
福
祉
国
家
の
地
方
財
政
─
─
集
権
と
分
権
の
交
錯
と
融
合
─
─

林　
　
　

健　

久

は　

じ　

め　

に

近
代
・
現
代
の
日
本
の
統
治
の
あ
り
方
が
中
央
集
権
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
同
じ
集
権
で
も
、

時
期
、
目
的
、
機
能
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
異
な
っ
た
局
面
が
含
ま
れ
て
い
て
、
小
論
で
は
、
そ
の
う
ち
福
祉
国
家
に
伴
う
も
の
を
、

財
政
の
側
面
か
ら
採
り
上
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
議
論
に
入
る
前
に
、
主
要
な
集
権
現
象
を
取
り
出
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
は
、
明
治
以
来
の
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
を
目
指
す
強
力
な
体
制
で
、
そ
れ
は
時
に
絶
対
主
義
的
と
ま
で
表
現
さ
れ
た
。

第
二
は
そ
れ
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
遂
行
の
た
め
に
採
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
地
方
の
分
権
・
自
治
が
消
滅
さ
せ
ら
れ

た
感
の
あ
る
戦
時
体
制
で
あ
る
。
今
年
七
〇
周
年
を
迎
え
る
地
方
自
治
法
は
、
こ
の
ふ
た
つ
、
と
り
わ
け
戦
時
体
制
の
そ
れ
を
一
掃

し
て
、
同
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
憲
法
第
九
二
条
の
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
法
の
位
置
に
あ
る
。
だ
が

そ
の
後
も
集
権
体
制
は
続
く
。
あ
る
い
は
、
新
任
務
を
担
っ
た
第
三
の
体
制
の
新
た
な
登
場
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

福祉国家の地方財政
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中
央
・
地
方
、
官
・
民
の
人
材
、
経
済
力
、
財
政
力
を
糾
合
し
て
遂
行
さ
れ
た
、
昭
和
の
富
国
政
策
な
い
し
殖
産
興
業
と
も
い
う
べ

き
高
度
経
済
成
長
体
制
で
、
中
央
政
府
（
中
央
銀
行
を
含
む
）
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
中
央
集
権
が
そ
れ
に
適
合
的
だ
っ
た

こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
ろ
う
。
第
四
が
小
論
で
対
象
と
す
る
福
祉
国
家
体
制
で
あ
る
。
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
規
定
は
、
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
に
淵
源
す
る
福
祉
国
家
た
る
こ
と
の
表
明
だ
と
見
做
し
う
る
が
、
こ
の
体
制
に
と
っ
て
中
央
集
権
は
、
原
理
的
に
必
要

な
条
件
を
な
し
て
い
る
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で
、
そ
れ
と
「
地
方
自
治
」（
こ
こ
で
は
主
と
し
て
地
方
財
政
の
角
度
か
ら
接
近
す

る
）
と
の
関
係
は
な
か
な
か
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、
あ
え
て
小
論
を
提
出
す
る
所
以
で
あ
る
。

一　

福
祉
国
家
型
財
政
の
中
央
集
権
性

日
本
を
含
め
た
現
代
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
性
格
を
一
言
で
表
す
と
す
れ
ば
、
福
祉
国
家
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
も
、
日
常
的
に
使
わ
れ
る
こ
の
用
語
に
厳
密
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
時
福
祉
国
家
が
成

立
し
た
か
に
つ
い
て
も
、
定
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
自
身
の
考
え
は
拙
著
『
福
祉
国
家
の
財
政
学
』
で
述
べ
て
お
い
た
の
で
、

こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
議
論
は
避
け
る
が
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
第
一
次
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
端
を
発
し
、
大
恐
慌
で
ア
メ
リ

カ
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
日
本
に
も
広
が
っ
た
国
家
体
制
で
、
そ
れ
以
前
の
国
家
財
政
の
最
大
な
い
し
最
重
要
な
歳
出
費
目
が
軍

事
費
（
戦
時
公
債
償
還
関
係
費
を
含
む
）
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
社
会
保
障
関
係
の
費
目
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、
端
的

な
数
量
的
指
標
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
変
化
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
要
因
は
、
大
戦
や
大
恐
慌
で
生
命
・
財
産
の

大
量
毀
損
に
遭
遇
し
た
大
衆
が
旧
体
制
を
批
判
・
拒
絶
し
、
新
た
な
大
衆
民
主
主
義
状
況
が
生
ま
れ
、
国
家
は
そ
れ
に
対
応
し
た
性
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格
に
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
存
立
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
保
ち
う
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
核
心
が
、
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
五
一
条
や
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
と
し
て
結
晶
し
て
い
る
。
国
ご
と
に
事
情
が
違
う
の
で
一
般
化
は

難
し
い
が
、
そ
う
し
た
福
祉
国
家
が
も
つ
財
政
構
造
の
共
通
点
は
、
一
応
以
下
の
七
条
件
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

前
掲
拙
著
に
掲
げ
て
お
い
た
。

⑴　

財
政
民
主
主
義

⑵　

中
央
集
権
型
財
政
シ
ス
テ
ム

⑶　

地
方
財
政
調
整
制
度

⑷　

社
会
費
・
社
会
保
障
関
係
費

⑸　

基
幹
税
と
し
て
の
所
得
課
税

⑹　

成
長
政
策
と
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー

⑺　

国
際
対
立
と
協
調

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
第
二
・
三
項
以
外
は
す
べ
て
上
掲
拙
著
に
譲
る
。

そ
こ
で
ま
ず
中
央
集
権
型
財
政
シ
ス
テ
ム
を
採
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
福
祉
国
家
が
所
得
再
分
配
国
家
で
あ
る
─
こ
れ
は
論
者

の
立
場
の
如
何
を
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る
定
義
で
あ
ろ
う
─
こ
と
か
ら
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
体
制
で
あ
る
。
封
建
的
分
立
・
分
権
を

克
服
し
て
登
場
し
た
近
代
資
本
主
義
国
家
も
、
中
央
集
権
的
統
一
国
家
た
る
必
要
が
あ
っ
た
が
─
近
代
化
の
条
件
が
異
な
り
国
ご
と

の
差
が
大
き
い
と
は
い
え
─
そ
の
程
度
は
、
福
祉
国
家
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
所
得

福祉国家の地方財政
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再
分
配
を
手
懸
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
全
て
の
国
民
の
生
存
権
を
保
障
す
る
に
足
り
る
程
の

徹
底
し
た
所
得
再
分
配
を
、
無
駄
な
く
効
率
的
に
遂
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
財
政
構
造
を
、
な
お
地
方
分
権
色
の
濃
か
っ
た
近
代
資

本
主
義
国
家
の
そ
れ
か
ら
、
強
度
の
中
央
集
権
国
家
の
そ
れ
に
─
と
り
わ
け
税
収
に
つ
い
て
─
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
所
得
再
分
配
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
全
国
民
に
つ
い
て
資
産
・
所
得
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
全
国
を
通
じ
て
統
一
的
な
基
準
と
方
法
で
調
査
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
担
う
全
国
的
な
統
一
組

織
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
、
負
担
者
、
受
給
者
双
方
の
公
平
感
を
満
た
し
、
満
足
を
調
達
で
き
る

総
合
課
税
と
再
分
配
が
遂
行
さ
れ
、
生
存
権
保
障
の
国
家
責
任
が
果
た
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
上
記
の
も
の
は
、
公
的
扶
助
の
よ
う
な
高
所
得
者
か
ら
低
所
得
者
へ
の
再
分
配
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
操

作
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
が
、
福
祉
国
家
の
機
能
に
は
、
そ
れ
と
は
原
理
が
異
な
る
社
会
保
険
の
広
大
な
領
域
が
あ
る
。
そ
れ
は

民
間
の
場
合
の
よ
う
な
厳
密
な
保
険
原
理
で
運
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
が
、
保
険
の
体
裁
を
保
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
リ
ス

ク
・
プ
ー
ル
の
容
量
は
大
き
い
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ロ
ー
カ
ル
よ
り
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
組
織
・
運
営
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
加
え

て
そ
の
設
立
は
多
く
の
場
合
、
国
の
法
律
に
よ
っ
て
強
制
な
い
し
半
強
制
さ
れ
、
運
営
が
中
央
政
府
の
財
政
的
・
制
度
的
支
援
を
必

要
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
、
社
会
保
険
は
保
険
基
金
と
し
て
中
央
政
府
か
ら

独
立
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
日
本
で
は
中
央
政
府
に
集
中
し
て
い
て
、
そ
れ
が
高
度
成
長
を
支
え
る
政
府
資
金
と
し
て
運
用
さ

れ
て
お
り
、
い
わ
ば
ふ
た
つ
の
集
権
が
重
な
っ
て
相
乗
効
果
を
生
ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
集
権
の
あ
り
方
に
は
批
判

も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
高
度
成
長
に
よ
る
生
活
水
準
の
上
昇
お
よ
び
潤
沢
な
福
祉
財
源
の
湧
出
は
、
一
般
国
民
に
よ
っ
て
広
く
支

持
さ
れ
、
そ
の
政
策
を
遂
行
し
た
政
権
党
は
長
期
の
命
脈
を
保
っ
た
。
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二　

福
祉
国
家
と
補
助
金
・
財
政
調
整
制
度

こ
れ
ま
で
は
、
主
と
し
て
資
金
調
達
面
か
ら
福
祉
国
家
の
集
権
の
態
様
を
み
て
き
た
が
、
中
央
が
吸
い
上
げ
た
資
金
を
、
中
央
自

体
で
福
祉
・
保
障
の
た
め
に
最
終
支
出
す
る
こ
と
は
、
貨
幣
的
再
分
配
以
外
は
多
く
は
な
く
、
福
祉
・
保
障
サ
ー
ビ
ス
は
、
州
・
県

な
い
し
市
町
村
レ
ベ
ル
が
分
権
・
分
散
的
に
実
務
を
担
当
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
福
祉
・
保
障
の
内
容
（
初
等
・
中
等
教
育
も

こ
こ
に
含
め
て
考
え
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
）
が
ほ
と
ん
ど
人
的
サ
ー
ビ
ス
か
ら
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
の
姿
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
居
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
全
て
の
国
民
に
等
し
く
生
存
権
保
障
な
い
し
そ
れ
以
上
の
水
準
の
福
祉
・
保
障
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
こ
と
─
そ
れ
が
福
祉
国
家
の
理
念
で
あ
る
─
を
、
財
政
力
が
千
差
万
別
の
地
方
団
体
の
手
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
至

難
の
業
で
あ
る
。
地
方
税
強
化
が
そ
の
た
め
の
最
大
の
対
策
で
あ
る
が
、
企
業
立
地
の
偏
在
が
避
け
ら
れ
な
い
以
上
、
税
収
・
財
政

力
の
偏
在
は
解
消
し
え
な
い
。

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
第
一
の
手
法
が
補
助
金
で
あ
る
。
事
務
事
業
の
対
象
と
レ
ベ
ル
が
中
央
か
ら
指
示
さ
れ
、
そ
れ
を
満
た
す
こ

と
を
条
件
に
補
助
金
が
支
給
さ
れ
、
受
領
団
体
は
そ
れ
に
対
す
る
裏
負
担
・
補
助
裏
と
し
て
、
自
己
資
金
を
追
加
し
て
事
業
を
実
施

す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
補
助
金
に
よ
る
政
策
誘
導
は
、
福
祉
国
家
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
国
家
で
は
初
め
か
ら
利

用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
全
面
開
花
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
財
政
全
般
に
わ
た
っ
て
集
権
体
制
を
強
化
し
て
、
租
税
資

金
も
公
債
資
金
も
さ
ら
に
は
社
会
保
険
基
金
も
含
め
て
相
対
的
に
潤
沢
に
保
持
し
て
い
る
中
央
政
府
の
力
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
な
事
務
手
続
き
、
中
央
の
専
横
と
実
情
無
視
、
画
一
性
等
の

福祉国家の地方財政
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弊
害
に
加
え
て
、
関
連
す
る
政
治
家
や
官
僚
の
腐
敗
堕
落
が
指
弾
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
問
題

は
次
の
点
で
あ
る
。
補
助
金
は
福
祉
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
こ
の
国
家
の
原
理
と
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
こ

れ
で
あ
る
。

中
央
と
し
て
は
─
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
は
国
民
総
体
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
─
福
祉
・
保
障
を
全
国
的
・
統
一
的
に

拡
充
す
べ
く
補
助
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
補
助
金
で
あ
る
以
上
、
対
応
す
る
自
己
負
担
分
の
補
助
裏
は
受
領
団
体
が
調
達
・
負
担
す

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
自
主
財
源
の
豊
富
な
団
体
に
は
容
易
か
も
し
れ
な
い
が
、
貧
窮
団
体
は
そ
の
負
担
に
耐
え
ず
、
補
助

申
請
と
事
業
自
体
を
諦
め
、
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
で
は
、
住
民
は
全
国
均
一
の
サ
ー
ビ
ス
に
浴
し
え
な
く
な
る
恐
れ
な
し
と
し
な

い
。
あ
え
て
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
該
地
域
の
納
税
者
に
異
常
に
重
い
負
担
を
強
い
て
補
助
裏
を
調
達
す
る
と
か
、
住
民
が
適

切
だ
と
し
て
い
る
歳
出
構
成
を
変
更
し
て
、
補
助
金
事
業
を
起
こ
す
一
方
で
、
他
の
費
目
の
削
減
で
対
応
す
る
ほ
か
な
い
。
日
本
で

は
補
助
率
を
嵩
上
げ
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
は
是
正
し
て
い
る
が
、
他
国
で
は
そ
の
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
、
財
源
が
中
央
集
権
的
に
形
成
さ
れ
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
給
付
は
補
助
金
を
受
け
た
地
方
団
体
に
分
散
し
て
実
施
さ
れ
、
そ
の

限
り
で
は
分
権
が
進
み
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
補
助
福
祉
事
業
の
故
に
地
方
団
体
の
格
差
を
拡
大
し
、
福
祉
国
家
の
設
立

趣
旨
に
む
し
ろ
反
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
矛
盾
を
と
り
あ
え
ず
解
決
す
る
手
段
が
財
政
調
整
制
度
で
あ
り
、
日
本
で
は

地
方
交
付
税
制
度
と
し
て
実
現
し
て
い
る
。

現
代
の
先
進
諸
国
は
、
制
度
も
実
現
の
時
期
も
効
果
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
殆
ど
こ
の
制
度
を
備
え
て
い
る
。
多
く
は
、
二
つ

の
大
戦
や
大
恐
慌
と
い
っ
た
緊
急
事
態
に
対
応
す
べ
く
導
入
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
福
祉
国
家
体
制
に
取
り
込
ま
れ
拡
充
さ
れ

て
定
着
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
緊
急
事
態
が
も
た
ら
し
た
国
民
大
衆
の
生
命
・
財
産
・
生
活
の
大
量
毀
損
こ
そ
、
そ
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の
後
の
大
衆
民
主
主
義
状
況
、
大
衆
の
政
治
参
画
に
よ
る
福
祉
国
家
生
誕
の
揺
籃
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
財
政
調
整
制
度
は
そ
の
核
心

の
位
置
に
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
式
に
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
中
央
（
連
邦
）、
州
、
地
方
の
各
政
府
が
、

共
通
の
租
税
を
一
定
の
比
率
で
分
か
ち
合
う
と
い
う
共
通
税
方
式
や
、
同
位
の
団
体
間
で
の
融
通
な
ど
が
あ
る
が
、
日
本
の
交
付
税

の
よ
う
に
、
中
央
政
府
が
徴
収
し
た
税
の
一
部
を
、
州
・
県
や
地
方
政
府
の
財
政
力
に
応
じ
て
、
そ
れ
を
平
衡
化
さ
せ
る
よ
う
に
交

付
す
る
方
式
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
一
方
の
極
に
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
こ
の
制
度
を
欠
い
て
い
る
国
も
あ
る
〈
州
に
は
有

る
〉）。
こ
れ
は
紐
附
き
補
助
金
と
ち
が
っ
て
、
使
途
は
原
則
と
し
て
受
給
政
府
の
裁
量
に
委
さ
れ
る
。
福
祉
国
家
と
し
て
、
全
国
共

通
に
国
家
と
し
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
存
権
の
保
障
水
準
確
保
に
必
要
最
小
限
の
資
金
は
、
こ
う
し
て
す
べ
て
の
下
位
政

府
に
確
保
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
自
主
的
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
地
方
性
、
個
別
性
が
盛
り
込
ま
れ
う
る
こ
と
と
な
り
、
上
述
の

福
祉
国
家
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
財
源
が
全
国
的
に
保
障
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
使
途

が
自
由
と
な
れ
ば
、
福
祉
・
保
障
支
出
が
自
動
的
に
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
と
も
と
地
方
支
出
は
生
活
密
着
型
で
あ
る

上
に
、
多
く
の
福
祉
・
保
障
制
度
は
全
国
統
一
的
に
水
準
が
法
定
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
満
た
さ
な
い
団
体
は
住
民
か
ら
の
支
持

を
失
う
と
い
う
形
で
、
支
出
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三　

財
政
調
整
と
生
存
権

財
政
調
整
が
、
地
方
団
体
の
財
政
力
を
平
準
化
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
集
権
と
分
権
を
馴
染
ま
せ
つ
つ
、
福
祉
国
家
に
与
え
ら

れ
た
課
題
の
遂
行
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
な
お
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
福
祉
国
家
を
成

福祉国家の地方財政
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り
立
た
せ
て
い
る
再
分
配
は
、
本
来
個
人
な
い
し
家
計
を
単
位
と
し
て
設
計
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
側
か
ら
み
れ
ば
、
地
域

単
位
・
地
方
単
位
で
な
さ
れ
る
再
分
配
は
、
個
人
単
位
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ラ
フ
な
再
分
配
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
は
そ

れ
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
そ
の
支
出
効
果
の
個
人
へ
の
帰
着
は
い
か
に
も
ラ
フ
で
あ
る
が
、
総
じ
て
所
得
水
準
が
低
い

と
想
定
さ
れ
る
地
方
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
活
性
化
す
れ
ば
、
狭
い
意
味
で
の
再
分
配
と
し
て
は
ラ
フ
で
も
、
積
極
的
に
当
該
地
域
の

経
済
を
活
性
化
さ
せ
、
所
得
を
上
昇
さ
せ
、
地
域
レ
ベ
ル
・
個
人
レ
ベ
ル
の
再
分
配
の
必
要
性
を
抑
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
当
該
地
方
の
社
会
的
安
定
か
ら
ひ
い
て
は
国
家
全
体
の
安
定
に
つ
な
が
り
、
最
低
生
存
権
の
保
障
か
ら
そ
の
水
準
の

引
き
上
げ
と
い
う
、
福
祉
国
家
の
課
題
解
決
の
ひ
と
つ
の
筋
道
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

財
政
調
整
と
生
存
権
の
関
わ
り
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
メ
ン
タ
ル
の
面
か
ら
指
摘
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
福
祉
国
家
の
福
祉
・
保
障

制
度
は
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
基
本
的
に
個
人
単
位
で
あ
り
、
国
家
社
会
が
そ
れ
を
給
付
す
る
の
は
、
こ
の
体
制
と
し
て
当
然
の

義
務
で
、
受
給
者
は
当
然
の
権
利
と
し
て
受
け
取
る
の
だ
と
公
式
に
は
弁
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
産
・
所
得
調
査
を
前
提
と

し
、
対
象
者
を
絞
り
込
ん
で
な
さ
れ
る
再
分
配
は
─
典
型
的
に
は
公
的
扶
助
─
多
か
れ
少
な
か
れ
、
受
給
者
に
お
い
て
引
け
目
の
感

情
、
疎
外
感
、
屈
辱
感
、
か
ら
ス
テ
ィ
グ
マ
を
生
み
、
一
方
、
そ
う
し
た
給
付
の
財
源
を
負
担
す
る
中
間
階
層
以
上
層
の
、
受
給
者

へ
の
差
別
感
・
侮
蔑
感
か
ら
ひ
い
て
は
怨
嗟
・
羨
望
さ
え
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
に
人
種
問
題
や
宗
教
問
題
が
絡
め
ば
事
態

は
一
層
深
刻
に
な
る
。
福
祉
の
効
率
化
等
と
称
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
強
化
す
る
流
れ
は
、
両
者
の
断
絶
を
深
め
社
会
の
安
定

を
そ
こ
な
う
で
あ
ろ
う
。

福
祉
国
家
は
、
大
衆
民
主
主
義
化
し
た
現
代
資
本
主
義
国
家
・
国
民
が
、
社
会
主
義
（
革
命
）
の
側
圧
の
下
、
体
制
安
定
・
社
会

安
定
を
目
指
し
て
編
み
出
し
た
も
の
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
が
、
そ
の
核
心
を
な
す
再
分
配
が
、
正
確
・
効
率
的
で
あ
っ
て
も
、
受
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給
者
の
ス
テ
ィ
グ
マ
と
負
担
者
の
差
別
感
を
も
た
ら
し
、国
民
間
の
断
絶
を
深
め
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、両
者
の
「
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
」
の
精
神
生
活
水
準
を
割
り
込
ん
で
生
存
権
を
脅
か
す
か
も
し
れ
ず
、
福
祉
国
家
本
来
の
趣
旨
に
抵
触
す

る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
公
的
扶
助
に
典
型
的
に
現
わ
れ
る
が
、
社
会
保
険
制
度
で
も
、
掛
け
金
に
加

え
て
租
税
資
金
が
投
入
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
気
配
が
漂
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
交
付
税
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
、
地
域
単
位
・
地
方
単
位
で
な
さ
れ
る
再
分
配
は
、
そ
の
効
果
の
個
人
へ
の
帰
着

と
い
う
基
準
で
み
れ
ば
、
ラ
フ
で
不
正
確
な
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
個
人
単
位
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
給
者
が
ス
テ
ィ
グ
マ
か

ら
免
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
多
少
飛
躍
す
れ
ば
、
交
付
税
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
地
域
・
地
方
単
位
の
曖
昧
な
再
分
配
程
度
が
、

受
給
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
少
な
く
、
福
祉
国
家
に
相
応
し
い
ソ
フ
ト
な
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
う
考
え
も
、
あ
な
が
ち
捨
て
ら
れ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
に
は
、
再
分
配
さ
れ
た
資
金
を
、
地
方
団
体
が
可
能
な
限
り
自
主
的
に
、
ス
テ
ィ
グ
マ
誘
発

的
で
な
い
普
遍
主
義
的
な
福
祉
・
保
障
支
出
に
充
て
る
と
い
う
前
提
─
成
熟
と
と
も
に
各
福
祉
国
家
は
そ
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
と

わ
た
し
は
観
測
し
て
い
る
─
が
要
る
。
ま
た
個
人
間
の
心
理
的
分
裂
を
避
け
て
も
、
富
裕
団
体
＝
負
担
団
体
と
受
給
団
体
＝
貧
窮
団

体
と
の
間
に
は
─
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
負
担
団
体
が
そ
の
負
担
を
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
税
と
渾
名
し
て
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
─
そ
れ
な

り
の
摩
擦
は
起
こ
り
得
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
再
分
配
の
組
合
せ
に
は
、
な
お
今
後
考
究
す
べ
き
魅
力
的
な
領

域
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
税
収
の
多
く
を
中
央
に
集
中
し
、
そ
れ
を
再
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域

間
の
財
政
力
を
平
準
化
し
て
、
地
方
の
自
律
的
な
福
祉
・
保
障
支
出
を
支
え
る
と
い
う
、
こ
の
集
権
・
集
中
と
分
権
・
分
散
の
融
合

シ
ス
テ
ム
は
、
個
人
の
精
神
生
活
ま
で
含
め
た
福
祉
国
家
体
制
の
安
定
性
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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四　

福
祉
国
家
の
経
済
政
策

福
祉
・
保
障
を
行
な
っ
て
、
国
民
大
衆
の
生
存
権
を
保
障
す
る
の
が
福
祉
国
家
の
任
務
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
、
人
々
が

国
家
社
会
に
よ
る
保
障
に
頼
る
必
要
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
経
済
を
高
水
準
に
保
ち
、
雇
用
・
所
得
を
国
民
各
自
が
確
保
で
き
る

よ
う
に
す
る
の
が
、
さ
ら
に
そ
の
任
務
の
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
体
制
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
現
代
資
本
主
義
経
済
が
要
求
す

る
政
策
で
も
あ
る
。
一
口
で
い
っ
て
そ
れ
が
現
代
の
経
済
政
策
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
央
政
府
の
専
担
事
項
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
た
し

か
に
経
済
・
景
気
は
、
全
国
な
い
し
全
世
界
の
事
象
で
あ
っ
て
、
地
方
が
関
わ
り
に
く
い
分
野
で
あ
る
。
し
か
も
多
く
の
先
進
諸
国

で
は
、
福
祉
国
家
化
す
る
と
と
も
に
財
政
全
体
の
重
心
が
中
央
に
大
き
く
傾
き
、
そ
う
し
た
議
論
を
生
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
だ

が
そ
の
場
合
で
も
、
中
央
と
地
方
の
財
政
に
は
、
複
雑
な
連
携
・
重
複
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
し
、
日
本
な
ど
は
、
中
央
地
方

財
政
支
出
総
額
の
六
割
は
地
方
が
担
っ
て
い
て
（
税
収
は
逆
に
四
割
で
、
そ
の
差
が
補
助
金
や
交
付
税
や
地
方
債
で
埋
め
ら
れ
る
）、

財
政
を
通
じ
て
経
済
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
地
方
が
実
動
実
力
部
隊
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
央
で
政
策
決

定
が
な
さ
れ
て
も
、
こ
の
大
き
さ
を
持
つ
地
方
の
実
動
部
隊
が
、
そ
の
方
向
に
動
か
な
け
れ
ば
政
策
は
有
効
に
機
能
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
地
方
財
政
の
実
力
が
低
下
し
て
い
る
多
く
の
国
で
は
、
中
央
の
景
気
政
策
に
地
方
が
地
方
と
し
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
い
う
状

況
に
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
は
あ
る
が
。
と
い
っ
て
中
央
が
地
方
の
意
志
を
無
視
し
得
る
わ
け
で
も
な
い
。
日
本
の
場
合
は
、

中
央
の
毎
年
度
の
「
予
算
編
成
方
針
」
に
、
地
方
も
当
年
度
の
中
央
の
政
策
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
ほ
し
い
旨
の
要
請
文
を
掲
げ
る
の

が
第
一
歩
と
な
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
政
府
部
内
で
、
地
方
の
状
況
・
要
望
の
情
報
を
把
握
し
、
概
ね
地
方
の
立
場
を
代
弁
し
擁
護
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す
る
総
務
省
と
、
中
央
財
政
当
局
の
財
務
省
共
同
の
手
に
な
る
、
政
府
の
当
年
の
「
地
方
財
政
計
画
」
が
、
総
枠
と
し
て
の
地
方
財

政
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
は
地
方
税
の
増
減
税
、
補
助
金
の
操
作
、
地
方
債
引
き
受
け
な
ど
を
踏
ま
え
、
景
気
政
策
の
核
を
な
す
公

共
事
業
、
資
本
形
成
部
門
を
操
作
す
る
姿
勢
を
示
す
。
個
別
の
地
方
団
体
は
、
そ
の
線
を
含
ん
で
自
ら
の
予
算
編
成
を
行
な
う
こ
と

に
よ
り
、
程
度
は
事
情
に
よ
り
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
自
治
的
な
予
算
の
な
か
に
中
央
か
ら
示
さ
れ
た
政
策
を
盛
り
込
む
こ
と
と
な

る
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
、
立
場
の
強
い
中
央
か
ら
の
誘
導
・
指
導
・
要
求
に
地
方
が
扈
従
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
だ
、
と
い

う
批
判
は
絶
え
る
こ
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
福
祉
国
家
も
地
方
自
治
法
も
七
〇
年
を
閲
し
て
徐
々
に
中
央
地
方
融
合
の
道

に
近
付
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
交
付
税
の
世
界
で
も
景
気
政
策
の
応
用
問
題
が
あ
る
。
平
成
不
況
で
地
方
税
・
国
税
収
入
の
不
調
が
続
き
、
国
税
の
一
定

割
合
と
さ
れ
て
い
る
法
定
の
交
付
税
で
は
地
方
の
財
源
不
足
を
賄
え
ず
、
中
央
も
地
方
も
、
赤
字
公
債
依
存
を
拡
大
さ
せ
て
、
共
同

し
て
法
定
交
付
税
不
足
に
対
処
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
今
や
地
方
歳
出
の
中
軸
を
な
し
て
い
る
福

祉
・
保
障
経
費
を
は
じ
め
、
地
方
歳
出
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
の
根
か
ら
福
祉
国
家
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
指

し
て
の
体
制
整
備
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
消
費
性
向
の
高
い
低
所
得
地
方
に
梃
子
入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
レ
ベ

ル
の
消
費
を
浮
上
さ
せ
る
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
と
見
做
し
得
る
の
で
あ
る
。

五　

結
び
に
か
え
て

敗
戦
を
契
機
と
し
て
誕
生
し
た
日
本
の
福
祉
国
家
は
、
明
治
以
来
の
中
央
集
権
や
同
時
並
行
し
た
高
度
成
長
体
制
の
中
央
集
権
と
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異
な
っ
て
、
政
治
的
な
民
主
主
義
の
中
の
中
央
集
権
体
制
で
あ
る
。
実
際
に
は
そ
れ
ら
二
つ
か
ら
影
響
を
受
け
た
り
、
国
民
の
中
の

根
深
い
中
央
依
存
感
情
や
政
治
家
・
官
僚
の
権
力
志
向
な
ど
が
絡
ま
っ
て
、
三
種
混
合
で
な
い
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
福
祉
国
家
を
福
祉
国
家
た
ら
し
め
る
た
め
の
財
政
構
造
の
中
に
は
、
不
可
欠
の
要
因
と
し
て
、
中
央
集
権
の
土
壌
の
上
に
中

央
・
地
方
の
融
合
関
係
、
相
互
依
存
関
係
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
の
剛
構
造
の
そ
れ
で
は
な
く
、
柔
構

造
の
中
央
集
権
体
制
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
論
が
示
し
た
よ
う
に
、
憲
法
と
地
方
自
治
法
七
〇
年
の
歴
史
、
す
な
わ
ち

日
本
福
祉
国
家
の
歴
史
の
中
で
、
次
第
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（

東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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