
２
０
１
３
年
度
の
家
計
貯
蓄
率
が
つ
い
に
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
た
と
報
道
さ
れ
た
の
が
昨
２
０
１
５
年
１
月
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
話
題
な
の

だ
が
、
マ
ク
ロ
経
済
と
景
気
に
与
え
る
影
響
は
、
も
ち
ろ

ん
大
き
い
。
本
稿
が
刊
行
さ
れ
る
直
後
に
は
、
14
年
度
の

貯
蓄
率
が
公
表
さ
れ
る
と
思
う
の
で
、
公
表
値
を
ど
う

な
の
で
、
年
金
基
金
の
増
減
を
可
処
分
所
得
に
加
え
て
、

こ
れ
が
消
費
額
よ
り
大
き
け
れ
ば
、
家
計
貯
蓄
率
は
プ

ラ
ス
に
な
る
。

日
本
は
国
際
的
に
み
て
貯
蓄
率
の
高
い
国
だ
と
言
わ

れ
て
き
た
。
１
９
７
０
年
代
は
20
％
を
超
え
て
い
た
。
こ

れ
が
近
年
急
速
に
低
下
し
て
き
た
最
大
の
理
由
は
高
齢

○
貯
蓄
率
は
マ
イ
ナ
ス
が
当
た
り
前
に
な
る

そ
し
て
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
同
年
４
月
の
消
費

は
少
な
い
の
で
、
２
０
１
４
年
度
の
家
計
貯
蓄
率
は
「
揺

り
戻
し
」
で
プ
ラ
ス
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
14

年
度
第
１
四
半
期
（
４
月
か
ら
６
月
の
３
カ
月
）
は
、
政

府
が
心
配
す
る
ほ
ど
消
費
が
停
滞
し
、
こ
れ
が
二
度
目
の

消
費
増
税
の
先
送
り
の
主
因
で
も
あ
っ
た
。
結
論
を
言
え

ば
、
14
年
度
の
家
計
貯
蓄
率
は
プ
ラ
ス
に
な
る
は
ず
で
、

問
題
は
、
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
も
プ
ラ
ス
だ
と
考
え
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
14
年
度
は
「
揺
り
戻
す
」
と

し
て
も
、
そ
れ
以
降
は
、
や
は
り
趨
勢
的
に
低
下
し
て
い

き
、
い
ず
れ
マ
イ
ナ
ス
が
常
態
に
な
る
と
考
え
て
お
く
べ

き
な
の
で
あ
る
。

買
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
と
き
何
が
お
き
る
か
と
い
う
の
は
、
実
は
誰
に
も

わ
か
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
経
験
的
に
は
わ
か
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
量
的
緩
和
は
、
過
去
に
例
を
見
な
い
、

実
験
的
な
金
融
政
策
だ
か
ら
で
あ
る
。

米
国
が
先
行
例
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る
と
思
う
が
、

実
は
米
国
の
量
的
緩
和
と
日
本
の
も
の
と
は
、
や
っ
て
い

る
こ
と
が
か
な
り
違
う
。
米
国
の
量
的
緩
和
は
、
主
に
、

住
宅
ロ
ー
ン
証
券
と
い
う
、
日
本
に
存
在
し
な
い
も
の

を
、
中
央
銀
行
が
買
い
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
の
住
宅
ロ
ー
ン
証
券
が
大
量
に
出

回
り
、
返
済
が
難
し
く
な
っ
た
も
の
を
買
い
集
め
て
い
た

と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
国
債
も
買
っ
て
い
る
が
量

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
つ
ま
り
、
米
国
を
見
て
い
れ

ば
、
日
本
の
量
的
緩
和
収
束
の
シ
ナ
リ
オ
が
見
え
て
く
る

か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
、
図
２
の
よ
う
に
日
本
の
国
債
発
行
残
高
は
突
出
し
て

い
る
。
こ
れ
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
の
か
。
量
的
緩
和
以

上
に
実
験
的
、
革
新
的
政
策
が
必
要
な
段
階
に
さ
し
か

か
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

武
藤
泰
明

連載
第10回

 経営者目線
 で読む
 景気動向  

解
釈
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て

み
た
い
。

ま
ず
家
計
貯
蓄
率
と
い
う
概
念
を
簡
単
に
説
明
す
る

と
、
所
得
か
ら
税
や
社
会
保
障
を
引
い
た
も
の
が
「
可
処

分
所
得
」
で
あ
る
。
や
や
厳
密
に
言
う
と
、
社
会
保
障
の

中
に
は
公
的
年
金
が
含
ま
れ
る
。
公
的
年
金
は
将
来
（
老

後
）
支
払
っ
て
も
ら
え
る
。
つ
ま
り
貯
蓄
み
た
い
な
も
の

化
で
あ
る
。
低
下
し
た
と
言
っ
て
も
プ
ラ
ス
は
プ
ラ
ス
だ

っ
た
の
だ
が
、
２
０
１
３
年
度
に
な
っ
て
「
い
き
な
り
」

マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
の
は
、
14
年
４
月
の
消
費
増
税
を
控

え
、
年
度
末
の
３
月
に
い
わ
ゆ
る
駆
け
込
み
需
要
が
起
き

た
た
め
で
あ
る
。
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家
計
貯
蓄
率
マ
イ
ナ
ス
の
行
方

○
問
題
は
マ
ク
ロ
に
あ
る

家
計
貯
蓄
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
の
何
が
問
題

な
の
か
。
ま
ず
ミ
ク
ロ
、
つ
ま
り
個
人
レ
ベ
ル
で
考
え
て

み
る
。
あ
る
高
齢
者
が
、
世
帯
年
収
（
可
処
分
所
得
）
２

０
０
万
円
で
、
消
費
支
出
が
４
０
０
万
円
で
あ
っ
た
と
す

る
。
貯
蓄
率
は
、
マ
イ
ナ
ス
１
０
０
％
で
あ
る
。
で
は
こ

れ
が
困
る
か
と
い
う
と
、
４
０
０
万
円
の
支
出
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
高
齢
者
が
現
役
時
代
に
資
産
を
蓄

え
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幸
福
な
状

態
で
あ
る
。
高
齢
化
が
進
ん
で
い
く
中
で
、
貯
蓄
率
が
マ

イ
ナ
ス
に
な
る
高
齢
者
世
帯
が
増
え
る
。
結
果
と
し
て
家

計
貯
蓄
率
が
低
下
し
て
い
く
の
は
、
自
然
な
こ
と
だ
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
議
論
が
異
な

る
。
家
計
貯
蓄
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

個
人
の
資
産
が
日
本
全
体
と
し
て
減
少
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
資
産
の
多
く
は
銀
行
等
の
預
貯
金
だ

が
、
預
貯
金
の
一
部
は
日
本
国
債
に
投
資
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
国
債
を
買
い
支
え
て
き
た
の
で
、
国
債
の
９
割

以
上
が
日
本
の
法
人
や
個
人
に
保
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う

図
式
で
あ
る
。

そ
し
て
現
在
は
日
銀
が
量
的
緩
和
で
国
債
を
買
い
集

め
て
い
る
。
年
間
80
兆
円
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
が
国
債

を
発
行
し
続
け
て
も
国
債
が
余
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

こ
の
結
果
と
し
て
、
国
債
の
価
格
は
高
い
。
つ
ま
り
長
期

金
利
が
低
い
の
で
、
預
金
金
利
も
低
い
ま
ま
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
国
民
は
せ
っ
せ
と
預
貯
金
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
分
の
利
息
収
入
を
減
ら
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
現
在
は
、
日
銀
が
国
民
の
利
息
収
入
を

減
ら
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

○
物
価
が
上
が
っ
て
も
金
利
は
上
が
ら
な
い

問
題
は
、
こ
う
や
っ
て
金
利
を
押
し
下
げ
て
い
る
日
銀

が
、
物
価
上
昇
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
き

る
。
ま
ず
企
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
実
質
金
利
と
い
う
概

念
が
あ
る
。
式
と
し
て
は
「
借
入
金
利
マ
イ
ナ
ス
物
価
上

昇
率
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
価
上
昇
率
（
イ
ン
フ
レ

率
）
が
高
け
れ
ば
、
実
質
的
な
借
入
金
利
は
低
く
な
る
。

そ
う
な
れ
ば
設
備
投
資
な
ど
を
目
的
と
し
た
借
り
入
れ

が
増
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら

は
、
金
利
が
低
く
、
か
つ
イ
ン
フ
レ
で
あ
る
こ
と
が
好
ま

し
い
。

し
か
し
金
利
が
低
い
ま
ま
で
イ
ン
フ
レ
に
な
る
と
、
金

利
生
活
者
、
典
型
的
に
は
高
齢
者
が
暮
ら
し
に
く
く
な

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
ぎ
の
消
費
増
税
が
上
乗
せ
さ
れ

る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
家
計
貯
蓄
率
マ
イ
ナ
ス
が
常
態

と
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
前
倒
し
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、

発
行
さ
れ
る
国
債
を
買
い
支
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

○
量
的
緩
和
を
や
め
ら
れ
る
か

日
銀
は
、
い
ず
れ
量
的
緩
和
を
や
め
る
つ
も
り
の
は
ず

で
あ
る
。
や
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
債
の
買
い
入
れ
を

や
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
買

い
入
れ
続
け
て
き
た
国
債
を
放
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
市
場
は
、
今
後
国
債
が

過
剰
に
流
通
し
、
価
格
が
下
が
る
（
金
利
が
上
が
る
）
こ

と
を
予
見
す
る
。
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
で
言
え
ば
、
長
期

金
利
上
昇
を
「
織
り
込
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

な
る
と
、
低
金
利
で
は
国
債
を
発
行
で
き
な
く
な
る
し
、

す
で
に
発
行
さ
れ
た
国
債
も
、
低
価
格
（
高
金
利
）
で
売

図1  家計貯蓄率の推移
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