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二
〇
〇
二
年
一
月
か
ら
ユ
ー
ロ
現
金
の

流
通
が
始
ま
り
、
旅
行
者
と
し
て
欧
州
を

訪
れ
る
我
々
に
も
そ
の
意
味
が
実
感
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
通
貨
の
統
一

は
、
取
引
費
用
を
節
約
し
、
経
済
を
効
率

化
す
る
。
こ
の
こ
と
が
実
感
と
し
て
体
験

で
き
る
。
ユ
ー
ロ
圏
の
企
業
に
と
っ
て
の

コ
ス
ト
節
約
は
か
な
り
の
額
に
の
ぼ
る
で

あ
ろ
う
し
、
ユ
ー
ロ
圏
と
取
引
を
行
う
各

国
に
と
っ
て
も
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
利
益
は
軽
視

で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

金
融
の
世
界
に
お
け
る
ユ
ー
ロ
へ
の
統

一
は
、
す
で
に
一
九
九
九
年
に
ス
タ
ー
ト

し
て
い
る
。
国
債
を
例
に
と
れ
ば
、
統
一

通
貨
ユ
ー
ロ
の
誕
生
は
、
米
国
を
上
回
る

巨
大
な
ユ
ー
ロ
・
ソ
ブ
リ
ン
債
の
市
場
を

生
み
出
し
た
。
財
政
規
律
の
導
入
と
欧

州
中
央
銀
行
の
下
で
の
金
融
政
策
の
運

営
を
基
礎
に
、
通
貨
統
合
に
参
加
し
た

域
内
各
国
は
、
す
べ
て
ユ
ー
ロ
建
て
で
国

債
を
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
内
の

投
資
家
を
主
た
る
相
手
と
し
、
国
外
と
の

間
で
は
マ
ル
ク
や
フ
ラ
ン
と
い
っ
た
為
替

リ
ス
ク
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
状
況

か
ら
、
資
本
市
場
に
お
け
る
質
の
面
で
の

競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

ユ
ー
ロ
の
登
場
は
、
企
業
の"th

in
k

globally"

と
い
う
意
識
を
高
め
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
発
行
体
と
し
て
の
政
府
も
例

外
で
は
な
い
。
各
国
は
、
統
合
市
場
に
お

け
る
競
争
を
強
く
意
識
し
、
投
資
家
へ
の

働
き
か
け
や
流
通
市
場
の
整
備
、
新
し
い

商
品
設
計
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
国
債
管
理
政
策
の
面
で
も
、
こ

れ
ま
で
の
革
新
の
リ
ー
ド
役
は
米
国
市

場
で
あ
っ
た
が
、
統
合
に
伴
う
協
調
と
競

争
は
こ
の
数
年
間
に
ほ
ぼ
す
べ
て
の
手
法

や
商
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
浸
透
さ
せ
た
。

ユ
ー
ロ
移
行
に
伴
う
城
内
為
替
リ
ス
ク

の
消
滅
は
、
投
資
家
の
国
際
分
散
投
資

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
域
内
相
互
の

投
資
が
活
発
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
想

像
さ
れ
る
が
、
資
本
市
場
に
お
け
る
投

資
家
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
も
進

ん
で
い
る
。
表
は
、
ユ
ー
ロ
圏
の
各
国
に

お
け
る
国
債
の
非
居
住
者
保
有
の
割
合

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
局
が
国
外

投
資
家
へ
の
働
き
か
け
を
活
発
化
す
る
な

ど
、
投
資
家
層
の
多
様
化
を
推
進
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
ユ
ー
ロ
参
加
国
の
多
く

に
お
い
て
非
居
住
者
保
有
の
割
合
が
高

ま
っ
て
い
る
。
理
論
的
に
最
適
な
分
散
投

資
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、
現
実
の
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
国
際
化
の
程
度
は

か
な
り
低
く
、
ホ
ー
ム
・
バ
イ
ア
ス
が
存

在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
通
貨
統
合
後

の
分
散
投
資
の
意
味
は
、
そ
れ
以
前
と
は

異
な
る
も
の
の
、
ユ
ー
ロ
圏
諸
国
で
の
変

化
を
み
る
と
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
投
資
の

場
合
で
も
、
為
替
リ
ス
ク
が
そ
の
選
択
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

統
合
通
貨
が
与
え
た
も
う
一
つ
の
重

要
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
リ
ス
ク
のvisibility

の
高
ま
り
で
あ
る
。
リ
ス
ク
を
取
引
し
て

い
る
資
本
市
場
に
お
い
て
、
ス
プ
レ
ッ
ド

の
違
い
を
為
替
リ
ス
ク
や
信
用
リ
ス
ク
等

に
区
分
し
て
把
握
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と

は
、
域
内
比
較
、
米
国
市
場
と
の
比
較
な

ど
を
容
易
に
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
ー
ト
フ

ォ
リ
オ
を
通
じ
た
よ
り
効
率
的
な
資
源

配
分
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

市
場
に
お
け
る
効
率
的
な
資
金
配
分

や
リ
ス
ク
管
理
は
、
的
確
な
価
格
情
報
の

把
握
、
価
値
の
評
価
、
リ
ス
ク
の
認
識
か

ら
始
ま
る
。「
壮
大
な
実
験
」で
あ
る
E
M

U（
欧
州
経
済
通
貨
統
合
）
と
い
う
枠
組

み
が
、
政
策
運
営
の
面
で
そ
の
成
否
を
問

わ
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
取

引
手
段
、
価
値
尺
度
と
し
て
の
通
貨
ユ
ー

ロ
が
も
た
ら
し
た
変
化
は
市
場
が
機
能

す
る
仕
組
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
意
味
を

再
認
識
す
る
上
で
の
手
が
か
り
を
与
え

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（各年末） 1995年 1998年 1999年 2000年�

イタリア n.a. 32.3 38.8 42.4�

フランス 21.0 24.0 25.3 31.0�

スペイン 23.4 25.3 31.6 40.7�

フィンランド 53.4 49.5 58.3 61.8�

ベルギー n.a. 20 n.a. 47�

デンマーク 42.3 44.7 43.5 41.8�

英　国 n.a. 19 17 18�

米　国 24.0 35.9 38.8 39.9

■市場性国債に占める非居住者保有の割合� 単位：％�

ユ
ー
ロ
参
加
国�

（出所）Central Government Debt, Statistical Yearbook 2001, OECD、各国資料。�
（注）デンマーク、英国など3カ国はEUメンバー国であるが、通貨統合には参加していない。ベルギー、英国の最新値は、それぞれ2001年9月末、2000年3月末。�
　　日本の国債保有における非居住者の割合は2000年末で約5%（日本銀行の資金循環統計）である。�


