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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
感
染
症

「
死
に
至
る
病
」
と
し
て
怖
れ
ら
れ

た
ペ
ス
ト
は
、
紀
元
前
5
世
紀
後
半
か

ら
14
世
紀
ま
で
の
間
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

を
3
回
起
こ
し
ま
し
た
。

最
も
有
名
な
も
の
は
14
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
蔓
延
し
た
ケ
ー
ス
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
口
の
3
分
の
1
が
命

を
落
と
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
約
半
分
に
な
り

ま
し
た
が
、
羊
な
ど
の
家
畜
は
被
害
を

免
れ
ま
し
た
の
で
、
結
果
的
に
一
人
あ

日
本
の
一
人
あ
た
り
G
D
P
は
、
O
E
C
D
加
盟
36
か
国
中
20
位
。
か
つ
て
諸
外

国
か
ら
追
い
か
け
ら
れ
る
側
だ
っ
た
日
本
経
済
は
、追
い
か
け
る
側
に
変
わ
っ
て
い
る
。

何
が
問
題
な
の
か
。

「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
の
時
期
は
好
機
で
も
あ
る
」
と
い
う
深
尾
氏
。
長
期
的
視
点
か

ら
の
日
本
経
済
の
現
状
と
見
通
し
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

た
り
の
G
D
P
が
増
え
ま
し
た
。

一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る
レ

コ
ン
キ
ス
タ（
国
土
回
復
運
動
）に
よ
っ

て
、
イ
ザ
ベ
ル
女
王
が
イ
ス
ラ
ム
勢
力

か
ら
国
土
を
取
り
戻
し
た
ば
か
り
の
ス

ペ
イ
ン
は
、
こ
れ
か
ら
と
い
う
時
に
人

口
激
減
に
見
舞
わ
れ
て
、
商
業
や
流
通

が
ス
ト
ッ
プ
。
そ
れ
が
長
期
に
わ
た
る

経
済
停
滞
の
原
因
に
な
っ
た
と
い
う
議

論
も
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
に
よ
る

経
済
の
混
乱
か
ら
、
こ
の
さ
き
世
界
中

で
淘
汰
が
は
じ
ま
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
国
や
地
域
に
よ
っ
て
明
暗
が
分
か

れ
る
こ
と
も
あ
る
と
み
て
い
ま
す
。

た
だ
、
長
期
的
に
は
克
服
可
能
な
感

染
症
で
し
ょ
う
。
企
業
に
蓄
積
さ
れ
た

熟
練
や
知
識
が
損
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、

経
済
も
い
ず
れ
回
復
し
ま
す
。

　アジア経済研究所は、アジア、アフリカ、中東、
中南米など世界中の開発途上国・地域を研究対
象とする研究機関。国際社会が直面する諸問題
について、現地主義と実証主義に基づく研究を
行っている。研究テーマは、貿易投資、産業、金
融といった経済問題、政党や選挙、外交といっ
た政治問題、人口、労働、障害者、貧困といった
社会問題まで多岐にわたる。研究者数は116名。
社会科学分野における日本最大規模のシンクタ
ンク。
　1970年代より各国統計機関等との協力で作
成してきた『アジア国際産業連関表』は、アジア
におけるグローバル・バリューチェーンや経済
発展の長期的なパターンを分析するベース資料
として、OECDなどでも重用されている。

アジア経済研究所    Institute of Developing Economies

　設立は1960年。通商産業省（現・経済産業省）
所管の特殊法人として立ち上がった。初代所長
は元東京大学教授の東畑精一氏。1998年7月に
日本貿易振興機構（ジェトロ）と統合し、翌年、
東京都新宿区から千葉県海浜幕張へ移転した。

レコンキスタを描いた絵画。
馬上がイザベル女王。

歴
史
的
視
点
か
ら
見
た
日
本
経
済
の
現
状
と
見
通
し

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 所長
国立大学法人一橋大学経済研究所 特任教授

深尾 京司 氏
＜略歴＞
1984年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学(経済学修士)。99年より
一橋大学経済研究所教授。2001年より経済産業研究所ファカルティフェロー。11年
よりプログラム・ディレクター兼務。18年よりJETROアジア経済研究所 所長。
＜著書＞

『世界経済史から見た日本の成長と停滞1868-2018』(岩波書店、20年3月）ほか多数
＜専攻＞
マクロ経済学・数量経済史・国際経済学
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米
中
対
立
の
根
本

こ
の
先
10
年
ほ
ど
の
様
子
か
ら
す
る

と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
と
も
に

米
中
関
係
が
深
刻
な
問
題
で
す
。
中
国

と
い
う〝
魚
〟は
世
界
経
済
と
い
う〝
池
〟

の
な
か
で
勝
手
に
泳
ぎ
回
る
に
は
、
あ

ま
り
に
も
巨
大
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感

が
否
め
ま
せ
ん
。
米
中
の
緊
迫
し
た
状

態
を
い
か
に
収
め
る
か
、
新
大
統
領
の

手
腕
が
問
わ
れ
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
中
国
に
対
す
る
過
去
の

融
和
政
策
は
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
現
在
は
こ
れ
を
大
き
く
修
正

す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
ア
メ
リ
カ
の
知

識
人
の
多
数
意
見
で
す
。
ア
メ
リ
カ
は

民
主
主
義
。
基
本
的
に
国
民
の
多
数
決

で
国
の
意
思
を
決
定
す
る
国
家
で
す
。

対
す
る
中
国
は
一
党
独
裁
。
中
国
共
産

党
が
国
や
社
会
を
指
導
す
る
と
い
う
国

家
で
す
。
根
本
的
な
政
治
思
想
が
異
な

る
た
め
に
摩
擦
も
生
ま
れ
や
す
く
な
り

ま
す
。

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
中
経
済
制
裁
の

影
響
は
日
本
に
も
及
ん
で
お
り
、
ア
メ

リ
カ
側
の
圧
力
に
日
本
企
業
は
対
応
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
中
国
は

魅
力
的
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
。
日
本
企

業
は
簡
単
に
撤
退
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
で
し
ょ
う
。

米
中
の
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
は
、
世
界

経
済
に
と
っ
て
確
実
に
マ
イ
ナ
ス
で

す
。
国
際
経
済
秩
序
が
崩
れ
な
い
よ
う

に
、
ア
ジ
ア
諸
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

と
連
携
し
な
が
ら
、
中
国
に
対
し
て
国

際
ル
ー
ル
を
守
る
よ
う
に
働
き
か
け
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

歴
代
王
朝
と
官
僚
機
構

元
来
、
中
国
は
専
制
君
主
制
の
国
家

で
す
。
歴
代
王
朝
は
、
常
に
騎
馬
民

族
（
北
方
騎
馬
民
族
）
の
侵
略
に
悩
ま

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
有
事
に

対
応
す
る
た
め
に
、
強
力
な
中
央
集
権

国
家
と
官
僚
機
構
を
創
り
上
げ
た
の
で

す
。
中
華
人
民
共
和
国
に
も
、
強
力
な

中
央
集
権
で
統
治
す
る
形
態
は
引
き
継

が
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

な
お
、中
国
の
強
力
な
中
央
集
権
は
、

宋
代
に
形
が
整
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
唐
代
ま
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
、
貴
族
中
心
の
政
治
体
制
だ
っ
た

の
で
す
。
内
藤
湖
南
は
唐
か
ら
宋
に
か

け
て
重
要
な
画
期
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

ま
し
た
。

そ
の
中
央
集
権
と
官
僚
機
構
を
人
材

の
面
で
支
え
た
の
が
科
挙
。
科
挙
は
隋

か
ら
清
ま
で
の
約
1
3
0
0
年
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
官
吏
登
用
試
験

で
す
。
制
度
と
し
て
大
成
し
た
の
は
、

宋
代
で
す
。
た
と
え
貴
族
の
息
子
で
も
、

科
挙
に
及
第
し
な
け
れ
ば
高
級
官
僚
に

な
れ
な
い
。
世
襲
に
よ
る
政
治
腐
敗
を

抑
制
し
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
体
制
を

強
固
に
す
る
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
藤
原
家
に
生
ま
れ
た
と

い
う
だ
け
で
、
高
位
の
職
に
就
け
た
わ

け
で
す
が
、
中
国
で
そ
ん
な
の
ん
び
り

と
し
た
こ
と
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
す

ぐ
に
北
方
騎
馬
民
族
に
攻
め
入
ら
れ
て

し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
。

じ
つ
は
、
科
挙
に
合
格
し
た
膨
大

な
官
僚
の
個
人
デ
ー
タ
が
残
っ
て
い

ま
す
。
誰
が
ど
こ
の
出
身
で
、
ど
う

昇
進
し
て
い
っ
た
か
の
記
録
で
す
。

そ
の
科
挙
を
研
究
す
る
中
国
人
研
究

者
が
増
え
て
い
ま
す
。
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
利
用
し
た
実
証
研
究
は
、
現
在

の
中
国
に
つ
な
が
る
中
央
集
権
体
制

を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
で
し
ょ
う
。

科挙。隋代から清代まで、約1300年間にわたって行われてきた官吏登用試験。

現
代
中
国
は
歴
代
王
朝
の
延
長
上
に
あ
る

写真提供：Getty Images



特　集特　集

経済月報 2021.1　　89　　経済月報 2021.1

企業規模別・業種別の資本装備率

単位：万円　資料：財務省「平成30年度法人企業統計調査年報」
資本装備率＝有形固定資産／従業員数　（出所：2020年版中小企業白書）

大企業
中小企業

2,937

760

1,812

631

製造業 非製造業

I
T
化
の
歴
史
と
日
本
の
現
状

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に

よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
在
宅

ワ
ー
ク
な
ど
が
定
着
し
、
期
せ
ず
し
て

D
X（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
）
が
加
速
し
た
感
が
あ
り
ま
す
。

I
T
化
は
ア
メ
リ
カ
で
1
9
9
0
年

代
半
ば
に
広
が
り
は
じ
め
、
2
0
1
0

年
頃
に
は
定
着
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

I
T
革
命
で
す
。

今
後
も
デ
ジ
タ
ル
化
は
一
段
と
進
行

し
ま
す
。
弁
護
士
や
会
計
士
、
医
師
へ

の
相
談
な
ど
、
こ
れ
ま
で
対
面
が
基
本

だ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
も
リ
モ
ー
ト
で
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

B 

to 

B
に
お
い
て
も
、
デ
ジ
タ
ル

化
に
よ
っ
て
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
直

接
現
地
か
ら
購
入
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
国
際
的
な
競
争
環
境
に
変
化

が
生
じ
ま
す
。
そ
の
兆
し
は
み
ら
れ

ま
す
。
小
売
業
や
製
造
業
に
と
っ
て

は
好
機
で
し
ょ
う
。

海
外
と
の
取
引
を
す
る
に
あ
た
り
、

高
い
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
き
た
言
語

の
問
題
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
通
訳
ソ
フ
ト

で
解
決
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
昨
今
は
ソ
フ
ト
の
性
能
（
翻

訳
精
度
）が
格
段
に
向
上
し
て
い
ま
す
。

10
年
先
に
は
、
英
語
を
使
う
必
要
が

な
い
環
境
が
整
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

I
T
人
材
の
不
足

た
だ
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
か
と
い
え

ば
、
そ
う
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
日
本
は

I
T
革
命
に
7
～
10
年
遅
れ
ま
し
た
。

そ
の
遅
れ
は
取
り
戻
せ
て
い
な
い
よ
う

で
す
。
中
小
企
業
に
お
け
る
I
T
人

材
の
不
足
が
、そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
で
す
。

た
と
え
ば
、
社
内
に
I
T
専
門
家

が
い
な
い
と
、
ど
の
I
T
ベ
ン
ダ
ー

を
採
用
し
た
ら
良
い
の
か
分
か
ら
な
い

と
い
っ
た
こ
と
が
起
き
ま
す
。
導
入
し

た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
カ
ス
タ
ム
ウ
エ
ア

の
場
合
、
更
新
料
な
ど
の
コ
ス
ト
が
発

生
し
ま
す
が
、自
社
が
受
け
て
い
る
サ
ー

ビ
ス
に
対
し
て
、
そ
れ
が
妥
当
な
価
格

か
ど
う
か
も
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
I
T
人
材
は
な
か
な
か

見
つ
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。
特
に

企
業
の
労
働
生
産
性

日
本
経
済
が
抱
え
る
基
本
的
問
題
点

は
二
つ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の

間
の
労
働
生
産
性
の
格
差
で
す
。

労
働
生
産
性
で
み
た
場
合
、
従
業

員
1
0
0
0
人
以
上
の
企
業
は
、

1
0
0
0
人
未
満
の
企
業
よ
り
も
平
均

し
て
6
～
7
割
生
産
性
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

生
産
性
の
差
の
半
分
は
、
資
本
投
入

の
差
で
す
。
資
本
投
入
が
多
け
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
生
産
性
は
向
上
し
ま
す
。
あ

と
4
割
は
、T
F
P（
全
要
素
生
産
性
：

技
術
進
歩
や
生
産
の
効
率
化
）
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
残
り
の
1
割
は
、
学
歴
や

勤
続
年
数
に
左
右
さ
れ
る
労
働
の
質
の

差
で
す
。

T
F
P
が
高
け
れ
ば
資
本
収
益
率

が
高
く
資
本
投
入
が
多
く
な
り
ま
す
か

ら
、
労
働
生
産
性
の
企
業
規
模
間
格
差

の
主
因
は
T
F
P
の
格
差
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
大
企
業
と
中
小
企
業
の
間
で

は
、
学
歴
や
勤
続
年
数
だ
け
で
は
説
明

で
き
な
い
大
き
な
賃
金
率
の
格
差
が
あ

り
ま
す
。
実
は
こ
の
賃
金
の
規
模
間
格

差
は
非
常
に
大
き
い
の
で
、こ
れ
が（
学

歴
や
勤
続
年
数
だ
け
で
は
計
測
で
き
な

い
）
労
働
の
質
の
違
い
を
反
映
し
て
い

る
と
仮
定
す
る
と
、
T
F
P
の
差
を

ほ
と
ん
ど
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
勘

定
に
な
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
仮

説
が
も
っ
と
も
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
労
働
生
産
性
格
差
の
規
模
間

格
差
の
根
本
的
な
原
因
は
、（
学
歴
や

勤
続
年
数
だ
け
で
は
計
測
・
説
明
で
き

多
く
の
人
材
が
大
企
業
を
め
ざ
す
日
本

で
は
中
小
企
業
で
人
材
が
不
足
し
ま

す
。
世
界
的
に
、
I
T
化
は
さ
ら
に

経
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
行

日
本
経
済
の
課
題

進
展
す
る
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
人
材
が

不
足
し
て
い
る
日
本
で
は
、
そ
こ
を
克

服
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
い
）
労
働
の
質
の
規
模
間
格
差
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
労
働
の
質
の
規
模
間
格

差
を
生
み
出
す
原
因
に
つ
い
て
は
、
労
働

経
済
学
で
は
、
二
つ
の
有
力
な
説
が
あ

り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
「
優
秀
な
人
材
が

大
企
業
を
志
す
傾
向
に
あ
り
、
そ
う
い

う
人
は
労
働
生
産
性
も
高
い
」
と
い
う

説
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
大
企
業
で
は
積

極
的
に
ジ
ョ
ブ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
、
熟
練
が
蓄
積
さ
れ
て
、
労

働
生
産
性
が
高
ま
り
、
賃
金
も
上
が
る
」

と
い
う
説
で
す
。

実
際
、
日
本
で
は
伝
統
的
に
大
企
業

の
ほ
う
が
教
育
の
充
実
に
よ
っ
て
練
度

が
蓄
積
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
労

働
者
の
定
着
率
が
高
い
こ
と
も
一
因
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

研
究
開
発
も
大
企
業
に
集
中
し
て
い

る
の
が
実
情
で
す
。
こ
れ
は
大
き
な
問

題
で
す
。

人
的
資
本
の
蓄
積

二
つ
目
は
雇
用
形
態
の
問
題
で
す
。

高
齢
者
や
女
性
が
、
熟
練
の
蓄
積
さ
れ

な
い
形
で
賃
金
の
安
い
非
正
規
と
し
て
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働
い
て
い
る
現
状
を
ど
う
す
る
か
。
労

働
者
の
3
割
以
上
が
非
正
規
雇
用
と
い

う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
女
性
は
過
半
数

が
非
正
規
雇
用
で
す
。

こ
の
こ
と
は
1
9
9
0
年
代
か
ら
続

く
低
迷
し
た
経
済
の
な
か
で
、
企
業
を

財
務
面
で
手
助
け
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
が
、
半
面
、
人
的
資
本
が
蓄
積

さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
大
き
な
損
失
が

出
ま
し
た
。

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
仕
事
内
容

や
勤
務
地
、
勤
務
時
間
な
ど
を
限
定
し

て
正
社
員
と
し
て
働
く
限
定
社
員
制
の

よ
う
な
新
た
な
雇
用
ス
タ
イ
ル
を
広
め
、

女
性
や
高
齢
者
を
活
用
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
バ

ラ
ン
ス
が
改
善
さ
れ
、
熟
練
の
蓄
積
と

生
活
を
両
立
で
き
る
環
境
が
整
え
ば
、

将
来
的
に
出
生
率
の
引
き
上
げ
に
も
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
に
明
る
い
兆
し
も

ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
分
で
起
業
し
た

り
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
転
職
し
た
り

す
る
こ
と
を
歓
迎
し
ま
す
が
、
日
本
人

は
、
安
定
志
向
・
大
企
業
志
向
だ
と
昔

か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
終

身
雇
用
制
の
弊
害
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ

労働生産性の産業間比較　1874 -2008年

年 第一次産業 第二次産業 第三次産業

1874（明治  7年） 114 115 548

1890（明治23年） 133 148 624

1913（大正  2年） 177 375 764

1940（昭和15年） 230 1,169 1,183

1955（昭和30年） 477 1,467 2,240

1970（昭和45年） 783 4,317 4,134

1990（平成  2年） 1,643 7,364 6,676

2008（平成20年） 2,531 11,035 7,507

（出所）『岩波講座 日本経済の歴史』

就業者一人当たり実質付加価値。1874-1940年は円（1934-36年平均価格）
／人、1955-2008年は1000円（2000年価格）／人。

と
が
、
中
小
企
業
が
独
自
に
研
究
開
発

を
行
う
こ
と
や
、
I
T
導
入
を
行
う
こ

と
を
困
難
に
し
て
き
た
面
が
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
希
望
も
あ
り
ま
す
。
大

企
業
と
中
小
企
業
の
労
働
生
産
性
を
分

析
す
る
と
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
格
差

が
縮
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
前
あ
た
り
ま

で
、
大
企
業
は
海
外
進
出
や
リ
ス
ト
ラ

に
力
を
入
れ
る
あ
ま
り
、
人
材
育
成
や

研
究
開
発
を
怠
っ
て
き
ま
し
た
。
人
材

育
成
や
研
究
開
発
は
、
企
業
の
成
長
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
要
素
で
す
。

さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ

て
、
大
企
業
が
生
産
拠
点
を
海
外
に
移

転
し
た
結
果
、
中
小
企
業
も
大
企
業
と

の
緊
密
な
関
係
が
希
薄
化
し
、
技
術
・

知
識
の
伝
播
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
中

小
企
業
は
そ
う
い
っ
た
経
験
を
重
ね
る

う
ち
に
、
自
ら
人
材
育
成
に
力
を
入
れ

る
方
向
に
変
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

最
近
は
自
社
内
で
研
究
開
発
を
し
て

い
る
中
小
企
業
も
目
立
ち
ま
す
。
将
来

性
の
あ
る
会
社
に
優
秀
な
技
術
者
が
雇

わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い

る
と
聞
き
ま
す
。
明
る
い
兆
し
で
す
。

中
小
企
業
が
伸
び
れ
ば
、
必
ず
日
本
は

復
活
で
き
ま
す
。

高
い
能
力
の
あ
る
人
を
ス
カ
ウ
ト
す

る
よ
う
な
こ
と
が
中
小
企
業
で
継
続
的

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
格
差
は

解
消
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
材
は
も
っ

と
流
動
的
に
な
る
べ
き
で
す
。

伝
統
産
業
と
近
代
産
業

日
本
の
産
業
の
ベ
ー
ス
が
で
き
あ

が
っ
た
の
は
江
戸
時
代
。
そ
の
時
代
に

数
多
く
の
産
業
が
興
り
ま
し
た
。
封
建

社
会
の
規
制
の
な
か
で
、
あ
ま
り
競
争

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
以
降
、
産
業

の
近
代
化
が
進
む
と
、
そ
こ
に
競
争
が

生
ま
れ
、
伝
統
的
な
産
業
や
企
業
の
多

く
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
環
境
の
下
で
生
き
残
っ

た
産
業
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
い
ま
の
日
本
の
産
業
構
造
は
、

近
代
的
な
産
業
と
伝
統
的
産
業
を
受
け

つ
ぐ
中
小
企
業
が
混
在
し
て
い
る
。
そ

う
考
え
ら
れ
ま
す
。

伝
統
的
産
業
の
特
徴
は
、
お
お
む
ね

手
作
業
で
行
っ
て
い
た
と
い
う
点
で

す
。
近
代
的
産
業
の
特
徴
は
、
多
額
の

資
本
を
投
下
し
て
工
場
を
作
り
、
機
械

を
設
備
し
て
高
い
生
産
性
を
実
現
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
格
差
を
生
み
出
し
て
い

る
一
因
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

産
業
間
の
生
産
性
格
差

と
こ
ろ
で
、
長
期
経
済
統
計
を
分
析

す
る
と
、
明
治
初
期
に
お
け
る
第
一
次

産
業
、
第
二
次
産
業
、
第
三
次
産
業
の

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
生
産
性
の
違
い
に
驚

か
さ
れ
ま
す
。

第
一
次
産
業
と
第
二
次
産
業
は
同
程

度
な
の
で
す
が
、
第
三
次
産
業
だ
け
が

飛
び
抜
け
て
高
く
、4
倍
以
上
な
の
で
す
。

手
工
業
（
家
内
工
業
）
か
ら
出
発
し

た
日
本
の
企
業
で
は
、
欧
米
か
ら
制
度

と
技
術
を
導
入
し
た
明
治
期
に
な
っ

て
、
企
業
経
営
に
不
可
欠
な
会
計
や
法

律
、
流
通
な
ど
専
門
知
識
を
持
っ
た
人

材
や
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
が

急
増
し
た
の
で
す
。
当
時
、
専
門
知

識
を
備
え
た
企
業
な
ど
は
、
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
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　アジア経済研究所図書館は、アジアだけでなく、
開発途上地域の学術的文献、基礎資料等を所蔵する
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実し、保存状態も良好。戦前のアジアで出版された
貴重書も少なくない。

　館長の村井友子氏は「当館は、途上国に関心をお
持ちのすべての方に開かれた図書館です。遠方から
でも最寄りの公共図書館から所蔵資料を取り寄せ、
閲覧できます。ぜひご活用ください」と話している。

各国の現地新聞や雑誌が長期にわたりストックされ
ている
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商
社
や
銀
行
、
流
通
業
な
ど
が
サ
ポ
ー

テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
し
て

発
達
し
、
労
働
生
産
性
が
高
く
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
巨
大
企
業
が
会
計

や
法
律
の
専
門
家
を
自
社
内
に
囲
う
ス

タ
イ
ル
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、

遅
れ
て
い
た
日
本
は
第
三
次
産
業
が
各

分
野
で
専
門
性
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

第
3
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ

経
済
的
に
日
本
が
欧
米
に
遅
れ
を

と
っ
た
時
期
は
過
去
に
3
度
あ
り
ま
す
。

1
度
目
は
江
戸
末
期
。
欧
米
諸
国

は
、
18
世
紀
半
ば
か
ら
19
世
紀
に
か
け

て
起
こ
っ
た
産
業
革
命
の
恩
恵
を
受
け

著
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
、
日
本
は
大

き
く
水
を
開
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当

時
の
日
本
の
一
人
あ
た
り
G
D
P
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
30
～
50
パ
ー
セ
ン
ト
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
格
差
が
欧

米
列
強
か
ら
開
港
を
強
制
さ
れ
、
明
治

維
新
の
引
き
金
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

維
新
後
、
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
次
第
に

進
め
た
こ
と
は
ご
存
知
の
と
お
り
で
す
。

2
度
目
は
太
平
洋
戦
争
の
後
で
す
。

敗
戦
の
ダ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
戦
争

で
石
油
化
学
や
電
気
機
械
の
技
術
が
導

入
さ
れ
な
く
な
り
、
多
く
の
分
野
で
日

本
は
取
り
残
さ
れ
ま
し
た
。
G
D
P

は
ア
メ
リ
カ
の
2
割
程
度
に
落
ち
込

み
、
高
度
経
済
成
長
期
に
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

高
度
成
長
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
安

定
成
長
を
続
け
、
1
9
9
1
年
の
時
点

で
一
人
あ
た
り
G
D
P
は
ア
メ
リ
カ

の
8
割
強
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
12
か
国
の

平
均
よ
り
10
パ
ー
セ
ン
ト
上
回
る
水
準

に
到
達
し
ま
し
た
。

3
度
目
は
こ
こ
30
年
で
す
。
い
つ
し

か
、
追
い
か
け
ら
れ
る
側
か
ら
追
い
か

け
る
側
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
あ
た

り
G
D
P
は
ア
メ
リ
カ
の
6
割
程
度

に
落
ち
て
、そ
の
差
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
今
、

第
3
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
の
時
期
が

到
来
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
企
業

を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
る

な
か
で
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
は
、
明

治
の
時
に
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
第

三
次
産
業
の
役
割
が
大
き
く
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
I
T
化

の
サ
ポ
ー
ト
や
I
T
専
門
家
の
仲
介

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ス
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

深尾京司著
『世界経済史から見た日本の成長と停滞1868-2018』

世界経済史の視点から日本の成長の原動力と停滞脱出の方策
を解き明かしている。
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