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中

国

経

済

の

現

状

カミ

り

問

題

点

を

探

る

今
日
の
テ
l
マ
は
中
国
経
済
を
中
心
と
す
る
予
定
で
し
た
が、
た

ま
た
ま
最
近、
中
国
に
政
変
が
起
き
ま
し
た。
本
来、
中
国
を
語
る

場
合、
ま
さ
に
「
政
経
分
離」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で

す。
す
な
わ
ち、
あ
ら
ゆ
る
H
断
面。
が
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

結
び
つ
い
て
い
ま
す。

一
般
的
に
言っ
て、
わ
が
国
は
こ
こ
数
年
間、
い
わ
ゆ
る
中
国
ブ

ー
ム
で
「
中
国
は
い
ま
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
社
会
主
義）
を
捨
て
去

っ
て、
も
の
分
か
り
の
い
い
国
に
なっ
た。
西
側へ
傾
斜
し
始
め
て

き
て
い
る」
と
い
う
よ
う
な
俗
論
が
横
行
し
て
い
ま
す。

私
が
三
年
前
に
出
版
し
た
「
現
代
中
国
の
政
治
と
戦
略。
中
国
は

こ
の
ま
ま
西
側
化
す
る
か
l」
と
い
う
本
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば、

お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
が、
や
は
り一
度、
権
力
を
確
立
し

た
社
会
主
義
国
家
や
共
産
主
義
者
が、
そ
う
簡
単
に
城
を
明
肘
渡
す

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん。

も
し
も、
ギ
リ
ギ
リ
の
所
で、
西
側
へ
の
H
危
険
な
道。
を
歩
み
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始
め
る
と
な
る
と、
必
ず
そ
こ
で
頭
を
抑
え
つ
け
る
行
動
が
出
て
く

る
だ
ろ
う、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
ま
し
た。
同
時
に
中
国

は「
国
益」
と
い
う
も
の
で
政
治・
外
交
を
決
め
る
の
で
は
な
く、

か
特
殊
な
方
法u
で
政
治・
外
交
を
規
定
し
て
い
る
ん
だ、
と
い
う

こ
と
を
い
つ
も
お
話
し
て
い
る
わ
け
で
す。

こ
の
「
国
益」
と
い
う
も
の
も、
日
本
側
か
ら
見
れ
ば一
中
国
は

こ
う
な
る
だ
ろ
う・：」
と
い
う，
虚
構H
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す。

つ
ま
り「
国
益
に
照
ら
せ
ば
中
国
は、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
西
側

諸
国
と
受
流
を
深
め
る
方
が
飛
躍
的
な
発
展
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う」

と
い
う
議
論
が
流
行
し
て
い
る
わ
け
で
す。

さ
ら
に「
国
益
に
照
ら
せ
ば、
中
国
は
ソ
連
と
ヨ
リ
を
戻
す
必
要

は
な
い。
そ
れ
よ
り
も
日
本
や
ア
メ
リ
カ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
方

が
得
だ
か
ら、
中・
ソ
和
解
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い」
な
ど
と
言っ

て
い
る
連
中
が、
わ
が
国
に
は
大
勢
い
ま
す。

だ
か
ら
現
在
の
部
小
平
｜
胡
耀
邦
体
制
は
がっ
ち
り
と
確
立
さ
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れ、
こ
れ
に
よっ
て
中
国
は
現
代
化、
近
代
化
の
方
向
へ
大
き
く
歩

み
出
し
て
い
る。
従
っ
て
日
中
関
係
に
つ
い
て
は、
も
う
何
の
問
題

も
な
い。
日
中
経
済
は
今
後
大
き
く
発
展
す
る
だ
ろ
う、
な
ん
て
と

と
を
盛
ん
に
言っ
て
い
る
わ
け
で
す。

そ
の
よ
う
な
日
本
の
見
方
は、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
全
部
誤
っ
て
い

る
と
言っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す。
つ
ま
り、
こ
れ
ら
は
全
部、
俗
論

で
す。
そ
ん
な
こ
と
で
中
国
が
分
か
る
な
ら、
私
は
中
国
研
究
な
ん

か
や
り
ま
せ
ん。
ど
う
も
そ
の
辺
に
な
る
と、
日
本
人
の
H
常
識
の

レ
ン
ズH
が
公
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す。

日
本
人
は
万
里
の
長
城
と
か
古
都
西
安
（
長
安）
や
北
京、
あ
る

い
は
東
北
地
方（
旧
満
州）、
大
都
市
の
上
海
に
懐
旧
の
情
を
禁
じ
得

な
い、
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
募
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す。
い
わ
ば

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
情
景
の
中
で、
中
国
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
わ
け

で
す。と

こ
ろ
が、
現
実
の
中
国
の
姿
は、
と
て
も
そ
ん
な
ロ
マ
ン
チ
ッ

中
崎

嶺
縫（

な
か
じ
ま・
み
ね
お）

氏
の
略
歴
昭
和
十一
年 、
長
野
県
生

．
ま
れ 。
三
十
五
年 、
東
京
外
倍大
中
国

斜
を
率
業
後 、
京
大
大
学
院
国
際
関
係

論
課
程
に
進
み 、
四
十
年
修
了 。
四
十

一

二
年 、
東
京
外
大
都
師 、
四
十
四
年
助
一

教
授
と

な
り 、
五
十
二
年
に
教
授。
こ

い

の
問 、
四
十
四
年

か
ら
四
十
六
年
に

か
…

け
て 、
外
務
省
特
別
研
究
員
と
し
て
奇
い

沼
に
留
学 。
五
十
二
年

か
ら一
年
間 、

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
客
員
数
…

授 、
五
十
五
年
に
は
バ
リ

政
治
学
院
客
－

民
救
疫
を
つ
と
め
る 。
者
自
に
「
中
ソ
…

対
立
と
現
代」「
北
京
烈
烈」

な
ど ．
東
…

京
都
仮
穏
区
に
在
住 。

ク
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
も
の
す
ご
く
ボ
ル
テ
ー
ジ
の
高
い
社

会
で
あっ
て、
十
三
億
の
人
々
が
渦
巻
い
て
い
る
わ
け
で
す。
こ
う

い
う
中
で
毛
沢
東
思
想
に
よっ
て、
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す。

例
の
文
化
大
革
命
と
い
う
大
激
動
期
を
経
て、
彼
の
死
後、
そ
の

文
革
的
要
素
と
縁
が
切
れ
た
の
は、
わ
ず
か
数
年
前
で
す。
護
国
鋒

氏
（
元
首
相）
が
失
墜
し
た
の
は
八
二
年
の
十
二
回
党
大
会
か
ら
で

す。
そ
の
後、
か
つ
て
失
脚
し
た
郵
氏
の
再
登
場
と
と
も
に、
文
革

的
後
遺
症
が
徐
々
に
消
え
て
ゆ
き、
H
北
京
の
春H
と
呼
ば
れ
る
自
由

な
空
気
が
か
も
し
出
さ
れ
て
き
ま
し
た。
そ
こ
で
部
氏
の
腹
心
で
あ

る
越
紫
陽
氏
を
首
相
に、
胡
輝
邦
氏
を
党
総
書
記
に
抜
て
き
し、
部

｜
胡
指
導
体
制
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。

圃

表
面
は
激
動

で
も
深
層
部
は

変
化
し
な
い
中

国

’hd
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こ
の
よ
う
に
政
治
体
制
は、
文
革
時
代
と
同
様、
表
面
的
に
は
大

き
く
左
右
に
揺
れ
動
い
て
い
ま
す。
し
か
し
中
国
社
会
は、
数
千
年

の
昔
か
ら
地
縁、
血
縁
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
た
村
落
共
同
依
社
会

で、
重
構
造
に
なっ
て
い
ま
ず
か
ら、
表
面
は
い
か
に
も
変
化
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が、
探
居
部
分
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な

い
社
会
と
い
え
ま
す。

だ
か
ら
多
く
の
人
た
ち
は、
現
在
は
郡
小
平
氏
の
天
下
だ
が、
彼

の
死
後
は、
ま
た
ど
の
よ
う
に
国
が
変
わ
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
わ
り
で
す。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て、
中
国
問
題
は
もっ
と
常
識
的
に
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
わ
り
で
す。
先
ほ
ど
の「
国
益」
の
話

に
戻
り
ま
す
が、
や
は
り
中
国
の
政
治・
外
交
を
規
定
す
る
要
素
は、
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一
つ
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
す。
社
会
主
義
の
拘
束
か
ら
は
ど
う
し

て
も
逃
れ
ら
れ
ま
せ
ん。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス・
レ
l
ニ
ン
主
義
と
い

う
ρ
錦
の
御
旗H
は、
政
治
状
祝
が
悪
く
なっ
た
時
に
は
必
ず
顔
を

出
し
て
き
ま
す。置

引
世
紀
の

半
ば

に
は
中
国
の

社
会
主
義
が
崩
壊
？

し
か
し、
こ
れ
が
永
遠
に
続
く
も
の
と
は
思
い
ま
せ
ん。
や
が
て

中
国
が
もっ
と
市
民
社
会
的
に
成
熟
し
た
時
代
に
入
り、
一
人
当
た

り
の
G
N
P
が
二
千
ぷ
程
度
に
な
る
と、
中
国
の
社
会
主
義
は
本
格

的
に
内
部
か
ら
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す。
そ
れ
は
恐
ら

く、
二
十一
世
紀
の
中
ご
ろ
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

い
ま
中
国
の一
人
当
た
り
G
N
P
は
日
本
人
の
四
十
分
の一
で
す

か
ら、
約
二
百
五
十ドル
｜
三
百ドル
で
す。
こ
れ
が
今
世
紀
末
に
千ドル

に
な
る
か、
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
中
国
経
済
界
の
最
大
の
目
標
で

す。そ
う
い
う
現
実
を
無
視
し
て、
日
本
は「
そ
れ
行
け
中
国
！」
と

ば
か
り、
鉄
鋼
プ
ラ
ン
ト
を
は
じ
め
自
動
車、
テ
レ
ビ
な
ど
重
工
業

か
ら
軽
工
業
に
い
た
る
ま
で、
さ
ま
ざ
ま
な
工
業
製
品
を
猛
烈
に
売

り
込
ん
で
いっ
た
わ
け
で
す。

日
本
か
ら
の
消
費
物
資
も一
時
は
売
れ
た
の
で
す
が、
た
ち
ま
ち

中
国
の
外
貨
が
不
足
し
て
し
ま
い
ま
し
た。
従っ
て
日
中
貿
易
は
現

在、
ト
ラ
ブ
ル
続
出
と
いっ
た
状
況
に
なっ
て
き
ま
し
た。
深
川
な

ど
の
経
済
特
別
区
で
も、
日
本
の
進
出
企
業
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ

て
い
る
あ
り
さ
ま
で
す。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と、
中
国
は
よ

ほ
ど
豊
か
な
国
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り、
当
分
は
社
会
主
義
依
制
で
ゆ

か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

も
う一
つ
の
要
因
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
す。
民
族
主
義
と
い
う

も
の
を
彼
ら
は
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん。
だ
か
ら、
日
本
が
少
し
大
き

な
顔
を
す
る
と、
そ
れ
に
非
常
に
反
発
を
示
し
て
き
ま
す。

さ
ら
に
も
う一
つ
は、
中
国
的
な
世
界
秩
序
観
で
す。
中
国
は
世

界
の
中
心
で
あ
る
と
い
う、
い
わ
ゆ
る「
中
華
思
想」
で
す。
中
国

は
今、
百
三
十
数
カ
国
と
国
交
を
樹
立
し
て
い
ま
す
が、
国
交
樹
立

の
式
典
に
際
し
て
は、
必
ず
相
手
の
国
の
指
導
者
が
中
国
へ
出
向
い

て
式
を
挙
げ
て
い
ま
す。
中
国
は
い
ま
だ
か
つ
て、
相
手
の
国
へ
行

っ
て
国
交
樹
立
の
式
典
を
や
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
すc

こ
う
い
う
秩
序
観
か
ら、
中
国
の
出
方
が
決
まっ
て
い
く
わ
け
で

す。
も
し
も
「
国
益」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
プ
ロ
セ
ス
が

あ
れ
ば、
全
世
界
が
部
小
平
俸
制
の
経
済
改
革
を
注
視
し
て
い
る
時

に、
腹
心
の
胡
耀
邦
総
書
記
を
ク
ビ
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か

っ
た
で
し
ょ
う。
ま
し
て
や
「
国
益」
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば、

文
化
大
革
命
な
ん
て
こ
と
も
し
な
かっ
た
と
思
い
ま
す。

FO

 

圏

制
度
的
に
疑
問
が
残
る
胡
総
書
記
の

解
任

そ
こ
で
次
に、
今
回
の
政
変
劇
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
郵
依
制
の
内
部
分
裂

で
あ
る
と
思
い
ま
す。
し
か
も
今
回
の
胡
総
書
記
解
任
に
は
制
度
的

に
も
非
常
に
疑
義
が
あ
り
ま
す。
従っ
て
郵
小
平
氏
が
引
退
か
死
去

し
た
後
に
は、
今
回
の
よ
う
な
部
氏
の
独
裁
的
な
や
り
方
に
対
し、

当
然
批
判
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す。
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胡
耀
邦
氏
は
中
国
共
産
党
の
総
苫
記
で、
国
の
最
高
権
力
者
で
あ

る
わ
け
で
す。
い
わ
ば
ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
3
記
長
と
同
じ
立
場

に
当
た
り
ま
す。
そ
の
総
書
記
の
解
任
を
下
部
の
政
治
局
甚
大
会
議

で
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
自
依
が
お
か
し
い
の
で
す。

もっ
と
根
本
的
に
言
え
ば、
最
高
権
力
者
の
総
岳
記
の
ク
ピ
を
切
』圃
ノ見、
・
岡
国圃
を
e
時易貿中日と都内の変政の圏中

っ
た
郵
小
平
氏
の
H
ワ
ン
マ
ン
政
治H
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で、
こ

の
こ
と
自
体
が
制
度
的
に
は
異
常
な
の
で
す。
郵
氏
は
中
央
顧
問
委

員
会
の
主
任
に
す
ぎ
ま
せ
ん。
そ
の
主
任
の
ツ
ル
の一
声
で
最
高
権

力
者
が
辞
任
さ
せ
ら
れ
て
し
まっ
て
い
る
わ
目
で
す
か
ら、
将
来
に

問
題
が
残
り
ま
す。

こ
れ
は
日
本
で
い
え
ば
岸、
福
田
氏
と
いっ
た
自
民
党
の
長
老
連

中
が
「
中
曽
根
は
け
し
か
ら
ん
か
ら
辞
め
ろ」
と
ク
ピ
を
切
る
の
と

同
じ
こ
と
で
す。
こ
の
ほ
か
現
在、
問
題
に
なっ
て
い
る
こ
と
に
次

の
こ
と
が
あ
り
ま
す。

軍
「
三
顧
の

礼
」
無
視
し
た
日

本
青
年
3
千
人
の
訪
中

中
国
建
国
三
十
五
周
年
記
念
の
国
鹿
節
に、
日
本
か
ら
青
年
が
三

千
人
も
招
待
さ
れ
て
行
き
ま
し
た。
こ
れ
は
胡
総
由
記
が
来
日
し
て、

N
H
K
ホ
l
ル
で
ご一
十一
世
紀
は
青
年
の
も
の
だ」
と
言っ
た
演

説
が、
勢
い
あ
まっ
て
日
本
の
青
年
三
千
人
を
招
く
と
い
う
こ
と
に

なっ
て
し
まっ
た
の
で
す。
私
は
そ
の
時、
日
本
は
お
い
そ
れ
と
こ

の
話
に
乗
る
べ
き
で
な
い、
と
当
時
の
政
府
要
人
に
注
意
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す。
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中
国
に
は
昔
か
ら「
三
顧
の
礼」
と
い
う
考
え
が
あ
り、
一
回
言

わ
れ
た
だ
け
で、
喜
々
と
し
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
す。
三
回

ほ
ど
言
わ
れ
て、
やっ
と
腰
を
上
げ
る
の
が
礼
儀
と
さ
れ
て
い
る
国

で
す。
だ
か
ら
日
本
は、
最
初
か
ら
先
方
に
軽
べ
つ
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す。
そ
し
て、
招
か
れ
た
ら
必
ず
招
き
返
す
こ
と
が
必
要
で
す。

だ
か
ら
三
千
人
の
青
年
が
中
国
へ
行
く
の
な
ら、
今
度
は
中
国
の

障は
年
三
千
人
を
招
き
返
す
予
算
措
置
を
と
る
べ
き
だ、
と
政
府
に
進
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言
し
ま
し
た。

し
か
も
日
本
の
若
者
た
ち
は、
ル
ン
ル
ン
気
分
で
北
京
市
内
を
歩

き
回っ
た
た
め、
向
こ
う
の
若
い
人
た
ち
か
ら
反
感
を
買
い
ま
し
た。

と
ど
の
つ
ま
り
は、
招
待
し
た
胡
総
書
記
ま
で
が
依
制
派（
保
守
派）

か
ら
批
判
を
浴
び
る
結
果
に
なっ
て
し
まっ
た
わ
け
で
す。

そ
れ
だ
け
な
ら、
ま
あ
よ
い
の
で
す
が、
昨
年、
中
曽
根
総
理
が

例
の
藤
尾
発
言
問
題
な
ど
で
北
京
へ
謝
り
に
行
っ
た
時、
中
国
の
若

い
人
た
ち
に
対
し
て
大
変
な
ア
ジ
演
説
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た。
こ

れ
も
大
問
題
に
な
り
ま
し
た。
日
本
の
新
聞
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ

た
の
で、
圏
内
で
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が：・。

圃

胡
総
書
記
に
は

H
あ
り
が
た
迷
惑
H
な
中
曽
根

演
説

中
曽
根
総
理
は
昨
年
十一
月、
北
京
の
日
中
友
好
青
年
セ
ン
タ
ー

の
定
礎
式
に
出
席
し
た
折、
胡
総
昌
記
の
い
る
前
で
「
未
来
は
青
年

た
ち
の
も
の
だ。
日
本
の
明
治
維
新
も
改
革
派
の
青
年
が
保
守
派
を

倒
し
て、
日
本
の
近
代
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
す・：」
と
ア
ジ
っ
た

わ
け
で
す。
そ
の
こ
ろ
は、
も
う
中
国
政
府
で
は
内
部
分
裂
が
始
ま

っ
て
い
ま
し
た
か
ら、
胡
総
書
記
も
H
あ
り
が
た
迷
惑
な
演
説u
と

思っ
た
で
し
ょ
う。
こ
れ
を
聞
い
た
中
国
の
保
守
派
の
人
た
ち
は
大

変
に
憤
慨
し
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

だ
か
ら
こ
れ
で
当
面、
中
曽
復
政
権
と
中
国
と
の
パ
イ
プ
は
切
れ

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
少
な
く
と
も
胡
耀
邦
氏
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
姿
勢
は、
中
国
か
ら
反
発
を
受
け
た
と
い
う
こ

と
に
なっ
た
わ
け
で
す。

「
君
子
の
交
り
は
淡
き
こ
と
水
の
ご
と
し」「
小
人
の
交
り
は
甘
き

こ
と
レ
イ
（
甘
酒）
の
ご
と
し」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に、
中
国
と
の

関
係
は、
い
つ
も
あ
る一
定
の
距
離
を
お
い
て
交
際
し
て
ゆ
く
の
が

よ
い
わ
け
で
す。
そ
も
そ
も
日
中
はH
異
母
兄
弟H
の
仲
で
す
か
ら、

そ
の
辺
の
所
を
十
分
に
配
慮
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す。

数
年
前
か
ら
の
中
国
の
開
放
政
策
の
波
に
乗っ
て、
日
本
の
弱
霞

メ
ー
カ
ー
が
テ
レ
ビ
や
電
化
製
品
を、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
寧
を
猛

烈
に
売
り
こ
み
ま
し
た。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あっ
て、
社
会
主
義

体
制
下
の
中
国
で
貧
富
の
差
が
非
常
に
自
に
つ
く
よ
う
に
な
り、
結

局
は
外
貨
不
足
で
対
外
貿
易
に
大
き
な
行
き
詰
ま
り
を
生
じ
て
く
る

こ
と
に
なっ
て
し
ま
い
ま
し
た。

こ
の
よ
う
に
開
放
俸
制
の
悪
い
所
ば
か
り
目
に
つ
き
始
め
た
の

で、
保
守
派
の
シ
ン
ボ
ル
陳
雲
氏
な
ど
か
ら
相
当
に
批
判
が
強
まっ

て
き
た
わ
け
で、
部
1
胡
体
制
の
改
革
派
と
保
守
派
と
の
内
部
対
立

が
生
じ
て
き
ま
し
た。
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圏
「
日
中
友
好
は

永
遠
に
不
滅
」

は

安
易
な
考
え
方

一
方、
日
本
の
政、
宮、
財
界
の
人
々
は
H
も
う
日
中
友
好
は
永

遠
に
不
械
で
す。
絶
対
に
大
丈
夫
で
すu
と
か
な
ん
と
か
言っ
て
い

ま
し
た
が、
こ
う
い
う
安
易
な
考
え
方
は、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す。
日
本
か
ら
の
自
動
車
輸
出
は一
昨
年
十
万
台、
昨
年

は
わ
ず
か一
万
台、
今
年
は
果
た
し
て
向
台
売
れ
る
で
し
ょ
う
か。

一
昨
年
の
後
半
か
ら
中
国
政
府
は「
外
貨
管
理
違
反
処
罰
細
則」

と
い
う
通
達
を
出
し
て、
徹
底
的
な
外
貨
規
制
を
や
っ
て
い
ま
ず
か

ら、
こ
こ
当
分、
日
中
の
経
済・
貿
易
関
係
は
パ
ラ
色
と
は
言
い
が

た
い
と
思
い
ま
す。
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保
守
派
の
攻
勢
に
あ
い、
次
第
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
き
た
郵
｜
胡

体
制
の
中
で、
昨
年
九
月
の
中
央
委
員
会
で、
一
種
の
権
力
闘
争
的

な
動
き
が
起
こ
っ
て
い
ま
す。
そ
し
て
胡
耀
邦
氏
の
パ
ッ
ク
に
い
る

胡
啓
立、
王
兆
国
両
氏
も
じ
わ
じ
わ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
が
現

状
と
言
え
ま
す。

私
は
昨
年、
北
京
の
大
会
堂
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
講
演
し、
大

き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た。
い
ま
中
国
は
三
つ
の
ジ
レ
ン
マ
に
悩
ん

で
い
る。
中
国
の
現
代
化、
近
代
化
は
そ
ん
な
に
急
い
で
や
る
べ
き

で
は
な
い、
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た。
そ
の
ジ
レ
ン
マ
は
向
か

と
い
う
と
l。

一
つ
は、
い
ま
の
中
国
は
日
本
の
現
状
と
比
べ
て
百
五
十
年
も
の

遅
れ
が
あ
る。
日
本
は
明
治
維
新
の
大
改
革
で
西
飲
か
ら
近
代
化
政

策
を
吸
収
し
た
の
に、
当
時
の
中
国
は
あ
ら
ゆ
る
西
欧
文
明
を
排
撃

し
た
た
め、
い
ま
に
なっ
て
も
遅
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
で
い
る。
鉄

道
の
営
業
キ
ロ
数、
電
話、
教
育
の
普
及
率
を
日
本
と
比
べ
て
も、

約
百
年
の
遅
れ
は
あ
り
ま
す。

第
二
点
は
昭
和
二
十
四
年
以
降、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た

戦
後
三
十
年
間、
日
本
も
台
湾
も
香
港
も
急
速
に
成
長
し
て
き
ま
し

た。
こ
の
時
期
に
中
国
は、
毛
沢
東
思
想
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
わ

け
で
す。
こ
の
三
十
年
間
は、
百
年
間
に
相
当
す
る
大
切
な
時
間
で

し
た。さ

ら
に
第
三
に
は、
中
国
は
社
会
主
義
で
は
な
い
か。
社
会
主
義

は
そ
も
そ
も
近
代
化
や
工
業
化
に
適
合
し
な
い
の
で
す。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
の
で、
講
演
の
あ
と
相
当
の
批
判

を
浴
び
る
こ
と
を
党
倍
し
て
い
ま
し
た
が、
聴
衆
は、
涙
を
流
さ
ん

ば
か
り
に
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た。

園
学
生
運
動
が
反
体
制
色
強
め
郵・
胡
体
制
に
亀
裂
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講演する中崎氏

そ
も
そ
も
昨
年
十
二
月
の
学
生
運
動
は、
最
初
は
単
な
る
生
活
改

善
要
求
と
か
選
挙
の
手
続
き
問
題
だ
け
だ
っ
た
の
で
す。
し
か
し、

や
が
て
は
中
国
の
根
本
的
な
体
制
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
反
体
制
運

動
に
転
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す。
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
る
問

題
で、
今
度
は
部
｜
胡
体
制
の
改
革
派
（
主
流
派）
の
内
輪
も
め
が

生
じ、
さ
ら
に
火
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す。

ど
こ
の
企
業
で
も
同
様
で、
仕
事
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
る
時
は、

調
子
が
よ
い
わ
け
で
す
が、
い
っ
た
ん
つ
ま
ず
く
と、
責
任
の
な
す

り
合
い
で
ケ
ン
カ
と
な
り
ま
す。
い
ま
の
中
国
政
府
の
内
紛
が
ま
さ

に
そ
れ
で
す。
そ
こ
で
制
度
的
に
は
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い

鼠
高
権
力
者
の
胡
総
世
記
が、
郎
氏
の
ツ
ル
の一
声
で
ク
ビ
を
切
ら

［｜｜
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
異
常
事
態
を
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

・講演特集



日召筑162年2月15日〈政経かながわ〉第3湿郵便物認可

す。従
っ
て、
こ
う
い
う
状
況
の
下
で、
当
面、
今
駄
の
第
十
三
回
党

大
会
が
果
た
し
て
開
催
さ
れ
る
の
か
ど
う
か。
越
紫
陽
首
相
が
総
書

記
代
行
か
ら
総
書
記
に
就
任
す
る
の
か
ど
う
か、
大
い
に
注
目
さ
れ

る
ゆ
え
ん
で
す。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は、
越
首
相
は
中
国
を
背
負

っ
て
い
け
る
ほ
ど
の
大
物
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら、
総
魯
記
就
任
は、

ま
ず
無
理
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

圃
皇
帝
型
の

権
力
構
造
か
ら

脱
却
で
き
な
い
中

国

従
っ
て
現
体
制
が
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば、
相
変
わ
ら
ず
最
高
実
力

者
の
部
氏
が
引
退
も
せ
ず
。
院
政。
を
敷
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で、

結
局、
毛
沢
東
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
い
か、
と
思
い

ま
す。中

国
の
政
治
体
質
と
い
う
の
は、
右
と
左
が
単
に
入
れ
替
わ
っ
た

だ
け
で、
本
質
は
同
じ
で
す。
最
近
の
人
民
日
報
を
読
む
と、
論
文

の
終
わ
り
は
い
つ
も
郡
小
平
文
選
で
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す。
あ
の

毛
沢
東
時
代
は
毛
沢
東
語
録
で
結
ん
だ
よ
う
に
で
す。
結
局、
中
国

と
い
う
国
は、
ど
う
も
皇
帝
型
権
力
構
造
の
基
本
的
本
質
か
ら
脱
却

で
き
な
い
よ
う
で
す。

従
っ
て、
そ
の
皇
帝
が
い
つ
天
寿
を
全
う
す
る
か、
ど
う
か
に
問

題
が
か
か
っ
て
お
り、
こ
の
た
め
政
治
の
近
代
化、
政
治
シ
ス
テ
ム

の
民
主
化
が
で
き
な
い
の
で
す。
こ
こ
に
中
国
の
最
大
の
ジ
レ
ン
マ

が
あ
る
わ
け
で
す。
し
か
も、
こ
れ
は
単
に
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

制
度
を
導
入
し
た
だ
け
で
は
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す。
こ
れ
は一
種
の

中
国
社
会
の
個
性
で、
政
治
文
化
と
い
う
も
の
は一
朝一
夕
に
は
直

ら
な
い
の
で
は・・・
と
い
う
気
が
し
ま
す。

さ
て、
今
後
の
展
望
と
し
て、
そ
れ
で
は
部
氏
以
後、
果
た
し
て

だ
れ
が
政
治
の
表
舞
台
に
飛
び
出
し
て
く
る
の
か。
こ
れ
は
大
変
に

む
ず
か
し
い
問
題
で
す。
保
守
派
の
陳
蚕
氏
は
政
治
的
キ
ャ
リ
ア、

実
力
か
ら
い
っ
て
も
表
面
に
出
て
き
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん

し、
だ
れ
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
人
物
で
す。

部
小
平
氏
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
人
物
で
す
か
ら、
彼
が
も
う
少

し
若
け
れ
ば、
中
国
共
産
党
の
中
で
無
記
名
の
投
票
を
す
れ
ば、
部

民
よ
り
多
く
の
票
を
取
る
と
思
っ
て
い
ま
す。
だ
か
ら
私
は、
日
本

の
政・
財
界
の
人
々
に
「
中
国
を
訪
問
し
た
な
ら
ば、
陳
雲
さ
ん
に

会
っ
て
こ
な
げ
れ
ば
ダ
メ
で
す
よ」
と
い
つ
も
言
っ
て
い
る
の
で
す。

陳
雲
氏
こ
そ
中
国
経
済
の
元
締
め
で
す。

陳
雲
氏
も
郵
小
平
民
と
同
様、
八
十
歳
を
超
え
る
高
齢
者
で
す。

そ
う
い
う
陳
雲
氏
の
系
列
下
に、
李
鵬
民
と
い
う
ソ
連
に
留
学
し
た

優
秀
な
人
物
が
い
ま
す。
郡
小
平
氏
系
列
に
胡
耀
邦
1
胡
啓
立
と
い

っ
た
人
討
が
い
る
よ
う
に
で
す。

nu

 

nL

 

圏

6
対
4

で
反
郵
小

平
の

保
守
派
勢
力
が
優
位

い
ず
れ
に
し
ろ
郵
小
平
氏
は、
人
気
は
あ
り
ま
す
が
非
常
に
敵
の

多
い
人
で
す。
ク
ピ
を
切
ら
れ
た
華
国
鋒
グ
ル
ー
プ
に
つ
な
が
る
人

民
解
放
軍
の
軍
人
と
か
周
恩
来
系
列
の
人
々
も
心
中、
面
白
く
あ
り

ま
せ
ん。
そ
う
い
う
反
部
小
平
の
連
合
勢
力
は、
一
種
の
保
守
派
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い。
現
在
は
六
対
四
ぐ
ら
い
の
勢
力

で
保
守
派
が
優
位
に
立
っ
て
い
ま
す。

従
っ
て、
今
回
の
胡
耀
邦
総
書
記
に
対
す
る
ク
ピ
切
り
は、
部
小
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平
氏
自
身
が
身
の
安
全
を
守
る
た
め
の
行
動
で
あ
り、
彼
も
あ
る
意

味
で
保
守
派
に
ρ
転
向u
し
た
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う。
つ
ま
り
胡

総
書
記
は
ス
ケ
l
プ・
コ
ー
ト
に
なっ
た
わ
け
で
す。

さ
て、
こ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
ま
ず
か
ら、
中
国
は
こ
れ
か

ら
日
本
に
対
し
て
も、
か
な
り
厳
し
い
態
度
に
出
て
く
る
と
思
い
ま

す。
防
衛
費一
%
枠
の
突
破
問
題
に
つ
い
て
も、
か
な
り
厳
し
い
こ

と
を
述
べ
て
い
ま
す。
日
中
経
済
関
係
に
つ
い
て
も、
あ
ま
り
パ
ラ

色
に
考
え
な
い
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す。
目
先
の
得
失
を
追
究
し
な

い
で、
よ
り
長
期
の
展
望
に
立
っ
て
考
え
る
べ
き
で
す。

外
貨
が
不
足
し
て
く
る
と、
中
国
に
は
ソ
連
相
手
の
貿
易
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
す。
ソ
連
程
度
の
技
術
力
の
工
業
品
が一
番
適
し
て
い

る
と
い
え
ま
す。
中
国
は
農
産
物
や
軽
工
業
品
が
売
れ
な
く
て
困
っ

て
お
り、
逆
に
ソ
連
と
し
て
は、
そ
れ
ら
の
中
に
欲
し
い
消
費
物
資

が
数
多
く
あ
り
ま
す。
最
近
は
モ
ス
ク
ワ
と
北
京
で、
互
い
に
貿
易

展
が
開
催
さ
れ
大
変
な
に
ぎ
わ
い
で
し
た。

圏
日

本

企
業
に
は
メ

リ
ッ

ト
が
少
な
い
日

中
貿
易

日
本
と
し
て
は、
あ
ま
り
欲
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん。
日
中
貿

易
の
額
を
見
て
も、
昨
年
は
予
想
通
り
四
十
億ドル
ほ
ど
滅
り、
約
百

五
十
億ドル
前
後
と
な
り
ま
し
た。
こ
の
場
合
も
日
本
側
は
黒
字
で、

中
国
は
赤
字
で
す。
通
産
省
が
極
秘
で
調
査
し
た
個
別
企
業
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
み
て
も、
日
中
貿
易
と
い
う
の
は、
そ
ん
な
に
も
う
かつ

て
は
い
ま
せ
ん。
合
弁
企
業
で
「
も
う
か
っ
て
い
な
い」
と
い
う
回

答
が
六
O
%、
あ
と
は
「
な
ん
と
も
言
え
な
い」
が
ほ
と
ん
ど
と
い

う
状
況
で
す。

こ
う
い
う
点
を
考
え
て
中
国
に
進
出
す
る
な
ら
ば、
日
本
の
経
営

者
は、
一
種
の
慈
善
事
業
と
考
え
て、
長
期
的
な
意
味
で
中
国
の
経

済
力
を
高
め
る
方
向
を
目
指
す
べ
き
で
す。

そ
も
そ
も
商
売
上
手
と
い
う
点
で
は、
中
国
人
の
方
が
日
本
人
よ

り
上
で
す。
中
国
人
を
相
手
に
も
う
け
よ
う
と
す
る
日
本
人
が
い
た

ら、
そ
の
人
は
天
才
だ
と
思
い
ま
す。
日
中
貿
易
に
つ
い
て
は、
あ

ま
り
甘
い
幻
想
を
持
た
な
い
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す。

置
米
中
貿
易

で
ア
メ
リ
カ
が

潤
え
ば
日
米

改
善
に
も
効
果

そ
れ
よ
り
も
中
国
と、
ア
メ
リ
カ
を
含
む
西
欧
側
と
の
聞
の
貿
易

を
活
発
に
し、
西
欧
側
の
黒
字
を
増
加
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま

す。
西
欧
人
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
中
国
人
と
対
応
し
ま
ず
か
ら、

交
渉
も
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
と
思
い
ま
す。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は、
つ

い
日
中
友
好
と
か、
戦
時
中
の
し
ょ
く
罪
意
識
で
心
情
的
に
ウェ
ッ

ト
な
対
応
を
し
ま
す
か
ら、
互
い
に
甘
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り、

商
談
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
の
が
実
情
で
す。

そ
う
い
う
意
味
で、
い
ま
ア
メ
リ
カ
は
赤
字
で
悩
ん
で
い
ま
ず
か

ら、
も
し
米
中
貿
易
で
ア
メ
リ
カ
が
も
う
か
る
な
ら
ば、
ア
メ
リ
カ

に
う
ん
と
も
う
け
さ
せ
て、
そ
の
分
だ
け
日
米
関
係
を
改
善
す
る
と

い
う
よ
う
な、
う
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

わ
け
で
す。
日
本
は
い
ま
円
高
で
悩
ん
で
い
ま
す
が、
長
期
的
に
現

在
の
円
高
を
見
れ
ば、
や
が
て
は
日
本
が
二
十一
世
紀
に
生
き
の
び

る
試
錬
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
思
い
ま
す。
だ
か
ら、
そ
れ
く
ら
い

の
余
裕
を
も
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か、
と
思
っ
て
い
る
次
第
で

ーーー
す。
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祭主3 .rm郵便物認可 〈政経かながわ〉 昭和田年2月158

今回は特に増ページし
60ページとしました

⑨政経かながわ第1021号（昭和62年2月15日）

お知らせ 3 講演会へのこ案内

政懇ホット情報 4 
西高東低で寒波厳しく

外交評論家 曽野 明

日米経済摩療を追う（中）
特別寄稿 6 丸紅調査情報部 部長補佐

井上宗迫

神奈川の焦点 10 
開店近づくウィング久里浜

当 周辺商店街に再開発のi.IJき

吾日1土じ、 14 
中国経済の現状から問題点を探る

記 講演特集 東京外語大学教綬 中嶋 節雄氏

転 事 田中のオヤジと23年
22 ＝あわせて今後の政治を展望

載 の 政治評論家 早坂 茂三氏

は 鉦 資 料 30 本誌特別掲載 首都圏の路線価

厳 転断 資 料 36 泥沼の円高不況に激動の経済界（ 2) 

重
用 展望と分析 44 激動する国会と政局

お 重要ニュース特集 50 県内・国内の主な出来事

断
ニコース・ダイジェスト 54 県内・国内・国際

し 統 計 56 神奈川の人口
ま
す 記 録 57 主要人事異動

お知らせ 60 20周年記念事業のあらまし

表紙の写真 車月はまだひん宿りとする京の旅館
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