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政
府
は
、
物
価
抑
制
の
見
地
か
ら
、
行
政
指
導
に
よ
つ
て
価
格
設
定
を
行
お
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
合
法
性

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。
よ
つ
て
、
次
の
諸
点
に
つ
き
、
政
府
の
見
解
を
た
だ
し

た
い
。 

一 

法
治
国
家
に
お
い
て
は
、「
法
治
主
義
の
原
則
」
に
従
い
、
行
政
は
法
律
に
基
づ
き
、
法
に
従
つ
て
行
う
の
が

原
則
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
は
法
の
下
に
お
け
る
国
家
活
動
で
あ
り
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
と
か
、
「
行

政
に
お
け
る
法
律
の
支
配
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

二 

特
に
、
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
行
政
権
の
発
動
、
換
言
す
れ
ば
国
民
に
義
務
を
課
し
、
そ
の
自
由
を
制

限
す
る
な
ど
、
国
民
に
基
本
的
権
利
を
制
約
す
る
行
政
作
用
は
、
す
べ
て
法
律
に
そ
の
根
拠
を
有
し
、
法
律
の 

 
政
府
は
、
こ
の
「
法
治
主
義
の
原
則
」
を
厳
守
し
て
行
政
運
営
に
当
た
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 
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四 

行
政
指
導
は
こ
れ
に
よ
つ
て
な
ん
ら
相
手
方
を
拘
束
す
る
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
行
政
指
導
に
よ 

三 

行
政
指
導
は
、
行
政
機
関
が
一
定
の
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
私
人
又
は
公
私
の
団
体
に
対
し
て
、

勧
告
、
警
告
、
助
言
、
指
導
な
ど
の
非
権
力
的
、
任
意
的
手
段
を
も
つ
て
働
き
か
け
、
相
手
方
の
任
意
の
協
力

を
得
て
、
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
一
定
の
方
向
に
相
手
方
を
誘
導
し
、
同
調
さ
せ
る
行
為
を
さ
す
も
の
と
み

ら
れ
、
行
政
機
関
の
所
管
事
務
を
定
め
た
各
省
設
置
法
に
そ
の
根
拠
を
求
め
得
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
指
導
は
、
各
省
設
置
法
に
そ
の
根
拠
を
求
め
得
る
と
し
て
も
、
各
省
設
置
法
は
行
政

機
関
の
所
管
事
務
の
範
囲
及
び
権
限
を
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
各
省
設
置
法
の
規
定
を
根
拠
と
し 

て
、
行
政
指
導
に
よ
つ
て
国
民
に
不
利
益
を
課
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

従
つ
て
、
行
政
指
導
に
よ
つ
て
相
手
方
た
る
国
民
に
不
利
益
を
課
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど

う
か
。 

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

 



 

 

五 

つ
て
価
格
設
定
を
行
い
、
企
業
の
価
格
設
定
の
自
由
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
法
治
主
義
の
原
則
に
照

ら
し
て
違
法
で
あ
る
。 

も
し
、
こ
の
よ
う
な
行
政
運
営
が
権
力
を
背
景
に
平
然
と
行
わ
れ
、
国
民
が
無
理
や
り
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
権
威
主
義
的
行
政
処
理
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
り
、
官
尊
民
卑
、
官
僚
独
善
の

傾
向
を
強
め
、「
法
治
主
義
の
原
則
」
は
空
文
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
立
法
に
対
す
る
行
政
の
優
位
が
横
行
す
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

内
閣
法
制
局
の
見
解
は
、
「
行
政
指
導
に
よ
る
価
格
設
定
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
法
律
を
故
意
に
曲
解
す
る
も
の
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
正
し
い
行
政
運
営
の
在
り
方
と
し
て
は
、
行
政
に
よ
つ
て
価
格
設
定
を
行
う
た
め
に
は
、
国
民
生

活
安
定
緊
急
措
置
法
に
基
づ
き
速
や
か
に
標
準
価
格
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


