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サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
引
き
続
く
現
在

の
ユ
ー
ロ
危
機
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
資

本
主
義
の
将
来
に
暗
い
影
を
投
げ
か
け
て

い
る
。
現
在
の
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
、

八
〇
年
前
の
大
恐
慌
後
の
経
済
再
建
策
を

巡
る
論
敵
ケ
イ
ン
ズ
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
争

を
テ
ー
マ
と
す
る
本
が
日
米
で
出
版
さ
れ

て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
巨
人

た
ち
の
経
済
思
想
の
現
代
的
意
義
は
一
層

大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

第
二
次
大
戦
後
、完
全
雇
用
と
経
済
成
長

を
実
現
す
る
政
府
の
役
割
を
重
視
す
る
ポ

ス
ト
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
経
済
政
策
は
、
戦
後

の
世
界
の
経
済
復
興
と
成
長
に
有
効
な
役

割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
後
半

に
入
り
、
不
況
下
の
イ
ン
フ
レ
と
い
う
ス
タ

グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
発
生
に
よ
り
、
政
府
の

経
済
政
策
の
失
敗
が
明
ら
か
に
な
る
と
と

も
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
政
府
の
役
割
を
制
限

し
、
自
由
な
市
場
の
役
割
を
重
視
す
る
思
想

が
見
直
さ
れ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
七
四
年
に

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
す
る
。
サ
ッ

チ
ャ
ー
と
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
誕
生
と
と
も

に
、
八
〇
年
代
に
入
り
政
府
の
役
割
を
縮
小

す
る
自
由
市
場
原
理
が
英
米
の
経
済
を
復

興
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
で
も
同
時

期
中
曽
根
内
閣
の
下
で
、
政
府
部
門
の
リ
ス

ト
ラ
が
進
み
、
自
由
市
場
原
理
が
世
界
の
潮

流
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
市
場
で
の
自
由

の
行
き
過
ぎ
は
バ
ブ
ル
経
済
を
も
た
ら
し
、

そ
の
破
た
ん
が
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
つ

な
が
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
、
オ
バ
マ
政

権
に
よ
る
銀
行
や
大
企
業
の
救
済
が
実
行

さ
れ
る
。
ま
さ
に
ケ
イ
ン
ズ
の
再
登
場
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政
府
に
よ
る
ば
ら

ま
き
、
政
府
債
務
の
過
大
化
の
問
題
を
引
き

起
こ
し
、
現
在
の
不
安
定
な
世
界
経
済
の
状

況
を
招
い
て
い
る
。

①
は
、ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ズ
な
ど
の
編
集

長
を
務
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
一

般
読
者
向
け
の
わ
か
り
や
す
い
本
で
あ
る
。

第
一
次
大
戦
後
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
ケ
イ
ン

ズ
と
ハ
イ
エ
ク
の
出
会
い
か
ら
、
彼
ら
の
直

接
の
論
争
の
跡
を
た
ど
る
。
政
府
が
市
場

経
済
に
介
入
す
べ
き
か
否
か
の「
一
般
理

論
」と「
隷
属
へ
の
道
」の
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
考
え
に
至
っ
た
二
人
の
経
済
の
巨
人
の

対
立
が
、
近
代
経
済
学
の
二
大
潮
流
を
導
く

流
れ
を
描
く
。
ク
ル
ー
グ
マ
ン
な
ど
の
ポ

ス
ト
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
や
フ
リ
ー
ド
マ
ン
な

ど
の
自
由
市
場
主
義
者
た
ち
の
、
政
府
の
市

場
に
対
す
る
役
割
の
こ
の
八
〇
年
間
の
論

争
と
現
実
の
経
済
政
策
の
変
遷
を
振
り
返

り
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
勝
者
で
あ
る
の
か

を
探
ろ
う
と
す
る
。

②
は
、
優
れ
た
業
績
を
持
つ
社
会
経
済
学

者
が
、
両
者
の
論
争
の
発
端
で
あ
る
貨
幣
論

と
自
由
の
社
会
思
想
に
焦
点
を
充
て
る
こ

と
で
、
新
書
版
で
は
あ
る
が
思
想
の
変
遷
に

踏
み
込
ん
だ
内
容
の
濃
い
本
と
な
っ
て
い

る
。
二
人
の
独
自
の
歴
史
経
験
を
持
つ
思

想
家
は
、
経
済
を
超
え
て
社
会
に
お
け
る
個

人
の
自
由
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
異

な
る
貨
幣
と
市
場
の
見
方
に
達
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
現
代
的
な
意
義
を
問

う
。
ナ
チ
ス
の
暴
政
か
ら
逃
れ
ロ
ン
ド
ン

か
ら
米
国
へ
と
亡
命
す
る
ハ
イ
エ
ク
は
、
個

人
的
自
由
を
侵
害
す
る
政
府
の
計
画
経
済

的
介
入
を
拒
否
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
は
、
ハ
イ
エ
ク
は
無
秩
序
な
市
場
原
理
主

義
で
は
な
く
、
人
間
が
潜
在
的
に
従
う
ル
ー

ル
が
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
状
態
の
中

で
の
、
個
人
の
自
由
が
予
測
可
能
と
な
る
よ

う
な
自
由
な
市
場
経
済
を
主
張
し
た
の
だ
。

し
っ
か
り
し
た
規
制
が
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も

バ
ブ
ル
も
金
融
危
機
も
生
じ
な
い
と
い
う

立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
イ
ン
ズ

は
、
自
由
放
任
が
公
共
の
利
益
を
も
た
ら
す

に
は
幾
つ
か
の
条
件
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
現

実
に
は
実
現
が
難
し
い
と
し
て
、
個
人
主
義

よ
り
も
個
々
人
が
一
つ
の
社
会
単
位
に
ま

と
ま
っ
て
、
中
央
銀
行
や
政
府
が
経
済
政
策

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
す
る
。
不

確
実
性
、
不
安
定
性
、
複
雑
性
に
満
ち
た
現

代
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
る
資
本
主
義
を
救

う
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
、
そ
の
価
値
が
見

直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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