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財政を維持できるか否か
この1年が分岐点となる

度
成
長
期
を
経
て
、
バ
ブ
ル

が
崩
壊
し
た
１
９
９
０
年
代

初
め
、
わ
が
国
は
ま
だ
、
先

進
各
国
の
中
で
も
有
数
の
健
全
財
政
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
不
良
債

権
問
題
の
深
刻
化
、
デ
フ
レ
状
態
の
定

常
化
に
よ
つ
て
、
長
期
的
な
低
落
傾
向

に
陥

っ
た
。
２
０
０
０
年
代
前
半
の

「小
泉
構
造
改
革
」
な
ど
で
好
転
す
る

場
面
も
見
ら
れ
た
も
の
の
、

０８
年
は
リ
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―
マ
ン
シ
ヨ
ツ
ク
、
■
年
に
は
東
日
本

大
震
災
に
見
舞
わ
れ
、
財
政
事
情
は
大

幅
に
悪
化
し
た
。
そ
の
状
態
が
、
足
元

ま
で
継
続
し
て
い
る

（下
図
参
照
）
。

国
の
一
般
会
計
の
歳
出

・
歳
入
の
構

造
を
見
る
と
、
予
算
総
額
９２
・
６
兆
円

に
対
し
て
、
税
収
は
わ
ず
か
４３
兆
円
し

か
な
い
。
実
に
４５
兆
円
余
り
を
国
債
発

行
に
よ
る
資
金
調
達

（借
金
）
に
頼
っ

て
い
る

（左
ペ
ー
ジ
の
図
参
照
）
。
ご

く
単
純
化
し
て
家
計
に
例
え
れ
ば
、
年

収
が
４
３
０
万
円
し
か
な
い
家
計
が
、

生
活
費
年
９
０
０
万
円
と
い
う
ぜ
い
た

く
な
暮
ら
し
を
し
て
、
足
り
な
い
４
７

０
万
円
は
借
金
を
し
て
賄
っ
て
い
る
、

と
い
う
状
況
に
相
当
す
る
。

こ
つゝ
し
た
こ
と
を
毎
年
続
け
て
い
れ

ば
当
然
で
は
あ
る
が
、
国
債

（借
金
）

の
残
高
が
、
止
め
ど
な
く
増
え
る
状
態

が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
が
わ
が
国
の
財

政
の

「見
た
く
な
い
現
実
」
な
の
だ
。

確
か
に
、
足
元
の
金
利
は
低
い
。
日

本
銀
行
が

「異
次
元
緩
和
」
に
踏
み
切

り
、
国
債
金
利
を
さ
ら
に
低
水
準
に
抑

制
し
て
い
る
が
故
、
こ
れ
だ
け
の
借
金

を
抱
え
な
が
ら
、
そ
の
維
持
コ
ス
ト
と

も
い
え
る
利
払
い
費
は
、
た
か
だ
か
１０

兆
円
で
済
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
利
払

い
費
は
今
後
、
低
金
利
が
継
続
し
た
と

し
て
も
、
残
高
の
規
模
見
合
い
で
増
加

傾
向
を
強
め
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
運
営
を
い
つ

ま
で
も
続
け
ら
れ
る

は
ず
は
な
い
。　
　
ャ

消
費
税
率
の
８
％

へ
の
引
き
上
げ
は
、

景
気
に

一
定
の
影
響

が
及
ぶ
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
そ
こ

を
こ
ら
え
つ
つ
、
厳

し
い
現
状
を
直
視
し

な
が
ら
、
中
長
期
的

な
財
政
構
造
改
革
の

検
討
に
着
手
で
き
る

か
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

が
２
年
目
に
入
る
１４

年
は
、
ま
さ
に
岐
路

と
な
る
年
に
な
る
だ

ろ
つヽ
。

す
る
こ
と
」
で
あ
ろ
えヽ

そ
の
達
成
の

た
め
の

「財
政
制
約
」
を
表
す
指
標
が

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

（基
礎
的
財

政
収
支

中
国
債
発
行
収
入
を
除
く
歳
入

か
ら
、
国
債
利
払
い
。
償
還
貴
を
除
く

歳
出
を
引
い
た
収
支
）
で
は
、
収
支
が

均
衡
し
て
も
債
務
残
高
規
模
を
減
ら
せ

る
か
ど
う
か
は
金
利
と
成
長
率
の
関
係

に
依
存
し
て
し
ま
い
、
不
確
実
だ
。

政
府
は
２０
年
ま
で
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー

バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
を
目
標
と
し
て
い

る
が
、
む
し
ろ
、
利
払
い
費
も
含
む
財

政
収
支
に
相
当
す
る
、
新
発
国
債
発
行

額
を
、
「財
政
制
約
」
を
表
す
指
標
と
し

て
捉
え
る
べ
き
だ
。
こ
れ
を
ａ
年
後
に

酷ω脚粧籐獅訛激碑肋

こ
れ
ほ
ど
悪
化
し
た
財
政
状
況
を
、

い
か
に
立
て
直
す
の
か
。
現
行
の
行
財

政
制
度
を
前
提
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ

う
な
課
題
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
は
、
今
後
の
財
政
運
営

の
安
定
的
な
継
続
を

″死
守
″
す
る
の

に
必
要
な

「財
政
再
建
」
の
意
味
と
、

そ
の
た
め
の

「財
政
制
約
」
を
、
国
全

体
と
し
て
、
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
だ
。

研

政
再
建
」
の
意
味
は
、
少
な
く
と

も
、
「政
府
債
務
残
高
規
模

（Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
）
の
増
加
傾
向
を
止
め
、
横
ば
い
に 250(%)

慣務残高とプライマリーバランス～
財政収支の推移 (名日GDP比 )101。ノ。)
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６
縮
祉翡
死
繕
裂
ｒ
」

内
閣
肩
が
２
０
１
３
年
８
月
に
発
表
Ｕ

た
経
済
財
政
試
算
に
お
け
る

「経
済
再
生

ケ
ー
ス
」
、
い
わ
ば
安
倍
政
権
の
今
後
の

メ
ィ
ン
シ
ナ
リ
オ
で
、
合
点
の
い
か
な
い

見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
消
費
税
率
の

２
度
の
引
き
上
げ
を
行
っ
て
も
、
財
政
に

は
大
穴
が
開
い
た
状
態
が
続
く
。
そ
の
一

方
で
、
政
府
債
務
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
１５

年
度
以
降
、
逓
減
し
て
い
く
。
大
が
か
り

な
財
政
構
造
改
革
は

一
切
想
定
さ
れ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

そ
の
鍵
は
、
長
期
金
利
が
名
目
成
長
率

を
大
幅
に
下
回
る
前
提
に
あ
る
。
大
き
な

税
収
増
の
思
恵
を
受
け
る

一
方
、
利
払
い

費
の
増
加
は
ご
く
少
額
に
と
ど
ま
る
と
い

う
、
極
め
て
政
府
に
都
合
の
よ
い
見
通
し

な
の
だ
。
こ
れ
は
安
倍
政
権
が
少
な
く
と

・〕
今
後
数
霊
間
、
日
本
銀
行
を
通
じ
て
、

憂

融
抑
圧
」
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
よ

う
に
受
け
取
れ
る
。

金
融
抑
圧
と
は
、
名
目
金
利
を
人
為
的

に
抑
制
し
、
実
資
金
利
を
マ
イ
ナ
ス
に
抑

え
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
２
次
世
界

大
戦
後
の
約
３０
年
間
に
は
、
わ
が
国
を
は

じ
め
多
く
の
国
が
行
っ
て
い
た
が
、
可
能

な
の
は
あ
く
ま
で
国
内
金
利
に
つ
い
て
の

み
で
、
国
際
間
で
厳
格
な
資
本
移
動
規
制

が
敷
か
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
今

日
で
は
、
海
外
へ
の
資
本
流
出
が
始
ま
っ

た
時
点
で
つ
い
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

金
融
抑
圧
は
重
債
務
国
に
と
っ
て
誘
惑

的
な
政
策
手
段
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在

の
わ
が
国
の
特
鋤
薬
た
り
得
ず
、
失
敗
し

た
と
き
の
代
償
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
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Ａ
兆
円
、
ｂ
年
後
に
Ｂ
兆
円
、
と
い
う

具
合
に
減
少
さ
せ
て
最
終
的
に
は
財
政

収
支
均
衡
を
目
指
す
工
程
表
を
作
成
し
、

中
長
期
、
お
よ
び
短
期
の

「財
政
制

約
」
と
し
て
、
国
全
体
で
認
識
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

加
え
て
、
財
政
運
営
の
最
終
責
任
を

負
う
国
会
に
も
、
こ
の

「財
政
制
約
」

を
必
ず
守
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ル
ー
ル

を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
よ

う
に
憲
法
で
規
定
す
る
こ
と
が
理
想
だ

が
、
法
律
の
レ
ベ
ル
で
も
意
義
は
十
分

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

９７
年
に
策
定
し

た

「財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

法
を
策
定
し
、
工
程
表
に
沿
っ
た
財
政

運
営
を
確
実
に
行
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

財
政
支
出
を
伴
う
個
々
の
政
策
の
有
効

性
を
吟
味
し
、
そ
れ
を
実
際
の
歳
出
配

分
に
つ
な
げ
る
た
め

の
政
策
評
価
、
査
定

の
強
化
だ
。
米
連
邦

政
府
の
行
政
予
算
管

理
局

（Ｏ
Ｍ
Ｂ
）
の

ス
タ
ツ
フ
は
、
各
を
ロ

庁
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
実
効
性
を
厳
し

く
吟
味
す
る

「プ
ロ

グ
ラ
ム
審
査
官
」

（
ｏ
唱
ｏ
強
唱
贈
Ｂ

①
ｘ
”
ヨ
ユ
ｏ
し

で
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
の
政
府
内
に

は
こ
つゝ
し
た
存
在
は

な
い
。
会
計
検
査
院

並
み
の
独
立
性
を
持

つ
機
関
を
創
設
し
、　
一
定
の
強
制
力
を

持
た
せ
る
形
で
、
＞」ヽ
つ
し
た
政
策
評
価

・
査
定
の
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

現
行
の
行
財
政
制
度
の
維
持
を
前
提

と
し
て
、
＞」ヽ
つ
し
た
抜
本
的
な
財
政
運

営
ル
ー
ル
の
改
草
が
実
現

・
奏
功
す
る

た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「政
治
」

が

「財
政
制
約
」
を
明
確
に
認
識
す
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
。
も
し
、
そ
れ
が

な
か
な
か
で
き
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、

現
行
の
中
央
集
権
的
な
制
度
を
刷
新
す

る
大
改
革
に
踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国

の
形
を
組
み
替
え
、
「財
政
制
約
」
の
認

識
を
、
実
際
の
多
く
の
政
策
の
担
い
手

で
あ
る

「大
き
な
地
方

（州
）
政
府
」

に
主
に
担
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
財
政
は
、
そ
れ
く
ら
い
の

こ
と
を
行
わ
な
い
限
現
、
中
長
期
的
な

安
定
運
営
の
継
続
は
困
難
で
あ
る
と
い

う
ほ
ど
に
悪
化
し
て
い
る
。
現
行
制
度

の
下
で
の
改
革
を
選
択
す
る
の
な
ら
、

も
は
や
猶
予
は
な
い
。
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