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2
0
1
0
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
新

成
長
戦
略
ーーー
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は

煎
じ
詰
め
て
言
う
な
ら
ば

①
外
に
打
っ
て
出
て
稼
ぐ
。と
り
わ
け
、
ア

ジ
ア
の
成
長
を
取
り
込
ん
で
成
長
を。

②
民
間
の
活
力
を
活
用
し
て
成
長
を
。

③
こ
れ
ら
①
、①
を
果
た
す
た
め
に
障
害

と
怠
る
規
制
を
緩
和
せ
よ
。

と
い
っ
た
あ
た
り
の
考
え
方
だ
。

」の
考
え
方
は
「
新
」
と
書
か
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ

」
叩
年
初
年
の
閏
慣
れ
親
し
ん
で
来
た

き
わ
め
て「
旧
式
」
の
古
く
さ
い
ア
イ
デ
ア

だ
。
思
え
ぱ
、
1
9
9
0年
代
後
半
の
橋

本
内
閣
が
断
行
し
た
「
行
政
改
革
」も

2
0
0
0年
代
の
小
泉
内
閣
時
が
断
行

し
た
構
造
改
革
も
ま
た
こ
の
路
線
で
あ
っ

た。
も
ち
ろ
ん
、
橋
本
改
革
、
小
泉
改
革
と
現

在
の
新
成
長
戦
略
と
の
聞
に
は
違
い
が
あ

る
、
と
主
張
さ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
か
と

思
う
が
、
そ
れ
の
遣
い
は
蕎
麦
で
言
う
芯
ら

「ざ
る
」
と
「
盛
り
」の
差
程
度
の
も
の
だ
。

し
か
し
蕎
麦
と
は
ま
っ
た
く
遣
う
、
ビ
ー

フ
シ
チ
ュ
ー
や
ス
テ
ー
キ
の
よ
う
な
「
成
長

戦
略
」
だ
っ
て
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
上
記
と
は
ま
っ
た

く
も
っ
て
「真
逆
」
の
経
済
政
策
だ
。

①
外
に
打
っ
て
出
て
稼
ぐ
の
で
は
怠
く

内
需
主
導
で
成
長
を
果
た
す
。

②
民
間
の
活
力
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
政

府
主
導
で
成
長
を
果
た
す
。

③
こ
れ
ら
①
、①
を
促
す
た
め
に
、
規
制

緩
和
を
回
避
し
て
各
産
業
を
保
護
す

る」う
書
け
ば
、
「藤
井
は
ナ
ン
ト
頭
の
固

い
古
い
発
想
の
持
ち
主
な
ん
だ
ワ
」と、
と

り
わ
け
還
暦
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
る
前
後

の
方
々
は
お
感
じ
に
芯
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
世
代
に
と
っ
て
見

れ
ば
、
専
業
を
保
護
・育
成
し
な
が
ら
、内

需

・政
府
主
導
で
成
長
を
果
た
す
、
と
い

う
の
は
彼
等
、
が
若
い
頃
に
さ
ん
ざ
ん
や
っ

て
き
た
方
法
で
、高
度
成
長
期
ま
で
は
そ
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改革路線の採用？
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れ
で
日
本
が
成
長
で
き
た
か
も
し
れ
芯
い

が
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
、
グ
口
パ
ル
化
が

進
行
し
、
中
国
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ジ
ア

が
経
済
発
展
を
果
た
し
た
今
と
な
っ
て
は

そ
う
い
う
旧
式
の
経
済
政
策
で
は
成
長
で

き
な
い
ー
ー
と
、
さ
怠
が
ら
石
の
頭
で
お

る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

考
え
の
よ
う
に
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い

し
か
し
、
そ
う
い
う「
思
い
こ
み
」は、
集

団
催
眠
に
で
も
か
け
ら
れ
た
よ
う
な
、
完 各国の名目GDPの推移図1
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外需

圧倒的な差がある、日：本の内需（圏内分）と外需（輸出

分）（1出典：「TheWorld FactBook, Central Inteト

national Agency Jにおける2010年値）
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内需

図2

て
い
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

全
芯
事
実
誤
認
で
あ
る
「
疑
義」
が
存
在
し

つ
い
て
は
筆
者
の
説
を
頭
か
ら
否
定
し

に
か
か
る
前
に
、
ぜ
ひ
、
こ
の
短
い
コ
ラ
ム

の
最
後
ま
で
お
つ
き
合
い
願
い
た
い
（芯

ぉ
、
便
宜
の
た
め
に
、
前
者
の
新
成
長
戦
略

線
」
と
呼
ぽ
う）。

を
「
改
革
路
線
」、
後
者
を
「
内
需
拡
大
路

第

↑に
、
改
革
路
線
で
日
年
間
も
政
策

を
繰
り
返
し
て
き
た
の
に
、
日
本
は
一
向
に
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成
長
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
改
革

路
線
を
は
じ
め
る
以
前
は
1
9
9
1年
の

バ
ブ
ル
崩
壊
後
で
も
成
長
し
て
い
た
の

に

1
9
9
7年
の
改
革
路
線
を
は
じ
め

た
途
端
に
日
本
の
成
長
は
ピ
タ
リ
と
止

ま
っ
た
（図
1
〕。
つ
ま
り
、
改
革
路
線
に
は

ま
っ
た
く
実
績
が
な
い
の
だ
。
真
つ
当
な
企

業
な
ら
ムフ
頃
、
経
営
方
針
が
大
幅
に
変
重

さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
に
も
関
わ
ら
ず
あ
い

リ
返
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

も
変
わ
ら
ず
改
革
路
線
の
焼
き
直
し
が
繰

第
二
に
、
日
本
経
済
に
お
け
る
内
需
と
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続
け
て
い
る
（図
3
〕。

外
需
の
比
率
は
7
対
1
程
度
だ
（図
2
）。

第
四
に
、
リ
1
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
日

だ
か
ら
、
経
済
成
長
を
考
え
る
上
で
外
需

依
存
よ
り
も
内
需
拡
大
の
方
が
圧
倒
的
に

本
で
は
、
日
本
の
製
呂
を
購
入
で
き
る
需

要
を
持
つ
国
家
は
著
し
く
減
少
し
た
。つ

（
そ
れ
こ
そ
ア
倍
も
）
効
率
的
だ
。

ま
り
、
今
や
外
需
主
導
の
経
済
成
長
は
ほ

第
三
に
、
少
子
高
齢
化
で
は
内
需
主
導

は
無
理
だ
、
と
い
う
俗
説
、
が
し
ば
し
ば
口

と
ん
ど
絶
望
的
だ
。

第
五
に
、デ
フ
レ
化
で
は
将
来
不
安
が

に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
完
全
な
事
実
誤
認

優
越
し
、
世
帯
も
法
人
も
消
費
も
投
資
も

だ
。
少
子
高
齢
化
で
も
一
人
あ
た
り
の

差
し
控
え
る
。
そ
ん
な
中
で
は
ど
れ
だ
け

G
D
Pが
成
長
す
れ
ば
、
経
済
は
成
長
す

規
制
を
緩
和
し
て
も
よ
ほ
ど
の
大
企
業

る
。
事
実
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
し
た
世
界

以
外
は
、
投
資
を
増
や
す
と
と
が
で
き
芯

中
の
少
子
高
齢
化
傾
向
を
持
つ
国
々
は

い
の
で
あ
っ
て
、
さ
し
て
内
需
は
拡
大
し
芯

皆
、
日
本
よ
リ
も
高
い
成
長
率
を
確
保
し

肯少子高齢化傾向を持つ国ご覧のように，白本以外の少子高齢国家は，日本の3～

5倍程度もの成長を果たしているつまり，少子高齢化になれば成長できない，という

説は，完全に事実に霧離している

主要先進国24ヶ国の2000年から2010年にかけての実質GDPの伸

び率（データ出典（財）国際貿易投資研究所国｜努比較統計）

図3

ぃ
。
一
方
で
、
そ
ん
芯
大
企
業
の
投

資
は
供
給
を
増
強
す
る
。
そ
う
な
れ

ぱ
「
供
給
過
多
」を
根
源
因
と
す
る

その他の社説 85

10% 

ア
フ
レ
不
況
は
、
か
え
っ
て
悪
化
す

る
の
だ
。

第
六
に
、
だ
か
ら
こ
そ
、
加
兆
円
と

も
言
わ
れ
る
デ
フ
レ
柿
キ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
に
は
、
巨
大
地
震
に
対
す
る
強

読売・朝日 ・毎日・日経・産経
の大手5紙の過去1年間（2010
年9月12日から2011年9月11日）

のすべての経済社説851本を

分析し、分類した結果

靭
化
対
策
を
は
じ
め
と
し
た
長
期

的
視
点
で
の
重
要
度
の
高
い
「
公
共

投
資
」
を
（
金
融
政
策
と
協
調
し
怠
が

ら）
政
府
、
が
当
面
続
け
る
以
外
に
道

は
芯
い
。

第
七
に
、
そ
う
し
た
投
資
効
果
を

図4

最
大
化
す
る
た
め
に
も
、
外
資
を
含

め
た
大
企
業
だ
け
が
利
潤
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
芯
「
規
制
緩
和
」
を
回
避

し、
多
く
の
園
内
産
業
、が成
長
で
き
る
よ

う
芯
「保
護
的
政
策
」
を
採
用
す
る
こ
と

が
必
要
だ
。

第
八
に
、以
上
の
よ
う
怠
説
を
筆
者
、が

記
述
し
て
も
多
く
の
批
判
論
者
が
読
者
の

中
に
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。し
か

し
、そ
れ
は
い
わ
ば
仕
方
の
芯
い
こ
と
だ
と

思
う
。怠
ぜ
芯
ら
図
4
に
示
す
よ
う
に
、大

手
新
聞
の
コ
ラ
ム
の
実
に
9
割
近
く
が

新
成
長
戦
略
の
思
想
で
あ
る
「
改
革
路
線
」

を
主
張
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、筆
者
、
が

」
こ
で
主
張
し
て
い
る
「
内
需
拡
大
路
線
」

を
主
張
す
る
コ
ラ
ム
は
実
に
1
・
ア
%
し

か
芯
か
っ
た
か
ら
だ
。つ
ま
り
、
新
聞
を
毎

日
読
む
よ
う
芯
層
の
大
半
、
が
改
革
路
線
を

支
持
し、
内
需
拡
大
路
線
を
頭
か
ら
否
定

す
る
よ
う
な
方
向
で
洗
脳
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
だ。

1
1
以
上
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

後
の
ご
判
断
は
、
読
者
名
口
位
に
お
任
せ

し
た
い
。
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