
わ
が
国
の
正
味
資
産
の
現
状
と

実
体
経
済
と
の
相
互
関
係

　

内
閣
府
が
発
表
し
た
「
２
０
１
６
年

度
国
民
経
済
計
算
」
に
よ
る
と
、
国
、

企
業
、
家
計
な
ど
が
保
有
し
て
い
る
土

地
、
建
物
等
の
わ
が
国
の
正
味
資
産
は
、

図
１
に
あ
る
よ
う
に
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と

と
も
に
趨
勢
と
し
て
み
る
と
減
少
傾
向

を
た
ど
っ
て
き
た
。
設
備
投
資
や
在
庫

投
資
等
の
生
産
資
産
は
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン

を
伴
い
つ
つ
も
緩
や
か
に
増
加
を
続
け

て
き
た
が
、
土
地
が
１
９
９
０
年
を
ピ

ー
ク
に
地
価
下
落
を
主
因
に
減
少
の
一

途
を
た
ど
っ
た
。
正
味
資
産
の
減
少
は
、

バ
ブ
ル
崩
壊
に
伴
う
景
気
の
低
迷
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
正
味
資
産

の
減
少
が
景
気
を
更
に
冷
え
込
ま
せ
、

バ
ブ
ル
崩
壊
か
ら
の
立
ち
直
り
を
遅
ら

せ
た
。「
失
わ
れ
た
10
年
」
が
い
つ
し

か
「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
な
ど
、
わ
が
国
は
長
い
間
閉

塞
感
の
な
か
に
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
さ
す
が
に
こ
こ
数
年
の
正

味
資
産
は
緩
や
か
な
増
加
を
示
す
よ
う

に
な
り
、
２
０
１
１
年
か
ら
２
０
１
６

年
ま
で
の
５
年
間
で
＋
１
８
４
兆
円
、

率
で
は
＋
５
・
８
％
増
加
し
た
。
内
訳

を
み
る
と
、
生
産
資
産
が
＋
88
兆
円

（
＋
５
・
１
％
）、土
地
が
＋
13
兆
円
（
＋

１
・
１
％
）、
対
外
ネ
ッ
ト
金
融
資
産

が
＋
83
兆
円
（
＋
31
・
４
％
）
と
、
す

べ
て
の
項
目
で
増
加
し
て
い
る
。
対
外

ネ
ッ
ト
金
融
資
産
の
増
加
は
、
経
常
収

支
の
黒
字
が
続
き
対
外
投
融
資
、
海
外

債
券
や
株
式
の
購
入
等
の
海
外
の
金
融

債
権
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
少
し

ず
つ
で
は
あ
る
が
、
正
味
資
産
の
増
加

が
経
済
を
上
方
に
押
し
上
げ
る
要
因
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
正
味
資
産
と
実
体
経
済
の

相
互
関
係
は
図
2
が
示
し
て
い
る
。
こ

の
図
は
正
味
資
産
の
前
年
比
変
化
率
と
、

名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
前
年
比
変
化
率
を
並
べ

た
も
の
で
あ
る
。

　

バ
ブ
ル
期
と
い
わ
れ
た
１
９
８
０
年

代
後
半
の
正
味
資
産
は
毎
年
＋
10
％
か

ら
＋
15
％
近
く
増
加
を
続
け
、
ピ
ー
ク

の
１
９
８
７
年
に
は
前
年
を
＋
22
・
０

％
も
上
回
っ
た
。
正
味
資
産
の
増
加
の

多
く
は
地
価
の
上
昇
に
よ
る
も
の
で
、

経
済
が
好
調
に
な
っ
た
こ
と
が
投
資
需

要
を
増
加
さ
せ
地
価
を
上
昇
さ
せ
た
。

地
価
の
上
昇
は
、
家
計
や
企
業
の
保
有

過去５年正味資産
  ＋184、＋5.8％

生産資産＋88、＋5.1％

土地＋13、＋1.1％

対外ネット金融資産＋83、＋31.4％

（兆円） 1990年 2011年

正味資産
うち、土地
うち、生産資産（＝設備投資等）
うち、対外ネット金融資産（＝対外純金融資産）
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図 1　正味資産の内訳

データ出所：内閣府
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図 2　正味資産の変化率と名目GDPの変化率

データ出所：内閣府

　内閣府がこのほど発表した「2016年度国民経済計算」によると、国、企業、家計などが保有している土地、
建物等のわが国の正味資産はこのところ緩やかに増加し、経済に好影響を与えている。しかし、政府部門に
限ってみると2017年か2018年には債務が債権を上回る債務超過に転じた可能性が高い。その大きな原因は、
後期高齢者医療保険制度の自己負担割合が約１割と非常に低く、また保有している資産ではなく所得を
ベースに負担率が決定されていることなどにある。債務超過は民間企業で言えばいつ倒産しても不思議のない
深刻な事態である。早急に改善策を考え実行しなくてはならない。

財政赤字の現状と処方箋



資
産
の
価
値
を
増
加
さ
せ
た
た
め
、
消

費
や
投
資
が
活
発
に
な
り
、
そ
れ
が
ま

た
地
価
を
上
昇
さ
せ
、
消
費
や
投
資
を

増
や
す
要
因
と
し
て
働
い
た
。
こ
の
よ

う
に
資
産
価
格
の
上
昇
が
実
物
経
済
に

与
え
る
プ
ラ
ス
の
関
係
は
「
正
の
資
産

効
果
」
と
呼
ば
れ
た
。
正
味
資
産
は
１

９
８
５
年
の
２
０
５
７
兆
円
か
ら
１
９

９
０
年
に
は
４
０
１
２
兆
円
と
、
年
＋

４
０
０
兆
円
近
い
ペ
ー
ス
で
増
加
し
た
。

当
時
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
３
０
０
〜
４
０

０
兆
円
で
あ
っ
た
か
ら
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

と
ほ
ぼ
同
額
の
資
産
価
値
の
増
加
が
毎

年
続
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
過
度
に
上
昇
し
た
地
価
が

下
落
に
転
じ
た
１
９
９
１
年
以
降
は
、

そ
れ
ま
で
の
実
体
経
済
と
正
味
資
産
の

「
正
の
関
係
」が「
負
の
関
係
」に
転
じ
、

正
味
資
産
が
前
年
比
で
マ
イ
ナ
ス
の
状

態
が
２
０
０
４
年
ま
で
続
い
た
。
こ
の

約
15
年
間
は
、
地
価
の
下
落
が
正
味
資

産
を
減
少
さ
せ
、
そ
れ
が
消
費
や
投
資

を
抑
制
す
る
「
負
の
資
産
効
果
」
が
働

い
た
だ
け
で
な
く
、
正
味
資
産
が
持
つ

担
保
価
値
や
自
己
資
本
の
減
少
が
企
業

の
投
資
行
動
や
金
融
機
関
の
融
資
姿
勢

を
抑
制
し
て
き
た
。
企
業
は
自
ら
が
保

有
す
る
不
動
産
の
価
値
が
時
間
の
経
過

と
と
も
に
減
少
し
た
た
め
、
不
良
資
産

を
圧
縮
す
る
こ
と
に
力
を
削
が
れ
た
。

こ
の
た
め
、
１
９
９
２
年
か
ら
２
０
０
４

年
ま
で
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
年
平
均
伸
び

率
は
＋
０
・
６
％
と
、
１
９
８
０
年
代

（
約
６
％
）
の
10
分
の
１
に
落
ち
込
ん
だ
。

　

２
０
０
５
年
以
降
は
景
気
回
復
に
伴

っ
て
設
備
投
資
が
増
加
に
転
じ
た
う
え
、

２
０
１
３
年
以
降
は
首
都
圏
を
中
心
に

地
価
が
上
昇
し
た
。
こ
の
た
め
、
２
０

０
５
年
の
正
味
資
産
は
前
年
比
＋
０
・

１
％
と
７
年
ぶ
り
に
プ
ラ
ス
に
転
じ
た
。

し
か
し
、
２
０
０
８
年
に
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
、
２
０
１
１
年
に
は
東
日
本
大
震
災

が
起
き
、
正
味
資
産
は
再
び
マ
イ
ナ
ス

に
な
っ
た
。
正
味
資
産
が
プ
ラ
ス
に
戻

っ
た
の
は
２
０
１
２
年
か
ら
で
あ
っ
た
。

政
府
部
門
の
正
味
資
産
と

財
政
の
現
状

　

日
本
経
済
に
お
け
る
大
き
な
問
題
は
、

か
つ
て
10
％
強
も
あ
っ
た
政
府
部
門
の

正
味
資
産
が
完
全
に
枯
渇
し
つ
つ
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
正
味
資
産
を
保
有
者
別

に
み
る
と
、
図
3
に
あ
る
よ
う
に
、
全

体
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
が
最
も
高
い
の

は
家
計
部
門
で
、
全
体
の
76
・
８
％
を

占
め
て
い
る
。
企
業
部
門
の
ウ
ェ
イ
ト

は
19
・
８
％
で
、
両
部
門
を
合
計
す
る

と
96
％
に
な
る
（
２
０
１
６
年
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
か
つ
て
10
％
強
の
ウ

ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
政
府
部
門
（
地

方
自
治
体
等
を
含
む
）
の
正
味
資
産
は
、

１
９
９
１
年
は
４
９
６
兆
円
で
あ
っ
た

が
、
２
０
１
６
年
に
は
18
兆
円
と
▲
４

７
８
兆
円
、
率
で
は
▲
96
・
４
％
も
減

少
し
て
し
ま
っ
た
。
４
７
８
兆
円
は
名

目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
９
割
に
相
当
す
る
大
き

な
金
額
で
あ
る
。
し
か
も
、
２
０
１
６

年
の
正
味
資
産
は
18
兆
円
し
か
な
い
。

過
去
５
年
間
の
年
平
均
減
少
額
は
▲
11

兆
円
、
10
年
平
均
で
は
▲
27
兆
円
で
あ

る
か
ら
、
２
０
１
７
年
か
２
０
１
８
年

に
は
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。
債
務
超
過
は
、
追
加
的
に
支

援
し
て
く
れ
る
先
が
な
い
限
り
民
間
部

門
で
は
い
つ
倒
産
し
て
も
不
思
議
の
な

い
極
め
て
深
刻
な
状
態
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
図
4
で
は
、
政
府
部
門
の
正

味
資
産
を
非
金
融
資
産
と
ネ
ッ
ト
金
融

資
産
に
分
け
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
金

融
資
産
を
国
債
、
地
方
債
と
、
そ
れ
以
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正味資産
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うち、政府部門

図 3　保有者別にみた正味資産の内訳

データ出所：内閣府
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図 4　政府部門の正味資産の内訳

データ出所：内閣府



外
に
分
け
て
み
た
。

　

こ
の
図
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
国

債
、
地
方
債
の
残
高
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て

増
加
傾
向
を
た
ど
り
（
図
で
は
下
方
が

増
加
を
意
味
す
る
）、
そ
れ
が
政
府
部

門
の
正
味
資
産
を
減
少
さ
せ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。

　

政
府
部
門
の
非
金
融
資
産
は
36
年
間

で
約
７
０
０
兆
円
増
加
し
た
。
国
債
や

地
方
債
を
除
く
ネ
ッ
ト
金
融
資
産
も
、

外
貨
準
備
の
増
加
や
株
式
、
投
資
信
託

等
の
増
加
に
よ
っ
て
約
４
０
０
兆
円
増

加
し
た
。
し
か
し
、国
債
、地
方
債
（
主

と
し
て
国
債
）
の
増
加
が
１
千
兆
円
と

非
常
に
大
き
か
っ
た
た
め
、
政
府
部
門

の
正
味
資
産
は
ゼ
ロ
近
辺
ま
で
減
少
し

て
し
ま
っ
た
。

　

な
ぜ
国
債
、
地
方
債
の
残
高
が
大
幅

に
増
え
続
け
た
か
と
い
う
と
、
理
由
は

一
般
会
計
に
お
い
て
税
収
を
大
幅
に
上

回
る
歳
出
の
状
態
が
長
期
に
わ
た
っ
て

続
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

図
5
は
、
一
般
会
計
の
歳
出
、
税
収
、

そ
し
て
税
収
不
足
を
補
う
た
め
に
発
行

さ
れ
た
赤
字
国
債
と
建
設
国
債
の
推
移

で
あ
る
。
建
設
国
債
は
見
合
い
に
資
産

が
増
え
る
が
、
赤
字
国
債
は
文
字
通
り

赤
字
を
補
う
た
め
の
国
債
で
負
債
が
増

加
す
る
。
１
９
９
０
年
ま
で
は
歳
出
の

伸
び
を
税
収
の
伸
び
が
上
回
り
、
財
政

赤
字
は
一
時
縮
小
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
は
税
収
が
減
少
傾
向
を
強
め
た
一

方
、
歳
出
が
増
加
を
続
け
た
た
め
財
政

赤
字
が
再
び
拡
大
、
不
足
額
の
多
く
が

赤
字
国
債
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
き
た
。

財
政
悪
化
の
２
つ
の
原
因

　

巨
額
の
財
政
赤
字
が
続
い
て
い
る
大

き
な
原
因
は
二
つ
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
期
に
景
気
刺

激
策
と
し
て
、
企
業
や
家
計
か
ら
徴
求

す
る
税
を
軽
減
す
る
一
方
で
、
公
共
投

資
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。
図
6
は
、
財
政
赤
字
と
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国

で
は
、
①
１
９
９
１
年
か
ら
１
９
９
３

年
に
か
け
て
の
バ
ブ
ル
崩
壊
時
、
②
１

９
９
８
年
か
ら
１
９
９
９
年
に
か
け
て

の
金
融
シ
ス
テ
ム
不
安
時
、
お
よ
び
、

③
２
０
０
８
年
か
ら
２
０
０
９
年
に
か

け
て
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
の
３
回

に
わ
た
り
財
政
赤
字
が
大
幅
に
増
加
し

た
。
危
機
時
に
財
政
が
出
動
し
て
も
、

景
気
が
回
復
し
て
財
政
赤
字
が
元
に
戻

れ
ば
赤
字
額
の
増
加
は
一
時
的
な
も
の

で
済
む
が
、そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

ひ
と
た
び
振
る
舞
わ
れ
た
歳
出
増
や
減

税
は
根
雪
の
よ
う
に
財
政
赤
字
を
拡
大

さ
せ
続
け
て
き
た
。
①
、
②
、
③
の
期

間
の
財
政
赤
字
の
増
加
額
を
累
計
す
る

と
６
２
６
兆
円
に
な
る
。
１
９
８
０
年

度
か
ら
２
０
１
７
年
度
ま
で
の
財
政
赤

字
の
合
計
は
１
１
６
０
兆
円
で
あ
る
か

ら
54
％
に
相
当
す
る
規
模
で
あ
る
。

　

財
政
赤
字
が
拡
大
し
た
も
う
一
つ
の

大
き
な
原
因
は
社
会
保
険
費
の
増
大
で

あ
る
。
同
じ
期
間
の
社
会
保
険
費
の
合

計
は
４
８
９
兆
円
で
あ
る
か
ら
、
全
体

の
赤
字
額
の
42
％
に
相
当
す
る
規
模
で

赤
字
の
原
因
に
な
っ
て
き
た
。
図
7
は
、

社
会
保
険
費
を
主
な
費
目
別
に
み
た
も

の
で
あ
る
。
社
会
保
険
費
は
た
び
た
び

費
目
が
組
み
替
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、

財
務
省
と
厚
生
労
働
省
の
公
表
デ
ー
タ

を
組
み
合
わ
せ
な
い
と
こ
の
よ
う
な
図

を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ

と
自
体
も
問
題
だ
と
思
う
が
、
こ
の
図

か
ら
は
社
会
保
険
費
が
大
幅
に
増
加
し

た
原
因
が
三
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
１
は
、
国
民
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
保
険
へ
の
助
成
金
・
負
担
金
（
図
の

Ａ
の
部
分
）
が
一
本
調
子
で
増
加
し
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
２
０
１
７
年
度
の
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図 5　一般会計の歳出、税収と赤字・建設国債

データ出所：財務省
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③
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図 6　財政赤字と名目GDP

データ出所：財務省、内閣府



社
会
保
険
費
に
占
め
る
割
合
は
48
％
と

約
半
分
を
占
め
て
い
る
。

　

第
２
は
、
２
０
０
０
年
以
降
に
社
会

保
険
費
が
大
幅
に
増
加
し
た
原
因
は
、

１
９
９
９
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た
老
人

医
療
・
介
護
保
険
等
（
図
の
Ｂ
の
部
分
）

と
、
２
０
０
８
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
図
の
Ｃ
の
部

分
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
介

護
保
険
制
度
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
経

て
実
施
さ
れ
て
き
た
た
め
、
こ
れ
が
多

額
の
財
政
赤
字
の
原
因
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
必
ず
し

も
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

簡
単
に
言
え
ば
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
は
極
め
て
低
い
自
己
負
担
率
で
公
的

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
、

個
人
が
負
担
す
る
割
合
は
原
則
１
割

（
現
役
並
み
に
所
得
の
あ
る
人
は
３
割
）

に
過
ぎ
な
い
。
１
割
程
度
の
自
己
負
担

で
高
齢
者
医
療
制
度
を
ほ
と
ん
ど
の
人

が
利
用
で
き
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
財
政

負
担
が
増
え
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。

財
政
健
全
化
の
た
め
の

三
つ
の
処
方
箋

　

危
機
的
状
況
に
あ
る
財
政
を
健
全
化

さ
せ
る
こ
と
は
わ
が
国
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
効
果
が
期
待
で

き
る
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言

え
な
い
。
無
駄
な
歳
出
を
可
能
な
限
り

減
ら
す
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
以

下
で
は
こ
の
ほ
か
の
三
つ
の
観
点
か
ら

対
策
を
提
案
し
た
い
。

　

第
１
点
は
、
今
後
も
大
幅
な
増
加
が

予
想
さ
れ
る
社
会
保
険
費
の
費
用
負
担

に
当
た
っ
て
は
、所
得
の
多
寡
で
は
な
く
、

資
産
の
多
寡
を
考
慮
し
た
制
度
へ
の
変

更
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

高
齢
者
の
多
く
は
年
金
生
活
者
で
あ
る

か
ら
フ
ロ
ー
の
所
得
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。

高
齢
者
が
保
有
し
て
い
る
金
融
資
産
や

非
金
融
資
産
の
多
寡
に
応
じ
て
応
分
の

費
用
を
負
担
し
て
も
ら
う
方
法
を
早
急

に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
２
点
は
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ

の
方
法
で
あ
る
。
消
費
税
は
こ
れ
ま
で

一
度
に
２
％
、
３
％
と
大
幅
な
引
き
上

げ
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
税
率

引
き
上
げ
後
の
景
気
の
落
ち
込
み
が
深

刻
で
あ
っ
た
。
今
後
は
可
能
な
限
り
一

度
の
上
げ
幅
を
縮
小
す
る
と
と
も
に
、

軽
減
税
率
を
導
入
し
て
景
気
へ
の
悪
影

響
を
和
ら
げ
る
必
要
が
あ
る
。
ち
な
み

に
Ｅ
Ｕ
加
盟
28
か
国
で
は
、
こ
れ
ま
で

に
通
算
１
０
０
回
を
超
え
る
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
一
度
の

引
き
上
げ
率
が
１
％
以
下
で
あ
っ
た
の

が
全
体
の
４
割
、２
％
以
下
が
３
割
と
、

わ
が
国
に
比
べ
る
と
か
な
り
小
刻
み
に

行
わ
れ
て
き
た
。

　

第
３
点
は
、
資
産
の
規
模
に
課
税
す

る
方
法
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
わ
が
国
の

資
産
は
金
融
資
産
を
含
め
る
と
１
京
円

を
超
え
て
い
る
（
２
０
１
６
年
末
１
京

４
９
６
兆
円
）。
仮
に
全
て
の
資
産
に

一
律
に
０
・
１
％
課
税
す
る
だ
け
で
毎

年
＋
10
兆
円
の
税
収
増
に
な
る
。
図
8

は
、
主
要
国
の
税
の
内
訳
を
比
較
し
た

も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
資
産
課
税
の

国
民
所
得
に
占
め
る
比
率
は
３
・
５
％

と
、
フ
ラ
ン
ス
の
15
・
９
％
、
英
国
の

５
・
５
％
に
比
べ
る
と
低
い
。
資
産
へ

の
課
税
比
率
が
高
ま
る
と
、
資
産
の
流

動
化
が
進
み
、
ま
た
、
そ
れ
を
前
提
に

し
た
新
た
な
投
資
・
収
益
機
会
が
生
ま

れ
る
余
地
も
出
て
く
る
。
制
度
を
思
い

切
っ
て
変
え
て
い
か
な
い
と
財
政
破
綻

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
㈱
京
都
総
合
経
済
研
究
所

東
京
経
済
調
査
部
長
　
村
山
晴
彦
）
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図 7　社会保険費大幅増加の3大要因

（注）2009年度に基礎年金国庫負担割合が3分の1から2分の1に引
上げられ、それに伴う負担増部分もAに含まれている（09年度約3兆円）。
データ出所：財務省、厚生労働省
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