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金
融
政
策
を
中
央
銀
行
に
任
せ
た

ま
ま
で
よ
い
の
か
、
中
央
銀
行
業
務

は
民
間
に
委
託
で
き
な
い
の
か
、
そ

も
そ
も
中
央
銀
行
は
必
要
な
の
か
、

等
々
。
本
書
は
、
近
年
発
展
の
著
し

い
新
制
度
経
済
学
を
適
用
し
、
中
央

銀
行
の
主
要
機
能
を
分
析
し
た
も
の

だ
。
大
著
で
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
読
む
必
要
は
あ
る
が
、
中
央
銀

行
制
度
を
考
え
る
う
え
で
必
読
だ
ろ

う
。
新
制
度
経
済
学
の
中
央
銀
行
制

度
全
般
へ
の
適
用
は
世
界
初
で
、
学

問
的
貢
献
も
大
き
い
。

　

中
央
銀
行
が
供
給
す
る
の
は
、
金

融
政
策
な
ど
の
公
共
財
的
サ
ー
ビ
ス

だ
け
で
な
く
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
な
ど

ク
ラ
ブ
財
的
性
格
を
有
す
る
も
の
も

あ
る
。
こ
の
た
め
、
組
織
ガ
バ
ナ
ン

ス
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
だ

け
で
な
く
、
効
率
性
を
追
求
す
る
民

間
組
織
と
し
て
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
も
必
要
だ
。
そ
れ
故
、
多

く
の
国
で
は
、
金
融
政
策
委
員
会
、

経
営
委
員
会
、
監
督
委
員
会
な
ど
複

数
ボ
ー
ド
制
を
採
用
す
る
が
、
単
一

の
ボ
ー
ド
で
す
べ
て
を
決
定
す
る
の

は
日
本
だ
け
だ
。
新
日
銀
法
の
施
行

以
降
、
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
い

な
い
と
す
れ
ば
、
制
度
設
計
そ
の
も

の
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。今
ま
で
、こ
の
点
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
だ
。

　

健
全
性
監
督
に
つ
い
て
は
、
立
ち

入
り
検
査
等
を
含
め
て
、
中
央
銀
行

が
主
管
す
べ
き
だ
と
い
う
。
た
だ
、

単
独
だ
と
権
限
集
中
問
題
や
官
僚
制

の
弊
害
が
大
き
く
な
る
た
め
、
預
金

者
保
護
な
ど
は
別
の
主
体
が
担
う
複

数
監
督
制
に
す
べ
き
と
い
う
。
米
欧

で
は
金
融
危
機
の
後
、
健
全
性
監
督

は
中
央
銀
行
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
現
行

制
度
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
た
め

か
、
日
銀
の
単
一
ボ
ー
ド
制
の
限
界

が
表
れ
て
い
る
た
め
か
、気
に
な
る
。

　

本
書
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、
金

融
危
機
時
の
公
的
資
金
の
供
給
を
中

央
銀
行
に
委
ね
よ
と
い
う
主
張
だ
。

日
本
と
同
様
、
米
国
で
も
金
融
危
機

時
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
公
的
資

金
注
入
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
危
機

が
深
刻
化
す
る
ま
で
政
治
的
合
意
に

達
し
な
か
っ
た
点
だ
。
議
会
制
民
主

主
義
の
限
界
と
も
い
え
る
が
、
制
度

の
欠
陥
を
補
正
す
べ
く
、
中
央
銀
行

が
あ
ら
か
じ
め
通
貨
発
行
益
を
積
み

立
て
、そ
れ
を
原
資
に
政
府
、議
会
か

ら
独
立
し
て
公
的
資
金
注
入
を
決
め

よ
と
提
言
す
る
。
高
度
に
専
門
的
な

問
題
を
機
動
的
に
政
治
が
決
定
す
る

の
は
難
し
く
、
政
治
が
か
か
わ
る
こ

と
で
、
混
乱
に
拍
車
を
か
け
、
多
大

な
コ
ス
ト
を
要
し
て
き
た
の
も
事
実

だ
。
評
者
も
同
意
す
る
が
、
果
た
し

て
中
央
銀
行
に
任
せ
る
と
い
う
決
断

が
政
治
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
論
争
に
な
る
の
が
、
為

替
政
策
も
中
央
銀
行
が
主
管
す
べ
き

と
い
う
点
だ
。
日
本
は
、
中
央
銀
行

が
為
替
政
策
の
権
限
を
一
切
持
た
な

い
珍
し
い
国
だ
。
も
し
、
日
銀
が
為

替
政
策
を
担
っ
て
い
た
な
ら
、
内
部

調
整
で
適
度
に
為
替
安
定
に
配
慮
し

つ
つ
、
物
価
安
定
を
追
求
し
、
80
年

代
後
半
以
降
の
金
融
政
策
を
巡
る
混

乱
も
回
避
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
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