
①
国
債
発
行
は
後
の
加
代
の
負
担
を
増
す
一
②
も
ち
ろ
ん
、
無
制
限
に
発
行
し
て
い
い

つ
け
回
し
で
あ
る
と
の
考
え
が
財
政
改
革
の
一
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
失
業
率
の
高
い

論
拠
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
一
現
状
で
は
、
財
政
支
出
の
規
模
よ
り
も
内
容

で
あ
る
。
完
全
雇
用
で
あ
れ
ば
次
世
代
負
担
一
を
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

に
な
る
が
、
非
自
発
的
な
失
業
者
が
存
在
し
一
際
、
余
剰
労
働
力
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
を

て
い
る
限
り
、
次
世
代
負
桓
は
な
い
。
一
基
準
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

れ
ば
、
彼
ら
が
す
で
に
死
ん
で
っ
て
い
る
か
は
負
担
の
分
配
と
断
行
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
失
業

い
て
課
税
し
よ
う
に
も
で
き
な
は
関
係
が
な
い
。
と
い
う
無
駄
が
増
大
し
、
国
民

い
場
合
で
あ
る
。
不
公
平
が
生
じ
る
の
は
、
償
に
本
当
の
負
担
を
負
わ
せ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
問
題
還
資
金
を
集
め
る
と
き
の
課
税
小
泉
改
革
が
、
こ
う
し
た
誤

は
な
い
。
現
在
世
代
は
資
産
を
制
度
が
原
因
で
あ
る
。
税
制
が
っ
た
負
担
認
識
の
も
と
で
推
進

抱
え
て
は
死
ね
な
い
た
め
、
市
公
平
な
ら
、
不
公
平
は
生
じ
な
さ
れ
れ
ば
、
橋
本
改
革
と
同
様

場
取
引
か
遺
産
や
相
続
税
な
ど
い
。
さ
ら
に
国
民
は
償
還
以
外
の
混
乱
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

の
「
移
転
」
を
通
し
て
必
ず
将
の
目
的
に
も
税
金
を
納
め
、
年
こ
の
点
、
経
済
財
政
諮
問
会

来
世
代
に
資
産
が
渡
っ
て
い
る
金
の
掛
け
金
も
払
っ
て
い
る
。
議
の
基
本
方
針
で
は
、
五
百
万
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日一曜
一

木一日
一
誤
解
に
基
づ
い
た

凶
一
改
革
に
は
危
う
さ

月
一
小
泉
純
一
郎
内
閣
は
「
改
革

6
一
断
行
」
を
旗
印
に
驚
異
的
な
支

和
一
持
警
合
記
録
し
て
い
る
。
そ
の

川
一
理
由
は
、
多
く
の
人
々
が
経
済

誠
一
と
財
政
の
現
状
を
次
の
よ
う
に

ο一
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

年
一
う
。

引
一
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
大
量
の
因

。
2間

一
債
を
発
行
し
て
、
あ
ま
り
効
果

一
の
な
い
景
気
対
策
を
続
け
た
。

お

τ」
れ
は
い
つ
か
償
還
(
返
済
)

一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
国

車
一
民
負
担
が
増
大
し
、
放
っ
て
お

喜
一
け
ば
次
世
代
に
ま
で
多
大
な
負

二
一
担
を
残
す
。
い
ま
取
り
組
む
ベ

長
一
き
は
発
行
額
の
削
減
で
あ
る
。

一
そ
の
た
め
に
は
、
か
な
り
の
痛

本
一
み
を
覚
悟
し
て
も
公
共
事
業
を

凶
一
極
力
削
り
、
財
政
支
出
を
抑
制

ヨ
一
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。


一
こ
れ
に
つ
い
て
は
野
党
も
ほ


一
と
ん
ど
同
怠
見
の
よ
う
で
、
小


一
泉
政
権
へ
の
追
及
は
改
革
の
円


一
容
よ
り
も
、
そ
の
実
行
力
を
た


一
だ
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。


一
し
か
し
、
こ
う
し
た
負
担
の


一
理
解
が
誤
り
で
実
際
に
は
負
担


一
が
な
い
な
ら
ば
、
国
民
は
何
の


一
た
め
に
痛
み
を
強
い
ら
れ
る
の


一
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の


一
痛
み
の
激
し
さ
は
、
数
年
前
に


一
橋
本
龍
太
郎
政
権
の
緊
縮
財
政


で
経
験
し
た
通
り
で
あ
る
。

次
位
代
負
担
と
は
、
親
の
ツ

ケ
を
子
供
が
払
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、

そ
れ
で
本
当
に
子
供
の
負
担
に

な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
は

限
ら
な
い
。
次
に
一
示
す
よ
う
に

失
業
が
な
け
れ
ば
負
担
に
な
る

が
、
失
業
が
あ
れ
ば
負
担
に
は

な
ら
な
い
。

政
府
が
国
債
を
発
行
し
て
親

に
売
り
、
そ
れ
で
得
た
資
金
を

補
助
金
や
麗
し
減
税
で
そ
の
ま

ま
親
に
渡
し
た
と
し
よ
う
。
こ

の
と
き
、
親
が
そ
の
カ
ネ
を
一

切
使
わ
ず
に
、
す
べ
て
子
供
に

小
遣
い
と
し
て
渡
せ
ば
、
次
世

代
に
は
も
ち
ろ
ん
負
担
も
便
益

も
な
い
。
将
来
の
償
還
の
た
め

の
増
税
時
に
、
子
供
は
た
だ
で

も
ら
っ
た
そ
の
カ
ネ
を
払
え
ば

い
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
た
だ
で
小
遣
い

を
も
ら
っ
た
と
思
っ
た
ら
実
は

同
額
の
借
金
も
あ
っ
た
。
も
と

も
と
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
う
ま

い
話
が
あ
る
と
思
っ
た
ら
、
や

は
り
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
親
が
カ
ネ
を
子
か
ら
で
あ
る
。
市
場
取
引
で
は
不
公
平
を
論
じ
る
に
は
、
こ
れ
人
の
雇
用
創
出
を
う
た
っ
て
い

供
に
渡
す
と
き
、
た
だ
渡
す
の
将
来
世
代
の
所
得
を
増
や
し
、
ら
す
べ
て
の
制
度
を
総
合
的
に
る
。
し
か
し
、
第
一
に
考
慮
す

で
は
な
く
、
親
の
た
め
に
働
か
移
転
な
ら
そ
の
ま
ま
も
ら
う
。
見
な
げ
れ
ば
意
味
が
な
い
。
べ
き
こ
の
施
策
が
最
も
具
体
性

せ
た
ら
ど
う
か
。
こ
う
し
て
将
来
世
代
は
ち
ょ
う
さ
ら
に
、
外
国
人
が
国
債
を
に
欠
け
て
い
る
。
必
共
事
業
削

そ
の
と
き
、
子
供
が
働
き
た
ど
借
金
分
だ
け
資
産
も
増
加
す
買
え
ば
、
そ
の
償
還
時
点
で
資
減
を
前
面
に
掲
げ
な
が
ら
、
ど

い
の
に
働
く
場
が
な
く
、
そ
れ
る
の
で
あ
る
。
金
が
外
国
に
流
出
す
る
か
ら
負
う
や
っ
て
そ
れ
だ
け
の
雇
用
を

で
暇
に
し
て
い
る
時
聞
を
使
う
将
来
世
代
に
負
担
は
な
い
と
担
に
な
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
つ
く
り
出
す
の
か
。
民
間
主
導

な
ら
、
子
供
に
実
質
的
な
負
担
い
う
こ
こ
ま
で
の
話
は
、
彼
ら
が
、
こ
れ
も
誤
解
で
あ
る
。
で
で
き
れ
ば
理
想
的
だ
が
、
民

は
な
い
。
つ
ま
り
、
何
も
せ
ず
に
も
っ
と
も
不
利
な
状
況
、
す
外
国
に
売
っ
た
時
点
で
、
そ
間
だ
け
で
は
需
要
が
つ
く
れ
な

に
小
遣
い
を
も
ら
う
前
町
通
の
例
な
わ
ち
、
国
債
分
の
財
政
支
出
れ
と
交
換
に
日
本
は
必
ず
価
値
い
か
ら
不
況
な
の
だ
。
規
制
緩

起
こ
す
し
、
利
払
い
の
た
め
の

・

・

ー

・

大

幅

増

税

で

働

く

気

も

減

退

し

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
が
将
来
世
代
の
た
め
に
は
一
切
の
等
し
い
外
国
資
産
を
受
け
取
和
に
よ
る
民
間
企
業
の
参
入
促

と
こ
ろ
が
、
子
供
が
自
分
の
使
わ
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
て
っ
て
い
る
。
外
国
へ
の
償
還
は
、
進
も
一
案
で
、
ぜ
ひ
進
め
て
ほ

た
め
の
仕
事
で
忙
し
い
の
に
、
い
る
。
こ
の
た
め
、
負
担
は
な
そ
の
外
国
資
産
増
加
分
を
充
て
し
い
が
、
そ
も
そ
も
も
の
が
売

そ
れ
を
休
ん
で
ま
で
親
の
た
め
い
が
何
の
便
益
も
な
い
。
と
こ
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
保
有
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
だ
け
で
十

T
Z nv

.

p

に
働
か
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
分
が
ろ
が
、
も
し
こ
の
資
金
で
高
齢
負
担
論
で
は
、
外
国
に
売
っ
た
分
な
雇
用
増
が
実
現
で
き
る
は

u
d
t
z

子
供
の
負
担
と
な
る
。
暇
な
持
化
施
設
や
ゴ
ミ
対
策
、
教
育
施
と
き
の
受
け
取
り
を
忘
れ
て
い
ず
も
な
い
。

聞
に
働
く
場
合
と
は
違
い
、
自
設
、
ス
ギ
花
粉
症
対
策
、
都
市
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
負
担
論
が
誤
解
と
は

分
の
た
め
の
仕
事
を
し
て
い
れ
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
将
来
に
も
こ
の
よ
う
に
不
況
の
い
ま
、
い
え
、
国
債
を
発
行
し
な
い
で

b
t

ぱ
実
現
で
き
た
は
ず
の
所
得
を
役
立
つ
事
業
を
す
れ
ば
、
子
供
次
世
代
負
担
論
の
ほ
と
ん
ど
は
済
め
ば
そ
れ
が
一
番
よ
い
。
発

，
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・

行

し

す
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ば
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、
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、
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。
し
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し
、
現
実
に
は
売

目
白
川
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宇
乃
�
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νLqτ� 

り
出
せ
ば
郵
便
局
に
列
が
で
き

犠
牲
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
の
余
っ
た
時
間
は
親
だ
け
で
な
根
拠
が
な
い
。
寒
付
す
べ
き
は
、
る
ほ
ど
信
用
も
あ
る
し
、
働
く

前
者
が
失
業
期
に
、
後
者
が
く
自
分
自
身
や
孫
の
た
め
に
ま
働
き
た
く
て
も
働
け
な
い
人
に
気
よ
り
も
働
く
場
が
足
り
な
く

完
全
雇
用
期
に
対
応
し
て
い
る
で
活
用
さ
れ
る
。
少
し
で
も
意
昧
の
あ
る
職
場
を
て
困
っ
て
い
る
。
い
ま
心
配
す

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
失
業
で
時
間
を
無
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ベ
き
は
過
剰
発
行
よ
り
も
雇
用

国
債
保
有
の
損
得
駄
に
す
る
な
ら
、
国
債
発
行
で
の
に
根
拠
の
な
い
負
担
を
心
配
不
安
で
あ
る
つ
。


調
達
し
た
資
金
を
活
用
し
、
そ
し
て
、
失
業
を
増
や
し
て
で
も
さ
ら
に
、
発
行
し
さ
え
す
れ


課
税
制
度
が
原
因
の
時
間
を
何
か
に
役
立
て
れ
ば
発
行
減
額
を
と
い
う
の
で
は
本
ば
雇
用
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
も


要
す
る
に
、
現
在
世
代
(
親
)
ょ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
な
い
。
集
め
た
資
金
を
単
な
る

か
国
償
発
行
で
得
た
資
金
を
払
こ
こ
ま
で
は
納
得
し
て
も
、
発
行
で
得
た
資
金
移
転
や
余
剰
労
働
力
の
活
用
と


っ
て
、
将
来
世
代
(
子
供
)
が
ま
だ
、
こ
の
よ
う
に
思
う
か
も
ま
程
遠
い
非
効
率
な
事
業
な
ど


働
い
て
い
る
時
聞
を
無
理
に
自
し
れ
な
い
。
「
将
来
世
代
は
一
ば
ら
ま
き
は
有
害
引
ば
ら
ま
く
だ
け
で
は
、
無
意


L
F
ど

価

格

が

低

下

し

て

金

融

不

安

を

一

分
の
た
め
の
仕
事
に
向
け
さ
せ
人
で
は
な
い
。
将
来
世
代
金
体
公
共
事
業
は
減
ら
す
が
失
業
昧
に
赤
字
を
膨
ら
ま
せ
、
前
述

る
と
き
に
、
将
来
世
代
に
本
当
で
は
国
債
分
だ
け
余
計
に
カ
ネ
者
へ
の
補
助
は
手
厚
く
と
の
意
の
懸
念
だ
け
を
生
む
。

の
負
担
が
生
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
入
る
が
、
償
還
金
を
受
け
取
見
も
あ
る
が
、
公
共
事
業
削
減
結
局
、
失
業
率
の
高
い
現
状

が
、
失
業
し
て
い
る
時
間
に
働
る
の
は
国
債
保
有
者
で
あ
る
。
で
失
業
者
を
増
や
し
、
そ
れ
で
で
は
改
革
す
べ
き
は
財
政
支
出

か
さ
れ
て
も
、
将
来
世
代
が
失
彼
ら
戸
ほ
が
得
で
は
な
い
か
」
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
手
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