
計
し
た
二
百
十
二
兆
円
の一
割
を
削
減
す
れ

ば、
二
十二
兆
円の
財
源
が
で
き
る」
と
い
わ

れ
て
も
私は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん。

小
沢
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ、
国
民
に
向かっ
て

少
し
は
苦い
話
を
さ
れ
て
も
説
得
力
が
あ
る
の

で
は
な
い
か。
と
くに
社
会
保障
を
語
る
と
き

に
は
消
費
税
か
ら
逃
げ
な
い
で
ほ
し
い。

ヲ」
れ
ま
で
の
小
沢
さ
ん
は
沢
山
味
方
を
増
や

す。
率直に
いっ
て、
民
主
党の
マ
ニ
フェ
ス
ト

は、
大
胆
で
新
鮮
で
す。
外
需に
期
待で
き
な

い
今の
日
本
経
済に
とっ
て
は、
内
需
刺
激
策

と
し
て
み
れ
ば、
き
わ
め
て
効
果
的
な
景
気
対

策と
もい
え
ま
す。

そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
甘い
話
が
並
び
す
ぎ

て
い
ま
す
ね。
「一
般
会
計
と
特
別
会
計
を
合

／必砂拐砂拐め妙拐併協労協労勿め勿祝妙初件犯労協
伶拐勿勿仰汐／

決
し
て
忘
れ
ま
い。

胡
錦
湧
へ
の
露
骨
な
追
従
を

国
際
問
題
や
日
中
関
係、
そ
れ
に
台
湾
問
題

な
ど
に
つ
い
て、
政
治
家の
方々
と
膝
を
詰
め

て
お
話
し
す
る
機
会
も
少
な
く
は
な
い
の
だ

が、
小
沢
氏
と
は
こ
れ
ま
で
に一
度
も
お
会い

し
た
こ
と
が
な
い。

そ
の
よ
う
な
私
が
小
沢
氏
に
つ
い
て
コ
メ
ン

ト
す
る
の
は
控
え
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が、

『
諸
君
f』
編
集
部
の
求
め
で
も
あ
る
の
で、

若
干の
私
見
を
述べ
さ
せ
て
い
た
だ
く。

ま
ず
私
が
小
沢
氏に
強い
印
象
を
受
け
た
の

は、
宮
沢
喜一
氏
が
首相に
な
る
と
き
の
こ
と

接」
の
と
きの
よ
う
な
卑
屈
な
態
度
を
示
し
て

ま
で
総
裁に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
点
で、
日

本の
政
治
史に一
つ
の
汚
点
を
残
し
た
の
で
あ

っ
た。こ

の
と
き
の
政
治
構
図は、
今日
の
民
主
党

に
お
い
て、
小
沢
氏
君
臨
の
下、
菅
直
人、
鳩

山
由
紀
夫、
岡
田
克
也、
前
原
誠
司
氏
ら
が
右

か
ら
左へ
横
並
び
に
配
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か

の
よ
う
な
図
式
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る。

も
う一
つ
の
き
わ
め
て
大
事
な
問題
は、
中

国と
の
関
係
で
あ
る。
四
川
大
地
震
や
北
京
五

輪、
中
国の
社
会
的・
経
済
的
危
機
と
軍
事
力

の
増
強、
さ
ら
に
は
今日
も
相
次い
で
い
る一

連の
中
国
産
食
品
な
ど
の
問
題
で、
今
日
の
中

国
問
題
が
た
ん
に
日
中
関
係の
み
な
ら
ず、
全

世
界
的
な
「
脅
威」
と
し
て
存
在
しつ
づ
け
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
だ
けに、
日
本の
リ
1

4
ダ
ー
や
政
治
家は、
中
国に
つ
い
て
の
よ
ほ
ど

州
しっ
か
り
し
た
問
題
意
識
を
もっ
て
い
な
け
れ

れ
ば
な
ら
ない。

問
二
O
O
六
年
十
月の
安
倍
晋
三
首相の
電
撃

れ
的
な
訪
中
が、一
日
中
間
の
「
戦
略
的
互
恵
関

酎
係」
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は、
安
倍
氏

で
あっ
た。
確
か一
九
九一
年の
秋
だっ
た
と

思
う
が、
当
時
の
自
民
党の
体
質
を
象
徴
す
る

権力者・
金
丸
信
氏
に
同
行
し
て
北
朝
鮮
を
訪

問
し
た
り、
自
民
党の
若い
幹
事
長と
し
て
羽

振
り
を
示
し
た
り
し
て
い
た
小
沢
氏
が、
自
民

党の
総
裁
選
候
補
者の
宮
沢
氏、
渡
辺
美
智
雄

氏、
三
塚
博
氏
と
い
う
派
閥
領
袖の
三
氏
を
彼

の
個
人
事
務
所に
呼
び
つ
け
て、
自
派の
総
裁

候補
を
も
た
な
かっ
た
自
民
党
経
世
会
ハ
竹
下

派〉
が
三
氏の
う
ち
誰
を
推
薦
す
る
か
を
決
め

る
た
め
の
面
談
を
お
こ
なっ
た
テ
レ
ピ
画
面
が

な
り
の
深
謀
遠
慮
が
背
景に
あっ
た
か
ら
で
あ

る。
安
倍
氏
を
引
き
継い
だ
福
田
康
夫
首相の

昨
年
十二
月
下
旬の
訪
中は、
靖

国神社へ
の

参拝
を
拒
ん
だ
首相の
公
式
訪
問
と
し
て、
中

国
側の
期
待が
き
わ
め
て
大
き
かっ
た。
そ
の

期
待に
応
え
て
福
田
首相
は、
報
道
管
制
が
厳

し
い
中
国
で
全
国に
放
送
さ
れ
た
北
京
大
学
で

の
講
演
で、
日
中
間
は
「
創
造
的
パ
ー
ト
ナ

ー」
に
な
るべ
き
だ
と
強
調
し、
中
国
側に
大

歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る。
福
田
氏
の
場
合
に

は、
確
信
的
な
中
国
傾
斜
と
台
湾
問
題
に
つ
い

て
の
こ
れ
ま
た
確
信
的
な
冷
淡
さ
な
い
し
は
慎

重
姿
勢
と
い
う
点
で
従
来
か
ら一
貫
し
て
い

た。
そ
れ
が
福
田
氏一
涜の
「
ぼ
か
し」
で
外

郭
が
はっ
き
り
見
え
な
かっ
た
だ
け
で
あ
る。

だ
が
皮
肉
に
も、
福
田
首相
が
訪
中
し
て
胡
錦

瀞
主
席
と
日
中
友
好
を
称
え
あっ
た
そ
の一
ヶ

月
程の
ち
に、
例の「
審
入
り
ギョ
ウ
ザ
」事
件

が
表
面
化
し、
日
本
国
民
は
今日
の
中
国
社
会

の
危
険
な
体
質
を
肌
で
知
ら
さ
れ
た
の
で
あっ

た。
今
年
五
月の
胡
錦
鴻
訪
日
を、
日
本
国
民
が

素直に
歓
迎
で
き
な
かっ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
福
田
首相
が
退

陣
し
た
の
は、
日
本の
対
中
外
交
と
い
う
点
で

し
た
け
れ
ど
も
敵
もつ
く
り
ま
し
た。
政
権に

就
けば、
意
見
や
立
場の
異
な
る
人々
の
話に

も
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

私は
最
後に
申
し
上
げ
ま
す。

「
政
策は
鋭
く、
大
胆
に
！
人
間関
係は
円

く、
お
お
ら
か
に
！」

巧
言
令
色
の
政
治
集
団は
信
頼
で
き
ま
せ

ん。

国 tf-t な

嬬；
会 嶺2
嘉 雄ぉ

46 

忘
れ
ら
れ
な
い。

そ
の
様
子は、
ま
る
で
小
沢
氏
が
最高
権
力

者
で、
氏
よ
り
年
長の
三
人
の
政
治
家
が
家
臣

で
あっ
て、
ま
さ
に
権
力
者
が
首
実
検
を
行っ

て
い
る
感
が
あっ
た。
い
か
に
経
世
会
が
強い

政
治
的
影
響
力
を
もっ
て
い
よ
う
と
も、
ま
た

い
か
な
る
理
由
が
背
後
に
あ
ろ
う
と
も、
「
政

治
の
尊
厳」
の
た
め
に
も、
と
の
よ
う
な
場
面

を
公
衆の
面
前に
示
す
こ
と
は
あっ
て
は
な
ら

な
い
と
私は
思
う。

首相に
なっ
た
宮
沢
氏
を

は
じ
め
と
す
る
候
補
者
も、
あ
の
「
小
沢
面

は
よ
かっ
た
と
い
え
よ
う。
そ
し
て
現
在の
麻

生
首相に
は、
そ
の
短
期
間の
外
相
時
代
と
日

台
関
係へ
の
永
年の
配
慮
か
ら
し
て
も、
か
な

り
安
心
し
て
日
本
外
交
を
任
せ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か。

し
か
し
政
局
如
何
で
は
小
沢一
郎・
民
主
党

代
表に
政
権
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
と
す
れ
ば、
小
沢
氏の
中
国
観
や
日
中
関

係に
つ
い
て
の
認
識に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、
こ
の
点に

関
し
て
は
絶
好の
証
明
材
料
が
あ
る
の
で
あ

る。
そ
れ
は
小
沢
氏
が
昨
年
十二
月
初
旬、
国

会
開
会
中
だ
と
い
う
の
に、
何
人
か
の
民
主
党

国
会
議
員
を
引
き
連
れ
て
民
間
人
や
議
員
秘
書

ら
と
と
も
に
訪
中
し
た
「
長
城
計
画」
と
い
う

大
規
模代
表
団の
中
国
で
の
行状
で
あ
る。
羽

田
孜
氏
や
菅
直
人、
山
岡
賢
次、
野
田
佳
彦
氏

ら
の
民
主
党
執
行部の
識
員に
田
中真
紀
子
議

員
ら
も
加
わっ
た
日
中
国
交
正
常
化三
十
五
周

年
代
表
団一
行は、
十二
月
六
日
に
北
京
入
り

し
て
同
日
夜、
李
鉄
映・
全
国
人
民
代
表
大
会

副
委員
長の
接
見
を
受
け
た。

翌日
は
胡
錦
鴻・
国
家
主
席
兼
中
国
共
産
党

総
書
記
と
の
会
談
が
北
京の
人
民
大
会
堂
で
行
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わ
れ
た
の
だ
が、
会
談
に
先
立っ
て
胡
主
席は

一
行
全
員
と
の
記
念
写
真に
加
わっ
た。
翌
日

の
『
人
民
日
報』
〈
十
二
月
八
日
付
け〉
は一

面
トッ
プ
で
胡
錦
鴻・
小
沢
会
談
を
取
り
上
げ

て
い
た
が、
そ
こ
に
は
「
小
沢一
郎は
胡
錦
溝

が
時
聞
を
や
り
く
り
し
て
会
談
し
たヲ」
と
に
感

722wwwU勿wmめ抵抗仰
仰移仰wuzzp’

遅
す
ぎ
た
φ
最
後
の
戦
い
。。

彼
に
残
さ
れ
た
仕
事
は
も
う
な
い

小
沢一
郎
と
い
う
政
治
家の
キャ
リ
ア
は
大

体、
次
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ

う。
第一
の
時期は、
昭
和
四
十
四
三
九
六

九〉
年の
初
当選
以
来、
自
民
党・
田
中
派
H

経
世
会の
寵
児
と
し
て
古い
権
力
中
枢
の
中
で

育っ
て
いっ
た
時
代。
次い
で
平
成
五
三
九

九三〉
年に
自
民
党
を
飛
び
出
し
「
新
生
党」

を
率い
て
反
自
民
の
細
川
連
立
政
権
を
作
り
出

し、
そ
の
後、
「
新
進
党」、
「
自
由
党」
と、

次々
と
，
作っ
て
は
壊
し’
の
政
党
遍
歴
を
繰

り
返
し
て
い
た
十
年
問。
そ
し
て
第三
期は
平

成
十
五
ハニ
O
O三〉
年
に
鳩
山・
菅
氏
ら
の

率い
る
民
主
党に
合
流
し、
そ
の
三
年
後に
例

任せていいのか、 小沢一郎に

こ
の
政
治
家
を
見る
と
き、
そ
の
こ
と
が
常に

脳
裡
か
ら
離
れ
な
い
疑
問
で
あ
り
続
け
て
き

た。
だ
か
ら、
昨
年
十一
月
あ
の
「
大
連
立
騒

動L
を
見
性
ら
れ
た
と
き
は、
正
直
言っ
て
安

心
し
た
と
こ
ろ
が
あっ
た。
「
やっ
ぱ
り、
こ

れ
が
小
沢一
郎の
変
ら
ぬ
本
質
だ」
と
思
え
た

か
ら
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん、
そ
れ
ま
で
も

時々
、
「
切
れ
てL
し
まい
背・
鳩
山
ら
周
囲

を
手
と
ず
ら
せ
る
こ
と
は
あっ
た。
「
まあ、

小
沢
ら
し
い
な」
と、
そ
の
た
び
に
思い
は
し

た
が、
権
力
の
推
移
が
関
わ
る
「
大
連
立
劇

場」
で
は、
や
は
り
重
み
が
違っ
た。
政
策
と

政
治
手
法、
そ
し
て
人
格、
こ
の
三
つ
は
成
熟

し
た
政
治
家
に
お
い
て
は、
や
は
り一
つ
の

「
全
体」
と
し
て
出
来
上っ
た
も
の
が
あ
る。

小
沢の
場
合、
そ
こ
に
大
き
な
分
裂
が
あ
る
よ

うに
見
え
る。

結
局、
小
沢一
郎
を
め
ぐ
る
最
大
の
疑
問

は、
如
何
に
し
て、
又
な
に
ゆ
え
に
突
然、

「
改
革の
政
治
家」
へ
の、
あ
の
転
向
が
行
わ

れ
た
の
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
も
ち
ろ

ん、
保
守の
権
化
が
急
に
進
歩派の
陣
営に
鞍

替え
す
る、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
洋の
東
西
を

問
わ
ず
政
治
の
世
界
で
は
珍
しい
こ
と
で
は
な

謝
し
た。
彼
は
中
国
側の
最
高
指
導
者
が
日
中

友
好に
高い
関
心
を
も
た
れ
た
こ
と
に
日
本
国

民
は
深い
感
動
を
受
け
て
い
る、
と
語っ
て
い

た」
と
報
じ
ら
れ
て
い
た。
こ
う
し
て
小
沢
氏

は、
当
時
問
題に
なっ
て
い
た
東シ
ナ
海の
ガ

ス
固
な
ど
の
懸
案
事
項
に
も
触
れ
る
こ
と
な

の
「
メ
1
ル
事
件」
で
同
党の
党
首の
座に
就

き
現
在
に
至っ
て
い
る
五
年
間
の
歩
み
で
あ

る。こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と、
二
十
七
歳の
初

当
選
か
ら
五
十一
歳
の
自
民
党
離
党の
時
ま

で、
実に
二
十
四
年
間つ
ま
り
政
治
家
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
の
大
半
を、
「
角
栄・
金
丸の
秘

蔵っ
子」
と
し
て
出
世
街道
を
ひ
た
す
ら
帯
進

し
て
い
た
，
無
垢’
な
権力
政
治
家の
道
を
辿

っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る。
そ
れ
が、
不
惑
も

過
ぎ
五
十
坂
を
越
し
た
と
こ
で、
何
を
血
迷っ

た
か、
突
然
「
改
革
の
政
治
家」
に
変
身
し

て、
「
壊
し
屋」
の
異
名
を
も
の
と
も
せ
ず、

い。
英
語
で
は
「
ク
ロ
ッ
シ
ン
グ・
ザ・
フロ

ア
ー」
〈
通
路
を
横切っ
て
反
対
側
に
走
る〉
と

い
う
常
套
語
ま
で
あ
る。
し
か
も、
小
沢一
郎

は
自
民
党
を
出
る
に
際
し、
著
書
『
日
本
改
造

計
画』
を
世
に
問い
明
確
な
政
策ビ
ジョ
ン
を

提
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら、
そ
こ
に
は
決
し
て

「
や
ま
し
いL
思
惑
な
ど
な
かっ
た
こ
と
だ
ろ

う。
ま
た、
今で
は
随
分、

奇矯
な
鵠
輸に
聞

え
る
よ
う
に
なっ
た
が
小
沢
氏
の
例の
「
国
連

中
心
主
義」
も、
湾
岸
戦争
や
細
川・
羽
田
政

権の
頃の
日
本
で
は、
む
し
ろ
多
教派の
意
見

だっ
た
の
で
あ
り、
何
人
も
の
東
大
教
授
や
国

際
政
治
学者
が
小
沢の
下
に
馳
せ
参
じ
お
墨
付

き
を
与
え
て
い
た
も
の
だ。
つ
ま
り
変っ
た
の

は
世
間の
方
で、
小
沢
氏
は一
貫
し
て
い
る、

む
し
ろ
恐
ろ
し
く一
貫
し
て
い
る
と
言
うべ
き

だ
ろ
う。

そ
し
て
前
述
し
た
通
り、
「
大
連
立
騒
動」

時
の
や
り
方
や
そ
の
後
の
対
応
な
ど
を
見
て

も、
例の
「
剛
腕
の
密
室
政
治」
と
い
う
手
法

や
突
如
キ
レ
ま
く
る
あ
の
性
格
も、
結
局、
何

ひ
と
つ
変っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か。
そ
し

て
何
よ
り
も、
こ
の
十
五
年、
自
民
党
を
政
権

か
ら
追い
落
しバ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
う
と
い

く、
対
中
国
低
姿
勢
に
徹
し
た
の
で
あっ
た。

胡
錦
鴻
主
席
ら
の
中
国
首
脳
に
示
し
た
こ
の
と

き
の
卑
屈
な
「
位
負
け
外
交」
と
娼
態
姿
勢

は、
之
の一
事
を
もっ
て
小
沢
氏
に
は
国
を
任

せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
歴
然
と
さ
せ
た
の
で
あっ

た。

話中主
大 ;n:: ,
学 V『 じ

護 婦：
政2

一
代の
風
雲
児
と
なっ
て、
お
よ
そ
十
年
に
わ

た
り
日
本
政
治
を
揺
が
し
続
け
る。
そ
の
挙

句、
「
反
小
沢」
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し

て
誕
生
し
た
民
主
党に、
文
字
通
り
「
辞
を
低

く
し
て」
何
と
か
入
党
さ
せ
て
貰
う
と
い
う
こ

と
に
な
る。
以
後、
今
日
ま
で
の
五
年
間は、

あ
の

代表就
任
の
際の
「
謙虚に
なっ
て」日

い
う
言
葉に
あっ
た
よ
う
に、
ひ
た
す
ら
「
耐

iu
引例野」
と
し
て
宿
願の
達成
つ
ま
り
自
民

党
政
権の
打
倒に
向
け
て
遁
進
し
て
き
た
よ
う

に
見
え
る。

こ
れ
は一
体、
何
な
の
だ
ろ
う。
そ
こ
に
何

か
連
続性
が
あ
る
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
何
か。
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う
「
執
念」
と
も
称
さ
れ
る
初
志
は
貫
き
続
け

て
い
る。
政
治
に
お
い
て、
一
貫
性
と
い
う
も

の
は
し
ば
し
ば
高
く
評
価
さ
れ
る。
な
ぜ
な

ら、
そ
れ
は
政
治の
世
界
で
は
明
ら
か
に
稀
少

価
値
だ
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
小
沢一
郎の

一
貫
性
は
「
日
本
人
離
れ」
し
た
も
の
で
あ

る。
｝
貫
性
と
い
う
こ
と
の
中に
日
本
人
が
見

い
だ
す
も
の
は、
ま
ず
第一
に
「
忠
誠」
と
い

う
徳で
あ
る。
そ
し
て
そ
れ
は、
具
体
的
な
人

間
や
そ
の
集
団へ
の
忠
誠、
つ
ま
り
「
人
間の

紳」
へ
の
忠
誠、
こ
れ
が
最
も
高
く
評
価
さ
れ

る
日
本
人の
寸一
貫
性の
核
心」
に
あ
る
も
の

だ。し
か
し
「
和の
文
化」
を
否
定
す
る
小
沢一

郎は、
人へ
の
忠
誠
で
は
な
く、
政
策
や
政
治

目
標つ
ま
り
寸
観
念へ
の
忠
誠」
に
生
き
る
道

を
選
ん
だ。
党よ
り
も
政
策
と
い
う
理
想
主
義

が、
「
壊
し
屋・
小
沢」
を
生
ん
で
き
た
最
大

の
要
因
だっ
た
の
で
は
な
い
か。
し
か
し
小
沢

に
は、
理
想
主
義
者に
特
有の
「
判
断
力の
未

熟
さ」
が
あ
り、
ぞ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
挫
折

を
生
ん
で
き
た。
「
御
輿
は
軽
く
て
パ
ー
が
よ

い」
と
言っ
て
担い
だ
首
相の
反
抗
に
遭い、

首の
す
げ
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り、
「
下
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