
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
付
与
し
た
に
過
ぎ

な
い
、
と
い
う
点
だ
。
つ
ま
り
、

今
の
民
主
党
の
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト

か
ら
人
へ
」
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
か
つ
て
の
自
由
民
主
党
政
策

の
「
残
像
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

彼
ら
は
そ
の
路
線
を
凄す

さ

ま
じ
く
過

激
に
推
進
し
た
た
め
に
「
公
共
事

業
縮
小
路
線
の
根
本
的
な
誤
り
」

が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
形
で

浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
こ
そ
、
自
由
民
主
党

が
「
野
党
」
に
下
っ
た
歴
史
的
意

義
の
一
つ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

け
る
限
り
、
日
本
が
「
亡
国
」
へ

の
道
へ
と
進
ん
で
し
ま
う
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
日
本
を
そ
の
亡
国
の
危

機
の
淵ふ

ち

か
ら
救
い
出
す
こ
と
を
企

図
す
る
な
ら
、
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト

か
ら
人
へ
」
を
叫
ぶ
よ
う
な
政
権

は
、
絶
対
に
打
倒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
と
き
に
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
現
在
の
民
主
党

政
権
は
、
自
由
民
主
党
の
橋
本
政

権
に
端
を
発
し
、
小
泉
政
権
で
徹

底
的
に
推
進
さ
れ
た
「
公
共
事
業

縮
小
路
線
」
に
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト

か
ら
人
へ
」
な
る
分
か
り
や
す
い

　

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
叫
び
つ
つ
政

権
の
座
に
つ
き
、
そ
れ
を
推
進
せ

ん
と
し
た
民
主
党
政
権
を
打
倒
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
さ
な
が
ら
自

ら
の
内
に
あ
る
「
膿う

み

」
を
絞
り
出

す
か
の
ご
と
く
に
、
日
本
を
亡
国

の
危
機
の
淵
に
ま
で
追
い
や
る

「
公
共
事
業
縮
小
路
線
」
と
決

別
す
る
―――
こ
う
し
た
政
策
上

の
大
転
換
を
図
る
「
絶
好
の
好

機
」
を
、
自
由
民
主
党
は
「
下
野
」 

し
た
か
ら
こ
そ
得
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

無
論
、
そ
う
し
た
評
価
は
、
後

世
の
政
治
史
家
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き

も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
近
い

将
来
に
政
権
を
奪
取
し
た
暁
に
再

び
「
公
共
事
業
縮
小
路
線
」
を
踏

襲
し
続
け
る
の
か
否
か
は
、
わ
れ

わ
れ
現
代
人
の
選
択
に
他
な
ら
な

い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
如い

何か

な
る
意
味
に
お
い
て
「
公
共
事

業
縮
小
路
線
が
国
を
亡
ぼ
す
」
の

か
を
冷
静
に
理
解
し
つ
つ
、
な
す

べ
き
公
共
事
業
の
か
た
ち
を
真し

ん

摯し

に
考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。

　

そ
も
そ
も
、
公
共
事
業
と
は
公

共
の
た
め
の
事
業
だ
。
そ
し
て
政

治
と
い
う
も
の
が「
公
共
の
た
め
」

の
も
の
で
あ
る
以
上
、
公
共
事
業

は
自
ず
と
政
治
の
営
み
の
中
心
に

据
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
。事
実
、

何
千
年
も
の
世
界
史
と
日
本
史
に

登
場
す
る
全
て
の
政
治
家
は
、
治

山
や
治
水
と
い
っ
た
公
共
事
業
を

政ま
つ
り
ご
との
中
心
に
据
え
続
け
て
き
た

で
は
な
い
か
。そ
う
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
を
た
だ
「
闇や

み

雲く
も

」
に
削
減
す

る
よ
う
な
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら

人
へ
」
路
線
は
、「
狂
気
の
沙
汰
」

以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

図
ら
ず
も
野
党
に
下
っ
た
こ
の

「
危
機
」
を
、
絶
好
の
「
好
機
」

と
捉
え
る
精
神
の
力
量
を
遺
憾
な

く
発
揮
し
、
日
本
を
救
う
た
め
の

諸
事
業
を
力
強
く
進
め
ん
と
す
る

政
権
を
築
き
上
げ
ら
れ
ん
こ
と
を

強
く
祈
念
し
つ
つ
、
本
連
載
を
終

え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

１
９
５
５
年
９
月
、
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

（
北
大
西
洋
条
約
機
構
）
加
盟
を
実
現
さ
せ
た
直
後
の
コ

ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
地
に
入
っ

た
。
西
側
政
治
指
導
者
の
ソ
連
訪
問
は
、
こ
れ
が
最
初
の

事
例
で
あ
っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
訪
ソ
の
結
果
、
ド
イ

ツ
人
捕
虜
の
即
時
帰
還
、
西
ド
イ
ツ
と
ソ
連
の
国
交
樹
立

が
成
っ
た
。

「
力
」
を
背
景
に
し
た
対
ソ
外
交

　

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、「
再
軍
備
」
と
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
」

で
担
保
さ
れ
た
「
力
」
を
背
景
に
し
て
、
ソ
連
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
の
再
統
一
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、こ
う
し
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
当
初
の
意
図
は
、

空
振
り
に
終
わ
っ
た
。
ソ
連
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
来
訪

後
、
東
ド
イ
ツ
に
国
家
承
認
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
「
二
つ
の
ド
イ
ツ
」
の
現
状
を
固
定
す
る
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
再
統
一
を
考
慮
し
て
い
た

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
に
は
、
受
け
容い

れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
東
ド
イ
ツ
と
国
交
を
樹
立
し

た
国
々
と
は
外
交
関
係
を
結
ば
な
い
こ
と
を
趣
旨
と
す
る

「
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
原
則
」
を
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
。

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
方
針
は
、
西
方
と
の
提
携
を
加
速
さ
せ

た
も
の
の
、
東
方
と
の
関
係
を
膠こ

う

着ち
ゃ
くさ
せ
た
。

　

こ
う
し
た
膠
着
状
況
が
打
開
さ
れ
る
の
は
、
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
の
退
陣
後
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
エ
ア
ハ
ル
ト
、
ク

ル
ト
・
キ
ー
ジ
ン
ガ
―
の
２
代
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
（
キ
リ
ス
ト
教

民
主
同
盟
）
主
導
内
閣
を
経
て
、
ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト

を
首
班
と
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｄ（
社
会
民
主
党
）主
導
内
閣
が
発
足

し
て
以
降
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
放
棄
と
国
民
政
党

へ
の
脱
皮
を
趣
旨
と
す
る
「
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク

綱
領
」
の
採
択
、
そ
し
て
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
を
首
班
と
す
る

「
大
連
立
内
閣
」
へ
の
参
加
と
い
う
手
順
を
既
に
踏
ん
で

い
た
ブ
ラ
ン
ト
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
閣
は
、「
自
由
主
義
陣
営
の
ド
イ

ツ
」と「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
の
ド
イ
ツ
」と
い
う
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
以
来
の
路
線
を
否
定
せ
ず
、
そ
の
足
ら
ざ
る
を
補
う

意
味
合
い
で「
東
方
外
交
」を
展
開
し
た
。「
東
方
外
交
」の

結
果
、１
９
７
２
年
８
月
に
東
ド
イ
ツ
の
国
家
承
認
と
東

西
両
ド
イ
ツ
の
国
交
回
復
、そ
し
て「
国
境
の
不
可
侵
性
」

を
趣
旨
と
す
る
モ
ス
ク
ワ
条
約
、そ
の
４
カ
月
後
に
は
ポ

ー
ラ
ン
ド
と
の
間
で
関
係
正
常
化
と
「
既
存
の
国
境
の
不

可
侵
性
」の
承
認
と
を
趣
旨
と
す
る
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
が
、

そ
れ
ぞ
れ
署
名
さ
れ
た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
の
ユ

ダ
ヤ
人
追
悼
碑
の
前
で
祈
り
を
捧さ

さ

げ
た
ブ
ラ
ン
ト
の
姿

は
、ド
イ
ツ
と
東
方
と
の「
和
解
」を
象
徴
し
た
の
で
あ
る
。

後
輩
政
治
家
が
完
成
さ
せ
た
再
統
一

　

も
っ
と
も
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
再
統
一
と
い
う
西
ド
イ

ツ
の
国
是
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
を
決
定
的
に
促
し
た

の
は
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
披
露
し
た
よ
う
な
「
力
」
重
視

の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
１
９
９
０
年
10
月
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・

コ
ー
ル
の
執
政
期
に
再
統
一
が
実
現
し
た
折
、
そ
の
再
統

一
の
実
態
は
、
「
西
」
に
よ
る
「
東
」
の
「
吸
収
合
併
」

で
あ
っ
た
。
東
ド
イ
ツ
は
、
連
邦
国
家
と
し
て
の
西
ド
イ

ツ
に
「
新
連
邦
州
」
と
し
て
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
体
裁
で
の
再
統
一
は
、
分
断
の
45
年
の
歳
月
の
中

で
東
西
に
生
じ
た
途
方
も
な
い
経
済
上
の
「
格
差
」
を
反

映
し
て
い
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｄ
（
社
会
主
義
統
一
党
）
独
裁
下
の

東
ド
イ
ツ
は
、
社
会
主
義
諸
国
で
は
「
優
等
生
」
と
称
さ

れ
た
に
せ
よ
、そ
の
末
期
に
は
党
と
政
府
に
お
け
る
腐
敗
、

経
済
破
綻
、
そ
し
て
環
境
破
壊
に
直
面
し
た
。
東
西
両
ド

イ
ツ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
差
は
、
再
統
一
直
後
の
１
９
９
１
年
時

点
で
実
に
10
倍
に
開
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
条
件
の

下
で
の
再
統
一
は
、
西
ド
イ
ツ
経
済
に
甚
大
な
負
担
を
求

め
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
、
西
ド
イ
ツ
は
、
再

統
一
に
関
わ
る
負
担
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
デ
ナ

ウ
ア
ー
執
政
期
の
「
経
済
の
奇
跡
」
以
来
、
西
ド
イ
ツ
が

営
々
と
積
み
重
ね
た
経
済
上
の
「
力
」
は
、
再
統
一
の
段

階
で
、
そ
の
裏
付
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
ド
イ
ツ
再
統
一
へ
の
模
索
は
、
未
完

に
終
わ
っ
た
。
そ
の
未
完
の
模
索
の
完
成
は
、
ブ
ラ
ン
ト

を
含
む
後
輩
政
治
家
の
努
力
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

対
外
政
策
に
お
い
て「
蓄
積
」が
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
所ゆ

え
ん以

を
示
し
て
い
る
。

「
蓄
積
」重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
対
外
政
策

〈69〉

　

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

で
は
国
が
亡ほ

ろ

び
る
。

　
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」を

進
め
る
限
り
、「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」

で
つ
く
ら
れ
た
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽

化
問
題
が
放
置
さ
れ
、
日
本
の
文

明
が
根
底
か
ら
「
廃は

い

墟き
ょ

化
」
し
て

し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

を
進
め
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で
き

た
道
路
や
橋
、
学
校
な
ど
の
「
耐

震
化
」
を
怠
れ
ば
、
将
来
「
確
実
」

に
起
こ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
首

都
・
東
京
や
日
本
の
太
平
洋
ベ
ル

ト
地
帯
を
直
撃
す
る
巨
大
地
震
に

よ
っ
て
日
本
国
家
は
致
命
的
な
被

害
に
遭
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

を
推
し
進
め
、
効
果
的
な
財
政
出

動
が
控
え
ら
れ
続
け
る
限
り
、
日

本
は
深
刻
な
デ
フ
レ
不
況
か
ら
抜

け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
図
を

参
照
さ
れ
た
い
）
。
そ
の
結
果
、

わ
が
国
は
数
千
兆
円
ひ
い
て
は
１

京
円
と
い
う
想
像
を
絶
す
る
経
済

損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
「
コ
ン
ク
リ
ー

ト
か
ら
人
へ
」
は
、
イ
ン
フ
ラ
投

資
と
い
う
将
来
の
国
民
の
た
め
の

お
カ
ネ
を
、
社
会
保
障
費
と
い

う
形
で
現
在
に
生
き

る
自
分
た
ち
の
た
め

だ
け
に
使
う
、
と
い

う
方
針
だ
。
そ
れ
は

さ
な
が
ら
「
子
供
を

顧
み
な
い
享
楽
的
な

親
」
の
よ
う
に
、
現

世
代
に
よ
る
将
来
世

代
に
対
す
る
「
裏
切

り
行
為
」
に
他
な
ら

な
い
。
そ
ん
な
「
享

楽
的
な
親
」
の
子
供

は
貧
困
に
あ
え
ぐ
か

野
垂
れ
死
に
す
る
か

し
か
な
い
。

　

つ
ま
り
「
コ
ン
ク

リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

な
る
財
政
方
針
を
続

「公共事業の縮小路線」に決別を 公
共
事
業
が
日
本
を
救
う

京
都
大
学
大
学
院
教
授

藤
井
　
聡

【最終回】

デ
フ
レ
不
況
か
ら
の
脱
却
を
阻
む

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」路
線

保
守
政
治
家
の
肖
像 

補
論

　  

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー 

⑦

政
策
転
換
の
「
絶
好
の
好
機
」

日本の１人あたり名目GDPの国際順位の推移と公共事業の削減・拡大
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公共事業
削減

公共事業
削減公共事業

拡大

日本のGDP順位は、公共事業を大きく削減した橋本政権下でいったん低下したもの
の、大規模な公共投資を行った小渕政権で復活する。しかし、その後公共投資が再
び削減され、公共事業関係費をピークの半分程度にまでに大幅に削減した小泉政権
下で（安倍政権下で下げ止まるまでの間に）、日本のGDP順位は決定的に凋落した。
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