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絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

先
日
、
書
店
員
さ
ん
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

　

い
つ
も
元
気
な
方
だ
が
、
そ
の
日
は
ち
ょ
っ
と
疲
れ
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
。
聞
く
と
、
そ
の
日
発
売
さ
れ
た
人
気
作
家
の
単

行
本
新
刊
に
つ
い
て
「
文
庫
は
な
い
ん
で
す
か
」
と
訊
か
れ
た

と
い
う
。

　

こ
こ
で
意
外
と
一
般
の
皆
さ
ま
に
は
曖
昧
に
認
識
さ
れ
て
い

る
小
説
の
販
売
形
態
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

ま
ず
四
六
判
と
い
う
判
型
の
単
行
本
が
出
る
（
表
紙
に
固
い

ボ
ー
ル
紙
を
使
っ
て
い
る
本
が
多
い
こ
と
か
ら
ハ
ー
ド
カ
バ
ー

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
小
説
に
お
け
る
「
新
刊
」
と
は
概

ね
こ
の
四
六
判
単
行
本
を
指
す
。
こ
の
単
行
本
が
二
、三
年
す
る

と
文
庫
化
す
る
。

　

つ
ま
り
、
単
行
本
の
新
刊
と
文
庫
が
同
時
に
発
売
さ
れ
る
こ

と
は
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
販
売
形
態
な
の
だ
。

　

だ
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
り
価
格
が
安
い
こ
と
か
ら
、
文
庫

を
好
む
お
客
様
も
多
い
。
書
店
員
さ
ん
は
「
今
日
、
単
行
本
の

新
刊
が
出
た
ば
か
り
な
の
で
、
文
庫
化
は
数
年
先
で
す
」
と
説

明
し
た
が
、
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
最
後
は
お
叱
り

の
言
葉
を
賜
っ
た
と
い
う
。

　

最
初
か
ら
全
部
文
庫
で
出
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
い

う
ご
意
見
は
よ
く
聞
く
。
そ
れ
は
お
客
様
か
ら
す
れ
ば
ご
も
っ

と
も
だ
。
し
か
し
、
出
版
社
側
に
も
出
版
社
側
の
事
情
が
あ
る

こ
と
を
ど
う
か
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

一
つ
の
商
品
で
で
き
る
だ
け
長
く
稼
ぎ
た
い
・
で
き
る
だ
け

利
鞘
の
あ
る
商
品
を
売
り
た
い
と
い
う
の
が
商
業
上
の
セ
オ

リ
ー
だ
と
い
う
こ
と
は
、
働
い
て
い
る
人
な
ら
ご
理
解
い
た
だ

け
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
出
版
業
界
も
そ
の
セ
オ
リ
ー
に
則
っ

て
動
い
て
い
る
こ
と
は
、
他
業
種
と
同
じ
だ
。

　
「
で
も
、
最
初
は
高
い
単
行
本
で
売
っ
て
、
後
か
ら
安
い
文
庫

を
出
す
な
ん
て
ず
る
い
」
そ
う
仰
る
方
に
思
い
出
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
は
、
時
間
と
お
金
は
反
比
例
す
る
と
い
う
資
本
主
義

社
会
に
お
け
る
大
原
則
だ
。
例
え
ば
電
車
。
鈍
行
は
安
い
。
し

か
し
、
時
間
が
か
か
る
。
移
動
に
時
間
を
か
け
た
く
な
い
人
は
、

特
急
を
使
う
。
つ
ま
り
、時
間
を
お
金
で
買
っ
て
い
る
。「
早
さ
」

と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
分
お
金
が
か

か
る
の
で
あ
る
。

　

本
も
同
じ
だ
。
単
行
本
は
高
い
が
、
発
売
と
同
時
に
す
ぐ
手

に
入
る
。文
庫
は
廉
価
だ
が
、手
に
入
れ
る
の
は
数
年
先
に
な
る
。

　

ま
た
、
す
べ
て
の
本
が
文
庫
販
売
に
な
っ
た
ら
、
新
人
作
家

を
育
て
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

文
庫
は
毎
月
厖ぼ
う
だ
い大

な
数
の
新
刊
が
出
て
、
前
月
の
既
刊
と
否

応
な
く
入
れ
替
え
ら
れ
る
。
無
名
の
新
人
が
わ
ず
か
一
カ
月
の
間

に
実
績
を
出
す
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
。
と
て
も
生
き
残
れ
な
い
。

　

単
行
本
は
も
う
少
し
融
通
が
利
く
。
文
庫
に
比
べ
れ
ば
毎
月

の
発
行
点
数
が
少
な
い
し
、
書
店
員
や
出
版
社
の
「
こ
の
作
品

は
長
く
売
り
た
い
」
と
い
う
思
い
入
れ
が
反
映
し
や
す
い
の
だ
。

　

未
来
へ
の
投
資
に
は
お
金
が
か
か
る
。
そ
れ
は
出
版
業
界
も

同
じ
だ
。ど
う
か
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。作
家
も
出
版
社
も「
早

く
読
み
た
い
」「
単
行
本
の
形
で
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
素
敵
な
本
を
、
と
鋭
意
努
力
し
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
汲
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
だ
。

　

皆
さ
ん
は
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
単
行
本
や
文
庫
を
選
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
あ
な
た
が
新
刊
書
店
で
一
冊
本
を
買
っ

て
く
だ
さ
る
た
び
に
、
出
版
業
界
は
未
来
へ
の
ご
支
援
を
賜
っ

て
い
る
。
新
た
な
人
気
作
家
が
出
る
ご
と
に
「
自
分
が
育
て
た
」

と
大
い
に
誇
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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日
本
銀
行
高
知
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
第
二
四

番
目
の
支
店
と
し
て
、昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）

十
一
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
の
は
、
二
代
目
店
舗
で

す
。
初
代
店
舗
は
、
開
設
か
ら
二
年
に
も
満
た
な

い
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
七
月
の
空
襲
に
よ

り
金
庫
館
を
除
き
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ち

な
み
に
、
金
庫
は
空
襲
の
三
日
後
に
開
扉
、
現
金

に
異
常
は
な
く
、
焼
け
残
っ
た
地
元
の
銀
行
に
仮

店
舗
を
設
け
営
業
を
継
続
し
ま
し
た
。

　

終
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
十
月

に
、
焼
け
残
っ
た
金
庫
の
あ
る
元
の
場
所
に
、
バ

ラ
ッ
ク
建
て
の
仮
営
業
所
等
を
設
け
復
旧
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
資
材
の
入
手
難
や
イ
ン
フ
レ
進
行

等
の
戦
後
の
悪
条
件
の
中
、
昭
和
二
十
三
年

（
一
九
四
八
）
五
月
に
、
二
代
目
と
な
る
表
紙
の

店
舗
が
新
築
さ
れ
ま
し
た
。
新
築
後
、
当
地
の
経

済
成
長
に
合
わ
せ
て
、
金
庫
の
収
容
力
の
増
強
を

図
る
た
め
、
新
た
に
金
庫
館
一
棟
を
増
築
し
ま
し

た
。

　

二
代
目
店
舗
は
、昭
和
四
十
三
年（
一
九
六
八
）、

現
店
舗
に
改
築
さ
れ
る
ま
で
の
二
〇
年
に
わ
た

り
、
数
次
に
及
ぶ
台
風
被
害
に
も
負
け
ず
、
高
知

を
見
守
り
続
け
ま
し
た
。

表
紙
の
こ
と
ば
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デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
楽
し
い
モ
ノ
づ
く
り
を
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
し
、
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
に
発
信
し
て
い
る
名
児
耶
秀
美
氏
。
地
域
企
業
の
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
や
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
な
ど
、
幅
広
い
活
動
に

よ
り
培
わ
れ
た
知
見
を
通
じ
、
デ
ザ
イ
ン
の
本
質
か
ら
二
十
一
世
紀
の
モ
ノ
づ
く
り
の
在

り
方
に
至
る
ま
で
地
域
や
日
本
が
そ
の
強
み
を
生
か
し
て
い
く
う
え
で
、
示
唆
に
富
ん
だ

話
を
い
ろ
い
ろ
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
―
ア
ニ
マ
ル
ラ
バ
ー
バ
ン
ド
（
動

物
型
の
輪
ゴ
ム
）
や
、
ス
プ
ラ
ッ
シ
ュ

（
水
が
は
ね
る
よ
う
な
形
を
し
た
傘
立

て
）、
カ
ッ
プ
メ
ン
（
カ
ッ
プ
麺
の
ふ

た
押
さ
え
）
な
ど
、
名
児
耶
さ
ん
の

つ
く
ら
れ
る
も
の
は
、
意
外
性
が
あ

り
な
が
ら
、
使
う
人
の
心
を
和
ま
せ

ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
は
ど
う
や
っ

て
つ
く
ら
れ
る
の
で
す
か
。

名
児
耶　

僕
ら
が
や
っ
て
い
る
こ
と

は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
機
能
、
分
か
り

や
す
く
言
う
と
、
接
着
剤
み
た
い
な
こ

と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

コ
ラ
ボ
し
て
「
こ
ん
な
も
の
が
世
の
中

に
あ
っ
た
ら
面
白
い
よ
ね
」
と
い
う
彼

ら
の
思
い
を
形
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
最
初
に
世
に
送
っ
た
「
ア

ニ
マ
ル
ラ
バ
ー
バ
ン
ド
」
は
カ
ラ
フ
ル

な
動
物
型
の
輪
ゴ
ム
で
す
。
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ペ
で
入
賞
し
、
友
人
か
ら
紹
介
さ

れ
た
の
が
商
品
化
の
き
っ
か
け
で
す
。

輪
ゴ
ム
と
い
う
の
は
使
い
捨
て
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
僕
ら
も

「
使
い
捨
て
の
文
化
は
や
め
た
ほ
う
が

い
い
よ
ね
」
と
。
そ
こ
で
、
動
物
の
形

に
し
た
ら
、
み
ん
な
大
事
に
す
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
で
き
た
商

品
で
す
。
買
っ
た
人
は
本
当
に
大
事
に

し
て
く
れ
ま
す
。
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
と

い
う
も
の
は
、別
に
強
制
し
な
く
て
も
、

自
然
と
そ
う
い
う
気
持
ち
で
人
間
が

行
動
し
始
め
て
し
ま
う
ん
で
す
。

　

当
然
、
こ
う
し
た
デ
ザ
イ
ン
も
商
品

化
と
な
る
と
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
素
材
は
、
コ
ン
セ
プ
ト
に
合

わ
せ
、
天
然
ゴ
ム
よ
り
長
持
ち
す
る
シ

リ
コ
ン
ゴ
ム
に
す
る
と
か
、
色
も
カ
ラ

フ
ル
に
す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
試
行
錯

誤
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
値
段
は
普
通

の
輪
ゴ
ム
の
二
〇
～
五
〇
倍
。
最
初
に

取
り
扱
っ
て
く
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
美
術
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ

プ
か
ら
口
コ
ミ
で
広
が
っ
て
今
は
販

売
累
計
二
〇
〇
〇
万
個
超
の
ヒ
ッ
ト

商
品
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

僕
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
し
た
が
、
今
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
僕
な
ん
か
よ
り
も
美

的
造
形
性
が
す
ご
い
。
だ
け
ど
、
彼
ら

は
買
う
人
と
の
つ
な
が
り
、
つ
ま
り
デ

ザ
イ
ン
し
た
モ
ノ
を
買
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
形
に
も
っ
て
い
く
と
こ
ろ

ま
で
は
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
彼
ら
と
の
夢
の
実
現
に
向
け

て
、
買
う
人
に
つ
な
が
る
た
め
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
、
僕
が
や
ろ
う
と

思
っ
て
、こ
の
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
す
。

―
―
「
カ
ッ
プ
メ
ン
」
も
、
こ
れ
を

使
う
と
、
お
湯
を
入
れ
て
出
来
上
が

る
ま
で
の
数
分
間
、
自
然
と
楽
し
い

気
持
ち
で
待
て
ま
す
ね
。

名
児
耶　

ア
ー
ト
は
自
己
主
張
で
す

が
、
デ
ザ
イ
ン
は
、
思
い
や
り
を
持
っ

て
相
手
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
つ
く

る
も
の
で
す
。
し
か
も
、
単
に
き
れ
い

な
だ
け
で
な
く
、
使
う
人
に
「
楽
し
い

で
す
ね
」「
面
白
い
で
す
ね
」
と
言
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
実
は
そ
う
感
じ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
す
ご
く
意
識
し
て

商
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
つ
く
る
な

ら
、単
な
る
「
き
れ
い
」
で
は
な
く
、「
感

動
す
る
ぐ
ら
い
き
れ
い
」
な
も
の
を
つ

デ
ザ
イ
ン
で
心
を
揺
さ
ぶ
り
地
域
を
動
か
す

デ
ザ
イ
ン
は
、

人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
総
合
的
な
力

使っても使っても元の形にきちん
と戻る動物型のかわいい「アニマ
ルラバーバンド」。

コンパクトでカラフルなデザインの傘立て
「スプラッシュ」。水溜りにできる水はね（ス
プラッシュ）をイメージしたもの。

カップ麺のふたを押さえる
「カップメン」。時間の経過
とともに変色。出来上がり
までの数分間を楽しく。
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「
顔
」こ
そ
が
、
最
大
の
ブ
ラ
ン
ド

く
り
た
い
で
す
ね
。

　

実
は
、「
要
ら
な
い
も
の
」
を
つ
く

る
こ
と
で
、
人
を
喜
ば
せ
ら
れ
た
ら
い

い
な
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。「
こ
ん
な

も
の
な
く
て
も
い
い
ん
だ
け
ど
な
。
で

も
、
か
わ
い
い
な
。
よ
し
、
こ
れ
買
お

う
」
と
言
っ
て
買
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
魅
力
、
あ
る
意
味
恋
人
み
た
い
な
魅

力
の
あ
る
も
の
を
つ
く
れ
れ
ば
い
い

で
す
ね
。
恋
人
の
た
め
に
は
、
皆
さ
ん

お
金
を
使
い
ま
す
よ
ね
（
笑
）。
そ
れ

が
、
こ
れ
か
ら
の
メ
イ
ド・イ
ン・ジ
ャ

パ
ン
の
方
向
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

価
格
が
安
い
か
ら
で
は
な
く
、
魅
力
が

あ
り
、価
値
を
感
じ
て
も
ら
え
て
、「
こ

れ
を
つ
く
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
た
い

な
」、「
こ
れ
が
あ
っ
て
楽
し
い
な
」
と

い
っ
た
モ
ノ
づ
く
り
で
す
。

―
―
使
う
人
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら

デ
ザ
イ
ン
や
モ
ノ
づ
く
り
を
行
う
た

め
に
は
、
な
る
べ
く
消
費
者
と
直
結

し
た
と
こ
ろ
で
モ
ノ
づ
く
り
を
し
た

ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
す
か
。

名
児
耶　

い
つ
も
思
う
の
で
す
が
、
小

売
店
、
問
屋
さ
ん
、
メ
ー
カ
ー
、
な

ん
で
そ
う
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
区

切
っ
て
物
事
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
、
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。

「
使
う
人
を
喜
ば
せ
て
や
ろ
う
」
と
い

う
共
通
の
目
標
の
下
、
一
つ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
商
品
を
つ
く
ろ
う

と
思
っ
て
い
れ
ば
、
工
場
の
人
も
、
問

屋
も
小
売
店
も
一
緒
の
立
場
で
も
の

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
む
し
ろ
こ
れ

が
大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。
よ
く
問
屋

不
要
論
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
○
○
百
貨

店
に
強
い
問
屋
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。
大
切
な
こ
と

は
、
こ
う
し
た
関
係
者
が
対
等
な
立
場

で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
、
協
力
す
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
力
の
大
き
い
小

売
企
業
が
メ
ー
カ
ー
を
家
来
の
よ
う

に
使
う
、
そ
ん
な
時
代
は
過
ぎ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

―
―
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
メ
ー
カ
ー
か
ら

小
売
店
ま
で
の
総
合
力
を
い
か
に
高

め
て
い
く
か
が
大
切
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

名
児
耶　

そ
の
通
り
で
す
。ち
な
み
に
、

「
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
「
広
辞

苑
」（
注
）
で
引
く
と
、「
意
匠
計
画
」、

す
な
わ
ち
、「
製
品
の
材
質
・
機
能
お

よ
び
美
的
造
形
性
な
ど
の
諸
要
素
と
、

技
術
・
生
産
・
消
費
面
か
ら
の
各
種
の

要
求
を
検
討
・
調
整
す
る
総
合
的
造
形

計
画
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
分
か
り

や
す
く
い
う
と「
ト
ー
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
」

で
す
ね
。美
的
造
形
性
だ
け
で
は
な
く
、

消
費
面
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
の
デ
ザ

イ
ン
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

―
―
名
児
耶
さ
ん
は
経
営
の
面
で
も

「
計
画
経
営
」
と
「
計
画
」
と
い
う
こ

と
を
強
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
次

か
ら
次
へ
と
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
モ

ノ
づ
く
り
を
行
う
以
上
、
成
功
も
あ

れ
ば
、
失
敗
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
に
「
計
画
」
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

名
児
耶　

日
本
人
が
下
手
な
の
が
、
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
か
デ
ザ
イ
ン
や
展

示
会
に
関
す
る
予
算
を
と
っ
て
い
な

い
こ
と
で
す
。
し
か
も
事
業
は
一
発
勝

負
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
事
業
を
持

続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
予
算

が
不
可
欠
で
す
。
大
企
業
は
研
究
開
発

費
や
広
告
宣
伝
費
を
し
っ
か
り
と
っ

て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
や
展
示
会
に
お

金
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代

が
来
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
あ

ら
か
じ
め
予
算
と
し
て
計
画
し
、
創
造

型
の
経
営
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
―
と
こ
ろ
で
、
名
児
耶
さ
ん
は
、

最
近
地
域
活
性
化
に
も
尽
力
さ
れ
、
各

地
の
企
業
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
も

い
ろ
い
ろ
手
掛
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

名
児
耶　

い
ろ
い
ろ
な
産
地
に
行
っ

て
感
じ
た
の
は
、
顔
の
な
い
人
が
い
っ

ぱ
い
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。例
え
ば
、

今
治
で
は
、
タ
オ
ル
を
た
く
さ
ん
つ

く
っ
て
い
ま
す
と
言
う
け
れ
ど
も
、
単

に
顔
の
な
い
人
間
や
工
場
が
あ
る
だ

け
に
見
え
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、「
糸

か
ら
き
ち
ん
と
つ
く
っ
て
い
る
」
と
は

聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
最
初
は
嘘
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
（
笑
）。

　

で
も
、
実
は
本
当
に
や
っ
て
い
た
。

だ
っ
た
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
色
を
つ
け
る
必

要
は
な
い
、
白
い
タ
オ
ル
で
、
本
当
に

純
粋
無
垢
な
タ
オ
ル
づ
く
り
を
や
っ

て
い
る
と
い
う「
顔
」が
生
み
出
せ
る
、

他
の
産
地
と
は
変
わ
っ
て
く
る
ん
で

す
。
そ
ん
な
思
い
で
商
品
化
の
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
分

の
長
所
、
個
性
は
こ
れ
、
自
分
の
特
徴

は
こ
れ
、
と
打
ち
出
し
た
と
き
に
、
初

め
て
顔
が
見
え
、
使
っ
て
く
れ
る
人
と

の
対
話
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。

（注）出典：広辞苑（第六版）、株式会社 岩波書店
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INTERVIEW

―
―
今
の
日
本
の
モ
ノ
づ
く
り
の
強

み
、
顔
は
ど
こ
に
あ
る
と
お
考
え
で

す
か
。

名
児
耶　

デ
ザ
イ
ン
で
す
。
日
本
は
、

世
界
的
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
な
ん
で
す
。

二
十
世
紀
の
モ
ノ
づ
く
り
は
、技
術
型・

品
質
型
の
経
営
ス
タ
イ
ル
が
す
ご
く

盛
ん
で
し
た
。
新
幹
線
は
、
速
く
安
全

に
走
る
技
術
を
日
本
が
持
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
二
十
一

―
―
顔
を
見
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

名
児
耶　

つ
く
っ
て
い
る
商
品
に
つ

い
て
自
信
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
顔
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
、
今
、
有
田

の
地
域
お
こ
し
の
仕
事
も
や
っ
て
い

ま
す
が
、
有
田
焼
に
は
柿
右
衛
門
と
い

う
顔
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
を
耳
に
す

れ
ば
、
誰
も
が
す
ぐ
に
分
か
る
。
で

も
、
有
田
に
は
、「
何
で
も
つ
く
れ
ま

す
」
と
言
う
窯
元
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、顔
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ

の
人
に
は
、
こ
れ
が
頼
め
る
」
と
か
、

「
こ
の
人
と
こ
う
い
う
こ
と
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
」と
な
れ
ば
、

み
ん
な
寄
っ
て
き
ま
す
。
日
本
だ
っ
て

そ
う
で
す
。
世
界
の
中
で
の
日
本
の
良

さ
を
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
す
。

日
本
は
デ
ザ
イ
ン
力
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

地
域
を
大
切
に
し
、
地
域
に
人
を
呼
ぶ

日
本
人
の
人
柄
、
わ
び
さ
び
、
音
楽

等
々
、
み
ん
な
レ
ベ
ル
が
高
く
、
世
界

の
人
は
日
本
に
来
た
が
っ
て
い
る
。
お

も
て
な
し
に
力
を
入
れ
る
ほ
う
が
効

―
―
実
際
に
地
域
活
性
化
、
地
域
創

生
の
た
め
の
「
顔
」
づ
く
り
を
行
う

う
え
で
の
可
能
性
や
課
題
に
つ
い
て

ど
う
お
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

名
児
耶　

日
本
は
、
モ
ノ
づ
く
り
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
も
デ
ザ
イ
ン
力
も
、
世
界
の

ト
ッ
プ
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
産
地
も
含

め
て
で
す
。
た
だ
、
産
地
の
人
は
プ
ラ

イ
ド
を
持
て
て
い
ま
せ
ん
。
加
え
て
、

日
本
人
の
弱
い
と
こ
ろ
が
言
語
能
力
。

産
地
の
人
は
、
い
い
も
の
を
つ
く
っ
て

も
、
そ
れ
を
外
で
表
現
す
る
こ
と
が
非

常
に
苦
手
。い
ろ
い
ろ
な
国
の
機
関
が
、

「
世
界
に
行
き
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い

ま
す
が
、
無
理
で
す
。
む
し
ろ
世
界
中

か
ら
来
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
世

界
中
の
人
々
は
、日
本
が
大
好
き
で
す
。

世
紀
は
、
デ
ザ
イ
ン
、
い
わ
ば
創
造
力

で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
日
本
人
が

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
な
ん
で
す
。
国
内
で

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今

多
く
の
日
本
人
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
世
界

の
注
目
を
浴
び
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
人
に
は
、
伝
統
的
に
思
い
や
り

の
精
神
が
息
づ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、「Less is M

ore

」
の

考
え
方
も
得
意
な
ん
で
す
。
要
ら
な
い

も
の
を
省
い
て
省
い
て
本
質
が
残
る
、

そ
こ
に
い
い
デ
ザ
イ
ン
が
生
ま
れ
ま

す
。
二
十
一
世
紀
は
、
価
格
で
は
な
く

価
値
で
勝
負
す
る
時
代
で
す
が
、
日
本

人
に
は
勝
ち
抜
く
力
が
あ
り
ま
す
。
日

本
人
は
デ
ザ
イ
ン
に
も
っ
と
自
信
を

持
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

2012 年に開業した東京・蔵前にある直営店「KONCENT」。
デザインと人、人と人、人と街。大勢の人がつながって
いることを表現しようと名づけられた。
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 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
丹
治
芳
樹
）

INTERVIEW

名
児
耶　

日
本
は
こ
う
し
た
ト
レ
ー

ド
シ
ョ
ー
が
下
手
で
、
規
模
も
小
さ
い

で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
で
は
、

ま
る
で
村
の
よ
う
な
大
き
な
展
示
場

に
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

行
政
的
な
立
場
の
人
が
も
っ
と
音
頭

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
誘
致
に
は
成
功
し
ま
し
た
が
、

ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ー
分
野
で
も
、
も
っ
と

モ
ノ
や
地
域
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し

て
い
く
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
機
能
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
内
で
も
こ
う
し
た
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
は
大
切
で
す
。
当
社
で
は
、
私

の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
下
町
、
東
京
・

蔵
前
に
お
店
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
こ

う
し
た
下
町
は
家
賃
が
安
く
、
自
治

体
の
支
援
も
あ
り
、
多
く
の
ク
リ
エ
ー

タ
ー
が
集
ま
っ
て
来
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
人
た
ち
の
あ
る
種
の
ソ
サ
エ

テ
ィ
ー
も
実
は
大
き
な
力
に
な
り
ま

す
。
強
い
「
個
」
が
集
ま
る
と
、
面
も

面
白
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
い
っ
て
も
、
弱
い
「
点
」

だ
け
だ
と
助
成
金
目
当
て
の
組
合
活

動
の
よ
う
な
形
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。

強
い
「
個
」
が
、
お
互
い
刺
激
し
合
っ

て
、
い
い
ラ
イ
バ
ル
に
な
っ
て
、
そ
し

て
リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
、
そ
う
し
た
関
係

が
大
切
で
す
。

―
―
「
和
」
と
い
う
の
は
、
単
に
支

え
合
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

名
児
耶　

か
つ
て
、
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ

イ
ド
と
い
う
言
葉
が
、
英
国
で
盛
ん
に

言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分

の
家
族
を
愛
し
、
自
分
の
隣
人
や
地
元

を
愛
し
、
自
分
の
製
品
、
自
分
の
会
社

も
愛
し
て
、
そ
の
う
え
で
自
分
の
国
も

愛
し
て
、
誇
り
を
持
つ
、
し
か
し
、
上

か
ら
目
線
で
は
な
く
、
対
等
の
目
線

で
、
お
互
い
に
き
っ
ち
り
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
く
時
代
、
そ

れ
が
、
二
十
一
世
紀
と
い
う
時
代
だ
と

思
う
ん
で
す
。

―
―
日
本
に
お
い
て
そ
う
し
た
良
い

動
き
が
広
が
っ
て
、
面
と
な
っ
て
い

く
と
、
す
ば
ら
し
い
展
望
が
拓ひ

ら

け
ま

す
ね
。
本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

強
い「
個
」を
つ
な
ぎ「
面
」に
す
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
が
大
切

果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

旭
川
の
家
具
の
仕
事
を
や
っ
て
い

る
と
き
に
、
あ
る
工
房
か
ら
聞
か
れ
ま

し
た
。「
ね
え
名
児
耶
さ
ん
、
世
界
で

売
り
た
い
ん
だ
け
ど
」。「
隣
の
家
の
人

が
、
あ
な
た
の
家
具
を
使
っ
て
い
る
の

か
」
と
問
う
と
、「
い
や
、使
っ
て
な
い
。

大
手
チ
ェ
ー
ン
で
買
っ
て
る
」と
言
う
。

そ
こ
で
「
ま
ず
足
元
か
ら
ち
ゃ
ん
と
や

ろ
う
よ
。
今
日
本
の
モ
ノ
は
高
い
と

言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
流
通
マ
ー

ジ
ン
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る
か
ら
。

直
接
産
地
に
来
て
買
っ
て
も
ら
え
ば
、

ち
ょ
っ
と
値
引
き
で
き
な
い
か
」
と
尋

ね
た
ら
、「
で
き
ま
す
よ
」
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
地
元
の
モ
ノ
を
地
元
民
が

愛
し
、
そ
れ
で
ほ
か
の
地
域
か
ら
人
を

寄
せ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思

う
ん
で
す
。
旭
川
で
あ
れ
ば
、
美
瑛
、

富
良
野
が
あ
り
、
旭
山
動
物
園
に
は
、

今
で
も
年
間
二
〇
〇
万
人
弱
の
人
が

訪
れ
ま
す
。
そ
こ
に
来
て
い
る
人
が
、

旭
山
動
物
園
だ
け
で
な
く
、「
旭
川
に

は
い
ろ
い
ろ
な
家
具
工
房
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
良
い
家
具
を
つ
く
っ
て
い
る
」

と
思
っ
て
立
ち
寄
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
す
る
、
さ
ら
に
は
「
結
婚
式
で
必

要
な
家
具
を
旭
川
で
そ
ろ
え
よ
う
か
」

と
ま
で
思
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る
、

そ
う
い
っ
た
消
費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ
ル
を
デ
ザ
イ

ン
す
る
こ
と
が
産
地
に
は
必
要
な
ん

で
す
。
産
地
の
ほ
う
か
ら
消
費
地
に
行

く
よ
り
も
、
消
費
地
か
ら
ど
ん
ど
ん
人

が
来
て
も
ら
え
る
形
に
し
た
ほ
う
が

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
ミ
ラ
ノ
サ
ロ
ー
ネ
」
と
い
う
世
界

一
大
き
な
家
具
の
見
本
市
が
あ
り
ま

す
が
、日
本
で
は「
ト
ー
キ
ョ
ー
コ
ヨ
ー

ネ
」と
い
う
の
が
で
き
な
い
か
と（
笑
）。

─
─
面
白
い
で
す
ね
。
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地域の底力

日
本
有
数
の
生
産
量
を
誇
る
窯
業
、

棚
田
を
守
り
な
が
ら
行
わ
れ
る
農
業
、
そ
し
て
酒
造
り
。

長
崎
県
東ひ
が
し

彼そ
の
ぎ杵
郡
波は

さ

み
佐
見
町
で
は
、

登
り
窯
を
共
有
す
る
も
や
い
の
伝
統
が
、

人
の
心
と
つ
な
が
り
を
育
ん
で
き
た
。

継
が
れ
た
思
い
が
そ
こ
か
し
こ
で
花
開
き
、

地
域
に
新
た
な
息
吹
を
も
た
ら
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

長
崎
県
東
彼
杵
郡
波
佐
見
町

庶
民
の
器「
波
佐
見
焼
」が
誘い

ざ
な

う

も
や
い
の
心

数多くの窯元が残る波佐見町の「陶郷中
尾山」では、そこかしこで昔ながらのレ
ンガ造りの煙突が見られる。
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江
戸
時
代
か
ら
続
く 

「
波
佐
見
焼
」
の
転
機

　

長
崎
県
東
彼
杵
郡
波
佐
見
町
は
佐
世

保
市
の
東
に
隣
接
し
、
北
部
は
佐
賀

県
と
の
県
境
に
位
置
す
る
。
人
口
約

一
万
五
○
○
○
人
の
町
の
経
済
を
長
年

に
わ
た
り
支
え
て
き
た
の
は
、
全
国
有

数
の
生
産
量
を
誇
る
窯
業
だ
。

　
「
波
佐
見
焼
」
と
呼
ば
れ
る
磁
器
の
歴

史
は
古
く
、
口
伝
に
よ
れ
ば
大
村
藩
藩

主
大
村
喜よ

し
あ
き前が

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮

出
兵
時
に
陶
工
を
連
れ
帰
り
、
登
り
窯

を
設
け
た
一
五
九
八
年
ま
で
遡
る
。
大

村
藩
が
目
指
し
た
の
は
、
器
の
大
量
生

産
。
全
長
約
一
七
○
メ
ー
ト
ル
と
い
う

世
界
最
大
の
「
大お

お
新し

ん

登
の
ぼ
り
窯か

ま」
や
そ
れ
に

次
ぐ
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
「
中な

か
尾お

上う
わ

登
の
ぼ
り

窯か
ま

」
ほ
か
、
量
産
が
可
能
な
登
り
窯
が

数
多
く
設
け
ら
れ
た
。

　

果
た
し
て
、
安
価
で
丈
夫
な
波
佐
見

の
「
く
ら
わ
ん
か
碗
」
は
庶
民
の
間
で

広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま

で
限
ら
れ
た
階
級
の
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
磁
器
の
在
り
よ
う
に
変
化
を
も

た
ら
し
た
。
欧
州
に
輸
出
さ
れ
た
徳
利

型
の
容
器
「
コ
ン

プ
ラ
瓶
」
も
人
気

を
呼
び
、
フ
ラ
ン

ス
の
ル
イ
十
四
世

や
ロ
シ
ア
の
文
豪

ト
ル
ス
ト
イ
も
愛

用
し
た
と
か
。

　

手
頃
な
価
格
で

の
量
産
体
制
は
、

時
代
を
経
て
も
変

わ
ら
ず
。
や
が
て

高
度
成
長
期
と
と

も
に
、
さ
ら
な
る

大
躍
進
を
遂
げ

る
。

　
一
九
九
八
年
以

降
、
四
期
に
わ
た
り
波
佐
見
町
長
を
務

め
、
か
つ
て
は
自
ら
も
窯
業
に
携
わ
っ

て
い
た
一い

ち

瀬の
せ

政ま
さ

太た

氏
に
、
昨
今
の
状
況

を
伺
っ
た
。

　
「
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
、
焼
き
物
を
扱

う
の
は
百
貨
店
や
専
門
店
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
量
販
店
の
誕

生
に
よ
り
急
激
に
販
路
が
拡
大
し
た
ん

で
す
。
日
用
の
器
で
し
か
も
価
格
が
手

ご
ろ
な
波
佐
見
焼
は
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
、

通
信
販
売
、
頒は

ん
布ぷ

会
と
多
様
な
売
り
方

に
適
応
力
が
あ
り
ま
し
た
」

　

と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
時
代
を
経
て
、
事

態
は
一
転
す
る
。
よ
り
安
価
な
輸
入
商

品
の
影
響
も
あ
り
、
産
地
全
体
で
約

二
三
〇
億
円
あ
っ
た
窯
業
関
連
出
荷
額

は
現
在
、
約
七
〇
億
円
ま
で
縮
小
し
た
。

か
つ
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
使
っ
て

近
隣
か
ら
も
通
勤
さ
せ
な
く
て
は
な
ら

な
い
ほ
ど
だ
っ
た
窯
業
の
就
労
人
口
も
、

ピ
ー
ク
時
の
約
五
四
〇
〇
人
か
ら
約

一
七
〇
〇
人
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
行
政

サ
イ
ド
も
ま
た
、
一
時
期
、
苦
し
い
財

政
状
況
に
瀕
し
て
い
た
。

　
「
国
の
後
押
し
も
あ
り
、
バ
ブ
ル
崩

壊
後
も
何
十
億
円
も
か
け
て
公
共
施
設

の
建
設
を
続
け
て
い
た
た
め
、
私
が
就

任
し
た
一
六
年
前
は
、
財
政
破
綻
寸
前

で
し
た
。
一
般
会
計
の
予
算
が
五
〇
億

円
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
債
残
高
は
最

高
で
約
八
〇
億
円
。
で
す
か
ら
ま
ず
は
、

公
共
事
業
や
職
員
数
の
削
減
を
は
じ
め
、

と
に
か
く
毎
年
、
歳
費
の
カ
ッ
ト
に
努

め
た
ん
で
す
」

　

少
し
ず
つ
財
政
の
好
転
を
目
指
す
な

か
、
企
業
誘
致
の
話
が
動
き
だ
す
。
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
製
造
工
場
「
長
崎
キ

ヤ
ノ
ン
」
が
二
○
一
○
年
に
操
業
を

開
始
し
、
周
辺
の
住
人
を
含
め
て
約

一
二
〇
〇
人
の
雇
用
を
生
み
出
し
た
の

だ
。

　

と
は
い
え
、
波
佐
見
の
基
幹
産
業
が

「
波
佐
見
の
人
た
ち
は
共
同
体
意
識
が
強
い
。
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
に
責
任
を
も
ち
つ
つ
、
お
互
い
連
携
し

な
が
ら
地
域
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識
は
昔
か
ら
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
」
と
話
す
町
長
の
一
瀬
政
太
氏
。

日本の棚田百選のひと
つ「鬼木棚田」。真紅の
彼岸花が彩る秋をはじ
め、四季折々で美しい
表情を見せる。

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町
佐世保市

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大
村
線

西九州自動車道

長崎
道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町
佐世保市

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大
村
線

西九州自動車道

長崎
道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町

佐世保市

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大
村
線

西九州自動車道

長崎
道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町

佐世保市

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大
村
線

西九州自動車道

長崎
自動
車道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町

佐世保市
みかわち

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大
村
線

西九州自動車道

長崎
自動
車道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町

佐世保市
みかわち

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大村線

西九州自動車道

長崎
自動
車道

長崎県

大村湾

佐世保線

波佐見町

伊万里市

唐津市

有田町

佐世保市
みかわち

ハウステンボス

有
明
海

長
崎
本
線

嬉野市

佐賀県

武雄市

大村線

西九州自動車道

長崎
自動
車道

長崎県

大村湾

400 年ほど前、朝鮮
の陶工李祐慶が築い
た窯を復元した「畑
ノ原窯跡」。磁器窯と
しては日本でもっと
も古く、県指定文化
財に登録されている。
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窯
業
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
の
窯
の
炎
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
の

は
確
か
だ
っ
た
。

　

地
場
産
業
の
再
生
を
図
ろ
う
に
も
、

大
き
な
事
業
は
難
し
い
。
そ
ん
な
な
か

で
一
瀬
氏
が
目
標
と
し
た
の
は
、
ま
ず

は
波
佐
見
焼
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と

だ
っ
た
。

　

全
国
の
家
庭
で
広
く
愛
用
さ
れ
な
が

ら
も
、
ブ
ラ
ン
ド
で
な
い
た
め
、
そ
れ

が
「
波
佐
見
焼
」
と
認
識
す
る
人
は
少

な
い
。
ま
た
「
特
徴
は
？
」
と
問
わ
れ

れ
ば
、
答
え
は
難
し
い
。

　
「
日
常
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ

て
、
時
代
と
と
も
に
常
に
進
化
し
て
き

た
の
が
波
佐
見
焼
で
す
か
ら
、
決
ま
っ

た
様
式
や
定
義
が
な
い
。
そ
ん
な
波
佐

見
焼
の
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
知
っ
て
い

た
だ
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　

波
佐
見
焼
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
、
分

業
シ
ス
テ
ム
だ
。
量
産
の
た
め
の
型
を

造
る
型
屋
、
素
地
を
造
る
生
地
屋
、
色

彩
や
釉ゆ

う
や
く薬
を
施
し
焼
成
し
て
完
成
さ
せ

る
窯
元
、
そ
し
て
営
業
や
企
画
を
担
う

商
社
と
、
四
段
階
に
分
化
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
量
産
と
聞
く
と
機
械
化
さ
れ
た

工
場
の
景
色
を
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

実
は
七
割
が
人
に
よ
る
作
業
だ
。
型
造

り
か
ら
仕
上
げ
ま
で
、
随
所
で
細
か
い

職
人
技
が
重
ね
ら
れ
る
。

　
「
そ
の
工
程
を
全
部
見
せ
、
安
価
で
も

手
間
が
か
か
っ
て
い
る
事
実
を
、
そ
し

て
波
佐
見
焼
の
価
値
を
知
っ
て
い
た
だ

こ
う
と
」

　
そ
ん
な
思
い
か
ら
実
施
さ
れ
た
の
が
、

百
貨
店
ほ
か
販
売
に
携
わ
る
ス
タ
ッ
フ

を
波
佐
見
に
招
い
て
の
「
プ
ロ
養
成
講

座
」
だ
っ
た
。
そ
の
後
も
フ
ァ
ン
拡
大
、

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
と
目
的
を
変
え
、
講

座
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
つ
く
り
手
へ
の
刺
激
と
し

て
、
現
代
美
術
家
の
稲
垣
二
郎
氏
を
町

で
招

し
ょ
う
へ
い聘し
た
。
稲
垣
氏
は
「
あ
か
り
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
メ
ー
カ
ー
の
若
手

に
創
作
さ
せ
た
そ
う
だ
。

　
「
思
う
ま
ま
に
つ
く
り
な
さ
い
と
い

う
稲
垣
先
生
の
ご
指
導
に
、
自
分
た
ち

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
ま
で
感
じ
た
の
で

し
ょ
う
。
数
年
を
経
て
、
デ
ザ
イ
ン
や

形
状
、
絵
柄
ま
で
、
発
想
、
着
眼
点
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
ね
」

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で 

新
た
な
活
路
を
見
い
だ
す

　

そ
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
概
念
を
い
ち

早
く
取
り
入
れ
、
独
自
の
展
開
を
手
が

け
て
き
た
の
が
、
創
業
一
七
七
九
年
の

老
舗
、
白は

く
さ
ん山
陶
器
だ
。

　

後
に
陶
磁
器
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
第
一

人
者
と
な
る
森
正
洋
氏
を
迎
え
入
れ
、

一
九
六
一
年
に
は
「
Ｇ
型
し
ょ
う
ゆ
さ

し
」
で
「
第
一
回
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
」

を
受
賞
。
見
た
目
の
美
し
さ
だ
け
で
は

な
く
、
滴
ら
な
い
優
れ
た
機
能
性
を
も

併
せ
持
ち
、
今
な
お
人
気
の
高
い
ロ
ン

グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

　
「
い
い
デ
ザ
イ
ン
は
、
時
代
を
経
て
も

変
わ
ら
な
い
。
鮮
度
が
失
わ
れ
な
い
ん

で
す
ね
」

　

森
氏
が
生
み
出
す
デ
ザ
イ
ン
と
機
能

性
に
優
れ
た
器
の
魅
力
を
語
る
の
は
、

白
山
陶
器
代
表
取
締
役
社
長
の
松
尾
慶

一
氏
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
同
社
も
、
景

気
後
退
と
と
も
に
従
来
の
販
売
ル
ー
ト

で
磁
器
が
売
れ
な
い
不
遇
の
時
代
を
迎

え
て
し
ま
う
。

　

転
機
は
、
一
七
年
前
。
東
京
ド
ー
ム

で
開
催
さ
れ
る
国
内
最
大
級
の
器
の
展

白
山
陶
器
と
同
社
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
森
正
洋
氏
の

名
を
、
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
「
Ｇ
型
し
ょ
う
ゆ

さ
し
」。
白
山
陶
器
は
ほ
か
一
〇
〇
点
以
上
の
器
で

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
や
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
賞
を
受
賞
。

上／分業を担う型屋では、各窯元から受注した量産用の型を作成して
いる。右下／陶石を粉末、液状にしたものを、器の型に流し込む作業。
左下／彩色の後、器の表面がなめらかになるよう釉薬に浸す。

波佐見町地域の底力
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示
会
「
テ
ー
ブ
ル
ウ
エ
ア・フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
へ
の
参
加
だ
っ
た
。
会
期
中
は

毎
年
九
日
間
で
三
〇
万
人
も
の
一
般
客

が
入
場
料
を
払
っ
て
来
場
す
る
。

　
「
そ
れ
ま
で
販
路
の
開
拓
は
問
屋
任
せ

に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は

フ
ァ
ン
づ
く
り
を
こ
つ
こ
つ
や
っ
て
い

こ
う
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
よ
う
と
。
そ
こ
で
デ
ザ
イ
ナ
ー

を
全
員
連
れ
て
行
き
、
お
客
さ
ん
と
相

対
し
て
話
を
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
の
結
果
、
ま
っ
た
く
新
た
な
業
界

か
ら
声
が
か
か
る
。
若
者
に
人
気
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ッ
プ
だ
っ
た
。
自

ら
販
路
を
切
り
拓ひ

ら
く
活
力
を
得
た
松
尾

氏
は
、
東
京
南
青
山
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
。

　
「
販
売
が
目
的
で
は
な
く
、
う
ち
の
器

を
見
て
、
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
で
す
」

　

そ
の
前
向
き
な
姿
勢
が
実
り
、
業
績

は
再
び
右
肩
上
が
り
へ
と
戻
っ
た
。

　
「
独
自
の
も
の
づ
く
り
を
し
て
独
自
の

ル
ー
ト
を
開
発
す
れ
ば
、
お
客
様
の
目

に
ふ
れ
、
知
っ
て
も
ら
え
る
」

　

そ
う
実
感
し
た
松
尾
氏
は
、
当
時
、

窯
元
四
五
社
か
ら
な
る
「
波
佐
見
陶
磁

器
工
業
協
同
組
合
」
の
副
理
事
長
（
現

在
は
理
事
長
に
）
を
務
め
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
他
の
窯
元
に
も
「
テ
ー
ブ
ル

ウ
エ
ア
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
た
。

　

市
場
が
拡
大
し
た
際
に
は
、
窯
元
は

流
行
に
合
わ
せ
た
問
屋
か
ら
の
指
示
に

従
い
、
し
か
も
常
に
せ
わ
し
い
な
か
で

注
文
に
応
じ
て
い
た
も
の
の
、
不
況
に

よ
っ
て
そ
の
流
れ
は
止
ま
っ
て
い
た
。

　
「
窯
元
は
問
屋
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
が

な
く
な
っ
た
段
階
で
、
何
を
つ
く
っ
て

い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
注
文
が

来
な
い
な
ら
自
分
で
商
品
開
発
し
よ
う

と
思
っ
て
も
、
何
も
浮
か
ば
な
い
。
波

佐
見
焼
に
携
わ
る
人
の
多
く
が
、
そ
う

い
う
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
」

　
意
識
改
革
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
が
、

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
あ
り
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し

て
も
知
ら
れ
る
今
田
功

い
さ
お
氏
の
力
添
え
を

得
て
、
参
加
者
の
間
に
は
や
が
て
一
体

感
が
生
ま
れ
る
。
消
費
者
の
反
応
を
受

け
て
、
自
意
識
も
構
築
さ
れ
た
。
当
初

は
「
波
佐
見
」
を
「
は
さ
み
」
と
読
め

な
い
来
場
者
も
多
か
っ
た
の
に
、
現
在

で
は
熱
い
注
目
を
浴
び
る
コ
ー
ナ
ー
に

成
長
し
た
。

地
域
振
興
の
た
め
に 

大
切
な
の
は 

人
の
つ
な
が
り

　
松
尾
氏
が
副
理
事
長
だ
っ
た
頃
、「
長

崎
県
陶
磁
器
卸
商
業
協
同
組
合
」
の
理

事
長
を
務
め
て
い
た
波
佐
見
焼
振
興
会

上／西海陶器児玉盛介氏は、若者たちの夢や憧れ
を叶える「西ノ原工房」に加えて、町内の窯元や
商社の器が揃う「くらわん館」の経営にも携わり、
町の活性化を牽引する役割を果たしている。左／
現在広々としたショールームを構える西海陶器は、
窯元だった創業者が 1946 年にリヤカー 1 台で卸
売りを始めたことに端を発する。

上
／
「
伝
統
の
技
法
を
使
い
つ
つ
、
今
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
に
合
っ
た
も
の
を
自
由
に
提
案
す
る
の
が
波

佐
見
焼
」
と
話
す
白
山
陶
器
代
表
取
締
役
社
長
の
松

尾
慶
一
氏
。
左
／
森
正
洋
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
大
ぶ

り
で
浅
め
の
形
が
特
徴
的
な
「
平
型
め
し
茶
碗
」
も
、

一
九
九
二
年
の
発
売
以
来
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
続
け
る
。

そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
三
〇
〇
種
類
以
上
に
及
ぶ
と
か
。
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会
長
で
西さ

い
か
い海
陶
器
の
代
表
取
締
役
社
長
、

児
玉
盛
介
氏
も
ま
た
、
地
場
産
業
の
低

迷
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
動
き
だ

し
た
ひ
と
り
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
が

む
し
ゃ
ら
に
走
り
だ
し
た
わ
け
で
は
な

い
の
が
興
味
深
い
。

　
「
地
域
お
こ
し
は
目
標
を
決
め
て
す
る

も
の
で
す
が
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば

逆
に
人
の
気
持
ち
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
。

地
域
の
特
産
品
や
イ
ベ
ン
ト
に
も
増
し

て
、
一
番
大
事
な
の
は
や
は
り
地
域
の

人
の
結
び
つ
き
。
で
す
か
ら
も
う
け
は

二
の
次
で
、
ま
ず
は
あ
ま
り
気
負
わ
ず

に
食
事
で
も
し
な
が
ら
と
い
う
感
じ
で
、

み
ん
な
で
わ
い
わ
い
言
う
と
こ
ろ
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
よ
」

　

な
に
か
を
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
と
い

う
重
圧
が
な
い
気
軽
な
勉
強
会
を
重
ね

る
う
ち
に
、
波
佐
見
の
歴
史
や
文
化
、

自
分
た
ち
の
存
在
意
義
を
あ
ら
た
め
て

見
直
そ
う
と
の
意
識
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　

応
援
し
た
い
人
、
情
報
を
発
信
す
る

人
、
な
に
か
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
人

も
集
ま
っ
て
き
た
。
ゆ
る
や
か
な
が
ら

確
実
に
広
が
る
縁
の
つ
な
が
り
は
、
明

ら
か
な
実
り
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
か
つ
て
製
陶
工
場
だ
っ
た
昭

和
初
期
の
建
物
を
利
用
し
た
「
西
ノ
原

工
房
」
だ
。

　

一
五
○
○
坪
の
敷
地
に
カ
フ
ェ
、
若

手
作
家
の
作
品
を
扱
う
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、

雑
貨
店
、
自
家
焙
煎
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
店

が
建
ち
並
ぶ
が
、
い
ず
れ
も
歳
月
を
経

た
趣
あ
る
空
間
を
最
大
限
に
活
か
し
た
、

セ
ン
ス
の
良
さ
が
際
立
つ
。

　

コ
ン
セ
プ
ト
は
「
自
分
が
満
足
す
る

仕
事
を
す
る
。
日
本
一
い
い
も
の
を
集

め
る
」。
そ
れ
以
外
の
細
か
い
部
分
は
、

企
画
を
持
ち
込
ん
だ
若
い
世
代
に
、
自

由
に
任
せ
た
そ
う
だ
。

　
「
今
ま
で
は
東
京
を
中
心
に
消
費
地
に

売
り
に
行
っ
て
い
た
。
で
も
、
本
当
に

い
い
も
の
は
つ
く
っ
て
い
る
場
に
買
い

に
来
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
考
え
方
に

変
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
。
今
は
ネ
ッ
ト

が
あ
っ
て
、
い
い
も
の
は
み
ん
な
が
発

信
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
」

　
工
房
の
年
間
利
用
者
は
約
一
〇
万
人
。

他
県
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ
、
そ
の
ま
ま

リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
る
客
が
多
い
と
い
う
。

そ
の
人
気
に
刺
激
を
受
け
、
他
の
地
域

か
ら
の
飲
食
店
の
進
出
も
増
え
た
。

　
「
国
内
外
に
陶
器
の
町
は
多
々
あ
り

ま
す
が
、
普
通
の
人
が
日
常
で
使
う
器

を
手
仕
事
で
つ
く
っ
て
い
る
産
地
は
あ

ま
り
な
い
。
そ
れ
が
波
佐
見
の
宝
だ
と
、

若
い
人
た
ち
を
含
め
て
地
元
に
認
識
し

て
も
ら
い
た
い
。
さ
ら
に
は
、
俺
も
や

り
た
い
と
い
う
後
継
者
を
見
つ
け
て
い

く
の
が
課
題
で
す
」

　

若
い
世
代
に
も
、
少
し
ず
つ
変
化
が

生
じ
て
い
る
。そ
の
代
表
格
が
、商
社「
マ

ル
ヒ
ロ
」
の
馬
場
匡

き
ょ
う

平へ
い
氏
だ
。

　

三
〇
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
馬
場
氏

は
将
来
、
会
社
を
継
ぐ
立
場
に
あ
る
が
、

働
き
始
め
た
当
初
は
、
ま
さ
し
く
松
尾

氏
が
話
し
て
い
た
通
り
の
、「
何
を
や
っ

て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
状
況
だ
っ

た
そ
う
だ
。

　

や
が
て
、
自
ら
が
老
舗
再
生
に
成
功

し
た「
中
川
政ま
さ
し
ち七

商
店
」の
社
長
で
あ
り
、

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
も
活
躍

す
る
中
川
淳

じ
ゅ
ん

氏
の
力
を
借
り
、
新
た
な

道
を
目
指
す
こ
と
に
。
二
○
○
九
年
に

は
デ
ザ
イ
ン
性
を
高
め
た
「
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ａ

Ｍ
Ｉ
」ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
、マ
グ
カ
ッ

プ
を
は
じ
め
器
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
頻

繁
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
波
佐
見
の
職
人
さ
ん
た
ち
は
、
多

様
に
対
応
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

「西ノ原工房」のカフェ「モンネ・ムギ・ムック」のスタッ
フは全国から集まった若い人たち。観光客も遠路はるばる
訪れる。空間造りだけではなく、料理のおいしさも魅力。

「ギャラリーモンネ
ポルト」は、画材
や文具のセレクト
ショップにコンサー
トや展示会など多目
的に使える空間を併
設。「モンネ」とは
波佐見の方言で「だ
よねぇ」という意味。
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技
術
力
は
高
い
。
無
理
な
お
願
い
を
し

て
も
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が

で
き
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
」

　

そ
の
職
人
が
、
こ
と
に
型
屋
、
生
地

屋
と
縁
の
下
を
支
え
る
部
分
で
後
継

者
が
少
な
い
現
状
を
馬
場
氏
は
憂
い
、

「the place

」
と
い
う
新
た
な
ブ
ラ
ン

ド
を
誕
生
さ
せ
た
。

　
「
型
屋
さ
ん
も
生
地
屋
さ
ん
も
、
単
な

る
下
請
け
で
は
な
く
も
の
づ
く
り
が
で

き
る
。
表
に
は
出
な
い
分
野
に
も
職
人

さ
ん
が
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ

め
て
、
商
品
を
開
発
し
よ
う
と
。
そ
の

第
一
歩
が
、
素
焼
き
の
植
木
鉢
で
し
た
」

　

馬
場
氏
が
さ
ら
に
目も

く
論ろ

む
の
は
、
自

社
の
器
を
中
心
に
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
だ
。
こ
れ
ま
で
も
フ
ァ
ン

は
多
か
っ
た
が
、
二
○
一
五
年
四
月
四

日
か
ら
は
、
地
元
の
野
菜
や
米
の
販
売

も
手
が
け
る
。

　

と
い
う
の
も
、
窯
業
と
と
も
に
波
佐

見
の
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
の
が
、

農
業
だ
か
ら
。
日
本
の
棚
田
百
選
に
も

認
定
さ
れ
た
「
鬼お

に

木ぎ

棚
田
」
を
は
じ
め
、

美
し
い
景
色
を
織
り
成
し
て
も
い
る
。

　
「
目
指
し
て
い
る
の
は
、
道
の
駅
の
よ

う
な
品
ぞ
ろ
え
な
の
に
お
洒
落
な
空
間
。

最
終
的
に
は
器
を
使
っ
て
も
ら
う
の
が

目
的
で
す
が
、
ま
ず
は
波
佐
見
の
良
さ

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
」　

訪
れ
れ
ば
わ
か
る 

波
佐
見
の
多
様
な
魅
力

　

波
佐
見
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
来

て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
流
れ
を
後
押

し
す
る
の
は
、町
が
立
ち
上
げ
た
ス
ロ
ー

ガ
ン
「
来
な
っ
せ
百
万
人
」
だ
。
波
佐

見
町
観
光
協
会
会
長
の
濱
田
一
夫
氏
に

よ
れ
ば
、
年
々
観
光
客
の
数
は
増
え
、

現
在
は
約
八
〇
万
人
ほ
ど
だ
と
い
う
。

　

集
客
を
担
う
の
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
中
に
開
催
さ
れ
る
「
波
佐
見

陶
器
ま
つ
り
」
ほ
か
、「
桜お

う
と
う
さ
い

陶
祭
」
な

ど
町
内
各
地
で
開
か
れ
る
陶
器
市
の
要

素
を
も
っ
た
各
種
イ
ベ
ン
ト
だ
。
波
佐

見
焼
の
魅
力
は
、
多
様
な
趣
味
嗜
好
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
。
若
い

世
代
を
含
め
、
誰
が
訪
れ
て
も
財
布
の

ひ
も
が
緩
む
力
を
秘
め
て
い
る
。

　

器
作
り
や
農
業
、
料
理
な
ど
、
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
多
彩
だ
。

　
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ま
ず
、
町
民
の
皆

さ
ん
に
お
渡
し
す
る
ん
で
す
。
自
分
も

楽
し
む
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
絶
対
し
て
く
だ

さ
い
』
で
は
な
か
な
か
人
は
集
ま
っ
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
ら
。
募
集
な
ど
事

務
的
な
こ
と
は
観
光
協
会
で
行
い
ま
す

が
、
実
践
は
地
元
の
人
。
ほ
と
ん
ど
自

発
的
で
す
」

　

町
内
に
こ
そ
鉄
道
の
駅
は
な
い
が
、

波
佐
見
へ
と
至
る
ア
ク
セ
ス
も
ま
た
多

岐
に
わ
た
る
。
町
の
中
心
か
ら
車
で

一
〇
分
ほ
ど
の
距
離
に
三
つ
の
駅
が
あ

り
、
高
速
の
入
り
口
ま
で
は
数
分
。
長

左／「やきもの公園」の一画、「世界の窯広場」には、
古代から近代にかけての各国の窯 12 基が再現さ
れた。写真はイギリスの「ボトルオープン昇炎式
窯」。下／公園内にある「くらわん館」を案内し
てくれた、波佐見町観光協会会長の濱田一夫氏は
自らも陶器の卸問屋を営む。手にしているのは、
江戸時代の「コンプラ瓶」。

商
社
「
マ
ル
ヒ
ロ
」
の
原
動
力
で
あ
る
馬
場
匡
平
氏
は
、
波
佐
見
焼
を
未

来
に
継
ご
う
と
努
め
る
若
手
の
ひ
と
り
。

馬場氏が手がけた「HASAMI」ブランドの器は、デザ
インや色合いの美しさだけではなく、重ねて収納でき
る日本の暮らしに映える機能性も備える。

馬場氏が型屋、生地
屋とともにものづ
くりに挑んだ「the 
place」の植木鉢。
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崎
空
港
ま
で
も
四
〇
分
と
、
交
通
の
便

に
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

町
内
の
散
策
に
関
し
て
は
、
イ
ベ
ン

ト
の
際
に
は
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
運
行
さ

れ
る
が
、
普
段
は
車
が
な
い
と
正
直
な

と
こ
ろ
移
動
は
難
し
い
。
そ
れ
は
今
後

の
課
題
の
ひ
と
つ
だ
が
、
二
○
一
五
年

に
は
、
二
軒
の
ホ
テ
ル
が
新
規
オ
ー
プ

ン
す
る
。
確
実
に
人
が
動
い
て
い
る
証

し
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
窯
業
、
農
業
に
加
え
、
も
う

ひ
と
つ
、
こ
の
町
で
は
江
戸
時
代
か
ら

暮
ら
し
に
深
く
関
わ
る
産
業
が
あ
る
。

町
内
で
唯
一
の
酒
蔵
、
一
七
七
二
年
創

業
の
今
里
酒
造
に
よ
る
酒
造
り
だ
。
全

国
津
々
浦
々
で
飲
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

に
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
「
六

ろ
く
じ
ゅ
う十

餘よ

州し
ゅ
う」
は
、
文
字
通
り
全
国
の
日
本
酒
通

に
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
「
私
ど
も
で
酒
造
り
に
使
う
米
は
、
ほ

と
ん
ど
が
波
佐
見
産
。
地
元
の
風
土
や

気
候
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。
日
本
酒
が

低
迷
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、し
っ

か
り
造
っ
て
い
れ
ば
お
客
様
が
わ
か
っ

て
く
だ
さ
る
と
い
う
考
え
で
、
こ
れ
ま

で
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
代
表
取
締
役
社
長

の
今
里
栄
子
氏
だ
。
穏
や
か
な
甘
味
を

秘
め
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
う
ま
さ
。

波
佐
見
町
で
扱
わ
れ
る
九
割
が
今
里
酒

造
の
酒
だ
と
い
う
の
に
も
納
得
だ
。

　
「
地
元
の
方
が
『
ほ
か
の
酒
は
も
う
飲

ま
ん
で
よ
か
ば
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

く
れ
る
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
の
は
、

蔵
の
跡
継
ぎ
で
あ
り
専
務
取
締
役
を
務

め
る
今
里
拓
氏
。

　
「
波
佐
見
町
に
は
、
皆
で
町
の
も
の

を
大
事
に
す
る
一
体
感
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
ん
な
な
か
で
、
と
に
か
く
品
質
の
い

い
酒
を
地
元
の
米
で
仕
込
み
、
皆
さ
ん

に
喜
ん
で
飲
ん
で
い
た
だ
き
、
さ
ら
に

は
自
信
を
持
っ
て
波
佐
見
の
酒
と
言
っ

て
も
ら
え
る
酒
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
う

ち
と
し
て
の
地
域
へ
の
貢
献
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

一
年
に
一
度
、
四
月
の
蔵
開
き
の
際

に
は
国
の
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た

古
い
蔵
が
開
放
さ
れ
、
大
吟
醸
や
純
米

大
吟
醸
と
い
っ
た
高
価
な
酒
も
振
る
舞

わ
れ
る
。
二
○
一
四
年
に
は
、
二
日
間

で
七
〇
〇
〇
人
の
来
場
者
を
数
え
た
そ

う
だ
。今

も
継
が
れ
て
い
る 

「
も
や
い
」の
精
神

　

各
方
面
で
話
を
伺
い
つ
つ
気
付
い
た

の
は
、
町
全
体
が
表
だ
っ
て
一
丸
と
な

り
、
地
域
の
再
生
に
取
り
組
む
状
況
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
は
自
然
と
ひ
と
つ
に

な
っ
て
い
る
。

　
波
佐
見
焼
振
興
会
会
長
の
児
玉
氏
は
、

波
佐
見
の
気
質
に
関
し
て
こ
う
話
し
て

波佐見町地域の底力

い
た
。「
波
佐
見
焼
は
、
誰
か
一
人
の

作
家
が
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

皆
が
そ
ろ
い
、
も
や
い
窯
で
器
を
焼
い

て
、
初
め
て
結
果
が
出
る
」

　
「
も
や
い
」
と
は
、
共
同
で
も
の
を
所

有
す
る
こ
と
。
か
つ
て
は
ひ
と
つ
の
登

り
窯
に
協
力
し
て
火
を
入
れ
て
き
た
の

だ
。

　
「
棚
田
も
同
じ
で
す
。
上
か
ら
水
を
流

す
か
ら
、
自
分
だ
け
早
場
米
を
つ
く
ろ

う
な
ん
て
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
Ｄ
Ｎ

Ａ
が
、
波
佐
見
の
人
に
は
継
が
れ
て
き

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　

人
の
和
が
旨う

ま
き
酒
を
醸か

も
す
と
い
わ
れ

る
、
酒
造
り
も
ま
た
然
り
。
地
場
に
根

づ
い
た
産
業
が
、
波
佐
見
独
得
の
人
情

を
培
っ
て
き
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
人

情
が
逆
に
地
場
産
業
を
再
び
育
も
う
と

し
て
い
る
。

素焼きされた器は、この後に色彩が施され、釉薬
がかけられて再び窯へ。小さな皿ひとつとっても、
完成までには数多くの人の手がかかっている。

「酒屋だから酒だけを」という亡きご主人の思いを継ぎ、逆境のとき
でも焼酎やリキュールを造ることはなかったと話す、今里酒造代表
取締役社長を務める今里栄子氏。「六十餘州」は、国内はもちろん海
外での評価も高い。蔵の一部は江戸後期の建築。
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白井さゆり

一
隅
を
照
ら
す
独
自
の
モ
ノ
づ
く
り

白
井　
小
飼
社
長
は
、
生
産
・
技
術
部
門

の
ご
経
験
が
長
く
、
山
口
県
の
防ほ

う

府ふ

工

場
長
や
技
術
本
部
長
を
歴
任
さ
れ
て
い
ま

す
。
ご
出
身
は
、
精
密
機
械
工
業
が
盛
ん

な
長
野
県
茅ち

の野
市
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

お
子
様
の
頃
か
ら
モ
ノ
づ
く
り
に
ご
関
心

が
お
あ
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
モ
ノ
づ
く
り
と
呼
べ
る
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
プ
ラ
モ
デ
ル
を
つ
く
る
時
間

は
た
っ
ぷ
り
あ
り
ま
し
た
ね
。
ま
た
、
父

も
兄
も
理
科
系
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
私

も
自
然
と
理
科
系
を
志
望
し
て
い
ま
し

た
。

白
井　
大
学
の
工
学
部
で
の
研
究
が
マ
ツ

ダ
へ
の
入
社
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
か
。

小
飼　
大
学
で
は
流
体
力
学
と
熱
力
学
を

一
つ
に
し
た
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
ま
し

て
、
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
（
笑
）。
た
だ
、
自
分
が
作
っ
た
も
の

が
世
の
中
で
す
ぐ
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

い
、
そ
れ
な
ら
ば
自
動
車
が
い
い
な
と
は

思
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、

大
学
で
は
マ
ツ
ダ
車
に
乗
っ
て
い
た
教
授

が
多
か
っ
た
の
で
自
然
に
マ
ツ
ダ
に
興
味

が
湧
き
ま
し
た
。
特
に
発
売
さ
れ
た
ば
か

り
の
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
「
コ
ス

モ
Ａ
Ｐ
」
が
格
好
よ
か
っ
た
ん
で
す
。

白
井　

御
社
は
高
い
技
術
力
を
武
器
に
、

ロ
ー
タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン
（
注
１
）
に
代
表

誰
に
も
負
け
な
い
強
み
を
守

り 

開
発
に
取
り
組
む
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わ
れ
る
の
は
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
御
社
の
車

は
、
す
べ
て
チ
ー
タ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
獲
物
を
狙
う
鋭

い
目
の
よ
う
な
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
印
象
的

で
す
。

小
飼　

二
〇
〇
二
年
か
ら
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
を
「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
―
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
」（
英

語
で
「
ブ
ー
ブ
ー
」
と
い
う
動
き
を
意
味

す
る
子
ど
も
言
葉
）
と
し
、
車
種
を
絞

り
デ
ザ
イ
ン
を
統
一
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
車
の
正
面
は
、
五
角
形
の
グ
リ
ル
を

基
本
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
車
体
に
つ
い

て
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
い
わ
く
「
車
は
鉄
や

ア
ル
ミ
で
で
き
た
無
機
質
な
も
の
だ
が
、

動
く
生
き
物
だ
と
お
客
様
に
捉
え
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
の
思
い
で
も
っ
て
結
局
、

原
野
を
走
る
チ
ー
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
と
な

り
ま
し
た
。

　
二
〇
一
〇
年
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ

プ
ト
車
「
靭
（SH

IN
A

RI

）」
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
が
世
界
で
高
い
評
価
を
い

た
だ
き
、
そ
の
基
本
デ
ザ
イ
ン
を
四
車
種

に
導
入
し
ま
し
た
。
当
初
は
、
車
の
顔
で

あ
る
正
面
が
基
本
的
に
す
べ
て
同
じ
に
な

る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
チ
ー
タ
ー
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
車

体
も
含
め
て
デ
ザ
イ
ン
に
統
一
性
を
持
た

せ
る
こ
と
で
、
一
目
見
て
、「
マ
ツ
ダ
の

車
だ
」
と
お
客
様
に
認
知
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
赤
色
（
ソ

ウ
ル
レ
ッ
ド
）
を
マ
ツ
ダ
車
の
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
独
自
の
商
品
を
提
供
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。
最
近
で
は
、
環
境
に
優
し
く
、

走
り
の
性
能
に
も
す
ぐ
れ
た
技
術
「
ス
カ

イ
ア
ク
テ
ィ
ブ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」（
注
２
）

で
知
ら
れ
、
二
〇
一
四
年
は
「
デ
ミ
オ
」

で
日
本
カ
ー
・
オ
ブ
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
を
受

賞
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
経
営
面
で

は
、
フ
ォ
ー
ド
と
の
資
本
提
携
や
バ
ブ
ル

崩
壊
、
円
高
不
況
と
厳
し
い
経
営
環
境
が

続
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
独
自
の
技

術
や
競
争
力
を
磨
き
続
け
て
き
た
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
に
は
、
ど
の
よ
う
な
経
営
哲
学
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
ロ
ー
タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン
に
つ
い
て

は
、
一
九
六
〇
年
代
、
国
内
自
動
車
会

社
の
再
編
の
渦
中
に
お
い
て
、
東
洋
工
業

（
一
九
八
四
年
に
「
マ
ツ
ダ
」
に
改
称
す

る
前
の
社
名
）
は
危
機
感
を
感
じ
、
自
分

た
ち
の
強
み
と
な
る
も
の
を
開
発
し
て
い

こ
う
と
判
断
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
現

在
も
そ
の
考
え
方
は
生
き
続
け
て
い
ま

す
。
一
時
期
は
台
数
を
重
視
し
、
多
種
多

様
な
車
を
多
く
の
チ
ャ
ネ
ル
で
販
売
す
る

こ
と
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
今
は
、
全
方
位
の
自
動

車
づ
く
り
で
は
な
く
、
マ
ツ
ダ
ら
し
い
特

徴
的
な
強
み
を
持
ち
、
お
客
様
に
カ
ー
ラ

イ
フ
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
自
動
車
づ

く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
広
島
と
い
う
地
方
に
本
社
を
置

く
企
業
と
し
て
、
広
島
で
働
く
人
々
の
生

活
も
支
え
な
が
ら
、
日
本
の
自
動
車
産
業

に
貢
献
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

ま
す
。
社
長
室
に
は「
一
隅
を
照
ら
す
者
、

是
国
士
な
り
（
持
ち
場
で
最
善
を
尽
く
し

輝
く
人
こ
そ
、
国
を
支
え
る
宝
で
あ
る
）」

と
い
う
三
代
目
の
松
田
恒
次
社
長
の
座
右

の
銘
が
額
に
入
れ
て
掛
け
て
あ
り
、
歴
代

の
社
長
が
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
そ
の
精

神
を
マ
ツ
ダ
の
社
員
も
持
ち
続
け
て
い
ま

す
。

白
井　
独
自
性
と
い
う
点
で
は
、
御
社
は

環
境
に
優
し
い
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
、
高
効

率
の
ガ
ソ
リ
ン
、
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル

（
注
３
）、
Ｅ
Ｖ
（
電
気
自
動
車
）、
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
と
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
を
そ
ろ
え

て
い
ま
す
ね
。さ
ら
に
、水
素
ロ
ー
タ
リ
ー

エ
ン
ジ
ン
（
注
４
）
の
研
究
も
続
け
て
い

る
そ
う
で
す
が
、
環
境
性
能
の
重
要
性
が

高
ま
る
中
、
次
世
代
エ
ン
ジ
ン
は
ど
う
い

う
方
向
に
行
く
と
お
考
え
で
す
か
。

小
飼　

環
境
対
応
に
つ
い
て
、
当
社
は
、

ま
ず
は
一
〇
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
作
り

続
け
た
ガ
ソ
リ
ン
あ
る
い
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル

エ
ン
ジ
ン
に
つ
い
て
、
燃
費
や
出
力
の
向

上
を
よ
り
図
る
た
め
の
要
素
を
徹
底
的
に

洗
い
出
し
、
そ
う
し
て
洗
い
出
し
た
点

を
最
大
限
追
求
す
る
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
取
り
組
み
に
重
点
を
お
い
て
い
ま

す
。
エ
ン
ジ
ン
の
熱
効
率
改
善
や
車
両
の

軽
量
化
な
ど
が
そ
う
し
た
追
求
の
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
全
モ
デ
ル
に

適
用
し
つ
つ
、
並
行
し
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

シ
ス
テ
ム
な
ど
を
段
階
的
に
導
入
す
る
こ

と
で
、
効
果
的
に
Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
貢
献
し

て
い
く
方
針
で
す
。

　
水
素
燃
料
電
池
に
つ
い
て
も
、
こ
の
方

針
に
基
づ
い
て
研
究
開
発
を
進
め
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、二
〇
二
〇
年
に
は
、

欧
州
の
環
境
規
制
が
厳
し
く
強
化
さ
れ
ま

す
（
注
５
）。
日
本
に
お
い
て
も
二
〇
二
〇

年
燃
費
規
制（
注
６
）が
決
定
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
当
社
を
含
め
た
全
世
界
の

各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
も
非
常
に
大
き
な

リ
ソ
ー
ス
を
投
入
し
て
研
究
開
発
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

 

白
井　
高
い
技
術
力
を
も
っ
て
走
る
歓
び

を
前
面
に
出
す
御
社
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

の
中
で
、
技
術
力
と
同
時
に
重
要
だ
と
思

全
車
種
を

同
じ
コ
ン
セ
プ
ト
で
―
―

思
い
き
っ
た
デ
ザ
イ
ン
戦
略 

コスモ AP   C  ○マツダ株式会社

注 

１
／
ロ
ー
タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン　

一
般
的
な
「
レ
シ
プ
ロ
エ
ン
ジ

ン
」は
ピ
ス
ト
ン
が
シ
リ
ン
ダ
ー

内
を
往
復
運
動
す
る
が
、「
ロ
ー

タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン
」
は
回
転
運

動
に
よ
り
出
力
を
得
る
。
軽
量

で
高
出
力
と
い
っ
た
利
点
が
あ

る
。

注 

２
／
ス
カ
イ
ア
ク
テ
ィ
ブ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー　

走
り
の
楽
し

さ
と
す
ぐ
れ
た
環
境
・
安
全
性

能
の
両
立
を
目
指
し
て
マ
ツ
ダ

が
開
発
す
る
エ
ン
ジ
ン
、
ト

ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
ボ
デ
ィ

等
の
自
動
車
技
術
の
総
称
。
燃

費
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年

に
二
〇
〇
八
年
対
比
で
平
均

三
〇
％
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。

注 

３
／
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル　

従
来
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
排
出

ガ
ス
の
問
題
を
技
術
革
新
に

よ
っ
て
解
消
。
ガ
ソ
リ
ン
車
よ

り
も
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
が
少
な
く

燃
費
が
い
い
。

注 

４
／
水
素
ロ
ー
タ
リ
ー
エ
ン
ジ

ン　

マ
ツ
ダ
が
開
発
す
る
水
素

を
用
い
た
環
境
負
荷
が
少
な
い

ロ
ー
タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン
。

注 

５
／
Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
一
五
年
か

ら
二
〇
年
の
新
車
の
Ｃ
Ｏ
２
排

出
量
の
上
限
基
準
を
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
均
一
三
〇

グ
ラ
ム
か
ら
九
五
グ
ラ
ム
に
低

減
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。

注 

６
／
日
本
で
は
「
二
〇
二
〇
年

燃
費
基
準
」
と
し
て
、
一
ト
ン

の
乗
用
車
の
場
合
、
ガ
ソ
リ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
二
三
・
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
上
げ
る
よ
う

基
準
が
厳
格
化
さ
れ
る
（
一
五

年
基
準
は
、
同
条
件
で
二
〇
・
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）。
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カ
ラ
ー
と
し
、
販
売
店
舗
は
白
と
黒
と
シ

ル
バ
ー
の
三
色
を
基
本
に
デ
ザ
イ
ン
し
て

い
ま
す
。今
後
も
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
基
本
に
、
ま
だ
ま

だ
進
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

白
井　
デ
ザ
イ
ン
は
世
界
で
勝
負
し
て
い

く
う
え
で
非
常
に
大
切
だ
と
思
い
ま
す

が
、
色
や
形
以
外
に
何
か
重
要
な
要
素
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
車
づ
く
り
で
絶
対
に
必
要
な
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
機
能
性
」
で

す
。
や
や
細
か
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
例

え
ば
、
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ジ
ン
・
フ
ロ
ン
ト

ド
ラ
イ
ブ
（
注
７
）
の
車
を
つ
く
る
場
合
、

タ
イ
ヤ
の
ス
ペ
ー
ス
を
右
の
足
元
に
確
保

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
外
見
の
格
好
よ

さ
を
優
先
す
る
と
、
ア
ク
セ
ル
、
ブ
レ
ー

キ
、
ク
ラ
ッ
チ
と
い
っ
た
ペ
ダ
ル
類
を
み

ん
な
運
転
席
の
左
に
寄
せ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
運
転
が
し
に
く

く
、
と
っ
さ
の
と
き
に
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク

セ
ル
を
踏
み
間
違
え
て
し
ま
う
危
険
性
も

出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
ペ
ダ
ル
を

中
央
へ
配
置
す
る
と
い
う
運
転
上
の
安
全

に
配
慮
し
た
機
能
性
を
前
提
に
タ
イ
ヤ
の

位
置
が
決
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
う
え
で
車

体
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
が
最
終
的
に
決
ま
り

ま
す
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
機
能
性
が

ベ
ー
ス
に
な
い
と
、
ど
ん
な
に
外
見
が
格

好
よ
く
て
も
お
客
様
に
は
受
け
入
れ
て
い

た
だ
け
ま
せ
ん
。

白
井　
御
社
の
生
産
現
場
で
は
「
一
〇
〇

―
一
＝
〇
」
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
と
聞
い
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
〇
〇
台
の
う
ち
一

台
で
も
不
良
品
が
あ
れ
ば
無
に
帰
し
て
し

ま
う
、
お
客
様
に
と
っ
て
は
、
そ
の
一
台

が
一
〇
〇
台
の
中
の
一
台
で
は
な
く
、
唯

一
無
二
の
一
台
だ
と
い
う
考
え
方
を
示
し

た
も
の
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
高

い
モ
ラ
ル
の
維
持
、
現
場
力
の
向
上
の
た

め
に
、
ど
う
い
う
工
夫
を
さ
れ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
と
も
す
る
と
単
調
に
感
じ
ら
れ
て

し
ま
う
工
場
で
の
作
業
に
お
い
て
、
社
員

一
人
一
人
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
つ
に

は
、
日
々
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
精
度
が
上

が
り
、
自
分
自
身
が
成
長
し
て
い
る
こ
と

を
実
感
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
に
、
各
職
場
で
、
一
人
一
人
が
改
善
の

取
り
組
み
を
必
ず
行
い
、
そ
れ
に
つ
い
て

課
長
、
部
長
、
工
場
長
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や

発
表
会
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
働
き
が

い
に
つ
な
が
り
、
加
え
て
車
づ
く
り
の
技

術
の
進
歩
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ま
た
、
若
い
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や

モ
ラ
ル
の
維
持
も
課
題
で
す
。
当
社
の
場

合
、
広
島
の
本
社
工
場
に
し
て
も
山
口
の

防
府
工
場
に
し
て
も
多
く
の
取
引
先
企
業

さ
ん
も
含
め
て
、
地
場
に
密
着
し
た
企
業

で
す
。
そ
こ
で
働
い
て
い
る
社
員
を
通
じ

て
、
若
い
人
が
モ
ノ
づ
く
り
に
興
味
を
持

ち
、
マ
ツ
ダ
に
入
っ
て
も
ら
い
入
社
し
た

後
に
先
輩
か
ら
「
一〇
〇
―
一＝
〇
」
と

い
う
妥
協
な
き
風
土
を
し
っ
か
り
と
受
け

継
い
で
く
れ
る
、
こ
う
し
た
こ
と
が
両
工

場
の
あ
る
地
域
の
伝
統
と
な
る
こ
と
が
一

番
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

白
井　
以
前
、
御
社
の
工
場
を
拝
見
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
際
に
、
日
々
の
現
場
力

向
上
の
取
り
組
み
が
随
所
に
み
ら
れ
ま
し

た
。
例
え
ば
、
作
業
で
腰
を
痛
め
な
い
よ

う
に
、
部
品
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
と

い
っ
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
り
、
作
業

工
程
に
お
い
て
人
が
作
業
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
こ
ろ
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
助
け
を

必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
線
引
き
を
と
こ
と

ん
追
求
さ
れ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
効
率
的

な
工
場
づ
く
り
を
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受

け
ま
し
た
。

小
飼　
ご
覧
い
た
だ
い
た
の
は
最
終
の
組

み
立
て
工
場
で
す
ね
。
そ
の
前
に
車
体
の

溶
接
、
塗
装
等
と
数
多
く
の
工
程
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
ど
う
い
う
動
作

で
何
秒
で
作
業
す
る
か
、
生
産
技
術
部
門

と
工
場
の
ス
タ
ッ
フ
が
綿
密
に
設
計
し
ま

す
。
そ
こ
か
ら
先
は
、
現
場
の
力
で
す
。

工
具
の
持
つ
位
置
を
ち
ょ
っ
と
変
え
る
、

ボ
ル
ト
を
置
く
場
所
を
少
し
ず
ら
す
と

い
っ
た
工
夫
、
そ
し
て
、
熟
練
す
る
と
作

業
者
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
上
達
し
、
高
精
度

化
、
高
速
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の

積
み
重
ね
で
今
の
効
率
的
な
生
産
ラ
イ
ン

が
で
き
て
い
る
の
で
す
。

白
井　
国
内
生
産
比
率
が
高
い
御
社
で
す

が
、
昨
年
は
メ
キ
シ
コ
工
場
の
稼
働
を
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
か
っ
て
社
長
自
身
も
、

御
社
が
タ
イ
に
設
立
し
た
合
弁
会
社
の
社

長
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
市

場
が
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
で
拡
大
す
る
中
、

国
内
生
産
と
海
外
生
産
の
す
み
分
け
に
つ

い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

小
飼　
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
に
急
激
な

円
高
の
直
撃
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の

際
、
海
外
生
産
比
率
が
低
か
っ
た
こ
と
が

一
番
大
き
な
問
題
点
で
し
た
。
し
か
し
、

「
広
島
の
会
社
」
と
し
て

目
指
す
べ
き
海
外
進
出

「
一
〇
〇
―
一
＝
〇
」

 

高
い
現
場
力
の
秘
訣

注 

７
／
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ジ
ン
・
フ

ロ
ン
ト
ド
ラ
イ
ブ　

前
方
に
エ

ン
ジ
ン
を
搭
載
し
、
前
輪
を
駆

動
す
る
車
の
こ
と
。

目指すべき造形のエッセンスを表現したデザイン
オブジェ    C  ○マツダ株式会社

コンセプトカー  マツダ靭（SHINARI）
 C  ○マツダ株式会社
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生
産
拠
点
を
海
外
に
移
転
さ
せ
れ
ば
解
決

す
る
と
い
っ
た
単
純
な
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
万
人
近
く
い
る
現
業
部
門
の
雇
用

や
、地
場
の
取
引
先
企
業
を
顧
慮
せ
ず
に
、

生
産
拠
点
を
移
せ
ば
、
広
島
に
根
を
張
っ

た
会
社
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ま

ず
は
新
商
品
を
梃
子
に
販
売
台
数
を
増
や

し
、
国
内
生
産
は
維
持
し
な
が
ら
、
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
の
台
数
を
海
外
で
生
産
し
て

い
く
こ
と
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
二
年
前

は
一
二
〇
万
台
少
々
で
し
た
が
、
今
期
は

一
四
〇
万
台
と
、
ス
カ
イ
ア
ク
テ
ィ
ブ
技

術
を
織
り
込
ん
だ
新
商
品
が
売
れ
る
お

か
げ
で
海
外
生
産
に
出
せ
る
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
も
増
え
て
き
ま
し
た
。「
ア
ク
セ
ラ
」

等
の
ビ
ッ
グ
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
商
品
を
海
外

で
生
産
す
る
こ
と
で
、サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー（
部

品
メ
ー
カ
ー
）
さ
ん
に
と
っ
て
も
量
産
効

果
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
い
た
ず
ら
に

海
外
拠
点
を
増
や
し
続
け
る
つ
も
り
も
あ

り
ま
せ
ん
。
モ
ノ
づ
く
り
の
面
か
ら
総
合

的
に
判
断
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

白
井　
生
産
拠
点
の
移
転
に
は
、
サ
プ
ラ

イ
ヤ
ー
も
含
め
た
雇
用
面
な
ど
大
き
な
判

断
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
先
程
、

工
場
に
お
け
る
現
場
力
の
お
話
を
伺
い
ま

し
た
が
、
海
外
に
お
い
て
日
本
と
同
様
の

効
率
性
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
現
地
で
働
く
人
た
ち
の
技
能
や
品

質
意
識
は
極
め
て
高
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
マ
ツ
ダ
生
産
方
式
に
つ
い
て
の
基
本

教
育
は
何
カ
月
も
か
け
て
行
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
習
得
し
作
業
を
開
始
す
る
と
、
め

き
め
き
実
力
を
上
げ
て
、
日
本
と
遜
色
の

な
い
レ
ベ
ル
に
な
り
ま
す
。

白
井　
国
内
生
産
を
重
視
さ
れ
て
き
た
背

景
に
は
、
地
場
の
取
引
先
と
の
長
い
信
頼

関
係
等
を
顧
慮
し
た
こ
と
も
あ
る
と
伺
い

ま
し
た
。
海
外
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
い

わ
ゆ
る
「
ウ
ェ
ッ
ト
」
な
関
係
の
維
持
を

重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
飼　
同
じ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
海
外
工
場

に
よ
っ
て
濃
淡
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的

に
は
相
互
に
工
場
を
訪
問
し
て
お
互
い
に

率
直
に
意
見
や
要
望
を
す
る
と
い
う
活
動

を
継
続
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
さ
ん
に
し
て
も
当
社
の
工
場
で
働
い

て
い
る
方
に
し
て
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
活
動
に
は
力
を
い
れ
て
い
ま
す
。
工
場

見
学
な
ど
を
通
じ
て
、
マ
ツ
ダ
で
働
い
て

い
る
、
マ
ツ
ダ
が
地
域
に
あ
る
と
い
う
こ

と
に
少
し
で
も
誇
り
を
も
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、

最
終
的
に
は
当
社
の
ブ
ラ
ン
ド
を
高
め
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

白
井　
日
本
の
モ
ノ
づ
く
り
は
か
つ
て
は

大
変
な
競
争
力
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

現
在
は
自
動
車
産
業
や
機
械
等
の
資
本
財

が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
我
が

国
の
モ
ノ
づ
く
り
の
維
持
と
い
う
観
点
か

ら
、
技
術
者
と
し
て
ど
う
見
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。

小
飼　

国
際
競
争
力
と
い
う
観
点
で
は
、

一
つ
は
付
加
価
値
を
ど
う
つ
け
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
が
重
要
か
と
思
い
ま
す
。
自

動
車
で
あ
れ
ば
、
効
率
的
に
人
や
物
を
運

ぶ
機
能
だ
と
捉
え
る
だ
け
で
は
競
争
に
勝

て
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
カ
ー

ラ
イ
フ
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
、
そ
し
て
人

生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
モ
ノ
で

あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
立
ち
返
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

　

も
う
ひ
と
つ
は
生
産
性
と
品
質
で
す
。

韓
国
を
は
じ
め
中
国
な
ど
も
ロ
ー
コ
ス
ト

で
、
し
か
も
品
質
面
で
も
日
本
メ
ー
カ
ー

に
追
い
つ
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
我
々
も
、

よ
り
ロ
ー
コ
ス
ト
で
、
し
か
も
寸
分
た
が

わ
ぬ
品
質
の
も
の
を
つ
く
る
技
術
力
を
高

め
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
自
動
車
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
製
造
業

に
つ
い
て
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

白
井　
そ
う
し
た
見
方
の
中
、
御
社
は
ど

こ
に
独
自
性
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
お
考

え
で
す
か
。

小
飼　

走
り
の
性
能
や
燃
費
性
能
が
高

く
、「
当
た
り
前
品
質
（
充
足
さ
れ
て
い

て
当
た
り
前
と
受
け
取
ら
れ
、
不
十
分
で

あ
る
と
不
満
を
感
じ
る
品
質
要
素
）」
も

徹
底
し
て
高
い
レ
ベ
ル
を
維
持
し
な
が

ら
、
ロ
ー
コ
ス
ト
と
い
う
難
し
い
課
題
を

ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
し
、
ス
ポ
ー
テ
ィ
ー
な

車
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
運
転
す
る
歓
び
を

お
客
様
に
お
伝
え
で
き
る
モ
ノ
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

白
井　
私
も
試
乗
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
久
し
振
り
に
運
転
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
た
わ
け
で
す
が
、
改
め
て
、
運
転
す
る

こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

小
飼　

そ
こ
に
車
の
本
質
が
あ
り
ま
す
。

乗
り
物
に
乗
る
と
に
こ
や
か
に
な
る
子
ど

も
さ
ん
と
同
じ
。
運
転
が
楽
し
い
と
、
に

こ
や
か
に
な
れ
る
も
の
で
す
。

白
井　
御
社
が
高
い
技
術
力
と
走
る
楽
し

さ
を
打
ち
出
し
た
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
お
よ
び

地
域
社
会
へ
の
還
元
と
い
う
熱
い
想
い
に

よ
り
、
日
本
の
モ
ノ
づ
く
り
を
支
え
て
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

円
高
の
厳
し
い
時
期
を
超
え 

改
め
て
原
点
に
立
ち
返
る
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貨か

ず

い
図
彙
』
は
、「
是
和
銅
ナ
ラ
ン
カ
、

然
レ
ド
モ
鍛
錬
ノ
術
ヲ
シ
ラ
ズ
、
无む

用よ
う

ト
ナ
レ
ル
カ
（
こ
れ
は
和
銅
と
み

ら
れ
る
が
、
精
錬
技
術
を
知
ら
な
か

っ
た
の
で
、
銭
貨
鋳
造
に
は
役
に
立

た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
）」
と
苦
し
い

説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
年

（
六
八
三
）
四
月
十
五
日
条
に
、「
今

よ
り
以
後
、
必
ず
銅
銭
を
用
い
よ
。

銀
銭
を
用
い
る
こ
と
莫な

か

れ
」
と
い
う

天
武
天
皇
（
在
位
六
七
三
〜
六
八
六
）

の
有
名
な
詔

み
こ
と
の
りが
見
え
ま
す
。
こ
の
詔

に
登
場
す
る
和
銅
以
前
の
銀
銭
や
銅

銭
と
は
一
体
何
か
、
江
戸
時
代
以
来

さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
平
成
十
年（
一
九
九
八
）、

天
武
天
皇
の
都
が
置
か
れ
て
い
た
飛

鳥
（
奈
良
県
明
日
香
村
）
の
中
枢
部

　

わ
が
国
最
古
の
銅
銭
は
、
長
ら
く

和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
発
行
の
和
同

開
珎
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
江
戸
時
代
中
期
の
百
科
事
典
で

あ
る
『
和わ

漢か
ん
さ
ん
さ
い

三
才
図ず

え会
』（
一
七
一
二

年
成
立
）
が
、「
和
銅
元
年
に
武
蔵
国

が
献
上
し
た
初
め
て
の
和
銅
（
国
産

銅
）
を
用
い
て
、
本
朝
銅
銭
の
始
ま

り
と
な
る
有
文
の
『
和
銅
開
珍
』
が

鋳
造
さ
れ
た
」
と
記
述
し
た
こ
と
が

大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
こ
の
説

は
、
そ
の
後
広
く
社
会
に
浸
透
し
通

説
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
和
銅
献
上
を
伝
え
る『
続

日
本
紀
』
に
は
、文
武
二
年
（
六
九
八
）

三
月
と
九
月
に
因い
な
ば幡

国
（
注
１
）
と
周す

芳お
う

国
（
注
２
）
か
ら
銅
鉱
が
献
上
さ
れ

た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
武
蔵
国

の
和
銅
献
上
よ
り
も
古
い
こ
の
記
事

の
解
釈
に
は
、
江
戸
時
代
の
学
者
も

窮
し
た
よ
う
で
、文
化
十
二
年
（
一
八

一
五
）
刊
行
の
草
間
直
方
の
『
三さ

ん

に
位
置
す
る
古
代
の
工
房
遺
跡
「
飛

鳥
池
遺
跡
」
か
ら
富
本
銭
の
未
製
品

が
大
量
に
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、奈
良
時
代
の
厭

え
ん（
よ
う
）勝し
ょ
う
せ
ん
銭
（
ま

じ
な
い
銭
）
と
考
え
ら
れ
て
き
た
富

本
銭
が
、
和
同
開
珎
よ
り
も
古
い
天

武
天
皇
の
時
代
の
銅
銭
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
広
報
誌
「
に
ち
ぎ
ん
」
で
は
、
二
〇
〇
七
年
春
号
か
ら
二
〇
〇
九
年
冬
号
ま
で
の
一
二
回
に
わ
た
り
「
貨

幣
の
歴
史
学
」
と
銘
打
ち
、
主
と
し
て
貨
幣
経
済
や
そ
の
流
通
に
焦
点
を
あ
て
た
歴
史
を
紹
介
し
ま
し
た
。

今
回
か
ら
四
回
に
わ
た
る
「
お
金
の
源
─
素
材
の
歴
史
と
作
り
方
」
は
、「
銅
」、「
銀
」、「
金
」、「
紙
」
と
い

っ
た
貨
幣
の
素
材
や
製
作
方
法
に
焦
点
を
あ
て
た
わ
が
国
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
十
円
玉
を
は
じ
め
、
身
近
な
お
金
の
素
材
で
あ
る
「
銅
」
に
着
目
し
、
富
本
銭
や
和わ

同ど
う
か
い
ち
ん

開
珎
以

降
に
発
行
さ
れ
た
銭
貨
の
製
作
方
法
や
品
質
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
銅
貨
」
の
お
話
を
奈
良
文
化
財
研
究
所

長
の
松
村
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

注
１ 

因
幡
国

現
在
の
鳥
取
県
東
部
。

注
２ 

周
芳
国
（
周
防
国
）

現
在
の
山
口
県
東
部
。

まつむら・けいじ
1950 年 山梨県生まれ。明治大学大学院修士課程修了。奈良文化
財研究所　都城発掘調査部長、文化庁文化財部 文化財鑑査官を
経て、2011 年に奈良文化財研究所長に就任。専門分野：古代律
令国家形成期の考古学的研究。主な著作 :「富本銭の製作工程と
鋳造技術」『ものづくりの考古学』（東京美術）、「古代集落と在地
社会」『土地と在地の世界をさぐる』（山川出版）、「出土銭貨」『日
本の美術』第 512 号など多数。

無文銀銭と富本銭・和同開珎
（写真：奈良文化財研究所）

復元された富本銭の枝銭と完
成品（写真：奈良文化財研究所）

天武 12 年の詔と富本銭
（写真：松村恵司氏）

湯道

堰

最
古
の
銅
銭
を
め
ぐ
る
議
論

富
本
銭
の
出
土

 
奈
良
文
化
財
研
究
所
長 

松
村
恵
司

第 

１ 

回銅 

貨
素
材
の
歴
史
と
作
り
方

お
金
の
源

お
金
の
源



NICHIGIN 2015 NO.4121

　

ま
た
、「
飛
鳥
池
遺
跡
」
よ
り
さ
ら

に
古
い
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ

て
い
た
地
金
貨
幣
の「
無
文
銀
銭
」が
、

同
遺
跡
か
ら
裁
断
さ
れ
た
状
態
で
出

土
し
た
こ
と
か
ら
、
詔
に
見
え
る
銀

銭
が
無
文
銀
銭
で
あ
る
こ
と
も
明
確

に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
時
に
発
掘
さ
れ
た

富
本
銭
の
生
産
関
連
遺
物
か
ら
、
富

本
銭
の
製
作
技
術
や
製
作
工
程
を
復

元
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
富

本
銭
の
生
産
は
次
の
よ
う
な
工
程
を

た
ど
り
ま
す
。

①
鋳
型
の
造
型
工
程
：
ま
ず
粘
土
と

砂
を
混
練
し
た
鋳
物
土
（
真ま

ね土
）
に

種た
ね
せ
ん銭
を
押
圧
し
て
銭
の
表
裏
を
型
取

り
、
熔
銅
の
流
路
（
湯ゆ

道み
ち

と
堰せ

き

）
を

刻
み
ま
す
。

②
地
金
の
熔
解
・
鋳
込
み
工
程
：
次

に
表
裏
の
鋳
型
を
合
わ
せ
て
、
ル
ツ

ボ
で
熔
解
し
た
地
金
を
湯
口
か
ら
注

ぎ
ま
す
。

③
型
ば
ら
し
：
冷
却
後
に
取
り
出
し

た
枝
銭
か
ら
一
枚
ず
つ
銭
を
切
り
離

し
ま
す
。

④
仕
上
げ
工
程
：
銭
の
周
囲
に
は
み

出
し
た
鋳
バ
リ
を
ヤ
ス
リ
で
除
去
し
、

砥
石
で
側
面
と
表
裏
面
を
研
磨
し
て

完
成
品
と
な
り
ま
す
。

　

貨
幣
を
円
滑
に
流
通
さ
せ
る
た
め

に
は
、
均
質
な
貨
幣
を
大
量
発
行
で

き
る
生
産
方
法
が
不
可
欠
で
す
。
規

格
性
の
高
い
金
属
貨
幣
の
量
産
に
は

鋳
造
が
最
も
適
し
て
い
ま
す
。

　

復
元
さ
れ
た
富
本
銭
の
製
作
工
程

を
、
江
戸
時
代
の
寛
永
通
寳
の
鋳
銭

作
業
を
描
い
た
『
鋳
銭
図
解
』

（
一
七
二
八
年
）
や
、天
保
通
寳
の
『
天

保
六
年
江
戸
橋
場
鋳
銭
座
絵
図
』

（
一
八
三
五
年
）
と
比
較
す
る
と
、
両

者
の
間
に
は
千
年
近
い
懸
隔
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銭
貨
の
製
作
方

法
に
ほ
と
ん
ど
変
化
の
な
い
こ
と
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。

　　

飛
鳥
池
遺
跡
の
鋳
銭
関
係
遺
物
か

ら
復
元
さ
れ
た
技
術
を
も
と
に
、
鋳

造
実
験
で
再
現
し
た
富
本
銭
が
、
下

の
写
真
の
よ
う
な
枝
銭
と
完
成
品
で

す
。
富
本
銭
の
地
金
は
銅
と
ア
ン
チ

モ
ン
（
注
３
）
の
特
殊
な
合
金
で
、
完

成
品
は
金
色
味
を
帯
び
た
淡
い
銅
色

の
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。
銅
に
ア

ン
チ
モ
ン
を
混
ぜ
る
と
、
熔
解
の
融

点
が
下
が
り
、
湯
流
れ
も
良
く
な
り

ま
す
。
そ
う
し
た
特
性
を
熟
知
し
た

上
で
、
銅
―
ア
ン
チ
モ
ン
合
金
を
地

金
に
採
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。（
注
４
）

　

和
同
開
珎
以
降
の
八
世
紀
の
銅
銭

は
、
銅
と
錫
の
合
金
、
す
な
わ
ち
青

銅
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
九
世

紀
に
入
る
と
次
第
に
銅
の
含
有
率
が

低
下
し
、
鉛
の
含
有
量
の
増
加
が
目

立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
銅

の
生
産
量
が
激
減
す
る
十
世
紀
に
な

る
と
、
鉛
が
九
〇
％
を
占
め
る
よ
う

な
鉛
銭
が
現
れ
る
な
ど
、
も
は
や
銅

銭
と
は
呼
べ
な
い
ほ
ど
に
品
位
の
低

下
が
進
み
ま
し
た
。

注
３ 

ア
ン
チ
モ
ン

金
属
元
素
の
一
つ
。
銀

白
色
の
光
沢
が
あ
り
、

硬
く
て
も
ろ
い
半
金
属

の
固
体
。
鉛
な
ど
と
活

字
合
金
や
軸
受
合
金
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

注
４

京
都
美
術
工
芸
大
学
の

村
上
隆
教
授
の
研
究
に

よ
る
と
、
富
本
銭
の
成

分
は
、
銅
が
主
で
ア
ン

チ
モ
ン
が
そ
れ
に
つ
ぐ

が
、
ア
ン
チ
モ
ン
の
含

有
率
は
個
体
差
が
大
き

く
、
四
～
二
五
％
と
一

定
し
な
い
、と
の
こ
と
。

富
本
銭
の
製
作
工
程

銅
銭
の
地
金
成
分
の
変
化

富本銭の製作工程

①鋳型の造型工程

③型ばらし

鋳型

地金を熔解した
ルツボとフイゴの
羽口

④仕上げ工程

側面を研磨した砥石 未製品とヤスリ

▶
▶

▶

②地金の熔解・鋳込み工程

（写真、イラスト：奈良文化財研究所）

※銅貨の方孔
に角棒を通し、
固定している。
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山
口
県
美
祢
市
の
長な

が

登の
ぼ
り

銅
山
は
、

古
代
の
銅
山
と
し
て
有
名
で
す
。
文

献
史
料
に
記
録
の
な
い
銅
山
で
す
が
、

銅
山
の
地
元
に
は
「
昔
奈
良
の
都
に

大
仏
鋳
造
用
の
銅
を
貢
納
し
た
の
で

奈
良
登
の
地
名
を
賜
り
、
い
つ
し
か

訛な
ま

っ
て
長
登
に
な
っ
た
」
と
い
う
地

名
伝
承
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
の

東
大
寺
大
仏
殿
回
廊
西
側
の
発
掘
調

査
で
出
土
し
た
青
銅
塊
が
、
ヒ
素
の

含
有
率
が
高
い
長
登
銅
山
特
有
の
銅

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
地
名
伝
承

と
の
関
係
が
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
開
始
さ

れ
た
長
登
銅
山
の
本
格
的
な
発
掘
調

査
で
、
遺
跡
に
堆
積
す
る
夥

お
び
た
だし
い
量

の
製せ

い
れ
ん錬
滓さ

い
（
か
ら
み
）
の
中
か
ら
、

炉ろ

壁へ
き

片
や
羽は

口ぐ
ち

（
注
５
）、
石
槌
、
要

か
な
め

石い
し

（
注
６
）、
鉱
石
片
な
ど
の
製
錬
関

係
遺
物
や
奈
良
時
代
の
土
器
が
出
土

し
、
伝
承
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
ま

し
た
。

　

長
登
銅
山
で
は
榧か

や

ヶが

葉ば

山や
ま

山
頂
の

露
天
掘
坑
を
中
心
に
、
酸
化
銅
鉱
の

採
掘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
銅
鉱
石
は

選
鉱
作
業
場
で
粉
砕
、
比
重
選
鉱
（
注

７
）
さ
れ
た
後
に
、
内
径
三
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
円
形
竪
型
炉
で
熔
解
さ

れ
、
床と

こ
じ
り
ど
う

尻
銅
（
粗
銅
）
が
生
産
さ
れ

ま
し
た
。
長
登
銅
山
の
銅
は
、
運
京

さ
れ
て
東
大
寺
大
仏
の
原
料
銅
と
な

り
、
ま
た
長
門
国
（
注
８
）
の
鋳じ

ゅ
せ
ん銭

司し

に
銭
貨
原
料
と
し
て
も
供
給
さ
れ
ま

し
た
。

　

古
代
の
銭
貨
生
産
を
担
当
し
た
役

所
が
鋳
銭
司
で
す
。
そ
の
史
料
上
の

初
見
は
、
持
統
八
年
（
六
九
四
）
の

鋳
銭
司
任
命
記
事
で
す
。
文
武
三
年

（
六
九
九
）
に
も
鋳
銭
司
の
設
置
記
事

が
あ
り
、
い
ず
れ
も
富
本
銭
の
生
産
を

担
っ
た
官
司
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

和
同
開
珎
を
生
産
し
た
の
は
長
門

鋳
銭
司
で
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）

に
初
め
て
史
料
に
登
場
し
、
天
長
二

年
（
八
二
五
）
に
停
止
さ
れ
る
ま
で
、

和
同
開
珎
か
ら
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）

発
行
の
富ふ

寿じ
ゅ
し
ん
ぽ
う

神
寳
に
至
る
五
種
類
の

銅
貨
を
発
行
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て

律
令
国
家
の
銭
貨
生
産
の
中
核
を
担

い
ま
し
た
。
そ
の
遺
跡
は
、
山
口
県

下
関
市
長
府
安
養
寺
に
所
在
す
る
覚か

く

苑お
ん

寺じ

の
境
内
を
中
心
に
広
が
り
、
江

戸
時
代
か
ら
、
和
同
開
珎
の
鋳
型

（
銭せ

ん
ぱ
ん笵

）
が
出
土
す
る
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
長
門
国
の
鋳
銭
司
の
廃

止
に
伴
い
、
鋳
銭
司
は
周す

お
う防

国
に
移

さ
れ
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
発
行

の
承

じ
ょ
う和わ

昌し
ょ
う
ほ
う寳か

ら
天
徳
二
年（
九
五
八
）

発
行
の
乹け

ん

元げ
ん

大た
い
ほ
う寳
に
至
る
七
種
類
の

銅
銭
を
生
産
し
ま
し
た
。

長登銅山の鉱口
（写真：松村恵司氏）

和同開珎以降に発行された銭貨
（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）
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乾
元
大
寳

延
喜
通
寳

寛
平
大
寳

貞
観
永
寳

饒
益
神
寳

長
年
大
寳

承
和
昌
寳

富
寿
神
寳

隆
平
永
寳

神
功
開
寳

万
年
通
寳

和
同
開
珎

和
同
開
珎（
古
）

古代銭貨（銅銭）の成分分析—金属組織の比率—

注
５ 

羽
口

フ
イ
ゴ
の
送
風
管
の
先

端
に
つ
け
た
筒
状
の
土

製
品
。

注
６ 

要
石

採
掘
し
た
鉱
石
を
石
槌

で
細
か
く
す
る
際
に
、

鉱
石
を
置
く
台
と
し
て

用
い
ら
れ
た
も
の
。
花

崗
岩
な
ど
硬
い
岩
石
が

用
い
ら
れ
た
。

注
７ 

比
重
選
鉱

比
較
的
重
い
金
属
を
取

り
出
す
際
に
用
い
ら
れ

る
方
法
で
、
水
中
に
沈

澱
す
る
時
間
の
差
に

よ
っ
て
目
的
の
金
属
と

そ
の
他
を
分
け
る
。

注
８ 

長
門
国

現
在
の
山
口
県
西
北

部
。

※和同開珎は、つくりがやや稚拙な和同開珎（古）と精巧な和同開珎
の二種類があり、成分上は、和同開珎（古）はアンチモンを多く含み
鉛はごくわずか、一方和同開珎は錫と鉛を多く含むなどの違いがある。

長
登
銅
山
と

国
産
銅
の
製
錬

鋳
銭
司
の
変
遷
と

年
間
生
産
量
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鋳
銭
司
の
年
間
生
産
量
を
残
さ
れ

た
断
片
的
な
史
料
か
ら
伺
う
と
、
富
寿

神
寳
は
、
発
行
か
ら
三
年
後
の
弘
仁

十
二
年
（
八
二
一
）
ま
で
年
間
五
六
七

〇
貫
文
（
五
六
七
万
文
）
ほ
ど
生
産
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
銅
の
採
掘
量
が

減
少
し
た
た
め
に
、
旧
銭
を
回
収
し
て

鋳
直
す
こ
と
で
一
時
期
一
万
一
〇
〇
〇

貫
文
（
一
一
〇
〇
万
文
）
に
生
産
量
が

増
加
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る

と
旧
銭
も
底
を
つ
き
、
富
寿
神
寳
に
続

い
て
発
行
さ
れ
た
承
和
昌
寳
の
承
和

九
年
（
八
四
二
）
以
降
の
生
産
量
は
、

年
額
三
五
〇
〇
貫
文
（
三
五
〇
万
文
）

と
な
り
ま
し
た
。
前
述
の
と
お
り
、
産

銅
量
の
減
少
に
伴
っ
て
、
銭
貨
成
分
に

占
め
る
鉛
の
比
重
が
増
加
す
る
よ
う

に
な
り
、
銭
貨
の
小
型
化
と
粗
悪
化
が

進
み
ま
し
た
。
劣
悪
な
銭
貨
は
人
々
か

ら
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
銭
貨
に

対
す
る
信
用
が
失
わ
れ
、
乹
元
大
寳
を

最
後
に
朝
廷
で
の
銭
貨
生
産
は
終
了

し
、
古
代
の
銭
貨
流
通
は
十
世
紀
の
末

に
衰
退
し
ま
し
た
。

　

高
額
な
金
・
銀
貨
に
較
べ
る
と
、

銅
銭
は
一
枚
を
一
文
と
す
る
小
額
貨

幣
で
す
。
広
範
な
流
通
と
大
量
使
用

を
前
提
と
し
た
た
め
に
、
受
け
渡
し

の
際
の
勘
定
や
運
搬
、
保
管
に
は
不

便
さ
が
つ
き
ま
と
い
ま
し
た
。
こ
う

し
た
不
便
さ
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

銅
銭
の
方
孔
（
四
角
い
穴
）
を
「
ぜ

に
さ
し
」
に
通
し
て
、
百
文
、
千
文

単
位
に
束
ね
て
保
管
、
使
用
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
千
文
単
位
に
ま

と
め
ら
れ
た
緡
銭
は
「
貫
」、
百
文
単

位
の
緡
銭
は
「
結ゆ

い

・
連
」
な
ど
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
銅
銭
の
方
孔
は
、「
ぜ
に
さ

し
」
用
の
た
め
に
だ
け
存
在
し
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
銭
貨
の
側
面
仕

上
げ
の
際
に
、
方
孔
に
角
棒
を
通
す

こ
と
で
銭
貨
の
回
転
を
防
ぎ
、
ヤ
ス

リ
や
砥
石
で
の
研
磨
を
容
易
に
す
る

と
い
う
製
作
上
の
必
要
性
も
あ
り
ま

し
た
。

　

外
形
が
円
く
中
央
に
方
孔
が
あ
く

円え
ん

形け
い
ほ
う
こ
う
せ
ん

方
孔
銭
（
方
孔
円
銭
）
は
、
秦

の
半
両
銭
に
始
ま
り
、
輪り

ん

や
背は

い
か
く郭

を

持
つ
前
漢
の
五ご

銖し
ゅ
せ
ん銭
を
経
て
、
武
徳

四
年
（
六
二
一
）
に
発
行
さ
れ
た
唐

の
開か

い
げ
ん
つ
う
ほ
う

元
通
寳
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
式

が
確
立
し
ま
し
た
。
中
国
で
は
銭
の

形
に
天
と
地
の
姿
が
凝
縮
さ
れ
、
内

の
方
形
が
地
を
象か

た
どり

、
外
の
円
形
が

天
を
象
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
天
円
地
方
」
の
思
想
で
す
。
開
元
通

寳
は
、
外
径
が
八
分
（
二・四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
で
、
一
〇
枚
を
積
ん
だ

重
さ
が
一
両
（
四
二
グ
ラ
ム
）
に
な

る
よ
う
に
作
ら
れ
た
精
良
な
銭
貨
で

し
た
。
富
本
銭
も
こ
の
規
格
に
倣
っ

て
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
開
元
通
寳

の
形
状
や
四
文
字
銭
文
は
、
後
の
東

洋
型
貨
幣
の
規
範
と
な
り
、
そ
の
影

響
は
江
戸
時
代
の
寛
永
通
寳
に
も
及

ん
で
い
ま
す
。

　

古
代
の
銅
銭
の
歴
史
は
わ
ず
か

三
〇
〇
年
で
幕
を
閉
じ
ま
し
た
が
、

商
業
が
盛
ん
に
な
る
十
二
世
紀
中
頃

に
な
る
と
日
宋
貿
易
に
よ
っ
て
精
良

な
中
国
銭
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
日

本
国
内
で
流
通
し
始
め
ま
す
。
こ
う

し
た
渡
来
銭
の
流
通
は
十
四
世
紀
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
十
五
世
紀
に
は
勘

合
貿
易
を
通
じ
て
明
銭
が
加
わ
り
ま

し
た
が
、
次
第
に
増
大
す
る
銭
貨
需

要
に
渡
来
銭
の
供
給
が
追
い
つ
か
ず
、

粗
悪
な
中
国
の
私し

鋳ち
ゅ
う
せ
ん銭や

日
本
の
模も

鋳ち
ゅ
う
せ
ん銭の

流
通
量
が
増
加
し
ま
し
た
。

　

近
世
に
な
る
と
、
寛
永
十
三
年

（
一
六
三
六
）
に
銅
銭
「
寛
永
通
寳
」

が
江
戸
幕
府
の
手
で
公

鋳
さ
れ
ま
し
た
。
乹
元

大
寳
（
九
五
八
）
以
来

七
〇
〇
年
振
り
の
公
鋳

が
可
能
と
な
っ
た
背
景

に
は
、
戦
国
時
代
の
鉱

山
開
発
に
よ
り
銅
生
産

量
が
増
加
し
た
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
明
治
時
代
に

な
る
と
、
銭
貨
の
製
作

方
法
は
長
き
に
わ
た
っ

て
用
い
ら
れ
た「
鋳
造
」

か
ら
、
西
洋
式
の
「
打

刻
」
─
─
円
盤
状
に
打

ち
抜
か
れ
た
金
属
に
価

額
や
模
様
を
打
刻
す
る

方
法
─
─
へ
切
り
替
わ

り
、
現
在
私
た
ち
の
手

元
に
あ
る
十
円
玉
に
至

り
ま
す
。
十
円
玉
の
銅

の
品
位
は
九
五
％
。
実

は
、
和
同
開
珎
（
古
）

の
銅
の
品
位
も
同
じ
く

ら
い
で
す
。私
た
ち
は
、

毎
日
一
三
〇
〇
年
前
の

人
と
同
じ
品
位
の
銅
貨

を
使
っ
て
い
る
の
で

す
。

（いずれも日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）

一銭銅貨（裏） 寛永通寳 開元通寳 半両銭五銖銭 表

裏

輪

背郭
※ 日本で初めての打刻製法

による銅貨の一つ

銅
銭
の
方
孔
と
緡さ
し
ぜ
に銭

銅
銭
の
復
活
と

鋳
造
に
よ
る
製
作
の
終
了
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◆
日
本
銀
行
が
担
う「
政
府
の
銀
行
」の
仕
事「
業
務
局
」

◆◆14

金
融
機
関
と
連
携
し
、
国
と
国
民
の 

お
金
の
や
り
と
り
を
円
滑
に
行
う

　

国
と
個
人
・
企
業
の
間
の
お
金
の
や
り
と
り
は
膨

大
で
す
。
業
務
局
総
務
課
国
庫
業
務
企
画
グ
ル
ー
プ

長
の
稲い

な
見み

征ま
さ
ふ
み史さ

ん
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

　
「
国
庫
金
の
受
払
件
数
は
、
年
間
で
約
四
億
六
〇
〇

〇
万
件
、
金
額
に
し
て
約
二
五
〇
〇
兆
円
に
も
の
ぼ

り
ま
す
。
国
の
一
般
会
計
予
算
が
一
〇
〇
兆
円
弱
な

の
に
そ
の
何
十
倍
も
の
規
模
に
な
る
の
は
不
思
議
に

感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
庫
金
の
や
り

と
り
に
は
、
様
々
な
特
別
会
計
の
受
払
い
や
、
国
に

一
時
的
に
預
け
ら
れ
る
現
金
（
供
託
金
、保
管
金
等
）

の
受
払
い
も
含
ま
れ
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
ん
で

す
」

　

そ
ん
な
膨
大
な
物
量
の
国
庫
金
業
務
で
す
が
、
そ

の
事
務
を
処
理
す
る
際
に
は
、
単
純
な
お
金
の
受
払

い
だ
け
で
は
な
く
、
国
の
お
金
を
正
確
に
管
理
す
る

た
め
に
、
様
々
な
仕
事
を
同
時
に
処
理
し
て
い
ま

す
。
実
際
に
日
本
銀
行
本
店
で
国
庫
金
の
受
払
事
務

　
「
国
庫
金
」
─
─
皆
さ
ん
が
普
段
、
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
「
国
庫
金
」

は
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
国
か
ら
支
払
わ
れ
る
年
金
や
公
共
工
事

の
費
用
、
国
に
納
め
る
税
金
や
交
通
反
則
金
と
い
っ
た
、
個
人
や
企
業
と
国
と
の
間
で
受
払
い
さ
れ
る
お
金

の
こ
と
を
、
国
の
庫
（
く
ら
＝
金
庫
）
に
関
係
す
る
お
金
と
し
て
、「
国
庫
金
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
「
国
庫
金
」
の
や
り
と
り
の
す
べ
て
は
、
日
本
銀
行
本
店
に
あ
る
国
の
預
金
口
座
（
政
府
預
金
）
を

通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
銀
行
で
こ
の
政
府
預
金
を
通
じ
た
「
国
庫
金
」
の
や
り
と
り
の

仕
事
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
業
務
局
で
す
。
今
回
の
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ 

Ｂ
Ｏ
Ｊ
で
は
、
知
ら
れ
ざ
る
、
し
か
し
国

民
一
人
一
人
に
直
結
し
て
い
る
「
国
庫
金
」
業
務
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
働
く
人
々
の
熱
い
思
い
を
お
伝
え
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

を
担
っ
て
い
る
国
庫
業
務
課
国
庫
計
理
業
務
グ
ル
ー

プ
長
の
春は

る

田た

壮そ
う
す
け彦さ

ん
は
、「
例
え
ば
、
税
金
の
受

入
れ
に
際
し
て
は
、
金
額
だ
け
で
な
く
、
納
め
ら
れ

た
税
の
内
容
な
ど
様
々
な
情
報
を
、
納
税
者
か
ら
提

出
を
受
け
た
書
面
か
ら
読
み
取
り
、
正
確
に
官
庁
に

提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
金
の
受

払
い
に
際
し
て
は
、
必
ず
各
官
庁
別
・
会
計
別
に
計

算
整
理
し
て
、官
庁
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

と
話
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
膨
大
な
金
額
・
件
数
の
お
金
に
つ
い

て
、
極
め
て
複
雑
な
事
務
を
毎
日
確
実
に
こ
な
し
て

い
る
の
が
、
日
本
銀
行
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
金
融
機
関
の
店
舗
に
行
く
と
、
入
口

に
「
日
本
銀
行
歳
入
代
理
店
」
と
い
っ
た
プ
レ
ー
ト

を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
銀
行

の
本
支
店
は
全
国
に
三
三
カ
店
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
個
人
・
企
業
が
国
庫
金
を
納
付
す
る
際
の

利
便
性
を
考
え
、
受
入
事
務
に
つ
い
て
は
全
国
約

四
万
店
の
金
融
機
関
の
店
舗
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

国
民
一
人
一
人
が
、
国
と
の
お
金
の
や
り
と
り
を

安
心
し
て
行
え
る
と
い
う「
当
た
り
前
」を

日
々
実
現
す
る
仕
事
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こ
の
委
託
先
の
店
舗
が
「
日
本
銀
行
歳
入
代
理
店
」

な
の
で
す
。
四
万
店
と
い
う
と
、
国
内
の
大
半
の
金

融
機
関
の
店
舗
を
網
羅
し
て
お
り
、
日
本
全
国
の

津
々
浦
々
に
あ
る
金
融
機
関
で
国
庫
金
を
納
付
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

逆
に
、
国
か
ら
個
人
・
企
業
へ
の
年
金
や
税
金
の

還
付
金
、
公
共
工
事
の
費
用
な
ど
の
様
々
な
支
払
い

に
つ
い
て
も
、
利
便
性
を
高
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
全
国
各
地
に
は
約
四
〇
〇
〇
の
官
庁
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
官
庁
が
日
本
銀
行
に
支
払
い
を
依
頼

し
た
り
、
国
民
の
皆
さ
ん
が
窓
口
で
お
金
を
受
払
い

し
た
り
す
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

全
国
約
五
〇
〇
店
の
金
融
機
関
の
店
舗
─
─
「
日
本

銀
行
一
般
代
理
店
」
と
言
い
ま
す
─
─
に
は
国
庫
金

の
受
入
れ
だ
け
で
な
く
、
支
払
い
も
含
め
た
広
範
な

業
務
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
状
、
国
民
の
皆
さ
ん
が
国
庫
金
を
受
け

取
る
際
の
方
法
は
、
口
座
振
込
が
一
般
的
で
す
。
そ

こ
で
、
国
民
の
皆
さ

ん
が
、
国
内
の
ほ
ぼ

す
べ
て
の
金
融
機
関

を
口
座
振
込
先
と
し

て
指
定
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

　
「
業
務
局
総
務
課

国
庫
業
務
企
画
グ

ル
ー
プ
は
、
わ
が
国

の
国
庫
金
の
受
払
事

務
が
円
滑
に
進
む
よ

の
情
報
を
各
金
融
機
関
に
伝
え
、

そ
れ
を
も
と
に
各
金
融
機
関
は

間
違
い
な
く
各
個
人
・
企
業
の

口
座
に
振
り
込
ん
で
い
く
の
で

す
。

　

現
在
、
国
庫
金
の
支
払
事
務

の
約
九
五
％
は
シ
ス
テ
ム
処
理

に
移
行
し
、
電
子
化
・
効
率
化

が
大
き
く
進
ん
で
い
ま
す
。も
っ

と
も
、
大
量
の
デ
ー
タ
が
国
・

日
本
銀
行
・
金
融
機
関
の
シ
ス

テ
ム
を
流
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
障
害
に
よ
る
遅

延
等
が
起
き
な
い
よ
う
、
毎
日
、
気
が
抜
け
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
国
か
ら
日
本
銀
行
本
支
店
・
一
般
代
理
店
に

書
面
に
よ
り
依
頼
さ
れ
る
支
払
事
務
は
、
全
体
の
約

五
％
ま
で
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、
件
数
で
み
る
と

年
間
約
一
二
〇
〇
万
件
に
も
の
ぼ
り
、
こ
れ
ら
は
引
き

続
き
手
作
業
で
の
処
理
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
務
を
ど
の
よ
う
に
効
率
的
に
す
る
か
が
、
今
後

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
務
を
一
手
に
担
う
国
庫
業
務
課
国
庫
送

金
業
務
グ
ル
ー
プ
企
画
役
補
佐
の
漆

う
る
し

原ば
ら
新
一
さ
ん
は
業

務
に
対
す
る
思
い
を
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

　
「
我
々
が
常
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
期
日
通
り

に
確
実
に
支
払
い
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
国
か
ら
の
支
払
い
に
は
、
年
金
や
失
業
手

当
な
ど
、個
人
の
生
活
に
直
結
す
る
お
金
が
あ
り
ま
す
。

事
務
に
手
間
取
っ
た
り
シ
ス
テ
ム
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

た
り
し
て
、
個
人
の
口
座
へ
の
振
り
込
み
が
遅
れ
る
こ

う
に
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
業
務
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
一
般
代
理
店
・
歳
入
代
理

店
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
し
た
り
、
受
払
事
務
の

進
め
方
等
を
政
府
や
金
融
機
関
と
調
整
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
実
務
に
即
し
た
事
務
処
理
シ
ス
テ

ム
の
企
画・構
築
等
も
大
事
な
仕
事
で
す
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
枠
組
み
の
も
と
で
、
日
本
銀
行
本
支
店
・

一
般
代
理
店
・
歳
入
代
理
店
を
通
じ
て
、
一
件
、
一

円
た
り
と
も
間
違
え
る
こ
と
な
く
、
毎
日
の
事
務
が

処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」

　

と
、
稲
見
さ
ん
は
誇
り
を
持
っ
て
説
明
し
て
く
れ

ま
し
た
。

期
日
に
確
実
に
振
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
―

強
い
使
命
感
が
求
め
ら
れ
る「
支
払
事
務
」

　

そ
れ
で
は
実
務
の
現
場
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
ず
、

国
か
ら
個
人
・
企
業
へ
の
国
庫
金
の
支
払
事
務
で
す
。

　

国
の
支
払
事
務
の
対
象
は
、
相
手
が
企
業
で
あ
れ

ば
公
共
工
事
の
費
用
等
の
支
払
い
、
個
人
で
あ
れ
ば

年
金
の
支
払
い
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
年
金

の
支
払
い
で
あ
れ
ば
、
偶
数
月
の
支
給
日
毎
に
約

六
兆
七
〇
〇
〇
億
円
、
約
四
二
〇
〇
万
件
に
も
の
ぼ
る

膨
大
な
事
務
が
発
生
し
ま
す
。

　
国
か
ら
の
支
払
い
は
、
ま
ず
日
本
銀
行
に
あ
る
政
府

預
金
か
ら
、
日
本
銀
行
に
あ
る
各
金
融
機
関
の
口
座
に

お
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
各
金
融
機
関
が

各
個
人
や
企
業
の
口
座
に
お
金
を
振
り
込
み
ま
す
。
こ

の
時
、
国
か
ら
は
支
払
い
相
手
や
金
額
と
い
っ
た
明
細

情
報
も
日
本
銀
行
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
銀
行
は
そ

日本銀行一般代理店 489 店舗

日本銀行歳入代理店 40,652 店舗

口座振込による国庫金の
受取りが可能な金融機関

1,446 金融機関

■国庫金の受払いにかかる全国のネットワーク
　 （平成26年12月現在）

（注） 歳入代理店の数には歳入復代理店、および歳入復々
代理店を含む。

システムによる支払事務の様子
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と
が
な
い
よ
う
、
日
々
し
っ
か
り
し
た
事
務
処
理
や
シ

ス
テ
ム
運
行
を
行
う
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、こ
の
点
は
、

実
際
に
個
人
の
方
々
の
口
座
へ
振
込
処
理
を
行
う
各
金

融
機
関
の
ご
協
力
・
ご
理
解
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

一
日
九
〇
万
枚
の
納
付
書
を
Ｏ
Ｃ
Ｒ
処
理

効
率
化
を
図
る
「
受
入
事
務
」

　

続
い
て
、
税
金
に
代
表
さ
れ
る
国
庫
金
の
受
入
事

務
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
支
払
事
務
と
異
な

り
、
受
入
事
務
に
つ
い
て
は
、
電
子
化
の
進
展
は
ま

だ
途
上
に
あ
り
ま
す
。
既
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
、
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
か

ら
電
子
的
な
納
付
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
納
付
件
数
は
国
庫
金
の
受
入
全
体
の
約
一
〇
％
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
個
人
や
企
業
が
納
付

す
る
際
は
、
従
来
通
り
、
紙
の
納
付
書
を
金
融
機
関

の
窓
口
に
提
出
す
る
ケ
ー
ス
が
な
お
多
く
、
対
面
に

よ
り
納
付
手
続
き
を
行
う
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の

ス
タ
イ
ル
を
大
き
く
変
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
の
点
、
電
子
的
な
納
付
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
そ
の
利
便
性
の

高
さ
を
国
民
の
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す

る
と
と
も
に
、
使
い
勝
手
を
さ
ら
に

向
上
さ
せ
る
な
ど
工
夫
の
余
地
が
あ

り
そ
う
で
す
。

　

金
融
機
関
で
納
め
ら
れ
た
お
金

は
、
日
本
銀
行
に
あ
る
金
融
機
関
の

口
座
か
ら
政
府
預
金
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
紙
の
納

読
取
装
置
）
を
使
っ
て
、
納
付

書
の
情
報
を
読
み
取
り
、
電
子

デ
ー
タ
に
し
ま
す
。
日
本
銀
行

本
店
で
そ
の
事
務
を
行
っ
て
い

る
の
が
、
国
庫
業
務
課
国
庫
計

理
業
務
グ
ル
ー
プ
で
す
。
そ
の

事
務
に
つ
い
て
同
グ
ル
ー
プ
の

山や
ま
が
た縣

涼
子
さ
ん
が
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。

　
「
一
枚
当
た
り
の
読
み
取
り
項

目
や
文
字
数
が
多
く
、
ま
た
手

書
き
で
書
か
れ
た
文
字
は
か
す
れ
て
い
た
り
枠
か
ら

は
み
出
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
高
性
能
の
O
C
R
で
あ
っ
て
も
、
枚
数

ベ
ー
ス
で
み
る
と
、
一
日
平
均
で
全
体
の
一
五
％
ほ

ど
の
納
付
書
に
つ
い
て
は
完
全
に
は
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
読
み
取
れ
な
か
っ
た
納
付
書
の
項

目
は
、
人
が
一
枚
ご
と
に
確
認
し
な
が
ら
手
入
力
で

完
璧
な
デ
ー
タ
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
間
違
え
な
い

よ
う
、
こ
の
入
力
作
業
は
と
て
も
緊
張
し
ま
す
」

　

続
け
て
、
ピ
ー
ク
時
の
対
応
を
語
っ
て
く
れ
ま
し

た
。

　
「
本
店
に
は
関
東
、
甲
信
越
、
そ
し
て
沖
縄
地
区
の

納
付
書
が
集
め
ら
れ
ま
す
。
日
本
銀
行
本
支
店
七
カ

店
の
中
で
は
本
店
の
規
模
が
最
も
大
き
く
、
ピ
ー
ク

時
で
言
え
ば
九
〇
万
枚
の
う
ち
の
四
〇
万
枚
ほ
ど
が

届
き
ま
す
。
そ
の
日
は
、
納
付
書
の
入
っ
た
箱
が
フ

ロ
ア
に
所
狭
し
と
積
ま
れ
、
そ
れ
に
埋
も
れ
て
作
業

を
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
こ
う
し
た
送
付
が

付
書
は
、
全
国
の
歳
入
代
理
店
等
を
通
じ
て
、
日
本

銀
行
本
支
店
七
カ
店
（
本
店
の
ほ
か
、
札
幌
、
仙
台
、

名
古
屋
、大
阪
、広
島
、福
岡
支
店
）
に
集
め
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
も
と
に
各
官

庁
別
・
会
計
別
等
に
必
要
な
計
算
整
理
を
行
い
、
官

庁
に
報
告
し
ま
す
。
お
金
の
収
納
、
紙
の
納
付
書
の

計
理
処
理
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
業
は
、
国
民
の
皆
さ

ん
が
窓
口
で
国
庫
金
を
納
め
て
か
ら
、
わ
ず
か
二
日

の
間
に
完
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
金
融
機
関
か
ら
日
本
銀
行
へ
の
納
付

書
の
送
付
は
、
特
定
の
日
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
普
段
は
一
〇
万
枚
程
度
の
送
付
量
が
、
年
間

ピ
ー
ク
と
な
る
七
月
十
日
納
付
分
で
は
、
一
日
に

九
〇
万
枚
に
も
達
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
納
付
書
の
厚

み
を
〇
・一
ミ
リ
と
し
て
も
、
積
み
上
げ
る
と
お
よ
そ

二
五
階
建
て
の
ビ
ル
の
高
さ
に
相
当
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
七
月
十
日
が
ピ
ー
ク
と
な
る
の
は
、

毎
月
十
日
の
源
泉
所
得
税
の
納
期
（
七
月
は
年
二
回

納
付
の
特
例
を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
の
納
付
も
発

生
し
、
納
付
件
数
が
一
段
と
増
加
）
で
あ
る
ほ
か
、

労
働
保
険
料
の
納
期
も
重
な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

　

日
本
銀
行
は
、
納
付
さ
れ
た
国
庫
金
に
つ
い
て
、

各
官
庁
別
・
会
計
別
の
計
算
整
理
に
加
え
て
、
詳
細

な
納
付
情
報
を
国
に
報
告
す
る
事
務
も
担
っ
て
お
り
、

納
付
書
に
は
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
が

と
て
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
銀

行
本
支
店
七
カ
店
で
は
、
ピ
ー
ク
時
で
な
く
と
も
一

枚
一
枚
の
納
付
書
を
手
作
業
で
処
理
す
る
こ
と
は
到

底
不
可
能
で
す
。
そ
こ
で
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
（
光
学
式
文
字

納付書の OCR での
処理作業の様子

金融機関から届いた大量の納付書
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集
中
す
る
日
に
向
け
て
、
グ
ル
ー
プ
で
は
事
前
に
綿

密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
ま
す
。
当
日
は
、
す
べ

て
の
機
器
を
フ
ル
稼
働
さ
せ
、
さ
ら
に
局
内
は
も
と

よ
り
、
他
の
支
店
の
応
援
も
受
け
て
、
作
業
を
続
け

ま
す
。
物
量
が
多
く
読
み
取
れ
な
い
項
目
も
あ
る
な

ど
骨
が
折
れ
る
作
業
に
加
え
て
、
金
融
機
関
と
の
取

引
を
終
了
す
る
午
後
三
時
ま
で
に
は
す
べ
て
を
終
わ

ら
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
時
間
と
の
競
争
で

も
あ
り
、
い
っ
と
き
も
気
が
休
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

だ
け
に
終
わ
っ
た
後
は
達
成
感
が
あ
り
ま
す
」

　

従
来
、
日
本
銀
行
で
は
、
こ
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
処
理
を
本

支
店
三
三
カ
店
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
事

務
合
理
化
を
進
め
る
べ
く
、
一
昨
年
の
平
成
二
十
五

年
十
一
月
に
七
カ
店
に
Ｏ
Ｃ
Ｒ
処
理
を
集
約
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
物
流
高
度
化
の
進
展
を
踏

ま
え
、
全
国
の
歳
入
代
理
店
か
ら
日
本
銀
行
本
支
店

七
カ
店
へ
の
納
付
書
の
搬
送
ル
ー
ト
に
つ
い
て
も
、

ち
で
国
庫
金
の
取
り
扱
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本

銀
行
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
法
第
三
十
五
条
に
お

い
て
、「
国
庫
金
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
銀
行
は
、
国
全
体
の
政
府
預
金
の
管
理
に
加

え
て
、
個
別
官
庁
の
計
算
整
理
事
務
や
受
払
事
務
な

ど
を
一
元
的
に
取
り
扱
っ
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と

で
国
庫
金
の
効
率
的
な
管
理
を
図
り
、
国
の
決
算
事

務
の
正
確
性
を
確
保
す
る
役
割
の
一
翼
を
担
っ
て
い

ま
す
。
政
府
預
金
の
管
理
を
す
る
だ
け
の
中
央
銀
行

が
少
な
く
な
い
中
、
日
本
銀
行
は
、
一
〇
〇
年
以
上

も
の
間
、
こ
う
し
た
国
庫
金
業
務
を
遂
行
す
る
存
在

な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
幅
広
い
業
務
内
容
と
膨
大
な
物
量
の
国

庫
金
業
務
に
取
り
組
む
職
員
の
思
い
に
つ
い
て
改
め

て
稲
見
さ
ん
が
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
日
本
銀
行
は
、
一
般
の
方
に
は
あ
ま
り
な
じ
み

が
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
生
活
に
密
接
に
関

わ
る
国
庫
金
の
受
払
い
を
行
う
、
実
は
と
て
も
身
近

な
存
在
で
す
。
現
場
の
職
員
は
、『
国
民
の
皆
さ
ま

と
つ
な
が
っ
て
い
る
』
と
い
う
思
い
を
持
ち
、
強
い

使
命
感
、
責
任
感
の
も
と
、
よ
り
正
確
で
効
率
的
な

事
務
処
理
を
目
指
し
て
い
ま
す
」

　

四
二
〇
〇
万
件
も
の
年
金
が
き
ち
ん
と
支
払
わ
れ

る
こ
と
は
、「
当
た
り
前
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
「
当
た
り
前
」
は
、
日
本
銀

行
業
務
局
の
強
い
使
命
感
と
正
確
な
業
務
遂
行
な
し

に
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
取
材
を
終
え
て
実
感
し

た
の
で
し
た
。

従
来
よ
り
シ
ン
プ

ル
な
も
の
に
変
更

し
ま
し
た
。
こ
の

国
庫
金
受
入
事
務

の
合
理
化
に
つ
い

て
再
び
稲
見
さ
ん

が
語
り
ま
す
。

　
「
日
本
銀
行
の
Ｏ

Ｃ
Ｒ
に
か
か
る
シ

ス
テ
ム
の
構
築
や
、

各
金
融
機
関
で
の

納
付
書
の
搬
送

ル
ー
ト
、
事
務
手
順
等
を
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
た

め
、
入
念
な
シ
ス
テ
ム
開
発
作
業
は
も
と
よ
り
、
全

国
の
金
融
機
関
の
協
力
を
得
て
、
納
付
書
の
搬
送
や

事
務
処
理
に
か
か
る
訓
練
を
行
う
な
ど
、
万
全
の
準

備
作
業
を
積
み
重
ね
、実
施
に
移
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

実
施
日
初
日
か
ら
、
全
国
で
一
枚
も
納
付
書
が
無
く

な
る
こ
と
な
く
、
円
滑
に
事
務
が
処
理
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
の
金
融
機
関
の
現
場
力
の
強
さ
や
底
力
に

よ
っ
て
、
国
庫
金
業
務
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

改
め
て
痛
感
し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ

け
で
な
く
日
々
の
業
務
で
の
金
融
機
関
の
多
大
な
協

力
に
心
底
感
謝
し
て
い
ま
す
」

よ
り
便
利
に
効
率
的
に
、 

そ
れ
は
「
皆
さ
ま
と
つ
な
が
っ
て
い
る
」

と
の
思
い
が
胸
に
あ
る
か
ら

　

海
外
主
要
国
の
中
央
銀
行
で
も
、
何
ら
か
の
か
た

個人、企業

納付書・
振込通知等

国（政府）

納付・
支払い

日本銀行
代理店を通
じた受払い

代理店（金融機関）

日本銀行
は資金の流れ

は書類等の流れ

報告
官庁別・会計別
の計算整理

金融機関の
口座

入金・引落し

政府預金

日本銀行本支店の
    窓口での受払い

報告・照合、
振込等支払
請求

■国庫金に関する業務の主な流れ
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日本銀行のレポートから

Ⅰ
．
地
域
か
ら
み
た

       

景
気
情
勢

　

各
地
の
景
気
情
勢
を
前
回

（
一
四
年
十
月
）
と
比
較
す
る
と
、

北
海
道
か
ら
、
公
共
投
資
の
減
少

な
ど
一
部
に
弱
め
の
動
き
が
み
ら

れ
る
と
し
て
判
断
を
引
き
下
げ
る

報
告
が
あ
っ
た
も
の
の
、
残
り
八

地
域
で
は
、
景
気
の
改
善
度
合
い

に
関
す
る
基
調
的
な
判
断
に
変
化

は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

各
地
域
か
ら
の
報
告
を
み
る

と
、国
内
需
要
が
堅
調
に
推
移
し
、

海
外
需
要
に
持
ち
直
し
の
動
き
が

み
ら
れ
る
中
で
、
雇
用
・
所
得
環

境
が
着
実
な
改
善
を
続
け
て
い
る

こ
と
等
を
背
景
に
、
北
海
道
を
含

め
全
地
域
で
、
基
調
的
に
は
、「
回

復
し
て
い
る
」、「
緩
や
か
に
回
復

【14/10 月判断】 前回と
の比較 【15/ 1 月判断】

北海道
基調的には緩やかに回復している。この間、
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
は、和らいできている

一部に弱めの動きがみられるものの、緩やか
に回復している。この間、消費税率引き上げ
に伴う駆け込み需要の反動は、和らいでいる

東　北 消費税率引き上げの影響による反動がみられ
るものの、基調的には緩やかに回復している

消費税率引き上げの影響による反動が徐々に
和らいできている中、緩やかに回復している

北　陸
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
の影響を受けつつも、基調的には緩やかに回
復している

基調的には緩やかな回復を続けている。この
間、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動などの影響も全体として和らいでいる

関　東
甲信越

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
などの影響から生産面を中心に弱めの動きが
みられているが、基調的には緩やかな回復を
続けている

基調的に緩やかな回復を続けており、消費税
率引き上げに伴う駆け込み需要の反動などの
影響も全体として和らいでいる

東　海

基調としては回復を続けており、消費税率引
き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響も、
幾分ばらつきを伴いつつ全体として和らいで
きている

基調としては回復を続けており、消費税率引
き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響も、
全体として和らいでいる

近　畿
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
がみられているが、基調としては緩やかに回
復している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
がみられているが、基調としては緩やかに回
復している

中　国

生産面で幾分増勢の鈍化がみられるものの、
基調としては緩やかに回復している。この間、
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
の影響は全体として和らぎつつある

生産面で幾分増勢の鈍化がみられるものの、
基調としては緩やかに回復している。この間、
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
の影響は全体として和らぎつつある

四　国
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
などがみられているが、基調的には緩やかな
回復を続けている

基調的には緩やかな回復を続けており、消費
税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影
響も全体として和らいでいる

九州・沖縄
基調的には緩やかに回復している。この間、
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動
減は、徐々に和らいできている

緩やかに回復している。この間、消費税率引
き上げに伴う駆け込み需要の反動減は和らい
でいる

（注）前回との比較の「　　」、「　　」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示
す（例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「　　」）。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合い
が変化しなかった場合は、「　　」となる。

二
〇
一
五
年
一
月
［
抜
粋
］

　日本銀行では、年 4回（1月、4月、7月、10 月）、全国 32 支店の支店長などが本店に集まり、総裁
以下全役員と「支店長会議」を開きます。支店長会議の場では、全国の支店長などが、経済指標の分析
や企業等への面談調査等を通じて収集した情報をもとに、各地域の経済金融動向等について報告・討議
します。こうした分析・情報に基づく各支店などからの報告を支店長会議にあわせて集約したものが「地
域経済報告」（さくらレポート）です。全国を 9地域に分け、景気情勢に関する報告を集約した「地域か
らみた景気情勢」と、その時々のタイムリーなトピックを採り上げ企業等の生の声を収集・整理した「地
域の視点」、全国 9地域の金融経済概況、参考計表で構成されています。

＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/index.htm/

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）



NICHIGIN 2015 NO.4129

し
て
い
る
」
等
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
、

個
人
消
費
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地
域
で

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需

要
の
反
動
の
影
響
が
全
体
と
し
て
和
ら
い

で
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
生

産
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
部
に
弱
め
の
動

き
が
み
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
下
げ
止
ま

り
の
動
き
を
指
摘
す
る
報
告
も
あ
っ
た
。

　
公
共
投
資
は
、
東
北
、
近
畿
か
ら
、「
増

加
し
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、

四
地
域
（
関
東
甲
信
越
、
中
国
、
四
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
高
水
準
で
横
ば

い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。
一
方
、三
地
域
（
北
海
道
、

北
陸
、
東
海
）
か
ら
は
、「
高
水
準
で
推

移
し
て
い
る
も
の
の
、
足
も
と
で
は
減
少

し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
設
備
投
資
は
、北
海
道
、東
海
か
ら
、「
一

段
と
増
加
し
て
い
る
」、
四
地
域
（
東
北
、

北
陸
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
）
か
ら
、「
増

加
し
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、

三
地
域
（
中
国
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）

か
ら
、「
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。

　
個
人
消
費
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
が
着

実
な
改
善
を
続
け
て
い
る
こ
と
等
を
背
景

に
、
北
海
道
か
ら
、「
地
域
や
業
態
間
で

ば
ら
つ
き
を
伴
い
つ
つ
も
回
復
し
て
い

る
」、
四
地
域
（
北
陸
、
東
海
、
四
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
基
調
と
し
て
緩

や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が

あ
っ
た
ほ
か
、
四
地
域
（
東
北
、
関
東
甲

信
越
、
近
畿
、
中
国
）
か
ら
、「
基
調
的
に

底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。
こ
の
間
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に

伴
う
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、「
全
体
と
し

て
和
ら
い
で
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

大
型
小
売
店
販
売
額
を
み
る
と
、
多
く

の
地
域
か
ら
、「
前
年
を
上
回
っ
て
お
り
、

駆
け
込
み
需
要
の
反
動
の
影
響
は
和
ら
い

で
い
る
」、「
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
」、「
緩

や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

乗
用
車
販
売
は
、「
駆
け
込
み
需
要
の

反
動
な
ど
か
ら
前
年
を
下
回
っ
て
い
る
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、「
駆
け
込
み

需
要
の
反
動
が
徐
々
に
和
ら
い
で
き
て
い

る
」、「
新
型
車
投
入
効
果
も
あ
っ
て
、
持

ち
直
し
に
向
け
た
動
き
が
み
ら
れ
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

家
電
販
売
は
、「
駆
け
込
み
需
要
の
反

動
な
ど
か
ら
前
年
を
下
回
っ
て
い
る
」
と

の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、「
基
調
的
に
は

底
堅
く
推
移
し
て
お
り
、
駆
け
込
み
需
要

の
反
動
の
影
響
も
和
ら
い
で
い
る
」、「
着

実
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。

　

旅
行
関
連
需
要
は
、「
国
内
旅
行
を
中

心
に
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」、「
堅
調
に

推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
複
数
の
地
域
か
ら
、
外
国
人
観

光
客
が
引
き
続
き
増
加
し
て
い
る
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。

　
住
宅
投
資
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に

伴
う
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
の
影
響
な
ど

か
ら
、
四
地
域
（
北
海
道
、
近
畿
、
中
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
減
少
し
て
い
る
」、

「
弱
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。一
方
、関
東
甲
信
越
か
ら
、「
駆

け
込
み
需
要
の
反
動
減
が
続
い
て
き
た

が
、
足
も
と
で
は
下
げ
止
ま
り
つ
つ
あ

る
」、
北
陸
か
ら
、「
横
ば
い
圏
内
で
推
移

し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の

間
、
三
地
域
（
東
北
、
東
海
、
四
国
）
か

ら
、「
高
水
準
で
推
移
し
て
い
る
」、「
基

調
と
し
て
は
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
等

の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
生
産
（
鉱
工
業
生
産
）
は
、四
地
域
（
北

海
道
、
北
陸
、
東
海
、
近
畿
）
か
ら
、「
高

水
準
で
推
移
し
て
い
る
」、「
増
加
し
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、
中
国
か

ら
、「
増
勢
が
幾
分
鈍
化
し
て
い
る
も
の

の
、
緩
や
か
な
増
加
基
調
に
あ
る
」
と
の

報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
駆
け
込
み
需
要

の
反
動
減
な
ど
の
影
響
に
伴
う
耐
久
消
費

財
等
の
在
庫
調
整
が
徐
々
に
進
捗
し
て
き

て
い
る
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、三
地
域（
関

東
甲
信
越
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、

「
全
体
と
し
て
横
ば
い
圏
内
で
推
移
し
て

い
る
が
、
一
部
に
持
ち
直
し
の
動
き
が
み

ら
れ
る
」、「
足
も
と
下
げ
止
ま
り
つ
つ
あ

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
東

北
か
ら
、「
弱
め
の
動
き
が
続
い
て
い
る
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

主
な
業
種
別
の
動
き
を
み
る
と
、
電
子

部
品
・
デ
バ
イ
ス
は
、「
増
加
し
て
い
る
」

等
、
は
ん
用
・
生
産
用
・
業
務
用
機
械
は
、

「
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。
輸
送
機
械
、
電
気
機
械
、
情

報
通
信
機
械
で
は
、「
引
き
続
き
駆
け
込

み
需
要
の
反
動
が
み
ら
れ
て
い
る
」、「
在

庫
調
整
が
続
い
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
一
方
、「
増
加
し
つ
つ
あ
る
」
等
の
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報
告
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
、鉄
鋼
、化
学
は
、

「
横
ば
い
圏
内
と
な
っ
て
い
る
」
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。

　
雇
用
・
所
得
動
向
は
、
多
く
の
地
域
か

ら
、「
改
善
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。

　

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地
域

か
ら
、「
労
働
需
給
は
着
実
な
改
善
を
続

け
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
雇
用

者
所
得
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
緩
や
か

に
増
加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

Ⅱ
． 

地
域
の
視
点

　
　
「
各
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
の

　
　

  

現
状
と
活
力
あ
る
企
業
の
特
徴
」

１
． 中小
企
業
の
現
状
等

（
１
）�

中
小
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境

と
足
も
と
の
収
益
動
向

　

各
地
域
の
中
小
企
業
の
収
益
動
向
を
み

る
と
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
や
大
企

業
の
海
外
拠
点
拡
充
等
が
進
ん
で
い
る
環

境
下
で
、
企
業
規
模
が
相
対
的
に
小
さ
く
、

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
差
別
化
を
図
れ
て
い

な
い
先
を
中
心
に
、
厳
し
い
状
況
に
あ
る

企
業
が
少
な
く
な
い
が
、
近
年
は
、
内
外

需
要
が
持
ち
直
す
も
と
で
、
全
体
と
し
て

は
緩
や
か
な
が
ら
も
改
善
傾
向
を
た
ど
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
二
〇
一
四
年
度
入
り

後
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
後
の
需
要
面

に
お
け
る
弱
め
の
動
き
や
円
安
等
に
伴
う

コ
ス
ト
負
担
の
増
加
等
か
ら
、
業
種
や
企

業
間
で
の
ば
ら
つ
き
が
広
が
っ
て
い
る
と

の
声
が
聞
か
れ
て
い
る
。

  
す
な
わ
ち
、
海
外
需
要
の
増
加
が
波
及

し
て
い
る
業
種
（
自
動
車
・
電
気
機
械
・

航
空
機
関
連
部
品
等
）
や
、
設
備
投
資
関

連
の
業
種
（
産
業
用
機
械
等
）、
公
共
・

建
設
投
資
関
連
の
業
種
（
建
設
等
）、
大

企
業
の
業
績
改
善
効
果
が
及
ん
で
い
る
業

種
（
運
輸
、
人
材
派
遣
等
）、
円
安
の
メ
リ

ッ
ト
が
顕
れ
て
い
る
業
種
（
造
船
、
訪
日

外
国
人
観
光
客
関
連
の
宿
泊
等
）
等
で
は
、

収
益
の
改
善
が
続
い
て
い
る
先
が
多
い
。

  

こ
う
し
た
一
方
で
、
内
需
依
存
度
の
高

い
業
種
（
食
料
品
、
小
売
、
飲
食
等
）
や
、

住
宅
投
資
関
連
の
業
種
（
建
材
、
工
務
店

等
）
等
で
は
、
収
益
環
境
が
悪
化
し
て
い

る
と
の
声
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
要
因

と
し
て
は
、
消
費
増
税
に
伴
う
反
動
減
の

長
期
化
や
天
候
不
順
、
実
質
所
得
の
減
少

を
反
映
し
た
消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
悪
化
等

に
よ
る
売
上
の
減
少
に
加
え
、
円
安
等
に

伴
う
原
材
料
価
格
の
上
昇
、
電
力
料
金
の

負
担
増
、
人
手
不
足
を
背
景
と
し
た
人
件

費
の
増
加
等
に
直
面
す
る
も
と
で
、
販
売

価
格
へ
の
転
嫁
が
進
ま
な
い
点
も
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
足
も
と
の
原
油
安

の
プ
ラ
ス
効
果
は
、
既
に
実
感
し
て
い
る

先
が
み
ら
れ
る
一
方
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
十
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
と
の
声
も
聞

か
れ
て
い
る
。

（
２
）�

中
小
企
業
の
設
備
投
資
、

　
　

��

雇
用
・
賃
金
ス
タ
ン
ス

　

中
小
企
業
の
設
備
投
資
、
雇
用
・
賃
金

ス
タ
ン
ス
を
み
る
と
、
先
行
き
の
需
要
減

少
に
対
す
る
懸
念
や
足
も
と
厳
し
い
収
益

状
況
等
に
直
面
し
て
い
る
先
で
は
、
依
然

と
し
て
抑
制
的
な
姿
勢
を
続
け
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
業
況
堅
調
先
を
中
心
に
前

向
き
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る
動
き
も
み
ら
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
設
備
投
資
に
関

し
て
は
、
政
府
の
補
助
金
や
緩
和
的
な
金

融
環
境
等
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
先
送
り
し
て
き
た
老
朽
化
設
備
の
維

持
・
更
新
や
効
率
化
・
省
力
化
に
向
け
た

投
資
を
実
施
す
る
先
に
加
え
、
需
要
増
加

を
見
込
ん
だ
能
力
増
強
投
資
に
踏
み
切
る

先
も
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雇
用
・
賃

金
面
に
関
し
て
も
、
人
手
不
足
へ
の
対
応

の
観
点
を
含
め
、
新
規
・
中
途
採
用
の
積

極
化
に
よ
る
人
員
増
強
を
図
っ
た
り
、
賃

金
水
準
の
引
き
上
げ
や
賞
与
増
額
な
ど
処

遇
改
善
を
進
め
て
い
る
と
の
声
が
聞
か
れ

て
い
る
。

（
３
）�

中
小
企
業
が
直
面
し
て
い
る

　
　

��

経
営
課
題

　

現
状
直
面
し
て
い
る
経
営
課
題
と
し
て

は
、
多
く
の
先
が
、「
中
長
期
的
な
需
要

の
減
少
」、「
人
手
・
人
材
不
足
」、「
事
業

承
継
・
技
能
伝
承
の
困
難
化
」
を
挙
げ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
、
人
口
減
少
や
少
子
高

齢
化
に
起
因
す
る
面
が
大
き
い
課
題
で
あ

り
、
特
に
地
方
圏
で
事
業
を
展
開
す
る
先

で
は
、
大
企
業
や
若
者
の
域
外
へ
の
流
出

も
あ
っ
て
、
都
市
部
に
比
べ
対
応
の
必
要

性
を
指
摘
す
る
声
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な

先
で
は
、
人
手
・
人
材
不
足
等
に
よ
り
、

漸
く
回
復
し
た
受
注
の
一
部
を
見
送
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
り
、
事
業
の
拡
大
に
支

障
を
来
す
事
例
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
先
行
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き
の
需
要
増
加
を
見
込
め
な
い
中
で
、
設

備
投
資
や
従
業
員
の
処
遇
改
善
等
に
踏
み

切
れ
な
い
事
例
も
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
も
と
で
、
事
業
縮
小
や
廃
業
に
追
い

込
ま
れ
る
よ
う
な
事
態
を
懸
念
す
る
声
も

聞
か
れ
て
い
る
。

２
． 

活
力
あ
る
中
小
企
業
の
特
徴
と

      

地
域
活
性
化
に
繋
げ
て
い
く
た
め
の

        

課
題

（
１
）�

活
力
あ
る
中
小
企
業
の
特
徴
等

　

以
上
の
よ
う
な
経
営
環
境
の
中
で
、
課

題
へ
の
対
応
を
着
実
に
進
め
、
地
域
で
存

在
感
を
発
揮
し
て
い
る
「
活
力
あ
る
中
小

企
業
」
が
、
地
域
を
問
わ
ず
、
相
応
に
み

ら
れ
て
お
り
、
地
域
経
済
に
も
好
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
で
は
、
経

営
者
に
よ
る
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

も
と
、「
特
定
分
野
で
の
技
術
力
や
開
発
・

企
画
力
」、「
機
動
力
」、「
地
域
密
着
」
な

ど
中
小
企
業
が
大
企
業
・
中
堅
企
業
に
比

較
優
位
の
あ
る
面
を
最
大
限
に
活
用
し
つ

つ
、
積
極
的
な
事
業
展
開
や
環
境
変
化
へ

の
対
応
を
図
っ
て
お
り
、
経
営
戦
略
面
で

以
下
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

① 

既
存
事
業
に
お
け
る
付
加
価
値
・
生
産

性
向
上

　

製
造
業
で
は
、
既
存
事
業
に
お
け
る
独

自
の
技
術
力
・
開
発
力
の
向
上
を
図
る
と

と
も
に
、
効
率
化
・
省
力
化
投
資
等
に
よ

り
生
産
性
を
高
め
、
多
品
種
少
量
生
産
や

品
質
向
上
、
納
期
短
縮
を
実
現
し
た
り
、

需
要
の
変
化
に
応
じ
た
製
品
開
発
を
強
化

す
る
な
ど
に
よ
り
、
海
外
を
含
め
た
需
要

を
取
り
込
ん
で
い
る
先
が
み
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
下
請
け
か
ら
の
脱
却
を
志
向
す
る

先
が
あ
る
一
方
、
大
企
業
と
の
連
携
強
化

を
図
る
先
も
散
見
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
非
製
造
業
で
は
、
地
域
密
着
の

利
点
を
活
か
し
、
地
元
顧
客
の
ニ
ー
ズ
を

的
確
に
把
握
し
た
う
え
で
、
大
企
業
に
は

対
応
が
難
し
い
き
め
細
か
な
販
売
・
サ
ー

ビ
ス
で
囲
い
込
み
を
図
っ
て
い
る
ほ
か
、

農
水
産
物
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
域
の
高

品
質
な
商
品
等
の
販
路
を
全
国
や
海
外
に

拡
大
し
た
り
、
地
元
資
源
の
活
用
等
に
よ

り
内
外
観
光
客
の
獲
得
に
成
功
し
て
い
る

先
が
み
ら
れ
て
い
る
。

②
成
長
分
野
・
新
規
事
業
へ
の
参
入

　

成
長
分
野
（
医
療
・
介
護
、
航
空
宇
宙
、

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
バ
イ
オ
・
先
端
医
療
、

コ
ト
消
費
関
連
等
）
や
新
規
事
業
へ
の
参

入
、
ニ
ッ
チ
市
場
の
開
拓
等
を
通
じ
、
新

た
な
需
要
を
獲
得
し
て
い
る
先
が
み
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
先
の
中
に
は
、
単
独
で
の

資
金
力
・
技
術
力
で
は
対
応
し
切
れ
な
い

場
合
も
少
な
く
な
く
、
他
社
と
の
共
同
事

業
化
や
産
官
学
連
携
等
を
活
用
す
る
事
例

も
見
受
け
ら
れ
る
。

③ 

人
材
の
育
成
・
確
保
に
向
け
た
継
続
的

な
取
り
組
み

　

競
争
力
を
維
持
・
強
化
す
る
観
点
か
ら
、

有
能
な
人
材
の
育
成
・
確
保
に
向
け
、
採

用
の
強
化
に
加
え
、
従
業
員
の
処
遇
改
善
、

技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
着
実
な
伝
承
、
女
性
・

高
齢
者
・
外
国
人
の
積
極
登
用
、
外
部
人

材
の
活
用
等
を
進
め
て
い
る
先
が
少
な
く

な
い
。

  
こ
う
し
た
活
力
あ
る
中
小
企
業
は
、
特
に

地
方
圏
に
お
い
て
新
た
な
需
要
や
雇
用
を

生
み
出
し
て
い
る
ほ
か
、
厳
し
い
経
営
環

境
に
あ
る
同
業
他
社
の
事
業
を
承
継
す
る

事
例
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
地
域
活
性
化
に

向
け
た
一
翼
を
担
っ
て
い
る
先
も
見
受
け

ら
れ
て
お
り
、
今
後
も
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）�

地
域
活
性
化
に

　
　

��

繋
げ
て
い
く
た
め
の
課
題

  

こ
の
間
、
金
融
機
関
や
自
治
体
、
経
済

団
体
等
で
は
、
中
小
企
業
単
独
で
の
対
応

に
限
界
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ッ
チ
ン
グ
、
海
外
事
業
展
開
、
事
業

承
継
、
起
業
等
の
支
援
に
取
り
組
む
動
き

が
広
が
っ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
必
ず

し
も
十
分
な
成
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と

の
指
摘
も
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
の
実
効
性
を
高
め
、
活
力
あ
る

企
業
の
増
加
を
通
じ
て
地
域
活
性
化
に
繋

げ
て
い
く
た
め
に
は
、
金
融
機
関
や
自
治

体
等
が
、
自
ら
情
報
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積

し
た
り
、
専
門
的
知
識
や
客
観
的
視
点
を

有
す
る
外
部
人
材
を
活
用
す
る
な
ど
に
よ

り
支
援
機
能
を
一
段
と
強
化
し
、
経
営
課

題
に
直
面
し
て
い
る
先
に
対
し
て
、
各
企

業
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
を
促
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
聞
か
れ

て
い
る
。
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金
融
高
度
化
セ
ミ
ナ
ー
（
公
民

連
携
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
）
を
開
催

　
　
　

▼
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化
セ

ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
六
日

に
、「
公
民
連
携
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
展
開

―
Ｐ
Ｆ
Ｉ
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
等
へ
の
取
組
み
―
」

と
題
す
る
金
融
高
度
化
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
し
た
。
参
加
者
数
は
約
四
五
〇
名
で

し
た
。

▼
金
融
高
度
化
セ
ミ
ナ
ー
は
、
日
銀
の
取

引
先
金
融
機
関
を
対
象
に
開
催
し
て
い
る

も
の
で
す
。
全
国
の
金
融
機
関
を
対
象
に

し
た
大
規
模
な
セ
ミ
ナ
ー
は
、
金
融
高
度
化

セ
ン
タ
ー
開
設
（
二
〇
〇
五
年
）
以
来
、
年

平
均
二
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
金
融
機
関
に
と
っ
て
重
要
な
顧
客
で
あ

る
国
、地
方
自
治
体
等
の
公
共
機
関
で
は
、

財
政
的
な
制
約
が
あ
る
中
で
イ
ン
フ
ラ
の

老
朽
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
課
題
へ
の
対
応
と
共
に
地
域
の
活
性

化
を
図
る
手
法
と
し
て
は
、Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
注
1
）

の
み
な
ら
ず
、
遊
休
公
有
地
の
民
間
活
用

や
補
助
金
等
公
的
支
援
策
の
受
給
サ
ポ
ー

ト
な
ど
幅
広
く
多
様
な
公
民
連
携
（
Ｐ
Ｐ

Ｐ
（
注
2
））
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
セ
ミ

ナ
ー
で
は
、
そ
う
し
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ

に
取
り
組
ん
で
い
る
実
務
家
、
専
門
家
に

よ
る
講
演
お
よ
び
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

▼
東
北
銀
行
の
浅
沼
新

あ
ら
た

氏
（
会
長
）
は
、

岩
手
県
紫
波
町
（
人
口
三
・
三
万
人
）
に

お
け
る
公
民
複
合
施
設
（
図
書
館
等
の
公

共
施
設
に
各
種
商
業
施
設
を
併
設
）
の
建

設
・
運
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る「
オ
ガ
ー

ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
当
該
施
設
に
は
年

間
約
八
〇
万
人
が
来
訪
）
に
つ
い
て
講
演

し
ま
し
た
。浅
沼
氏
は
、金
融
機
関
に
と
っ

て
、
リ
ス
ク
の
割
に
は
利
益
が
少
な
い
公

民
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
し
て
い
く

こ
と
に
関
し
、「
地
域
を
元
気
に
し
た
い
」

と
い
う
強
い
想
い
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を

話
さ
れ
ま
し
た
。

▼
さ
い
た
ま
市
都
市
戦
略
本
部
の
柴
山

重
信
氏
（
主
査
）・
関
口
洋
輔
氏
（
主
任
）

か
ら
は
、
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画

と
公
民
連
携
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
の

中
で
は
財
政
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
さ
い
た

ま
市
で
あ
っ
て
も
、
将
来
の
公
共
施
設
維

持
が
こ
の
ま
ま
で
は
で
き
な
い
こ
と
、
そ

の
た
め
、
複
数
の
施
設
を
一
カ
所
に
ま
と

め
て
作
り
直
す
複
合
化
等
の
工
夫
と
と
も

に
、
市
民
に
も
少
し
ず
つ
我
慢
し
て
も
ら

う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
漫
画

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
い
る
こ
と
等

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
民
間
広

告
を
掲
載
す
る
こ
と
で
市
民
に
配
布
す
る

地
図
等
の
費
用
負
担
を
削
減
す
る
と
い
っ

た
小
さ
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
、
民
間

か
ら
の
提
案
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
も
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、

岡
部
智と

も
か
つ克

氏
（
荘
内
銀
行
法
人
営
業
部

ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室

長
）、
小
林
靖や

す
し司

氏
（
百
五
銀
行
営
業
渉

外
部
課
長
代
理
）、
髙
橋
一
朗
氏
（
西
武

信
用
金
庫
常
勤
理
事
）、野の

ぎ
わ際

卓た
く
じ司

氏
（
北

洋
銀
行
市
場
開
発
部
管
理
役
）、
北
村
佳

之
氏
（
日
銀
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
企
画

役
）
が
登
壇
し
ま
し
た
（
モ
デ
レ
ー
タ
ー

は
山
口
省し

ょ
う
ぞ
う藏
副
セ
ン
タ
ー
長
）。
テ
ー

マ
と
し
て
は
、
①
地
元
自
治
体
に
ど
う
働

き
か
け
て
い
く
か
、
②
地
元
企
業
の
Ｐ
Ｆ

Ｉ
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
対
応
を
ど
う
支
援
し
て
い
く

か
、
③
Ｐ
Ｆ
Ｉ
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ

ス
ク
管
理
を
ど
う
す
る
か
、
の
三
点
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

　

①
「
地
元
自
治
体
へ
の
働
き
か
け
」
に

関
し
て
は
、
小
林
氏
か
ら
、
首
長
（
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
）
お
よ
び
担
当
部
局
（
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
）双
方
へ
の
働
き
か
け
と
と
も
に
、

一
定
水
準
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ｆ

Ｉ
で
の
取
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
を
定
め

た
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
作
り
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
と
の
話
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
野
際
氏
か
ら
は
、
北
海
道

内
の
公
民
連
携
に
つ
い
て
は
、
道
内
の
銀

行
お
よ
び
信
用
金
庫
が
協
力
し
て
対
応
し

て
い
る
こ
と
や
、
自
治
体
に
お
い
て
手
続

き
面
で
の
負
担
が
大
き
い
Ｐ
Ｆ
Ｉ
よ
り
柔

軟
に
対
応
で
き
る
リ
ー
ス
方
式
を
提
案
し

て
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

②
「
地
元
企
業
の
支
援
」
に
つ
い
て
、

岡
部
氏
か
ら
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
長
期
計
画
の

約450名が参加した金融高度化セミナー

公民連携を積極的に推進して
いるさいたま市の柴山主査

（右）・関口主任（左）

地域を元気にしたいとの熱い
想いを語る東北銀行浅沼会長

（注 1）Private Finance Initiative、民間事業者が資金を調達し公共事業を行うもの。
（注 2）Public Private Partnership
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策
定
支
援
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、

東
日
本
大
震
災
の
際
に
は
、
建
設
資
材
の

価
格
高
騰
を
見
越
し
た
一
括
買
い
付
け
の

提
案
に
よ
っ
て
地
元
企
業
を
サ
ポ
ー
ト
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
髙
橋
氏
か
ら
は
、
幅
広
い
公
民
連
携

の
事
例
と
し
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
一
端

を
担
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
含
め
た
地
元
企
業
を
、

自
治
体
等
と
も
連
携
し
て
支
援
し
て
い
る

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

③
「
リ
ス
ク
管
理
」
に
関
し
て
は
、
北

村
氏
か
ら
、
過
去
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
失

敗
事
例
の
紹
介
と
と
も
に
注
意
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
公
民
連
携
を
推
進
す
る
講
演
者
・
パ
ネ

リ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
い
た
参
加
者

か
ら
は
、「（
今
後
、
金
融
機
関
が
）
単
な

る
融
資
だ
け
で
は
生
き
残
る
こ
と
は
難
し

く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
が
地
域
活
性
化
の

た
め
に
は
必
要
だ
と
感
じ
た
」、「
熱
い
想

い
が
伝
わ
り
、
金
融
機
関
と
し
て
の
使
命

を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
」
と
の
感
想

も
聞
か
れ
ま
し
た
。

▼
以
上
の
セ
ミ
ナ
ー
の
講
演
お
よ
び
パ
ネ

ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
要
旨
・
資
料

は
、日
銀
Ｈ
Ｐ
の「
金
融
シ
ス
テ
ム
」→「
金

融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
二
○
年 

特
別
展
を
開
催
し
ま
し
た

▼
日
本
銀
行
神
戸
支
店
で
は
、
阪
神
・
淡

路
大
震
災
か
ら
二
○
年
を
迎
え
る
本
年
、

当
時
の
中
央
銀
行
と
し
て
の
対
応
や
現
在

の
業
務
継
続
面
で
の
取
組
み
を
写
真
や
パ

ネ
ル
で
紹
介
す
る
特
別
展
「
震
災
二
○
年

未
来
へ
の
記
憶
」
を
二
月
二
日
（
月
）
～

二
月
十
六
日
（
月
）
に
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
展
に
併
せ
て
二
月
十
一
日

（
水
・
祝
）
に
は
、
野の

は
ら原
強
つ
よ
し

支
店
長
に
よ

る
「
日
本
銀
行
の
役
割
と
仕
事
」
と
題
す

る
市
民
講
座
も
開
催
し
ま
し
た
。

▼
会
場
で
は
、
火
災
で
焼
け
焦
げ
た
お
札

を
鑑
定
す
る
職
員
の
様
子
や
、
店
舗
が
倒

壊
し
た
金
融
機
関
の
臨
時
窓
口
を
開
設
し

て
い
る
状
況
等
、
約
四
○
枚
の
写
真
や
、

手
書
き
の
金
融
特
別
措
置
通
知
文
等
の
資

料
、
業
務
継
続
体
制
等
の
パ
ネ
ル
を
展
示

し
、
当
時
の
対
応
と
災
害
発
生
時
の
備
え

を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
他
、
日
銀
の
業

務
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を
よ
り
深
め
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
お
札
・
硬
貨
の
鑑
定

や
一
億
円
の
重
さ
体
験
コ
ー
ナ
ー
等
を
設

け
、
参
加
者
の
方
々
に
体
験
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

▼
「
震
災
当
時
、
中
央
銀
行
と
し
て
ど
の

よ
う
に
行
動
し
た
の
か
」、
そ
し
て
「
そ

の
後
の
被
災
体
験
も
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら

の
教
訓
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
る
の

か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
広
く
県
民
の

皆
さ
ま
に
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
開
催
し

た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
三
五
一
人
の

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加

者
か
ら
は
「
日
銀
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と

が
出
来
た
」、「
震
災
時
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
」
と
の

声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

▼
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
最
も
大
き
な
被

害
を
受
け
た
神
戸
市
で
も
、
震
災
後
二
○

年
を
経
過
し
、
市
民
の
約
四
割
が
直
接
震

災
を
経
験
し
て
い
な
い
方
々
と
な
っ
て
お

り
、
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
、
そ
の

経
験
や
教
訓
を
い
か
に
し
て
次
世
代
に
継

承
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
日
銀
神
戸
支
店
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
阪

神
・
淡
路
大
震
災
で
の
被
災
体
験
と
そ
の

教
訓
を
活
か
し
、
災
害
発
生
時
に
も
お
金

の
供
給
や
資
金
決
済
に
支
障
が
生
じ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

「
第
一
〇
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
～

キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」
の

決
勝
大
会
開
催

▼
大
学
生
を
主
な
対
象
と
し
た
金
融
経
済

分
野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

コ
ン
テ
ス
ト
「
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
」
に
、

今
年
は
全
国
四
四
大
学
か
ら
一
二
一
編
の

論
文
が
寄
せ
ら
れ
、
書
類
審
査
を
通
過
し

た
五
チ
ー
ム
に
よ
り
決
勝
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

満席となった市民講座では、日本銀行の役
割や業務継続体制等について講演しました。

公民連携ファイナンスの課題と対応について
話されたパネル・ディスカッション　

参加者の皆さまは、当時に思いを馳
せながら熱心にパネルや資料をご覧
になっていました。

二
〇
一
四
年
十
二
月
六
日
（
土
）
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▼
決
勝
大
会
で
は
、
冨
山
和
彦
氏
（
経
済

同
友
会
副
代
表
幹
事
・
経
営
共
創
基
盤
代

表
取
締
役
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）、
秋
山
咲
恵
氏
（
サ

キ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
代
表
取
締
役
社

長
）の
他
、岩
田
規
久
男
日
銀
副
総
裁（
審

査
員
長
）、
森
本
宜
久
・
白
井
さ
ゆ
り
両

審
議
委
員
の
五
名
の
審
査
員
を
前
に
、
各

チ
ー
ム
と
も
堂
々
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
と
質
疑
応
答
を
行
い
ま
し
た
。

▼
審
査
の
結
果
、
最
優
秀
賞
に
日
本
大
学

チ
ー
ム
「
サ
高
住
市
場
と
地
域
の
活
性
化

に
向
け
た
二
つ
の
提
案
～
二
○
年
後
と
そ

の
先
も
住
み
や
す
い
未
来
へ
～
」
が
選
ば

れ
ま
し
た
。
こ
の
提
言
は
、
事
業
者
と
自

治
体
と
の
間
で
、
廃
校
を
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
（
サ
高
住
）
と
し
て
活

用
す
る
た
め
の
マ
ッ
チ
ン
グ
・
ス
キ
ー
ム

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
活
用
原
資
に
ヘ

ル
ス
ケ
ア
リ
ー
ト
を
利
用
す
る
と
い
う
も

の
で
す
。
こ
の
他
、
優
秀
賞
に
常
磐
大
学

チ
ー
ム
、
東
京
経
済
大
学
チ
ー
ム
、
敢
闘

賞
に
東
北
学
院
大
学
チ
ー
ム
、
も
う
一
つ

の
東
京
経
済
大
学
チ
ー
ム
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。
敢
闘
賞
に
選
ば
れ
た
東
京
経
済
大

学
チ
ー
ム
は
、
日
銀
の
政
策
等
に
係
る
提

言
に
与
え
ら
れ
る
特
別
賞
も
併
せ
て
受
賞

し
ま
し
た
。

▼
審
査
員
か
ら
は
、「
現
在
の
日
本
が
抱

え
る
切
実
な
テ
ー
マ
が
多
く
み
ら
れ
、
皆

さ
ん
の
現
状
に
対
す
る
問
題
意
識
の
真
摯

さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。
現
状
の
問
題

点
や
課
題
を
把
握
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ

れ
を
補
強
す
る
た
め
の
実
務
家
へ
の
聞
き

取
り
調
査
を
行
う
な
ど
、
地
道
な
取
り
組

み
を
通
じ
て
、
独
自
の
問
題
意
識
と
ア
イ

デ
ア
・
提
言
が
導
か
れ
て
い
る
。
現
実
を

踏
ま
え
た
具
体
的
な
も
の
が
多
く
、
中
に

は
、
も
う
少
し
工
夫
す
れ
ば
実
現
可
能
で

■今回は、小物や陶器、自動車に絡んで、デザインの
話が多く展開された。「デザインとは、美的造形性だ
けではなく、消費面を含めた総合力」という名児耶さ
んの言葉は説得力がある。器ひとつで食べ物の美味し
さはグンと引き立つ。逆に言えば、「この器でどんな
時にどんな物を食べるのが似合うか」、器をつくる人
は、そこまで思いを馳せてデザインを考え抜くのであ
ろう。人々の日々の暮らしを想像し、その中に新しい
組み合わせを創造する、これがデザインなのだろう。
　ところで、名児耶さんの「日本人は、外に出ていく
のが不得手。お客にはモノづくりの地域に来てもらっ
た方がよい」という話も興味深い。奇しくも波佐見町
は、お洒落なお店のある町としても有名で、人を呼び
込み、波佐見焼の魅力を発信する大切なチャネルにな
っている。そして、こうした街づくりがモノづくりに
新たな力を与えてくれている。
　マツダの小飼社長が、グローバル展開の一方で、「広
島に根を張った会社」に強い思いを示しておられるの
も、地域と生きることで培われる、独自の「モノづく
り」の力を感じてのことなのかもしれない。
　地域の地勢や歴史を振り返ると、そこには見えにく
いが、気付いてもらうことを待ち眠っている不思議な
力があるに違いない。 （丹治）

※本誌は、全国の日本銀行本支店および貨幣博物館、旧小
樽支店金融資料館等でお配りしています。個人の方の定期
購読、郵送はお取り扱いしておりませんのでご了承くださ
い。なお、既刊号全文を PDF ファイル形式で日本銀行ホー
ムページ上に掲載していますのでご利用ください。

（http://www.boj.or.jp/announcements/koho_nichigin/
index.htm/）

※本誌に掲載している内容は、必ずしも日本銀行の見解を
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営に関する公式見解等については、日本銀行ホームページ

（http://www.boj.or.jp/）をご覧ください。
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は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
る
提
言
も
み
ら
れ

た
」
と
の
講
評
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
な
お
、
日
銀
Ｈ
Ｐ
に
決
勝
進
出
チ
ー
ム

の
論
文
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
二
〇
一
五
年
度
も
日

銀
グ
ラ
ン
プ
リ
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日本大学チーム（最優秀賞）のプレゼンテーション

決勝進出チーム、審査員の皆さん



 

　皆さんは、米国の首都ワシントン D.C.（通称 D.C.）

の人口がどのくらいかご存じでしょうか。「約60万人」

と聞いて「意外に少ない」と思う方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。もちろん、政府の役割が拡がる

中で増え続ける職員や関係する人々の住居をD.C.だけ

で賄うことはできません。そうした人たちの住宅需要

を支えているのが、バージニア州北部やメリーランド

州南部といった周辺地域です。

　これら周辺地域の人口は、ここ 10 年近く、全米屈

指の勢いで増加しており、それゆえ朝晩の通勤時間帯

の交通渋滞は避けて通れない問題となっています。

　こうした状況を少しでも改善するため、発展著しい

バージニア州北部と D.C. を結ぶ新しい地下鉄「シルバ

ーライン」が昨年 7 月に開通しました。既にある 5 色

の名前を持つ路線に、この新たな色の路線が加わった

のは 23 年ぶりのことです。また、これまで再開発が

from Washington, D.C.

遅れていた D.C. 東部でも、約 50 年ぶりの路面電車復

活に向けて準備が進められています。

　しかし、D.C. で働く人の半数以上が自動車通勤と言

われる中で、交通渋滞の問題を根本的に解消するのは

困難です。そこで最近導入されているのが、「エクスプ

レスレーン」と呼ばれる高速道路の特別有料車線です。

　無料の高速道路が多い米国にあって珍しく、有料な

だけでなく、この車線の通行料金は、朝夕のラッシュ

時に値上がりし、混雑が和らぐと値下がりするという

ように、刻々と変わります。

　料金の上げ下げで交通量をコントロールし、ほぼ時

間通りに通行できる特別な車線を用意することで、全

てのドライバーの期待には応えられないものの、必要

な場合に渋滞に巻き込まれない交通手段を確保してい

るのです。

　さらに、3 人以上で乗車すると料金は無料。これに

より、通勤時の相乗りも促しています。

　利用に必要な機器も数十ドルで売り出され、新聞・

ラジオでも盛んに宣伝されていますが、果たして効果

の程はいかに。期待が集まります。

（日本銀行ワシントン事務所）
＊本コーナーは海外で働く日本銀行職員または日本銀行からの出向者が執筆しています。

ワシントンD.C.周辺の
交通事情

シルバーラインが開通した駅周辺で進むビル建設

まもなくの開通に向けて試験走行を続ける路面電車

見ている間にも刻々と料金が変わるエクスプレスレーン
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