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は 

じ 

め 

に

産
業
政
策
に
よ
る
経
済
成
長
の
た
め
に
は
、
積
極
的
な
財
政
政
策
、
金
融
緩
和
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
お
い
て
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
や
日
銀
に
よ
る
量
的
緩
和
策

が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

本
書
は
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
山
田
方
谷
の
藩
政
改
革
を
歴
史
的
教
訓
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
方
谷
は
産
業
政
策
に
よ
る
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
積
極
的
に
財
政
政
策
、
金
融
緩

和
を
行
っ
た
。
産
業
政
策
と
マ
ネ
ー
の
量
の
増
大
が
う
ま
く
結
び
つ
い
た
の
で
、
備
中
松
山
藩
の
財
政
再

建
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

呉
座
勇
一
は
、
成
長
戦
略
な
き
積
極
財
政
策
で
は
経
済
回
復
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

水み
ず

野の

忠た
だ

邦く
に

の
天
保
の
改
革
（
１
８
４
１
～
１
８
４
３
）
は
株
仲
間
解
散
と
い
う
規
制
改
革
と
厳
し
い
倹
約
令
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の
発
令
と
い
う
緊
縮
財
政
の
二
本
桂
で
あ
っ
た
。

現
代
の
経
済
政
策
に
例
え
る
と
小
泉
構
造
改
革
に
近
い
。
結
局
水
野
の
改
革
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

で
は
正
反
対
の
路
線
を
と
っ
て
い
れ
ば
う
ま
く
い
っ
た
だ
ろ
う
か
、
緩
や
か
な
物
価
上
昇
を
是
と
す
る
「
リ

フ
レ
派
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
学
者
、
評
論
家
の
間
で
は
幕
府
老
中
の
田た
ぬ
ま沼

意お
き

次つ
ぐ

に
対
す
る
評
価
が
高
い
。

享
保
の
改
革
（
１
７
３
６
～
）
で
改
善
し
た
幕
府
財
政
は
、
田
沼
時
代
寛
政
の
改
革
（
１
７
８
７
～

１
７
９
３
）
に
相
次
い
だ
天
災
、
飢
饉
に
よ
っ
て
再
び
悪
化
し
始
め
る
。
田
沼
は
財
政
再
建
の
た
め
倹
約
令
を

頻
発
し
た
。
こ
の
点
で
は
享
保
の
改
革
の
緊
縮
路
線
を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
る
。

し
か
も
田
沼
は
拝
借
金
を
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。
拝
借
金
と
は
災
害
な
ど
で
経
済
難
に
陥
っ
た
大
名
が
無
利

子
で
幕
府
か
ら
資
金
を
借
り
ら
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
現
代
で
言
え
ば
地
方
交
付
税
交
付
金
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
拝
借
金
の
停
止
は
悪
い
言
い
方
を
す
れ
ば
地
方
切
り
捨
て
で
あ
る
。
小
泉
構
造
改
革
で
は
国
の

財
政
再
建
の
た
め
に
は
地
方
交
付
税
交
付
金
を
大
幅
削
減
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
田
沼
の
財
政
再
建
策
は
リ

フ
レ
派
が
批
判
す
る
〝
小
泉
〟
的
で
さ
え
あ
る
。

田
沼
は
大
規
模
な
公
共
事
業
に
着
手
し
た
が
、
大
洪
水
に
よ
っ
て
中
止
に
な
っ
た
。
ま
た
田
沼
は
金
銀
鉱
山

を
開
発
し
、
そ
の
金
銀
で
ロ
シ
ア
と
貿
易
を
行
う
と
い
う
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
想
し
た
が
、
こ
れ
も
調

査
段
階
で
断
念
し
て
い
る
。

〝
成
長
戦
略
〟
は
ど
れ
も
不
発
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
田
沼
は
収
支
の
均
衡
を
無
視
し
て
積
極
的
に
財

政
出
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



3　は じ め に

経
済
成
長
の
見
込
み
が
な
い
ま
ま
財
政
赤
字
を
拡
大
す
れ
ば
、
結
局
は
貨
幣
改
鋳
で
穴
埋
め
し
て
も
、
物
価

は
高
騰
し
、
幕
府
財
政
は
悪
化
す
る
と
い
う
悪
循
環
で
あ
る
。
成
長
戦
略
が
頓
挫
し
た
時
点
で
、
田
沼
の
失
脚

は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
思
う（
１
）。

ま
さ
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
日
銀
の
量
的
緩
和
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
原
因
が
こ
こ
に
あ
る
と
断
定
で

き
る
。
マ
ネ
ー
の
量
と
経
済
成
長
は
正
比
例
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
金
本
位
制
の
歴
史
を
見
れ

ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
金
本
位
制
の
時
代
に
は
、
マ
ネ
ー
の
量
が
不
足
し
た
た
め
多
く
の
国
々
が
デ
フ
レ

に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
成
長
と
国
の
税
収
も
相
関
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
国
の

財
政
と
マ
ネ
ー
の
量
も
正
比
例
す
る
。

方
谷
の
財
政
改
革
の
本
質
と
は
、
産
業
政
策
に
よ
る
経
済
成
長
、
マ
ネ
ー
の
量
と
財
政
収
支
の
相
互
作

用
を
プ
ラ
ス
に
す
る
こ
と
で
経
済
を
活
性
化
せ
さ
通
貨
の
信
用
を
高
め
、
人
び
と
の
生
活
を
豊
か
に
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
政
府
が
相
補
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
し
、
各
産
業
間
に
お
け

る
関
連
性
を
高
め
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
マ
ネ
ー
の
量
の
増

大
が
付
加
価
値
の
増
大
に
つ
な
が
り
、
経
済
が
成
長
し
雇
用
量
が
増
え
て
人
び
と
の
生
活
が
豊
か
に
な
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
技
術
進
歩
に
よ
る
創
造
的
破
壊
は
旧
製
品
や
旧
技
術
を
市
場
か
ら
消
失
さ

せ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
失
業
者
が
増
大
し
て
し
ま
う
。
た
と
え
経
済
成
長
し
て
も
失
業
率
が
増
大
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す
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。

方
谷
の
考
え
方
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
内
生
的
成
長
に
よ
る
創
造
的
破
壊
で
は
な
く
、
今
あ
る

資
産
、
人
材
、
設
備
を
う
ま
く
つ
な
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
経
済
政
策
に
よ
っ
て
不
況
か
ら

脱
出
す
る
の
で
は
な
く
、
市
場
構
造
を
変
え
る
こ
と
で
有
効
需
要
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

産
業
間
の
関
連
性
を
重
視
し
、
供
給
が
需
要
を
生
み
、
各
部
門
が
拡
大
再
生
産
す
る
の
で
、
マ
ル
ク
ス

が
資
本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
な
収
益
の
低
下
は
起
こ
ら
ず
、
恐
慌
や
不
況
は
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
経
済
の
す
べ
て
の
分
野
で
付
加
価
値
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
専
売
制
に
よ
る
財
政
支
出

が
、
相
補
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

注（
１
）　

呉
座
勇
一
「
歴
史
に
学
ぶ
問
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の
ヒ
ン
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」『
週
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10
月
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日
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日
本
史
フ
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ネ
ス
Ｖ
Ｏ
Ｌ
６　

扶
桑
社　

２
０
２
３
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