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下
言
上
用

　
財
政
制
度
等
審
議
会
は
、二
〇
一
四

年
の
五
月
に「
財
政
健
全
化
に
向
け
た

基
本
的
考
え
方
」を
発
表
し
た
。そ
の
概

要
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　「
家
計
が
保
有
し
て
い
る
潤
沢
な
金
融

資
産
と
企
業
部
門
の
資
金
余
剰
が
あ
る

か
ら
、多
額
の
国
債
を
低
金
利
で
発
行
で

き
て
い
る
。

　
し
か
し
、国
内
の
資
金
環
境
が
将
来
に

わ
た
っ
て
確
実
に
維
持
さ
れ
る
保
証
は

な
く
、国
債
発
行
額
を
減
ら
し
て
債
務

残
高
を
圧
縮
し
、財
政
リ
ス
ク
を
で
き
る

だ
け
少
な
く
す
る
必
要
が
あ
る
」

　
さ
て
、こ
の
認
識
は
正
し
い
の
だ
ろ
う

か
。国

債
発
行
の
実
際

　
前
々
回
の
こ
の
コ
ラ
ム（
本
誌
九
月

号
）で「
国
債
が
将
来
へ
の
つ
け
回
し
で

な
い
証
明
」と
題
し
て
、建
設
国
債
一
〇

〇
億
円
発
行
と
そ
の
事
業
に
お
け
る
お

金
の
流
れ
を
説
明
し
た
。こ
こ
で
明
ら
か

に
な
っ
た
よ
う
に
、「
国
債
発
行
に
よ
っ

て
国
民
か
ら
現
金
を
吸
い
上
げ
る
こ
と

は
な
い
」の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、家
計
や
企
業
に
資
金
余

剰
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、国
債
発
行
に
関

し
て
何
の
影
響
も
与
え
な
い
の
だ
。つ
ま

り
、上
記
の
財
政
制
度
等
審
議
会
の
認

識
は
間
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ

に
つ
い
て
の
端
的
な
証
明
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、こ
の
三
〇
年
間
で「
政
府
債

務
残
高
は
大
き
く
伸
び
て
一
、〇
〇
〇
兆

円
と
い
う
レ
ベ
ル
に
達
し
て
き
た
が
、長

期
国
債
金
利
は
こ
の
間
一
貫
し
て
下
が

り
続
け
、最
近
で
は
〇
％
あ
た
り
に
張
り

付
い
て
い
る
」と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
金
利
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、国
債
発
行
が
民
間
へ
の
資
金
供
給
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
事
実
は
、前
々
回
に
見
て
き
た
と
お

り
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な

「
政
府
が
事
業
を
増
や
す
と
民
間
が
低
い

金
利
で
使
え
る
お
金
が
減
っ
て
し
ま
う
」

と
い
う
新
自
由
主
義
経
済
学
の
ク
ラ
ウ

デ
ィ
ン
グ
ア
ウ
ト
論
は
間
違
い
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
で
、真
実
は
そ
の
逆
で
イ
ン

フ
ラ
投
資
が
民
間
投
資
を
誘
発
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
一
例
に
用
い
て
解
説
す
る
と
、

関
東
で
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

（
圏
央
道
）の
整
備
が
進
ん
で
き
た
が
、

こ
の
道
路
の
開
通
区
間
で
は
物
流
施
設

な
ど
が
急
速
に
立
地
し
、土
地
利
用
の
高

度
化
、雇
用
の
急
増
、固
定
資
産
税
な
ど

の
増
収
な
ど
が
実
現
し
て
き
た
。

　
つ
ま
り
圏
央
道
が
民
間
投
資
を
生
ん

で
、人
び
と
の
働
く
機
会
を
増
大
さ
せ
、

中
央
や
地
方
の
税
収
を
増
や
し
て
き
た
。

イ
ン
フ
ラ
整
備
に
よ
る
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン
グ

イ
ン
な
の
で
あ
る
。

貨
幣
と
は
何
か

　
先
ほ
ど
の
財
政
制
度
等
審
議
会
の
表

現
は
、貨
幣
を
モ
ノ
と
し
て
捉
え
、モ
ノ

で
あ
る
か
ら
ど
こ
か
に
蓄
え
ら
れ
、そ
れ

は
プ
ー
ル
に
水
が
た
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。物
々
交
換
か
ら
、貴
金
属
貨
幣
と

な
り
、そ
れ
が
兌
換
紙
幣
か
ら
不
換
紙
幣

へ
と
変
化
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
考

え
て
は
い
る
が
、ど
こ
ま
で
も「
貨
幣
は

モ
ノ
」と
の
理
解
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、最
近
で
は
※シ
ュ
メ
ー
ル
の
時

代
に
記
さ
れ
た
粘
土
板
を
見
て
も
、貨
幣

は
信
用
の
証
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。そ
し
て
、ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

以
来
の「
古
典
派
経
済
学
が
主
張
す
る
よ

う
な
物
々
交
換
の
代
替
制
度
」と
し
て
貨

幣
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
と
の
見
方
が

有
力
に
な
っ
て
き
た
。

　
前
回
も
紹
介
し
た
日
本
銀
行
の
雨
宮

正
佳
副
総
裁
の「
国
債
は
銀
行
が
保
有

す
る
分
に
つ
い
て
は
、信
用
創
造
を
通
じ

て
預
金
が
増
加
す
る（
預
金
と
い
う
貨
幣

に
な
る
：
筆
者
）」と
の
答
弁
を
よ
く
理

解
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
お
金
は
信
用
の
証
と
し
て
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。ニ
ッ
ポ
ン
放
送
の「
大
石
久

和
の
ラ
ジ
オ
国
土
学
入
門
」で
も
紹
介
し

た
こ
と
が
あ
る
が
、家
庭
菜
園
の
野
菜
の

交
換
で
お
金
の
誕
生
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
Ａ
さ
ん
が
夏
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
作
っ

て
い
た
。Ｂ
さ
ん
は
そ
れ
を
欲
し
い
と
思

い
、自
分
が
冬
に
作
る
大
根
と
引
き
換
え

た
い
と
提
案
し
た
。Ａ
さ
ん
は《
Ｂ
さ
ん

を
信
用
し
て
い
た
の
で
》、Ｂ
さ
ん
が
書

い
た「
冬
に
と
れ
る
大
根
を
一
〇
本
渡
し

ま
す
」と
の
証
文
と
引
き
換
え
に
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
一
〇
本
を
渡
し
た
の
だ
っ
た
。こ

こ
ま
で
は
、こ
の
証
文
は
借
用
書
に
す
ぎ

な
い
。

　
秋
が
来
て
Ａ
さ
ん
は
立
派
な
秋
な
す

を
作
っ
て
い
た
Ｃ
さ
ん
に
出
会
っ
た
。こ

の
秋
な
す
が
欲
し
い
の
だ
が
、渡
す
こ
と

が
で
き
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
も
う
持
っ
て

い
な
い
。そ
こ
で
Ｃ
さ
ん
に
Ｂ
さ
ん
の
証

文
と
引
き
換
え
に
、秋
な
す
を
も
ら
う
こ

と
に
し
た
。

　
Ｃ
さ
ん
は
、Ａ
さ
ん
が「
Ｂ
さ
ん
は
約

束
を
守
る
」と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ

ら
れ
る
ほ
ど
に
Ａ
さ
ん
を
信
用
し
て
い
た

の
で
、Ｂ
さ
ん
が
書
い
た
冬
に
大
根
を
渡

す
と
の
証
文
と
引
き
換
え
に
、Ａ
さ
ん
に

秋
な
す
を
渡
し
た
の
だ
。

　
こ
こ
で
、証
文
は
交
換
の
媒
介
と
な
る

「
貨
幣
」に
な
っ
た
の
で
あ
る
。信
用
が

お
金
を
生
ん
だ
の
だ
。こ
れ
は
、新
自
由

主
義
経
済
学
の
唱
え
る
物
々
交
換
が
や

が
て
貴
金
属
貨
幣
を
生
ん
で
い
っ
た
と
い

う
話
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
貨
幣
誕
生

説
で
あ
る
。シ
ュ
メ
ー
ル
の
記
録
か
ら
見

て
も
、貨
幣
の
誕
生
は
こ
の
説
の
方
が
歴

史
的
根
拠
が
あ
り
そ
う
な
の
だ
。

　
現
代
貨
幣
理
論（
Ｍ
Ｍ
Ｔ)

が
わ
が
国

に
紹
介
さ
れ
、そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、

わ
が
国
で
も
に
ぎ
や
か
な
議
論
が
続
い

て
い
る
が
、経
済
学
の
主
流
派
は
ほ
と
ん

ど
無
視
す
る
態
度
を
取
っ
て
い
る
。イ
ン

フ
レ
率
を
考
慮
に
入
れ
て
財
政
運
営
し

て
い
る
限
り
、政
府
の
歳
出
は
税
収
の
範

囲
に
こ
だ
わ
る
必
然
は
な
い
と
す
る
こ
の

理
論
は
、財
政
再
建
主
義
に
縛
ら
れ
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
ば
か
り
を
気
に
し
て

い
る
わ
が
国
の
財
政
方
針
と
大
き
く
異

な
る
か
ら
、受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｍ
Ｍ
Ｔ
論
者
の
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
ケ
ル

ト
ン
氏
が
日
本
で
講
演
し
た
と
き
に
、質

問
者
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
大
イ
ン
フ
レ

の
懸
念
を
述
べ
た
か
ら
、ケ
ル
ト
ン
氏
は

「
二
五
年
も
デ
フ
レ
が
続
い
て
い
る
国
で

イ
ン
フ
レ
の
心
配
ば
か
り
す
る
な
ん
て
」

と
笑
っ
て
い
た
。

　
あ
る
人
が
日
本
を
Ｍ
Ｍ
Ｔ
の
実
験
場

に
は
し
な
い
と
述
べ
た
が
、既
に
な
っ
て

い
る
の
だ
。発
行
残
高
が
一
、〇
〇
〇
兆

円
に
も
上
る
政
府
債
務
が
積
み
上
が
っ

て
い
る
の
に
、国
債
金
利
は
上
が
る
ど
こ

ろ
か
下
が
り
続
け
て
い
る
し
、消
費
者
物

価
も
上
昇
せ
ず
イ
ン
フ
レ
傾
向
は
さ
っ
ぱ

り
見
ら
れ
な
い
。こ
れ
を
新
自
由
主
義
経

済
学
は
説
明
で
き
な
い
で
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、わ
が
国
は
非
現
実
的
な

財
政
再
建
至
上
主
義
の
新
自
由
主
義
経

済
学
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
い
る
た
め

に
、国
家
の
劣
化
と
国
民
の
貧
困
化
が

進
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
実
相
な
の
で

あ
る
。
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