
こ
の
3
月
に
、
米
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ス
テ
ィ
グ
リ

ッ
ツ
教
授
（
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
）
が
、
日
本
政
府
の
国

際
金
融
経
済
分
析
会
合
に
出
席
し
、
安
倍
首
相
に
意
見

を
述
べ
た
。
翌
日
の
新
聞
報
道
で
は
、
消
費
税
再
増
税
に

同
氏
が
反
対
し
た
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
新
聞
と
は
別

の
ウ
ェ
ブ
で
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
る
と
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ

う
。
政
府
と
し
て
は
、
7
月
の
参
院
選
、
場
合
に
よ
っ
て

は
衆
参
同
時
選
挙
に
向
け
て
消
費
税
「
再
増
税
」
を
「
再

延
期
」
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
持
ち
た
い
。
直
近
（
５
月

末
）
の
報
道
で
は
、
ど
う
や
ら
本
当
に
再
延
期
す
る
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
が
、
西
欧
の
学
者
の
意
見
は
傾
聴
す
る
と

い
う
の
が
日
本
人
の
性
（
さ
が
）
で
、
そ
の
手
段
に
使
わ

る
。
こ
れ
も
新
聞
に
は
載
ら
な
い
。
日
銀
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
見
て
い
る
人
は
限
ら
れ
る
。

で
は
日
銀
は
す
す
ん
で
こ
の
失
敗
を
認
め
た
の
か
と
い

う
と
そ
う
で
は
な
い
。
ク
ル
グ
マ
ン
教
授
（
こ
ち
ら
も
ノ

ー
ベ
ル
経
済
学
賞
。
昨
年
ま
で
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
。
現

在
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
）
が
昨
秋
、
自
身
の
ブ
ロ

グ
に
「
日
本
の
量
的
緩
和
は
う
ま
く
い
か
な
い
」
と
書
い

た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
銀
が
「
量
的
緩
和

は
う
ま
く
行
っ
て
い
る
」
と
言
う
と
、
ク
ル
グ
マ
ン
に
反

論
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
言
え
な
い
。
逃
げ
場
の
な
い
状

況
を
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
ブ
ロ
グ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
の
サ
イ
ト

内
に
あ
る
も
の
で
、
タ
イ
ト
ル
は
「
日
本
に
つ
い
て
ふ
た

た
び
考
え
る
」
で
あ
る
。
で
は
ふ
た
た
び
考
え
て
ど
の
よ

う
な
結
論
に
至
っ
た
か
と
い
う
と
、
イ
ン
フ
レ
に
な
っ
て

も
経
済
は
伸
び
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
か
つ
て
の
ク
ル
グ
マ
ン
教

授
の
見
解
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。

●
日
銀
が
量
的
緩
和
を
行
い
、
世
の
中
に
出
回
っ
て
い
る

お
金
を
増
や
す
と
、
イ
ン
フ
レ
期
待
が
高
ま
る
（
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
で
本
当
に
イ
ン
フ
レ
に
な
れ
ば
言
う
こ
と
は
な

い
）

●
量
的
緩
和
で
金
利
が
下
が
る
と
、
企
業
の
設
備
投
資

や
個
人
の
住
宅
投
資
が
増
え
る

●
結
果
と
し
て
経
済
が
成
長
す
る

加
え
て
、
経
済
学
で
は
、
イ
ン
フ
レ
か
つ
低
金
利
だ
と

人
々
は
貯
蓄
せ
ず
に
消
費
し
よ
う
と
考
え
る
（
貯
蓄
し
て

も
イ
ン
フ
レ
で
目
減
り
す
る
か
ら
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と

も
イ
ン
フ
レ
誘
導
を
支
持
す
る
。

で
は
、
同
氏
の
現
在
の
見
解
は
と
い
う
と
次
の
と
お
り

成
長
手
段
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し

て
経
済
が
成
長
す
れ
ば
、
日
本
の
潜
在
成
長
率
も
上
が

る
の
だ
が
、
経
済
が
成
長
す
る
の
な
ら
潜
在
だ
ろ
う
が
顕

在
だ
ろ
う
が
何
で
も
よ
い
、
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
、
金
融
政

策
は
経
済
成
長
の
手
段
・
方
法
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な

い
の
で
あ
る
。

○
日
本
の
量
的
緩
和
は
終
わ
っ
て
い
る

実
は
、
量
的
緩
和
と
い
う
金
融
政
策
は
、
す
で
に
終
わ

っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
日
銀
が
国
債
を
買
い
入

れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
買
い
す
ぎ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
国
債
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
銀
預

け
金
（
預
け
る
の
は
銀
行
）
の
金
利
を
マ
イ
ナ
ス
に
し

て
、
銀
行
が
融
資
を
拡
大
す
る
よ
う
に
仕
向
け
よ
う
と

し
た
。

4
月
号
に
書
い
た
と
お
り
、
融
資
拡
大
と
資
産
価
格

上
昇
の
決
め
手
は
、
不
動
産
融
資
の
規
制
を
緩
め
る
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
近
の
経
済
誌
の
記
事
を
見
る

と
、
金
融
庁
と
日
銀
は
、
む
し
ろ
規
制
を
強
め
よ
う
と
し

て
い
る
模
様
で
あ
る
。
銀
行
は
カ
ネ
余
り
で
融
資
を
拡
大

し
た
い
が
、
不
動
産
以
外
に
貸
出
先
が
な
い
。
だ
か
ら
貸

出
全
体
に
占
め
る
不
動
産
の
割
合
が
高
ま
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
融
資
の
健
全
性
か
ら
み
て
不
適
当
だ
と
判
断
し
て

い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
欧
州
で
マ
イ
ナ
ス
金
利
を
導
入

し
た
国
で
は
地
価
が
上
昇
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
政
策

が
こ
れ
を
阻
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
の
こ

と
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
政
府
が
全
体
と
し
て
何
を

し
た
い
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と

思
う
。

武
藤
泰
明

連載
第16回

 経営者目線
 で読む
 景気動向  

教
授
の
大
半
の
発
言
は
T
P
P
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
そ
れ
も
、
米
国
に
と
っ
て
T
P
P
へ
の
参
加
は

メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
の
ほ

う
は
、
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
ェ
ブ
の
時
代
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
新
聞
が
相
手
（
政

府
、
日
銀
）
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
「
大
本
営
発
表
」
み
た

い
な
報
道
を
し
て
も
ち
ゃ
ん
と
是
正
さ
れ
る
点
で
あ
ろ

れ
た
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
教
授
は
、
い
い
迷
惑
で
あ
ろ
う
。

○
ク
ル
グ
マ
ン
は
ど
う
言
っ
て
い
る
か

大
本
営
発
表
み
た
い
な
も
の
は
ほ
か
に
も
あ
っ
て
、
日

銀
幹
部
は
米
国
で
現
地
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
日
本
の
量
的

緩
和
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
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ク
ル
グ
マ
ン
の
変
節

で
あ
る
。

●
日
本
は
潜
在
成
長
率
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
が
マ

イ
ナ
ス
で
あ
る

●
だ
か
ら
お
金
を
借
り
る
（
借
り
て
投
資
す
る
）
こ
と
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い

●
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
期
待
と
こ
れ
に
基
づ
く
投
資

は
、
生
ま
れ
な
い

こ
れ
も
つ
い
で
に
言
う
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、

大
規
模
な
財
政
出
動
（
た
と
え
ば
公
共
投
資
）
に
よ
っ
て

成
長
率
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
日
本
は
そ
う
す
べ

き
で
は
な
い
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
ク

ル
グ
マ
ン
は
日
本
に
つ
い
て
の
処
方
箋
を
持
た
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
日
本
の
量
的
緩
和
は
「
ク
ル
グ
マ
ン
が
賛
成
し

て
い
る
」
こ
と
が
言
わ
ば
「
錦
の
御
旗
」
だ
っ
た
の
だ

が
、
こ
の
旗
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
く
な
っ
た
だ

け
で
な
く
、
適
切
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
学
者
（
私
も
そ
う
だ
が
）
と
は
気
楽
な
商
売

で
、
間
違
っ
て
い
る
と
思
え
ば
そ
う
言
え
ば
よ
い
。
と
い

う
よ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
策
当
事
者

は
、
そ
れ
で
は
困
る
。
ハ
シ
ゴ
を
外
さ
れ
た
よ
う
な
気
分

だ
ろ
う
と
思
う
。

○
潜
在
成
長
率
の
堂
々
め
ぐ
り

こ
こ
で
、
わ
か
り
に
く
い
の
は
潜
在
成
長
率
と
い
う
概

念
で
あ
る
。
定
義
と
し
て
は
「
生
産
性
の
上
昇
率
＋
労
働

力
の
増
加
率
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
表
の
と
お

り
、
今
世
紀
に
入
っ
て
労
働
力
は
減
少
に
転
じ
、
潜
在
成

長
率
は
か
ろ
う
じ
て
プ
ラ
ス
な
の
だ
が
、
2
0
1
0
年
代

に
な
っ
て
労
働
力
は
減
少
し
続
け
て
お
り
、
ク
ル
グ
マ
ン

の
言
う
「
潜
在
成
長
率
マ
イ
ナ
ス
」
の
状
態
に
な
っ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成
長
、
あ
る
い
は
最
近
ま
で

の
中
国
の
成
長
は
、
主
に
生
産
性
の
上
昇
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
毎
年
２
ケ
タ
近
い
成
長
は
実
現
で

き
な
い
。
つ
ま
り
重
要
な
の
は
生
産
性
の
向
上
な
の
だ

が
、
こ
の
連
載
で
も
一
度
指
摘
し
た
と
お
り
（
3
月
号
で

あ
る
）
、
生
産
性
の
定
義
は
「
G
D
P
÷
就
業
人
口
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
（
G
D
P
）
が
成
長
す
れ
ば
生
産

性
が
上
昇
す
る
。
す
で
に
読
者
は
気
づ
い
て
い
る
と
思
う

が
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
「
経
済
が
成
長
す
る
と
潜
在

成
長
率
が
上
昇
す
る
」
と
い
う
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
、
つ
ま

り
「
堂
々
め
ぐ
り
」
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
な
っ
て
い
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ド
い
と
い
え
ば
ヒ
ド
い
話
で
、
こ

の
堂
々
め
ぐ
り
を
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
経
済

日本の実質GDPの潜在成長率
 （%、年率）

労働生産性
上昇率

労働者数
増加率

潜在
成長率

1970 年代 4.2 0.8 5.0

1980 年代 3.4 1.0 4.4

1990 年代 0.9 0.5 1.4

2000 年代 0.8 －0.2 0.6
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