
血朝朝日

い
。

現
役
世
代
の
未
来
を
救
う

た
め
に
、

現
役
世
代
の
今
の
負

担
を
増
や
す
方
式
に
合
意
が
得

ら
れ
る
か
ど
う
か
。

「財
政
危
機
が
日
前
に
迫
り
、

問
題
の
先
送
り
は
も
は
や
許
さ

日
本
の
個
人
が
所
有
す
る
金

融
資
産

（債
券
、

株
式
、

貯
蓄

な
ど
）
は
、

約
１
４
０
０
兆
円

に
上
る
。

給
料
も
上
が
ら
ず
、

家
計
が
苦
し
く
な
る

一
方
の
庶

民
か
ら
す
れ
ば
、

い
つ
た
い
こ

の
国
の
ど
こ
に
そ
ん
な
お
金
が

れ
ま
せ
ん
。

現
役
世
代
が
主
に

負
担
す
る
保
険
料
だ
け
で
な
く
、

老
齢
世
代
も
負
担
す
る
消
費
税

の
増
税
に
よ
つ
て
、

公
平
に
財

源
を
賄
う
こ
と
が
必
要
で
し
ょ

う
０
世
代
ご
と
の
受
益
と
負
担

を
調
整
す
る

『世
代
問
公
平
委

員
会
』
の
よ
う
な
強
潤
を
設
置

し
、　

一
刻
も
早
く
手
を
打
つ
ベ

き
で
す
」
（小
黒
准
教
授
）

与
野
党
の
議
員
は
、

こ
の
大

胆
な
提
言
を
傾
聴
す
べ
き
だ
。

つ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

大
阪
大
学

社
会
経
済
研
究
所
の
チ
ャ
ー
ル

ズ

・
ユ
ウ
ジ

・
ホ
リ
オ
カ
教
授

（
マ
ク
ロ
経
済
学
）
は

「相
続

税
の
増
税
」
が
有
効
な
対
策
に

な
り
得
る
と
主
張
す
る
。

「相
続
税
の
増
税
に
は
多
く
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

国
に

取
ら
れ
る
ぐ
ら
い
な
ら
と
、

子

ど
も

へ
の
生
前
贈
与
が
促
進
さ

れ
る
し
、

高
齢
者
が
自
分
自
身

の
た
め
に
お
金
を
使
う
こ
と
も

増
え
る
。

消
費
性
向
の
高
い
若

い
世
代
に
所
得
の
移
転
が
進
み
、

高
齢
者
自
身
の
消
費
も
拡
大
す

る
た
め
、
日
本
経
済
の
内
需
が

拡
大
し
、

景
気
が
刺
激
さ
れ
ま

す
。

そ
の
上
、

増
税
で
税
収
も

上
が
る
の
で
す
」

贈
与
税
の
引
き
下
げ
も
セ
ッ

ト
で
実
施
す
る
と
、

生
前
贈
与

が

一
層
促
さ
れ
、

増
税
感
も
弱

ま
る
と
い
つヽ
。

さ
ら
に
、

起
業
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
板
倉
雄

一
郎
氏
は
、

政

府
が
そ
う
し
た
政
策
を
時
限
的

に
打
つ
べ
き
だ
と
訴
え
る
。

「例
え
ば
政
府
が
、

贈
与
税
を

３
年
間
だ
け
引
き
下
げ
、
も
し

く
は
無
税
化
し
、

そ
の
後
は
相

続
税
を
大
幅
に
増
税
す
る
と
宣

言
す
る
。

期
限
を
設
け
る
こ
と

で
若
年
世
代

へ
の
所
得
移
転
を

加
速
さ
せ
る
ん
で
す
」

強
引
な
宮
の
奪
い
合
い
に
も

見
え
る
が
、

こ
れ
が
世
代
間
の

協
調
を
生
み
出
す
き

っ
か
け
に

な
る
と
板
倉
氏
は
言
う
。

「今
は
親
の
世
代
と
子
ど
も
の

世
代
が
仕
事
を
奪
い
合
う
社
会

に
な
っ
て
い
ま
す
。

親
世
代
は

若
者
を
信
用
せ
ず
、

若
者
は
親

世
代
が
居
座
る
せ
い
で
仕
事
が

な
い
と
思

っ
て
い
る
。

世
代
間

格
差
ど
こ
ろ
か
、

世
代
問
戦
争

の
様
相
で
す
。
し
か
し
、

資
産

を
贈
与
す
る
と
き
に
は
親
子
間

で
対
話
が
生
ま
れ
る
。

資
産
を

譲
る
以
上
、

親
は
子
ど
も
に
老

後
の
面
倒
を
見
て
も
ら
い
た
い

と
言
う
だ
ろ
う
し
、

子
ど
も
は

そ
の
責
任
を
感
じ
る
。

親
世
代

と
若
者
が
協
力
し
合
う
き

っ
か

け
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

相
続
税
は
今
年
４
月
、

５３
年

ぶ
り
に
本
格
的
な
増
税
が
行
わ

れ
る
（図
）
。
こ
れ
が
単
な
る
財

源
不
足
の
補
完
だ
け
で
終
わ

つ

て
は
意
味
が
な
い
。

世
代
間
協

調

へ
の

一
里
塚
と
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
の
か
と
思
え
る
。

実
際
、

全
国
民
が
平
等
に
資

産
を
持

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

そ
の
大
半
は
６０
代
以
上
、

と
り
わ
け
そ
の
中
の
富
裕
層
が

保
有
し
て
い
る
。

そ
こ
に
日
本
経
済
が
停
滞
す

る
要
因
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
、

前
出
の
藻
谷
浩
介
氏
は
著
書
で

指
摘
し
て
い
る
。

「彼
ら
高
齢
富
裕
層
の
資
産
は
、

消
費
に
回
ら
な
い
限
り
企
業
の

売
上
に
は
な
ら
ず
、

我
々
下
々

の
者
の
個
人
所
得
に
も
計
上
さ

れ
ま
せ
ん
与
好
況
時
に
お
い
て

す
ら
、

彼
ら
が
消
費
を
拡
大
さ

せ
な
か
つ
た
」
翁
デ
フ
レ
の
正

体
』
か
ら
）

何
か
と
物
入
り
な
子
育
て
世

代
と
違
い
、

高
齢
者
の
消
費
性

向
は
も
と
も
と
高
く
な
い
。
し

か
も
、

保
有
す
る
資
産
は
、

医

療
費
や
介
護
費
と
い
っ
た
将
来

リ
ス
ク
に
備
え
た
も
の
で
、

お

い
そ
れ
と
消
費
で
き
な
い
性
質

の
も
の
だ
。

そ
れ
が
、
日
本
の

内
需
が
拡
大
し
な
い
原
因
の

一

税収も2000億 ～3000億 円程度増える見通し
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