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経
済
成
長
と
国
債
発
行

i
日
本
経
済
に
お
け
る
国
債
発
行
論
の
意
義
ー
ー

一経済成長と国債発行一63

あニーは

　
目
　
　
次

し
　
が
　
き

経
済
成
長
と
租
税
収
入

国
債
発
行
の
問
題
点

と
　
が
　
き

は
し
が
き

高
　
川

清

明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
現
在
、
わ
が
国
で
は
国
債
発
行
に
関
し
て
さ
か
ん
に
論
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
第
二
次
佐
藤
内
閣
が
、

こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
国
債
発
行
に
対
し
て
、
公
式
見
解
を
発
表
し
て
以
来
、
国
債
の
発
行
が
現
段
階
の

不
況
克
服
の
妙
薬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
さ
え
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
国
債
発
行
論
の
生
じ
た
国
民
経
済
的
な
基
盤
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
国
債
発
行
論
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
疑
間
を
提
出
し
た
い
と
思
う
。

　
こ
こ
で
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
鈴
木
武
雄
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
わ
が
困
で
問
題
に
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（
2
）

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
　
「
国
債
発
行
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
費
調
達
お
よ
び
そ

の
後
の
戦
後
処
理
の
手
段
と
し
て
内
国
債
が
発
行
さ
れ
、
こ
れ
が
国
民
経
済
に
対
し
て
大
き
な
害
悪
を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実

か
ら
、
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
財
政
法
は
、
財
政
支
出
を
原
則
と
し
て
租
税
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
た
の

　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
、
健
全
財
政
主
義
が
建
て
前
と
な
り
、
年
次
均
衡
予
算
制
度
が
原
則
的
に
は
維
持
さ
れ
て
き
た
。

　
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
、
財
政
の
占
め
る
比
重
が
次
第
に
大
ぎ
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
国
民
経
済
に
お
い
て
果
た
す
財
政
活
動
の
役
割
は
、
今
後
も
大
ぎ
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
小
さ
く
な
る
こ
と
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は

考
え
ら
れ
え
な
い
。
そ
の
財
政
の
活
動
の
基
盤
と
な
る
べ
ぎ
財
政
収
入
を
構
成
す
る
大
き
な
要
素
は
、
租
税
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

租
税
支
払
者
の
租
税
負
担
能
力
は
、
財
政
需
要
と
正
比
例
的
な
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
ま
し
て
無
限
で
は
あ
り
え
な
い
。

税
収
は
、
財
政
そ
れ
自
体
の
資
金
需
要
を
ま
か
な
う
に
は
十
分
と
い
い
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
、
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
資
金
を
ま
か
な
う
方
途
は
、
国
債
発
行
に
求
め
る
他
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
現
段
階
の
わ
が
国
の
経
済
が
不
況
に
あ
る
と
い
う
認
識
の
う
え
に
立
て
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
景
気
調

整
の
た
め
の
財
政
政
策
と
し
て
国
債
政
策
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
か
ら
、
い
た
ず
ら
に
古
典
的
な
健
全
財
政
思
想
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
国
債
不
発
行
主
義
を
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
代
の
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
財
政
の
地
位
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
着
眼
す
れ
ば
、

当
然
生
ず
る
理
論
的
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
る
国
債
発
行
論
は
、
一
般
的
で
あ
り
、
　
「
正
統

（
5
）

的
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
一
般
的
で
あ
り
、
正
統
的
で
あ
る
考
え
方
を
基
礎
に
し
た
う
え
で
、
わ
が
国
の
現
下
の
国
債
発
行
論
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
「
日
本
財
政
は
、
こ
れ
ま
で
、
『
高
度
成
長
の
促
進
』
あ
る
い
は
、
そ
の
『
ひ
ず
み
の
是
正
』
の
名
分
の
も
と
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に
、
と
く
に
過
去
一
〇
年
来
、
異
常
な
財
政
規
模
の
膨
脹
を
つ
づ
け
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
『
高
度
成
長
』
の
停
滞
、
さ
ら
に
昨

年
来
の
不
況
の
深
刻
化
は
、
租
税
収
入
を
大
宗
と
す
る
財
源
の
伸
長
率
を
鈍
ら
せ
、
…
…
逆
に
三
九
年
度
税
収
決
算
は
実
質
赤
字
を
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ま
で
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
L
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
背
景
と
し
て
生
じ
て
き
た
国
債
発
行
論
に
関
し
て
、
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

（
1
）
　
本
稿
で
意
味
す
る
国
債
は
、
財
政
予
算
上
租
税
収
入
を
超
過
す
る
赤
字
支
出
分
を
埋
め
合
せ
る
た
め
に
発
行
さ
れ
る
長
期
債
で
あ
る
。
し
た
が

　
　
っ
て
、
短
期
証
券
、
政
府
保
証
債
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
債
の
意
味
を
限
定
す
る
理
由
は
、
現
在
問
題
と
さ
れ
て
い
る
国
債
発
行
に
の

　
　
み
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
引
用
文
献
の
都
合
に
よ
り
、
公
債
と
い
う
語
を
用
い
て
も
、
特
別
に
断
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
国

　
　
債
と
同
じ
意
味
を
も
つ
。

（
2
）
　
鈴
木
武
雄
教
授
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
現
在
わ
が
国
に
お
け
る
公
債
問
題
が
、
公
債
の
累
積
に
あ
る
の
で
は
な
K
て
、

　
　
政
府
の
公
債
非
募
債
主
義
の
堅
持
の
可
否
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
公
償
の
累
積
が
あ
ま
り
に
巨
額
で
あ
る
の
で
、
新
た
な

　
　
増
発
を
や
め
、
既
発
債
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
通
例
の
い
わ
ゆ
る
公
債
問
題
と
は
ち
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
理
由
か
ら
公
債
を

　
　
も
っ
と
発
行
す
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
過
剰
流
動
性
の
問
題
で
は
な
く
、
過
小
流
動
性
の
も
と
に
お
け
る

　
　
問
題
、
こ
こ
に
、
現
在
に
お
け
る
わ
が
国
の
公
債
問
題
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（
「
公
債
論
」
、

　
　
財
政
学
講
座
（
島
恭
彦
・
林
栄
夫
編
）
1
、
　
一
九
六
五
年
、
　
一
八
六
頁
）
。

（
3
）
　
財
政
法
で
は
つ
ぎ
の
条
項
が
あ
る
。

　
　
　
第
四
条
〔
歳
出
財
源
の
制
限
〕
①
国
の
歳
出
は
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
以
て
、
そ
の
財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
共

　
　
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
（
②
、
③
は
省
略
）

　
　
　
第
五
条
〔
公
債
発
行
及
び
借
入
の
制
限
〕
す
べ
て
、
公
債
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
に
こ
れ
を
引
き
受
け
さ
せ
、
又
、
借
入
金
の
借
入

　
　
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
か
ら
こ
れ
を
借
り
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の

　
　
範
囲
内
で
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
4
）
　
昭
和
二
二
年
の
財
政
法
制
定
以
後
、
ま
っ
た
く
国
債
が
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
　
一
般
会
計
で
は
、
損
失
補
償
を
目
的
と
し

　
　
た
漁
業
証
券
な
ど
、
弔
慰
金
、
給
付
金
を
目
酌
と
し
た
遺
族
国
債
、
引
揚
者
国
債
、
特
別
給
付
金
（
未
亡
人
国
債
）
な
ど
、
出
資
を
目
靭
と
し
光
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国
際
通
貨
基
金
出
資
国
債
、
国
際
開
発
協
会
出
資
国
憤
な
ど
が
あ
る
、
ま
た
、
特
別
会
計
で
は
農
地
証
券
お
よ
び
特
別
減
税
国
債
な
ど
が
あ
る

　
　
（
前
川
憲
一
編
「
図
説
日
本
の
財
政
昭
和
四
〇
年
度
版
」
、
　
一
八
五
ー
六
頁
参
照
）
。

（
5
）
　
木
下
和
夫
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
国
債
発
行
を
「
わ
が
国
の
金
融
機
構
な
い
し
金
融
組
織
の
再
編
成
を
行
な
う
た
め
の
手
段
と
す
る
も
の
、
ま
た
日
本
経
済
が
現
在
全
般
的
な
供

　
　
給
過
剰
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
判
断
に
も
と
つ
い
て
有
効
需
要
創
出
の
方
法
と
し
て
考
え
る
も
の
、
さ
ら
に
は
国
民
所
得
に
対
す
る
租
税
負
担
率

　
　
が
す
で
に
限
界
に
達
し
て
お
り
、
か
つ
増
大
す
る
財
政
需
要
に
応
ず
る
た
め
に
は
公
債
発
行
以
外
に
途
は
な
い
と
い
う
も
の
等
々
：
：
．
．
こ
れ
ら
の

　
　
論
拠
は
最
近
の
公
債
発
行
論
に
比
べ
れ
ば
、
む
し
ろ
『
正
統
的
』
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
　
（
「
公
債
発
行
の
条
件
」
、
目
由
、
昭
和
四
〇
年
九
月

　
　
号
、
七
八
－
九
頁
）
。

（
6
）
　
高
橋
誠
「
深
刻
化
す
る
財
源
難
の
日
本
財
政
」
、
経
済
評
論
、
昭
和
四
〇
年
八
月
号
、
五
三
頁
。
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一
　
経
済
成
長
と
租
税
収
入

　
国
債
発
行
論
の
論
拠
は
、
種
々
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
き
に
述
べ
た
財
政
規
模
の
拡
大
と
他
面
に
お
け
る
租
税
負
担
力
の

限
界
、
景
気
対
策
と
し
て
の
赤
字
支
出
の
必
要
な
ど
指
摘
で
き
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
そ
の
他
に
も
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
経
済
が
高
度
成
長
を
達
成
し
て
き
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
高
度
成
長
か
ら
生

ず
る
ゆ
が
み
を
是
正
し
た
り
、
さ
ら
に
高
度
成
長
を
促
進
し
た
り
す
る
た
め
に
、
財
政
支
出
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
増
税
で
は
な
く
、
国
債
発
行
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
高
度
成
長
か
ら
生
じ
た
ひ
ず
み
、
と
く
に
社

会
資
本
の
充
実
が
立
ち
遅
れ
、
こ
の
面
で
の
公
共
投
資
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
の
資
金
を
国
債
発
行
に
よ
っ
て
、
ま
か
な
お
う

と
す
る
考
え
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
三
宅
武
雄
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
「
わ
が
国
で
は
先
進
国
に
比
較
し
て
国
民
所
得
に
対
す
る
国
債
発
行
残
高
の
占
め
る
比
率
が
低

い
こ
と
を
あ
げ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
発
行
限
度
に
対
す
る
指
標
と
な
っ
て
も
、
発
行
の
論
拠
と
し
て
は
弱
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
欧
米
先
進
国
で
は
国
債
が
オ
ペ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
国
債
が
少
な
い
の
で
欧
米
先
進
国
の
よ
う
な
公
開
市
場
操

作
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
日
本
で
も
、
国
債
を
発
行
し
て
公
開
市
場
操
作
を
行
な
う
よ
う
に
す
べ
し
と
主
張
さ
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
は
全
く
本
末
転
倒
し
た
考
え
で
あ
る
」
。

　
さ
ら
に
、
金
融
政
策
な
い
し
金
融
正
常
化
と
関
連
し
て
の
国
債
発
行
論
も
あ
る
。
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ロ
ー
ン
は
種
々
の
事
情
に
よ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
国
債
を
発
行
し
な
い
健
全
財
政
に
よ
る
揚
超
に
基
因
す
る
点
も
あ
る
。
ま
た
、
新
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ン
の
持
続
的
な
実
行
の
た
め
に
は
そ
の
対
象
と
し
て
国
債
が
最
適
で
あ
る
の
で
、
国
債
を
発
行
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
種
々
の
形
で
、
国
債
発
行
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
背
景
を
探
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
高
橋
助
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
「
戦
後
二
〇
年
、
敗
戦
直
後
か
ら
立
ち
直
り
、
『
高
度
成
長
』
を
謳
歌
し
て
き
た
日
本
経
済
も
、
過
去
の
経
済
発
展
を
通
じ
て
い
ま
だ

経
験
し
な
か
っ
た
新
し
い
危
機
的
様
相
を
露
呈
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
局
面
の
日
本
経
済
に
お
い
て
、
日
本
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
、
こ
の
経
済
的
危
機
を
反
映
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
た
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
現
段
階
の
わ
が
国
の
状
態
を
、
い
っ
そ
う
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
も
な
い
と
国
債
発

行
問
題
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
国
債
問
題
を
考
え
て
み
る
場
合
、
も
う
一
つ
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
最

近
の
国
債
発
行
論
の
よ
う
な
特
定
の
減
税
措
置
と
国
債
発
行
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
財
政
運
営
の
あ
り
方
と
し
て
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

債
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
1
表
の
よ
う
な
形
で
の
国
債
発
行
論
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
側
か
ら
の
要
求
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
論
議
は
、
少
な
く
と
も
第
二
次
大
戦

後
の
わ
が
国
の
経
済
の
推
移
と
、
そ
の
な
か
に
置
か
れ
た
財
政
の
位
置
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。



68

一
商
学
論
叢
一

〈
2
72
）

普 　 一 　 賜

o＞
薗

彦
註

壊

皿

一 ゜ 　 蹄 鋳 灘 鳥 融 田 e 陸 ざ

b 。 ° 　 凝 識 C 浮 囲 漁 蕊 「 洋

　 恥 薗 寵 曝 踏 」 時 聾 可 瞭

、 藩 算 臼 き π 画 許 弊 嘩 謙

　 鉛 叫 び

　 「 圃 囲 脚 猷 」 覇 蒸 ㊦

詩 3 噛 蹄 淋 課 ” 翠 奄 課

㊦ 蒐 勲 嘩 識 舜 “

　 蹄 葺 轟 渇 砲 田 ㊦ 葎 騒

㊦ 灘 課 》 臨

　 引 笥 灘 融 偉 C ＾ 》 錯

講 ㊦ × 、 寸 受 純 ・ ， M Y

て ・ 凡 、 ▽ 「 鱒 商 礫 叫 び

謙 諭 戴

し
。 ｩ 田

ω 誉 田

（ α 樹 囲 ）

じ
っ ﾝ 田

（
一 Z 槍 謡 ）

一 湯

α る O O

　 　 繍 田

虫 　 　 卿 　 顯 　 　 耳

皿

一 ゜ 　 湘 醗 感 譲 詩

卜 。 ° 　 寧 　 露

ω ゜ 　 箆 課 顯 蘇 瞭 甲 〔 載 盆 ー

　 諦 掛 4 期 ぴ 噂 び

　 命 淋 O 欝 課 盛 ㊦ 卜 。 O 獣

盆 脹 蓋 甲 臼 違 C ＾ 堕 掛 茸

叫 び
田

謙 識 融 尊

詮 申 ㎝ 獣

①
盗
崖

～
燭
LR

ト
邑

@　
o

o 柚
　

獣

脹
tW

漫
露

浮
申

く
甲

o
　
艸

9益
獣

諮 　 　 勢 摩 　 　 θ 　 　 蒔

一 ゜ 　 》 露 謙 諭 感 覇 浮 踏 博 嘩 「 蹄 誹 藤 田 眼 慧 」

　 π 瞬 ∬ 恥 分 淋 甲 臼 漸 奪 叫 び

b ⊃ ’ 　 恥 蹄 淋 ㌶ 卵 ㊦ 蹄 除 感 鱒 麹 識 露 O 》 き 嘩

　 薗 簸 ～ 磐 識 甲 艸 四 磐 蕪 O 》 き 鴬 野 q u ー

　 、 ▽ ㊦ 漸 寮 嘩 叫 “

一 ． 　 磐 勲 壌 C 圧 C θ 嵐 叢 強 藏 伴 叫 び

ト 。 ． 　 戴 臨 麟 旨

ω ゜ 　 奪 煎 渇 睡 ゆ を 醗 渦 舜 圃 囲 譲 冷 誘 萬 卿 葎

　 ゆ 議 甲 け 蝉 認 箕 羅 融 雌 踊 ぐ ・ ン き 》 臨 嘩 踊

　 ぐ ・ 湘 叫

一 ’ 掻 車 》 塞 叫 「 蹄 軽 灘 渇 袖 H 螺 隆 除 」 伴

　 C ＾ 離 塾 昌 ＾ ℃ 　 ㎝ 醤 囲 無 露 叫 び ゜

卜 ⊃ ° 　 窃 醤 薄 ℃ 》 淋 ㌶ 逸 識 “ ひ 獄 ⇒ 算 田 磐 甲 臼

　 違 叫 び 憩 》 除 嵐 簸 甲 臼 母 ＾ び

一 ゜ 　 針 濾 圏 諦 蹄 臨 （ 一 竃 卵 田 ） O 一 〇 獣 嘩 遍 照

　 ㏄ C ＾ 吟 薄 ㊦ 丑 C 圧 π 跨 O 藤 蟄 難 欝 嘩 踊

　 ぐ ・ 旨 q ” 灘 碧 叫 び

ト 。 ° 　 聾 謙 議 書 蹄 臨 蕊 難 訪 蕪 》 診 嘩 薗 簸 ～

　 獄 猷 ㌶ 郎 き 嘩 田 墜 π 薗 叫 縣 窃 齢 誤 以 甲 博 ぴ

薯 弼 お ー 留 （ ゆ 費 て 義 山 k 律 知 ） ・ 訓 蹄 海 鳥 （ 心 毒 蛭 需 母 蹄 知 y 圏 噸 譲 ー 捜 （ 柑 毎 斌 需 斗 洋 知 ） 智 鈴 q 繍 曙 繍 （ 皿 湘 闘 雌 洋 知 ） 卸 ㊦ 黒 謬 鱒 粗 轡 f 葎 伊 ㊦ ℃



（273）経済成長と国債発行一69

　
財
政
運
営
の
あ
り
方
と
し
て
国
債
の
存
在
の
有
無
を
論
ず
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
も
う
一
つ
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
よ
う

に
、
国
債
そ
の
も
の
を
論
ず
る
よ
り
も
、
ま
ず
政
策
目
標
の
設
定
が
先
決
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
設
定
さ
れ
た
政
策
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
、
国
債
が
発
行
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
新
規
に
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
の
意
義
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
国
家
財
政
の
特
質
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
財
政
の
状
態
を
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。

　
「
戦
後
の
財
政
イ
ン
フ
レ
を
収
束
す
る
た
め
の
安
定
政
策
が
発
動
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
三
年
下
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
が
財

政
面
で
具
体
化
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
四
年
度
予
算
か
ら
で
あ
っ
て
、
単
一
為
替
レ
ー
ト
の
設
定
と
な
ら
ん
で
採
用
さ
れ
た
総
合
均
衡
予

算
が
こ
れ
で
あ
る
。
総
合
均
衡
と
い
う
の
は
、
一
般
会
計
に
お
け
る
経
常
収
支
ば
か
り
で
な
く
特
別
会
計
を
ふ
く
む
国
家
財
政
の
全
面
に

わ
た
っ
て
、
収
支
勘
定
の
赤
字
を
絶
対
に
だ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
そ
そ
れ
は
、
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
ば
か
り
で
な
く
黒
字
を
生

む
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
黒
字
す
な
わ
ち
財
政
剰
余
を
生
む
場
合
、
超
均
衡
財
政
と
い
う
奇
妙
な
言
葉
さ
え
使
わ
れ
て
き
た
。
イ
ン
フ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

収
束
を
目
的
と
す
る
総
合
均
衡
予
算
は
当
然
政
府
の
財
政
支
出
を
極
力
緊
縮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
昭
和
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
度
ま
で
維
持
さ
れ
、
翌
二
六
年
度
当
初
予
算
を
境
に
し
て
現
在
ま
で
、
年
平
琢
一
割
を
上
廻
る
増
加
率
を
も
っ
て
拡
大
し
っ
づ
け
た
。

も
ち
ろ
ん
馨
均
衡
は
肇
さ
れ
た
け
れ
ど
土
般
A
庭
學
る
か
ぎ
り
蕎
が
収
入
源
と
な
ξ
」
と
は
全
く
な
壌

こ
こ
に
・
わ
が
国
の
財
政
の
；
の
変
化
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
ぎ
る
恵
茱
そ
れ
は
・
「
初
期
の
『
総
ム
最
支
の
均
衡
』
と
い
う

考
え
方
が
そ
の
後
『
一
般
会
計
の
収
支
均
衡
』
と
い
う
考
え
方
に
変
わ
り
、
政
府
事
業
に
つ
い
て
は
政
府
保
証
債
の
発
行
が
認
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

に
い
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
会
計
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
以
後
歳
出
を
経
常
歳
入
の
範
囲
内
に
か
ぎ
る
『
健
全
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

政
主
義
の
原
則
が
一
貫
し
て
堅
持
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
に
、
見
い
出
す
こ
と
が
博
き
る
の
で
あ
る
。
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第2表財政収支の構成化
個人税お 法人税お 間　　接 官公事業 （控　除） 社会保険 政府収 政府収

年　　　次 よび税外 よぴ税外 政府の負 に対する 入合計
負担 負担 事業税 剰余等 債利子 負担 入合計 （10億円）

21年度 44．7 8．1 1　47．8 ｛　・4．3
一

3．71 100．0 50．8

22〃 44．1 5．5 1　55．2 △6．3
一

1．8 100．0 233．8

23〃 37．2 6．7 58．6 △6．9
一

4．4 100．0
　
6
0
1
．
5
1

24　〃 31．9 9．1 47．6 …6．2
一

5．2 100．0 11・029・7

8．1

7．8

9．2

9．4

100．0

100．0

100．0

100．0

　　902．1

11，211．1
1

1，336．7

1，512．8
11

：
l
l
：
引

10．8

11．8

11．9

11．6

100．0

100．0

100．0

100．0

1，580．4

1，619．1

il，859．0

12．5

13．5

14．1

100．0

100．0

100．0

100．0

2，174．4

2，217．8

2，545．6

3，218．9

3，984．9

100．O　i4，452．2

100．0　’5，082．5

2．7

2．9

2・9｝

2．6…

2．11

12．5

12．5

12．3

1．7

1．6

1．5

届
翻
届
射
鴉
銘
脳
翻
翻

12・iL

19．Ol

　　　I16．7！

15．33
15．，i

45．2

42．9

46．9

47．2

　
　
謁
ユ
潟

。7

S
5
　
翫
　
5
　
5
4

14．5

16．3

19．6

16・91

19．2

21．

21．2

2L1

O
l

47．4

47．7

47。4i

46．ii

47，61

46．8
　　　　1

44．71

43．5

40．8

40．120．3

32．0

26．1

27．3

26．9

25．8

25．7

24．2

19．4

19．7

18．4

18．7

18。9

21．1

22．2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（注）　国民所得白書昭和38年度版より作製

　
わ
が
国
の
財
政
は
、
＝
圓
に
お
い
て
、
国
民
経
済

の
な
か
で
そ
の
占
め
る
位
置
を
次
第
に
大
ぎ
く
し
、

当
初
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
『
総
合
収
支
の
均
衡
』

を
、
　
『
一
般
会
計
の
収
支
均
衡
』
と
い
う
こ
と
に
か

え
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
、
財
政
需
要
が
増
大
し
て

き
た
。
他
面
に
お
い
て
、
財
政
需
要
が
増
大
し
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
な
お
一
般
会
計
に

か
ん
す
る
か
ぎ
り
『
健
全
財
政
主
義
』
を
維
持
し
え

た
。
そ
の
原
因
を
一
口
で
い
え
ば
、
税
収
の
の
び
の

お
か
げ
で
あ
っ
た
。

　
第
2
表
か
ら
財
政
の
規
模
の
変
化
と
そ
の
要
因
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
公
事
業
剰
余
金

は
、
昭
和
九
1
＝
年
の
平
均
で
は
財
政
収
入
の

一
五
・
三
％
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
次

大
戦
後
は
三
分
の
一
に
低
下
し
て
い
る
。
間
接
事
業

税
も
昭
和
九
1
＝
年
の
平
均
で
は
五
〇
・
五
％

を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
、
昭
和
三
八
年
度
で
は
四

〇
・
一
％
へ
と
そ
の
比
重
を
減
じ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
し
て
清
水
哲
之
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
「
こ
れ
に
た
い
し
社
会
保
険
負
担
を
ふ
く
む
税
負
担
が
著
し
く
比
重
を
増
大
し
、
と
く
に
社
会
保
険
負
担
と
法
人
課
税
の
増
加
が
著
し

く
、
前
者
は
三
七
年
度
に
は
基
準
年
次
〔
昭
和
九
ー
一
一
年
平
均
t
注
筆
者
〕
の
ほ
ぼ
七
倍
の
比
重
を
占
め
、
後
者
は
戦
後
の
『
法
人
成

り
』
に
よ
る
影
響
も
あ
る
が
、
独
占
資
本
の
成
長
と
強
化
を
反
映
し
て
、
三
七
年
度
に
は
基
準
年
次
の
一
二
・
五
％
か
ら
二
一
．
一
％

〔
三
八
年
度
二
〇
・
三
％
〕
に
比
重
を
高
め
、
戦
後
日
本
の
公
債
発
行
禁
止
後
に
お
け
る
財
政
規
模
の
膨
脹
を
収
入
面
で
支
え
て
い
る
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
重
要
な
柱
に
な
っ
て
い
る
」
。

　
さ
ら
に
、
税
収
が
の
び
て
き
た
背
景
を
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
昭
和
三
四
年
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
高
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

成
長
」
の
過
程
に
お
い
て
は
、
租
税
の
大
幅
の
自
然
増
収
が
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
こ
れ
を
基
盤
に
さ
ら
に
積
極
的
な
財
政

政
策
を
お
こ
な
い
、
財
政
政
策
が
経
済
成
長
を
主
導
す
る
と
い
う
過
程
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
経
済
成
長
ー
↓
自
然
増
収
↓

積
極
財
政
↓
経
済
成
長
1
↓
自
然
増
収
↓
積
極
財
政
と
い
う
、
積
極
財
政
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か

で
財
政
は
、
当
初
か
ら
か
な
り
の
積
極
性
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
民
間
の
さ
ら
に
高
い
率
の
経
済

成
長
は
財
政
の
伸
び
を
か
な
り
上
ま
わ
り
、
そ
れ
が
ま
た
財
政
に
は
ね
か
え
っ
て
、
相
当
額
の
決
算
剰
余
金
を
生
ず
る
と
い
う
結
果
を
も

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

た
ら
し
た
の
で
あ
る
」
。

　
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
「
総
合
収
支
の
均
衡
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
二
般
会
計
の
収
支
均
衡
」
と
い
う
こ
と

に
次
第
に
変
化
し
て
き
た
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
財
政
需
要
の
増
加
を
も
っ
ぱ
ら
税
収
の
増
加
に
よ
っ
て
ま
か
な
い
、
そ
し
て
年
々

の
純
自
然
増
収
額
が
そ
の
十
分
な
支
え
を
提
供
し
た
こ
と
に
よ
り
、
均
衡
財
政
と
い
う
一
つ
の
原
則
を
守
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
現
代
の
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
理
論
が
主
張
す
る
よ
う
な
不
況
の
際
の
予
算
の
赤
字
部
分
を
補
て
ん
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

税
の
増
収
分
が
繰
り
越
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
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簡
単
に
い
え
ば
、
　
「
総
合
収
支
の
均
衡
」
が
、
一
般
会
計
の
収
支
均
衡
」
へ
と
、
そ
の
、
均
衡
」
が
重
点
を
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
背
後
に
は
、
わ
が
国
の
財
政
需
要
が
増
大
を
示
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
し
て
、
総
合
収
支
が
均
衡
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
支
出
が
収
入
を
超
過
し
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
差
額
は
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
形
で
の
各
種
の
公
債
に
よ
っ
て
補
て
ん
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
保
債
を

も
含
め
た
広
義
の
公
債
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
な
お
、
国
債
発
行

論
議
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
わ
が
国
の
現
段
階
に
お
け
る
国
債
発
行
論
の
根
底
を
な
す
も
の
は
、
一
口
で
い
え
ば
財
源
難
で
あ
る
。
財
源
難
そ
の
も
の
は
、
財
政
の

国
民
経
済
に
お
い
て
果
た
す
役
割
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
当
然
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
財
源
難
の
深
刻
化
と
い
っ
た

ほ
う
が
、
い
っ
そ
う
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
財
源
難
の
深
刻
さ
が
顕
在
化
し
た
の
は
、
日
本
経
済
が
「
転
型
期
」
を
む
か
え
た
と
も
規
定
さ
れ
た
昭
和
三
七
年
度
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
財
政
そ
れ
自
体
の
変
化
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
経
済
情
勢
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

現
局
面
の
不
況
と
国
債
発
行
と
を
直
結
さ
せ
て
考
え
る
に
し
て
も
、
昭
和
三
七
年
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
事
態
を
み
つ

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
わ
が
国
の
経
済
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
商
品
の
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
く
ず
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
需
給
面
で
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
が
企
業
に
与
え
る
影
響
は
、
な
か
ん
ず
く
利
益
率
の
低
下
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
第
3
表
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
企
業
の
利
益
率
が
第
3
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
わ
が
国
の
経
済
の
状
態
を
示
す
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ

ー
で
も
あ
ろ
う
。
一
方
に
お
い
て
、
財
政
収
支
の
面
で
変
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
三
七
年
度

を
転
機
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
企
業
の
利
益
率
の
低
下
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
お
そ
ら
く
、
そ
の
背
後
に
は
、
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第3表利益率の推移 （単位％）

膓上轟興隣，上評劃撃益本劃欝幕次年

蹄
蛤
脳
舗
記
”
”

12．1

12．7

15．1

13．8

12．1

11．1

11．5

3．0

3．0

3．6

3．8

3．7

3．3

3．3

12．8

13．8

15．8

15．1

14．4

13．9

14．1

昭33
　　34

　　　35

　　36

　　37

　　38

　　39

注経済白書昭和40年度版59ページより
備考　1．粗利益＝減価償却＋営業利益（税込）

　　　2・純　益；税引後純利益

第4表高度成長・現段階・租税印紙収入伸長比較

　G・N・P

前年度比
決算剰余税制改正調整後の
　（赤字△）　　決算額の前年度比補正後予算額

121．0

116．7

120．9

108．9

116．3

112．9
（見込）

111．0
（見込）

121．4％

134．0

130．4

116．9

118．7

　　　349億

　　　937

1，981

　　　175

　　　181

2，057
（△786）

11，785億

15，245

18，195

21，784

25，121

26，693

32，877

昭34
　　35

　　36

　　37

　　38

　　39

40

注高橋誠，「深刻化する財源難の日本財政」（経済評論，昭40．9月号）から転載

日
本
経
済
の
『
深
部
の
力
』
が
、
こ
の

構
造
的
な
転
型
を
は
ら
ん
で
き
て
い
る

こ
と
に
影
響
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
思

　
　
（
1
3
）

わ
れ
る
」
。

　
第
4
表
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
四
・

三
五
・
三
六
年
度
の
三
ヵ
年
間
を
高
度

成
長
過
程
の
財
政
と
し
、
そ
れ
以
降
を

現
段
階
の
財
政
と
し
て
分
け
て
あ
る
。

「
高
度
成
長
」
期
に
お
い
て
、
積
極
財

政
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
経
済
の
成

長
率
と
そ
れ
に
基
づ
く
租
税
収
入
の
伸

長
度
率
で
あ
る
。
G
・
N
・
P
の
対
前

年
度
成
長
率
は
、
三
四
　
　
六
年
度
の

間
の
平
均
は
、
約
一
一
九
・
五
％
で
あ

る
が
、
三
七
ー
九
年
度
間
の
平
均
は

一
一
二
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
税
収
の
伸
び
は
、
三
四
　
　
六
年

間
は
、
税
収
の
対
前
年
度
比
率
に
よ
っ
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（単位10億円）

政府の財貨サービ
ス経常購入

1，177．1

1，342．9

1，588．4

1，859．0

2，186．7

第5表政府支出の推移

政府経常余剰

　　828．3

1，236．4

1，627．4

1，693．2

1，806．5

政府支出合計

2，545．6

3，218．9

昭34
35

R6

R7

R8

3，　984．9

4，452．2

5，082．5

注「国民所得白書」昭和38年度版より作製

て
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
一
・
四
％
、
三
四
％
、
三
〇
・
四
％
と
高
く
、
そ
の
平

均
は
二
八
・
六
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
三
七
ー
i
八
年
度
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
六
・
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

％
、
一
八
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
は
一
七
・
八
％
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
第
4
表
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
高
度
成
長
期
と
現
段
階
と
で
は
、
経
済

成
長
率
に
格
差
が
み
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
税
収
の
伸
長
度
率
に
は
経
済
成
長
率
を
上
回
る
ギ
ャ

ッ
プ
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
税
収
面
で
は
か
な
り
の
停
滞
を
示
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
が
国
の
積
極
財
政
、
さ
ら
に
は
経
済
成
長

の
支
え
と
も
な
っ
て
い
た
税
収
の
伸
び
は
、
昭
和
三
七
年
以
降
は
、
そ
れ
以
前
ほ
ど
の
役
割
を
果
た

し
て
ぎ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
財
政
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
支
出
の
面
に
着
目
し
て
み
た
い
。

　
第
5
表
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
財
政
支
出
は
、
減
少
の
傾
向
を
ま
っ
た
く
示
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
高
橋
助
教
授
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
政
府
の
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
購
入
の
国
民
所
得
に

対
す
る
比
率
は
、
　
「
高
度
成
長
」
期
の
三
四
、
五
、
六
年
度
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
二
・
八
％
、
二

二
・
四
％
、
二
三
・
四
％
と
ほ
ぼ
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
七
年
度
に
は
二
六
％
、

三
八
年
度
は
二
五
・
八
％
、
三
九
年
度
は
二
六
・
八
％
と
次
第
に
上
昇
の
方
向
を
示
し
て
き
て
い
る
。

「
こ
れ
は
総
需
要
に
し
め
る
政
府
需
要
の
地
位
の
増
大
を
し
め
し
、
政
府
の
商
品
需
要
お
よ
び
雇
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

者
と
し
て
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
税
収
と
支
出
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
次
第
に
大
き
く
な
り
、
ま
さ
に
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わ
が
国
の
財
政
が
財
源
難
に
陥
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
因
は
、
　
「
企
業
経
営
の
悪
化
、
中
小
企
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
倒
産
、
株
価
の
不
振
等
い
ろ
い
ろ
な
不
均
衡
」
を
生
じ
た
わ
が
国
の
「
国
民
経
済
全
体
の
拡
大
の
テ
ン
ポ
が
鈍
っ
て
き
て
い
る
」
こ
と

に
、
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
現
在
不
況
と
か
景
気
後
退
と
か
い
わ
れ
る
状
態
の
根
源
が
、
一
つ
に
は
、
高
度
成
長
政
策
や

低
金
利
政
策
の
行
き
す
ぎ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
国
民
経
済
の
歪
み
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
国
債
発
行
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
反
映
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
況
を
克
服
す
る
た
め
の
有
効
需
要
増
大

策
、
公
共
投
資
政
策
の
拡
大
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
財
源
と
な
る
税
収
が
十
分
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
三
宅
武
雄
　
こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
、
昭
和
四
〇
年
、
　
一
一
八
頁
。

（
2
）
　
三
宅
武
雄
教
授
は
、
前
掲
書
（
】
一
八
－
九
頁
）
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
金
融
正
常
化
の
た
め
に
国
債
発
行
を
主
張
す
る
も
の

　
　
が
あ
る
。
そ
れ
は
通
貨
供
給
方
式
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
金
融
不
正
常
は
日
銀
貸
出
方
式
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ

　
　
う
。
そ
れ
は
戦
後
わ
が
国
に
お
い
て
、
高
度
成
長
政
策
、
均
衡
財
政
政
策
が
同
時
に
と
ら
れ
て
ぎ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
均
衡
財

　
　
政
政
策
を
放
棄
し
て
、
赤
字
財
政
政
策
を
と
っ
て
国
債
発
行
に
踏
み
切
れ
ば
　
金
融
は
正
常
化
で
き
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え

　
　
は
、
あ
ま
り
に
も
浅
薄
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
。

　
　
　
樋
口
午
郎
教
授
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
国
債
発
行
論
に
疑
問
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
七
年
一
〇
月
か
ら
の

　
　
通
貨
供
給
方
式
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
日
本
銀
行
の
手
形
再
割
引
は
、
…
…
運
転
資
金
の
貸
し
出
し
に
か
か
わ
る
も
の
で

　
　
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
交
換
媒
介
手
段
と
し
て
の
通
貨
が
供
給
さ
れ
、
再
生
産
過
程
の
円
滑
な
進
行
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

　
　
今
や
、
こ
の
よ
う
に
基
本
的
に
重
要
な
通
貨
供
給
方
式
は
不
健
全
と
し
て
退
け
ら
れ
　
債
券
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
、
よ
り
好
ま
し
い
も
の
と

　
　
し
て
、
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
貨
幣
の
交
換
媒
介
機
能
を
軽
視
し
て
　
価
値
保
蔵
機
能
を
重
視
し
典
型
的
貨
幣
造
出
論
を
無
視
し
て
、

　
　
資
産
選
択
の
理
論
に
酔
い
、
中
央
銀
行
貸
し
出
し
方
式
を
捨
て
て
、
債
券
買
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
走
る
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
国
は
、
ど
う
な

　
　
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
」
　
（
「
公
債
発
行
論
へ
の
疑
問
」
、
週
刊
東
洋
経
済
、
昭
和
四
〇
年
七
月
二
八
日
号
、
　
一
六
頁
）
。

（
3
）
　
高
橋
誠
　
前
掲
論
文
、
五
二
頁
。

（
4
）
　
大
熊
一
郎
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
今
日
行
な
わ
れ
て
い
る
公
債
発
行
論
に
は
、
公
債
発
行
に
も
う
と
蟹
極
的
な
意
図
を
付
与
す
る
こ
と
、
公
債
の
累
積
に
歯
止
め
を
も
た
せ
る

　
　
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
、
特
定
目
的
の
公
債
発
行
を
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
あ
る
種
の
減
税
公
債
論
と
か
、
建
設
公
債
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
減
税
公
債
論
と
い
う
の
は
、
景
気
調
整
の
た
め
の
減
税
に
よ
っ
て

　
　
生
じ
た
財
政
赤
字
を
、
公
債
に
よ
っ
て
補
て
ん
す
る
と
い
う
よ
り
、
現
行
税
負
担
が
重
い
か
ら
、
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
に
減
税
す
る
と
か
、
減

　
　
税
分
の
支
出
、
た
と
え
ば
、
オ
ー
バ
ー
．
ロ
ー
ン
の
棚
上
げ
と
か
、
老
朽
設
備
の
買
い
上
げ
と
か
に
充
当
す
る
と
い
う
、
景
気
調
整
以
外
の
特
定

　
　
目
的
と
結
び
つ
け
た
議
論
が
多
い
。

　
　
　
特
に
減
税
公
債
論
が
、
特
定
目
的
の
意
図
で
提
唱
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
財
政
支
出
用
途
を
振
り
替
え
る
だ
け
で
、
公
債
発
行
論
の
本
筋

　
　
と
は
、
関
係
な
い
よ
う
で
あ
る
」
（
「
経
済
政
策
と
し
て
の
財
政
政
策
の
原
則
－
不
況
対
策
に
は
、
当
然
、
赤
字
公
債
」
ビ
ジ
ネ
ス
、
第
九
巻
第

　
　
九
号
、
昭
和
四
〇
年
、
二
三
頁
）
。

（
5
）
　
「
公
債
」
ビ
ジ
ネ
ス
、
第
九
巻
第
九
号
、
昭
和
四
〇
年
、
　
一
五
頁
。

（
6
）
　
木
下
和
夫
　
前
掲
論
文
　
七
九
頁
。

（
7
）
　
館
竜
一
郎
「
財
政
金
融
政
策
」
、
戦
後
日
本
の
経
済
成
長
（
小
宮
隆
太
郎
編
）
、
　
一
九
六
三
年
、
八
頁
。

（
8
）
　
清
水
哲
之
「
高
度
成
長
下
に
お
け
る
財
政
支
出
の
構
造
変
化
と
そ
の
役
割
」
、
世
界
経
済
評
論
、
　
一
九
六
五
年
三
月
号
、
四
九
頁
。

（
9
）
　
「
自
然
増
収
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
か
な
り
曖
昧
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
各
年
度
の
当
初
予
算
に
お
け
る
税
収
見
込
額
（
税
制
改
正
が

　
　
な
い
も
の
と
し
て
計
算
）
が
、
前
年
度
の
当
初
予
算
に
お
け
る
税
収
見
込
額
を
超
過
す
る
金
額
と
約
束
し
て
お
こ
う
」
　
（
木
下
和
夫
　
前
掲
論
文
、

　
　
七
九
頁
）
。

（
1
0
）
　
高
橋
誠
　
前
掲
論
文
、
五
五
頁
。

　
　
　
「
昭
和
三
五
年
度
以
後
の
自
然
増
収
額
の
推
移
を
み
る
と
、
国
税
（
一
般
会
計
）
に
お
い
て
三
五
、
三
六
年
度
は
い
ず
れ
も
前
年
度
の
約
二
倍
、

　
　
三
七
年
度
は
約
三
割
増
、
三
八
年
度
は
約
四
割
減
、
三
九
年
度
は
約
二
・
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
増
加
額
に
等
し
い
減
税
が
年
々

　
　
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
余
裕
財
源
は
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
国
税
で
の
減
税
額
は
年
々
の
自
然
増
収
額
の
二
割
程
度
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
こ

　
　
の
こ
と
が
純
増
収
に
余
裕
を
も
た
せ
、
そ
れ
が
補
正
予
算
の
財
源
を
提
供
し
、
そ
れ
で
も
な
お
一
般
会
計
の
財
政
余
剰
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
当

　
　
年
度
剰
余
金
（
一
般
会
計
）
は
、
昭
和
三
五
年
度
に
二
、
○
○
○
億
を
越
え
、
三
六
年
度
に
は
四
、
五
〇
〇
億
円
、
三
七
年
度
は
約
四
、
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
億
円
と
な
り
、
三
六
年
度
に
お
い
て
は
新
規
純
剰
余
金
が
二
、
六
〇
〇
億
円
を
越
え
て
い
る
」
　
（
木
下
和
夫
　
前
掲
論
文
、
八
〇
頁
）
。

（
1
1
）
　
「
好
況
期
に
伸
び
た
税
収
は
こ
れ
を
国
庫
に
留
保
し
て
不
況
期
の
支
出
に
あ
て
る
べ
き
な
の
に
、
昭
和
三
一
年
に
棚
上
げ
し
た
剰
余
金
は
ま
だ
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し
も
三
二
年
度
に
蓄
積
し
た
経
済
基
盤
強
化
資
金
が
そ
の
後
直
ち
に
と
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
実
な
ど
を
み
れ
ば
、

　
　
す
る
財
政
運
営
の
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
」
（
木
下
和
夫
　
前
掲
論
文
、
八
〇
頁
）
。

（
1
2
）
　
経
済
企
画
庁
編
　
経
済
白
書
昭
和
四
〇
年
度
版
、
二
〇
i
三
六
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
高
橋
誠
　
前
掲
論
文
、
五
六
頁
。

（
1
4
）
　
高
橋
誠
　
前
掲
論
文
、
五
六
頁
。

（
1
5
）
　
高
橋
誠
　
前
掲
論
文
、
五
七
頁
。

（
1
6
）
　
経
済
企
画
庁
編
　
前
掲
書
、
　
一
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
経
済
企
画
庁
編
　
前
掲
書
、
　
一
頁
参
照
。

二
　
国
債
発
行
の
問
題
点

と
う
て
い
安
定
政
策
に
関

　
こ
れ
ま
で
の
高
度
成
長
の
テ
ン
ポ
が
鈍
化
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
財
政
収
入
（
と
く
に
税
収
）
の
伸
長
度
率
の
低
下
、
他
方
に
お
け

る
財
政
の
国
民
経
済
の
な
か
に
占
め
る
需
要
者
と
し
て
の
地
位
の
上
昇
と
い
う
諸
要
因
を
背
景
と
し
て
、
現
下
の
国
債
発
行
論
は
生
じ
た

と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
国
債
発
行
論
は
特
定
の
目
的
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国

債
発
行
を
論
ず
べ
き
態
度
は
、
本
来
的
に
は
、
財
政
運
営
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
一
般
会
計
・
特
別
会
計
に
お
け
る
長
期
内
国
債
に
よ
る

財
源
調
達
と
い
う
こ
と
に
、
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
目
的
に
国
債
発
行
が
結
び

つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
わ
が
国
の
財
政
と
経
済
の
困
難
な
事
情
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

　
国
債
発
行
と
特
定
の
目
的
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
場
合
、
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
に
わ
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
債
発
行

論
の
論
拠
は
、
ま
え
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
繰
り
返
え
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
債
発
行
と
特

定
目
的
と
の
結
び
つ
き
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
宅
教
授
は
、
現
在
の
国
債
発
行
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
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①
　
経
常
支
出
は
租
税
収
入
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
資
本
支
出
は
国
債
収
入
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
に
、
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
増
大
す
る
財
政
需
要
を
租
税
収
入
の
増
大
、
つ
ま
り
増
税
に
よ
っ
て
の
み
ま
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
財
政
は
、
文
字
通
り
の
均
衡
財
政
を
維
持
し
え
ず
、
政
保
債
発
行
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
、
資
本
支
出
の

い
く
ら
か
を
ま
か
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
む
し
ろ
、
は
っ
き
り
と
国
債
を
発
行
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
②
　
減
税
と
い
う
見
地
か
ら
国
債
発
行
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
所
得
税
や
法
人
税
の
軽
減
を
行
な
う
に
し
て
も
、
財
政
支
出
を
削

減
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
他
に
収
入
源
を
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
財
政
支
出
の
縮
小
は
、
お
そ
ら
く
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
れ
ば
、
当
然
、
国
債
発
行
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
国
債
発
行
に
よ
っ
て
減
税
す
る
に
し
て
も
、
二
つ
の
観
点
か
ら
こ

れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
つ
は
、
所
得
税
の
減
税
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
得
税
が
高
い
か
ら
国
債
の
発
行
に
よ
っ
て
そ
の
分
だ
け
減
税
せ
よ

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
民
経
済
的
に
み
て
有
効
需
要
の
創
出
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
不
況
を
克
服
す
る
た
め
に

も
所
得
税
の
軽
減
、
あ
る
い
は
国
債
の
発
行
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
他
の
一
つ
は
、
法
人
税
の
減
税
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
で
は
、
法
人
企
業
の
自
己
蓄
積
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
事
実
、
企
業
に
お
け
る
他
人
資
本
の
増
大
な
金
利
コ
ス
ト
を
高
め
て
き
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
最
近
に
お
け
る
賃
金
の
上

昇
は
生
産
の
コ
ス
ト
の
上
昇
を
も
た
ら
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
ま
ま
で
い
る
と
す
れ
ば
、
企
業
の
国
際
競
争

力
は
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
の
自
己
資
本
を
充
実
さ
せ
、
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
に
、
法
人
税
の
減
税

な
り
国
債
の
発
行
な
り
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
財
政
規
模
の
拡
大
に
対
処
す
る
た
め
に
、
国
債
発
行
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
度
成
長
か
ら
生
じ
た
歪
み
を
是

正
し
た
り
高
度
成
長
を
促
進
し
た
り
す
る
た
め
に
、
財
政
支
出
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
増
税
で
は
な
く
国
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第6表各国の公債の状況（1962年度）

（d）

（c）

（b｝

（a）

公債費
　（d）

歳出総額
　（c）

公債残高
　（b）

0．7％

10．5

9．1

2．4

7．8

　6．6％

53．7

119．9

　8．7

25．5

照
9
2
6
1
2
5
9

25，566

　　　878

　　　64

　　　514

　　　754

12，807

2，982

　　　299

　　　293

　　　863

国民総生
産
　　　（a）

193，152

　　5，549

　　　249

　　3，368

　　3，386

日　　本（億　　円）

アメリカ（億ドル）

イギリス（億ポンド）

西ドイツ（億マルク）

フランス（億フラン）

注1．イギリス，西ドイツ，フランスの数値は，予算額または実績見込額である

　　2．　公債残高には短期債，借入金を含む

憤
発
行
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
α

　
ω
　
第
鉱
裁
の
よ
う
に
・
わ
が
国
の
公
債
は
・
他
国
に
比
し
て
脳
国
民
所
得
に
占
め
る
比
率

が
小
さ
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
債
を
発
行
し
て
も
よ
い
と
す
る
も
の
が
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
は
発
行
限
度
に
対
す
る
指
標
と
な
っ
て
も
、
発
行
論
と
し
て
は
そ
の
根
拠
が

薄
弱
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
国
債
発
行
の
論
拠
は
数
多
く
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
思

　
　
（
4
）

わ
れ
る
。

　
前
節
で
も
み
た
よ
う
に
、
ω
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
客
観
的
な
事
実
と

し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
そ
れ
に
賛
成
す
る
と
否
と
に

か
か
わ
り
な
く
、
客
観
的
情
勢
と
し
て
は
や
が
て
財
源
に
窮
し
て
公
債
発
行
が
不
可
避
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
。

　
特
定
目
的
を
も
つ
国
債
の
発
行

　
②
、
㈹
に
つ
い
て
は
一
考
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
②
の
論
拠
を
具
体
化
し
た
も
の
と

し
て
減
税
国
債
が
あ
る
が
、
減
税
国
債
論
が
特
定
目
的
の
意
図
で
主
張
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
前

節
の
注
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
財
政
支
出
の
用
途
を
振
り
替
え
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
財
政
支
出
の
増
大
、
一
方
に
お
け
る
そ
の
支
出
を
ま
か
な
う
た
め
の
租
税
の
負
担
の
限
界

ー
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
国
債
発
行
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
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経
済
に
お
け
る
財
政
の
一
つ
の
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
法
人
税
を
軽
減
し
て
企
業
の
体

質
改
善
を
行
な
う
た
め
に
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
場
合
、
な
ぜ
そ
の
た
め
に
国
債
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
　
「
少
な
く
と
も
、
そ
の
場
合
税
金
に
よ
っ
て
歳
入
を
う
る
よ
り
も
国
債
発
行
に
よ
っ
て
歳
入
を
う
る
ほ
う
が
、
国
民
経
済
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
み
て
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
べ
き
で
あ
る
」
。

　
現
在
の
不
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
で
、
国
債
発
行
の
効
果
の
認
識
も
異
な
っ
て
く
る
が
、
景
気
後
退
が
深
刻
に
な
り
、
有
効
需

要
の
喚
起
が
重
要
な
政
策
目
標
と
な
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
で
も
、
減
税
が
「
法
人
税
軽
減
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

効
需
要
に
対
す
る
効
果
は
疑
わ
し
く
な
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
減
税
国
債
が
発
行
さ
れ
た
場
合
の
効
果
に
、
一
つ
の
疑
念
が
残
る
。
ま
た
、
個
人
、
企
業
に
対
す
る
税
負
担
の
軽
減
の
た

め
に
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
場
合
、
ま
ず
租
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
財
政
支
出
が
、
過
大
で
あ
る
か
ど
う
か
、
合
理
的
に
利
用
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
が
、
判
断
の
規
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
税
制
調
査
会
は
、
か
つ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
答
申
を
し
た
。

　
「
わ
が
国
の
税
負
担
は
、
戦
前
と
比
べ
て
、
相
当
高
く
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
諸
外
国
と
比
べ
て
も
、
国
民
所
得
の
水
準
の
低
い

割
合
に
重
い
。
…
…
少
な
く
と
も
こ
こ
当
分
の
問
は
、
国
民
所
得
に
対
す
る
税
負
担
の
割
合
を
二
〇
％
程
度
の
現
在
の
負
担
の
線
で
押
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

え
る
こ
と
を
基
本
的
な
目
標
と
し
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
今
後
引
き
続
き
減
税
政
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

と
、
租
税
負
担
が
重
く
、
そ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
に
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
論
理
が
成
立
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
租

税
負
担
の
軽
減
と
国
債
発
行
を
結
び
つ
け
る
ま
え
に
、
財
政
支
出
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
過
大
で
あ
っ
た
り
、

不
合
理
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ま
ず
財
政
支
出
を
削
減
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
さ
ら
に
、
租
税
負
担
が
重
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う



（285）一経済成長と国債発行一81

目
的
を
も
っ
た
減
税
国
債
は
、
国
債
発
行
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
㈹
の
国
債
発
行
の
論
拠
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
建
設
国
債
論
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
建
設
国
債
論
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
簡
単

に
述
べ
る
な
ら
ば
公
共
投
資
に
つ
い
て
は
資
金
の
一
部
を
、
国
債
発
行
で
ま
か
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
主
張
の
根
底
を
な
す
も
の
は
、
政
府
を
企
業
と
同
じ
よ
う
な
事
業
機
関
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
企
業
は
そ
の
設
備
投
資
を
す
べ

て
自
己
資
金
で
ま
か
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
借
り
入
れ
に
よ
っ
て
も
資
金
調
達
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
機
関
と
し
て

の
政
府
が
投
資
を
す
る
場
合
、
民
間
企
業
の
そ
れ
の
よ
う
に
生
産
的
な
効
果
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
借
り
入
れ
に
よ
っ
て
そ
の
資
金
を

ま
か
な
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
建
設
国
債
論
の
骨
子
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
大
熊
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
「
こ
の
理
由
に
は
、
あ
る
程
度
納
得
で
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
今
日
、
政
府
投
資
は
、
少
な
く
と
も
国
民
所
得
統
計
の
う
え
で
は
、
政
府

経
常
支
出
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
行
政
投
資
が
、
経
済
計
画
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
予
算
．
決
算

が
、
企
業
式
の
経
常
・
資
本
勘
定
に
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
財
政
支
出
の
中
で
、
な
に
が
資
本
的
支
出
か
は
、
か
な
り
あ
い
ま

い
で
あ
る
。
も
し
政
府
資
本
勘
定
に
か
ぎ
っ
て
、
公
債
発
行
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
政
府
資
本
勘
定
を
、
予
算
の
中
に
形
式
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
か
も
民
間
企
業
同
様
、
固
定
資
産
の
維
持
を
十
分
図
る
よ
う
な
措
置
が
、
経
常
費
の
中
に
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

　
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
政
府
投
資
の
主
要
部
分
は
、
実
は
、
政
府
企
業
（
特
別
会
計
を
含
め
た
）
の
投
資
で
あ
る
。
政

府
企
業
投
資
は
、
す
で
に
政
保
債
を
は
じ
め
、
民
間
か
ら
の
借
り
入
れ
を
資
金
と
し
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
建
設
公
債
と
い

う
一
般
公
債
を
も
っ
て
、
政
府
投
資
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
会
計
中
の
建
設
投
資
を
、
政
府
企
業
化
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な

　
　
　
（
1
1
）

か
ろ
う
か
」
。
政
府
に
は
政
府
と
し
て
の
独
自
の
活
動
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
っ
て
、
企
業
と
政
府
の
類
似
性
を
強

調
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
特
定
の
目
的
と
国
債
発
行
と
を
直
結
す
る
こ
と
に
、
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ひ
ま
ず

国
債
発
行
と
課
税
と
い
う
二
つ
の
資
金
調
達
の
方
法
を
と
り
あ
げ
て
み
る
場
合
、
所
得
再
分
配
的
な
見
地
と
有
効
需
要
効
果
の
二
つ
か
ら

判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ト
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国
債
発
行
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
国
債
発
行
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
直
結
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純
な
論
理
で
あ
る
。
従
来
み
ら
れ
た
軍
事
国
債
の
場
合

に
は
、
軍
事
国
債
の
中
央
銀
行
引
受
け
、
追
加
的
な
有
効
需
要
の
産
出
能
力
を
こ
え
る
創
出
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
よ
う
な

大
量
の
財
貨
の
経
済
循
環
過
程
か
ら
の
脱
落
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
結
び
つ
い
た
。
　
「
し
か
し
労
働

力
や
資
材
や
設
備
が
遊
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
か
り
に
赤
字
国
債
を
発
行
し
て
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ

　
（
1
2
）

ろ
う
」
。
す
な
わ
ち
、
労
働
の
完
全
雇
用
お
よ
び
生
産
能
力
の
完
全
利
用
の
水
準
以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
国
債
発
行
の
純
経
済
的
な
効
果

の
み
を
考
え
て
み
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
・
ン
は
生
じ
な
い
と
い
・
て
よ
聴

　
こ
こ
で
、
わ
が
国
の
現
在
の
状
態
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
昨
年
度
の
『
経
済
白
書
』
は
、
三
八
年
度
の
生
産
設
備
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
三
四
－
三
六
年
頃

の
よ
う
に
全
産
業
の
能
力
が
一
よ
う
に
不
足
す
る
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
般
機
械
、
電
気
機
械
や
電
力
業
に
は
か
な
り
の
余
力
を

も
・
て
い
る
の
で
、
『
投
資
が
投
資
を
呼
ぶ
』
環
は
中
断
さ
れ
爆
発
的
な
上
昇
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
墾
と
・
．

　
さ
ら
に
今
年
度
の
『
白
書
』
は
、
　
「
引
締
め
に
対
し
て
企
業
の
投
資
意
欲
は
、
従
来
よ
り
は
る
か
に
敏
感
に
変
化
す
る
事
情
が
生
じ
て

い
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
設
備
不
足
の
状
態
が
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
、
一
部
に
は
設
備
過
剰
の
業
種
さ
え
生

　
　
　
　
　
　
　
お
　

じ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
し
た
論
述
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
わ
が
国
の
生
産
設
備
は
全
般
的
に
み
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て
過
剰
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
完
全
利
用
の
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
労
働
力
に
つ
い
て
ど
う
か
と
い
、
兄
ば
、
『
白
書
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
三
八
年
度
の
労
働
経
済
は
数
年
来
の
労
働
需
給
逼

迫
基
調
の
上
に
、
景
気
回
復
に
よ
る
循
環
的
影
響
が
加
わ
っ
た
結
果
、
雇
用
賃
金
と
も
一
段
と
改
善
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
…
…
三
八
年

末
か
ら
新
た
に
金
融
引
締
め
政
策
が
発
動
さ
れ
た
が
、
労
働
面
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
い
。
三
九
年
三
月
卒
の
新
規
学
卒

者
に
対
す
る
求
人
は
著
増
し
、
春
闘
の
↑
ス
ア
・
プ
も
三
八
年
を
か
な
り
上
回
る
な
ど
の
状
態
に
あ
灘
と
・
こ
の
労
働
力
不
足
の
状

態
は
、
若
年
層
か
ら
次
第
に
中
高
年
齢
層
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
白
書
』
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
現
段
階
の
わ
が
国
の
経
済
を
、
一
九
三
〇
年
代
初
期
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
過
度
の
不
完
全
雇
用
お
よ
び
不

完
全
利
用
の
状
態
に
あ
る
と
、
規
定
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
部
に
は
遊
休
設
備
が
存
在

し
て
い
る
が
、
他
面
に
お
い
て
労
働
力
不
足
を
反
映
し
て
、
コ
ス
ト
・
プ
ッ
シ
ュ
型
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
傾
向
も
存
在
し
て
い
る
こ

と
も
見
逃
し
え
な
い
。

た
し
か
に
、
景
気
後
退
を
克
服
す
る
政
策
と
し
て
、
有
効
需
要
喚
起
の
た
め
に
国
債
が
発
行
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
職
少
な
く
と
も
デ

ィ
マ
ン
ド
・
プ
ル
型
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
生
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
追
加
的
な
有
効
需
要
を
造
出
す
る
国
債
発
行

が
、
生
産
、
所
得
に
対
し
て
効
果
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
ィ
マ
ン
ド
・
プ
ル
と
い
う
形
で
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
に
は
な

ら
な
い
に
し
て
も
、
コ
条
・
プ
・
シ
・
を
原
因
と
す
る
イ
ン
フ
レ
↓
・
ン
を
い
・
そ
う
助
長
す
る
可
能
性
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
菊
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本
稿
に
お
い
て
、
国
債
発
行
の
場
合
の
問
題
点
と
し
て
と
り
あ
げ
た
も
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
考
え

ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
他
に
も
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
利
の
問
題
、
す
な
わ
ち
金
利
体
系
と
国
債
利
子
と
の
関
係
、
公
社
債
市
場
の
問

題
、
す
な
わ
ち
掴
債
発
行
を
通
じ
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
周
題
、
さ
ら
に
は
放
漫
財
政
の
問
題
、
す
な
わ
ち
財
政
支
出
が
資
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源
配
分
の
調
整
、
所
得
分
配
の
是
正
、
経
済
の
安
定
化
と
い
っ
た
よ
う
な
財
政
政
策
の
目
標
に
そ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
不
況

期
に
予
算
上
に
赤
字
を
生
ぜ
し
め
て
も
、
好
況
期
に
黒
字
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
等
々
が
あ
る
の
で
あ
る
。

叢畳△
酉冊学商（288）

（
1
）
　
三
宅
武
雄
　
前
掲
書
、
　
一
一
六
－
一
一
九
頁
参
照
。

（
2
）
　
木
下
和
夫
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
正
し
い
意
味
の
均
衡
財
政
と
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
財
政
の

　
　
経
常
的
収
入
が
経
常
的
支
出
に
等
し
く
な
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
経
常
的
収
入
が
経
常
的
支
出
プ
ラ
ス
資
本
維
持
費
に
等
し
く
な
る
こ
と
で
な
け

　
　
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
（
前
掲
論
文
、
八
一
頁
）
。

（
3
）
　
大
熊
一
郎
編
　
財
政
読
本
、
昭
和
三
九
年
、
八
八
頁
。

（
4
）
　
鈴
木
武
雄
教
授
は
、
現
在
の
国
債
発
行
論
を
整
理
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
（
財
政
学
講
座
1
、
一
八
六
ー
七
頁
）
。

　
　
1
、
増
大
す
る
財
政
需
要
の
財
源
と
し
て
公
債
を
発
行
す
べ
し
と
い
う
も
の
。

　
　
2
、
公
債
収
入
に
よ
っ
て
租
税
収
入
に
た
い
す
る
依
存
度
を
す
く
な
く
し
、
租
税
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
べ
し
と
い
う
も
の
。

　
　
3
、
道
路
そ
の
他
の
公
共
事
業
費
の
財
源
は
公
債
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
負
担
を
後
代
の
国
民
に
も
配
分
す
べ
し
と
い
う
も
の
。

　
　
4
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ロ
ー
ン
は
種
々
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
公
債
不
発
行
の
健
全
財
政
に
よ
る
揚
超
に
基
因
す
る
点
も
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
新
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
持
続
的
実
行
の
た
め
に
は
そ
の
対
象
と
し
て
国
債
が
最
も
適
当
で
あ
る
が
、
現
在
は
市
場
に

　
　
　
国
債
が
す
く
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
金
融
政
策
な
い
し
金
融
正
常
化
と
関
連
し
て
公
債
を
発
行
す
べ
し
と
い
う
も
の
。

　
　
5
、
景
気
調
整
の
た
め
の
財
政
政
策
と
し
て
公
債
政
策
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
か
ら
、
い
た
ず
ら
に
古
典
的
な
健
全
財
政
思
想
に
と
ら
わ
れ
る

　
　
　
こ
と
な
く
、
公
債
不
発
行
主
義
を
い
さ
ぎ
よ
く
捨
て
る
べ
し
と
い
う
も
の
。

（
5
）
　
鈴
木
武
雄
　
前
掲
書
、
　
一
八
七
頁
。
、

（
6
）
　
三
宅
武
雄
　
前
掲
書
、
　
一
二
三
頁
。

（
7
）
　
貝
塚
啓
明
「
新
財
政
政
策
と
公
債
発
行
の
基
本
的
態
度
」
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
昭
和
四
〇
年
、
第
九
巻
第
九
号
、
二
八
頁
。

（
8
）
　
税
制
調
査
会
　
第
一
次
答
申
、
一
九
六
〇
年
一
二
月
。

（
9
）
　
小
宮
隆
太
郎
「
税
負
担
、
財
政
規
模
、
国
債
政
策
」
経
済
成
長
と
財
政
金
融
（
館
竜
一
郎
・
渡
辺
経
彦
編
）
、
一
九
六
五
年
、
九
－
一
一
頁
。

　
　
　
さ
ら
に
、
小
宮
助
教
授
は
同
論
文
に
お
い
て
「
税
負
担
」
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
「
政
府
部
門
が
そ
の
財
源
を
民
間
部
門
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
民
間
部
門
の
活
動
に
と
っ
て
政
府
活
動
は
不
可
欠
で
あ
る
。
経
済
厚
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生
に
対
す
る
貢
献
に
お
い
て
民
間
部
陽
が
政
府
部
阿
よ
り
も
原
理
的
に
優
越
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
α
経
済
全
体
と
し
て
の
最
適

　
　
な
状
態
に
お
い
て
は
、
両
部
門
の
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
経
済
厚
生
へ
の
限
界
的
な
貢
献
が
均
等
と
な
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
に
考
え
れ
ば
、
『
税
負
担
率
』
あ
る
い
は
『
担
税
力
』
と
い
う
問
題
の
提
起
は
妥
当
で
は
な
く
、
国
民
経
済
に
お
け
る
『
財
政
の
最
適
規
模
』
と
い

　
　
う
問
題
の
設
定
に
道
を
譲
る
べ
ぎ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
L
。

（
1
0
）
　
大
熊
一
郎
　
前
掲
論
文
、
二
三
頁
。

（
1
1
）
　
大
熊
一
郎
　
前
掲
論
文
、
二
三
頁
。

　
　
　
な
お
、
大
熊
教
授
は
、
建
設
公
債
論
の
第
二
の
理
由
は
、
公
共
投
資
の
利
益
は
、
つ
ぎ
の
世
代
に
も
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
世
代
だ
け

　
　
が
、
租
税
で
全
額
負
担
す
る
必
要
は
な
く
、
つ
ぎ
の
世
代
に
も
、
負
担
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
こ
と
を
、
同
論
文
で
指

　
　
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
が
説
得
的
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
大
熊
一
郎
、
前
掲
論
文
、
鈴
木
武
雄
、
前
掲
論
文
、
拙
稿
「
公

　
　
債
発
行
と
有
効
需
要
；
公
債
発
行
の
経
済
的
効
果
に
関
す
る
一
考
察
」
明
大
商
学
論
叢
　
第
四
八
巻
第
二
号
参
照
）
．

　
　
　
三
宅
武
雄
　
前
掲
書
、
　
一
二
二
頁
。

小
宮
隆
太
郎
　
前
掲
論
文
、
　
一
九
－
三
七
頁
、

経
済
企
画
庁
編
　
経
済
白
書
昭
和
三
九
年
度
版
、

経
済
企
画
庁
編
　
経
済
白
書
昭
和
四
〇
年
度
版
、

経
済
企
画
庁
編
　
経
済
白
書
昭
和
四
〇
年
度
版
、

木
下
和
夫

一
六
九
頁
。

五
九
頁
。

三
二
二
頁
。

前
掲
論
文
、
八
五
－
七
頁
参
照
。

　
　
　
こ
の
点
に
関
し
て
島
恭
彦
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
「
公
債
発
行
を
不
況
対
策
と
み
る
か
、
イ
ン
フ
レ
要
因
と
み
る
か
、
こ
れ
は
理
論
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
し
に
、
政
策
の
重
大
な
分
か
れ
目
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
現
在
も
っ
と
む
ず
か
し
い
問
題
は
、
生
産
過
剰
　
　
不
況
と
物
価
騰
貴
ー
イ
ン
フ
レ
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

　
　
も
し
も
イ
ン
フ
レ
対
策
に
重
点
を
お
い
て
財
政
・
金
融
を
ひ
き
し
め
る
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
生
産
過
剰
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
も
し
も
不
況
対
策
に

　
　
重
点
を
お
い
て
財
政
・
金
融
を
拡
大
す
る
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
物
価
上
昇
に
拍
車
を
か
け
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
そ
れ
で
政
策
は
お
の
ず

　
　
か
ら
不
況
対
策
と
イ
ン
フ
レ
対
策
と
の
間
を
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
「
公
債
発
行
と
日
本
経
済
の
現
段
階
」
、
　
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
昭
和
四
〇
年

　
　
九
月
二
一
日
号
、
　
一
八
頁
）
。

（
1
8
）
　
大
熊
教
授
は
、
国
債
発
行
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
あ
る
論
議
を
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
「
い
ざ
公
債
発
行
と
な
る
と
、
公
債
発
行
即
イ
ン
フ
レ
と
い
う
発
想
が
意
外
に
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
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正
し
い
。
そ
れ
は
公
債
発
行
が
、
財
政
赤
字
を
意
味
し
、
財
政
赤
字
が
経
済
の
イ
ン
フ
レ
要
因
（
需
要
造
出
要
因
）
の
役
を
果
た
す
の
で
あ
る
か

ら
、
イ
ン
フ
レ
（
需
要
造
出
）
に
つ
な
が
ら
な
い
公
債
発
行
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
…
…
財
政
赤
字
に
よ
る
公
債
発
行
は

イ
ン
フ
レ
要
因
を
高
め
る
（
デ
フ
レ
要
因
を
減
ら
す
）
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
公
債
を
発
行
し
て
も
、
イ
ン
フ
レ
要
因
に
な
ら
な
く
て
は
意
味

が
な
い
」
（
前
掲
論
文
、
二
一
頁
）
。

あ
と
が
き

叢一弥fi岡学商

一
（290）

　
本
稿
で
は
、
現
在
の
国
債
発
行
論
の
生
じ
た
国
民
経
済
的
な
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
高
度
成
長
の
要

因
は
色
々
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
積
極
財
政
も
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
成
長
の
テ
ン
ポ
が
い
く
ら
か
鈍
化
し
、
景
気
後
退
と
い
う
状

態
に
わ
が
国
の
経
済
が
あ
る
と
な
る
と
、
財
政
は
国
民
経
済
の
そ
の
よ
う
な
状
態
に
よ
っ
て
、
ま
ず
財
源
の
面
で
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
総
合
収
支
の
均
衡
」
と
い
う
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
当
初
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
、
　
二
般
会
計
の
収
支
均
衡
」
と
い
う
こ
と
に
置
き
か
え

ら
れ
た
こ
と
に
、
す
で
に
一
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
　
「
総
合
収
支
の
均
衡
」
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

の
は
、
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
財
政
の
位
置
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
　
二
般
会
計
の
収
支
均
衡
」
を
維
持
し
て
ぎ
た
こ
と
は
、

わ
が
国
の
経
済
の
高
度
成
長
と
そ
れ
に
伴
う
税
収
の
の
び
が
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
来
の
景
気
後
退
は
わ
が
国
の
財
政
に
財
源
難
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
累
進
税
率
の
ビ
ル
ト
・
イ
ン
・
ス
タ

ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
…
機
能
も
、
不
況
が
浸
透
し
た
場
合
に
は
、
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
累
進
税
が

か
え
っ
て
不
況
時
に
お
け
る
税
収
の
減
退
に
拍
車
を
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
、
国
債
発
行
が
論
ぜ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
圏
債
発
行
杖
、
あ
く
ま
で
も
、
財
源
調
達
の
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
て
、
掴
債
発
行
を
論
ず
る
前
に
朋
確
に
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
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そ
れ
は
政
策
目
標
の
設
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
政
が
均
衡
す
べ
き
か
レ
あ
る
い
は
不
均
衡
で
あ
る
（
黒
字
ま
た
は
赤
字
）
べ
き
か
は
廿

政
策
目
標
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
財
政
当
局
が
政
策
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
予
算
を
均
衡
に
し
た
り
不
均
衡
に
し
た
り
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
ず
わ
が
国
で
は
明
確
な
政
策
目
標
の
設
定
が
先
決
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
で
は
国
債
発
行

に
つ
い
て
の
み
考
察
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
五
・
九
・
二
五
）
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