
＊1  仮想通貨は最近は「暗号資産」と呼ばれているが、内容に変化はない。本稿では通貨としての側面に注目し仮想通貨という名称を用いた。

仮＊
１

想
通
貨
の
新
し
さ

　

日
本
国
内
の
貨
幣
量
と
し
て
日
本
銀

行
は
マ
ネ
ー
ス
ト
ッ
ク
統
計
を
公
表
し

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
通
常
貨
幣
の
総

量
と
さ
れ
る
の
が
Ｍ
３
と
い
わ
れ
る
も

の
だ
が
、
２
０
１
９
年
９
月
の
Ｍ
３
の

残
高
は
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
倍
以
上
の

約
１
３
６
０
兆
円
で
あ
る
。
こ
れ
が
日

本
国
内
の
お
金
の
総
額
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
こ
の
マ
ネ
ー
ス
ト
ッ
ク
は
、
銀
行

券
や
コ
イ
ン
の
「
現
金
」
と
「
銀
行

預
金
」
を
合
わ
せ
た
額
で
あ
り
、
こ
の

う
ち
現
金
は
、
そ
れ
で
も
他
の
外
国
と

比
べ
れ
ば
大
き
な
額
で
あ
る
が
、
お
金

の
総
額
の
十
分
の
一
以
下
の
約
１
０
０

兆
円
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
の
約
１
２
６

０
兆
円
は
銀
行
預
金
だ
。銀
行
預
金
は
、

デ
ー
タ
と
し
て
銀
行
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
も
デ
ジ
タ
ル
通
貨
で
あ
る
。
一
方
仮

想
通
貨
の
規
模
は
、
そ
の
定
義
や
価
格

に
も
よ
る
が
、
世
界
的
に
も
数
十
兆
円

に
す
ぎ
な
い
。

　

だ
が
仮
想
通
貨
に
は
銀
行
預
金
に
な

い
新
規
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仮
想
通

貨
が
銀
行
預
金
の
よ
う
に
ホ
ス
ト
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
持
た
な
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
通
貨
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
銀
行
預
金
は
銀
行
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
で
デ
ー
タ
が
記
録
・
保
管
さ
れ
て
い

る
が
、
仮
想
通
貨
は
、
こ
れ
も
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー

ン
に
よ
っ
て
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

偽
造
や
破
壊
な
ど
通
貨
の
技
術
的
な
安

全
性
は
、
デ
ー
タ
の
模
造
・
改
ざ
ん
の

容
易
さ
な
ど
で
測
ら
れ
る
。
一
見
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
る
仮
想
通
貨
は
安
全

性
に
劣
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
ブ
ロ

ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
使
用
に
よ
り
、
両
者

に
優
劣
は
な
く
な
っ
た
。銀
行
預
金
は
、

ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
頂
点
と
す
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
中
央
集
権
的

に
集
中
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
仮
想
通

貨
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
分

散
的
に
管
理
さ
れ
る
。
両
者
の
安
全
性

を
比
較
し
て
も
分
散
系
の
方
が
安
全
度

が
高
い
場
面
も
あ
る
。両
者
の
比
較
は
、

従
来
型
の
電
話
網
に
よ
る
通
信
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
通
信
と
の
比
較

に
似
て
い
る
。

仮
想
通
貨
の
問
題

　

し
か
し
仮
想
通
貨
は
し
ば
し
ば
世
の

中
を
騒
が
せ
て
い
る
よ
う
に
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
よ
く
取
引
所
を
通

じ
た
仮
想
通
貨
の
流
出
等
が
話
題
に
な

る
が
、
こ
れ
は
取
引
所
の
問
題
で
あ
り
、

仮
想
通
貨
自
体
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

を
通
じ
て
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

一
方
発
行
量
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
貨
が

資
産
や
発
行
者
の
信
用
を
も
と
に
発
行

さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
仮
想
通
貨

は
複
雑
な
計
算
式
を
解
く
こ
と
を
要
件

と
し
て
発
行
が
規
律
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
こ
の
た
め
に
投
機
性
を
招
き
、

価
値
が
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
が
、
保

有
資
産
の
価
値
の
毀
損
を
被
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
を
招
き
信
用
を
低

め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
の
通
貨
は
す
べ
て

国
家
に
よ
る
信
用
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
ら
安
心
と
い
う
見
解
も
必
ず
し
も

正
し
く
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
日
本

の
お
金
の
９
割
以
上
は
民
間
銀
行
に
よ

り
発
行
さ
れ
て
い
る
。
一
方
現
金
は
、

コ
イ
ン
は
政
府
が
発
行
す
る
も
の
の
、

銀
行
券
は
政
府
と
は
独
立
し
た
日
本
銀

行
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
。
現
金

は
法
律
に
よ
り
法
定
通
貨
と
し
て
強
制

通
用
力
を
持
つ
貨
幣
の
う
ち
で
も
特
別

の
パ
ワ
ー
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
金
融

危
機
で
取
り
付
け
な
ど
銀
行
券
の
需

要
が
高
ま
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
も
あ

る
が
、
通
常
は
民
間
銀
行
の
発
行
し
た

預
金
を
含
め
た
お
金
ト
ー
タ
ル
で
経
済

全
体
の
支
払
い
・
決
済
機
能
を
支
え
て

い
る
。
こ
れ
は
、
む
ろ
ん
銀
行
預
金
が

必
要
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
現
金
に
換
え

ら
れ
る
と
い
う
日
銀
に
対
す
る
信
用
が

間
接
的
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
預
金
通
貨
を
発
行
す
る
個
々
の
銀

行
や
銀
行
部
門
全
体
の
信
用
に
支
え
ら

れ
て
い
る
点
も
大
き
い
。

　

一
方
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想

通
貨
は
、
公
的
な
信
用
に
は
裏
づ
け
ら

　仮想通貨の登場で、貨幣の未来が注目されている。貨幣の歴史を振り返ると、技術の発展により姿を大きく
変えてきており、仮想通貨の登場は決して不思議ではない。デジタル通貨といえば、すでに既存の貨幣の
大半はデジタル通貨であるが、仮想通貨の最大の特徴はインターネットの通貨という点であり、そこに従来にない
可能性がある。この技術的利点を利用すれば、通貨当局の協力により東アジア地域で同じ通貨単位で流通する
アジアデジタル共通通貨が実現できる。共通通貨は経済面のみならず政治面でも大きな貢献が期待できる。

甦る永楽銭
—貨幣の将来とアジアデジタル共通通貨
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れ
な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
貨
幣
で
あ
る

点
が
短
所
で
も
あ
る
が
長
所
と
な
っ
て

い
る
。

貨
幣
の
歴
史

　

簡
単
に
い
え
ば
、
仮
想
通
貨
に
至
る

貨
幣
の
歴
史
は
技
術
と
信
用
制
度
の
発

展
に
規
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
わ
が

国
の
貨
幣
の
歴
史
を
題
材
に
貨
幣
の
未

来
へ
の
示
唆
を
学
び
と
っ
て
み
た
い
。

⑴
皇
朝
銭
：
国
家
幣
制
へ
の
模
索

　

貨
幣
の
価
値
と
は
何
か
を
問
う
と
、

最
初
の
貨
幣
で
あ
る
貝
や
金
属
な
ど
の

物
品
貨
幣
は
、
基
本
は
発
行
者
（
製
作

者
）
の
信
用
で
は
な
く
そ
の
素
材
の
持

つ
商
品
と
し
て
の
価
値
に
依
存
し
て
い

た
。

　

だ
が
、
国
や
有
力
者
な
ど
が
貨
幣
を

鋳
造
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
貨
幣
の
金

額
を
表
示
す
る
表
面
価
値
と
素
材
価
値

の
分
離
が
始
ま
る
。
こ
の
際
、
国
家
が

信
用
を
保
証
し
て
も
必
ず
し
も
う
ま
く

い
く
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
日

本
は
大
和
時
代
後
期
・
奈
良
時
代
・
平

安
時
代
初
期
当
時
の
中
国
の
貨
幣
制
度

を
採
り
入
れ
、和
同
開
珎
（
７
０
８
年
）

か
ら
皇
朝
銭
と
呼
ば
れ
る
貨
幣
が
製
造

さ
れ
た
。
た
だ
こ
の
貨
幣
制
度
は
、
平

安
時
代
の
初
期
に
途
絶
え
て
し
ま
う
。 

こ
れ
は
当
時
の
朝
廷
が
貨
幣
価
値
を
毀

損
さ
せ
た
こ
と
や
、
経
済
の
発
展
段
階

が
い
ま
だ
貨
幣
の
流
通
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
が
大
き
い
。

　

わ
が
国
は
そ
の
後
平
安
末
期
の
宋
銭

の
輸
入
ま
で
無
貨
幣
の
経
済
に
な
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
単
純
な
物
々
交
換
で
は
な
く
、

流
通
過
程
で
ツ
ケ
払
い
で
あ
る
信
用
制

度
も
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

奈
良
時
代
の
貨
幣
単
位
は
「
文
（
も

ん
）」
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
は
興

味
深
い
こ
と
に
貨
幣
が
な
く
て
も
信
用

取
引
（
ツ
ケ
払
い
）
に
は
、
貨
幣
単
位

で
あ
る
「
文
」
が
使
わ
れ
た
。
ま
た
一

般
に
は
、
順
序
と
し
て
貨
幣
の
誕

生
の
後
に
、
ツ
ケ
払
い
の
よ
う
な

信
用
制
度
が
発
展
し
た
と
さ
れ
る

が
、「
21
世
紀
の
貨
幣
論
」
の
な

か
で
著
者
の
マ
ー
テ
イ
ン
は
、
古

代
の
信
用
制
度
は
物
的
証
拠
が
残

っ
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は

信
用
制
度
の
発
展
が
先
行
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
興
味
深

い
推
測
を
し
て
い
る
。

⑵
永
楽
銭
：
ア
ジ
ア
共
通
通
貨
の
登
場

　

平
安
末
期
、
国
内
の
経
済
発
展
と
、

中
国
等
の
貿
易
の
活
発
化
な
ど
が
貨
幣

経
済
の
興
隆
を
促
し
た
。
流
通
し
た
の

が
、
中
国
か
ら
の
宋
銭
で
あ
る
。
日
本

は
、
平
安
時
代
の
初
期
か
ら
の
約
２
世

紀
間
の
貨
幣
の
な
い
経
済
を
経
て
、
鎌

倉
時
代
、
室
町
時
代
の
約
５
世
紀
も
の

間
、
中
国
の
貨
幣
を
国
内
の
流
通
貨
幣

と
す
る
時
代
を
す
ご
す
。
室
町
時
代
以

降
に
流
通
し
た
中
国
銭
の
代
表
が
永
楽

銭
（
永
楽
通
宝
〈
１
４
０
８
年
〜
〉）

で
あ
る
（
図
表
１
）。
明
朝
に
製
造
さ

れ
た
永
楽
通
宝
は
、
形
や
品
質
が
安
定

し
、
銭
文
（
貨
幣
の
文
字
の
配
列
な
ど

の
デ
ザ
イ
ン
）
も
美
し
い
こ
と
か
ら
良

銭
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
15
世
紀
半
ば

こ
ろ
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
銭
が
流

通
す
る
な
か
で
、
領
主
に
よ
る
賦
課
を

表
す
基
準
な
ど
と
な
っ
て
い
っ
た
。
永

楽
銭
は
、
楽
市
楽
座
を
進
め
た
織
田
信

長
の
軍
勢
の
旗
印
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。

　

永
楽
銭
な
ど
中
国
銭
は
中
国
と
の
貿

易
通
貨
で
も
あ
り
国
内
通
貨
で
も
あ
っ

た
が
、
当
時
日
本
だ
け
で
は
な
く
東
南

ア
ジ
ア
地
域
で
広
く
流
通
し
た
。
東
ア

ジ
ア
共
通
通
貨
と
い
っ
て
よ
い
。
20
世

紀
末
、
欧
州
で
地
域
共
通
通
貨
と
し
て

ユ
ー
ロ
が
誕
生
し
た
。
だ
が
ア
ジ
ア
で

は
、
そ
れ
に
約
９
世
紀
も
さ
か
の
ぼ
り

共
通
通
貨
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑶
鐚び

た

銭
：
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
マ
ネ
ー
の
活
躍

　

明
朝
以
降
、
中
国
で
は
貨
幣
の
鋳
造

が
減
り
、
紙
幣
が
流
通
す
る
よ
う
に
な

る
。
日
本
国
内
で
は
、
中
国
銭
の
減
少

と
経
済
の
拡
大
か
ら
貨
幣
が
不
足
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
態
で
鐚び

た

銭

が
流
通
す
る
。
こ
れ
は
摩
耗
な
ど
し
た

貨
幣
の
ほ
か
私
造
さ
れ
た
貨
幣
で
あ
り
、

品
質
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
撰

銭
な
ど
の
貨
幣
の
選
別
な
ど
も
行
い
な

が
ら
広
く
流
通
し
た
。
鐚
銭
と
い
う
と

「
び
た
一
文
」
な
ど
悪
銭
の
イ
メ
ー
ジ

も
強
い
が
、
実
際
に
は
貨
幣
不
足
を
補

う
経
済
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
公
的

で
な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
マ
ネ
ー
は
、
工

場
の
ク
ー
ポ
ン
が
事
実
上
の
貨
幣
と
し

て
用
い
ら
れ
る
な
ど
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
み
ら
れ
、
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で

は
な
い
。
ク
ー
ポ
ン
の
事
例
は
、
英
国

な
ど
海
外
の
事
例
の
ほ
か
、
沖
縄
の
離

島
で
の
例
な
ど
も
知
ら
れ
、
日
銀
の
那

覇
支
店
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
公
権
力

が
関
与
し
な
い
仮
想
通
貨
も
歴
史
的
に

決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

⑷
江
戸
時
代
の
三
貨
制
：
中
央
銀
行
の

な
い
世
界

　

江
戸
時
代
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
、
金

貨
・
銀
貨
・
銅
貨
が
鋳
造
さ
れ
る
三
貨

制
が
確
立
さ
れ
た
。
三
貨
と
も
幕
府
に

よ
り
製
造
さ
れ
た
が
、
中
央
銀
行
を
頂

点
と
し
た
単
一
的
な
も
の
で
な
く
、
金

貨
・
銀
貨
・
銅
貨
が
並
行
し
て
流
通
す

図表 １　永楽銭

出典：日本銀行金融研究所貨幣博物館。なお
日本銀行貨幣博物館は、古代から現在までの
貨幣のコレクションを保存・公開している



る
貨
幣
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
金
貨
と

銀
貨
の
交
換
レ
ー
ト
が
日
々
動
く
国
内

変
動
相
場
制
で
も
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
の
経
済
が
必
ず
し
も
鎖
国

の
経
済
で
な
い
こ
と
は
今
日
知
ら
れ
て

い
る
。
貨
幣
制
度
で
も
、
た
と
え
ば
幕

府
は
朝
鮮
と
の
貿
易
の
た
め
に
純
度
の

高
い
貿
易
銀
を
鋳
造
し
た
。
し
か
し
基

本
的
に
は
鎖
国
的
な
国
家
単
位
の
貨
幣

制
度
を
確
立
し
た
。
当
時
日
本
は
金
が

比
較
的
豊
富
で
あ
る
た
め
、
金
が
銀
に

対
し
相
対
的
に
安
い
相
場
が
成
立
し
て

い
た
。
こ
の
た
め
幕
末
の
開
国
で
は
、

海
外
商
人
が
銀
を
持
ち
込
み
金
を
持
ち

出
し
大
量
の
金
が
流
出
す
る
。
こ
う
し

た
混
乱
か
ら
江
戸
時
代
の
幣
制
は
瓦
解

し
て
い
っ
た
。

⑸
明
治
以
降
の
貨
幣
制
度
：
国
家
幣
制

の
成
立

　

明
治
政
府
は
、
国
家
単
位
の
近
代
的

な
幣
制
を
確
立
し
た
。
新
貨
条
例
（
１

８
７
１
年
）
に
よ
っ
て
貨
幣
単
位
を
円

に
定
め
、
日
本
銀
行
を
設
立
し
（
１
８

８
２
年
）、
本
位
貨
幣
制
度
を
確
立
し

た
。
だ
が
そ
れ
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ

た
。
明
治
政
府
が
円
を
通
貨
単
位
に
選

ん
だ
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
た
だ
旧
字
体
の
圓
は
、
中
国
の

元
、
韓
国
の
ウ
オ
ン
も
旧
漢
字
で
は
同

じ
文
字
を
用
い
て
お
り
、
３
か
国
は
通

貨
単
位
と
し
て
共
通
の
も
の
を
も
っ
て

い
る
。
な
お
為
替
レ
ー
ト
は
、
金
貨
の

品
質
を
そ
ろ
え
１
円
＝
１
ド
ル
で
あ
っ

た
。
最
近
は
円
高
が
問
題
に
な
る
が
、

円
は
今
日
ま
で
大
き
く
減
価
し
た
こ
と

に
な
る
。

　

日
本
銀
行
設
立
ま
で
幣
制
も
混
乱
し

て
い
た
。
明
治
政
府
は
、
中
央
銀
行
を

設
立
す
る
ま
で
、
太
政
官
札
な
ど
の
政

府
紙
幣
を
発
行
し
た
ほ
か
、
国
立
銀
行

（
名
称
は
誤
解
を
招
く
が
民
間
銀
行
）

が
紙
幣
を
発
行
し
た
。
中
央
銀
行
な
ど

の
中
央
集
権
的
な
制
度
が
確
立
し
な
い

ま
ま
で
、
西
南
戦
争
の
戦
費
調
達
な
ど

も
あ
り
幣
制
は
大
き
く
混
乱
し
た
。
日

本
銀
行
は
こ
の
混
乱
を
収
拾
す
る
こ
と

も
目
的
に
設
立
さ
れ
た
が
、
当
初
は
幣

制
の
整
理
に
時
間
を
費
や
し
、
最
初
の

日
本
銀
行
券
が
発
行
さ
れ
た
の
は
設
立

か
ら
３
年
後
、
し
か
も
明
治
初
期
に
想

定
し
て
い
た
金
兌
換
で
な
く
銀
兌
換
で

あ
っ
た
。
金
兌
換
は
、
日
清
戦
争
で
勝

利
し
清
国
か
ら
多
額
の
賠
償
金
を
得
た

後
に
な
る
。

⑹
歴
史
か
ら
の
示
唆

　

貨
幣
の
歴
史
を
見
る
と
、
い
く
つ
か

の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
①
貨
幣
は
技
術

に
よ
っ
て
進
歩
す
る
こ
と
。
省
略
し
た

が
、
主
に
昭
和
40
年
代
に
大
型
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
導
入
さ
れ
、
銀
行
預
金
は
紙

ベ
ー
ス
の
帳
簿
上
の
お
金
か
ら
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
な
る
。

②
貨
幣
制
度
は
国
や
中
央
銀
行
に
よ
り

決
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
使
用
者
側

の
ニ
ー
ズ
（
需
要
）
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
る
面
も
大
き
い
こ
と
。
奈
良
時
代
の

国
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
貨
幣
は
ニ
ー
ズ

の
乏
し
さ
も
あ
っ
て
消
滅
す
る
一
方
、

中
世
に
は
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
か
ら
、
渡

来
銭
と
し
て
中
国
銭
が
用
い
ら
れ
、
貨

幣
不
足
に
は
私
造
の
鐚
銭
が
製
造
さ
れ

た
。
ま
た
江
戸
時
代
に
は
複
数
の
本
位

通
貨
が
流
通
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
流

れ
を
考
え
れ
ば
、
将
来
仮
想
通
貨
が
流

通
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
現
行
の
貨

幣
制
度
で
は
、
た
と
え
ば
海
外
送
金
に

は
為
替
リ
ス
ク
を
伴
う
し
、
高
額
な
手

数
料
が
必
要
で
あ
っ
た
。
仮
想
通
貨
で

は
本
来
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
は

ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
現
在
は
投
機
的

な
取
引
が
主
流
と
な
り
資
金
の
支
払
い

等
に
は
向
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

甦
る
永
楽
銭

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
の
発
展
は
、

新
し
い
通
貨
を
企
画
さ
せ
る
。
ま
た
ニ

ー
ズ
は
そ
の
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
フ
ォ
ー
ス

と
な
る
。
日
本
は
こ
の
30
年
経
済
的
に

衰
退
し
た
。
今
後
の
日
本
経
済
の
再
生

の
カ
ギ
と
な
る
の
が
東
ア
ジ
ア
経
済
圏

と
の
連
携
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ

う
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
圏
を

形
成
し
、
東
西
・
南
北
回
廊
と
い
う
ハ

イ
ウ
エ
イ
も
整
備
さ
れ
中
国
の
南
部
地

域
も
含
め
国
境
を
越
え
た
経
済
圏
に
育

っ
て
い
る
。
す
で
に
産
業
（
製
造
業
）

レ
ベ
ル
で
は
日
本
企
業
も
東
ア
ジ
ア
の

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
入
っ
て
い
る
。

産
業
面
の
経
済
統
合
が
進
む
一
方
、
金

融
統
合
は
遅
れ
て
い
る
。
貿
易
関
係
で

は
ド
ル
が
な
お
主
流
で
あ
り
、
今
世
紀

初
め
の
ユ
ー
ロ
の
発
足
に
刺
激
さ
れ
た

「
ア
ジ
ア
共
通
通
貨
（
Ａ
Ｃ
Ｃ
：A

sia 
Com

m
on Currency

）」
も
そ
の
後
の

ユ
ー
ロ
危
機
も
あ
って
、
議
論
は
低
調
だ
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
注
目
さ
れ
る
の

が
、
乾＊
２

泰
司
氏
ほ
か
に
よ
る
仮
想
通
貨

の
技
術
を
使
っ
た
ア
ジ
ア
デ
ジ
タ
ル
共

通
通
貨
（
コ
イ
ン
）
構
想
で
あ
る
。

⑴
ア
ジ
ア
デ
ジ
タ
ル
共
通
通
貨（
コ
イ
ン
）

構
想
の
概
要

　

デ
ジ
タ
ル
な
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
構
想
が

議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
：

Central Bank D
igital Currency

）。

ア
ジ
ア
デ
ジ
タ
ル
共
通
通
貨（
コ
イ
ン
）

構
想
で
は
こ
れ
を
、
東
ア
ジ
ア
全
体
を

対
象
と
す
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
発
行
機
関
と
し
て

は
、
国
際
機
関
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
日
中

韓
）
に
よ
り
、
チ
ェ
ン
マ
イ
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
の
Ｓ
Ｗ
Ａ
Ｐ
網
の
事
務
局

と
し
て
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
（A

sia M
onetary 

Research O
ffi

ce

）
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。
ア
ジ
ア
デ
ジ
タ
ル
共
通
通
貨
（
コ

イ
ン
）
構
想
で
は
、
一
つ
の
例
示
と
し

＊2  同構想は『国際金融』（外国為替貿易研究会発行）の2019年12月号に掲載されている（乾泰司ほか「国際機関が発行する地域デジタル通貨（例えばAMROコイン）についての一考察」）。



て
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
発
行
機
関
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
る
。
図
表
２
は
こ
の
概
要
を

示
し
て
い
る
。
①
各
国
・
政
府
が
国

債
・
現
金
な
ど
で
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
出
資
、 

②
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
ア
ジ
ア
共
通
通
貨
単
位

（
Ａ
Ｃ
Ｕ
）
の
債
券
を
発
行
、
③
中
銀

は
Ａ
Ｃ
Ｕ
建
て
債
券
を
購
入
し
、
こ
れ

を
見
合
い
に
ア
ジ
ア
共
通
デ
ジ
タ
ル
通

貨
を
発
行
、
こ
れ
は
銀
行
券
の
よ
う
に

銀
行
を
通
じ
て
家
計
・
企
業
（
預
金
者
）

に
提
供
さ
れ
る
、
④
各
国
の
家
計
は
、

電
子
財
布
等
に
格
納
し
、
デ
ジ
タ
ル
通

貨
を
使
用
、
商
店
等
は
こ
れ
を
受

け
取
り
銀
行
に
還
流
さ
せ
る
。
地

域
ワ
イ
ド
の
整
備
さ
れ
た
決
済
機

構
を
通
じ
て
、
デ
ジ
タ
ル
コ
イ
ン

は
国
境
を
越
え
て
銀
行
網
、
商
店

網
で
使
用
さ
れ
る
。
な
お
同
構
想

で
は
、
こ
の
共
通
通
貨
は
、
各
国

通
貨
の
廃
止
に
よ
る
統
一
通
貨
を

想
定
せ
ず
、
各
国
通
貨
と
同
時
に

流
通
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑵
共
通
通
貨
の
意
義

　

ユ
ー
ロ
危
機
以
来
色
褪
せ
た
感

の
あ
る
共
通
通
貨
構
想
で
あ
る
が
、

ユ
ー
ロ
危
機
で
露
呈
し
た
種
々
の

欠
点
や
、
実
現
ま
で
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
一
方
、

以
下
の
よ
う
に
そ
の
メ
リ
ッ
ト
も

大
き
い
。

①
域
内
経
済
活
動
の
活
発
化

　

共
通
通
貨
を
用
い
れ
ば
、
為
替

リ
ス
ク
が
解
消
さ
れ
る
ほ
か
、
国

境
を
越
え
た
支
払
い
決
済
シ
ス
テ

ム
の
整
備
を
通
じ
て
域
内
決
済
も

円
滑
化
。
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ

Ａ
）
と
と
も
に
貿
易
・
経
済
活
動

を
活
発
化
す
る
。

②
米
ド
ル
依
存
か
ら
の
脱
却

　

基
軸
通
貨
と
し
て
の
米
ド
ル
の
使

用
、
安
全
資
産
と
し
て
の
米
ド
ル
債
の

保
有
は
合
理
的
。
た
だ
し
そ
れ
が
過
度

と
な
れ
ば
、
域
外
国
で
あ
る
米
国
の
政

治
経
済
に
過
度
に
左
右
さ
れ
る
非
合
理

的
な
状
況
に
な
る
。
共
通
通
貨
は
こ
う

し
た
状
況
を
改
善
す
る
。

③
世
界
的
な
金
融
危
機
へ
の
対
応

　

金
融
危
機
は
、
新
興
国
の
な
か
で
最

も
脆
弱
な
国
の
通
貨
を
狙
っ
て
起
こ
り
、

そ
の
後
周
辺
国
に
伝
搬
（Contagion

）

す
る
。
共
通
通
貨
は
、「
弱
い
環
」
か

ら
綻
び
る
プ
ロ
セ
ス
を
防
止
す
る
有
効

な
防
御
策
と
な
る
。

④
多
国
間
協
力
の
メ
リ
ッ
ト

　

共
通
通
貨
は
加
盟
国
す
べ
て
が
同
等

の
発
言
権
を
も
つ
多
国
間
協
力
で
も
あ

る
。
筆
者
の
経
験
し
た
Ｇ
２
０
な
ど
の

議
論
で
も
、
多
国
間
交
渉
で
は
大
国
が

必
ず
し
も
大
き
な
発
言
権
を
持
つ
わ
け

で
な
く
、
逆
に
大
国
の
利
己
的
な
主
張

は
多
数
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
２
国
間
交
渉
で
は
力
の
差
に
よ

り
大
国
ペ
ー
ス
で
決
せ
ら

れ
る
こ
と
も
多
い
。
地
域

の
大
国
の
力
の
支
配
を
抑

制
す
る
た
め
に
も
多
国
間

協
力
の
意
義
は
大
き
い
。

⑤
平
和
へ
の
政
治
的
メ
リ

ッ
ト

　

共
通
通
貨
構
想
は
、
そ

れ
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
ま
で
に
は
時

間
を
要
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
し

て
困
難
を
克
服
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
前

に
進
め
る
た
め
に
は
協
力
が
必
要
と
な

る
が
、
メ
ン
バ
ー
が
共
通
の
目
標
に
進

ん
で
い
る
限
り
、
意
思
疎
通
や
相
互
理

解
が
深
ま
り
、
政
治
的
に
も
平
和
的
な

関
係
が
構
築
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
過
去
も

現
在
も
大
き
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る

が
、
協
力
関
係
は
維
持
さ
れ
て
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
と
も
に
過
去
の

戦
争
の
犠
牲
を
乗
り
越
え
、
平
和
を
祈

念
す
る
姿
は
ア
ジ
ア
で
い
ま
だ
実
現
し

て
い
な
い
。経
済
的
な
多
国
間
協
力
は
、

政
治
的
な
意
義
も
大
き
い
。

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
、
最
近
の
仮
想
通
貨
を
念

頭
に
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
貨
幣
の
歴

史
も
紐
解
き
な
が
ら
仮
想
通
貨
の
意
義

を
論
じ
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
ア
ジ
ア

デ
ジ
タ
ル
共
通
通
貨
（
コ
イ
ン
）
構
想

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貨
幣
の
構
想
に

は
将
来
の
夢
が
あ
る
。
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