
財
政
再
建
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
い

社
会
を
支
え
る
た
め
の
持
続
可
能
な

財
政
を

　

四
月
か
ら
消
費
税
が
８
％
に
上

が
っ
た
。
来
年
秋
に
は
10
％
に
な
る

予
定
で
あ
る
。純
増
税（
減
税
と
セ
ッ

ト
で
な
い
増
税
）
は
一
九
八
一
年
以

来
、
じ
つ
に
三
十
三
年
ぶ
り
だ
。

　

わ
が
国
の
財
政
は
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
歳
入
と
歳
出
の
乖
離
が
年
々

拡
大
す
る
一
方
だ
。
そ
れ
を
表
す
グ

ラ
フ
は
、
よ
く
「
ワ
ニ
の
口
」
に

例
え
ら
れ
る
。
積
み
あ
が
っ
た
財

政
赤
字
は
い
ま
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
、

一
千
兆
円
に
及
ぶ
。
こ
の
間
歳
出
の

増
減
は
一
定
の
範
囲
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
一
般
会
計
に
占
め
る
税
収
の

割
合
は
、
九
三
年
の
約
70
％
か
ら
約

40
％
へ
と
右
肩
下
が
り
で
落
ち
て
い

る
。
財
政
赤
字
の
原
因
は
歳
出
の
増

大
で
は
な
く
、
税
収
不
足
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
。
そ
の
不
足
分
を
現

在
世
代
が
負
担
す
る
こ
と
な
く
、
将

来
世
代
に
ツ
ケ
を
回
す
と
い
う
未
来

を
搾
取
す
る
社
会
。
こ
れ
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
二
倍
に
及
ぶ
財
政
赤
字
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

今
回
の
消
費
増
税
を
、
こ
う
し
た

未
来
を
搾
取
す
る
社
会
か
ら
、
未
来

へ
投
資
す
る
社
会
へ
の
転
換
の
一
歩

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が

問
わ
れ
て
い
る
。
カ
ギ
は
、
増
税
―

負
担
増
を
め
ぐ
る
合
意
形
成
が
で
き

る
か
だ
。
減
税
に
反
対
す
る
人
は
、

ほ
ぼ
い
な
い
。
増
税
―
負
担
増
を
め

ぐ
る
合
意
形
成
に
お
い
て
こ
そ
、
民

主
主
義
の
真
価
・
深
化
が
問
わ
れ
る
。

　
「
日
本
の
租
税
負
担
率
（
国
民
所

得
に
対
す
る
税
収
の
割
合
）
は
、
先

進
国
の
な
か
で
最
も
低
い
部
類
に
あ

り
ま
す
。
日
本
は
大
き
な
政
府
で
は

な
く
、
む
し
ろ
小
さ
な
政
府
で
す
。

小
さ
な
政
府
で
軽
い
税
負
担
な
ん
で

す
が
、
そ
れ
で
も
税
収
が
政
府
の
規

模
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
低
い
。
増

税
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
や
り
方
と
し
て
、
不
十
分
な

サ
ー
ビ
ス
し
か
与
え
ず
、『
こ
の
ま

ま
で
は
財
政
が
破
綻
す
る
ぞ
』
と
、

国
民
を
脅
し
て
税
金
を
払
わ
せ
る
の

な
ら
問
題
で
す
。
こ
れ
で
は
恫
喝
国

家
で
す
」（
井
手
英
策
・
慶
応
大
学

教
授　

3/14

朝
日
）

　

財
政
状
況
に
対
す
る
危
機
感
は
必

要
だ
。
だ
が
財
政
再
建
は
ゴ
ー
ル
で

は
な
い
。
財
政
再
建
の
た
め
の
社
会

で
は
な
く
、
社
会
を
支
え
る
た
め
の

財
政
再
建
（
持
続
可
能
な
財
政
）
が

必
要
な
の
だ
。

　
「
日
本
は
～
先
進
国
の
な
か
で
き

わ
め
て
『
小
さ
な
政
府
』
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
小
さ
な
政
府
が
、
な
ぜ

空
前
の
財
政
赤
字
に
苦
し
み
、
反
対

に
な
ぜ
北
欧
諸
国
の
よ
う
な
支
出
の

大
き
な
政
府
が
、
時
に
は
財
政
黒
字

さ
え
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
～

結
局
の
と
こ
ろ
、
財
政
健
全
化
の
帰

趨
を
決
す
る
の
は
、
租
税
を
調
達
す

る
政
府
の
実
力
な
の
で
あ
る
。
中
間

層
を
受
益
者
と
し
、
財
政
高
権
（
徴

税
権
／
引
用
者
）
の
行
使
を
国
民
に

説
得
す
る
能
力
の
な
い
政
府
、
支
出

の
節
約
に
血
道
を
あ
げ
、
奪
い
合
い

を
是
と
す
る
政
府
は
、
租
税
抵
抗
を

生
み
、
財
政
赤
字
に
苦
し
む
こ
と
だ

ろ
う
」（
井
手
英
策　
「
日
本
財
政　

転
換
の
指
針
」
岩
波
新
書
）

　
「
租
税
を
調
達
す
る
政
府
の
実
力
」

と
は
、
ま
さ
に
民
主
主
義
の
成
熟
度

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
税
は
「
取
ら
れ

る
も
の
」
で
は
な
く
、
人
々
が
「
主

権
者
と
し
て
社
会
を
共
同
で
運
営
す

る
た
め
に
政
府
を
作
り
、
税
を
納
め

る
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
実

体
と
な
っ
て
い
る
か
。

　

そ
の
た
め
に
は
税
の
問
題
を
「
目

先
の
損
得
」
で
は
な
く
、
受
益
と
負

担
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
る
、
と
い

う
土
俵
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
回
の

消
費
増
税
は
、
本
来
は
「
税
と
社
会

保
障
の
一
体
改
革
」
と
い
う
問
題
設

定
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
受

益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
へ
一

歩
踏
み
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。

　

〇
四
年
参
院
選
で
当
時
の
民
主
党

（
岡
田
代
表
）
は
、
野
党
と
し
て
は

じ
め
て
「
年
金
財
源
の
た
め
の
消
費

増
税
」
を
掲
げ
て
、
議
席
、
得
票
と

も
自
民
党
を
上
回
っ
た
。「
税
と
社

会
保
障
の
一
体
改
革
」
を
め
ぐ
る
三

党
合
意
（
中
身
に
つ
い
て
の
議
論
は

別
と
し
て
）
を
可
能
に
し
た
の
は
、

永
田
町
の
力
学
や
駆
け
引
き
で
は
な

く
、
目
先
の
損
得
で
は
な
く
受
益
と

負
担
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
税
を
議
論
し

よ
う
と
い
う
民
意
の
集
積
に
ほ
か
な

ら
な
い
。「
財
政
破
綻
」の
脅
し
や「
景

気
後
退
」の
目
く
ら
ま
し
で
は
な
く
、

持
続
可
能
な
社
会
保
障
の
た
め
の
財

政
健
全
化
へ
と
、
議
論
を
進
め
る
べ

き
だ
。
そ
の
主
体
的
推
進
力
は
、
永

田
町
の
外
に
あ
る
。

受
益
と
負
担
、
選
択
と
集
中
を
議
論

す
る
民
主
主
義
を
自
治
の
現
場
か
ら

　

ま
ち
の
財
政
が
ど
う
な
っ
て
お

り
、
ど
う
な
り
う
る
か
、
受
益
と
負

担
を
「
見
え
る
化
」
し
て
市
民
と
議

論
す
る
―
自
治
分
権
の
現
場
で
、
改

革
に
取
り
組
む
首
長
が
や
っ
て
い
る

こ
と
だ
。
敬
老
祝
い
金
の
廃
止
や
減

額
、
ゴ
ミ
収
集
の
有
料
化
、
あ
る
い

は
老
朽
施
設
の
建
て
替
え
な
ど
を
め

ぐ
る
議
論
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
た

と
え
「
納
得
」
ま
で
は
い
か
な
く
て

も
少
な
く
と
も
「
理
解
」
は
得
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
合
意

形
成
の
レ
ベ
ル
も
、「
負
担
増
（
受

益
減
）
に
賛
成
か
、
反
対
か
」
と
い

う
レ
ベ
ル
を
卒
業
し
て
、
優
先
順
位

や
受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ

る
も
の
へ
と
深
化
し
て
い
く
。

　
「
尼
崎
市
で
も
、
過
去
の
借
金
の

返
済
、福
祉
に
か
か
る
費
用
の
増
大
、

老
朽
化
し
た
公
共
施
設
の
更
新
な
ど

多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
～

こ
う
し
た
中
、
～
実
感
す
る
こ
と
が

二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、

財
源
が
足
り
な
い
と
い
う
事
実
を
認

識
し
、
納
得
す
る
の
は
簡
単
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。～
も
う
一
つ
は
、

あ
れ
か
こ
れ
か
を
選
択
す
る
た
め
の

情
報
の
伝
え
方
が
ま
だ
不
十
分
と
い

う
点
だ
。
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
は
総

論
賛
成
、
各
論
反
対
に
な
る
こ
と
が

多
い
。
～
こ
の
場
合
、
そ
こ
で
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
説
明
す
る

だ
け
で
は
説
得
力
を
持
ち
に
く
い
。

取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
政
策
の
全

体
像
を
示
し
、
当
該
テ
ー
マ
の
位
置

付
け
や
論
点
を
共
通
の
理
解
と
し
て

い
か
な
け
れ
ば
、
優
先
順
位
は
議
論

で
き
な
い
。

　

～
財
源
が
足
り
て
い
な
い
現
実
を

共
有
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
改

革
を
先
送
り
す
る
リ
ス
ク
を
説
明

し
、
改
革
に
取
り
組
ん
だ
先
の
将
来

像
を
希
望
を
持
て
る
形
で
示
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
」（
稲
村
和
美
・
尼

崎
市
長　

朝
日2013/12/2

）

　

受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
財

政
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
的

公
正
の
観
点
か
ら
は
じ
め
て
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
財
政
が
厳
し
い
か

ら
○
○
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
え
ば
、

そ
の
受
益
者
が
反
対
す
る
の
は
当
然

だ
。
そ
れ
を
「
既
得
権
益
」
と
し
て

叩
い
て
も
、
自
治
も
民
主
主
義
も
前

に
は
進
ま
な
い
ど
こ
ろ
か
、
社
会
の

分
断
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

　

優
先
順
位
を
選
択
す
る
た
め
に

は
、
現
状
認
識
の
共
有
と
と
も
に

「
部
分
最
適
か
、
全
体
最
適
か
」「
現

状
最
適
か
、
将
来
最
適
か
」
と
い
っ

た
視
点
を
交
え
て
こ
そ
議
論
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
議
論
が
で
き
る
場
こ

そ
、議
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し
は
総
論
賛
成
、
各
論

反
対
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
～
こ
の

場
合
、
そ
こ
で
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

る
問
題
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
説
得

力
を
持
ち
に
く
い
。
取
り
組
も
う
と

し
て
い
る
政
策
の
全
体
像
を
示
し
、

当
該
テ
ー
マ
の
位
置
付
け
や
論
点
を

共
通
の
理
解
と
し
て
い
か
な
け
れ

ば
、
優
先
順
位
は
議
論
で
き
な
い
」

（
稲
村
・
尼
崎
市
長　

前
出
）
と
あ

る
よ
う
に
、
優
先
順
位
を
選
択
す
る

議
論
は
「
賛
成
、
反
対
」
と
い
う
だ

け
で
な
い
、
い
わ
ば
熟
議
が
不
可
欠

と
な
る
。
首
長
の
側
が
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
そ
れ
を
や
る
と
同

時
に
、
議
会
こ
そ
が
市
民
を
巻
き
込

ん
で
、
あ
る
い
は
市
民
に
開
か
れ
た

ア
リ
ー
ナ
と
し
て
こ
う
し
た
議
論
を

展
開
す
べ
き
で
あ
る
。

　

地
方
分
権
で
自
治
体
の
地
域
経
営

の
自
由
度
が
高
ま
る
な
か
、
議
会
が

地
域
経
営
に
責
任
を
持
つ
た
め
に

は
、
議
会
自
ら
が
情
報
を
市
民
と
共

有
し
、
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
討
論
能

力
を
高
め
る
こ
と
が
問
わ
れ
る
段
階

に
入
り
つ
つ
あ
る
（416

号
廣
瀬
克

哉
・
法
政
大
学
教
授
、418

号
江
藤

俊
昭･

山
梨
学
院
大
学
教
授　

参

照
）。「
超
高
齢
社
会
を
迎
え
限
ら
れ

た
予
算
の
中
、
厳
格
な
選
択
と
集
中

を
行
わ
な
け
れ
ば
自
治
体
経
営
は
成

り
立
た
な
い
。
政
策
を
決
め
る
過
程

で
十
分
な
討
論
を
行
い
住
民
理
解
を

得
る
こ
と
で
、
初
め
て
（
議
会
）
基

本
条
例
は
生
か
さ
れ
る
」（
中
尾
修　

毎
日3/6

）

　

市
民
の
側
に
も
「
よ
り
い
っ
そ
う

の
参
加
」
が
求
め
ら
れ
る
。
北
本
市

で
は
新
駅
建
設
の
是
非
を
、
住
民
投

票
で
問
う
た
。
財
政
的
に
は
十
分
裏

づ
け
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
多
額
の

投
資
と
な
る
た
め
市
民
の
意
思
を
問

う
べ
き
だ
と
、
市
長
が
提
案
し
た
も

の
で
あ
る
。
結
果
、
新
駅
建
設
に
反

対
が
圧
倒
的
多
数
と
な
り
、
計
画
は

白
紙
と
な
っ
た
。

　

住
民
投
票
に
つ
い
て
、
賛
否
に
単

純
化
す
る
こ
と
の
弊
害
を
指
摘
す
る

向
き
が
あ
る
が
、
自
分
た
ち
の
一
票

で
決
ま
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

市
民
の
な
か
で
問
題
提
起
や
議
論
が

活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新

駅
の
是
非
の
み
な
ら
ず
、「
ま
ち
の

財
政
は
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な

り
う
る
か
」、「
人
口
減
時
代
の
ま
ち

づ
く
り
を
ど
う
す
る
か
」
な
ど
が
活

発
に
議
論
さ
れ
る
。

　

同
時
に
そ
の
選
択
の
結
果
に
つ
い

て
も
、
市
民
の
責
任
と
な
る
。
住
民

投
票
を
し
て
「
反
対
、
後
は
市
長
が

考
え
ろ
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
住
民
投
票
を
契
機
と
し
て
、
受

益
と
負
担
、
選
択
と
集
中
を
め
ぐ
る

議
論
へ
と
深
化
・
発
展
し
て
い
く
可

能
性
、課
題
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

受
益
と
負
担
を
め
ぐ
る
議
論
を
、

信
頼
と
連
帯
の
糸
口
と
す
る
た
め
に

　

受
益
と
負
担
を
め
ぐ
る
議
論
は
し

か
し
、
時
と
し
て
分
断
と
不
信
に
転

じ
る
場
合
が
あ
る
。
財
政
が
厳
し
い

か
ら
○
○
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
え

ば
、
そ
の
受
益
者
は
反
対
す
る
。
そ

れ
を
「
既
得
権
益
」「
敵
」
と
い
っ

て
叩
く
と
い
う
や
り
方
で
は
、「
財

政
高
権
の
行
使
を
国
民
に
説
得
す
る

能
力
の
な
い
政
府
」（
井
手　

前
出
）

と
分
断
社
会
し
か
生
み
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
れ
は
え
て
し
て
都
市

部
に
見
ら
れ
る
構
図
で
あ
る
。

　
「
負
担
増
の
議
論
が
俎
上
に
あ
が

る
と
、
決
ま
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
の

は
『
ど
こ
か
に
ズ
ル
を
し
て
い
る
人

が
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
人

を
放
置
し
た
ま
ま
で
は
、
負
担
は
引

き
受
け
ら
れ
な
い
』
と
い
う
訴
え
で

あ
る
。
こ
れ
は
単
に
経
済
だ
け
の
話

で
は
な
い
。
社
会
に
お
け
る
『
厄
介

事
』
の
背
景
に
は
、
ど
こ
か
に
『
真

犯
人
』
が
い
て
、
そ
れ
を
た
た
け
ば

解
決
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
単
純
化

さ
れ
た
世
界
観
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
～
そ
う
や
っ
て
い
わ
ば
『
モ

グ
ラ
た
た
き
』
を
20
年
以
上
続
け
て

き
た
日
本
社
会
に
残
っ
た
の
は
、
根

強
い
相
互
不
信
の
闇
だ
け
で
は
な
い

の
か
。

　

私
た
ち
は
そ
ろ
そ
ろ
、
こ
の
よ
う

な
他
罰
的
な
思
考
習
慣
か
ら
卒
業
す

べ
き
だ
ろ
う
。
今
こ
の
社
会
に
必
要

な
の
は
、
言
葉
通
り
の
意
味
で
、
仲

間
と
と
も
に
協
力
し
て
何
か
を
成
し

遂
げ
る
と
い
う
、
少
し
青
臭
い
が
、

健
康
で
常
識
的
な
生
き
方
で
あ
る
は

ず
だ
。

　

そ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

く
る
の
が
、『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
意

識
の
再
構
築
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
相

互
監
視
を
強
化
し
よ
う
な
ど
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
～
仲
間
の

た
め
な
ら
負
担
増
も
引
き
受
け
よ

う
、
そ
う
い
う
気
概
も
生
ま
れ
て
く

る
は
ず
だ
。
会
っ
た
こ
と
も
見
た
こ

と
も
な
い
、
し
か
し
き
っ
と
ど
こ
か

で
つ
な
が
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
私
た
ち
の
社
会
を

間
違
い
な
く
支
え
て
い
る
」（
神
里

達
博
・
大
阪
大
特
任
准
教
授　

朝
日

2013/12/2

）

　

例
え
ば3.11

後
は
、
そ
れ
ま
で

は
考
え
も
し
な
か
っ
た
「
コ
ン
セ
ン

ト
の
先
」
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

抜
き
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
発
の
問

題
を
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
は
ず
だ
。
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
、
社
会
の
支
え
あ
い
と
い
う
も

の
を
可
視
化
し
て
い
る
の
も
、3.11

後
の
新
し
い
現
実
だ
ろ
う
。
受
益
と

負
担
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
信
頼
と
連

帯
の
糸
口
と
す
る
か
、
不
信
と
分
断

の
連
鎖
に
転
じ
る
か
。3.11

後
の
新

し
い
現
実
を
、
負
担
増
を
ま
と
も
に

議
論
で
き
る
民
主
主
義
の
力
へ
と
成

長
さ
せ
て
い
こ
う
。

　

４
／
13
東
京
、
４
／
27
京
都
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
な
ら
び
に
５
／
17
総

会
で
は
、
こ
う
い
う
議
論
を
進
め
て

い
き
た
い
。

受
益
と
負
担
の
議
論
を
、
信
頼
と
連
帯
の
糸
口

に
で
き
る
民
主
主
義
へ
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財
政
再
建
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
い

社
会
を
支
え
る
た
め
の
持
続
可
能
な

財
政
を

　

四
月
か
ら
消
費
税
が
８
％
に
上

が
っ
た
。
来
年
秋
に
は
10
％
に
な
る

予
定
で
あ
る
。純
増
税（
減
税
と
セ
ッ

ト
で
な
い
増
税
）
は
一
九
八
一
年
以

来
、
じ
つ
に
三
十
三
年
ぶ
り
だ
。

　

わ
が
国
の
財
政
は
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
歳
入
と
歳
出
の
乖
離
が
年
々

拡
大
す
る
一
方
だ
。
そ
れ
を
表
す
グ

ラ
フ
は
、
よ
く
「
ワ
ニ
の
口
」
に

例
え
ら
れ
る
。
積
み
あ
が
っ
た
財

政
赤
字
は
い
ま
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
、

一
千
兆
円
に
及
ぶ
。
こ
の
間
歳
出
の

増
減
は
一
定
の
範
囲
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
一
般
会
計
に
占
め
る
税
収
の

割
合
は
、
九
三
年
の
約
70
％
か
ら
約

40
％
へ
と
右
肩
下
が
り
で
落
ち
て
い

る
。
財
政
赤
字
の
原
因
は
歳
出
の
増

大
で
は
な
く
、
税
収
不
足
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
。
そ
の
不
足
分
を
現

在
世
代
が
負
担
す
る
こ
と
な
く
、
将

来
世
代
に
ツ
ケ
を
回
す
と
い
う
未
来

を
搾
取
す
る
社
会
。
こ
れ
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
二
倍
に
及
ぶ
財
政
赤
字
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

今
回
の
消
費
増
税
を
、
こ
う
し
た

未
来
を
搾
取
す
る
社
会
か
ら
、
未
来

へ
投
資
す
る
社
会
へ
の
転
換
の
一
歩

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が

問
わ
れ
て
い
る
。
カ
ギ
は
、
増
税
―

負
担
増
を
め
ぐ
る
合
意
形
成
が
で
き

る
か
だ
。
減
税
に
反
対
す
る
人
は
、

ほ
ぼ
い
な
い
。
増
税
―
負
担
増
を
め

ぐ
る
合
意
形
成
に
お
い
て
こ
そ
、
民

主
主
義
の
真
価
・
深
化
が
問
わ
れ
る
。

　
「
日
本
の
租
税
負
担
率
（
国
民
所

得
に
対
す
る
税
収
の
割
合
）
は
、
先

進
国
の
な
か
で
最
も
低
い
部
類
に
あ

り
ま
す
。
日
本
は
大
き
な
政
府
で
は

な
く
、
む
し
ろ
小
さ
な
政
府
で
す
。

小
さ
な
政
府
で
軽
い
税
負
担
な
ん
で

す
が
、
そ
れ
で
も
税
収
が
政
府
の
規

模
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
低
い
。
増

税
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
や
り
方
と
し
て
、
不
十
分
な

サ
ー
ビ
ス
し
か
与
え
ず
、『
こ
の
ま

ま
で
は
財
政
が
破
綻
す
る
ぞ
』
と
、

国
民
を
脅
し
て
税
金
を
払
わ
せ
る
の

な
ら
問
題
で
す
。
こ
れ
で
は
恫
喝
国

家
で
す
」（
井
手
英
策
・
慶
応
大
学

教
授　

3/14

朝
日
）

　

財
政
状
況
に
対
す
る
危
機
感
は
必

要
だ
。
だ
が
財
政
再
建
は
ゴ
ー
ル
で

は
な
い
。
財
政
再
建
の
た
め
の
社
会

で
は
な
く
、
社
会
を
支
え
る
た
め
の

財
政
再
建
（
持
続
可
能
な
財
政
）
が

必
要
な
の
だ
。

　
「
日
本
は
～
先
進
国
の
な
か
で
き

わ
め
て
『
小
さ
な
政
府
』
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
小
さ
な
政
府
が
、
な
ぜ

空
前
の
財
政
赤
字
に
苦
し
み
、
反
対

に
な
ぜ
北
欧
諸
国
の
よ
う
な
支
出
の

大
き
な
政
府
が
、
時
に
は
財
政
黒
字

さ
え
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
～

結
局
の
と
こ
ろ
、
財
政
健
全
化
の
帰

趨
を
決
す
る
の
は
、
租
税
を
調
達
す

る
政
府
の
実
力
な
の
で
あ
る
。
中
間

層
を
受
益
者
と
し
、
財
政
高
権
（
徴

税
権
／
引
用
者
）
の
行
使
を
国
民
に

説
得
す
る
能
力
の
な
い
政
府
、
支
出

の
節
約
に
血
道
を
あ
げ
、
奪
い
合
い

を
是
と
す
る
政
府
は
、
租
税
抵
抗
を

生
み
、
財
政
赤
字
に
苦
し
む
こ
と
だ

ろ
う
」（
井
手
英
策　
「
日
本
財
政　

転
換
の
指
針
」
岩
波
新
書
）

　
「
租
税
を
調
達
す
る
政
府
の
実
力
」

と
は
、
ま
さ
に
民
主
主
義
の
成
熟
度

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
税
は
「
取
ら
れ

る
も
の
」
で
は
な
く
、
人
々
が
「
主

権
者
と
し
て
社
会
を
共
同
で
運
営
す

る
た
め
に
政
府
を
作
り
、
税
を
納
め

る
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
実

体
と
な
っ
て
い
る
か
。

　

そ
の
た
め
に
は
税
の
問
題
を
「
目

先
の
損
得
」
で
は
な
く
、
受
益
と
負

担
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
る
、
と
い

う
土
俵
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
回
の

消
費
増
税
は
、
本
来
は
「
税
と
社
会

保
障
の
一
体
改
革
」
と
い
う
問
題
設

定
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
受

益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
へ
一

歩
踏
み
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。

　

〇
四
年
参
院
選
で
当
時
の
民
主
党

（
岡
田
代
表
）
は
、
野
党
と
し
て
は

じ
め
て
「
年
金
財
源
の
た
め
の
消
費

増
税
」
を
掲
げ
て
、
議
席
、
得
票
と

も
自
民
党
を
上
回
っ
た
。「
税
と
社

会
保
障
の
一
体
改
革
」
を
め
ぐ
る
三

党
合
意
（
中
身
に
つ
い
て
の
議
論
は

別
と
し
て
）
を
可
能
に
し
た
の
は
、

永
田
町
の
力
学
や
駆
け
引
き
で
は
な

く
、
目
先
の
損
得
で
は
な
く
受
益
と

負
担
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
税
を
議
論
し

よ
う
と
い
う
民
意
の
集
積
に
ほ
か
な

ら
な
い
。「
財
政
破
綻
」の
脅
し
や「
景

気
後
退
」の
目
く
ら
ま
し
で
は
な
く
、

持
続
可
能
な
社
会
保
障
の
た
め
の
財

政
健
全
化
へ
と
、
議
論
を
進
め
る
べ

き
だ
。
そ
の
主
体
的
推
進
力
は
、
永

田
町
の
外
に
あ
る
。

受
益
と
負
担
、
選
択
と
集
中
を
議
論

す
る
民
主
主
義
を
自
治
の
現
場
か
ら

　

ま
ち
の
財
政
が
ど
う
な
っ
て
お

り
、
ど
う
な
り
う
る
か
、
受
益
と
負

担
を
「
見
え
る
化
」
し
て
市
民
と
議

論
す
る
―
自
治
分
権
の
現
場
で
、
改

革
に
取
り
組
む
首
長
が
や
っ
て
い
る

こ
と
だ
。
敬
老
祝
い
金
の
廃
止
や
減

額
、
ゴ
ミ
収
集
の
有
料
化
、
あ
る
い

は
老
朽
施
設
の
建
て
替
え
な
ど
を
め

ぐ
る
議
論
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
た

と
え
「
納
得
」
ま
で
は
い
か
な
く
て

も
少
な
く
と
も
「
理
解
」
は
得
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
合
意

形
成
の
レ
ベ
ル
も
、「
負
担
増
（
受

益
減
）
に
賛
成
か
、
反
対
か
」
と
い

う
レ
ベ
ル
を
卒
業
し
て
、
優
先
順
位

や
受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ

る
も
の
へ
と
深
化
し
て
い
く
。

　
「
尼
崎
市
で
も
、
過
去
の
借
金
の

返
済
、福
祉
に
か
か
る
費
用
の
増
大
、

老
朽
化
し
た
公
共
施
設
の
更
新
な
ど

多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
～

こ
う
し
た
中
、
～
実
感
す
る
こ
と
が

二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、

財
源
が
足
り
な
い
と
い
う
事
実
を
認

識
し
、
納
得
す
る
の
は
簡
単
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。～
も
う
一
つ
は
、

あ
れ
か
こ
れ
か
を
選
択
す
る
た
め
の

情
報
の
伝
え
方
が
ま
だ
不
十
分
と
い

う
点
だ
。
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
は
総

論
賛
成
、
各
論
反
対
に
な
る
こ
と
が

多
い
。
～
こ
の
場
合
、
そ
こ
で
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
説
明
す
る

だ
け
で
は
説
得
力
を
持
ち
に
く
い
。

取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
政
策
の
全

体
像
を
示
し
、
当
該
テ
ー
マ
の
位
置

付
け
や
論
点
を
共
通
の
理
解
と
し
て

い
か
な
け
れ
ば
、
優
先
順
位
は
議
論

で
き
な
い
。

　

～
財
源
が
足
り
て
い
な
い
現
実
を

共
有
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
改

革
を
先
送
り
す
る
リ
ス
ク
を
説
明

し
、
改
革
に
取
り
組
ん
だ
先
の
将
来

像
を
希
望
を
持
て
る
形
で
示
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
」（
稲
村
和
美
・
尼

崎
市
長　

朝
日2013/12/2

）

　

受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
財

政
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
的

公
正
の
観
点
か
ら
は
じ
め
て
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
財
政
が
厳
し
い
か

ら
○
○
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
え
ば
、

そ
の
受
益
者
が
反
対
す
る
の
は
当
然

だ
。
そ
れ
を
「
既
得
権
益
」
と
し
て

叩
い
て
も
、
自
治
も
民
主
主
義
も
前

に
は
進
ま
な
い
ど
こ
ろ
か
、
社
会
の

分
断
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

　

優
先
順
位
を
選
択
す
る
た
め
に

は
、
現
状
認
識
の
共
有
と
と
も
に

「
部
分
最
適
か
、
全
体
最
適
か
」「
現

状
最
適
か
、
将
来
最
適
か
」
と
い
っ

た
視
点
を
交
え
て
こ
そ
議
論
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
議
論
が
で
き
る
場
こ

そ
、議
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し
は
総
論
賛
成
、
各
論

反
対
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
～
こ
の

場
合
、
そ
こ
で
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

る
問
題
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
説
得

力
を
持
ち
に
く
い
。
取
り
組
も
う
と

し
て
い
る
政
策
の
全
体
像
を
示
し
、

当
該
テ
ー
マ
の
位
置
付
け
や
論
点
を

共
通
の
理
解
と
し
て
い
か
な
け
れ

ば
、
優
先
順
位
は
議
論
で
き
な
い
」

（
稲
村
・
尼
崎
市
長　

前
出
）
と
あ

る
よ
う
に
、
優
先
順
位
を
選
択
す
る

議
論
は
「
賛
成
、
反
対
」
と
い
う
だ

け
で
な
い
、
い
わ
ば
熟
議
が
不
可
欠

と
な
る
。
首
長
の
側
が
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
そ
れ
を
や
る
と
同

時
に
、
議
会
こ
そ
が
市
民
を
巻
き
込

ん
で
、
あ
る
い
は
市
民
に
開
か
れ
た

ア
リ
ー
ナ
と
し
て
こ
う
し
た
議
論
を

展
開
す
べ
き
で
あ
る
。

　

地
方
分
権
で
自
治
体
の
地
域
経
営

の
自
由
度
が
高
ま
る
な
か
、
議
会
が

地
域
経
営
に
責
任
を
持
つ
た
め
に

は
、
議
会
自
ら
が
情
報
を
市
民
と
共

有
し
、
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
討
論
能

力
を
高
め
る
こ
と
が
問
わ
れ
る
段
階

に
入
り
つ
つ
あ
る
（416

号
廣
瀬
克

哉
・
法
政
大
学
教
授
、418

号
江
藤

俊
昭･

山
梨
学
院
大
学
教
授　

参

照
）。「
超
高
齢
社
会
を
迎
え
限
ら
れ

た
予
算
の
中
、
厳
格
な
選
択
と
集
中

を
行
わ
な
け
れ
ば
自
治
体
経
営
は
成

り
立
た
な
い
。
政
策
を
決
め
る
過
程

で
十
分
な
討
論
を
行
い
住
民
理
解
を

得
る
こ
と
で
、
初
め
て
（
議
会
）
基

本
条
例
は
生
か
さ
れ
る
」（
中
尾
修　

毎
日3/6

）

　

市
民
の
側
に
も
「
よ
り
い
っ
そ
う

の
参
加
」
が
求
め
ら
れ
る
。
北
本
市

で
は
新
駅
建
設
の
是
非
を
、
住
民
投

票
で
問
う
た
。
財
政
的
に
は
十
分
裏

づ
け
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
多
額
の

投
資
と
な
る
た
め
市
民
の
意
思
を
問

う
べ
き
だ
と
、
市
長
が
提
案
し
た
も

の
で
あ
る
。
結
果
、
新
駅
建
設
に
反

対
が
圧
倒
的
多
数
と
な
り
、
計
画
は

白
紙
と
な
っ
た
。

　

住
民
投
票
に
つ
い
て
、
賛
否
に
単

純
化
す
る
こ
と
の
弊
害
を
指
摘
す
る

向
き
が
あ
る
が
、
自
分
た
ち
の
一
票

で
決
ま
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

市
民
の
な
か
で
問
題
提
起
や
議
論
が

活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新

駅
の
是
非
の
み
な
ら
ず
、「
ま
ち
の

財
政
は
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な

り
う
る
か
」、「
人
口
減
時
代
の
ま
ち

づ
く
り
を
ど
う
す
る
か
」
な
ど
が
活

発
に
議
論
さ
れ
る
。

　

同
時
に
そ
の
選
択
の
結
果
に
つ
い

て
も
、
市
民
の
責
任
と
な
る
。
住
民

投
票
を
し
て
「
反
対
、
後
は
市
長
が

考
え
ろ
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
住
民
投
票
を
契
機
と
し
て
、
受

益
と
負
担
、
選
択
と
集
中
を
め
ぐ
る

議
論
へ
と
深
化
・
発
展
し
て
い
く
可

能
性
、課
題
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

受
益
と
負
担
を
め
ぐ
る
議
論
を
、

信
頼
と
連
帯
の
糸
口
と
す
る
た
め
に

　

受
益
と
負
担
を
め
ぐ
る
議
論
は
し

か
し
、
時
と
し
て
分
断
と
不
信
に
転

じ
る
場
合
が
あ
る
。
財
政
が
厳
し
い

か
ら
○
○
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
え

ば
、
そ
の
受
益
者
は
反
対
す
る
。
そ

れ
を
「
既
得
権
益
」「
敵
」
と
い
っ

て
叩
く
と
い
う
や
り
方
で
は
、「
財

政
高
権
の
行
使
を
国
民
に
説
得
す
る

能
力
の
な
い
政
府
」（
井
手　

前
出
）

と
分
断
社
会
し
か
生
み
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
れ
は
え
て
し
て
都
市

部
に
見
ら
れ
る
構
図
で
あ
る
。

　
「
負
担
増
の
議
論
が
俎
上
に
あ
が

る
と
、
決
ま
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
の

は
『
ど
こ
か
に
ズ
ル
を
し
て
い
る
人

が
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
人

を
放
置
し
た
ま
ま
で
は
、
負
担
は
引

き
受
け
ら
れ
な
い
』
と
い
う
訴
え
で

あ
る
。
こ
れ
は
単
に
経
済
だ
け
の
話

で
は
な
い
。
社
会
に
お
け
る
『
厄
介

事
』
の
背
景
に
は
、
ど
こ
か
に
『
真

犯
人
』
が
い
て
、
そ
れ
を
た
た
け
ば

解
決
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
単
純
化

さ
れ
た
世
界
観
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
～
そ
う
や
っ
て
い
わ
ば
『
モ

グ
ラ
た
た
き
』
を
20
年
以
上
続
け
て

き
た
日
本
社
会
に
残
っ
た
の
は
、
根

強
い
相
互
不
信
の
闇
だ
け
で
は
な
い

の
か
。

　

私
た
ち
は
そ
ろ
そ
ろ
、
こ
の
よ
う

な
他
罰
的
な
思
考
習
慣
か
ら
卒
業
す

べ
き
だ
ろ
う
。
今
こ
の
社
会
に
必
要

な
の
は
、
言
葉
通
り
の
意
味
で
、
仲

間
と
と
も
に
協
力
し
て
何
か
を
成
し

遂
げ
る
と
い
う
、
少
し
青
臭
い
が
、

健
康
で
常
識
的
な
生
き
方
で
あ
る
は

ず
だ
。

　

そ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

く
る
の
が
、『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
意

識
の
再
構
築
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
相

互
監
視
を
強
化
し
よ
う
な
ど
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
～
仲
間
の

た
め
な
ら
負
担
増
も
引
き
受
け
よ

う
、
そ
う
い
う
気
概
も
生
ま
れ
て
く

る
は
ず
だ
。
会
っ
た
こ
と
も
見
た
こ

と
も
な
い
、
し
か
し
き
っ
と
ど
こ
か

で
つ
な
が
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
私
た
ち
の
社
会
を

間
違
い
な
く
支
え
て
い
る
」（
神
里

達
博
・
大
阪
大
特
任
准
教
授　

朝
日

2013/12/2

）

　

例
え
ば3.11

後
は
、
そ
れ
ま
で

は
考
え
も
し
な
か
っ
た
「
コ
ン
セ
ン

ト
の
先
」
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

抜
き
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
発
の
問

題
を
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
は
ず
だ
。
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
、
社
会
の
支
え
あ
い
と
い
う
も

の
を
可
視
化
し
て
い
る
の
も
、3.11

後
の
新
し
い
現
実
だ
ろ
う
。
受
益
と

負
担
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
信
頼
と
連

帯
の
糸
口
と
す
る
か
、
不
信
と
分
断

の
連
鎖
に
転
じ
る
か
。3.11

後
の
新

し
い
現
実
を
、
負
担
増
を
ま
と
も
に

議
論
で
き
る
民
主
主
義
の
力
へ
と
成

長
さ
せ
て
い
こ
う
。

　

４
／
13
東
京
、
４
／
27
京
都
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
な
ら
び
に
５
／
17
総

会
で
は
、
こ
う
い
う
議
論
を
進
め
て

い
き
た
い
。

受
益
と
負
担
の
議
論
を
、
信
頼
と
連
帯
の
糸
口

に
で
き
る
民
主
主
義
へ
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