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論壇
財
政
赤
字
の
拡
大
に
対
し

て
、
日
本
の
国
債
は
大
丈
夫

か
、
ま
た
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
や
イ

ン
パ
ク
ト
投
資
の
推
進
で
、
各

企
業
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を

諮
っ
て
行
っ
た
ら
よ
い
か
、
と

い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
理
論
的
に
は
、
税

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
本
稿
で

は
述
べ
た
い
。

⑴
平
均
寿
命
の
変
化
と
定
年
年
齢

図
1
は
、
日
本
の
歳
出
の
推

移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
社

会
保
障
費
が
、
他
の
支
出
と
比

べ
る
と
、
高
齢
化
に
よ
り
、
大

き
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
他
の
歳
出
は
、
大
き
な

変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
高
齢

化
の
影
響
は
大
き
い
。
第
二
次

世
界
大
戦
の
直
後
は
、
栄
養
も

悪
か
っ
た
た
め
、
平
均
寿
命
は

54
歳
程
度
で
あ
り
、
定
年
は
50

歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在

は
、
人
生
1
0
0
年
と
も
言
わ

れ
る
ほ
ど
、
平
均
寿
命
は
延
び

て
い
る
が
、
定
年
の
年
齢
は
、

60
歳
、
65
歳
と
な
っ
て
い
る
職

場
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

大
学
の
教
授
の
定
年
は
な
く
、

80
歳
を
過
ぎ
て
も
大
学
で
教
鞭

を
取
り
、
研
究
を
し
て
い
る
学

者
も
い
る
。
た
だ
し
、
給
与
は

年
功
序
列
制
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
教
授
の
研
究
成
果
や
教

育
の
質
か
ら
判
断
さ
れ
給
与
は

変
化
す
る
。

⑵
国
債
市
場
は
大
丈
夫
か
？

「
国
債
」
は
、
政
府
の
借
金

で
あ
り
、
税
収
以
上
に
歳
出
を

増
や
す
場
合
に
は
、
国
は
国
債

を
発
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
歳

入
／
歳
出
を
管
理
す
る
財
務
省

に
は
「
打
ち
で
の
小
づ
ち
」
が

あ
る
訳
で
は
な
く
、
税
収
等
の

歳
入
以
上
に
は
、
収
入
を
増
や

す
こ
と
は
出
来
な
い
。「
国

債
」
が
溜
ま
り
続
け
れ
ば
、
将

来
の
世
代
（
子
供
、
孫
、
ひ
孫

の
世
代
）
が
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
借
金
で
あ
る
。
言
い

換
え
る
と
、「
国
債
」
は
、
現

在
世
代
が
歳
入
以
上
の
歳
出
を

享
受
し
、
負
担
は
将
来
世
代
に

付
け
回
し
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
の
国
の
借
金
に

も
関
わ
ら
ず
、
日
本
の
財
政
が

破
綻
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
国

債
の
需
要
が
日
本
国
内
に
十
分

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
2
0

1
2
年
の
国
債
需
要
を
み
る

と
、
92
％
が
国
内
か
ら
の
需
要

で
あ
り
、
8
％
程
度
し
か
、
海

外
の
投
資
家
の
需
要
は
な
か
っ

た
。
片
や
財
政
破
綻
し
た
ギ
リ

シ
ャ
の
場
合
に
は
、
3
分
の
2

の
国
債
需
要
が
海
外
か
ら
の
購

入
で
あ
っ
た
た
め
、
海
外
投
資

家
は
逃
げ
足
も
速
く
、
ギ
リ
シ

ャ
国
債
の
信
頼
性
が
失
わ
れ
る

と
す
ぐ
に
ギ
リ
シ
ャ
国
債
を
売

却
し
て
、
他
国
の
よ
り
安
全
な

国
債
な
ど
の
投
資
に
向
か
っ

た
。
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
、
国

債
市
場
の
安
定
性
が
保
た
れ
て

い
た
理
由
は
、
国
内
の
安
定
的

な
購
入
者
が
存
在
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
過
去

か
ら
蓄
え
ら
れ
て
き
た
国
内
貯

蓄
が
十
分
に
あ
り
、
銀
行
預

金
、
保
険
、
投
資
信
託
な
ど
で

運
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
一
部

が
、
国
債
購
入
に
向
け
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
直
近
で
は
、
物
価

の
2
％
目
標
が
な
か
な
か
日
本

で
は
達
成
さ
れ
ず
、
マ
イ
ナ
ス

金
利
が
継
続
さ
れ
、
日
銀
の
貨

幣
量
（
量
的
緩
和
）
の
増
加
を

国
債
購
入
で
実
施
し
て
い
た
た

め
、
国
債
需
要
に
占
め
る
日
本

銀
行
の
比
率
が
46
％
に
も
上
っ

て
し
ま
っ
た
。

⑶
大
量
の
日
銀
マ
ネ
ー
の
供
給

と
イ
ン
フ
レ
率

物
価
の
安
定
目
標
の
達
成
の

た
め
に
、
日
銀
の
お
金

（M
onetary

Base

）
は
大
量

に
供
給
さ
れ
た
が
、
10
年
以
下

の
国
債
の
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
で

あ
っ
た
た
め
、
金
融
機
関
は
運

用
先
に
困
り
、
日
銀
預
け
金
と

し
て
再
び
日
銀
に
還
流
し
て
い

た
。
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

の
前
ま
で
は
、
石
油
価
格
の
下

落
が
あ
り
、
海
外
か
ら
の
イ
ン

フ
レ
圧
力
に
、
日
本
は
見
舞
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

高
齢
化
社
会
で
は
、
若
い
世
代

の
多
い
国
々
と
は
異
な
り
、
消

費
が
少
な
く
、
総
需
要
が
高
ま

ら
な
か
っ
た
た
め
、
イ
ン
フ
レ

率
は
低
位
に
推
移
し
て
い
た
。

⑷
高
齢
化
社
会
で
は
、
金
融
／

財
政
政
策
の
効
果
は
低
下

高
齢
化
社
会
で
、
欧
米
の
多

く
の
学
者
に
は
見
逃
さ
れ
て
い

る
点
が
、金
融
政
策
や
財
政
政
策

の
効
果
が
低
下
す
る
こ
と
で
あ

る
。Yoshino

and
M
iyam

oto

（
2
0
1
6
）、M

iyamoto
and

Yoshino

（
2
0
2
0
）

で
は
、
実
証
分
析
を
用
い
て
、

勤
労
世
帯
が
多
け
れ
ば
、
金
融

緩
和
に
よ
る
企
業
の
生
産
活
動

の
活
発
化
は
、
働
い
て
い
る
年

代
層
に
は
、
所
得
の
増
加
を
も

た
ら
し
、
彼
ら
の
消
費
増
加
へ

と
結
び
つ
く
。
し
か
し
、
退
職

し
た
高
齢
者
が
多
い
場
合
に

は
、
金
融
緩
和
に
よ
っ
て
プ
ラ

ス
の
影
響
を
受
け
る
勤
労
者
世

代
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
た

め
、
金
融
政
策
の
有
効
性
は
低

下
し
て
し
ま
う
。
同
様
に
、
財

政
政
策
は
、
雇
用
を
増
や
し
、

働
き
場
所
の
新
た
な
提
供
を
も

た
ら
す
が
、
退
職
者
は
新
た
な

職
を
探
し
て
お
ら
ず
、
高
齢
者

が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
総

需
要
の
拡
大
に
よ
る
雇
用
創
出

に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
若
者

層
が
少
な
い
た
め
に
、
効
果
は

低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑸
消
費
税
で
は
な
く
準
備
金
や

国
有
財
産
の
売
却
に
よ
る
財

源
の
確
保

「
日
本
の
財
政
は
大
丈
夫

か
？
」
と
い
う
質
問
が
よ
く
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
財
政
の
安
定
化
を
回

復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
現
在
の

世
代
が
、
税
収
よ
り
も
多
く
な

っ
て
い
る
歳
出
を
賄
う
た
め
に

は
、
税
負
担
を
引
き
上
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー

バ
ラ
ン
ス
を
均
衡
さ
せ
な
け
れ

ば
、
財
政
赤
字
の
将
来
世
代
へ

の
付
け
回
し
と
な
り
、
将
来
世

代
の
税
負
担
は
ま
す
ま
す
増
加

し
て
し
ま
う
。
国
民
か
ら
の
声

は
、「
消
費
税
の
増
税
に
は
反

対
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
声
を

受
け
、
政
治
家
と
し
て
は
、「
国

民
負
担
を
増
や
す
こ
と
な
く
、

子
育
て
支
援
や
防
衛
費
の
増
強

を
達
成
さ
せ
る
」
と
明
言
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
消
費
税
な
ど
の

税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
た
「
外
国

為
替
特
別
会
計
の
準
備
金
」
を

使
っ
て
歳
出
の
増
大
に
向
け

る
、
あ
る
い
は
、「
国
有
財
産

の
売
却
に
よ
っ
て
財
源
を
捻
出

し
、
税
率
の
引
き
上
げ
は
行
わ

な
い
」
と
い
う
方
針
も
聞
く
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
蓄
積
さ

れ
て
き
た
準
備
金
や
国
有
財
産

は
、
将
来
の
世
代
の
資
産
で
あ

っ
た
は
ず
の
財
産
を
現
代
の
世

代
が
取
り
崩
し
、
将
来
世
代
が

使
え
た
は
ず
の
資
産
を
減
少
さ

せ
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑹
財
政
の
再
建
の
た
め
の
歳
出

の
カ
ッ
ト
は
可
能
か
？

増
税
の
反
対
が
強
い
日
本
で

は
、
将
来
世
代
へ
の
付
け
回
し

を
減
ら
す
た
め
に
は
、
歳
出
の

カ
ッ
ト
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
歳
出
の
中
で
も
、
最
も

大
き
な
シ
ェ
ア
を
占
め
る
の

が
、
高
齢
者
の
た
め
の
社
会
保

障
費
で
あ
り
、
年
々
、
増
加
し

て
い
る
。
社
会
保
障
費
の
増
加

を
防
ぎ
、
減
少
さ
せ
る
た
め
に

は
、
高
齢
者
が
60
歳
、
65
歳
を

過
ぎ
て
も
、
長
く
働
き
続
け
る

こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
に
応
じ

た
給
与
を
受
け
取
り
な
が
ら
、

社
会
に
貢
献
す
る
活
動
を
続
け

る
こ
と
で
あ
る
。
技
能
を
持
っ

た
高
齢
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経

験
を
生
か
し
な
が
ら
、
ロ
ボ
ッ

ト
も
駆
使
し
て
、
生
産
性
を
落

と
す
こ
と
な
く
、
社
会
に
貢
献

で
き
る
。
ま
た
、
バ
ブ
ル
時
代

を
経
験
し
た
世
代
は
、
そ
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て
、
金
融
活

動
／
企
業
活
動
が
続
け
ら
れ
る

よ
う
、
若
者
へ
の
伝
授
も
必
要

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
退
職

年
齢
を
迎
え
て
い
る
高
齢
者
の

適
材
適
所
の
職
場
／
職
種
を
経

営
者
と
共
に
見
つ
け
て
行
く
こ

と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
70

歳
、
75
歳
を
超
え
て
も
社
会
に

貢
献
で
き
れ
ば
、
社
会
保
障
費

の
負
担
を
軽
減
さ
せ
、
勤
労
者

の
税
負
担
も
引
き
下
げ
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
考
え

る
。
高
齢
者
が
製
造
現
場
で
働

き
続
け
る
た
め
に
は
、
ロ
ボ
ッ

ト
の
開
発
も
必
要
と
な
る
が
、

こ
う
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
日
本

に
続
い
て
高
齢
化
し
て
く
る
韓

国
や
中
国
へ
の
一
大
輸
出
品
目

と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
お

り
、
経
常
収
支
の
黒
字
化
に
貢

献
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

⑺
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
／
イ
ン
パ
ク
ト

投
資
と
税
に
よ
る
調
整

こ
れ
ま
で
企
業
は
、
利
潤
最

大
化
の
も
と
に
行
動
し
、
生
産

量
を
増
や
し
て
売
上
を
向
上
さ

せ
、
勤
労
者
へ
の
賃
金
支
払
い

と
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
へ
の

利
払
い
と
元
本
返
済
を
行
っ
て

き
た
。
し
か
し
、
環
境
問
題
に

も
配
慮
し
た
行
動
を
企
業
や
金

融
機
関
が
取
る
こ
と
が
不
可
欠

と
な
っ
て
い
る
。
従
来
は
、
企

業
の
利
潤
極
大
化
に
よ
り
、
勤

労
者
の
給
与
受
け
取
り
も
最
大

化
し
、
民
間
資
本
の
効
率
的
な

運
用
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
地
球
温
暖

化
、
台
風
な
ど
の
災
害
の
多
発

化
、
廃
棄
物
に
よ
る
海
や
河
川

の
汚
染
問
題
な
ど
、
環
境
問
題

に
、
金
融
機
関
も
企
業
も
正
面

か
ら
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
期
と
な
っ
て
い
る
。
従

来
の
利
潤
極
大
化
行
動
か
ら
、

環
境
分
野
へ
の
投
資
な
ど
を
含

む
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
、
さ
ら
に
は
、

社
会
に
貢
献
で
き
る
イ
ン
パ
ク

ト
投
資
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
企
業
や
金
融
機
関
は
、

ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
れ
ば
よ

い
か
模
索
の
段
階
に
入
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
ど
の
よ
う
な
指

標
や
基
準
に
従
っ
て
、
従
来
の

企
業
活
動
を
変
化
さ
せ
、
金
融

投
資
の
資
金
配
分
を
変
更
し
て

い
け
ば
よ
い
か
、
具
体
案
は
、

あ
ま
り
提
唱
さ
れ
て
い
な
い
。

右
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
各

格
付
け
機
関
に
よ
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ

の
定
義
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
ど
の
格
付
け
機
関
に
資

金
配
分
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
依
頼

す
る
か
に
よ
っ
て
、
資
金

配
分
の
方
向
が
異
な
っ
て

く
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。「環

境（Environment

）

改
善
」「
社
会
的
に
イ
ン
パ

ク
ト
の
あ
る
分
野
で
の
資

金
運
用
」
と
は
言
え
て

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

に
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的

に
生
産
配
分
や
資
金
配
分

を
実
施
し
て
い
け
ば
よ
い

か
は
、
明
確
化
さ
れ
て
い

な
い
。
環
境
も
イ
ン
パ
ク

ト
あ
る
投
資
も
、
経
済
学

で
は
「
外
部
効
果
」
を
も

た
ら
す
活
動
と
説
明
さ
れ

る
。例
え
ば
、Ｃ
Ｏ
2

の
排

出
は
マ
イ
ナ
ス
の
外
部
効

果
を
も
た
ら
し
、
グ
リ
ー
ン
投

資
は
プ
ラ
ス
の
外
部
効
果
を
も

た
ら
す
。
こ
う
し
た
外
部
効
果

を
計
測
で
き
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス

の
外
部
効
果
に
対
し
て
は
課
税

を
行
い
、
プ
ラ
ス
の
外
部
効
果

に
は
補
助
金
を
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
へ
の
マ
イ
ナ
ス
効

果
を
削
減
し
、
プ
ラ
ス
効
果
を

増
加
さ
せ
、
よ
り
よ
い
社
会
へ

と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
経
済

学
の
分
野
で
は
ピ
グ
ー
効
果
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
左
図

の
よ
う
に
、
環
境
問
題
と
い
う

外
部
効
果
が
存
在
す
る
場
合
に

は
経
済
活
動
の
効
用
最
大
化
、

利
潤
極
大
化
は
社
会
的
厚
生
の

最
大
化
を
も
た
ら
さ
な
い
。
外

部
効
果
の
部
分
を
課
税
に
よ
り

補
正
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え

る
。
財
政
赤
字
問
題
で
も
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
／
イ
ン
パ
ク
ト
投
資
の
分

野
で
も
、
税
は
、
重
要
な
役
割

を
果
た
す
と
考
え
る
。

財
政
赤
字
／

イ
ン
パ
ク
ト
投
資
と
税
の
重
要
性

吉野直行
【慶應義塾大学
経済学部名誉教授】
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