
畠ま
ず
平
成
の
30
年
間
を
振
り
返
っ

て
の
総
括
を
少
し
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
平
成
元
年
、
つ
ま
り

１
９
８
９
年
に
日
経
平
均
株
価

が
３
万
８
９
１
５
円
を
記
録
し
、

当
時
の
日
本
経
済
は
ま
さ
に
青

天
井
の
雰
囲
気
で
し
た
。

辛
坊

史
上
最
高
値
で
し
た
ね
。

畠そ
れ
が
今
、２
万
円
に
な
っ
て
い
て
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
も
ほ
と
ん
ど
増
え
て
い

な
い
。
ま
た
、政
府
債
務
残
高
は

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
３
８
％
に
上
っ
て
い

ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
タ
リ
ア
で

も
１
７
０
％
く
ら
い
で
し
た
か
。

辛
坊

え
え
、１
７
０
～
１
８
０
％
で

す
ね
。
欧
米
の
先
進
国
で
は
だ
い

た
い
約
1
倍
前
後
で
す
。

畠す
る
と
、世
界
の
国
々
か
ら
見
て

日
本
は
、か
つ
て
は
一
生
懸
命
に

走
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、今
は
ど
ん

詰
ま
り
の
状
態
で
は
な
い
か
と
。

辛
坊

有
り
体
に
申
し
上
げ
れ
ば
、そ
う

言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

畠昭
和
は
右
肩
上
が
り
、平
成
は
完

全
に
右
肩
下
が
り
の
時
代
で
し
た
。

辛
坊

１
９
８
９
年
12
月
に
日
経
平
均

株
価
が
史
上
最
高
値
を
つ
け
て
、

そ
れ
が
翌
年
か
ら
暴
落
を
始
め
、

長
い
停
滞
ム
ー
ド
の
き
っ
か
け
を

つ
く
り
ま
し
た
。一
方
、こ
の
時
期

の
世
界
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。１
９
８
９

年
の
11
月
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が

崩
れ
、そ
の
２
年
後
に
ソ
連
が

崩
壊
し
て
い
ま
す
。

畠世
界
を
東
西
に
分
け
隔
て
て
い
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
壁
が
消
失
し
ま

し
た
ね
。

辛
坊

そ
う
。
資
本
も
人
も
企
業
も
海

を
越
え
て
地
球
規
模
で
自
由
に

経
済
活
動
を
行
う
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が

１
９
９
０
年
前
後
だ
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、１
９
９
０
年
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
を
１
０
０
と
し
て
、現
在
に
至

る
ま
で
の
経
済
規
模
の
推
移
を

見
る
と
、畠
さ
ん
の
ご
指
摘
通
り

日
本
は
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
で
す
。

一
方
、中
国
は
38
倍
、韓
国
は
８
倍
、

欧
米
の
先
進
国
が
２
～
３
倍
に

な
っ
て
い
ま
す
。

世
界
全
体
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
当
時
の

日
本
が
占
め
て
い
た
比
率
は
、

15
～
16
％
く
ら
い
で
し
た
。そ
れ
が

今
で
は
５
％
台
に
落
ち
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
人
口
が
増
え
て
い
ま
せ

ん
か
ら
、あ
る
程
度
は
や
む
を

得
ま
せ
ん
。で
も
、問
題
な
の
は
国

民
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
す
。

１
９
８
９
年
の
日
本
の
国
民
一
人

当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
第

４
位
で
し
た
。ア
ジ
ア
で
は
圧
倒

的
に
豊
か
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

去
年
は
確
か
世
界
で
24
位
か

25
位
、そ
の
く
ら
い
で
す
。

畠昨
日
見
た
新
聞
で
は
、
世
界
で

25
位
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

辛
坊

ア
ジ
ア
の
中
だ
け
で
見
て
も
、当
時

の
日
本
人
は
圧
倒
的
に
豊
か
だ
っ

た
の
で
す
が
、今
や
、ご
承
知
の

よ
う
に
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
香
港
に

1
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
抜
か
れ

て
い
ま
す
。そ
し
て
、日
本
の
す
ぐ

後
ろ
に
韓
国
、台
湾
が
迫
っ
て
い

る
と
い
う
状
態
で
す
。
日
本
人
が

相
対
的
に
か
な
り
貧
し
く
な
っ
た

と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

畠貧
し
い
、で
す
か
。

辛
坊

は
い
、残
念
な
が
ら
。

と
こ
ろ
が
、
米
国
に
続
く
世
界

第
２
位
の
経
済
大
国
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
ま
だ
国
民
の
間
に
染
み

つ
い
て
い
て
、日
本
が
そ
こ
ま
で

落
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
多

く
の
人
が
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。

平
成
初
め
の
日
本
の
国
民
１
人

当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
当
時
の
米
国

と
ほ
ぼ
一
緒
で
す
が
、
今
で
は

米
国
の
３
分
の
２
で
す
。

畠せっ
か
く
キ
ャッ
チ
ア
ッ
プ
し
た
の
に
、

ま
た
引
き
離
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

辛
坊

で
は
、ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
。

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、平
成
は
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
ん
だ
時

代
で
す
。
関
税
障
壁
、非
関
税
障

壁
を
撤
廃
す
る
貿
易
協
定
締
結

の
ス
ピ
ー
ド
が
世
界
規
模
で
猛

烈
に
上
が
っ
た
の
が
１
９
９
０
年

代
の
初
め
な
の
で
す
。
間
接
税
、

消
費
税
を
引
き
上
げ
る
一
方
で

法
人
税
を
押
し
下
げ
、経
済
力
の

拡
大
を
図
る
国
家
間
の
競
争
も

平
成
の
時
代
に
本
格
化
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
技
術

革
新
の
進
捗
に
合
わ
せ
た
雇
用

体
制
の
修
正
、つ
ま
り
雇
用
の

流
動
化
に
も
一
部
の
国
は
一
気
に

取
り
組
み
ま
し
た
。

畠な
る
ほ
ど
ね
。

辛
坊

他
方
、日
本
で
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後

の
長
期
不
況
の
中
、政
府
が
景
気

を
下
支
え
す
る
た
め
に
国
債
を

発
行
し
て
、
公
共
事
業
を
や
る

と
か
地
域
振
興
券
を
配
る
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
に
目
が

向
い
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
民
間
企
業
は
外
に
活
路

を
求
め
て
海
外
投
資
に
注
力
し
、

活
力
が
乏
し
く
な
っ
た
国
内
の

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
は
国
際
的
な
競
争

力
を
低
下
さ
せ
ま
し
た
。

畠海
外
か
ら
投
資
を
呼
び
込
も
う

と
い
う
発
想
が
当
時
の
政
府
に

は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

辛
坊

１
９
９
５
年
く
ら
い
か
ら
、ア
ジ

ア
や
欧
米
の
国
々
に
日
本
国
内
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
が
進
出
し

ま
し
た
。米
国
で
製
造
し
た
日
本

メ
ー
カ
ー
の
自
動
車
が
太
平
洋

を
飛
び
越
え
て
韓
国
で
売
ら
れ
る

状
態
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、日
本
に
は
海

外
か
ら
の
投
資
や
進
出
企
業
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

畠そ
う
し
た
結
果
と
し
て
、日
本
は

成
長
す
る
諸
外
国
か
ら
置
い
て
行

か
れ
、相
対
的
に
貧
し
く
な
った
と
。

辛
坊

簡
単
に
言
え
ば
、平
成
に
起
こ
っ

た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

畠平
成
初
期
の
日
本
は
バ
ブ
ル
に

浮
か
れ
て
い
た
時
期
で
す
の
で
、

慢
心
も
手
伝
っ
て
世
界
の
変
化

に
乗
り
遅
れ
、そ
こ
か
ら
迷
走
し

だ
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

辛
坊

振
り
返
る
と
、日
本
の
現
在
の
苦

境
の
遠
因
は
、１
９
７
３
年
の
第

１
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
が
終
わ
っ
て
、

10
％
以
上
あ
っ
た
日
本
の
経
済
成

長
率
が
５
％
を
下
回
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
か

ら
政
府
が
景
気
を
支
え
る
構
造

が
固
着
し
た
の
で
す
。

畠バ
ブ
ル
絶
頂
期
の
４
年
間
を
除
き
、

１
９
７
５
年
か
ら
赤
字
国
債
の

発
行
が
ほ
ぼ
毎
年
続
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
ね
。景
気
対
策
の
名

の
も
と
に
。

そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
現
在
は

頂
の
見
え
な
い
山
に
な
っ
て
い
ま
す
。

辛
坊

そ
こ
で
、債
務
の
山
を
支
え
る
、

国
民
の
貯
蓄
に
つ
い
て
も
触
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
債
を
主
に
買
い
支
え
て
い
る
の

は
金
融
機
関
で
あ
り
、国
民
か
ら

預
か
っ
て
い
る
預
貯
金
が
実
質

的
に
は
国
債
購
入
に
充
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、皆
さ
ん
ご
承
知

か
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
高
度
経
済
成
長
時
代
は
、

国
民
が
せ
っ
せ
せ
っ
せ
と
貯
蓄

し
て
、１
９
７
３
年
の
家
計
貯
蓄

率
は
24
％
を
超
え
て
い
ま
し
た
。

畠ほ
う
、24
％
も
あ
り
ま
し
た
か
。

辛
坊

収
入
の
４
分
の
１
く
ら
い
を
貯

蓄
す
る
状
態
で
し
た
。１
９
５
０

年
代
半
ば
で
16
％
く
ら
い
。
こ

れ
が
所
得
の
増
加
と
と
も
に
伸

び
て
い
っ
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
、

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
境
に
24
％
超

の
家
計
貯
蓄
率
は
み
る
み
る
下

が
っ
て
い
き
ま
す
。
２
０
１
４
年

に
マ
イ
ナ
ス
０
・
３
％
を
記
録
す

る
ほ
ど
ま
で
落
ち
込
み
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
に
３
％
ま
で
持
ち

直
し
て
い
ま
す
が
、今
後
増
え
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
微
増
程
度
に

と
ど
ま
る
で
し
ょ
う
。

畠半
面
、国
の
借
金
は
増
え
続
け
て

い
る
…
。
確
か
１
１
０
０
兆
円

で
す
ね
。

辛
坊

ど
こ
ま
で
入
れ
る
か
で
す
が
、地
方

の
分
も
含
め
る
と
１
１
０
０
兆

円
あ
り
ま
す
ね
。
ち
な
み
に
、Ｇ

Ｄ
Ｐ
は
５
５
０
兆
円
ほ
ど
で
す
。

畠だ
い
た
い
２
倍
く
ら
い
で
す
ね
。

企
業
で
い
え
ば
、売
上
高
の
倍
の

借
金
が
あ
っ
た
ら
、な
か
な
か

や
っ
て
い
け
な
い
。

辛
坊

や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
ね
。

も
し
、私
が
自
分
の
ブ
ロ
グ
に
、

「
日
本
は
破
綻
す
る
か
ら
、政
府

は
き
っ
ち
り
緊
縮
財
政
を
や
れ
」

と
、う
っ
か
り
書
き
で
も
し
た
ら
、

必
ず
次
の
よ
う
な
反
応
が
わ
っ
と

返
っ
て
き
て
、私
の
ブ
ロ
グ
は
炎
上

す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
外
国

か
ら
借
金
を
せ
ず
、国
民
か
ら
だ

け
借
金
を
し
て
、日
本
の
通
貨
で

あ
る
円
で
借
金
を
し
て
い
る
政

府
が
、破
綻
す
る
は
ず
が
な
い
」と
。

畠近
年
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
理
屈

で
す
ね
。

辛
坊

は
い
。
し
か
し
、こ
れ
で
は
説
明

不
足
で
す
。

日
本
は
、こ
れ
だ
け
借
金
が
多
く

て
大
変
だ
と
言
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、政
府
は
破
綻
せ
ず
、

ほ
と
ん
ど
金
利
ゼ
ロ
で
、い
く
ら

で
も
資
金
が
調
達
で
き
て
い
る
。

破
綻
し
た
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
と
何

が
違
う
の
か
。

畠ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
？

辛
坊

過
去
に
破
綻
し
た
国
は
ほ
ぼ
例

外
な
く
、政
府
が
赤
字
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
て
政
府
と
民
間
を

合
わ
せ
た
国
全
体
、こ
れ
が
外
国

に
対
し
て
赤
字
で
し
た
。

畠経
常
収
支
も
赤
字
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

日
本
は
経
済
成
長

の
か
や
の
外

乗
り
遅
れ
た

グ
ロ
ー
バ
ル
化

国
民
の
貯
蓄
が

債
務
を
下
支
え

日
本
の
不
都
合
な
真
実
に
目
を
!!

債
務
残
高
の
天
井
は
迫
っ
て
い
る

第
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辛
坊

そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
日
本
は
違

い
ま
す
。
政
府
は
確
か
に
赤
字
で

借
金
だ
ら
け
で
す
が
、経
常
収
支

は
ず
っ
と
黒
字
な
の
で
す
。

畠そ
う
で
す
ね
。

辛
坊

Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
の
は
、国
民
が
働

い
て
生
み
出
し
た
モ
ノ
や
サ
ー

ビ
ス
の
価
値
の
合
計
金
額
で
す
。

そ
し
て
、経
常
収
支
が
黒
字
と
い

う
こ
と
は
、国
内
で
生
み
出
し
た

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
国
内
だ
け
で

は
余
っ
て
し
ま
う
か
ら
外
国
に

売
っ
た
結
果
、と
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
は
、な
ぜ
余
る
の
か
。
国
民
が

生
み
出
し
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
５
５
０
兆

円
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
は
、み
ん

な
で
分
け
て
使
い
ま
す
。
そ
こ
で

の
政
府
の
取
り
分
は
、国
民
か
ら

集
め
た
税
収
で
す
。政
府
は
税
収

の
分
だ
け
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
中
か
ら
、

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、そ
れ
で
は
足
り
な
い

か
ら
国
債
を
発
行
し
て
借
金
を
し
、

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
本
来
の
取
り

分
以
上
に
使
っ
て
い
る
の
で
す
。

畠な
る
ほ
ど
。

辛
坊

一
方
、民
間
は
ど
う
か
。
皆
さ
ん

節
約
で
す
。
政
府
に
税
金
を
払
っ

た
残
り
は
、民
間
の
取
り
分
で
す

が
、民
間
の
皆
さ
ん
は
自
分
の
取

り
分
を
す
べ
て
自
分
で
使
う
と
い

う
こ
と
は
せ
ず
、節
約
し
て
銀
行

な
ど
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
預
金
し

た
の
で
す
。

政
府
が
使
い
す
ぎ
る
モ
ノ
や
サ
ー

ビ
ス
よ
り
も
、広
い
意
味
で
民
間

が
節
約
す
る
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の

ほ
う
が
多
い
で
す
か
ら
、日
本
全

体
と
し
て
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
余
る
。

そ
し
て
、余
っ
た
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス

は
外
国
に
売
れ
る
か
ら
、外
国
と

の
取
引
が
黒
字
に
な
る
の
で
す
。

畠理
解
で
き
ま
す
。
企
業
に
置
き

換
え
る
な
ら
、借
金
は
増
え
て
い

る
け
ど
、単
年
で
見
れ
ば
、と
り

あ
え
ず
は
黒
字
だ
と
。

辛
坊

整
理
す
る
と
、
政
府
が
モ
ノ
や

サ
ー
ビ
ス
を
使
い
す
ぎ
て
つ
く
っ
た

借
金
は
１
０
０
０
兆
円
。
国
民

が
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
節
約
し
て

た
め
込
ん
だ
家
計
金
融
資
産
の

総
額
が
表
面
で
１
８
５
０
兆

円
ほ
ど
。
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
家

計
自
身
の
債
務
を
除
い
た
ネ
ッ

ト（
正
味
）で
も
１
２
０
０
～

１
３
０
０
兆
円
で
す
。

日
本
に
お
金
が
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
政
府
は
発
行
し
た
国
債
を

外
国
に
売
ら
な
く
て
も
、日
本
国

内
で
償
還
で
き
る
。
こ
う
し
た

構
図
が
あ
る
限
り
、政
府
も
外
国

も
国
民
も
、政
府
の
借
金
が
も
う

少
し
増
え
て
も
大
丈
夫
と
変
な

安
心
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

畠変
な
安
心
感
？
少
な
く
と
も
私
は

安
心
で
き
て
い
ま
せ
ん（
苦
笑
）。

辛
坊

そ
う
で
す
よ
ね
。
で
も
、い
ざ
と

な
っ
た
ら
国
は
国
民
に
こ
う
訴

え
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
実
に
簡
単

で
す
。「
増
税
で
す
」と
。

畠や
は
り
、そ
う
な
り
ま
す
か
。

辛
坊

は
い
。「
国
民
の
皆
さ
ま
、
何
も

心
配
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
は
破
綻
し
ま
せ
ん
。皆
さ
ん
が

こ
れ
ま
で
使
わ
ず
に
た
め
た
お
金

が
あ
り
ま
す
か
ら
、政
府
が
全
部
、

税
金
と
し
て
も
ら
い
ま
す
」と

言
え
ば
い
い
の
で
す
。

政
府
に
は
徴
税
権
が
あ
り
、極
論

で
す
が
、国
民
が
た
め
た
貯
金
を

い
つ
で
も
税
金
と
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

畠国
民
に
と
っ
て
は
悪
夢
で
す
。そ
う

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

国
債
残
高
の
増
加
に
歯
止
め
を

か
け
る
、プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン

ス（
基
礎
的
財
政
収
支
）の
黒
字

化
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

辛
坊

確
か
に
懸
念
は
あ
り
ま
す
。
先
ほ

ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、貯
蓄
率
が

ず
っ
と
下
が
っ
て
き
て
い
て
、ゼ
ロ

に
近
い
と
こ
ろ
で
推
移
し
て
い
る
。

最
大
の
原
因
は
高
齢
化
で
す
。

畠65
歳
を
過
ぎ
て
職
も
な
く
な
っ

た
ら
、年
金
を
受
け
取
り
つ
つ
、

貯
蓄
を
切
り
崩
し
て
生
活
す
る

し
か
な
い
。

辛
坊

日
本
の
高
齢
化
は
40
年
続
き
ま

す
か
ら
、ゼ
ロ
に
近
づ
い
た
貯
蓄

率
は
や
が
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。

貯
蓄
率
が
大
き
く
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
た
瞬
間
に
、政
府
は
国
内
の

貯
蓄
で
国
債
を
買
っ
て
も
ら
え

な
く
な
る
。
そ
こ
で
政
府
が
新

た
に
発
行
し
た
国
債
を
外
国
に

買
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、

そ
の
金
利
は
３
％
、４
％
ど
こ
ろ
か
、

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ

う
に
５
％
、６
％
に
上
昇
し
て
も

不
思
議
が
な
い
の
で
す
。

仮
に
１
０
０
０
兆
円
の
借
金
を

抱
え
た
状
態
で
、国
債
の
平
均
金

利
が
４
％
に
上
昇
す
る
と
、利
払

い
分
だ
け
で
年
間
40
兆
円
に
な

り
ま
す
。

畠恐
ろ
し
い
事
態
で
す
ね
。２
０
１
８

年
度
の
税
収
は
過
去
最
高
の
60
兆

円
超
で
し
た
が
、利
率
が
６
％
な
ら

そ
れ
も
吹
き
飛
び
ま
す
。
辛
坊

さ
ん
の
い
ま
ほ
ど
の
仮
定
の
話
が

現
実
味
を
帯
び
ま
す
。

辛
坊

税
収
と
同
額
の
利
払
い
に
な
っ
た

ら
持
つ
は
ず
な
い
。
で
す
か
ら
、

過
去
の
借
金
は
一
旦
塩
漬
け
に

す
る
に
し
て
も
、せ
め
て
こ
の
先
、

政
府
が
毎
年
必
要
と
す
る
費
用

く
ら
い
は
税
収
で
賄
っ
て
、国
債

を
誰
か
に
買
っ
て
も
ら
う
と
い
う

こ
れ
ま
で
の
構
図
を
な
く
す
必
要

が
あ
る
。
政
府
が
２
０
２
５
年

度
ま
で
に
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン

ス
黒
字
化
を
目
指
し
て
い
ま
す

が
、そ
の
目
的
の
真
意
は
そ
こ
に

あ
り
ま
す
。

畠歳
出
の
抑
制
に
は
限
界
が
あ
り

ま
す
。
歳
入
、つ
ま
り
税
収
を
さ

ら
に
増
や
す
に
は
、先
ほ
ど
説
明

し
て
い
た
だ
い
た
経
常
収
支
の

黒
字
を
維
持
す
る
上
で
も
、経
済

成
長
が
不
可
欠
で
す
。ど
の
よ
う

な
処
方
箋
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

辛
坊

前
提
と
し
て
は
、
人
口
減
少
を

経
済
停
滞
の
言
い
訳
に
し
て
は

駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ

ど
平
成
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り

の
間
に
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
横
ば

い
で
、米
国
は
３
倍
に
な
っ
て
い

る
と
言
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
、米

国
の
人
口
は
こ
の
間
に
１
・
３
倍

に
し
か
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

畠日
本
の
人
口
減
少
が
始
ま
っ
た

の
は
２
０
１
２
年
か
ら
で
、平
成

の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
２
点
だ

け
を
見
比
べ
れ
ば
、わ
ず
か
に
人

口
は
増
え
て
い
ま
す
。

米
国
を
見
れ
ば
、た
と
え
高
齢
化

が
進
ん
で
も
、日
本
に
も
や
れ
る

こ
と
は
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

辛
坊

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、平
成

は
日
本
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
立
ち

遅
れ
た
時
代
で
し
た
。
令
和
で
は

そ
の
轍
を
踏
ま
な
い
こ
と
が
大
切

で
す
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
、ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、

ロ
ボ
ッ
ト
、
Ａ
Ｉ
、
自
動
運
転
、

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
包
含

し
た
第
４
次
産
業
革
命
に
乗
り

遅
れ
な
い
。こ
れ
ら
分
野
の
核
と

な
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、日
本
が

過
去
に
世
界
最
高
を
誇
り
ま
し

た
。
人
口
減
少
の
対
応
面
で
も

役
立
つ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、

そ
う
し
た
こ
と
こ
ろ
に
光
明
を

見
出
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

畠米
国
と
比
べ
、自
動
運
転
や
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
で
は
既
に

乗
り
遅
れ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す

が
、
今
後
の
挽
回
に
期
待
し
た

い
と
こ
ろ
で
す
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

財
政
収
支
の
黒
字
化

で
危
機
回
避
を

第
４
次
産
業
革
命

に
乗
り
遅
れ
る
な

しんぼうまさき。1949年大阪府生まれ。一橋大学商学部卒。住友銀行入行後、慶応義塾大学経営管理研究科1年制課程修了、コロンビア大学経営大学院修士
（MBA：優等卒業）取得。その後、住友銀行ニューヨーク信託会社社長、住友銀行アトランタ支店長、住友ファイナンスエイシア社長、住友銀行国際金融法人部長、
日本総合研究所国際事業本部長、日本総研情報サービス代表取締役専務などを歴任。実務を通じて接してきた世界の金融・経済の動向に詳しい。ニュース
キャスターの辛坊治郎氏は実弟。同氏との共著である『日本経済の真実―ある日、この国は破産します』、『日本経済の不都合な真実―生き残り7つの提言』のほか、
『知識ゼロからの会計入門』、『消費税、一体いくら足りないの？』などの著書がある（以上、すべて幻冬舎）。

2019年6月7日　東京都中央区日本橋にて

畠 

善
昭

畠
経
営
グ
ル
ー
プ
　
会
長

辛
坊 

正
記 

氏

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
経
済
評
論
家

「令和」の新時代を日本は迎えました。バブ
ル景気による経済活況の頂点とその崩壊後
の長期にわたる不況、リーマンショックによる
さらなる落ち込み、そしてアベノミクスによる
多少の持ち直しなど、平成の30年間は日本
経済に正負さまざまな局面を刻みました。

改元によるダッチロールからの“リセット”
を多くの国民は心の隅で密かに望んでいるで
しょうが、そうした過去の積み重ねの上に
立つ現在を劇的に変えることは残念ながら
できません。平成どころか昭和の時代から
積み上げられてきた負の遺産―財政赤字
と膨大な債務残高―が「令和」にも持ち
越され、日本を今後も呪縛していくでしょう。

そこで現実を直視するため、経営コンサル
タント・経済評論家の辛坊正記さんに今回、
対談をお願いしました。辛坊さんは実弟の
辛坊治郎さん（ニュースキャスター）との共著
『日本経済の真実』、『日本経済の不都合な
真実』でわが国の問題点を指摘すると共に、
改善に向けた処方箋を示しています。現状
への認識や今後に向けたご意見を伺いま
した。
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