
済
・
金
融
政
策
を
運
営
す
る

経
上
で
榴
の
需
は
非
常
に

重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の

符
を
巡
っ
て
、
内
閣
府
や
日
銀
が
参
考

に
し
て
い
る
「
基
調
」
以
上
に
、
生
響

が
実
際
に
「
篤
」
す
る
為
が
上
昇
し

て
い
る
と
の
声
が
、
最
近
よ
く
聞
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
「
実
感
な
き
景
気
回
復
」

と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
ー
の
上

昇
に
ょ
る
ー
の
抑
制
も
そ
の
要
因

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
、
榴
の
「
基
調
」
と
「
佳
ど

の
デ
ー
タ
を
比
較
し
て
み
ょ
う
。
内
閣
府

の
月
鴛
瓢
告
や
日
銀
の
経
済
・
為

募
の
展
望
(
展
望
り
ポ
ー
ト
)
な
ど
で
、

榴
の
基
調
乱
と
し
て
主
に
利
用
さ
れ

て
い
る
の
は
、
聾
1
数
(
C
P

1
)
の
「
生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

基
調
と
体
感
の
ズ
レ
解
消
せ
ず

啓
総
合
(
新
コ
ア
コ
ア
)
」
で
あ
る
。

一
方
で
、
家
駄
実
際
に
直
面
す
る
物

価
、
い
わ
ゆ
る
ー
と
し
て
は
C
P

ー
の
「
持
条
の
帰
属
家
賃
を
啓
総
合
」

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ぱ
、
家

計
調
査
や
毎
月
1
計
を
饗
化
す
る

際
に
は
同
指
数
が
使
わ
れ
て
い
る
。
足
元

で
は
、
持
ち
家
の
帰
属
家
賃
を
啓
総
合

(
篤
)
が
新
コ
ア
コ
ア
塞
調
)
を
上
回

る
ぺ
ー
ス
で
上
昇
し
て
い
る
(
図
1
)
。
つ

ま
り
「
篤
」
が
「
基
調
」
と
ズ
レ
て
い

る
と
い
、
倫
は
、
デ
ー
タ
上
で
も
製

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
鮮
食
品
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

「
持
ち
家
の
帰
属
家
賃
」
と
は
、
持
ち
家

の
罍
サ
ー
ビ
ス
を
そ
の
所
喜
が
実
際

に
饗
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
計
上
さ
れ

る
家
賃
で
あ
る
。
新
コ
ア
コ
ア
の
ウ
エ
ー

ト
(
2
0
1
5
年
)
で
は
Π
%
を
占
め
る

一
方
で
、
実
際
に
は
支
出
さ
れ
て
い
な
い

品
目
で
あ
り
、
霖
の
通
り
「
持
ち
家
の

帰
属
家
賃
を
苧
総
合
」
に
こ
の
品
目
は

含
ま
れ
な
い
。
「
持
条
の
帰
属
家
苫
は

ト
レ
ン
ド
と
し
て
低
下
が
続
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
を
含
む
べ
ー
ス
で
は
篤

よ
1
基
調
の
上
昇
が
抑
制
さ
れ
て
い
る

可
程
が
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
持
条
の
帰
属
家
賃
を
梦
総

合
は
、
実
際
に
支
払
い
を
伴
う
品
目
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
篤
に
即
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、

新
コ
ア
コ
ア
に
は
生
鮮
食
品
と
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
二
つ
が

支
出
に
占
め
る
ウ
エ
ー
ト
は
決
し
て
小
さ

く
な
い
。
持
ち
家
の
帰
属
家
賃
を
啓
総

合
で
見
れ
ば
、
生
鮮
食
品
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
ウ
エ
ー
ト
(
巧
年
)
は
そ
れ
ぞ
れ

9
%
、
 
9
 
・
 
2
%
で
あ
る
。

し
か
も
生
鮮
食
品
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

得
が
上
昇
し
た
際
に
饗
量
を
裁
量
的

に
減
ら
す
こ
と
が
困
難
な
品
目
で
あ
る
。

家
計
は
こ
れ
ら
2
品
目
の
榴
上
昇
を
真

正
面
に
受
け
る
た
め
、
「
上
が
っ
た
」
と
い

、
昼
が
強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ⅱ

種
半
ご
ろ
か
ら
持
ち
家
の
帰
属
家
賃
を

梦
総
合
を
押
し
上
げ
て
き
た
の
は
、
主

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
生
鮮
業
の
1
騰

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
基
調
」
と
「
体

か
い
り

感
」
に
大
き
な
飛
離
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
ー

得
を
考
え
る
際
は
「
持
条
の
帰
属
家
賃

を
啓
総
合
」
の
方
が
実
態
を
つ
か
み
や

す
い
と
み
ら
れ
る
。
県
の
通
り
、
毎
月

1
計
の
貰
賃
金
は
「
持
ち
家
の
帰

属
家
賃
を
啓
総
合
」
で
貰
化
し
た
デ

ー
タ
で
あ
り
、
Ⅱ
年
は
一
學
比
マ
イ
ナ
ス

0
 
・
 
2
%
と
減
少
し
て
い
る
。
名
目
ベ
ー

ス
で
は
同
プ
ラ
ス
0
・
4
%
増
加
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
「
実
感
な
き
景
気

回
復
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
卿
に
つ
い
て
は
年
齢
別
で

性
質
が
異
な
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
例
え
ば
、
勢
者
で
は
賃
金
、

者
で
は
冬
が
主
な
称
に
な
る
。
県

に
符
に
つ
い
て
も
年
リ
に
隼
る

繁
は
異
な
る
。
年
ご
と
に
1
造

が
異
な
る
た
め
得
上
昇
が
激
し
い
品

目
の
饗
が
ー
に
多
い
帯
は
、
そ

れ
だ
笹
面
す
る
ー
の
上
昇
も
激

し
い
か
ら
だ
。

高
の
世
帯
ほ
ど
厳
し
い

そ
こ
で
以
下
で
は
、
 
1
 
(
持
ち

家
の
帰
属
家
賃
を
珍
総
合
)
を
年
齢
別

に
推
計
し
、
ー
の
袈
撮
を
行

い
た
い
。
年
,
の
ー
は
、
品
目

別
の
ミ
数
を
家
計
調
査
で
、
そ
の
品

目
が
占
め
る
割
合
で
ウ
エ
ー
ト
付
け
し
た

さ
ら
に
、
ー
の
上
昇
に
対
し
賃

上
げ
は
物
足
り
な
い
。
持
ち
家
の
帰
属
家

賃
を
啓
総
合
は
3
月
に
里
比
プ
ラ
ス

ー
・
 
3
%
の
一
方
、
春
闘
の
第
4
回
回
答

集
計
で
は
、
定
期
露
を
啓
賃
上
躍

は
プ
ラ
ス
0
 
・
認
%
に
と
ど
ま
る
。

ま
た
、
ミ
ド
ル
層
の
賃
金
を
抑
制
し
、

葦
層
の
賃
上
げ
を
手
乎
す
る
と
い
う

流
れ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
璽
に
つ
い

て
は
、
玲
飯
は
据
え
置
き
と
な
り
、
高

齢
者
は
榴
上
昇
に
ょ
る
負
担
増
に
の
み

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
高
齢

者
ほ
ど
ー
が
抑
制
さ
れ
る
状
況
は

解
消
さ
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
覆
も
ー
の

需
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
で
、

榴
の
「
基
調
」
と
「
篤
」
の
ズ
レ
に

つ
い
て
は
縮
小
す
る
も
の
の
、
ー
る

に
は
至
ら
な
い
可
種
が
高
い
。
<
後
も

「
基
調
」
だ
け
で
は
な
く
「
焦
」
の
榴

を
積
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ヨ

も
の
を
利
用
し
た
。
な
お
今
回
は
、
巧
年

の
ウ
エ
ー
ト
を
使
っ
て
い
る
。

推
計
し
た
年
齢
別
体
感
物
価
を
見
る

と
、
足
元
(
Ⅱ
年
Ⅱ
月
S
玲
年
3
月
)
で
、

高
齢
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
俄
な
上
昇

に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
(
図

2
)
。
今
回
の
上
昇
局
面
で
は
県
し
た
工

ネ
ル
ギ
ー
や
生
鮮
璽
の
他
に
、
需
に

よ
っ
て
魚
介
類
や
日
照
不
足
に
ょ
っ
て
米

価
が
上
昇
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
こ

そ
が
、
年
齢
間
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い

る
。

こ
う
し
た
品
目
は
、
主
に
裁
量
の
利
か

な
い
基
礎
的
な
聾
で
あ
る
。
高
者
は

相
翻
に
収
入
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
ウ

エ
ー
ト
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
辱
を0

強
恩
又
け
た
よ
う
だ
。
現
役
粍
の
間
で

も
、
邪
を
持
つ
こ
と
で
外
食
か
ら
鳥

へ
と
食
生
活
が
変
化
し
た
り
、
子
供
を
持

つ
こ
と
で
在
宅
時
間
が
増
え
た
;
る
な

ど
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
生
鮮
食
品
の
ウ
エ
ー
ト
が
大
き
く
な
る

状
況
が
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
釦
歳
以
上
の
帯
で
は
穩
医

療
の
影
響
も
大
き
い
。
こ
の
背
景
に
は
、

高
禦
養
費
の
自
号
担
額
の
上
限
が
Ⅱ

年
8
月
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

と
み
ら
れ
、
訊
発
な
ど
の
ウ
エ
ー
ト
が

大
き
い
高
齢
者
に
ょ
契
き
な
響
が
出

た
よ
う
だ
(
引
き
上
げ
の
対
象
は
知
歳
以

上
だ
が
、
推
計
の
都
合
上
、
全
世
代
の
物

価
に
辱
が
出
る
)
。

名
昆
金
に
つ
い
て
は
、
人
手
不

足
感
が
強
ま
る
中
で
上
昇
し
て
い
る

が
、
こ
の
上
昇
は
一
様
で
は
な
い
。

賃
金
力
ー
プ
は
フ
ラ
ッ
ト
化
し
て
お

り
、
賃
上
げ
は
尊
に
手
厚
い
一
方
、

ミ
ド
ル
層
ほ
ど
抑
制
さ
れ
て
い
る
の

が
^
だ
。
さ
ら
に
^
に
つ
い
て

Ⅱ
蛋
の
璽
改
定
率
は
マ
イ

は
、

ナ
ス
0
 
・
ー
%
で
あ
り
、
一
」
1
か

ら
減
少
し
て
い
た
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
高
齢
の
世

帯
ほ
ど
名
目
卿
の
低
さ
と
相
ま
っ

て
ー
の
上
昇
が
著
し
い
、
と

い
、
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
足
元

の
ー
は
高
齢
の
帯
ほ
ど
厳

し
い
益
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
先
行
き
は
ど
、
つ
だ
ろ
、
つ
か
。

、
、

、
、

、
、

、
、
゛す

4

ま
ず
生
鮮
璽
得
の
高
騰
は
、
す
で
に

一
服
し
つ
つ
ぁ
る
。
一
方
で
、
原
也
1

は
上
昇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

得
の
上
昇
は
鑾
す
る
だ
ろ
う
。
要
す

る
に
「
1
」
の
上
昇
は
荏
も
継

続
す
る
可
雜
が
高
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
価

格
の
上
昇
を
票
に
、
高
齢
者
ほ
ど
大
き

な
上
昇
こ
直
面
す
る
と
い
、
需
図
も
解
消

さ
れ
な
い
。

3

2

1

0

物価

(前年比、ツ0)
5

図1 物価の「基調」と「体感」の推移
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