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編
集
中
記

　

経
済
学
者
中
谷
巌
は
今
日
の
新
聞
（
読
売
）

で
﹁
資
本
主
義
の
本
質
は
︿
投
機
﹀
で
あ
る
﹂

と
述
べ
て
い
る
。
昨
秋
以
来
の
世
界
経
済
の
激

変
は
、
お
金
を
増
や
す
行
き
過
ぎ
た
金
融
技
術

の
当
然
の
破
綻
に
端
を
発
し
た
。
そ
こ
か
ら
生

じ
て
い
る
現
在
の
恐
慌
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

形
で
収
束
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
事
態

は
百
年
に
一
度
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
度
は

少
な
く
と
も
五
百
年
に
一
度
の
価
値
観
の
大
変

革
を
伴
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の

予
感
で
あ
る
。

　

私
は
ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
、
秋
田
の
山
奥
か

ら
東
京
に
出
た
。
思
え
ば
物
心
つ
い
て
か
ら

十
八
歳
ま
で
の
生
存
の
基
調
は
貨
幣
経
済
的
な

も
の
で
は
な
く
、
物
々
交
換
的
感
覚
に
満
ち
た

も
の
で
あ
っ
た
。
物
々
交
換
を
基
調
と
し
た
生

活
リ
ズ
ム
は
、
私
の
生
ま
れ
た
村
で
は
、
中
央

の
弥
生
時
代
か
ら
の
大
き
な
時
代
区
分
毎
の
価

値
変
貌
の
影
響
を
あ
ま
り
う
け
な
い
ま
ま
、
縄

文
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま
続
い
て
き
た
も
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　

生
き
る
の
に
必
要
な
モ
ノ
に
じ
か
に
接
す
る

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
辺
境
秋
田
時
代
と
違
い
、

大
都
会
の
生
活
に
お
い
て
は
実
体
の
記
号
化
を

通
し
て
財
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
化
に
慣
れ
る
と
、
具
体
物
に
対

す
る
身
体
感
覚
が
薄
れ
て
く
る
。
空
気
、
土
、

水
、
光
、
火
、
熱
、
匂
い
、
音
、
声
な
ど
に
対

す
る
感
覚
が
衰
え
る
結
果
、
例
え
ば
環
境
問
題

は
言
語
化
し
て
自
己
か
ら
離
脱
さ
せ
、
客
観
化

し
て
み
な
い
と
対
処
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し

身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
う
し
た
頭
で
は
、

ソ
マ
リ
ア
沖
の
﹁
海
賊
﹂（
古
代
で
は
貴
族
扱

い
さ
れ
た
）
と
環
境
問
題
と
は
結
び
つ
く
こ
と

な
く
、
海
賊
発
生
の
原
因
は
理
解
で
き
な
い
ま

ま
、
ひ
た
す
ら
軍
事
力
で
﹁
無
法
な
海
賊
﹂
の

消
滅
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
感
覚
を
軽

蔑
し
、
抽
象
化
能
力
の
み
を
価
値
あ
る
も
の
と

考
え
る
人
間
は
バ
カ
で
あ
る
。
大
き
な
戦
い
も

な
く
、
三
内
丸
山
文
明
を
千
五
百
年
間
維
持
さ

せ
た
縄
文
時
代
の
人
間
は
現
代
人
よ
り
は
る
か

に
賢
い
。
彼
ら
の
社
会
に
は
、
現
代
社
会
に
必

要
不
可
欠
な
記
号
と
さ
れ
る
貨
幣
が
存
在
し
な

か
っ
た
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
作
品
は
、
今
か
ら
三
千
年
以

上
ま
え
の
古
代
社
会
を
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
描

か
れ
た
こ
の
社
会
に
は
貨
幣
使
用
の
跡
が
な
い
。

貨
幣
が
実
際
に
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

が
、
作
品
の
な
か
の
こ
う
し
た
貨
幣
の
不
在
か

ら
、
当
時
の
歌
い
手
が
貨
幣
と
い
う
経
済
記
号

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

欧
米
の
言
語
文
化
の
根
源
に
位
置
し
て
い
る

古
典
研
究
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
は
じ
め
て
久
し

い
。
現
代
人
の
価
値
観
が
変
わ
り
、
大
昔
の
人

間
の
世
界
観
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
古
典
語
は
お
ろ
か
中
世
語
に
無
知
で

も
西
洋
思
想
・
文
学
・
言
語
の
専
門
家
で
あ
る

と
称
し
て
い
る
。
金
銭
・
職
業
に
は
ほ
と
ん
ど

結
び
つ
か
な
い
古
い
言
語
を
知
ら
な
く
て
も
こ

の
現
代
で
は
専
門
業
が
立
派
に
成
り
立
つ
か
ら

だ
。
し
か
し
古
典
な
ど
翻
訳
で
読
め
ば
足
り
る
、
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と
い
う
考
え
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
数
学

や
物
理
化
学
と
違
い
、
文
学
作
品
は
そ
の
言
語

の
世
界
観
そ
の
も
の
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

方
程
式
の
解
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
言
語
で

説
明
さ
れ
て
も
同
じ
解
に
た
ど
り
着
く
が
、
そ

う
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
に
文
学
作
品
の
作
品
と

し
て
の
意
味
が
あ
る
。
各
言
語
に
は
固
有
の
も

の
の
見
方
が
あ
り
、
そ
れ
が
作
品
の
価
値
・
意

味
と
密
着
し
て
い
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
作
品
は

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
言
語
で
解
読
し
、
詩
（
う
た
）

は
歌
っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

経
済
問
題
か
ら
始
ま
っ
た
昨
今
の
社
会
の
激

動
は
、
忘
れ
去
っ
た
価
値
観
を
現
代
人
が
取
り

戻
さ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
社
会
は
釣
り
合
い
の

と
れ
た
状
態
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ

れ
人
類
が
過
去
に
保
持
し
、
い
ま
見
失
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
人
間
性
を
取
り
戻
す
た
め
に
こ
の

大
変
動
は
ま
た
と
な
い
好
機
な
の
だ
。 

０
９　

２
／
１１ 

＊
今
回
の
﹃
言
語
文
化
﹄
二
十
六
号
の
特
集
テ

ー
マ
は
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
と
フ
ラ
ン
ス
文

学
﹂。
学
問
は
︿
投
機
﹀
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
執
筆
者
の
生
田
康
夫
氏
は
元
日
本
航
空
社

員
、
俳
人
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
堪

能
で
二
〇
〇
五
年
、
横
浜
・
春
風
社
か
ら
﹃
イ

リ
ア
ス
日
記
﹄
を
出
し
、
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
﹁
ホ
メ
ー
ロ
ス
輪
読
会
﹂
に
参
加

さ
れ
て
い
る
。
宇
波
彰
氏
は
本
学
元
文
学
部
長
、

現
在
は
名
誉
教
授
。
京
都
大
学
大
学
院
出
身
の

今
村
純
子
氏
は
現
在
慶
応
義
塾
大
学
講
師
。
天

沢
退
二
郎
氏
は
本
学
名
誉
教
授
。
杉
本
圭
子
氏

は
本
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
準
教
授
。
専
門
は
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
。
そ
れ
に
私
で
あ
る
。

＊
フ
ラ
ン
ス
か
ら
寄
稿
し
て
下
さ
っ
た
ク
レ
マ

ン
・
レ
ヴ
ィ
氏
は
古
典
文
学
の
若
い
ア
グ
レ
ジ

ェ
。
現
在
サ
ン
・
テ
チ
エ
ン
ヌ
大
学
で
比
較
文

学
担
当
の
専
任
講
師
。
ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・

ル
ヴ
ェ
氏
は
ク
レ
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ
氏
の
師
で
、

文
法
の
ア
グ
レ
ジ
ェ
。
フ
ラ
ン
ス
古
典
語
教
育

学
会
前
会
長
。
リ
モ
ー
ジ
ュ
大
学
教
授
に
し
て

明
治
学
院
大
学
名
誉
博
士
で
あ
る
。（

工
藤
進
）

＊
二
〇
〇
八
年
度
の
言
語
文
化
研
究
所
で
は
、

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
催
し
ご
と
が
、
招
待
研

究
講
座
と
公
開
講
座
と
い
う
形
を
と
っ
て
行
わ

れ
た
。
以
下
に
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。

＊
五
月
二
十
四
日
は
﹁
女
性
・
詩
・
翻
訳
﹂
と

い
う
表
題
の
も
と
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
の

佐
藤
紘
明
氏
を
お
招
き
し
て
、
講
演
と
朗
読
の

会
が
行
わ
れ
た
。
佐
藤
氏
は
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら

宮
沢
賢
治
、
高
村
光
太
郎
、
ま
た
吉
岡
實
や
吉

増
剛
造
ま
で
、
日
本
の
詩
を
三
十
年
以
上
の
長

き
に
わ
た
っ
て
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
き
た
文
学

者
で
あ
る
。
氏
が
彼
の
地
で
﹃
日
本
女
性
詩
﹄

と
い
う
大
部
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
纂
翻
訳
さ

れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
原
詩
を
提
供
し
た
阿

部
日
奈
子
、
財
部
鳥
子
、
新
川
和
江
の
三
氏
が

日
本
語
で
自
作
を
朗
読
し
、
佐
藤
訳
を
横
浜
国

立
大
学
留
学
生
の
リ
ジ
ー
・
リ
ー
氏
が
朗
読
し

た
。
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
際
に

佐
藤
氏
が
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
、
氏
が
改
め

て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。﹃
言
語
文

化
﹄
で
は
二
〇
〇
五
年
の
二
十
二
号
で
翻
訳
の

問
題
を
特
集
し
て
お
り
、
そ
の
系
譜
に
通
じ
る

探
求
と
し
て
こ
の
企
画
を
ご
理
解
し
て
い
た
だ
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き
た
い
と
思
う
。

＊
二
〇
〇
八
年
度
は
演
劇
を
め
ぐ
る
公
演
、
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
講
演
が
相
次
い
だ
。
研
究

所
所
員
で
あ
る
岡
本
章
（
文
学
部
芸
術
学
科
教

授
）
が
演
出
す
る
﹃
月
光
の
遠
近
法
﹄（
練
肉

工
房
公
演
、
高
柳
誠
作
）
が
、
七
月
五
日
に
上

演
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
四
日
後
の
七
月
九
日
に

は
、
人
形
劇
団
で
あ
る
結
城
座
に
よ
る
宮
沢
賢

治
原
作﹃
注
文
の
多
い
料
理
店
﹄（
山
元
清
多
作
）

が
上
演
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
が
白
金
キ
ャ
ン
パ

ス
奥
に
あ
る
ア
ー
ト
ホ
ー
ル
の
本
格
的
な
改
装

が
実
現
し
た
結
果
で
あ
る
。
言
語
文
化
の
探
求

と
は
単
に
外
国
の
珍
し
い
書
物
を
読
む
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
白
日
の
も
と
に
パ
ロ
ー
ル
を
曝

け
出
し
、
言
葉
に
身
体
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で

も
あ
る
。
今
後
も
こ
う
し
た
演
劇
的
言
語
を
め

ぐ
る
企
て
は
、
研
究
所
と
し
て
続
け
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

＊
哲
学
と
都
市
論
、
映
像
を
め
ぐ
っ
て
も
、
ユ

ニ
ー
ク
な
講
演
会
が
催
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し

て
お
き
た
い
。
六
月
十
八
日
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
批
評
的
著
述
活
動
を
さ
れ
て
い
る
高
祖
岩

三
郎
氏
に
よ
る
﹁
ア
ー
ト
と
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

の
交
差
領
域
﹂
と
い
う
講
演
が
な
さ
れ
た
。
本

誌
に
収
録
さ
れ
て
い
る
高
祖
氏
の
論
考
は
、
そ

れ
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

六
月
二
十
五
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
研
究
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
今
枝
由

郎
氏
に
よ
る
﹁
星
の
王
子
さ
ま
と
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
十
四
世
│
│
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
系
譜
﹂
と
い
う

講
演
が
な
さ
れ
た
。
最
後
に
十
二
月
二
十
二
日

に
は
、
フ
ィ
ル
ム
﹃
蛇
イ
チ
ゴ
﹄﹃
揺
れ
る
﹄

で
名
高
い
映
画
監
督
西
川
美
和
氏
に
よ
る
作
品

上
映
会
と
講
演
が
行
わ
れ
、
多
数
の
観
客
の
参

加
を
得
た
。

＊
最
後
に
こ
う
し
た
催
し
ご
と
に
は
よ
ら
な
い

特
別
の
寄
稿
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

本
学
名
誉
教
授
で
あ
る
宇
波
彰
氏
は
二
〇
〇
七

年
度
よ
り
当
研
究
所
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
ラ

カ
ン
に
い
た
る
現
代
思
想
の
ア
ポ
リ
ア
を
め
ぐ

る
ゼ
ミ
を
開
催
し
、
こ
の
﹁
宇
波
ゼ
ミ
﹂
は
研

究
職
に
あ
る
者
や
芸
術
家
を
含
め
、
学
内
外
か

ら
少
な
か
ら
ぬ
参
加
者
を
集
め
て
き
た
。
今
回

の
論
文
は
こ
の
ゼ
ミ
に
お
け
る
氏
の
理
論
的
探

求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
富
山
英
俊
氏

（
文
学
部
英
文
学
科
教
授
）
の
宮
沢
賢
治
を
め

ぐ
る
論
考
は
、
先
に
氏
が
発
表
さ
れ
た
一
連
の

詩
論
の
延
長
上
に
あ
る
新
し
い
展
開
と
し
て
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
き

た
い
の
は
、
所
長
の
わ
た
し
こ
と
四
方
田
犬
彦

が
、
本
号
に
何
も
書
い
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
研
究
所
の
近
年
の
活
動
を
め
ぐ
る
認
証

評
価
の
書
類
を
執
筆
す
る
た
め
、
ひ
と
夏
を
官

僚
的
言
語
に
忙
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
読
者
諸
氏
に
は
寛
容
あ
る
ご
理

解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

＊
最
後
に
ひ
と
こ
と
。
本
号
の
特
集
を
編
集
な

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
工
藤
進
教
授
が
、

二
〇
〇
九
年
三
月
を
も
っ
て
退
官
さ
れ
る
。
氏

が
長
き
に
わ
た
っ
て
言
語
学
者
と
し
て
本
研
究

所
の
た
め
に
な
さ
れ
た
貢
献
を
思
う
と
き
、
所

員
一
同
は
深
い
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
か
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
。 

（
四
方
田
犬
彦
）
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