
二
宮
厚
美
事

『構
造
改
革
と
デ
フ
レ
不
況

や
さ
し
-
､
ふ
か

-
､
現
代
日
本
経
済
入
門
』

田

泰

雄

今
日

'
日
本
経
済
は
､
長
び
-
不
況
､
財
政
破

綻
'
そ
し

て
こ
れ
ら
両
危
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
国
民
生

活
危
機
､
こ
れ
ら
三
重
の
危
機
状
態
に
あ

る
｡
こ
れ

ら
三
重
の
危
機
は
'
い
っ
て
み
れ
ば
日
本

経
済
が
抱

え
る
病
い
で
あ
る
｡
で
は
'
こ
う
し
た
痛

い
の
原
因

は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
｡
原
因
の
確
定

は
'
問
題

解
決
の
第

一
歩
で
あ
る
｡
本
書
の
第

一
の

課
題
は
'

こ
の
日
本
経
済
の
痛
い
の
原
因
の
解
明
に

あ
る
｡
著

者
は
､
そ
の
病
い
の
病
巣
を

｢戦
後
の
発

展
構
造

｣､
日
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
に
艦
脂

す
る

｢過
剰
｣
に
深
め
る
｡
本
書
の
第
二
の
課
題

は
'
こ
の
過
剰

問
題
の
分
析
を
踏
ま
え
た
小
泉
構
造

改
革
の
分
析
と

批
判
で
あ
る
｡
小
泉
構
造
改
革
自

ヽ
ヽ

身
'
債
務

､
設
備
'
雇
用
三
者
の
過
剰
の
処
理
と
そ

の
こ
と
に

よ
る
経
済
の
再
生
を
政
策
課
題
と
し
て
掲

げ
る
｡

し
か
し
､
果
た
し
て
小
泉
構
造
改
革
は
'
日

本
経
済
の

病
巣
を
除
去
す
る
も
の
な
の
か
｡
本
書

は
'
｢過
剰
｣､
｢三
つ
の
危
機
｣
概
念
を
分
析
の
切

口
と
し
て
小
泉
構
造

改
革
の
本
質
と
そ
の
問
題
点
に

迫
る
｡
第

一
章

で
は
'
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
な
ぜ
不

況
が
発

生
す
る
の
か
'
そ
の
基
本
的
論
点
が
確
認
さ

れ
る
｡

不
況
の
発
生
を
め
ぐ

つ
て
は
'
景
気
循
環

論

･
恐

慌
論
と
し
て
こ
れ
ま
で
過
少
摘
要
説
､
過
少

投
資
説

､
過
剰
投
資
説
'
不
比
例
説
の
提
示
を
見

る
｡
本
章

で
は
'
こ
れ
ら
諸
説
の
意
蓑
と
限
界
の
要

点
が
押
さ

え
ら
れ
た
上
で
'
過
剰
投
資
説
の
立
場
か

ら
､
不
況

の
原
因
と
し
て
の
過
剰
形
成
問
題
の
重
要

性
が
論
定

さ
れ
る
｡
こ
の
循
環
的
に
形
成
さ
れ
る
過

剰
の
存
在

は
'
今
日
の
日
本
経
済
混
迷
の
第

一
原
因

を
な
す
｡
し

か
し
､
今
日
の
不
況
を
考
え
る
際
､
よ

り
重
要
な
の

は
t
よ
り
長
期
的
'
構
造
的
な
過
剰
の

存
在
に
あ
る
と

著
者
は
考
え
る
｡
こ
の
長
期

･
構
造

的
過
剰
の
論
定

が
第
二
章
'
第
三
章
の
課
題
と
な

る

｡ま
ず
'
第
二
章
で
は
'
戦
後
日
本
の
経
済
成
長
を

実
現
し
た
資
本

の
小菅
積
様
式
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
第

1
に
､
｢対
米

従
属
型
低
賃
金
加
工
貿
易
方
式
｣
に

基
づ
-

｢輸
出

主
導
型
｣
で
あ
り
､
第
二
に

｢公
共

投
資
依
存
型

｣
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
｡
前
者
の

対
米
従
属

と
は
､
戦
後
復
興
か
ら
高
度
成
長
に
か
け

て
の
資
金

､
技
術
､
資
源
面
で
の
ア
メ
-
カ
依
存
で

あ
り
､
こ

の
対
米
従
属
の
下
で
は
'
低
賃
金
を
利
用

し
た
大
量

生
産
に
よ
る
コ
ス
-
ダ
ウ
ン
を
武
器
と
し

た
輸
出
依

存
型
発
展
が
不
可
避
と
な
る
｡
し
か
し
､

こ
う
し
た

蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
'
対
外
経
済
摩
擦
の

壁
に
ぶ
っ

か
ら
ざ
る
を
え
ず
､
摩
擦
を
契
機
と
し
て

日
本
の
大

手
企
業
は
多
国
籍
企
業
化
へ
と
舵
を
切
る

に
至
る
.

こ
の
多
国
籍
化
へ
の
追
い
風
と
な
っ
た
の

が
'
プ
ラ

ザ
合
意
以
降
の
円
高
の
進
展
'
ア
ジ
ア
途

上
国
に
お

け
る
技
術
的
発
展
､
ア
メ
リ
カ
主
導
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
で
あ
り
､
こ
う
し
て

｢輸
出
主

導
型
経
済
｣
か
ら

｢輸
出
プ
ラ
ス

海
外
生
産
｣
へ
の

再
生
産
構
造
の
転
換
が

一
九
九

〇
年
代
に
進
行
し
た

と
著
者
は
見
る
｡

第
三
輩

で
は
､
円
本
企
業
の
多
国
籍
化
の
進
展
の

現
状
確
認

の
上
で
'
そ
の
多
国
籍
化
の
日
本
経
済
へ

の
反
作
用

と
し
て
の
過
剰
の
形
成
が
論
定
さ
れ
る
｡

日
本
企
業

の
海
外
進
出
'
海
外
移
転
は
､
四
つ
の
ル

ー
ー
を
通

し
て
日
本
国
内
で
の
過
剰
を
生
み
出
す
｡

第

一
は
､
海
外
生
産
に
よ
る
輸
出
代
替

'そのこ
と



は
'
輸
出
の
た
め
の

｢港
｣'
｢海
運
｣
と
い
っ
た
輸

出
関
連
部
門
の
過
剰
化
で
あ
り
､
こ
れ
は
輸
出
イ
ン

フ
ラ
と
の
関
連
で
公
共
事
業
依
存
型
産
業
梼
造
の
限

界
､
そ
こ
で
の
過
剰
化
を
意
味
す
る
｡
第
三
は
､
海

外
子
会
社
等
か
ら
の

｢逆
輸
入
｣
の
増
大
に
伴
う
過

剰
の
発
生
で
あ
り
､
第
四
は
'
逆
輸
入
製
品
と
の
競

争
圧
力
を
受
け
て
の
国
内
で
の
合
理
化
､
-
ス
-
ラ

の
進
展
に
伴
う
過
剰
の
発
生
で
あ
る
｡
著
者
は
､
こ

う
し
た
日
本
企
業
の
多
国
籍
化
と
い
う
蓄
積

･
再
生

産
構
造
の
転
換
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
過
剰
が
､

今
日
の
不
況
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
と
分
析
す
る
｡

で
は
､
こ
う
し
た
過
剰
に
直
面
す
る
日
本
経
済
の
再

生
戦
略
と
し
て
､
小
泉
構
造
改
革
が
妥
当
な
も
の
で

あ
る
の
か
否
か
'
こ
の
小
泉
改
革
の
批
判
が
'
第
四

章
､
第
五
章
の
課
題
と
な
る
｡

第
四
章
で
は
､
橋
本
六
大
改
革
を
受
け
継
ぐ
も
の

と
し
て
の
小
泉
新
自
由
主
義
改
革
路
線
が
批
判
さ
れ

る
｡
小
泉
新
自
由
主
義
改
革
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
､

｢市
場
原
理
を
使

っ
て
過
剰
を
破
壊
す
る
こ
と
｣
に

あ
る
｡
不
良
債
権
処
理
1
過
剰
処
理
1
経
済
再
生
と

い
う
改
革
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
著
者

は
'
｢不
況
の
進
展
が
不
良
債
権
問
題
を
生
み
だ
し

て
い
る
｣
の
で
あ
り
'
不
良
債
権
の
最
終
処
理
を
追

求
す
る
小
泉
改
革
は
'
不
況
､
財
政
危
機
､
そ
し
て

新
た
な
不
良
債
権
を
発
生
さ
せ
る
デ
フ
レ
･
ス
パ
イ

′プ
ル
醗
酵
で
あ
る
と
批
判
す
る
｡
実
曜

市
川塀
原
理

を
張
う
小
泉
改
革
は
､
経
済
再
生
の
見
通
し
を
得
ら

れ
な
い
ま
ま
､
新
た
に
イ
ン
フ
レ
タ
-
ゲ
ッ
-
諭
を

持
ち
出
す
に
至
る
｡

第
五
章
で
は
'
そ
の
イ
ン
フ
レ
タ
-
ゲ
ッ
-
論
の

分
析
､
批
判
が
な
さ
れ
る
｡
イ
ン
フ
レ
タ
-
ゲ
ッ
-

論
は
､
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
へ
イ
ン
フ
レ
を
発

生
さ
せ
れ
ば
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
債
務
の
実

質
的
負
担
が
軽
減
､
あ
る
い
は
実
質
賃
金
が
切
り
下

げ
ら
れ
､
企
業
活
動
の
活
生
化
､
経
済
再
生
が
な
さ

れ
る
と
主
張
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
著
者
は
､
通
貨

供
給
が
需
要
に
対
し
受
動
的
に
決
ま
る
と
の
立
場
か

ら
､
金
融
当
局
の
金
融
緩
和
策
に
よ
っ
て
も
イ
ン
フ

レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
達
成
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ

り
､
ま
た
可
能
で
あ

っ
た
と
し
て
も
イ
ン
フ
レ
政
策

は
､
内
需
不
足
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

と
批
判
す
る
o

小
泉
改
革
の
本
質
は
'
デ
フ
レ
･
ス
パ
イ
ラ
ル
政

策
で
あ
り
'
そ
れ
は
第

一
に
経
済
危
機
'
第
二
に
財

政
危
機
を
招
き
'
第
三
に
そ
の
財
政
危
機
の
国
民
負

担
へ
の
転
嫁
が
加
わ
り
歯
止
め
な
き
国
民
生
活
の
危

機
を
招
-
｡
こ
れ
が
著
者
の
小
泉
改
革
に
対
す
る
結

論
で
あ
る
｡
最
後
に
､
著
者
は
､
輸
出
プ
ラ
ス
公
共

事
業
依
存
の
経
済
構
造
を
国
民
生
活

･
消
費
依
存
型

に
変
え
る
こ
と
が
上
記
三
重
の
危
機
克
服
の
道
で
あ

る
と
し
て
議
論
の
結
び
と
す
る
｡

本
来日
の
最
大
の
魅
力
は
'
現
状
'
政
策
分
析
に
際

し
て
の
明
確
な
論
理
的
分
析
枠
の
提
示
に
あ
る
｡
‖

過
剰
概
念
を
軸
に
し
た
戦
後
日
本
資
本
主
薬
の
再
生

産

･
蓄
積
構
造
分
析
'
お
よ
び

il経
済

･
財
政

･
国

民
生
活
三
大
危
機
論
に
示
さ
れ
る
政
策
分
析
の
枠
組

の
提
示
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
分
析
枠
組
の
存
在
が
批
判

を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
い
る
｡

最
後
に
､
問
題
点
､
正
確
に
は
残
さ
れ
た
問
題
を

1
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
は
'
本
書
の
ね
ら

い
と
す
る
前
半

(第

一
･
二

･
三
章
)
と
後
半

(節

四

･
五
童
)
の
論
理
的
関
係
に
関
わ
る
｡
確
か
に
'

資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
は
､
需
要
と
供
給
の
不
均

衡
の
累
積
､
つ
ま
り
過
剰
の
形
成
は
不
可
避
で
あ

り
'
経
済
は
そ
の
一
旦
形
成
さ
れ
た
過
剰
を
恐
慌

･

不
況
と
い
う
形
で
処
理
し
次
の
軌
道
に
入
る
｡
と
す

れ
ば
'
過
剰
処
理
を
課
題
に
掲
げ
る
小
泉
改
革
を
単

純
に
デ
フ
レ
･
ス
パ
イ
ラ
ル
と
し
て
批
判
で
き
る
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
､
小
泉
流
不
良
債
権
処
理
策
に
代
る
過
剰
処
理
策

の
代
替
案
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
評

者
は
､
今
日
の
過
剰
の
最
大
の
し
わ
寄
せ
は
中
小
企

業
に
現
わ
れ
て
お
り
､
そ
の
点
か
ら
今
日
の
不
況
対

策
の
喫
緊
の
課
題
は
'
対
中
小
企
業
政
策
に
あ
る
と

考
え
る
｡
分
配
政
策
を
含
め
'
中
小
企
業
の
再
生
､

新
た
な
事
業
へ
の
転
換
を
ど
う
計
る
か
が
今
日
問
わ

れ
て
い
る
｡

(萌
文
祉

･
本
体
価
格
二

〇
〇
〇
円
)

(ふ
く
だ

や
ユ-
お
･
一
橋
大
学
教
授
)
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