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下
言
上
用

　
こ
の
国
は
、一
九
九
五
年
の
財
政
危
機

宣
言
以
降
、財
政
再
建
至
上
主
義
政
策

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、Ｇ
７
の
他
の

ど
の
国
よ
り
も
イ
ン
フ
ラ
整
備
投
資
を

縮
小
し
て
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
伸
び
を
抑
え
税
収

が
ま
っ
た
く
伸
び
な
い
国
に
し
て
し
ま
っ

た
。さ
ら
に
、自
然
の
猛
威
に
対
し
て
安

全
な
暮
ら
し
を
確
保
す
る
た
め
の
防
災

イ
ン
フ
ラ
も
、効
率
的
に
移
動
で
き
る
た

め
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
も
Ｇ
７
の
中
で
ま
る

で
劣
後
し
て
い
る
の
に
、そ
の
ま
ま
で
見

ぬ
ふ
り
を
し
て「
財
政
が
危
機
な
ん
だ
」

と
叫
び
な
が
ら
平
然
と
推
移
し
て
き
た
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
氏
の
驚
き

　
過
去
か
ら
の
呪
縛
に
縛
ら
れ
る
と
い

う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
え
る
ほ
ど

に
、わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
過
去
の
ル
ー

ル
、過
去
の
や
り
方
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
。こ
の
様
子
を
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
経

済
評
論
家
で
あ
る
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト
キ

ン
ソ
ン
氏
は「
日
本
の
勝
算
」（
東
洋
経

済
新
報
社
）の
中
で
、次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

 

「
こ
れ
だ
け
の
危
機
に
直
面
し
て
も
、自

ら
変
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、普
通
の
人

間
の
感
覚
で
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。異
常

以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
こ
れ
は
日
本
人
に
対
す
る
超
弩
級
の
、

侮
蔑
的
と
い
っ
て
も
い
い
批
判
だ
。し
か

し
、ル
ー
ル
、や
り
方
、方
法
を
変
え
な

い
、変
え
よ
う
と
も
し
な
い
、一
度
決
め

る
と
状
況
が
変
わ
ろ
う
が
、何
が
あ
ろ
う

が
、そ
の
や
り
方
を
守
り
抜
く
姿
勢
批
判

に
、ア
ト
キ
ン
ソ
ン
氏
は
こ
れ
ほ
ど
の
言

葉
が
必
要
だ
と
感
じ
た
の
だ
。

　
緊
縮
財
政
指
向
の
財
政
認
識
か
ら
国

も
地
方
も
公
務
員
定
員
を
削
減
し
続
け

て
き
た
が
、公
務
サ
ー
ビ
ス
低
下
に
よ
る

住
民
・
国
民
か
ら
の
非
難
を
避
け
る
た

め
に
、「
公
務
執
行
者
と
し
て
の
自
覚
も

責
任
感
も
な
い
非
正
規
の
職
員
」ば
か

り
を
増
加
さ
せ
て
き
た
。そ
の
た
め
国
の

キ
ャ
リ
ア
公
務
員
も
、最
近
で
は
過
重
な

労
働
環
境
に
根
を
上
げ
、若
年
退
職
が

増
加
し
て
い
る
し
、そ
も
そ
も
志
望
者
が

大
き
く
減
少
し
て
き
た
。

　
全
公
務
員
の
人
数
で
フ
ラ
ン
ス
と
比

較
す
る
と
、人
口
あ
た
り
半
数
の
公
務
員

し
か
抱
え
て
い
な
い
こ
の
国
が
ひ
た
す
ら

定
数
削
減
に
励
ん
で
き
た
の
だ
っ
た
。フ

ラ
ン
ス
以
外
の
Ｇ
７
の
ど
の
国
よ
り
も
公

務
員
数
は
相
当
に
少
な
い
と
い
う
の
に

で
あ
る
。

　
定
数
削
減
計
画
を
中
止
す
る
な
り
し

て
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
増
員
計
画

を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

こ
の
定
員
削
減
計
画
の
大
本
に
財
政
再

建
主
義
が
あ
る
た
め
計
画
変
更
が
で
き

ず
、非
正
規
の「
公
務
員
」を
増
や
し
て

い
る
の
だ
。ア
ト
キ
ン
ソ
ン
氏
に
侮
ら
れ

る
情
け
な
い
弥
縫
策
な
の
だ
。

　
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
氏
の
指
摘
は
、最
近
の

日
本
企
業
や
行
政
が
ま
る
で
思
考
力
を

失
っ
た
か
の
よ
う
に
、「
状
況
の
変
化
」

に
対
し
て
漸
進
的
な
対
応
が
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

方
法
を
変
え
ら
れ
な
い
で

大
改
革
を
叫
ぶ

　
こ
の
公
務
員
定
員
の
削
減
を
止
め
ら

れ
な
い
こ
と
、財
政
再
建
至
上
主
義
を
変

え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、実
は
日
本
人
の
本

質
的
な
と
こ
ろ
に
根
源
を
持
つ
と
い
え

ば
、ほ
と
ん
ど
の
人
は
何
を
大
げ
さ
な
と

感
じ
る
だ
ろ
う
。つ
ま
り
、過
去
に
決
め

た
こ
と
に
縛
ら
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
が
、以
下
の
事
例
を
ど
う
考
え
れ
ば

い
い
の
だ
ろ
う
。

① 

奈
良
時
代
の
昔
か
ら
、わ
が
国
の
基

本
法
制
は
律
令
制
だ
っ
た
が
、明
治

に
な
っ
て
憲
法
を
制
定
し
た
と
き

に
、不
思
議
な
こ
と
だ
が「
律
令
停

止
」を
措
置
し
て
い
な
い
。こ
れ
は
、

鎌
倉
時
代
に「
御
成
敗
式
目
」を
決

め
た
と
き
と
同
じ
な
の
だ
が
、式
目

は
武
家
向
け
の
法
制
で
あ
っ
た
の

だ
。と
こ
ろ
が
明
治
憲
法
は
全
国
民

を
縛
る
基
本
法
だ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
な
の
だ
。

　
実
に
奇
妙
な
こ
と
に
、主
要
国
で
あ
る

Ｇ
７
で
こ
の
七
七
年
間
憲
法
を
改
正
を

し
て
い
な
い
の
は
日
本
だ
け
な
の
だ
。ド

イ
ツ
の
改
正
回
数
七
四
年
で
六
五
回
、フ

ラ
ン
ス
の
六
五
年
で
二
四
回
な
ど
と
は
到

底
比
較
に
す
ら
な
ら
な
い
。

　
世
界
の
主
要
国
の
中
で
日
本
だ
け
が

「
基
本
法
を
変
更
す
る
ほ
ど
の
時
代
の
価

値
観
の
変
化
は
な
か
っ
た
」と
言
っ
て
い

る
の
だ
が
、こ
れ
は
世
界
か
ら
隔
絶
し
た

不
思
議
の
国
の
話
な
の
だ
。ジ
ャ
ニ
ー
ズ

事
務
所
問
題
で
国
連
か
ら
も
非
難
さ
れ

る
ほ
ど
の
人
権
意
識
の
低
さ
や
、日
産
自

動
車
の
ゴ
ー
ン
氏
の「
人
質
司
法
」批
判

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、憲
法
を
改
正

し
て
で
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

権
が
こ
の
国
で
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
、こ
れ

が
先
進
国
か
と
世
界
か
ら
批
判
さ
れ
軽

蔑
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
・
・
。

② 

先
の
大
戦
で
は
、日
本
軍
は
空
軍
を

組
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

日
露
戦
争
で
の
日
本
海
海
戦
で
戦
艦

群
が
大
勝
利
を
収
め
た
こ
と
で
、海

軍
が
戦
艦
大
和
の
よ
う
な
大
艦
巨
砲

主
義
か
ら
空
母
と
航
空
戦
隊
方
式
に

脱
却
で
き
な
か
っ
た
が
、そ
こ
に
は

水
兵
の
失
業
問
題
へ
の
配
慮
も
大
き

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
が
紛
争
に
次
ぐ
紛
争

の
歴
史
を
経
験
し
、「
作
戦
は
頻
繁
に
変

更
し
な
い
と
、裏
を
か
か
れ
て
戦
い
に
必

ず
敗
れ
る
」こ
と
を
学
ん
で
き
た
の
と
大

違
い
だ
。変
え
な
い
と
生
き
延
び
る
こ
と

が
で
き
な
い
彼
ら
と
、変
わ
る
こ
と
は
大

好
き
な
の
に
、変
え
る
こ
と
は
し
な
い
わ

れ
わ
れ
と
い
う
違
い
と
な
っ
た
の
だ
。

　
そ
の
変
え
ら
れ
な
い
わ
れ
わ
れ
が（
だ

か
ら
こ
そ
な
の
だ
が
）、今
度
は
大
改
革

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
。内
容

も
は
っ
き
り
し
な
い「
構
造
改
革
」だ
っ

た
り
、「
身
を
切
る
改
革
」の
政
党
の
誕

生
や「
東
京
大
改
革
」の
都
知
事
選
と

な
っ
た
り
し
た
。人
事
院
総
裁
ま
で
も

が
、安
定
的
運
用
が
重
要
な
公
務
員
の
制

度
問
題
な
の
に「
聖
域
な
く
、大
胆
に
抜

本
的
な
改
革
の
断
行
」と
叫
ぶ
始
末
だ
。

　
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
様
子

を
観
察
し
て
い
た
エ
ド
モ
ン
ド
・
バ
ー
ク

は
、革
命
を
批
判
し
て「
制
度
、慣
習
な

ど
に
は
過
去
の
叡
智
が
山
の
ご
と
く
堆

積
し
て
い
る
。人
間
の
知
力
は
遠
く
そ
れ

に
及
ば
な
い
」と
革
命（
革
命
的
改
革
）

を
批
判
し
た
。バ
ー
ク
の
言
葉
は
昨
今
の

大
改
革
・
抜
本
的
改
革
と
言
っ
て
お
れ

ば
何
か
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

て
い
る
日
本
へ
の
大
批
判
で
あ
る
。

　
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、日

本
経
済
を
再
興
さ
せ
る
地
道
で
確
実
な

施
策
な
の
で
あ
る
。身
近
な
一
例
を
い
え

ば
、こ
の
約
三
〇
年
で
日
本
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
投
資
は
、一
〇
〇
だ
っ
た
も
の
が
六

四
に
ま
で
ひ
た
す
ら
低
下
さ
せ
て
き
た

よ
う
に
、一
度
下
げ
る
と
決
め
る
と
そ
れ

を
変
え
ら
れ
な
い
で
い
る
が
、同
じ
時
期

に
ア
メ
リ
カ
は
二
四
一
、ド
イ
ツ
は
一
九

四
、イ
ギ
リ
ス
は
四
一
〇
へ
と
国
民
の
生

活
と
経
済
の
発
展
の
た
め
に
着
実
に
努

力
し
て
来
た
の
だ
。も
う
イ
ン
フ
ラ
政
策

も（
大
胆
に
？
）変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
が
・
・
。
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