
れ
、
以
後
十
数
年
に
わ
た
り
、
建
設
国
債

と
赤
字
国
債
の
同
時
発
行
が
続
い
た
。

こ
の
間
政
府
は
、
日
本
国
有
鉄
道（
国

鉄
、現
在
の
Ｊ
Ｒ
）な
ど
3
公
社
の
民
営
化
や

消
費
税
の
導
入
な
ど
を
実
現
し
、
91
年
度
、

赤
字
国
債
か
ら
の
脱
却
に
成
功
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
後
退
を

受
け
て
、
94
年
度
に
再
び
赤
字
国
債
が
発

行
さ
れ
る
と
、
以
後
発
行
拡
大
が
続
き
現

在
に
至
っ
て
い
る
。

55
年
体
制
の
終
息
か
ら
続
く

財
政
規
律
の
緩
み

90
年
代
以
降
、
国
債
の
発
行
が
増
え
続

け
た
の
は
、
与
野
党
の
政
権
交
代
と
無
縁

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
55
年
以
来
続
い
て
き

た
自
由
民
主
党
の
単
独
政
権
に
代
わ
り
、

同
条
の
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も
赤
字
国
債

を
発
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
は
、

例
外
的
な
扱
い
と
し
て
、
特
別
の
法
律（
特

例
公
債
法
な
ど
）を
国
会
で
決
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
近
年
大
量
に
発
行
さ
れ
て

い
る
赤
字
国
債
は
、
そ
う
し
た
例
外
扱
い

が
常
態
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

図
表
①（
9
ペ
ー
ジ
）が
、
戦
後
の
国
債
発

行
額
の
推
移
だ
。
戦
後
64
年
度
ま
で
は
財

政
法
第
4
条
の
本
文
に
し
た
が
い
、
国
債

は
一
切
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
65
年
度
に

税
収
不
足
か
ら
急
遽
赤
字
国
債
が
発
行
さ

れ
た
あ
と
、
翌
年
度
か
ら
の
9
年
間
は
建

設
国
債
だ
け
が
発
行
さ
れ
た
。
し
か
し
75

年
度
、
第
1
次
石
油
危
機
後
の
景
気
落
ち

込
み
を
き
っ
か
け
に
赤
字
国
債
が
発
行
さ

財
政
法
は
第
4
条
で「
国
の
支
出（
歳

出
）は
税
収
等
の
収
入（
歳
入
）に
よ
っ
て
ま

か
な
う
」と
い
う
原
則
を
定
め
た
う
え
で
、

「
た
だ
し
支
出
の
う
ち
公
共
事
業
費
、出
資

金
、
貸
付
金
の
3
項
目
に
限
っ
て
は
公
債

（
い
わ
ゆ
る
建
設
国
債
）を
発
行
で
き
る
」と

し
た
。
国
債
は
、
返
済
負
担
を
将
来
の
世

代
に
課
す
も
の
だ
。
道
路
や
橋
な
ど
の
社

会
イ
ン
フ
ラ
は
、
子
や
孫
の
世
代
も
恩
恵

を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
支

出
を
ま
か
な
う
た
め
で
あ
れ
ば
、
将
来
世

代
に
一
定
の
負
担
を
課
す
こ
と
も
許
さ
れ

る
と
し
た
も
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社

会
保
障
費
な
ど「
そ
の
他
の
支
出
」を
ま
か

な
う
た
め
の
国
債（
い
わ
ゆ
る
赤
字
国
債
）は
、

将
来
世
代
に
負
担
を
押
し
付
け
る
だ
け
の

も
の
と
な
る
た
め
認
め
な
い
と
い
う
の
が
、

財
政
法
で
は
赤
字
国
債
の
発
行
を
禁
じ

て
い
る
が
、
2
0
2
4
年
度
末
見
込
み
で

そ
の
残
高
は
8
0
0
兆
円
超
。
建
設
国
債

の
実
に
約
2
・
7
倍
だ
。
か
と
い
っ
て
、
国

会
で
財
政
法
の
見
直
し
が
正
面
か
ら
議
論

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
し
崩
し

的
に
形
骸
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
財
政
法
が
規
律
あ
る
財
政

運
営
を
求
め
た
背
景
に
は
、
①
1
9
3
2

年
に
政
党
内
閣
制
が
崩
壊
し
、
以
後
軍
部

の
政
治
的
な
影
響
力
が
強
ま
る
と
と
も
に
、

国
債
発
行
を
通
じ
て
軍
事
費
が
膨
張
し
た

こ
と
、
②
日
本
銀
行
が
い
っ
た
ん
国
債
を

引
き
受
け
る
仕
組
み
の
も
と
で
資
金
が
大

量
に
供
給
さ
れ
、
戦
中
・
戦
後
の
イ
ン
フ

レ
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
、
と
い
う
2
点

へ
の
反
省
が
あ
っ
た
。

財
政
規
律
の
ゆ
く
え

外
れ
た
箍た

が

は
締
め
直
せ
る
か
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（やまもと けんぞう）1976年日本銀行入行、金融市場
局長、米州統括役、決済機構局長、金融機構局長などを
経て、2008年理事。12年NTTデータ経営研究所取締役
会長。18年現職。専門分野は、日本経済、世界経済、金
融機関・金融システム、金融政策、決済。著書『異次元緩
和の罪と罰』（2024年9月、講談社現代新書）。

国
の
予
算
や
財
政
の
基
本
を
定
め
る「
財
政
法
」は
太
平
洋
戦
争
終
結
後
の
１
９
４
７
年
に
施

行
さ
れ
、現
在
も
規
律
あ
る
財
政
運
営
を
求
め
て
い
る
。し
か
し
施
行
か
ら
78
年
の
歳
月
を
経

て
、財
政
規
律
は
緩
み
続
け
て
き
た
。財
政
法
の
形
骸
化
は
今
後
も
続
く
の
だ
ろ
う
か
。

山
本
謙
三 

氏 

オ
フ
ィ
ス
金
融
経
済
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
代
表
・
元
日
本
銀
行
理
事



図表①▲ 新規国債発行額推移

図表②▲ 国の一般会計総額（当初予算・補正予算別）

図表③▲ 日銀の国債保有残高推移

図表④▲ 国・日銀の統合バランスシート（2023年3月末）

注：直近は2024年度（補正予算後）
出所：財務省「国債発行額の推移（実績ベース）」をもとに筆者作成

＊資産・負債差額〈負債超過〉は、バランスシートの負債側にマイナス表示されているものを、分かりやす
いように資産側に符号を変えて記載。
注：日銀保有の国債と国発行の公債、および国・日銀保有の現預金と日銀の負債である発行銀行券・政府
預金をそれぞれ相殺。
出典：財務省「令和４年度『国の財務書類』のポイント」、日本銀行「第138回事業年度（令和４年度）決算等
について」をもとに筆者作成。

出所：財務省「各年度予算」をもとに筆者作成

出所：日本銀行「日本銀行勘定」をもとに筆者作成
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国の資産（有形固定資産、貸付金、有価証
券、運用寄託金等） 686.9 公債（政府短期証券を含む） 649.9

日銀の対民間資産（ETF、貸出金）など 153.0 国のその他負債（公的年金預り金、借入金等） 211.1

資産計 839.9 日銀発行の通貨（発行銀行券、当座預金等） 661.4

資産・負債差額〈負債超過〉＊ 696.5 日銀のその他負債、引当金 14.0 

資産および資産・負債差額計＊ 1536.4 負債計 1536.4 
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長
く
険
し
い

金
融
正
常
化
へ
の
道

で
は
、
財
政
規
律
の
緩
み
と
日
銀
の
国

債
買
い
入
れ
は
、
将
来
の
日
本
経
済
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
か
。
異

次
元
緩
和
の
結
果
、
い
ま
や
日
銀
の
資
産

は
大
半
が
長
期
国
債
と
な
り
、
国
の
資
金

繰
り
の
か
な
り
の
部
分
を
支
え
る
構
図
と

な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
日
銀
が
発
行
す
る

通
貨（
日
本
円
）の
信
認
は
、
国（
財
政
）に
対

す
る
信
認
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
事
態

究
極
的
に
は
政
府
や
政
治
、
社
会
が
国
債

の
発
行
に
ど
れ
だ
け
難
し
さ
を
感
じ
る

か
で
決
ま
る
。
日
銀
が
実
施
し
た
よ
う
に
、

金
利
0
％
近
傍
で
、
か
つ
期
間
中
の
新
規

国
債
発
行
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
規
模
で
国
債

を
買
い
上
げ
れ
ば
、
日
銀
が
目
的
を
ど
う

説
明
し
よ
う
と
も
、
国
債
発
行
に
難
し
さ

を
感
じ
る
者
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

日
銀
の
国
債
買
い
入
れ
が
財
政
規
律
を

緩
め
る
方
向
で
作
用
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

い
る
よ
う
に
、
財
政
法
が
財
政
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
を
禁
止
す
る
の
は
、「
中
央
銀
行
が

い
っ
た
ん
国
債
の
引
受
け
に
よ
っ
て
政
府

へ
の
資
金
供
与
を
始
め
る
と
、
そ
の
国
の

政
府
の
財
政
節
度（
筆
者
注
：
財
政
規
律
の

こ
と
）を
失
わ
せ
、
ひ
い
て
は
中
央
銀
行
通

貨
の
増
発
に
歯
止
め
が
掛
か
ら
な
く
な
り
、

悪
性
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ

す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
」（「
教
え
て
！
日
銀
」

の
コ
ー
ナ
ー
よ
り
）で
あ
る
。

財
政
規
律
が
失
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

り
、
経
済
機
能
的
に
み
れ
ば
財
政
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

日
銀
自
身
は
、
こ
の「
大
量
買
い
入
れ
」

に
つ
い
て
、
金
融
政
策
の
目
的
の
た
め
に

行
う
も
の
で
あ
り
、
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

と
は
目
的
が
異
な
る
と
説
明
し
て
き
た
。

日
銀
の
意
図
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑

い
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
財
政
規

律
に
影
響
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
早

計
で
あ
る
。

日
銀
自
身
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
述
べ
て

緩
和（
い
わ
ゆ
る
異
次
元
緩
和
）の
導
入
を
決

定
し
た
。
政
策
目
標
に「
2
年
程
度
で
の

物
価
前
年
比
＋
2
％
の
達
成
」を
掲
げ
、国

債
の
大
量
買
い
入
れ
に
よ
る
巨
額
の
資
金

供
給
で
こ
れ
を
実
現
す
る
と
し
た
。

だ
が
、
物
価
目
標
は
2
年
を
超
え
て

も
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
日
銀
は

2
％
の
物
価
目
標
を
維
持
し
、
16
年
以
降

は
、
長
短
金
利
を
0
％
近
傍
に
抑
え
込
む

と
の
方
針
の
も
と
で
国
債
の
買
い
入
れ
を

続
け
た
。

し
か
し
な
が
ら
日
銀
が
目
指
し
た「
持

続
的
、
安
定
的
な
物
価
目
標
2
％
の
実

現
」は
達
成
さ
れ
な
い
ま
ま
、異
次
元
緩
和

は
24
年
3
月
ま
で
続
け
ら
れ
た
。こ
の
間
、

日
銀
の
保
有
国
債
は
約
4
6
4
兆
円
増
加

し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
期
間
中
の
新
規
国

債
発
行
額
の
9
割
に
相
当
す
る
。
す
な
わ

ち
、
11
年
分
の
政
府
の
資
金
繰
り
を
日
銀

が
ほ
ぼ
丸
ご
と
面
倒
を
み
た
格
好
で
あ
る

（
図
表
③
）。

財
政
法
第
5
条
は
、
日
銀
に
よ
る
国
債

の
引
き
受
け（
い
わ
ゆ
る
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
）

を
禁
止
し
て
い
る
。
法
律
上
、
日
銀
に
よ

る
国
債
買
い
入
れ
は
市
中
か
ら
の
購
入
で

あ
っ
て
、
財
政
法
上
の「
引
き
受
け
」に
は

当
た
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
日
銀
は
、
国
債
発
行
の
翌
営
業
日
に
は

市
中
か
ら
の
買
い
入
れ
を
可
能
と
し
て
お

も
の
補
正
予
算（
合
計
）が
組
ま
れ
、
そ
の

後
コ
ロ
ナ
は
収
束
し
た
も
の
の
大
型
の
補

正
予
算
が
組
ま
れ
続
け
て
い
る（
図
表
②
）。

財
政
法
は
、補
正
予
算
に
つ
い
て「
特
に

緊
要
と
な
っ
た
経
費
の
支
出
」等
に
限
る

と
し
て
い
る
。
し
か
し
近
年
の
補
正
予
算

に
は
、
本
来
当
初
予
算
の
編
成
過
程
で
審

議
さ
れ
る
べ
き
支
出
が
含
ま
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
る
。
こ
れ
も
財
政
規
律
の
緩
み
の

反
映
だ
ろ
う
。

ま
た
、
例
外
的
な
扱
い
で
あ
る
特
例
公

債
法（
赤
字
国
債
の
発
行
根
拠
法
）は
、当
初
は

毎
年
度
国
会
で
審
議
さ
れ
、
決
議
さ
れ
て

い
た
。
例
外
で
あ
る
以
上
、
毎
年
度
審
議

す
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
最

近
は
先
行
き
5
年
分
を
ま
と
め
て
決
議
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

規
律
の
維
持
に
向
け
て
先
人
た
ち
が
は

め
た
箍
は
、
規
律
の
緩
み
と
と
も
に
一
つ

ひ
と
つ
外
さ
れ
て
い
る
。

財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
似
た

日
銀
の
国
債
購
入

こ
う
し
た
財
政
規
律
の
緩
み
に
輪
を
か

け
た
の
が
、
異
次
元
緩
和
下
の
日
本
銀
行

に
よ
る
国
債
の
大
量
買
い
入
れ
だ
っ
た
。

日
銀
は
、
元
財
務
官
の
黒
田
東
彦
氏
が

総
裁
に
就
任
し
た
翌
月（
13
年
4
月
）の
金

融
政
策
決
定
会
合
で
、
量
的
・
質
的
金
融

引
き
上
げ
た（
5
↓
8
％
）。
た
だ
し
当
初

15
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
た
再
引
き
上
げ

（
8
↓
10
％
）は
先
送
り
し
、
4
年
後
の
19
年

秋
に
な
っ
て
よ
う
や
く
実
現
さ
せ
た
。
安

倍
政
権
は
財
政
健
全
化
の
旗
は
維
持
し
た

も
の
の
、デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
を
掲
げ
、む

し
ろ
積
極
的
な
財
政
運
営
を
続
け
た
。

政
権
与
党
が
財
政
規
律
に
甘
い
姿
勢

を
示
せ
ば
、
選
挙
で
の
公
約
は
与
野
党
と

も
に
支
出
拡
大
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
に
な
る
。

こ
れ
が
最
近
の
政
治
状
況
と
い
え
る
。

「
規
律
あ
る
財
政
運
営
」は

い
つ
実
現
で
き
る
の
か

政
府
は
今
も
、「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン

ス（
基
礎
的
財
政
収
支
）の
黒
字
化
」と「
債
務

残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
安
定
的
引
き
下
げ
」

を
財
政
健
全
化
の
目
標
に
掲
げ
る
。
00
年

代
前
半
に
、そ
れ
ま
で
の「
赤
字
国
債
か
ら

の
脱
却
」に
代
え
て
設
け
た
目
標
だ
。し
か

し
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化

目
標
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
と
し
て
達
成
さ

れ
た
こ
と
は
な
く
、
達
成
年
度
の
先
送
り

だ
け
が
続
い
て
き
た
。

健
全
化
目
標
は
、
当
初
予
算
の
編
成
段

階
で
あ
る
程
度
意
識
さ
れ
る
も
の
の
、
補

正
予
算
の
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ

ず
審
議
時
間
も
短
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
感

染
拡
大
が
あ
っ
た
20
年
度
に
は
約
73
兆
円

8
党
派
に
よ
る
細
川
護
熙
連
立
内
閣
が
誕

生
し
た
の
が
93
年
だ
っ
た
。そ
の
後
、選
挙

を
す
る
た
び
に
、
票
を
集
め
や
す
い
財
政

支
出
の
拡
大
策
が
競
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。

2
0
0
0
年
代
以
降
は
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大
震
災
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
な
ど
、
社
会
経

済
的
な
シ
ョ
ッ
ク
が
相
次
い
だ
。
危
機
時

に
財
政
の
出
動
は
や
む
を
え
な
い
の
だ
が
、

危
機
が
収
束
し
て
か
ら
も
財
政
赤
字
は
完

全
に
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
危
機
の
最

中
に
あ
っ
て
は
、
償
還
財
源
を
問
う
こ
と

な
く
巨
額
の
支
出
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
う

な
る
と
、
収
束
後
に
財
源
議
論
を
蒸
し
返

す
の
は
難
し
い
。
こ
れ
が
、
危
機
発
生
の

都
度
、
国
債
発
行
額
が
階
段
状
に
増
加
し

て
き
た
理
由
で
あ
る（
図
表
①
）。

こ
の
間
も
各
政
権
は
財
政
再
建
に
向
け
、

一
定
の
取
り
組
み
を
続
け
て
き
た
。
橋
本

龍
太
郎
内
閣
に
よ
る
財
政
構
造
改
革
法
の

成
立（
97
年
施
行
、
金
融
危
機
の
発
生
を
受
け
て

翌
年
に
施
行
停
止
）や
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
に

よ
る
郵
政
民
営
化
、
民
主
党
の
野
田
佳
彦

内
閣
に
よ
る
復
興
特
別
税
の
導
入
や
消
費

税
率
引
き
上
げ
法
案
の
成
立
な
ど
で
あ
る
。

12
年
末
に
政
権
に
返
り
咲
い
た
自
由

民
主
党
の
第
2
次
安
倍
晋
三
内
閣
も
、
法

律
に
し
た
が
い
、
14
年
春
に
消
費
税
率
を
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の
お
か
げ
で
今
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
一

方
で
、
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
信
認
の
あ
り
よ
う
は
心
理

的
な
要
素
が
大
き
い
た
め
、
財
政
が
ど
こ

ま
で
悪
化
す
れ
ば
閾
し
き
い

値ち

を
超
え
る
か
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
例
え
ば
日
本
が
地

政
学
的
リ
ス
ク
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な

事
態
が
起
き
れ
ば
、
心
理
は
揺
ら
ぐ
可
能

性
が
あ
る
。

太
平
洋
戦
争
終
結
後
の
早
い
時
期
に
制

定
さ
れ
た
財
政
法
は
、
そ
う
し
た
事
態
が

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
民

に
あ
ら
か
じ
め
規
律
あ
る
財
政
運
営
を
求

め
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

最
近
の
論
調
の
中
に
は
、
財
務
省
を
悪

者
扱
い
す
る
も
の
が
目
立
つ
。
与
野
党
の

政
策
提
案
に
、
財
政
規
律
を
ふ
り
か
ざ
し

て
抵
抗
す
る
財
務
官
僚
の
イ
メ
ー
ジ
な
の

だ
ろ
う
。し
か
し
、
財
政
規
律
は
、あ
く
ま

で
国
会
が
決
議
し
た
財
政
法
の
定
め
に
基

づ
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
は
財
政

法
の
あ
り
方
を
正
面
か
ら
議
論
し
た
わ
け

で
な
く
、も
っ
ぱ
ら
、な
し
崩
し
的
に
法
の

形
骸
化
が
進
ん
で
き
た
。

財
政
規
律
の
あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
こ

の
国
の
民
主
主
義
の
あ
り
方
も
問
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
シ
ー
ト
を
も
と
に「
国
が
負
債
超
過
で

あ
っ
て
も
、
中
央
銀
行
が
通
貨
発
行
で
ま

か
な
う
限
り
、
国
は
破
た
ん
し
な
い
」と
す

る
主
張
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は

誤
解
を
与
え
る
。

も
し
国
の
発
行
す
る
国
債
が
自
国
通
貨

建
て
だ
け
で
、か
つ
、中
央
銀
行
が
す
べ
て

を
引
き
受
け
る（
ま
た
は
、
す
べ
て
を
買
い
入

れ
る
）と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
、
資
金
繰
り

が
つ
か
ず
に
破
た
ん
す
る
と
い
っ
た
事
態

は
避
け
ら
れ
る
。
中
央
銀
行
は
自
ら
通
貨

を
創
造
で
き
る
か
ら
だ
。

と
は
い
え
国
と
中
央
銀
行
が
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
続
け
れ
ば
、
い
ず
れ
は
両
者

と
も
信
用
を
失
っ
て
い
く
。
赤
字
国
債
は
、

建
設
国
債
の
よ
う
に
道
路
や
橋
と
い
っ
た

有
形
の
資
産
を
見
合
い
に
発
行
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
国
の
信
用
を
頼

り
に
発
行
さ
れ
る
も
の
だ
。
行
き
過
ぎ
れ

ば
、
信
用
は
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

う
な
れ
ば
、
円
相
場
は
下
落
し
、
物
価
が

高
騰
す
る
。
こ
れ
を「
財
政
破
た
ん
」と
呼

ぶ
か
ど
う
か
は
定
義
次
第
だ
が
、
経
済
社

会
の
大
き
な
混
乱
は
避
け
ら
れ
な
い
。

日
本
国
と
日
本
円
は

今
後
も
信
認
さ
れ
る
の
か

幸
い
、
日
本
円
に
対
す
る
信
認
は
、
先

人
た
ち
が
営
々
と
築
き
上
げ
て
き
た
信
頼

部
、
負
債
）」の
よ
う
に
、
資
産
と
負
債
が
対

を
な
す
項
目
が
多
い
。そ
こ
で
、本
稿
で
は

大
胆
に
、
対
応
関
係
に
あ
る
資
産
・
負
債

項
目
を
相
殺
し
、
負
債
超
過
約
7
0
0
兆

円
に
見
合
う
負
債
項
目
を
ざ
っ
く
り
と
試

算
し
て
み
る
。

結
果
は
、
日
銀
の
負
債
約
5
0
0
兆
円注

と
公
債
約
2
0
0
兆
円（
赤
字
国
債
の
う
ち

民
間
保
有
分
）が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
国
の
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
負
債
超
過
約
7
0
0
兆

円
の
お
よ
そ
4
分
の
3
を
、
日
銀
が
通
貨

発
行
で
ま
か
な
っ
て
い
る
計
算
と
な
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
銀
に
と
っ
て
必
要
な
の

は
、
保
有
国
債
の
残
高
を
平
時
の
水
準
ま

で
引
き
下
げ
、「
政
府
の
資
金
繰
り
を
日

銀
が
支
え
る
」姿
か
ら
早
く
脱
却
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
金
融
の
正

常
化
で
あ
る
。
24
年
夏
、
黒
田
総
裁
の
あ

と
を
継
い
だ
植
田
和
男
現
総
裁
の
も
と
で
、

日
銀
は
先
行
き
2
年
間
の
国
債
減
額
計
画

を
公
表
し
た
。
完
了
ま
で
の
道
の
り
は
長

く
、
険
し
い
。
日
銀
が
計
画
す
る
2
年
後

の
圧
縮
ペ
ー
ス
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
と

し
て
も
、
正
常
化
の
完
了
に
は
十
数
年
程

度
か
か
る
。
そ
の
間
に
は
数
々
の
困
難
が

待
ち
受
け
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
克
服
で
き

る
か
ど
う
か
が
、
日
銀
に
と
っ
て
の
正
念

場
と
な
る
。

な
お
、世
の
中
に
は
、こ
の
統
合
バ
ラ
ン

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
、
国
と
日

銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
統
合
し
て
整
理

し
た
も
の
が
図
表
④（
23
年
3
月
末
時
点
）

だ
。
こ
の
図
で
は
、
国
単
体
の
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
に
比
べ
、
公
債（
国
債
）発
行
残
高

が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
国
の
公
債
約

1
2
3
2
兆
円（
含
む
政
府
短
期
証
券
）と
日

銀
の
保
有
国
債
約
5
8
2
兆
円
を
相
殺
し

た
結
果
で
あ
る
。

一
見
、
公
債
残
高
が
大
き
く
減
り
、
財

政
が
改
善
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る

が
、
そ
う
で
は
な
い
。
国
の
債
務
で
あ
る

公
債
が
、
日
銀
の
債
務
で
あ
る
通
貨
発
行

（
発
行
銀
行
券
お
よ
び
当
座
預
金
等
）に
置
き

換
わ
っ
た
だ
け
だ
。
近
世
の
欧
州
の
王
室

は
、
放
漫
財
政
を
繰
り
返
し
、
そ
の
資
金

繰
り
を
自
ら
発
行
す
る
貨
幣（
通
貨
）で
ま

か
な
っ
た
。
国
と
日
銀
の
統
合
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
は
、そ
の
姿
に
似
て
い
る
。

若
干
解
説
を
加
え
て
お
こ
う
。
資
産
・

負
債
差
額
は
、
国
の
負
債（
債
務
）超
過
が

7
0
0
兆
円
を
超
え
て
い
る
た
め
、
日
銀

の
純
資
産（
約
6
兆
円
）を
差
し
引
い
て
も

約
6
9
7
兆
円
の
負
債
超
過
に
あ
る
。

一
方
、
国
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
は
、

「
運
用
寄
託
金（
資
産
）」対「
公
的
年
金
預
り

金（
負
債
）」や
、「
有
形
固
定
資
産
、出
資
金
、

貸
付
金（
資
産
）」対「
建
設
国
債（
公
債
の
一

注 

「
日
銀
発
行
の
通
貨（
債
務
）」か
ら「
日
銀
の
対
民
間
資
産（
資

産
）」を
差
し
引
い
た
額
。


