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れ
ば
、
税
や
将
来
の
国
⺠
に
つ
け
を
回
す

可
能
性
の
あ
る
国
債
発
行
で
財
源
が
賄
わ

れ
る
国
費
は
必
要
最
小
限
の
投
入
と
す
べ

き
で
す
。
具
体
的
に
は
生
活
窮
乏
の
よ
う

な
本
当
に
困
っ
た
人
の
救
済
に
の
み
使
う

べ
き
で
し
ょ
う
。
年
金
や
医
療
の
よ
う
な

総
て
の
国
⺠
を
対
象
と
し
た
生
活
水
準
の

維
持
的
要
素
の
強
い
社
会
保
障
に
は
、
国

費
の
支
出
を
制
限
的
に
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
く
ま
で
仮
で
は
あ
り
ま
す
が
、
公
費

負
担
が
一
切
な
く
な
れ
ば
、
現
状
の
社
会

保
障
の
サ
ー
ビ
ス
が
40
％
減
少
す
る
か
、

現
役
世
代
の
負
担
が
60
％
か
ら
１
０
０
％

と
１
・
７
倍
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社

会
保
障
の
公
費
負
担
を
ゼ
ロ
に
す
れ
ば
、

国
⺠
か
ら
の
反
発
は
必
至
で
す
。
実
際
年

金
交
付
を
後
ろ
倒
し
す
る
改
革
を
行
っ
た

フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
政
権
は
反
対
す
る

国
⺠
に
よ
る
大
規
模
デ
モ
の
洗
礼
を
受
け

ま
し
た
。
し
か
し
、
社
会
保
障
は
国
⺠
生

活
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
す
か
ら
持
続

的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
持
続
的
な

共
助
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
な
ら
、
仮
で
考

え
た
よ
う
な
経
済
シ
ョ
ッ
ク
が
起
き
る
懸

念
も
し
っ
か
り
示
し
た
上
で
、
社
会
保
障

支
出
を
制
限
し
な
く
て
も
良
い
の
か
に
つ

い
て
国
⺠
的
議
論
を
す
べ
き
と
こ
ろ
、
現

実
は
全
く
逆
の
こ
と
が
起
き
て
い
る
こ
と

に
非
常
に
危
険
を
感
じ
て
い
ま
す
。
何
か

と
言
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
で
国
⺠
に
生
活
維

持
的
給
付
を
バ
ラ
撒
く
政
策
を
繰
り
返
し

行
っ
た
結
果
、
国
⺠
も
現
状
の
生
活
維
持

に
国
が
給
付
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
的
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
テ
レ
ビ
に
登
場

す
る
街
の
高
齢
者
の
言
い
分
は
「
年
金
で

生
活
全
部
を
賄
う
の
は
足
り
な
い
」
で
、

こ
れ
は
年
金
で
老
後
の
生
活
は
全
部
賄
え

と
の
要
求
の
裏
返
し
で
す
。
か
つ
そ
の
生

活
費
の
中
に
は
旅
行
な
ど
の
教
養
娯
楽
費

も
結
構
な
ウ
エ
ー
ト
で
入
っ
て
い
ま
す
が
、

「
共
助
」
の
出
し
手
で
あ
る
現
役
世
代
が
こ

れ
を
素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
難
し
い

と
思
い
ま
す
。

社
会
保
障
費
で
大
胆
に
仮
定
し
た
よ
う

に
公
共
事
業
も
大
胆
な
前
提
を
置
い
て
考

え
て
み
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
ま
ま
公
共

事
業
費
を
十
分
投
入
せ
ず
に
、
公
共
の
イ

ン
フ
ラ
を
放
置
す
れ
ば
、
現
状
の
生
活
水

準
を
維
持
で
き
る
の
は
、
都
市
部
を
中
心

と
し
た
限
定
的
な
場
所
の
み
と
な
り
、
国

土
の
景
色
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
も
あ
り

得
ま
す
。

そ
れ
も
そ
れ
で
1
つ
の
選
択
で
は
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
見

え
る
の
は
、
社
会
保
障
の
あ
り
方
を
中
心

に
、
大
局
に
立
っ
た
こ
の
国
の
将
来
像
を

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
の
構
想
が
明
確
に

国
⺠
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
こ

の
国
を
世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
稼
ぐ
力

を
持
っ
た
先
進
国
に
戻
し
た
い
の
か
、
社

会
主
義
的
に
国
⺠
全
体
の
生
活
レ
ベ
ル
の

平
等
を
第
一
に
お
い
た
政
策
を
追
求
し
た

い
の
か
等
々
、
そ
の
方
向
性
が
ぐ
ら
つ
く

と
、
政
府
の
支
出
を
ど
こ
に
振
り
向
け
る

べ
き
か
が
曖
昧
に
な
り
、
要
求
全
て
に
応

え
る
と
、
財
政
赤
字
が
拡
散
す
る
畏
れ
が

足
元
で
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
も
っ
と
国

⺠
全
体
を
巻
き
込
ん
で
議
論
で
き
る
ト
ッ

プ
の
登
場
を
望
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

1
．必
要
が
あ
っ
て
も
増
や
せ
な
い
公
共
事
業

経
済
政
策
の
中
で
政
府
の
役
割
は
、
⺠

間
の
需
要
に
勢
い
が
な
い
景
気
低
迷
時
に
、

予
算
を
増
や
し
て
有
効
な
需
要
を
供
給
す

る
こ
と
で
す
。
で
は
、
政
府
が
補
完
し
な

く
て
も
⺠
間
の
需
要
の
み
で
景
気
の
良
い

状
態
と
は
ど
ん
な
時
か
、
戦
後
の
高
度
成

⻑
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
万
博
、
バ
ブ
ル
等
々
、

地
価
が
上
昇
し
建
設
事
業
が
活
況
な
時
、

旺
盛
な
消
費
需
要
に
応
え
る
べ
く
供
給
力

を
増
や
す
た
め
の
設
備
投
資
が
牽
引
し
て

国
全
体
の
所
得
が
伸
び
る
時
で
す
。
政
府

が
需
要
を
作
る
と
は
政
府
が
お
金
を
使
っ

て
も
の
や
サ
ー
ビ
ス
を
買
い
上
げ
る
こ
と

で
、
政
府
需
要
の
な
か
で
景
気
刺
激
効
果

が
高
い
と
言
わ
れ
る
の
は
公
共
事
業
で
す
。

公
共
事
業
と
は
政
府
の
設
備
投
資
で
す
の

で
、
景
気
浮
揚
の
た
め
に
は
設
備
投
資
を

伸
ば
す
こ
と
が
効
果
が
高
い
の
は
、
⺠
間

も
政
府
も
共
通
で
す
。
今
政
府
の
最
大
の

政
策
目
標
で
あ
る
賃
金
の
継
続
的
上
昇
の

た
め
に
は
景
気
浮
揚
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
は
公
共
事
業
が
増
え
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
今
の
政
府
支

出
で
最
も
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い

る
の
は
、
社
会
保
障
費
で
政
府
予
算
で
み

る
と
約
１
／
３
で
す
。
公
共
事
業
費
は
予

算
全
体
の
約
１
／
20
で
す
。
社
会
保
障
費

の
増
大
に
圧
さ
れ
る
形
で
、
公
共
事
業
費

は
今
世
紀
に
入
っ
て
景
気
刺
激
な
ど
を
目

的
と
し
た
補
正
予
算
額
を
足
し
て
も
ほ
ぼ

横
這
い
、
若
干
減
少
傾
向
で
す
。

元
旦
に
起
き
た
能
登
半
島
地
震
で
、
水

道
の
復
旧
が
遅
れ
た
こ
と
が
話
題
に
な
り

ま
し
た
。
大
き
な
原
因
は
老
朽
化
に
よ
る

破
断
箇
所
が
多
数
に
上
っ
た
こ
と
で
す
。

老
朽
化
は
他
に
も
崩
落
事
故
を
起
こ
し
て

い
る
橋
や
道
路
な
ど
、
多
種
の
公
共
施
設

に
及
ん
で
い
ま
す
。
総
理
も
水
道
を
は
じ

め
と
し
た
公
共
施
設
の
老
朽
化
の
緊
急
点

検
を
急
ぎ
実
施
し
、
早
急
に
対
処
す
る
方

針
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
復
旧
・

取
り
替
え
工
事
を
大
々
的
に
行
え
ば
、
景

気
刺
激
効
果
は
と
て
も
大
き
い
も
の
と
な

る
で
し
ょ
う
が
、
現
在
の
大
幅
な
赤
字
財

政
の
状
況
で
は
そ
の
財
源
を
工
面
す
る
の

が
難
し
い
の
が
実
態
で
す
。
総
理
も
全
国

の
公
共
施
設
の
耐
震
補
修
を
打
ち
出
し
て

も
、
財
源
を
ど
こ
か
ら
捻
出
す
る
の
か
、 

防
衛
費
を
27
年
度
に
G
D
P
比
２
％
に
増

額
（
１
%
で
約
５
・
５
兆
円
）
と
公
言
し
た

財
源
も
い
ま
だ
明
確
に
示
せ
な
い
な
か
で
、

難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

失
わ
れ
た
30
年
の
間
に
政
府
予
算
で
継

続
的
に
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
社

会
保
障
費
だ
け
で
す
。
社
会
保
障
の
使
い

途
は
、
半
分
弱
を
占
め
る
年
金
、
約
30
％

占
め
る
医
療
費
、
残
り
約
25
％
の
介
護
や

子
育
て
支
援
に
使
わ
れ
る
そ
の
他
の
福
祉

費
の
大
き
く
3
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
を
、
現
役
世
代
が
個
人
と
企
業
と
で
分

担
し
て
支
払
う
保
険
料
で
約
60
％
、
国
と

地
方
公
共
団
体
と
が
支
払
う
公
費
負
担
が

約
40
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
保
障
は
、

本
来
は
負
担
力
の
あ
る
現
役
世
代
の
国
⺠

が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
子
供

や
高
齢
者
な
ど
を
支
援
す
る
「
共
助
」
の

考
え
方
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
す
。
で
あ
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2
．社
会
保
障
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繋
が
る


