
た
い
見
直
し
策
に
つ
い
て
も
申
し
上
げ
ま
す

（
図
８
）。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
を
見
て
み
ま
す
と
、
経

済
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
総
需
要
刺
激
策
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
政
府
財
政
を
使
っ
て
福
祉
を
増
や
す
、
ま
た
家
計
消
費
を
増

大
さ
せ
る
、
つ
ま
り
財
政
と
民
間
消
費
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
総
需
要
を
拡
大
す
る
と
い
っ
た
政
策
で
す
が
、
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
は
短
期
政
策
に
す
ぎ
な
い
政
策
で
す
。
で
す
の
で
、
企

図８　所得主導成長論の問題点と補完点所得主導成長論の問題点と補完点

問題点
• 総供給側の改革はないのに、総需要テ
コ入れ策のみが存在。成長は中小企業
と新産業を中心に

• 所得の再分配を通じた所得増大は zero-
sum game

• 不動産規制と SOC予算の縮小で内需と
雇用が萎縮

• 労働コスト上昇や法人税引き上げ等に
伴う企業の海外移転、新規雇用創出に
足かせ、価格上昇

• 福祉の増加や公共部門の雇用等で、財
政赤字や国家負債が問題に

補完点
• 革新や規制緩和等で、企業競争力を
アップさせる供給側の改革

• 富裕層への課税を先送りし、消費誘
導へ

• 不動産市場の正常化
• 最低賃金引き上げ速度の調節
• 福祉支出を一時的にとどめ、雇用は
民間部門に
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業
の
生
産
性
拡
大
を
通
し
て
総
供
給
を
増
や
す
政
策
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

所
得
を
増
や
す
方
法
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
産
階
層
と
庶
民
の
所
得
を

増
や
す
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
財
源
の
調
達
も
「
富
裕
層
の
ほ
う
か
ら
税
金
を
徴
収

し
て
実
現
す
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
富
裕
層
の
所
得
は
、
特
に
可
処
分
所
得
は
減
少
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
減
少
分
の
一
部
が
庶
民
の
所
得
増
に
移
る
だ
け
と
い
う
所
得
の
再
分
配
の
話
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
全
体
を
見
て
み
ま
す
と
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
庶
民
の
所
得
が
増
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
全
体
の
消
費
の
総
量
が
増
え
る
か
を

考
え
る
と
、
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
庶
民
は
消
費
マ
イ
ン
ド
が
高
い
の
で
、「
庶
民
の
消
費
を
高
め
れ
ば
全
体
の
消
費
が
増
え

る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
少
し
誤
解
が
あ
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
消
費
マ
イ
ン
ド
は
高
い

で
す
、
庶
民
は
。
し
か
し
、
消
費
金
額
自
体
が
低
い
で
す
。
庶
民
の
可
処
分
所
得
は
、
統
計
を
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
１
０
０
万
ウ
ォ
ン
未
満
で
す
。
こ
の
１
０
０
万
ウ
ォ
ン
か
ら
10
％
上
が
っ
た
と
し
て

も
、
最
大
で
10
万
ウ
ォ
ン
程
度
で
す
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
位
10
％
の
高
所
得
者
の
可
処
分
所
得
は

９
０
０
万
ウ
ォ
ン
程
度
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
少
し
消
費
マ
イ
ン
ド
は
低
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
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が
、
消
費
額
の
増
え
る
幅
は
は
る
か
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

深
川
先
生
か
ら
何
回
も
御
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
家
計
負
債
の
問
題
が
重
要
で
す
。
特
に
中
産
階

層
未
満
の
世
代
に
お
い
て
は
、
家
計
負
債
の
負
担
が
大
き
い
状
況
で
す
。
負
債
が
資
産
よ
り
も
大
き
い

規
模
で
あ
る
、
非
常
に
深
刻
な
負
債
を
抱
え
て
い
る
の
が
庶
民
、
ま
た
中
産
階
層
で
す
。
高
所
得
者
の

場
合
は
、
負
債
が
あ
っ
て
も
資
産
よ
り
は
少
な
い
の
で
、
そ
こ
ま
で
深
刻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う

い
っ
た
家
計
負
債
の
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
庶
民
の
所
得
が
増
え
た
と
し
て
も
、
簡
単
に
消
費
拡
大

に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
不
動
産
規
制
、
特
に
社
会
間
接
資
本
に
対
す
る
予
算
削
減
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
建

設
市
場
の
低
迷
が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
急
速
に
建
設
市
場
が
低
迷
し
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
が
雇
用
統

計
に
す
ぐ
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
設
市
場
で
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
日
雇
い
労
働
者
は
、
特
に
こ

こ
数
ヵ
月
間
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て
、
企
業
が
海
外
に
移
転
す
る
ケ
ー
ス
が
既
に
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
す
し
、
最
低
賃
金
を
来
年
16
・
４
％
ア
ッ
プ
す
る
と
発
表
し
た
当
日
、
韓
国
で
最
も
歴
史
の
長

い
繊
維
会
社
の
キ
ョ
ン
バ
ン
（
京
紡
）
と
い
う
会
社
が
「
工
場
の
半
分
を
ベ
ト
ナ
ム
に
移
転
す
る
」
と
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い
う
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。
ま
た
、
チ
ョ
ン
バ
ン
（
全
紡
）
と
い
う
企
業
も
、
こ
れ
に
対
す
る
不
満

を
抱
え
て
、「
大
韓
商
工
会
議
所
の
会
員
メ
ン
バ
ー
の
資
格
を
諦
め
る
」
と
発
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
以

外
に
も
、
海
外
移
転
を
検
討
す
る
企
業
が
増
え
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
政
府
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
い

っ
た
政
策
に
よ
っ
て
海
外
に
出
よ
う
と
す
る
企
業
を
ど
の
よ
う
に
し
て
引
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
を
悩
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
対
策
は
な
く
、
世
論
か
ら
の
圧
力
の
中
で
企
業
を
説
得
し
て

い
る
、
働
き
か
け
を
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。

　

賃
金
上
昇
は
新
規
雇
用
の
創
出
を
阻
害
し
て
い
ま
す
。
特
に
零
細
企
業
の
場
合
は
、
最
低
賃
金
を
上

げ
る
し
か
な
い
状
況
で
労
働
コ
ス
ト
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
か
わ
り
新
規
採
用
は
や
め
る
と
い
っ

た
動
き
が
出
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
賃
金
交
渉
の
中
で
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
の
中
で
既
に
こ
う
い
っ

た
動
き
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
。
労
働
組
合
の
立
場
か
ら
し
ま
し
て
も
、
最
低
賃
金
を
上
げ
て
も
ら
え

る
わ
け
な
の
で
、
新
規
採
用
の
中
止
と
い
う
の
は
直
接
影
響
が
な
い
の
で
、
合
意
に
至
っ
て
い
る
と
い

う
状
況
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
、
所
得
が
主
導
す
る
成
長
を
試
み
た
国
々
は
、
成
功
し
た
ケ

ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
す
。
ま
た
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
専
務
理
事
も
、
所
得
主
導
の
成
長
は
ア
イ
デ
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ア
そ
の
も
の
は
い
い
も
の
の
、
韓
国
の
よ
う
な
小
規
模
な
開
放
型
経
済
に
お
い
て
は
成
功
し
に
く
い
と

い
う
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
韓
国
は
開
放
型
経
済
で
す
。
韓
国
ほ
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
市
場

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
開
放
型
経
済
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
と
企
業
は
い

つ
で
も
海
外
に
移
転
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

で
す
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
う
い
っ
た
副
作
用
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
す
る
補
完
策
を
政
府

か
ら
も
、
ま
た
私
た
ち
の
よ
う
な
学
者
か
ら
も
出
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。
最
も
重
要
な
の
は
、
所

得
主
導
の
成
長
は
富
裕
層
か
ら
税
金
を
取
っ
て
庶
民
を
助
け
る
と
い
う
分
配
政
策
の
性
格
が
強
い
わ
け

で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
分
配
政
策
も
必
要
で
す
が
、
企
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
る
供
給
サ
イ

ド
の
政
策
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
核
心
と
な
る
の
は
、
規
制
緩
和
で
す
。
規
制
緩
和
は
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
政
権
で
も
主
張
し
て

い
ま
し
た
し
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
で
も
主
張
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
も
規

制
緩
和
を
言
葉
で
は
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
の
時
の
規
制
緩
和
と
今
の
ム
ン
・

ジ
ェ
イ
ン
政
権
の
言
う
規
制
緩
和
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。「
規
制
緩
和
を
す
る
」
と
言
っ
て

は
い
ま
す
が
、
中
小
企
業
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
新
産
業
に
限
っ
て
規
制
緩
和
を
す
る
と
い
う
政
策
基
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準
を
今
の
政
権
は
持
っ
て
い
ま
す
。
大
企
業
に
対
し
て
は
、
既
存
の
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
さ
せ
る
、
む

し
ろ
こ
れ
ま
で
の
法
律
を
厳
し
く
適
用
す
る
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
産
業
界

で
も
、「
既
存
の
も
の
よ
り
も
新
産
業
に
対
し
て
規
制
緩
和
を
行
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
や
は
り
力
不
足
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
既
存
の
事
業
や
企
業
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
広

く
規
制
緩
和
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
今
の
韓
国
の
競
争
力
と
い
う
の
は
回
復
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
く

ら
い
な
の
で
、
こ
の
程
度
で
は
や
は
り
ま
だ
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
不
動
産
市
場
の
正
常
化
が
今
深
刻
で
す
。
不
動
産
市
場
を
今
締
め
つ
け
る
と
、
内
需
活
性

化
と
い
う
目
標
は
達
成
が
難
し
い
で
し
ょ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
、
キ
ム
・
ド
ン
ヨ
ン
（
金
東
兗
）
経
済

副
首
相
兼
企
画
財
政
部
長
官
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
た
の
か
、「
追
加
的
に
不
動
産
市
場
を

規
制
す
る
政
策
は
取
ら
な
い
」
と
発
表
し
ま
し
た
。
特
に
、「
住
宅
保
有
税
を
こ
れ
以
上
引
き
上
げ
る

計
画
は
な
い
」
と
発
表
し
ま
し
た
。

　

最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
副
作
用
を
補
完
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も

ま
た
キ
ム
・
ド
ン
ヨ
ン
副
首
相
が
、「
最
低
賃
金
を
来
年
は
16
・
４
％
ア
ッ
プ
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
来

年
１
年
間
や
っ
て
み
て
、
そ
の
２
年
後
や
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
年
は
引
き
上
げ
の
速
度
を
調
整
す
る
」
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と
い
う
対
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
大
変
に
な
る
中
小
企
業

に
対
し
、
政
府
が
補
助
金
を
出
す
と
発
表
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
補
助
金
は
こ
れ
か
ら
ず
っ
と

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
も
し
く
は
一
時
的
に
の
み
支
給
す
る
の
か
、
こ
こ
に
も
ま
た
問

題
が
生
じ
ま
す
。
先
日
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
国
会
で
議
論
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
キ

ム
・
ド
ン
ヨ
ン
副
首
相
は
「
一
時
的
に
行
う
」
と
答
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
補
助
金
と
い
う
の
は
、
一

回
払
う
と
途
中
で
や
め
る
の
は
難
し
い
と
い
う
の
は
皆
さ
ま
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

何
よ
り
も
雇
用
創
出
が
一
番
大
き
な
目
標
な
の
に
、
政
府
は
「
国
営
企
業
や
公
企
業
、
公
務
員
、
こ

う
し
た
政
府
中
心
で
雇
用
を
創
出
す
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
早
く
そ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
変
え

て
、
民
間
企
業
中
心
の
雇
用
創
出
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
一
番
重
要
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
簡
単
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
（
図

９
）。
既
に
深
川
先
生
の
ほ
う
か
ら
た
く
さ
ん
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
い
う
の

は
ま
ず
企
業
の
利
潤
を
増
加
さ
せ
る
、
そ
う
し
た
政
策
で
す
。
そ
れ
を
通
じ
て
成
長
を
な
し
遂
げ
て
、

そ
の
後
に
企
業
に
賃
金
の
上
昇
を
働
き
か
け
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
順
番
で
し
た
。
で
も
、
ム
ン
・
ジ
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ェ
イ
ン
政
権
で
は
、
ま
ず
所
得
を
増
加
さ
せ
て
、
そ
の
後
に
成
長
を
引

き
起
こ
す
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
民
間
主
導
と
政
府
主
導
、�

そ
し
て
企
業
競
争
力
に
対
す
る
認
識
も
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
最
低
賃
金
も
、
も
ち
ろ
ん
ア
ッ
プ
は
さ
せ
ま
し
た
が
、
日
本

の
場
合
は
地
域
別
に
異
な
っ
た
水
準
で
最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
と
私
は
聞
い
て
い
ま
す
。
で
も
、
韓
国
の
場
合
は
、
地
域
や
産
業

の
違
い
な
く
、
画
一
的
に
ど
こ
の
町
で
も
全
て
の
町
で
16
・
４
％
引
き

上
げ
る
、
そ
う
い
う
不
合
理
な
政
策
を
取
っ
て
い
ま
す
。

　

韓
国
の
国
際
競
争
力

　

図
10
（
74
ペ
ー
ジ
）
は
参
考
資
料
で
す
。
毎
年
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
、�W

orld�Econom
ic�Forum

）
で
国
際
競
争
力
を
評

価
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
そ
の
国
が
世
界
の
市
場
で

ど
の
分
野
に
競
争
力
が
あ
っ
て
、
ど
の
分
野
が
弱
い
の
か
と
い
う
こ
と�

図９　アベノミクスとJノミクスの相違点アベノミクスとの相違点

• 先に成長、その後に賃金上昇 VS 先に所得増加、その後に成長

• 民間主導の所得増加 VS 政府主導の所得増加

• 企業競争力アップを両立 VS 企業競争力の向上不足

• 地域別に違いがある最低賃金 VS 地域別・産業別に違いがない
最低賃金
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韓
国
の
国
家
競
争
力
ラ
ン
キ
ン
グ

(2016-17)
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が
わ
か
り
ま
す
。
こ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
韓
国
経
済
は
全
体
的
に
は
１
３
８
ヵ
国
の
う
ち

26
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
悪
く
な
い
で
す
ね
。
特
に
上
の
３
つ
の
分
野
で
す
ね
、
イ
ン
フ
ラ
、
マ
ク

ロ
、
市
場
規
模
は
非
常
に
よ
い
状
態
で
す
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
で
す
ね
。

　

で
も
、
残
り
３
つ
の
分
野
を
見
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。Institutions

、
そ
し

て
労
働
市
場
、
金
融
市
場
で
す
。Institutions

に
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
政
府
の
規
制
が
多
い

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
企
業
の
経
営
に
ま
だ
透
明
性
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と

の
せ
い
で
こ
の
よ
う
な
評
価
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
な
く
す
た
め
に
は
、
企
業
の
構
造
調
整
、
政
府
の
規
制
緩
和
、
金
融
市
場
の
改

革
、
労
働
市
場
の
改
革
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
に

入
っ
て
も
う
５
ヵ
月
ほ
ど
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
申
し
上
げ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は

ま
だ
一
言
も
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
労
働
市
場
改
革
に
つ
い
て
、
一
言
も
ま
だ
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
金

融
改
革
に
つ
い
て
も
ま
だ
何
も
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
構
造
調
整
に
つ
い
て
も
、
何
も
言
っ
て
い
ま
せ

ん
。
規
制
緩
和
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
新
産
業
と
中
小
企
業
に
つ
い
て
の
み
行
う
と
制
限
を

定
め
て
い
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
、
国
際
社
会
の
中
で
見
る
韓
国
経
済
の
問
題
点
と
、
今
現
在
、
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権

が
考
え
て
い
る
韓
国
経
済
の
問
題
点
の
間
に
は
非
常
に
大
き
な
乖
離
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
う
し
た
認
識
の
乖
離
が
あ
る
た
め
に
、
解
決
策
も
ま
た
、
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
解
決

策
、
望
ん
で
い
る
解
決
策
が
ま
だ
出
て
き
て
い
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
私
の
発
表
は
以
上
で

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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労
働
市
場
改
革
の
抜
本
的
な
改
革
は
難
し
い

深
川　

お
二
方
と
も
、
や
は
り
雇
用
が
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
さ
れ

て
き
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
昔
か
ら
あ
る
意
味
ず
っ
と
言
っ
て
い
て
、
特
に
平
和
的
な
労
使
協
調

の
風
土
、
通
貨
危
機
の
時
も
労
働
市
場
柔
軟
化
と
言
わ
れ
て
一
時
期
や
り
ま
し
た
が
、
か
え
っ
て
悪
化

し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
20
年
前
は
ま
だ
労
働
コ
ス
ト
が
今
ほ
ど
高
く
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
も
高
齢
化
し
て
、
引
退
し
て
か
ら
も
長
く

生
き
て
し
ま
う
の
で
、
ど
う
い
う
生
活
設
計
に
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
と
り
あ
え

ず
目
の
前
に
政
治
的
に
取
れ
る
時
だ
け
思
い
き
り
と
に
か
く
獲
得
し
て
、
あ
と
は
ど
う
に
か
し
よ
う
と

い
う
発
想
が
強
く
な
っ
て
悪
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

　

前
の
政
権
で
も
、
い
ろ
ん
な
労
働
市
場
改
革
を
や
ろ
う
と
し
た
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
式
の
ハ
ル
ツ

改
革
を
や
ろ
う
と
言
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
失
敗
し
て
き
ま
し
た
。
今
度
は
さ
す
が
に
労
組
を
あ

る
種
の
基
盤
と
し
て
い
る
か
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
改
革
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
も
一

部
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
実
に
は
非
常
に
厳
し
い
と
思
い
ま
す
が
。

　

ま
ず
、
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
先
生
の
ほ
う
に
、
結
局
、
何
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
生
産
性
を
上
げ
な
が
ら
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雇
用
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
、
政
府
が

で
き
る
、
な
る
べ
く
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
政
策
は
何
か
、
あ

る
い
は
労
働
組
合
と
経
営
者
が
協
調
し
て
い
く
た
め
に
、
お

互
い
ど
こ
を
変
え
れ
ば
歩
み
寄
る
余
地
が
あ
る
の
か
、
お
聞

き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

イ　

御
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
韓
国
の
労
働

市
場
は
二
極
化
が
起
き
て
い
る
と
何
度
か
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
正
確
に
言
い
ま
す
と
４
つ
の
階
層
に
分
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
大
企
業
の
正
規
職
、
大
企
業
の
非
正
規
職
、
中
小
企
業

の
正
規
職
、
そ
し
て
中
小
企
業
の
非
正
規
職
で
す
。
大
企
業

の
非
正
規
職
の
ほ
う
が
中
小
企
業
の
正
規
職
よ
り
も
賃
金

が
高
い
で
す
。
で
す
の
で
、
そ
の
格
差
が
縮
小
し
な
け
れ

ば
、
ど
ん
な
に
私
た
ち
が
労
働
市
場
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
も
、
労
働
者
は
決
し
て
み
ず
か
ら
の
権

利
を
手
放
さ
な
い
で
し
ょ
う
。
格
差
が
広
が
り
過
ぎ
て
い
る
状
況
な
の
で
、
大
企
業
か
ら
中
小
企
業
に

移
り
た
い
人
は
い
ま
せ
ん
。

　

で
す
の
で
、
新
た
な
政
労
使
の
協
力
委
員
会
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
委
員
会
は
１
９
９
７

年
、
通
貨
危
機
に
直
面
し
た
際
に
、
こ
れ
を
克
服
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
労
働
界
、
財
界
、
政
府
が

と
も
に
一
堂
に
会
し
て
、
お
互
い
譲
歩
し
な
が
ら
危
機
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
成
功
事
例
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
お
互
い
に
譲
歩
し
な
が
ら
、
改
め
て
成
功
事
例
を
作
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま�

す
。

　

企
業
側
が
、
海
外
に
工
場
を
移
転
す
る
こ
と
を
や
め
る
、
継
続
的
な
国
内
で
の
雇
用
創
出
や
投
資
へ

の
努
力
を
続
け
る
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
提
案
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
労
組
側
で
最
も
重

要
な
の
は
、
大
企
業
の
正
規
職
の
労
組
が
、
行
き
過
ぎ
た
賃
金
上
昇
へ
の
要
求
を
み
ず
か
ら
抑
制
す
る

と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
な
し
に
は
中
小
企
業
と
大
企
業
の
大
き
な
格
差
が
解
消
す
る
の
は
非

常
に
難
し
い
で
す
。
政
府
の
方
向
性
は
、
さ
ら
に
格
差
を
広
げ
る
方
向
に
あ
り
ま
す
の
で
、
補
助
金
と

い
う
部
分
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
状
況
で
す
が
、
補
助
金
を
幾
ら
出
し
て
も
こ
の
大
き
な
格
差
は
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埋
ま
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
根
本
的
な
格
差
の
問
題
は
、
生
産
性
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
大
企
業
と
中
小

企
業
の
賃
金
格
差
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
具
体
的
に
２
倍
ぐ
ら
い
の
格
差
が
あ
り
ま
す
が
、
生
産
性

を
見
て
み
ま
す
と
３
倍
ぐ
ら
い
の
格
差
が
あ
り
ま
す
。
生
産
性
の
格
差
が
３
倍
、
賃
金
の
格
差
が
２
倍

と
い
う
の
は
、
そ
の
間
を
政
府
の
補
助
金
で
埋
め
る
と
い
う
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
が

２
０
１
７
年
現
在
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
15
年
間
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。
そ

の
悪
化
し
て
い
る
傾
向
が
最
も
問
題
で
す
。
統
計
で
は
、
賃
金
格
差
と
生
産
性
格
差
は
２
０
０
０
年
ま

で
日
本
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
レ
ベ
ル
で
し
た
。
し
か
し
、
２
０
０
０
年
を
過
ぎ
て
か
ら
は
、
大
企
業
と
中

小
企
業
の
間
で
生
産
性
格
差
と
賃
金
格
差
が
さ
ら
に
拡
大
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
、
中
小
企
業
に
何
か
支
援
を
し
て
問
題
解
決
を
す
る
の
で

は
な
く
て
、
中
小
企
業
の
生
産
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
向
上
さ
せ
る
の
か
が
重
要
で
す
。
こ
れ
は
中
小

企
業
の
構
造
調
整
の
問
題
に
つ
な
が
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
は
「
構

造
調
整
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
キ
ム
・
ド
ン
ヨ
ン
副
首
相
が
、「
労
働
市
場
の

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
よ
く
認
識
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
韓
国
も
労
働
市
場
の
柔
軟
性
を
増
や
す
こ
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と
が
必
要
だ
」
と
は
言
及
を
し
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
解
雇
を
柔
軟
に
し
た
と
き
に
発
生
し
得
る
失

業
問
題
に
対
し
て
は
、「
失
業
手
当
を
確
実
に
補
強
し
た
後
に
行
う
べ
き
だ
。
今
す
ぐ
に
柔
軟
化
を
図

る
こ
と
で
は
な
い
。
失
業
手
当
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
保
障
を
補
強
し
た
後
に
、
労
働
市
場
を
柔
軟
化
す

る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
す
ぐ
に
労
働
市
場
の
大
き
な
改
革
は
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
政
権
は
安
定
的
に
政
権
を
維
持
で
き
る
の
か

深
川　

パ
ク
先
生
に
は
、
こ
の
政
権
で
す
ね
、
や
は
り
国
会
は
少
数
与
党
な
の
で
、
次
の
地
方
選
挙
に

勝
つ
と
い
う
こ
と
に
す
ご
い
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
突
っ
込
も
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
は
国
会
議
員
選
挙
で
は
な
く
て
た
だ
の
地
方
選
挙
で
す
。「
こ
ん
な
に
無
理
を
し
て
、
や

は
り
か
な
り
持
続
性
が
な
い
政
権
な
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
は
か
な
り
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
勝
て
る
と
思
う
か
ら
や
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
政
治

的
な
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
あ
る
の
か
、
ち
ょ
っ
と
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま�

す
。
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パ
ク　

大
統
領
選
挙
が
予
想
よ
り
は
る
か
に
早
ま
っ
た
の
で
、
元
々
は
12
月
ぐ
ら
い
に
行
わ
れ
る
は
ず

の
大
統
領
選
挙
が
５
月
に
行
わ
れ
て
、
急
に
政
権
が
誕
生
し
た
の
で
あ
ま
り
準
備
な
し
の
出
発
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
与
野
党
関
係
も
そ
こ
ま
で
変
え
る
余
地
も
な
い
の
で
、
多
分
そ
の
一
部
を
逆
転
で
き

る
の
は
、
来
年
の
地
方
選
挙
だ
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
今
、
深
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
国
政
の
構
図
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
国
会

議
員
選
挙
で
は
な
い
の
で
国
政
の
構
図
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、
野
党
と
の
協
力
は
も
う
避
け
ら
れ
な
い

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

経
済
政
策
は
今
、
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
失
敗
点
と
か
が
見
え
て
く
る

の
で
す
が
、
外
交
・
安
保
の
面
で
非
常
に
注
意
深
く
安
全
運
行
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
与
野
党
を
分

け
る
一
番
大
き
い
争
点
が
外
交
・
安
保
な
の
で
、
そ
こ
は
や
は
り
距
離
を
縮
め
た
い
と
い
う
戦
略
的
な

判
断
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
地
方
選
挙
で
与
党
が
有
利
に
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
で
す
が
、
少

な
く
と
も
、
自
分
自
身
が
や
っ
て
い
る
政
策
に
対
す
る
一
部
の
支
持
を
確
保
す
る
の
が
非
常
に
大
事
だ

と
捉
え
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。
地
方
選
挙
で
支
持
を
確
保
し
な
い
と
、
そ
の
次
は
下
り
坂
で
回
復
で

き
な
い
と
い
う
危
機
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
地
方
選
挙
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
感
じ
な
ん
で
す�
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ね
。

　

も
う
一
つ
は
、
今
の
与
党
は
10
年
か
15
年
の
政
権
を
維
持
し
た
い
と
い
う
戦
略
を
描
い
て
い
ま
す
。

今
の
野
党
に
は
弾
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
野
党
と
似
て
い
る
状
況
で
す
。
分
裂
し
て
弾
が
な
い
の

で
、
今
残
っ
て
い
る
幾
つ
か
の
知
事
を
落
選
さ
せ
れ
ば
次
は
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

　

具
体
的
に
言
う
と
、
キ
ョ
ン
ギ
ド
（
京
畿
道
）
の
ナ
ム
・
ギ
ョ
ン
ピ
ル
（
南
景
弼
）
知
事
、
チ
ェ
ジ

ュ
ド
（
済
州
道
）
の
ウ
ォ
ン
・
ヒ
リ
ョ
ン
（
元
喜
龍
）
知
事
と
か
何
人
か
を
落
と
せ
ば
、
彼
ら
の
政
治

的
な
支
持
を
悪
く
し
て
、
自
分
を
支
持
す
る
候
補
が
知
事
に
な
っ
て
埋
め
ら
れ
た
ら
、
も
う
次
は
楽

勝
、
大
統
領
選
挙
も
楽
勝
と
い
う
戦
略
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

韓
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
と
り
ま
く
問
題

深
川　

ま
あ
、
そ
れ
ど
お
り
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
の
国
で
も
政
治
は
い
ろ
ん
な
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
、
韓
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
か
、
最
近
や
は
り
財
閥
系
大
企
業
か
中
小
企
業
か
と
い
う

話
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
出
口
が
な
い
の
で
、
結
構
韓
国
で
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
が
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
の
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ん
び
り
企
業
年
金
と
か
公
的
年
金
で
楽
し
く
過
ご
そ
う
と
か
い
う
制
度
が
な
い
か
ら
頑
張
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
、
み
ん
な
頑
張
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
結
構
技
術
が
あ
っ
た
り
、
留
学
経
験
が
あ
っ

た
り
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と
か
バ
イ
オ
と
か
、
い
い
ベ
ン
チ
ャ
ー
も
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

幾
つ
か
行
っ
て
、
私
は
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
人
を
採
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
雇

用
が
こ
ん
な
に
苦
し
い
と
か
、
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
と
か
言
っ
て
い
る
の
に
、
頑
張
っ
て
い
る
ベ
ン
チ

ャ
ー
に
は
人
が
行
き
ま
せ
ん
。
若
い
学
生
は
「
親
が
『
有
名
大
学
ま
で
出
た
の
に
、
誰
も
知
ら
な
い
そ

ん
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
か
ど
う
し
て
行
く
ん
だ
』
と
か
言
っ
て
と
め
る
か
ら
行
か
な
い
」、
そ
ん
な
不
満

も
あ
り
ま
し
た
。

　

イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
先
生
に
は
、
韓
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
可
能
性
、
こ
の
人
た
ち
が
分
厚
い
企
業
層
を

作
っ
て
い
っ
て
く
れ
れ
ば
韓
国
に
も
希
望
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
人
的
資
源
の
問
題

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
結
構
ベ
ン
チ
ャ
ー
は
も
う
20
年
ぐ
ら
い
支
援
し
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
な
り
に
ゾ
ン

ビ
企
業
も
多
く
て
失
敗
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
中
小
企
業
だ
か
ら
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
、
み
た
い
な
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
政
治
的
に
、
や
は
り
財
閥
を
締
め
つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
に
政
治
的
な
正
義
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の
実
現
と
か
い
う
意
味
で
は
ス
ト
レ
ス
は
晴
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
経
済
的
に
よ
く
な
る
こ
と
は

な
い
の
で
、
も
う
少
し
大
企
業
と
中
小
企
業
が
下
請
関
係
の
正
常
化
と
か
透
明
化
と
か
、
そ
う
い
う
方

向
に
誘
導
し
て
い
く
ほ
う
が
い
い
と
傍
目
に
は
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
政
治
の
利
権
構
造
か
ら
す
る

と
実
は
結
構
不
都
合
な
の
で
し
ょ
う
か
。
政
治
と
金
の
話
は
ど
こ
の
国
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
パ
ク
先

生
に
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
イ
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
先
生
か
ら
ど
う
ぞ
。

　

韓
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
育
成
を
阻
む
３
つ
の
要
素

イ　

今
、
新
政
権
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
や
新
産
業
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
側
面
に

お
い
て
は
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
が
や
っ
て
い
た
創
造
経
済
と
同
じ
よ
う
な
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
見
て
み
ま
す
と
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
い
う
業
種
が
初
め
て
出
て
き
た
の
は
２
０
０
０

年
の
初
め
の
頃
で
し
た
。
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
政
権
の
時
で
し
た
。
そ
の
時
の
状
況
は
、
１
９
９
７
年
の

通
貨
危
機
に
よ
り
、
大
企
業
や
金
融
機
関
、
一
般
的
に
若
者
が
入
社
し
た
が
っ
て
い
た
企
業
が
た
く
さ

ん
没
落
し
た
、
そ
ん
な
時
代
で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
大
企
業
で
勤
め
て
い
た
人
々
が
新
し
い
企
業
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を
作
っ
た
り
、
大
学
を
卒
業
し
た
能
力
の
あ
る
若
者
が
こ
う
し
た
新
し
い
企
業
に
入
社
す
る
と
い
う
よ

う
な
、
そ
う
し
た
好
循
環
が
あ
の
時
は
う
ま
く
い
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
政
府
の
支
援
も
あ

り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
は
今
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
が
成
否
を
分
け
る
も
の
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
は
既
存
の
よ
い
職
場
、
つ
ま
り
大
企
業
や
金
融
機
関
、
そ
し
て
特
に
公
企
業
、
こ
う
し

た
こ
れ
ま
で
の
「
よ
い
職
場
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
度
入
っ
た
人
は
、
な
か
な
か
辞
め
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
大
卒
の
若
者
が
一
番
行
き
た
が
る
の
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
よ
い
職
場
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
人
材
の
構
造
に
は
大
き
な
こ
う
し
た
構
造
的
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
規
制
で
す
ね
。
今
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク

を
は
じ
め
と
す
る
第
４
次
産
業
革
命
に
関
す
る
新
産
業
が
う
ま
く
発
展
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
や
は

り
規
制
が
多
い
か
ら
で
す
。
特
に
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
場
合
は
、「
中
国
よ
り
も
韓
国
は
大
き
く
出
遅
れ

て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
自
己
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
出
遅
れ
た
理
由
は
、
中
国
で
は
で
き
る
フ

ィ
ン
テ
ッ
ク
事
業
を
韓
国
で
は
で
き
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
金
融
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ

る
こ
と
を
考
え
て
、
政
府
が
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
規
制
を
か
け
て
い
る
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が



88

あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
金
産
分
離
規
制
と
い
う
も
の
が
韓
国
に
あ
り
ま
す
。
産
業
資
本
が
金
融
資
本
に
進
出
す
る

こ
と
を
制
限
し
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
事
業
に
大
き
な
投
資
を
し
た
く
て
も
、
金
融

業
者
以
外
が
金
融
に
投
資
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
問
題
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
い
う
の
は
全
て
若
い
企
業
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
若
い
企
業
が
銀
行
に
行
っ
て
お
金
を
借
り
る
こ
と
が
非
常
に
大
変
な
わ
け
で

す
。
も
ち
ろ
ん
政
府
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策
を
増
や
す
と
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
政
府
の
支
援

策
だ
け
で
は
、
御
存
じ
の
よ
う
に
、
限
界
が
あ
り
ま
す
。
結
局
は
、
民
間
の
金
融
機
関
か
ら
お
金
を
借

り
ら
れ
る
よ
う
な
そ
う
し
た
環
境
が
必
要
な
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
韓
国
は
国
際
競
争
力
の
中
で
金
融

が
非
常
に
出
遅
れ
て
い
る
と
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
を
お
見
せ
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
出
遅
れ
て
い
る

中
で
も
特
に
出
遅
れ
て
い
る
の
が
ま
さ
に
銀
行
で
、
簡
単
に
お
金
を
借
り
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
部

分
な
の
で
す
。

　

３
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
材
市
場
、
規
制
、
金
融
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
、
こ
う
し
た

問
題
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
政
府
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
な
支
援
を
増
や
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
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が
、
限
界
が
あ
る
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

　

韓
国
に
お
け
る
政
府
と
企
業
の
関
係

パ
ク　

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
関
連
で
一
言
申
し
上
げ
ま
す
と
、
韓
国
で
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
育
成
と
い
う

の
は
、
い
つ
も
政
府
が
中
心
と
な
っ
て
資
金
を
出
し
て
育
成
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は

民
間
主
導
で
は
な
く
て
政
府
主
導
な
の
で
、
制
度
の
安
定
性
が
な
い
の
で
す
。
若
者
に
し
て
み
れ
ば
、

雇
用
の
安
定
性
が
な
い
の
で
、
両
方
と
も
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
全
部
だ
め
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
好
き
勝
手
に
や
っ
て
い
る
、
政
府
が
タ
ッ
チ
し
な

い
と
こ
ろ
は
成
功
し
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｔ
企
業
や
ゲ
ー
ム
産
業
、
韓
流
文
化
産
業
は
自
分
勝
手
に
や
っ
て

い
っ
て
成
長
し
た
の
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
は
成
功
し
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
政
府
が

あ
ち
こ
ち
手
を
出
し
て
育
成
す
る
と
か
規
制
す
る
と
い
う
の
は
、
も
う
や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
率

直
な
感
覚
な
の
で
す
。

　

財
閥
な
の
で
す
が
、
韓
国
は
財
閥
の
影
響
が
あ
ま
り
に
も
強
力
な
の
で
、
ど
の
政
権
も
青
瓦
台
に
入

っ
た
ら
、
財
閥
を
何
と
か
し
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
い
つ
も
働
く
の
で
す
。
し
か
し
、
結
局
は
財
閥
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な
し
で
は
韓
国
経
済
は
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
政
権

も
同
じ
だ
と
多
分
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
パ
ク
・
ク
ネ
政
権
末
期
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
関
係
で
、
多

分
、
企
業
は
政
府
の
言
う
と
お
り
に
は
動
か
な
い
で
し
ょ
う
。
お
金
も
た
く
さ
ん
出
さ
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
自
分
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
て
ひ
ど
い
目
に
遭
う
と
い
う
こ

と
を
経
験
し
た
の
で
、
政
府
と
一
定
の
距
離
を
置
き
な
が
ら
協
力
関
係
を
持
つ
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
変

わ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
政
府
と
企
業
、
財
閥
と
の
関
係
が
や
や
内
心
的
に
変
わ
る
と
い
う
現
象

が
起
こ
る
と
思
い
ま
す
。
財
閥
そ
の
も
の
を
つ
ぶ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
先

生
が
経
済
補
佐
官
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
は
財
閥
の
専
門
家
で
す
。
だ
か
ら
、
政
府
の
中
で
も

財
閥
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
と
、
財
閥
を
つ
ぶ
し
た
い
人
た
ち
と
、
２
つ
の
流
れ
が
同
時
に
進
行
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

　

財
閥
を
あ
る
程
度
肯
定
的
に
見
て
い
る
ほ
う
は
、
財
閥
を
つ
ぶ
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
や
は
り
経
営

の
透
明
性
を
確
保
し
て
も
ら
い
た
い
、
中
小
企
業
が
や
れ
る
領
域
ま
で
進
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
や
は

り
止
め
て
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
で
相
続
と
か
合
併
す
る
時
の
公
正
性
と
い
う
と
こ
ろ
を
や
は
り
確
保
し

て
も
ら
い
た
い
と
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
財
閥
、
中
小
企
業
関
係
な
く
実
行
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で
き
れ
ば
い
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
れ
が
実
行
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
目
玉
だ
と
思
い
ま
す
。

深
川　

な
る
ほ
ど
。
時
間
も
ち
ょ
う
ど
参
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
は
本
日
の
セ
ミ
ナ
ー
を
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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Yonsei�University�Press,�2005（共編著）、"Live�Economics�with�Solving��
by�Keywords",�Hunet,�2008など。この他、"Determinants�of�the�Chinese��
TFP:�National�and�Regional�Level",�Journal�of�International�Finance�
and�Economics ,�Vol.9,�No.3,�2009など。



講演者等略歴紹介（敬称略、順不同。2017年９月29日現在）

Park Cheol-Hee（パク・チョルヒ）

ソウル大学国際大学院長兼教授
1963年生まれ。ソウル大学政治学科卒業。アメリカのコロンビア大
学で政治学博士号取得。日本・政策研究大学院大学助教授、外交安
保研究院助教授を経て現職。2017年、現代日本学会理事長。2012年
から2016年までソウル大学日本研究所長。2016年、第 1回東アジア日
本研究者協議会代表発起人。2005年第 1回中曽根康弘賞受賞。‘Seoul�
Journal�of�Japanese�Studies’編集長。‘国際地域研究’‘国防Journal’
‘Global�Asia’‘IRI�Review’など学術雑誌の編集委員。日韓フォーラ
ム代表幹事、ソウル国際フォーラムメンバー、外交通商部政策諮問委
員、国防部政策諮問委員、東アジア財団理事、世宗研究所理事。2012
年から東京新聞「時代を読む」コラムニストとして社会貢献活動。
著書に『代議士のつくられ方』（文春新書、2000年）、『自民党政権と
戦後体制の変容』（ソウル大学出版文化院、2011年）、『日本民主党の
成功と失敗』（ソウル大学出版文化院、2014年）、『日本の集団的自衛
権導入と韓半島』（ソウル大学出版文化院、2016年）など。

深川　由起子（ふかがわ・ゆきこ）

21世紀政策研究所研究主幹
早稲田大学政治経済学術院教授
早稲田大学政治経済学部卒業。イエール大学大学院（M.A.）、早稲田
大学大学院商学研究科博士課程修了。韓国などを中心に東アジアの
貿易と経済発展を専攻。日本貿易振興機構（JETRO）、長銀総合研究
所、青山学院大学経済学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科・
教養学部教授を経て2006年より現職。2014年にケンブリッジ大学訪問
研究員、2015年、韓国・延世大学訪問教授。関税・外国為替等審議
会、産業構造審議会など多数の政府委員や、「日韓新時代共同研究」
の経済部門座長などを務める。日本学術会議会員。
共編著書に『現代東アジア経済論』（ミネルヴァ書房、2017年）、『セ
ミナー 8　韓国新政権と今後の日韓関係』（21世紀政策研究所新書、
2017年）、『変わる北東アジアの経済地図』（文眞堂、2017年）、『これ
からの日本の国際協力』（日本評論社、2015年）など。
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