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経
済
発
展
と
制
度
変
化

日
本
は
バ
ブ
ル
破
綻
後
の
長
い
経
済
低

迷
期
間
を
通
じ
大
き
な
経
済
諸
制
度
の

転
換
を
進
め
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
暗
黙

的
な
信
頼
に
依
拠
し
た
長
期
の
取
引
関
係

に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
明
瞭

な
ル
ー
ル
や
取
り
決
め
に
基
づ
い
た
ア
メ
リ

カ
型
先
行
モ
デ
ル
へ
の
転
換
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
仔
細
に
見
れ
ば
そ
こ
で
は
日

本
的
な
特
質
を
残
し
つ
つ
、
既
存
モ
デ
ル
と

先
行
モ
デ
ル
間
の
相
互
作
用
に
よ
り
企
業

や
組
織
の
選
択
肢
を
増
や
す
形
の
変
化
が

進
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
転
換
の
方
向
を
考
え

る
理
論
的
基
礎
と
し
て
、
今
回
取
り
上
げ

た
二
冊
の
本
は
実
務
家
に
も
役
に
立
つ
考

え
方
を
提
供
し
て
い
る
。

①
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
経
済
史
学
者
ダ
グ
ラ

ス
･
ノ
ー
ス
に
よ
る
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス

に
関
す
る
最
近
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
ノ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
経
済
発
展
は

そ
れ
を
支
え
る
諸
制
度
の
進
化
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
。
制
度
と
は
公
式
、
非
公
式

の
ル
ー
ル
や
取
り
決
め
の
こ
と
で
、
制
度
進

化
の
一
般
的
特
徴
は
人
々
や
社
会
の
直
面

す
る
不
確
実
性
の
削
減
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

ノ
ー
ス
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、
例
え
ば

金
融
制
度
の
歴
史
的
発
展
を
考
え
て
み
よ

う
。
通
貨
の
発
明
は
物
々
交
換
の
不
確
実

性
を
、
銀
行
の
発
達
は
資
金
需
要
者
と
供

給
者
の
間
の
情
報
の
不
確
実
性
を
、
有
限

責
任
の
株
式
会
社
と
株
式
市
場
の
発
達
は

資
本
と
経
営
の
分
離
を
通
じ
資
本
調
達
の

不
確
実
性
を
削
減
し
た
。
保
険
の
発
達
は

さ
ま
ざ
ま
な
不
確
実
性
を
ヘ
ッ
ジ
で
き
る
手

段
を
提
供
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
金
融

に
お
け
る
不
確
実
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

の
進
化
に
よ
り
予
測
可
能
な
リ
ス
ク
に
転

化
さ
れ
、
そ
の
結
果
経
済
の
発
展
が
達
成

さ
れ
た
。
そ
の
制
度
は
さ
ら
に
そ
れ
を
支

え
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
発
達
に
支
え
ら
れ
て

い
る
。
銀
行
制
度
の
発
達
に
は
、
借
り
手

に
関
す
る
情
報
問
題
を
解
決
す
る
担
保

確
保
の
た
め
の
所
有
権
制
度
の
確
立
が
必

要
で
、
株
式
市
場
の
確
立
に
は
取
引
の
ル
ー

ル
、
そ
れ
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
仕
組
み
、
法
律

家
や
会
計
士
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の

存
在
、
取
引
費
用
の
削
減
な
ど
が
必
要
と

な
る
。

著
者
は
さ
ら
に
制
度
の
経
路
依
存
の
問

題
を
提
起
す
る
。
国
に
よ
っ
て
は
そ
の
歴
史

や
文
化
が
特
定
の
制
度
の
導
入
を
妨
げ
る

の
で
、
先
行
の
制
度
を
そ
の
国
の
基
層
に
合

致
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
必
要
が
出
る
。

そ
の
結
果
制
度
に
は
多
様
性
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
面
白
い
こ
と
に
は
ア
メ
リ
カ
と

い
う
国
は
過
去
の
歴
史
や
慣
習
を
持
た
な

い
特
殊
な
国
で
、
そ
れ
ゆ
え
不
確
実
性
の

削
減
の
可
能
性
を
多
く
持
ち
、
諸
制
度
が

グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
準
に
な
る
一
種
の
理
想
モ

デ
ル
の
形
で
発
展
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

②
は
、
途
上
国
が
そ
の
制
度
設
計
を
行

う
際
に
参
考
と
す
べ
き
国
が
日
本
で
あ
る

こ
と
を
、
途
上
国
と
し
て
の
日
本
の
近
代

化
の
歩
み
と
い
う
独
自
の
観
点
か
ら
描
い
た

開
発
経
済
学
者
大
野
健
一
に
よ
る
良
書
で

あ
る
。
大
野
は
こ
の
本
を
、
海
外
の
途
上
国

か
ら
日
本
に
学
ぶ
若
き
官
僚
た
ち
に
日
本

の
制
度
的
適
応
を
経
済
発
展
に
沿
う
大

き
な
流
れ
の
形
で
教
え
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
書
い
た
と
い
う
。
日
本
の
歴
史
過
程

で
は
、
国
内
で
進
行
す
る
教
育
や
文
化
を

ベ
ー
ス
と
し
た
制
度
的
な
熟
成
と
、
外
国

特
に
西
欧
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
異
質
の
シ

ス
テ
ム
と
の
相
互
作
用
が
進
み
、
そ
こ
か
ら

経
済
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
も
た
ら
さ
れ

て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
か
ら
積
み

上
げ
ら
れ
た
藩
校
や
寺
子
屋
に
よ
る
教
育

は
西
欧
の
近
代
哲
学
思
想
や
科
学
技
術

導
入
の
基
盤
と
な
り
、
日
本
の
伝
統
に
あ

わ
せ
た
制
度
の
進
化
に
よ
り
明
治
の
急
速

な
近
代
化
が
可
能
と
な
っ
た
。
著
者
は
、
日

本
が
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
シ
ョ
ッ
ク
に
適
応

し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
段
階
へ
の
制
度
転
換

が
進
む
さ
ま
を
、
日
本
の
近
代
化
へ
の
翻
訳

的
適
応
過
程
と
位
置
づ
け
、
具
体
的
事
例

で
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
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