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み
る
と
成
長
率
は
低
い
。
格

差
の
大
き
さ
を
示
す
ジ
ニ
係

数
や
貧
困
率
は
日
米
が
圧
倒

的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
財

政
収
支
は
、「
大
き
な
政
府
」

に
す
る
と
持
続
可
能
じ
ゃ
な

い
と
言
わ
れ
る
が
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
は
黒
字
国
家
だ
。
ア

メ
リ
カ
も
ド
イ
ツ
も
赤
字
だ

が
、日
本
は
大
赤
字
。景
気
の

良
い
時
に
大
企
業
や
高
額
所

得
者
の
減
税
を
や
っ
た
が
た

め
に
財
政
赤
字
が
拡
大
し

た
。
す
べ
て
に
失
敗
す
る
の

―
―

新
自
由
主
義
者
ら
は
、

景
気
悪
化
を
「『
構
造
改
革
』

が
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
か

ら
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

宗
教
と
同
じ
で
、
景
気
が

上
向
け
ば
「
改
革
」
の
成
果

で
、
失
敗
し
た
ら
信
仰
心
が

薄
い
か
ら
だ
と
言
う
。
彼
ら

は
「
市
場
の
神
様
に
信
仰
が

薄
い
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な

る
ん
で
す
よ
」
と
言
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。

　

よ
く
民
主
党
に
「
成
長
戦

略
が
な
い
」と
指
摘
す
る
が
、

彼
ら
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は

「
改
革
」
で
も
何
で
も
な

い
。「
規
制
を
や
め
ろ
」
と

セ
ル
の
よ
う
な
も
の
。
だ
け

ど
そ
れ
は
、
適
切
な
民
主
主

義
の
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら

は
「
政
府
は
ハ
ン
ド
ル
か
ら

手
を
離
せ
」と
求
め
て
い
る
。

「
構
造
改
革
」
を
や
っ
て
ど

う
い
う
社
会
が
出
来
上
が
る

か
を
問
う
て
も
、「
市
場
に

聞
い
て
く
れ
」
と
い
う
調
子

で
、
す
べ
て
を
市
場
に
委
ね

る
と
い
う
考
え
方
だ
。

　

市
場
に
は
神
様
が
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
単
な
る
弱
肉

強
食
、
優
勝
劣
敗
で
物
事
が

決
ま
る
だ
け
だ
。そ
の
結
果
、

何
で
も
お
金
で
換
算
し
て
、

―
―

昨
夏
の
総
選
挙
で
政
権

交
代
が
起
き
、「
構
造
改
革
」

か
ら
転
換
の
兆
し
が
見
え
始

め
て
い
る
。
新
政
権
の
政
策

を
ど
う
み
る
か
。

　

基
本
政
策
・
基
本
理
念
に

沿
っ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
ら

良
か
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も

唐
突
に
作
ら
れ
た
の
で
、
国

民
の
信
託
を
得
て
政
策
に
移

す
段
階
で
、
民
主
主
義
の
原

則
が
根
付
い
て
い
な
い
気
が

す
る
。
例
え
ば
、
国
民
は
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
を
政
策
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
（
全
体
）
で
選
ば
ざ

る
を
得
な
い
。
個
別
の
政
策

の
中
に
は
、
国
民
が
否
定
的

に
見
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
あ

る
か
ら
と
言
っ
て
、
強
行
し

て
も
良
い
と
い
う
理
屈
に
は

な
ら
な
い
。
国
民
の
支
持
が

無
い
場
合
で
も
、
普
遍
的
に

正
し
い
と
思
え
ば
、
国
民
を

説
得
し
な
が
ら
実
行
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
う

い
う
点
が
欠
け
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
民
主
主
義

の
存
在
を
必
要
だ
と
感
じ
、

幸
福
を
実
感
す
る
。だ
か
ら

こ
そ
、福
祉
の
た
め
に
負
担

し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

今
、
い
ろ
ん
な
国
で
よ
り

人
間
的
な
社
会
を
作
ろ
う
と

試
行
錯
誤
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
国
民
が
自
分
た
ち

の
国
で
最
も
世
界
で
良
い
モ

デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
努
力

し
て
、
人
間
の
社
会
・
歴
史

は
進
化
し
て
い
く
わ
け
だ
。

人
口
９
０
０
万
の
国
が
成
功

し
て
い
る
中
で
、「
１
億
人

の
人
口
だ
っ
た
ら
も
っ
と
素

晴
ら
し
い
社
会
が
で
き
る
は

ず
で
あ
る
」
と
考
え
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
を
乗
り
越
え
て
い

く
気
概
が
日
本
人
に
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　

世
界
は
一
つ
の
時
代
が
終

わ
り
を
告
げ
て
、
ど
う
い
う

社
会
に
な
っ
て
い
く
の
か
誰

に
も
分
か
ら
な
い
状
態
だ
。

一
人
ひ
と
り
の
か
け
が
え
の

な
い
能
力
を
出
し
合
っ
て
、

次
の
社
会
を
考
え
て
い
く
。

そ
れ
が
民
主
主
義
の
原
理
で

あ
っ
て
、
私
た
ち
の
未
来
は

民
主
主
義
で
決
め
る
し
か
な

い
。

な
い「
垂
直
的
再
分
配
」だ
と
、

所
得
は
不
平
等
に
な
っ
て
ア

メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う

に
貧
困
率
も
高
ま
る
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
現
金
給
付
を
も

ら
う
貧
し
い
階
層
と
税
を
負

担
す
る
階
層
を
分
断
し
、
負

担
す
る
階
層
は
納
税
者
の
反

乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
日
本

で
も
、
受
給
し
て
い
る
人
と

し
て
い
な
い
人
の
格
差
が
広

が
り
、
バ
ッ
シ
ン
グ
が
厳
し

く
な
っ
て
生
活
保
護
の
加
算

が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
矛
盾
が
出
て
い
る
。
す

べ
て
の
人
に
対
す
る
社
会
的

サ
ー
ビ
ス
給
付
と
現
金
給
付

を
合
わ
せ
、
福
祉
を
再
編
成

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
が
一

つ
の
価
値
基
準
に
し
て
い
る

言
葉
に
「
オ
ム
ソ
ー
リ
」

（omsorg

）
が
あ
る
。
社
会

サ
ー
ビ
ス
を
表
現
す
る
言
葉

だ
が
、本
来
の
意
味
は「
悲
し

み
を
分
か
ち
合
う
こ
と
」だ
。

人
間
に
と
っ
て
の
生
き
が
い

は
、
他
者
に
自
己
の
存
在
が

必
要
だ
と
実
感
で
き
る
と
き

で
あ
る
。
悲
し
み
を
分
か
ち

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い

平
的
再
分
配
」
が
高
く
な
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
病
気
に
な

っ
て
も
医
療
費
は
ほ
ぼ
無

償
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
れ
ば

育
て
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
や

現
金
が
給
付
さ
れ
る
。
社
会

的
サ
ー
ビ
ス
が
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
貧
困
や
格
差
を
抑
え

込
む
よ
う
に
な
る
。

　

貧
し
い
人
に
し
か
給
付
し

で
政
策
が
効
率
的
に
行
わ
れ

た
か
を
評
価
し
、
次
の
予
算

編
成
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

当
た
り
前
だ
。
ど
う
い
っ
た

観
点
で
予
算
を
組
む
の
か
を

示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
仕
分
け

を
し
て「
ム
ダ
だ
」と
言
っ
て

も
話
に
な
ら
な
い
。
民
間
委

員
に
し
て
も
、
学
者
を
含
め

て
小
泉
・
竹
中「
改
革
」を
進

め
た
人
た
ち
ば
か
り
だ
。「
効

率
化
」や「
官
か
ら
民
へ
」と

い
う
議
論
が
飛
び
交
い
、
自

公
政
権
時
代
と
ま
っ
た
く
同

じ
こ
と
が
行
わ
れ
、
削
ら
れ

た
。
何
を
基
準
に
仕
分
け
し

た
の
か
が
問
わ
れ
る
。

は
人
々
が
意
思
決
定
に
参
加

す
る
社
会
で
あ
り
、
民
主
党

の
ス
タ
ン
ス
も
国
民
が
政
治

に
参
加
し
て
い
く
も
の
に
改

―
―

「
構
造
改
革
」で
、
医
療

は
崩
壊
に
瀕
し
、
国
民
生
活

は
危
機
に
陥
っ
て
い
る
。
自

公
前
政
権
が
進
め
た
「
構
造

改
革
」
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

「
構
造
改
革
」が
、格
差
や

貧
困
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
今

日
の
状
況
を
招
い
た
。

　

小
泉
政
権
を
支
え
た
竹
中

平
蔵
氏
ら
の
理
屈
は
、
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
と
言
っ

て
、
豊
か
な
者
が
よ
り
豊
か

に
な
れ
ば
、
貧
し
い
人
に
富

が
自
動
的
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
例
え

ば
、
人
間
の
消
費
欲
求
に
は

限
り
が
あ
る
の
で
、
あ
る
程

度
満
た
さ
れ
れ
ば
自
分
の
使

用
人
の
報
酬
を
上
げ
る
、
と

い
っ
た
具
合
だ
。
そ
の
た
め

に
「
小
さ
な
政
府
」
を
主
張

し
、
所
得
税
の
最
高
税
率
や

法
人
税
率
を
引
き
下
げ
、
金

持
ち
向
け
の
減
税
を
推
進
し

た
（
グ
ラ
フ
）。
し
か
し
、

　

新
自
由
主
義
の「
構
造
改
革
」路
線
が
破
た
ん
し
、
新
政
権
が
誕
生
し
た
。
激
動
の
時
代

の
中
で
日
本
が
ど
こ
に
向
か
い
、
そ
し
て
社
会
保
障
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。「
構
造
改
革
」

を
批
判
し
続
け
て
き
た
神
野
直
彦
氏
（
関
西
学
院
大
学
教
授
）
に
聞
い
た
。（
編
集
部
）

神
野
直
彦
・
関
西
学
院
大
学
教
授
に
聞
く

神
野
直
彦
・
関
西
学
院
大
学
教
授
に
聞
く

日
本
、社
会
保
障
は
ど
こ
へ

日
本
、社
会
保
障
は
ど
こ
へ

「
大
き
な
政
府
」
の
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
や
ド
イ
ツ
を
比
較

（
表
）す
る
と
、「
構
造
改
革
」

の
成
果
が
よ
く
分
か
る
。

「
小
さ
な
政
府
」
に
す
る
と

経
済
成
長
す
る
、
と
良
く
言

わ
れ
る
。
２
０
０
１
年
〜
06

年
の
経
済
成
長
率
を
み
る
と

確
か
に
ア
メ
リ
カ
は
３
・
０

％
と
伸
び
て
い
る
。し
か
し
、

日
本
は
い
ざ
な
ぎ
景
気
を
超

え
る
経
済
成
長
を
持
続
し
て

い
た
時
代
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
１
・
４
％
と
国
際
的
に

は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
そ

れ
を
見
事
に
や
っ
て
の
け
た

の
が
日
本
だ
。
こ
れ
が
「
構

造
改
革
」
の
結
果
で
あ
る
。

い
う
議
論
は
成
り
立
た
な
く

な
っ
た
わ
け
だ
。

　

「
小
さ
な
政
府
」
を
自
認

す
る
ア
メ
リ
カ
や
日
本
と
、

政
府
を
小
さ
く
し
て

政
治
的
な
権
力
を
小

さ
く
す
る
と
、
富
が

人
を
動
か
す
権
力
に

成
り
代
わ
っ
た
。
富

が
蓄
積
さ
れ
、
ト
リ

ク
ル
ダ
ウ
ン
す
る
と

こ
ぼ
れ
落
ち
な
い
富

―
―

新
し
い
社
会
を
模
索
す

る
中
で
、
社
会
保
障
は
ど
こ

に
向
か
う
べ
き
か
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ

ー
ク
が
格
差
や
貧
困
が
非
常

に
少
な
い
の
は
、
生
活
保
護

の
よ
う
に
真
に
貧
し
い
人
に

限
定
し
た
給
付
で
は
な
く
、

育
児
や
養
老
、
医
療
、
教
育

な
ど
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
を
す

べ
て
の
人
に
提
供
す
る
「
水

め
る
は
ず
だ
っ
た
。
し

か
し
、
政
治
が
テ
レ
ビ

で
見
て
楽
し
む
観
客
社

会
に
な
り
始
め
て
い
る

印
象
を
受
け
る
。
こ
れ

は
非
常
に
危
険
で
、
フ

ァ
シ
ズ
ム
に
走
っ
て
し

〝
市
場
〞信
仰
の
愚

ゆ
ら
ぐ
民
主
主
義

悲
し
み
を
分
か
ち
合
う

言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
簡
単

に
言
え
ば
、
市
場
経
済
と
い

う
の
は
社
会
を
動
か
す
ア
ク

す
べ
て
を
市
場
で
判
断
す

る
、
と
い
う
価
値
観
が
定
着

し
て
し
ま
っ
た
。

ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

　

事
業
仕
分
け
で
も
、
何
の

た
め
に
や
っ
て
い
る
の
か
分

か
ら
な
い
。
財
政
学
者
の
立

場
か
ら
指
摘
す
れ
ば
、
予
算

を
立
て
、決
算
を
行
い
、そ
こ

す
べ
て
に
失
敗
し
た「
構
造
改
革
」

現
物
給
付
で
福
祉
の
再
編
成
を

政府の大
きさ（社
会的支出
GDP比）

経　済
成長率
（01-06
平均）

格　　差
ジニ係数

貧困率
（相対貧
困率）

財政収支
（01-06
平均）

アメリカ 14.8％ 3.0％ 0.357 17.1％ △2.8％

ド イ ツ 27.4％ 1.2％ 0.277 9.8％ △2.7％

スウェーデン 29.8％ 2.6％ 0.243 5.3％ 1.4％

日　　本 16.9％ 1.4％ 0.314 15.3％ △6.7％

政府の大きさと経済的パフォーマンス

（注）政府の大きさ：2001年、格差：2000年、貧困：2000年のデー
タに基づく。財政収支と経済成長率は2001年から2006年まで
の平均。

（出所）OECDの資料に基づいて宮本太郎北海道大学教授の作成
した資料より神野氏作成

じんの・なおひこ　1946年生まれ。東京大学
大学院経済学研究科・経済学部教授を経て、
2008年より関西学院大学人間福祉学部教授。
東京大学名誉教授。財政学・地方財政論。総
務省地方財政審議会会長。著書に『人間回復の
経済学』（岩波新書）、『財政学』（有斐閣）ほか。
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