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衆
参
両
院
で
の
予
算
委
員
会

が
閉
幕
し
た
。

こ
の
な
か
で
岸
田
政
権
は
、

い
ま
世
間
で
流
布
さ
れ
て
い
る

所
謂『
増
税
メ
ガ
ネ
』を
い
た
く

気
に
し
て
、
ま
さ
に
『
付
け
焼

刃
減
税
』
を
打
ち
出
し
た
こ
と

で
国
会
は
も
と
よ
り
与
党
内
部

で
も
大
混
乱
を
招
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
1
年
限
り
・

1
回
限
り
の
減
税
・
給
付
を
指

し
て
お
り
、
そ
の
後
は
大
軍
拡

へ
の
大
増
税
が
待
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
『
付
け
焼
刃
減
税
』
で

あ
り
、
我
々
国
民
を
バ
カ
に
し

て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
今

も
退
職
金
増
税
や
そ
の
他
社
会

保
障
制
度
の
改
悪
、
或
い
は
新

た
な
大
増
税
論
に
つ
い
て
は
そ

の
ま
ま
生
き
て
い
る
と
い
え

る
。我

々
が
求
め
て
い
る
の
は
、

平
和
憲
法
を
基
本
と
し
た
平
和

な
国
と
暮
ら
し
を
前
提
と
し
た

日
々
の
生
活
で
あ
り
、
ご
く
当

た
り
前
の
こ
と
を
求
め
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
岸
田
政
権
は

大
軍
拡
を
行
う
こ
と
で
戦
争
の

き
っ
か
け
を
生
み
、
国
民
の
生

命
を
脅
か
す
だ
け
で
な
く
、
加

え
て
我
々
国
民
に
対
し
て
大
軍

拡
に
伴
う
大
増
税
と
各
社
会
保

障
制
度
を
改
悪
す
る
こ
と
で
、

生
命
と
暮
ら
し
を
大
い
に
脅
か

そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
っ
て
お
き
た
い
の

は
、
大
軍
拡
に
対
し
て
各
国
が

大
軍
拡
で
応
え
る
の
み
で
は
、

真
の
国
際
平
和
へ
の
道
筋
と
は

全
く
違
っ
た
真
逆
現
象
を
生
む

だ
け
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
戦
争

へ
の
道
を
切
り
開
く
だ
け
で
あ

る
。
真
の
国
際
平
和
へ
の
道
筋

と
は
平
和
に
向
け
た
『
対
話
』

の
み
で
あ
る
。

い
ま
、世
界
情
勢
は
ど
う
か
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル

ま
で
各
国
で
戦
争
の
火
蓋
が
切

ら
れ
、
更
に
そ
れ
は
拡
大
の
様

相
す
ら
あ
る
。
ま
た
、
各
大
国

は
利
害
関
係
の
み
を
重
視
し
対

応
し
て
い
る
こ
と
で
、
ま
さ
に

第
三
次
世
界
大
戦
の
前
哨
で
は

な
い
か
と
大
い
に
危
惧
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
我
々
港
湾

労
働
者
の
職
場
で
あ
る
港
湾
が

兵
站
基
地
と
な
り
、
我
々
は
真

っ
先
に
戦
争
の
犠
牲
者
と
加
害

者
と
な
っ
て
し
ま
う
。
断
じ
て

こ
の
よ
う
な
事
は
阻
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
全
国
港
湾
と
し
て
第

1
・
3
木
曜
日
に
新
橋
駅
前
宣

伝
行
動
を
恒
常
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
朝
の
通
勤
等
の
ご

通
行
中
の
皆
さ
ん
も
明
ら
か
に

我
々
の
取
り
組
み
へ
の
反
応
に

変
化
が
表
れ
て
き
て
い
る
。
ビ

ラ
配
布
の
感
触
や
激
励
の
言
葉

や
手
紙
と
い
っ
た
反
応
が
日
々

高
揚
し
て
き
て
い
る
の
が
現
場

で
の
実
感
だ
。
改
め
て
、
こ
の

地
道
且
つ
恒
常
的
な
取
り
組
み

の
重
要
性
と
意
義
に
つ
い
て
痛

感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
々
は
引
き
続
き
様
々
な
取
り

組
み
を
と
お
し
て
、
「
港
湾
を

兵
站
基
地
に
す
る
な
！
」
の
運

動
を
邁
進
し
て
い
く
時
が『
今
』

で
あ
る
と
確
信
す
る
。

（
全
国
港
湾
委
員
長
代
行
・
日

港
労
連
委
員
長

竹
内

一
）

教
宣
部
会
外
池
で
す
。
前
月

号
、
藤
木
さ
ん
随
筆
の
第
2
弾

で
す
。
豊
橋
「
シ
ー
パ
レ
ス
」

を
起
点
と
し
た
旅
も
時
間
が
押

し
迫
り
『
ど
う
す
る
我
々
』
と

な
り
「
東
照
宮
」
家
康
公
終
焉

の
地
、駿
府（
静
岡
県
）
で
寄
り

道
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
照
宮
と
い
え
ば
日
光
東
照
宮

が
真
っ
先
に
浮
か
び
上
が
る
と

思
い
ま
す
が
、
家
康
公
を
祀
っ

た
東
照
宮
は
、
全
国
に
7
0
0

社
以
上
存
在
し
た
と
さ
れ
て
、

約
1
3
0
社
が
現
存
し
て
い
ま

す
。
久
能
山
東
照
宮
は
、
日
光

東
照
宮
と
並
び
二
大
東
照
宮
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
は
東
照
宮
の
中
で
最
初

に
創
建
さ
れ
、
社
殿
の
解
説
に

よ
れ
ば
家
康
公
は
、
1
6
1
6

年
4
月
17
日
、
75
年
の
生
涯
を

閉
じ
、遺
体
は
久
能
山
に
葬
り
、

葬
儀
は
江
戸
の
増
上
寺
、
一
周

忌
が
過
ぎ
て
後
、
日
光
山
に
小

堂
を
建
て
る
こ
と
が
総
べ
て
家

康
公
本
人
の
遺
言
だ
っ
た
こ
と

が
解
り
、
納
得
し
ま
し
た
。

久
能
山
は
、
標
高
2
1
6
メ

ー
ト
ル
あ
り
、
駐
車
場
に
着
き

目
の
前
の
山
門
か
ら
昇
り
階
段

が
見
え
、
管
理
人
の
話
で
は
、

徒
歩
で
は
山
登
り
20
分
か
か
る

と
教
わ
り
、
こ
の
真
夏
日
の
気

温
で
は
自
分
（
ジ
ジ
ー
と
呼
ば

れ
て
い
る
）
は
モ
ツ
か
自
信
が

な
い
の
で
、
日
本
平
の
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
を
目
指
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。

日
本
平
に
登
る
と
、
後
ろ
は

富
士
山
、
左
に
伊
豆
半
島
、
右

に
清
水
港
、
眼
下
に
は
駿
河
湾

が
一
望
で
き
、
日
本
観
光
地
百

選
コ
ン
ク
ー
ル
で
一
位
に
選
ば

れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
さ
す
が
に

風
光
明
媚
、
感
心
し
ま
し
た
。

さ
て
、
東
照
宮
で
す
が
、
静

鉄
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
5
分
、「
東

照
大
権
現
」
の
勅
額
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
別
名
「
勅
額
御
門
」

か
ら
は
一
段
一
段
が
随
分
高
い

石
段
で
あ
り
、
足
が
短
い
自
分

に
は
、
一
段
毎
に「
よ
い
し
ょ
」

と
声
が
出
る
始
末
、
ま
わ
り
を

な
が
め
眺
め
結
局
、
本
殿
ま
で

15
分
か
か
り
ま
し
た
。

本
殿
に
着
い
た
途
端
、
ヘ
ナ

ヘ
ナ
と
脇
の
ベ
ン
チ
で
一
息
つ

き
、
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
と

外
国
人
も
理
解
し
て
い
る
の
か

「
2
礼
2
拍
1
礼
」
真
面
目
に

参
拝
し
て
い
る
の
が
目
に
と
ま

り
ま
し
た
。
自
分
も
参
拝
し
な

け
れ
ば
と
立
ち
上
が
り
、
先
程

の
参
拝
者
に
見
習
い
真
面
目
に

参
拝
を
終
え
、
下
り
に
就
こ
う

と
し
て
ふ
と
見
る
と
、
「
家
康

公
の
手
形
」
が
あ
る
で
は
な
い

か
、
自
分
の
手
と
重
ね
て
み
る

と
、
自
分
と
同
じ
く
ら
い
で
し

た
。
看
板
に
は
、
38
歳
、
身
長

1
5
5
セ
ン
チ
、
体
重
60
キ
ロ

と
あ
り
、
納
得
し
ま
し
た
。

久
能
山
東
照
宮
の
印
象
は
、

広
さ
は
日
光
よ
り
狭
い
と
感
じ

ら
れ
ま
し
た
が
、
極
彩
色
に
飾

ら
れ
た
社
殿
の
キ
ラ
ビ
ヤ
カ
サ

は
、
引
け
を
取
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

今
回
の
旅
で
は
、
計
画
な
し

の
楽
し
い
旅
と
な
り
ま
し
た

が
、
藤
木
さ
ん
の
「
今
川
焼
、

食
い
忘
れ
た
！
」
の
一
言
が
く

い
に
残
る
旅
路
と
な
り
ま
し

た
。
お
疲
れ
様
で
し
た
！

2
0
2
3
年
度
全
国
港
湾
中
央
執
行
委

員
名
簿
の
掲
載
に
つ
い
て
、
紙
面
の
都
合

に
よ
り
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
、
中
央
執
行
委
員
名
簿
に
つ
い
て
は

全
国
港
湾
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま

す
。

今
回
は
第
10
章
「
安
全
・

衛
生
・
職
業
訓
練
・
福
利
厚

生
」
の
48
条
に
進
み
ま
す
。

第
48
条
コ
ン
テ
ナ
船
の
船
内

荷
役
作
業
並
び
に
危
険
物
・

有
害
毒
物
等
の
取
り
扱
い
の

安
全
基
準
コ
ン
テ
ナ
船
の
船

内
荷
役
作
業
並
び
に
危
険
物

・
有
害
毒
物
の
取
り
扱
い
の

安
全
基
準
に
つ
い
て
は
、
別

添
確
認
書
（
第
12
章
第
58
条

第
8
項
①
）
の
通
り
実
施
す

る
。
な
お
、
コ
ン
テ
ナ
多
段

（
7
・
8
段
）
例
外
荷
役
に

伴
う
安
全
確
保
措
置
義
務
に

関
し
て
は
、別
途
確
認
書（
第

12
章
第
58
条
第
8
項
②
）
の

通
り
実
施
す
る
。

1
9
5
0
年
代
に
大
西
洋

航
路
で
35
本
の
コ
ン
テ
ナ
が

積
ま
れ
て
就
航
し
た
の
が
コ

ン
テ
ナ
貨
物
の
始
ま
り
で
、

以
来
、
コ
ン
テ
ナ
の
定
規
格

化
を
伴
い
な
が
ら
、
本
船
も

専
用
船
化
と
大
型
化
が
進
み

ま
す
。
日
本
へ
は
1
9
6
7

年
に
神
戸
港
と
東
京
港
に
初

入
港
し
ま
す
。余
談
で
す
が
、

コ
ン
テ
ナ
船
の
荷
役
を
巡
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
貨
物

の
積
み
付
け
は
港
湾
労
働
者

の
仕
事
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
も
と
で
、
港
に
着
い
た
コ

ン
テ
ナ
か
ら
一
旦
貨
物
を
ば

ら
し
て
、
も
う
一
度
積
み
付

け
作
業
を
し
た
う
え
で
、
本

船
に
ク
レ
ー
ン
で
積
む
と
い

っ
た
港
湾
労
働
者
の
抵
抗
が

あ
っ
た
こ
と
が
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。
「
雇
用
と
職
域

確
保
の
運
動
」
が
、
こ
こ
で

も
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
産
別
協
定
の
話
に

戻
し
、
上
記
の
原
文
と
と
も

に
詳
細
を
規
定
し
た
第
12
章

58
条
第
5
項
か
ら
も
引
用
し

な
が
ら
読
み
進
め
て
い
き
ま

す
。
い
ま
、
世
界
最
大
級
の

本
船
は
2
3
0
0
0
Ｔ
Ｅ
Ｕ

（
日
本
寄
港
の
本
船
で
は
1

4
0
0
0
Ｔ
Ｅ
Ｕ
）と
さ
れ
、

す
で
に
9
段
積
作
業
が
行
わ

れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
協
定

が
あ
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ナ
船

作
業
の
最
初
の
協
定
は
1
9

8
4
年
が
は
じ
め
て
で
、「
甲

板
上
の
積
み
付
け
作
業
は
原

則
と
し
て
4
段
迄
と
す
る
。

止
む
を
得
ず
甲
板
上
5
段
積

荷
役
を
行
う
船
社
は
、
事
前

に
当
該
元
請
を
通
じ
て
積
載

・
運
航
計
画
・
本
船
構
造
・

荷
役
設
備
及
び
ラ
ッ
シ
ン
グ

方
法
・
理
由
等
を
各
港
安
全

専
門
委
員
会
を
経
由
し
て

『
中
央
安
全
専
門
委
員
会
』

に
申
請
し
、
確
認
を
得
る
も

の
と
す
る
」
と
し
、
そ
の
場

合
は
両
舷
側
は
4
段
積
ま
で

と
す
る
」
と
し
、
「
安
全
確

保
の
た
め
…
荷
役
時
間
は
充

分
に
と
り
強
行
荷
役
は
行
わ

な
い
こ
と
」
と
念
を
入
れ
て

い
ま
す
。
当
時
の
コ
ン
テ
ナ

作
業
に
対
す
る
認
識
、
危
険

・
高
所
作
業
へ
の
強
い
警
戒

感
を
感
じ
ま
す
。
当
時
は
、

ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
だ
け

で
な
く
、
本
船
ク
レ
ー
ン
や

陸
上
揚
貨
装
置
を
使
っ
た
作

業
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
安
全
へ
の
強

い
意
識
が
反
映
し
た
協
定
に

な
っ
て
い
ま
す
。

滑
落
防
止
の
た
め
に
、
ラ

ッ
シ
ン
グ
作
業
で
は
コ
ン
テ

ナ
上
に
昇
ら
な
い
こ
と
、
キ

ャ
ッ
ツ
ウ
ォ
ー
ク
、
搭
乗
設

備
の
使
用
を
義
務
付
け
、
命

綱
の
着
用
、
高
所
作
業
に
適

し
た
作
業
着
、
止
む
を
得
ず

夜
間
作
業
を
行
う
場
合
は

「
照
明
の
確
保
を
」
と
ま
で

規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

念
に
は
念
を
入
れ
た
協
定
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
後
、
2
0
0
4
年
に

5
段
・
6
段
積
作
業
が
船
社

か
ら
申
請
さ
れ
る
状
況
が
生

ま
れ
、
詳
細
に
わ
た
る
作
業

基
準
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
こ

こ
で
も
4
段
積
を
原
則
と
し

て
明
記
し
、「
止
む
を
得
ず
」

5
段
・
6
段
と
す
る
場
合
は
、

両
舷
側
は
各
々
4
段
・
5
段

迄
と
し
、
こ
の
協
定
で
は
じ

め
て
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
す
る

場
合
の
規
定
を
設
け
て
い
ま

す
。
2
0
1
3
年
に
7
段
・

8
段
積
作
業
に
関
す
る
確
認

書
に
進
み
ま
す
が
、
こ
の
作

業
を
可
能
と
す
る
港
湾
は
、

荷
役
設
備
や
寄
港
本
船
の
関

係
か
ら
、
仙
台
塩
竃
港
、
東

京
港
、
横
浜
港
、
清
水
港
、

名
古
屋
港
、
四
日
市
港
、
大

阪
港
、
神
戸
港
、
博
多
港
に

限
定
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

2
0
1
5
年
に
9
段
荷
役
に

伴
う
確
認
書
へ
と
進
み
、
東

京
港
・
横
浜
港
・
名
古
屋
港

・
神
戸
港
に
適
用
港
を
限
定

し
て
い
ま
す
。

9
段
積
（
両
舷
側
9
段
）

荷
役
の
確
認
書
の
大
き
な
特

徴
は
、
こ
れ
ま
で
多
段
積
荷

役
の
安
全
基
準
や
安
全
の
た

め
の
視
点
を
踏
襲
し
つ
つ
、

オ
ー
ト
ツ
イ
ス
ト
ロ
ッ
ク
の

落
下
防
止
の
視
点
を
入
れ
た

こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、

「
9
段
荷
役
及
び
ラ
ッ
シ
ン

グ
・
ア
ン
ラ
ッ
シ
ン
グ
作
業

に
つ
い
て
は
、
8
段
以
下
の

コ
ン
テ
ナ
荷
役
及
び
ラ
ッ
シ

ン
グ
・
ア
ン
ラ
ッ
シ
ン
グ
作

業
と
同
時
作
業
を
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
明
記
し
て
、
ツ

イ
ス
ト
ロ
ッ
ク
の
落
下
か
ら

港
湾
労
働
者
の
安
全
を
確
保

し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
艫（
と
も
／
船
尾
）側

で
9
段
荷
役
を
し
て
い
る
際

は
、
艏
（
お
も
て
／
船
首
）

側
で
の
作
業
は
で
き
な
い
こ

と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

大
型
船
で
あ
っ
て
も
、
ツ
イ

ス
ト
ロ
ッ
ク
が
落
下
し
た
際

に
風
な
ど
の
影
響
で
ど
こ
に

落
下
す
る
か
わ
か
ら
な
い
か

ら
で
す
。
9
段
目
と
8
段
目

の
作
業
を
同
時
に
行
う
こ
と

を
禁
じ
、し
た
が
っ
て
、9
段

目
の
荷
役
が
す
べ
て
終
わ
っ

た
時
点
で
8
段
目
の
作
業
に

入
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま

す
。
現
に
、
こ
れ
が
港
毎
で

統
一
的
に
徹
底
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
に
斉
一
化
し
た

経
緯
も
あ
り
ま
す
。次
回
は
、

こ
の
協
定
の
後
半
部
分
に
な

る「
危
険
物
・
有
毒
物
貨
物
の

取
り
扱
い
」
に
進
み
ま
す
。
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