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内
閣
府
に
よ
れ
ば
、
2
0
1
8
年
１
～
３
月
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
が
、
９
四
半
期
ぶ
り
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
。
実
質

で
マ
イ
ナ
ス
０
・
２
％
、
名
目
で
は
マ
イ
ナ
ス
０
・
４

％
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
大
き
な
数
字
で
は
な
い

の
で
、
当
面
日
本
経
済
が
ど
う
に
か
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
考
え
を
整
理
し
て
お
か
な

と
い
う
こ
と
は
、
経
済
全
体
と
し
て
デ
フ
レ
基
調
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
は
、
な
か
な
か
デ
フ

レ
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
。

第
三
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
6
0
0
兆
円
の
実
現
に
向
け
て
官

邸
が
各
省
庁
に
立
案
を
指
示
し
た
施
策
の
効
果
が
、
ど

う
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

2
0
1
8
年
の
景
気
に
は
、
牽
引
役
が
い
な
い
。
景

気
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
構
成
す
る
主
要
項
目
は
「
個
人
消
費
」

「
住
宅
投
資
」「
設
備
投
資
」「
政
府
消
費
」「
公
的
固
定

資
本
形
成
（
公
共
工
事
）」「
輸
出
入
」
だ
が
、
安
定
的

な
伸
び
が
見
込
め
る
の
は
政
府
消
費
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
が
伸
び
る
と
「
大
き
な
政
府
」
に
な
る
の
で
好
ま
し

く
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
が
、
政
府
消
費
が
増
え

る
の
は
「
医
療
保
険
給
付
」「
介
護
保
険
給
付
」
に
よ
る
。

つ
ま
り
高
齢
化
に
伴
う
支
出
増
な
の
で
、
抑
制
が
難
し

い
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
あ
ま
り
増

え
て
ほ
し
く
な
い
こ
の
２
つ
の
支
出
に
よ
っ
て
伸
び
が

実
現
さ
れ
て
い
る
。

○
消
費
は
景
気
の
牽
引
役
か

そ
し
て
民
需
の
中
で
は
、
住
宅
、
設
備
の
伸
び
が
あ

ま
り
期
待
で
き
な
い
の
で
、
安
定
的
に
成
長
す
る
個
人

消
費
が
「
消
去
法
」
の
結
果
と
し
て
景
気
を
牽
引
す
る

と
い
う
の
が
、
2
0
1
8
年
経
済
の
基
本
構
造
だ
と
思

わ
れ
て
い
た
。「
い
た
」
と
い
う
よ
り
、
現
在
も
そ
う
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
住
宅
投
資
が
落
ち
込
み
、
円
高
で
輸
出

政
府
は
、
賃
金
が
上
が
れ
ば
消
費
が
増
え
る
と
考
え

て
い
る
。
図
の
Ａ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
春
闘
で
の
賃
上
げ
を
大
企
業
に
要
請
す
る
の
だ
が
、

す
で
に
非
正
規
雇
用
者
の
賃
金
は
人
手
不
足
の
結
果
と

し
て
上
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
非
正
規
の
労
働
者
の
賃

金
水
準
は
正
規
よ
り
低
い
の
で
、
非
正
規
の
賃
金
上
昇

分
は
消
費
に
回
り
や
す
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
消
費
が

停
滞
し
て
い
る
の
が
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
消
費
増
税
は
本
当
に
で
き
る
の
か

何
が
悩
ま
し
い
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
「
好
況
で
は

な
い
物
価
上
昇
」
が
、
2
0
1
9
年
秋
に
予
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
で
あ
る
。

消
費
税
分
は
個
人
消
費
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。
し

か
し
消
費
者
か
ら
見
れ
ば
、
れ
っ
き
と
し
た
物
価
上
昇

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
回
の
内
閣
府
の
説
明
が
正
し
け

れ
ば
、
消
費
増
税
で
個
人
消
費
は
か
な
り
落
ち
込
む
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
回
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

マ
イ
ナ
ス
成
長
の
最
大
の
問
題
は
、
三
た
び
消
費
税
を

上
げ
に
く
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
本
当
に
物
価
上
昇
が
消
費
不
振
の
主
な
要
因

な
の
か
ど
う
か
、
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
物
価
上
昇
が

消
費
不
振
を
招
い
た
と
い
う
政
府
の
あ
っ
さ
り
し
た
説

明
は
、
驚
く
ほ
ど
国
民
感
情
に
対
し
て
無
神
経
で
あ
る
。

他
に
株
価
下
落
に
よ
る
逆
資
産
効
果
も
あ
り
得
る
だ
ろ

う
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
牽
引
役
が
消
費
し
か
な
い
の
な
ら
、
不

振
の
原
因
を
じ
っ
く
り
と
分
析
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

し
、
真
剣
に
、
消
費
活
性
化
施
策
が
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

連載
第40回

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
意
外
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。第

一
は
、
円
高
に
な
っ
た
も
の
の
、
貿
易
（
輸
出
入

差
額
）
は
経
済
成
長
に
ほ
ん
の
少
し
と
は
い
え
貢
献
し

て
い
る
。
意
外
な
こ
と
に
、
マ
イ
ナ
ス
成
長
の
主
因
は

内
需
の
停
滞
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
実
質
よ
り
名
目
の
成
長
率
の
ほ
う
が
低
い

そ
し
て
第
四
は
、
個
人
消
費
の
失
速
が
景
気
後
退
の

要
因
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
四

半
期
で
、
実
質
の
個
人
消
費
は
マ
イ
ナ
ス
０
・
０
％
、

名
目
で
は
プ
ラ
ス
０
・
１
％
で
あ
っ
た
。
マ
イ
ナ
ス
０
・

０
％
と
い
う
の
は
少
し
分
か
り
に
く
い
が
、
四
捨
五
入

す
れ
ば
ゼ
ロ
だ
が
、
値
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

個
人
消
費
不
振
の
意
味

も
思
っ
た
ほ
ど
に
は
伸
び
な
い
。
そ
し
て
原
油
価
格
が

上
が
り
始
め
た
の
で
、
景
気
の
足
を
引
っ
張
る
も
の
だ

ら
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
消
去
法
の
牽
引
役
」

と
み
な
さ
れ
て
い
た
個
人
消
費
も
不
振
で
あ
る
。
良
い

材
料
の
な
い
状
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
個
人
消
費
は
な
ぜ
不
振
な
の
か
と
い
う
と
、
新

聞
の
解
説
（
内
閣
府
に
よ
る
説
明
だ
と
考
え
て
よ
い
）

に
よ
れ
ば
、
一
因
は
物
価
が
上
昇
し
た
こ
と
で
あ
る
。

物
価
上
昇
に
伴
う
買
い
控
え
で
、
実
質
消
費
が
ゼ
ロ
成

長
に
な
っ
た
。
名
目
（
つ
ま
り
物
価
上
昇
込
み
）
は
か

ろ
う
じ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
た
い
し
た
物
価
上
昇
で
は

な
か
っ
た
の
に
、
消
費
者
は
買
い
控
え
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
経
済
全
体
は
デ
フ
レ
基
調
な
の
に
、
消
費
者

物
価
が
上
が
っ
た
。

○
物
価
が
上
が
る
と
景
気
が
冷
え
る

新
聞
に
よ
る
解
説
は
こ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ

が
、
こ
の
解
説
が
正
し
い
と
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と
お
か

し
い
。
ど
こ
が
お
か
し
い
か
と
い
う
と
、
日
本
は
つ
い

最
近
ま
で
、
２
％
程
度
の
イ
ン
フ
レ
（
物
価
上
昇
）
目

標
を
掲
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
「
イ
ン
フ
レ
に

な
れ
ば
景
気
は
後
退
す
る
」
と
い
う
の
が
「
み
ん
な
の

常
識
」
だ
っ
た
と
す
る
と
、
イ
ン
フ
レ
目
標
は
掲
げ
て

は
い
け
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
も
イ
ン
フ
レ
目
標

は
し
ば
ら
く
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
物
価
が
上
昇

す
る
と
景
気
、
と
く
に
個
人
消
費
が
停
滞
す
る
と
い
う

の
は「
み
ん
な
の
常
識
」で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
幸
い
な
こ
と
に
、
日
銀
が
思
う
通
り
に
は
物
価

は
上
が
ら
な
か
っ
た
の
で
、
経
済
は
安
定
的
に
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
日
銀
の
政
策
が
う
ま
く
い
か

な
く
て
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
イ
ン
フ
レ
と
物
価
上
昇
と
は

同
じ
で
は
な
い
。
イ
ン
フ
レ
は
「
需
要
が
強
く
な
っ
て
、

供
給
が
相
対
的
に
不
足
し
、
結
果
と
し
て
物
価
が
上
が

っ
て
い
る
」状
態
を
指
す（
図
の
Ａ
）。
換
言
す
れ
ば「
好

況
に
よ
る
物
価
上
昇
」
で
あ
る
。
一
方
、
物
価
上
昇
は

好
況
で
な
く
と
も
起
き
る
。
円
安
、
原
油
高
、
あ
る
い

は
日
本
以
外
の
国
で
の
需
要
増
加
が
あ
れ
ば
、
日
本
国

内
で
何
も
起
き
て
い
な
く
て
も
日
本
の
物
価
が
上
昇
す

る
。
図
の
Ｄ
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
「
好
況
で
は
な
い

物
価
上
昇
」
が
起
き
て
い
て
、
結
果
と
し
て
消
費
が
落

ち
込
ん
で
い
る
。
わ
ず
か
な
物
価
上
昇
で
、
日
本
の
景

気
は
後
退
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

実質 名目

ＧＤＰ -0.2 -0.4

年率換算 -0.6 -1.5

個人消費 -0.0 0.1

住宅投資 -2.1 -1.7

設備投資 -0.1 -0.0

政府消費 0.0 0.1

公的固定
資本形成

0.0 0.4

輸出 0.6 0.1

輸入 0.3 1.6

表　2018年1-3月のGDP成長率と
各要素の増減率（対前四半期）

Ｄ 景気停滞期の
物価上昇

日本の現状。
原油高や人手不足による

Ａ インフレ

日銀が目指していたもの。
需要拡大を理由として物
価が上昇

Ｃ デフレ
日本の「失われた20年」
需要が落ち込んで物価
下落

Ｂ 好況期の物価
下落

1980年代後半のような急
激な円高などによる

需要 拡大停滞

図　需要と物価の関係
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