
こ
れ
ま
で
の
財
政
運
営

　

ま
ず
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
財

政
運
営
の
足
取
り
を
振
り
返
っ
て
み

よ
う
（
図
表
１
）。
１
９
９
０
年
代

初
頭
、
バ
ブ
ル
に
よ
る
税
収
押
上
げ

等
に
助
け
ら
れ
た
面
が
あ
っ
た
と
は

い
え
、
債
務
残
高
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
60
％

台
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
、
財
政
収

支
と
も
黒
字
の
「
健
全
財
政
」
の
状

態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ

ブ
ル
崩
壊
と
そ
れ
に
続
く
国
内
の
金

融
危
機
を
経
て
、
財
政
収
支
は
大
き

く
悪
化
し
た
。
２
０
０
０
年
代
入
り

後
は
、
小
泉
構
造
改
革
の
奏
効
等
に

よ
っ
て
一
時
的
に
改
善
す
る
場
面
が

み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大
震
災

を
受
け
て
財
政
収
支
は
ふ
た
た
び
大

き
く
悪
化
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
債
務
残
高
規
模
は
増
加
の

一
途
を
た
ど
り
、
足
も
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

で
２
０
０
％
を
大
き
く
上
回
る
水
準

に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
財
政
事
情
が
悪

化
し
な
が
ら
、
大
き
な
支
障
な
く
財

政
運
営
が
継
続
で
き
て
い
る
の
は
、

市
場
金
利
が
低
位
で
推
移
し
て
い
る

こ
と
と
国
債
の
調
達
構
造
の
影
響
が

大
き
い
（
図
表
２
）。
わ
が
国
は
90

年
代
を
通
じ
て
、
毎
年
度
ほ
ぼ
10
兆

円
規
模
の
利
払
費
を
一
般
会
計
で
計

上
し
て
き
た
が
、
90
年
代
末
以
降
は
、

国
債
残
高
が
年
々
積
み
増
し
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
払
費
は

逆
に
減
少
し
、
05
、
06
年
度
に
至
っ

て
は
、
わ
ず
か
７
兆
円
で
す
ん
で
い

た
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
国
債
で
の

調
達
が
、
主
と
し
て
10
年
債
を
中
心

と
す
る
固
定
利
付
国
債
の
発
行
で
行

わ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
た

と
え
ば
、
10
年
物
国
債
の
満
期
は
毎

年
度
、
発
行
残
高
の
10
分
の
１
ず
つ

到
来
す
る
。
こ
の
た
め
、
日
銀
が
ゼ

ロ
金
利
政
策
・
量
的
緩
和
に
踏
み
き

っ
た
90
年
代
末
以
降
、
過
去
の
高
金

利
の
国
債
の
満
期
が
到
来
し
て
低
利

の
市
場
金
利
で
借
り
換
え
ら
れ
る
と

い
う
、
い
わ
ば
「
借
換
え
得
」
と
で

も
い
う
べ
き
効
果
が
、
10
年
間
に
わ

た
っ
て
段
階
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
間
、
新
規
財
源
債
の

こ
れ
ま
で
の
財
政
運
営

安
倍
晋
三
政
権
は
、「
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
」
を
最
優
先
の
政
策
課
題
に
掲
げ
、
わ
が
国
の
従
来
か
ら
の

財
政
・
金
融
政
策
運
営
ス
タ
ン
ス
を
大
き
く
転
換
し
た
。
わ
が
国
経
済
が
抱
え
る
最
大
の
問
題
は
、
デ

フ
レ
の
長
期
化
と
と
も
に
、財
政
事
情
が
諸
外
国
対
比
で
突
出
し
て
悪
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、わ

が
国
に
と
っ
て
財
政
リ
ス
ク
が
今
後
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
実
の
も
の
と
な
り
う
る
の
か
、
欧
州
各

国
の
財
政
危
機
の
経
験
も
ふ
ま
え
つ
つ
検
討
し
、
求
め
ら
れ
る
対
応
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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増
発
が
続
き
、
国

債
残
高
の
増
加
が

続
い
て
い
た
も
の

の
、
そ
れ
に
よ
る

利
払
費
増
を
打
ち

消
し
て
あ
ま
り
あ

る
ほ
ど
に
、
こ
の

「
借
換
え
得
」
の

効
果
が
大
き
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、

日
銀
が
量
的
緩
和

政
策
に
踏
み
き
っ

て
か
ら
す
で
に
十

数
年
の
月
日
が
経

過
し
、
こ
の
「
借

換
え
得
」
効
果
は
、

も
は
や
期
待
し
に

く
い
段
階
に
入
り

つ
つ
あ
る
。
図
表

２
の
財
務
省
の
仮

定
計
算
が
示
す
よ

う
に
、
先
行
き
の

10
年
物
の
前
提
金

利
を
２
％
程
度
と

し
て
も
、
国
債
残

高
全
体
が
増
加
傾

向
を
続
け
て
い
る

こ
と
の
見
合
い
で
、

利
払
費
は
急
増
局

面
に
入
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

欧
州
の
財
政
危
機
の
経
験

　

市
場
か
ら
財
政
運
営
の
持
続
可
能

性
を
疑
問
視
さ
れ
た
国
は
、
ど
の
よ

う
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

の
か
を
、
近
年
、
実
際
に
財
政
危
機

を
経
験
し
た
欧
州
各
国
の
例
に
み
て

み
よ
う
。

　

09
年
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
の
間

に
、
欧
州
で
自
力
で
の
財
政
運
営
の

継
続
が
困
難
と
な
っ
た
の
は
①
ギ
リ

シ
ャ
、
②
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
③
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
④
キ
プ
ロ
ス
の
４
カ
国

で
、
そ
れ
ら
の
国
々
は
ユ
ー
ロ
圏
等

か
ら
の
支
援
融
資
を
す
で
に
受
け
た

か
、
こ
れ
か
ら
受
け
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
⑤
ス
ペ
イ
ン

も
銀
行
部
門
向
け
限
定
で
ユ
ー
ロ
圏

等
か
ら
支
援
融
資
を
受
け
て
い
る
ほ

か
、
支
援
こ
そ
受
け
て
は
い
な
い
が
、

⑥
イ
タ
リ
ア
も
市
場
の
標
的
と
さ
れ

た
時
期
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら

の
う
ち
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

イ
タ
リ
ア
の
３
カ
国
に
つ
い
て
、
イ

危
機
局
面
入
り
以
降
の
各
国
金
利
の

イ
ー
ル
ド
・
カ
ー
ブ
の
変
化
、
ロ
財

政
運
営
指
標
（
財
政
収
支
、
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
収
支
、
債
務
残
高
の
名
目
Ｇ

欧
州
の
財
政
危
機
の
経
験
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〔図表１〕　わが国の一般政府グロス債務残高とプライマリー・バランス、財政収支の推移 （名目GDP比）

（出所）　IMF, World Economic Outlook Database, October 2012から日本総合研究所作成。
（注）　10年以降は、安倍政権発足前の12年10月時点におけるIMFによる見通し。
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〔図表２〕 財務省の『仮定計算』が示す今後の利払費の見通し
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　　　 ついての仮定計算』（12年1月）。
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Ｄ
Ｐ
比
）
の
変
化
、
ハ
実
体
経
済
指

標
（
名
目
・
実
質
経
済
成
長
率
と
失

業
率
）
の
変
化
、
を
み
て
み
よ
う

（
図
表
３
〜
５
）。

　

各
国
と
も
、
市
場
の
見
方
が
最
も

厳
し
く
な
っ
た
時
点
を
中
心
に
、
市

場
が
当
該
国
の
デ
フ
ォ
ル
ト
の
可
能

性
が
高
い
と
判
断
し
た
年
限
（
１
年
、

な
い
し
２
年
と
い
っ
た
年
限
の
ケ
ー

ス
が
多
い
）
の
金
利
水
準
が
最
も
高

い
と
い
う
、
変
則
的
な
「
財
政
危
機

型
」
の
イ
ー
ル
ド
・
カ
ー
ブ
形
状
に

な
っ
た
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
各
国

は
国
債
の
発
行
年
限
を
短
期
債
中
心

に
切
り
替
え
た
と
し
て
も
、
き
わ
め

て
高
い
水
準
の
金
利
を
市
場
か
ら
要

求
さ
れ
、
財
政
運
営
上
の
資
金
シ
ョ

ー
ト
を
回
避
し
、
自
力
で
の
運
営
を

継
続
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
厳
し
い

状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
３
カ
国
と
も
そ
の
後
、
市
場

金
利
は
低
下
し
、
イ
ー
ル
ド
・
カ
ー

ブ
の
形
状
は
も
と
の
順
イ
ー
ル
ド
に

近
い
形
を
回
復
し
た
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
論
で
あ
っ
て
、

「
財
政
危
機
型
」
の
市
場
金
利
上
昇

に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
当
該
国
に
と

っ
て
は
、
そ
う
し
た
金
利
上
昇
が
ど

の
水
準
ま
で
続
く
の
か
、
い
つ
ま
で

続
く
の
か
、
ま
っ
た
く
先
が
読
め
な

い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
る
。
市
場
金

利
の
上
昇
ト
レ
ン

ド
に
な
ん
と
か
し

て
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
に
は
、
当

該
国
が
ご
く
短
期

間
の
う
ち
に
自
力

で
持
続
的
な
財
政

運
営
が
可
能
で
あ

る
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
債
務
残
高

規
模
の
増
加
傾
向

に
１
〜
２
年
程
度

で
歯
止
め
を
か
け

る
に
足
る
だ
け
の

財
政
再
建
を
断
行

し
て
み
せ
る
こ
と
、

が
必
要
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
各
国
は
、

08
年
の
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
後
、
財

政
収
支
等
の
赤
字

幅
は
大
き
く
拡
大

し
た
も
の
の
、
そ

の
後
の
債
務
危
機

を
経
て
、
市
場
に

迫
ら
れ
る
か
た
ち

で
、
い
わ
ば
「
Ｖ
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〔図表３〕 ギリシャの11年10月～12年３月のイールド・カーブの変化と財政指標、実体経済指標の推移

（出所）　Datastreamから日本総研作成。
（注）　11～12年各日のスポット･レート
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字
型
」
に
近
い
形
で
財
政
収
支
等
の

均
衡
を
回
復
し
た
。
す
な
わ
ち
、
短

期
間
で
の
財
政
再
建
を
断
行
し
、
債

務
残
高
規
模
も
頭
打
ち
か
ら
減
少
傾

向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
様
子
が
み
て

と
れ
る
。
当
然
、
そ
れ
は
実
体
経
済

面
に
お
い
て
、
失
業
率
の
上
昇
、
成

長
率
の
落
ち
込
み
等
、
強
い
痛
み
を

伴
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
度

市
場
金
利
の
上
昇
に
見
舞
わ
れ
る

と
、「
景
気
情
勢
」
を
「
財
政
緊
縮

回
避
」
の
い
い
わ
け
に
す
る
こ
と
は
、

も
は
や
許
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

財
政
収
支
が
均
衡
し
な
け
れ
ば

国
債
残
高
規
模
は
削
減
で
き
な
い

　

で
は
、
わ
が
国
の
国
債
残
高
規
模

の
増
加
傾
向
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
に

は
、
ど
の
程
度
の
財
政
緊
縮
策
を
実

施
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

現
在
、
あ
く
ま
で
「
看
板
と
し
て

の
目
標
」
に
す
ぎ
な
い
が
、「
20
年

度
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
均
衡
」
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
と
は
、
社
会
保

障
費
、
地
方
交
付
税
と
い
っ
た
政
策

的
経
費
の
み
か
ら
算
出
さ
れ
、
利
払

費
等
の
国
債
費
は
含
ま
れ
な
い
。
か

り
に
20
年
度
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収

支
が
均
衡
し
た
と

し
て
も
、
利
払
費

の
分
だ
け
国
債
残

高
は
金
額
ベ
ー
ス

で
増
加
し
て
し
ま

う
。

　

こ
れ
を
国
債
残

高
規
模
（
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
）
の
観
点

で
み
て
も
、
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
収
支
均

衡
の
状
態
で
、
国

債
残
高
の
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
の
横
ば
い

を
維
持
で
き
る
か

ど
う
か
は
、
名
目

成
長
率
と
市
場
金

利
の
関
係
に
依
存

す
る
。
か
り
に
わ

が
国
の
財
政
運
営

の
持
続
可
能
性
が

疑
問
視
さ
れ
る
事

態
と
な
っ
た
場
合
、

市
場
金
利
が
名
目

成
長
率
を
下
回
る

状
況
は
き
わ
め
て

考
え
に
く
い
。
市

場
金
利
が
名
目
成

長
率
を
上
回
っ
た

場
合
、
か
り
に
プ

財
政
収
支
が
均
衡
し
な
け
れ
ば

国
債
残
高
規
模
は
削
減
で
き
な
い
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〔図表４〕アイルランドの11年10月～13年２月のイールド・カーブの変化と財政指標、実体経済指標の推移

（出所）　Datastreamから日本総研作成。
（注）　11～13年各日のスポット･レート
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ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
が
均
衡
し
て
も
、

国
債
残
高
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
の
増

加
傾
向
は
止
ま
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
に
は
、

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
の
大
幅
黒
字
を

安
定
的
に
計
上
で
き
る
財
政
運
営
を

継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
的
に

は
、
利
払
費
を
含
む
国
債
費
を
加
え

て
算
出
し
た
財
政
収
支
の
均
衡
を
目

指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
欧
米
主
要
国
は
、
財
政

運
営
上
の
目
標
と
し
て
、
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
収
支
均
衡
で
は
な
く
、
財
政
収

支
均
衡
を
採
用
し
て
い
る
。
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
Ｇ
20
等
の
国
際
会

議
の
場
に
お
い
て
も
、
こ
の
財
政
収

支
を
数
年
内
に
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
、
各
国
が
合
意
し
（
日

本
の
み
例
外
扱
い
）、
そ
の
達
成
に

向
け
て
の
財
政
運
営
が
実
際
に
行
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

経
済
成
長
の
み
で

問
題
解
決
で
き
な
い

　

先
行
き
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
わ

が
国
の
市
場
金
利
が
上
昇
を
始
め
、

利
払
費
増
に
よ
る
財
政
運
営
硬
直
化

が
露
呈
し
て
、
財
政
運
営
の
持
続
可

能
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
と
い
う
「
臨

界
点
」
に
達
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の

場
合
、
金
利
上
昇

を
食
い
止
め
る
に

は
、
わ
が
国
は
短

期
間
の
う
ち
に
債

務
残
高
の
増
加
傾

向
に
歯
止
め
を
か

け
ら
れ
る
に
足
る

だ
け
の
財
政
運
営

を
し
て
み
せ
る
必

要
に
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
具
体

的
に
は
、
そ
の
時

点
で
の
財
政
収
支

の
赤
字
幅
を
短
期

間
で
均
衡
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
。

　

先
行
き
の
財
政

収
支
や
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
収
支
に
つ
い

て
、
政
府
の
公
表

計
数
を
も
と
に
、

き
わ
め
て
抑
制
的

な
前
提
の
も
と
で

試
算
す
る
と
（
図

表
６
）、
20
年
度

時
点
で
の
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
収
支
赤
字

幅
は
、
低
成
長
シ

ナ
リ
オ
で
18
・
５

兆
円
、
成
長
シ
ナ

経
済
成
長
の
み
で

問
題
解
決
で
き
な
い
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〔図表５〕 イタリアの11年10月～13年２月のイールド・カーブの変化と財政指標、実体経済指標の推移

（出所）　Datastreamから日本総研作成。
（注）　11～13年各日のスポット･レート
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リ
オ
で
も
11
・
４
兆
円
に
到
達
す
る
。

同
時
点
で
の
財
政
収
支
の
赤
字
幅
は

さ
ら
に
大
き
く
拡
大
し
、
低
成
長
シ

ナ
リ
オ
で
53
・
２
兆
円
、
成
長
シ
ナ

リ
オ
で
49
・
７
兆
円
に
達
す
る
。
低

成
長
シ
ナ
リ
オ
と
成
長
シ
ナ
リ
オ
と

の
差
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
の
段

階
よ
り
も
財
政
収
支
の
段
階
で
は
縮

小
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
成
長
率
が

高
ま
れ
ば
、
そ
の
分
市
場
金
利
も
上

昇
す
る
た
め
利
払
費
が
増
加
し
、
成

長
を
映
じ
た
税
収
増
に
よ
る
財
政
収

支
改
善
効
果
が
利
払
費
増
に
よ
っ
て

減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
経
済
成

長
は
わ
が
国
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

が
、
財
政
の
実
情
は
、
経
済
成
長
の

み
で
問
題
を
解
決
で
き
る
レ
ベ
ル
で

は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
均
衡
さ
せ
る
に
は
ど
の
程

度
の
財
政
緊
縮
が
必
要
だ
ろ
う
か
。

成
長
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
本
試
算
の

財
政
収
支
幅
の
見
通
し
を
、
各
歳
出

項
目
の
見
通
し
と
並
べ
て
比
較
し
た

も
の
が
図
表
７
で
あ
る
。
か
り
に
歳

出
削
減
の
み
で
財
政
収
支
均
衡
を
達

成
し
て
、
債
務
残
高
規
模
の
増
加
傾

向
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、「
地
方
交
付
税
、
お
よ

び
公
共
事
業
等
の
そ
の
他
歳
出
の
１

０
０
％
（
全
額
）
カ
ッ
ト
」
で
も
不
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（低成長シナリオ、成長シナリオ）
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差：7.1兆円

〔図表６〕 基礎的財政収支（プライマリー・バランス）および財政収支の赤字幅の見通し

2012 14 15 16 17 18 19 20 21

差：3.5兆円

（注）　低成長シナリオは名目で年+1.5％成長、成長シナリオは+３%を前提。15年度以降、社会保障関係費は年+３％、地方
交付税等、その他（公共事業等）は14年度金額対比で横ばい、税収弾性値は1.1と仮定。
（出所）　財務省『平成24年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算』『国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計
算』（12年１月）から日本総合研究所作成。

〔図表７〕 財政収支赤字幅と内訳別歳出の見通し（成長シナリオ）
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（出所）　財務省『平成24年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算』、『国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計
算』（12年１月）から日本総合研究所作成。
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足
し
、
も
し
く
は
「
社
会
保
障
支
出

の
１
０
０
％
（
全
額
）
カ
ッ
ト
」
で

も
な
お
不
足
す
る
。
他
方
、
か
り
に
、

増
税
に
よ
る
歳
入
増
の
み
に
よ
っ
て
、

財
政
収
支
均
衡
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
率
の
引
上

げ
で
対
応
す
る
場
合
、
20
％
ポ
イ
ン

ト
の
さ
ら
な
る
引
上
げ
が
必
要
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

要
す
る
に
、
わ
が
国
は
、
こ
れ
ほ

ど
大
規
模
な
財
政
緊
縮
策
を
毎
年
度

と
り
続
け
な
い
限
り
、
債
務
残
高
規

模
の
削
減
は
お
ろ
か
、
増
加
傾
向
に

歯
止
め
を
か
け
て
横
ば
い
に
す
る
こ

と
す
ら
で
き
な
い
状
態
に
す
で
に
陥

っ
て
い
る
。

　

13
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
財
政

赤
字
幅
（
＝
新
規
財
源
債
発
行
額
）

は
、
45
・
５
兆
円
（
年
金
特
例
国
債

を
含
む
）
に
達
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
こ
れ
ほ
ど
の
財
政
赤
字
幅
自
体

が
け
っ
し
て
持
続
可
能
な
も
の
で
は

な
い
。
足
も
と
で
は
、
市
場
金
利
が

低
い
が
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
痛
み
や
支

障
を
感
じ
ず
に
す
ん
で
い
る
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

金
融
緩
和
と
並
行
し
て

抜
本
的
な
財
政
再
建
を

　

わ
が
国
の
場
合
、
長
年
に
わ
た
り
、

低
金
利
の
も
と
で
の
「
デ
フ
レ
均

衡
」
に
い
わ
ば
「
安
住
」
し
て
き
た
。

本
来
、
現
世
代
が
負
う
べ
き
財
政
運

営
上
の
負
担
の
多
く
は
、
国
債
発
行

に
よ
っ
て
後
の
世
代
に
先
送
り
さ
れ
、

切
実
な
問
題
意
識
や
危
機
感
は
欠
如

し
て
い
る
。
安
倍
政
権
が
「
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
」
に
よ
っ
て
掲
げ
た
よ
う
に
、

わ
が
国
と
し
て
こ
の
「
デ
フ
レ
均

衡
」
を
な
ん
と
か
し
て
打
ち
破
る
こ

と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
が
国
の
場
合
、
そ
う
し
た
試
み
に

は
、
安
定
的
な
財
政
運
営
が
継
続
で

き
る
か
否
か
と
い
う
、
国
の
行
方
を

大
き
く
左
右
し
か
ね
な
い
リ
ス
ク
が

伴
っ
て
い
る
。
国
民
が
、「
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
」
の
成
果
を
最
大
限
享
受
し

つ
つ
、
財
政
リ
ス
ク
の
顕
現
化
と
い

う
「
最
悪
の
事
態
」
を
回
避
で
き
る

か
は
、
ひ
と
え
に
安
倍
政
権
の
今
後

の
中
長
期
的
な
財
政
再
建
へ
の
取
組

み
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
収
支
均
衡
で
は
、

債
務
残
高
規
模
の
増
加
傾
向
は
止
め

ら
れ
な
い
が
、
わ
が
国
で
は
そ
の
メ

ド
す
ら
ま
っ
た
く
立
っ
て
い
な
い
。

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
増
え
続
け

る
債
務
残
高
規
模
に
歯
止
め
を
か
け

る
だ
け
で
も
、
毎
年
40
〜
50
兆
円
規

模
の
財
政
緊
縮
策
を
断
行
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
規
模
と
し
て
、「
ム
ダ
の

削
減
」
で
は
と
う
て
い
、
達
成
不
可

能
な
レ
ベ
ル
な
の
だ
。

　

黒
田
日
銀
の
「
空
前
の
金
融
緩

和
」
に
よ
っ
て
、
市
場
金
利
が
上
昇

局
面
に
入
る
の
を
一
定
期
間
先
送
り

す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
背
後
に
あ

る
財
政
の
問
題
は
な
ん
ら
解
決
し
な

い
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
日
銀
の
政

策
運
営
を
欧
州
の
当
局
の
対
応
と
比

較
す
る
と
、「
財
政
再
建
」
と
「
中

央
銀
行
の
国
債
買
い
入
れ
」
の
順
序

が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
気
が
か

り
だ
。

　

債
務
危
機
に
際
し
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が

12
年
９
月
に
導
入
し
た
短
・
中
期
国

債
の
無
制
限
買
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Ｏ
Ｍ
Ｔ
）
の
ス
キ
ー
ム
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
当
該
国
が
先
に
厳

し
い
財
政
再
建
を
断
行
し
な
い
限
り
、

国
債
の
無
制
限
の
買
入
れ
は
行
わ
な

い
、
と
い
う
厳
格
な
姿
勢
を
Ｅ
Ｃ
Ｂ

は
崩
し
て
い
な
い
。
Ｏ
Ｍ
Ｔ
の
利
用

申
請
国
は
目
下
の
と
こ
ろ
皆
無
、
利

用
実
績
も
も
ち
ろ
ん
皆
無
だ
。
こ
れ

に
対
し
て
、
日
銀
は
、「
デ
フ
レ
脱

却
」
を
目
標
に
、
政
府
が
財
政
再
建

に
取
り
組
む
の
よ
り
も
先
に
、
空
前

の
規
模
で
の
国
債
買
入
れ
オ
ペ
を
開

始
し
た
。

　

問
わ
れ
る
の
は
今
後
の
安
倍
政
権

の
対
応
で
あ
ろ
う
。
日
銀
に
よ
る
多

額
の
国
債
買
入
れ
オ
ペ
に
甘
ん
じ
る

こ
と
な
く
、
財
政
運
営
の
危
機
的
な

状
況
を
政
権
と
し
て
正
面
か
ら
認
識

し
、
安
倍
首
相
自
ら
国
民
に
わ
か
り

や
す
い
言
葉
で
語
り
か
け
、「
国
の

か
た
ち
」
の
抜
本
的
な
刷
新
を
含
む

レ
ベ
ル
で
の
「
財
政
構
造
抜
本
改
革

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
早
急
に
策
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
６
月
の
「
骨
太
の

方
針
」
に
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
書
き
込

め
る
か
は
、
最
初
の
試
金
石
だ
。
そ

し
て
、
可
及
的
速
や
か
に
財
政
再
建

と
国
の
抜
本
的
な
立
て
直
し
へ
の
取

組
み
を
本
格
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

金
利
が
低
い
う
ち
に
、
安
倍
政
権
の

任
期
中
に
、
た
ん
な
る
検
討
段
階
に

と
ど
め
ず
、
実
行
に
着
手
す
る
こ
と

が
不
可
欠
だ
。
そ
う
し
た
対
応
な
く

し
て
、
わ
が
国
が
、
次
の
世
代
に
安

心
し
て
引
き
継
げ
る
財
政
構
造
に
た

ど
り
着
く
こ
と
は
、
と
て
も
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

か
わ
む
ら
　
さ
ゆ
り

88
年
京
都
大
学
法
学
部
卒
。
01
年
か

ら
現
職
。
専
門
は
金
融
、
公
共
政

策
。

金
融
緩
和
と
並
行
し
て

抜
本
的
な
財
政
再
建
を
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