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一
九
批
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
信
用
制
度
の
発
逹
は
、
銀
行
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、

制
度
の
頂
点
に
た
ち
、
「
信
用
の
最
終
的
拠
点
」
た
る
地
位
に
た
っ
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
へ
の
発
券
集
中
、
株
式
銀
行
の
預

金
銀
行
へ
の
転
化
と
い
う
銀
行
業
務
の
制
度
的
分
化
で
あ
り
、
ま
た
通
貨
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
が
国

内
流
通
に
お
い
て
、
従
来
金
属
鋳
貨
が
機
能
し
て
い
た
一
般
流
通
で
そ
れ
に
代
替
し
、
機
能
す
る
と
い
う
「
新
し
い
機
能
」
を
取
得
し

(Cf., J
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)、
盗
〈
本
忘
叫
痒
〗
の
な
ク
野
で
は
僻
土
米
か
ら
の
芦
回
辛
〖
的
居

2
用
手
段
の
流
通

が
さ
ら
に
高
ま
る
と
と
も
に
、
新
た
に
預
金
銀
行
の
創
出
す
る
預
金
貨
幣
が
主
要
な
流
通
用
具
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
高
め
て
く
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
さ
き
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
は
、
こ
れ
ら
信
用
的
手
段
の
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
り
、
諸
銀

行
の
支
払
準
備
機
詫
は
金
属
鋳
貨
で
は
な
し
に
同
銀
行
券
に
よ
っ
て
呆
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
こ
の
時
代
の
信
用
制
度
の
発
逹

は
、
産
業
革
命
の
進
展
、
国
内
市
場
の
拡
大
、
統
一
に
と
も
な
う
国
民
的
通
貨
の
単
一
性
の
要
請
l

そ
れ
は
理
論
的
に
は
一
般
的
等
価
の

一
元
性
に
由
来
す
る
ー
を
漸
次
実
躙
す
る
過
稲
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

的
流
通
に
お
け
る
一
般
的
流
通
・
支
払
手
段
1
1
「
現
金
」
と
し
て
の
機
能
を
取
得
す
る
に
い
た
る
こ
と
に
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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に
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ト
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ン
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通
貨
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そ
し
て
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
が
国
民

個
人
、

町

一
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に
は
す
で
に
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内
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行
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増
加
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
を
と
き
、

に
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
さ
い
供
給
さ
れ
る
「
現
金
」
は
、

そ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
信
用
貨
幣
の
回
収
で
は
な
し
に

「
現
金
」

1
1
支
払
手
段
の
供
給
者
た
る
地
位

第
二
十
七
巻

一
八
世
紀
末
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
同
銀
行
券
の
正
貨
支
払
い
を
停
止
し
た
「
銀
行
制
限
条
例
」
（
一
七
九
七
年
）
以
前
、
す
で
に
同
行

は
「
信
用
の
最
終
的
拠
点
」
で
あ
り
、
恐
慌
の
さ
い
の
国
内
の
信
用
連
鎖
の
中
断
か
ら
生
じ
る

同
銀
行
券
の
流
通
領
城
の
ロ
ン
ド
ン
周
辺
へ
の
局
限
性
の
た
め
、
金
属
鋳
貨
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

(
w
.
H
.
B
・
コ
ー
ト
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史
」
矢
ロ
・
荒
井
・
天
川
訳
―

l

ニ
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
供
給
さ
れ
る

「
現
金
」
が
金
属
鋳
貨
で
あ
る
状
態
か
ら
同
行
の
自
己
発
行
券
へ
の
移
行
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
中
央
銀
行
化
の
程
度
を
み
る
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
中
央
銀
行
化
は
同
行
が
流
通
界
の
「
現
金
」
需
要
を
充
足
す
る
よ
う
な
地
位
を
銀
行
制
度
の
な
か
で
占
め
る
よ
う

に
な
る
ー
|
！
そ
の
供
給
す
る
「
現
金
」
が
金
属
鋳
貨
で
あ
っ
て
も
よ
い
ー
ー
ー
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
そ
れ
が
同
行
の
金
属
準
備
か
ら
の
金

属
鋳
貨
に
よ
っ
て
で
ほ
な
し
に
自
己
の
銀
行
券
に
よ
っ
て
充
足
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
段
階
に
到
達
す
る
と
い
っ
て
差
支

え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
態
は
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
的
近
代
信
用
制
度
の
発
達
を
示
す
―
つ
の
道
標
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

マ
ル
ク
ス
が
国
内
貨
幣
恐
慌
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
行
動
に
関
連
し
て
、

を
必
要
と
し
な
い
…
…
」
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向
坂
訳
田
三
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三
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
さ
い
の
、

組
織
化
」
と
は
右
の
よ
う
な
近
代
信
用
制
度
の
確
立
、
そ
の
軸
点
と
し
て
の
中
央
銀
行
化
の
完
成
、
同
銀
行
券
の
「
現
金
」
化
を
指
し
て
い

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
国
民
的
流
通
で
の
金
属
貨
幣
の
不
要
化
と
い
う
結
論
は
、
直
接
に
は
信
用
制
度
の
発
達
に
と

も
な
う
国
民
的
（
国
内
）
貨
幣
金
属
の
節
約
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
「
組
織
化
ー
国
内
貨
幣

金
属
の
節
約
を
結
果
す
る
近
代
信
用
制
度
の
国
民
的
領
城
で
の
確
立
は
、
一
面
で
は
世
界
市
場
で
の
批
界
貨
幣
ー
ー
ー
一
般
的
等
価
物
の
歴
史

こ
の
よ
う
な
独
自
化
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
国
家

続
い
て
「
国
内
の
生
産
が
組
織
化
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
L

、
「
国
内
で
は
今
日
な
ん
ら
の
金
属
貨
幣

「
国
内
の
生
産
の

的
実
在
ー
~
に
た
い
す
る
国
民
的
通
貨
の
独
自
化
が
よ
り
高
度
に
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。

ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論
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四
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ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
適
貨
論

の
生
成
、
そ
の
領
域
内
に
お
け
る
法
制
的
措
置
に
も
と
づ
く
価
格
の
尺
度
棟
準
の
確
定
、
そ
れ
に
し
た
が
う
鋳
貨
鋳
造
制
度
に
端
を
発
し
、

右
の
中
央
銀
行
信
用
貨
幣
を
基
底
と
し
て
1

そ
れ
を
支
払
手
段
と
し
て
|
l
ー
成
立
す
る
諸
々
の
信
用
貨
幣
（
広
義
の
）
流
通
の
段
階
に
一

璽
向
度
化
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
他
面
で
は
商
品
流
通
が
普
遍
的
に
泄
昇
市
場
流
通
と
し
て
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
匡
民
的
通
貨
の
独
自
化
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、

に
対
応
し
て
信
用
制
度
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
独
自
化
が
高
度
と
な
っ
た
国
民
的
通
貨
ー
~
中
央
銀
行
券
ー
の
批
昇
貨
幣
へ
の
円
滑
な
転

換
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

に
お
い
て
、
貨
幣
1
1
一
般
的
等
価
物
に
内
包
さ
れ
、
統
一
さ
れ
て
い
る
諸
規
定
の
う
ち
の
流
通
手
段
機
能
が
形
態
的
に
自
立
化
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
右
の
転
換
（
兌
換
）
は
貨
幣
諸
規
定
の
再
統
一
を
確
保
す
る
制
度
的
保
証
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
央
銀
行
制
度
は

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
貨
幣
制
度
と
信
用
制
度
の
結
接
点
で
あ
る
。

第
四
号

券
の
兌
換
性
高
闘
の
意
義
な
ら
び
に
金
属
準
備
の
防
衛
の
問
題
も
右
の
視
角
か
ら
取
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

界
貨
幣
と
の
関
連
に
お
け
る
国
民
的
貨
幣
制
度
の
問
題
で
あ
る
。

二
五 す

な
わ
ち
批
界
市
場
、
批

か
く
し
て
右
の
よ
う
な
視
角
か
ら
の
一
応
の
帰
結
と
し
て
一
九
批
紀
イ
ギ
lJ
ス
貨
幣
・
信
用
制
度
の
問
題
の
焦
点
を

銀
行
券
の
国
民
的
流
通
で
の
「
躙
金
」
化
、

□

そ
れ
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
国
民
的
通
貨
の
批
昇
貨
幣
か
ら
の
相
対
的
独
自
化
の
高
度
化
、

他
方
で
は
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
資
本
制
的
基
盤
の
確
立
に
よ
る
そ
れ
を
中
心
と
す
る
批
界
市
場
の
展
開
ー
ー
ー
商
品
流
通
の
世
界
市
場
流
通
と
し

て
の
普
遍
的
性
格
の
強
ま
り
ー
の
結
呆
生
起
し
た
批
界
貨
幣
と
の
関
連
で
の
国
民
的
貨
幣
・
信
用
制
度
と
い
う
点
に
絞
り
た
い
。
こ
の
よ

う
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
は
中
央
銀
行
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ラ
ン
ド
銀
行
を
信
用
制
度
と
し
て
だ
け
で
は
な
し
に
さ
ら
に
貨
幣
制
度
的
視
角
か

ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と

H
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

こ
の
よ
う
な
視
角
に
た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
百
（
さ
ら
に
銀
行
制
度
全
般
）
の

第
二
十
七
巻

周
知
の
一
九
批
前
半
の
時
代
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

国
民
的
通
貨
の
独
自
化
と
は
国
民
的
流
通
の
領
域

国
民
的
流
通
は



一
八
一
九
年
の
兌
換
再
開
条
例

ル
条
例
制
定
に
い
た
る
法
制
的
諸
措
置
は
、
迂
余
曲
折
は
あ
る
が
、
発
券
業
務
と
預
金
業
務
の
制
度
的
分
化
を
促
進
し
、
発
券
集
中
へ
導

き
、
さ
ら
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
へ
の
法
貨
規
定
の
賦
与
に
よ
っ
て
そ
の
「
現
金
」
化
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
制

度
へ
の
千
渉
規
制
と
い
う
か
た
ち
で
ー
—
ー
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
か
た
ち
で
し
か
行
な
わ
れ
え
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
—
ー
＇
批
界
市
場
貨
幣
に

た
い
す
る
国
民
的
貨
幣
制
度
の
安
定
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

国
内
貨
幣
恐
慌
対
策
で
あ
り
、
後
者
は
国
際
的
貨
幣
恐
慌
対
策
で
あ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
歴
史
の
推
移
を
み
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
銀
行
制
度
を
め
ぐ
る
論
争
も
単
に
信
用
論
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
基
底
に
あ
る
貨
幣
論
的
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
問
題
意
識
で
さ
え
と
ら
え
え
ず
、
包
括
的
に
全
体
と
し
て

理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
論
で
対
象
と
す
る
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
理
論
、
政
策
体
系
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
模
度
な
ま

で
の
貨
幣
論
的
視
角
へ
の
傾
斜
で
あ
る
ー
|
'
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
銀
行
主
義
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
に
み
え
る
ほ
ど
の
信
用
論
の
不
毛
も

生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
し
た
が
っ
て
理
論
上
の
問
題
と
し
て
は
、
彼
の
通
貨
1
1
「
現
金
」
規
定
|
|
令

i

属
鋳
貨
と
そ
れ
の
代
理
物

（
彼
の
規
定
で
は
金
証
券

certificate)
た
る
銀
行
券
の
み
を
通
貨
と
し
、
後
者
を
そ
れ
以
外
の
信
用
的
諸
手
段
か
ら
本
質
、
機
能
の
点

か
ら
区
別
す
る
ー
ー
か
ら
始
め
て
、
通
貨
と
信
用
の
流
通
に
た
い
す
る
作
用
様
式
、
銀
行
業
の
規
定
な
ど
を
分
析
す
る

何
故
に
彼
が
遥
貨
|
|
銀
行
券
ー
の
み
を
統
制
の
対
象
と
し
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
）
。

論
と
し
て
は
一
方
で
は
貴
金
属
の
国
際
的
均
衡
配
分
論
を
と
り
、
し
た
が
っ
て
国
内
の
正
常
な
通
貨
水
準
と
対
外
的
な
均
衡
（
対
外
為
替
相

場
の
金
平
価
へ
の
一
致
と
金
流
出
入
の
停
止
）
ー
い
わ
ゆ
る
「
国
内
均
衡
」
と
「
国
際
均
衡
」
|
ー
が
同
時
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
調
和

(
R
e
s
u
m
p
t
i
o
n
 A
c
t
)
 
Ll. 
始
ま
り
、

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

ま
た
政
策
論
上
の
問
題
と
し
て
は
、

彼
が
理

（
こ
れ
に
関
連
し
て

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
前
者
は
恐
慌
に
お
け
る

一
八
二
六
年
、
三
三
年
の
銀
行
条
例
を
経
て
、

第
二
十
七
巻

制
度
的
改
革
な
ら
び
に
政
策
を
も
十
分
に
理
解
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
号

二
六

四
四
年
の
ピ
ー



ま
ず
ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
貨
幣
（
通
貨
）
規
定
、
銀
行
券
の
み
を
通
貨
と
し
て
鋳
貨
と
同
じ
範
疇
に
お
い
て
と
ら
え
、

諸
形
態
」

(
v
a
r
i
o
u
s
f
o
r
m
s
 o
f
 
credit)
ー
商
業
手
形
、
小
切
手
（
預
金
）
ー
か
ら
区
別
す
る
根
拠
を
本
質
と
機
能
の
面
か
ら
考
察

し
よ
う
。
彼
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
な
証
言
を
行
な
っ
て
い
る
。

「
二
六
六
三
号
。
な
ぜ
貴
方
は
頸
金
を
通
貨
(
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
)

の
定
義
の
う
ち
に
含
め
な
い
の
か
ー
—
l

そ
の
質
問
に
お
答
え
す
る
た
め

に
は
、
乱
は
最
初
の
諸
原
理
ま
で
立
戻
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
貴
金
属
は
特
殊
な
諸
法
則
の
作
用
に
よ
っ
て
祉
界
の

異
な
っ
た
国
々
に
配
分
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
法
則
は
す
で
に
研
究
さ
れ
、
い
ま
で
は
十
分
承
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
諸
法
則
が
各
国

、
、
、
、

に
貴
金
属
の
一
定
部
分
を
割
り
当
て
る
が
、
そ
の
部
分
は
他
の
事
情
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
り
で
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
貴
金
属
は
、

(

1

)

 

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

通

貨

ー
—
分

類

規

と

信

定

l 用

的
な
思
考
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
問
題
意
識
の
出
発
点
は
両
者
の
不
一
致
、

内
貨
幣
恐
慌
緩
科
の
た
め
の
支
払
手
段
「
現
金
」
と
し
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
供
給
（
信
用
綬
和
）
と
金
流
出
の
防
止
、

換
性
に
た
い
す
る
信
頼
の
維
持
が
必
ず
し
も
両
立
し
う
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

に
お
い
て
後
者
の
優
先
的
確
保
を
主
張
し
た
こ
と
を
検
証
し
、
彼
の
提
起
し
た
問
題
は
、
世
界
市
場
、

制
度
の
維
持
者
と
し
て
の
中
央
銀
行
の
政
策
、
制
度
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
1
)
 

題
を
主
な
対
象
と
し
、
後
の
政
策
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
取
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

「
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
統
制
論
」
向
坂
逸
郎
教
授
退
官
記
念
論
文
集
『
経
済
学
研
究
』
第
二
十
六
巻
第
五
・
六
合
併
号
）

第
二
十
七
巻

第
四
号

二
七

他
の
「
信
用
の

本
稿
で
は
さ
き
の
浬
論
上
の
間

批
界
貨
幣
に
た
い
す
る
国
民
的
貨
幣

そ
し
て
環
実
の
政
策
と
し
て
は
前
者
の
犠
性

中
央
銀
行
政
策
の
点
か
ら
言
え
ば
国

同
銀
行
の
兌



び

と

の

あ

い

だ

で

も

、

ま

た

い

か

な

る

と

こ

ろ

で

も

、

た

め

の

一

般

的

交

換

媒

介

物

(
t
h
e

c
o
m
m
o
n
 m
e
d
i
u
m
 o
f
 e
x
c
h
a
n
g
e
)

と
な
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
そ
の
諸
機
能
を
無
限
に
継
続
し
て
果
す
と
い
う
特

~
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

質
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
預
金
も
為
替
手
形
も
な
ん
ら
そ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
の

量
は
各
国
に
お
け
る
貴
金
属
の
量
を
決
定
す
る
諸
法
則
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
価
値
の
一
般
的
尺
度
と

し
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
関
係
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
全
商
品
の
価
値
を
測
定
で
き
る
と
こ
ろ
の
標
準
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
は
な

い
。
次
に
、
そ
れ
ら
は
一
国
の
貨
幣
に
属
す
る
一
般
的
交
換
可
能
性

(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
a
b
i
l
i
t
y
)
を
有
し
て
い
な
い
。
」
(
E
v
i
d
e
n
c
e

o
n
 B
a
n
k
s
 of 
lssue, 
in 
1840, 
T
r
a
c
t
s
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 M
e
t
a
l
l
i
c
 
a
n
d
 P
a
p
e
r
 C
u
r
r
e
n
c
y
 `
 
b
y
 1
 ,
 he
 R
i
g
h
t
 H
o
n
.
 

O
v
e
r
s
t
o
n
e
,
 L
o
n
d
o
n
 M
D
C
C
C
L
 VII, 
pp.343 1
 344. 
傍
点
ー
引
用
者
。
以
下
の
引
用
で
は

T
r
a
c
t
s
と
略
す
）

右
に
引
用
し
た
証
言
は
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
貨
幣
（
通
貨
）
規
定
、

お
よ
び
銀
行
券
を
通
貨
の
う
ち
に
含
め
、

一
切
の
取
引
を
精
算
す
る

(
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
)
 

で
あ
り
、

第
二
十
七
巻

他
の
「
信
用
の
諸
形

L
o
r
d
 

オ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

鋳
貨
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
て
、
各
国
の
貨
幣
を
構
成
す
る
。
そ
の
鋳
貨
は
そ
の
ま
ま
流
通
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
高
度
に
発
達
し
た
諸
国
で

ほ
、
そ
れ
は
あ
る
租
度
ま
で
、
請
求
の
あ
り
次
第
持
参
人
に
鋳
貨
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
紙
券
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

紙
券
は
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
原
則
と
し
て
は
そ
の
増
加
は
等
量
の
鋳
貨
に
と
っ
て
代
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
紙
券

、
、
、
、
、

と
こ
ろ
で
こ
の
貨
幣
は
次
の

が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
金
属
鋳
貨
が
紙
券
と
一
緒
に
な
っ
て
そ
の
国
の
通
貨
を
構
成
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
う
な
幾
つ
か
の
際
立
っ
た
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
そ
の
量
が
貴
金
属
を
世
界
各
国
に
割
り
当
て
る
諸
法
則
に
よ
っ
て
決
定

他
の
全
商
品
の
価
値
の
一
般
的
尺
度

(
t
h
e

c
o
m
m
o
n
 m
e
a
s
u
r
e
 
o
f
 

さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
そ
れ
は
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、

t
h
e
 v
a
l
u
e
 o
f
 all 
o
t
h
e
r
 c
o
m
m
o
d
i
t
i
e
s
)
 

れ
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
が
履
行
さ
れ
る
標
準

(
s
t
a
n
d
a
r
d
)

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
と
き
に
も
、

そ
れ
と
関
係
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
値
が
確
定
さ

い
か
な
る
人

第
四
号

ニ
八



ォ

ゥ

バ

ァ

ス

ト

ー

ン

の

通

貨

論

態
」
を
そ
れ
か
ら
除
外
し
区
別
す
る
根
拠
を
ほ
ぼ
余
す
と
こ
ろ
な
く
つ
く
し
て
い
る
が
、

貨
幣
規
定
は
批
界
市
場
に
お
け
る
貴
金
属
の
機
能
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
さ
き
の
引
用
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
国
際
的
均
衡
配
分
」
法

則
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
一
八
五
七
年
の
証
言
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
諸
文
明
社
会
間
の
交
易
関
係
を
行
う
た
め

に
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
国
々
に
よ
っ
て
受
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
―
つ
の
一
般
的
等
価

(
s
o
m
e

o
n
e
 
u
n
i
v
e
r
s
a
l
 

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
)

が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
貴
金
属
は
そ
の
よ
う
な
特
質
に
お
い
て
受
取
ら
れ
、
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
」

(
T
h
e
 E
v
i
d
e
n
c
e
,
 
g
i
v
e
n
 b
y
 L
o
r
d
 
O
v
e
r
s
t
o
n
e
,
 
b
e
f
o
r
e
 t
h
e
 S
e
l
e
c
t
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
f
 
t
h
e
 H
o
u
s
e
 o
f
 
C
o
m
m
o
n
s
 o
f
 
1
8
5
7
,
 
o
n
 B
a
n
k
 A
c
t
,
 

w
i
t
h
 A
d
d
i
t
i
o
n
s
 `
 
L
o
n
d
o
n
 M
D
C
C
C
L
V
 III、
Q
.
3
8
1
9
,
 
p. 
8
8
.
 

以
下

E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
 1
8
5
7

と
略
す
）
音
で
金
属
が
ま
ず
背
盆
命
で
あ
る
の
は
世
界
市

場
l

ー
ー
国
際
間
の
取
引
ー
で
「
一
般
的
等
価
」
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
の
国
内
貨
幣
（
通
貨
）
の
叙
述
は
こ
の
世
界
市
場
に
お

順
序
と
し
て
各
国
に
お
け
る
貨
幣
1
1
貴
金
属
の
持
分
を
規
定
す
る
理
論
と
し
て
の
「
国
際
的
均
衡
配
分
」
理
論
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
「
正

常
な
状
態
で
は
」
一
国
の
持
分
は
貴
金
属
そ
れ
自
体
が
「
内
在
価
値

(
i
n
t
r
i
n
s
i
c
v
a
l
u
e
)
」
（
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 B
a
n
k
 o
f
 
Issue, 
i
n
 1
8
4
0
,
 Q
.
 

2
6
5
4
 `
 
T
r
a
c
t
s
,
 p
.
 
3
4
1
)
~
,
.
,
G
l

つ
こ
と
を
基
声
｛
と
し
、
夕
合
国

I
の
生
溢
力
の
相
対
的
状
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
C
f
·


E
v
i
d
e
n
c
e
 o
n
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 D
i
s
t
r
e
s
s
 
i
n
 1
8
4
8
,
 
Q
.
 1
5
8
3
,
 p
.
 
5
7
0
)

。

そ
の
国
の
貨
幣
（
通
貨
）
を
構
成
す
る
。

世
界
市
場
で
は
貨
幣
は
貴
金
属
の
地
金
形
態
で
あ
ら
わ
れ
る
の
に
た
い
し
て
国
内
流
通
で
は
「
貴
金
属
は
鋳
貨
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
て
」

こ
の
貴
金
属
ー
ー
地
金
|
ー
と
鋳
貨
の
区
別
は
貨
幣
の
機
能
の
相
違
に
も
と
づ
く
形
態
上
の
分
化

で
あ
り
、
貨
幣
1
1
貴
金
属
が
国
民
的
流
通
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
鋳
貨
形
態
を
と
る
に
す
ぎ
ず
、
貨
幣
の
諸
機
能
は
貨
幣
が
一
般
的
等
価

け
る
貴
金
属
1
1
貨
幣
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

考
察
を
加
え
て
い
こ
う
。

第
二
十
七
巻

第
四
号

二
九

な
お
他
の
個
所
の
叙
述
か
ら
若
干
補
足
し
な
が
ら



配
分
」
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
。

幣
の
諸
機
詣
を
、
貴
金
属
の
鋳
貨
へ
の
転
化
に
続
い
て
述
べ
、
し
た
が
っ
て
鋳
貨
の
行
な
う
機
能
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ら
彼
が
他
方
で
述
べ
て
い
る
貴
金
属
が
「
内
在
価
値
」
を
も
ち
、
批
界
市
場
で
「
一
般
的
等
価
」

ー
—
量
的
規
定
ー
ー
の
面
で
わ
ず
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
貨
幣
の
質
的
規
定
と
し
て
は
正
し
く
継
受
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
こ
と
は
「
一
般
的
等
価
」
の
内
容
を
な
す
「
一
般
的
交
換
可
能
性
」
が
鋳
貨
の
機
能
と
し
て
、

券
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
稀
釈
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
最
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
自
身
「
内
在
価
値
を
有
し
な
い
」
銀
行
券
が
、
鋳
貨
と
と
も
に
通
貨
を
構
成
す
る
と
さ
れ
、
商
業
手
形
や
預
金
な
ど
の

「
信
用
の
諸
形
態
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
原
則
と
し
て
紙
券
の
増
加
は
等
量
の
鋳
貨
の
代
替
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、

る
ー
ー
生
産
力
の
相
対
的
状
態
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

I
I
貴
金
属
量
に
一
致
す
る
こ
と
、

第
一
一
に
、
そ
れ
は
鋳
貨
と
と
も
に
、
そ
し
て
同
様
に
継
続
流
通
し
て
貨
幣
の
諸
機
詫
を
果
し
う
る
も
の
で
、

を
精
算
す
る
た
め
の
一
般
的
交
換
媒
介
物
」
で
あ
り
、

が
通
貨
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
点
を
充
た
し
え
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
二
の
点
か
ら
ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
諭
拠
と
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
彼
は
為
替
手
形
を
羅
貨
か
ら
除
外
す
る
理
由
を

の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ォ
ゥ
バ
了
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

「
一
般
的
交
換
可
熊
性
」
を
有
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
で
あ
る
。

な
か
ん
づ
く
「
一
切
の
取
引

第
二
十
七
巻

と
こ
ろ
が
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
は
少
な
く
と
も
そ
の
叙
述
の
上
で
は
国
内
流
遥
で
の
貨

さ
ら
に
次
に
の
べ
る
よ
う
に
銀
行

す
な
わ
ち
貴
金
属
の

「
国
際
的
均
衡

商
業
手
形
や
預
金

そ
の
量
は
究
模
的
に
は
一
国
が
本
来
保
持
し
う

そ
れ
は
さ
き
に
引
用
し
た
証
言
か
ら
み
れ
ば
次

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
配
分
理
諭

第
四
号

゜

、
こ
、

キーカ



オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

預
金
を
除
外
し
た
の
と
同
じ
理
由
か
ら
だ
と
断
っ
た
上
で
、

わ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

2
6
6
4
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 p
p
.
 3

4
4
、
|3
4
5
)
 

こ
の
よ
う
な
引
用
に
よ
っ
て
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

第
四
号

プ
ラ
ン
ス
議
会
の
報
告
書
か
ら
の
次
の
よ
う
な
引

約
束
手
形
や
為
替
手
形
は
あ
る
額
の
債
務
支
払
い
を
記
載
し
た
証
書
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
貨
幣
章
標
た
り
う
る
。

て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
流
通
貨
幣
の
性
格
を
あ
る
径
度
も
っ
て
は
い
る
が
、

い
つ
で
も
表
示
さ
れ
て
い
る
貨
幣
額
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
貨
幣
を
直
ち
に
手
に
入
れ
る
た
め
に
は

そ
れ
を
売
渡
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
裏
書
に
よ
っ
て
し
か
譲
渡
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
裏
書
し
た
当
事
者
に
よ
っ
て

契
約
さ
れ
た
未
済
の
債
務
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
支
払
期
日
に
振
出
人
1
1
最
初
の
債
務
者
が
最
終
の
所
持
者
1
1
債
横
者
に
支
払
う
ま
で

は
、
裏
書
し
た
当
時
者
た
ち
は
未
済
の
債
務
に
よ
っ
て
拘
束
を
う
け
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
「
政
府
の
認
可
の
も
と
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
監

督
を
継
続
的
に
う
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
強
大
な
会
杜
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
持
参
人
一
覧
払
い
の
手
形
」

き
、
「
裏
書
保
証
の
必
要
も
な
く
、
そ
の
通
過
の
痕
も
残
さ
ず
に
手
か
ら
手
へ
と
移
動
す
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 B
a
n
k
 o
f
 
I
s
s
u
e
,
 in 
1
8
4
0
,
 
Q
.
 

（
鋳
貨
）
へ
の
転
換
が
可
飩
で
は
な
く
、
そ
の
流
通
と
は
商
品
移
転
に
応
じ
る
債
権
債
務
関
係
の
拡
大
で
あ
り
、

と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
眠
り
で
は
銀
行
券
の
「
一
般
的
交
換
媒
介
物
」
規
定
、
「
一
般
的
交
換
可
指
性
」

最
初
の
債
務
者
が
最
後
の
所
持
者
ー
最
後
の
債
櫂
者
に
貨
幣
で
の
支
払
い
を
行
な
う
ま
で
は
中
間
の
裏
書
当
事
者
の
自
己
の
債
務
支
払
い

義
務
ー
~
遡
及
に
応
じ
る
義
務
ー
を
負
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
銀
行
券
1
1
持
参
人
一
覧
払
約
束
手
形
で
は
即
時
的
な
貨
幣
へ
の

転
換
（
兌
換
）
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
流
通
（
譲
渡
）
は
貨
幣
の
受
渡
し
と
同
様
な
効
果
、
す
な
わ
ち
取
引
の
完
了
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

そ
の
一
覧

用
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
語
る
の
に
代
え
て
い
る
。

求
め
た
質
問
に
た
い
し
て
、

第
二
十
七
巻

を
も
っ
と
い
う
主
張
は
、

し
た
が
っ
て
振
出
人
|
_
、

商
業
手
形
が
期
限
付
で
あ
り
、

即
時
的
な
貨
幣

は
い
つ
で
も
貨
幣
も
入
手
で

そ
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
一
定
期
間
後
し
か
支
払

こ
れ
ら
は
裏
書
に
よ
っ



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
二
十
七
巻

払
で
あ
る
こ
と
と
、
貨
幣
へ
の
転
換
が
確
実
で
あ
る
こ
と
と
に
力
点
を
付
し
て
把
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

行
券
の
も
つ
機
能
規
定
の
根
拠
は
貨
幣
1
1
金
へ
の
転
換
可
能
性
の
確
実
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
同
一
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

法
貨
規
定
あ
る
い
は
紙
幣
の
も
つ
強
制
通
用
力
か
ら
直
接
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
右
の
よ
う
な
銀
行
券
の

「
蝶
金
」
規
定
は
、
銀
行
券
の
兌
換
性
の
排
除
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
確
実
性
を
基
礎
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
論
理
で
あ
る
と

(
2
)
 

い
え
よ
う
。
「
躙
金
」
規
定
を
法
貨
規
定
の
も
つ
国
家
強
制
に
直
接
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
が
兌
換
性
の
稀
釈
化
を
意
味
す
る
と
い
う
立
場
に

な
お
さ
き
の
「
一
般
的
交
換
可
能
性
」
と
は
国
内
流
通
で

立
つ
の
で
は
彼
の
兌
換
性
の
強
調
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。(

8
)
 

の
一
般
的
受
領
性
と
い
う
程
度
の
意
味
で
し
か
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う

(

2

)

以
上
述
べ
た
限
り
で
は
、
オ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
法
貨
規
定
に
か
ん
す
る
理
解
は
、
一
八
一
―
―
―
―
一
年
の
銀
行
条
例
で
の
法
貨
規
定
の
と
ら
え
方
と
同
様
な
視

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、

点
に
立
つ
も
の
と
推
測
可
能
で
あ
る
。
同
条
例
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
法
定
鋳
貨
へ
の
兄
換
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
同
行
に

お
け
る
ば
あ
い
を
除
い
て
、
五
ポ
ン
ド
以
上
の
あ
ら
ゆ
る
額
に
た
い
し
て
同
銀
行
券
を
法
貨
と
す
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(
C
f
.
,

A. 
E. 
F
e
a
v
e
a
r
y
 ,
 

e
a
r
,
 
T
h
e
 P
o
u
n
d
 S
t
e
r
l
i
n
g
,
 
p. 
2
3
4
)

。
な
お
袖
合
3
辻
ぬ
真
詞
g

定
へ
の
一
―
―
―
口
及
は
次
の
よ
う
に
、
国
内
貨
瞥
恐
慌
に
お
け
る
「
現
金
」
供
給
を
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
銀
行
の
金
属
準
備
か
ら
の
金
に
よ
っ
て
で
は
な
し
に
、
同
銀
行
券
に
よ
っ
て
行
な
い
う
る
よ
う
に
し
、
「
国
内
流
通
の
紙
券
化
」
、
国
内
銚
貨
準
備
の
様

能
縮
少
↓
金
属
準
備
の
縮
滅
と
国
際
的
支
払
準
備
の
み
へ
の
充
用
の
促
進
と
い
う
機
能
面
に
か
ん
し
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
「
法
貨
条
項
の

原
理
は
、
こ
の
国
の
全
紙
券
制
度
が
、
そ
れ
が
な
い
ば
あ
い
よ
り
は
少
な
い
金
量
を
も
っ
て
機
能
し
う
る
よ
う
に
す
る
意
図
で
、
地
方
の
銀
行
家
た
ち
が

自
己
の
銀
行
券
を
金
の
代
り
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
で
支
払
い
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 B
a
n
k
 o
f
 
I
s
s
u
e
,
 i
n
 1
8
4
0
,
 
Q
.
 

2
8
6
5
 `
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 

411) 

(
3
)

オ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
は
銀
行
券
を
通
貨
と
す
る
ば
あ
い
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
だ
け
で
な
く
当
然
地
方
銀
行
券
を
も
含
め
る
が
、
両
者
の
機
能
の
点
で

は
「
一
般
的
交
換
可
能
性
」
と
い
う
視
角
か
ら
若
干
の
差
を
認
め
て
い
る
。
「
三
一
九
五
号
。
地
方
銀
行
の
通
貨
は
価
格
や
利
子
率
に
た
い
し
て
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
銀
行
の
通
貨
と
同
担
度
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
の
が
貴
方
の
意
見
な
の
か
。
ー
ー
も
ち
ろ
ん
然
り
。
…
…
…
地
方
の
発
券
銀
行
の
紙
券
は
、
そ

の
性
格
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
に
非
常
に
近
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
あ
る
種
の
事
情
が
と
も
な
っ
て
い
る
結
果
と
し
て
無
限
に
継
続
し

第
四
号

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
銀



よ
う
。

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
四
号

発
行
は
等
量
の
鋳
貨
を
代
替
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
量
は
究
模
的
に
は
一
国
の
保
持
し
う
る
貴
金
属
量
に
一
致
す
る
、

の
「
国
際
的
均
衡
配
分
」
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
「
信
用
の
諸
形
態
」
の
量
は
そ
の
よ
う
な
法
則
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張
ー
を
取
上
げ
よ
う
。

,
、
、
、
、
、
、
、
、

彼
が
銀
行
券
発
行
が
等
量
の
鋳
貨
を
代
替
し
、
そ
の
鋳
貨
は
国
外
に
輸
出
さ
れ
る
と
説
く
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
る

の
は
発
券
制
度
の
成
立
に
と
も
な
う
銀
行
券
に
よ
る
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
金
属
の
節
約
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
銀
行

券
に
よ
る
代
替
節
約
に
よ
っ
て
国
内
流
通
に
と
っ
て
必
要
で
な
く
な
っ
た
貨
幣
が
国
外
へ
排
除
さ
れ
、
本
来
そ
の
国
が
保
持
す
べ
き
貴
金
属

水
準
に
通
貨
量
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
に
当
つ
て
、
彼
は
貴
金
属
水
準
か
ら
の
通
貨
量
の
一
時
的
乖
離
、
通
貨
価
値
の
低

下
1
1
物
価
騰
貴
と
い
う
過
程
を
必
然
的
な
媒
介
環
と
し
て
持
込
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
彼
だ
け
で
な
く
彼
に
先
行
す
る
論
者
l
ー
i

た

と
え
ば
リ
カ
ァ
ド
ゥ
ー
ー
も
そ
う
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
ば
あ
い
に
は
、

次
い
で
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
銀
行
券
を
通
貨
を
構
成
す
る
と
し
、
他
の

第
二
十
七
巻

単
に
銀
行
券
発
行

す
な
わ
ち
貴
金
属

「
信
用
の
諸
形
態
」
か
ら
区
別
す
る
第
一
の
根
拠
ー
銀
行
券

こ
の
よ
う
な
把
握
に
は
一

、
、
、

他
方
で
は
そ
れ
が
あ
く
ま
で
相
対
的
独
自
化
に
す

て
一
般
的
交
挨
可
能
性
を
も
つ
程
度
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
ほ
と
に
は
完
全
で
な
い
と
思
う
。
」

(
O
p
.

cit., 
p
.
 
4
7
8
)
 

一
般
的
流
通
、

以
上
か
ら
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
で
は
、
国
内
通
貨
を
構
成
す
る
銀
行
券
の
「
一
般
的
交
換
可
能
性
」
と
は
一
般
的
受
領
性
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
で
使
用
さ
れ
、
そ
れ
が
国
内
流
道
に
お
い
て
信
用
制
度
の
発
達
に
と
も
な
い
「
現
金
」
化
し
、
支
払
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
る
に
い
た
る
こ
と
を
摺
す
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
根
拠
は
銀
行
券
の
兌
換
性
に
あ
る
こ
と
を
検
出
し
た
。

方
で
は
前
述
の
信
用
制
度
の
発
逹
に
よ
る
国
民
的
通
貨
の
批
界
貨
幣
か
ら
の
独
自
化
と
、

ぎ
ず
、
究
模
的
に
は
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
問
題
の
両
面
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え



で
あ
り
、
後
者
を
規
定
す
る
の
と
同
じ
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
言
う
の
に
た
い
し
て
、

う
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
の
躙
央
的
根
拠
は
節
約
の
視
点
か
ら
の
み
珪
解
可
能
で
あ
る
。

(
4
)

リ
カ
ア
ド
ゥ
の
一
文
を
掲
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
銀
行
の
設
立
、
そ
れ
に
続
く
そ
の
銀
行
券
の
発
行
は
、
そ
れ
故
に
、
鉱
山
の
発
見
と
同
様

に
、
地
金
あ
る
い
は
鋳
貨
の
輸
出
の
誘
因
と
し
て
作
用
し
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
銀
行
は
最
も
費
用
の
か

か
る
通
貨
を
な
ん
の
価
値
を
も
有
し
な
い
通
貨
で
代
替
せ
し
め
、
わ
れ
わ
訊
を
し
て
貴
金
属
（
そ
訊
は
、
わ
が
国
の
資
本
の
必
要
な
部
分
で
は
あ
る
が
、

な
ん
ら
収
入
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
で
あ
る
）
を
収
入
を
も
た
ら
す
資
本
に
転
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」

(
H
i
g
h

P
r
i
c
e
 
o
f
 

B
u
l
l
i
o
n
,
 A
 P
r
o
o
f
 o
f
 
t
h
e
 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
B
a
n
k
 N
o
t
e
s
,
 T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
 o
f
 D
a
v
i
d
 R
i
c
a
r
d
o
,
 V
o
l
.
 
ill, 
p. 5
3
)
 

信
用
制
度
の
発
逹
は
一
方
で
は
集
中
的
中
央
癸
券
制
度
の
確
立
を
指
向
し
、
銀
行
券
は
一
般
流
通
へ
入
り
、
鋳
貨
に
代
っ
て
一
般
的
流
通
・

支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
預
金
銀
行
制
度
の
形
成
に
溝
ぎ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
資
本
流
通
で
は
手

形
、
預
金
貨
幣
（
小
切
手
）
に
よ
っ
て
取
引
が
媒
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
銀
行
券
が
一
般
流
通
で
直
接
に
金
貨
幣
を
代
替
す
る
こ
と
に
よ

必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

ア
ド
ゥ
も
同
様
で
あ
る
が
、

さ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
竺

に
よ
る
流
通
貨
幣
の
節
約
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
し
に
、
さ
ら
に
こ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
景
気
変
動
、
そ
れ
に
と
も
な
う
支
払
差
額
に
起

因
す
る
為
替
相
場
の
変
動
、
貴
金
属
の
海
外
流
出
、

ら
れ
て
い
る
。
後
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
銀
行
浩
発
行
が
等
量
の
鋳
貨
を
代
替
排
除
す
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
さ
き
の
流
源
貨
幣
の
節

約
の
問
題
に
か
ん
し
て
で
あ
れ
ば
、
通
貨
価
使
低
下
、
物
価
上
昇
と
い
う
媒
介
環
を
介
在
せ
し
め
る
こ
と
は
不
必
要
か
つ
誤
り
で
あ
る

(Cf., 
J
.
 

L
.
 
L
a
u
g
h
l
i
n
 `
 
T
h
e
 P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
M
o
n
e
y
,
 p
p
.
 2
6
7
ー
2
6
9
)

。
右
の
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
問
類
を
混
清
し
た
と
い
う
点
で
は
リ
カ

彼
に
あ
っ
て
は
そ
の
給
涅
を
成
立
せ
し
め
る
基
本
的
支
柱
が
流
通
貨
幣
の
節
約
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
感
知

こ
れ
に
た
い
し
て
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
で
は
そ
の
対
象
と
し
た
の
が
後
の
景
気
変
動
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

だ
が
彼
が
一
国
の
銀
行
券
量
を
究
柩
的
に
は
一
国
の
貨
幣
ー
貴
金
属
量
に
一
致
す
る
も
の

ォ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

他
方
そ
の
他
の
「
信
用
の
諸
形
態
」
で
は
そ

第
二
十
七
巻

銀
行
信
用
に
よ
る
こ
の
変
動
局
面
の
加
速
激
化
と
い
う
よ
う
な
間
題
が
混
入
せ
し
め

第
四
号

四



ォ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

う
る
も
の
で
あ
る
、
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
は

っ
て
貨
幣
の
節
約
が
実
現
さ
れ
る
が
、
ま
た
預
金
銀
行
制
度
は
債
権
・
債
務
相
殺
の
技
術
、
機
構
|
—
た
と
え
ば
手
形
交
換
所
ー
ー
を
発
達

せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
流
通
で
機
能
す
る
「
現
金
」
は
、
差
額
決
済
用
の
支
払
手
段
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
だ
け
と
な

り
、
こ
の
流
通
分
野
で
の
必
要
通
貨
量
は
著
る
し
く
縮
減
さ
れ
る
。
そ
し
て
縮
減
の
対
象
と
な
る
の
は
、
か
か
る
発
逹
段
階
で
は
、
こ
の
分

野
で
の
差
額
の
支
払
い
が
主
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
I

そ
れ
も
大
額
銀
行
券
ー
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
応
じ
て
、
鋳
貨
で
は
な
し
に
こ

の
よ
う
な
銀
行
券
で
あ
る
。
さ
ら
に
貨
幣
量
の
節
約
は
貨
幣
の
流
通
速
度
の
増
大
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
貨
幣
資
本
の
集

中
、
貸
出
に
よ
っ
て
同
一
貨
幣
片
の
機
能
回
数
を
促
進
す
る
銀
行
制
度
の
技
術
と
、
信
用
に
よ
る
商
品
転
態
の
速
度
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
流

通
速
度
の
増
大
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
用
制
度
は
そ
の
発
達
と
と
も
に
こ
の
よ
う
に
種
々
異
な
っ
た
か
た
ち
で
必
要
貨
幣
量
、
し

た
が
っ
て
貨
幣
費
用
の
節
約
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
銀
行
券
流
通
に
よ
る
も
の
が
一
般
流
通
で
の
鋳
貨
の
直
接
的
代
替

に

よ

る

貨

幣

金

そ

の

も

の

の

節

約

で

あ

る

の

に

た

い

し

て

、

「

現

金

」

、

そ
れ
も
そ
れ

(
5
)
 

自
体
が
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
の
節
約
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
節
約
が
重
層
化
し
分
化
し
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前

者
は
貨
幣
金
、
し
た
が
っ
て
国
民
的
に
節
約
を
意
味
す
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
に
属
す
る
も
の
は
、

銀
行
券
が
対
象
と
さ
れ
る
限
り
で
は

直
接
に
は
個
別
資
本
に
と
つ
て
意
義
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
信
用
制
度
の
発
達
が
も
た
ら
す
貨
幣
節
約
の
重
層
化
、
分
化
が
オ

ゥ
『
ハ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
銀
行
券
と
そ
の
他
の
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
流
通
量
規
定
法
則
の
相
違
を
主
張
す
る
現
実
的
根
拠
で
あ
る
。

で
彼
は
こ
の
両
者
の
相
違
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
預
金
、
支
払
わ
る
べ
き
債
務
、

第
四
号

五

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
補
助
的
通
貨
」
の
全
上
部
構
造
は
通
貨
の
管
理
と
は
異
な
る
問
題
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

い
か
な
る
形
態
の
も
の
で
あ
れ
信
用
は
確
か
に
購
買
手
段
、
支
払
手
段
、
取
引
遂
行
の
手
段
と
な
さ
れ

『
補
助
的
遥
貨
(
A
u
x
i
l
i
a
r
y
C
u
r
r
e
n
c
y
)
』
と
称
さ
れ
る
も
の
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
は
金
属
通
貨
の

第
二
十
七
巻

そ
の
ほ
か
の
も
の
は
い
ず
れ
も
資
本
流
通
に
お
け
る

と
こ
ろ



オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
理
論
に
特
徴
的
な
―
つ
の
点
は
、
前
述
の
よ
う
に
通
貨
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
は
鋳
貨
、

め
、
商
業
手
形
、
預
金
な
ど
の
信
用
的
手
段
を
銀
行
券
か
ら
区
別
し
、
排
除
し
た
点
で
は
た
と
え
ば
リ
カ
ァ
ド
ゥ
と
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、

彼
に
比
す
れ
ば
「
信
用
の
諸
形
態
」
に
た
い
し
著
る
し
く
注
意
を
払
い
、
そ
れ
と
通
貨
|
ー
と
く
に
銀
行
券
ー
ー
と
の
あ
い
だ
の
変
動
の
相

関
関
係
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(Vgl.,G• 

K
e
p
p
e
r
 `
 
D
i
e
 K
o
n
j
u
n
k
t
u
r
l
e
h
r
e
n
 d
e
r
 
B
a
n
k
i
n
g
 
u
n
d
 d
e
r
 C
u
r
r
e
n
c
y
s
c
h
u
l
e
 i
n
s
b
e
s
o
n
 ,
 

通

貨

と

信

用

と

の

関

係

に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

上
に
も
、
あ
る
い
は
紙
券
通
貨
の
上
に
も
等
し
く
構
築
さ
れ
う
る
も
の
で
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

制
す
べ
き
も
の
と
は
異
な
る
法
則
に
従
が
う
。
」

(
A
S
e
c
o
n
d
 L
e
t
t
e
r
 
to J
.
 

B
.
 
S
m
i
t
h
 E
s
q
,
 1
8
4
0
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 
199. 
傍
点
ー
引
用
者
）

表
現
上
で
は
「
補
助
的
通
貨
」

と
い
う
規
定
を
容
認
し
な
が
ら
も
流
通
量
規
定
法
則
の
相
違
が
強
調
さ
れ
る
。

か
く
て
前
述
の

諸
形
態
」
は
「
一
般
的
交
換
可
能
性
」
を
も
た
な
い
と
い
う
規
定
と
相
ま
っ
て
そ
れ
ら
を

れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
で
は
こ
の
排
除
を
も
っ
て
そ
の
役
割
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

(

5

)

発
達
せ
る
信
用
制
度
の
も
と
で
の
貨
幣
の
節
約
の
重
層
化
、
分
化
を
マ
ル
ク
ス
が
次
の
よ
う
に
三
つ
に
わ
け
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
。

「
―
つ
の
主
要
流
通
費
は
、
自
己
価
値
で
あ
る
限
り
で
の
貨
幣
そ
の
も
の
で
あ
る
。
貨
幣
は
信
用
に
よ
っ
て
三
つ
の
仕
方
で
節
約
さ
れ
る
。

A
諸
取
引
の
大
部
分
に
と
っ
て
貨
幣
が
全
然
な
く
て
す
む
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
。

B

流
通
す
る
媒
介
物
の
流
通
が
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
…
…
…
す
な
わ
ち
一
面
で
は
加
速
は
技
術
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
消
費
を
媒

介
す
る
現
実
の
商
品
取
引
の
大
い
さ
と
量
と
が
不
変
で
あ
る
ば
あ
い
に
、
ヨ
リ
少
量
の
貨
幣
ま
た
は
貨
幣
章
標
が
同
じ
務
め
を
果
す
。
こ
の
こ
と
は

F

銀
行
業
の
技
術
と
関
連
す
る
。
他
面
で
は
、
信
用
は
、
商
品
変
態
の
速
度
と
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
流
通
の
速
度
と
を
速
め
る
。

c
紙
券
に
よ
る
金
貨
幣
の
代
用
。
」

(
K
.
M
a
r
x
,
 D
a
s
 K
a
p
i
t
a
l
,
 
B
d
.
 
Ill, 
S
S
.
 4
7
6
 |
 47
7
.
 
向
坂
訳
田
一
七
九
ー
~
一
八o·
<ー
ジ
）

銀
行
券
の
み
を
含

こ
の
点

「
信
用
の

「
通
貨
」
か
ら
排
除
す
る
基
本
的
な
立
場
が
取
ら

第
二
十
七
巻
第
四
号
三
六

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
畜
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

そ
れ
が
従
う
量
的
変
動
は
金
属
貨
幣
の
紙
券
に
よ
る
代
替
を
規



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

る。」

(
O
p
.

cit., 
p
p
.
 3
4
6
 |
 3
4
7
)
 

d
e
r
e
 
v
a
n
 T
o
o
k
e
 u
n
d
 N
e
w
m
a
r
c
h
,
 S
.
 
71)
。

第
四
号

七

し
た
が
っ
て
彼
が
統
制
の
対
象
と
し
て
通
貨
l

銀
行
券
ー
ー
の
み
を
取
上
げ
、
信
用
を
排

除
す
る
に
つ
い
て
は
、
り
カ
ァ
ド
ゥ
と
は
異
な
っ
て
、
そ
れ
相
応
の
理
由
付
け
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
通
貨
、
実
際
に
は
銀
行
券
の
み

の
統
制
を
主
張
し
た
点
は
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
を
始
め
と
し
て
通
貨
主
義
を
批
判
す
る
銀
行
主
義
が
、
鋳
貨
（
な
ら
び
に
国
家
紙
幣
）
に

統
制
対
象
と
さ
る
べ
き
は
銀
行
券
だ
け
で
は
な
し
に
信
用
全
体
で
あ
る
と
し

信
用
を
対
置
し
、
銀
行
券
を
他
の
諸
形
態
と
一
括
し
て
含
め
、

た
点
ー
l

—
た
だ
し
直
接
に
統
制
可
能
な
の
は
銀
行
信
用
の
み
と
す
る
ー
ー
と
鋭
く
対
立
す
る

で
の
考
察
は
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
そ
う
主
張
し
た
理
由
を
も
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
通
貨
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
量
的
変
動
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
取
上
げ
よ
う
。

「
二
六
六
五
号
。
事
情
が
同
一
の
ば
あ
い
に
、
銀
行
業
者
の
帳
簿
に
お
け
る
預
金
者
へ
の
債
務
総
額

(
t
h
e

a
g
g
r
e
g
a
t
e
 
a
m
o
u
n
t
 

c
r
e
d
i
t
e
d
 
t
o
 
d
e
p
o
s
i
t
o
r
s
 
l)IT('出
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
預
金
を
指
す
1

引
用
者
）
は
こ
の
国
の
位
二
幣
量
と
い
く
ら
か
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ

他
の
一
切
の
事
情
が
変
ら
な
い
と
す
る
と
、
預
金
量
は
そ
の
よ
う
な
変
動
に
よ
っ
て
影

響
さ
れ
る
と
思
う
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 B
a
n
k
s
 of 
Issue, in 1
8
4
0
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 p, 
3
4
6
)
 

「
二
六
六
六
号
。
為
替
手
形
の
量
は
ど
の
程
度
が
貨
幣
量
に
依
存
し
て
い
る
か
。
ー
ー
非
常
に
著
る
し
い
緑
度
依
存
し
て
い
る
と
思
う
。

為
替
手
形
は
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
上
部
構
造
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
思

一
国
の
貨
幣
は
そ
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

う
に
為
替
手
形
は
銀
行
取
引
（
b
a
n
k
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)

の
重
要
な
一
形
態
で
あ
り
、
一
国
の
通
貨
は
そ
れ
ら
の
取
引
が
遂
行
さ
る
べ
き
貨

幣
で
あ
る
。
こ
の
国
の
通
貨
に
収
縮
が
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
信
用
の
上
に
作
用
す
る
。
為
替
手
形
は
信
用
の
直
要
な
一
形
態
で
あ
る
か
ら
非

常
に
強
い
産
度
そ
の
収
縮
の
影
響
を
う
け
る
だ
ろ
う
。
実
際
そ
れ
ら
は
紙
券
通
貨
量
よ
り
も
は
る
か
に
著
る
し
い
程
度
収
縮
す
る
と
思
わ
れ

る
か
o

1

ー
ー
通
貨
量
の
一
時
的
変
動
の
あ
い
だ
に
、

第
二
十
七
巻

（
い
わ
ゆ
る
通
貨
統
制
対
信
用
統
制
）
。

本
節



る
も
の
で
は
な
く
（
前
出
二
六
六
六
号
参
照
）
、

ま
た
時
間
的
に
も
ず
れ
を
も
っ
て
し
か
起
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
預
金
、

手
形
な
ど
の

「
信
用
の
諸
形
態
」

彼
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
商
品
価
格
の
変
動
因
は
通
貨
要
因
だ
け
で
は
な
い
。

(
6
)
 

て
従
属
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
貨
幣
要
因
に
は
単
に
通
貨
量
だ
け
で
は
な
し
に
、
「
通
貨
の
効
率

(e
日
c
i
e
n
c
y
)
」

(
7
)
 

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
為
替
手
形
の
ご
と
き
「
信
用
の
形
態
」
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
「
信
用
」
と
は
、
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
内
容

的
に
は
「
通
貨
の
効
率
」
を
規
定
す
る
貨
幣
節
約
の
諸
条
件
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
点
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
源
貨
量
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
照
応
閲
係
は
、
間
接
的
で
あ
り
、

ォ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

は
ヽ

星
的
に
比
例
す

(
6
)
オ
ゥ
バ
了
ス
ト
ー
ン
は
価
格
lI景
気
変
動
因
に
つ
い
て
実
物
的
（
な
い
し
は
心
理
的
）
要
因
を
基
本
的
な
も
の
と
し
、
貨
賂
要
因
を
従
属
的
な
も
の
と

し
て
規
定
す
る
。

＼
ヽ
ヽ

「
逆
貨
畠
の
変
動
が
物
価
お
よ
び
景
気
の
変
動
を
惹
き
起
し
、
刺
戟
す
る
原
因
た
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
る
。
人
心
の
楽
天
的
性
格
、
需
要
供
給
の

相
対
的
大
い
さ
に
か
ん
す
る
誤
算
、
作
柄
の
変
動
、
趣
味
や
流
行
の
変
化
、
法
律
の
刷
定
や
政
治
的
事
件
、
わ
が
国
と
活
澄
な
交
易
関
係
に
よ
っ
て
結
合

し
て
い
る
他
の
諸
国
の
状
況
の
熱
狂
ま
た
は
停
滞
、
多
数
の
人
び
と
が
し
ば
し
ば
熱
狂
ま
た
は
停
滞
状
態
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
感
応
性
に
作

そ
れ
は
む
し
ろ
実
物
的
な
変
動
を
加
速
せ
し
め
る
要
因
と
し

第
二
十
七
巻

通
貨
を
そ
の
基
礎
と
し
て
ー
ー
支
払
手
段
貨
幣
と
し
て
＇
~
構
築
さ
れ
る

「
信
用
の
上
部
構
造
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
貨
量
の
変
動
に
照
応
し
て
そ
の
量
が
変
動
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
る
。

変
動
の
照
応
関
係
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
流
通
に
お
け
る
物
価
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
要
因
を
媒
介
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
為
替
手
形
に
か
ん
し
て
彼
は
言
う
。

「
為
替
手
形
は
、
一
商
品
あ
る
い
は
よ
り
多
数
の
商
品
価
格
の
一
切
の
変
動
、
商
業
活
動
の
一
切
の
変
化
、
信
用
の
増
減
、
お
よ
び
そ
の

他
の
事
情
と
と
も
に
変
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
貴
金
属
を
配
分
し
、
直
接
に
紙
券
適
貨
の
量
を
決
定
す
る
諸
法
則
は
為
替
手
形

の
量
に
は
阪
ら
れ
た
か
つ
間
接
的
な
影
署
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

(
O
p
.

cit. `
 
p
.
 4
5
0
)
 

第
四
号

八

し
か
し
こ
の
両
者
の



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

用
す
る
無
限
に
多
様
な
因
果
関
係

(
c
a
u
s
a
l
t
i
e
s
)
-
ー
こ
れ
ら
の
す
べ
て
、
ま
た
は
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
が
一
般
に
…
…
景
気
の
そ
の
よ
う
な
変
化
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

最
初
に
剌
戟
す
る
諸
原
因

(
o
r
i
g
i
n
a
l
e
x
c
i
t
i
n
g
 
c
a
u
s
e
s
)

で
あ
る
。
通
貨
の
管
理
は
従
属
的
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
因
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
商
業
の
勁
揺
の
激
し
さ
を
抑
制
し
た
り
、
増
大
せ
し
め
た
り
す
る
こ
と
を
も
っ
て
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
及
ぼ
し

て
い
る
。
」

(
A
L
e
t
t
e
r
 
t
o
 J
.
 

B
.
 
S
m
i
t
h
,
 
E
s
q
.
 ｀
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 
1
6
7
.
 

傍
点
ー
引
用
者
）

(
7
)

「
通
貨
の
効
率
」
と
い
う
概
念
は
そ
の
内
容
規
定
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
な
信
用
制
度
の
貨
撃
節
約
機
能
と
の
関
連
で
考

え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
流
適
に
お
け
る
通
貨
量
と
物
価
と
の
一
義
的
な
変
勁
関
係
が
修
正

さ
れ
る
点
で
あ
る
。

「
同
量
の
銀
行
券
が
異
な
っ
た
時
期
に
通
貨
の
諸
機
能
を
一
層
効
率
的
に
果
す
と
い
う
こ
と
、
信
頼

(
c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
)

が
堅
固
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
比
例

し
て
通
貨
は
よ
り
効
率
的
と
な
り
、
信
穎
が
揺
ぐ
と
、
通
貨
は
効
率
的
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
通
貨
の
効
率
の
低
下
と
適
貨
量
の
減

少
は
あ
る
点
に
か
ん
し
て
は
同
様
な
結
呆
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
だ
が
両
者
は
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 D
i
s
t
r
e
s
s
 `
 

i
n
 1
8
4
8
,
 
Q
.
 1
4
2
3
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 p. 
5
1
3
;
 

cf., 
o
p
.
 
cit., 
p. 
5
1
5
)
 

か
く
て
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
変
動
関
係
は
、
量
的
、
時
間
的
に
は
一
時
的
な
不
一
致
、
乖
離
を
と
も
な

う
も
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
前
者
に
よ
っ
て
後
者
が
規
定
、

ど
う
考
え
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の

連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
四
号

冗

制
約
さ
れ
る
照
応
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

の
「
信
用
の
諸
形
態
」
の
統
制
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
必
要
で
な
く
、

(
3
)
 

と
い
う
政
策
的
主
張
の
理
諭
的
基
礎
で
あ
る
。

通
貨
d
~

銀
行
券
の
統
制
の
み
で
充
分
に
そ
の
目
的
を
差
成
し
う
る

「
信
用
の
諸
形
態
」
の
動
き
に
た
い
す
る
深
い
閲
心
は
実
は
こ
の
問
題
に
関

彼
に
あ
っ
て
は
「
信
用
の
諸
形
態
」
は
流
通
媒
介
物
の
諸
機
能
を
否
定
さ
れ
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
動
ぎ
が
、
躙

と
こ
ろ
で
通
貨
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
間
係
に
つ
い
て
は

第
二
十
七
巻

「
信
用
の
諸
形
態
」
の
通
貨
へ
の
転
換
に
つ
い
て
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が

そ
し
て
こ
の
点
は
彼



と
に
よ
ら
な
い
で
、

預
金
者
の
要
求
に
応
じ
る
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
」 実

際
上
通
貨
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

第
二
十
七
巻

金
通
貨
の
物
価
1
1
景
気
に
た
い
す
る
作
用
が
能
動
的
な
の
に
た
い
し
て
、
む
し
ろ
受
動
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て

は
問
題
で
は
な
い
。
彼
の
関
心
は
「
信
用
の
諸
形
態
」
の
動
き
が
預
金
の
引
出
し
、

規
供
給
1
1
流
通
量
増
加
を
生
ぜ
し
め
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
為
替
（
商
業
）
手
形
に
関
説
す
る
と
き
で
さ
え
そ
れ
を

行
取
引
の
重
要
な
一
形
態
」
と
し
て
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

「
預
金
に
か
ん
し
て
奇
妙
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
あ
る
人
び
と
は
そ
れ
ら
は
自
由
に
預
金
者
に
よ
っ
て
引
出
さ
れ
、

は
そ
れ
に
応
ず
る
額
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
を
手
に
入
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
、

銀
行
業
務
の
機
能
と
発
券
の
機
能
が
同
一
の
機
閲
の
う
ち
に
不
幸
に
も
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生

る
。
こ
の
点
に
存
在
す
る
混
乱
は
、

、
、
、

じ
て
い
る
。
非
発
券
銀
行
家
の
手
許
に
あ
る
預
金
は
通
貨
の
一
部
を
構
成
す
る
と
は
看
倣
し
え
な
い
と
思
う
。

と
い
う
の
は
こ
れ
ら
預
金
の

、、

増
減
は
決
し
て
実
際
に
流
通
し
て
い
る
紙
券
通
貨
量
に
作
用
し
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
発
券
銀
行
の
手
に
あ
る
預
金

に
か
ん
し
て
は
事
情
が
異
な
る
。
彼
は
不
当
に
そ
の
発
券
を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
有
価
証
券
を
環
金
に
換
え
、
こ
う
し

て
彼
の
預
金
者
か
ら
生
じ
る
要
求
を
履
行
す
る
に
た
る
だ
け
の
量
の
紙
券
通
貨
ー
以
前
に
流
通
し
て
い
た
紙
券
通
貨
ー
！
—
を
獲
得
す
る
こ

T
r
a
c
t
s
 `
 
p
.
 
2
0
0
.
 
傍
点
ー
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

そ
の
人
び
と

(
A
 S
e
c
o
n
d
 L
e
t
t
e
r
 t
o
 J
.
 

B
.
 S
m
i
t
h
,
 
Esq• 

,
 1

8
4
 09
 

彼
が
主
張
し
て
い
る
の
は
預
金
|
|
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
要
求
払
預
金
の
意
味
で
あ
る
ー
ー
の
増
減
が
重
要
な
作
用
を
流
通
に
及
ぼ
す
の

‘
 

は
そ
れ
が
通
貨
量
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
発
券
銀
行
が
預
金
の
払
出
請
求
に
た
い
し
て
新
た
な
発

、
、
、

券
に
よ
っ
て
応
じ
る
ば
あ
い
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
発
券
銀
行
で
は
手
持
の
資
産
銀
行
の
「
真
実
資
本
」
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

れ
て
い
る
。

右
の
問
題
に
か
ん
し
て
預
金
を
例
に
と
り
次
の
よ
う
に
諭
じ
ら

あ
る
い
は
手
形
割
引
を
通
じ
て
銀
行
券
（
通
貨
）
の
新

「
銀

ォ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
四
号

四
0



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
二
十
七
巻

第

四

号

四

述
）
ー
—
'
の
範
囲
内
で
行
動
し
、
現
金
準
備
内
か
ら
の
支
払
い
が
で
き
な
け
れ
ば
、
手
持
の
有
価
証
券
の
売
却
に
よ
っ
て
入
手
し
た
通
貨
を

も
っ
て
行
な
わ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
ば
あ
い
に
は
通
貨
の
追
加
供
給
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
問
題
へ
の
接
近
は
遥
貨
の
新

た
な
追
加
供
給
が
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
視
点
を
限
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
預
金
の
形
成
が
預
金
者
に
よ
る
通
貨
の
預

け
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
銀
行
の
貸
出
ー
ー
割
引
あ
る
い
は
貸
付
ー
＇
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
意
識
に
の
ぼ
さ
れ
て

、、

い
な
い
。
手
形
割
引
ー
—
ー
発
券
の
ば
あ
い
も
発
券
と
い
う
点
に
重
点
を
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
信
用
の
諸
形
態
」
は
そ
れ
が
発

券
銀
行
に
よ
り
銀
行
取
引
の
対
象
と
な
る
限
り
で
の
み
、
そ
れ
が
銀
行
券
（
通
貨
）
へ
転
化
し
う
る
ー
ー
た
だ
し
後
者
の
新
た
な
追
加
供
給

と
し
て
ー
ー
限
り
で
の
み
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
銀
行
学
派
で
は
「
信
用
諸
形
態
」
の
あ
い
だ
の
相
互
転
換
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
に
あ
っ
て
は
通
貨
の
創
出
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
を
も
っ
て
彼
が
銀
行
券
1
1
通
貨
供
給
の
―
つ
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
し
か
も
一
国
の
「
正
当
な
水
準
」
へ
の
一
致
を
保
証
す
る
金
買
上
げ
|
|
‘

発
券
に
よ
る
ル
ー
ト
以
外
の
、
し
た
が
っ
て
右
の
水
準
を
上
廻
る
通
貨
量
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
重
要
視
し
危
険
視
し
て
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
れ
が
、
発
券
業
務
と
そ
れ
以
外
の
銀
行
（
預
金
）
業
務
の
峻
別
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
発
券
部
と
銀
行

(
9
)
 

部
へ
の
分
離
、
地
方
銀
行
の
発
券
停
止
、
預
金
銀
行
へ
の
転
化
促
進
と
い
う
一
連
の
政
策
論
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

8

)

銀
行
券
の
み
を
統
制
す
べ
き
で
「
信
用
の
諸
形
態
」
は
統
制
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
三

0
七

四
号
。
で
は
貴
方
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
要
求
払
の
紙
券
通
貨
に
た
い
す
る
の
と
同
じ
統
制
を
為
替
手
形
に
加
え
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
の
か
。

ー
私
は
明
ら
か
に
そ
れ
は
必
要
で
も
な
く
、
正
し
い
も
の
で
も
な
い
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
私
は
為
替
手
形
を
銀
行
取
引
の
一
形
態
と
考
え
、

一
切
の
銀
行
取
引
は
信
用
の
諸
形
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
信
用
の
諸
形
態
の
い
ず
れ
に
た
い
し
て
も
直
接
的
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
健
全

な
原
理
に
反
す
る
と
思
う
。
私
は
健
全
な
原
理
と
は
、
貴
方
が
た
が
原
理
に
立
脚
し
て
（
金
の
流
出
入
に
従
っ
て
の
統
制
を
指
す
—
|
引
用
者
）
こ
の
国

の
紙
券
通
貨
に
統
制
を
加
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
厳
格
か
つ
正
確
に
規
制
さ
れ
れ
ば
、
一
切
の
信
用
の
諸
形
態
、
紙
券
通
貨
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い



め
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
に
代
替
し
合
い
、

は
、
銀
行
券
の
収
縮
は
他
の
「
信
用
形
態
」
の
増
加
を
も
た
ら
し
、

行
券
へ
の
転
換
は
、

一
国
の
流
通
鼠
が し

た
が
っ
て
前
述
し
た
「
信
用
の
賭
形
態
」
の
銀

第
二
十
七
巻

る
上
部
構
造
は
そ
の
ば
あ
い
正
し
い
限
界

(
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
b
o
u
n
d
s
)

内
に
保
た
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 B
a
n
k
s
 o
f
 

I
s
s
u
e
 `
 
i
n
 1
8
4
0
,
 
Q
,
 3
0
7
 4,
 
T
r
a
c
t
s
,
 p
p
.
 4

5
0ー
ー

4
5
1
)

(
9
)

地
方
発
券
銀
行
の
み
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
銀
行
券
量
の
変
動
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
そ
れ
か
ら
後
れ
て
し
か
生
じ
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
適
貨

統
制
の
璽
要
な
阻
害
因
と
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
発
券
が
「
信
用
の
諸
形
態
」
を
基
礎
に
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
（
発
券

放
棄
促
進
の
根
拠
）
。
「
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
収
縮
の
最
初
の
影
響
は
地
方
銀
行
適
貨
の
増
大
で
あ
る
。
そ

の
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
通
貨
の
収
縮
か
ら
生
じ
る
信
用
な
ら
び
に
物
価
に
た
い
す
る
圧
迫
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
も
っ
と
後
の
時
期
に
地
方
銀
行

適
貨
の
収
縮
を
も
た
ら
す
が
、
こ
の
仕
方
で
の
地
方
銀
行
通
貨
の
収
縮
は
い
ず
れ
も
時
間
の
点
で
後
れ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
」

(
O
p
.
cit., 
Q
.
 2
7
2
8
,
 

p
.
 
371) 

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
（
地
方
銀
行
の
発
券
に
た
い
し
て
ー
ー
引
用
者
）
信
用
お
よ
び
物
価
に
た
い
す
る
そ
の
作
用
を
通
じ
て
、
究
極
的
統
制
を
加
え

る
。
し
か
し
私
に
は
紙
券
通
貨
の
全
発
行
者
が
互
い
に
同
時
に
ー
~
一
が
他
に
従
っ
て
で
は
な
く
ー
|
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
す
べ

て
こ
の
国
の
貨
幣
取
引
の
連
帯
せ
る
統
制
者
た
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」

(
O
p
.
cit., 
Q
.
 2
7
2
2
,
 
p. 
3
6
6
.
)
 

以
上
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
と
「
信
用
の
誇
形
態
」
と
の
関
係
を
、
量
的
な
変
動
の
基
本
的
な
照
応
関
係
と
、
「
信
用
の
諸
形
態
」

の
銀
行
券
へ
の
転
換
を
新
た
な
銀
行
券
1
1
通
貨
の
創
出
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
点
に
集
約
し
て
考
察
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
た
い
し
て
銀
行
主
義
は
鋳
貨
（
お
よ
び
不
換
政
府
紙
幣
）
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
を
区
詞
し
、
銀
行
券
を
そ

の
一
形
態
と
し
て
預
金
ー
|
'
小
切
手
ー
、
商
業
手
形
等
と
同
じ
範
疇
に
属
せ
し
め
る
。

一
信
用
形
態
の
他
の
信
用
形
態
へ
の
転
換
で
あ
り
、

「
流
通
の
必
要
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り

ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
の
収
縮
は
地
方
銀
行
券
の
増
加
を
生
ぜ
し

ゆ
え
に
銀
行
券
1

ー
と
く
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
ー
|
↓
の
変
動
は
そ
れ
に
照
応
す
る
か
た

ち
で
そ
の
他
の
「
信
用
の
諸
形
態
」
の
変
動
を
結
呆
せ
ず
、
む
し
ろ
粗
反
す
る
動
き
を
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
仁
01
、

ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
四
号

四



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

(10) 
Cf., 
T
.
 T
o
o
k
e
,
 A
n
 I
n
q
u
i
r
y
 i
n
t
o
 
t
h
e
 
C
u
r
r
e
n
c
y
 Principle. 
pp. 
2
3
 |
 33
.
 

玉
野
井
訳
、
六
ニ
ー
七
五
ペ
ー
ジ
参
照
。
J
.

F
u
l
l
a
r
t
o
n
,
 

O
n
 t
h
e
 R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
C
u
r
r
e
n
c
i
e
s
,
 
p. 2
8
 ff, 
H<
却い叩ハ五
0
ペ
ー
ジ
以
下
ム
参
照
。

右
の
よ
う
な
見
解
か
ら
当
然
帰
結
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
統
制
に
あ
た
っ
て
は
銀
行
券
|
ー
フ
ラ
ァ
ト
ン
の
言
を
借
り
れ
ば
「
信
用
の
小
銭

で
あ
り
、
信
用
が
自
ら
を
発
躙
し
て
い
く
力
学
的
な
仕
組
み
の
う
ち
で
は
最
も
幼
稚
な
も
の
に
属
し
て
い
る
」

(
O
p
.
cit., 
p. 5
1
.
 

天
利
訳
七

六
ペ
ー
ジ
）
も
の
ー
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
全
信
用
を
対
象
と
さ
る
べ
き
こ
と
、
た
だ
し
可
能
性
と
い
う
点
か
ら

は
商
業
信
用
の
直
接
統
制
は
行
な
い
え
な
い
か
ら
銀
行
信
用
の
統
制
の
み
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
銀
行
主
義
の
見
解
を
要
約
で
き
る
と
す
れ
ば
、
遥
貨
主
義
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
た
信
用
制
度
の

も
と
で
、
同
銀
行
券
が
「
信
用
の
上
部
構
造
」
の
基
礎
と
し
て
ー
「
信
用
の
諸
形
態
」
の
国
内
流
通
に
か
ん
す
る
限
り
で
の
支
払
手
段
と

し
て
ー
「
親
金
」
規
定
を
取
得
す
る
と
い
う
事
実
を
糎
度
に
誇
張
し
て
、
景
気
変
動
の
一
局
面
に
妥
当
す
る
照
応
関
係
を
そ
の
全
局
面
に

機
械
的
に
拡
大
適
用
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
銀
行
主
義
は
「
信
用
の
上
部
構
造
」
の
巨
大
さ
に
比
し
て
環
金
基
礎
の
小
な
る
こ
と
か

、、

ら
、
ま
た
信
用
と
い
う
点
の
同
質
性
か
ら
通
貨
構
成
を
平
面
化
し
て
と
ら
え
、
相
互
転
換
性
、
代
替
性
を
全
面
的
に
固
執
す
る
と
い
う
面
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
見
解
に
は
そ
の
内
容
に
即
し
て
言
え
ば
信
用
制
度
の
連
動
の
二
面
性
が
い
ず
れ
か
の
一
面
に
お
い
て
の

み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
景
気
変
動
と
照
応
せ
し
め
て
そ
の
連
動
を
把
握
す
れ
ば
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。

景
気
変
動
の
過
租
で
社
会
的
生
産
の
流
動
性
が
保
た
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
商
品
取
引
は
資
本
流
通
部
面
で
は
そ
の
大
部
分
が
信
用
に
依

拠
し
て
行
な
わ
れ
る
。
「
信
用
が
：
・
…
富
の
杜
会
的
形
態
と
し
て
、
貨
幣
を
駆
遂
し
て
そ
の
地
位
を
奪
う
。
生
韮
物
の
貨
幣
形
態
を
な
に
か
た

だ
消
枢
的
な
も
の
お
よ
び
観
念
的
な
も
の
と
し
て
、
単
な
る
観
念
と
し
て
あ
ら
わ
れ
さ
せ
る
も
の
は
生
産
の
社
会
的
性
格
に
た
い
す
る
信
頼

で
あ
る
。
」

(
K
.
M
a
r
x
,
 D
a
s
 K
a
p
i
t
a
l
,
 
B
d
 fil, 
S
.
 
2
6
1
.
 

向
坂
訳
田
四
0
九
ペ
ー
ジ
）
信
用
は
「
躙
金
」
基
礎
か
ら
自
立
し
て
運
動
す
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
局
面
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
信
用
貨
幣
に
た
い
す
る
依
存
の
必
要
は
な
く
、第

二
十
七
巻

第

四

号

四

そ
れ
故
に
同
行
の
信
用
統
制
が
も
し
発
動
さ
れ



し
か
し
な
が
ら
前
述
の
よ
う
に
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
見
解
が
一
つ
の
躙
実
的
基
礎
を
有
す
る
と
は
い
え
、

蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

的
照
応
関
係
と
し
て
全
面
的
に
妥
当
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
銀
行
主
義
の
粗
互
転
換
、
代
替
性
の
理
論
は
、
さ
き
の
信

用
制
度
が
「
躙
金
」
基
礎
か
ら
離
れ
て
自
立
的
に
運
動
し
う
る
よ
う
な
循
環
局
面
に
の
み
無
条
件
妥
当
を
主
張
し
う
る
も
の
に
止
ま
り
、
「
躙

金
」
基
礎
へ
の
復
帰
拘
束
が
生
じ
る
局
面
に
は
全
面
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
国
内
流
通
に
か
ん
す
る
阪
り
は
信
用
の
上

部
構
造
の
「
躙
金
」
基
礎
と
し
て
機
能
し
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
信
用
貨
幣
銀
行
券
の
独
自
的
地
位
、
し
た
が
っ
て
発
逹
せ

る
信
用
制
度
の
も
と
で
の
通
貨
構
成
の
立
体
的
構
造
を
充
分
把
握
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
フ
ラ
ァ
ト
ン
の
、
「
信

用
の
諸
形
態
」
の
量
に
比
し
て
の
流
道
銀
行
券
の
僅
少
性
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
銀
行
券
の
把
握
は
、

る。
こ

の

よ

う

に

信

用

制

度

の

運

動

は

乖

離

と

そ

れ

へ

の

復

帰

、

拘

束

と

い

う

二

面

性

に

お

い

て

あ

ら

わ

れ

「
信
用
の
諸
形
態
」
の
通
貨
量
変
動
へ
の
基
本
的
な
照
応
関
係
を
主
張
す
る
通
貨
主
義
の
見
解
が
、
後
の
局
面
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
を
量

「
現
金
」

基
礎
か
ら
の
自
立
、

あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
決
定
的
な
恐
慌
局
面
で
は
、

ォ
ゥ
バ
ア
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
二
十
七
巻

ニ
の
よ
う
な
欠
陥
が
包

た
と
し
て
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
舷
要
は
な
い
が
ー
ー
土
そ
の
効
果
は
な
い
。
景
気
が
よ
り
上
向
局
面
へ
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、

銀
行
信
用
へ
の
依
存
が
強
ま
っ
て
い
く
が
、
再
生
差
過
産
の
流
動
性
が
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
商
品
取
田
は
信
用
に
依
拠
し
て
行

な
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
続
い
て
再
生
産
過
租
に
桓
塞
が
生
じ
、
社
会
的
信
用
（
支
払
）
連
鎖
の
中
断
が
生
じ
る
恐
慌
局
面
で
は
、
信
用
の

「
親
金
」
基
礎
へ
の
転
換
、
復
帰
が
起
り
、
支
払
手
段
へ
の
需
要
が
、
商
業
手
形
、
地
方
銀
行
券
、

用
の
諸
形
態
」
の
「
躙
金
」
へ
の
転
換
要
求
を
み
た
す
た
め
に
生
じ
、

さ
ら
に
は
有
価
証
券
等
の
一
切
の
「
信

そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
信
用
貨
幣
に
た
い
す
る
需
要
と
な
っ
て

し
た
が
っ
て
同
行
の
信
用
制
隕
の
強
弱
は
直
接
に
そ
の
信
用
貨
幣
た
る
同
銀
行
券
の
入
手

の
困
難
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
国
内
に
お
け
る
信
用
、
再
生
産
過
稲
の
栖
塞
を
左
右
し
、
貨
幣
恐
慌
の
激
化
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
号

銀
行
券
を
他
の
「
信
用
の
諸

四
四

信
用
の



ォ
ゥ
バ
了
ス
ト
＇
ー
ン
の
通
貨
詮

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
は
発
券
銀
行
と
預
金
銀
行
と
の
機
能
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
発
券
の
銀
行
は
流
通
媒
介
物
の
創
造
を
委
託
さ
れ
て
い
る
。

預
金
と
割
引
の
銀
行
は
そ
の
流
通
媒
介
物
の
使
用
、
分
配
、
ま
た
は
充
用

る
も
の
で
あ
る
。

る
行
動
原
則
の
主
張
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

以
上
の
考
察
で
は
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
規
定
を
中
心
に
、
通
貨
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
と
の
関
係
を
貨
幣
論
的
視
角
か
ら
取
扱

っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
本
節
で
は
、
右
の
規
定
を
う
け
て
展
開
さ
れ
る
彼
の
銀
行
業
の
規
定
を
対
象
と
し
、
そ
の
な
か
に
そ
の
通
貨
規
定
が

貫
徹
す
る
態
容
を
考
察
し
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
彼
の
発
券
業
務
と
預
金
業
務
と
の
区
別
は
、
通
貨
と
「
信
用
の
諸
形
態
」
の

区
別
の
直
接
の
延
長
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
通
貨
規
定
に
お
い
て
、
い
か
な
る
仕
方
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
発
券
の
み
を
社
会
的
に

新
た
な
通
貨
の
創
出
l

追
加
供
給
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
は
、
銀
行
業
規
定
の
ば
あ
い
に
は
、
発
券
業
務
（
発
券
銀
行
）
の
み
が
追
加
的

資
本
の
創
造
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
預
金
業
務
（
預
金
銀
行
）

明
ら
か
に
し
、
続
い
て
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
す
で
に
若
干
触
れ
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
部
門
分
割
お
よ
び
両
部
門
の
異
な
れ

四

銀

行

業

第
四
号

四
五

務
の
一
元
的
把
握
を
排
し
、
発
券
の
み
を
巌
格
な
規
制
の
も
と
に
お
き
、

張
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

落
態
」
か
ら
絶
対
的
に
切
離
し
、

そ
し
て
そ
れ
の
み
に
限
定
し
て
物
価
1
1
景
気
変
動
へ
の
能
動
的
作
用
因
を
考
察
す
る
視
角
は
銀
行
信
用
業

預
金
業
務
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
部
の
自
由
競
争
原
則
の
政
策
的
主

(use, 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
 
o
r
 a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
 

策
二
十
七
巻

に
の
み
関
与
す

に
そ
の
よ
う
な
能
力
を
否
定
す
る
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
ま
ず



前
者
の
唯
一
の
義
務
は
確
実
な
担
保
に
も
と
づ
い
て
そ
の
紙
券
を
発
行
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
を
と
り
、

量
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。

後
者
の
主
要
な
目
的
と
業
務
は
で
き
る
け
だ
多
く
の
割
合
の
既
存
の
流
通
媒
介
物
を
掌
掘
し
、

利
潤
率
と
を
あ
わ
せ
も
つ
よ
う
な
方
法
で
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(
R
e
f
l
e
c
t
i
o
n
s

s
u
g
g
e
s
t
e
d
 
b
y
 
a
 
P
e
r
u
s
a
l
 o
f
 
M
r
.
 J
.
 

H
o
r
s
l
e
y
 Pal・ 

m
e
r
'
s
 P
a
m
p
h
l
e
t
 o
n
 t
h
e
 C
a
u
s
e
s
 a
n
d
 C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 o
n
 t
h
e
 P
r
e
s
s
u
r
e
 
o
n
 t
h
e
 
M
o
n
e
y
 
M
a
r
k
e
t
,
 
1
8
3
7
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 
3
1
)
 

「
銀
行
家
の
真
の
業
務
は
他
人
の
資
本
を
使
用
す
る
こ
と
、

企
業
を
所
有
し
て
は
い
る
が
資
本
を
要
す
る
人
び
と
と
の
あ
い
だ
の
媒
介
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
機
能
は
彼
の
判
断
と
個

人
の
保
証
を
介
入
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
階
級
か
ら
他
の
躇
級
へ
の
資
本
の
移
転
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
」

L
e
t
t
e
r
 t
o
 J
.
 

B. 
S
m
i
t
h
.
 
E
s
q
.
,
 1
8
4
 0
 ,
 

o
p
.
 
cit., 
p. 
2
2
5
)
 

ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
発
券
！
銀
行
券
で
の
銀
行
信
用
の
供
与
ー
ー
の
み
が
、
前
述
の
銀
行
券
を
他
の

す
る
規
定
を
う
け
て
、
新
た
な
通
貨
創
出
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

の
業
務
は
、
は
じ
め
の
引
用
に
お
い
て
は
杜
会
的
に
既
存
の
ー
|
i
彼
の
規
定
に
従
え
ば
流
通
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
！
通
貨
の
使
用
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
の
引
用
で
は
「
資
本
」
の
社
会
的
移
転
、
分
配
の
媒
介
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
発
券
業
務
に
つ
い
て
の
規
定
は
後
に
譲
り
、
預
金
業
務
か
ら
述
べ
る
こ
と
と
す
れ
ば
、

の
仕
方
の
相
違
、
「
資
本
」
規
定
の
内
容
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

著
作
に
お
い
て
預
金
銀
行
の
業
務
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
二
十
七
巻

使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
若
干
の
吟
味
を
必
要
と
す
る
。

一
定
の
規
準
に
従
っ
て
そ
の

そ
れ
を
払
戻
し
の
た
め
の
安
全
と
最
高
の

(
A
 S
e
c
o
n
d
 

右
の
二
つ
の
引
用
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
規
定

、、

引
用
で
見
る
阪
り
で
は
「
資
本
」
は
貨
幣
資
本
と
い
う
意
味
で

ま
ず
彼
が
一
般
に
「
資
本
」
と
い
う
ば
あ
い

分
配

こ
れ
に
た
い
し
て
預
金
1

割
引
と
い
う
預
金
銀
行

「
信
用
の
諸
形
態
」
か
ら
区
別

つ
ま
り
用
途
を
求
め
て
い
る
資
本
を
所
有
し
て
い
る
人
び
と
と
、
勤
勉
さ
と

ま
た
別
の

第
四
号

四
六



オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

に
は
次
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

は
、
咀
確
に
貨
幣
資
本
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
お
い
て
価
値
視
点
か
ら
の

、、

が
み
ら
れ
な
い
結
果
と
し
て
、
産
業
資
本
の
一
形
態
と
し
て
の
貨
幣
資
本
、

付
可
能
資
本
と
い
っ
た
把
掘
は
欠
除
し
て
い
る
と
言
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
貨
付
可
能
資
本
の
需
給
と
関
連
し
て
と
ら
え
ら
る

(11) 

べ
き
利
子
率
を
、
右
の
躙
実
資
本
と
直
接
関
連
さ
せ
て
い
る
こ
と
や
、
貨
幣
資
本
の
蓄
積
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
資
本
を
支
配
す
る
手

(12) 

段
も
し
く
は
用
具
」
の
蓄
積
と
す
る
こ
と
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
諸
点
か
ら
み
れ
ば
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
さ
き
の
引
用
に
お
い
て
預
金
業
務
を
一
方
で
は
通
貨
に
関
連
さ
せ
て
述

べ
、
他
方
で
は
資
本
に
開
連
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
全
く
異
な
っ
た
こ
と
を
矛
盾
し
て
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

中
、
使
用
、
分
配
に
よ
る
「
資
本
」

1
1
躙
実
資
本
の
移
転
、
社
会
的
分
配
変
更
と
い
う
こ
と
を
、

か
、
そ
の
目
的
な
い
し
は
結
果
た
る
社
会
的
な
現
実
資
本
の
分
配
変
更
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
る
か
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
十
七
巻

第
四
号

四
七

そ
の
手
段
た
る
通
貨
の
面
か
ら
み
て
い
る

通
貨
の
集

さ
ら
に
は
そ
れ
か
ら
の
遊
離
部
分
を
主
な
構
成
要
素
と
す
る
貸

「
資
本
」
な
る
用
語

「
資
本
」
概
念
の
考
察

「
資
本
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彦
業
が
営
な
ま
れ
る
諸
商
品
か
ら
成
り
立
つ
。
固
定
資
本
と
流
動
資
本
が
あ
る
。
貴
方
の
船
、
ド
ッ
ク
、

道
路
、
橋
梁
、
工
場
、
倉
庫
等
々
ぱ
固
定
資
本
で
あ
り
、
貴
方
の
金
料
、
衣
服
、
な
ら
び
に
毎
週
労
働
者
を
維
持
し
て
い
く
の
に
必
要
な
諸

物
、
一
切
の
原
料
、
綿
花
、
羊
毛
、
絹
、
鉄
等
々
は
流
動
資
本
で
あ
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
 1
8
5
7
,
 
Q
.
 3
7
5
4
,
 
p. 
6
6
)

こ
の
よ
う
に
彼
の
言
う

「
資
本
」
は
リ
カ
ァ
ド
ゥ
以
来
の
古
典
学
派
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
受
継
い
で
素
材
的
視
点
か
ら
み
た
|
—
店
届

g視
点
か
ら
で
は
な
く
|
i
—
現

実
資
本
、
す
な
わ
ち
生
産
資
本
あ
る
い
は
商
品
資
本
を
指
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
に
「
資
本
」
概
念
と
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
る
彼
の

通
貨
（
貨
幣
）
の
規
定
は
、
「
資
本
を
支
配
す
る
手
段
も
し
く
は
用
具
」

(
O
p
.
cit., 
Q
.
 3
7
5
4
,
 
p
.
 
6
6
)

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
窺
が
い
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
さ
き
に
預
金
業
務
に
か
ん
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た

埠
頭
、



中
、
使
用
、
分
配
に
よ
り
珠
実
資
本
の
移
転
、
分
配
変
更
を
行
な
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
把
握
を
銀
行

、
、

業
そ
の
も
の
の
内
部
的
問
題
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
さ
き
の
資
本
を
躙
実
資
本
と
の
み
理
解
す
る

、
、

の
と
は
異
な
っ
た
も
う
―
つ
の
資
本
概
念
が
銀
行
資
本
と
い
う
か
た
ち
で
持
込
ま
れ
て
く
る
。
発
券
業
務
に
か
ん
し
て
規
定
さ
れ
た
そ
の
考

察
視
角
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

、
、

「
わ
た
く
し
は
こ
の
一
節
で
は
資
本
な
る
語
は
、

区
別
さ
れ
た
、
銀
行
の
手
に
あ
る
真
央
資
本

(
r
e
a
l
c
a
p
i
t
a
l
)
 

て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
同
行
が
、
通
貨
の
急
激
な
拡
大
や
収
縮
か
ら
の
害
悪
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
な
し
に
、

ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
そ
の
紙
券
創
造
力
か
ら
得
て
い
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
の
支
配
か
ら

か
ら
得
ら
れ
る
貨
幣
の
支
配
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
貴
方
は
使
用
さ
れ

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
規
定
で
は
、

預
金
業
務
は
、

第
二
十
七
巻

(
1
1
)
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
貨
幣
資
本
を
範
疇
と
し
て
把
握
で
き
ず
、
現
実
資
本
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
」
第
五
篇
第

二
十
六
章
で
利
子
率
へ
の
作
用
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
決
定
的
な
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
、
ま
た
小
論
に
と
っ
て
は
こ
れ
ま
で
の
論
及
で
十
分
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
論
じ
な
い
。
た
だ
本
文
の
叙
述
と
の
関
係
で
若
干
の
引
用
を
行
な
っ
て
お
く
。

「
:
・
だ
が
私
は
一
国
の
貨
弊
量
の
変
動
か
ら
生
じ
る
利
子
率
の
変
動
は
、
そ
の
程
度
お
よ
び
継
続
期
間
の
双
方
に
か
ん
し
て
い
ず
れ
も
小
な
る
も
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
り
、
程
度
あ
る
い
は
継
続
期
間
に
か
ん
し
て
の
利
子
率
に
お
け
る
一
切
の
重
要
な
変
化
は
、
明
確
か
つ
直
接
に
資
本
に
た
い
す
る
需
要
お
よ
び
資
本
の

、
、
、
、
、

生
産
性

(
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
n
e
s
s
)

に
お
け
る
変
化
と
関
連
し
て
い
る
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
 1
8
5
7
,
 
Q
.
 3
7
 
4
9
,
 
p. 
6
4
.
 

傍
点
ー
ー
＇
引
用
者
）
利
子
率
の
基

本
的
規
定
因
と
し
て
は
現
実
資
本
、
一
時
的
、
小
幅
な
変
動
に
の
み
貨
幣
量
|
ー
貨
幣
資
本
（
非
運
用
の
貸
付
可
能
な
）
で
は
な
い
ー
ー
が
関
係
さ
せ
ら

れ
て
い
る
に
止
ま
る
。

(12)
前
注
と
も
関
係
す
る
が
、
さ
ら
に
貨
幣
資
本
の
蓄
積
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
通
貨
の
蓄
栢
と
す
る
見
解
は
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
お
け
る
地
金
の
蓄
積
が
低
い
利
子
率
と
時
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
資
本
に
た

い
す
る
需
要
が
減
少
す
る
時
期
は
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
を
支
配
す
る
手
段
も
し
く
は
用
具
（
通
貨
を
指
す
ー
ー
引
用
者
）
が
蓄
積
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
」

(
O
p
.
 cit•• 

Q
.
 3
7
5
4
,
 
p. 
6
6
)
 

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
一
応
の
帰
結
は
、

杜
会
的
に
既
存
の
通
貨
の
集

貸
出
し
う
る
と
認
め
ら
れ

第

四

号

四

八



ォ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

与
え
う
る
に
す
ぎ
ず
、
預
金
の
か
た
ち
で
、

第

四

号

四

九

か
く
て
他
人
に
よ
っ
て
同
行
の
正
し
い
管
理
の
も
と
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
資
本
と
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
そ
れ
自
ら
の
判
断
に
よ
り
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
自
ら
の
資
産
で
あ
る
も
の
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
他
人
に
よ
っ
て

同
行
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
な
、
そ
の
所
持
す
る
資
本
を
使
用
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
同
行
が
そ
の
紙
券
通
貨

発
行
力
か
ら
得
る
と
こ
ろ
の
資
本
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
仮
象
的
資
本

ま
た
条
件
に
も
と
づ
い
て
の
み
貸
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

(
A

S
e
c
o
n
d
 L
e
t
t
e
r
 
to 
J
.
 

B
.
 
S
m
i
t
h
,
 
Esq., 
184 09
 

T
r
a
c
t
s
,
 p
p
.
 1
8
8
 |
 189. i
:
!
!
:
S

占
い
ー
~
回
↑
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

以
上
の
論
述
か
ら
得
ら
れ
る
「
資
本
」
概
念
は
、

明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
銀
行
の
立
場
か
ら
み
た
そ
の
内
部
で
の
銀
行
資
本
の
問
題

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
銀
行
の
「
真
実
資
本
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
銀
行
そ
れ
自
身
の
投
下
資
本
と
借
入
資
本
（
債
務
）
で
あ
る
預
金
で
あ

り
、
発
券
は
「
真
実
資
本
」
を
上
廻
る
「
仮
象
的
資
本
」
の
創
造
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
発
券
は
前
述
し
た
「
信
用
の
諸
形
態
」
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

(18) 

含
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
発
券
銀
行
に
と
っ
て
の
「
真
実
資
本
」
で
あ
る
。

「
仮
象
的
」

こ
の
よ
う
な
銀
行
資
本
に
お
け
る

ば
、
そ
れ
は
「
真
実
資
本
」
の
範
囲
内
で
の
み
行
動
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、

行
な
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
発
券
1
1
通
貨
の
創
造
の
ば
あ
い
に
の
み
銀
行
は
そ
の
所
有
す
る

こ
れ
ま
で
対
象
と
し
て
き
た
預
金
業
務
に
適
用
す
れ

そ
れ
を
こ
え
る
「
仮
象
的
資
本
」
の
創
造
は
全
く

「
硯
実
」
の
価
値
を
こ
え
て
追
加
的
資
本
を

す
な
わ
ち
貸
出
！
預
金
設
定
と
い
う
方
法
で
の
そ
れ
（
派
生
的
預
金
）
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
限
り
で
は
預
金
は
「
現
金
」
の
預
け
入
れ
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
第
一
次
的
預
金
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で

「
真
実
」

と

な
い
よ
う
な
仕
方
で
、

全
く
同
行
自
身
に
属
し
て
い
る
資
本
と
を
含
め
て
い
る
。

、、

る
資
本
の
う
ち
に
、
貴
方
は
同
行
の
手
に
預
託
さ
れ
、

の
区
別
の
視
点
を
、

第
二
十
七
巻

金
買
上
げ
の
ル
ー
ト
に
よ
る
も
の
は
こ
れ
に
は

因
み
に
こ
こ
で
「
仮
象
的
資
本
」
の
創
造
と

(
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
 o
f
 c
a
p
i
t
a
l
)
 
を
、
同
行
は
過
剌
発
行
を
生
ぜ
し
め



と
こ
ろ
が
発
券
銀
行
が
そ
の
発
券
ー
通
貨
創
造
力
を
用
い
て

そ
れ
に
よ
っ
て
景
気
の
加
速
因
と
し
て
作
用
す
る

発
券
銀
行
の
行
動
は
頸
金
銀
行
の
ば
あ
い
と
は
異

「
真
実
資
本
」
を
上
廻
っ
て
追
加
的
ー
ー
ー
「
仮
象
的
資
本
」
を
創
迭
し
う
る

分
配
変
更
と
い
う
規
定
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
れ
ば
、

預
金
銀
行
に
か
か
る
能
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
、
さ
き
の
杜
会
的
に
既
存
の
通
貨
の
集
中
、
使
用
、

は
な
い
わ
け
で
、
生
じ
う
る
変
動
は
銀
行
の
媒
介
の
結
果
と
し
て
の
諸
産
業
部
門
間
に
お
け
る
個
別
的
騰
落
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
社
会
的
に
は
直
接
、
既
存
の
通
貨
量
へ
の
追
加
供
給
を
意
味
す
る
か
ら
、

な
っ
て
、
単
に
個
別
的
な
価
格
の
謄
落
に
は
止
ま
ら
ず
、
物
価
の
全
般
的
騰
貴
に
導
き
、

(14) 

こ
と
に
な
ろ
う
。

(
1
3
)
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
「
真
実
資
本
」
の
物
的
構
成
内
容
を
ど
う
規
定
し
て
い
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
散
見
す
る
叙
述
か
ら
い
度
す
る
限
り
で

は
、
預
金
業
務
に
か
ん
し
て
は
正
し
く
「
現
金
＼
有
価
証
券
が
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
(
C
f
.
,

A
 S
e
c
o
n
d
 
L
e
t
t
e
r
 
t
o
 
J
.
 

B
.
 
S
m
i
t
h
,
 

E
s
q
.
,
 
o
p
.
 
cit., 
p. 
2
0
0
)

、
発
券
業
務
に
関
説
す
る
ば
あ
い
に
は
、
「
現
金
」
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
で
は
金
属
貨
幣
（
後
注

(14)
参
照
）
ー
ー
の
み

を
意
味
す
る
も
の
の
ご
と
く
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
預
金
業
務
で
は
、
有
価
証
券
は
預
入
さ
れ
た
「
現
金
」
ー
彼
は
第
一
次
的
預
金
の
み
を
考

え
る
ー
ー
の
支
出
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
真
実
資
本
」
の
構
成
内
容
を
な
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
発
券
業

務
を
論
ず
る
ば
あ
い
に
は
、
有
価
証
券
の
擬
制
性
ー
ー
本
来
商
品
価
値
を
代
表
す
る
商
業
手
形
も
同
一
視
さ
れ
て
い
る
|
—
が
金
属
貨
幣
の
も
っ
「
内
在

価
値
」
と
対
比
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
が
「
真
実
資
本
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

(14)

「
三
九
九

0
号
。
そ
れ
で
は
貴
方
は
こ
れ
ら
の
投
機
の
時
期
が
助
長
さ
れ
、
有
害
な
効
果
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
の
は
、
銀
行
券
と
は
関
係
の
な
い
資
木
の

前
貸
に
よ
る
よ
り
も
、
銀
行
券
の
発
行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
な
の
か
。
！
~
私
は
甚
だ
し
く
大
き
な
害
悪
が
真
実
の
資
本
前
貸
に
よ
っ
て

助
長
さ
れ
た
り
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
り
す
る
と
は
思
わ
な
い
。
ー
〔
過
度
の
投
機
、
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
じ
る
有
害
な
諸
結
果
は
一
般
に
紙
券
逆
貨
の

過
度
の
発
行
、
す
な
わ
ち
銀
行
信
用
の
不
当
な
拡
張
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
と
も
か
く
も
下
支
え
ら
れ
延
引
せ
し
め
ら
れ
た
信
用
の
擬
制

あ
る
。

ォ
ゥ
バ
了
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

第
二
十
七
巻

分
配
に
よ
る
現
実
資
本
の
移
転
、

預
金
銀
行
の
行
動
に
よ
っ
て
は
物
価
1
1
景
気
の
一
般
的
変
動
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
こ
と

第
四
号

五
〇
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ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
通
貨
論

彼
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、

第
四
号

五

的
状
態
盆
c
t
i
o
u
s
s
t
a
t
e
 
o
f
 
c
r
e
d
i
t
)
の
結
果
で
あ
る
。
一
般
的
か
つ
広
範
な
害
悪
が
真
実
の
資
本
前
貸
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。

特
殊
の
ば
あ
い
に
は
資
本
の
前
貸
は
、
砲
接
の
関
係
を
も
つ
当
事
者
に
と
っ
て
は
有
害
で
あ
り
、
損
失
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
害

悪
の
限
度
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
真
実
資
本
の
誤
れ
る
使
用
か
ら
生
じ
る
不
都
合
は
偏
別
的
か
つ
限
度
あ
る
も
の
で
あ
る
。
産
業
の
一
般
的
困
難
は
そ
れ

に
先
行
す
る
擬
制
的
信
用
の
い
ろ
い
ろ
な
形
態
で
の
拡
張
と
関
連
し
て
い
る
ー
ー
そ
の
一
形
態
は
一
八
四
四
年
以
前
の
真
実
の
貨
幣

(
r
e
a
l
m
o
n
e
y
)
、

す
な
わ
ち
地
金
に
も
と
づ
か
な
い
紙
券
通
貨
の
発
行
で
あ
っ
た
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
 1
8
5
7
,
 
p. 
1
5
7
)
 

以
上
の
よ
う
な
発
券
業
務
と
預
金
業
務
と
の
模
能
の
相
違
の
主
張
に
立
脚
し
て
、

が
展
開
さ
れ
る
。
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
に
あ
っ
て
は
銀
行
業
は
そ
の
「
真
実
資
本
」
の
範
囲
内
で
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

難
は
発
券
業
務
の
う
ち
に
あ
る
。
分
離
論
の
政
策
的
主
張
は
、
彼
の
意
図
で
は
、
発
券
業
務
が
「
真
実
資
本
」
の
範
囲
内
、
つ
ま
り
同
行

発
券
業
務
の
「
真
実
資
本
」
た
る
金
属
貨
幣
（
準
備
）
の
範
囲
内
で
そ
の
変
動
に
照
応
し
て
行
な
わ
れ
う
る
よ
う
な
機
構
を
確
立
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
ず
両
業
務
が
未
分
離
の
状
態
の
ば
あ
い
か
ら
始
め
よ
う
。

「
多
く
の
点
で
そ
の
管
理
を
同
一
の
手
に
安
全
に
委
託
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
相
容
れ
ざ
る
性
質

(
c
o
n
f
l
i
c
t
i
n
g
n
a
t
u
r
e
)
 

「
二
機
能
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
内
で
結
合
さ
れ
て
い
る
」

(Reflections,
T
r
a
c
t
s
,
 p
.
 
3
0
)

ば
あ
い
、

(
a
b
u
s
i
v
e
 u
s
e
)

さ
れ
、
そ
の
「
真
央
資
本
」
を
上
姻
る
発
券
が
行
な
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
貸
出
1

割
引
お
よ
び
貸
付
！
あ
る
い
は

預
金
の
別
出
に
た
い
し
て
、
新
た
な
発
券
に
よ
っ
て
応
じ
ら
れ
や
す
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
発
券
は
彼
の
理
論
で
は

銀
行
に
と
っ
て
は
「
真
実
資
本
」
を
上
廻
る
追
加
的
資
本
の
創
造
で
あ
り
、

を
こ
え
る
通
貨
の
追
加
供
給
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
発
券
業
務
と
預
金
業
務
が
一
体
と
し
て
結
合
さ
れ
て
い
る
も
と
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
発
券

統
制
に
た
い
し
て
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
競
争
的
発
券
銀
行
が
存
在
す
る
こ
と
」
を
別
と
す
れ
ば
、

第
二
十
七
巻

「
政
府
の
不
確
定
に
し
て
絶
え
ず

流
通
に
と
っ
て
は
本
来
貴
金
属
の
流
通
量
に
照
応
す
る
通
貨
量

を
も
つ
」

同
行
の
発
券
力
は
濫
用

そ
し
て
困

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
発
券
部
と
銀
行
部
へ
の
分
離
論



変
動
す
る
需
要
」

と

「
商
業
の
需
要
を
充
た
し
、

一
般
的
お
よ
び
私
的
信
用

(
p
u
b
l
i
c
a
n
d
 p
r
i
v
a
t
e
 
c
r
e
d
i
t
)
 

(
R
e
m
a
r
k
s
 o
n
 t
h
e
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 C
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
;
 
a
n
d
 o
n
 t
h
e
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 C
o
n
d
u
c
t
 o
f
 
t
h
e
 
B
a
n
k
 o
f
 
E
n
g
l
a
n
d
 a
n
d
 o
f
 
t
h
e
 

的
、
個
別
的
な
も
の
に
止
ま
る
と
い
う
規
定
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、

る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。

(Cf.,
I
M
d
e
:
q
c
e
 i
n
 1
8
5
7
,
 
Q
.
 3
6
4
8
,
 
p, 
11,) 

ォ

ゥ

バ

ァ

ス

ト

ー

ン

の

通

貨

論

第
二
十
七
巻

の
二
つ
で
あ
り
、

こ
れ
に
た
い
し
て
銀
行
部
に
か

そ
の

を
維
持
す
る
義
務
」

C
o
u
n
t
r
y
 I
s
s
u
e
s
,
 
d
u
r
i
n
g
 t
h
e
 Y
e
a
r
 1
8
3
9
,
 
1
8
4
0
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 
1
3
5
)
 

Al"-‘
祈
1

珍
叫
華
[
T
し
イ
）
い
＞
ス
）
の
げ
i
土
」
の

54)
で
J
も
竺
仄
ギ
唄

(15) 

で
あ
る
。
政
府
の
財
政
上
の
不
足
を
補
填
す
る
た
め
の
公
債
担
保
に
よ
る
貸
上
は
、
彼
の
規
定
に
従
が
え
ば
、
「
真
実
資
本
」
に
も
と
づ
か
な

い
、
そ
れ
を
こ
え
る
追
加
的
資
本
の
創
造
す
な
わ
ち
通
貨
の
追
加
供
給
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
最
も
強
調
す
る
後
者
も
、
そ
れ
が
手
形
割
引
、

袋
付
の
仕
方
で
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
点
で
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
両
部
門
分
離
の
政
策
的
主
張
は
、
追
加
的
資
本

創
造
す
な
な
わ
ち
通
貨
の
追
加
供
給
を
行
な
わ
し
め
る
契
機
と
な
る
右
の
よ
う
な
政
府
、
商
業
界
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
発
券
業
務
と
の
連

関
を
切
離
す
と
い
う
意
図
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
同
行
が

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
発
達
し
た
信
用
制
度
の
も
と
で
は
中
央
発
券
銀
行
の
機
能
と
な
る
と
こ
ろ
の
、

に
対
応
す
る
た
め
必
要
と
さ
れ
る
「
現
金
」
需
要
を
同
銀
行
券
に
よ
っ
て
充
足
せ
し
め
る
こ
と
の
拒
否
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

時
期
の
発
券
は
理
論
的
に
は
銀
行
の
追
加
的
資
本
の
創
造
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
に
は
正
当
な
通
貨
水
準
を
こ
え
る
部

(16) 

分
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
一
般
的
お
よ
び
私
的
信
用
を
維
持
す
る
義
務
」
を
負
わ
な
い
と
い

恐
慌
の
一
段
階
で
あ
る
国
内
貨
幣
恐
慌

以
上
の
よ
う
に
発
券
業
務
|
|
発
券
部
|
|
‘
に
そ
の
政
策
的
主
張
の
論
点
が
集
中
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

ん
し
て
は
、
預
金
業
務
は
「
真
実
資
本
」
の
範
囲
内
で
の
み
行
動
し
う
る
に
す
ぎ
ず
、
た
め
に
そ
の
流
通
に
及
ぼ
す
影
響
は
た
か
だ
か
部
分

一
般
の
預
金
銀
行
と
と
も
に
自
由
な
競
争
原
則
に
従
が
っ
て
行
動
す

第
四
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そ
れ
が
政
策
的
に
実
颯
さ
れ
た
一
八
四
四
年

と
い
う
提
言
で
あ
る
。

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
銀
行
部
に
た
い
す

こ
の
主
張
は
、
さ
き
の
国
内
貨
幣
恐
慌
時
に
お
け
る
「
一
般
的
お
よ
び
私
的
信
用
を
支
持
す
る
義
務
」
の
拒
否
と
と
も
に
、

度
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
独
自
的
機
能
、

る
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
同
行
へ
の
発
券
集
中
、
同
銀
行
券
の
「
躙
金
」
化
を
基
礎
と
し
て
同
行
は
信
用
の
「
最
終
的
拠
点
」

お
よ
び
そ
れ
に
発
す
る
行
動
原
則
を
結
果
的
に
は
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

の
事
実
に
立
脚
す
る
政
策
ル
ー
ル
の
定
式
化
が
、
パ
ー
マ
ー
に
よ
る
一
八
三
二
年
の
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
受
動
的
に
の
み
行
動
し
、
平
酵

時
に
は
割
引
市
場
の
外
に
止
ま
り
、
緊
張
時

(
i
n
t
i
m
e
 o
f
 s
t
r
e
s
s
)

に
は
市
場
の
追
加
資
金
需
要
に
応
じ
て
割
別
の
銀
行
と
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(
E
v
i
d
e
n
c
e
i
n
 
1
8
3
2
,
 
Q
.
 
7
2
-
8
3
,
 1
7
8
 1
 188, 
i
n
 
F
e
a
v
e
a
r
y
e
a
r
'
s
 

H
i
s
t
o
r
y
,
 
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
 
o
f
 
B
a
n
k
i
n
g
,
 
V
o
l
.
 
I
 

`
 
p. 
3
7
1
)
、

る
自
由
競
争
原
則
の
適
用
の
主
張
が
、
こ
の
政
策
ル
ー
ル
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

の
銀
行
条
例
の
も
と
で
、

T
h
e
 P
o
u
n
d
 S
t
e
r
l
i
n
g
,
 p. 
2
3
1
 ,
 cf., 

J
.
 

W. G
i
l
b
a
r
t
,
 T
h
e
 

銀
行
部
が
一
般
預
金
銀
行
と
の
競
争
的
立
場
に
立
っ
て
割
引
率
を
引
下
げ
る
と
い
う
手
段
に
訴
え
て
積
柩
的
に
市

場
へ
進
出
し
、
そ
の
結
果
、
条
例
に
も
と
づ
く
発
券
制
阪
と
も
相
ま
っ
て
、
一
八
四
七
ー
八
年
の
貨
幣
恐
慌
の
激
化
を
招
来
し
た
と
い
う
事

(17)

、
、
、
、

実
の
う
ち
に
も
看
取
さ
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
み
れ
ば
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
中
央
銀
行
化
を
発
券
集
中
の
み
に
集
約
し
て
と
ら
え
て

い
る
こ
と
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
『
今
日
で
は
逆
説
的
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
』
、
疑
い
も
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
中
心
的

地
位
を
強
調
し
、
強
化
し
た
と
こ
ろ
の
条
例
(
-
八
四
四
年
銀
行
条
例
を
指
す
|
ー
引
用
者
）
の
最
初
の
効
果
は
『
同
行
を
し
て
以
前
よ
り
中
央

銀
行
た
る
租
度
を
要
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
』
」
（
K
i
n
g
,

H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
t
h
e
 
L
o
n
d
o
n
 D
i
s
c
o
u
n
t
 M
a
r
k
e
t
,
 
p. 
103, 
i
n
 J
.
 

C
l
a
p
h
a
m
'
s
 T
h
e
 

B
a
n
k
 o
f
 
E
n
g
l
a
n
d
,
 
A
 H
i
s
t
o
r
y
,
 
V
o
l
.
 
]
I
,
 
p
.
1
8
8
)

小
論
の
分
析
は
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
の
発
券
業
務
と
預
金
業
務
の

理
論
的
把
握
の
う
ち
に
す
で
に
そ
の
荊
芽
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
に
止
ま
る
。

(15)

因
み
に
言
え
ば
、
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
に
お
い
て
は
、
発
券
統
制
の
障
害
と
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
本
文
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
府
お
よ
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。
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び
商
業
界
と
の
連
関
で
あ
る
が
、
彼
が
実
際
に
強
調
し
論
じ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
に
お
い
て
は
、
政
府
財
政
当

局
と
の
連
関
、
そ
れ
か
ら
の
発
券
当
局
の
独
立
性
の
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
等
し
く
発
券
業
務
の
分
離
を
主
張
し
な
が
ら
も
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
兒

挽
停
止
下
の
銀
行
券
減
価
（
リ
カ
ァ
ド
ゥ
）
、
景
気
変
励
（
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
）
と
い
う
対
象
の
相
追
に
応
じ
て
防
が
る
べ
き
障
害
も
異
な
っ
て
い
る

(Cf•• 

D
.
 
R
i
c
a
r
d
o
,
 
P
l
a
n
 f
o
r
 
t
h
e
 
E
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
 N
a
t
i
o
n
a
l
 B
a
n
k
,
 W
o
r
k
s
 `
 
V
o
l
.
 
JV, 
p
p
.
 2
8
1
-
|
 2
8
9
.
 
細
叩
芦
曰
「
凸
化
捩

.-IJ
癸
岱
券
の
云
調

整
ー
ー
リ
カ
ア
ド
ゥ
発
券
制
度
論
の
問
題
点
」
『
経
済
学
研
究
』
第
二
十
五
券
第
一
号
、
六
五
ー
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

(16)
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
で
は
こ
の
よ
う
に
国
内
貨
幣
恐
慌
綬
和
の
た
め
発
行
さ
れ
る
銀
行
券
ー
上
又
払
手
段
「
現
金
」
ー
ー
は
、
そ
の
機
能
上
の
流
通
手

段
と
の
差
異
を
無
視
し
て
、
銀
行
の
「
真
実
資
本
」
を
上
廻
る
追
加
的
資
本
の
創
造
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
に
は
均
衡
状
態
の
も
と

で
の
一
国
の
貴
金
属
量
に
照
応
す
る
通
貨
量
を
こ
え
る
部
分
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
的
立
場
に
よ
る
限
り
、
彼
は
一
八
四
四
年
条
例
の
制
定
の

さ
い
、
お
よ
び
引
続
い
て
問
題
と
さ
れ
た
「
発
行
緩
和
条
項

(
R
e
l
a
x
i
n
g
,
 
P
o
w
e
r
)
」
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
制
限
外
発
行

(
e
x
t
r
a
i
s
s
u
e
)
」
は
是
認

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
逼
迫

(
p
r
e
s
s
u
r
e
)

は
過
剰
取
引
を
正
常
な
取
引
水
準
に
復
帰
せ
し
め
る
限
り
で
は
「
有

益
か
つ
健
全
な

(
s
a
l
u
t
a
r
y
a
n
d
 w
h
o
l
e
s
o
m
e
)

効
果
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
「
制
限
外
発
行
」
は
こ
の
効
果
の
到
来
を
人
為
的
に
遅
延
せ

し
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(
C
f
.
`
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 i
n
 1
8
5
7
,
 
Q
.
 3
6
5
4
,
 
3
6
5
5
,
 
T
h
e
 P
e
t
i
t
i
o
n
 
o
n
 t
h
e
 M
e
r
c
h
a
n
t
,
 
B
a
n
k
e
r
s
,
 
a
n
d
 T
r
a
d
e
r
s
 o
f
 

L
o
n
d
o
n
 `
 
a
g
a
i
n
s
t
 t
h
e
 
B
a
n
k
 C
h
a
r
t
e
r
 A
c
t
,
 1
8
4
7
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p
p
.
 3
0
2
ー
3
0
3
)

。
だ
が
現
士
芥
阿
に
は
「
制
限
外
発
行
」
の
必
要
を
全
く
否
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
原
理
的
に
は
予
測
し
が
た
い
、
し
た
が
っ
て
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
銀
行
の
統
制
に
よ
っ
て
は
対
処
不
可
能
な

国
内
パ
ニ
ッ
ク
の
時
期
ー
一
八
四
七
年
も
一
七
九
三
年
の
対
仏
開
戦
を
契
機
と
し
た
政
治
的
不
安
に
よ
る
パ
ニ
ッ
ク
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
|
ー
に
の

み
必
要
な
「
政
府
の
一
時
的
な
干
渉
」
と
い
う
把
握
に
お
い
て
の
み
認
め
る
。
「
疱
険
の
第
一
の
種
類
の
も
の
（
為
替
相
場
の
不
利
、
金
の
国
外
涜
出

ー
ー
引
用
者
）
は
原
理
に
も
と
づ
い
て
対
処
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
る
兒
換
停
止
の
危
険
に
た
い
し
て
は
立
法
が
備
え
を
行
な
っ

て
い
る
（
一
八
四
四
年
条
例
を
指
す
ー
ー
引
用
者
）
。
危
険
の
他
の
原
因
は
対
処
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
国
内
パ
ニ
ッ
ク
か
ら
く
る
銀
行
券
の
兒
換
停

止
を
防
止
す
る
有
効
な
手
段
は
な
い
…
…
。
」

(
E
v
i
d
e
n
c
e
o
n
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 D
i
s
t
r
e
s
s
,
 i
n
 
1
8
4
8
,
 
Q
.
 5
2
8
7
,
 
T
r
a
c
t
s
,
 
p. 
6
3
4
)

そ
し
て
国
家
に

よ
る
一
時
的
な
干
渉
は
具
体
的
に
は
「
事
実
上
、
そ
れ
は
個
人
信
用

(
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
r
e
d
i
t
)

の
代
り
に
政
府
信
用

(
c
r
e
d
i
t

o
f
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)

を

介
入
せ
し
め
る
こ
と
」

(
O
p
.
cit., 
Q
.
 5
1
5
7
,
 
p. 
9
0
6
)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
に
お
い
て
は
発
券
集
中
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
中

第
四
号

五
四
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を
果
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

オ
ゥ
バ
ァ
ス
ト
ー
ン
が
後
の
機
能
を
と
る
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
を
示
す
こ
と
は
、
さ
き
の
兌
換
性
の
維
持
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
的
信
用

連
勢
を
基
礎
と
し
て
展
開
す
る
国
際
的
貨
幣
恐
慌
か
ら
の
国
民
的
信
用
制
度
の
滉
乱
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
を
政
策
の
基
本
的
目
標
と
す
る
た

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
彼
の
理
論
は
そ
の
こ
と
の
正
当
性
を
論
証
す
る
支
柱
と
し
て
の
役
割

め
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
ば
あ
い
、

央
銀
行
化
が
高
調
さ
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
流
通
、
信
用
制
度
に
た
い
す
る
、
発
券
集
中
に
と
も
な
っ
て
生
じ
て
く
る
そ
の
独
自
的
機

能
ー
ー
ー
国
内
貨
幣
恐
慌
に
対
処
す
る
機
能
ー
を
拒
否
す
る
傾
向
が
存
在
し
て
い
た
。

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

第
四
号

五
五

兌
換
性

そ
れ
は
銀
行
業
務
に
か
ん
す
る
誤
っ
た
理
論
に
も
と

し
か
し
な
が
ら
こ
の
国
内
貨
幣
恐
慌
に
対
処
す
る
機
能
の
拒
否
が
―
つ
の
政
策
的
主
張
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
ば
あ
い

に
は
、
そ
の
理
論
は
政
策
の
正
当
性
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

国
民
的
信
用
制
度
の
発
逹
は
世
昇
貨
幣
か
ら
の
匡
民
的
通
貨
の
独
自
化
を
単
な
る
金
属
鋳
貨
流
通
の
段
陸
よ
り
は
一
段
と
高
度
な
ら
し
め

る
。
批
界
貨
幣
と
国
内
貨
幣
と
の
機
能
上
の
差
異
は
こ
の
段
階
で
は
前
者
の
貨
幣
金
に
た
い
し
後
者
の
紙
券
1
1
信
用
貨
幣
と
い
う
形
態
上
の

分
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
さ
き
の
中
央
発
券
銀
行
の
国
内
貨
幣
恐
慌
に
対
処
し
う
る
能
カ
ー
|
l
同
銀
行
券
が
一
般
的
支
払
手

段
化
に
も
と
づ
<
|
—
と
「
義
務
」
は
こ
の
独
自
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
産
業
資

本
主
義
の
確
立
に
よ
っ
て
商
品
交
換
の
、
国
塙
を
こ
え
、
普
遍
的
に
展
開
す
る
性
格
が
一
段
と
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
、
商
品
交
換
を

円
滑
に
行
な
わ
し
め
る
た
め
に
は
独
自
化
さ
れ
た
国
内
通
貨
の
批
界
貨
幣
へ
の
転
換
が
制
度
上
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
逹
せ
る

信
用
制
度
の
も
と
で
は
中
央
銀
行
券
の
兌
換
性
に
こ
の
制
度
的
要
件
が
附
着
せ
し
め
ら
れ
る
。
か
く
て
中
央
発
券
銀
行
は
二
宣
の
機
能
ー
~

し
か
も
僅
か
な
金
1
1
貨
幣
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
信
用
制
度
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
両
立
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
、

の
維
持
と
国
内
貨
幣
恐
慌
に
対
処
す
る
た
め
の
発
券
1
1
「
硯
金
」
供
給
ー
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
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