
イ
ン
ド
の
経
済
成
長
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
国

内
よ
り
も
海
外
に
お
い
て
楽
観
主
義
が
広
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
楽
観
主
義
に
は
三
つ
の
要
因
が
あ
る
。

第
一
に
は
、
こ
の
二
○
年
間
の
安
定
成
長
が
評
価

さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
イ
ン
ド
は
中
国
と
比
較

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
中
国
が
で
き
る
な
ら
イ

ン
ド
も
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ

る
。
第
三
に
、
Ｉ
Ｔ
産
業
の
発
展
が
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
制
度
改
革
が
実
施
さ
れ
、
機
会
が
提

供
さ
れ
れ
ば
イ
ン
ド
は
そ
の
潜
在
的
な
可
能
性
を

発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
ア
ジ
ア
の
虎
」

と
呼
ば
れ
る
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
新
興
工
業
国
に

対
比
し
て
、
イ
ン
ド
は
「
檻
に
入
っ
た
虎
」
と
呼

ば
れ
て
き
た
。
今
で
は
、
少
な
く
と
も
製
造
業
や

サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
、
い
ま
や
そ
の
檻
が
取

り
除
か
れ
、
成
長
を
遂
げ
て
い
る
と
お
そ
ら
く
は

い
え
る
。
し
か
し
、
農
業
は
状
況
が
異
な
る
。
そ

こ
で
今
日
は
イ
ン
ド
の
農
業
と
経
済
に
つ
い
て
の

私
の
考
え
を
紹
介
し
た
い
。

●
イ
ン
ド
経
済
に
お
け
る
農
業
の
地
位

農
業
部
門
は
今
で
も
国
内
総
生
産
の
約
四
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
シ
ェ
ア
は
徐

々
に
低
下
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て

イ
ン
ド
経
済
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
労
働
力
の
六
○
％
が
農
業
に
雇
用
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
農
村
に
は
貧
困
層
が
多
く
居

住
し
て
い
る
。
当
然
、
農
業
が
危
機
的
状
況
に
陥

れ
ば
、
貧
困
問
題
は
悪
化
す
る
。
民
主
制
国
家
で

あ
る
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
政
治
と
い
う
観
点
か
ら

も
農
業
部
門
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
農
業
部
門
と
工
業
部
門
の
間
に
は
今
で

も
強
い
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
存
在
し
て
お
り
、
農
業
生

産
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
イ
ン
ド
全
体
の
経
済
成

長
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
い
え
る
。

●
イ
ン
ド
農
業
の
危
機
的
現
状

さ
て
、
イ
ン
ド
農
業
は
一
九
九
○
年
代
半
ば
か

ら
深
刻
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は

様
々
な
要
因
が
あ
る
。
一
つ
は
一
九
六
○
年
代
に

経
験
し
た
食
糧
危
機
を
、「
緑
の
革
命
」
と
い
う

技
術
進
歩
に
よ
っ
て
克
服
で
き
た
と
い
う
自
信
か

ら
く
る
驕
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
農
業
問
題
の

軽
視
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
価
格
の
安
定
だ
け

が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
灌
漑
や
肥
料
に
関
す

る
政
策
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
一
九
八
○
年
代
、
一
九
九
○
年
代

を
通
じ
て
見
ら
れ
た
。
と
く
に
一
九
九
○
年
代
末

か
ら
は
、
農
業
部
門
の
軽
視
か
ら
農
村
の
疲
弊
が

進
行
し
て
お
り
、
二
○
○
四
／
○
五
年
度
に
は
マ

ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
で
約
六
○
○
○
人
の
農
民

が
自
ら
の
命
を
断
っ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。

●
農
業
問
題
を
語
る
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ドさ
て
、
今
日
の
イ
ン
ド
農
業
の
問
題
は
、
①
成

長
、
②
効
率
性
、
③
公
正
、
そ
し
て
④
持
続
可
能

性
と
い
う
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
と
め
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
一
九
九
○
年
代
か
ら
農
業
生
産
の
成
長

率
が
低
下
傾
向
に
あ
り
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
○

○
三
年
に
か
け
て
の
成
長
率
は
人
口
成
長
率
を
下

回
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
農
業
部
門
に
お
け
る

一
人
当
た
り
の
所
得
の
伸
び
は
他
の
部
門
に
比
べ

て
き
わ
め
て
低
い
。

ま
た
部
門
別
に
見
る
と
、
園
芸
作
物
を
除
い
た

食
糧
作
物
の
生
産
の
停
滞
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
あ
る
の
が
、
効
率
性
の
低
さ
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
一
九
九
○
年
代
後
半
に
は
生
産
要
素
投

入
量
は
増
加
し
た
の
に
対
し
、
産
出
量
は
減
少
し

て
い
る
。

イ
ン
ド
の
農
業̶

課
題
と
経
済
成
長
へ
の
道
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公
正
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
農
業
部
門
と
非

農
業
部
門
の
従
業
者
一
人
当
た
り
所
得
を
比
較
す

る
と
、
一
九
九
○
年
代
に
両
者
間
の
格
差
が
拡
大

し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
州
間
所
得
格
差
も
拡

大
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
産
業
分
野
間
、
地
域

間
の
格
差
は
、
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

水
資
源
な
ど
の
持
続
可
能
性
の
問
題
も
重
要
で

あ
る
。
イ
ン
ド
は
全
世
界
の
人
口
の
一
六
％
を
占

め
な
が
ら
、
降
水
量
の
約
四
％
し
か
享
受
し
て
い

な
い
。
実
際
に
、
水
不
足
が
深
刻
な
問
題
に
な
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。
農
業
目
的
の
水
需
要
は
増

加
す
る
一
方
で
あ
り
、
こ
の
た
め
水
不
足
が
深
刻

化
し
、
州
間
の
争
い
の
種
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

耕
作
地
の
中
に
は
土
壌
の
劣
化
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

●
農
業
停
滞
の
原
因

農
村
の
疲
弊
を
、
一
九
九
○
年
代
の
経
済
自
由

化
政
策
の
結
果
と
す
る
論
者
も
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
誤
解
を
招
く
見
方
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ラ
関

連
の
問
題
、
技
術
関
連
の
問
題
、
制
度
的
な
問
題
、

政
策
関
連
の
問
題
な
ど
、
広
く
考
え
る
必
要
が
あ

る
。も

ち
ろ
ん
、
農
業
の
こ
の
よ
う
な
現
状
に
は
、

政
策
的
な
過
ち
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
第
一

の
問
題
と
し
て
、
公
共
支
出
の
配
分
の
失
敗
が
挙

げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
農
業
向
け
公
共

支
出
の
内
訳
を
見
る
と
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
が
二
五

年
も
の
間
冷
え
込
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
農

業
生
産
額
に
対
す
る
比
率
で
見
る
と
、
イ
ン
フ
ラ

投
資
は
明
ら
か
に
減
少
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
農
業
分
野
へ
の
補
助
金
支
出
は
、

農
業
生
産
に
対
す
る
比
率
で
見
て
も
増
加
し
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
は
電
力
料
金
の
減
免
な

ど
と
い
っ
た
政
治
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

補
助
金
は
、
選
挙
に
際
し
て
政
党
が
得
票
目
的
で

悪
用
で
き
る
道
具
な
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
政

治
シ
ス
テ
ム
が
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
補
助
金
に
よ

っ
て
代
替
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
業

の
効
率
性
の
問
題
を
先
延
ば
し
に
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
水
資
源
の
過
剰
利
用
な
ど
と
い
っ
た
持

続
可
能
性
に
関
わ
る
新
た
な
問
題
を
も
生
む
悪
政

で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
イ
ン
フ
ラ
開
発
の
遅
れ
は
、

農
産
物
の
輸
送
コ
ス
ト
を
高
め
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
同
じ
量
の
農
産
物
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら

イ
ン
ド
に
持
っ
て
く
る
コ
ス
ト
と
、
イ
ン
ド
北
部

か
ら
沿
岸
地
域
ま
で
運
ぶ
の
と
コ
ス
ト
が
変
わ
ら

な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
経
済
改
革
の

あ
り
方
も
ま
た
、
農
業
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
て
い

る
。
農
業
部
門
に
関
し
て
言
え
ば
、
政
府
は
改
革

項
目
の
順
序
を
誤
っ
た
と
考
え
る
。
一
九
九
○
年

代
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
き
急
速
に
対
外
自
由
化
が

進
む
一
方
で
、
国
内
市
場
の
自
由
化
は
十
分
に
行

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
必
須
農

産
物
法
と
い
う
法
律
が
あ
り
、
民
間
流
通
業
者
に

よ
る
農
産
物
の
備
蓄
に
は
厳
し
い
制
限
が
課
さ
れ

て
い
る
。
食
糧
不
足
が
発
生
し
た
四
○
年
前
に
は

市
場
統
合
の
度
合
い
が
低
く
、
流
通
業
者
間
の
競

争
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
業
者
に
よ
る
農
民
の
搾

取
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
よ
う
な
法
律
が
必
要
で
あ

っ
た
。
し
か
し
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
搾
取
の
可

能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
え
る
。
今
必
要
と
さ
れ

て
い
る
改
革
は
、
農
業
部
門
の
効
率
化
を
支
え
る

よ
う
な
流
通
改
革
や
契
約
栽
培
の
自
由
化
で
あ
る
。

対
外
的
な
自
由
化
政
策
は
、
こ
の
よ
う
な
国
内
経

済
自
由
化
の
後
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

●
お
わ
り
に

最
後
に
、
イ
ン
ド
経
済
全
体
の
成
長
率
を
中
国

の
そ
れ
に
近
づ
け
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
い
か

に
ふ
れ
た
い
。
た
と
え
ば
、
農
業
部
門
の
成
長
率

が
現
状
通
り
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
八
％
の
経
済

成
長
を
得
る
た
め
に
は
、
非
農
業
部
門
が
一
○
％

以
上
と
い
う
非
現
実
的
な
成
長
率
を
達
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
農
業
の
成
長
率
を

高
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
家

の
約
四
○
％
が
脱
農
を
望
ん
で
い
る
現
状
で
は
困

難
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
農
業
部
門
の
成
長
の
源
泉

と
し
て
は
、
肥
料
や
新
品
種
と
い
っ
た
投
入
物
の

増
加
だ
け
で
な
く
、
作
物
の
多
様
化
な
ど
に
も
期

待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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