
特
集
・
横
浜
市
財
政
と
行
政
②

財
政
と
市
民
生
活

は
じ
め
に
Ｉ
ふ
た
つ
の
感
想

財
政
危
機
と
は
何
の
こ
と
か

臨
調
行
革
は
ク
ス
リ
か

増
税
と
市
民

れ
ば
、
ウ
ェ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
（
メ
キ
シ
コ
か
ら

ア
メ
リ
カ
へ
の
密
出
国
者
の
こ
と
）
の
問
題
も

片
が
つ
く
か
も
」
と
。

　
笑
い
話
め
か
し
て
言
う
彼
ら
の
発
言
の
な
か

に
私
と
し
て
は
、
別
の
主
張
を
読
み
と
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

彼
ら
が
現
実
に
は
ゆ
と
り
が
な
い
の
に
、
考
え

方
に
は
ゆ
と
り
を
見
せ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
「
財
政
危
機
を
放

置
す
れ
ば
国
が
亡
ぶ
」
と
い
う
形
で
の
議
論

は
、
余
り
に
心
の
余
裕
が
な
さ
す
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
と
、
私
に
は
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
国
」
が
ど
う
で
あ
れ
、
個
々
人
の
生
活
は

あ
る
。
個
々
人
の
生
活
の
あ
る
と
こ
ろ
、
個
々

調査季報79―B3.10

岸
本
重
陳

に
見
舞
わ
れ
て
、
個
人
的
に
は
つ
ら
い
目
に
会

っ
た
が
、
経
済
学
者
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
興

味
津
々
、
貴
重
な
観
察
が
で
き
た
の
だ
っ
た

（
そ
の
感
想
の
一
端
は
、
『
世
界
』
八
三
年
二

月
号
の
拙
稿
「
メ
キ
シ
コ
で
何
が
起
っ
た
か
」

に
書
い
た
）
。

　
思
い
出
す
の
は
、
帰
国
早
々
、
親
し
い
人
た

ち
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
た
質
問
の
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
焦
点
は
、
こ
う
言
え
よ
う
。
「
メ
キ
シ
コ

で
は
、
累
積
し
た
対
外
債
務
の
支
払
が
で
き
な

く
な
っ
て
、
国
が
亡
ぶ
か
ど
う
か
の
瀬
戸
際
ら

し
い
ね
。
と
こ
ろ
で
日
本
で
は
、
財
政
危
機
が

さ
ら
に
悪
化
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
日

本
も
ま
た
亡
ぶ
の
で
は
な
い
か
。
ど
う
す
れ

ば
、
こ
の
財
政
危
機
、
国
家
の
危
機
を
克
服
で

き
る
の
だ
ろ
う
？
」

　
こ
う
問
わ
れ
て
、
ま
ず
は
、
「
財
政
危
機
で

国
が
亡
ぶ
と
は
、
チ
ト
大
げ
さ
な
」
と
応
じ
た

も
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ

て
い
た
の
は
、
メ
キ
シ
コ
の
知
人
た
ち
の
表
情

だ
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
の
場
合
は
、
国
外
か
ら
借

り
た
八
〇
〇
億
ド
ル
と
い
う
世
界
一
の
大
借
金

を
ど
う
返
す
か
、
そ
の
ア
テ
が
な
く
な
っ
た
と

い
う
形
で
、
危
機
が
表
面
化
し
た
の
だ
が
、
知

り
合
い
の
メ
キ
シ
コ
人
た
ち
の
何
人
か
は
、
こ

う
言
っ
て
笑
っ
て
い
た
。
い
い
じ
や
な
い
で
す

か
。
ア
メ
リ
カ
に
近
い
方
の
州
を
二
つ
、
三

つ
、
ア
メ
リ
カ
に
売
っ
て
し
ま
え
ば
。
そ
う
す

　
今
の
財
政
危
機
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の

グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
打
出
さ
れ
て
い

る
臨
調
行
革
路
線
。
そ
れ
ら
が
、
市
民
生
活
に

ど
う
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
を
論
じ
て
ほ
し
い

と
問
わ
れ
て
、
私
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
一
年

前
の
秋
に
メ
キ
ン
コ
滞
在
を
終
え
て
帰
国
し
た

と
き
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
メ
キ
シ
コ
で
は
、
八
一
年
暮
れ
か
ら
八
二
年

秋
ま
で
、
エ
ル
・
コ
レ
ヒ
オ
・
デ
・
メ
ヒ
コ

　
（
メ
キ
シ
コ
国
立
大
学
院
）
の
客
員
教
授
と
し

て
、
日
本
経
済
論
を
担
当
し
て
い
た
。
そ
の

間
、
再
度
に
わ
た
る
ペ
ソ
切
下
げ
や
預
金
凍
結

一

は
じ
め
に

ふ
た
つ
の
感
想

四 三二 一



人
の
寄
り
集
ま
り
、
寄
り
添
い
合
い
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
来
は
市
民
生
活
を
形

づ
く
る
う
え
で
の
核
な
の
で
は
な
い
か
。
「
国
」

の
形
が
ど
う
で
あ
れ
、
個
人
と
し
て
の
生
活
の

可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
姿
勢
―
そ
れ
が
、
考

え
方
の
ゆ
と
り
を
生
み
出
す
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
ゆ
と
り
」
の
共

通
項
を
見
つ
け
合
う
仕
事
と
し
て
、
市
民
意
識

な
る
も
の
が
、
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
そ
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
る
と
、
こ
う
反
論

さ
れ
た
。
「
い
や
、
国
が
亡
ぶ
と
い
う
の
は
、

と
う
ぜ
ん
誇
張
で
ね
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば

大
変
な
事
態
に
な
る
と
い
う
意
味
だ
よ
」
と
。

し
か
し
、
「
大
変
な
事
態
」
と
い
う
も
の
を
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
す
る
と
「
国
が
亡
ぶ
」
と
い
う

形
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
は
、

と
か
大
変
な
事
態
に
な
る
と
か
の
こ
と
ば
を
漠

然
と
信
じ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
事
態
を
避
け

る
た
め
に
は
何
で
も
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
は
、
「
大
変
な
事
態
」
を

避
け
る
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
っ
て
、
事
実
上

　
「
大
変
な
事
態
」
を
招
き
寄
せ
て
し
ま
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
破
局
を
避
け
る

た
め
に
は
何
で
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
思

い
こ
む
と
破
局
に
な
っ
た
と
き
と
同
じ
こ
と
を

や
ら
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
財
政
危
機
克

服
の
た
め
に
は
、
大
増
税
も
や
む
な
し
、
福
祉

切
り
捨
て
も
や
む
な
し
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

し
ま
う
な
ら
、
実
は
、
そ
う
い
う
大
増
税
や
福

祉
切
り
捨
て
こ
そ
が
破
局
の
姿
で
あ
る
の
に
、

そ
の
こ
と
に
気
ず
か
な
い
で
い
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。

二

や
は
り
大
き
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
、
私

は
思
う
。
財
政
危
機
の
問
題
を
、
あ
く
ま
で
も

市
民
と
し
て
の
生
活
を
出
発
点
に
と
っ
て
考
え

抜
い
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
脈
落
で

「
国
」
が
思
考
の
中
に
現
わ
れ
て
き
た
り
は
し

な
い
は
ず
で
あ
る
。
は
じ
め
に
言
い
た
い
第
一

の
こ
と
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
っ
あ
る
。
「
財
政
危
機
を
こ
の
ま

ま
放
置
す
れ
ば
大
変
な
事
態
に
な
る
」
と
い
う

よ
う
な
話
を
聞
か
さ
れ
る
と
き
に
は
、
私
た
ち

は
、
「
大
変
な
事
態
」
と
は
何
な
の
か
を
、
で

き
る
だ
け
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
国
が
亡
ぶ
」

財
政
危
機
と
は
何
の
こ
と
か

　
い
ま
問
題
の
財
政
危
機
と
は
、
か
ん
た
ん
に

言
え
ば
、
国
家
（
中
央
政
府
）
財
政
が
国
債
、

と
く
に
赤
字
国
債
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ

と
を
指
す
。
八
三
年
度
当
初
予
算
の
ば
あ
い
、

国
債
発
行
額
は
一
三
兆
三
四
五
〇
億
円
で
、
八

二
年
度
当
初
予
算
よ
り
も
三
兆
円
多
い
。
八
三

年
度
の
赤
字
国
債
発
行
額
は
ほ
ぼ
七
兆
円
で
、

八
二
年
当
初
に
く
ら
べ
て
三
兆
円
多
い
。
歳
出

に
対
ナ
る
国
債
の
比
率
は
（
国
債
依
存
率
）
、

二
六
・
五
％
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
八
二
年
度
当

初
予
算
に
お
け
る
依
存
率
二
一
・
○
％
を
大
幅

に
上
回
っ
た
。

　
赤
字
国
債
に
依
存
す
る
度
合
が
大
き
く
な
る

こ
と
が
、
な
ぜ
財
政
危
機
な
の
か
。
そ
の
理
由

は
い
く
つ
か
あ
る
。
国
債
は
、
国
が
行
な
う
借

金
で
あ
る
か
ら
、
約
束
の
期
限
が
く
れ
ば
、
利

息
を
添
え
て
そ
の
元
金
を
貸
手
（
国
債
購
入
者
）

に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
返
却
（
償

還
）
の
た
め
の
資
金
は
、
も
ち
ろ
ん
国
家
財

政
、
つ
ま
り
中
央
政
府
の
歳
出
か
ら
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
債
依
存
度
が
高
け
れ
ば
高

い
ほ
ど
、
そ
の
償
還
費
（
国
債
費
）
が
歳
出
に

占
め
る
割
合
も
高
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
予
算
の
う
ち
他
の
支
出
に
回
せ
る
余
裕
が

小
さ
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
支
出

を
今
ま
で
通
り
の
大
き
さ
に
維
持
し
た
り
、
増

や
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
増
税

か
国
債
増
発
か
、
ど
ち
ら
か
で
収
入
を
増
や
す

し
か
な
い
。
し
か
し
、
国
債
増
発
で
収
入
を
ま

か
な
う
と
後
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
国
債
償
還
の

負
担
が
重
く
な
り
、
財
政
は
国
債
を
返
す
た
め

に
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
形
に
な
り
か
ね
な

い
。
借
金
を
返
す
た
め
に
借
金
を
す
る
と
い
う

悪
循
環
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
う
と
、
財
政
は
、

そ
の
果
た
す
べ
き
機
能
を
失
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
政
府
を
通
じ
て

の
カ
ネ
の
出
し
入
れ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で

は
、
形
だ
け
財
政
は
、
存
在
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
ほ
ん
ら
い
財
政
に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
、

な
に
ひ
と
つ
行
な
え
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う

に
、
財
政
の
機
能
喪
失
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と

が
、
財
政
危
機
の
第
一
の
内
容
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
財
政
危
機
は
、
財
政
の
機
能
喪

失
と
い
う
財
政
自
体
の
枠
を
越
え
て
、
金
融
面

に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
影
響
の
チ

ャ
ン
ネ
ル
も
多
様
だ
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
だ

け
を
指
摘
す
る
な
ら
、
金
利
へ
の
影
響
が
重
大

で
あ
る
。
新
規
に
発
行
す
る
国
債
の
利
回
り

は
、
既
発
債
の
実
勢
利
回
よ
り
も
低
い
も
の
に

は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
新
発

債
を
買
う
人
は
い
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
国
債
を
次
々
に
大
量
発
行
し
つ
づ
け

る
状
況
の
下
で
は
、
長
期
金
利
は
押
し
上
げ
ら

れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
逆
に
ま
た
、

景
気
政
策
と
し
て
機
動
的
に
金
利
を
上
下
さ
せ

る
こ
と
も
、
や
り
に
く
く
な
る
。
た
と
え
ば
、

金
利
を
上
げ
る
と
、
既
発
の
国
債
の
相
場
は

下
が
る
。
そ
う
な
る
と
そ
の
利
回
り
は
上
が

り
、
国
債
の
新
規
発
行
計
画
が
む
ず
か
し
く
な

る
し
、
資
産
と
し
て
大
量
の
既
発
債
を
保
有
し

て
い
る
金
融
機
関
も
ま
た
、
手
持
ち
資
産
の
仮

値
が
下
が
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
イ
ン
フ
レ
的

な
景
気
を
引
締
め
る
た
め
に
金
融
引
締
め
を
行

な
う
、
そ
の
た
め
に
は
金
利
を
上
げ
る
、
と
い

う
よ
う
な
政
策
手
段
は
機
能
的
に
取
り
に
く
く

な
る
。

　
金
利
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
レ
ー
ガ
ン
政
権

の
経
済
政
策
の
下
で
、
膨
大
な
財
政
赤
字
が
つ

く
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
高
金
利
を

定
着
さ
せ
、
世
界
的
な
不
況
の
大
き
な
原
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
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る
。
レ
ー
ガ
ン
氏
は
大
統
領
選
当
時
、
カ
ー
タ

ー
政
権
の
財
政
赤
字
を
攻
撃
し
て
「
小
さ
な
政

府
」
論
を
主
張
し
た
の
だ
が
、
そ
の
軍
拡
政
策

の
下
で
、
連
邦
政
府
の
赤
字
は
カ
ー
タ
ー
時
代

の
そ
れ
の
三
倍
以
上
に
達
し
つ
つ
あ
る
。

　
第
三
に
国
債
発
行
残
高
は
八
三
年
度
末
で
一

一
〇
兆
円
に
達
す
る
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
四
割
近
く
に

あ
た
る
）
が
、
そ
の
本
格
的
な
償
還
は
八
五
年

度
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
償
還
の
た
め
の
国
債
整

理
基
金
の
償
還
財
源
は
八
五
年
度
で
底
を
つ
く

見
通
し
で
、
要
す
る
に
国
債
を
返
す
た
め
に
準

備
を
し
て
お
い
た
カ
ネ
が
な
く
な
る
。
取
り
崩

し
て
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
会
計

の
カ
ネ
を
つ
ぎ
こ
ん
で
財
政
の
機
能
喪
失
を
深

刻
に
す
る
の
を
少
し
で
も
避
け
る
た
め
に
は
、

借
換
債
の
方
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
方
式
に
も
い
ろ
い
ろ
な
や
り

方
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
実
質
的
に
日
銀
に

引
き
受
け
さ
せ
て
カ
ネ
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
日
銀
が
国
債

を
引
受
け
て
は
カ
ネ
を
流
す
と
い
う
通
貨
供
給

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
で
き
て
し
ま
い
、
典
型
的
な

通
貨
イ
ン
フ
レ
を
ひ
き
起
す
可
能
性
が
強
い
。

し
か
も
、
そ
う
し
た
イ
ン
フ
レ
は
、
既
発
債
の

償
還
の
負
担
を
軽
く
し
て
く
れ
る
も
の
だ
か

ら
、
財
政
当
局
に
は
魅
力
的
面
が
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
イ
ン
フ
レ
は
、
日
本
商
品
の
対
外
競
争
力

を
弱
め
る
し
、
政
府
支
出
の
増
大
も
も
た
ら
す

か
ら
、
野
放
図
に
そ
の
路
線
を
追
求
す
る
こ
と

は
、
財
政
当
局
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
抑
制
気
味
に
誘
導
す
る
イ
ン
フ
レ

政
策
」
の
方
向
に
、
事
態
が
流
れ
て
い
き
つ
つ

あ
る
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
現
実
で
あ
る
。

で
あ
る
。

　
政
府
の
「
危
機
」
克
服
策
の
ひ
と
つ
が
、
土

光
臨
調
に
よ
る
行
革
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
臨
調
最
終
答
申
（
八
三
年
三
月
十
四
日
）
は
、

「
序
章
　
総
論
」
の
な
か
で
、
「
行
政
改
革
と

財
政
再
建
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「
当
調
査
会
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行

政
改
革
は
財
政
再
建
の
手
段
で
は
な
い
。
行
政

改
革
の
目
的
は
、
近
年
の
内
外
の
環
境
変
化
の

下
で
、
国
、
地
方
を
通
ず
る
機
構
、
制
度
及
び

政
策
の
全
般
に
わ
た
っ
て
幅
広
く
見
直
し
を
行

い
、
中
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
て
、
今
後
の
行

政
の
在
る
べ
き
姿
を
明
ら
か
に
ナ
る
と
と
も

に
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
行
政
改
革
を
推
進
す
る
テ
コ
と

し
て
当
調
査
会
が
掲
げ
た
方
針
が
、
『
増
税
な

き
財
政
再
建
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
予
算
編
成
に
お
い
て
、
い
わ
ば
糧
道
を
断

ち
つ
つ
歳
出
の
削
減
に
よ
っ
て
財
政
再
建
を
図

る
限
り
、
お
の
ず
か
ら
既
存
の
制
度
や
政
策
の

見
直
し
が
不
可
避
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
本
格

的
な
行
政
改
革
の
推
進
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
最
近
の
財
政

状
況
、
と
り
わ
け
税
収
状
況
の
悪
化
や
、
そ
れ

に
伴
う
財
政
再
建
の
困
難
性
の
増
大
は
、
行
政

改
革
の
意
義
を
低
下
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の

逆
に
、
本
格
的
な
行
政
改
革
を
実
現
す
る
絶
好

の
機
会
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
こ
れ
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
土
光
臨
調
の
基

本
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
本
格
的
な
行

政
改
革
の
推
進
」
こ
そ
が
目
標
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
財
政
再
建
の
た
め
の
手
段
と
い
う
が
如
き

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
財
政

再
建
は
「
緊
急
の
課
題
と
し
て
」
必
要
だ
が
、

こ
の
課
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
の
方
式
は
、

　
「
本
格
的
な
行
政
改
革
」
の
推
進
・
実
現
に
役

立
つ
か
否
か
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
そ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
ど
う
し
て

も
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
と
い
う
方
式
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
方
式
は
如

何
に
し
て
実
行
さ
れ
る
か
。
赤
字
国
債
依
存
か

ら
脱
却
す
べ
き
で
あ
る
以
上
、
歳
出
の
削
減
に

よ
っ
て
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
土
光
臨
調
の
路
線
は
、
政
府
の

　
「
危
機
」
克
服
策
と
し
て
、
す
わ
り
が
よ
い

か
、
ぴ
た
り
と
は
ま
り
が
よ
い
か
は
、
疑
わ
し

い
。
八
二
年
度
予
算
案
作
成
時
に
、
臨
調
の
権

威
を
借
り
て
ゼ
ロ
・
シ
ー
リ
ン
グ
を
通
し
て
何

と
か
予
算
編
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
で
政
府
に

と
っ
て
の
臨
調
の
役
割
は
終
っ
た
と
い
う
皮
肉

な
見
方
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
八
三
年

度
の
予
算
編
成
で
も
、
来
八
四
年
度
の
そ
れ
で

も
、
臨
調
の
「
増
税
な
き
」
路
線
は
、
各
省
の

概
算
要
求
枠
を
抑
え
る
た
め
の
大
道
具
と
し
て

使
わ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
政
府
の
「
危
機
」
克
服
策
の
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こ
う
し
た
財
政
危
機
を
、
今
、
政
治
は
ど
の

よ
う
に
し
て
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
成
功
の
見
込
み
の

あ
る
、
か
つ
望
ま
し
い
方
策
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
私
は
、
冒
頭
で
示
唆
し

た
と
お
り
、
「
危
機
」
克
服
の
た
め
の
方
策
自

体
が
、
「
危
機
」
を
つ
く
り
出
し
、
深
化
さ
せ

て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
言
え

ば
、
直
ち
に
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
「
お
ま
え

の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
、
政
府
が
国
民
に

飲
ん
で
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
ク
ス
リ
が
、
ひ

ど
く
に
が
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
な
る

ほ
ど
、
こ
の
ク
ス
リ
は
に
が
い
。
し
か
し
、
病

状
そ
の
も
の
が
重
い
の
だ
。
ク
ス
リ
の
に
が
さ

く
ら
い
は
が
ま
ん
し
て
、
病
気
を
直
す
こ
と
の

方
が
大
事
で
は
な
い
か
」
と
。
し
か
し
、
私

の
言
い
た
い
こ
と
は
、
少
し
違
う
。
こ
の
「
ク

ス
リ
」
な
る
も
の
は
、
ひ
ど
く
に
が
い
。
に
が

け
れ
ば
効
く
と
、
錯
覚
し
て
は
な
ら
な
い
の

だ
。
効
き
も
し
な
い
の
に
、
と
言
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
病
状
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
の
に
、
こ
れ
を
ク
ス
リ
だ
、
飲
め
と
言
わ
れ

て
も
困
る
１
こ
れ
が
私
の
言
い
た
い
こ
と
な
の

臨
調
・
行
革
は
ク
ス
リ
か

三-



ひ
と
つ
が
、
土
光
臨
調
の
行
革
路
線
で
あ
る
こ

と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
臨
調
も

ま
た
、
行
革
は
財
政
再
建
の
手
段
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
独
自
の
、
高
次
の
目
標
で
あ
る
と
い

う
判
断
を
振
り
か
ざ
し
つ
つ
、
同
時
に
、
行
革

が
成
る
と
き
財
政
再
建
は
自
か
ら
成
る
と
い
う

認
識
を
基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

　
さ
て
、
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
臨
調
行
革
路
線
を

ど
う
評
価
す
べ
き
か
。
明
ら
か
に
一
般
に
は
、

メ
ザ
シ
の
土
光
氏
へ
の
共
感
と
通
い
合
っ
て
。

「
増
税
な
き
」
へ
の
支
持
が
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
「
増
税
な
き
」
は
、

財
政
再
建
の
た
め
の
正
当
な
条
件
で
あ
る
。

「
財
政
再
建
」
は
、
国
民
の
租
税
負
担
率
を
引

き
上
げ
な
い
と
い
う
条
件
に
服
し
て
達
成
さ
れ

て
こ
そ
、
「
財
政
再
建
」
の
名
に
値
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
大
増
税
の
下
で
ム
リ
ヤ
リ
「
財
政
再

建
」
を
達
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
再
建
」

は
、
き
わ
め
て
も
ろ
く
、
や
が
て
ま
も
な
く
崩

壊
を
来
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
局

部
の
病
を
治
療
す
る
の
に
、
全
身
の
衰
弱
・
消

耗
を
来
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
臨
調
の
原
則
は
、
三
つ
の
点

で
重
大
な
疑
問
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
に

は
、
「
増
税
」
な
き
が
、
な
ぜ
「
歳
出
の
抑
制
」

と
同
一
視
さ
れ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
う

言
え
ば
、
い
ぶ
か
し
が
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
は
自
明
で
は
な
い
か
、
と
。
な
る
ほ

ど
、
増
税
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
歳
入
増
え
ず
、
し

た
が
っ
て
、
歳
出
の
抑
制
は
必
至
と
い
う
よ
う

に
、
筋
道
が
辿
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ

ん
と
う
に
そ
う
か
。
「
増
税
」
と
は
、
国
民
の

租
税
負
担
率
の
引
上
げ
を
意
味
す
る
と
す
れ

ば
、
歳
入
の
主
柱
た
る
税
収
は
、
増
税
が
な
く

て
も
増
大
し
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
税
収
＝

Ｇ
Ｎ
Ｐ
（
も
し
く
は
国
民
所
得
）
×
租
税
負
担

率
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
（
も
し
く
は

国
民
所
得
）
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

税
収
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
は
、
ま
さ
に
歳
出

の
構
成
を
ど
う
す
る
か
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
財

政
資
金
を
ど
の
よ
う
に
支
出
す
る
か
に
よ
っ

て
、
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
も
、
な
お
反
論
が
あ
り

う
る
。
今
は
赤
字
国
債
を
抱
い
た
（
い
や
、
正

し
く
は
赤
字
国
債
に
抱
か
れ
た
）
財
政
な
の

だ
。
赤
字
国
債
の
発
行
を
減
ら
す
た
め
に
は
、

歳
出
抑
制
に
訴
え
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、

と
。
い
か
に
も
も
っ
と
も
に
聞
こ
え
る
が
、
だ

か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
赤
字
国
債

の
増
発
が
続
い
た
の
か
、
と
。
七
四
年
に
マ
イ

ナ
ス
成
長
に
落
ち
こ
ん
だ
あ
と
、
七
五
年
に
は

二
・
五
％
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
成
長
率
、
七
六
～
七
九
年

は
、
五
％
台
の
成
長
串
を
維
持
し
た
。
政
府

は
、
そ
の
間
、
日
本
経
済
は
世
界
一
良
好
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
成
果
）
を
示
し
て
い
る
と
誇

り
続
け
て
き
た
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の

七
五
年
以
降
大
量
発
行
さ
れ
て
き
た
赤
字
国
債

が
、
今
、
財
政
危
機
と
し
て
顕
在
化
し
て
日
本

経
済
を
圧
迫
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
赤

字
国
債
の
発
行
を
手
段
と
し
て
達
成
す
べ
き
で

あ
っ
た
課
題
が
、
達
成
さ
れ
な
い
ま
ま
に
来
た

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
達
成
で

き
な
か
っ
た
か
。
レ
ー
ガ
ン
政
策
そ
の
他
諸
般

の
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
政
策
当
局
が
持
つ
べ

き
主
体
的
責
任
の
自
覚
と
し
て
は
、
歳
出
の
内

容
の
決
め
方
が
ま
ず
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
反
省
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
も
う
す
こ
し
踏
み
こ
ん
で
言
っ
て
み
よ
う
。

赤
字
国
債
の
発
行
に
追
い
込
ま
れ
る
事
態
は
、

起
り
う
る
。
起
っ
た
と
て
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
事
態
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
赤
字
国
債
の
発
行
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

も
歳
出
規
模
を
維
持
な
い
し
拡
大
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
歳
出
規
模
の
維
持
・
拡
大
を
通
じ
て
、

赤
字
国
債
に
た
よ
ら
ず
と
も
歳
出
規
模
が
維
持

で
き
る
状
況
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ね
ら

い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
支
出
構
造
は
、
そ
の

ね
ら
い
を
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
事
実
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
八

一
年
度
、
八
二
年
度
と
も
に
成
長
率
を
過
大
に

見
つ
も
り
、
た
め
に
税
収
見
込
に
比
べ
実
績
は

八
一
年
度
で
三
兆
円
、
八
二
年
度
で
六
兆
円
も

少
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
赤
字
国
債
を
発

行
し
て
も
、
財
政
資
金
の
支
出
の
し
か
た
に
お

い
て
、
そ
う
し
た
成
長
率
見
通
し
を
支
え
る
も

の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
か
ら
ん
で
、
第
二
の
点
が
出
て

く
る
。
か
り
に
「
歳
出
抑
制
」
を
や
む
を
え
ぬ

こ
と
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
以
上
の
点
に
つ
い

て
政
府
の
反
省
を
求
め
る
な
ら
、
「
歳
出
抑

制
」
の
原
理
に
つ
い
て
こ
そ
批
判
を
述
べ
、
指

針
を
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
何
は

抑
制
し
、
何
は
抑
制
す
べ
き
で
な
い
か
の
原
理

を
、
反
省
の
上
に
た
っ
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
八
四
年
度
予
算
案
の
た
め
の

概
算
要
求
枠
は
、
経
常
部
門
経
費
に
つ
い
て
は

原
則
一
〇
％
、
公
共
事
業
費
な
ど
の
投
資
部
門

経
費
に
つ
い
て
は
原
則
五
％
を
、
八
三
年
度
予

算
よ
り
も
減
ら
す
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
・
シ
ー
リ

ン
グ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
際
、
マ
イ
ナ
ス

・
シ
ー
リ
ン
グ
の
対
象
外
と
さ
れ
た
、
経
費
項

目
が
き
わ
め
て
多
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
政
策

と
し
て
の
一
貫
性
あ
る
選
択
原
理
を
見
出
し
が

た
い
の
で
あ
る
。

　
選
択
原
理
と
し
て
唯
一
存
在
す
る
こ
と
が
明

瞭
な
の
は
。
軍
事
支
出
（
い
わ
ゆ
る
防
衛
費
）

は
他
を
さ
し
置
い
て
増
大
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
増
大
ぶ
り
は
や
は
り
突
出
と
評

す
る
に
値
す
る
。
こ
れ
を
突
出
さ
せ
ん
が
た
め

に
他
の
歳
出
項
目
の
抑
制
が
無
原
則
に
強
要
さ

れ
て
い
る
と
さ
え
、
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
三
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
は
た
し
て
臨
調

の
行
革
路
線
は
「
増
税
な
き
」
を
支
え
う
る
内

容
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
ま
ず
何
よ
り
も
問
題
に
さ
れ
る
べ
き

は
、
「
小
さ
な
政
府
」
と
い
う
理
念
の
具
体
的
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内
容
は
何
か
が
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
中
央
省
庁
の
統
廃
合
や
地

方
出
先
機
関
の
整
理
は
言
わ
れ
て
は
い
る
。
し

か
し
、
「
小
さ
な
政
府
」
と
は
、
何
よ
り
も
、

中
央
政
府
が
わ
が
国
の
行
政
・
財
政
全
体
に
つ

い
て
も
っ
て
い
る
過
度
の
中
央
集
権
的
体
質
を

変
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
小
さ

な
政
府
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
小
さ
な
中
央

政
府
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
税
源
の
多
く
を
地
方
税
に
割
り

当
て
、
日
本
の
税
体
系
を
地
方
税
中
心
主
義
に

改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
中
央
が
い
っ

た
ん
吸
い
上
げ
た
税
金
を
、
地
方
交
付
税
と
し

て
自
治
体
に
配
分
ナ
る
と
い
う
体
制
を
逆
転
し

て
、
む
し
ろ
中
央
政
府
の
不
足
資
金
を
自
治
体

が
そ
の
意
思
に
従
っ
て
中
央
交
付
税
と
し
て
拠

出
す
る
体
系
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
政
府
の
規
模
に
つ
い
て
の
核
心
は
「
小
さ

ま
ず
自
治
体
財
政
の
規
模
が
決
ま
っ
て
、
し
か

る
の
ち
中
央
政
府
の
財
政
規
模
が
定
ま
る
と
い

う
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
臨
調
が
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
を
と
な
え

て
も
、
そ
の
進
め
よ
う
と
す
る
行
革
の
内
容

が
、
「
増
税
な
き
」
を
支
え
る
も
の
と
は
見
な

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
政
府
税
調
は
、
十

一
月
に
発
表
し
た
中
期
税
制
答
申
で
、
物
品
税

を
拡
充
し
、
サ
ー
ビ
ス
に
も
課
税
す
る
形
で
の

間
接
税
増
税
路
線
を
打
ち
出
し
た
。
「
増
税
な

き
」
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
、

も
は
や
現
実
性
を
欠
く
も
の
に
な
っ
た
と
言
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
市
民
生
活

の
観
点
か
ら
し
て
増
税
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
べ
き
か
。増

税
と
市
民

い
」
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
適
切
な
規
模
か

ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
適
切
さ
を
決
定
す
る
も

の
は
市
民
が
、
自
ら
の
負
祖
す
る
税
や
社
会
保

映
料
等
の
負
担
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
公
共

的
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
あ
れ
ば
納
得
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
公
共
的
サ
ー
ビ
ス
が
ほ
し
い
と
考
え
、
そ

れ
に
は
ど
こ
ま
で
の
負
担
は
許
容
す
る
と
考
え

る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
政
府
の
規
模
は
決
ま

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
市
民
の

判
断
が
有
効
に
機
能
し
て
政
府
の
適
切
な
規
模

が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
た
め
に
は
、

　
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
六
年
も
据
え
お
か
れ

た
課
税
最
低
限
の
引
上
げ
が
、
よ
う
や
く
に
し

て
か
ろ
う
じ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
八
三
年
中
の
減
税
分
は
三
、
〇
〇
〇

億
円
に
も
達
せ
ず
、
こ
の
分
の
財
源
は
、
前
年

度
の
剰
余
金
を
あ
て
る
こ
と
で
メ
ド
が
た
っ
て

い
る
に
せ
よ
、
八
四
年
に
予
定
の
一
兆
円
分
に

つ
い
て
は
、
間
接
税
（
と
く
に
物
品
税
）
の
増

税
を
も
っ
て
あ
て
る
し
か
な
い
状
況
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
実
質
的
に
減
税
に
な
ら
な
い
ば
か

り
か
、
む
し
ろ
あ
き
ら
か
に
増
税
に
な
る
だ
ろ

　
し
か
し
、
今
、
税
に
関
す
る
問
題
点
で
最
重

要
な
も
の
は
、
増
税
か
否
か
で
は
な
く
て
、
不

公
平
税
制
の
是
正
で
あ
る
。
増
税
さ
え
な
け
れ

ば
現
状
で
満
足
す
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
ノ

ー
」
と
叫
ぶ
だ
ろ
う
。
か
り
に
増
税
が
や
む
を

え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
不
公
平
税
制
の

是
正
が
大
前
提
で
あ
り
、
こ
の
大
前
提
を
満
た

さ
な
い
限
り
は
、
ど
ん
な
増
税
策
も
失
敗
す
る

だ
ろ
う
。

　
増
税
の
可
否
を
考
え
る
さ
い
に
も
う
ひ
と
つ

の
重
要
な
要
素
は
、
担
税
力
が
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
日
本
の
家
計
に
は
、
担
税
力
の
余
地

が
な
お
か
な
り
大
き
く
残
っ
て
い
る
と
見
て
よ

い
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
す
き
間
産
業
」
の
盛
行
で
あ
る
。

　
「
す
き
間
産
業
」
と
は
、
公
共
的
に
提
供
さ

れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
の
に
、
そ
の
質
に

不
満
を
も
つ
人
た
ち
が
多
く
い
て
、
そ
の
人
た

ち
に
対
し
て
追
加
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
ナ
る
活
動

の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
庭
教
師
、
塾

の
盛
行
が
そ
れ
で
あ
る
。
学
校
教
育
と
い
う
サ

ー
ビ
ス
は
公
的
に
（
私
立
の
ば
あ
い
で
も
公
的

基
準
に
従
っ
て
）
提
供
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
父
母
の
中
に
は
、
学
校
教
育
の
質
に
不
満

を
抱
き
、
子
女
を
家
庭
教
師
や
塾
に
託
し
て
い

る
人
が
、
き
わ
め
て
高
率
の
割
合
で
存
在
す

る
。
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
父
母
の
ニ
ー
ズ
と
の
あ

い
だ
の
す
き
間
に
く
さ
び
を
打
込
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
病
院
の
提
供
す
る
看

護
サ
ー
ビ
ス
と
患
者
や
家
族
の
ニ
ー
ズ
と
の
あ

い
だ
の
す
き
間
を
埋
め
て
く
れ
て
い
る
、
付
添

婦
と
い
う
存
在
に
も
言
え
る
。
も
っ
と
広
げ
て

い
え
ば
、
公
共
交
通
機
関
が
あ
る
の
に
多
く
の

人
が
マ
イ
カ
ー
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
に

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
「
す
き
間
産
業
」
へ
の
家
計
支
出

は
、
も
し
公
的
サ
ー
ビ
ス
供
給
が
家
計
の
ニ
ー

ズ
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
な
く
て
す
む
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ら
の
「
す
き
間
産

業
」
へ
の
支
出
額
を
公
共
の
資
金
と
し
て
集
中

し
た
方
が
、
も
っ
と
効
率
的
に
ニ
ー
ズ
を
み
た

せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
流
高
校
へ

わ
が
子
を
進
学
さ
せ
る
た
め
に
塾
通
い
を
さ
せ

て
み
て
も
、
一
流
高
校
な
る
も
の
の
数
が
絶
対

的
に
限
ら
れ
て
い
て
は
、
誰
も
が
そ
の
目
的
を

達
し
う
る
と
は
言
え
っ
こ
な
い
。
そ
れ
よ
り

も
、
同
じ
よ
う
に
質
の
高
い
高
校
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
の
方
が
、
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は

な
ぜ
「
す
き
間
産
業
」
の
方
に
、
よ
り
多
く

の
（
公
共
的
資
金
に
集
中
す
る
と
き
と
く
ら
べ

て
、
よ
り
多
く
の
）
支
出
を
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
最
も
端
的
に
言
っ
て
、
自
分
が

税
そ
の
他
の
公
共
的
負
担
を
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
負
担
が
、
自
分
の
望
ん
で
い
る
用
途
に
使

わ
れ
て
い
く
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
、
人

々
が
確
信
を
も
て
な
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

負
担
し
た
分
は
、
何
の
た
め
の
負
担
で
あ
っ
た
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の
か
が
明
確
に
分
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
言
い
か
え
て
、
拠

出
し
た
分
の
使
い
道
に
つ
い
て
、
主
張
が
で
き

る
よ
う
な
し
く
み
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
し
く
み
と
し
て
は
、

国
と
自
治
体
と
を
通
じ
る
議
会
制
度
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
現
状
・
実
体
は
、

そ
う
し
た
負
担
者
の
主
張
を
反
映
す
る
だ
け
の

も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
そ
う
し

た
状
況
は
、
国
政
レ
ベ
ル
で
明
瞭
で
あ
る
。
早

い
話
が
、
横
浜
市
民
は
、
自
分
の
納
め
た
税
金

が
ど
の
よ
う
に
し
て
新
潟
三
区
に
流
れ
て
い
る

の
か
、
い
な
い
の
か
、
よ
く
分
る
と
い
う
風
に

は
、
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
財
政
と
い
う
も
の
の
根
本
的
機
能
は
、
市
民

が
ひ
と
り
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
ひ
と

り
ひ
と
り
の
カ
ネ
を
持
ち
寄
っ
て
実
現
す
る
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
こ

と
を
、
み
ん
な
で
な
ら
で
き
る
の
だ
か
ら
、
各

人
の
願
い
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
み
ん
な
で
カ
ネ

を
出
し
合
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
し
く
み
が

財
政
な
の
で
あ
る
。
財
政
危
機
と
は
、
単
に
収

支
の
差
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
い
う
だ
け
の
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の

は
、
み
ん
な
で
カ
ネ
を
持
ち
寄
っ
て
、
各
人
の

ニ
ー
ズ
を
よ
り
よ
く
充
足
し
あ
う
と
い
う
し
く

み
が
機
能
マ
ヒ
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
機
能
マ
ヒ
を
直
し
て
い
く
に

は
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
治
体
が
先
頭
に
立
た
ね

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
治
体
こ
そ
は
、

負
担
と
受
益
の
関
係
が
市
民
に
と
っ
て
見
え
や

す
い
舞
台
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自

治
体
財
政
の
総
力
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
市
民
生

活
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
に
む
け
て
注
が
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
財
政
難
の
た
め
に
で
き
な
い
と

明
言
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か

し
、
今
の
財
源
の
中
で
総
力
が
市
民
ニ
ー
ズ
の

充
足
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
証
明
し
て
み
せ
る

こ
と
こ
そ
が
、
財
源
難
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
第
一
の
、
不
可
決
な
手
が
か
り
、
足
が
か
り

な
の
で
あ
る
。
公
共
の
た
め
に
カ
ネ
を
出
し
た

方
が
ト
ク
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
生
活
ニ
ー
ズ

の
充
足
の
点
で
実
証
し
て
み
せ
る
市
政
の
展
開

を
、
強
く
横
浜
市
に
望
み
た
い
。

　
　
　
　
〈
横
浜
国
立
大
学
経
済
学
部
教
授
〉
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