
１．

日
本
人
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

の
パ
イ
オ
ニ
ア

今
の
金
融
市
場
で
は
金
融
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
が
活
発
に
取
引
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
１
９
７
０

年
代
で
あ
り
、
決
し
て
古
く
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
原

点
は
、
商
品
先
物
取
引
で
あ
る
。
先
物

取
引
は
現
物
の
取
引
で
な
く
、
将
来
現

物
を
買
う
権
利
、
売
る
権
利
と
い
う
権

利
の
取
引
で
あ
る
が
、
現
代
の
高
度
な

金
融
商
品
も
、
実
は
そ
の
原
理
は
同
じ

で
あ
る
。
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
は
商
品

先
物
取
引
が
原
点
な
の
だ
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、

商
品
先
物
は
日
本
が
世
界
で
初
め
て
手

掛
け
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
な
か

な
か
使
い
こ
な
せ
な
い
金
融
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
は
、
日
本
が
世
界
に
先
駆
け
て
編

み
出
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
起
源
な

の
だ
。

日
本
の
先
物
は
１
６
５
２
年
、
大
阪

で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
年
の
秋
に
米

が
豊
作
に
な
れ
ば
値
崩
れ
す
る
し
、
凶

作
に
な
れ
ば
品
薄
で
値
が
上
が
る
。
こ

の
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
、
春
の
う
ち

に
秋
の
コ
メ
を
売
り
買
い
し
て
お
く
。

春
に
平
均
的
な
値
段
で
売
っ
て
お
け
ば
、

秋
に
値
下
が
り
し
て
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
で

安
く
コ
メ
を
買
い
付
け
高
く
売
り
ぬ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
で
値
下
が
り

の
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
で
き
る
の
だ
。
こ

の
よ
う
な
将
来
に
売
買
す
る
権
利
を
さ

ら
に
高
度
化
し
、
こ
の
権
利
だ
け
を
マ

ー
ケ
ッ
ト
で
取
引
す
る
の
が
先
物
市
場

だ
。１

６
９
７
年
に
大
阪
の
米
市
場
が
堂

島
に
移
転
し
、
１
７
３
０
年
堂
島
米
会

所
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
こ
こ
で
本
格

的
な
先
物
市
場
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
現

物
の
取
引
と
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
に
権

利
だ
け
の
取
引
市
場
は
、
こ
こ
堂
島
で

人
類
史
上
初
め
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で

あ
る
。

同
じ
こ
ろ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ン
ト
ワ

ー
プ
（
今
は
ベ
ル
ギ
ー
領
）
で
先
物
取

引
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、

本
格
的
な
も
の
は
堂
島
が
世
界
で
最
初

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
世
界
中
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
教

科
書
の
多
く
に
書
か
れ
て
い
る
。

先
物
取
引
の
発
想
は
、
人
類
が
何
千

年
も
前
か
ら
行
っ
て
い
た
現
物
取
引
と

は
全
く
異
な
る
極
め
て
独
創
性
の
高
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
転

換
は
、
商
売
の
レ
ベ
ル
が
高
度
で
か
つ

活
発
で
な
け
れ
ば
決
し
て
生
ま
れ
な
い
。

日
本
人
は
、
戦
国
時
代
と
い
う
「
サ

ム
ラ
イ
」
の
時
代
、
今
の
日
本
人
と
は

異
質
の
海
洋
民
族
の
時
代
が
あ
り
、
日

本
人
は
世
界
に
飛
び
出
し
て
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
前
々
回
に
述
べ
た
が
、
こ

の
勢
い
を
幕
藩
体
制
が
押
し
つ
ぶ
そ
う

と
し
た
。
が
、
そ
れ
に
め
げ
ず
に
逞
し

く
生
き
抜
い
た
商
人
が
世
界
で
初
め
て

本
格
的
な
先
物
取
引
を
産
み
出
し
た
の

だ
。
こ
の
時
の
商
人
は
同
時
に
「
サ
ム

ラ
イ
」
で
あ
り
、
今
の
日
本
人
と
は
全

く
異
な
る
革
新
的
で
た
く
ま
し
い
日
本

人
が
そ
こ
に
は
い
た
の
だ
。

幕
藩
体
制
は
、
身
分
制
に
よ
り
タ
テ

の
移
動
を
封
じ
、
人
の
移
動
の
自
由
も

制
限
し
て
横
の
流
動
性
も
封
じ
込
め
、

日
本
全
体
を
平
和
で
あ
る
が
変
化
の
な

い
閉
鎖
的
な
「
ム
ラ
」
と
す
る
支
配
体

制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
ム
ラ
」

の
原
理
は
、「
ム
ラ
」
だ
け
で
な
く
武
士

も
商
人
も
支
配
す
る
原
理
と
な
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
人
た
ち
は
、
そ

の
支
配
に
決
し
て
め
げ
な
か
っ
た
の
だ
。

２．

今
の
日
本
人
は
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
を
消
化
で
き
な
い

製
造
業
の
国
際
社
会
で
の
競
争
は
激

し
い
。
原
材
料
の
わ
ず
か
の
値
上
が
り

が
競
争
力
の
減
退
に
つ
な
が
る
。
そ
れ

を
避
け
る
た
め
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
を
し

て
損
失
を
カ
バ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
場
が
商
品
先
物

だ
。
現
代
社
会
で
は
競
争
に
勝
つ
た
め

に
は
先
物
取
引
が
必
須
で
あ
り
、
先
進

国
で
は
先
物
取
引
が
盛
ん
だ
。
先
物
の

利
用
度
は
経
済
の
活
力
に
比
例
す
る
と

い
っ
て
よ
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
国
は
極
端
な

ほ
ど
先
物
が
好
き
だ
。
国
際
社
会
に
デ

ビ
ュ
ー
し
た
の
は
１
９
９
０
年
代
だ
が
、

先
物
分
野
で
は
あ
っ
と
い
う
間
に
日
本

を
追
い
越
し
、
そ
し
て
は
る
か
先
に
行

っ
て
し
ま
っ
た
。
金
属
関
係
を
扱
う
上

海
先
物
取
引
所
や
穀
物
を
扱
う
大
連
商

品
取
引
所
は
、
今
や
取
引
高
で
世
界
の

ト
ッ
プ
を
争
っ
て
い
る
。

他
方
、
日
本
は
じ
り
貧
で
取
引
所
自

体
の
存
亡
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
状

態
だ
。
商
品
先
物
は
２
０
０
３
年
か
ら

２
０
０
９
年
ま
で
の
６
年
間
で
世
界
の

取
引
量
は
４
倍
と
な
っ
た
が
、
日
本
市

場
は
そ
の
間
４
分
の
１
に
縮
小
し
て
い

る
。
世
界
と
の
差
は
開
く
ば
か
り
で
あ

り
、
現
に
東
京
工
業
品
取
引
所
は
世
界

第35回　世界で初めてデリバティブを

発明した日本人はどこへいった？

「「 甘甘 ええ 」」 がが 日日 本本 をを 滅滅 ぼぼ すす
どうすれば強い日本を作れるのか

弁護士　金子博人
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

12
位
に
甘
ん
じ
て
い
る（
２
０
１
１
年
）。

さ
ら
に
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

シ
ェ
ア
を
み
る
と
愕
然
と
す
る
。
東
証
、

大
証
を
合
わ
せ
て
も
世
界
14
位
で
あ
り
、

世
界
で
２
位
の
韓
国
の
17
分
の
１
、
４

位
イ
ン
ド
の
７
分
の
１
で
あ
る
。
世
界

か
ら
も
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
も
周
回
遅
れ

の
状
況
に
あ
る
。

象
徴
的
な
の
は
コ
メ
だ
。
日
本
人
は
、

コ
メ
取
引
で
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
原
理
を

世
界
で
初
め
て
発
明
し
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
コ
メ
の
先
物
は
１
９
３
９
年
に
休

止
し
た
ま
ま
長
く
存
在
し
な
か
っ
た
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
戦
争
遂
行
の
た
め

の
統
制
経
済
が
戦
後
も
食
管
制
度
と
し

て
残
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
食
管
制
度
が

廃
止
さ
れ
て
も
流
通
規
制
は
強
い
。
コ

メ
の
先
物
が
再
開
し
た
の
は
２
０
１
１

年
７
月
に
至
っ
て
だ
が
、
そ
の
後
の
取

引
量
は
じ
り
貧
だ
。

現
代
の
日
本
人
は
こ
の
様
に
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
を
消
化
で
き
な
い
。
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
の
原
理
を
生
み
だ
し
た
祖
先
と
は

全
く
異
質
の
精
神
構
造
を
持
っ
て
い
る

よ
う
だ
。

３．

な
ぜ
今
の
日
本
人
は
先
物

が
嫌
い
か

明
治
維
新
は
薩
長
と
い
う
外
様
が
主

役
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
中
で
は
下
級
武

士
が
中
心
で
あ
っ
た
。
幕
藩
体
制
で
は

底
辺
に
い
た
も
の
が
主
役
に
踊
り
だ
し

た
の
で
あ
り
、
明
治
維
新
は
壮
大
な
下

克
上
だ
っ
た
の
だ
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
年

齢
も
驚
き
だ
。
ほ
と
ん
ど
が
30
歳
代
で

明
治
維
新
を
迎
え
た
。
維
新
の
三
傑
を

み
れ
ば
、
大
久
保
利
道
は
38
歳
、
西
郷

隆
盛
は
40
歳
、
木
戸
孝
允
は
35
歳
だ
っ

た
。
伊
藤
博
文
も
学
ん
だ
松
下
村
塾
の

吉
田
松
陰
は
大
久
保
と
同
年
同
月
生
で

あ
り
、
今
で
も
フ
ァ
ン
の
多
い
坂
本
竜

馬
が
近
江
屋
で
倒
れ
た
の
は
わ
ず
か
32

歳
だ
っ
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
封
印
さ
れ
た
戦
国
武

士
と
海
洋
民
族
の
あ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

爆
発
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。「
サ
ム
ラ
イ

の
精
神
」
の
復
活
で
あ
る
。
明
治
の
元

勲
は
、「
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
」
と
「
商
人

の
原
理
」
で
近
代
国
家
形
成
を
進
め
て

い
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
が
輝
い
た
、
ま

さ
に
司
馬
遼
太
郎
の
「
坂
の
上
の
雲
」

の
世
界
で
あ
っ
た
。

だ
が
明
治
の
元
勲
達
は
大
き
な
失
敗

を
し
た
。
そ
れ
は
自
分
達
の
後
継
者
を

育
て
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
彼
ら
は
自
分
達
が
「
サ
ム
ラ
イ
」

の
精
神
で
成
功
し
た
事
を
忘
れ
、
大
衆

を
統
治
す
る
手
段
と
し
て
、
幕
藩
体
制

の
原
理
で
あ
っ
た
「
ム
ラ
の
論
理
」
を

使
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
方
が
従

順
な
臣
民
を
作
る
こ
と
が
出
来
、
国
の

運
営
に
望
ま
し
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。そ

の
中
核
と
な
っ
た
の
が
教
育
勅
語

で
あ
っ
た
。
教
育
勅
語
教
育
は
厳
し
く

生
徒
を
管
理
し
よ
う
と
し
た
が
、
管
理

す
る
こ
と
自
体
が
生
徒
の
自
ら
判
断
す

る
機
会
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

大
人
に
な
る
ス
テ
ッ
プ
を
生
徒
か
ら
奪

う
も
の
で
あ
り
、「
甘
え
」
を
温
存
す
る

教
育
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
教
育
勅
語
教

育
は
高
度
の
「
あ
て
が
い
ぶ
ち
教
育
」

で
あ
り
、
先
回
り
し
て
子
供
を
構
い
た

が
る
母
権
型
の
教
育
の
極
致
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
こ
に
徴
兵
制
が
加
わ
っ
た
。

軍
事
教
練
は
命
令
絶
対
の
世
界
で
あ
り
、

究
極
の
「
あ
て
が
い
ぶ
ち
教
育
」
な
の

で
、
さ
ら
に
従
順
な
だ
け
で
物
を
考
え

な
い
人
間
を
量
産
し
て
し
ま
っ
た
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
は
16
才
く
ら
い
で
元

服
し
、
親
離
れ
し
て
一
人
前
の
武
士
と

し
て
戦
場
に
出
て
い
っ
た
。「
甘
え
」
て

い
て
は
い
っ
ぺ
ん
で
首
を
取
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。
元
服
後
は
親
に
頼
ら
ず
、
自

分
の
才
覚
で
生
き
て
い
っ
た
。
教
育
勅

語
教
育
や
徴
兵
制
と
は
全
く
逆
の
世
界

で
あ
っ
た
。

明
治
か
ら
大
正
と
、
日
本
は
近
代
国

家
を
目
指
し
て
走
り
続
け
、
多
く
の
偉

人
を
生
み
だ
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
自
由
民
権
運
動
を
経
て
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
結
実
し
て
い

っ
た
。
大
正
15
年
、
つ
ま
り
大
正
の
最

後
の
年
に
男
子
普
通
選
挙
、
陪
審
制
度

が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
は

こ
れ
が
限
界
だ
っ
た
。
昭
和
に
入
り
日

本
は
急
速
に
劣
化
を
始
め
た
。
劣
化
が

始
ま
る
と
崩
壊
は
早
い
。
ひ
た
す
ら
勝

ち
目
の
な
い
戦
争
に
自
ら
を
追
い
込
み
、

最
後
は
国
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
元
年
た
る
１
９
２
５
年
は
、
教

育
勅
語
の
ス
タ
ー
ト
し
た
１
８
９
０
年

か
ら
35
年
後
だ
。
教
育
勅
語
人
間
が
社

会
の
中
枢
を
占
め
、
明
治
人
間
と
入
れ

替
わ
っ
て
国
を
運
営
し
始
め
た
が
、
わ

ず
か
20
年
で
国
を
滅
ぼ
し
た
の
だ
。

戦
後
教
育
勅
語
は
廃
止
さ
れ
た
。
し

か
し
、
教
育
勅
語
時
代
の
教
育
シ
ス
テ

ム
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
先
生
の

板
書
き
す
る
も
の
を
ひ
た
す
ら
書
き
写

し
て
暗
記
し
、
自
ら
考
え
る
こ
と
を
し

な
い
「
あ
て
が
い
ぶ
ち
」
教
育
が
、
そ

の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
。
教
育
勅
語
が

「
亡
霊
」
の
如
く
残
っ
た
と
言
え
よ
う
。

生
徒
は
、
さ
ら
に
あ
て
が
い
ぶ
ち
の
受

験
勉
強
を
し
て
大
学
に
入
り
、
一
斉
に

就
活
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る
。
そ

の
後
は
年
功
序
列
と
終
身
雇
用
で
、「
あ

て
が
い
ぶ
ち
人
生
」
を
全
う
す
る
の
が

戦
後
の
日
本
人
の
典
型
で
あ
っ
た
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
商
人
が
世
界
で
初
め

て
発
明
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
も
、
教
育

勅
語
の
亡
霊
の
中
で
育
っ
た
今
の
日
本

人
に
は
持
て
あ
ま
す
だ
け
の
よ
う
だ
。

と
な
れ
ば
、
停
滞
す
る
今
の
日
本
を
活

性
化
す
る
切
り
札
は
、
日
本
人
自
身
が

「
あ
て
が
い
ぶ
ち
人
間
」
を
卒
業
し
、

「
サ
ム
ラ
イ
」
の
精
神
を
復
活
さ
せ
、
人

生
を
自
分
の
才
覚
と
責
任
で
切
り
開
く

た
く
ま
し
さ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
須

で
あ
ろ
う
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。 

 

金子博人法律事務所 

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階 

http://www.kaneko-law-office.jp 

http://www.kaneko-law-office.jp/

