
は
じ
め
に

〈
世
界
的
不
均
衡
（G

lobalIm
balances

）〉
が
拡
大
を
続
け
て
い
る
。

図
１
は
、
世
界
の
国
々
を
先
進
国
と
途
上
国
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
、
両
者
の
経
常
収
支
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
進
国

側
は
赤
字
が
、
途
上
国
側
で
は
黒
字
が
拡
大
し
て
お
り
、
そ
の
差
は
広
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
赤
字
を
続
け
る

先
進
国
グ
ル
ー
プ
の
中
心
は
米
国
で
あ
り
、
途
上
国
の
中
心
は
中
国
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
あ
る
。

米
国
の
経
常
収
支
赤
字
は
、
二
〇
〇
五
年
に
前
年
比
一
九
％
（
一
三
六
八
億
ド
ル
）
増
加
し
、
七
九
一
五
億
ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

で
六
・
四
％
に
達
し
た
。
今
年
も
上
半
期
で
す
で
に
四
三
〇
〇
億
ド
ル
を
越
え
、
過
去
最
高
を
更
新
す
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
米
国
の
対
外
赤
字
は
、
た
び
た
び
そ
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
五
％
を
上
回

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
双
子
の
赤
字
が
拡
大
し
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
デ
ー
が
起
こ
っ
た
八
七
年
で
も
三
・
四
％
（
一
六
〇
七
億
ド
ル
）、

Ｉ
Ｔ
ブ
ー
ム
の
も
と
で
輸
入
需
要
が
増
大
し
た
二
〇
〇
〇
年
で
も
四
・
二
％
（
四
一
五
二
億
ド
ル
）
ど
ま
り
だ
っ
た
。
そ
れ
が
今
年

は
七
％
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
２
）。

経
常
収
支
と
資
本
収
支
は
対
称
的
な
関
係
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
中
国
を
始
め
と
す
る
途
上
国
か
ら
米
国
に
巨
額
の
資
本

が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
経
済
学
の
教
科
書
に
は
「
資
本
は
、
資
本
豊
富
な
先
進
国
か
ら
資
本
不
足
の
途
上
国
に
移
動
す

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
現
状
は
全
く
逆
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
米
国
の
対
外
債
務
残
高
（
ネ
ッ
ト
）
は
二
兆
六
九
三
八
億

（11）

〈
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図１　先進国と途上国の経常収支
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（出所）“A survey of the world economy,”The Economist, September 16, 2006.

図２　米国の経常収支赤字
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（出所）米国商務省経済分析局資料（http://www.bea.gov/）より作成。



ド
ル
（
〇
五
年
末
）
に
達
し
て
い
る
（
図
３
）。
他
方
、
中
国
の
外
貨
準
備
は
、
今
年
七
月
末
に
九
五
〇
〇
億
ド
ル
を
超
え
、
先
月

（
九
月
）
に
は
一
兆
ド
ル
を
突
破
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

新
興
経
済
諸
国
の
国
際
収
支
を
表
１
で
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
経
常
収
支
を
見
る
と
、
九
六
年
（
ア
ジ
ア
危
機
直
前
）
ま
で
は
全
体
と
し
て
赤
字
基
調
で
あ
っ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
〇
年
以

降
は
中
国
等
の
ア
ジ
ア
諸
国
、
中
東
、
ロ
シ
ア
が
巨
額
の
黒
字
を
計
上
し
て
い
る
。
世
界
の
工
場
と
な
っ
た
中
国
と
中
国
へ
の
サ
プ

ラ
イ
ヤ
ー
的
役
割
を
担
う
ア
ジ
ア
諸
国
、
石
油
価
格
上
昇
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
産
油
諸
国
で
あ
る
。
そ
し
て
経
常
収
支
だ
け
で
な

く
、
資
本
収
支
に
お
い
て
も
、
中
国
、
中
欧
な
ど
多
く
の
地
域
で
入
超
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
先
進
国
か
ら
の
直
接
投
資
が
増
加
し

た
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
途
上
国
は
、
経
常
収
支
・
資
本
収
支
両
面
の
黒
字
拡
大
に
よ
る
巨
額
の
外
貨
流
入
に
対
し
て
、
自
国
通
貨
売
り

外
貨
（
ド
ル
）
買
い
の
市
場
介
入
で
対
応
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
六
年
間
で
途
上
国
の
外
貨
準
備

は
一
兆
五
千
億
ド
ル
も
増
え
、
例
え
ば
中
国
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
三
七
％
、
年
間
輸
入
額
の
一
二
四
％
に
も
相
当
す
る
外
貨
を
溜
め
込
ん

で
い
る
。
外
貨
準
備
の
適
正
額
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
は
存
在
し
な
い
が
、
一
般
的
に
、
輸
入
額
の
三
カ
月
分
、
満
期
一
年
以
内
の

対
外
債
務
総
額
が
最
低
ラ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
各
国
は
、
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
額
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

つ
ま
り
、
米
国
が
巨
額
の
対
外
赤
字
を
抱
え
る
一
方
で
、
中
国
そ
の
他
の
途
上
国
・
産
油
国
で
対
外
資
産
が
増
え
続
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
〈
世
界
的
不
均
衡
〉
は
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
拡
大
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ド
ル
暴
落
の
危
険
性
が
繰
り

返
し
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
今
日
ま
で
為
替
レ
ー
ト
に
お
い
て
も
マ
ク
ロ
経
済
に
お
い
て
も
大
幅
な
調
整
が
生
じ
る
こ
と
な
く
不
均

衡
が
持
続
・
拡
大
し
て
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
後
の
世
界
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
。〈
世
界

（13）
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図３　米国の対外純債務と中国の外貨準備（10億ドル）
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（出所）中国人民銀行（http://www.pbc.gov.cn/）、米国商務省経済分析局（http://www.bea.gov/）
資料より作成。

表１　途上国の国際収支（10億ドル）

経常収支 資本収支 外貨準備

1990
～93

1990
～93

増減
1990
～93

2000
～05

対年間輸
入額比（%）

アジア 6 160 119 1,178 ─
中国 20 35 4 664 124
インド －17 20 7 99 98
韓国 －14 20 5 136 80
台湾 39 －29 10 147 139
その他 －22 114 93 132 ─

中南米 －85 138 71 83 ─

ロシア 1 9 10 167 ─

合　　計 －170 423 214 1,517 ─
（注）国際収支は各期間における変化の合計。外貨準備高の対GDP比、対輸入比は06年4月ベース。
（出所）M. S. Mohanty and Philip Turner, "Foreign exchange reserve accumulation in emerging

markets: what are the domestic implications？," BIS Quarterly Review, September 2006
(Table 1); Global Financial Report, IMF, September 2006 (Table1.5.)

1995
～96

2000
～05

1995
～96

2000
～05

残高
1995
～96

2006年
７月

対GDP比
（%）

－64 899 230 211 110 2,025 ─
9 347 79 291 53 941 37

－12 －5 16 95 0 156 17
－32 82 41 51 8 225 27

16 117 －21 30 －4 260 73
－45 358 115 －239 53 442 ─
－68 －26 105 106 49 244 ─

中欧 －2 －11 －102 6 34 134 16 21 39 99 23 128
18 290 －26 －31 7 243 ─

中東 －90 6 383 111 9 －302 －3 8 50 89 ─ ─
－119 1,445 351 117 195 2,701 ─



的
不
均
衡
〉
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

１
　
不
均
衡
下
の
均
衡
？

こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
不
均
衡
、
特
に
米
国
の
巨
額
の
経
常
収
支
赤
字
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
為
替
面
で
も
マ
ク
ロ
面
で

も
大
幅
な
調
整
が
起
き
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
例
え
ば
、
ド
ル
の
暴
落
・
人
民
元
の
急
騰
が
生
じ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
途
上
国
側
の
市
場
介
入
が
ド
ル
の
買
い
支
え
と
な
り
、
獲
得
し
た
外
貨
準
備
で
米
国
国
債
投
資
が
な
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
常
収
支
の
不
均
衡
と
途
上
国
の
外
貨
準
備
（
米
国
債
投
資
）
が
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
大
き
な
不
均
衡
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
相
殺
し
あ
っ
て
あ
る
種
の
均
衡
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

る
。中

国
は
、
市
場
介
入
に
よ
る
人
民
元
の
低
位
固
定
に
よ
っ
て
貿
易
黒
字
を
維
持
し
、
市
場
介
入
で
増
加
し
た
外
貨
準
備
を
、
米
国

の
国
債
・
政
府
機
関
債
に
投
資
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
米
投
資
が
米
国
の
長
期
金
利
を
抑
え
、
住
宅
ブ
ー
ム
を
背
景
と
し
た
米
国

の
消
費
拡
大
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
米
国
の
消
費
主
導
型
の
内
需
拡
大
は
、
中
国
そ
の
他
か
ら
の
輸
入
を
増
や
し
、
中

国
の
経
常
収
支
黒
字
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
・
・
・
と
い
う
循
環
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
工
場
と
な
っ
た
中

国
へ
の
外
国
企
業
の
進
出
（
直
接
投
資
の
流
入
）
が
、
民
間
資
本
収
支
黒
字
を
増
大
さ
せ
、
外
貨
準
備
を
上
乗
せ
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
米
中
の
牽
引
す
る
世
界
経
済
の
拡
大
は
、
資
源
価
格
の
高
騰
を
通
じ
て
中
東
・
ロ
シ
ア
・
中
南
米
・
オ
セ
ア
ニ
ア
等
の
資

源
国
の
経
常
収
支
を
大
幅
に
改
善
し
、
そ
の
外
貨
収
入
が
や
は
り
米
国
に
流
入
し
て
、
先
の
循
環
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
経
常
取
引
の
側
は
、
貿
易
取
引
を
中
心
と
す
る
実
体
経
済
取
引
で
あ
る
た
め
、
短
期
間
で
調
整
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（15）



に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
取
引
の
側
は
金
融
市
場
で
の
取
引
で
あ
る
か
ら
急
激
に
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
途
上
国
が
外
貨
準
備

を
ド
ル
か
ら
ユ
ー
ロ
に
変
え
る
の
は
瞬
時
に
可
能
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
、
米
国
が
経
常
収
支
赤
字
や
そ
の
原
因
で
あ
る
個
人
消
費

を
短
期
間
に
縮
小
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
途
上
国
の
米
国
国
債
投
資
が
安
定
的
か
ど
う
か
が
問
題
の
焦

点
と
な
る
。

２
　
外
貨
準
備
に
よ
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

九
〇
年
代
末
に
も
米
国
の
経
常
収
支
赤
字
は
拡
大
し
、
そ
の
持
続
性
が
議
論
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
は
米
国
へ
の
資
本
流

入
が
市
場
ベ
ー
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
〈
合
理
性
〉
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｔ
ブ
ー
ム
期
の
対
米
投
資

の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
欧
州
の
企
業
・
機
関
投
資
家
か
ら
の
Ｍ
＆
Ａ
や
株
式
・
社
債
投
資
で
あ
っ
た
。
米
国
企
業
の
競
争
力
の
高

さ
を
評
価
す
る
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
生
じ
る
ド
ル
高
・
輸
入
の
増
大
は
、
む
し
ろ
米
国
の
高
い
生
産
性
の

反
映
だ
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
下
で
財
政
の
黒
字
化
が
実
現
し
た
結
果
（
＝「
双
子
の
赤
字
」
の
解

消
）、
対
米
投
資
で
は
国
債
投
資
の
比
率
が
激
減
、
資
本
の
出
し
手
に
お
い
て
も
（
欧
州
の
企
業
・
機
関
投
資
家
）、
受
け
手
に
お
い

て
も
（
米
国
企
業
）、
民
間
部
門
中
心
と
な
っ
た
こ
と
が
、
米
国
経
常
収
支
赤
字
の
「
健
全
性
」
を
裏
付
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
市
場
ベ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
市
場
環
境
が
変
化
す
れ
ば
そ
の
影
響
を
直
接
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
欧
州
か
ら
の
対
米
投
資
は
、
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
よ
っ
て
事
実
上
ス
ト
ッ
プ
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
肩

代
わ
り
す
る
形
で
、
途
上
国
か
ら
の
外
貨
準
備
投
資
が
急
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
持
続
的
あ
る
い
は

合
理
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（16）



途
上
国
外
貨
準
備
の
ほ
と
ん
ど
が
ド
ル
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
ル
が
下
落
す
れ
ば
巨
額
の
為
替
差
損
が
発
生
す
る

こ
と
に
な
る
。
準
備
通
貨
の
分
散
が
始
ま
れ
ば
、
ド
ル
売
り
ユ
ー
ロ
買
い
の
大
規
模
な
発
生
に
よ
っ
て
ド
ル
が
暴
落
す
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
貴
重
な
国
富
の
一
部
な
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
効
率
的
な
運
用
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
経
済
合
理
的
発
想
は
、
現
在
の
ア
ジ
ア
等
の
途
上
国
通
貨
当
局
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
の
主
張
も
聞
か
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
機
関
投
資
家
で
あ
れ
ば
分
散
投
資
に
よ
っ
て
為
替
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

政
策
当
局
の
場
合
、
よ
り
高
次
の
目
的
が
あ
れ
ば
運
用
リ
タ
ー
ン
の
追
求
（
リ
ス
ク
の
抑
制
）
は
そ
れ
に
従
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

中
国
等
に
と
っ
て
、
外
国
企
業
導
入
・
対
米
輸
出
主
導
型
の
経
済
成
長
の
維
持
こ
そ
が
最
高
レ
ベ
ル
の
政
策
課
題
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
を
支
え
る
自
国
通
貨
売
り
ド
ル
買
い
市
場
介
入
を
、
中
断
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
結
果
的
に
、
ド
ル
準
備
が
累
増
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
為
替
リ
ス
ク
は
、
現
在
の
経
済
成
長
戦
略
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
と
し
て
十
分
受
け
入
れ
可
能

な
範
囲
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
一
定
の
経
済
成
長
が
維
持
さ
れ
れ
ば
、
あ
る
い
は
現
在
の
極
端
な
外
需
依
存
経
済
か
ら

幾
分
か
で
も
内
需
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
ま
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
〈
市
場
介
入
＝
外
貨
蓄
積
型
〉
の
経
済
戦
略
も
、
一
定
の
修

正
を
受
け
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
為
替
政
策
の
柔
軟
化
が
図
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３
　
市
場
介
入
に
よ
る
金
融
政
策
へ
の
制
約

中
国
が
行
っ
て
い
る
大
量
の
市
場
介
入
（
＝
人
民
元
売
り
ド
ル
買
い
）
は
、
ド
ル
準
備
を
増
加
さ
せ
る
と
同
時
に
、
国
内
的
に
は

マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
増
大
を
も
た
ら
す
。
一
方
で
、
中
国
で
は
設
備
投
資
・
銀
行
貸
出
の
バ
ブ
ル
化
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
国
内
的

に
は
引
締
め
政
策
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
固
定
相
場
制
度
と
い
う
対
外
的
な
金
融
政
策
と
国
内
の
金
融
政
策
の
矛
盾
が

（17）



顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

売
り
オ
ペ
に
よ
っ
て
介
入
資
金
を
回
収
す
る
（
不
胎
化
）
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
の
影
響
は
相
殺
で
き
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
オ
ペ

対
象
と
な
る
市
場
の
整
備
が
前
提
と
な
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
。
と
な
る
と
、
金
利
の
引
き
上
げ
と
い
う
選
択
肢
が
あ

る
が
、
金
利
を
引
き
上
げ
る
と
、
逆
に
、
金
利
差
益
を
目
的
と
す
る
投
機
資
金
の
流
入
を
招
き
、〈
通
貨
上
昇
圧
力→

さ
ら
な
る
市

場
介
入
〉
と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
か
ね
な
い
。

す
な
わ
ち
、
固
定
相
場
の
維
持
が
金
融
政
策
の
自
由
度
を
大
き
く
制
約
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
等
が
、
中
国
に
通
貨
変

動
幅
の
拡
大
・
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
を
促
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
中
国
は
、
預
金
準
備
制
度
に
も
と
づ
く
準
備
比
率
の
引
き
上
げ
や
裁
量
的
な
（
窓
口
指
導
的
な
）
引

き
締
め
政
策
で
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
過
剰
投
資
・
貸
出
の
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
目
指
し
た
微
妙
な
政
策
運
営
の
行
方

は
、
国
際
的
な
資
金
フ
ロ
ー
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

４
　
新
プ
ラ
ザ
合
意
？

で
は
、
こ
の
〈
世
界
的
不
均
衡
〉
は
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
有
力
な
見
方
は
、
現
在
の
不
均
衡
は
、
政
府
と
家
計
両
方
で
過
剰
消
費
を
続
け
る
米
国
に
と
っ
て
も
、
輸
出
主
導
型
の
成

長
を
続
け
る
途
上
国
側
に
と
っ
て
も
、
奇
妙
に
居
心
地
の
良
い
状
態
で
あ
る
た
め
、
政
策
当
局
者
に
不
均
衡
解
消
に
向
け
た
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
は
な
い
に
等
し
く
、
し
た
が
っ
て
現
在
の
状
況
は
当
分
続
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

米
国
の
産
業
界
・
議
会
で
は
対
中
貿
易
赤
字
を
問
題
視
す
る
声
も
上
が
っ
て
い
る
が
、
八
〇
年
代
の
対
日
貿
易
摩
擦
の
時
ほ
ど
の

広
が
り
は
な
い
。
ま
た
、
米
国
の
過
剰
消
費
を
改
善
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
強
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
歴
史
的
な
低
イ
ン
フ
レ
状
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況
が
続
い
て
い
る
た
め
、
引
き
締
め
政
策
を
と
る
必
要
性
は
薄
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
足
も
と
で
は
住
宅
価
格
の
下
落
に
原

油
価
格
の
頭
打
ち
が
重
な
っ
て
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
引
き
下
げ
に
転
換
す
る
可
能
性
が
高
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。

黒
字
を
積
み
上
げ
る
途
上
国
の
側
と
し
て
も
、
不
均
衡
が
、
貧
し
い
国
が
富
裕
国
に
モ
ノ
と
カ
ネ
を
提
供
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
経
済
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
以
上
、
た
だ
ち
に
不
満
を
表
明
す
べ
き
状
況
に
は
な
い
。

し
か
し
、
と
言
っ
て
不
均
衡
が
無
限
に
拡
大
し
つ
づ
け
る
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
政
策
当
局
者
の
危
機
感
の
欠
如
こ
そ
危
険
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｇ
七
に
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
諸
国
等

を
加
え
た
Ｇ
二
〇
レ
ベ
ル
で
、
新
た
な
多
角
的
マ
ク
ロ
調
整
を
実
施
す
べ
き
だ
と
の
提
案
が
あ
る
。
米
国
が
途
上
国
か
ら
の
資
本
流

入
に
依
存
し
て
い
る
以
上
、
八
〇
年
代
の
よ
う
な
先
進
五
カ
国
・
七
カ
国
で
の
調
整
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
あ
る
程
度
の
経
済
規

模
を
も
つ
新
興
経
済
国
を
メ
ン
バ
ー
に
含
め
、
米
国
は
財
政
赤
字
の
削
減
を
公
約
し
、
他
国
は
対
ド
ル
為
替
レ
ー
ト
の
引
き
上
げ
を

実
施
す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
新
プ
ラ
ザ
合
意
で
あ
る
。

こ
う
し
た
提
案
に
対
し
て
は
、
国
際
金
融
市
場
が
こ
こ
ま
で
拡
大
し
た
現
在
、
当
局
間
の
合
意
が
ど
こ
ま
で
実
効
性
を
も
つ
の
か

と
い
う
批
判
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
が
、
八
〇
年
代
と
異
な
り
外
貨
準
備
と
い
う
公
的
資
金
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
い
と
い
う
現
状
か

ら
す
る
と
、
全
く
非
現
実
的
な
考
え
方
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
国
際
協
調
を
呼
び
か
け
る
国
は
ど
こ
か
ら
も
現
れ
そ
う
に
な
い
。
極
め
て
危
険
な
安

定
が
、
当
面
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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