
１
９
９
７
年

　

今
年
は
１
９
９
７
年
か
ら
四
半

世
紀
だ
。
振
り
返
れ
ば
１
９
９
７

年
は
世
界
経
済
に
も
、
ま
た
日
本

経
済
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
の
年

で
あ
っ
た
。
世
界
で
は
、
７
月
の

香
港
の
中
国
へ
の
返
還
の
そ
の
夜

に
タ
イ
か
ら
通
貨
危
機
が
始
ま
り
、

周
辺
諸
国
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
ま
で

席
巻
し
た
。一
方
日
本
国
内
で
は
、

４
月
の
消
費
税
引
上
げ
に
よ
り
景

気
が
急
減
速
、
や
が
て
不
良
債
権

問
題
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
国
内
の

金
融
シ
ス
テ
ム
の
問
題
が
一
気
に

火
を
噴
く
。

　

11
月
に
は
北
海
道
拓
殖
銀
行
が

大
手
銀
行
と
し
て
戦
後
初
め
て
経

営
破
綻
、
ま
た
四
大
証
券
の
一
角

で
あ
っ
た
山
一
証
券
が
自
主
廃
業

し
た
。
ま
さ
に
繁
栄
を
極
め
た
日

本
資
本
主
義
が
崩
れ
始
め
た
よ
う

な
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
の
通

説
は
、
先
立
つ
バ
ブ
ル
の
崩
壊
で

あ
る
。

問
題
の
所
在

　

バ
ブ
ル
崩
壊
で
傷
ん
だ
日
本
の

金
融
部
門
だ
が
、
廃
業
・
合
併
・

統
合
や
資
本
注
入
な
ど
の
一
連
の

対
策
に
よ
っ
て
２
０
０
０
年
代
に

は
健
全
性
を
一
応
回
復
、
そ
の
証

左
に
２
０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
は
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
被
る
こ
と
な

く
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
大

き
な
問
題
が
解
消
さ
れ
た
の
に
日
本
経

済
は
そ
の
後
も
不
振
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
日
本
経
済
は
い
ま
だ
１
９

９
７
年
を
克
服
し
た
と
は
い
え
な
い
。

　

１
９
９
７
年
以
降
、
金
融
部
門
の
再

建
の
あ
と
に
と
ら
れ
た
対
策
が
、
過
去

の
古
い
経
済
シ
ス
テ
ム
を
捨
て
去
り
、

市
場
経
済
を
活
か
し
た
規
制
緩
和
等
の

活
性
化
策
で
あ
る
。「
規
制
緩
和
」
が

お
題
目
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
、
一
種
の

思
考
停
止
に
陥
っ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚

に
と
ら
わ
れ
た
。
一
方
、
終
身
雇
用
制

度
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
な
ど
の
古
い
シ
ス

テ
ム
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
顧
み
る
で

な
く
旧
弊
の
よ
う
に
捨
て
去
ら
れ
た
。

だ
が
、
日
本
経
済
は
一
向
に
回
復
し
な

い
。
日
本
経
済
の
復
興
策
と
し
て
２
０

１
２
年
か
ら
８
年
に
及
ぶ
安
倍
長
期
政

権
の
下
で
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
政
策
が
と

ら
れ
た
。
本
来
は
財
政
・
金
融
政
策
を

短
期
的
な
需
要
喚
起
策
と
し
て
、
そ
の

間
に
規
制
緩
和
な
ど
の
自
由
化
政
策
を

促
進
し
て
経
済
成
長
力
強
化
を
実
現
す

る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
結
果
は
常
識
外
と
も
い
う
べ
き

金
融
緩
和
な
ど
の
政
策
か
ら
、
当
初
あ

る
程
度
の
需
要
喚
起
に
は
成
功
し
た
も

の
の
、
経
済
成
長
力
が
一
向
に
回
復
し

な
い
ま
ま
で
、
格
差
が
拡
大
す
る
な
ど

の
弊
害
が
目
立
ち
始
め
た
。
金
融
緩
和

の
長
期
化
の
結
果
、
緩
和
へ
の
過
度
の

依
存
と
、
景
気
実
態
や
庶
民
の
所
得
と

は
か
け
離
れ
た
資
産
価
格
の
上
昇
を
招

い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
経
済
ば
か
り
か

思
い
や
り
な
ど
の
共
同
体
特
徴
が
あ
っ

た
日
本
の
社
会
に
分
断
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
そ
し
て
最
近
で
は
、
海
外
の
資

源
価
格
の
上
昇
に
円
安
が
拍
車
を
か
け

る
物
価
上
昇
が
、
景
気
悪
化
を
招
き
、

デ
フ
レ
脱
却
を
目
指
す
一
方
「
物
価
高

対
策
」
を
打
ち
出
す
な
ど
の
チ
グ
ハ
グ

な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。
し
か
し
過
去

の
大
盤
振
る
舞
い
の
ツ
ケ
で
、
政
策
の

対
応
余
地
は
小
さ
い
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
打
ち
出
さ
れ
た
の

が
岸
田
総
理
の
「
新
し
い
資
本
主
義
」

で
あ
る
。
そ
の
仔
細
は
現
時
点
で
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
総
理
の
宣
言
は
こ

れ
ま
で
の
政
策
が
歪
み
を
生
む
一
方
、

思
っ
た
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い

規
制
緩
和
・
自
由
化
に
偏
重
し
た
戦
略

を
見
直
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、

１
９
９
７
年
以
来
続
く
経
済
不
振
の
脱

却
、「
新
し
い
資
本
主
義
」
の
モ
デ
ル

と
し
て
、
自
由
化
戦
略
の
限
界
と
そ
れ

に
代
わ
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
コ
モ
ン
ズ
を
モ

デ
ル
と
す
る
共
同
体
的
な
経
済
関
係
性

を
重
視
し
た
モ
デ
ル
の
構
築
を
日
本
型

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
達
成
し
て
い
く

べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

＊1  コモンズ：環境のほか、医療、教育などの社会的共通資本

　1997年は、日本経済が大きな危機を迎えた年であった。それから四半世紀がたった。しかしいまだ長きに
わたる不振が続いている。この間、日本経済の活性化策としてとられた自由化路線は思ったような効果を
あげなかった。岸田総理は、その見直しとして「新しい資本主義」を謳っている。あらたな活性化策として、
いま過去の日本経済の強みでもあった共同体的なモデルも見直すべきではないか。それは、SDGsや
コ
＊ 1

モンズなどの将来目指すべき経済モデルにもつながる。わが国には日本型イノベーションの特徴である
「工夫」によって困難を打ち勝つ能力があった。いまそれを蘇らせることが1997年を克服する道であろう。

1997年を克服する道
—新しい資本主義をめぐって

大阪経済大学経済学部教授（元日本銀行金融研究所長）　髙橋　亘



規
制
緩
和
の
限
界

　

あ
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が
、学
会
で「
こ

の
20
年
間
高
名
な
経
済
学
者
が
政
府
の

政
策
決
定
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
に
一
向
に
経
済
の
再
生
が
図
れ
な
い

の
は
な
ぜ
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
寄
せ

た
。
こ
の
質
問
に
答
え
る
学
者
は
い
な

か
っ
た
。
経
済
学
者
に
は
、
経
済
理
論

が
示
す
よ
う
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活

用
が
ベ
ス
ト
と
の
信
仰
に
近
い
信
念
が

あ
る
。
１
９
９
７
年
以
前
の
日
本
の
経

済
は
、
政
府
の
指
導
と
規
制
に
縛
ら
れ

た
「
古
い
経
済
」
で
あ
り
、
学
者
に
は

そ
の
脱
却
こ
そ
日
本
経
済
の
未
来
に
つ

な
が
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
だ
が
こ
う
し
た
考
え
は
見
直
さ
れ

る
べ
き
だ
。

　

図
１
に
あ
る
よ
う
に
、
経
済
は
需
要

と
供
給
が
価
格
で
調
整
さ
れ
る
と
人
々

の
満
足
感
（
効
用
）
が
最
も
高
い
均
衡

状
態
が
達
成
さ
れ
る
。
需
要
側
を
例
に

と
る
と
、
人
々
は
自
分
の
効
用
に
見
合

う
金
額
を
提
示
し
物
品
を
購
入
す
る
。

供
給
量
が
増
え
れ
ば
、
よ
り
低
い
価
格

で
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
右
下
が

り
の
需
要
曲
線
）。
均
衡
価
格
は
、
実

際
に
購
入
が
行
わ
れ
る
限
界
的
に
最
も

低
い
価
格
を
反
映
す
る
。
高
い
価
格
を

提
示
す
る
需
要
者
は
、
均
衡
価
格
が
提

示
価
格
を
下
回
る
た
め
、
そ
の
分
、
取

引
価
格
以
上
の
効
用
を
得
る
。
こ
れ
を

消
費
者
余
剰
と
い
い
、
経
済
学
は
こ
れ

が
大
き
い
ほ
ど
社
会
的
に
好
ま
し
い
と

す
る＊
２

。
こ
れ
が
実
現
す
る
の
は
、
規
制

の
な
い
市
場
で
、
規
制
緩
和
で
の
自
由

な
市
場
の
実
現
は
経
済
に
と
っ
て
最
も

ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
の
が
経
済
学
者
の

考
え
だ
。

規
制
市
場
の
問
題

　

こ
う
し
た
自
由
化
万
能
の
考
え
に
は

問
題
が
あ
る
が
、
ま
ず
自
由
化
論
者
が

敵
視
す
る
規
制
市
場
の
問
題
を
見
て
お

こ
う
。
た
と
え
ば
、
自
由
な
市
場
で
決

ま
る
価
格
が
高
す
ぎ
る
と
し
て
、
価
格

規
制
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
価
格
が
抑

え
ら
れ
る
た
め
、
図
２
の
よ
う
に
消
費

者
は
自
由
化
さ
れ
た
市
場
よ
り
は
廉
価

で
商
品
を
購
入
で
き
満
足
感
（
効
用
）

は
大
き
く
な
る
。
だ
が
問
題
は
、
価
格

の
低
下
に
よ
っ
て
供
給
量
（
生
産
量
）

が
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
た
め
、

需
要
サ
イ
ド
で
は
「
廉
価
な
価
格
で
買

い
た
い
」
と
い
う
人
の
需
要
を
全
部
満

た
せ
ず
、
早
い
者
勝
ち
な
ど
の
割
り
当

て
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
取
引
量
が
減
少

し
て
経
済
の
規
模
も
縮
小
す
る
。
そ
し

て
生
産
者
側
の
余
剰
も
減
少
し
、
経
済

全
体
の
余
剰
は
確
実
に
減
少
す
る
（
図

の
グ
レ
ー
の
三
角
部
分
）。
経
済
発
展

の
途
中
で
は
弱
者
の
保
護
な
ど
か
ら
社

会
的
な
要
請
で
価
格
の
規
制
な
ど
は
正

当
化
さ
れ
る
が
、
経
済
が
発
展
し
た
段

階
で
は
、
必
要
性
は
薄
れ
規
制
緩
和
を

行
い
自
由
化
す
る
こ
と
が
社
会
の
た
め

に
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
由
化
市
場
の
問
題

　

経
済
学
で
は
上
記
の
結
論
は
普
遍
的

な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
米
国

や
欧
州
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
も
自
由

化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

１
９
８
０
年
代
の
米
国
の
レ
ー
ガ
ノ
ミ

ク
ス
、
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
、
日

本
の
中
曽
根
内
閣
の
政
策
な
ど
が
典
型

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ソ
連
崩
壊
以
降
の

旧
社
会
主
義
国
の
市
場
化
の
進
展
や
中

国
の
経
済
改
革
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
政
策
が
、
時
代
遅
れ
で
不
必
要
な

規
制
を
排
し
て
経
済
の
活
性
化
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
そ

の
後
の
経
験
は
自
由
化
・
規
制
緩
和
が

必
ず
し
も
万
能
策
で
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

た
と
え
ば
経
済
学
者
の
提
言
を
受
け

＊2  生産者側も、均衡価格が提示価格を上回る生産者余剰が生まれる。

Pe（
均
衡
価
格
）

価格（P）

取引量（Q）

供給曲線

需要曲線

Qe
（均衡取引量）

消費者余剰

生産者余剰

Qe
（均衡取引量）

Pe（
均
衡
価
格
）

価格（P）

取引量（Q）

消費者余剰

生産者余剰

余剰のロス

供給曲線

需要曲線

図 1　自由な市場

図 2　規制市場



て
世
界
的
な
規
模
で
自
由
化
さ
れ
た
市

場
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
国
為
替
市
場
で

の
変
動
相
場
制
の
採
用
だ
。
周
知
の
と

お
り
、
外
国
為
替
市
場
は
、
金
本
位
制
、

固
定
相
場
制
を
経
て
１
９
７
０
年
代
の

米
ド
ル
と
金
と
の
交
換
停
止
か
ら
、
多

少
の
紆
余
曲
折
を
経
て
先
進
国
間
で
は

変
動
相
場
制
が
採
用
さ
れ
た
。
固
定
相

場
制
は
、
戦
前
の
通
貨
切
り
下
げ
競
争

が
各
国
の
経
済
的
対
立
と
貿
易
ブ
ロ
ッ

ク
化
な
ど
の
国
際
関
係
の
悪
化
を
招
き
、

世
界
大
戦
と
い
う
悲
劇
の
引
き
金
に
な

っ
た
と
の
反
省
に
基
づ
く
。
し
か
し
こ

の
体
制
は
、
米
国
が
経
常
収
支
の
赤
字

に
よ
り
世
界
経
済
に
ド
ル
を
供
給
せ
ざ

る
を
得
な
い
一
方
、
米
国
の
経
常
赤
字

の
拡
大
が
米
ド
ル
へ
の
信
頼
性
を
棄
損

す
る
と
い
う
基
本
的
矛
盾
を
か
か
え
て

い
た
。
そ
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
福

祉
予
算
の
増
大
に
よ
る
米
国
の
財
政
赤

字
拡
大
は
巨
額
の
経
常
赤
字
を
生
み
、

体
制
の
持
続
可
能
性
に
深
刻
な
疑
念
を

生
じ
さ
せ
、
最
終
的
に
は
投
機
資
金
の

ア
タ
ッ
ク
に
よ
っ
て
固
定
相
場
制
は
終

焉
を
迎
え
た
。

　

経
済
学
者
は
、
経
常
収
支
の
不
均
衡

解
消
は
為
替
相
場
の
調
整
に
よ
る
べ
き

と
提
言
し
た
。
固
定
相
場
で
な
く
、
変

動
相
場
で
の
調
整
に
よ
り
不
均
衡
が
解

消
さ
れ
、
経
済
的
な
利
益
も
増
大
さ
れ

る
と
し
た
。
そ
の
発
想
は
、
個
別
市
場

で
論
じ
た
図
の
事
例
と
同
じ
だ
。

　

だ
が
、
変
動
相
場
制
は
理
論
ど
お
り

に
は
働
か
な
か
っ
た
。
日
本
円
は
米
ド

ル
に
対
し
て
３
〜
４
倍
ま
で
増
価
す
る

な
ど
の
動
き
を
示
し
た
が
、
長
い
間
経

常
収
支
の
不
均
衡
の
解
消
は
進
ま
な
か

っ
た
。
加
え
て
、
通
貨
安
競
争
と
い
わ

れ
る
事
態
も
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

経
済
学
者
は
変
動
相
場
制
を
世
界
経
済

の
安
定
の
た
め
に
提
唱
し
た
が
、
そ
れ

と
は
逆
に
為
替
変
動
が
、
国
際
的
な
協

調
を
弱
め
、
金
融
市
場
の
不
安
定
化
を

生
み
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ

て
い
る
。

模
索
過
程

　

そ
も
そ
も
経
済
理
論
面
で
も
価
格
調

整
に
つ
い
て
想
定
が
問
題
と
な
る
。
経

済
理
論
で
は
、
市
場
の
調
整
は
す
べ
て

の
参
加
者
が
自
分
の
希
望
価
格
・
量
を

提
示
し
て
そ
の
情
報
が
集
約
さ
れ
均
衡

値
が
決
定
さ
れ
た
後
、
初
め
て
実
際
の

取
引
が
行
わ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
だ

が
こ
れ
が
現
実
を
描
写
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
均
衡

価
格
よ
り
高
い
価
格
、
低
い
価
格
で
取

引
が
行
わ
れ
る
（
模
索
過
程
）。
経
済

学
は
大
数
の
法
則
が
働
け
ば
、
結
果
と

し
て
理
論
が
想
定
す
る
よ
う
に
価
格
は

均
衡
価
格
に
収
れ
ん
す
る
と
さ
れ
る
が
、

実
際
に
途
中
で
取
引
が
行
わ
れ
れ
ば
初

期
条
件
も
変
わ
り
事
前
の
均
衡
価
格
に

収
れ
ん
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
結

果
余
剰
も
最
大
化
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

価
格
調
整
万
能
の
誤
っ
た
モ
デ
ル
か
ら

導
か
れ
た
自
由
化
の
含
意
に
疑
問
が
生

じ
て
き
て
い
た
。

契
約
、リ
ス
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、

コ
モ
ン
ズ

　

そ
の
た
め
政
策
対
応
面
で
も
、
勢
い

を
増
す
自
由
化
万
能
論
に
懐
疑
的
な
見

方
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
経
済

を
見
渡
す
と
、
必
ず
し
も
規
制
が
な
く

て
も
す
べ
て
の
市
場
で
価
格
が
伸
縮
的

に
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

に
は
、
効
率
性
よ
り
は
安
定
性
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
い
う
合
理
性
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
労
働
市
場
で
は
一
般
的
に
は

賃
金
は
契
約
に
よ
り
長
期
的
に
決
定
さ

れ
る
。
ま
た
、
常
用
雇
用
者
は
常
に
企

業
内
に
と
ど
ま
り
、
参
入
・
参
出
が
自

由
な
通
常
の
市
場
と
は
異
な
る
（「
内

部
市
場
」）。

　

日
本
の
終
身
雇
用
制
は
、
長
期
契
約

に
よ
る
内
部
市
場
の
典
型
で
あ
る
。
終

身
雇
用
制
は
、
古
き
悪
し
き
も
の
と
し

て
葬
ら
れ
労
働
市
場
の
流
動
化
が
促
進

さ
れ
た
。
し
か
し
長
期
契
約
に
は
安
定

を
確
保
し
長
期
に
人
材
を
育
成
す
る
と

い
う
利
点
も
あ
る
。
ま
た
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
を
体

験
す
る
こ
と
は
組
織
に
必
要
な
調
整
力

を
生
む
。
現
在
こ
れ
と
対
極
的
に
「
ジ

ョ
ブ
型
雇
用
」
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

調
整
型
の
従
来
の
働
き
方
で
は
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
の
が

難
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ジ
ョ
ブ
型
に

も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
従
来

の
関
係
性
の
あ
る
契
約
型
に
は
共
同
体

型
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ

が
リ
ス
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
で
あ
る
。
た

と
え
ば
一
般
に
下
請
け
と
い
わ
れ
る
系

列
関
係
や
、
銀
行
と
企
業
の
メ
イ
ン
バ

ン
ク
の
仕
組
み
も
上
下
関
係
を
生
み
が

ち
な
弊
害
は
あ
る
も
の
の
、
長
期
的
な

契
約
関
係
に
よ
り
互
い
の
リ
ス
ク
を
吸

収
し
あ
う
と
い
う
リ
ス
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

関
係
性
と
組
織

　

経
済
理
論
で
描
く
市
場
経
済
は
、
企

業
・
家
計
と
い
っ
た
名
前
が
与
え
ら
れ

て
い
て
も
個
の
主
体
で
考
え
る
ア
ト
ミ

ッ
ク
（
原
子
論
）
な
世
界
で
あ
る
。
ア

ト
ミ
ッ
ク
な
世
界
で
は
、
価
格
調
整
が

行
わ
れ
短
期
的
に
効
率
的
な
均
衡
が
達

成
で
き
る
が
、
し
か
し
調
整
の
コ
ス
ト

が
か
か
る
し
、
長
期
的
に
安
定
的
な
関

係
は
構
築
さ
れ
に
く
い
。

　

現
実
に
も
経
済
に
は
企
業
と
い
っ
た

「
組
織
」
や
規
制
・
慣
習
が
あ
る
。
従

業
員
と
の
雇
用
関
係
、
関
連
企
業
と
の

長
期
契
約
な
ど
契
約
や
慣
習
を
基
に
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
で
成
り
立
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
仕
組
み
は
価
格
に
よ



る
調
整
費
用
＝
取
引
コ
ス
ト
を
節
約
す

る
と
い
う
点
で
経
済
学
的
に
も
合
理
的

と
さ
れ
て
い
る
（
ロ
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ス

の
経
済
学
）。

　

ま
た
最
近
で
は
、
環
境
等
を
公
共
財

と
し
て
コ
モ
ン
ズ
の
概
念
が
着
目
さ
れ

て
い
る
。
コ
モ
ン
ズ
も
共
有
と
い
う
関

係
性
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
宇
沢

弘
文
教
授
は
、
１
９
８
０
年
代
以
降
の

自
由
化
の
波
が
荒
れ
狂
う
時
代
に
「
環

境
」
の
み
な
ら
ず
「
医
療
」「
教
育
」

の
分
野
な
ど
で
も
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
を

持
つ
こ
と
が
重
要
と
指
摘
し
て
い
た
が
、

慧
眼
で
あ
ろ
う
。

新
た
な
経
済
モ
デ
ル
の
模
索

　

１
９
９
７
年
の
経
済
苦
境
を
経
て
新

た
な
経
済
モ
デ
ル
を
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
型
の
自
由
化
モ
デ
ル
に
求
め
て
き
た

日
本
経
済
だ
が
、
岸
田
総
理
の
「
新
し

い
資
本
主
義
」
に
基
づ
き
そ
れ
に
代
わ

る
わ
が
国
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
か
つ
て

日
本
経
済
の
強
み
で
あ
っ
た
組
織
や
関

係
性
を
も
う
一
度
見
直
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
、
関
係

性
と
し
て
の
終
身
雇
用
制
や
メ
イ
ン
バ

ン
ク
は
労
働
人
口
が
増
加
し
経
済
成
長

力
が
強
ま
る
高
度
成
長
時
代
の
モ
デ
ル

で
あ
り
、
今
日
に
直
接
は
あ
て
は
ま
ら

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
の
シ
ス
テ
ム

は
集
団
主
義
に
傾
き
「
個
」
の
尊
重
が

足
り
な
い
側
面
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し

た
点
も
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ

が
日
本
経
済
に
は
、
様
々
な
規
制
や
慣

習
が
残
る
「
古
い
経
済
」
で
も
、
そ
れ

を
活
か
し
な
が
ら
様
々
な
工
夫
で
発
展

し
て
き
た
実
績
が
あ
る
。
も
と
も
と
環

境
変
化
や
シ
ョ
ッ
ク
へ
の
耐
性
が
強
い

経
済
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
当
時
の
シ
ス

テ
ム
に
あ
っ
た
リ
ス
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

機
能
は
、
不
確
実
性
が
高
ま
る
今
日
こ

そ
必
要
と
さ
れ
る
機
能
と
い
っ
て
よ
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ

　

新
た
に
わ
が
国
に
即
し
た
モ
デ
ル
を

必
要
と
す
る
日
本
経
済
だ
が
、
新
た
な

モ
デ
ル
構
築
を
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

の
範
囲
は
、
経
済
の
み
な
ら
ず
、
環
境
、

労
働
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
権
な
ど
広
範

囲
に
わ
た
る
が
、
コ
モ
ン
ズ
や
関
係
性

を
意
識
し
て
い
る
。
特
に
「
一
人
も
取

り
残
さ
な
い
社
会
の
実
現
」
に
は
思
い

や
り
な
ど
の
共
同
体
的
な
側
面
が
あ
る
。

コ
モ
ン
ズ
は
、
物
体
的
な
共
有
ば
か
り

で
な
く
価
値
観
の
共
有
も
意
味
す
る
の

だ
。
そ
の
実
現
ま
で
に
は
困
難
や
リ
ス

ク
も
あ
ろ
う
が
、
関
係
性
の
中
で
そ
れ

を
シ
ェ
ア
し
て
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と

が
可
能
だ
。
こ
れ
か
ら
迎
え
る
デ
ジ
タ

ル
社
会
は
、
分
権
的
で
ア
ト
ミ
ッ
ク
な

側
面
を
強
め
る
一
方
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
新
た
な
コ
モ
ン
ズ
を
生
む
可
能
性
も

あ
り
、
共
同
体
型
は
古
く
て
新
し
い
モ

デ
ル
と
な
り
う
る
。

日
本
型
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
理
想
と
し
て
は
正
し
い

と
し
て
も
、
企
業
に
と
っ
て
は
負
担
と

の
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
経
済

は
も
と
も
と
、
規
制
や
シ
ョ
ッ
ク
を
創

意
工
夫
で
乗
り
切
る
こ
と
が
得
意
だ
。

そ
れ
は
、
１
９
７
０
年
代
に
は
石
油
シ

ョ
ッ
ク
以
降
の
省
エ
ネ
経
済
の
実
現
な

ど
の
対
応
で
示
さ
れ
た
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、
欧
米

型
の
「
新
発
明
」
が
想
起
さ
れ
が
ち
だ

が
、
日
本
型
の
「
創
意
工
夫
」
も
立
派

な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ

は
、
わ
が
国
の
政
策
対
応
の
稚
拙
さ
と

は
対
照
的
に
、
総
体
と
し
て
庶
民
レ
ベ

ル
の
対
応
の
優
秀
さ
を
示
し
た
。
個
人

や
中
小
企
業
レ
ベ
ル
の
工
夫
こ
そ
日
本

型
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
こ
に
日
本
経

済
の
活
路
を
見
出
す
べ
き
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
代
え
て

　

１
９
９
７
年
、
わ
が
国

に
は
金
融
危
機
な
ど
戦
後

最
悪
の
経
済
的
な
困
難
に

見
舞
わ
れ
る
一
方
、
改
革

を
進
め
て
来
る
べ
き
21
世

紀
に
進
む
と
い
う
積
極
的

な
動
き
が
あ
っ
た
。
当
時

の
時
代
認
識
は
、
そ
れ
ま
で
経
済
的
な

繁
栄
が
進
む
な
か
で
社
会
は
著
し
く
固

定
化
・
画
一
化
し
新
た
な
経
済
的
・
社

会
的
拘
束
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
負
の

側
面
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
で
大
胆
な
自
由
化
路
線

が
支
持
さ
れ
る
の
は
道
理
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
自
由
化
の
な
か

で
は
、「
個
」
を
尊
重
す
る
と
し
た
規

制
緩
和
が
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
結
果

と
し
て
政
府
依
存
の
体
質
は
改
ま
ら
ず
、

個
人
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
と
は
別
に
所

得
の
低
下
と
経
済
不
安
が
生
ま
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

　

い
ま
デ
ジ
タ
ル
社
会
が
進
展
す
る
な

か
で
、「
個
」
の
確
立
ど
こ
ろ
か
孤
立

が
進
む
懸
念
も
生
ま
れ
て
い
る
。
自
由

化
一
本
槍
で
な
く
、
関
係
性
も
重
視
し
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
へ
の
途
を
工
夫
に
よ
っ

て
進
ん
で
い
く
。
日
本
経
済
の
強
み
を

活
か
す
道
。
そ
れ
こ
そ
が
１
９
９
７
年

を
克
服
す
る
「
新
し
い
資
本
主
義
」
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。髙橋  亘（たかはし わたる）
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