
立
憲
民
主
党
が
先
ご
ろ
、
安
倍

前
首
相
の
経
済
政
策
「
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
」
に
つ
い
て
の
検
証
結
果
な

る
も
の
を
ま
と
め
た
。
作
成
し
た

の
は
「
立
憲
民
主
党
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
検
証
委
員
会
」
と
い
う
大
げ
さ

な
も
の
だ
が
、
そ
の
報
告
書
は
Ａ

4

の
紙
に
1

枚
半
と
い
う
薄
っ
ぺ

ら
さ
。
中
身
も
立
憲
民
主
党
に

と
っ
て
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
を
つ

ま
み
食
い
。
こ
れ
で
「
検
証
し

た
」
と
い
う
の
は
世
の
中
に
通
じ

な
い
。

「
報
告
書
」
は
総
合
評
価
と
し

て
「
格
差
や
貧
困
の
問
題
の
改
善

に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、

実
質
賃
金
は
下
が
り
続
け
、
二
度

に
わ
た
る
消
費
税
増
税
が
そ
れ
に

追
い
打
ち
を
か
け
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
半

分
以
上
を
占
め
る
消
費
の
低
迷
が

続
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
日
本
経

済
が
混
迷
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
最

大
の
要
因
で
あ
る
」
と
し
て
①
実

質
賃
金
の
低
下
②
消
費
増
税
（
２
回
）

が
家
計
を
直
撃
③
ミ
リ
オ
ネ
ア
ー

（
億
万
長
者
）
、
貯
蓄
ゼ
ロ
世
帯

の
増
加
④
産
業
競
争
力
、
潜
在
成

長
力
の
低
下
な
ど
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
報
告
書
で
は
枝
野
代
表

が
言
う
よ
う
に
実
質
賃
金
が
低
下

し
た
こ
と
を
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
失

敗
と
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

確
か
に
、
実
質
賃
金
は
低
下
し
た

の
だ
が
、
立
憲
民
主
党
は
実
質
賃

金
の
低
下
に
つ
い
て
、
例
え
ば
10

万
円
の
賃
金
が
9

万
円
に
な
っ

た
か
の
よ
う
に
喧
伝
し
て
い
る
。

た
ぶ
ん
、
立
憲
民
主
党
は
そ
れ
が

違
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
が

ら
、
誤
っ
た
情
報
を
拡
散
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
質
賃

金
は
、
現
金
給
与
総
額
の
伸
び
率

か
ら
、
物
価
上
昇
率
を
差
し
引
い

た
正
味
の
賃
金
上
昇
率
を
指
す
も

結
論
あ
り
き
で
ま
と
め
て
い
る
わ

け
だ
。
立
憲
民
主
党
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
検

証
委
員
会
は
「
ジ

ニ

係

数
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
ジ

ニ
係
数
の
改
善
、
す
な
わ
ち
分
配

に
よ
る
格
差
是
正
が
ど
の
く
ら
い

進
ん
だ
か
、
と
い
う
国
際
比
較
を

見
て
も
、
欧
米
と
比
べ
日
本
は
極

端
に
改
善
率
が
低
い
」
と
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
失
敗
も
訴
え
て
い
る
。

欧
米
と
比
べ
る
な
ら
「
改
善
し
た

結
果
」
が
普
通
だ
ろ
う
が
「
改
善

率
」
と
い
う
意
味
不
明
の
指
標
を

持
ち
出
し
て
い
る
の
だ
。
確
か
に
、

日
本
は
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て

ジ
ニ
係
数
が
0

．
5

台
で
推
移
し

て
い
る
の
だ
が
、
所
得
再
配
分
後
に

は
0

．
36

～
0

．
38

台
と

な
っ
て
お
り
、
改
善
後
に
格
差
が

進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

ん
な
こ
と
は
立
憲
民
主
党
も
理
解

し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は

目
を
つ
ぶ
り
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を

批
判
す
る
た
め
に
、
数
字
の
つ
ま

み
食
い
を
重
ね
て
い
る
。
立
憲
民

主
党
は
こ
の
報
告
書
を
元
に
経
済

政
策
を
策
定
す
る
と
言
う
が
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
政
策
は
国
民
を

不
幸
に
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。

の
だ
。
例
え
ば
、
給
与
１
０
０
万

円
の
人
が
定
年
退
職
し
、
新
た
に

10

万
円
の
人
が
就
職
す
る
と
現

金
給
与
総
額
は
10

万
円
に
な
る
。

伸
び
率
も
マ
イ
ナ
ス
だ
。
こ
こ
か

ら
物
価
上
昇
率
を
差
し
引
く
も
の

が
実
質
賃
金
に
な
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
当
然
、
マ
イ
ナ

ス
に
な
る
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
プ

の
プ
ロ
セ
ス
で
も
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、

高
齢
化
に
よ
り
男
性
現
役
層
の

減
少
と
と
も
に
、
一
般
的
に
男

性
現
役
層
に
比
べ
て
平
均
賃
金
が

低
く
労
働
時
間
の
短
い
非
正
規
の

女
性
や
高
齢
者
の
労
働
参
加
率
の

高
ま
り
に
よ
り
実
質
賃
金
も
低
下

し
た
の
だ
。
安
倍
政
権
が
発
足
し

た
２
０
１
２
年
か
ら
の
就
業
者
の

推
移
を
み
る
と
、
12

年
に
６
２

８
０
万
人
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
増

え
続
け
、
19

年
に
は
６
７
２
４

万
人
に
達
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
間
、
給
与
が
高
い
高
齢

者
の
退
職
と
、
新
た
な
労
働
者
の

参
入
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

実
質
賃
金
の
低
下
を
招
い
た
要
因

に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
要
す
る

に
、
実
質
賃
金
の
低
下
に
つ
い
て


