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廃
止
の
裏
に
政
治
的
な
思
惑
も

　
2
0
1
8
年
10
月
、
ハ
モ
ン
ド
英
財
務

相
は
予
算
演
説
で
P
F
I
・
P
F
2
の
廃

止
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
財
務

省
が
今
後
の
P
F
I
・
P
F
2
に
係
る
対

応
策
を
公
表
し
た
。
英
国
で
①
今
後
の
新

規
事
業
に
対
し
P
F
I
手
法
お
よ
び

P
F
2
手
法
を
用
い
な
い
②
現
在
契
約
期

間
中
の
P
F
I
・
P
F
2
事
業
に
つ
い
て

は
契
約
解
除
せ
ず
継
続
す
る
③
政
府
と
し

て
は
イ
ン
フ
ラ
事
業
へ
の
民
間
資
金
活
用

に
関
し
て
引
き
続
き
推
進
す
る
─
こ
と
が

表
明
さ
れ
た
。

　
現
在
、
イ
ン
フ
ラ
事
業
へ
の
民
間
資
金

活
用
に
関
し
、
英
国
政
府
は
新
た
な
ス
キ

ー
ム
を
導
入
す
べ
く
検
討
を
進
め
て
い
る
。

19
年
3
月
に
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
ペ
ー

パ
ー
を
発
出
し
、
本
年
6
月
ま
で
意
見
招

請
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
中
で
、
イ
ン
フ

ラ
事
業
へ
の
民
間
資
金
活
用
の
必
要
性
や

さ
ら
な
る
推
進
の
方
向
性
を
見
せ
て
い
る

が
、
P
F
I
お
よ
び
P
F
2
に
類
似
し
た

手
法
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い
と
明
言
し

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
P
F
I
・
P
F
2
に
関
し

て
は
、
野
党
で
あ
る
労
働
党
も
猛
烈
に
批

判
し
て
き
た
。
17
年
9
月
に
は
①
新
規
案

件
に
対
し
て
P
F
I
・
P
F
2
手
法
を
用

い
な
い
②
現
在
契
約
期
間
中
の
P
F
I
・

P
F
2
事
業
に
つ
い
て
も
公
有
化
す
る
─

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
内

の
以
下
の
文
章
で
は
特
段
の
断
り
が
な
い

限
り
P
F
I
・
P
F
2
を
総
称
し
、

「
P
F
I
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、「
英
国
」
と

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
指
す
。

　
P
F
I
に
つ
い
て
政
府
と
野
党
が
一
致

し
て
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
奇
妙
に
映
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
「
P
F
I
推

進
」
と
い
う
国
民
に
と
っ
て
極
め
て
不
人

気
な
政
策
を
推
進
し
た
責
任
を
ど
ち
ら
に

負
わ
せ
る
か
、
と
い
う
政
治
的
な
背
景
も

あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
モ
ン
ド
氏
は
昨
年
の

予
算
演
説
に
お
い
て
、
労
働
党
政
権
下
で

　
P
F
I
（
民
間
資
金
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
整
備
）
の
発
祥
の
地
で
あ
る
英
国
は
、
国
民
、
マ
ス
コ
ミ
、
議
会
か
ら
の

厳
し
い
批
判
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
昨
年
10
月
に
今
後
は
P
F
I
お
よ
び
そ
の
後
継
の
P
F
2
を
用
い
な
い
こ
と
を
決
定

し
た
。
現
在
、
新
た
な
イ
ン
フ
ラ
資
金
調
達
手
法
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
P
F
I
や
P
F
2
に
類
似
す
る
ス
キ

ー
ム
は
採
用
し
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
。

　
英
国
と
わ
が
国
で
は
、
P
F
I
の
示
す
事
業
ス
キ
ー
ム
・
範
囲
が
異
な
る
こ
と
や
、
金
融
、
建
設
な
ど
の
業
界
事
情
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
英
国
に
お
け
る
P
F
I
批
判
は
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
適
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
英
国
に

お
け
る
P
F
I
批
判
・
廃
止
を
理
由
と
し
て
、
わ
が
国
の
P
F
I
推
進
を
批
判
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
。

一
方
で
、
わ
が
国
の
P
F
I
推
進
に
影
響
が
な
い
と
も
言
え
ず
、
特
に
「
英
国
発
祥
の
先
進
的
な
手
法
」
を
モ
デ
ル
に
し

て
い
た
姿
勢
は
変
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

P
F
I
、本
家
英
国
の
廃
止
を
考
え
る

「
先
進
手
法
」と
仰
い
だ
日
本
の
選
択
肢
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数
多
く
の
P
F
I
事
業
が
実
施
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
、「
労
働
党
政

権
下
に
お
け
る
経
済
政
策
の
失
敗
」
と
言

っ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
英
国

で
P
F
I
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
こ
と
で
、

わ
が
国
の
P
F
I
推
進
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
、

あ
る
い
は
推
進
が
誤
っ
た
政
策
で
あ
っ
た

と
結
論
付
け
る
こ
と
は
早
計
に
過
ぎ
る
。

わ
が
国
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
上
で
は
、

英
国
と
日
本
の
P
F
I
の
相
違
、
P
F
I

批
判
の
理
由
と
わ
が
国
へ
の
適
合
、
両
国

で
P
F
I
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い

て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

P
F
I
の
歴
史
と
近
年
の
動
向

　
ま
ず
は
、
英
国
に
お
け
る
P
F
I
の
歴

史
と
動
向
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　
英
国
で
は
、
第
2
次
世
界
大
戦
後
、
国

際
競
争
力
の
低
下
や
財
政
悪
化
に
よ
り

「
英
国
病
」「
欧
州
の
病
人
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
を
変
え
る
べ
く
、
1
9
7
9
年

に
発
足
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権（
保
守
党
）

は
「
小
さ
な
政
府
」
を
目
指
し
、
国
営
イ

ン
フ
ラ
の
民
営
化
や
公
共
部
門
へ
の
民
間

活
力
の
導
入
に
向
け
た
取
り
組
み
を
実
施

し
た
。
P
F
I
に
関
し
て
は
、
81
年
に
財

務
省
が
公
共
事
業
に
お
け
る
民
間
資
金
の

考
え
方
を
整
理
し
た
。

　
P
F
I
が
正
式
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
後
に
成
立
し
た
メ
ー
ジ

ャ
ー
政
権
（
保
守
党
）
下
の
92
年
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
後
の
ブ
レ
ア
政
権
下
（
労

働
党
）
で
、
P
F
I
推
進
に
向
け
た
各
種

取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、
90
年
代
後
半
か

ら
2
0
0
0
年
代
前
半
に
か
け
て
件
数
・

規
模
と
も
に
大
き
く
増
加
し
た
。
P
F
I

の
推
進
策
と
し
て
、
例
え
ば
P
F
I
事
業

に
限
定
し
た
補
助
金
で
あ
る
P
F
I
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
創
設
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
08
年
に
発
生
し
た
世

界
金
融
危
機
に
よ
り
、
民
間
資
金
の
調
達

が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
案
件
数
は

一
時
的
に
大
き
く
減
少
し
た
。
ま
た
、
こ

の
頃
よ
り
、
病
院
を
は
じ
め
と
す
る

P
F
I
事
業
で
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が

重
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
一
部
の
事
業
で

民
間
事
業
者
の
「
も
う
け
過
ぎ
」
が
批
判

さ
れ
た
こ
と
、
議
会
や
英

国
会
計
検
査
院
が
こ
れ
ま

で
の
事
業
に
係
る
問
題
点

を
指
摘
し
た
こ
と
な
ど
を

き
っ
か
け
に
、
不
信
は
強

ま
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、

P
F
I
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
廃

止
な
ど
、
事
業
の
推
進
に

役
立
っ
て
い
た
各
種
制
度

の
変
更
も
重
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
10
年
に

発
足
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
政

権
（
保
守
党
・
自
民
党
連

立
政
権
）
は
P
F
I
の
抜

本
的
改
革
に
取
り
組
む
こ

と
と
な
っ
た
。
当
初
は
廃

止
案
も
出
て
い
た
も
の
の
、

最
終
的
に
は
こ
れ
ま
で
の

反
省
を
踏
ま
え
、
公
共
側

に
よ
る
出
資
や
民
間
事
業

者
へ
の
過
度
の
リ
ス
ク
移
転
を
制
限
す
る

P
F
2
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
P
F
2
の
導
入
に
よ
っ

て
も
、
こ
の
よ
う
な
P
F
I
の
凋ち

ょ
う
ら
く落
傾
向

は
変
わ
ら
ず
、
10
年
以
降
は
件
数
、
規
模

と
も
に
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
16
年
度

の
1
件
を
最
後
に
新
規
案
件
は
実
施
さ
れ

て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
、
18
年
1
月
に
は
多
数
の

〈図表1〉PFI・PF2の廃止に係る政府決定と労働党案の比較
政府決定 (2018 年 10月 )

PFI・PF2 手法は用いない新規案件 PFI・PF2 手法は用いない

労働党の主張
(2017 年 9月の労働党大会 )

契約解除する場合には多額の補
償が必要となり、バリュー・
フォー・マネーが低下するため、
契約解除は行わない。
ただし、既存の PFI 契約の契約
改訂に向けた取り組みは継続す
る。

既存の PFI・PF2 事業は公有化
を行う。

インフラ事業への民間資金活用
に関して、引き続き推進する。
⇒新規スキームに向けた検討

既存の PFI・
PF2 事業

その他イン
フラへの民
間資金活用

（注） 年度単位で見た新規契約件数および資本価値
（出所）Infrastructure and Projects Authority (2019) “Private Finance 
Initiative and Private Finance 2 projects: 2018 summary data”

〈図表2〉PFI・PF2の事業規模の推移（2017年度末に契約中のもの）
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P
F
I
事
業
を
受
注
し
て
き
た
カ
リ
リ
オ

ン
社
が
倒
産
し
、
工
事
が
ス
ト
ッ
プ
す
る

な
ど
多
数
の
事
業
に
影
響
が
生
じ
た
ほ
か
、

英
国
会
計
検
査
院
が
P
F
I
に
対
す
る
厳

し
い
評
価
を
公
表
す
る
な
ど
、
逆
風
は
続

い
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
の

P
F
I
の
廃
止
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ほ

ど
驚
き
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

廃
止
の
理
由

　
英
国
で
は
以
前
か
ら
P
F
I
に
対
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
特

に
批
判
が
大
き
か
っ
た
点
と
し
て
は
、
事

業
者
の
「
も
う
け
過
ぎ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
設
計
・
建
設
段
階
と
維
持
管
理
・

運
営
段
階
で
リ
ス
ク
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

契
約
期
間
の
途
中
で
借
入
金
の
借
り
換
え

や
出
資
部
分
の
売
却
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、

事
業
者
が
大
き
な
利
益
を
上
げ
ら
れ
る
構

造
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

こ
の
利
益
を
制
限
す
る
た
め
、
借
り
換
え

に
よ
っ
て
生
じ
た
利
益
の
政
府
へ
の
分
配

が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
P
F
2
で
は
政

府
出
資
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
従
来
手
法
と
比
較
し
て
高
コ
ス

ト
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
点
や
、
長
期
契

約
と
な
る
こ
と
に
よ
る
契
約
の
硬
直
性
、

P
F
I
事
業
者
の
収
益
率
が
不
透
明
で
あ

る
こ
と
が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
う
ち
の
一
部
は
、
P
F
2
の
導
入
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
契

約
の
硬
直
性
の
改
善
に
関
し
て
は
、

P
F
2
で
は
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
や
清
掃
な
ど

の
ソ
フ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
原
則
と
し
て
設

計
・
施
工
・
維
持
管
理
・
運
営
の
一
連
の

契
約
の
中
に
含
ま
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
P
F
I
廃
止
の
理
由
と
し
て
、

18
年
の
財
務
省
の
公
表
資
料
で
は
①
契
約

の
硬
直
性
②
政
府
の
財
政
リ
ス
ク
─
が
言

及
さ
れ
て
い
る
。

　
①
契
約
の
硬
直
性
に
関
し
て
は
、
近
年

批
判
に
上
が
る
こ
と
が
多
い
事
業
と
し
て

リ
バ
プ
ー
ル
市
の
学
校
P
F
I
が
あ
る
。

当
該
事
業
で
整
備
さ
れ
た
学
校
は
、
現
在

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
初
契

約
に
基
づ
い
て
毎
年
4
0
0
万
ポンド
が
支
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
批
判
が
集
ま
っ
て
い

る
。

　
②
政
府
の
財
政
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、

独
立
財
政
機
関
で
あ
る
予
算
責
任
局
が
、

P
F
I
事
業
に
係
る
債
務
が
国
民
経
済
計

算
上
の
政
府
債
務
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を

指
し
て
「
財
政
錯
覚
」
と
呼
ん
で
い
る
。

英
国
で
は
公
共
部
門
に
も
発
生
主
義
会
計

が
導
入
さ
れ
、
単
年
度
の
現
金
支
出
だ
け

で
な
く
、
貸
借
対
照
表
な
ど
に
よ
っ
て
も

財
政
が
統
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

P
F
I
債
務
（
P
F
I
事
業
契
約
に
よ
っ

て
生
じ
る
債
務
）
の
会
計
上
の
取
り
扱
い

に
よ
り
、
各
公
的
機
関
お
よ
び
政
府
全
体

に
与
え
る
影
響
が
異
な
る
。
現
在
で
は
、

各
省
庁
の
作
成
す
る
財
務
諸
表
に
は
原
則

と
し
て
P
F
I
債
務
が
含
ま
れ
る
が
、
国

民
経
済
計
算
に
基
づ
く
報
告
（
公
的
部
門

純
債
務
、
公
共
部
門
純
借
入
残
高
）
に
は

P
F
I
債
務
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
を
指
し
て
、「
財
政
錯
覚
」
と
呼
ん

で
い
る
。

わ
が
国
と
の
比
較

　
わ
が
国
の
P
F
I
は
英
国

を
モ
デ
ル
と
し
て
発
展
し
て

き
た
も
の
の
、
法
制
度
や
契

約
の
慣
行
、
市
場
状
況
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
、

必
ず
し
も
同
じ
も
の
と
は
言

え
な
い
。

　
ま
ず
、
対
象
と
す
る
範
囲

が
異
な
っ
て
い
る
。
英
国
で

は
「
民
間
事
業
者
が
公
的
機

関
と
の
長
期
契
約
に
基
づ
き
、

公
共
施
設
の
設
計
・
施
工
・

維
持
管
理
・
運
営
、
な
ら
び

に
初
期
投
資
に
係
る
資
金
調

達
を
行
い
、
公
的
機
関
は
長

期
に
わ
た
っ
て
対
価
に
つ
い

て
割
賦
払
い
を
行
う
事
業
」

と
さ
れ
て
お
り
、
既
存
施
設
の
運
営
権
を

民
間
事
業
者
に
売
却
す
る
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ

ン
事
業
は
原
則
と
し
て
P
F
I
に
含
ま
れ

な
い
。
一
方
、
わ
が
国
で
は
「
P
F
I
法

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
事
業
」
が
P
F
I
と

見
な
さ
れ
、
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
事
業
も

P
F
I
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
事
業
方
式

と
し
て
も
、
英
国
で
は
、
事
業
期
間
中
に

民
間
事
業
者
が
施
設
を
保
有
す
る
B
O
T

（注）国民勘定に基づく報告については、2016年の新ガイダンス公表により、政府の債
務に計上されないための条件が厳格化された。
（出所）NAO “PFI and PF2”、Office for Budget Responsibility “Fiscal risks 
report”等より当社作成

〈図表3〉財政錯覚のイメージ

重
要
度

Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
係
る
債
務

会
計

基
準

国民・議会はそれほど重視しない

欧州国民経済計算体系（ESA）

国民・議会が重視

財務錯覚（Fiscal illusion）

政府財務諸表
（省庁別財務諸表　政府全体決算書）

国民勘定に基づく報告
（公共部門純債務　公共部門純借入高）

IFRS（発生主義）

●公債を発行して事業の資金調達を
行う場合
→公債は負債に計上

●PF I 手法によって、事業にかかる費
用を延べ払いする場合
→将来支払う費用は負債に計上

●公債を発行して事業の資金調達を
行う場合
→公債は債務・借入高に計上

●PF I 手法によって、事業にかかる
費用を延べ払いする場合
→将来支払う費用は債務・借入高
　に計上されない
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が
原
則
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
公
共
が

保
有
す
る
B
T
O
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
英
国
に
お
け
る
P
F
I
廃
止
は
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
事
業
の
廃
止
は
意
味
し

て
い
な
い
。

　
続
い
て
、
英
国
に
お
け
る
P
F
I
批
判

と
し
て
、
①
「
も
う
け
過
ぎ
」
②
「
契
約

の
硬
直
性
」
③
「
財
政
錯
覚
」
─
を
取
り

上
げ
た
が
、
こ
れ
も
わ
が
国
と
は
状
況
が

異
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
事
業
の

期
中
の
借
り
換
え
や
株
式
売
却
は
一
般
的

で
は
な
く
、
ま
た
、
当
初
か
ら
事
業
の
収

益
水
準
は
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
契
約

の
硬
直
性
に
つ
い
て
は
、
P
F
I
事
業
契

約
の
期
間
中
に
お
い
て
も
適
宜
協
議
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
事
業
者
と
発
注
者
は

ド
ラ
イ
な
関
係
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
英

国
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
す
る
と
は
考
え

づ
ら
い
。
財
政
錯
覚
に
関
し
て
は
、

P
F
I
手
法
採
用
に
当
た
っ
て
の
検
討
方

法
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
会
計
制
度

の
違
い
か
ら
、
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
事

態
が
発
生
す
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。

　
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
く
と
、
英
国
の

P
F
I
廃
止
は
あ
く
ま
で
も
異
な
る
制
度

に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、「
対
岸
の
火
事
」

と
言
え
な
く
も
な
い
。

　
加
え
て
、
わ
が
国
で
は
相
当
数
の
地
方

公
共
団
体
が
P
F
I
手
法
採
用
の
本
音
ベ

ー
ス
の
動
機
と
し
て
、
地
方
債
発
行
が
認

め
ら
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
延
べ
払
い
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
地
方

公
共
団
体
は
施
設
整
備
な
ど
の
際
に
、
整

備
年
度
に
財
政
負
担
が
集
中
す
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
、
地
方
債
を
発
行
し
支
出
の

平
準
化
を
図
る
こ
と
が
多
い
が
、
総
務
省

の
定
め
る
ル
ー
ル
に
従
う
と
施
設
整
備
費

全
額
を
賄
う
地
方
債
を
発
行
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
一
定
額
は
整
備
年
度
の
一
般
財

源
に
よ
っ
て
負
担
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
こ
の
た
め
、
一
般
財
源
に
余
裕
が
な

い
地
方
公
共
団
体
で
は
、
一
般
財
源
部
分

の
延
べ
払
い
の
手
段
と
し
て
P
F
I
手
法

を
採
用
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
る

た
め
、
英
国
の
動
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ

が
国
に
は
P
F
I
手
法
を
採
用
す
る
ニ
ー

ズ
は
存
在
す
る
と
言
え
る
。

推
進
の
方
向
性
は
変
わ
ら
ず

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
P
F
I
推

進
に
関
し
て
も
、
以
下
の
点
に
お
い
て
は
、

英
国
で
の
廃
止
の
影
響
が
一
定
程
度
及
ぶ

と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
P
F
I
事
業
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
具
体

化　
ま
ず
、
P
F
I
事
業
の
検
討
プ
ロ
セ
ス

に
関
し
て
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
P
F
I
＝
善
」
と
の
暗
黙
の
前
提
が
成

り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
事
業

手
法
決
定
段
階
で
こ
れ
ま
で
以
上
に
精
緻

な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
事
業

期
間
中
あ
る
い
は
事
業
期
間
終
了
後
の
効

果
検
証
に
つ
い
て
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
得

る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
業
手
法
に
つ
い
て

も
「
P
F
I
あ
り
き
」
で
は
な
く
、
他
の

民
間
資
金
活
用
手
法
も
含
め
た
幅
広
い
選

択
肢
の
中
か
ら
最
適
な
事
業
手
法
を
選
ぶ

こ
と
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
わ
が
国
独
自
の
推
進
施
策

　
次
に
、
P
F
I
推
進
施
策
全
体
に
対
し

て
も
変
化
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ま
で
は
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
の

事
例
を
参
考
と
し
て
、
事
業
目
標
額
の
設

定
や
数
多
く
の
施
策
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
先
進
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
は

重
要
で
あ
る
が
、「
英
国
で
実
施
さ
れ
て

い
た
」
と
い
う
だ
け
で
、
同
様
の
施
策
が

わ
が
国
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
は
減
る
だ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
箱
モ
ノ
の
P
F
I
事

業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
な
経

験
を
積
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
独
自
の
推

進
策
や
効
果
検
証
が
よ
り
重
要
と
な
り
、

名
実
と
も
に
「
日
本
独
自
の
P
F
I
」
と

な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
を
は

じ
め
と
す
る
諸
外
国
の
中
に
は
わ
が
国
の

P
F
I
に
注
目
し
て
い
る
国
も
多
く
見
ら

れ
る
た
め
、「
日
本
独
自
の
P
F
I
」
と

し
て
海
外
展
開
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
③
先
進
的
で
な
く
な
っ
た
影
響

　
P
F
I
事
業
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ

て
い
た
公
的
団
体
の
中
に
は
、
財
政
上
の

問
題
よ
り
も
む
し
ろ
、「
英
国
の
先
進
的

な
手
法
を
導
入
し
た
い
」
と
の
思
い
か
ら

採
用
を
考
え
て
い
た
団
体
も
存
在
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
団
体
に
と

っ
て
は
、
P
F
I
事
業
は
も
は
や
「
英
国

の
先
進
的
な
手
法
」
と
は
呼
べ
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
推
進
に
係
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
は
減
じ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
P
F
I
関

連
業
界
に
お
い
て
も
「
英
国
の
先
進
的
な

手
法
」
で
な
く
な
る
こ
と
は
、
人
材
確
保

面
で
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
生
じ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
④
「
P
F
I
」
の
用
語
の
変
化

　
英
国
の
イ
ン
フ
ラ
事
業
へ
の
新
た
な
民

間
資
金
活
用
手
法
に
つ
い
て
は
、
仮
に

P
F
I
に
類
似
す
る
制
度
で
あ
っ
て
も
そ

れ
に
類
似
す
る
用
語
が
用
い
ら
れ
る
可
能

性
は
低
い
。
一
方
、
わ
が
国
の
P
F
I
専

門
家
は
、
英
国
で
新
た
に
導
入
さ
れ
る
民

間
資
金
活
用
手
法
に
つ
い
て
、「
官
民
連

携
（
P
P
P
）
の
一
種
」
あ
る
い
は
「
わ

が
国
の
P
F
I
に
類
似
す
る
制
度
」
と
解

釈
し
、「
英
国
に
お
い
て
引
き
続
き

P
P
P
推
進
」
と
の
結
論
を
導
き
、
そ
の

際
に
、
P
P
P
や
P
F
I
の
用
語
の
再
定
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義
を
行
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
で
は
こ
れ

ま
で
に
7
0
0
件
を
超
え
る
P
F
I
事
業

が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
既
に
本
家
英
国
と

は
異
な
る
形
で
定
着
を
見
せ
て
い
る
。
今

般
の
英
国
で
の
P
F
I
廃
止
は
一
定
の
影

響
は
あ
る
も
の
の
、
わ
が
国
に
お
い
て
引

き
続
き
P
F
I
を
推
進
す
る
方
向
性
自
体

は
変
わ
ら
ず
、
今
後
と
も
「
日
本
独
自
の

P
F
I
」
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
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