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大
切
な
の
は
「
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
」

給
与
の
源
泉
で
あ
る

P86

Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
は
、「
名
目
」
と
「
実
質
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

「
名
目
」
は
実
際
の
金
額
を
表
し
、「
実
質
」
は
イ
ン
フ
レ
や

デ
フ
レ
を
２
０
０
５
年
の
貨
幣
価
値
を
基
準
と
し
て
調
整
し
た

後
の
金
額
で
す
。
数
年
前
ま
で
は
デ
フ
レ
が
続
い
て
き
ま
し
た

か
ら
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
よ
り
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
ほ
う
が
小
さ
く
な
り

ま
す
。

特
に
大
切
な
の
は
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
私
た
ち
の
給
料
の
源
だ
か
ら
で
す
。
現
在
、
名

目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
う
ち
約
７
０
％
が
私
た
ち
の
給
与
と
し
て
支
払
わ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
働
く
人
１
人
あ
た
り
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

が
伸
び
な
い
限
り
、
私
た
ち
の
給
料
は
伸
び
な
い
と
い
う
わ
け

で
す
。

も
う
一
つ
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
大
切
で
あ
る
理
由
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
多
く
の
経
済
の
指
標
が
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
で
計
算
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
政

府
債
務
残
高
で
す
。
日
本
の
政
府
債
務
残
高
は
、
今
や
一
千
兆

円
を
超
え
る
規
模
に
ま
で
膨
ら
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
と
比
べ
る
と
２
０
０
％
を
超
え
て
お
り
、
世
界
で
も
最
悪

基
準
で
す
。

ち
な
み
に
米
国
は
、
年
間
１
兆
ド
ル
を
超
え
る
財
政
赤
字
を
抱

え
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
対
名

目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
考
え
る
と
、
そ
の
残
高
は
１
１
０
％
程
度
で
す
。

財
政
が
破
綻
し
た
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
の
債
務
残
高
は
、
同
比

１
７
０
％
程
度
。
先
進
国
で
日
本
に
次
い
で
２
番
目
に
財
政
赤

字
が
大
き
い
イ
タ
リ
ア
で
す
ら
も
、
同
比
１
４
０
％
く
ら
い
で

す
。
日
本
の
財
政
赤
字
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
、
お
分
か
り
に

な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
各
国
の
経
済
規
模
を
考
慮
し
て
比
較
し
た
い
場

合
は
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
基
準
に
す
る
と
す
ご
く
分
か
り
や
す
い

の
で
す
。
そ
の
国
の
経
済
規
模
を
表
す
典
型
的
な
指
標
だ
か
ら

で
す
。

日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
約
４
９
１
兆
円
（
２
０
１
４
年
度
）
で
す
。

ド
ル
ベ
ー
ス
で
す
と
、
為
替
レ
ー
ト
に
も
よ
り
ま
す
が
、
約

４
・
１
兆
ド
ル
で
す
。（
１
ド
ル
＝
１
２
０
円
で
計
算
）。
ち
な

み
に
、
世
界
１
位
の
米
国
は
約
１
７
兆
ド
ル
、
２
位
の
中
国
は

約
１
０
兆
ド
ル
で
す
。
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
ざ
っ
く
り
５
０
０

兆
円
と
覚
え
て
お
い
て
か
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
関
連
し
て
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
在
（
１
５
年
４
ー
６
月
期
）
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
直
後
の
１
９
９
１
年
度
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準

（
約
４
８
０
兆
円
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
バ
ブ
ル

崩
壊
以
降
、
こ
の
２
３
年
間
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
伸
び
て
い
な

い
の
で
す
。

そ
の
間
、
米
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
約
２
倍
伸
び
ま
し
た
。
中
国
に
至

っ
て
は
、
１
０
倍
も
伸
び
た
の
で
す
。
日
本
の
経
済
が
い
か
に

停
滞
し
て
い
る
か
し
っ
か
り
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

晩
秋
の
候
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま

す
ご
清
祥
の
こ
と
と
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま

す
。

改
ま
っ
た
ご
挨
拶
に
時
候
を
し
た
た
め
な
が
ら
近

況
を
報
告
し
あ
う
の
は
、
四
季
を
敬
う
日
本
人
な

ら
で
は
の
風
習
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
の

四
季
の
美
し
さ
は
世
界
も
認
め
る
風
物
の
ひ
と
つ

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
タ
イ
で
も
近
年
は
日
本

へ
の
旅
行
が
大
人
気
で
す
。
日
本
の
景
色
、文
化
、

食
べ
物
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
の
が
大
方
の
目
的

の
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
魅
力
は
み
な
四
季
の

影
響
を
抜
き
に
は
語
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
タ
イ
の

季
節
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、四
季
で
は
な
く
、

タ
イ
に
は
俗
に
三
季
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
暑
い
』『
す
ご
く
暑
い
』『
も
の
す
ご
く
暑
い
』。

こ
れ
は
よ
く
耳
に
す
る
冗
談
で
す
が
、
正
確
に
は

『
暑
季
』『
雨
季
』『
乾
季
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
よ
う
な
四
季
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
タ
イ

や
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
観
光
客
を
引
き
付

け
て
止
ま
な
い
魅
力
が
あ
る
の
は
ご
存
知
の
通
り

で
す
。

先
日
、
国
連
世
界
観
光
機
関(

Ｕ
Ｎ
Ｗ
Ｔ
Ｏ)

が

発
表
し
た
２
０
１
６
年
の
国
際
観
光
調
査
で
は
、

タ
イ
の
観
光
収
入
は
世
界
３
位
。
世
界
の
地
域
で

も
タ
イ
を
含
め
た
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
前
年
比
増

は
目
覚
ま
し
く
、
特
に
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の
成
長
が
顕
著
だ
と
か
。
で
は
、

そ
の
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
が
持
つ
魅
力
と
は
一
体
、

何
な
の
で
し
ょ
う
か
？
あ
る
国
に
感
銘
を
受
け
た

外
国
人
た
ち
の
旅
行
記
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

『
彼
ら
の
無
邪
気
、
率
直
な
親
切
、
む
き
だ
し
だ

が
不
快
で
は
な
い
好
奇
心
、自
分
で
楽
し
ん
だ
り
、

人
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
愉
快
な
意
志
は
、
わ

れ
わ
れ
を
気
持
ち
よ
く
し
た
。
一
方
、
夫
人
の
美

し
い
作
法
や
陽
気
さ
に
は
魅
力
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
通
り
が
か
り
に
休
も
う
と
す
る
外
国
人
は
ほ

と
ん
ど
例
外
な
く
歓
迎
さ
れ
、『
お
は
よ
う
』
と

い
う
気
持
ち
の
よ
い
挨
拶
を
受
け
た
。
こ
の
挨
拶

は
道
で
会
う
人
、
野
良
で
働
く
人
、
あ
る
い
は
村

人
か
ら
た
え
ず
う
け
る
も
の
だ
っ
た
』。

で
は
、
こ
の
旅
行
記
に
登
場
す
る
人
た
ち
は
何
人

で
し
ょ
う
か
？

正
解
は
日
本
人
で
す
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
日

本
を
訪
れ
た
欧
米
の
宣
教
師
や
外
交
関
係
者
、
技

術
指
導
を
担
っ
た
お
雇
い
外
国
人
た
ち
の
目
に

映
っ
た
当
時
の
日
本
人
の
姿
で
す
。
急
進
的
な
進

歩
を
正
義
と
し
、
激
変
す
る
社
会
を
生
き
て
い
た

欧
米
人
に
と
り
、
情
緒
豊
か
に
天
真
爛
漫
に
生
き

て
い
た
当
時
の
日
本
人
は
、
ま
る
で
妖
精
の
国
に

生
き
る
民
だ
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
常
に

時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
あ
く
せ
く
働
い
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
の
強
い
現
代
の
日
本
人
か
ら
は
想
像
し
難

い
光
景
で
す
。

そ
し
て
、
当
時
の
日
本
に
つ
い
て
欧
米
人
た
ち
が

語
っ
た
内
容
は
、
今
、
私
た
ち
が
東
南
ア
ジ
ア
の

地
に
足
を
踏
み
入
れ
て
抱
く
印
象
と
ど
こ
か
似
て

い
ま
す
。
タ
イ
は“

 

微
笑
み
の
国
タ
イ
ラ
ン
ド ”

な
ど
と
称
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
微
笑
み
は
タ
イ
の

み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
共
通
す
る
特

徴
で
す
。
彼
ら
の
人
懐
こ
く
、
慎
み
深
い
微
笑
み

に
癒
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
十
数
年
前
の
話
と
な
り
ま
す
が
、

地
方
都
市
へ
移
動
の
最
中
に
、
電
車
の
中
で
出

会
っ
た
ば
か
り
の
タ
イ
人
か
ら
、
自
分
が
食
べ
よ

う
と
用
意
し
て
あ
っ
た
お
弁
当
や
ら
ミ
カ
ン
を
ご

馳
走
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
あ
げ
く
見
ず
知
ら
ず
の
日
本
人
を
実
家
に
招

待
し
て
く
れ
よ
う
と
ま
で
。
そ
ん
な
彼
ら
と
接
し

て
い
る
と
、
彼
ら
の
な
ん
と
も
慈
悲
深
く
慈
愛
に

満
ち
た
存
在
に
、
己
の
狭
量
さ
と
を
対
比
さ
せ
な

が
ら
、
人
と
し
て
の
本
質
的
な
豊
か
さ
に
お
い
て
、

ま
る
で
別
次
元
の
世
界
に
属
す
る
か
の
よ
う
な
彼

ら
の
純
真
さ
に
胸
を
打
た
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
外
国
人
の
彼
ら
が
こ
の
世
の
桃
源

郷
と
ま
で
称
し
た
在
り
し
日
の
日
本
は
、
急
速
な

近
代
化
に
伴
い
、
そ
れ
を
追
う
か
の
よ
う
に
、
姿

を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
既
に
大
正
期
に
は
そ

の
面
影
は
消
え
失
せ
て
い
た
と
証
言
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
１
８
５
３
年
に
黒
船
が
浦
賀

に
到
着
し
た
時
期
を
幕
末
期
の
始
ま
り
と
す

る
な
ら
ば
、
明
治
期
の
終
わ
り
の
１
９
１
２

年
ま
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
６
０
年
の
間
に
日
本

の
姿
は
一
変
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当

時
の
日
本
は
明
治
維
新
に
よ
り
国
体
が
刷
新
さ

れ
、
欧
米
を
猛
追
す
る
勢
い
で
近
代
化
を
進
め
ま

し
た
。
但
し
、
近
代
化
を
模
倣
す
べ
き
欧
米
諸
国

が
存
在
し
た
と
は
言
え
、
当
時
の
世
界
は
経
済
、

政
治
、
社
会
、
文
化
に
お
い
て
も
現
代
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
に
程
に
未
成
熟
な
状
態
で
し
た
。
対

し
て
、
そ
の
当
時
の
状
況
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
近
代
化
が
成
熟
し
、
文
明
の
行
き
止
ま
り
と
も

思
し
き
現
代
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
人
類
が
到
達

し
た
文
明
の
経
験
値
を
模
倣
し
、
活
用
で
き
る
立

場
に
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
が
自
国
の
近
代
化

を
遂
げ
る
の
に
、
当
時
の
日
本
が
要
し
た
歳
月
を

等
し
く
要
す
る
で
し
ょ
う
か
。
勿
論
、
近
代
化
に

関
し
て
は
そ
れ
に
至
る
道
程
を
説
明
す
る
統
一
理

論
は
未
だ
準
備
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
寧
ろ
、
各

国
の
開
発
・
発
展
に
は
多
様
性
を
認
め
る
と
い
う

の
が
近
年
の
近
代
化
論
に
お
い
て
は
優
勢
な
立
場

で
す
。
と
は
言
え
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
が
た
ど

ろ
う
と
す
る
近
代
化
の
方
向
性
に
違
い
は
認
め
て

も
、
そ
の
変
化
の
速
度
は
過
去
に
近
代
化
に
挑
ん

だ
国
々
と
比
較
し
て
、
圧
倒
的
に
速
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

新
興
国
に
は
依
然
、
社
会
体
制
の
中
に
、
国
民
の

富
の
収
奪
を
可
能
と
す
る
シ
ス
テ
ム
の
存
続
を
願

う
特
権
層
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
す
。
現
代
の

国
際
社
会
で
は
、
か
つ
て
西
欧
の
国
が
成
し
遂
げ

た
流
血
に
よ
る
民
主
革
命
は
容
認
さ
れ
ま
せ
ん
。

又
、
仮
に
武
力
に
訴
え
た
革
命
に
し
て
も
、
善
良

な
る
市
民
に
よ
る
、
近
代
兵
器
を
備
え
た
専
制
国

家
の
転
覆
は
、
相
対
的
に
よ
り
困
難
な
時
代
と
も

思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
現
代
の
新
興
国
が
近
代

化
を
遂
げ
る
に
は
、
適
切
な
時
間
と
よ
り
一
層
の

英
知
が
求
め
ら
れ
る
状
況
と
い
う
の
も
確
か
で

す
。
但
し
、
世
界
の
地
域
と
国
々
に
よ
る
接
続
性

が
発
展
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
、

特
に
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
開
放
的
な
国
策
は
、

教
育
の
普
及
、
世
界
の
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
促
し
、
そ
の
相
乗
効
果
に
よ
る
中

間
層
の
台
頭
は
必
然
の
帰
結
で
す
。
ア
セ
ア
ン
諸

国
の
中
の
６
か
国
（
ベ
ト
ナ
ム
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー

シ
ア
）
に
お
け
る
所
謂
、
年
間
の
可
処
分
所
得
が 

Ｕ
Ｓ
Ｄ
５
０
０
０
〜
３
５
０
０
と
定
義
さ
れ
る
中

間
層
の
数
は
、
２
０
１
５
年
か
ら
２
０
３
０
年
へ

か
け
て
、
８
１
０
０
万
世
帯
か
ら
１
億
２
６
０
０

万
世
帯
へ
と
急
増
す
る
見
込
み
で
す
。(

出
所
：

E
urom

onitor 

ち
な
み
に
日
本
の
中
間
層
世
帯
数 

５
３
０
０
万/

２
０
１
５
年) 

近
代
化
の
原
動
力

を
担
う
と
さ
れ
る
中
間
層
の
台
頭
は
、
現
代
社
会

で
認
め
ら
れ
た
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
る
、
創
造

的
破
壊
を
妨
げ
な
い
真
の
技
術
革
新
を
促
す
政
治

体
制
を
確
立
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
か

つ
て
の
日
本
を
訪
れ
た
欧
米
人
が
、
既
に
失
わ
れ

し
彼
ら
に
と
っ
て
の
遠
い
原
風
景
を
日
本
に
重
ね
、

外
国
人
の
彼
ら
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
価
値
に
気
付

き
、
守
り
た
か
っ
た
日
本
の
文
明
が
、
彼
ら
の
使

命
た
る
日
本
の
近
代
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
皮
肉
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
更
に

皮
肉
と
言
え
る
の
は
、
日
本
の
近
代
化
の
当
事
者

た
る
日
本
人
が
、
欧
米
人
が
感
じ
て
い
た
日
本
の

魅
力
を
過
少
に
評
価
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。

物
質
的
な
近
代
化
に
突
き
進
む
当
時
の
日
本
に
お

い
て
、
先
進
的
と
呼
ば
れ
る
日
本
人
ほ
ど
、
欧
米

人
が
称
賛
す
る
日
本
の
美
徳
を
、
む
し
ろ
未
開
で

卑
俗
な
も
の
と
否
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
も
言

い
ま
す
。
日
本
国
内
お
い
て
も
、
海
外
に
お
い
て

も
新
興
国
と
関
わ
る
機
会
の
多
い
今
、
こ
の
過
去

の
記
述
が
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
物

質
的
な
進
歩
や
発
展
と
い
う
一
義
的
な
価
値
観
に

囚
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
自
尊
心
を
肯

定
し
な
が
ら
、
そ
の
国
の
歴
史
や
伝
統
に
則
し
た

複
合
的
な
発
展
を
祝
福
す
る
態
度
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

多
く
の
人
達
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
東
南
ア
ジ
ア

の
国
々
に
、
在
り
し
日
本
の
面
影
を
重
ね
る
喜
び

と
、
経
済
発
展
著
し
い
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
、

逝
き
し
日
本
の
面
影
を
重
ね
る
憂
い
と
を
感
じ
な

が
ら
、
変
化
の
避
け
ら
れ
な
い
こ
の
時
代
に
、
出

来
る
こ
と
な
ら
去
り
逝
か
な
い
で
欲
し
い
東
南
ア

ジ
ア
の
面
影
を
思
慕
し
つ
つ
、
こ
の
地
域
の
豊
か

な
近
代
化
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

な
に
じ
ん

深
秋
の
み
ぎ
り
　
皆
様
に
は
益
々
ご
隆
盛
の
こ
と
と

                                  

　 

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

　
先
月
の
稀
に
み
る
大
型
台
風
襲
来
時
の
総
選
挙
開
票

に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
予
測
通
り
の
結
果
と
な
り

い
さ
さ
か
拍
子
抜
け
の
感
も
あ
り
ま
し
た
が
、
主
権
者

た
る
国
民
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
野

党
の
混
乱
ぶ
り
を
見
れ
ば
当
然
の
結
果
と
納
得
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
社
会
保
障
改
革
、
少
子
化
問
題

（
労
働
力
不
足
）、
２
０
年
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
）
以
降
の

景
気
対
策
、
悪
化
す
る
財
政
再
建
に
つ
い
て
は
与
野
党

と
も
に
具
体
的
な
政
策
に
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
隣
国
中
国
は
党
大
会
に
お
い
て
２
０
３
５
年
ま
で
に

「
社
会
主
義
の
現
代
化
」
を
実
現
し
、
２
０
４
９
年

（
建
国
１
０
０
周
年
）
に
は
総
合
的
な
国
力
や
国
際
的
な

影
響
力
を
高
め
た
「
社
会
主
義
現
代
化
強
国
」
を
実
現

す
る
と
宣
言
し
ま
し
た
。
現
実
に
経
済
成
長
率
は
常
に

前
年
を
上
回
る
伸
び
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
背
景
と
し

て
習
総
裁
は
「
国
内
消
費
の
高
い
伸
び
」
と
「
消
費
の

対
象
が
モ
ノ
か
ら
、
雇
用
を
生
み
出
し
や
す
い
サ
ー
ビ

ス
に
代
わ
り
つ
つ
あ
る
為
、
雇
用
の
安
定
が
あ
る
」
と

の
見
方
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
日
本
の
識
者
も
中
国
本
土

は
高
度
成
長
を
続
け
つ
つ
、
そ
の
成
長
の
質
も
改
善
、

高
度
化
し
つ
つ
あ
る
と
み
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た

経
済
を
「
一
帯
一
路
構
想
」
と
呼
ぶ
国
際
イ
ン
フ
ラ
開

発
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
、
世
界
へ
の
各
種
消
費
財
輸
出
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
に
よ
り
、
さ
ら
に
加
速
化
し
て
い
く
可
能
性

も
あ
り
、
中
国
経
済
の
動
き
は
今
後
注
目
し
て
い
く
必

要
性
が
あ
る
と
論
評
し
て
い
ま
す
。
私
も
度
々
中
国
に

訪
れ
ま
す
が
、
そ
の
た
び
に
急
速
に
進
化
す
る
街
並
み
、

人
々
の
顔
相
の
明
る
さ
、
あ
ふ
れ
る
商
品
、
道
路
に
溢

れ
る
高
級
車
等
を
見
る
に
つ
け
、
帰
国
し
て
か
ら
の
我

が
国
の
街
の
静
け
さ
に
愕
然
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
残
念
な
が
ら
我
が
国
の
与
野
党
と
も
に
、
中
長
期
的

な
経
済
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
な
く
目
指
す
べ
く
将
来

像
も
見
え
ま
せ
ん
。
安
定
的
な
議
席
数
を
与
え
ら
れ
た

与
党
に
は
ぜ
ひ
大
衆
迎
合
的
な
施
策
で
は
な
く
、
一
時

的
に
は
国
民
に
苦
労
を
強
い
て
も
将
来
を
描
け
る
政
策

を
進
め
て
い
た
だ
き
、
野
党
も
そ
の
政
策
に
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
国
民
の
将
来
の
為
の
対
案
を
示
し
論
争
を
繰

り
広
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
今
回
の
残
念
な
選
挙
戦
を

振
り
返
り
、
切
に
思
う
次
第
で
す
。


