
講　師　早稲田大学客員教授　大塚耕平

開講日　６月２日（日）13:30～15:00

受講料　2,970 円（登録料不要）

今更聞けない
日本経済ファクトチェック
いよいよ始まる日銀の出口戦略、急速に広がる生成ＡＩ、日の丸
半導体復活の鍵となる光電融合技術など、気になる話題をファク
トチェックします。今後の内外経済や国際情勢に影響大の米大統
領選挙の動向もフォローします。

※ お申し込み・詳細は、中日文化センターまでお問い合わせください。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
春
真
っ

盛
り
で
す
。
過
ご
し
や
す
い
季
節
に

な
り
ま
し
た
が
、
朝
晩
は
肌
寒
い
日

も
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛

く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

四
月
と
言
え
ば
、
入
社
の
季
節
。

「
あ
の
新
入
社
員
は
融
通
が
き
く
ね
」

「
彼
は
融
通
が
き
か
な
い
な
」
な
ど

と
い
う
会
話
が
飛
び
交
い
ま
す
が
、

「
融
通
が
き
く
」
と
は
、
物
事
を
「
滞

り
な
く
進
め
る
」
「
う
ま
く
運
ぶ
」
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。

　

転
じ
て
「
金
銭
の
や
り
く
り
」
を

表
す
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
す
。

お
金
を
借
り
る
時
に
「
い
く
ら
か
融

通
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」
と
も
言

い
ま
す
。
「
資
金
を
融
通
」
す
る
か

ら
「
融
資
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
は
「
華
厳
経
（
け
ご
ん

き
ょ
う
）
」
に
登
場
す
る
「
融
通
無
碍

（
ゆ
う
づ
う
む
げ
）
」
か
ら
派
生
し
た

言
葉
で
す
。
「
融
通
」
と
は
、
別
々
の

も
の
が
融
け
合
い
、
通
じ
合
い
、
全

て
の
事
象
・
事
物
が
相
俟
っ
て
完
全

な
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
仏

教
語
で
す
。
「
無
碍
」
と
は
「
何
も
の

に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
意
味

し
、
「
無
礙
」
と
表
記
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

つ
ま
り
「
融
通
無
碍
」
と
は
、
万

物
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
存
在
す
る

も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
係
が
あ

り
、
よ
く
調
和
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
指
し
ま
す
。

　

融
通
念
仏
宗
の
良
忍
上
人
は
「
一

人
の
念
仏
が
万
人
の
念
仏
に
通
じ
る
」

と
説
き
、
人
々
の
念
仏
が
相
互
に
融

通
し
合
う
と
い
う
世
界
観
を
「
融
通

無
碍
な
る
念
仏
」
と
表
現
し
ま
し
た
。

　

日
常
会
話
で
「
融
通
が
き
く
」
と

表
現
す
る
場
合
は
「
臨
機
応
変
に
そ

の
場
に
相
応
し
い
対
応
が
で
き
る
」

と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
「
彼
は
融

通
無
碍
だ
か
ら
な
」
と
言
っ
て
首
尾

一
貫
し
な
い
姿
勢
を
揶
揄
す
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

お
金
の
「
融
通
」
は
個
人
の
利
得

や
利
便
の
た
め
の
言
葉
に
転
じ
て
お

り
、
い
さ
さ
か
我
欲
に
通
じ
る
趣
に

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
本
来
の
「
融
通
」

が
こ
う
し
た
意
味
に
転
じ
て
い
る
の

も
、
人
間
の
心
の
為
せ
る
業
。

　

仏
教
に
お
け
る
本
来
の
「
融
通
無

碍
」
は
「
考
え
方
や
行
動
が
何
物
に

も
束
縛
さ
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
事
態

に
も
自
由
自
在
に
対
応
で
き
る
」
こ

と
で
す
。「
自
由
自
在
」
も
仏
教
用
語
。

自
分
勝
手
に
振
る
舞
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
欲
や
拘
り
か
ら
解
放
さ

れ
、
覚
り
の
境
地
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

「
通
達
無
碍
（
つ
う
だ
つ
む
げ
）
」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
個
人
的

に
は
大
好
き
な
仏
教
語
で
す
。
「
通
達

（
つ
う
た
つ
）
」
は
役
所
な
ど
か
ら
回
っ

て
く
る
通
知
を
指
し
ま
す
が
、
も
と

も
と
「
つ
う
だ
つ
」
と
濁
っ
て
読
む

仏
教
語
で
す
。
仏
道
に
深
く
達
し
て

い
る
覚
り
の
境
地
を
意
味
し
ま
す
が
、

日
常
会
話
的
に
は
「
周
囲
や
相
手
の

心
を
見
通
す
」
と
い
う
意
味
で
使
わ

れ
ま
す
。

　

「
通
」
は
「
知
り
尽
く
す
」
と
い
う

意
味
。
「
食
通
」
の
「
通
」
も
こ
こ
か

ら
来
て
い
ま
す
。
「
知
り
尽
く
し
て
い

る
」
の
が
仏
教
の
「
通
達
」
で
あ
り
、

「
知
ら
し
め
る
」
た
め
の
役
所
の
「
通

達
」
と
は
真
逆
で
す
。

　

余
談
で
す
が
「
無
下
」
と
「
無
碍
」

も
間
違
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
意
味

が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
「
無
下
」
は

「
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
冷
た

く
扱
う
」
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
無

下
に
す
る
」
は
「
ひ
ど
い
扱
い
を
す

る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

毎
日
を
融
通
無
碍
、
通
脱
無
碍
の

心
境
を
過
ご
し
た
い
で
す
ね
。
で
は

ま
た
来
月
。

※


