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経
済
学
の
怠
慢

　

こ
れ
ま
で
の
４
回
の
連
載
を
通
じ
て
、
国
際
金
融
資
本
が
国

家
か
ら
通
貨
発
行
権
を
奪
取
し
絶
対
的
権
力
を
確
立
さ
せ
た
こ

と
が
、
全
世
界
の
政
治
経
済
を
大
き
く
歪
め
て
き
た
原
因
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

し
か
し “

絶
対
的
権
力
は
絶
対
的
に
腐
敗
す
る”
（
ジ
ョ
ン
・

ア
ク
ト
ン
）
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
国
際
金
融
資
本

か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
我
が
党
と
し
て
、
国
際
金
融
資
本
が
構

築
し
た
経
済
制
度
機
構
を
打
倒
す
る
た
め
の
指
導
的
理
論
「
あ

る
べ
き
通
貨
制
度
」
の
概
論
を
提
案
す
る
こ
と
で
本
連
載
の
最

終
回
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
近
代
経
済
学
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
も
、

通
貨
制
度
の
本
質
に
つ
い
て
全
く
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

が
、国
際
金
融
資
本
の
跳
梁
跋
扈
を
許
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

レ
ー
ニ
ン
は
、
貨
幣
が
資
本
主
義
を
助
長
し
富
の
偏
在
と
格

差
を
生
む
元
凶
で
あ
る
と
し
た
マ
ル
ク
ス
の
考
え
を
忠
実
に
実

践
し
よ
う
と
し
、
い
わ
ゆ
る
１
９
１
９
年
テ
ー
ゼ
（
同
年
3
月

の
第
8
回
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
党
綱
領
）
で
、
貨
幣
を
廃
止

す
る
準
備
を
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
、
こ

の
方
針
を
取
り
消
し
て
そ
の
後
は
貨
幣
の
廃
止
を
す
る
こ
と
が

な
く
な
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
の
時
点
で
理
論
的
に
破
綻
し

た
こ
と
を
殆
ど
の
学
者
、
研
究
者
が
全
く
指
摘
し
な
い
。

　

そ
の
後
は
、
ソ
連
は
共
産
主
義
国
家
で
は
な
く
な
り
、
国
家

自
身
が
資
本
主
義
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
「
国
家
資
本
主
義
」

の
東
側
と
、
従
来
通
り
資
本
家
が
資
本
主
義
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と

な
る
「
資
本
家
資
本
主
義
」
の
西
側
と
が
対
立
す
る
と
い
う
世

界
の
資
本
主
義
経
済
構
造
が
生
ま
れ
、
現
在
の
ロ
シ
ア
と
中
共

な
ど
は
、
資
本
家
資
本
主
義
を
取
り
入
れ
た
国
家
資
本
主
義
主

世
界
を
牛
耳
る
国
際
金
融
資
本 

⑤

　
　
　
　
　
　
　

あ
る
べ
き
通
貨
制
度

祖
国
再
生
同
盟
代
表
・
弁
護
士
　
木
原
功
仁
哉

あるべき通貨制度

導
の
国
家
と
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
は
、
通
貨
制
度
の

本
質
を
全
く
考
察
し
な
か
っ
た
た
め
、
Ｍ
Ｍ
Ｔ
と
い
う
新
自
由

主
義
が
生
み
出
し
た
あ
だ
花
の
管
理
通
貨
理
論
に
よ
っ
て
金
融

資
本
主
義
の
横
暴
を
阻
止
で
き
る
理
論
と
方
策
を
提
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
う
し
て
、
現
代
の
経
済
学
は
、
今

も
な
お
経
済（
経
世
済
民
）の
本
質
と
方
向
性
を
完
全
に
見
失
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

通
貨
発
行
権
の
本
質

　

そ
こ
で
、
あ
る
べ
き
通
貨
制
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が

生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
通
貨
発
行
権
を
国
家
が
独

占
す
る
ま
で
は
誰
が
理
論
的
意
味
に
お
い
て
通
貨
発
行
権
を
持

ち
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
国
家
又
は
第
三
者
が

取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

思
う
に
、
財
（
商
品
な
ど
）
と
媒
介
貨
幣
と
の
関
係
は
、
形

影
相
伴
う
か
の
如
く
、
物
（
財
）
に
陽
が
当
た
れ
ば
（
流
通
す

れ
ば
）
陰
（
貨
幣
）
が
で
き
る
様
子
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
が

商
品
貨
幣
の
場
合
は
全
く
問
題
な
か
っ
た
。
商
品
貨
幣
は
、
価

値
実
体
の
あ
る
商
品
自
体
の
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
物
々
交

換
の
延
長
線
上
で
説
明
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、貨
幣
は
、財
（
商
品
な
ど
）
と
の
関
係
で
、財
（
商

品
な
ど
）
の
存
在
を
原
因
と
し
て
認
め
ら
れ
る
有
因
の
有
価
証

券
（
有
因
証
券
）
で
あ
り
、
無
因
証
券
で
あ
る
約
束
手
形
な
ど

と
は
異
な
る
。
い
わ
ば
、
貨
物
引
換
証
や
船
荷
証
券
と
同
様
の

有
因
的
性
質
の
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
個
別
的
な
財
に
対
応
す
る
個
別
的
貨
幣
を
取
引
毎

に
発
行
す
る
の
は
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
個
別
的

対
応
か
ら
総
額
的
対
応
を
し
た
貨
幣
（
全
体
的
貨
幣
）
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
国
民
は
、
商
品
と
交
換
す
る
際
に
必
要
な
通
貨

を
発
行
す
る
権
限
を
国
家
に
委
譲
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
家
に
通
貨
発
行
権
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
貨
幣

は
、法
的
な
強
制
通
用
力
を
有
す
る
「
通
貨
」（
法
貨
）
と
な
る
。

通
貨
が
商
品
価
値
を
表
象
し
化
体
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
単
に
法
的
な
強
制
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
財
の
実
物

価
値
と
等
価
的
な
対
応
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
す
る
国
民

の
信
頼
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
信
頼
の
根
底
に
は
、
取
引
ご
と
の
個
別
的
貨

幣
が
通
貨
と
し
て
認
識
で
き
る
根
拠
と
し
て
の
論
理
が
存
在
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
個
別
的
貨
幣
が
個
別
的
通
貨

へ
の
転
化
す
る
消
息
を
手
形
に
擬
え
て
説
明
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
取
引
当
事
者
間
だ
け
に
限
定
し
た
考
察

で
は
、
個
別
的
貨
幣
は
、
約
束
手
形
と
同
様
に
、
買
主
が
振
出

人
（
貨
幣
発
行
権
者
）
で
あ
り
売
主
が
受
取
人
と
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
こ
に
国
家
が
介
入
し
て
く
る
と
な
る
と
、
国
家
は
為

替
手
形
の
引
受
人
の
地
位
に
置
か
れ
て
個
別
的
通
貨
と
な
る
。

約
束
手
形
か
ら
国
家
が
引
受
人
と
な
る
為
替
手
形
へ
と
転
換
す

る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
通
貨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
振
出
人
も
受
取
人
も
無

記
名
と
な
り
、
国
家
（
引
受
人
）
と
受
取
人
及
び
そ
の
承
継
人
で

あ
る
所
持
人
だ
け
の
関
係
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
別
的

貨
幣
が
個
別
的
通
貨
に
な
る
。
個
別
的
通
貨
で
は
、
個
別
的
な
価

値
し
か
表
象
し
な
い
が
、
国
家
が
個
別
的
通
貨
を
超
え
て
、
そ
の

総
和
で
あ
る
通
貨
総
量
を
全
体
的
に
引
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
別
的
貨
幣
に
対
応
す
る
個
別
的
通
貨
か
ら
全
体
に
対
応
す
る

全
体
的
通
貨
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
通
貨
発
行
権

を
委
譲
さ
れ
た
国
家
が
発
行
す
る
貨
幣
総
量
は
、
引
受
総
量
す
な

わ
ち
実
物
財
（
商
品
な
ど
）
の
価
値
総
量
と
等
価
的
に
対
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
位
制
を
採
用
す
べ
き
根
拠

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
貨
幣
総
量
は
、
国
民
経
済
に

お
い
て
流
通
し
う
る
財
の
価
値
総
量
に
対
応
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
流
通
財
の
価
値
総
量
は
、
一
定
時
期
（
決
算
期
末
）

に
お
け
る
流
通
財
の
残
高
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
フ

ロ
ー
と
ス
ト
ッ
ク
の
区
別
と
し
て
は
ス
ト
ッ
ク
で
あ
り
、
損
益

計
算
書
（
Ｐ
／
Ｌ
）
と
貸
借
対
照
表
（
Ｂ
／
Ｓ
）
の
会
計
学
的

区
分
か
ら
す
る
と
、
Ｂ
／
Ｓ
勘
定
な
の
で
あ
る
。

　

ス
ト
ッ
ク
の
領
域
で
あ
る
通
貨
総
量
の
認
識
に
関
し
て
、
金

本
位
制
、銀
本
位
制
の
時
代
ま
で
は
、ス
ト
ッ
ク
の
視
点
に
立
っ

て
い
た
。
金
銀
の
保
有
量
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
の
視
点
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
管
理
通
貨
制
（
無
本
位
制
）
に
移
行
す

る
と
、
い
き
な
り
フ
ロ
ー
の
視
点
に
変
更
し
て
し
ま
っ
た
。
管

理
通
貨
制
で
も
、
原
則
と
し
て
発
行
限
度
を
決
め
た
の
で
あ
れ

ば
、
ス
ト
ッ
ク
の
視
点
は
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
実
質
的
に
は
発
行
限
度
を
設
け
な
く
な
り
、
青
天
井
に

な
っ
た
途
端
に
、
通
貨
に
関
し
て
専
ら
フ
ロ
ー
で
測
定
す
る
こ

と
に
し
た
。
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
何
の
説
明
も

な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
誤
魔
化
さ
な
い
と
ド
ル
体
制

を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あるべき通貨制度
　

や
は
り
、
経
済
を
健
全
に
す
る
た
め
に
は
、
通
貨
に
つ
い
て

は
ス
ト
ッ
ク
の
視
点
を
物
差
し
に
使
う
「
本
位
制
」
に
よ
る
べ

き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
金
本
位
制
な
ど
は
ス
ト
ッ
ク
視
点
で

は
あ
っ
た
が
、
金
（gold

）
の
価
値
総
量
と
国
富
（national 

w
ealth

）
の
価
値
総
量
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
こ
で
い
う
国

富
と
は
、国
家
の
保
有
す
る
流
通
財
の
価
値
総
量
で
あ
る
か
ら
、

国
家
の
金
保
有
量
は
国
富
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
常
に
「
国
富＞

金
」
の
不
等
式
と
な
る
。
金
本
位
制
が
崩

壊
し
た
原
因
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
絶
対
に
克
服
で
き
な
い
こ

の
不
等
式
の
た
め
で
あ
っ
た
。

国
富
本
位
制
の
採
用

　

と
こ
ろ
で
、
通
貨
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
己
が
欲
す

る
も
の
が
見
当
た
る
か
は
解
ら
な
い
が
、
ど
こ
か
に
こ
の
通
貨

と
交
換
で
き
る
何
か
し
ら
の
流
通
財
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

信
頼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
通
貨
制
度
を
維
持
す
る

に
つ
い
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め

に
は
、
も
う
一
度
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
国
富
」
の
意
味
を
思

い
出
せ
ば
よ
い
。
金
銀
を
保
有
す
る
こ
と
が
国
益
で
は
な
く
、

人
々
の
生
活
に
必
要
と
な
る
豊
か
な
流
通
財
が
存
在
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、国
家
の
保
有
す
る
流
通
財
の
価
値
総
量
で
あ
る「
国

富
」
が
、
貨
幣
総
量
を
決
定
づ
け
る
本
位
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
国
富
本
位
制
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
政
府
の
外
に
存

在
す
る
中
央
銀
行
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
通
貨
発
行
権
を
国
家
が

取
り
戻
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
、
銀
行
券
（
日
銀
券
）
と
政

府
紙
幣
（
国
内
通
貨
）
と
を
一
対
一
の
交
換
比
率
で
等
価
交
換

す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

普
遍
性
の
あ
る
制
度
理
論
は
、
常
に
単
純
な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
制
度
は
簡
素
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
（
流
通
財
）
と
貨
（
通
貨
）
を
均
衡

さ
せ
る
「
財
貨
均
衡
原
則
」
に
基
づ
い
て
、
国
富
を
本
位
と
す

る
「
国
富
本
位
制
」
を
実
現
さ
せ
る
こ
そ
が
我
が
国
だ
け
に
留

ま
ら
ず
世
界
各
国
で
採
用
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
通
貨
制
度
で
あ

る
と
確
信
す
る
。

　

結
び
に
、
本
連
載
は
本
党
最
高
顧
問
の
南
出
喜
久
治
弁
護
士

の
著
書
「
国
体
護
持
総
論
」（
国
体
護
持
塾
Ｈ
Ｐ
）
を
踏
襲
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
る
。


