
　

社
会
保
障
費
、
平
成
元
年
12
兆
円
が
、
30

年
に
は
33
兆
円
。
現
在
の
財
政
借
金
が
1
︐

1
0
0
兆
5
︐
2
6
6
億
円
。
国
民
一
人

当
り
8
9
0
万
円
。
返
し
て
く
れ
と
い
っ

て
も
返
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
が
。
そ
こ
で
増

税
、
取
り
や
す
く
多
く
取
れ
る
消
費
税
ア
ッ

プ
。
増
税
は
借
金
返
済
か
と
思
い
き
や
、
税

収
62
兆
円
に
対
し
予
算
1
0
1
兆
円
、
一

年
で
39
兆
円
も
の
赤
字
。
日
本
の
国
大
丈
夫

か
と
思
い
き
や
、
政
府
投
資
銀
行
（
旧
日
本

開
発
銀
行
）、U
R
都
市
機
構（
旧
住
都
公
団
）

等
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
へ
の
貸
付
金
、

出
資
金
回
収
。
ま
た
民
営
化
や
廃
止
す
れ
ば

が
今
以
上
に
働
き
ま
す
か
ら
呼
戻
し
て
く
だ

さ
い
」

　

翌
日
か
ら
金
次
郎
は
暗
い
内
か
ら
起
き
山

へ
柴
刈
り
に
。
そ
れ
を
薪
に
し
て
売
り
歩
く
。

夜
は
わ
ら
じ
を
作
り
売
っ
て
歩
く
。

　
「
柴
刈
り
縄
な
い
わ
ら
じ
を
つ
く
り
、
親

の
手
を
助
け
、
弟
を
世
話
し
、
兄
弟
仲
良
く

孝
行
つ
く
す
。
手
本
は
二
宮
金
次
郎
」
と
、

明
治
31
年
修
身
の
教
科
書
に
紹
介
さ
れ
、
勤

勉
、
努
力
、
親
孝
行
、
兄
弟
思
い
の
道
徳
的

シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

　

学
問
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、
人
か

ら
貰
っ
た
「
大
学
」
や
「
論
語
」
の
本
を
た

き
ぎ
を
背
負
っ
て
山
道
の
行
き
帰
り
一
心
に

読
み
な
が
ら
歩
く
。

　

歩
き
ス
マ
ホ
と
は
訳
が
違
い
ま
す
。

　

昭
和
3
年
名
古
屋
で
博
覧
会
が
開
催
さ

れ
、
岡
崎
市
の
石
材
店
が
「
二
宮
金
次
郎
の

石
像
」
を
出
品
。
こ
れ
が
好
評
。
し
か
し
石

像
の
大
量
生
産
が
む
つ
か
し
い
。
目
を
付
け

し
ょ
う
が
、
税
務
大
学
校
で
講
師
、
金
融
財

政
調
査
会
、
信
用
保
証
協
会
で
講
演
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
か
ら
、
ど
う
か
お
つ
き
合
い
下

さ
い
。

　

二
宮
金
次
郎
は
、
2
3
2
年
前
の
天
明
7

年
（
1
7
8
7
）
7
月
23
日
、
小
田
原
栢か

や
ま山

村
の
農
家
の
長
男
と
し
て
生
れ
、
栢
山
に
生

家
と
記
念
館
が
あ
り
、
母
の
実
家
は
曽
我
で

一
度
訪
問
、
玄
関
は
当
時
の
面
影
を
残
し
、

写
真
も
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

4
歳
の
時
弟
三
郎
左
衛
門
が
生
れ
、
5
歳

の
時
酒
匂
川
の
大
洪
水
で
田
畑
が
流
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
へ
三
男
富
次
郎
が
生
れ

暮
し
は
大
変
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
田
畑
を
手

放
し
借
金
ま
で
す
る
有
様
。
子
ど
も
な
が
ら

親
の
手
伝
い
を
し
て
働
く
う
ち
、
14
歳
の
時

父
が
亡
く
な
り
貧
し
さ
か
ら
足
手
ま
と
い
の

富
次
郎
を
親
戚
に
預
け
ま
す
。

　
「
お
っ
母
さ
ん
、
い
く
ら
貧
乏
し
て
も
富

次
郎
一
人
養
え
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

2
0
0
兆
円
ぐ
ら
い
の
借
金
額
で
、
先
進
国

と
比
較
し
て
も
多
く
な
い
と
か
。
国
鉄
、
郵

政
民
営
化
し
ま
し
た
が
、
次
は
ど
う
す
る
。

　

民
営
化
す
る
と
お
役
人
は
天
下
り
出
来
な

く
な
る
の
で
、
関
係
者
は
し
た
く
な
い
で

し
ょ
う
ね
ー
。
こ
れ
ら
新
聞
な
ど
発
表
の
数

字
だ
が
、
公
表
と
実
際
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ

う
。
よ
く
判
り
ま
せ
ん
が
。
民
間
企
業
だ
っ

た
ら
完
全
に
倒
産
で
し
ょ
。
そ
こ
で
登
場
が
、

財
政
再
建
の
二
宮
尊
徳
で
す
。
今
年
映
画
も

封
切
さ
れ
ま
す
。

　

二
宮
尊
徳
の
財
政
再
建
の
根
本
は
、

　
「
収
入
の
実
際
を
調
べ
、
支
出
の
限
度
額

を
決
め
る
」
と
い
う
分
度
で
し
た
。

　
「
入
る
を
量は

か

っ
て
出
ず
る
を
制
す
」
の
徹

底
。
収
入
以
上
の
生
活
を
す
る
か
ら
、
お
か

し
な
と
こ
ろ
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
に
な

る
。
粉
飾
決
算
は
い
ず
れ
破
綻
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

芸
人
が
な
に
を
と
思
わ
れ
る
方
も
あ
り
ま

財
政
再
建
・
農
村
復
興

「
報
徳
　
二
宮
尊
徳
」

第
1
回

講
談
師　

一
龍
斎
貞
花  
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ま
す
。
向
う
5
年
間
は
一
汁
一
菜
、
木
綿
の

着
物
、
そ
し
て
無
駄
な
こ
と
は
な
さ
ら
な
い

で
下
さ
い
」

　

味
噌
、
醤
油
か
ら
薪
、
灯
油
の
使
用
量
ま

で
細
か
く
定
め
、
書
き
出
し
皆
に
示
す
。

　

飯
炊
き
の
下
女
か
ら　
「
お
金
を
貸
し
て

下
さ
れ
」
と
、
頼
ま
れ
る
や
、

　
「
返
す
当
て
の
な
い
借
金
は
よ
く
な
い
よ
。

自
分
の
仕
事
で
利
益
を
得
る
よ
う
に
努
め
な

さ
い
。
飯
を
炊
く
の
に
必
要
な
薪
の
数
を
ご

主
人
か
ら
請
負
い
、
そ
の
上
で
工
夫
し
て
節

約
を
し
て
ご
ら
ん
。
浮
い
た
薪
の
代
金
は
私

が
買
い
取
っ
て
あ
げ
よ
う
。
節
約
す
る
に
は

鍋
の
底
の
鍋
墨
を
削
り
落
と
す
だ
け
で
も
火

の
通
り
が
違
っ
て
く
る
。
薪
は
3
本
使
っ
て

鍋
の
底
に
丸
く
当
た
る
よ
う
に
燃
や
せ
ば
、

無
駄
が
少
な
い
は
ず
だ
よ
」

　

こ
れ
に
は
下
女
も
納
得
。
こ
の
話
は
後
に

「
報
徳
飯
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
や
れ
と
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、

な
ぜ
倹
約
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
倹

約
す
れ
ば
自
分
に
ど
れ
だ
け
の
利
益
が
あ
る

の
か
、
自
分
の
経
験
か
ら
判
り
や
す
く
納
得

さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

倹
約
を
進
め
て
い
る
会
社
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
納
得
が
大
切
で
す
。

　

大
胆
な
借
金
返
済
法
は
次
号
に
。

た
富
山
県
高
岡
の
鋳
物
業
者
が
地
場
産
業
と

し
て
金
属
製
の
金
次
郎
像
を
大
量
に
生
産

し
、
全
国
の
小
学
校
に
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
戦
局
悪
化
に
よ
る
金
属
供
出
の
た

め
徴
収
さ
れ
、
再
び
石
像
で
造
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
現
在
の
石
像
は
そ
の
時
の
物
が
多

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

終
戦
に
な
り
修
身
の
手
本
だ
か
ら
、
米
軍

に
よ
っ
て
撤
去
命
令
が
出
る
に
違
い
な
い
と

撤
去
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
内
村
鑑
三
先
生
が

英
語
で
書
か
れ
た
「
日
本
を
代
表
す
る
五
人
」

の
本
が
ア
メ
リ
カ
で
読
ま
れ
て
お
り
、
尊
徳

は
リ
ン
カ
ー
ン
と
共
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の

で
撤
去
命
令
は
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
進

駐
軍
命
令
に
よ
っ
て
撤
去
と
思
わ
れ
て
い
ま

す
が
違
い
ま
す
。
内
村
鑑
三
は
キ
リ
ス
ト
教

指
導
者
で
す
が
、
札
幌
農
学
校
出
身
の
農
学

博
士
で
尊
徳
に
学
べ
と
紹
介
さ
れ
た
の
で

す
。
金
次
郎
像
と
い
え
ば
、
薪
を
背
負
っ
た

像
で
す
が
、
東
京
台
東
区
根
岸
に
は
苗
と
鍬

を
持
っ
た
珍
し
い
像
。
小
田
原
の
尊
徳
記
念

館
に
は
幼
少
の
頃
、
座
っ
て
本
を
読
む
姿
の

像
が
あ
り
ま
す
。

　

16
歳
の
時
、
病
の
た
め
母
も
亡
く
な
り
、

子
供
3
人
は
そ
れ
ぞ
れ
親
戚
に
引
き
取
ら

れ
、
金
次
郎
は
伯
父
万
兵
衛
の
家
に
寝
泊
り

し
、
名
主
の
家
に
奉
公
に
出
る
。
夜
本
を
読

ん
で
い
る
と
万
兵
衛
が
、

　
「
こ
の
世
智
辛
い
世
の
中
、
お
前
を
養
う

の
に
ど
れ
だ
け
金
が
掛
か
る
と
思
う
。
役
に

立
た
ぬ
学
問
な
ど
し
て
高
い
油
を
使
わ
れ
て

た
ま
る
か
。
百
姓
に
学
問
は
不
要
だ
」

　
「
こ
れ
は
私
が
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　

さ
れ
ば
と
あ
ぜ
道
に
菜
種
を
ま
き
、
実
を

取
り
入
れ
る
と
7
～
8
升
に
な
り
、
灯
油
に

代
え
て
本
を
読
ん
で
い
る
と
、

　
「
わ
し
の
言
う
こ
と
も
聞
か
ず
に
本
な
ど

読
ん
で
、そ
ん
な
暇
が
あ
る
な
ら
、縄
を
な
っ

た
り
、
わ
ら
じ
を
作
っ
た
ら
ど
う
だ
」

　

そ
れ
で
は
と
縄
を
な
い
、
わ
ら
じ
を
作
り
、

人
が
寝
静
ま
っ
て
か
ら
本
を
読
む
。

　

本
当
に
勉
強
し
た
い
人
は
、
ど
ん
な
苦
労

を
し
て
も
勉
強
す
る
。
自
由
に
勉
強
で
き
る

人
に
限
っ
て
勉
強
し
な
い
。

　

当
時
放
っ
た
ら
か
し
の
荒
地
が
あ
り
、
そ

れ
を
開
墾
し
捨
て
て
あ
る
苗
を
拾
い
集
め
て

植
え
付
け
、
1
俵
60
キ
ロ
余
り
の
米
を
収
穫
、

こ
の
米
を
種
に
し
て
増
や
し
て
い
き
、
世
話

に
な
っ
た
万
兵
衛
に
何
俵
も
の
米
を
御
礼
に

贈
り
ま
し
た
。「
積せ

き
し
ょ
う
い
だ
い

小
為
大
」
大
は
小
を
積

み
重
ね
て
為な

す
。
ち
り
も
つ
も
れ
ば
山
と
な

る
で
す
。

　

金
次
郎
の
金
銭
感
覚

　

20
歳
の
時
家
に
戻
り
、
荒
れ
放
題
の
家
を

修
理
し
、
こ
つ
こ
つ
貯
め
た
お
金
で
父
が
手

放
し
た
田
畑
9
畝う
ね

10
歩ぶ

を
、
2
両
2
歩
で
買

い
戻
し
、
そ
の
田
畑
を
小
作
人
に
任
せ
、
自

分
は
農
作
物
や
薪
な
ど
売
っ
て
歩
く
。

　

当
時
の
農
家
は
ほ
と
ん
ど
自
給
自
足
だ
っ

た
が
、
金
次
郎
は
売
っ
て
お
金
を
得
る
と
い

う
金
銭
感
覚
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
田
畑
を
買

い
取
り
増
や
し
て
い
き
、
4
年
後
に
は
1
町

4
反
余
の
地
主
に
な
り
更
に
収
益
を
上
げ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

大
地
主
と
な
っ
た
金
次
郎
は
、
26
歳
の
時

小
田
原
藩
家
老
服
部
家
に
、「
広
い
世
間
を

知
り
た
い
。
給
金
も
貰
え
る
」
と
中
間
奉
公
。

服
部
家
は
、
表
高
1
︐
2
0
0
石
な
が
ら
、

苦
し
い
藩
は
半
知
借
上
げ
と
い
っ
て
半
分
以

上
取
り
上
げ
ら
れ
実
質
4
0
0
石
ほ
ど
。

役
人
の
給
料
も
半
分
に
減
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

1
︐
2
0
0
石
の
体
面
だ
け
は
守
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
あ
っ
て
、
赤
字
は
増
え

る
ば
か
り
で
2
0
0
両
の
借
金
ま
で
あ
り
、

そ
こ
で
全
く
の
一
文
無
し
か
ら
二
宮
家
を
再

興
し
大
地
主
に
ま
で
な
っ
た
金
次
郎
の
手
腕

を
見
込
ん
で
建
て
直
し
を
依
頼
。

　
「
総
て
私
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
ま
す
な
ら
、

5
年
間
に
限
っ
て
お
引
き
受
け
し
ま
す
」

　
「
ま
か
せ
る
。
思
う
よ
う
に
や
っ
て
よ
ろ

し
い
」

　
「
そ
れ
で
は
ご
主
人
様
は
元
よ
り
、
ご
家

中
の
方
々
私
の
や
り
方
に
絶
対
従
っ
て
頂
き
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