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ー
　
は
じ
め
に

ア
ジ
ア
経
済
危
機
の
教
訓

　
一
九
九
七
年
に
タ
イ
で
通
貨
危
機
が
発
生
す
る
と
、
数
ヶ
月
の

内
に
そ
の
影
響
は
東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
波
及
し
、
為
替
レ
ー
ト
の

大
幅
な
減
価
と
金
融
危
機
さ
ら
に
深
刻
な
景
気
後
退
が
発
生
し
た
。

ア
ジ
ア
経
済
危
機
の
一
つ
の
重
要
な
特
徴
は
、
各
国
の
金
融
シ
ス

テ
ム
の
不
健
全
さ
な
い
し
脆
弱
さ
が
経
済
危
機
の
発
生
と
強
く
関

連
付
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
様
な
議
論

は
通
貨
危
機
の
発
端
と
な
っ
た
タ
イ
で
典
型
的
で
あ
る
。
タ
イ
で

は
一
九
九
〇
年
代
中
期
以
降
に
多
額
の
短
期
性
資
金
が
海
外
か
ら

流
入
し
た
が
、
こ
の
資
金
が
不
動
産
投
資
や
消
費
者
信
用
の
過
剰

な
拡
大
な
ど
非
生
産
的
な
金
融
活
動
に
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
資

産
価
格
が
下
落
し
景
気
が
減
速
す
る
と
、
金
融
機
関
の
経
営
が
行

き
詰
り
金
融
不
安
が
憂
慮
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
タ
イ

の
通
貨
危
機
の
顕
在
化
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
内
金
融
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
さ
と

海
外
資
金
の
過
剰
流
入
と
が
結
び
つ
い
て
不
動
産
投
資
や
消
費
者

信
用
の
過
剰
な
拡
大
を
引
き
起
こ
し
、
経
済
危
機
の
重
要
な
一
要

素
と
な
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー

シ
ア
の
金
融
・
経
済
危
機
に
つ
い
て
も
そ
の
構
造
は
多
く
の
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
韓
国
の
経
済
危
機
に
つ
い
て

も
、
金
融
部
門
の
脆
弱
さ
が
経
済
危
機
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
の
経
済
危
機
と
共
通

し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
ア
ジ
ア
金
融
危
機
が
示
し
た
一
つ
の
重
要
な
教
訓
は
、
経
済
開

発
に
お
け
る
健
全
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
で
あ
る
。
し
か
し
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な
が
ら
、
従
来
の
日
本
に
お
け
る
開
発
経
済
学
の
議
論
で
は
、
工

業
化
や
農
業
近
代
化
あ
る
い
は
イ
ン
フ
ラ
整
傭
な
ど
に
関
心
が
偏

重
し
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
実
物
的
側
面
か
ら
の
も
の
が
圧
倒
的

に
多
か
っ
た
。
日
本
の
開
発
援
助
政
策
も
、
市
場
シ
ス
テ
ム
や
金

融
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
法
偉
・
制
度
の
整
備
と
い
っ
た
目
に
み
え

な
い
「
経
済
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
よ
り
は
、
工
場
・
イ
ン
フ
ラ
設

備
と
い
っ
た
目
に
み
え
る
「
建
造
物
の
蓄
積
」
に
重
点
が
置
か
れ

過
ぎ
て
い
た
。
こ
の
様
な
傾
向
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
東
南
ア
ジ

ア
地
域
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
一
九
九
〇

年
代
に
ア
ジ
ア
諸
国
は
大
胆
な
金
融
自
由
化
政
策
を
進
め
、
そ
の

金
融
部
門
は
目
覚
し
い
急
成
長
を
遂
げ
た
。
同
時
に
各
国
の
金
融

機
関
も
積
極
的
な
近
代
化
投
資
を
行
い
な
が
ら
業
務
の
多
様
化
を

進
め
た
。
し
か
し
、
各
国
の
「
金
融
白
由
化
」
が
余
り
に
も
無
造

作
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
金
融
機
関
の
経
営
構
造
が
不
透
明
で
非
近

代
的
な
属
性
を
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
建
造
物
の

蓄
積
」
に
偏
重
し
た
開
発
恩
考
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
2
　
経
済
開
発
と
金
融
，

　
　
　
　
　
（
3
）

　
開
発
途
上
国
（
以
下
「
途
上
国
」
）
の
経
済
開
発
は
経
済
・
社

会
構
造
の
変
革
を
伴
う
多
面
的
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
開

発
の
内
容
が
工
業
開
発
、
農
村
開
発
、
社
会
政
策
の
い
ず
れ
で
あ

っ
て
も
、
資
金
的
裏
付
け
な
し
に
は
決
し
て
実
現
で
き
な
い
。
ま

た
経
済
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
を
収
め
る
た
め
に
は
、
単
に

必
要
資
金
を
調
達
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
資
金
が
無
駄
な
く
利

用
さ
れ
る
よ
う
な
適
切
な
資
金
管
理
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

途
上
国
経
済
が
長
期
間
に
渡
っ
て
持
続
的
に
成
長
す
る
た
め
に
は
、

数
多
く
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
問
に
資
金
が
適
切
に
配
分
さ
れ

て
、
経
済
全
体
か
ら
見
て
生
産
性
の
高
い
資
金
利
用
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

　
途
上
国
で
あ
っ
て
も
先
進
国
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
、
金
融
活

動
は
二
つ
の
機
能
を
通
じ
て
経
済
成
長
に
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ

　
（
4
）

て
い
る
。
第
一
は
二
般
的
交
換
手
段
の
提
供
L
で
あ
り
、
安
定

的
な
決
済
手
段
を
提
供
し
、
経
済
取
引
を
円
滑
に
維
持
す
る
基
盤

を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
「
赤
字
主
体
か
ら
黒
字

主
体
へ
の
資
金
移
動
」
で
あ
り
、
資
金
に
余
裕
の
あ
る
黒
字
主
体

か
ら
資
金
の
不
足
し
て
い
る
赤
字
主
体
へ
資
金
を
融
通
し
、
経
済

全
体
で
限
り
あ
る
資
金
を
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先

進
諸
国
の
経
済
発
展
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
経
済
発
展

は
金
融
機
能
の
発
展
と
平
行
し
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

先
進
諸
国
に
お
け
る
経
済
活
動
の
飛
躍
的
発
展
は
、
決
済
手
段
と
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（17）「現代の開発金融」入門

資
金
移
動
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
経
済
活
動
の
拡
大
は
分
業
に
も
と
づ
く
交
換
経
済
に
よ
っ
て
可

能
に
な
り
、
経
済
発
展
は
分
業
拡
大
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

交
換
経
済
に
は
安
定
的
な
決
済
手
段
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
整

備
さ
れ
た
決
済
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
分
業
の
拡
大
と

経
済
発
展
が
可
能
と
な
る
。
産
業
革
命
に
よ
っ
て
近
代
経
済
成
長

が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
世
界
に
お
い
て
も
、
経
済
的
繁
栄
を
誇
っ

た
地
域
で
は
高
度
に
発
達
し
た
決
済
手
段
が
存
在
し
、
分
業
が
発

展
し
て
い
た
。
国
際
分
業
が
高
度
に
発
展
し
た
現
在
の
先
進
国
経

済
で
は
、
瞬
時
に
多
額
の
取
引
が
国
際
間
で
行
わ
れ
、
こ
の
た
め

の
決
済
手
段
を
確
保
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
は
経
済
活
動
に
対
し
て

死
活
的
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
も
、
イ
ン
フ

レ
悪
化
な
ど
の
理
由
に
よ
り
安
定
的
な
決
済
手
段
が
失
わ
れ
、
金

融
制
度
の
発
展
が
妨
げ
ら
れ
て
経
済
発
展
の
障
害
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

途
上
国
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
経
済
活
動
を
活
発
に
す
る
に
は
、
貸
借
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
黒

字
主
体
か
ら
赤
字
主
体
へ
資
金
を
移
動
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

も
し
各
経
済
主
体
が
自
分
の
資
金
だ
け
で
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
有
利
な
投
資
機
会
が
無
く
て
余
剰
資
金
を
持
て

余
す
主
体
と
、
有
利
な
投
資
機
会
を
持
ち
な
が
ら
資
金
不
足
で
投

資
で
き
な
い
主
体
と
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
貸
借
関
係
を

通
じ
て
財
貨
や
資
金
を
異
時
点
間
に
わ
た
っ
て
取
引
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ぜ
、
資
源
を
よ
り
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。　

工
業
化
に
成
功
し
た
先
進
諸
国
の
経
験
を
顧
み
る
と
、
巨
額
の

工
業
化
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
、
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
金
融
制

度
の
工
夫
が
な
さ
れ
た
。
英
国
で
は
起
業
家
の
自
己
資
本
を
主
た

る
基
盤
と
し
て
世
界
に
先
駆
け
て
産
業
革
命
を
成
功
さ
せ
た
が
、

後
発
の
ド
イ
ツ
で
は
比
較
的
小
規
模
の
資
金
を
銀
行
制
度
通
じ
て

集
中
し
工
業
化
に
投
資
し
た
。
ま
た
帝
政
ロ
シ
ア
で
は
民
間
金
融

部
門
の
遅
れ
を
政
府
財
政
資
金
で
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
工

業
化
を
図
っ
た
が
、
戦
後
多
く
の
途
上
国
で
も
財
政
資
金
中
心
の

工
業
化
政
策
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
事
情
に
適
合
し
た
資
金
移
動
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
よ
う
と

し
た
実
例
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
近
代
的
な
工
業
を
発
展
さ
せ
て
い

こ
う
と
す
る
途
上
国
に
と
っ
て
、
工
業
開
発
に
必
要
と
さ
れ
る
多

額
の
長
期
資
金
を
円
滑
に
調
達
し
配
分
し
て
い
く
金
融
シ
ス
テ
ム

を
構
築
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
こ
と
の
成
否
を
左
右
す
る
程
に
重

　
　
　
　
　
（
6
〕

要
な
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
金
融
の
二
つ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
「
安
定
的
な
決
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済
手
段
の
提
供
L
と
「
円
滑
な
資
金
移
動
」
は
、
実
際
に
は
相
互

に
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
多
く
の
途
上
国
に
お
い
て
も
、
預
金
通
貨
（
決
済
に

利
用
で
き
る
銀
行
預
金
）
は
現
金
と
並
ぶ
代
表
的
な
決
済
手
段
で

あ
る
。
し
・
か
し
銀
行
預
金
は
本
来
、
預
金
者
か
ら
貸
付
先
へ
銀
行

を
通
し
て
資
金
が
移
動
さ
れ
る
過
程
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
資
金
移
動
」
と
切
り
離
し
て
銀
行
が
「
決
済
手
段
」
を
提
供
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
も
し
イ
ン
フ
レ
昂
進
に
よ
っ
て
銀
行
預
金
の

価
値
が
不
安
定
に
な
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
決
済
手
段
と
し
て
の
預
金

の
機
能
が
低
下
す
る
だ
け
で
な
く
、
銀
行
の
預
金
吸
収
能
カ
も
弱

ま
っ
て
銀
行
制
度
を
通
じ
た
資
金
移
動
も
困
難
に
な
る
。
逆
に
、

あ
る
銀
行
が
貸
し
付
け
先
の
選
択
を
誤
づ
て
運
用
資
産
の
不
良
化

が
生
じ
た
場
合
、
銀
行
を
通
じ
た
資
金
移
動
が
失
敗
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
銀
行
の
信
用
カ
も
低
下
し
て
こ
こ
に
開
設
さ
れ
た
預

金
も
決
済
手
段
と
し
て
機
能
し
に
く
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

3
　
途
上
国
の
直
面
す
る
諸
間
題

　
実
際
に
途
上
国
で
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

と
、
金
融
面
で
次
の
よ
う
な
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
。
ま
ず
第
一
に
、
途
上
国
で
は
所
得
が
低
く
貯
蓄
が
乏
し
い

た
め
、
多
額
の
長
期
資
金
が
必
要
な
設
備
投
資
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
資
金
調
達
は
容
易
で
は
な
い
。
第
二
に
、
投
資
評
価

を
行
う
人
材
や
経
験
に
乏
し
い
途
上
国
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

適
切
に
選
別
し
て
資
金
を
配
分
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
し
た
が
う

て
、
政
府
財
政
支
出
や
海
外
・
か
ら
の
公
的
援
助
資
金
に
よ
っ
て
相

当
額
の
開
発
資
金
が
確
保
さ
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
中
か
ら
目
的
に
適
し
た
も
の
を
選
別
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
効
率
の
悪
い
投
資
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
第
三
に
、
途
上

国
で
は
一
般
に
組
織
管
理
や
情
報
開
示
が
未
整
備
な
た
め
、
投
下

し
た
資
金
の
利
用
状
況
を
正
確
に
モ
ニ
タ
ー
し
、
適
切
な
資
金
管

理
を
進
め
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
た
め
投
資
資
金
が
浪
費
さ
れ

て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
失
敗
に
終
わ
る
ケ
ー
ス
も
発
生
す
る
。
適
切

な
金
融
活
動
な
し
に
は
個
別
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
実
現
で
き

な
い
し
、
一
国
全
体
の
経
済
開
発
も
成
功
し
な
い
。
第
四
に
、
マ

ク
ロ
経
済
政
策
に
失
敗
し
、
経
済
が
不
安
定
で
イ
ン
フ
レ
が
激
し

い
途
上
国
も
多
い
た
め
、
長
期
的
な
事
業
予
測
が
立
て
に
く
く
、

投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
が
企
画
で
き
な
い
場
合
す
ら
少
な
く
な

い
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
歴
史
的
な
背
景
を
抜
き
に
し
て
は
考
え

ら
れ
な
い
。
多
く
の
途
上
国
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
政
治
的
に
独
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立
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
経
済
構
造
は
、
元
来
、
宗
主
国
経
済
の

一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
途
上
国
が
独
立
時
に
引

き
継
い
だ
金
融
部
門
は
、
自
立
し
た
国
民
経
済
を
支
え
る
た
め
の

機
能
を
著
し
く
欠
い
て
い
た
。
例
え
ぱ
独
立
時
に
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の
要
と
な
る
中
央
銀
行
制
度
や
金
融
政
策
に
精
通
し
た
人
材
を

十
分
に
備
え
た
国
々
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
途
上

国
の
貨
幣
政
策
に
問
題
を
残
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
信
任
の
欠

如
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
途
上
国
が
植
民
地
時
代
か
ら
引
き
継
い

だ
金
融
機
関
や
市
場
も
、
元
来
は
宗
主
国
お
よ
び
外
国
企
業
を
顧

客
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
場
企
業
や
現
地
住
民
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
隈
定
的
で
あ
っ
た
。
最
も
基
本
的
な
金
融
機
関
で
あ
る
銀
行

に
つ
い
て
も
、
外
国
銀
行
が
優
越
的
地
位
を
占
め
、
そ
の
支
店
網

は
都
市
部
に
集
中
し
て
い
て
一
部
の
富
裕
層
を
除
い
て
現
地
の
住

民
に
と
っ
て
縁
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
金
融
シ

ス
テ
ム
ヘ
の
信
任
が
欠
如
し
金
融
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
限
定
的

で
あ
っ
た
途
上
国
で
は
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
金
融
部
門

に
よ
る
「
安
定
的
な
決
済
手
段
の
提
供
」
も
「
円
滑
な
資
金
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

動
」
も
十
分
に
実
現
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
し
て
金
融
部
門
を
整
備
す
る
た
め
、

途
上
国
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
努
カ
を
し
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
依
然
と
し
て
多
く
の
途
上
国
が
、
金
融
部
門
の
発
展
を
阻

む
次
の
よ
う
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
第
一
に
、
途
上
国
で
は

低
所
得
か
つ
低
貯
蓄
で
あ
る
た
め
、
平
均
的
な
保
有
資
産
の
規
模

が
小
さ
く
、
リ
ス
ク
回
避
的
な
傾
向
が
高
い
。
こ
の
た
め
、
途
上

国
で
金
融
部
門
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
人
々
が
安
心
し

て
保
有
で
き
る
よ
う
な
安
金
な
資
産
を
金
融
機
関
は
提
供
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
に
、
途
上
国
の
事
業
主
は
多

く
の
場
合
経
験
が
浅
く
、
し
か
も
関
連
す
る
法
律
や
制
度
が
未
整

備
で
あ
る
た
め
、
同
種
の
事
業
を
先
進
諸
国
で
実
施
す
る
場
合
に

比
べ
て
事
業
リ
ス
ク
が
高
い
。
こ
の
た
め
金
融
機
関
が
資
産
運
用

先
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
運
用
リ
ス
ク
が
高
く
な

っ
て
し
ま
う
。
第
三
に
、
途
上
国
で
は
経
済
情
報
の
生
産
水
準
が

低
い
た
め
、
経
済
的
意
志
決
定
に
必
要
な
情
報
が
著
し
く
不
完
全

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
資
金
供
給
者
が
資
金
需
要
者

の
事
業
内
容
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
資
金
移
動
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

き
わ
め
て
重
大
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

4
　
金
融
機
能
の
発
展
に
関
す
る
低
位
均
衡

途
上
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
多
く
の
課
題
は
、
そ
の
背
後

で
途
上
国
の
実
物
部
門
の
発
展
が
低
水
準
で
あ
る
こ
と
と
相
互
に
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関
連
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
こ
れ
ら
は
「
低
水
準
均
衡
の
罠
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
呼
ば
れ
る
途
上
国
経
済
に
特
有
の
構
造
的
問
題
点
に
帰
着
す
る
。

途
上
国
経
済
で
は
金
融
部
門
が
未
発
達
な
た
め
、
産
業
発
展
に
必

要
と
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ず
実
物
経
済
活
動
の
抑

制
要
因
と
な
る
。
金
融
部
門
が
経
済
に
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
低
所

得
や
低
貯
蓄
で
も
保
有
で
き
る
有
効
な
金
融
資
産
が
な
い
と
、
貯

蓄
率
が
低
下
し
十
分
な
資
金
動
員
が
実
現
し
な
い
。
ま
た
長
期
か

つ
纏
ま
っ
た
資
金
を
金
融
部
門
が
仲
介
で
き
な
い
た
め
に
、
投
資

が
抑
制
さ
れ
工
業
化
が
進
ま
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
逆
に
、
途
上

国
経
済
で
は
実
物
経
済
が
未
発
達
な
た
め
に
金
融
部
門
の
機
能
が

低
水
準
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
途
上
国
で
投
資
資
金
の
供
給
量
が

乏
し
く
な
る
の
は
、
根
本
的
に
は
所
得
水
準
が
低
く
貯
蓄
が
乏
し

く
て
資
産
蓄
積
が
少
な
い
た
め
で
。
あ
り
、
長
期
資
金
が
少
な
い
の

も
資
産
蓄
積
が
少
な
く
そ
の
運
用
が
リ
ス
ク
回
避
的
で
あ
る
こ
と

に
原
因
が
あ
る
。
資
金
需
要
サ
イ
ド
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る

設
備
投
資
へ
の
消
極
的
婆
勢
も
、
低
所
得
に
よ
る
国
内
需
要
不
足

や
生
産
・
経
営
技
術
の
不
足
と
い
っ
た
実
物
経
済
の
問
題
が
原
因

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
「
低
水
準
均
衡
の
罠
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
実

物
経
済
と
金
融
部
門
は
相
互
抑
制
的
な
関
係
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

実
物
部
門
と
の
相
互
抑
制
的
関
係
か
ら
の
離
脱
策
を
講
じ
な
け
れ

ぱ
、
金
融
部
門
の
持
続
的
発
展
の
契
機
は
見
出
し
難
い
。
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
途
上
国
の
金
融
部
門
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
は
、

ど
う
し
た
ら
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
て
、
実

物
経
済
と
金
融
部
門
の
何
れ
が
よ
り
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た

か
は
、
各
国
経
済
発
展
の
時
代
的
背
景
や
地
理
的
環
境
に
よ
づ
て

一
様
で
な
い
。
金
融
部
門
の
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
、
金
融

部
門
の
整
備
が
実
物
経
済
の
発
展
を
先
導
し
た
場
合
と
実
物
経
済

の
発
展
が
金
融
部
門
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
促
し
た
場
合
が
双
方
と

も
観
察
さ
れ
、
前
者
は
“
ミ
ー
論
L
後
者
は
9
§
ぎ
論
L
と
呼

　
　
　
（
1
0
）

ば
れ
て
い
る
。

　
金
融
シ
ス
テ
ム
の
整
傭
を
実
物
経
済
の
発
展
に
先
行
さ
せ
て
積

極
的
に
進
め
、
従
来
に
な
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
挺
子
と
し
て
実
物

部
椚
の
発
展
が
促
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
“
ミ
ー
論
L
を
前
提

と
し
た
政
策
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
政
策
的
な
措
置
に

よ
っ
て
実
物
部
門
の
発
展
を
加
速
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
新
た

な
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
様
に
な
り
金
融
部
門
の
発
展

が
促
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
は
“
§
き
論
L
を
前
提
と
し
て
い
る

　
　
　
（
H
）

と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
実
物
経
済
と
金
融
部
門
の
相
互
関
係
を
模
型
化
し
た
の
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が
、
（
図
1
）
で
あ
る
。
金
融
部
門
の
発
展
水
準
を
F
と
し
そ
の

レ
ベ
ル
は
実
物
部
門
の
発
展
水
準
G
に
応
じ
て
関
数
、
＾
、
（
o
）

の
様
に
定
ま
る
と
す
る
。
同
様
に
実
物
部
門
の
発
展
水
準
は
金
融

部
門
の
発
展
水
準
F
に
応
じ
て
関
数
0
H
も
（
、
）
で
定
ま
る
。
両

部
門
の
発
展
の
経
路
は
図
中
の
矢
印
で
示
さ
れ
、
B
点
よ
り
も
右

上
方
の
領
域
で
は
両
部
門
が
相
互
に
促
進
的
な
関
係
に
あ
る
。
逆

に
B
点
の
左
下
方
と
λ
点
の
右
上
方
で
挟
ま
れ
た
領
域
で
は
相
互

に
抑
制
的
な
関
係
に
あ
る
。
経
済
が
λ
点
の
近
傍
に
あ
る
な
ら
、

図1　実物経済と金融部門の相互関係

金融部門の琵展｛F〕

金融部門の反応F4o〕

実物部門の反応G，京F〕
8’r…

イー低位均衡の罠十金罵壬譲灘一

実物部門の発展（o：

出所〕奥田・恩卸ooヨ副第o童より修正転董、

実
物
部
門
と
金
融
部
門
と
は
相
互
抑
制
的
な
「
低
水
準
均
衡
の

罠
」
に
陥
っ
て
お
り
、
経
済
は
λ
点
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。

　
“
ミ
ー
論
L
で
は
、
実
物
部
門
が
λ
点
の
水
準
に
あ
る
と
し
て
、

金
融
部
門
の
発
展
水
準
を
引
上
げ
、
H
、
（
o
）
を
上
方
に
シ
フ
ト

さ
せ
て
い
く
こ
と
を
提
唱
す
る
。
す
る
と
経
済
は
金
融
部
門
が
実
・

物
部
門
を
先
導
し
つ
つ
λ
点
か
ら
抜
け
出
し
、
や
が
て
自
律
的
に

発
展
経
路
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
“
§
ぎ
論
L
の
場
合
は
、
逆

に
、
金
融
部
門
が
λ
点
の
水
準
に
あ
る
と
し
て
、
実
物
部
門
の
発

展
水
準
を
引
上
げ
0
H
㎏
（
、
）
を
右
方
に
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
提
唱
す
る
。
こ
の
場
合
も
経
済
は
実
物
部
門
が
金
融
部
門
を

先
導
し
つ
つ
λ
点
か
ら
抜
け
出
し
、
や
が
て
自
律
的
な
発
展
経
路

　
　
　
（
H
〕

に
到
達
す
る
。

5
　
開
発
金
融
理
論
の
発
展

　
金
融
部
門
の
未
発
達
が
経
済
開
発
に
と
っ
て
重
大
な
障
害
と
な

っ
て
お
り
、
途
上
国
政
府
お
よ
び
開
発
援
助
機
関
に
よ
っ
て
、
そ

の
解
決
は
常
に
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
途
上
国

経
済
に
お
け
る
金
融
問
題
に
は
、
経
済
学
と
り
わ
け
金
融
理
論
の

応
用
分
野
と
し
て
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
移
し
い
数
の
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論
文
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
開
発
金
融
の
理
論
と
政
策
は
、
政
策

現
場
の
経
験
と
経
済
学
研
究
の
理
論
・
実
証
面
に
お
け
る
蓄
積

と
と
も
に
、
過
去
に
い
く
つ
か
の
大
き
な
転
換
点
を
経
験
し
て

　
＾
岨
）

き
た
。

　
戦
後
、
独
立
を
果
た
し
た
途
上
国
は
自
立
し
た
経
済
発
展
を
支

え
る
た
め
の
近
代
産
業
の
発
展
を
目
指
し
た
が
、
未
発
達
の
国
内

金
融
部
門
で
は
そ
の
為
に
必
要
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
国
は
外
国
資
本
へ
の
警
戒
心
か
ら
、
外
国
企

業
や
外
国
資
本
の
活
動
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事

情
か
ら
、
多
く
の
途
上
国
で
は
、
金
融
市
場
の
未
発
達
を
手
っ
取

り
早
く
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
ら
な

い
人
為
的
資
金
配
分
が
試
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
略
産
業
に

対
し
て
政
府
に
よ
る
選
別
的
な
資
金
誘
導
（
い
わ
ゆ
る
「
政
策
金

融
」
）
を
行
う
と
同
時
に
、
資
金
コ
ス
ト
を
抑
え
て
急
速
な
投
資

を
実
現
す
る
た
め
に
人
為
的
に
金
利
を
低
水
準
に
抑
制
す
る
「
人

為
的
低
金
利
政
策
」
が
実
施
さ
れ
た
。
国
際
金
融
機
関
の
援
助
を

受
け
て
、
開
発
金
融
機
関
が
数
多
く
設
立
さ
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ

の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
当
時
の
経
済
開
発
理
論

と
対
応
関
係
に
あ
っ
た
。
特
定
産
業
へ
の
資
金
誘
導
政
策
は
、
経

済
発
展
に
お
け
る
計
画
経
済
の
役
割
を
重
視
し
た
「
不
均
衡
成
長

理
論
L
と
「
輸
入
代
替
工
業
化
」
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

人
為
的
低
金
利
政
策
で
は
、
低
金
利
に
よ
る
実
物
資
本
へ
の
投
資

促
進
効
果
を
主
張
し
た
ト
ー
ビ
ン
（
↓
o
σ
ま
）
の
「
貨
幣
的
成
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
〕

理
論
」
が
理
論
的
な
一
支
柱
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
開
発
金
融
政
策
は
、
や
が
て
多
く
の
国
々
で
大
き

な
問
題
に
突
き
当
た
っ
た
。
投
資
の
拡
大
努
カ
に
も
か
か
わ
ら
ず

成
長
率
は
伸
び
悩
み
、
政
策
的
資
金
誘
導
の
手
段
と
な
っ
た
各
種

の
金
融
機
関
や
金
融
制
度
が
不
良
債
権
を
抱
え
て
行
き
詰
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
理
論
面
か
ら
も
、
市
場
機
能
を
通
じ
た
資
金
動

員
と
配
分
に
よ
っ
て
成
長
率
を
高
め
得
る
と
す
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
H

シ
ョ
ウ
（
…
O
ら
…
昌
“
ω
ま
ミ
）
・
タ
イ
プ
の
「
金
融
自
由
化

論
（
ヨ
彗
O
ぎ
二
亭
①
轟
＝
N
き
8
；
8
｛
）
」
が
次
第
に
影
響
カ

を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
八
○
年
代
に
な
る
と
世
界
的
な

金
融
白
由
化
の
流
れ
も
あ
っ
て
、
殆
ど
の
途
上
国
で
金
融
部
門
の

規
制
緩
和
が
実
施
さ
れ
、
政
策
的
な
資
金
誘
導
は
急
速
に
縮
小
さ

　
　
　
　
　
　
＾
咀
）

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
金
融
自
由
化
政
策
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
っ
た
政
策
金
融
を
整
理

し
た
ア
ジ
ア
や
申
南
米
諸
国
の
中
に
は
、
高
い
経
済
成
長
を
実
現

し
た
国
も
多
い
。
し
か
し
、
金
融
白
由
化
を
進
め
た
全
て
の
途
上

国
で
経
済
成
長
が
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
九
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九
七
年
か
ら
発
生
し
た
ア
ジ
ア
経
済
危
機
は
、
自
由
化
さ
れ
対
外

開
放
さ
れ
た
金
融
環
境
の
中
で
、
途
上
国
が
健
全
で
強
靱
な
地
場

金
融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
改

め
て
示
す
結
果
と
な
っ
た
。
二
一
世
紀
を
迎
え
る
に
当
っ
て
、
開

発
金
融
が
解
決
し
な
け
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
く
、
し
か
も

そ
の
重
要
性
は
極
め
て
大
き
い
。
幸
い
に
し
て
開
発
金
融
の
理
論

研
究
は
、
情
報
の
経
済
学
を
基
礎
と
し
た
新
し
い
金
融
理
論
を
活

用
し
つ
つ
急
速
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
世
界
規
模
で
の
金

融
・
貿
易
・
投
資
活
動
が
進
む
中
で
、
途
上
国
の
経
済
に
つ
い
て

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
情
報
収
集
活
動
の
充
実
は
近
年
目
覚
し
い
。

経
済
理
論
お
よ
び
途
上
国
金
融
部
門
の
実
証
研
究
の
積
み
重
ね
の

上
に
立
っ
て
、
開
発
金
融
の
研
究
は
理
論
お
よ
び
実
証
の
両
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

つ
い
て
飛
躍
の
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

6
　
「
開
発
金
融
論
」

ノ｛

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

　
開
発
金
融
論
は
、
「
開
発
過
程
で
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
金
融
的
側
面
か
ら
検
討
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
内
容
は
金
融
活
動
に
関
わ
る
多
岐
的
な
現
象
を
金
融
側
面
か

ら
解
析
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
開
発
金
融
論
は
金
融
理
論
の
応
用
分
野
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
以
下
の
二
つ
の
点
で
、
金
融
論
と
は
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
〕

「
開
発
経
済
学
」
と
し
て
の
特
質
を
持
っ
て
い
る
。

　
第
一
は
、
取
り
扱
う
事
象
が
途
上
国
に
特
有
で
あ
り
先
進
国
で

は
一
般
に
は
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
途

上
国
経
済
の
特
徴
は
、
単
に
所
得
水
準
が
低
位
セ
あ
る
だ
け
で
な

く
、
先
進
国
で
は
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
る
制
度
・
法
律
・
慣
習

が
未
整
備
で
あ
っ
た
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え

に
途
上
国
に
特
有
の
金
融
現
象
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

都
市
部
零
細
事
業
や
農
村
部
で
広
範
に
観
察
さ
れ
る
未
組
織
金
融

な
ど
が
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
第
二
の
よ
り
本
質
な
特
質
は
、
経
済
開
発
を
通
じ
て
展
開
さ
れ

る
経
済
シ
ス
テ
ム
高
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
経
済
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
の
プ
ロ

セ
ス
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
闘
発
経
済
学
に
と
っ
て
主
要
課
題
で

あ
る
。
金
融
的
側
面
か
ら
こ
の
問
題
を
見
れ
ば
、
「
発
展
過
程
で

変
化
し
て
い
く
諸
条
件
の
下
で
、
い
か
な
る
金
融
シ
ス
テ
ム
が
経

済
発
展
に
必
要
な
決
済
手
段
と
資
金
移
動
を
円
滑
に
実
現
し
て
い

け
る
か
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ぱ
、
情
報
の

非
対
称
性
の
下
で
の
金
融
活
動
と
し
て
開
発
金
融
を
と
ら
え
、
経

済
発
展
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
望
ま
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し
い
の
か
、
ま
た
経
済
発
展
と
金
融
シ
ス
テ
ム
構
築
の
相
互
作
用

な
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
い
く

こ
と
は
、
開
発
金
融
論
の
特
有
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
上
記
の
よ
う
な
二
大
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
な
経
済
学
の
視
点
か

ら
検
討
す
る
か
に
よ
ウ
て
、
開
発
金
融
論
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

は
（
表
1
）
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、
途
上
国
特
有
の

現
象
を
ミ
ク
ロ
経
済
学
的
視
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
（
グ
ル
ー
プ
ー
）
。
途
上
国
の
家
計
部
門
の
貯
蓄
行
動
や
企

業
の
資
金
調
達
行
動
、
金
融
市
場
の
構
造
分
析
な
ど
は
、
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
金
融
の

分
析
な
ど
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
第
二
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム

高
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
ミ
ク
ロ
経
済
学
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
（
グ
ル
ー
プ
皿
）
。
家
計
、
企
業
、
政
府
の
金
融
・
資

本
市
場
に
関
わ
る
経
済
活
動
の
変
化
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
開
発
に
お
け
る
政
策
・
制
度
金
融
に
つ
い
て
代
表
的
な
議
論

を
紹
介
す
る
。
経
済
発
展
の
進
展
に
よ
る
企
業
の
資
金
調
達
・
資

金
運
用
活
動
の
変
化
分
析
な
ど
は
そ
の
事
例
で
あ
る
。
第
三
は
、

途
上
国
特
有
の
現
象
を
、
マ
ク
ロ
経
済
学
的
視
点
で
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
（
グ
ル
ー
プ
n
）
。
た
と
え
ば
、
途
上
国
の
財
政
赤

字
・
国
際
収
支
赤
字
・
イ
ン
フ
レ
な
ど
に
関
す
る
マ
ク
ロ
経
済
分

析
が
こ
れ
に
属
す
る
。
経
済
開
発
の
成
功
に
は
マ
ク
ロ
経
済
安
定

が
欠
か
せ
な
い
が
、
途
上
国
に
特
有
な
経
済
構
造
に
よ
っ
て
通
常

の
マ
ク
ロ
安
定
化
政
策
が
ど
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
る
か
、
そ
の

実
効
性
や
操
作
性
に
つ
い
て
論
ず
る
の
が
主
要
な
内
容
で
あ
る
。

第
四
は
、
経
済
発
展
に
お
け
る
金
融
の
役
割
を
マ
ク
ロ
経
済
学
的

に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
（
グ
ル
ー
プ
w
）
。
「
人
為
的
低
金
利
政

策
」
や
「
金
融
自
由
化
論
」
な
ど
代
表
的
開
発
金
融
政
策
の
理
論

的
な
い
し
実
証
的
な
検
討
や
、
最
近
の
内
生
的
成
長
理
論
を
べ
ー

ス
と
し
た
金
融
部
門
の
発
展
と
経
済
発
展
と
の
相
互
関
係
の
検
討

な
ど
が
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
現
実
の
開
発
金
融
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
分
け
の
ど
れ

か
一
つ
に
分
類
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
グ
ル
ー
プ
に
跨
る
も

の
と
し
て
発
生
す
る
。
例
え
ば
、
「
金
融
自
由
化
政
策
」
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
金
融
自
由
化
政
策
が
実
施
さ
れ
る
と
、
金
融

機
関
や
家
計
、
企
業
な
ど
の
経
済
行
動
が
白
由
化
さ
れ
多
様
化
す

る
。
金
融
機
関
の
提
供
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
ど
う
変
化

す
る
の
か
、
家
計
の
資
産
保
有
行
動
や
企
業
の
資
金
調
達
行
動
が

ど
う
変
化
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
（
グ
ル
ー
プ
ー
）
や

（
グ
ル
ー
プ
n
）
の
ス
コ
ー
プ
に
属
す
る
。
経
済
主
体
の
行
動
の

変
化
に
よ
っ
て
、
工
業
化
の
ス
ピ
ー
ド
や
産
業
構
造
の
高
度
化
に
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　　　　　　　　　表1　開発金融論のパースペクティブ

経　済　分　析　の　視　点

ミクロ経済学的視点 マクロ経済学的視点

個別経済主体の機能について 経済全体としての機能につい

の分析 ての分析

グループ1 グループm
開 途上国経済に特有 家計，企業，金融機関の経済 途上国におけるマクロ経済構

発 の経済現象を解明 行動，あるいは金融・資本市 造やマク回経済政策の特徴を
経 場の市場構造を分析する． 検討する．

済

学 グループ1I グループIV

の 経済システムの発 途上国の経済発展に伴って， 経済発展における金融部門の

課 展プロセスを解明 金融活動や金融資本市場の構 役割を検討し，実物・金融部
題 造がどの様に変化していくか 門の発展の相互関連を研究す

検討する． る．

（出所）奥田・黒柳（1998）序章より修正掲載、

ベ　　トらをキ論分知開マの
ノレ開で’挙ス的野識発ク応開
の発あ寄げト勉でが金口用発
　金ろωてと強あ必融経経金英融う＝おしがる要を済済融
吝そ。εきて不かと学学学論
アの　睾たは可今なぶお部は
キも　）し；g欠　る専よ門応
スの　と　…で金が門びと用
1垂覧墨葦葦誰去響1曇撃

した　二融辛開つそし経’の
妻至究寓蔓嚢妄盛轟薯蓋毒

訂ト　き的）学一金発知解で
斥と　　関との定融経識にあ○し　が心原標レは済がはる
竈て　有を一（準べ金学前ま。
巴1芙　益持一的ル融と提ず従
　　　　　なっ九な以論金と基つ
お入　テ読八入上の融さ礎て
よ門　キ者七門の応論れ的’
びレ　スな）テ理用のるな他

7

開
発
金
融
論

？
ア

キ

ス

ト

と

基
本
文
献

は　マ　で　1V　ど

（ク経）ん
グ　ロ済にな
ル経制属影
1済度す響プ運がるが
1皿営未に現
）に整問わ
の如備題れ
問何なでる
題な途あか
でる上ろと
あ作国うい
る用経　。っ
。を済さた

　及で　ら　一
　　　　、　　　ア
　ぽ　　　に　　　　　、　1
　す金　　　　　　マ　か融産　　　　　　は　　と規業　、
　い制構（
　　っの造グ
　た緩がル
　課和未　1
　題が熟プ
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峯
o
『
巨
思
鼻
（
冨
o
。
㊤
）
を
挙
げ
た
い
。
o
霊
↓
算
（
；
竃
）
は

途
上
国
の
金
融
問
題
を
幅
広
く
扱
っ
た
学
部
学
生
向
け
の
テ
キ
ス

ト
で
、
内
容
が
や
や
古
い
が
説
明
は
平
易
で
あ
り
開
発
金
融
の
考

え
方
の
変
遷
や
マ
ク
ロ
安
定
化
政
策
な
ど
も
幅
広
く
触
れ
ら
れ
て

い
る
。
ミ
o
『
巨
霊
目
斥
（
岩
o
。
㊤
）
は
本
来
は
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く

出
版
年
も
古
く
な
っ
た
が
、
世
界
銀
行
の
幅
広
い
経
験
と
豊
富
な

資
料
を
駆
使
し
て
、
開
発
金
融
の
基
本
問
題
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い

る
。
邦
文
訳
と
し
て
『
世
銀
開
発
報
告
一
九
八
九
』
も
出
版
さ
れ

て
お
り
、
途
上
国
の
金
融
問
題
を
勉
強
す
る
な
ら
ば
必
読
文
献
で

あ
る
。

　
大
学
院
・
研
究
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。

～
＜
（
冨
畠
）
は
マ
ッ
キ
ノ
ン
H
シ
ョ
ウ
・
タ
イ
プ
の
金
融
自
由

化
論
を
基
軸
と
し
．
て
、
理
論
的
・
実
証
的
分
析
を
包
括
的
に
整
理

し
紹
介
し
て
い
る
。
説
明
が
簡
略
過
ぎ
る
欠
点
が
あ
る
が
、
一
九

七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
○
年
代
に
か
け
て
の
議
論
を
網
羅
し
て
お

り
、
巻
末
に
主
要
文
献
の
一
覧
が
付
さ
れ
て
い
る
点
で
有
効
か
つ

便
利
で
あ
る
。
内
生
的
成
長
理
論
や
情
報
の
経
済
学
な
ど
を
べ
ー

ス
と
し
た
よ
り
新
し
い
議
論
を
知
る
に
は
、
9
o
く
竃
コ
巨

（
H
⑩
竃
）
や
＝
①
＝
昌
彗
①
↓
．
與
一
．
（
屋
塞
）
の
論
文
集
が
有
益
で
あ

ろ
う
。
今
日
的
視
点
か
ら
開
発
金
融
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
者
に

と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
も
目
を
通
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
途
上
国

の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
に
焦
点
を
絞
っ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
最
近
の

入
門
書
と
し
て
＝
o
ω
竃
ま
彗
O
O
サ
o
幸
q
＝
…
く
（
－
竈
o
。
）
が
あ

る
。
よ
り
進
ん
だ
研
究
を
し
た
い
場
合
に
は
＞
o
q
竃
o
『
彗
o

ζ
o
葦
邑
（
岩
鵠
）
が
包
括
的
か
つ
標
準
的
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。

　
開
発
金
融
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
書
は
日
本
で
も
少
な
く
な
い

が
、
開
発
金
融
論
の
概
要
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
纏
め
た
邦
文
テ
キ
ス

ト
は
少
な
い
。
開
発
金
融
を
包
括
的
に
扱
っ
た
邦
文
文
献
は
、
松

井
（
一
九
七
七
）
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
マ
ッ
キ
ノ

ン
引
シ
ョ
ウ
・
タ
イ
プ
の
金
融
自
由
化
論
を
べ
ー
ス
に
し
て
お
り
、

マ
ク
ロ
経
済
安
定
化
政
策
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
奥
囲
・
黒

柳
（
一
九
九
八
）
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
動
向
も
踏
ま
え
て
、
開

発
金
融
論
の
本
格
的
な
入
門
テ
キ
ス
ト
を
目
指
し
た
。
途
上
国
の

開
発
金
融
を
論
ず
る
際
に
最
低
限
知
っ
て
お
く
べ
き
経
済
学
の
課

題
を
紹
介
し
、
経
済
学
を
学
ぶ
立
場
か
ら
開
発
金
融
に
興
味
を
持

つ
読
者
に
は
現
実
の
開
発
金
融
問
題
を
、
開
発
に
関
わ
る
実
務
家

と
し
て
興
味
を
持
つ
読
者
に
は
問
題
の
背
後
に
あ
る
経
済
学
の
意

味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
邦
文
研
究
書
と
し
て
は
、
「
情
報
の
経

済
学
」
を
中
心
と
し
た
近
年
の
金
融
理
論
を
分
析
フ
レ
ー
ム
と
し
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（
螂
）

た
寺
西
（
一
九
九
一
）
が
重
要
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
第

二
次
輸
入
代
替
工
業
化
に
焦
点
を
限
定
し
て
い
る
が
、
今
後
の
開

発
金
融
の
主
要
論
点
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
寺
西
（
一

九
九
五
）
で
は
、
累
横
債
務
問
題
の
発
生
の
根
元
を
、
農
工
問
の

成
長
バ
ラ
ン
ス
の
構
造
に
注
目
し
て
長
期
的
な
視
野
で
分
析
し
て

い
る
。
開
発
金
融
に
関
す
る
邦
文
文
献
は
近
年
急
増
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
サ
ー
ベ
イ
と
し
て
は
高
阪
（
一
九
八
六
）
と
奥
田

（
一
九
九
五
）
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
一
九
八
○
年
－
か
ら
一

九
八
六
年
ま
で
の
文
献
を
金
融
自
由
化
論
を
軸
と
し
て
整
理
し
て

お
り
、
後
者
は
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
の
文
献
を
新

し
い
金
融
理
論
の
視
点
か
ら
整
理
し
て
い
る
。

8
　
開
発
金
融
論
を
学
ぶ
に
当
っ
て

　
開
発
金
融
論
を
勉
強
す
る
場
合
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
若
干
の

事
項
に
触
れ
て
本
稿
を
終
り
と
し
た
い
。
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ

き
事
は
、
開
発
金
融
の
議
論
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は

経
済
学
の
理
論
的
フ
レ
ー
ム
を
持
つ
こ
と
が
肝
心
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
途
上
国
で
は
経
済
制
度
が
未
整
備
で
、
各
種
の
経
済
現

象
に
つ
い
て
適
切
な
経
済
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
。
そ
の
た
め
、
本
来
な
ら
経
済
学
的
な
分
析
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
が
、
文
化
的
・
歴
史
的
な
背
景
や
固
有
の
社
会

構
造
の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
途
上
国
で
兄
慣
れ
な
い
経
済
現
象
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
、
そ

れ
を
文
化
・
社
会
現
象
の
問
題
に
摩
り
替
え
る
の
で
は
経
済
学
を

学
ぶ
意
味
が
な
い
。
経
済
現
象
と
社
会
現
象
が
錯
綜
す
る
状
況
の

中
で
、
経
済
現
象
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
開
発
経
済
学
の
第
一

の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
最
も
有
効
な
武
器
は
何
よ
り
も
経

済
学
の
理
論
概
念
を
し
っ
か
り
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
開
発
金

融
論
は
途
上
国
の
経
済
現
象
を
金
融
的
な
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と

す
る
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
理
論
概
念
と
し
て

は
、
金
融
理
論
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。
金
融
論
の
理
論
レ

ベ
ル
に
よ
っ
て
、
見
つ
け
出
せ
る
テ
ー
マ
の
レ
ベ
ル
が
決
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

し
ま
う
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
開
発
金
融
論
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
途
上
国
経
済
を
分
析

や
検
討
の
対
象
と
す
る
。
従
っ
て
、
第
二
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
こ

と
は
、
開
発
金
融
を
勉
強
す
る
に
は
途
上
国
経
済
の
実
態
を
良
く

知
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
通
常
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
経
済
学
の
テ
キ
ス
ト
で
扱
わ

れ
る
経
済
現
象
は
先
進
国
経
済
を
想
定
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
経
済
制
度
は
、
途
上
国

529
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経
済
に
は
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な

．
い
。
例
え
ば
金
融
論
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
金
融
政
策
の
手
段
と
し

て
公
開
市
場
操
作
に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多

く
の
途
上
国
で
は
公
開
市
場
操
作
に
利
用
で
き
る
債
券
が
存
在
し

て
お
ら
ず
、
公
開
市
場
操
作
の
実
施
の
前
提
で
あ
る
べ
き
マ
ー
ケ

ッ
ト
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
制
度
シ
ス
テ
ム
が
未

整
備
な
の
が
途
上
国
経
済
で
あ
り
、
先
進
国
経
済
と
比
較
し
て
そ

の
機
能
の
仕
方
は
異
な
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
途
上
国
経
済
の

構
造
を
知
る
に
は
、
少
な
く
と
も
国
際
通
貨
基
金
や
世
界
銀
行
あ

る
い
は
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
な
ど
の
地
域
開
発
銀
行
と
い
っ
た
信
頼

の
お
け
る
国
際
機
関
が
発
行
す
る
基
本
統
計
書
に
つ
い
て
は
、
日

頃
－
か
ら
頻
繁
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
心
掛
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た

各
種
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
研
究
所
の
調
査
月
報
な
ど
も
継
続
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

利
用
す
れ
ば
有
益
で
あ
る
。

　
第
三
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
開
発
金
融
論
が
扱
う
間

題
は
現
実
の
経
済
に
直
結
す
る
も
の
が
多
く
、
従
づ
て
政
策
的
関

心
あ
る
い
は
政
策
指
向
性
が
非
常
に
強
い
研
究
分
野
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
経
済
学
の
学
間
体
系
と
し
て
の
専
門
化
と
精
織
化
に

よ
っ
て
、
現
在
で
は
と
も
す
る
と
経
済
学
の
議
論
と
現
実
の
経
済

問
題
と
の
関
連
性
が
見
え
に
く
く
な
る
傾
向
を
生
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
開
発
経
済
学
で
議
論
さ
れ
る
課
題
は
、
貧
困
か
ら
の
脱
却

を
求
め
る
人
々
の
切
実
な
欲
求
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
経
済
政
策
の
成
功
が
目
に
見
え
る
成
果
を
も
た
ら
す
と
い
う

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
反
面
で
、
経
済
政
策
が
失
敗
し
た
場
合
に

人
々
が
蒙
る
影
響
も
重
大
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
途

上
国
で
は
人
々
の
生
活
基
盤
は
脆
弱
で
あ
り
、
経
済
政
策
の
失
敗

が
人
々
に
与
え
る
ダ
メ
ー
ジ
は
、
先
進
国
経
済
の
場
合
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
程
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
様
な
意
味
合
い
か
ら
、

開
発
金
融
の
研
究
も
、
否
応
無
く
現
実
世
界
に
お
け
る
政
策
的
な

問
題
と
直
結
し
て
い
る
。
開
発
金
融
を
専
門
的
に
研
究
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
経
済
の
構
造
に
つ

い
て
の
正
確
な
認
識
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
課
題
が
実
際

の
経
済
に
お
い
て
ど
の
様
な
政
策
的
な
含
意
を
持
つ
の
か
に
つ
い

て
も
十
分
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
一
九
八
六
）
「
金
融
一
経
済
発
展
に
お
け
る
金
融
の
役
割
」

　
『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
2
7
巻
第
1
0
号

近
藤
健
彦
・
中
島
精
也
・
林
康
史
編
著
（
一
九
九
八
）
『
ア
ジ
ア
通
貨

　
危
機
の
経
済
学
』
東
洋
経
済
新
報
祉

寺
西
璽
郎
（
一
九
九
一
）
『
工
業
化
と
金
融
シ
ス
テ
ム
』
東
洋
経
済
新

　
報
社

　
　
　
　
（
一
九
九
五
）
『
経
済
開
発
と
途
上
国
償
務
』
東
京
大
学
出
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版
会
。

　
　
　
　
（
一
九
九
八
）
「
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
と
所
得
分
配
」
（
や
さ
し

　
い
経
済
学
）
目
本
経
済
新
聞
二
月
十
六
目
壬
二
十
七
日

服
部
正
也
（
一
九
九
三
）
『
ル
ワ
ン
ダ
中
央
銀
行
総
裁
目
記
』
（
中
公
新

　
杳
）
中
央
公
論
社
。

原
洋
之
介
（
一
九
八
六
）
『
開
発
経
済
論
』
岩
波
書
店

松
井
謙
（
一
九
七
七
）
『
第
三
世
界
の
開
発
と
金
融
』
新
世
社
。

三
重
野
文
晴
（
一
九
九
七
）
「
金
融
セ
ク
タ
ー
一
自
由
化
か
ら
金
融
危

　
機
ま
で
」
日
本
タ
イ
協
会
『
経
済
ブ
ー
ム
か
ら
構
造
調
整
へ
』
（
第

　
3
章
）

（
1
）
　
本
稿
の
第
6
節
は
奥
田
・
黒
柳
（
一
九
九
八
）
の
序
章
の
一
部

　
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
近
藤
他
（
一
九
九
八
）
、
三
重
野
（
一
九
九
八
）
、
く
き
ζ
o
募

　
○
叶
』
一
．
（
畠
竃
）
を
参
照
。

（
3
）
　
「
開
発
途
上
国
」
お
よ
び
「
経
済
発
展
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、

　
O
…
ω
9
印
F
（
；
竃
）
の
第
；
早
を
、
ま
た
「
経
済
発
展
」
と

　
「
経
済
開
発
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
つ
い
て
は
石
川
（
一
九
九

　
〇
）
第
一
章
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
4
）
　
向
～
（
5
竃
）
の
第
一
章
あ
る
い
は
奉
o
『
巳
団
彗
斥
（
ε
o
．
o
）

　
の
第
2
章
を
参
照
。

（
5
）
　
幸
o
『
巳
巾
彗
斥
（
δ
o
．
o
）
の
第
三
章
お
よ
ぴ
第
四
章
を
参
照
。

（
6
）
9
≡
ω
9
印
一
．
（
；
竃
）
の
峯
o
『
こ
霊
鼻
（
お
o
．
o
）
の
第
三

　
章
を
参
照
。
各
国
の
制
度
的
工
夫
に
つ
い
て
は
Ω
雪
彗
す
昌
ζ
昌

　
（
冨
竃
）
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。

（
7
）
　
ξ
o
『
δ
団
昌
斤
（
一
竃
o
）
の
第
三
章
と
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。
服
部
（
一
九
九
三
）
は
、
ウ
ガ
ン
ダ
中
央
銀
行
総
裁
と
し
て
の

　
経
験
を
基
に
、
途
上
国
が
抱
え
込
ん
だ
金
融
問
題
を
如
実
に
描
い
て

　
い
る
。

（
8
）
　
寺
西
（
一
九
九
一
）
の
第
；
早
を
参
照
。

（
9
）
　
寺
西
（
一
九
九
一
）
の
第
一
章
お
よ
び
寺
西
（
一
九
九
五
）
の

　
第
三
章
を
参
照
。

（
1
0
）
　
巾
呉
ユ
o
斥
①
↓
一
與
－
一
（
冨
虞
）
と
＝
価
＝
昌
団
目
o
け
巴
．
（
；
8
）
を

　
参
照
。

（
H
）
　
峯
o
『
巨
霊
鼻
（
冨
o
．
o
）
第
三
章
の
様
に
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
で
金
融
部
門
と
実
物
部
門
が
発
展
し
、
「
低

　
水
準
均
衡
の
罠
」
か
ら
の
離
脱
が
自
立
的
に
実
現
す
る
と
考
え
る
こ

　
と
も
で
き
る
。

（
1
2
）
　
奥
田
・
黒
柳
（
一
九
九
八
）
第
三
章
参
照
。

（
1
3
）
　
開
発
金
融
理
論
と
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
絵
所
（
一
九
九

　
一
）
と
浅
沼
（
一
九
九
八
）
を
参
照
。
英
文
文
献
に
つ
い
て
は
掌
く

　
（
冨
湯
）
、
邦
文
文
献
に
つ
い
て
は
高
坂
（
一
九
八
六
）
お
よ
ぴ
奥
田

　
（
一
九
九
五
）
を
参
照
。

（
1
4
）
　
～
く
（
－
8
蜆
）
第
一
章
お
よ
び
寺
西
（
一
九
九
五
）
第
三
章
を

　
参
照
。

（
1
5
）
　
↓
o
9
コ
（
－
8
ω
）
、
ζ
o
＝
目
コ
o
＝
（
轟
お
）
お
よ
び
古
同
坂
（
一

　
九
八
六
）
を
参
照
。
　
　
．

（
1
6
）
　
奥
田
（
一
九
九
五
）
を
参
照
。

（
1
7
）
　
「
開
発
経
済
学
」
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
は
石
川
（
一
九
九
〇
）

　
第
一
章
を
参
照
。

（
1
8
）
　
一
九
八
O
年
代
の
金
融
自
由
化
論
を
べ
ー
ス
と
し
た
代
表
的
研
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究
と
し
て
は
伊
東
他
（
一
九
八
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
開
発
経
済
学
に
お
け
る
理
論
概
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
原

　
（
一
九
九
六
）
参
照
。
寺
西
（
一
九
九
八
）
は
ア
ジ
ア
経
済
危
機
で

　
も
経
済
現
象
と
政
治
社
会
構
造
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

　
い
る
。

（
2
0
）
　
例
え
ぱ
、
ア
ジ
ア
経
済
情
勢
を
継
続
し
て
モ
ニ
タ
ー
す
る
の
に

　
は
、
㌧
彗
向
印
g
s
目
向
o
o
目
o
ヨ
ざ
カ
〇
三
①
奉
や
向
o
o
自
o
ヨ
一
g
な
ど

　
が
役
に
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
助
教
授
）

（31）「現代の開発金融」入門
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