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新
し
い〝
日
本
円
〟の「
顔
」で
、

　
　
～
日
本
再
生
と
経
済
の
立
て
直
し
を
～本

誌
主
幹

大
中
吉
一

　

財
務
省
と
日
本
銀
行
は
、
２
０
２
４
年

７
月
３
日
に
新
札
を
発
行
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

　

紙
幣
の
図
柄
と
し
て
登
場
す
る
肖
像

は
、
一
万
円
札
が
現
在
の
福
沢
諭
吉
か
ら

渋
沢
栄
一
へ
、
五
千
円
札
は
樋
口
一
葉
か

ら
津
田
梅
子
へ
、
千
円
札
は
野
口
英
世
か

ら
北
里
柴
三
郎
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

渋沢栄一翁

　

渋
沢
栄
一
が
生
ま
れ
た
の
は
武
蔵
国
榛

沢
郡
血
洗
島
村（
現
在
は
深
谷
市
血
洗
島
）

で
、
農
家
で
し
た
が
も
っ
と
も
家
格
の
高

い
名
主
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
江
戸
15

代
将
軍
慶
喜
に
仕
え
、
明
治
維
新
以
降
は

明
治
政
府
の
一
員
と
し
て
大
蔵
省
を
牽
引

し
、
江
戸
時
代
鎖
国
で
あ
っ
た
日
本
が
海

外
と
渡
り
合
っ
て
い
く
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
改
革
を
推
進
し
た
の
は
既
に
広
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
代
の
功
績
の
１
つ
が
〝
紙
幣
〟

の
発
行
で
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
今
回

の
一
万
円
札
へ
の
登
場
は
遅
す
ぎ
た
と
さ

え
思
え
ま
す
が
、
今
こ
そ
改
革
が
必
要
な

日
本
に
と
っ
て
は
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
渋
沢
栄
一
は
紙
幣

に
限
ら
ず
、
戸
籍
や
出
納
の
基
盤
づ
く
り

に
も
深
く
関
与
し
、
云
わ
ば
近
代
日
本
の

基
盤
づ
く
り
に
官
僚
と
し
て
関
与
し
て
い

　

新
札
が
発
行
さ
れ
る
大
き
な
理
由
は
、

紙
幣
の
偽
造
を
防
ぐ
た
め
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、せ
っ
か
く
〝
日
本
円
〟
の
「
顔
」

が
全
面
的
に
変
更
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、

こ
れ
を
機
に
停
滞
す
る
日
本
経
済
を
再
構

築
し
、
極
端
な
円
安
を
是
正
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日

米
の
金
利
差
や
金
融
緩
和
政
策
の
違
い
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
の
誇
っ
た
技
術

は
、
ご
承
知
の
通
り
、
幕
末
に
生
を
受
け
、

明
治
・
大
正
・
昭
和
を
駆
け
抜
け
た
実
業

家
で
、
５
０
０
を
超
え
る
企
業
の
設
立
や

運
営
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
、「
近
代
日
本

経
済
の
父
」
あ
る
い
は
「
日
本
資
本
主
義

の
父
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
ま

た
実
業
界
だ
け
で
な
く
、
６
０
０
を
超
え

る
社
会
・
教
育
事
業
に
も
深
く
か
か
わ
っ

た
人
物
で
、
そ
の
足
跡
は
日
本
全
国
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
の
渋
沢
翁
の
足
跡
を
た
ど

り
な
が
ら
、
今
の
日
本
に
求
め
ら
れ
て
い

る
〝
変
革
〟
あ
る
い
は
〝
改
革
〟
を
探
り
、

改
善
す
べ
き
点
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
初
め
て
銀
行
を
設
立
し

　
　
日
本
経
済
の
礎
を
築
い
た

力
や
開
発
力
を
見
直

し
、
さ
ら
に
国
家
と

し
て
自
立
で
き
る
産

業
力
を
、
基
盤
と
な

る
一
次
産
業
か
ら
再

構
築
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

新
・
一
万
円
札
に

登
場
す
る
渋
沢
栄
一
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そ
の
成
果
の
１
つ
が
、「
度
量
衡
」で
す
。　

　

そ
れ
ま
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
計
量
の

単
位
を
統
一
し
、
租
税
や
貨
幣
、
土
地
制

度
な
ど
を
確
立
す
る
た
め
の
計
量
に
用
い

る
長
さ
や
体
積
、
重
さ
の
基
準
を
公
に
定

め
た
の
で
す
。

　

経
営
者
と
し
て
最
初
に
着
手
し
た
の

が
、
製
紙
会
社
で
し
た
。
紙
は
当
初
ほ
と

ん
ど
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
経

済
の
発
展
の
た
め
に
は
良
質
で
安
価
な
紙

は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
品
質
が
高
く
安

価
な
紙
を
国
産
化
す
る
こ
と
は
必
至
と
考

え
た
か
ら
で
し
た
。明
治
８
年（
１
８
７
５

年
）
に
現
在
の
東
京
都
北
区
に
「
抄
紙
会

社
（
現
在
の
王
子
製
紙
）」
の
工
場
が
完

成
し
、
い
よ
い
よ
渋
沢
栄
一
の
実
業
家
と

し
て
の
歩
み
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
青
い
目
の
人
形
は

　
　
渋
沢
外
交
の
シ
ン
ボ
ル

　

そ
れ
か
ら
５
０
０
社
以
上
の
企
業
の
立

ち
上
げ
に
関
わ
り
、
事
業
を
軌
道
に
乗
せ

て
き
た
渋
沢
栄
一
は
、
も
ち
ろ
ん
財
界
の

ト
ッ
プ
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。〝
西
の
五
代
友
厚
、東
の
渋
沢
栄
一
〟

と
言
わ
れ
た
時
代
で
す
。

　

し
か
し
、
渋
沢
栄
一
は
事
業
に
よ
っ
て

改
善
を
強
く
望
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。

渡
米
実
業
団
に
は
、
海
外
産
業
な
ど
を
吸

収
す
る
面
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
同
時

に
民
間
外
交
の
側
面
が
あ
っ
た
の
で
す
。

昭
和
２
年
（
１
９
２
７
年
）、
日
米

の
親
善
を
願
っ
て
米
国
か
ら
は
約

１
万
２
０
０
０
体
の
青
い
目
の
人
形
が
、

日
本
か
ら
は
日
本
人
形
が
太
平
洋
を
越
え

て
両
国
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
日
本
側
で
人
形
の
受
け
入
れ

に
尽
力
し
た
の
が
渋
沢
翁
で
し
た
。

　

第
２
次
大
戦
後
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い

た
青
い
目
の
人
形
で
す
が
、
昭
和
48
年

（
１
９
７
３
年
）
頃
か
ら
各
地
で
保
存
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
現
存
し
て
い

る
の
は
全
国
で
約
３
３
０
体
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

渋
沢
栄
一
の
肖
像
を
移
し
た
新
一
万
円

札
と
、
そ
の
平
和
外
交
の
象
徴
で
あ
る
青

い
目
の
人
形
。

　

不
穏
な
戦
争
の
影
が
忍
び
寄
る
世
界
情

勢
の
中
、
渋
沢
翁
の
世
界
平
和
外
交
の
志

を
継
ぎ
、
日
米
に
留
ま
ら
ず
世
界
の
親
善

を
推
進
し
、
さ
ら
に
新
し
い
「
日
本
円
」

の
〝
顔
〟
と
し
て
登
場
す
る
渋
沢
栄
一
の

遺
志
を
継
い
で
、
い
ま
こ
そ
日
本
の
産
業

力
再
興
と
日
本
経
済
の
再
生
を
願
っ
て
止

み
ま
せ
ん
。

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
渋
沢
栄
一
は
、
大
蔵
省
を
退
官
す

る
と
、
明
治
６
年
（
１
８
７
３
年
）
７
月

20
日
に
、
日
本
初
の
銀
行
で
あ
る
「
第
一

国
立
銀
行
」
を
創
設
し
ま
す
。
こ
れ
が
現

在
の
「
み
ず
ほ
銀
行
」
の
原
点
な
の
で
す
。

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
日
本
経
済
が

世
界
に
伍
し
て
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は

産
業
に
対
す
る
融
資
が
欠
か
せ
な
い
と
考

え
て
い
た
た
め
で
、
名
称
に
〝
国
立
〟
と

あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
民
間
企
業
で

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
明
治
11
年
（
１
８
７
８
年
）
に

は
、
現
在
の
東
京
証
券
取
引
所
の
前
身
と

な
る
日
本
で
初
め
て
の
公
的
取
引
所
「
東

京
株
式
取
引
所
」
を
創
設
。

　

渋
沢
栄
一
は
日
本
経
済
に
銀
行
制
度
と

株
式
会
社
制
度
を
普
及
さ
せ
、
現
在
の
経

済
の
礎
を
築
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
渋
沢
栄
一
の
功
績
の
背
景
に

あ
る
の
が
、
江
戸
時
代
に
将
軍
一
橋
慶
喜

直
属
の
家
臣
と
し
て
訪
れ
た「
パ
リ
万
博
」

で
す
。

　

渡
欧
す
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
視

察
。
先
進
諸
国
の
社
会
を
広
く
学
び
、
日

本
が
い
か
に
遅
れ
て
い
る
か
を
痛
感
し
、

同
時
に
こ
の
技
術
や
知
識
を
日
本
に
持
ち

帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

得
た
利
益
や
名
声
に
は
あ
ま
り
興
味
は
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

明
治
42
年
（
１
９
０
９
年
）
に
70
歳
と

な
っ
た
頃
に
は
、
お
よ
そ
60
社
も
の
事
業

や
団
体
の
役
職
を
辞
め
て
い
た
と
い
い
ま

す
が
、
大
正
５
年
（
１
９
１
６
年
）、
77

歳
に
な
っ
た
の
を
機
に
実
業
界
か
ら
身
を

引
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
降
、
渋
沢
翁
は
社
会
貢
献
活
動

に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
１
つ
は
、
現
在
「
東
京
都
健
康
長

寿
医
療
セ
ン
タ
ー
」
と
な
っ
て
い
る
「
養

育
院
」
で
す
。
渋
沢
翁
は
、
社
会
的
弱
者

に
眼
差
し
を
向
け
、
救
済
に
力
を
注
い
で

い
く
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
渋
沢
翁
の
活
動
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
が
、
明
治
42
年
（
１
９
０
９

年
）
の
「
渡
米
実
業
団
」
で
し
た
。
渋
沢

栄
一
が
団
長
と
な
り
、
東
京
・
大
阪
な
ど

６
大
都
市
の
商
業
会
議
所
を
中
心
と
し
た

民
間
人
50
名
を
率
い
て
、
３
ヵ
月
間
に
わ

た
り
米
国
の
主
要
都
市
を
訪
問
。
日
本
初

の
大
型
ビ
ジ
ネ
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
り
ま

し
た
。

　

折
し
も
、
明
治
期
の
後
半
、
日
本
と
米

国
の
関
係
は
徐
々
に
悪
化
。
米
国
で
は
日

系
移
民
の
排
斥
運
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
渋
沢
翁
は
米
国
と
の
関
係


