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Steven K. Vogel 

カリフォルニア大学でPh.D.(政治学)取得。ジ、ヤパンタイムズ記者

などを経て、現在カリフオルニア大学パークリ一校教授。専門は先

進工業国、とくに日本の政治経済。邦訳された著書に 『規制大国日

本のジレンマ改革はいかになされるか.1r新・日本の時代』など。
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日本経清軒聞出匝祉

市
場
に
委
ね
て
は
ダ
メ

必
要
な
の
は
ガ
バ
ナ
ン
ス

北
海
道
大
学
大
学
院
教
授

橋
本
努

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

1
9
9
0年

代
、
日
本
の
政
界
や
財
界
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
経

済
を
支
え
た
経
済
の
慣
行
に
疑
問

の
目
を
向
け
た
。
日
本
は
米
国
型

の
自
由
市
場
モ
デ
ル
へ
と
抜
本
的

に
舵
を
切
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
規
制
を
緩
和
し
て
日
本
経
済
を

刺
激
す
べ
し
」
と
い
、
ユ
百
説
が
世

論
を
席
巻
し
た
。

だ
が
本
書
は
、
そ
も
そ
も
「
自

由
な
市
場
」
と
↑「
規
制
さ
れ
た
市

場
」
を
区
別
す
る
発
想
そ
れ
自
体

が
誤
り
で
、
市
場
経
済
は
米
国
型

を
含
め
て
す
べ
て
社
会
に
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

規
制
を
緩
和
す
る
と
い
っ
て
も

実
際
に
は
別
の
種
類
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
置
き
換
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

市
場
改
革
は
解
体
で
は
な
く
構
築

の
企
て
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視

点
で
捉
え
れ
ば
政
府
当
局
は
も
っ

と
う
ま
く
政
策
全
体
の
舵
を
取
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ

ー
ダ
ー
た
ち
も
賢
い
戦
略
を
採
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
本

書
の
主
張
で
あ
る
。

市
場
を
「
規
制
」
対
「
競
争
」

と
り
?
単
純
な
図
式
で
捉
え
る
と
、

競
争
を
促
す
た
め
の
規
制
の
重
要

日本経済の
マーケットデザイン

マーケットデザインの
第 1章

フレームワーク

マーケットデザインの
第 2章

構成要素

性
が
見
え
な
く
な
る
。
例
え
ば
情

報
革
命
の
た
め
に
は
、
複
雑
な
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
や
金
融
派
生
商
品
の

た
め
の
市
場
を
作
り
こ
む
必
要
が

あ
る
が
、
こ
れ
が
見
え
な
い
。
日

本
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
低
料
金
で

高
品
質
の
ブ
ロ
ー
ド
、バ
ン
ド
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
実
現
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
I
T関
連
機
器
で
日
本

の
製
造
業
の
衰
退
を
防
ぐ
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
向
け

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
や
検
索
エ
ン
ジ
ン

な
ど
で
、
米
国
の
覇
権
に
挑
む
こ

と
も
で
き
な
か
っ
た
。

対
立
軸
は
「
政
府
」
対
「
市
場
」

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
株
主
」
対

「
経
営
陣
」
、
「
大
企
業
」
対
「
中

小
企
業
」
、
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
」

対
「
消
費
者
」
な
ど
、
問
題
状
況

に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。

市
場
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
、
こ
う
し
た
利
害
対
立
を
調

整
す
る
た
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
む

アメリカ型
立マーケットテεサ、イン

第 3阜

一一世界で「最も自由jな市場経済

は、いかに最も統治されているか

マーケットデザインの
第5章

理論と実践

日本型マーケットテεサ‘イン
第 4章一一自由市場型経済のデザインが

難しし1理由

し
ろ
必
要
と
な
る
。
「
市
場
に
委

ね
る
」
と
か
「
市
場
の
力
に
頼

る
」
と
か
い
、
三
日
葉
で
規
制
緩
和

策
を
導
く
の
で
は
な
く
、
「
市
場
を

創
出
す
る
」
と
か
「
市
場
を
強
化

す
る
」
と
か
い
、
ユ
言
葉
で
能
動
的

に
関
与
し
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら

れ
る
と
指
摘
す
る
。

私
た
ち
は
往
々
に
し
て
米
国
経

済
を
自
由
市
場
と
し
て
捉
え
が
ち

だ
が
、
本
書
は
戦
後
米
国
の
経
済

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
包
括
的
に
整
理
し

て
、
こ
れ
を
日
本
の
ケ
l
ス
と
比

較
し
た
点
に
魅
力
が
あ
る
。

か
つ
て
カ
l
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ

l

は
、
川
口
世
紀
後
半
以
降
の
資
本
主

義
市
場
が
社
会
全
体
か
ら
離
床
し

た
と
指
摘
し
た
が
、
実
際
に
は

「
市
場
の
埋
め
込
み
の
や
り
直
し
」

が
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

り
、
晩
年
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
そ
れ

を
認
め
る
視
点
に
達
し
て
い
た
と

の
指
摘
も
興
味
深
い
。
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