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欧
州
の
債
務
危
機
を
考
え
な
が
ら
、
年

末
年
始
に
「
な
る
ほ
ど
。
そ
う
い
う
こ
と

な
の
か
」
と
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

借
金
過
多
に
陥
っ
た
個
人
が
返
済
を
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、「
自
己
破
産
」

な
り
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
企
業
の
場
合
は
、

「
倒
産
」
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
い
ず
れ
も

厳
密
な
法
的
枠
組
み
が
あ
る
。
し
か
し
考

え
て
み
た
ら
、
国
家
が
「
借
り
て
い
た
お

金
の
返
済
が
で
き
ま
せ
ん
」「
よ
っ
て
公

務
員
給
与
の
支
払
い
と
か
国
家
の
各
種
事

業
の
継
続
な
ど
が
不
可
能
に
な
り
ま
し
た
」

と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
認
定
し
、
う
ま

く
処
理
で
き
る
き
っ
ち
り
し
た
法
的
枠
組

み
は
な
い
の
だ
と
気
が
つ
い
た
。

　

無
論
漠
と
し
た
「
救
済
策
」
中
心
の
ス

キ
ー
ム
は
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま

で
も
国
家
が
借
り
入
れ
（
主
に
対
外
債
務
）

の
返
済
で
資
金
が
回
ら
な
く
な
る
こ
と
が

あ
っ
た
か
ら
だ
。
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア

危
機
は
記
憶
に
新
し
く
、
そ
の
時
に
韓
国

は
も
ち
ろ
ん
渋
々
だ
が
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ

Ｍ
Ｆ
）
管
理
下
に
入
っ
た
。
救
済
機
関
と

し
て
は
戦
後
存
在
し
て
い
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
頼

る
し
か
な
い
、
と
の
判
断
が
あ
っ
た
。
し

か
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
支
援
を
受
け
る
の
に
一
国

の
法
律
の
よ
う
な
厳
密
な
ル
ー
ル
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ど
う
い
う

状
態
が
「
国
家
の
破
綻
」
と
言
え
る
の
か

に
つ
い
て
も
、
国
際
合
意
は
な
い
。
当
時

の
韓
国
を
救
っ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
ア
メ
リ
カ

や
日
本
が
お
も
に
出
資
し
て
い
る
国
際
機

関
で
、
そ
の
資
金
規
模
の
範
囲
で
当
該
国

に
当
面
の
資
金
繰
り
に
必
要
な
資
金
（
例

え
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
そ
の
国
を
運
営

す
る
の
に
必
要
な
物
資
を
輸
入
す
る
代
金

誰
も
知
ら
な
い
国
家
破
綻
の
ル
ー
ル

経
済
危
機
で
先
進
民
主
主
義
国
家
ま
で
も
が
行
き
詰
ま
る
時
代
。

し
か
し
そ
れ
を
克
服
す
る
の
も
民
主
主
義
し
か
な
い
。
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な
ど
）
を
貸
し
出
し
、
そ
の
代
わ
り
に
当
該

国
の
国
家
運
営
に
も
口
を
出
す
、
と
い
う
仕

組
み
だ
。

　

無
論
そ
の
過
程
で
、
そ
の
国
の
国
民
は

犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
。
個
人
や
企
業
と
同

じ
く
、「
財
布
の
ヒ
モ
を
締
め
な
い
と
い

け
な
い
」
の
で
、
国
家
財
政
も
緊
縮
を
強

い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
国
の
中
の
資
金
の
回

り
は
悪
く
な
り
、
企
業
の
倒
産
も
起
き
た
。

し
か
し
政
治
や
経
済
の
運
営
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と

い
う
第
三
者
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
の
政
権
が
無
視
で
き
な
か
っ
た
国

内
の
既
得
権
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
、

主
張
に
対
し
て
、「
今
は
も
う
Ｉ
Ｍ
Ｆ
管

理
だ
か
ら
諦
め
て
く
れ
」
と
説
得
で
き
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
国
家
運
営
を
よ
り
締

ま
っ
た
も
の
に
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
今
回
の
欧
州
危
機
で
も
そ
れ
を
使

え
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
う
は

い
か
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
今
回
は
当
時

の
よ
う
に
は
い
か
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、

昨
年
の
後
半
当
た
り
か
ら
「
も
し
か
し
た

ら
行
き
詰
ま
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
見
ら

れ
る
国
の
数
が
当
時
と
は
比
較
で
き
な
い

ほ
ど
多
く
、
し
か
も
規
模
が
大
き
い
か
ら

で
あ
る
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
が
出
資
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
資
金
に
は
限
界

が
あ
る
。
当
の
ア
メ
リ
カ
や
日
本
も
財
政

は
き
つ
き
つ
だ
。
外
貨
準
備
の
規
模
か
ら

見
て
、
潤
沢
に
出
せ
る
の
は
中
国
く
ら
い

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
国

は
い
ま
の
欧
州
救
済
の
た
め
の
出
資
に
は

消
極
的
だ
。

国
家
は
破
綻
し
な
い
？

　

国
家
に
破
綻
の
詳
し
い
ル
ー
ル
が
な

か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
破
綻
を
想
定
し

て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
伝
統
的
な
国
の

概
念
は
、
警
察
・
防
衛
な
ど
領
土
保
全
や

治
安
維
持
に
必
須
な
機
能
、
イ
ン
フ
ラ
建

設
、
各
種
社
会
保
障
の
維
持
に
必
要
な
経

費
を
、
受
益
者
（
国
民
や
企
業
）
か
ら
の

税
金
な
ど
で
賄
っ
て
、
数
年
単
位
で
み
て

「
収
支
ト
ン
ト
ン
」
で
事
業
を
行
う
存
在
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。「
赤
字
に
な
れ

ば
、
そ
の
国
の
企
業
や
個
人
か
ら
の
税
徴

収
を
増
や
し
た
り
、
儲
か
る
国
家
事
業
を

行
う
こ
と
で
埋
め
合
わ
せ
が
可
能
」
と
考

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
筆
者

が
金
融
の
世
界
に
い
た
二
〇
年
く
ら
い
前

に
は
「
国
家
が
発
行
す
る
債
券
は
大
丈
夫
」

と
い
っ
て
、
か
な
り
利
回
り
が
高
く
な
っ

た
（
と
い
う
こ
と
は
、
市
場
が
そ
こ
に
リ

ス
ク
を
見
て
い
た
）債
務
国（
特
に
中
南
米
）

の
国
債
を
積
極
的
に
買
っ
て
い
た
投
資
家

も
い
た
。「
国
家
は
破
綻
し
な
い
」
と
い
う

前
提
が
あ
り
、
そ
れ
を
信
じ
て
い
た
か
ら

で
き
た
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

国
で
も
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
資
金
の
使
い

方
を
し
て
、
か
つ
海
外
か
ら
国
内
の
資
源

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
れ
、
農
産
物
で
あ
れ
）

を
見
合
い
に
借
り
入
れ
を
増
や
し
た
国
は
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結
構
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ア
ジ
ア

通
貨
危
機
や
そ
の
後
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

財
政
破
綻
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
し
、「
途

上
国
な
ら
ま
だ
し
も
、
先
進
国
で
そ
ん
な

こ
と
は
起
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
が

数
年
前
ま
で
の
常
識
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、

「
国
家
の
破
綻
」
に
関
す
る
詳
し
い
法
的
枠

組
み
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
今
の
よ
う
な
「
先
進

国
軒
並
み
の
財
政
危
機
」
は
、
国
家
に
期

待
さ
れ
た
仕
事
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
増
幅
し
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
。
景
気

が
少
し
悪
く
な
れ
ば
「
政
府
は
何
を
し
て

い
る
」「
政
治
家
の
責
任
だ
」
と
な
っ
た
。

政
府
を
運
営
し
て
い
る
政
治
家
は
、
先
進

国
で
は
国
民
か
ら
選
ば
れ
る
か
ら
、
国
民

や
そ
れ
を
「
代
表
」
し
て
い
る
マ
ス
コ
ミ

か
ら
「
あ
れ
を
し
ろ
、
こ
れ
も
し
ろ
」
と

言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
大
筋
で
は
従
う
政

治
を
し
て
き
た
。
特
に
こ
の
一
〇
年
く
ら

い
の
世
界
的
な
経
済
危
機
（
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
）
に
際
し
て
は
、
国

は
国
債
の
増
発
と
い
う
形
で
借
金
を
し
な

が
ら
景
気
回
復
に
ト
ラ
イ
し
て
き
た
。
そ

の
効
果
は
微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
が
、
借

金
だ
け
は
増
え
た
。
借
金
の
大
部
分
が「
国

債
の
発
行
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

一
部
は
銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
だ
っ
た
。

　

そ
の
結
果
は
、「
こ
れ
で
も
か
」
と
い

う
く
ら
い
に
、
世
界
中
で
、
特
に
先
進

国
発
行
の
い
わ
ゆ
る
「
国
債
」
が
増
え

た
。
日
本
の
よ
う
な
発
行
国
債
を
国
内

の
貯
蓄
で
消
化
し
て
い
る
国
は
ご
く
希

で
、
大
部
分
は
海
外
の
資
金
に
か
な
り

の
程
度
消
化
を
依
存
し
た
。
海
外
の
投

資
家
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、「
そ

の
貸
し
た
お
金
が
返
っ
て
く
る
か
」
で

あ
っ
て
、「
ち
ょ
っ
と
怪
し
い
」
と
な
る

と
高
い
利
回
り
を
要
求
す
る
。
今
の
イ
タ

リ
ア
が
陥
っ
て
い
る
事
態
だ
。「
も
う
こ
の

国
は
、
借
金
を
返
済
で
き
な
い
か
も
し
れ

な
い
」
と
な
る
と
、
そ
の
国
の
国
債
か
ら

一
斉
に
撤
退
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

書
い
て
お
く
の
だ
が
、
世
界
中
の
投
資
家

に
は
、「
投
資
の
目
安
」
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
一
種
の
社
内
ル
ー
ル
だ
。
例
え
ば
、

自
社
の
資
金
を
投
じ
る
に
は
、
国
際
的
な

2011年12月24日、ギリシャの有名な観光地の一つプニュクス
の丘も警備員のストにより閉鎖された（AP／アフロ）
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格
付
け
会
社
が
ト
リ
プ
ル
Ａ
を
格
付
け
と

し
て
与
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
っ
た
わ
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
だ
。
こ
れ

は
出
資
し
た
人
た
ち
に
説
明
す
る
と
き
に

便
利
だ
か
ら
だ
。「
当
社
は
危
な
い
投
資
は

し
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
い
逃
れ
に
な

る
。
だ
か
ら
、
格
付
け
会
社
の
格
付
け
な

ど
「
無
視
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
意
見
は

暴
論
だ
。
お
金
を
持
っ
て
い
る
ほ
う
が
そ

う
い
う
投
資
ル
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

格
付
け
会
社
が
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
て
も
、
ル
ー
ル
と
し
て
は
そ

う
な
の
だ
。

民
主
主
義
に
よ
る
解
決
し
か
な
い

　

と
い
う
こ
と
は
、
本
来
の
解
決
方
法
と

し
て
は
、「
市
場
が
疑
念
を
持
た
な
い
ほ

ど
に
、
国
の
借
金
の
レ
ベ
ル
を
押
さ
え
る
」

こ
と
し
か
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
国
民
（
の

一
部
）
の
要
求
と
ぶ
つ
か
る
。
だ
か
ら
ギ

リ
シ
ャ
や
イ
タ
リ
ア
で
起
き
る
デ
モ
、
時

と
し
て
暴
動
を
み
て
い
る
と
、「
こ
れ
は

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
誰
も
が
考
え

る
。
誰
も
既
得
権
は
手
放
し
た
く
な
い
も

の
だ
。
い
ま
資
金
を
世
界
か
ら
集
め
て
い

る
ド
イ
ツ
や
日
本
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
は

「
ま
だ
ま
し
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど

だ
。
ド
イ
ツ
の
国
債
発
行
残
高
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
九
〇
％
近
く
に
達
し
て
い
る
し
、
日
本

の
そ
れ
は
「
国
債
の
国
内
消
化
が
で
き
て

い
る
」
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
も
、
気
が
遠

く
な
る
よ
う
な
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
〇
〇
％
超

え
」（
財
務
省
統
計
）
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
も
財
政
赤
字
を
急
増
さ

せ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
赤
字
削
減
の
方
法
を

め
ぐ
っ
て
、
政
治
が
日
本
と
は
ま
た
違
っ

た
意
味
で「
ね
じ
れ
」を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

　
「
市
場
」
と
は
、
要
す
る
に
資
金
の
集
合

体
だ
。
そ
し
て
そ
の
資
金
は
、
本
質
的
に

「
臆
病
」
で
あ
る
。
皆
減
少
を
嫌
い
、
そ
し

て
「
で
き
た
ら
増
え
て
ほ
し
い
」
と
願
っ

て
い
る
人
が
出
し
て
い
る
。
運
用
者
は
そ

う
い
う
出
資
者
の
意
向
を
汲
も
う
と
す
る
。

臆
病
な
資
金
は
、
危
な
い
国
を
避
け
る
。

い
ま
ま
さ
に
欧
州
で
起
き
て
い
る
こ
と
だ
。

狙
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
産
業
の

な
い
、
世
界
に
通
用
す
る
価
値
を
な
か
な

か
生
み
出
せ
な
い
国
、
国
内
政
治
が
乱
れ

て
い
て
外
か
ら
見
て
「
自
制
心
に
欠
け
る
」

と
見
ら
れ
が
ち
な
国
だ
。
そ
れ
に
厳
格
な

条
件
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ま
危

機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
国
を
見
る
と
、
な

ん
と
な
く
頷
け
る
。

　

あ
る
意
味
、
い
ま
の
危
機
は
「
民
主
主
義

の
制
度
的
欠
陥
」
の
帰
結
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
民
主
主
義
が
「
最
悪
の
政
治

形
態
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
試
み
ら
れ
て
き

た
民
主
主
義
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
形
態
を

除
け
ば
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
枠
内
で
解
決
を
図
っ
て
い
く
し
か

な
い
。

　

い
つ
も
思
う
。「
最
後
は
国
民
の
資
質
だ
」

と
。
日
本
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。
■




