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主
義
経
済
学
と
い
う
「
小
さ
な
政

府
・
規
制
緩
和
・
自
由
化
・
民
営

化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
を
目
指
す

こ
と
。
そ
し
て
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー

バ
ラ
ン
ス
な
る
世
界
の
ど
の
国
も

用
い
て
い
な
い
指
標
を
金
科
玉
条

と
し
て
掲
げ
、
歳
出
削
減
に
励
ん

で
き
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
当
然
の
結
果
と

し
て
国
民
の
貧
困
化
、
労
働
者
の

非
正
規
雇
用
化
、
結
婚
で
き
な
い

所
得
層
の
増
大
を
生
ん
で
し
ま
っ

た
。「
国
民
を
豊
か
に
し
、
福
利

を
も
た
ら
す
こ
と
」
で
こ
そ
、
政

戦
争
を
知
ら
な
い
政
治
家
と

リ
ア
リ
ズ
ム
喪
失

こ
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
や
リ
ア
リ
ズ
ム
と

い
う
も
の
が
消
え
う
せ
、
観
念
論

に
基
づ
く
空
疎
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ

け
が
国
全
体
を
覆
っ
て
い
る
。
田

中
角
栄
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、

彼
が
「
戦
争
を
知
ら
な
い
政
治
家

ば
か
り
の
時
代
に
な
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
。

　

あ
の
角
栄
が
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
言
う
の
か
と
驚
い
た
記
憶
が
あ

る
が
、
い
ま
考
え
る
と
、
こ
れ
は

恐
る
べ
き
予
言
だ
っ
た
と
感
じ
入

る
の
だ
。
戦
前
・
戦
中
を
知
る
政

治
家
は
、
政
治
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を

失
う
と
結
局
、
国
家
を
失
う
と
い

う
こ
と
を
肌
で
知
っ
て
い
た
人
た

ち
だ
っ
た
。

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
日
本
の
10
倍
も
あ

り
、
鉄
鋼
の
生
産
能
力
や
自
動
車

の
生
産
台
数
が
一
桁
ど
こ
ろ
か
二

桁
も
わ
が
国
を
凌
駕
し
て
い
る
国

に
正
面
か
ら
宣
戦
布
告
を
す
る
と

い
う
愚
か
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
喪
失

が
国
家
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。

　

司
馬
遼
太
郎
氏
は
、
こ
れ
を
指

し
て
「
こ
の
国
は
時
に
リ
ア
リ
ズ

ム
を
失
う
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う

意
味
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
最
近

の
実
態
を
見
る
と
「
こ
の
国
は
時

に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
持
つ
こ
と
が
あ

っ
た
」
と
言
う
方
が
正
し
い
気
が

す
る
。

新
自
由
主
義
経
済
学

と
い
う
観
念
論
の
弊
害

　

戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
の
政
治

家
が
行
っ
て
き
た
の
が
、
新
自
由

「
国
土
学
」
が
解
き
明
か
す
日
本
の
再
興
④

列島保全への課題日本が再出発するための原点

　
「
国
土
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
、
国
土
か
ら
の
恩
恵
は
得
ら
れ
な

い
」
と
国
土
学
を
提
唱
す
る
著
者
が
、
日
本
国
土
の
自
然
・
地
理
的

条
件
や
、
日
本
人
特
有
の
歴
史
観
・
死
生
観
を
、
諸
外
国
と
比
較
し

と
、
具
体
的
に
は
何
を
す
る
こ
と

な
の
か
を
示
せ
な
い
ま
ま
バ
ズ
ワ

ー
ド
で
あ
る
「
構
造
改
革
」
と
い

う
言
葉
が
横
行
し
た
り
、「
○
○

で
あ
る
べ
き
だ
論
」
的
な
観
念
論

が
は
び
こ
る
の
は
当
然
の
成
り
行

き
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
な
ぜ
か

く
も
短
い
時
間
で
リ
ア
リ
ズ
ム
を

喪
失
し
て
、
危
機
感
を
失
っ
て
い

く
の
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
維
新
を
成
功
さ
せ
た
人
々

が
運
営
し
た
初
期
の
明
治
政
府

は
、
見
事
に
や
る
べ
き
こ
と
を
や

る
べ
き
手
順
で
成
し
遂
げ
て
き
た

観
が
あ
る
。
司
馬
遼
太
郎
氏
は
明

治
の
政
策
は
明
治
10
年
頃
ま
で
は

完
璧
だ
っ
た
と
い
う
意
味
の
言
葉

を
残
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
明
治
の
初
め
の
人
々

が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
に
基
づ
く
施
策
を
繰
り
出
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ

ム
は
国
語
辞
典
で
は「
現
実
主
義
」

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
事

実
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
政
策
や
対

策
の
議
論
も
で
き
な
い
と
い
う
考

治
家
は
国
民
か
ら
権
力
を
付
与
さ

れ
て
い
る
と
い
う
根
本
原
則
が
な

い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

新
自
由
主
義
経
済
学
と
い
う
貨

幣
の
理
解
か
ら
し
て
間
違
っ
て
い

る
「
観
念
論
経
済
学
」
が
政
治
を

席
巻
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

政
治
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
喪
失
し

て
、
あ
り
得
も
し
な
い
財
政
破
綻

論
を
信
奉
し
て
き
た
か
ら
な
の
で

あ
る
。
国
民
を
豊
か
に
で
き
な
い

政
治
が
ま
っ
と
う
で
正
し
い
政
治

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
た

明
治
人
の
リ
ア
リ
ズ
ム

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
喪
失
す
る

リアリズムを取り戻すことが必要

「
国
土
学
」
が
解
き
明
か
す
日
本
の
再
興
大
石
久
和
著

な
が
ら
多
角
的
に
分
析
し
、
日

本
国
家
に
も
っ
と
も
適
し
た
国

づ
く
り
の
方
針
を
導
き
出
し
ま

す
。
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税

え
方
」
と
説
明
す
る
方
が
よ
い
と

考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
や
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
を

日
本
語
と
し
て
ぴ
っ
た
り
と
し
た

言
葉
を
持
て
て
い
な
い
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
欠
く

こ
と
が
多
い
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
。

鉄
道
整
備
に
よ
る

国
土
の
一
体
的
利
用

　

幕
末
期
の
武
士
か
ら
庶
民
に
至

る
ま
で
の
日
本
人
は
、
西
洋
列
強

に
好
き
な
よ
う
に
な
ぶ
ら
れ
て
い

る
清
国
を
見
て
「
わ
が
国
も
早
急

に
近
代
化
し
な
け
れ
ば
危
う
い
」

と
の
共
通
認
識
を
持
っ
た
。
遣
唐

使
の
廃
止
な
ど
に
よ
り
わ
が
国
に

は
豊
か
な
和
風
文
化
も
育
っ
た

が
、
歴
史
の
全
期
間
を
通
じ
て
中

国
は
、
日
本
人
に
は
文
化
的
に
も

常
に
仰
ぎ
見
る
存
在
だ
っ
た
。

　

そ
の
中
国
の
、
の
た
う
ち
回
る

姿
が
わ
れ
わ
れ
の
反
面
教
師
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
氏
の
指
摘
ど
お

り
、
明
治
初
期
政
府
の
施
策
は
見

事
な
も
の
だ
っ
た
。
全
国
に
素
早

く
学
制
を
敷
き
教
育
体
制
を
整
え

る
と
と
も
に
、軍
制
を
整
備
し
た
。

年
貢
米
制
度
か
ら
土
地
価
格
に
税

を
課
す
地
租
改
正
と
戸
籍
の
整
備

を
行
っ
て
税
制
を
整
備
し
、
極
め

て
早
期
に
全
国
に
通
信
網
を
め
ぐ

ら
せ
た
。

　

鉄
道
網
に
よ
っ
て
全
国
を
結
ぶ

の
も
早
か
っ
た
。特
筆
す
べ
き
は
、

現
在
の
東
海
道
本
線
に
あ
た
る
東

京
～
神
戸
間
を
１
８
８
９
年
に
完

成
さ
せ
た
２
年
後
の
１
８
９
１
年

に
は
上
野
～
青
森
間
を
結
ん
だ
の

だ
。
戊
辰
戦
争
の
影
響
が
あ
っ
た

に
せ
よ
、
国
土
の
一
体
化
、
国
土

の
一
体
的
利
用
に
か
け
た
明
治
初

期
人
の
意
気
込
み
と
判
断
の
正
し

さ
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
東
北
新
幹
線
・
上
野

～
新
青
森
が
全
通
し
た
の
は
２
０

１
０
年
で
あ
り
、
東
海
道
新
幹
線

開
通
後
46
年
も
た
っ
て
い
る
。
費

用
対
効
果
ば
か
り
追
い
か
け
る
の

か
、
そ
れ
と
も
国
土
全
体
を
利
用

し
や
す
く
す
る
と
の
考
え
に
立
つ

の
か
、
明
治
人
よ
り
現
代
人
の
方

が
進
ん
で
い
る
と
は
決
し
て
言
え

な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム

に
満
ち
た
政
策
を
繰
り
出
し
た
明

治
人
も
、
１
８
９
４
年
の
日
清
戦

争
を
経
て
１
９
０
５
年
の
日
露
戦

争
に
勝
利
す
る
頃
に
な
る
と
事
大

主
義
が
は
び
こ
り
始
め
た
。
満
州

に
こ
だ
わ
り
、
ア
ジ
ア
の
希
望
の

星
か
ら
み
る
み
る
う
ち
に
ア
ジ
ア

の
侵
略
者
に
変
身
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

注１：経済企画庁総合開発局「政府固定資本形成および政府資本ストックの推計」1966 年 5月を用いて算出した。
注２：1870 ～ 74 年の国鉄は 1872 ～ 74 年の３ヵ年平均値、1875 ～ 79 年の農林漁業施設は 1877 ～ 79 年の３ヵ年
平均値、1910 ～ 14 年の治山施設は 1911 ～ 14 年の３ヵ年数値である。
出典：「公共投資１００年の歩み」沢本守幸　を元に作成

鉄道歴史展示室として再現された旧新橋停車場駅舎。鉄道開業の地東京・
汐留の歴史を紹介し、日本の近代化をけん引した鉄道の発展を学べる

明治政府における社会資本投資の推移
施設別社会資本投資額の構成比の推移（1960 年度価格による 5ヵ年平均値）

尾山浩崇事務局長
　地元のヒノキアスナロで建てられた

北海道厚沢部町緑町 72-1
国道 227 号　TEL.0139-64-3738

木造の駅舎。厚沢部町が発祥のメークインが特産
で、令和4年度にはメークインを使用した2.5ｍ、
279kgの巨大コロッケがギネス世界記録に認定さ
れました。メークインをはじめ、農家直送の朝採
れ新鮮野菜が大人気です。地方発送可能！

鷲の里
小林正典駅長代理

　西日本一の長さを誇る太龍寺ロープ

徳島県那賀町和食郷田野 89
県道 19 号　TEL.0884-62-3109

ウェイの駅を併設しており、川越え、山越えの
圧倒的なパノラマ空中散歩のゴールが四国霊場
21番太龍寺になります。レストランでは郷土料
理の「かきまぜ」が大変好評で、ゆずの酸味と
香りが長旅で疲れた時でも食欲をそそります。

河井富美販売担当
　夏の昼夜温度差が激しい土地はおい

岡山県新庄村 2190-1
国道 181 号　TEL.0867-56-2908

しい餅米に最適な気候条件で、村全域が「ヒメノ
モチ」づくりに取り組んでいます。旭川源流毛無
山のブナ原生林から湧き出る清流、澄んだ空気に
恵まれた大地が生む特産餅米で、豆餅、白餅、しゃ
ぶしゃぶ餅、大福がおすすめです。


