
 

8 平

成

九

年

三

月

四

日

提

出 
質

問

第

八

号 

         
国
民
に
対
し
て
な
す
べ
き
財
政
状
況
報
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

   

提 

出 

者 
 

石 

毛 

鍈 

子 

一 

 



 

本
格
的
な
高
齢
社
会
の
展
開
を
前
に
し
て
、
不
要
不
急
の
経
費
を
思
い
切
っ
て
削
減
し
、
財
政
赤
字
を
合
理
的
な
水
準
へ
縮

小
さ
せ
、
今
後
の
財
政
需
要
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
の
抜
本
的
改
革
を
実
行
す

る
に
は
、
国
民
の
歳
出
削
減
へ
の
理
解
と
合
意
を
欠
か
せ
な
い
。
政
府
は
国
民
に
財
政
状
況
を
積
極
的
に
知
ら
せ
、
国
民
の
理

解
の
上
で
、
財
政
構
造
改
革
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。 

財
政
の
状
況
に
つ
い
て
の
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
に
、
憲
法
第
九
一
条
は
「
内
閣
は
、
国
会
及
び
国
民
に
対
し
、
定
期 

 
 

に
、
少
く
と
も
毎
年
一
回
、
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、

財
政
法
第
四
六
条
は
、 

わ
が
国
の
財
政
は
、
国
の
長
期
債
務
残
高
三
四
四
兆
円
、
地
方
の
借
入
金
残
高
一
四
七
兆
円
、
国
・
地
方
の
重
複
分
を
除
く

債
務
残
高
が
約
四
七
六
兆
円
に
達
し
、
そ
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
九
二
％
に
及
ぶ
。
こ
れ
に
い
わ
ゆ
る
「
隠
し
借
金
」
四
五
兆
円
を

加
え
れ
ば
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
総
額
を
超
え
る
巨
額
な
借
金
と
な
る
。 

こ
う
し
た
財
政
赤
字
の
累
積
に
加
え
て
、
今
後
の
高
齢
社
会
の
展
開
に
と
も
な
う
財
政
需
要
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
財
政
が

い
っ
そ
う
深
刻
な
事
態
を
迎
え
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。 
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こ
れ
ら
の
条
文
は
内
閣
に
対
し
国
民
に
直
接
報
告
す
る
義
務
を
課
し
て
お
り
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ

ィ
（
説
明
責
任
）
を
戦
後
初
期
の
段
階
で
明
確
に
し
て
い
る
点
で
、
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条

文
を
こ
れ
ま
で
の
内
閣
が
き
ち
ん
と
実
行
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。 

と
し
て
い
る
。 

一 

財
政
法
第
四
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
印
刷
物
、
講
演
そ
の
他
適
当
な
方
法
」
と
あ
る
が
、
印
刷
物
と
は
何
を
指
し
て
い

る
の
か
。
過
去
五
年
間
の
実
績
及
び
そ
の
自
己
評
価
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

講
演
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
行
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
告
知
し
聴
衆
は
何
人
参
加
し
た
の
か
な
ど
を
具
体
的
に
明 

②
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
内
閣
は
、
少
く
と
も
毎
四
半
期
ご
と
に
、
予
算
使
用
の
状
況
、
国
庫
の
状
況
そ
の
他
財
政

の
状
況
に
つ
い
て
、
国
会
及
び
国
民
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

①
内
閣
は
、
予
算
が
成
立
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
予
算
、
前
前
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
並
び
に
公
債
、
借
入
金
及
び
国
有
財

産
の
現
在
高
そ
の
他
財
政
に
関
す
る
一
般
の
事
項
に
つ
い
て
、
印
刷
物
、
講
演
そ
の
他
適
当
な
方
法
で
国
民
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

四 

財
政
法
第
四
六
条
第
一
項
に
「
そ
の
他
財
政
に
関
す
る
一
般
の
事
項
に
つ
い
て
」
と
あ
る
。
こ
の
一
般
の
事
項
に
は
、
財

政
投
融
資
の
運
用
状
況
及
び
公
庫
公
団
な
ど
の
経
営
状
況
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。 

五 

大
蔵
省
主
計
局
法
規
課
の
財
政
法
の
解
説
（
『
時
の
法
令
』
一
三
九
一
号
）
は
、
「
国
民
に
対
し
て
は
官
報
に
掲
載
す
る 

 
 

こ
と
に
よ
っ
て
報
告
を
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
有
力
な
批
判
が
あ
る
。 

三 
「
そ
の
他
適
当
な
方
法
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
意
味
す
る
の
か
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に 

 
 

 

行
っ
た
の
か
、
過
去
五
年
間
の
実
績
及
び
そ
の
自
己
評
価
を
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。 

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

「
現
在
は
官
報
に
き
わ
め
て
簡
単
に
こ
れ
を
掲
載
し
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
政
府
の
熱
意
に
お
い
て
や
や
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
（
中
略
）
国
民
に
対
し
て
は
第
二
項
の
活
用
が
特
に
好
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
在
も
官 

 

報
に
よ
っ
て
財
政
状
況
の
報
告
は
或
る
程
度
な
さ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
」
（
杉
村
章 

 

三
郎
他
著
『
財
政
・
会
計
・
国
有
財
産
法
』
） 

財
政
構
造
改
革
は
、
国
民
の
理
解
と
合
意
、
広
い
意
味
で
の
参
加
な
し
に
は
進
ま
な
い
。
内
閣
は
、
憲
法
第
九
一
条
、
財

政
法
第
四
六
条
の
趣
旨
を
積
極
的
に
と
ら
え
、
改
め
て
広
く
国
民
に
分
か
り
や
す
い
方
法
で
報
告
し
、
説
明
責
任
を
果
た
す 

五 

 



 

 

六 

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
内
閣
の
見
解
と
今
後
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


