
今
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
物
価
下
落
の

実
態
を
正
し
く
表
し
て
い
な
い

　

ま
ず
、図
１
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

総
務
省
が
作
成
・
公
表
し
て
い
る
わ
が

国
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
、
２
０
０
５
年
を
１
０
０

に
し
た
指
数
で
２
０
１
２
年
10
〜
12
月

期
は
98
・
９
と
、
７
年
間
で
は
▲
１
・

１
％
の
下
落
に
す
ぎ
な
い
。
達
観
す
れ

ば
「
弱
含
み
横
ば
い
」
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
世
界
共
通
の
ル
ー
ル
に
基
づ

い
て
作
成
さ
れ
、
わ
が
国
で
は
内
閣
府

が
公
表
し
て
い
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統
計
の
中
に

あ
る
個
人
消
費
デ
フ
レ
ー
タ
は
、
同
じ

２
０
０
５
年
基
準
で
93
・
６
と
７
年
間

で
は
▲
６
・
４
％
下
落
し
て
い
る＊
１

。
こ

の
下
落
率
は
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
６
倍
で
あ
る
。

　

な
ぜ
二
つ
の
物
価
統
計
の
下
落
率
が

こ
れ
ほ
ど
違
う
の
か
。
最
大
の
理
由
は

個
別
の
物
価
指
数
を
合
成
し
て
平
均
値

を
計
算
す
る
際
に
用
い
る
ウ
ェ
イ
ト
に

あ
る
。
わ
が
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
Ｃ

Ｐ
Ｉ
は
「
固
定
ウ
ェ
イ
ト
」
方
式
と
い

っ
て
、
５
年
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
数
量

ウ
ェ
イ
ト
で
約
５
９
０
品
目
の
個
別
指

数
が
加
重
平
均
さ
れ
て
い
る
（
現
在
は

２
０
１
０
年
基
準
）。
こ
の
方
法
で
は
、

最
も
長
い
と
き
に
は
５
年
前
の
消
費
構

造
（
数
量
ウ
ェ
イ
ト
）
が
「
今
も
変
わ

ら
な
い
」
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
電
気
製
品
等
の
耐
久
財
の
価

格
が
大
幅
に
下
落
を
続
け
、
そ
の
結
果
、

耐
久
財
の
数
量
ウ
ェ
イ
ト
が
大
幅
に
上

昇
し
て
い
る
と
き
に
は
実
態
が
正
し
く

反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
以
下
の
例
を
考
え
れ
ば

納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
多
少

極
端
に
言
え
ば
、
５
年
前
に
は
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
は
一
軒
に
１
〜
２
台
し
か
な

か
っ
た
が
、
今
で
は
家
族
全
員
が
携
帯

電
話
と
パ
ソ
コ
ン
を
複
数
台
持
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
電
話
や
パ
ソ

コ
ン
は
一
軒
に
１
〜
２
台
し
か
な
か
っ

た
昔
の
仮
定
で
計
算
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統

計
の
デ
フ
レ
ー
タ
は
複
数
台
の
電
話
と

複
数
台
の
パ
ソ
コ
ン
と
い
う
「
そ
の
と

き
ど
き
の
ウ
ェ
イ
ト
」
で
計
算
さ
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
が
現
実
的
か
は
明
ら
か

で
あ
る
。

数
量
ウ
ェ
イ
ト
を
変
え
る
と

Ｃ
Ｐ
Ｉ
と
個
人
消
費
デ
フ
レ
ー

タ
の
差
は
縮
む

　

こ
う
し
た
関
係
は
、
個
人
消
費
デ
フ

レ
ー
タ
の
内
訳
指
数
で
あ
る
「
耐
久
財

デ
フ
レ
ー
タ
」
と
、
耐
久
財
を
除
い
た

デ
フ
レ
ー
タ
（
以
下
で
は
「
除
く
耐
久

財
デ
フ
レ
ー
タ
」
と
い
う＊
２

）
の
数
量
ウ

ェ
イ
ト
を
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統
計
で
用
い
て
い

る
「
そ
の
と
き
ど
き
の
ウ
ェ
イ
ト
」
で

は
な
く
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
用
い
て
い
る
「
固

定
ウ
ェ
イ
ト
」
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
。

デフレの実態と
その原因
デフレはもっと大きく、
しかも原因は誤解されている
　物価は経済活動の健全さを表す指標と考えられてお
り、なかでも消費者物価指数（以下では「ＣＰＩ」という）
は家計の消費生活に関わる財・サービス価格の変動を
示す指標として重視されている。しかし、現在使われて
いるＣＰＩはデフレの度合いを適切に表す指標でないこと
はほとんど知られていない。また、何がデフレや景気低
迷の原因であるかという点でも大きな誤解がある。
　そこで以下ではどんな意味で今のＣＰＩに問題があるの
か、なぜわが国ではデフレと景気の低迷が続いているの
かを明らかにしたい。
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データ出所：総務省、内閣府
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そ
う
す
る
と
、
図
2
に
示
し
た
よ
う

に
、
最
も
下
に
あ
る
個
人
消
費
デ
フ
レ

ー
タ
は
大
き
く
上
方
に
シ
フ
ト
し
、
２

０
１
２
年
10
〜
12
月
期
の
か
い
離
は
58

％
縮
小
す
る
（
①
一
番
下
の
青
の
実
線

↓
下
か
ら
２
番
目
の
赤
の
実
線
）。
数

量
ウ
ェ
イ
ト
を
代
え
る
と
指
数
が
上
方

に
シ
フ
ト
す
る
の
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ
耐
久
財

の
ウ
ェ
イ
ト
は
６
・
６
％
で
固
定
さ
れ

て
い
る
が
、
個
人
消
費
デ
フ
レ
ー
タ
の

ウ
ェ
イ
ト
は
２
０
０
５
年
１
〜
３
月
期

の
８
・
８
％
か
ら
２
０
１
２
年
10
〜
12

月
期
に
は
13
・
４
％
と
２
倍
近
く
上
昇

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
大

幅
に
値
下
が
り
し
て
い
る
商
品
の
ウ
ェ

イ
ト
が
小
さ
い
分
だ
け
高
め
に
出
る
）。

　

さ
ら
に
個
人
消
費
デ
フ
レ
ー
タ
を
構

成
し
て
い
る
二
つ
の
デ
フ
レ
ー
タ
の
う

ち
、「
耐
久
財
デ
フ
レ
ー
タ
」
を
耐
久

財
Ｃ
Ｐ
Ｉ
に
変
更
す
る
と
、
も
う
一
段

上
方
に
シ
フ
ト
し
、
か
い
離
は
14
％
縮

小
す
る
（
②
下
か
ら
２
番
目
の
赤
の
実

線
↓
下
か
ら
３
番
目
の
緑
の
一
点
鎖
線
）。

こ
れ
も
耐
久
財
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
構
成
し
て
い

る
個
々
の
品
目
の
数
量
ウ
ェ
イ
ト
が
固

定
さ
れ
て
い
る
Ｃ
Ｐ
Ｉ
が
高
め
に
な
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る＊
３

。

な
ぜ
日
本
だ
け
が
デ
フ
レ
か
？

　

な
ぜ
日
本
だ
け
が
デ
フ
レ
か
と
い
う

点
で
も
誤
解
が
あ
る
。
最
大
の
原
因
は

「
需
要
不
足
」
に
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
奥

に
は
中
国
、
韓
国
、
台
湾
等
の
新
興
国

や
近
隣
国
等
が
日
本
よ
り
低
い
賃
金
と

新
し
い
設
備
で
安
く
て
性
能
の
良
い
電

気
製
品
を
大
量
に
作
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
新
興
国
や
近
隣
国
と
の

競
合
の
過
程
で
わ
が
国
の
電
気
機
械
メ

ー
カ
ー
は
輸
出
価
格
の
引
き
下
げ
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
、
海
外
製
品
の
流

入
に
よ
っ
て
国
内
の
売
上
げ
が
減
り
、

そ
れ
が
日
本
全
体
の
所
得
や
需
要
を
落

ち
込
ま
せ
物
価
を
押
し
下
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
他
の
先
進
国
で
は
日
本
の
よ

う
に
物
価
が
下
落
し
て
い
な
い
こ

と
を
理
由
に
正
し
く
な
い
と
さ
れ
、

不
十
分
な
金
融
政
策
、
高
齢
化
の

進
行
な
ど
が
デ
フ
レ
や
景
気
低
迷

の
原
因
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
新
興
国
の
攻
勢
で
苦

境
に
あ
る
電
機
メ
ー
カ
ー
は
先
進

国
で
は
日
本
だ
け
で
あ
る
。
エ
ジ

ソ
ン
が
創
設
し
た
こ
と
で
有
名
な

ア
メ
リ
カ
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク

ト
リ
ッ
ク
は
、
か
つ
て
は
世
界
最

大
の
電
機
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
が
、

日
本
企
業
の
攻
勢
を
受
け
て
航
空

機
や
原
子
力
産
業
等
に
転
換
し
て

し
ま
っ
た
。
Ｒ
Ｃ
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
・
ラ

ジ
オ
会
社
）、
モ
ト
ロ
ー
ラ
、
ゼ
ニ
ス

な
ど
も
倒
産
や
日
本
企
業
の
買
収
な
ど

に
よ
っ
て
今
は
存
在
し
な
い
。
欧
州
で

も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
日
本
の
名
目
輸
出
に
占

め
る
電
気
機
械
の
割
合
は
19
・
５
％
で

あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
同
業
界
（
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
・
同
関
連
・
付
属
品
）
の
割
合

は
２
・
３
％
と
日
本
の
８
分
の
１
に
す

ぎ
な
い
（
２
０
１
２
年
10
〜
12
月
期
）。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ

の
輸
出
物
価
と
輸
入
物
価
、
お
よ
び
両

指
数
の
比
率
で
あ
る
「
交
易
条
件
」
を

計
算
し
た
図
3
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

＊
１　

デ
フ
レ
ー
タ
は
、
物
価
と
基
本
的
に
は
同

じ
も
の
で
あ
る
が
、
実
質
値
を
計
算
す
る
た
め
、

名
目
値
を
デ
フ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う

に
呼
ば
れ
て
い
る
。

＊
2　

総
務
省
発
表
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
は
「
耐
久
財
」、

被
服
・
履
物
等
の
「
半
耐
久
財
」、
食
料
・
一
般

雑
貨
等
の
「
非
耐
久
財
」、「
サ
ー
ビ
ス
」
に
分
か

れ
る
が
、こ
こ
で
は
単
純
化
の
た
め
「
半
耐
久
財
」

「
非
耐
久
財
」「
サ
ー
ビ
ス
」
を
ま
と
め
て
「
除
く

耐
久
財
」
と
呼
ん
で
い
る
。

＊
3　

２
０
１
２
年
10
〜
12
月
期
の
耐
久
財
Ｃ
Ｐ

Ｉ
は
耐
久
財
デ
フ
レ
ー
タ
を
20
・
５
％
も
上
回
っ

て
い
る
。
な
お
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を

改
善
す
る
方
法
と
し
て
、
前
年
の
数
量
ウ
ェ
イ
ト

で
合
成
す
る
「
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
連
鎖
基
準
指
数
」

が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
名
目
ウ
ェ
イ
ト

が
あ
ま
り
変
化
せ
ず
、
数
量
ウ
ェ
イ
ト
が
大
き
く

拡
大
し
て
い
る
最
近
の
よ
う
な
局
面
で
は
指
数
が

高
目
に
出
て
し
ま
う
。
総
務
省
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い

て
の
Ｑ
＆
Ａ
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ

と
個
人
消
費
デ
フ
レ
ー
タ
は｢

ほ
ぼ
同
じ
動
き
を

し
て
い
ま
す｣

と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
両
者
の
間
に

差
が
あ
る
の
に
現
状
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い

表
現
に
な
っ
て
い
る
。

図 2　 個人消費デフレータのウェイトをCP Iと
　　    同じ固定ウェイトにするとかい離は縮小

データ出所：総務省、内閣府
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輸
出
物
価
を
輸
入
物
価
で
割
っ
た
比
率

は
一
般
に
交
易
条
件
と
呼
ば
れ
、
そ
の
比

率
が
高
く
（
低
く
）
な
れ
ば
貿
易
環
境

は
好
転
（
悪
化
）
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

交
易
条
件
と
い
う
言
葉
に
な
じ
み
の

薄
い
人
に
は
難
し
く
感
じ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
簡

単
な
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
企
業
に
お

い
て
は
販
売
価
格
が
仕
入
れ
価
格
を
上

回
れ
ば
利
益
率
は
拡
大
す
る
。
同
じ
よ

う
に
一
つ
の
国
に
お
い
て
は
、
販
売
価

格
に
相
当
す
る
輸
出
物
価
が
、
仕
入
れ

価
格
に
相
当
す
る
輸
入
物
価
を
上
回
れ

ば
、
そ
の
国
の
収
入
が
増
え
て
楽
に
な

る
（
逆
は
逆
）。
単
純
に
い
え
ば
、
日
本

は
交
易
条
件
が
悪
化
し
た
の
で
国
全
体

が
貧
し
く
な
り
デ
フ
レ
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
同
図
か
ら
は
日
本
の
交
易

条
件
が
２
０
０
０
年
以
降
大
き
く
悪
化

（
低
下
）
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

　

な
ぜ
日
本
の
交
易
条
件
が
悪
化
傾
向

に
あ
る
か
は
図
4
が
示
し
て
い
る
。
日

本
の
輸
出
物
価
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
低
位

に
あ
り
、
逆
に
輸
入
物
価
は
ア
メ
リ
カ

よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

前
者
は
日
本
の
電
機
メ
ー
カ
ー
が
先
に

述
べ
た
新
興
国
等
の
攻
勢
の
な
か
で
輸

出
物
価
を
容
易
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
後
者
は
先
般

の
大
震
災
で
割
高
な
液
化
天
然
ガ
ス
の

購
入
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
大
き

く
響
い
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
前
者
の
「
輸
出
物
価
が
上

が
り
き
れ
な
い
」
の
は
「
構
造
的
な
問

題
」と
し
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
日
本
は
価
格
が
下
落
傾
向
に
あ
る
電

気
機
械
の
ウ
ェ
イ
ト
が
非
常
に
高
い
た

め
、
電
気
機
械
の
価
格
が
下
落
を
続
け

る
限
り
交
易
条
件
が
悪
化
し
続
け
る
」

と
い
う
「
構
造
的
な
問
題
」
を
か
か
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
電
気
機
械
の
価

格
が
今
後
も
下
落
を
続
け
る
の
は
Ｉ
Ｔ

技
術
の
宿
命
で
あ
り
、
新
興
国
等
の
攻

勢
激
化
の
現
状
を
考
え
れ
ば
誰
の
目
に

も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
）。

　

ち
な
み
に
、
図
5
に
示

し
た
よ
う
に
、「
電
気
機

械
」
と
「
除
く
電
気
機
械
」

に
分
け
て
輸
出
物
価
を
比

較
す
る
と
、
日
米
間
に
大

き
な
差
は
な
く
、
む
し
ろ

最
近
で
は
日
本
の
方
が
高

い
。
と
こ
ろ
が
図
6
に
示

し
た
よ
う
に
、
電
気
機
械

の
数
量
ウ
ェ
イ
ト
は
日
本

の
30
％
超
に
対
し
ア
メ
リ

カ
は
５
％
と
、
日
本
は
ア

メ
リ
カ
の
６
〜
７
倍
も
高

い
。
日
本
は
大
幅
に
値
下

が
り
を
続
け
て
い
る
電
気

機
械
の
数
量
ウ
ェ
イ
ト
が

高
い
た
め
、
輸
出
物
価
が

十
分
に
上
昇
で
き
ず
に
交
易
条
件
の
悪

化
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
交
易
条
件
を
考
え
る
際
に
は

為
替
レ
ー
ト
は
無
視
し
て
い
い
。
交
易

条
件
は
輸
出
物
価
と
輸
入
物
価
の
比
率

で
あ
り
、
分
母
と
分
子
の
双
方
に
為
替

レ
ー
ト
が
関
わ
っ
て
い
る
た
め
相
互
に

打
ち
消
し
合
う
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
こ
の
こ
と
は
円
高
や
円
安
の
メ
リ

ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
関
係
企
業
に
と

っ
て
は
大
問
題
で
あ
る
が
、
一
国
経
済

と
し
て
み
る
と
き
に
は
「
中
立
的
」
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）。

経
済
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
き
た
”交
易
条
件“

　

交
易
条
件
の
変
化
は
経
済
に
多
大
な

影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
図

7
が
示
し
て
い
る
。
同
図
は
日
米
の
交

易
条
件
の
変
化
が
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
ど
れ

だ
け
変
化
さ
せ
て
き
た
か
を
み
た
も
の

で
あ
る＊
４

。

　

石
油
危
機
の
際
に
は
日
本
の
実
質
Ｇ

Ｄ
Ｐ
は
最
大
５
％
強
押
し
下
げ
ら
れ
た
。

１
９
８
７
年
か
ら
88
年
に
は
最
大
５
％

強
押
し
上
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
製

品
の
高
い
性
能
が
評
価
さ
れ
て
輸
出
物

価
が
大
幅
に
上
昇
し
た
た
め
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
生
じ
た
交
易
条
件
の
改
善
を

「
今
後
も
続
く
日
本
の
実
力
」
と
錯
覚

し
バ
ブ
ル
経
済
を
経
験
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

図 4　ドル建て輸出物価とドル建て輸入物価の日米比較

データ出所：内閣府、日本銀行、米商務省
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ドル建て輸出物価

図 6　「電気機械」の日米の
数量ウェイト
（2000年基準）

データ出所：内閣府、日本銀行、米商務省
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も
ち
ろ
ん
経
済
は
交
易
条
件
だ
け
で

変
化
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
度

成
長
の
時
代
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
豊
か
さ
が
浸
透
し
、
潜
在
的

な
成
長
力
が
弱
ま
る
に
つ
れ
て
交
易
条

件
を
抜
き
に
景
気
の
好
・
不
調
を
語
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。
２
０
０
０
年
代
に

入
っ
て
か
ら
は
世
界
的
な
ブ
ー
ム
の
な

か
で
原
油
価
格
が
上
昇
を
続
け
た
た
め
、

そ
れ
が
景
気
の
押
し
下
げ
要
因
と
な
っ

た
。
世
界
同
時
不
況
の
下
で
は
輸
出
価

格
の
引
上
げ
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が

交
易
条
件
を
大
幅
に
悪
化
さ
せ
た
。

　

こ
こ
２
〜
３
年
は
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、「
上
が
り
き
れ
な
い
輸
出
物
価
」

と
「
上
昇
し
が
ち
な
輸
入
物
価
」
に
よ

っ
て
交
易
条
件
が
悪
化
し
て
き
た
。
そ

し
て
、
そ
の
背
景
に
は
「
新
興
国
等
の

存
在
」
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
興
国

等
の
経
済
が
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
成
長
し
て

き
た
結
果
、
輸
出
市
場
で
は
日
本
の
優

位
性
が
後
退
し
、
輸
入
市
場
で
は
原
油

価
格
等
の
上
昇
を
招
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

今
の
日
本
経
済
が
本
当
に

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

　

以
上
、
わ
が
国
の
デ
フ
レ
は
Ｃ
Ｐ
Ｉ

が
示
し
て
い
る
よ
り
は
何
倍
も
大
き
い

こ
と
、
デ
フ
レ
の
原
因
は
わ
が
国
の
主

要
輸
出
産
業
で
あ
る
電
気
機
械
の
輸
出

価
格
が
新
興
国
や
近
隣
国
等
と
の
競
争

激
化
の
中
で
大
幅
に
低
下
し
、
輸
入
物

価
の
上
昇
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
た
め
で

あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
新
興
国
等
の

攻
勢
は
今
後
も
弱
ま
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
新
興
国
が
次
か
ら
次

へ
と
現
れ
、
前
に
栄
え
た
国
々
を
追
い

越
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
歴
史
の
必

然
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
ま
ず
は
新
興
国

等
か
ら
の
攻
勢
を
受
け
て
い
る
企
業
が

こ
の
点
に
気
付
き
、
海
外
の
顧
客
に
評

価
さ
れ
る
高
価
値
商
品
を
作
る
よ
う
に

な
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
省

エ
ネ
・
節
エ
ネ
・
創
エ
ネ
も
急
務
で
あ
る
。

　

ま
た
、
新
興
国
等
の
影
響
を
直
接
受

け
て
い
な
い
先
に
お
い
て
も
、
電
気
機

械
業
界
が
立
ち
直
る
ま
で
は
需
要
の
低

迷
と
デ
フ
レ
が
続
く
こ
と
を
ふ
ま
え
た

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
た

製
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
て
い
る

か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
販
路
を

拡
大
し
て
い
る
か
、
創
造
性
の
発
揮
に

努
め
て
い
る
か
と
い
っ
た
、
よ
り
根
本

的
な
課
題
に
対
し
危
機
感
を
も
っ
て
取

り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
政

策
当
局
に
お
い
て
も
、
よ
り
現
実
に
即

し
た
物
価
指
標
の
作
成
と
、
上
記
諸
点

を
ふ
ま
え
た
適
切
な
対
応
が
強
く
求
め

ら
れ
て
い
る
。

（
㈱
京
都
総
合
経
済
研
究
所

東
京
経
済
調
査
部
長　

村
山
晴
彦
）

＊
４　

交
易
条
件
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
へ
の
影
響
は
、

一
般
に
は
「
輸
出
面
へ
の
影
響
」
か
ら
「
輸
入
面

へ
の
影
響
」
を
差
し
引
く
こ
と
で
求
め
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
輸
出
面
へ
の
影
響
」
は
①
実

質
輸
出
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
割
合
に
②
ド
ル

建
て
輸
出
物
価
の
変
化
率
を
掛
け
、「
輸
入
面
へ

の
影
響
」
は 

③
実
質
輸
入
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占

め
る
割
合
に
④
ド
ル
建
て
輸
入
物
価
の
変
化
率
を

掛
け
、
両
者
の
差
を
求
め
る
方
法
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、「
乗

数
効
果
」
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
た
と
え
ば
輸
出
物
価
の
上
昇
に
よ
っ
て
利

益
を
得
た
企
業
は
利
益
の
一
部
を
賃
金
と
し
て
家

計
に
分
配
す
る
た
め
消
費
が
増
え
、
そ
の
消
費
の

増
加
が
他
の
企
業
の
収
入
増
加
を
通
じ
て
さ
ら
な

る
消
費
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る

収
入
の
増
加
と
消
費
の
増
加
を
も
た
ら
す
…
…
と

い
う
無
限
に
続
く
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
消

費
の
所
得
に
占
め
る
割
合（
消
費
性
向
）は
約
０
・

６
で
あ
る
か
ら
、
１
単
位
の
需
要
の
増
加
は
０
・

６
単
位
（
＝
１
×
０
・
６
）
の
追
加
需
要
を
生
み
、

そ
れ
が
０
・
36
単
位
（
＝
０
・
６
×
０
・
６
）
の
追

加
需
要
を
生
み
、
そ
れ
が
０
・
22
単
位
（
＝
０
・

36
×
０
・
６
）
の
追
加
需
要
を
生
む
…
…
と
い
う

形
で
、
最
終
的
に
は
約
２
・
５
倍
（
≒
１
＋
０
・
６

＋
０
・
36
＋
０
・
22
＋
…
≒
１
÷〈
１
–
０
・
６
〉）

の
需
要
が
発
生
す
る
（
こ
う
し
た
考
え
方
は
大
震

災
の
復
興
需
要
と
同
じ
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、

「
輸
出
面
へ
の
影
響
」（
前
年
比
寄
与
度
、％
）＝（
実

質
輸
出
÷
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
×
１
０
０
）×（
当
期
の
ド

ル
建
て
輸
出
物
価
÷
前
年
同
期
の
ド
ル
建
て
輸
出

物
価
–
１
）×（
１
÷〈
１
–
消
費
性
向
〉）、「
輸
入

面
へ
の
影
響
」（
前
年
比
寄
与
度
、％
）＝（
実
質
輸

入
÷
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
×
１
０
０
）×（
当
期
の
ド
ル
建

て
輸
入
物
価
÷
前
年
同
期
の
ド
ル
建
て
輸
入
物
価

–
１
）×（
１
÷〈
１
–
消
費
性
向
〉）、
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
で
デ
フ
レ
が
進
行
し
は
じ
め

た
２
０
０
０
年
以
降
12
年
間
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
へ
の

影
響
を
計
算
す
る
と
▲
16
・
２
％
の
マ
イ
ナ
ス
と

な
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
も
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
同

じ
幅
で
下
方
に
押
し
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
こ
の
間
の
実
際
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ

の
下
落
率（
▲
15
・
８
％
）は「
交
易
条
件
の
悪
化
」

で
１
０
０
％
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
交
易
条
件
と
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
相
関
を
10

年
単
位
で
計
測
し
て
み
る
と
、
す
う
勢
と
し
て
高

ま
っ
て
き
て
お
り
、
２
０
０
０
年
以
降
で
は
４
四

半
期
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
設
け
た
と
き
に
最
も
緊
密

と
な
る
。
こ
れ
は
、
輸
入
で
あ
れ
ば
在
庫
の
存
在

や
最
終
需
要
者
に
浸
透
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
前
記
の
よ
う
な
乗
数
効
果
が

働
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

図 7　日本において交易条件の変化が実質ＧＤＰに与えた影響

データ出所：内閣府、日本銀行、米商務省
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