
国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説
（
小
林
）

（
八
二
三
）

国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説

小　
　

林　
　
　
　
　

通

は
じ
め
に

一
般
に
国
際
間
で
貿
易
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
事
国
間
に
あ
っ
て
は
必
然
的
に
貸
借
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
貸
借
（balance of international indebtedness

）
の
各
項
目
が
、
悉
く
た
だ
ち
に
受
払
い
の

対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
に
は
数
ヵ
月
後
ま
た
数
年
後
に
は
じ
め
て
受
払
い
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
現
実
に
受
払
い
さ
れ
る
べ
き

勘
定
は
、
国
際
収
支
（balance of international paym

ents

）
の
勘
定
で
あ
る
。
国
際
貸
借
は
国
際
収
支
と
同
義
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
場

合
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
は
概
念
上
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
国
際
貸
借
と
は
、
一
国
が
他
の
諸
国
に
対
し
て
有
す
る
一
切
の
対
外
資
産
負
債
の
残
高
を
あ
る
一
定
時
点
に
お
い
て
捉
え
た

概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は｢

ス
ト
ッ
ク｣

と
し
て
の
性
格
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
輸

四
三
一
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出
に
よ
っ
て
受
取
る
債
権
を｢

貸｣

と
し
て
、
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
を｢

借｣

と
し
て
綜
合
し
対
照
し
た
も

の
で
あ
る
。
国
際
収
支
と
は
、
一
国
経
済
が
一
定
期
間
（
通
常
一
カ
年
間
）
に
亙
る
他
の
諸
国
と
の
間
の
対
外
収
支
状
況
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
「
フ
ロ
ー
」
の
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
国
際
貸
借
と
国
際
収
支
と
の
関
係
は
国
際
貸
借
が
原
因

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
そ
れ
は
結
果
と
な
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
こ
の
よ
う
に
国
際
間
に
お
け
る
貸
借
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
貸
借
に
対
す

る
為
替
の
需
給
状
況
の
変
化
か
ら
為
替
相
場
の
決
定
や
変
動
原
因
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
国
際
貸
借
説

（theory of international indebtedness

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
般
に
外
国
為
替
に
関
す
る
学
説
は
、
そ
の
中
心
と
す
る
課
題
が
、
外
国
為
替
相
場
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
、
ま
た
変
動
す
る
諸
原

因
が
何
か
を
追
求
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
外
国
為
替
相
場
の
決
定
は
、
一
般
の
商
品
価
格
が
市
場
に
お
い
て

そ
の
需
要
と
供
給
関
係
に
よ
っ
て
変
動
し
た
り
、
ま
た
決
定
し
た
り
す
る
と
同
様
に
為
替
に
対
す
る
供
給
と
需
要
が
直
接
的
な
要
因
と

な
っ
て
相
場
が
変
動
し
た
り
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
外
国
為
替
変
動
の
原
因
お
よ
び
決
定
の
起
源
と
進
歩
の
時
代
と
な
っ
た
一
六

世
紀
に
、
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
半
に
起
源
を
も
つ
近
代
的
外
国
為
替
理
論
に
お
い
て
も
十
分
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
為

替
に
対
す
る
需
給
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
ま
た
そ
の
正
常
な
相
場
と
な
る
帰
着
点
は
、
ど
こ
に
な
る
の
か
の
観
点
に
於

い
て
学
説
が
相
違
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
相
違
は
、
時
代
的
な
背
景
に
よ
っ
て
か
な
り
条
件
が
違
っ
て
く
る
。

外
国
為
替
理
論
は
、
外
国
為
替
変
動
の
要
因
お
よ
び
結
果
と
経
済
制
度
に
つ
い
て
の
分
析
と
い
う
意
味
で
は
、
ス
コ
ラ
学
派
の
論
者
、

政
府
の
経
済
専
門
家
、
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
一
六
世
紀
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
間
中
に
生
成
、
発
展
し
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
る
。
Ｐ
．ア
ィ
ン
チ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
そ
れ
は
、
⑴
投
機
ま
た
は
「
陰
謀
」
理
論
、
⑵
貿
易
収
支
説
、
⑶
貸
借
差
額
説
、
⑷

正
貨
現
送
点
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
、
⑸
物
価
に
対
す
る
為
替
相
場
の
影
響
に
関
す
る
理
論
、
⑹
需
給
説
、
⑺
数
量
説
、
⑻
購
買
力
平
価
説
、

四
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⑼
交
易
条
件
説
、
⑽
利
子
説
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
こ
れ
ら
の
中
の
古
典
的
な
国
際
貸
借
説
・
購
買
力
平
価
説
・
為
替
心
理
説
な

ど
は
、
そ
の
後
の
為
替
学
説
の
有
益
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
国
際
貸
借
説
は
、
為
替
相
場
成
立
の
要
因
、
変
動
過
程
を
分
析
す
る

う
え
で
、
国
際
間
の
取
引
で
あ
る
輸
出
入
に
お
い
て
発
生
す
る
貸
借
関
係
が
そ
の
決
済
方
式
と
し
て
外
国
為
替
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
と

し
て
、
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
の
貿
易
全
盛
期
で
あ
っ
た
重
商
主
義
時
代
以
前
か
ら
、
そ
の
中
心
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。（

1
） 

拙
著
『
外
国
貿
易
論
』
高
文
堂
出
版
社　

平
成
元
年
、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
。

（
2
） P

aul E
inzig, T

h
e T

h
eory of F

oreign
 E

xch
an

ges, 1962. P
.139.

小
野
朝
男
他
訳
『
外
国
為
替
の
歴
史
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
四
〇

年
、
一
六
三
頁
。

重
商
主
義
期
の
為
替
論

重
商
主
義
時
代
は
、
そ
れ
自
体
の
性
格
上
概
念
解
釈
の
相
違
は
も
と
よ
り
、
時
代
的
分
起
点
に
お
い
て
も
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世

紀
中
葉
期
の
約
三
〇
〇
年
の
期
間
と
し
て
捉
え
る
場
合
と
時
代
的
発
展
段
階
の
相
違
す
る
欧
州
各
国
に
お
い
て
出
現
し
形
成
さ
れ
た
新
経

済
体
制
と
し
て
の
そ
の
政
策
的
特
徴
を
す
べ
て
包
含
す
る
と
し
て
、
そ
の
時
代
を
さ
ら
に
広
義
の
意
味
で
捉
え
る
場
合
と
が
あ
る
（
1
）

。

重
商
主
義
時
代
以
前
の
一
三
世
紀
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
系
銀
行
家
た
ち
の
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
と
比
較
し

て
、
非
常
に
貧
弱
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
金
融
業
者
た
ち
の
そ
れ
は
、
ロ
ン
ド
ン
と
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
と
い
う
市
場
の
み
で
し
か
羊
毛
と
毛
織

物
の
輸
出
取
引
を
行
な
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
貿
易
商
人
と
呼
応
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
お
い
て
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
相
場
を

四
三
三
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高
値
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
為
替
政
策
を
行
い
、
ま
た
そ
の
た
め
の
理
論
は
グ
レ
シ
ャ
ム
（S

ir T
hom
as G

resham

：1519-79

）
に
お
い
て
既

に
見
出
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
為
替
の
出
現
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
第
一
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
進
行
後
、
輸
出
と
関
連
し
た
商

人
や
産
業
資
本
層
の
急
速
な
台
頭
が
、
旺
盛
な
資
金
需
要
を
も
た
ら
し
商
売
上
で
貨
幣
の
欠
乏
が
足
枷
と
な
っ
た
。
当
然
の
よ
う
に
、
そ

れ
は
、
そ
の
需
要
を
満
た
し
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
出
現
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
正
に
信
用
創
造
と

し
て
の
為
替
の
形
態
で
あ
っ
た
（
2
）

。

こ
れ
ら
を
背
景
に
一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
当
時
の
実
務
経
済
学
者
た
ち
の
間
で
貨
幣
、
為
替
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
論
争
が
展
開

さ
れ
た
。
重
商
主
義
時
代
の
経
済
的
特
徴
は
、
一
六
二
〇
年
代
初
期
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
金
銀
の
海
外
流
出
が
増
加
し
た
た
め
通

貨
不
足
が
深
刻
化
し
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
国
内
の
不
況
の
原
因
と
さ
れ
た
。
事
実
そ
の
こ
と
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
現
れ

て
き
た
（
3
）

。

そ
れ
は
ジ
ェ
ラ
ル
・
ド
・
マ
リ
ー
ン
ズ
（G

errard

﹇G
erard

﹈de M
alynes

﹇M
alines

﹈：fl.1586-1641

）、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ミ
ッ
セ
ル
デ

ン
（E

dw
ard M

isselden

：fl.1608-54

）、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as M

un

：1571-1641

）
な
ど
で
あ
っ
た
（
4
）

。
例
え
ば
、
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、

金
銀
の
流
出
原
因
を
イ
ギ
リ
ス
の
為
替
レ
ー
ト
の
過
小
評
価
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
、
輸
入
財
が
高
価
に
な
り
反
対
に
輸
出
財
が
安

価
と
な
っ
て
、
そ
の
結
果
貿
易
上
の
収
支
が
逆
調
と
な
る
と
考
え
た
。
ま
た
マ
ン
や
ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
は
、
わ
が
国
の
財
宝
を
運
び
去
る
の

は
、
為
替
に
お
け
る
わ
が
国
の
貨
幣
に
対
す
る
低
い
評
価
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の
貿
易
の
不
足
額
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
貿
易

上
の
輸
出
と
輸
入
と
に
お
け
る
順
バ
ラ
ン
ス
が
崩
壊
す
る
こ
と
が
不
況
の
原
因
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

Ｗ
．フ
ェ
ル
ナ
ー
は
、「
そ
の
時
代
を
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
一
八
世
紀
末
葉
の
英
国
産
業
革
命
と
の
間
の
時
代
に
は
さ
ま
れ
る
五
〇
〇
年
の

四
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期
間
の
後
半
期
に
当
た
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。（C

f. W
illiam

 F
ellner, E

m
ergen

ce an
d

 C
on

ten
t of M

od
ern

 E
con

om
ic A

n
alysis, 

1960. T
he M

cG
raw
-H
ill B

ook C
o., Inc., N

.Y
. pp.28-30.

松
代
和
郎
訳
『
近
代
経
済
分
析
│
そ
の
発
生
過
程
と
内
容
│
』
創
文
社
、
昭
和

四
三
年
、
三
六
〜
三
八
頁
参
照
）。

（
2
） 
森
本
義
輝
「
ト
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
論
の
進
展
」『
秋
田
経
済
大
学
論
叢
』
第
一
五
号
別
冊
参
照
。

（
3
） 

一
七
世
紀
初
頭
の
ロ
ン
ド
ン
の
輸
出
貿
易
に
関
し
て
は
、F

.J. F
isher, 

‘London ’s E
xport T

rade in the E
arly S

eventeenth C
entury ’, 

T
h

e E
con

om
ic H

istory R
eview

. second series, vol.Ⅲ
, N
o.2.

を
参
照
。
ト
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
に
関
し
て
は
、H

. B
uckley, 

‘Sir 

T
hom
as G

resham
 and the F

oreign E
xchanges ’, T

h
e E

con
om

ic Jou
rn

al, vol.34, 1924. F
.W
. F
etter, ’S

om
e N
eglected A

spects of 

G
resham

’s L
aw
 sum

m
ary, T

h
e Q

u
arterly Jou

rn
al of E

con
om

ics, vol. X
L
V
I, 1964.

を
参
照
。

（
4
） 

経
済
的
時
代
背
景
を
取
り
入
れ
な
が
ら
当
時
の
為
替
論
争
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
山
之
内
靖
「
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
期
に
お
け
る
為
替

論
争
の
経
済
的
背
景
」『
土
地
制
度
史
学
』
第
九
号
、
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
二
一
〜
三
九
頁
を
参
照
。
こ
れ
ら
三
人
に
つ
い
て
の
理
論

比
較
は
、C

f. T
erence H

utchison, B
efore A

d
am

 S
m

ith
 T

h
e E

m
ergen

ce of P
olitical E

con
om

y, 1662-1776. B
asil B

lackw
ell L

td,. 

1988. pp.12-24.

拙
著
『
国
際
分
業
論
前
史
の
研
究
』
時
潮
社
、
平
成
九
年
を
参
照
。

⑴　

ジ
ェ
ラ
ル
・
ド
・
マ
リ
ー
ン
ズ
の
為
替
論

ブ
リ
オ
ニ
ス
ト
（bullionst

）
と
し
て
の
マ
リ
ー
ン
ズ
の
為
替
論
は
、
そ
の
消
極
的
な
貿
易
観
、
す
な
わ
ち
、｢

（
国
家
は
一
大
家
族
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
）、
し
か
も
君
主
は
、（
そ
の
家
長
で
あ
る
）、
彼
の
王
国
と
他
国
と
の
貿
易
や
通
商
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
平
等
を
維
持
し

て
、
国
内
商
品
に
対
し
て
外
国
商
品
が
、
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
（overballancing

）
し
な
い
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
販
売
す
る
以
上

に
購
入
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
の
財
宝
と
王
国
の
富
と
は
減
少
し
、
い
わ
ば
彼
の
支

四
三
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出
は
比
較
的
大
き
く
な
り
、
所
得
あ
る
い
は
収
入
を
超
過
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
1
）｣

こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
は
、
国
家
の
地
金
銀
や
貨
幣
な
ど
が
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
国
富
が
減
少
す
る
の
は
、
国
際
取
引
上
に
お
け
る
交
易

条
件
の
悪
化
に
基
づ
く
国
際
収
支
上
の
逆
調
を
来
た
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。｢

こ
の
王
国
の
富
は
、
正
に
三
つ
の
方
法
以
外
に
は
減
少
す

る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、（
一
つ
目
は
）
国
外
へ
現
金
や
地
金
を
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
二
つ
目
は
）
国
内
商
品
を
あ
ま
り
に

も
廉
価
で
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
（
三
つ
目
は
）
外
国
商
品
を
余
り
に
高
価
に
買
い
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て

主
と
し
て
こ
の
点
に
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
均
衡
の
原
因
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
結
局
そ
れ
と

交
換
に
外
国
財
貨
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
貨
幣
と
財
貨
と
の
二
つ
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
2
）

」
と
し
て
い
る
。

地
金
銀
や
貨
幣
が
国
外
へ
流
出
す
る
こ
と
は
国
富
の
減
少
を
意
味
し
、
そ
れ
は
貿
易
上
の
交
易
条
件
悪
化
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
換

言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
す
べ
て
の
貿
易
衰
退
の
原
因
が
、
貨
幣
不
足
に
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
義
語
と
な
ろ

う
。
さ
ら
に
彼
は
、
為
替
手
形
に
よ
る
低
い
為
替
相
場
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
が
国
の
正
金
の
運
搬
と
い
う
よ
う
な
、
貨
幣
・
地
金
銀
の
国

外
流
出
に
は
為
替
に
よ
る
と
い
う
限
定
が
介
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
し
な
が
ら
、
貿
易
衰
退
の
原
因
と
し
て
為
替
手
形
に
よ
る
わ
が

国
の
貨
幣
の
低
評
価
、
そ
れ
に
対
す
る
外
国
鋳
貨
の
高
評
価
を
挙
げ
て
い
る
（
3
）

。

と
こ
ろ
で
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
貿
易
に
関
連
し
て
最
も
重
要
な
地
位
を
為
替
に
与
え
、「
地
金
銀
が
泉
で
あ
り
、
貨
幣
は
水
に
過
ぎ
な
い

が
、
為
替
は
総
て
の
個
人
の
利
益
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
川
で
あ
る
（
4
）

」
と
し
て
為
替
を
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
本
来
為
替
は
、「
貨
幣
の
現

送
を
避
け
る
た
め
に
、
等
価
値
に
従
っ
て
各
国
の
貨
幣
の
量
目
、
純
分
、
価
値
付
け
を
基
に
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
5
）

」
と
し
て
、

外
国
為
替
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
と
外
国
と
の
間
の
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
財
貨
、
貨
幣
、

外
国
と
の
手
形
に
よ
る
貨
幣
の
交
換
（
す
な
わ
ち
外
国
為
替
）
が
、
人
間
の
基
本
的
な
三
つ
の
部
分
で
あ
る
身
体
、
心
、
精
神
に
そ
れ
ぞ
れ
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置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
外
国
為
替
は
、
精
神
お
よ
び
心
の
機
能
と
し
て
働
き
、
財
貨
、
貨
幣
の
価
格
や

価
値
を
支
配
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
取
引
の
活
力
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
及
す
る
（
6
）

。

そ
し
て
貨
幣
が
最
も
純
粋
な
金
属
で
あ
る
金
・
銀
か
ら
、
国
内
に
お
け
る
一
切
の
財
貨
や
そ
の
他
の
も
の
に
価
格
を
与
え
る
標
準
尺
度

と
し
て
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
、
そ
の
た
め
共
通
の
尺
度
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
貨
幣
と
同
様
に
、
貨
幣
の
交
換
で
あ
る
為
替
は
、

わ
が
国
と
外
国
と
の
共
通
の
尺
度
で
あ
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
（
7
）

。

ま
た
同
様
に
「
時
計
の
場
合
で
は
、
多
く
の
歯
車
が
あ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
歯
車
が
動
か
さ
れ
て
、
第
二
番
目
を
動
か
し
、
そ
れ
が
第

三
番
目
の
歯
車
を
動
か
し
、
こ
う
し
て
最
後
に
、
最
後
の
第
四
番
目
の
歯
車
が
時
刻
を
打
つ
器
具
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
為
替
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
貨
幣
が
考
案
さ
れ
て
財
貨
と
い
う
歯
車
を
刺
激
し
、
そ
れ
を
動
か
す
最
初
の
歯
車
と
な
っ
た
。
し
か
し
国
際

間
の
貨
幣
の
為
替
と
い
う
歯
車
は
、
時
計
の
時
を
打
つ
器
具
に
似
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
為
替
が
能
動
的
な
も
の
（active

）
で

あ
り
、
財
貨
、
貨
幣
は
受
動
的
な
も
の
（passive
）
と
な
る
（
8
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
で
考
慮
す
る
と
、
マ
リ
ー
ン
ズ
に
お
け
る
外
国
為
替
論
は
、
貨
幣
の
購
買
力
と
貨
幣
価
値
と
同
一
視
す
る
理
論
で
あ
る
素
朴
な

購
買
力
平
価
説
と
称
さ
れ
る
向
き
が
あ
る
（
9
）

。
そ
れ
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
治
世
の
初
期
に
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
被
害
を
被
っ
て
い
た
す
べ
て
の

経
済
的
紛
争
の
責
任
を
投
機
的
業
者
に
負
わ
す
理
論
を
打
ち
立
て
、
科
学
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
こ
と
に
関
連
し
て
お
り
、
マ

リ
ー
ン
ズ
が
為
替
の
諸
操
作
に
関
し
て
、
意
図
的
に
も
っ
と
言
え
ば
故
意
的
に
叙
述
し
た
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と

の
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
マ
リ
ー
ン
ズ
が
為
替
の
理
論
と
国
際
貿
易
の
理
論
と
の
表
裏
を
取
違
え
、
問
題
を
置
き
換

え
た
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
い
に
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
経
済
発
展
段
階
で
の
経
済
構
造
が
ま
だ
十
分

発
達
で
き
て
は
い
な
い
生
産
過
程
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
国
富
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
ま
だ
流
通
過

四
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程
か
ら
の
み
か
ら
の
国
富
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
増
殖
に
依
存
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
輸
入
を
制
限
し
輸
出
を

奨
励
し
な
け
れ
ば
富
の
流
入
は
期
待
で
き
な
い
。
マ
リ
ー
ン
ズ
の
よ
う
に
、
富
で
あ
る
貨
幣
（
金
銀
な
ど
の
貴
金
属
、
地
金
）
の
減
少
に
つ

な
が
る
海
外
流
出
を
防
ぎ
、
海
外
か
ら
の
貨
幣
の
流
入
を
も
た
ら
す
よ
う
な
政
策
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
極
端
な
輸
入
禁
止

令
や
そ
れ
に
関
連
す
る
一
連
の
政
策
の
す
べ
て
は
為
替
が
先
行
し
て
お
り
、
本
来
の
貿
易
を
繁
栄
さ
せ
国
内
の
富
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す

る
考
え
が
第
二
次
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
貨
幣
数
量
説
の
貨
幣
数
量
の
減
少
↓
国
内
物
価
の
下
落
↓
自
国
貨
幣
の
購
買

力
の
増
加
↓
為
替
相
場
の
上
昇
と
い
う
展
開
か
ら
為
替
の
悪
用
↓
貨
幣
流
出
↓
国
内
物
価
安
（
外
国
物
価
高
）
↓
貿
易
の
オ
ー
バ
ー
・
バ

ラ
ン
ス
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
た
。
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
揶
揄
す
れ
ば
「
為
替
平
価
」
こ
そ
が
真
の
「
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ト
ゥ
レ
イ
ド
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
、
三
つ
の｢

Ｍ｣

│
一
方
で
は
マ
リ
ー
ン
ズ
、
他
方
で
は
ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
と
マ
ン
│
の
間
の
外
国
為
替
史
に
お
け
る
最
も

重
要
な
論
争
の
一
つ
の
出
発
点
を
提
供
し
た
。
マ
リ
ー
ン
ズ
の
二
人
の
反
対
者
た
ち
は
、
正
貨
の
損
失
が
貿
易
収
支
の
逆
調
に
よ
る
も
の

と
主
張
し
た
（
10
）

。
結
局
ブ
リ
オ
ニ
ス
ト
と
し
て
代
表
さ
れ
る
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
お
け
る
バ
ン
カ
ー
た
ち
に
よ
る
諸
処
で

の
為
替
に
お
け
る
悪
用
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
品
の
外
国
商
品
に
対
す
る
相
対
的
低
位
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
の
交
易
条
件
悪
化
に
リ
ン
ク

し
国
外
へ
の
貨
幣
流
出
と
な
り
、
貨
幣
不
足
と
な
る
と
結
論
す
る
（
11
）

。

（
1
） G
erard de M

alynes, A
 T

reatise of th
e C

an
ker of E

n
glan

d
s C

om
m

on
 W

ealth
. D

evid
ed

 in
to th

ree parts : w
h

erein
 th

e 

A
u

th
or im

itatin
g th

e ru
le of good

 P
h

isition
s, F

irst, d
eclareth

 th
e d

isease. S
econ

d
arily, sh

ew
eth

 th
e effi cien

t cau
se th

ereof. 

L
astly, a rem

ed
y for th

e sam
e. L
ondon, 1601. pp.2-3. T

he E
nglish E

xperience, N
um
ber880. W

. J. Johnson, Inc. 1977. 

以
下
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C
an

ker

と
略
称
。

（
2
） M

alynes, C
an

ker, pp.3-4. C
f. P
. J. T

hom
as, M

ercan
tilism

 an
d

 th
e E

ast In
d

ia T
rad

e, F
rank C

ass&
C
o. L
td 1963. 

ま
た
マ

リ
ー
ン
ズ
の
時
代
は
、
そ
の
他
の
当
時
の
経
済
著
作
者
以
上
に
ス
コ
ラ
学
派
か
ら
重
商
主
義
へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
時
代
を
代
表
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
マ
リ
ー
ン
ズ
の
経
済
理
論
の
根
幹
に
常
に
ス
コ
ラ
学
派
的
理
論
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い

だ
ろ
う
。（C

f., M
. B
eer, E

arly B
ritish

 E
con

om
ics from

 X
IIIth

 to th
e m

id
d

le of X
V

IIIth
 cen

tu
ry. L

ondon. G
. A
llen&

U
nw
in. 

1938. pp.130-131.
）
例
え
ば
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、「
流
通
（
交
換
）
的
正
義
（C

om
m
utative Justice

）
は
交
易
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
平
等
や
公
正
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
王
国
や
国
家
を
富
ま
せ
る
唯
一
の
平
穏
な
手
段
で
あ
る
」（G

erard de M
alynes, C

on
su

en
tu

d
o, V

el 

L
ex M

ercatoria, or th
e A

n
tien

t L
a-M

erch
an

t D
ivid

ed
 Iu

d
ges, M

agistrates, T
em

porall an
d

 C
iu

ile L
aw

yers, M
in

t-m
an

, 

M
erch

an
ts, M

arin
ers, an

d
 all oth

ers n
egotiatin

g in
 all places of th

e W
orld

. L
ondon. 1622. P

.A
. 3. 1979. T

he E
nglish 

E
xperience, N

um
ber940. W

. J. Johnson, Inc. 1979. 

以
下L

ex M
ercatoria

と
略
称
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
） C

f. M
ain

ten
an

ce, p.77；
L

ex, p.45. pp.329-330；
C

en
ter, p.44.

（
4
） 

C
an

ker, p.139.

（
5
） 

Ibid
., p.14.

（
6
） 

M
ain

ten
an

ce., pp.2-3.

（
7
） C

f. ibid
.,pp.3-4. Jam

es W
. A
ngell, T

h
e T

h
eory of In

tern
ation

al P
rices H

istory, C
riticism

 an
d

 R
estatem

en
t. R
eprints of 

E
conom

ic C
lassics A

ugustus, M
. K
elley B

ookseller 1965
（reprinted

）pp.12-13.

（
8
） 

Ibid
., p.6.

（
9
） J. A
. S
chum

peter, H
istory of E

con
om

ic A
n

alysis, p.737.
東
畑
精
一
訳
『
経
済
分
析
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
五
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
の
場
合
に
は
、
平
価
切
下
げ
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
マ
ン
の
場
合
に
は
、
鋳
造
貨
幣
の
価
値
の
変
更
が
他
の
手
段
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
貿
易
収
支
に
は
影
響
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

静
態
論
を
採
用
し
た
。P

aul E
inzig, T

h
e H

istory of F
oreign

 E
xch

an
ge, M

acm
illan. 1962. pp.143-144.

小
野
朝
男
他
訳
『
外
国
為
替
の

四
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歴
史
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
四
〇
年
、
一
六
八
頁
参
照
。

（
11
） 

マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
自
国
貨
幣
の
再
評
価
そ
の
管
理
、
さ
ら
に
は
公
的
独
占
の
確
立
を
提
案
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
批
判
し
た
が
、
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
、
彼
が
奢
侈
品
の
輸
入
や
イ
ギ
リ
ス
製
品
と
競
合
す
る
よ
う
な
商
品
の
輸
入
に
対
し
て
危
惧
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

⑵
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
為
替
論

一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
重
金
主
義
（
ブ
リ
オ
ニ
ズ
ム
）
は
、
貿
易
が
世
界
的
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
弔

鐘
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
主
張
し
た
貿
易
差
額
説
（
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ヴ
・
ト
レ
イ
ド
論
）
が
台
頭
し
て

き
た
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
重
役
と
い
う
立
場
か
ら
東
イ
ン
ド
会
社
を
弁
護
し
て
、
一
国
の
総
輸
出
が

総
輸
入
を
超
過
す
る
状
況
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
富
で
あ
る
貨
幣
（
金
銀
）
は
必
然
的
に
国
内
に
流
入
し
、
そ
れ
が
増
大
す
る
と
い
う
一
般

論
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
（
1
）

。
ま
た
特
に
こ
の
時
期
は
、
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
に
と
っ
て
海
外
の
消
費
地
で
の
嗜
好
や
流
行
の
変
化
に

よ
る
そ
の
国
際
市
場
に
お
け
る
競
争
力
の
低
下
、
白
地
広
幅
織
の
輸
出
減
少
な
ど
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
こ
れ
ま
で
に
観
ら
れ
な
い
ほ
ど

の
ダ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
て
い
た
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
不
況
は
、
国
民
経
済
全
体
の
一
般
的
不
況
の
様
相
を
す
ら
呈
し
て
き
た
時
期
で
も

あ
っ
た
（
2
）

。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
貿
易
上
の
差
額
が
単
に
商
品
の
輸
出
入
に
関
す
る
差
額
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
間
の
全
支
払
差
額
も

包
含
し
、
国
際
収
支
上
見
え
る
取
引
（visible trade

）
と
し
て
の
貿
易
収
支
と
同
一
視
す
る
の
で
は
な
く
、
見
え
ざ
る
取
引
（invisible 

trade

）
と
し
て
の
貿
易
外
収
支
・
サ
ー
ビ
ス
収
支
な
ど
を
含
め
た
も
の
と
し
て
国
際
収
支
を
捉
え
て
い
た
。

四
四
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こ
の
貿
易
差
額
説
の
上
に
立
っ
て
、
マ
ン
は
、
外
国
為
替
に
関
す
る
本
質
を
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。「
わ
が
国
の
貿
易
上
の
差

額
は
、
超
過
を
示
す
か
不
足
を
示
す
か
に
よ
っ
て
実
際
に
貨
幣
が
潤
沢
に
な
っ
た
り
不
足
し
た
り
す
る
。
一
国
内
に
お
け
る
貨
幣
が
潤
沢

で
あ
る
か
不
足
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
財
貨
が
あ
る
い
は
高
く
な
り
あ
る
い
は
安
く
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
交
換
す
る
上
で

は
常
に
反
対
の
作
用
が
な
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
為
替
相
場
に
お
い
て
も
同
じ
作
用
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
が
潤
沢
で
あ
る
か

不
足
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
為
替
の
価
格
が
高
め
ら
れ
た
り
低
め
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
為
替
は
、
貨
幣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
量
目
と

純
金
に
応
ず
る
と
こ
ろ
の
等
価
に
よ
っ
て
契
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
貨
幣
を
引
き
渡
す
人
は
債
券
に
伴
う
危
険

と
忍
耐
期
間
を
顧
慮
す
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
為
替
で
貨
幣
が
安
価
に
あ
る
い
は
高
価
に
評
価
せ
ら
れ
る
の
は
、
為
替
が
組
ま
れ
る
場

所
に
お
け
る
貨
幣
が
贅
沢
で
あ
る
か
不
足
し
て
い
る
か
に
よ
る
（
3
）

」
と
論
及
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
本
来
外
国
為
替
は
、
貿
易
の
輸
出
入
に
お
け
る
決
済
に
際
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
手
形
に
よ
る
貨
幣
の
為
替
取
引
の
み
を
業
務
と
し
て
い
る
商
人
は
、
わ
が
国
に
財
宝
を
増
加
す
る
こ
と
も
減
少
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
あ
る
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
単
に
為
替
の
専
門
業
者
と
し
て
自
分
自
身
の
利
益
目
当
て
に
為
替
に
従
事
す
る
の
み
で

商
品
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
、
輸
出
も
し
な
い
こ
と
に
な
る
。「
国
内
も
し
く
は
海
外
で
わ
が
国
の
貨
幣
が
為
替
手
形
に
よ
っ
て
授
受
さ
れ

る
場
合
、
そ
の
評
価
が
過
少
で
あ
ろ
う
と
も
我
が
国
の
財
宝
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
手
形
に
よ
る
商
人
の
為
替
と
い
う

も
の
は
、
あ
る
国
に
貨
幣
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
れ
を
引
き
渡
し
、
同
意
を
み
た
特
定
の
日
時
と
相
場
で
、
別
の
国
で
再
び
受
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
一
手
段
で
あ
り
、
慣
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貸
手
と
借
手
と
は
便
宜
を
受
け
、
国
か
ら
国
へ
と
金
銀

を
搬
送
す
る
要
が
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
（
4
）

。」

マ
ン
は
、
わ
が
国
の
国
富
で
あ
る
貨
幣
が
流
出
す
る
際
に
、
為
替
に
対
す
る
評
価
が
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
に
つ
い
て
、「
わ
が

四
四
一
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国
の
財
宝
を
運
び
去
る
の
は
、
為
替
に
お
け
る
貨
幣
に
対
す
る
低
い
評
価
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の
貿
易
の
不
足
差
額
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
（
5
）

」、「
為
替
に
お
い
て
わ
が
国
の
貨
幣
が
低
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
人
々
（
こ
れ
は
マ
リ
ー
ン
ズ
を
指
す
、
筆
者
）
の
憶

測
と
は
違
い
王
国
外
に
貨
幣
を
運
び
出
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
価
で
行
な
わ
れ
る
場
合
よ
り
も
貨
幣
の
輸
出
量
を
少
な
く
す
る
一

手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
6
）

」
に
な
る
。
そ
れ
は
外
国
人
の
損
失
と
な
る
が
わ
が
国
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
と
論
及
す
る
。

マ
リ
ー
ン
ズ
は
、「
為
替
こ
そ
貿
易
の
本
質
的
要
因
で
あ
る
と
し
、
能
動
的
で
優
越
的
で
あ
り
、
商
品
と
貨
幣
の
価
格
を
制
圧
す
る
も

の
で
あ
り
、
生
命
で
あ
り
精
神
で
あ
り
、
ま
た
驚
く
べ
き
諸
操
作
の
遂
行
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
7
）

」
が
、
こ
れ
ら
の
奇
跡
が
い
か
に
し
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
マ
ン
は
捉
え
て
い
る
。

マ
リ
ー
ン
ズ
は
為
替
の
悪
用
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
多
く
の
利
益
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
為
替
の
流
れ
が
悪
用
さ
れ
、
こ
の
所
そ
れ
は
、
貨
幣
の
多
寡
、
時
間
の
隔
た
り
、
場
所
の
違
い
に

従
っ
て
、
価
格
に
お
け
る
上
下
の
変
化
を
起
こ
す
取
引
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
財
貨
と
貨
幣
の
流
れ
を
支
配
し
統
制
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
正
に
財
貨
の
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
に
な
り
、
そ
の
結
果
わ
が
富
の
減
少
や
わ
が
貨
幣
の
搬
出
の
根
本
原
因

と
な
っ
た
（
8
）

」
と
し
て
、
銀
行
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
為
替
相
場
の
変
動
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
貨
幣
や
地
金
銀
が
流
出
し
て
い
く
原
因
と
な

る
と
捉
え
た
。
こ
の
よ
う
に
為
替
の
悪
用
阻
止
は
、
貨
幣
の
流
出
を
防
止
し
、
国
内
財
貨
を
割
高
に
販
売
し
、
外
国
財
貨
を
割
安
に
購
入

で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
阻
止
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
本
来
こ
の
点
は
、
マ
ン
の
展
開
の
よ
う
に
国
富

の
増
加
を
流
通
面
か
ら
捉
え
、
そ
れ
を
生
産
面
で
素
朴
で
は
あ
る
が
国
内
の
生
産
過
程
の
循
環
の
中
で
、
富
の
形
成
が
あ
っ
て
か
ら
始
め

て
論
述
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
マ
リ
ー
ン
ズ
の
思
考
は
、
一
面
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
当
然
マ
ン
の
批

判
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

四
四
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（
1
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当
時
海
外
、
特
に
東
イ
ン
ド
へ
の
貨
幣
（
金
銀
）
の
流
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
マ
リ
ー
ン
ズ
達
の
非
難
の
声
が
起
こ
り
、
世
論
へ
の
影
響
も

拡
大
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ン
は
、
一
六
二
一
年
に
『
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
貿
易
に
関
す
る
一
論
』（A

 D
iscovrse of T

rade, From
 E

ngland
 

vn
to th

e E
ast-In

d
ies

：A
n

sw
erin

g to d
iu

erse obiection
s w

h
ich

 are vsu
ally m

ad
e again

st th
e sam

e. 1621

）
を
著
し
、
ま
た
ジ
ェ

イ
ム
ズ
一
世
時
に
設
け
ら
れ
た
貿
易
常
設
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
弁
護
し
反
対
者
を
沈
黙
さ
せ
た
。

（
2
） 

船
山
栄
一
「
イ
ギ
リ
ス
貿
易
の
構
造
変
化
」『
社
会
経
済
史
学
』vol.37-1

、
昭
和
四
六
年
、
五
│
二
七
頁
参
照
。

（
3
） T

. M
un, E

n
glan

d
’s T

reasu
re by F

orraign
 T

rad
e. O

r, T
h

e B
alan

ce of ou
r F

orraign
 T

rad
e is th

e R
u

le of ou
r T

reasu
re. 

1664 pp.39-40.

渡
邊
源
次
郎
訳
『
外
国
貿
易
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
財
宝
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
七
二
頁
。

（
4
） 

Ibid
.,p.39.

邦
訳
七
一
頁
。

（
5
） 

Ibid
.,p.41.

邦
訳
七
四
頁
。

（
6
） 

Ibid
.,pp.41-42.

邦
訳
七
五
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
マ
ン
は
、「
王
国
を
富
ま
せ
も
し
貧
し
く
さ
せ
も
す
る
こ
の
重
要
な
作
用
が
、
何
ゆ
え

に
為
替
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
の
外
国
貿
易
を
受
取
差
額
に
し
た
り
支
払
差
額
に
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
諸
手
段
に

よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
既
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
（
7
）
」（Ibid

.,pp.41-42.

邦
訳
七
五
頁
）
と
し
て
、「
貿
易
こ
そ
支
配
的
で
あ
り
能
動

的
な
の
で
あ
っ
て
、
為
替
の
価
格
を
あ
る
い
は
高
め
あ
る
い
は
低
め
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
為
替
は
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
」（Ibid

.,p.49.

邦
訳
八
七
頁
。）
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
） 

Ibid
.,p.55.

邦
訳
九
七
頁
。

（
8
） 

C
an

ker, pp.15-16.

一
六
世
紀
初
期
以
来
に
お
い
て
は
経
済
事
情
が
不
安
定
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
国
富
を
維
持
増
大
す
る
上
で
、
為
替
に
対

す
る
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、「（
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、）
貨
幣
売
買
為
替
な
る
癌
（canker of m

archandizing 

exchange

）
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
未
知
の
疾
病
の
原
因
で
あ
る
と
断
じ
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
為
替
観
は
、
一
六
世
紀
以
来
、
ク
レ

メ
ン
ト
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
、
ト
ー
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
、
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
マ
イ
ル
ズ
・
モ
ス
等
、
イ
ギ
リ
ス
に
置
い
て
ほ
ぼ
一
貫

し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
リ
ー
ン
ズ
に
至
っ
て
絶
頂
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
渡
邊
源
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
初
期

重
商
主
義
研
究
』
未
来
社
、
一
九
五
九
年
、
一
七
九
頁
。）

四
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
三
六
）

Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
為
替
論

広
義
的
視
点
に
立
て
ば
、
外
国
為
替
の
本
質
は
、
遠
隔
地
間
の
債
権
債
務
の
関
係
を
貨
幣
（
金
）
な
ど
の
現
金
を
用
い
ず
し
て
、
手
形

な
ど
の
取
立
支
払
指
図
書
に
よ
っ
て
決
済
す
る
方
法
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
お
い
て
は
、
外
国
為
替
は
、
硬
貨

の
取
引
を
そ
の
中
心
と
し
た
小
口
為
替
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
手
形
に
よ
る
為
替
で
あ
る
証
券
為
替
が
、
当
時
の
貨
幣
取
引
の

専
門
家
や
バ
ン
カ
ー
に
と
っ
て
関
心
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
国
際
間
で
の
輸
出
入
に
お
け
る
貸
借
関
係
を
古
典
学
派
に
お
い
て
の
為
替
論

は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
典
学
派
の
一
人
で
あ
る
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
は
、
為
替
の
必
要
性
や
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
あ
る

国
の
種
々
の
輸
出
品
と
輸
入
品
と
は
、
ひ
と
り
互
い
に
直
接
に
交
換
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
場
合
は
、
同
じ
人
の
手
を
通
り

さ
せ
も
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
別
々
に
購
入
さ
れ
、
貨
幣
を
持
っ
て
支
払
わ
れ
る
。
し
か
し
同
じ
国
の
う
ち
で
さ

え
も
、
貨
幣
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
貨
幣
を
持
っ
て
購
買
が
な
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
実
際
に
人
の
手
を
転
々
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
の
こ
と
は
、
相
異
な
っ
た
国
々
の
間
で
は
な
お
さ
ら
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
と
国
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
諸
商
品
に
対
す
る
支
払

を
授
受
す
る
普
通
の
方
法
は
、
為
替
手
形
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。」
と
し
て
、
国
家
間
の
輸
出
入
に
取
引
に
お
い
て
貨
幣
を
用
い
る
こ
と

な
く
決
済
が
可
能
に
成
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
か
れ
は
さ
ら
に
為
替
の
原
理
に
つ
い
て
非
常
に
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
今
イ
ギ
リ
ス
の
一
商
人
甲
が
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
彼
の
取
引
先
乙
へ
あ
て
て
イ
ギ
リ
ス
の
商
品
の
販
売
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
し
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
も
う
一
人
の

商
人
丙
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
丁
へ
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
品
（
相
等
し
い
価
値
の
も
の
だ
と
仮
定
し
よ
う
）
を
輸
出
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

四
四
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フ
ラ
ン
ス
の
乙
が
イ
ギ
リ
ス
の
甲
へ
向
っ
て
貨
幣
を
送
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
丁
が
そ
れ
と
同
じ
金
額
の
貨
幣
を
フ
ラ
ン
ス
の
丙
へ
向
っ
て
送

る
必
要
は
、
明
ら
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
債
務
を
他
方
の
債
務
の
支
払
に
充
当
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
二
重
の
輸
送
の
費
用
お
よ

び
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
は
、
乙
に
当
て
て
、
乙
が
彼
に
借
り
て
い
る
金
額
だ
け
の
手
形
を
振
り
出
す
。
丁
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
こ
れ
と
同
じ
金
額
の
支
払
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
手
形
を
甲
か
ら
買
い
取
っ
て
、
そ
れ
を
丙
に
送
る
。
丙
は
、
こ
の

手
形
が
そ
の
後
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
日
数
が
満
了
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
乙
に
呈
示
し
て
支
払
い
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
債
務
と
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
債
務
と
が
、

と
も
に
一
方
の
国
か
ら
他
方
の
国
へ
一
オ
ン
ス
の
金
あ
る
い
は
銀
を
送
る
こ
と
も
な
し
に
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
2
）

。」

こ
れ
ら
の
取
引
は
、
国
家
間
相
互
に
お
い
て
輸
出
と
輸
入
と
が
互
い
に
過
不
足
な
く
相
殺
し
合
っ
て
お
り
、
本
来
の
通
商
か
ら
生
じ
る

支
払
い
以
外
の
一
切
の
国
際
的
支
払
い
を
除
外
し
て
い
る
国
際
的
需
要
の
方
程
式
と
い
う
べ
き
通
商
の
形
態
が
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
取
引
上
の
実
需
筋
の
場
合
に
は
、
当
然
の
よ
う
に
国
際
的
取
引
は
、
一
つ
の
国
か
ら
他
の
国
へ
の
貨
幣
の
移
動

を
何
ら
伴
う
も
の
で
は
な
く
清
算
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ど
ち
ら
か
の
国
が
他
国
よ
り
も
債
務
に
関
し
て
そ
の
額
が
大
き

か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
、
貴
金
属
（
金
・
銀
な
ど
）
を
持
っ
て
こ
れ
を
送
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な

場
合
、
手
形
を
持
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
支
払
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
3
）

。

ま
た
為
替
の
平
価
に
つ
い
て
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
金
額
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
受
取
る
べ
き
金
額
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
貨
幣
を
受
取
る
べ
き
人
た
ち
が
振

り
出
す
手
形
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
宛
の
手
形
を
必
要
と
し
て
い
る
人
た
ち
の
求
め
る
手
形
の
方
が
、
ポ
ン
ド
の
数
が
大
き
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
は
金
を
持
っ
て
送
金
す
る
場
合
の
費

四
四
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用
お
よ
び
危
険
に
、
些
少
の
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
、
越
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
も
し
も
そ
れ
を
越
え
た
と
す
る
と
、
債
務
者
は
、

手
形
を
買
い
入
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
金
そ
の
も
の
を
送
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
4
）

。」
ま
た
こ
れ
と
反
対
の
場
合
に
は
、
こ
れ
と
逆
に

な
り
結
果
と
し
て
手
形
の
価
格
は
平
価
以
下
に
下
落
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
述
し
て
い
る
。

（
1
） J. S

. M
ill, P

rin
ciples of P

olitical E
con

om
y,（C
ollected W

orks John S
tuart M

ill, Ⅲ
, U
nivrsity of T

oronto, 1965

）p.622.

末

永
茂
喜
訳
『
経
済
学
原
理
（
三
）』
岩
波
書
店
、
三
三
一
頁
。

（
2
） 

Ibid
.,p.624.

邦
訳
三
三
一
〜
三
三
二
頁
。

（
3
） 

Ibid
.,p.624.

邦
訳
三
三
二
頁
。

（
4
） 

Ibid
.,pp.625-626.

邦
訳
三
三
五
頁
。

ゴ
ッ
シ
ェ
ン
の
為
替
論

国
際
貸
借
説
（theory of international indebtedness
）
は
、
Ｇ
．Ｊ
．ゴ
ッ
シ
ェ
ン
（G

eorge Jachim
 G
oschen

：1831-1907

）
が
Ｊ
．Ｓ
．

ミ
ル
や
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
ら
に
よ
っ
て
個
々
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
体
系
的
に
総
合
し
、
打
ち
立
て
た
為
替
学
説
で
あ
る
。
国
際
貸
借

と
は
、
国
際
間
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
貸
」「
借
」
で
あ
り
、
当
然
の
よ
う
に
そ
れ
ら
は
決
済
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
貨
幣
（
金
、
銀
）
を
用
い
て
の
決
済
は
、
そ
こ
に
発
生
す
る
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
現
金
を

取
り
扱
う
上
で
の
危
険
度
、
運
搬
費
用
、
手
数
な
ど
が
負
担
費
用
と
成
っ
て
掛
か
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
外
国
為
替
に
よ
る
決
済
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
際
貸
借
は
、
重
商
主
義
者
達
の
経
済
的
思
想
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

四
四
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単
な
る
貿
易
上
の
差
額
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
国
際
間
の
債
務
の
本
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、｢

こ
れ
ら
の
負
債
を
単
純
に
外
国
品
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
想
定
し
、
そ
し
て
貿
易
バ
ラ
ン
ス
を
単
な
る
輸
入
と
輸
出
の

問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
方
の
他
方
に
対
す
る
超
過
で
あ
る
と
見
直
す
こ
と
は
し
ば
し
ば
誤
謬
で
あ
る
。
…
そ
の
債
務
は
、
国
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
生
産
物
の
交
換
の
結
果
で
あ
っ
て
、
天
産
物
と
製
造
品
の
支
払
い
か
、
ま
た
は
株
券
と
公
債
の
購
入
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
利

潤
、
手
数
料
、
ま
た
は
何
ら
か
の
貢
納
支
払
い
の
た
め
か
、
も
し
く
は
外
国
で
の
移
住
や
旅
行
に
要
し
た
費
用
を
代
弁
す
る
た
め
に
か
で

あ
っ
て
、
事
実
上
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
相
互
間
に
行
な
わ
れ
る
一
切
の
支
払
額
（
あ
る
い
は
支
払
い
の
約
束
）
か
ら
起
こ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
借
入
を
す
る
と
言
う
観
念
は
取
り
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
今
わ
れ
わ
れ
に
関
係
の
あ
る
の
は
負
担
す
る
債

務
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
債
務
は
そ
の
起
因
が
何
で
あ
ろ
う
と
結
果
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
（
1
）｣

と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
国
際
貸
借
の
意
味
を
広
義
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
、
す
な
わ
ち
、
第
一
、
生
産
物
お
よ
び
製
造
品
の
取
引
で
あ
る

見
え
る
貿
易
取
引
（visible trade

）、
第
二
、
株
券
お
よ
び
公
債
の
売
買
、
第
三
、
利
潤
、
運
賃
、
手
数
料
ま
た
は
寄
付
金
の
受
払
い
、

第
四
、
外
国
移
住
者
の
消
費
、
外
国
旅
行
に
お
け
る
消
費
な
ど
を
挙
げ
、
単
に
貿
易
収
支
の
み
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
見
え

ざ
る
貿
易
取
引
（invisible trade

）
で
あ
る
貿
易
外
収
支
を
包
含
し
そ
れ
ぞ
れ
が
国
際
貸
借
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
為
替
相
場
の
決
定
要
因
お
よ
び
そ
の
変
動
を
国
際
間
に
お
け
る
国
際
的
貸
借
関
係
で
あ
る
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の

た
め
国
際
貸
借
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
も
論
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

二
国
間
の
相
対
的
債
務
あ
る
い
は
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
の
話
が

で
き
る
と
き
に
は
、
一
方
の
国
が
他
方
の
国
に
負
う
永
続
的
な
負
債
は
、
少
な
く
と
も
支
払
い
の
時
期
が
到
来
す
る
ま
で
は
考
慮
に
い
れ

な
い
。
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
は
決
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
取
引
に
依
存
す
る
が
、
し
か
し
双
方
の
合
意
で
多
年
に
わ
た
っ
て
そ
の
ま
ま
停
止
状

態
に
あ
る
取
引
に
は
依
存
し
な
い
（
2
）｣

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
間
に
貸
借
関
係
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
が
受
払
い
さ
れ
ぬ
以
上
、
す
な

四
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わ
ち
、
一
定
の
期
間
に
お
け
る
収
支
だ
け
が
為
替
相
場
に
関
係
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
た
と
え
ば
合
衆
国
は
イ

ギ
リ
ス
の
所
有
者
の
手
の
中
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
証
券
と
い
う
形
で
イ
ギ
リ
ス
に
巨
額
の
負
債
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に

対
す
る
利
子
を
除
い
て
は
、
こ
の
固
定
貸
借
（cconsolidated indebtedness

）
は
清
算
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
そ
の
流
動
貸
借
（fl oating 

indebtedness
）
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
影
響
も
与
え
な
い
が
、
こ
の
流
動
貸
借
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
二
国
間
の
為
替
の
変
動
は
決
定
さ
れ

る
（
3
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
際
貸
借
は
、
い
ま
だ
取
引
の
決
済
段
階
に
至
ら
な
い
貸
借
と
し
て
の
固
定
貸
借
と
す
で
に
取
引

の
決
済
段
階
に
至
っ
て
い
る
貸
借
で
あ
る
流
動
貸
借
と
が
あ
る
。
為
替
の
変
動
や
決
定
は
、
こ
の
後
者
の
流
動
貸
借
に
よ
る
為
替
に
対
す

る
需
要
と
供
給
状
況
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
お
け
る
騰
落
は
ど
の
よ
う
に
惹
起
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を｢

外
国
へ
資
金
を
送
金
し
よ
う

と
欲
す
る
側
の
需
要
額
が
た
ま
た
ま
あ
る
時
期
に
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
（
4
）

」
と
し
て
、
為
替
相
場
は
為
替
市
場
で
の
為
替

に
対
す
る
供
給
と
需
要
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
為
替
に
関
す
る
売
買
取
引
は
、
外
国
為
替
手
形
と
い
う

一
定
の
形
を
と
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
為
替
手
形
が
売
買
さ
れ
る
理
由
は
、
外
国
と
の
間
に
お
け
る
貸
借
関
係
が
発
生
し
、
一
定
額
を
支

払
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
外
国
為
替
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
熟
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
第
一
の
要
因
は
、
国
際
貸
借
（
国
際
的
債
務
）

で
あ
る
と
し
て
、
外
国
為
替
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ゴ
ッ
シ
ェ
ン
が
外
国
為
替
論
を
論
述
す
る
場
合
に
つ
ぎ
の
前
提
が
列
挙
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
第
一
に
、
金
本
位
制
度
の
時
代
を
考
慮
し

て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
基
本
的
に
は
取
引
さ
れ
る
相
互
国
家
の
統
一
的
貨
幣
制
度
の
樹
立
、
第
三
に
、
外
国
為
替
手
形
の
価
格
が
為
替

相
場
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
標
準
的
為
替
相
場
は
、
一
覧
払
手
形
で
短
期
間
の
価
格
を
持
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
（
5
）

。
も
ち

四
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ろ
ん
、
長
期
間
の
手
形
の
価
格
も
考
慮
さ
れ
、
利
子
率
、
信
用
状
態
、
経
済
恐
慌
、
政
治
的
動
乱
な
ど
の
場
合
、
為
替
を
変
動
さ
せ
る
諸

要
因
と
な
る
と
し
て
い
る
が
、
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
あ
っ
て
は
、
為
替
相
場
の
決
定
ま
た
変
動
の
原
因
で
あ
る
国
際
貸
借
は
、
い
わ
ゆ
る
一
覧

払
手
形
を
も
っ
て
決
済
さ
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
為
替
相
場
の
決
定
「
第
一
の
重
要
な
要
因
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の

た
め
、
彼
の
所
説
は
、
国
際
貸
借
説
あ
る
い
は
国
際
収
支
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
当
然
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
短
期
的
な
観
点
か
ら
の
考
察

は
、
彼
の
理
論
の
欠
陥
で
あ
る
国
際
貸
借
と
国
際
収
支
の
同
一
視
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

国
際
貸
借
説
を
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
、
世
界
各
国
が
一
般
的
に
金
本
位
制
度
を
採
用
し
て
い
た
時
代
の
為
替
相
場
の
決
定
、
変

動
を
説
明
し
え
た
理
由
は
、
元
来
、
金
本
位
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
家
の
相
互
間
に
お
い
て
は
、
為
替
相
場
の
基
準
点
は
法
定
平
価
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
変
動
の
範
囲
も
金
輸
出
点
と
金
輸
入
点
と
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
需
要

供
給
説
を
も
っ
て
し
て
も
、
十
分
に
日
々
の
為
替
相
場
の
変
動
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
6
）

。

（
1
） G

eorge Joachim
 G
oschen, T

h
e T

h
eory of F

oreign
 E

xch
an

ges, 1861. pp.11-12.

鷲
野
隼
太
郎
、
高
橋
政
夫
共
訳
『
経
済
学
説
体
系

（
七
）
貨
幣
論
（
下
巻
）　

第
五
篇
外
国
為
替
論
（
ゴ
ー
シ
ェ
ン
）』
而
立
社
、
大
正
一
四
年
。
町
田
義
一
郎
訳
『
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
外
国
為
替
の
理
論
』、

日
本
評
論
社
、
昭
和
四
三
年
、
一
一
頁
。
私
蔵
の
二
冊
を
使
用
し
た
が
主
に
後
者
の
訳
を
使
用
し
た
。

（
2
） 

Ibid
., p.16.

邦
訳
、
一
三
頁
。

（
3
） 

Ibid
., p.16.

邦
訳
、
一
三
頁
。
例
え
ば
、
流
動
貸
借
＝
為
替
の
需
給
の
よ
う
に
、
為
替
に
対
す
る
需
要
と
供
給
が
均
衡
状
態
に
あ
る
場
合
↓
為

替
相
場
の
変
更
な
し
。
流
動
債
権
（
為
替
の
供
給
）
が
流
動
債
務
（
為
替
の
需
要
）
を
上
回
る
場
合
↓
為
替
相
場
は
邦
貨
高
・
外
貨
安
の
方
向
に
変

動
。
流
動
債
権
（
為
替
の
供
給
）
が
流
動
債
務
（
為
替
の
需
要
）
を
下
回
る
場
合
↓
為
替
相
場
は
、
邦
貨
安
・
外
貨
高
の
方
向
に
変
動
（
安
東
盛
人

『
外
国
為
替
慨
論
』
有
斐
閣
、
昭
和
三
七
年
、
三
四
九
頁
参
照
）。

四
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
四
二
）

（
4
） 

Ibid
., p.5.

邦
訳
、
七
頁
。

（
5
） 

『
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
外
国
為
替
の
理
論
』
所
収
の
金
原
賢
之
助
氏
解
説
、
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。

（
6
） 
千
種
義
人
『
価
格
・
貨
幣
・
為
替
の
基
礎
理
論
』
巌
松
堂
書
店
、
昭
和
一
七
年
、
二
八
五
頁
。
金
本
位
制
国
で
の
為
替
相
場
変
動
の
限
界
は
、

金
平
価
（gold parity

）
に
金
現
送
費
を
加
減
し
た
い
わ
ゆ
る
金
輸
出
点
（gold export point

）
と
金
輸
入
点
（gold im

port point

）
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
恐
慌
な
ど
の
経
済
的
パ
ニ
ッ
ク
に
よ
り
為
替
相
場
が
金
現
送
点
を
超
え
て
動
く
こ
と
も
あ
る
と
す
る
。
ま
た
紙
幣
本
位
制
国
に
お

け
る
為
替
相
場
変
動
は
、
金
輸
出
入
の
自
由
な
場
合
、
金
本
位
制
国
に
お
け
る
場
合
と
同
一
で
あ
る
が
、
金
輸
出
禁
止
の
場
合
、
為
替
に
対
す
る
需

給
の
変
化
に
よ
っ
て
制
限
な
く
変
動
す
る
こ
と
と
な
る
（
安
藤
盛
人
、
前
掲
書
、
三
五
〇
頁
参
照
）。
吉
田
啓
一
『
外
国
為
替
と
国
際
金
融
』
泉
文

堂
、
昭
和
四
七
年
、
九
八
頁
参
照
。

四
五
〇


