
金
融
の
経
済
学

　
従
来
、
経
済
学
の
金
融
論
は

「
資
金
の
融
通
を
分
析
対
象
と

す
る
学
問
」
と
し
て
「
お
金
の

流
れ
」
に
注
目
す
る
学
問
分
野

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
市
場
で
の
価
格
の
動
き
を
分

析
す
る
ミ
ク
ロ
経
済
学
が
、
貨

幣
を
あ
た
か
も
目
に
見
え
な
い

空
気
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
金
融

論
は
貨
幣
に
よ
る
売
買
を
前
提

に
貨
幣
そ
の
も
の
も
分
析
対
象

と
す
る
た
め
、
よ
り
現
実
に
近

い
学
問
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
経
済
全
体
の
動
き
を
対

象
と
す
る
マ
ク
ロ
経
済
学
で
も
、

ケ
イ
ン
ズ
に
よ
り
貨
幣
に
裏
づ

け
ら
れ
た
「
有
効
需
要
」
の
重

要
性
が
指
摘
さ
れ
、
貨
幣
を
融

通
す
る
金
融
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
ま
し
た
。有
効
需
要
で
は
、

貨
幣
所
得
の
裏
づ
け
の
な
い
単

な
る
願
望
の
よ
う
な
需
要
で
は

な
く
、
貨
幣
所
得
の
裏
づ
け
の

あ
る
需
要
が
重
要
で
あ
り
、
経

済
の
景
気
・
不
景
気
を
左
右
す

る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

保
有
資
産
を
多
様
化
し
て
リ
ス

ク
を
効
率
的
に
減
少
さ
せ
る
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分
析
も
発
展

し
、
金
融
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
重
要
性

が
認
識
さ
れ
、
資
産
や
資
産
市
場
を
分

析
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
も
発
展
し

ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
金
融
の

経
済
学
を
変
え
る
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

と
な
っ
た
が
、「
情
報
の
非
対
称
性
」

な
ど
を
前
提
と
し
て
金
融
取
引
な
ど
を

分
析
す
る
「
情
報
の
経
済
学
」
で
す
。

　
金
融
取
引
に
は
、
普
通
の
商
品
売
買

に
比
べ
て
２
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
時
間
を
超
え
た
取
引
で
あ
る

こ
と
、
も
う
一
つ
は
資
金
の
出
し
手
、

受
け
手
の
間
に
情
報
の
格
差
が
あ
る
こ

と
で
す
。資
金
の
貸
借
を
例
に
と
れ
ば
、

資
金
の
貸
借
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
時
間

差
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
信
用
で
き

る
借
り
手
で
も
将
来
は
何
が
起
こ
る
か

わ
か
ら
な
い
た
め
不
確
実
性
が
生
じ
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
融
資
資
金

の
使
途
に
つ
い
て
は
。
た
と
え
ば
対
象

の
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
貸

し
手
は
借
り
手
に
比
べ
て
情
報
が
不
足

す
る
と
い
う
情
報
格
差
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
借
り
手
は
い
っ
た
ん
資
金
を

借
り
れ
ば
、
実
際
は
努
力
を
怠
り
か
ね

な
い
と
の
問
題
も
生
じ
ま
す
。

　
情
報
格
差
の
問
題
は
、
小
売
店
で
物

を
買
う
日
常
の
取
引
で
も
多
少
は
あ
り

ま
す
が
、
従
来
の
経
済
学
で
は
そ
れ
は

無
視
し
う
る
程
度
で
、
取
引
で
は
買
い

手
も
売
り
手
と
同
じ
情
報
を
持
つ
「
完

全
情
報
」
が
仮
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
人
々
は
価
格
の
み
で
売
買

を
決
定
し
、市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
き
、

人
々
の
満
足
が
最
大
化
さ
れ
る
望
ま
し

い
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
情
報
格
差
・
情
報
の
非

対
称
性
が
あ
る
と
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
結
果
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
金
融
取
引
は
必
ず
返
済
リ
ス
ク

が
伴
い
ま
す
。
金
融
論
で
は
、
情
報
の

経
済
学
以
降
、
金
融
取
引
と
は
、
貸
し

手
が
借
り
手
に
資
金
を
提
供
す
る
と
同

時
に
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
取
引
（
資

金
と
リ
ス
ク
の
交
換
）、
リ
ス
ク
の
対

価
が
金
利
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
（
図
１
）。

金融法の経済学
大阪経済大学経済学部教授（元日本銀行金融研究所長）　髙橋　亘

　金融業では、金融機関自体に政府からの規制監督が課されているほか、金融商品の販売などの業務にも
さまざまな法規制が課されています。このような規制監督の適否は、近年発達してきた法律の経済合理性を
検討する「法と経済学」のアプローチで論じることができます。
　このアプローチでは、法律の経済学的な根拠を明らかにすると同時に、経済学の観点から法律の趣旨を
解説することによって、銀行の窓口など、法が運用される現場での応用に役立てることが期待されます。今回は
「情報の経済学」に沿って、金融機関の存在意義、銀行免許、金融商品取引法の説明義務などを論じて
いきます。

図 1　新しい金融取引の定義

資金

リスク

資金の
出し手
（銀行）

資金の
取り手
（企業）
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情
報
の
非
対
称
性

　「
レ
モ
ン
の
市
場
の
理
論
」
は
情
報

の
非
対
称
性
を
論
じ
た
現
代
経
済
学
の

古
典
と
も
い
う
べ
き
理
論
で
す
。

　「
レ
モ
ン
」
と
は
中
古
車
に
つ
い
て

の
米
国
の
俗
語
で
す
。
い
ま
１
０
０
人

の
販
売
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
車
種
の
中

古
車
を
販
売
、
中
古
車
の
値
段
は
１
０

１
万
円
か
ら
２
０
０
万
円
ま
で
一
様
に

分
布
し
て
い
る
も
の
と
し
ま
す
（
図

２
）。
売
り
手
は
自
分
の
販
売
す
る
車

の
本
当
の
価
値
を
知
っ
て
い
ま
す
が
、

外
見
で
は
判
断
で
き
な
い
た
め
全
員
が

２
０
０
万
円
の
売
値
を
提
示
す
る
と
し

ま
す
。
一
方
、
買
い
手
も
市
場
の
１
０

０
台
の
車
の
価
値
が
１
０

１
万
円
か
ら
２
０
０
万
円

ま
で
一
様
に
分
布
し
て
い

る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
車
の
価

値
は
わ
か
ら
な
い
と
し
ま

す
。

　
売
買
が
始
ま
る
と
、
買

い
手
は
購
入
価
格
と
し
て

一
様
分
布
の
平
均
の
価
格

で
あ
る
１
５
０
万
円
を
提

示
し
ま
す
。
こ
れ
は
本
当

の
価
値
が
１
５
０
万
円
以

上
と
以
下
の
車
を
購
入
で

き
る
確
率
は
半
々
で
、
リ

ス
ク
に
中
立
的
で
あ
れ
ば

合
理
的
で
す
。
買
い
手
に

よ
る
１
５
０
万
円
の
提
示

を
受
け
て
価
値
が
１
５
１

万
円
以
上
の
車
を
販
売
す

る
50
人
は
、
販
売
を
や
め

市
場
か
ら
退
出
し
ま
す
。

今
度
は
、
市
場
で
は
１
０

１
万
円
か
ら
、
１
５
０
万

円
ま
で
の
50
台
が
１
５
０
万
円
の
売
値

で
提
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、
買
い

手
は
１
２
５
万
円
を
提
示
、
す
る
と
今

度
は
１
２
６
万
円
以
上
の
25
人
が
販
売

を
や
め
、
１
０
１
万
円
か
ら
１
２
５
万

円
の
25
台
の
み
が
市
場
に
残
り
ま
す
。

　
従
来
の
経
済
学
で
は
、
市
場
の
競
争

の
結
果
、
良
品
が
残
る
こ
と
が
示
さ
れ

ま
す
が
、情
報
の
非
対
称
性
が
あ
る
と
、

市
場
規
模
は
ど
ん
ど
ん
縮
小
し
、
か
つ

品
質
の
悪
い
製
品
の
み
が
残
り
、
市
場

が
機
能
不
全
に
な
り
ま
す
。

　
金
融
は
情
報
の
非
対
称
性
の
あ
る
典

型
的
な
市
場
で
す
。
銀
行
な
ど
の
金
融

機
関
に
は
、
情
報
の
非
対
称
性
を
減
少

さ
せ
資
金
の
貸
借
を
促
進
し
、
金
融
市

場
を
機
能
さ
せ
る
存
在
意
義
が
あ
り
ま

す
。

金
融
機
関
の
存
在
意
義

　
銀
行
の
よ
う
に
資
金
の
出
し
手
（
預

金
者
）
と
取
り
手
（
企
業
）
を
つ
な
ぐ

作
用
を
金
融
仲
介
と
い
い
ま
す
。
預
金

で
調
達
し
た
資
金
を
貸
出
で
運
用
す
る

よ
う
に
金
融
仲
介
は
３
つ
の
か
た
ち
で

資
金
の
形
を
変
え
ま
す
。
①
少
額
の
資

金
を
集
め
規
模
の
大
き
い
資
金
と
し
て

運
用
す
る
こ
と
、
②
短
期
で
の
運
用
を

希
望
す
る
資
金
を
長
期
で
借
り
入
れ
る

資
金
と
す
る
こ
と
、
③
利
回
り
は
低
い

が
安
全
な
資
金
を
、
リ
ス
ク
は
あ
る
が

利
回
り
の
大
き
い
資
金
と
し
て
運
用
す

る
こ
と
。
こ
れ
ら
３
つ
の
作
用
を
資
産

変
換
と
い
い
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
金
融

仲
介
で
す
。一
般
に
資
金
の
出
し
手
は
、

少
額
の
資
金
を
短
期
で
安
全
に
運
用
、

資
金
の
借
り
手
は
多
額
の
資
金
を
長
期

の
リ
ス
ク
は
あ
る
が
リ
タ
ー
ン
の
期
待

で
き
る
も
の
と
し
て
調
達
し
よ
う
と
し

ま
す
が
、
両
者
の
ニ
ー
ズ
は
直
接
は
マ

ッ
チ
し
ま
せ
ん
。
金
融
仲
介
は
こ
の
ニ

ー
ズ
を
マ
ッ
チ
さ
せ
ま
す
（
図
３
）。

　
こ
の
う
ち
情
報
の
非
対
称
性
は
主
に

③
に
関
わ
る
も
の
で
す
。「
レ
モ
ン
の

市
場
」
で
い
え
ば
、
銀
行
の
役
割
は
中

図 2　レモンの市場

市場
縮小

市場
縮小

市場規模100台
買値150万円

市場規模50台
買値125万円 50台退出

市場規模25台
買値112.5万円 25台退出

102 200199
101

売
値

102 150149
101

売
値

125
101

売
値

図 3　借り手、貸し手のニーズのミスマッチ

借り手のニーズ
①大規模調達
②長期調達
③高いリターン
（ハイリスク）

金融仲介

貸し手のニーズ
①少額運用
②短期運用
③安全運用
（ローリスク）
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古
車
の
品
質
を
判
定
す
る
デ
ィ
ー
ラ
ー

に
似
て
、
中
古
車
の
品
質
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
で
売
買
両
者
の
情
報
ギ
ャ
ッ

プ
を
埋
め
、
市
場
機
能
を
活
発
化
さ
せ

ま
す
。
銀
行
も
借
り
手
の
情
報
を
審
査

（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
す
る
こ
と
で
、

借
り
手
と
資
金
使
途
の
正
し
い
情
報
を

獲
得
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
金
利
な
ど
の

融
資
条
件
を
決
定
し
ま
す
。
審
査
な
し

で
借
り
れ
ば
リ
ス
ク
が
高
い
と
み
な
さ

れ
高
い
金
利
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

た
め
、
審
査
に
よ
る
借
り
入
れ
は
借
り

手
に
も
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

　
審
査
機
能
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ン
テ

ッ
ク
な
ど
の
新
た
な
金
融
企
業
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
な
ど
を
使
い
銀
行
特
有
の
機

能
で
は
な
く
な
る
と
の
見
方
も
あ
り
ま

す
が
、
融
資
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
情

報
が
デ
ー
タ
に
よ
り
統
計
処
理
で
き
る

も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
銀
行
に

は
、
審
査
に
加
え
て
借
り
手
が
努
力
し

正
し
く
資
金
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い

う
監
視
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
機
能
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
も
今
の
と
こ
ろ
銀
行

特
有
の
も
の
で
す
。

銀
行
免
許
の
経
済
合
理
性

　
情
報
の
経
済
学
は
広
く
応
用
さ
れ
ま

す
。
た
と
え
ば
銀
行
免
許
の
経
済
合
理

性
を
説
明
し
ま
す
。
一
般
企
業
で
は
同

種
の
製
品
を
製
作
す
る
企
業
Ａ
と
企
業

Ｂ
の
製
品
も
品
質
な
ど
は
購
買
者
に
よ

っ
て
区
別
は
つ
き
や
す
い
の
に
対
し
て
、

銀
行
預
金
の
場
合
、
そ
の
品
質
は
銀
行

の
信
用
度
に
依
存
す
る
と
し
て
も
、
銀

行
Ａ
と
銀
行
Ｂ
の
預
金
の
区
別
は
難
し

い
で
し
ょ
う
。

　
銀
行
に
は
、
預
金
者
か
ら
経
営
の
巧

拙
を
判
断
し
に
く
い
と
い
う
情
報
の
非

対
称
性
が
あ
り
ま
す
。
銀
行
預
金
は
、

銀
行
の
預
金
者
か
ら
の
借
金
（
負
債
）

で
あ
り
、
負
債
者
は
株
主
ほ
ど
で
は
な

い
も
の
の
企
業
へ
の
監
視
が
期
待
さ
れ

ま
す
が
、
預
金
者
が
コ
ス
ト
を
か
け
て

監
視
す
る
と
の
想
定
は
現
実
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
預
金
者
に
代

わ
り
政
府
が
職
権
に
よ
り
監
視
し
、
銀

行
か
ら
情
報
を
獲
得
し
、
経
営
を
保
証

す
る
も
の
と
し
て
免
許
を
交
付
し
ま
す
。

医
師
が
免
許
制
で
あ
る
の
も
同
様
な
事

情
で
す
。

　
ま
た
、
政
府
は
銀
行
の
活
動
を
監
視

し
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
を
課
し
ま
す
。
こ

れ
は
、
情
報
の
非
対
称
性
に
加
え
、
銀

行
が
優
越
的
な
地
位
と
な
る
場
合
も
想

定
し
て
、
預
金
者
、
融
資
対
象
者
に
損

害
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的

で
す
。
ま
た
銀
行
は
、
資
金
の
送
受
信

な
ど
銀
行
シ
ス
テ
ム
と
し
て
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
性
質
を
持
ち
ま
す
。
こ
の
た
め

銀
行
Ａ
の
経
営
破
綻
が
、
銀
行
Ｂ
に
悪

影
響
し
、
健
全
経
営
の
銀
行
を
経
営
破

綻
に
導
き
か
ね
な
い
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
効
果
を
持
ち
ま
す
。
こ
れ
も
政
府

が
特
別
に
銀
行
を
監
督
す
る
経
済
的
な

根
拠
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
が
銀
行
を
免
許

制
と
し
て
規
制
監
督
す
る
こ
と
に
は
経

済
学
的
な
根
拠
が
あ
り
ま
す
が
、
規
制

は
時
代
や
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
見
直

し
が
必
要
で
す
。
一
方
、
官
庁
に
は
組

織
の
論
理
と
し
て
肥
大
化
し
強
力
化
す

る
と
い
う
現
象
が
生
じ
、
規
制
を
受
け

る
側
も
規
制
に
依
存
し
革
新
を
怠
る
と

い
う
弊
害
が
生
じ
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
一
時
銀
行
や
そ
の
他
の
金
融
監
督

を
中
央
銀
行
か
ら
政
府
の
金
融
サ
ー
ビ

ス
庁
に
移
管
し
ま
し
た
が
、
過
剰
規
制

が
生
じ
た
う
え
に
金
融
危
機
を
防
止
で

き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
限
の

多
く
を
中
央
銀
行
に
戻
し
規
制
を
見
直

し
ま
し
た
。
政
府
が
経
営
に
ま
で
過
剰

に
介
入
す
る
と
、
経
営
責
任
の
所
在
が

曖
昧
に
な
り
無
責
任
の
状
態
に
な
る
こ

と
も
問
題
で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
の
経
済
学

　
近
年
経
済
学
が
法
律
に
応
用
さ
れ
た

分
野
が
、
会
社
法
と
な
ら
ん
で
金
融
商

品
取
引
法
（
金
商
法
）
で
す
。

　
金
融
業
に
対
す
る
法
的
規
制
は
、
近

年
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
従
来
は
、

銀
行
・
信
用
金
庫
・
信
用
組
合
、
証
券

会
社
、
保
険
会
社
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
会
社
な
ど
業
態
に
応
じ
て
、
銀
行
法

な
ど
の
法
律
が
制
定
さ
れ
、
行
政
も
、

旧
大
蔵
省
の
銀
行
局
、
証
券
局
な
ど
、

ま
た
旧
通
産
省
も
含
め
て
業
界
ご
と
の

対
応
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
規
制

の
手
法
も
行
政
指
導
や
認
可
等
、
事
前

規
制
が
中
心
で
し
た
。
こ
れ
ら
は
既
存

の
制
度
を
保
持
・
安
定
す
る
こ
と
に
優

れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
変
化
に
弱

い
面
が
あ
り
ま
し
た
。

　
１
９
９
０
年
代
末
の
金
融
ビ
ッ
グ
バ

ン
以
降
、
近
年
金
融
制
度
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
下
で
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

特
に
自
由
化
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
銀

行
も
国
債
か
ら
投
資
信
託
・
生
命
保
険

の
販
売
を
行
う
な
ど
業
界
の
垣
根
が
下

げ
ら
れ
た
ほ
か
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど

の
新
し
い
金
融
商
品
を
、
従
来
の
金
融

機
関
以
外
の
業
者
も
取
り
扱
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
応
じ

て
、
従
来
の
業
界
ご
と
（
縦
割
り
）
で

は
な
く
、
金
融
商
品
ご
と
に
同
じ
金
融

機
能
に
即
し
て
業
界
横
断
的
に
（
横
割

り
）規
制
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

金
商
法
は
そ
の
典
型
例
で
す
。

　
ま
た
、
経
済
の
成
熟
化
、
貯
蓄
の
増

加
に
応
じ
て
人
々
の
金
融
商
品
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
、
こ
の
た
め
金

融
商
品
の
仕
組
み
も
定
期
預
金
な
ど
の

単
純
な
も
の
か
ら
高
度
化
・
複
雑
化
し

た
も
の
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た

変
化
を
促
進
し
、
金
融
行
動
も
自
由
化

す
る
た
め
に
行
政
に
よ
る
事
前
規
制
か

ら
、
行
政
・
司
法
に
よ
る
事
後
規
制
に
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ウ
ェ
イ
ト
が
変
わ
り
ま
し
た
。
近
年
、

従
来
に
増
し
て
金
融
機
関
に
業
務
停
止

命
令
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
規
制
が
事
後
対
応
に
な
っ

た
と
い
う
事
情
も
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
金
融
商
品
は
、
仕
組
み
が
複
雑
化
し

リ
ス
ク
が
見
え
に
く
く
な
り
ま
し
た
。

金
融
商
品
の
販
売
者
と
購
入
者
の
間
の

情
報
の
非
対
称
性
が
拡
大
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
法
律
上
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
金
商
法
で

重
視
さ
れ
る
、
①
説
明
義
務
、
②
適
合

性
原
則
な
ど
で
す
。

①
説
明
義
務
と
は
、
投
資
信
託
の
販

売
な
ど
で
、
投
資
家
に
商
品
の
リ
タ
ー

ン
と
合
わ
せ
て
リ
ス
ク
を
伝
え
る
義
務

で
す
。
購
入
解
約
時
の
手
数
料
な
ど
に

つ
い
て
も
説
明
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
最
近
で
は
投
資
家
の
裾
野
の

広
が
り
も
あ
り
、
説
明
義
務
が
ま
す
ま

す
重
要
と
な
る
一
方
、
金
融
教
育
の
重

要
性
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国

に
比
べ
て
米
国
等
の
家
計
で
は
、
預
金

以
外
の
株
式
等
の
金
融
投
資
の
割
合
が

大
き
い
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
背
景
と

し
て
金
融
教
育
が
小
中
学
校
な
ど
で
早

期
に
始
ま
り
、
金
融
教
育
が
充
実
し
て

い
る
と
の
事
情
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
②
適
合
性
原
則
と
は
、
判
断
能

力
の
劣
る
人
や
、
投
資
に
十
分
な
所
得
・

資
産
を
持
た
な
い
人
に
リ
ス
ク
の
あ
る

金
融
商
品
の
販
売
を
控
え
る
と
す
る
も

の
で
す
。
最
近
で
は
高
齢
者
の
資
産
保

有
額
が
増
加
す
る
一
方
認
知
症
も
増
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
融
商
品
の
販
売

に
は
家
族
な
ど
の
立
ち
合
い
を
求
め
る

こ
と
な
ど
も
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
法
律
で
は
、
一
般
的
な
商
品
の
販
売

な
ど
に
は
、
す
で
に
民
法
・
商
法
が
存

在
し
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
金
融
商
品

に
金
商
法
が
特
別
に
存
在
す
る
理
由
は
、

他
の
商
取
引
に
比
べ
て
情
報
の
非
対
称

性
が
大
き
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
レ
モ
ン
の
市
場
」
の
例
の
よ
う
に
金

融
取
引
で
も
、
適
切
な
情
報
提
供
を
怠

れ
ば
、
市
場
自
体
が
崩
壊
し
て
し
ま
い

ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
最
近
で
も
法
律

違
反
に
よ
る
処
分
が
み
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
ら
が
多
発
す
れ
ば
市
場
全
体
へ
の

影
響
も
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め

最
近
で
は
、
個
別
の
法
令
順
守
に
と
ど

ま
ら
ず
、
よ
り
原
理
ま
で
立
ち
返
る

「
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ュ
ー
テ
ィ
ー

（
信
認
義
務
）」
が
重
要
視
さ
れ
て
き
て

い
ま
す
。

「
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ュ
ー
テ
ィ
ー

（
信
認
義
務
）」

フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ュ
ー
テ
ィ

ー
（
Ｆ
Ｄ
）
と
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
な
職
業
人
が
顧
客
に
対
し
て
持
つ

当
然
の
義
務
と
い
う
英
米
法
の
概
念
で
、

サ
ー
ビ
ス
の
依
頼
を
受
け
た
業
者
が
当

然
も
つ
「
受
託
者
責
任
」
と
も
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
職
業
的
な
倫
理
観
に
も
通

じ
、
わ
が
国
の
「
職
人
意
識
」
に
も
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
Ｆ
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
米
国
は
よ
く
契

約
社
会
で
あ
り
契
約
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
も
の
は
行
う
義
務
が
な
い
と
誤
解

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
倫
理

的
な
Ｆ
Ｄ
と
い
う
法
的
義
務
も
広
範
に

適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
車

の
修
理
の
ケ
ー
ス
で
も
、
修
理
契
約
で

の
該
当
部
分
以
外
に
安
全
上
の
重
大
な

問
題
が
見
つ
か
れ
ば
、
顧
客
に
通
知
し

修
理
す
る
こ
と
を
怠
る
と
Ｆ
Ｄ
に
反
す

る
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
ま

す
。
ま
た
医
師
の
医
療
行
為
な
ど
も
典

型
的
な
事
例
で
す
。

　
Ｆ
Ｄ
の
応
用
範
囲
は
広
く
、
自
己
と

顧
客
（
依
頼
者
）
の
利
益
が
対
立
す
る

と
こ
ろ
な
ど
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
典
型

は
、
会
社
の
取
締
役
の
忠
実
義
務
で
、

取
締
役
に
は
自
己
の
利
益
を
排
し
て
会

社
の
利
益
を
優
先
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。わ
が
国
の
金
融
界
で
も
、

金
商
法
の
補
完
と
し
て
Ｆ
Ｄ
を
実
践
す

る
「
顧
客
本
位
の
業
務
運

営
」
が
謳
わ
れ
て
き
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
対
応
し
て

Ｆ
Ｄ
を
具
体
化
す
る
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
な
ど
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
た
だ
Ｆ
Ｄ
は
職
業
倫
理

と
し
て
完
全
に
明
文
化
は

で
き
な
い
も
の
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
す

れ
ば
足
り
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
え
ば
よ
い
と
す

る
の
は
Ｆ
Ｄ
の
本
来
の
趣
旨
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
Ｆ
Ｄ
の
実
践
の
た
め
に
は
、

販
売
者
・
顧
客
と
の
関
係
の
基
盤
で
も

あ
る
経
済
学
で
扱
わ
れ
る
情
報
の
非
対

称
性
と
い
う
問
題
も
理
解
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
す
。

む
す
び
に
代
え
て

　
本
稿
で
は
、
近
年
の
金
融
法
制
・
金

融
規
制
の
理
論
的
裏
づ
け
に
情
報
の
経

済
学
が
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
金

融
法
・
金
融
規
制
は
、
法
文
・
政
令
等

の
徹
底
の
た
め
に
細
か
な
規
定
な
ど
を

設
け
る
と
、
営
業
の
窓
口
等
の
対
応
も

煩
雑
化
し
が
ち
で
す
。

　
そ
う
し
た
事
態
を
避
け
、
フ
ィ
デ
ュ

ー
シ
ャ
ル
・
デ
ュ
ー
テ
ィ
ー
に
沿
っ
た

趣
旨
を
理
解
す
る
に
は
経
済
学
の
助
け

が
有
用
で
す
。
本
稿
の
議
論
が
、
金
融

法
・
規
制
の
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
す
。
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