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デ
フ
レ
下
な
が
ら
、
日
本
経
済
は
ま
た
短

期
循
環
的
回
復
局
面
に
入
っ
た
よ
う
だ
。
成

長
率
は
予
想
を
上
回
り
、
日
経
平
均
株
価
も

昨
年
四
月
を
底
に
上
昇
し
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
れ
で
安
心
で
き
る
よ
う
な
状

況
で
は
な
い
。
失
業
率
は
依
然
と
し
て
高

･

く
、
大
学 
高
校
生
の
就
職
率
は
低
い
。
社

員
の
パ
ー
ト
化
は
ま
す
ま
す
進
み
、
地
方
経

済
の
悪
化
も
一
層
深
刻
化
し
て
い
る
。
日
本

経
済
の
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の 
乖  
離 
が
明
確

か
い 

り

と
な
っ
て
き
た
。
大
企
業
の
収
益
向
上
は
リ

ス
ト
ラ
に
よ
る
面
が
大
き
い
。
こ
れ
は
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
国
際
競
争
が
激

化
し
た
か
ら
で
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強

ま
っ
て
い
く
。
終
わ
り
な
き
大
競
争
に
対
処

す
べ
く
企
業
の
国
境
を
越
え
た
活
動
は
一

層
顕
著
と
な
り
、
そ
の
し
わ
寄
せ
は
個
人
、

中
小
企
業
、
そ
し
て
地
方
経
済
へ
と
広
が
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
好
況
と
い
う
企
業
収
益
の

上
昇
が
、
国
民
生
活
の
向
上
に 
繋 
が
ら
な
く

つ
な

な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
相
矛
盾
す

る
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
き
た
。

　

日
本
経
済
を
巡
る
環
境
が
二
百
年
ぶ
り

の
「
大
変
化
」
に
直
面
し
て
い
る
の
だ
。
日

本
が
、
西
洋
文
明
と
接
触
し
た
の
は
百
五
十

年
前
。
そ
れ
よ
り
わ
ず
か
五
十
年
程
前
か
ら

国
民
国
家
と
産
業
革
命
が
進
行
し
、
国
家
と

経
済
が
一
体
化
す
る
「
国
民
経
済
」
が
歴
史

の
方
向
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
誠
に
日
本

に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
。
言
語
と
価
値
観

が
同
質
化
し
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
追
い

風
が
吹
い
て
い
た
の
だ
。
明
治
維
新
や
第
二

次
世
界
大
戦
と
大
き
な
苦
し
み
を
な
め
な

が
ら
も
、
歴
史
は
常
に
わ
れ
ら
が
味
方
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
経
済
大

国
日
本
を
作
り
上
げ
た
。

　

し
か
し
中
央
集
権
化
が
進
み
、
個
人
も
地

域
も
画
一
化
し
、
没
個
性
化
し
た
。
長
い
歴

史
の
知
恵
た
る
日
本
の
優
れ
た
文
化
も
忘

れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
特
に
第
二
次
大
戦
敗
戦

後
は
、
冷
戦
の
開
始
も
あ
っ
て
ア
メ
リ
カ
依

存
一
辺
倒
と
な
り
、
国
家
の
価
値
観
や
「
国

益
」
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
九
〇

年
を
挟
ん
で
ベ
ル
リ
ン
の
壁
と
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
が
崩
壊
し
て
冷
戦
は
終
わ
っ
た
。

　

よ
う
や
く
明
確
と
な
っ
て
き
た
二
十
一

世
紀
の
歴
史
の
方
向
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
ア
メ
リ
カ
帝
国
化
で
あ
る
。
こ
れ

は
日
本
が
大
成
功
し
た
一
国
経
済
中
心
的

な
「
国
民
経
済
」
と
は
全
く
異
な
る
。
む
し

ろ
歴
史
の
流
れ
の
方
向
は
逆
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
当
然
日
本
に
と
っ
て
大
逆
風
が
吹
い

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
中
央
集
権
化
に
よ
る

効
率
的
工
業
社
会
の
建
設
に
成
功
し
た
が
、

そ
の
成
功
が
あ
ま
り
に
鮮
や
か
だ
っ
た
た

め
、
歴
史
の
大
転
換
期
に
適
応
不
能
を
起
こ

し
て
い
る
の
が
現
在
の
日
本
で
あ
る
。

　
 
閉  
塞 
状
況
を
ど
う
打
開
す
る
か
。
近
代
化

へ
い 
そ
く

の
過
程
で
膨
大
な
官
僚
群
を
作
り
上
げ
た

が
、
そ
れ
が
既
得
権
化
し
て
変
革
を
阻
ん
で

い
る
の
が
明
ら
か
。
国
家
改
造
し
て
歴
史
の

流
れ
に
適
応
し
て
い
く
た
め
に
は
地
方
分

権
化
を
徹
底
的
に
追
求
し
て
脱
官
僚
を
実

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
改
革
の
鍵
は
二
つ
。
第
一
は
経
済
の

繁
栄
と
国
民
生
活
の
向
上
を
ど
う
結
び
つ

け
て
い
く
か
で
あ
り
、
第
二
は
地
方
分
権
を

確
実
に
推
進
し
て
「
脱
官
僚
国
家
」
を
作
り

上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
を

解
決
で
き
る
の
は
、
地
域
の
実
質
的
自
立
を

強
力
に
進
め
る
分
権
国
家
の
確
立
で
あ
り
、

そ
れ
が
歴
史
の
大
変
化
に
対
応
す
べ
き
「
国

家
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は

国
家
を
弱
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
に
必
要
な
強
い
国
家
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
。
経
済
は
主
と
し
て
「
地

域
政
府
」
に
任
せ
、
連
合
体
と
し
て
の
国
家

は
機
能
を
集
中
強
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
機
能
と
は
防
衛
、
外
交
、
情
報
、

通
貨
政
策
等
で
あ
る
。
強
い
国
家
を
作
る
こ

と
は
国
民
の
自
信
を
高
め
、
繁
栄
へ
と
導

く
。
し
か
し
焦
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
ビ

ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
戦
略
的
、
時
間
的
に
ど
う

進
め
て
い
く
か
が
大
切
。

　

今
回
の
選
挙
で
争
わ
れ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
は
「
各
論
」。
今
緊
要
な
事
は
「
総
論
」

た
る
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
。「
分
権
国
家
」
は
わ

が
日
本
に
十
分
適
応
性
あ
り
。
ペ
リ
ー
来
航

ま
で
日
本
は
そ
う
い
う
国
家
で
あ
っ
た
。
三

百
雄
藩
が 
切  
磋  
琢  
磨 
し
て
、
繁
栄
と
地
域
文

せ
っ 

さ 

た
く 

ま

化
を
競
っ
て
作
り
上
げ
て
き
て
い
た
の
だ
。
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