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日
本
経
済
に
よ
う
や
く
明
る
さ
が
見
え

て
き
た
が
、
そ
の
回
復
を
リ
ー
ド
し
て
い
る

の
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
新
し
い

力
で
あ
る
。
そ
れ
は
冷
戦
終
焉

    

に
よ
る
グ

し
ゅ
う
え
ん

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
全
面
的
展
開
で

あ
り
、
Ｉ
Ｔ
（
情
報
通
信
）
を
中
心
と
し
た

新
し
い
技
術
革
新
の
急
進
展
で
あ
る
。
そ
う

し
た
「
大
変
化
」
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
か

が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
将
来
を
大
き
く
決

定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
、
あ
る
べ

き
「
日
本
国
益
」
を
考
え
て
長
期
的
施
策
を

打
ち
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

ろ
ん
な
問
題
を
検
討
す
る
事
は
で
き
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
貿
易
と
為
替
レ
ー
ト
問
題

を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　

第
二
次
大
戦
後
五
十
年
間
、
日
本
の
輸
出

先
は
冷
戦
下
で
も
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
を
中

心
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
一
九
七
一
年
「
ニ

ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
で
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ

ズ
体
制
が
崩
壊
し
、
変
動
相
場
制
に
移
行
し

て
か
ら
、
ド
ル
安
・
円
高
の
強
い
圧
力
を
受

け
な
が
ら
も
、
可
及
的
に
円
安
を
推
進
す
る

こ
と
が
政
策
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ

の
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
ま
ず
注

目
す
べ
き
は
、
日
本
の
最
大
貿
易
相
手
国
が

ア
メ
リ
カ
か
ら
中
国
に
変
わ
っ
た
。
昨
年
十

月
〜
十
二
月
に
日
本
の
国
別
貿
易
総
額
（
輸

出
＋
輸
入
）
で
、
対
ア
メ
リ
カ
が
五
・
一
兆

円
に
対
し
て
、
対
中
国
は
五
・
二
兆
円
と
な

り
、
米
中
逆
転
し
た
。
こ
れ
は
一
時
的
現
象

で
は
な
く
、
今
後
こ
の
傾
向
は
一
層
強
ま
っ

て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
貿

易
構
造
の
変
化
と
「
円
・
ド
ル
」
レ
ー
ト
と

の
関
係
を
見
て
い
こ
う
。

　

第
二
次
大
戦
後
半
世
紀
間
、
日
本
の
輸
出

は
ア
メ
リ
カ
向
け
が
中
心
で
あ
り
、
ニ
ク
ソ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
（
七
一
年
）、
プ
ラ
ザ
合
意

（
八
五
年
）
な
ど
の
円
高
逆
風
を
受
け
な
が

ら
も
、
価
格
競
争
力
の
強
化
と
、
高
度
経
済

成
長
を
続
け
る
た
め
「
円
安
政
策
」
を 
邁
進 

ま
い
し
ん

し
て
き
た
。
し
か
し
、
中
国
を
中
心
に
対
ア

ジ
ア
向
け
が
最
大
の
輸
出
市
場
に
な
る
に

つ
れ
て
、
む
し
ろ
円
高
・
ド
ル
安
の
方
が
日

本
の
利
益
に
な
る
と
い
う
見
方
が
出
て
き

た
。
現
実
に
円
高
に
な
る
と
ア
ジ
ア
向
け
輸

出
が
増
加
し
、
円
安
に
な
る
と
減
少
し
て
い

る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
円
高
に
な
る
と
、
日

本
企
業
は
ア
ジ
ア
向
け
投
資
を
加
速
し
、
現

地
生
産
能
力
が
高
ま
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
日

本
か
ら
の
部
品
や
設
備
関
連
製
品
へ
の
需

要
が
活
発
化
し
、
日
本
の
輸
出
が
増
加
す
る

の
だ
。
東
南
ア
ジ
ア
、
台
湾
、
韓
国
な
ど
の

新
興
工
業
国
（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
）
や
中
国
は
円
高

に
な
る
と
、
自
国
の
輸
出
競
争
力
が
高
ま
る

の
で
対
米
輸
出
等
が
増
加
す
る
が
、
必
要
な

資
本
財
は
自
国
に
な
い
の
で
日
本
か
ら
輸

入
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
の
変
化
に
ど
う
対
処
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
経
済
政
策
、
中

で
も
為
替
政
策
は
経
済
だ
け
の
問
題
と
し

て
済
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
日
本
の
外

貨
準
備
高
は
、
最
近
の
大
規
模
な
「
ド
ル
買

い
介
入
」
に
よ
っ
て
大
き
く
上
昇
し
、
約
八

千
億
ド
ル
と
も
な
り
、
円
換
算
八
十
兆
円
を

超
え
た
。
そ
の
大
部
分
が
ド
ル
で
あ
り
、
ア

メ
リ
カ
国
債
で
あ
る
。
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一

六
％
に
も
相
当
す
る
額
の
為
替
変
動
リ
ス

ク
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
同
盟

国
ア
メ
リ
カ
へ
の
忠
誠
心
の
代
価
と
も
言

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
全
面
的
展
開

で
、
中
国
等
の
ア
ジ
ア
経
済
が
急
速
に
躍
進

し
つ
つ
あ
る
現
在
、
日
本
の
繁
栄
は
、
そ
の

ア
ジ
ア
の
勢
い
を
活
用
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
円
高
・
ド
ル
安
」

の
方
向
だ
と
し
て
も
、
日
本
は
巨
大
な
ド
ル

債
の
評
価
損
発
生
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
採
り
難
い
。
す
な
わ
ち
日
本

は
、
経
済
政
策
の
自
由
度
を
失
い
つ
つ
あ
る

の
だ
。「
通
貨
」
と
「
国
益
」
と
の
衝
突
が
、

ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ

追
従
一
辺
倒
の
政
治
が
清
算
さ
れ
、
真
に

「
日
本
の
国
益
」
と
は
何
か
を
考
え
、
そ
れ

を
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

代
と
な
っ
た
。
政
治
の
改
革
な
く
し
て
経
済

の
長
期
的
繁
栄
は
期
待
で
き
な
い
。
国
民
的

合
意
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
益
ビ
ジ
ョ
ン
を

作
り
上
げ
る
事
が
二
十
一
世
紀
ス
タ
ー
ト

時
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

「通貨」と「国益」
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