
　
　
研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
通
貨
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
地
金
論
争
後
期
の
問
題
点
と
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峰
　
　
本
　
　
帥
　
　
子

　
　
　
　
　
　
　
一
、
は
　
し
　
が
　
き

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
つ
づ
い
た
二
十
五
ヶ
年
間
に
は
、
数
多
く
の
経
済
的
な
ら
び
に
社
会
的
困
難
が
充
満
し
て
い
た
。
一
八
一
五

年
か
ら
一
八
五
〇
年
に
い
た
る
期
間
に
は
、
好
況
お
よ
び
不
況
の
時
代
を
除
き
、
物
価
の
継
続
的
下
落
が
著
し
か
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
下
落
に
附
随
し
た
政
治
的
な
ら
び
に
社
会
的
諸
条
件
は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代

を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
一
八
二
五
年
、
一
八
三
六
年
、
一
八
四
七
年
の
恐
慌
、
一
八
三
二
年
の
選
挙
法
改
正
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト

運
動
、
つ
い
で
一
八
五
〇
年
の
好
景
気
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
物
価
下
落
と
こ
れ
に
伴
っ
た
恐
慌
が
、
い
わ
ゆ
る
通
貨
理
論
に

大
き
な
流
れ
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
っ
の
流
れ
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
（
T
h
o
m
a
s

A
t
t
w
o
乱
（
1
7
6
5
-
1
8
3
8
）
を
中
心
と
す
る
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派

　
（
T
h
e

B
i
r
m
i
n
g
h
a
mEc
o
n
o
m
i
s
t
s
）
の
人
々
と
、
ポ
ン
ド
の
デ
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
主
義
者
と
が
主
唱
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
ト
ー
マ
ス
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
通
貨
論
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こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
、
細
い
意
見
の
相
違
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
八
一
九
年
に
お
け
る
ポ
ン
ド
の
平
価
復
帰
は
、
大

き
な
誤
ち
で
あ
ろ
と
し
た
点
一
致
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
正
貨
支
払
再
開
後
に
お
け
る
通
貨
の
不
足
こ
そ
経

済
的
難
局
の
原
因
で
あ
っ
た
。
正
貨
支
払
再
開
に
対
し
て
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
に
ま
き
お
こ
さ
れ
た
反
感
が
熾
烈
で
あ
っ
た
の
は
、

一
九
二
五
年
以
後
と
り
わ
け
一
九
三
一
年
以
後
に
お
い
て
金
本
位
復
帰
に
対
す
る
反
感
が
熾
烈
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
正
貨
に
よ
る
兌
換
再
開
に
引
続
い
て
起
っ
た
物
価
の
緩
慢
な
下
落
の
最
初
の
結
果
が
現
わ
れ
て
以
来
、
数
多
く

の
論
文
を
書
き
、
旧
平
価
へ
の
復
帰
と
、
そ
の
結
果
で
あ
る
物
価
の
「
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
誤
ち
を
絶
え
ず
主
張
し
つ
づ
け
た
。

そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
「
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
難
局
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
、
政
治
的
構
成
を
ゆ
す
ぶ

っ
た
連
続
的
恐
慌
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
組
織
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
賛
成
で
あ
っ
て
、
賃
金
水
準

を
安
定
せ
し
め
ろ
に
充
分
な
程
大
規
模
に
流
通
に
お
け
る
紙
幣
数
量
が
増
大
す
る
こ
と
Ｉ
Ｉ
そ
れ
は
政
府
が
国
債
を
起
し
銀
行
が
引

受
け
て
紙
幣
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
Ｉ
を
の
ぞ
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
派
の
人
々

に
も
ト
ウ
ー
ク
の
追
従
者
に
も
無
視
さ
れ
た
。
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
一
八
五
一
年
に
繁
栄
期
に
入
る
と
共
に
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
対
す
る
反
対
は
全
く
消
滅
し
て
終
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
が
、
前
述
の
原
理
に
従
っ
て
政
府
が
発
行
し
調
節
す
る
紙
幣
の
形
態
に
お
け
る
統
制
通
貨
を
要
求
し
た
限
り

に
お
い
て
は
、
為
替
の
変
動
こ
そ
一
国
経
済
に
と
っ
て
最
大
の
難
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
同
時
代
の
人
々
を
非
常
に
お
ど
ろ
か
せ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
下
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
提
案
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
よ
う
。
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詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
提
案

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
が
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
卿
(
t
h
e

E
a
r
l

o
f

L
i
v
e
r
p
o
o
l
)
に
あ
て
た
書
簡
の
目
的
は
、
旧
金
本
位
回
復
の
政
策
へ
の
反

論
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
八
一
九
年
五
月
に
開
か
れ
た
正
貨
支
払
再
開
に
関
す
る
二
つ
の
議
会
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
こ
と

は
、
た
だ
「
期
間
と
手
段
」
の
み
で
あ
っ
て
、
「
政
策
」
に
つ
い
て
は
、
何
ら
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

　
正
貨
支
払
停
止
中
、
土
地
の
利
益
が
商
業
的
利
潤
を
犠
牲
に
し
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
両
者
は
戦

時
中
の
紙
幣
制
度
に
よ
っ
て
共
存
共
栄
し
た
の
で
あ
る
。
旧
金
本
位
制
に
も
ど
れ
ば
、
地
代
や
土
地
の
価
格
は
、
一
七
九
一
年
の
水

準
ま
で
下
落
し
、
土
地
所
有
者
は
、
現
在
の
約
半
分
の
額
し
か
受
け
取
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
旧
金
本
位
を
一
八
一
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

の
生
活
と
勝
手
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
、
無
謀
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
彼
の
提
案
は
、
さ
ら
に
五
ヶ
年
間
、
銀
行
制
限
法
を
更
新
し
、
政
府
が
国
庫
証
書
（
E
x
c
h
e
q
u
e
r

B
i
ﾖ
を
発
行
し
、
銀

行
券
の
ひ
き
あ
げ
と
同
じ
速
さ
で
、
流
通
上
の
銀
行
券
に
と
っ
て
代
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
・

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
推
奨
の
根
拠
は
、
貨
幣
が
多
分
減
価
し
た
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
ろ
う
が
、
一
国
が
繁
栄

す
る
限
り
、
減
価
す
る
の
が
貨
幣
の
性
質
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
経
験
は
貨
幣
の
減
価
は
必
ず
し
も
害
で
な
く
て
、
む
し
ろ
利
益
の
あ
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っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
減
価
は
国
家
繁
栄
の
結
果
で
あ
り
、
原
因
で
あ
る
。
国
内
取
引
や
外
国
貿
易
を
害
す
る
こ
と
な

く
、
ま
た
年
金
者
で
さ
え
も
貨
幣
の
減
価
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
損
害
は
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
あ
っ
た
。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
政
策
は
、
こ
の
国
が
銀
行
券
を
最
も
必
要
と
す
る
時
に
、
銀
行
券
を
ひ
き
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
あ

ま
り
需
要
の
な
い
時
こ
れ
を
発
行
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、
価
格
や
資
産
や
景
気
の
変
動
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
物

価
は
、
金
貨
の
使
用
よ
り
も
銀
行
券
の
使
用
に
よ
る
方
が
、
健
全
に
保
た
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
む
し
ろ
、
銀
行
券
の
量
の
適

正
か
否
か
を
い
か
に
し
て
測
定
す
る
か
に
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
完
全
雇
傭
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
銀
行
は
通
貨
を
減
少
せ
ず
、
完
全
雇
傭
の
実
現
ま
で
そ
れ
を
拡
大

す
べ
き
で
あ
り
、
完
全
雇
傭
は
、
外
国
貿
易
に
依
存
す
る
の
で
は
な
し
に
、
流
通
組
織
の
効
率
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
以
下
、
彼
の
主
張
の
内
容
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
見
よ
う
。
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（
７
）
回
尹
こ
芦

　
　
　
　
　
　
　
三
、
景
気
変
動
と
貨
幣
政
策

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
景
気
の
拡
大
、
収
縮
に
対
し
て
「
自
然
回
復
」
を
主
張
す
る
一
方
、
経
済
変
動
史
に
お
い
て
、
政
府
と
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
銀
行
の
貨
幣
政
策
を
重
要
視
し
て
い
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
一
八
一
三
年
以
後
の
不
況
は
、
政
府
の
課
税
と
支
出
の
減
少
に
よ
っ
て
強
く
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

か
か
る
減
少
は
、
政
府
か
ら
資
本
家
へ
と
、
労
働
の
雇
傭
力
を
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
銀
行
券
の
附
加
的
発

行
に
よ
っ
て
、
政
府
支
出
の
減
少
を
相
殺
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
し
、
累
積
的
収
縮
は
防
止
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
と
し
、

　
「
地
金
報
告
は
、
一
八
一
○
年
に
お
け
る
資
産
と
貨
幣
の
確
立
さ
れ
た
関
係
を
破
る
の
に
役
立
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
一
八
一
七
年
に
な
っ
て
、
政
府
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
多
額
の
貨
幣
を
借
入
れ
、
国
庫
証
券
を
回
収
す
る
た
め
に
貨
幣
を

用
い
て
初
め
て
景
気
は
回
復
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
政
府
の
借
入
が
、
公
衆
か
ら
で
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
な

さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
庫
証
券
の
買
付
は
、
た
し
か
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
不
況
の
深
刻
化
を
く
い
と
め
は
し
た
が
、

雇
傭
と
生
産
に
は
直
接
効
果
が
な
か
っ
た
。
結
局
、
こ
の
貸
付
の
拡
大
や
、
国
債
の
購
入
は
、
利
子
率
を
下
げ
、
国
民
資
本
の
価
格

を
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
国
民
資
本
の
販
売
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
人
々
は
、
財
貨
や
労
働
に
対
し
て
支
出
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
懸
念
は
、
一
八
一
八
年
の
後
退
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の

後
退
は
、
流
通
上
の
銀
行
券
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
地
方
銀
行
券
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
地
方
銀
行
の
予
金
の
減
少
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を
ひ
き
起
し
、
そ
の
こ
と
は
、
企
業
家
へ
の
融
資
を
減
少
し
、
不
況
へ
と
導
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
ハ
ー
九
年
の
五
月
に
正
貨
支

払
再
開
に
関
す
る
二
つ
の
議
会
委
員
会
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
同
じ
年
の
七
月
に
、
ピ
ー
ル
法
（
Ｐ
ｅ
ｅ
ｌ
ｓ
　
Ａ
ｃ
ｔ
）
が
通
過
し
た
。

一
八
二
一
年
に
い
く
分
修
正
さ
れ
た
こ
の
ピ
ー
ル
法
は
、
正
貨
支
払
再
開
を
許
可
し
た
。
鋳
貨
な
ら
び
に
地
金
の
輸
出
制
限
は
撤
廃

さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
銀
行
券
を
金
の
延
棒
で
支
払
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
一
八
二
Ｉ
年
五
月
ま
で
に
、
金
一
オ
ン
ス
に

つ
き
、
三
ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
グ
ー
〇
麹
ペ
ン
ス
の
旧
平
価
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
ピ
ー
ル
法
と
同
様
に
、
再
開
委
員
会
報
告
は
、
逆
効
果
の
影
響
を
も
っ
た
と
主
張
し
た
。
ビ
ー
ル
法
の
結
果
は

必
然
的
に
通
貨
の
収
縮
、
不
況
、
失
業
と
な
る
し
、
金
と
ポ
ン
ド
ス
タ
ー
リ
ン
グ
と
の
間
の
戦
後
の
関
係
の
下
で
は
、
完
全
雇
傭
の

た
め
の
価
格
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
一
八
二
五
年
に
な
っ
て
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
兌
換
再
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
繁
栄
し
て
い
る
の
を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア

ト
ウ
ッ
ド
は
、
彼
の
初
期
の
不
況
の
予
言
は
、
政
府
が
ビ
ー
ル
条
令
の
意
味
を
無
視
し
た
た
め
に
、
誤
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
の
べ
て

い
る
。
一
八
二
二
年
以
来
、
政
府
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
貨
幣
量
を
増
大
し
、
物
価
を
上
げ
、
繁
栄
を
き
づ
く
政
策
を
つ
づ
け

た
。
英
国
か
ら
の
輸
出
を
増
大
さ
せ
、
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
に
流
出
し
た
金
の
流
入
を
も
た
ら
し
た
南
米
諸
国
の
解
放
を
別
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
貨
幣
供
給
に
対
す
る
影
響
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
あ
る
い
は
政
府
の
行
動
か
ら
生
じ
た
。
十
一
年
間
も
、
一
ポ
ン
ド
券

が
法
定
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
小
額
紙
券
が
通
貨
の
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
た
め
、
回
復
に
は
役
立
っ
て
来
た
。
さ
ら

に
、
政
府
は
、
年
金
者
に
支
払
う
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
借
入
を
し
た
が
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
借
入

は
、
公
衆
か
ら
の
借
入
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
有
効
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

ド
銀
行
に
よ
る
、
地
主
や
東
印
度
会
社
へ
の
貸
付
も
刺
戟
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
一
八
二
五
年
十
二
月
ま
で
に
、
事
態
は
、
繁
栄
に
代
っ
て
逆
境
と
転
じ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
や
政
府
の
貨

幣
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
拡
大
は
、
輸
出
の
減
少
、
輸
入
の
増
大
へ
と
導
き
、
そ
の
結
果
、
赤
字
は
金
の
輸
出
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八
月
と
九
月
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
国
庫
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
の
損
失
に
報
い

た
。
貨
幣
は
不
足
し
、
債
務
者
は
負
債
の
支
払
に
苦
労
し
た
。
こ
の
恐
慌
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
そ
の
政
策
を
転
換
し
、
銀
行

券
を
発
行
し
た
時
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
政
府
の
こ
の
一
時
的
な
政
策
を
批
判
し
、
金
本
位
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
決
定
的
政
策
は
、
貨
幣
の
収
縮
に
よ

っ
て
価
格
を
下
落
し
、
価
格
を
金
の
輸
出
を
防
ぐ
水
準
に
保
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
ん
と
う
は
、
完
金
原
傭
の
維
持

に
充
分
な
銀
行
券
の
発
行
が
の
ぞ
ま
し
か
っ
た
し
、
平
価
切
下
げ
か
、
金
本
位
制
の
放
棄
が
の
ぞ
ま
し
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
一
八
二
五
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
を
、
収
縮
と
不
況
の
年
と
し
て
い
る
。
彼
は
、
信
用
の
緩
和
と
、
繁
栄
と

の
間
の
ラ
ッ
グ
を
強
調
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
流
通
額
は
、
一
八
二
五
年
よ
り
一
八
二
八
年
の
方
が
大
き
か
っ
た
し
、
し
か

も
繁
栄
は
、
一
八
二
五
年
の
そ
れ
と
等
し
く
な
か
っ
た
。
一
八
二
五
年
の
繁
栄
を
か
ち
得
る
た
め
に
は
四
年
の
歳
月
が
か
か
っ
た
の

に
、
一
八
二
五
年
の
恐
慌
の
後
、
銀
行
券
が
増
大
し
た
の
は
、
た
っ
た
二
年
す
ぎ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
初
期
の
論
文
で
は
、
物
価
の
騰
貴
と
下
落
の
効
果
に
つ
い
て
多
く
の
べ
て
い
る
が
、
後
期
の
論
文
で
は
、
物
価
の

騰
貴
と
下
落
の
静
的
比
較
を
よ
り
多
く
強
調
し
て
い
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
著
書
全
体
を
通
し
て
、
不
況
を
直
す
た
め
に
は
「
附
加
的
通
貨
の
強
制
的
創
造
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
第
一
に

い
か
な
る
形
態
の
通
貨
が
創
造
さ
れ
る
べ
き
か
、
第
二
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
貨
幣
が
公
衆
の
通
貨
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と

を
問
題
に
し
て
い
る
。
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ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
初
期
の
小
冊
子
で
は
、
通
貨
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
発
行
に
よ
っ
て
増
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
後
に

は
、
政
府
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
紙
幣
通
貨
の
形
で
「
国
家
紙
幣
」
(
n
l
o
n
a
l

p
a
p
e
r
)
と
か
、
「
流
通
す
る
国
庫
証
券
」
（
c
i
r
c
u

l
a
t
i
n
ge
x
c
h
e
q
u
e
rb
i
F
)
と
か
、
「
国
債
」
（
n
医
o
n
Q
ｺ
n
S
2
m
Q
n
号
と
か
、
あ
る
い
は
「
債
券
」
（
ｄ
ｌ
～
Ｅ
ｒ
ｅ
已
を
強
調
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
い
か
な
る
名
称
に
せ
よ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
や
鋳
貨
よ
り
も
、
も
っ
と
よ
く
管
理
し
得

る
国
家
紙
券
を
良
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
国
家
の
紙
幣
を
徐
々
に
発
行
す
る
よ
う
提
唱
し
、
一
方
で

は
、
こ
の
新
し
い
手
段
に
公
衆
が
馴
れ
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
を
維
持
し
て
お
く
よ
う
に
の
ぞ
ん
だ
の
で
あ
る
。
ア
ト
ウ

ッ
ド
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
よ
る
貸
付
と
、
政
府
に
よ
る
地
主
や
資
本
家
へ
の
貸
付
、
国
債
の
購
入
を
区
別
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
銀
行
に
よ
る
貸
付
が
低
利
子
で
長
期
間
な
さ
れ
れ
ば
の
ぞ
ま
し
い
が
、
最
善
の
、
そ
し
て
最
も
早
い
解
決
策
は
直
接
的
政
府
貸
付

で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
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四
、
雇
傭
と
物
価
の
問
題

　
当
時
の
英
国
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
価
格
と
雇
傭
の
変
動
を
み
と
め
て
は
い
た
が
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
変
動
す
る
価
格
と
雇
傭
の

問
題
を
、
政
府
の
政
策
に
関
連
せ
し
め
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
働
く
事
の
出
来
な
い
貧
し
い
人
々
と
働
く
事
の
出
来
る
貧
し
い
人
々
と
を
分
け
て
考
え
、
後
者
は
雇
傭
さ
れ
る

権
利
を
も
っ
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
。
彼
は
、
ま
た
摩
擦
的
失
業
と
一
般
的
失
業
の
二
つ
に
区
別
し
、
一
般
的
失
業
は
、
貨
幣
制

度
の
誤
っ
た
運
営
の
結
果
で
あ
り
、
「
労
働
の
供
給
よ
り
、
よ
り
多
い
労
働
の
需
要
を
つ
く
る
に
充
分
な
」
貨
幣
を
流
通
せ
し
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
ヽ
こ
の
失
業
を
な
く
す
こ
と
が
出
来
る
と
主
張
し
た
・
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
変
動
す
る
社
会
で
、
労
働
の
一
般
的

需
要
を
充
分
維
持
す
る
こ
と
だ
け
で
は
失
業
を
さ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
も
み
と
め
て
い
た
。
摩
擦
的
失
業
を
と
る
に
足
ら
な

い
問
題
と
し
な
が
ら
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
本
人
の
失
敗
か
ら
で
な
く
一
時
的
に
失
業
し
た
人
々
を
保
護
す
る
方
法
を
提
案
し
た
。
何

ら
か
の
公
共
施
設
を
設
け
、
以
前
の
賃
金
の
％
で
仕
事
を
見
つ
け
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
に
し
、
そ
の
施
設
で
生
産
さ
れ
た
財
貨
は

公
衆
に
売
却
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
結
果
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
一
八
一
八
年
に
実
施
さ
れ
た
英
国
の
救
貧
法
の
大
き
な
変
更
を

提
案
す
る
こ
と
に
な
り
、
次
の
三
点
を
批
判
し
て
い
る
。
第
一
に
、
救
貧
法
に
は
、
雇
傭
し
得
な
い
も
の
と
、
能
力
あ
っ
て
失
業
す
る

も
の
と
の
区
別
が
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
外
部
か
ら
の
救
済
が
必
要
な
こ
と
、
第
三
に
生
産
の
た
め
の
救
貧
院
の
利
用
不
全
に
つ
い

て
意
見
を
の
べ
た
。
そ
し
て
、
も
し
こ
う
し
た
公
共
施
設
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
申
込
者
は
、
道
路
や
教
会
の
建
設
に
従

事
出
来
る
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
、
よ
り
重
大
な
こ
と
は
一
般
的
失
業
の
問
題
で
あ
っ
た
。
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ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
最
初
に
通
貨
の
増
大
が
あ
り
、
そ
の
結
果
支
出
の
増
大
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
乗
数
過
程
で
は
、
そ
の
結
果
、
支

出
の
二
次
的
増
大
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
う
企
業
の
拡
大
は
、
物
価
と
賃
金
を
高
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
雇
傭
と
産
出
高
の
増
大
を
み

ち
び
く
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
修
正
さ
れ
た
貨
幣
数
量
説
、
す
な
わ
ち
貨
幣
供
給
が
物
価

と
雇
傭
に
影
響
す
る
と
い
う
意
見
と
一
致
さ
れ
う
る
し
、
あ
る
い
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
乗
数
分
析
と
一
致
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
こ
の
よ
う
に
、
雇
傭
と
価
格
の
安
定
水
準
を
貨
幣
供
給
に
関
連
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
価
格
理
論
に
お
け
る
需
要
と
供
給
の
問
題
が
通
貨
事
情
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
理
論
的
に
、
充
分
に
、
そ
し
て
は
じ
め
て
説

明
し
た
も
の
は
、
マ
ル
サ
ス
で
な
く
て
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
財
貨
の
供
給
は
、
貨
幣
の
需
要
で
あ
り
、
貨

幣
の
供
給
は
財
貨
に
対
す
る
需
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
商
品
価
格
は
、
貨
幣
の
需
要
の
割
合
に
多
分
に
依
存
し
て
い
る
。
流
通
市
場

の
貨
幣
量
の
減
少
は
、
必
然
的
に
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
貨
幣
価
格
を
低
下
さ
せ
る
。
需
給
の
相
対
的
割
合
に
何
の
変
化
も
な
し
に
、
価

格
の
減
退
し
う
る
商
品
は
な
い
。
貨
幣
の
不
足
は
、
財
貨
の
豊
富
と
な
り
、
貨
幣
量
が
増
大
す
れ
ば
、
財
貨
は
、
不
足
す
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
の
が
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
主
旨
で
あ
っ
た
。

　
物
価
の
騰
貴
は
完
金
原
傭
に
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
完
全
雇
傭
維
持
の
指
針
と
し
て
、
貨
幣
当
局
が
用
い
得
る
所
の
基
準
を
発

見
す
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
当
時
の
雇
傭
統
計
は
役
に
立
だ
な
か
っ
た
し
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
利
用

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
彼
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
価
格
基
準
、
す
な
わ
ち
小
麦
価
格
と
か
農
業
労
働
者
の
価
格
と
か
、
市

場
利
子
率
等
を
そ
の
指
針
と
し
て
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
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五
、
紙
幣
本
位
制
度

　
正
貨
支
払
停
止
の
弁
護
者
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
外
国
送
金
の
多
い
戦
争
中
だ
け
で
も
、
紙
幣
本
位
制
度
が
の
ぞ
ま
し
い
と
主
張

し
た
。
反
地
金
論
者
た
ち
の
多
く
は
、
国
際
的
な
紛
糾
と
関
係
の
な
い
通
貨
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
国
は
戦
争
か
ら
多
分
に
利

益
を
得
た
と
主
張
し
、
そ
れ
故
、
正
貨
支
払
停
止
は
、
経
費
の
か
か
る
戦
争
と
い
う
事
情
の
下
で
、
弧
立
し
た
通
貨
の
利
益
を
英
国

に
あ
た
え
た
と
い
う
。

　
戦
争
継
続
中
は
、
銀
行
制
限
の
支
持
者
の
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
紙
幣
本
位
制
度
を
、
た
だ
緊
急
方
策
と
し
て
の
み
提
唱
し
た
が
、

そ
れ
を
永
久
的
な
制
度
と
し
て
主
張
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
争
が
終
了
し
、
特
に
現
金
支
払
の
再
開

が
物
価
の
激
し
い
下
落
を
伴
う
と
、
紙
幣
本
位
制
度
の
提
唱
者
た
ち
は
、
か
な
り
多
数
と
な
り
、
一
八
三
〇
年
前
に
、
そ
れ
ら
の
人

々
は
安
定
し
た
紙
幣
本
位
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
安
定
し
た
紙
幣
通
貨
に
対
し
て
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
真
の
目
的
は
、
通
貨
が
い
か
に
増

大
し
、
価
格
が
い
か
に
騰
貴
し
て
も
、
完
全
雇
傭
を
も
た
ら
す
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
物
価
の
下
落
は
、
不
換
紙
幣
に
頼
る
以
外
に
は
、
さ
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
深
刻
な
幣
害
で
あ
る
と
深
く
信
じ
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て
い
た
。
従
っ
て
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
政
府
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
不
換
紙
幣
通
貨
を
推
奨
し
、
政
府
に
よ
る
、
公
開
市
場
で
の
証

券
の
売
買
に
よ
っ
て
、
そ
の
量
は
規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
彼
は
通
貨
安
定
の
た
め
の
基
準
と
し
て
、
前
述

の
如
く
、
小
麦
価
格
、
利
子
率
、
農
業
労
働
賃
金
等
の
上
昇
、
下
落
を
指
摘
し
た
・
も
し
も
、
労
働
賃
金
が
安
定
の
基
準
と
し
て
用

い
ら
れ
れ
ば
、
通
貨
量
と
賃
金
の
変
化
に
は
、
当
然
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
と
し
、
賃
金
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
市
場
利
子
率
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
ま
た
、
金
本
位
制
は
、
完
全
雇
傭
に
た
い
す
る
彼
の
計
画
と
矛
盾
し
て
い
た
と
の
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
完

全
雇
傭
は
、
全
一
オ
ン
ス
に
つ
き
、
三
ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
グ
一
〇
掻
。
ヘ
ン
ス
の
旧
本
位
で
受
け
取
ら
れ
た
な
ら
ば
到
達
さ
れ
る
。

物
価
の
騰
貴
は
輸
出
を
減
少
し
、
輸
入
の
増
大
、
金
の
損
失
等
に
導
く
と
い
う
伝
統
的
意
見
を
も
受
け
入
れ
た
旧
金
本
位
制
は
、
正

に
非
難
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
金
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
銀
行
券
発
行
を
制
限
さ
れ
、
物
価
は
下
落
さ
せ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
金
本
位
制
の
下
で
は
、
第
一
に
、
金
貨
の
直
接
的
損
失
、
第
二
に
は
、
金
の
流
出
入
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
致
策
に
お
よ
ぼ
す
影
響
等
、
無
計
画
な
変
動
が
生
じ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
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六
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
と
過
少
消
費
説

　
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
は
「
過
少
消
費
」
の
問
題
の
政
策
的
解
明
に
、
も
っ
と
も
よ
く
貢
献
し
た
経
済
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
も
し

も
、
わ
れ
わ
れ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
意
味
し
た
挑
戦
を
と
り
あ
げ
、
い
か
に
過
少
消
費
説
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時
に
一
掃
さ
れ
た
か

を
説
明
せ
よ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
解
答
の
一
部
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
八
一
五
年
以
後
、
戦
後
の
不
況
が
英
国
を
お
そ
っ
た
時
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
地
方
銀
行
家
が
信
用
を
縮
少
し
た
た
め
で
あ
る

と
し
た
。
こ
う
し
た
批
難
に
対
し
て
、
仲
間
の
銀
行
家
を
弁
護
す
る
た
め
に
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
ト
ー
マ
ス
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
起
ち

上
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
一
六
年
の
彼
の
最
初
の
著
書
に
お
い
て
「
不
況
は
、
政
府
需
要
の
停
止
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
課
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
人

々
に
よ
っ
て
貯
蔵
さ
れ
た
貨
幣
の
多
く
を
消
費
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
物
価
の
継
続
的
下
落
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
物
価
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

銀
行
券
の
直
接
的
貸
付
に
よ
っ
て
、
回
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
見
解
は
、
マ
ル
サ
ス
の
そ
れ
と
非
常
に
似
て
い
た
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
人
口
理
論
の

説
教
者
で
も
あ
り
、
土
地
制
度
に
も
と
づ
い
た
階
級
制
度
の
英
国
に
対
す
る
信
者
で
も
あ
り
、
非
生
産
的
消
費
者
と
い
う
マ
ル
サ
ス

の
概
念
の
同
調
者
で
も
あ
っ
た
。
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
の
人
々
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
派
の
好
ん
だ
長
期
的
効
果
に
多
く
を
期
待
す
る
こ

と
に
満
足
出
来
な
か
っ
た
。
彼
等
は
、
経
験
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
鋳
貨
熔
解
、
板
金
の
製
造
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
工
業
の
主
要
産

業
で
も
あ
っ
た
た
め
、
彼
等
は
、
金
匠
や
銀
匠
の
行
動
が
金
属
通
貨
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
等
は
、

リ
カ
ァ
ド
オ
学
派
の
よ
う
に
、
金
属
本
位
に
対
す
る
盲
目
的
信
仰
な
ど
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
貨
幣
政
策
に
よ
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っ
て
国
家
の
を
病
を
治
そ
う
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
リ
カ
ァ
ド
オ
や
地
金
委
員
会
の
反
対
者
と
折
紙
を
つ
け
ら
れ
た
時
か

ら
、
彼
等
は
、
完
全
雇
傭
の
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
等
は
、
ま
た
、
セ
エ
イ
（
J
.
吻
･
汐
y
）
や
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ミ
ル
（
J
Q
m
e
s

M
i
l
l
)
の
側
に
た
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
点
が
あ
る
。
例
え
ば
「
一
般
に
い
か
な
る
商
品
に
も
過
剰
生
産
は
起
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
一
人
の
人
の
生
産
は
、
他
の
人

の
消
費
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
、
セ
エ
イ
を
思
わ
せ
る
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
一
方
の
手
を

古
典
派
に
ゆ
だ
ね
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ
れ
を
と
り
も
ど
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
一
農
夫
の
例
を
引
い
て
、
彼

の
生
産
物
販
売
か
ら
の
所
得
は
、
地
代
、
税
金
、
賃
金
、
純
所
得
の
四
つ
の
方
向
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
地
代
、
税
金
は
、
契

約
や
法
律
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
価
格
の
下
落
は
、
賃
金
や
純
所
得
に
影
響
し
、
究
極
的
に
は
、
一
般
的
過
少
消
費
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
の
べ
て
い
る
。

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
前
述
の
如
く
、
物
価
が
徐
々
に
、
永
久
的
に
騰
貴
す
る
状
態
を
良
し
と
し
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
上
昇
す
る
物

価
は
、
新
し
い
生
産
過
程
に
入
る
信
認
を
つ
く
り
、
意
慾
を
つ
く
る
と
の
べ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
段
階
は
、
金
と
の
リ
ン
ク

を
破
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
行
う
法
的
手
段
は
、
新
銀
行
制
限
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
変
更
に
は
、
心
理
的
な
も
の
も

必
要
で
あ
り
、
金
を
基
礎
と
す
る
古
い
考
え
方
を
打
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
貨
幣
当
局
は
、
不
換
紙
幣
の
恩
恵

を
充
分
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
局
は
、
現
代
の
理
論
家
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
問
題
に
直
面
す

る
。
一
つ
は
、
既
存
の
貨
幣
政
策
の
何
等
か
の
変
化
に
よ
っ
て
、
経
済
が
水
準
以
下
に
落
ち
た
時
、
い
か
に
し
て
経
済
に
完
全
雇
傭

を
も
た
ら
す
か
。
第
二
に
、
既
存
の
貨
幣
制
度
を
、
完
全
雇
傭
で
水
平
に
保
つ
に
は
、
い
か
に
し
た
ら
よ
い
か
、
第
一
の
問
題
に
対

し
て
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
は
、
貨
幣
の
増
大
は
、
遊
休
資
源
の
使
用
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
実
物
資
源
の
管
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理
を
企
業
家
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
な
調
整
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
時
に
よ
っ
て
は
、
企
業
家
の
悲
観
主
義
が
、
彼

等
の
反
応
を
な
く
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
時
は
、
地
主
へ
の
貸
付
と
い
う
い
わ
ゆ
る
呼
び
水
政
策
に
よ
っ
て
消
費
に
刺
戟

を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
貨
幣
の
増
大
が
不
適
当
で
あ
る
と
い

う
他
の
事
情
も
み
と
め
て
は
い
た
。
例
え
ば
、
殼
物
の
よ
う
に
、
供
給
の
非
弾
力
性
が
非
常
に
大
き
い
財
貨
も
あ
る
。
不
作
の
連
続

し
た
後
、
通
貨
を
増
大
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
欠
乏
の
困
難
を
増
大
さ
せ
る
事
に
も
な
ろ
う
。

　
次
に
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
の
思
想
の
中
で
重
要
な
こ
と
を
補
足
す
る
と
、
完
全
雇
傭
政
策
の
国
際
均
衡
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
あ

ま
り
重
要
視
せ
ず
、
国
内
需
要
の
維
持
、
す
な
わ
ち
国
内
均
衡
の
達
成
を
重
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
際
貿
易
に
お
よ
ぼ
す
デ
ラ
レ

効
果
を
批
難
し
、
デ
フ
レ
政
策
に
よ
る
実
質
賃
金
の
切
り
下
げ
は
、
総
需
要
の
総
体
的
減
少
と
な
り
、
輸
入
を
減
少
し
、
相
手
国
を

窮
乏
国
に
す

び
。
そ
し
て
英
国
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他
国
の
逆
調
を
意
味
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ

ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
が
英
国
の
り
ー
ド
に
よ
っ
て
順
次
イ
ン
フ
レ
化
し
て
行
く
と
し
、
世
界
経
済
に
お
け
る
英
国
の

地
位
を
盲
信
し
す
ぎ
た
点
は
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
地
方
銀
行
家
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
学

派
と
い
う
新
学
派
が
、
企
業
家
や
一
般
人
の
心
理
的
側
面
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
怒
り
を
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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七
、
む
　
す
　
び

　
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
経
済
変
動
の
理
論
は
、
貨
幣
理
論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
Ｒ
・
Ｇ
・
ホ
ー
ト
レ
ェ
イ
{
}
″
･
G
･

H
a
w
t
r
e
y
）
の
よ
う
な
経
済
学
者
た
ち
と
共
通
点
を
も
ち
、
貨
幣
の
役
割
に
あ
ま
り
注
目
し
な
か
っ
た
人
々
と
区
別
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
貨
幣
理
論
で
は
、
利
子
率
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
、
利
子
率
の
影
響
と
、
信
用
の
ア
ヴ
ェ

イ
ラ
ビ
イ
リ
テ
ィ
の
影
響
と
の
間
の
区
別
が
、
現
代
の
文
献
ほ
ど
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ト
レ
ェ
イ
に
お
け
る

よ
う
に
、
拡
大
、
収
縮
の
激
し
さ
を
強
め
る
在
庫
投
資
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
政
策
に
関
す
る
限
り
は
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
多
分
他
の
誰
よ
り
も
、
Ｊ
・
Ｍ
　
ケ
イ
ン
ズ
(
J
.
M
.

K
e
y
n
e
s
)
の
追
従
者
と
共
通

性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
顕
著
な
点
は
、
完
全
雇
傭
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
以
下
の
点
で
、
ケ
イ
ン
ズ
の
見
解
と
も

ち
が
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
追
従
者
よ
り
も
、
貨
幣
政
策
の
効
力
に
つ
い
て
楽
天
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
彼
の
時
代
の
経
済
が
、
貨
幣
政
策
に
よ
り
敏
感
に
反
応
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
彼
は
同
時
代
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
政
府
支

出
が
、
雇
傭
と
物
価
水
準
に
対
し
て
主
要
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
相
違
は
、

雇
傭
統
計
の
欠
除
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
の
代
り
、
彼
は
、
基
準
と
し
て
、
小
麦
価
格
、
農
業
賃
金
、
市
場
利
子
率
等
を
示
し
た
。

国
内
均
衡
達
成
と
固
定
為
替
相
場
の
論
争
に
対
す
る
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
態
度
は
、
現
代
の
あ
る
意
見
に
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
金
の

兌
換
性
は
、
こ
れ
が
た
と
え
あ
ら
ゆ
る
国
際
貿
易
の
中
止
を
意
味
し
た
と
し
て
も
、
不
安
な
く
ぎ
せ
い
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
兌
換
停
止
の
時
期
に
金
の
均
衡
価
格
を
発
見
し
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
す
な
わ
ち
、
完
全
雇
傭
と
両
立
す
る
金
の
均
衡
価
格

の
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
、
一
九
四
〇
年
代
の
議
論
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
為
替
相
場

232



は
変
動
す
る
ま
ま
に
せ
よ
と
い
う
ア
ト
ワ
ッ
ド
の
考
え
方
も
今
日
。
な
お
論
争
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
リ
カ
ァ
ド
オ
派
に
と
っ
て
、
通
貨
の
分
野
で
自
動
作
用
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
彼
等
の
思
想
の
全
体
系
か
ら
、
く
さ
び
を
ひ
き
ぬ

く
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
派
の
こ
の
強
調
は
、
現
実
的
で

な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
と
マ
ル
サ
ス
の
見
解
は
、
前
提
と
原
理
に
関
し
て
は
、
新
古
典
学
派
と
た
も
と
を
分
っ
た
が
、
両
者
は
決
し

て
結
ば
れ
な
か
っ
た
。
マ
ル
サ
ス
の
側
で
は
、
貨
幣
的
解
決
に
た
い
し
て
不
信
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
貨
幣
的
武
器
の
政
策
的

潜
在
力
を
お
そ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ア
ト
ウ
ッ
ド
も
、
「
政
治
的
」
貨
幣
制
度
の
危
険
に
つ
い
て
気
づ
い
て

は
い
た
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
大
き
な
政
治
の
道
具
と
な
る
よ
う
な
協
定
に
は
、
す
べ
て
反
対
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
側
で
は
、
人
口
論
を
放
棄
し
て
い
る
。
彼
の
理
論
が
展
開
す
る
に
つ
れ
、
ま
た
、
彼
が
多
数
の
労
働
者

や
職
人
の
前
で
議
論
す
る
時
、
人
口
論
を
支
持
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
サ
ス
は
、
失
業
は
、
労
働
者
に
よ
る
多
産
の
た

め
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
同
時
に
、
失
業
は
、
一
般
的
供
給
過
剰
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
矛
盾
の
罪
を
犯
し
て
い
た
と
い
え
よ

　
も
し
も
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
が
、
彼
の
主
張
に
も
と
づ
い
て
、
持
続
的
に
以
上
の
問
題
を
考
え
ぬ
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
ケ

イ
ン
ズ
の
え
が
い
た
も
が
き
に
成
功
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
全
体
と
し
て
の
産
出
高
の
理
論
に
な
る
べ
く
貨
幣
理
論
を
押
し

も
ど
す
苦
心
に
成
功
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
政
府
の
肩
に
、
完
全
雇
傭
維
持
の
責
任
を
真
正
面
か
ら
負
わ
せ
た
の
は
、
ア
ト
ウ

ッ
ド
で
あ
っ
た
が
、
経
済
学
者
と
し
て
は
、
彼
は
、
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
も
し
も
、
ア
ト
ウ
ッ
ド
が
、
政
治
的
短
命

か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
彼
は
経
済
政
策
を
新
し
い
方
向
へ
と
向
け
た
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ト
ウ
ッ
ド
は
、
彼
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の
時
代
の
経
済
学
の
中
に
い
た
よ
り
は
、
現
代
の
経
済
学
の
中
に
あ
っ
た
方
が
、
ず
っ
と
居
心
地
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
　
　
　
附
記
　
本
稿
作
成
に
当
り
、
メ
ン
ガ
ー
文
庫
閲
覧
の
御
便
宜
を
計
っ
て
下
さ
っ
た
一
橋
大
学
図
書
館
職
員
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
五
・
二
・
二
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