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震

資

金

負

担

の

側

支

払

い

と

は

、

そ

の

資

金

書

え

よ

う
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財

政

支

出

は

、

実

際

乙

れ

を

避

け

よ

う

と

し

て

、

方

法

は

な

か

っ

た

の

か

。

実

は

水
面
に
つ
い
て
。
今
、
政
府
が
国
時
代
に
生
き
て
い
る
人
々
の
聞
に
は
将
来
世
代
へ
の
公
共
設
備
も
し
赤
字
国
債
の
発
行
も
期
政
つ
い
十
年
足
ら
ず
前
の
バ
ブ
ル

ヨ
債
を
発
行
し
、
私
の
息
子
が
自
で
回
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
投
資
に
も
使
わ
れ
る
が
、
将
来
支
出
も
し
な
け
れ
ば
、
余
剰
資
規
か
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
っ

訂
己
資
金
で
こ
れ
を
買
っ
た
と
し
モ
ノ
と
は
違
い
お
カ
ネ
は
い
く
の
ツ
ケ
と
い
う
点
を
強
調
す
る
源
・
労
働
力
の
有
効
利
用
が
で
た
。
当
時
、
政
府
笠
在
ず
し
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し
て
い
る
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そ
の
影
響
も
あ
り
、
観
噌
崎
町
噌
唱
4
可
凶
置
来
世
代
に
残
ら
な
い
と
思
い
込
て
い
た
人
手
を
無
理
に
政
府
が
い
。
た
め
に
、
景
気
過
熱
も
考
え
ず

三
今
年
四
上
ハ
月
期
の
実
質
一
圏
内
圃
官
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と
な
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た
。
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一
昨
年
の
夏
か
ら
年
末
に
か
け
脇
陣
恥
山
町
引
引
劃
脂
う
し
た
所
得
一
再
分
配
は
有
害
な
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
余
剰
労
働
力
を
放
置
し
、
そ
れ
で
お
け
ば
、
パ
ブ
ル
期
の
景
気

間
二
総
生
産
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回
行
と
は
無
関
係
に
、
福
祉
政
策
合
の
財
政
支
出
は
、
そ
の
余
剰
放
棄
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
れ
手
で
泡
の
税
収
が
可
能
に
し

:
一
の
駆
け
込
み
需
要
も
あ
っ
て
、
幽
-
尻 

山 

圃
欄
な
ど
を
通
し
て
も
行
わ
れ
て
い
労
働
を
使
っ
て
、
将
来
世
代
の
公
共
事
業
の
使
い
道
に
は
、
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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②
橋
本
政
権
は
財
政
再
建
を
理
由
に
緊

縮
尉
政
そ
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
赤
字

国
債
の
発
行
は
将
来
世
代
へ
の
ツ
ケ
回
し

に
な
る
」
と
い
う
考
え
は
誤
り
だ
。
実
際

は
、
同
世
代
聞
の
所
得
再
配
分
で
あ
る
。

②
園
債
負
担
に
は
、
政
府
が
余
分
に
税

金
を
集
め
て
国
債
保
有
者
に
元
利
と
し
て

支
払
う
と
い
う
手
続
き
が
伴
う
。
期
政
再

建
と
は
、
政
府
が
こ
の
手
閉
そ
減
ら
し
、

現
在
と
将
来
の
両
世
代
に
役
立
つ
設
備
の

整
備
を
放
棄
す
る
と
と
を
意
味
す
る
。

③
好
況
期
乙
そ
国
債
償
還
の
好
機
で
あ

り
、
不
況
期
は
赤
字
国
債
を
発
行
し
て
で

も
財
政
出
動
す
る
好
機
で
あ
る
。
乙
の
原

則
に
反
す
る
と
い
う
過
ち
を
、
政
府
は
バ

ブ
ル
期
に
続
い
て
今
も
犯
し
て
い
る
。

て
圏
内
聞
に
支
出
す
れ
ば
、
結
が
ち
非
合
理
で
は
な
い
。
な
ぜ
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

局
、
外
国
人
の
持
つ
国
債
と
等
な
ら
、
税
を
払
っ
た
人
に
そ
の
の
よ
う
な
赤
字
国
債
に
よ
る
国

価
値
の
外
国
資
産
が
圏
内
に
残
ま
ま
返
さ
れ
は
せ
ず
、
園
償
保
民
負
担
の
真
の
意
味
を
、
政
府

る
。
こ
れ
に
は
外
国
か
ら
元
利
有
者
に
わ
た
る
か
ら
で
あ
る
。
-
大
蔵
省
や
そ
の
ブ
レ
ー
ン
と

が
支
払
わ
れ
る
た
め
、
結
局
は
、
国
債
の
元
利
を
受
け
取
る
人
は
し
て
名
を
連
ね
る
期
政
学
者
は

外
国
に
払
う
園
債
の
元
利
と
同
当
然
と
思
い
、
払
う
人
は
損
だ
本
当
に
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
無
能

じ
額
が
外
国
資
産
の
元
利
と
し
と
思
う
。
こ
れ
が
国
民
負
担
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
は
ず

で
流
入
し
、
ネ
ッ
ト
で
の
対
外
真
相
で
あ
る
。
だ
か
ら
政
府
(
大
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
知
つ

支
払
い
は
ゼ
ロ
に
な
る
。
蔵
省
)
は
文
句
を
受
け
る
。
っ
て
い
て
実
相
を
人
々
に
知
ら
せ

国
民
負
担
と
は
ま
り
、
国
債
の
国
民
負
担
率
と
ず
、
た
だ
の
人
気
取
り
に
手
を

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
政
府
「
苦
貸
す
の
で
は
、
あ
ま
り
に
悪
質

を
、
期
政
資
金
の
負
担
と
、
期
そ
の
た
め
、
こ
れ
も
同
世
代
内
大
蔵
省
の
「
手
間
」
情
」
負
担
率
あ
る
い
は
大
蔵
省
で
は
な
い
か
。

政
支
出
に
よ
る
効
果
の
二
面
に
で
の
所
得
再
分
配
と
な
る
。
次
に
、
圃
債
の
資
金
を
使
っ
「
手
間
」
負
担
率
と
書
え
ば
よ
そ
れ
で
は
、
国
民
や
議
員
か

分
け
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
国
債
の
元
利
た
期
政
支
出
に
よ
る
効
果
を
考
い
。
ら
の
こ
う
し
た
圧
力
を
避
け
る

心
同
世
代
内
の
よ
う
。
こ
の
と
き
、
将
来
世
代
ら
使
つ
で
も
そ
れ
自
体
決
し
て
た
め
に
、
仮
に
期
政
支
出
分
は
き
な
い
。
ま
た
、
国
債
を
発
行
て
生
ま
れ
た
巨
額
の
税
収
に
目

弓
は
同
じ
樽
来
世
代
に
属
す
る
私
消
滅
せ
ず
、
人
か
ら
人
へ
と
回
す
べ
て
現
在
世
代
か
使
い
切
っ
し
な
い
か
ら
そ
の
保
有
者
も
い
が
く
ら
み
、
使
い
道
に
困
っ
て
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橋
本
政
権
は
目
下
、
震
再
臨
園
調
脇
田
易
協
揚
こ
と
が
新
た
な
生
産
活
動
を
促
こ
の
よ
う
な
期
政
支
出
が
入
国
債
の
元
利
支
払
い
分
の
税
金
く
と
い
う
こ
と
ま
で
や
っ
て
の
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年
一
建
を
政
策
目
標
の
第
一
に
掲
勉
明
何 

す
。
そ
れ
な
の
に
、
旧
世
代
が
手
不
足
の
と
き
に
行
わ
れ
れ
を
集
め
て
保
宣
告
に
払
う
手
聞
け
た
。
ま
た
、
消
費
税
導
入
に

ゆ
一
げ
、
厳
し
い
緊
襲
撃
実
行
櫛
ベ
川
川
副
劇
お
金
を
使
っ
て
し
ま
う
か
ら
将
ぽ
、
民
間
で
効
率
的
に
使
わ
れ
も
い
ら
ず
、
文
句
も
言
わ
れ
な
対
す
る
国
民
の
反
対
を
か
わ
す

伸
び
率
は 

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
使
っ
て
経
済
効
率
を
悪
化
さ
結
局
、
不
況
下
の
期
政
再
建
に
実
質
減
税
そ
行
っ
た
。

臨
そ
れ
で
は
、
赤
字
国
債
発
行
せ
、
ひ
い
て
は
将
来
に
残
す
ベ
と
は
、
大
蔵
省
が
得
来
の
所
得
あ
の
と
き
、
期
政
支
出
を
抑 
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観
に
起
因
す
る
同
世
代
内
で
の
こ
き
資
本
の
形
成
を
阻
害
す
る
か
再
分
配
の
手
聞
を
省
く
た
め
に
え
、
赤
字
国
債
を
全
額
償
還
し 
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1
一
て
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
前
圏
内
正
園
川
川
臥
闘
の
か
。
所
得
再
分
配
は
国
債
発
の
よ
う
に
余
剰
労
働
が
あ
る
場
を
使
え
ば
で
き
て
い
た
設
備
を
沈
静
化
、

赤
字
と
い
う
忌
か
せ
な
し
に
可
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能
と
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
景

・ 
気
停
滞
も
こ
れ
ほ
ど
長
引
か
な

聞
一
町
一
済
而
鶴
雄
吻
錫
赤
字
国
債
発
行
、
や
む
を
得
ぬ
か
伝
説
純
子
政

・

甥

園
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も

、
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aa

単
一
景
気
に
薄
日
が
差
し
た
感
が
あ
揚
臨
園
唱
は
倒
閣
圃
る
。
そ
の
た
め
、
園
債
に
よ
っ
た
め
の
投
資
を
減
ら
さ
ず
に
現
事
実
、
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
現
在
の
米
国
が
当
時
の
臼
本
と

抱
一
っ
た
。
し
か
し
、
引
き
ょ
げ
後
薗
伺
い 

幽
臨
園
調
て
再
分
配
さ
れ
た
所
得
に
課
税
在
世
代
の
た
め
の
物
を
生
み
出
乙
と
が
数
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
違
う
点
は
、
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