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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

戦
国
時
代
の
武
士
は
金
銭
を
い
た
ず
ら
に
忌き

ひ避
す

る
こ
と
な
く
、
実
に
貯
蓄
に
熱
心
で
、
そ
れ
を
実
現

し
た
者
を
素
直
に
評
価
す
る
風
が
あ
っ
た
。

　

山
内
一
豊
の
妻
の
逸
話
な
ど
、
そ
の
典
型
的
な
例

で
あ
ろ
う
。
一
豊
の
妻
の
持
参
金
の
お
か
げ
で
一
豊

は
金
十
両
の
駿
馬
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

駿
馬
に
ま
た
が
っ
て
大
馬
揃
え
に
出
た
と
こ
ろ
、
主

人
の
織
田
信
長
に
褒
め
ら
れ
る
。「
ず
っ
と
浪
人
し
て

い
た
ゆ
え
貧
し
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
駿

馬
を
買
い
取
っ
た
こ
と
、
弓
矢
を
取
る
身
の
た
し
な

み
と
し
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
」
と
激
賞
さ
れ

た
。

　

戦
場
で
武
功
を
上
げ
た
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
高

価
な
馬
を
買
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
こ
の
評
価
で
あ
る
。

無
論
、
駿
馬
を
買
え
ば
武
功
も
上
げ
や
す
く
な
る
こ

と
を
見
越
し
て
の
こ
と
だ
が
、
信
長
は
金
を
貯
め
た

こ
と
を
素
直
に
評
価
し
た
の
だ
。
信
長
自
身
、
金
銭

好
き
で
永
楽
銭
の
幟

の
ぼ
りを
用
い
た
り
し
た
。

　

黒
田
如じ

ょ

水す
い

の
重
臣
、
栗
山
備び

ん

後ご

も
貯
蓄
に
熱
心
で
、

こ
の
た
め
贅
沢
を
極
端
に
嫌
っ
た
。
他
人
に
ま
で
そ

れ
を
要
求
し
、
家
中
の
者
が
華
美
な
衣
装
を
身
に
ま

と
っ
て
い
る
と
、「
ケ
・
ハ
レ
と
い
う
も
の
が
世
の
中

に
は
あ
る
の
だ
ぞ
」
と
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
注
意
し
、

高
価
な
馬
を
買
っ
た
と
い
う
者
が
あ
れ
ば
、「
所
詮
は

馬
一
頭
で
は
な
い
か
。
倍
の
値
が
し
た
と
し
て
も
二

頭
分
の
働
き
を
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
」
と
、
信

長
と
は
正
反
対
の
理
由
で
こ
れ
を
戒
め
た
。

　

栗
山
の
主
人
、
黒
田
如
水
に
つ
い
て
も
普
段
は
吝り

ん

嗇し
ょ
くだ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

日ひ

ね

の
根
野
備び

っ
ち
ゅ
う

中
と
い
う
武
将
が
如
水
に
金
を
借
り
、

そ
の
礼
に
如
水
を
訪
ね
た
際
、如
水
は
家
臣
に
向
か
っ

て
「
先
日
届
い
た
鯛
を
三
枚
に
お
ろ
し
て
、
骨
の
と

こ
ろ
を
煮
て
出
せ
」
と
細
々
命
じ
た
の
で
、
日
根
野

は
「
随
分
ケ
チ
臭
い
な
」
と
思
っ
た
と
の
話
が
残
っ

て
い
る
。
後
日
、
如
水
は
家
臣
に
、「
日
根
野
は
最
近

贅
沢
な
よ
う
だ
か
ら
、
あ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
暗
に

た
し
な
め
た
の
だ
」
と
言
い
訳
し
た
と
い
う
が
何
の

こ
と
は
な
い
、
こ
の
当
時
の
武
士
は
だ
い
た
い
普
段

は
質
素
な
の
で
あ
る
。
信
長
の
重
臣
、
滝
川
一
益
な

ど
は
普
段
の
着
物
が
一
枚
し
か
な
く
、
そ
れ
を
洗
っ

て
い
る
際
は
乾
く
ま
で
褌

ふ
ん
ど
し一
丁
で
い
た
と
い
う
。

　

だ
が
、
そ
れ
も
こ
れ
も
合
戦
の
た
め
で
あ
っ
た
。

い
ざ
合
戦
と
な
る
と
、
武
将
た
ち
は
惜
し
げ
も
な
く

貯
め
た
金
を
ば
ら
撒
い
た
。
戦
国
武
士
た
ち
は
徹
底

し
た
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
。
合
戦
を
有
利
に
運
ぶ
に

は
、
ま
ず
は
金
だ
。
そ
れ
ゆ
え
金
を
大
事
に
し
、
貯

蓄
に
も
熱
心
だ
っ
た
の
だ
。「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊

枝
」
と
い
う
の
は
、
合
戦
も
金
も
な
く
な
っ
た
江
戸

時
代
の
武
士
の
た
わ
言
か
や
っ
か
み
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
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日
本
銀
行
福
島
支
店
は
、
東
北
地
方
初
の
拠

点
と
し
て
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に

出
張
所
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
、
支
店
に
昇

格
し
ま
し
た
。

　

表
紙
の
店
舗
は
三
代
目
店
舗
と
し
て
昭
和

五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
建
て
替
え
ら
れ
、

現
在
も
使
用
し
て
い
る
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、

二
代
目
店
舗
は
、
日
本
銀
行
本
店
本
館
や
東
京

駅
を
設
計
し
た
辰
野
金
吾
博
士
と
そ
の
高
弟
・

長
野
宇
平
治
の
共
作
で
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
に
建
て
ら
れ
た
レ
ン
ガ
造
り
で

し
た
。
三
代
目
店
舗
は
、
そ
の
後
の
七
十
年
ほ

ど
の
福
島
県
経
済
の
発
展
を
反
映
し
、
二
代
目

店
舗
に
比
べ
延
べ
床
面
積
で
二
倍
、
金
庫
収
容

能
力
は
六
倍
の
規
模
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

耐
震
性
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
も
の
に

さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
一
日
、

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
福
島
県
は
甚
大
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
三
代

目
の
現
店
舗
は
、
地
震
の
被
害
を
ほ
と
ん
ど
受

け
ず
、
営
業
を
継
続
で
き
ま
し
た
。
福
島
支
店

は
、
福
島
が
大
震
災
や
原
発
事
故
の
被
害
を
乗

り
越
え
る
手
助
け
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
た
い
と

思
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　

写
真 

野
瀬
勝
一

D
ai T

am
esue

為
末 

大

元
プ
ロ
陸
上
選
手

INTERVIEW

　
陸
上
競
技
・
男
子
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
で
、
二
〇
〇
一
年
と
〇
五
年
の
世
界
選
手
権
に
お

い
て
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
、
シ
ド
ニ
ー
、
ア
テ
ネ
、
北
京
と
三
大
会
連
続
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
。

日
本
を
代
表
す
る
陸
上
選
手
の
為
末
大
氏
は
、
企
業
に
所
属
す
る
ア
ス
リ
ー
ト
で
は
な
く
、
レ
ー
ス

の
賞
金
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
プ
ロ
選
手
と
し
て
活
動
を
続
け
た
。
引
退
後
も
組
織
の
指
導
者
に
な

る
道
は
選
ば
ず
、
自
ら
立
ち
上
げ
た
法
人
組
織
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
全
般
の
社
会
的
役
割
に
関
わ
る

仕
事
を
進
め
て
い
る
。
常
に
「
自
分
」
を
見
つ
め
て
思
索
し
、数
々
の
扉
を
開
い
て
き
た
為
末
氏
に
、

二
五
年
の
競
技
生
活
を
支
え
た
独
自
の
哲
学
、
五
年
後
の
東
京
五
輪
へ
の
期
待
な
ど
を
伺
っ
た
。



NICHIGIN 2015 NO.435

―
―
為
末
さ
ん
は
陸
上
競
技
の
短
距

離
種
目
で
日
本
人
初
の
世
界
大
会
メ

ダ
リ
ス
ト
と
な
り
、
数
少
な
い
プ
ロ

の
陸
上
選
手
と
し
て
も
活
動
さ
れ
ま

し
た
。
一
方
で
、
著
書
の
な
か
で
は

「
人
生
は
可
能
性
を
減
ら
し
て
い
く
過

程
で
も
あ
る
」
と
、
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー

ト
に
し
て
は
意
外
な
こ
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

為
末　
「
可
能
性
は
無
限
だ
」
と
い
う

考
え
方
も
あ
り
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定

す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
僕
は

「
自
分
」
と
い
う
存
在
は
、
ど
こ
ま
で

い
っ
て
も
「
自
分
」
に
し
か
な
れ
な
い

と
思
う
の
で
す
。
二
五
年
間
に
及
ん
だ

競
技
生
活
で
僕
が
ず
っ
と
考
え
て
い

た
の
は
、自
分
に
合
う
領
域
は
ど
こ
か
、

自
分
は
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
う
考
え
る
過
程
で
可
能

性
は
減
っ
て
い
き
ま
す
が
、
や
が
て
自

分
自
身
に
で
き
る
可
能
性
だ
け
が
残

り
、
見
え
て
く
る
。
そ
こ
に
思
い
切
り

特
化
す
る
と
、
矛
盾
し
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、可
能
性
は
広
が
り
ま
す
。

自
分
に
合
う
領
域
に
ぎ
ゅ
っ
と
絞
っ

て
頑
張
れ
ば
、
も
っ
と
可
能
性
が
広
が

り
、
何
か
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
作
業
を
、
僕
は
競
技
生
活
の
な
か
だ

け
で
な
く
、
引
退
後
の
現
在
に
至
る
ま

で
続
け
て
き
た
気
が
し
ま
す
。

―
― 
自
分
の
可
能
性
が
減
る
、
限
界

が
見
え
て
く
る
と
い
う
心
境
は
、
社

会
に
出
て
あ
る
程
度
の
年
月
を
経
て

多
く
の
人
た
ち
が
抱
く
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
為
末
さ
ん

は
、
現
役
時
代
の
若
い
時
期
か
ら
そ

の
よ
う
な
意
識
が
芽
生
え
、
自
分
の

専
門
種
目
を
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
に
変
え

ら
れ
た
の
で
す
か
。

為
末　

僕
は
八
歳
の
時
、
地
元
に

あ
る
陸
上
ク
ラ
ブ
で
競
技
生
活
を
ス

自
分
を
生
か
す
た
め
の「
諦
め
る
力
」

タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
自
分
の
限
界
や

可
能
性
に
つ
い
て
意
識
し
始
め
た
の

は
高
校
生
の
時
、
一
五
～
一
八
歳
の
こ

ろ
で
す
。

　

中
学
時
代
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
や

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
な
ど
に
取
り
組
ん

で
、
同
世
代
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
い
ま

し
た
。
僕
は
早
熟
型
で
、
身
体
の
成
長

が
他
の
選
手
よ
り
早
く
ピ
ー
ク
に
達
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
一
番
に
な
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
五
歳
で
身
長

も
体
重
も
ピ
タ
リ
と
止
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
ま
ず
そ
れ
に
気
づ
き
ま
し
た
。

―
― 

肉
体
的
に
成
長
し
な
く
な
っ
た
、

と
い
う
気
づ
き
が
、
自
分
の
可
能
性

や
限
界
に
つ
い
て
意
識
す
る
き
っ
か

け
の
一
つ
に
な
っ
た
と
。

為
末　

何
と
か
身
体
を
あ
と
一
回
り

大
き
く
し
よ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
努
力

は
し
ま
し
た
。
毎
日
牛
乳
を
飲
ん
だ

り
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
小
魚
を
持
ち
歩
き
な

が
ら
食
べ
た
り
…
…
。
し
か
し
、
身
長

は
伸
び
な
い
し
、
体
重
も
増
え
な
い
。

一
五
歳
の
身
長
・
体
重
は
、
ほ
ぼ
今
と

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

高
校
三
年
生
に
な
る
と
記
録
は
伸

び
悩
み
、
結
果
が
出
な
く
な
り
ま
し

た
。
自
分
と
し
て
は
一
生
懸
命
や
っ
て

い
る
つ
も
り
で
も
、
結
果
が
出
な
い

と
、「
努
力
不
足
だ
」、「
も
っ
と
頑
張
れ
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
僕
も
絶
対
に
諦
め

る
も
の
か
と
頑
張
る
。
し
か
し
全
然
結

果
が
出
な
い
―
―
。

　

人
生
で
最
も
悩
ん
だ
時
期
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
結
果
を
出
せ
な
い
経
験

を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
僕
は
「
こ
の
世

の
中
に
は
、
努
力
し
て
も
ど
う
に
も
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

…
…
」
と
い
う
気
が
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、「
こ
の
ま
ま
終
わ
る
な
ん

て
、
絶
対
に
嫌
だ
」
と
い
う
執
念
が

自
分
を
支
え
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
、

世
界
の
ト
ッ
プ
が
集
う
国
際
大
会
で

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
の
試
合

を
観
戦
す
る
機
会
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

―
― 

何
か
を
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
す
か
。

為
末　

陸
上
競
技
の
短
距
離
種
目
は

一
八
歳
で
意
識
し
た

自
分
自
身
の
限
界
と
可
能
性
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―
― 

小
学
生
の
頃
か
ら
取
り
組
ん
で

き
た
専
門
種
目
を
変
更
す
る
こ
と
に

葛
藤
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
一
八

歳
と
い
え
ば
、
多
感
な
時
期
だ
と
思
い

ま
す
が
。

為
末　

感
情
的
に
は
そ
う
簡
単
に
割

り
切
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
尊
敬
す
る
恩
師
の
一
人
、
高
野

進
さ
ん（
現
日
本
陸
上
競
技
連
盟
理
事
、

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
日
本
記
録
保
持
者
）

に
相
談
し
た
時
、
自
分
の
中
に
「
世
界

で
勝
ち
た
い
」
と
い
う
意
識
が
強
烈
に

あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
た
ん
で
す
。
日
本

か
ら
世
界
に
出
て
勝
負
し
て
み
た
ら
、

そ
の
差
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
世

界
で
勝
ち
た
い
。
勝
つ
こ
と
を
絶
対
に

諦
め
た
く
な
い
、
し
か
し
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
に
こ
だ
わ
る
限
り
、
そ
れ
は
無
理

だ
と
。
そ
れ
で
、
僕
に
と
っ
て
勝
ち
や

す
い
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
に

領
域
を
変
え
た
の
で
す
。

　

た
だ
、
ハ
ー
ド
ル
競
技
は
マ
イ
ナ
ー

な
ん
で
す
。
競
技
人
口
も
少
な
く
、
陸

上
競
技
の
補
欠
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と

見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
対
照
的
に
、

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
は
エ
ー
ス
で
四
番

の
競
技
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
。

―
― 

そ
う
す
る
と
、
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
を
諦
め
る
と
き
は
勇
気
が
要
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
。
自
分
の
な
か
の
プ

ラ
イ
ド
に
も
関
わ
る
決
断
に
な
り
ま

す
よ
ね
。

為
末　

決
断
す
る
時
に
思
っ
た
こ
と

は
、
自
分
の
葛
藤
を
突
き
詰
め
る
と
、

「
手
段
」
で
は
な
く
「
行
き
先
」
を
悩

ん
で
い
る
の
だ
と
。
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

を
続
け
て
メ
ジ
ャ
ー
な
領
域
の
一
〇

番
手
ぐ
ら
い
の
選
手
に
甘
ん
じ
る
の

か
、
ハ
ー
ド
ル
に
転
向
し
て
ニ
ッ
チ
な

領
域
で
も
王
様
を
目
指
す
の
か
、
ど
っ

ち
の
生
き
方
を
し
た
い
か
を
決
め
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

―
― 

自
分
を
生
か
し
、
世
界
で
勝
つ
。

そ
の
た
め
の
決
断
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

為
末　

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
諦
め
て
、

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
で
一
番

に
な
る
戦
い
を
諦
め
な
い
と
決
断
し

た
の
で
す
。

―
― 

仏
教
で
「
諦
め
る
」
は
「
真
理

や
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
、
見
極
め

る
」
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
言
葉
だ
と
著
書
で
書
か
れ

て
い
ま
す
。

為
末　

自
分
の
「
行
き
先
」
さ
え
諦

め
な
け
れ
ば
、「
手
段
」
を
諦
め
て
も

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た

だ
、
今
振
り
返
る
と
、
僕
は
自
分
の
プ

ラ
イ
ド
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
ま

で
一
〇
年
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
気
が
し

ま
す
。
最
初
の
う
ち
は
、
何
と
か
ハ
ー

ド
ル
で
結
果
を
出
さ
な
い
と
一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
を
諦
め
た
か
い
が
な
い
、
と

い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
一
体
、
何

が
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
の
源
泉
に
な
っ

て
い
る
か
、
ど
う
プ
ラ
イ
ド
を
整
理
す

る
か
。
そ
れ
は
、
走
る
行
為
と
本
な
ど

を
書
く
行
為
の
な
か
で
、
自
分
の
内
側

を
掘
り
下
げ
、
わ
か
っ
て
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

―
― 

自
分
を
客
観
視
し
た
り
、
内
面

「広島かけっこキャラバン」で子供
達を指導する様子 ⓒ株式会社侍

黒
人
選
手
が
強
い
で
す
。
僕
も
一
八
歳

で
出
場
し
た
初
め
て
の
世
界
大
会
で

全
く
歯
が
立
た
ず
、
彼
ら
に
勝
つ
の
は

厳
し
い
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
国
際
大
会
で
、
唯
一
、
彼
ら

が
転
ん
だ
レ
ー
ス
が
四
〇
〇
メ
ー
ト

ル
ハ
ー
ド
ル
だ
っ
た
ん
で
す
。
ハ
ー
ド

ル
に
足
を
引
っ
掛
け
て
転
倒
し
た
そ

の
姿
を
見
た
瞬
間
、僕
は
「
こ
こ
だ
！
」

と
。
レ
ー
ス
に
複
雑
な
要
素
が
加
わ
れ

ば
、
自
分
の
器
用
な
能
力
を
生
か
す

余
地
が
大
き
い
と
、
ピ
ン
と
き
た
の

で
す
。
同
時
に
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ

た
。
ま
だ
自
分
が
生
き
て
い
け
る
領
域

が
あ
っ
た
と
気
づ
い
て
。

　

そ
の
日
、す
ぐ
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
出
て
、

ハ
ー
ド
ル
を
練
習
し
て
み
る
と
、
結
構

跳
べ
た
の
で
す
。
日
本
へ
帰
っ
て
、
専

門
の
先
生
に
見
て
も
ら
う
と
、「
お
前
、

ハ
ー
ド
ル
の
才
能
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」

と
。
そ
う
し
て
練
習
を
積
む
う
ち
に
、

僕
は
「
努
力
し
て
も
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

で
ト
ッ
プ
に
な
る
の
は
無
理
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ハ
ー
ド
ル
な
ら
自
分
に
も
可
能
性
が

あ
る
」と
の
確
信
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。

「
手
段
」を
諦
め「
行
き
先
」を
諦
め
ず
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ご
自
身
は
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の

セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
支
援
を
行
う

一
般
社
団
法
人
ア
ス
リ
ー
ト
ソ
サ
エ

テ
ィ
を
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
自

身
が
プ
ロ
の
陸
上
選
手
に
な
ら
れ
た

時
、
あ
る
い
は
引
退
さ
れ
た
後
に
、

経
済
面
も
含
め
た
人
生
設
計
に
つ
い

て
、
ど
う
考
え
て
い
ま
し
た
か
。

為
末　

プ
ロ
の
ア
ス
リ
ー
ト
の
世
界

は
、
現
役
か
ら
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
に

至
る
ま
で
、
芸
能
人
の
世
界
に
近
い
と

思
い
ま
す
。
ア
ス
リ
ー
ト
は
ま
ず
、
競

技
を
頑
張
り
、
知
名
度
を
上
げ
る
。
そ

れ
を
売
り
物
に
企
業
ス
ポ
ン
サ
ー
か

ら
お
金
を
獲
得
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
難
し

い
の
は
、
ア
ス
リ
ー
ト
が
成
功
し
、
自

分
自
身
に
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
付

く
と
、
そ
れ
を
壊
す
ま
い
と
意
識
し
て

し
ま
う
こ
と
。
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
お
金

を
獲
得
す
る
う
え
で
イ
メ
ー
ジ
を
保

つ
こ
と
は
重
要
で
す
。
た
だ
し
、
誰
か

と
会
食
一
つ
す
る
の
で
も
高
級
店
ば

か
り
に
出
入
り
し
た
り
、
次
の
仕
事
を

選
び
過
ぎ
た
り
し
て
し
ま
う
。
日
常
生

活
に
か
か
る
コ
ス
ト
は
高
く
な
る
し
、

幸
福
と
お
金
の
関
係

を
見
つ
め
た
り
す
る
作
業
は
、
簡
単

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
為
末
さ
ん
が
若

く
し
て
で
き
た
の
は
、
少
年
時
代
の

ご
家
庭
に
も
何
か
要
因
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

為
末　

う
ち
は
全
く
普
通
の
家
だ
っ

た
ん
で
す
。父
は
広
告
会
社
に
勤
め
て
、

母
は
専
業
主
婦
。
姉
も
陸
上
を
や
っ
て

い
て
県
大
会
で
何
番
か
に
入
り
ま
し

た
が
、
妹
は
足
が
速
い
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
い
き
な

り
僕
み
た
い
な
足
の
速
い
男
の
子
が

出
て
き
て
、
家
族
は
戸
惑
っ
て
い
る
よ

う
な
感
じ
で
し
た
。

　

で
も
、
僕
の
走
る
舞
台
が
国
内
か
ら

世
界
へ
大
き
く
な
り
、
一
定
の
レ
ベ
ル

を
超
え
て
か
ら
は
、
他
人
事
の
よ
う
に

僕
の
競
技
生
活
を
見
て
い
て
く
れ
た

ん
で
す
。
世
界
を
意
識
し
て
練
習
し
、

家
に
帰
る
。
す
る
と
、
そ
こ
で
は
普
通

の
家
庭
の
日
常
が
静
か
に
あ
る
。
そ
ん

な
感
じ
で
し
た
。他
の
選
手
に
聞
く
と
、

応
援
に
力
が
入
る
家
庭
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
す
が
、
僕
の
家
族
は
全
く
な

く
て
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
よ
か
っ
た
で

す
ね
。

　

僕
は
一
八
歳
の
頃
か
ら
コ
ー
チ
を

つ
け
ず
に
自
分
で
練
習
し
て
い
ま
し

た
。
現
役
の
最
後
の
四
年
は
グ
ラ
ウ
ン

ド
に
選
手
が
自
分
し
か
い
な
い
状
況

で
練
習
し
て
い
た
ん
で
す
。
個
人
で
争

う
陸
上
競
技
の
特
性
か
ら
、
そ
ん
な
練

習
方
法
も
可
能
に
な
る
の
で
し
ょ
う

が
、
そ
れ
が
一
番
僕
に
と
っ
て
や
り
や

す
か
っ
た
。
走
り
に
没
頭
で
き
る
の
で

す
。

―
― 

た
っ
た
一
人
で
、
世
界
が
相
手

の
レ
ー
ス
に
挑
む
。
そ
の
時
、
気
持

ち
を
支
え
る
源
泉
は
何
で
し
ょ
う
か
。

為
末　

そ
こ
で
勝
ち
た
い
、
目
指
し

た
順
位
を
獲
り
た
い
、
そ
う
い
う
気
持

ち
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自

分
の
身
体
を
、
自
分
で
思
い
通
り
に

動
か
し
た
い
と
い
う
欲
求
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
が
で
き
て
い
る
時
の
心

地
良
さ
は
、
身
体
を
使
っ
て
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
す
る
人
間
に
と
っ
て
最
高
の

も
の
で
し
ょ
う
。
僕
は
速
く
走
れ
る
身

体
、
他
の
人
た
ち
と
少
し
違
う
身
体
を

持
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
こ

れ
を
思
い
通
り
に
動
か
し
て
、
ど
こ
ま

で
力
が
出
る
か
を
知
り
た
い
。
そ
う
い

う
気
持
ち
の
方
が
強
か
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
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 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
髙
橋
経
一
）

新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
は
躊

ち
ゅ
う
躇ち

ょ
し
が

ち
に
な
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
成
功
し
た
ア
ス
リ
ー
ト
が

次
々
に
出
て
く
る
と
、
自
分
の
イ
メ
ー

ジ
を
い
く
ら
保
っ
て
も
周
り
の
環
境

が
変
化
し
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
収

益
は
大
き
く
変
動
し
ま
す
。
僕
は
、
ア

メ
リ
カ
で
長
く
競
技
生
活
を
続
け
て

い
た
の
で
、
人
付
き
合
い
等
い
ろ
い
ろ

と
コ
ス
ト
を
圧
縮
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
け
れ
ど
、
日
本
に
い
た
ら
無
理

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
が

し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ア
ス
リ
ー
ト
が

プ
ロ
に
な
る
時
、
あ
る
い
は
成
功
し
た

後
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
日
常

生
活
を
ミ
ニ
マ
ム
に
保
つ
こ
と
を
心

掛
け
、
ス
ポ
ン
サ
ー
収
入
に
合
わ
せ
て

生
活
コ
ス
ト
を
上
げ
た
り
、
世
間
の
目

を
過
剰
に
意
識
し
た
り
し
て
は
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
「
幸
福
な
人
生
と
お
金
」
の
関

係
に
つ
い
て
、
何
か
お
考
え
に
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

為
末　

僕
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
か

ら
ブ
ー
タ
ン
王
国
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会
の
ス
ポ
ー
ツ
親
善
大
使
を
務
め

て
い
ま
す
。
同
国
は
幸
福
度
が
高
い
国

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
お

年
寄
り
の
な
か
に
は
「
私
の
幸
福
度
は

そ
ん
な
に
高
く
な
い
よ
」
と
言
う
人
も

い
る
ん
で
す
。
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
自
分

の
目
の
前
で
進
ん
だ
り
、
リ
ッ
チ
な
人

た
ち
が
急
に
現
れ
た
り
し
て
い
る
こ

と
を
見
て
、そ
う
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
、
幸
福
度
と
い
う
の
は
あ
る
程

度
、
お
金
と
一
緒
に
上
が
っ
た
り
、
下

が
っ
た
り
す
る
も
の
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
お
金
を
理

解
す
る
こ
と
は
将
来
の
不
安
を
取
り

除
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
と
、
そ
ん
な
気
も
し
て
い
ま
す
。
お

金
と
一
緒
に
上
が
っ
て
い
く
幸
福
は
、

安
心
を
得
て
い
く
幸
福
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
そ
も
そ
も
お
金
と
は
何
か
が

わ
か
れ
ば
、お
金
が
あ
ま
り
な
く
て
も
、

人
生
に
十
分
安
心
を
生
ん
で
く
れ
る

と
思
う
ん
で
す
。「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
」

と
言
う
と
、
少
し
大
げ
さ
に
な
る
け
れ

ど
、
銀
行
の
仕
組
み
や
投
資
、
保
険
、

税
金
な
ど
、
お
金
に
ま
つ
わ
る
シ
ン
プ

ル
な
基
本
を
知
る
だ
け
で
、
少
な
い
お

金
で
も
何
か
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
り
、
安
心
を
得
る
と
い
う
幸
せ
に
も

近
づ
け
た
り
す
る
と
い
う
気
が
し
ま

す
ね
。

―
― 

最
後
に
、
五
年
後
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
開
催
ま
で
、
ど
の
よ

う
に
関
わ
り
、
何
を
期
待
し
ま
す
か
。

為
末　

僕
は
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
よ

り
、
二
〇
二
〇
年
の
後
を
重
視
し
て
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

関
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

（
一
九
六
四
年
）
の
後
、
第
一
回
目
に

開
か
れ
た
都
議
会
の
資
料
を
見
る
と
、

当
時
の
都
知
事
が
冒
頭
で
「
皆
さ
ん
、

何
か
い
い
目
標
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と

言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
二
〇
二
〇
年
ま

で
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
と
、
そ
ん
な

風
に
な
ら
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。

　

大
事
な
の
は
、
そ
の
後
の
日
本
が
ど

う
な
る
か
で
す
。
開
催
を
機
に
未
来
の

課
題
に
対
応
で
き
る
社
会
に
な
る
た

め
に
、問
題
解
決
型
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
し
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
二
〇
二
〇
年
に
向
け

て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
都
市
づ
く
り
を

進
め
れ
ば
、
そ
の
後
も
高
齢
化
社
会
を

支
え
る
一
助
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
開
催
し
た
国
は
、
将
来
の
問
題
を

少
し
で
も
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
日
本
が
示
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
聖

火
と
一
緒
に
次
の
開
催
地
へ
引
き
継

ぐ
こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
は
す
ご
く

格
好
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「Sports Asia」プロジェクトの一環でブータン王国スポーツ親善大使
として若手アスリート達と強化合宿を行う  ⓒ Kensaku Seki
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地域の底力

写
真
の
文
化
を
町
に
根
付
か
せ
る
。

道
な
き
道
を
行
く
試
み
は
や
が
て
、
小
さ
な
町
を
豊
か
に
培
っ
た
。

そ
し
て
今
、
さ
ら
な
る
道
が
切
り
拓
か
れ
、

未
来
へ
の
種
が
蒔
か
れ
て
い
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

北
海
道
上
川
郡
東
川
町

北海道東川町に位置する旭岳は、日本最大の国立公園であ
る大雪山国立公園の象徴的存在。その登山は東川町の山麓
駅からロープウエーを利用しての移動となる。写真の「鏡池」
周辺ほか、気軽なトレッキングも楽しめるエリアもある。

「
写
真
の
町
」宣
言
か
ら

歩
ん
だ
三
○
年
の
歳
月
が

北
海
道
東
川
町
の

文
化
と
人
の
心
を
育
て
た
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三
○
年
の
歳
月
を
経
て 

根
付
い
た
「
写
真
の
町
」

　

北
海
道
上
川
郡
東
川
町
は
、
道
内
の

ほ
ぼ
中
心
部
に
位
置
す
る
人
口
約
八
○

○
○
人
の
自
治
体
。
旭
川
市
の
中
心
部

か
ら
は
約
一
五
キ
ロ
、
移
動
の
拠
点
と

な
る
旭
川
空
港
か
ら
は
約
五
キ
ロ
の
距

離
に
あ
る
。

　

産
業
の
要
は
、
米
づ
く
り
を
は
じ
め

と
す
る
農
業
と
木
工
業
。
米
は
「
東
川

米
」
の
ブ
ラ
ン
ド
で
注
目
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
全
国
的
に
も
人
気
が
高
い
「
旭
川

家
具
」
は
、
約
三
割
が
こ
の
町
で
生
産

さ
れ
て
い
る
が
、
町
の
名
に
覚
え
の
あ

る
方
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
そ
う
と
は
気
付
か
ず
旅

し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
大
雪
山
連

峰
の
主
峰
で
あ
り
道
内
の
最
高
峰
、
標

高
二
二
九
一
メ
ー
ト
ル
の
旭
岳
を
有
し

て
い
る
の
だ
。
麓
の
旭
岳
温
泉
、
天
人

峡
温
泉
を
含
め
、
町
を
訪
れ
る
観
光
客

は
年
間
一
〇
〇
万
人
を
数
え
る
。

　

さ
ら
に
は
写
真
の
世
界
に
お
い
て
、

実
は
東
川
町
は
国
内
外
で
広
く
知
ら
れ

る
存
在
だ
。
発
端
は
一
九
八
五
年
六
月

一
日
、「
写
真
の
町
」
を
宣
言
し
て
条
例

化
し
た
こ
と
に
遡
る
と
い
う
。
そ
の
経

緯
を
知
る
副
町
長
の
合
田
博
氏
が
、
か

つ
て
を
振
り
返
っ
た
。

　
「
一
村
一
品
運
動
が
盛
ん
な
時
代
で

し
た
が
、
全
町
民
が
関
わ
れ
る
町
づ
く

り
の
た
め
に
は
、
物
で
は
な
く
て
文
化

が
必
要
だ
と
い
う
の
が
、
当
時
町
長
を

務
め
て
い
た
中
川
音
治
氏
の
考
え
。
旭

岳
を
含
む
大
雪
山
国
立
公
園
や
、
日
本

の
滝
百
選
に
も
選
ば
れ
た
『
羽
衣
の
滝
』

が
あ
る
東
川
町
は
、
日
本
一
の
被
写
体

に
な
れ
る
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
『
写
真

の
町
』
を
宣
言
し
た
ん
で
す
」

　

し
か
し
な
が
ら
、
著
名
な
写
真
家
の

出
身
地
で
も
な
く
、
カ
メ
ラ
産
業
と
町

が
関
わ
っ
て
い
た
過
去
も
な
く
、
と
い

う
状
況
で
周
囲
は
戸
惑
っ
た
。

　
「
何
ら
か
の
形
で
町
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

観
光
客
を
増
や
す
の
が
狙
い
だ
っ
た
と

今
は
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
突
然
に
写

真
の
町
と
言
わ
れ
た
あ
の
と
き
は
、
わ

れ
わ
れ
職
員
も
町
民
も
、
簡
単
に
は
理

解
で
き
な
か
っ
た
で
す
ね
（
笑
）。
バ
ブ

ル
期
で
、
ど
こ
の
行
政
も
ハ
ー
ド
に
力

を
入
れ
て
い
た
頃
で
す
し
」

　

写
真
映
り
の
良
い
町
づ
く
り
、
人
づ

く
り
、
物
づ
く
り
を
、
と
の
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
は
、

写
真
界
で
活
躍
す
る
人
に
東
川
賞
を
贈

る
「
東
川
町
国
際
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
だ
。
回
数
を
経
て
、
知
名
度
と
権

威
は
次
第
に
高
ま
る
。
一
方
で
、
芸
術

性
に
優
れ
た
作
品
が
必
ず
し
も
町
民
に

親
し
み
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
。

日
常
と
乖か

い
離り

し
た
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
否

定
的
な
意
見
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
宣
言
か
ら

一
〇
年
目
の
山
田
孝
夫
前
町
長
の
時
代
。

全
国
一
の
高
校
写
真
部
を
選
ぶ
「
写
真

甲
子
園
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
に
よ

る
。
三
人
ひ
と
組
の
チ
ー
ム
制
。
各
地

方
の
初
戦
を
勝
ち
抜
い
た
高
校
生
が
東

川
町
に
集
ま
り
、
町
内
で
の
撮
影
と
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
競
い
合
う
。

　
「
し
く
み
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
上
、

撮
影
に
対
す
る
協
力
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、

写
真
文
化
首
都
創
生
課
の
西
原
義
弘
氏
と
宮
崎
ア
カ

ネ
氏
。
西
原
氏
は
町
の
事
業
の
一
環
と
し
て
、
観
光

の
宝
で
あ
る
大
雪
山
国
立
公
園
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
ま
と
め
た
『
大
雪
山
』(

共
著
：
清
水
敏
一
氏
、

新
評
論
刊)

を
執
筆
し
た
。

「観光は光を見ると書く。景観だけではなく、
人も気持ちも、輝くものすべてが観光になると
いうのが、中川音治元町長の口癖でした」と語
る合田博副町長。

1985 年の条例化以来役場の
建物を飾る「写真の町宣言」。
30 年の実績を重ねた 2014
年、写真に関してはもはや東
京を上回るとの思いをこめた

「写真文化首都」宣言が松岡市
郎町長によって加えられた。

東川町
旭川空港

増毛

新千歳空港

●

札幌市

小樽市 釧路市

富良野市

旭川市

旭川駅

美瑛町
旭岳▲

■旭山動物園

根室本線

函
館
本
線

室
蘭
本
線

石北本線

宗
谷
本
線

留萌本線
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炊
き
出
し
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
町

民
と
参
加
者
と
が
交
流
す
る
場
が
で
き

た
ん
で
す
」

　

参
加
し
た
生
徒
へ
の
応
援
、
そ
し
て

か
つ
て
自
分
の
先
祖
が
暮
ら
し
て
い
た

故ふ
る
さ
と郷

の
高
校
へ
の
応
援
を
通
し
て
、
町

の
人
た
ち
の
思
い
入
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に

深
ま
る
な
か
、「
写
真
の
町
」
に
対
す
る

理
解
も
高
ま
っ
て
き
た
。
同
時
に
「
写

真
映
り
の
良
い
町
づ
く
り
」
も
、
自
然

の
う
ち
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
。
個
々

の
住
宅
か
ら
店
の
看
板
、
公
共
施
設
ま

で
、
環
境
美
化
に
取
り
組
む
意
識
が
、

町
民
、
職
員
の
間
で
根
付
い
て
い
く
。

写
真
を
介
し
て
次
第
に 

育
ま
れ
た
町
や
人
の
心

　

歳
月
を
経
て
、
今
や
東
川
町
は
写
真

部
に
所
属
す
る
高
校
生
の
憧
れ
の
場

所
に
な
っ
た
。
写
真
の
町
課
課
長
の
窪

田
昭
仁
氏
に
よ
れ
ば
、
第
一
回
に
約

一
六
〇
校
だ
っ
た
応
募
校
数
が
、
第

二
二
回
目
の
今
年
は
五
一
四
校
ま
で
増

え
、
七
〇
〇
余
名
が
地
区
ブ
ロ
ッ
ク
大

会
に
訪
れ
た
と
い
う
。

　
「
生
徒
だ
け
で
は
な
く
、
父
兄
や
関

係
者
ま
で
広
く
東
川
町
に
愛
着
を
持
っ

て
い
た
だ
け
る
と
い
う
意
味
で
、
未
来

へ
の
種
蒔
き
が
で
き
て
い
る
の
か
な
と
。

美
し
い
景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
東
川
町
の

人
た
ち
に
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

生
ま
れ
る
の
も
、
観
光
資
源
な
の
だ
と

思
い
ま
す
」

　

毎
年
、
生
徒
た
ち
が
町
内
で
撮
影
す

る
景
色
が
当
た
り
前
と
な
る
な
か
、
町

の
人
々
に
も
い
つ
し
か
変
化
が
生
じ
た
。

　
「
う
ち
の
町
の
皆
さ
ん
は
、
カ
メ
ラ
を

向
け
ら
れ
る
と
『
い
い
よ
』
っ
て
。
撮

ら
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
」

　

窪
田
氏
の
話
を
聞
き
、
な
る
ほ
ど
と

膝
を
打
っ
た
。
東
川
町
を
訪
れ
て
早
々
、

老
若
男
女
、す
れ
違
う
人
々
が
必
ず
、「
こ

ん
に
ち
は
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
の

に
気
づ
き
、驚
き
な
が
ら
も
嬉
し
く
思
っ

て
い
た
の
だ
。
撮
影
を
介
し
て
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
、す
な
わ
ち
「
人

づ
く
り
」
も
構
築
さ
れ
て
い
る
の
を
実

感
し
た
。

　
「
写
真
の
町
」
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、

写
真
家
や
イ
ベ
ン
ト
に
関
わ
っ
た
人
が

移
住
す
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
。

そ
の
ひ
と
り
が
、
写
真
甲
子
園
の
本
戦

で
町
に
滞
在
し
た
吉
里
演ひ

ろ

子こ

氏
だ
。
大

学
時
代
も
毎
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
東
川
町
へ
の
旅
を
重
ね

た
後
、「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
テ
ー

マ
の
卒
業
制
作
で
再
び
町
を
訪
れ
る
。

　
「
東
川
町
っ
て
ど
ん
な
町
で
す
か
？　

そ
う
尋
ね
な
が
ら
、
町
の
皆
さ
ん
を
撮

影
し
て
い
た
ん
で
す
。
一
言
目
に
は
こ

こ
は
田
舎
だ
し
何
も
な
い
町
、
と
い
う

答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
す
が
…
…
」

　

そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
会
話
が
、

吉
里
氏
の
胸
に
深
く
刻
ま
れ
た
。

　
「
天
気
の
い
い
日
の
山
は
す
ご
く
き
れ

い
、お
水
が
お
い
し
い
、お
米
が
う
ま
い
。

ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
自
分
の
言
葉
で
町

の
良
さ
を
表
現
す
る
。
と
て
も
印
象
的

地方戦を勝ち抜いた代表校の生徒た
ちが本戦で東川町を訪れ、景色や人々
を撮影する「写真甲子園」。技術にも
増してチームワークが求められる分、
そこから生まれる葛藤や逡巡が参加
者の心を育み、熱い記憶を残す。

（写真提供：東川町役場）

東川町
旭川空港

増毛

新千歳空港

●

札幌市

小樽市 釧路市

富良野市

旭川市

旭川駅

美瑛町
旭岳▲

■旭山動物園

根室本線

函
館
本
線

室
蘭
本
線

石北本線

宗
谷
本
線

留萌本線

東
川
町
文
化
ギ
ャ
ラ
リ
ー
館
長
お
よ
び
写
真
の
町
課

課
長
を
務
め
る
窪
田
昭
仁
氏
と
、
同
ギ
ャ
ラ
リ
ー
学

芸
員
の
吉
里
演
子
氏
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
「
写
真
の

町
東
川
賞
」
の
作
品
展
示
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ま

で
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
。

東川町散策中に目に留まるのは、素朴でユニークな木製の
看板の数々。写真の町にふさわしい、思わずシャッターを
押したくなる温もりある景観だ。
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で
し
た
ね
」

　
「
東
川
町
の
人
に
は
ま
っ
た
」
と
笑
う

吉
里
氏
は
現
在
、「
東
川
町
文
化
ギ
ャ
ラ

リ
ー
」
の
学
芸
員
を
務
め
て
い
る
。

町
を
思
う
人
を
増
や
す 

独
自
の
株
主
制
度

　
「
写
真
の
町
」
宣
言
か
ら
三
○
年
、
行

政
サ
イ
ド
で
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

松
岡
市
郎
町
長
か
ら
は
、
町
に
婚
姻
届

を
出
し
た
夫
婦
に
は
立
派
な
額
装
の
婚

姻
届
を
贈
呈
す
る
な
ど
の
様
々
な
お
話

を
伺
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
興
味
深

か
っ
た
の
は
、
一
口
一
〇
〇
〇
円
か
ら

町
に
投
資
が
で
き
る
株
主
制
度
だ
。

　

一
般
的
に
は
自
治
体
存
立
に
は
一
万

人
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
○
三
年

町
長
に
就
任
し
た
当
時
の
町
の
人
口
は

七
五
○
○
人
程
度
だ
っ
た
。

　
「
一
万
人
に
満
た
な
け
れ
ば
強
制
合

併
も
あ
り
得
る
な
か
、
定
住
人
口
八
○

○
○
人
、
応
援
人
口
二
○
○
○
人
、
合

わ
せ
て
一
万
人
を
目
標
と
し
た
ん
で
す
。

そ
の
応
援
人
口
に
該
当
す
る
の
が
、
株

主
の
皆
さ
ん
。
投
資
で
得
た
財
源
は
、

町
民
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
国
民
に
恩

恵
が
あ
る
活
動
に
充
て
て
い
ま
す
」

　

写
真
の
町
の
整
備
か
ら
自
然
保
護
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
育
成
ま
で
、
株
主

は
複
数
あ
る
事
業
の
な
か
か
ら
、
投
資

先
を
選
ぶ
。
結
果
、
米
や
野
菜
な
ど
町

の
特
産
品
が
届
く
シ
ス
テ
ム
は
最
近
話

題
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
近
い
が
、
そ
れ

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

株
主
は
「
東
川
町
特
別
町
民
」
と
し

て
、
町
内
の
施
設
利
用
が
優
待
さ
れ
る
。

投
資
金
額
に
よ
っ
て
は
、
無
料
の
宿
泊

も
可
能
だ
。
す
な
わ
ち
、
町
を
訪
れ
た

く
な
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

現
在
、
株
主
は
約
四
一
○
○
人
、
総

投
資
額
は
一
億
円
を
超
え
た
そ
う
だ
。

株
主
の
た
め
の
宿
泊
施
設
を
見
学
し
た

と
こ
ろ
、
設
備
が
あ
ま
り
に
良
過
ぎ
る

た
め
、
株
主
へ
の
還
元
が
行
き
過
ぎ
て

は
い
な
い
か
と
の
問
い
を
松
岡
氏
に
投

げ
か
け
た
。

　
「
町
に
来
て
、
泊
ま
っ
て
、
そ
の
良
さ

を
体
験
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
口
コ
ミ

で
伝
わ
る
の
が
、
宣
伝
効
果
と
し
て
大

き
い
と
思
う
ん
で
す
。
Ｐ
Ｒ
経
費
だ
と

考
え
れ
ば
、
さ
ほ
ど
負
担
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
結
果
が
即
、
出
な
く
と
も
、
徐
々

に
必
ず
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い

ま
し
た
」　

　

写
真
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
に
際
し
て
も
、

参
加
者
の
交
通
費
、
宿
泊
費
は
町
が
負

担
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
っ

て
、
交
流
人
口
に
加
え
住
民
の
数
も
少

し
ず
つ
増
え
続
け
、
二
〇
一
五
年
に
は

目
標
の
八
○
○
○
人
を
超
え
た
そ
う
だ
。

　
「
東
川
の
文
化
に
な
じ
ん
だ
人
が
、
ま

た
人
を
呼
ぶ
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
小
さ
い
町
で
す
か
ら
、
お
互

い
に
顔
が
見
え
る
。
何
か
あ
っ
た
と
き

に
は
す
ぐ
行
き
ま
す
、
対
応
し
ま
す
と

い
う
姿
勢
で
役
場
も
動
い
て
い
ま
す
」

　

実
際
、
移
住
し
た
方
に
話
を
伺
う
と
、

役
場
の
職
員
の
熱
意
、
移
住
や
そ
の
後

の
暮
ら
し
へ
の
支
援
、
そ
し
て
人
が
人

を
呼
ぶ
連
鎖
が
確
か
に
見
え
て
き
た
の

が
面
白
い
。

水
が
お
い
し
い
か
ら 

人
が
や
さ
し
い
か
ら

　

た
と
え
ば
、
今
年
四
月
に
東
京
か
ら

移
住
し
た
弁
護
士
の
森
山
大
樹
氏
と
妻

の
絵
美
氏
。
縁
が
あ
っ
て
東
川
町
を
訪

れ
た
際
、
豊
か
な
自
然
と
食
事
や
水
の

う
ま
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。

「交流人口が増加すれば、消費が生まれる。
地場の消費の純増につながる」と話す松岡
市郎町長。前例がない、予算がない、ほか
の町ではやっていない、という理由だけで
は新たな提案を却下しない、松岡氏の前向
きな姿勢は役場全体の根幹になっている。

上／東川町の役場で出生届や婚姻届を提出すると、
フレームにおさめた書類の写しが記念品として贈
られる。よそにはないサービスゆえ、遠路はるば
るこの町を訪れ、入籍するカップルもいるとか。

（写真提供：東川町役場）
下／株主として町に投資した人は、一棟貸しの「小
西音楽堂」ほか多様な宿泊施設を優待で利用できる。
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そ
う
、
東
川
町
に
は
ひ
と
つ
、
ほ
か

に
は
な
い
宝
物
が
あ
る
。
上
水
道
の
普

及
率
は
ゼ
ロ
。
と
い
う
の
も
、
環
境
省

選
定
の
「
平
成
水
の
百
選
」
に
も
選
ば

れ
た
大
雪
山
系
の
地
下
水
を
全
戸
が
利

用
し
て
い
る
た
め
だ
。
水
源
で
は
毎
分

約
四
六
○
○
リ
ッ
ト
ル
の
水
が
湧
き
出

て
い
る
。

　
「
空
気
も
き
れ
い
。
景
色
は
広
大
。
し

か
も
、
こ
ん
な
に
お
い
し
い
水
が
あ
ふ

れ
る
ほ
ど
に
あ
る
な
ん
て
。
直
感
的
に

こ
こ
に
住
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

初
め
て
の
東
川
訪
問
を
思
い
出
し
、

絵
美
氏
は
笑
顔
を
見
せ
た
。
移
住
を
決

意
し
て
か
ら
は
、
役
所
の
柔
軟
な
対
応

に
驚
い
た
と
大
樹
氏
は
話
す
。

　
「
通
常
な
ら
役
所
に
な
に
か
相
談
し
て

も
、
前
例
が
な
い
、
予
算
が
な
い
と
門

前
払
い
を
う
け
る
こ
と
も
多
い
。
と
こ

ろ
が
東
川
町
は
、
何
と
か
で
き
る
よ
う

に
考
え
ま
す
と
ま
ず
は
受
け
止
め
て
く

れ
た
。
検
討
し
た
上
で
、
判
断
し
て
く

れ
た
ん
で
す
」

　

不
妊
治
療
の
費
用
が
全
額
免
除
に
な

る
支
援
に
も
、
夫
妻
は
注
目
し
た
。

　
「
結
果
的
に
は
お
世
話
に
な
ら
ず
に
す

み
ま
し
た
が
、
心
強
い
制
度
だ
な
と
思

い
ま
し
た
」と
い
う
絵
美
氏
は
、移
住
後
、

役
場
と
の
話
し
合
い
が
実
り
、「
地
域
お

こ
し
協
力
隊
」
と
し
て
町
が
取
り
組
む

ヘ
ン
プ
（
産
業
用
大
麻
）注
の
栽
培
研
究

に
携
わ
っ
て
い
る
。

　

大
樹
氏
は
東
川
町
に
事
務
所
を
構
え

た
最
初
の
弁
護
士
と
な
り
、
こ
の
夏
か

ら
は
町
の
依
頼
で
、
月
一
度
の
無
料
法

律
相
談
を
開
催
。
旭
川
空
港
が
近
い
た

め
、
東
京
の
仕
事
も
そ
の
ま
ま
継
続
で

き
て
い
る
そ
う
だ
。

　

人
気
の
蒸
し
パ
ン
専
門
店
「
し
の
ぱ

ん
」
を
営
む
宇
田
川
兼
司
、
里
香
夫
妻

も
ま
た
、
東
京
郊
外
か
ら
の
移
住
者
だ
。

北
海
道
に
移
っ
た
も
の
の
、
な
か
な
か

定
住
の
場
所
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
○

九
年
、
役
場
の
対
応
に
背
中
を
押
さ
れ

た
と
い
う
。

　
「
随
分
と
親
切
に
し
て
も
ら
っ
た
の
は

ポ
イ
ン
ト
が
高
か
っ
た
で
す
ね
。
小
さ

い
子
供
も
い
た
の
で
す
が
、
幼
稚
園
や

保
育
園
も
、
す
ぐ
入
れ
る
か
ら
大
丈
夫

で
す
よ
と
言
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
里
香
氏
は
、
旭
川
空
港
か

ら
車
で
一
○
分
と
い
う
利
便
性
も
、
最

終
的
な
決
断
に
影
響
し
た
と
い
う
。

　
「
空
港
が
近
い
の
は
、
私
た
ち
の
よ
う

な
移
住
者
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
。
東

京
の
実
家
で
な
に
か
あ
っ
て
も
、
す
ぐ

に
駆
け
つ
け
ら
れ
ま
す
か
ら
」

　

地
元
社
会
に
す
ぐ
な
じ
め
る
の
だ
ろ

う
か
と
の
懸
念
に
は
、
兼
司
氏
が
笑
っ

て
み
せ
た
。

　
「
う
ち
の
子
が
通
う
小
学
校
は
全
体
で

四
〇
人
ほ
ど
の
小
規
模
校
で
、
運
動
会

も
学
芸
会
も
、
す
べ
て
親
が
参
加
し
て

つ
く
り
上
げ
る
。
親
も
子
供
も
、
い
つ

の
ま
に
か
巻
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
面
倒

く
さ
い
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
た
ち
は
楽
し
ん
で
い
ま
す
」

　

夫
妻
が
営
む
「
し
の
ぱ
ん
」
を
は
じ

め
、
最
近
、
道
内
の
雑
誌
で
東
川
町
の

宇
田
川
兼
司
、
里
香
夫
妻
に
よ
る
「
し
の
ぱ
ん
」
は
、
北

海
道
産
の
小
麦
と
天
然
酵
母
を
使
っ
た
蒸
し
パ
ン
専
門
店
。

素
朴
な
お
い
し
さ
が
評
判
と
な
り
、
田
園
風
景
の
な
か
に

佇
む
店
に
は
、
近
隣
の
旭
川
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
道

内
か
ら
ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
の
客
が
訪
れ
る
。

東川町地域の底力

弁護士の森山大樹氏と、町の地域おこ
し協力隊の一員として働く絵美氏。「地
元の皆さんも、なにか困ったら聞いて、
と言ってくれる。東川町は行政だけで
はなく、地域ぐるみの共同体意識が強
いですね」と大樹氏は話す。

右
／
東
川
町
の
そ
こ
か
し
こ
で
目
に
入
る
、
旭
岳
の

美
し
い
姿
。
町
の
人
に
と
っ
て
は
日
常
の
景
色
な
が

ら
、
移
住
を
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
新
た
な
生
活
へ

と
背
中
を
強
く
押
す
魅
力
の
ひ
と
つ
に
な
る
。

下
／
東
川
町
の
人
々
の
生
活
水
で
あ
る
「
大
雪
旭
岳
源

水
」
は
カ
ル
シ
ウ
ム
を
は
じ
め
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
豊
富
に

含
む
、弱
ア
ル
カ
リ
性
の
中
硬
水
。
自
由
に
く
め
る
た
め
、

年
間
約
五
万
人
が
町
外
か
ら
も
訪
れ
る
。

注　 陶酔性の薬理成分が殆どない大麻。日本では昔から衣服や漁網など
に用いられてきたが、戦後は大麻取締法によって栽培が厳しく制限。
海外では産業用のほか、医療用などにヘンプの合法化が進んでいる。



各棟に薪ストーブが設けられた、ペン
ション「ニセウコロコロ」を営む正垣
智弘、芳苗夫妻。この町で生まれた玲
三郎くんほか、お子さんは 4 人。建物
のまわりにはどんぐりの苗が植えられ、

「10 年後には森になる計画」と芳苗氏。
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店
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と

の
話
に
も
興
味
が
促
さ
れ
た
。
町
を
散

策
中
、
数
多
く
の
カ
フ
ェ
や
雑
貨
屋
が
、

こ
の
町
に
は
点
在
し
て
い
る
の
に
心
ひ

か
れ
て
い
た
た
め
だ
。
料
理
の
お
い
し

さ
に
し
て
も
、
小
物
の
そ
ろ
え
に
し
て

も
、
顔
や
財
布
の
ひ
も
が
簡
単
に
緩
む

ほ
ど
、
い
ず
れ
も
レ
ベ
ル
が
高
い
。

同
じ
思
い
を
抱
く
人
が 

い
つ
し
か
集
ま
る
よ
う
に

　

そ
ん
な
町
の
環
境
を
活
か
し
、
ペ
ン

シ
ョ
ン「
ニ
セ
ウ
コ
ロ
コ
ロ
」（「
ニ
セ
ウ
」

と
は
ア
イ
ヌ
語
で「
ど
ん
ぐ
り
」の
意
味
）

を
営
む
の
は
正
垣
智
弘
氏
、
芳か

な
え苗
氏
だ
。

芳
苗
氏
に
は
も
と
も
と
北
海
道
へ
の
憧

れ
が
あ
っ
た
が
、
最
初
か
ら
東
川
町
を

目
指
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
札
幌
周
辺

を
は
じ
め
時
間
を
か
け
て
探
し
歩
い
た

と
か
。
や
が
て
人
づ
て
に
東
川
を
勧
め

ら
れ
、
旅
行
好
き
だ
っ
た
経
験
を
活
か

し
、
宿
泊
施
設
を
思
い
立
っ
た
。

　

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
ペ
ン
シ
ョ
ン
は
、

家
具
に
い
た
る
ま
で
東
川
周
辺
で
人
気

の
設
計
事
務
所
が
担
っ
た
。
朝
食
で
用

意
さ
れ
る
パ
ン
や
野
菜
、
卵
な
ど
食
材

の
多
く
は
東
川
産
。
さ
な
が
ら
、
町
の

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
だ
。

　
「
皆
さ
ん
の
意
識
が
高
く
、
自
然
に

い
い
も
の
が
そ
ろ
う
ん
で
す
。
お
客
様

の
な
か
に
は
、
こ
こ
に
滞
在
し
て
、
実

際
に
移
っ
て
き
た
方
も
何
組
か
い
ま
す
。

私
た
ち
が
特
に
、
移
住
を
促
進
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
」

　

芳
苗
氏
の
言
葉
を
継
ぐ
よ
う
に
、
智

弘
氏
が
話
す
。

　
「
こ
こ
で
は
、
皆
さ
ん
が
町
を
よ
く

し
よ
う
と
い
う
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

東
京
に
い
た
と
き
に
は
な
い
感
覚
で
す
。

子
供
を
連
れ
て
き
た
と
、
周
辺
の
方
々

に
歓
迎
さ
れ
た
の
も
嬉
し
か
っ
た
で
す

ね
。
都
会
で
は
子
供
の
声
が
騒
音
に
な

り
得
ま
す
か
ら
」

　

最
後
は
、
町
か
ら
の
支
援
を
受
け
て

数
年
前
に
独
立
し
た
、
木
工
ク
ラ
フ
ト

作
家
の
千
葉
章
弘
氏
の
ケ
ー
ス
を
ご
紹

介
し
よ
う
。
神
奈
川
で
の
仕
事
を
辞
め
、

一
七
年
前
に
旭
川
の
技
術
専
門
学
院
の

造
形
デ
ザ
イ
ン
科
に
通
い
始
め
た
こ
と

で
、
東
川
町
で
の
暮
ら
し
が
始
ま
っ
た
。

　
「
こ
の
町
に
は
、
独
立
開
業
資
金
と
い

う
『
起
業
化
支
援
制
度
』
が
あ
る
ん
で

す
。
設
備
投
資
の
三
分
の
一
ま
で
、
上

限
一
〇
〇
万
円
が
起
業
の
際
に
支
援
さ

れ
る
。
す
ご
く
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
」

　

町
と
の
関
係
を
よ
り
深
め
た
の
は
、

千
葉
氏
が
考
案
し
た
「
乳
歯
＆
へ
そ
の

緒
入
れ
」。
抜
け
た
歯
を
天
井
裏
や
縁
の

下
に
投
げ
込
む
の
が
難
し
い
、
現
代
の

住
宅
事
情
を
ふ
ま
え
て
生
ま
れ
た
小
箱

だ
。

　

そ
も
そ
も
東
川
町
で
は
、
子
供
の
誕

生
の
際
に
手
作
り
の
椅
子
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
さ
れ
る
「
君
の
椅
子
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

「
ニ
セ
ウ
コ
ロ
コ
ロ
」
を
手
が
け
た
北
の
住
ま
い
設

計
社
は
、
家
具
の
設
計
、
販
売
に
加
え
、
小
学
校
跡

の
広
い
敷
地
を
利
用
し
た
カ
フ
ェ
、
雑
貨
店
な
ど
も

人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

木
工
ク
ラ
フ
ト
作
家
の
千
葉
章
弘
氏
は
、
飛

行
機
の
操
縦
室
と
管
制
室
と
の
や
り
と
り

を
丁
寧
に
描
い
た
『
空
の
み
ち
（
月
刊
た
く

さ
ん
の
ふ
し
ぎ
二
〇
一
二
年
十
月
号
）』（
福

音
館
書
店
）
で
、
児
童
書
作
家
と
し
て
も
デ

ビ
ュ
ー
。
／
千
葉
氏
の
作
品
の
一
部
か
ら
。

手
前
が
「
乳
歯
＆
へ
そ
の
緒
入
れ
」。
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中学校卒業時に名前を刻んで
生徒に贈与される椅子（左）
と、東川小学校内に置かれて
いる生後 100 日を記念して贈
られる「君の椅子」（下手前）。
ともに地元の工房で製作。子
供たちを見守りたいという町
の思いがこめられている。

東川町地域の底力

が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
学

三
年
間
使
用
し
た
木
の
椅
子
も
卒
業
と

同
時
に
使
っ
て
き
た
子
供
に
プ
レ
ゼ
ン

ト
さ
れ
る
。
子
供
の
成
長
を
見
守
る
そ

の
コ
ン
セ
プ
ト
と
、
千
葉
氏
の
作
品
は

つ
な
が
る
。
町
長
の
そ
ん
な
判
断
に
よ

り
、
椅
子
と
と
も
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の

名
前
を
刻
ん
で
「
乳
歯
＆
へ
そ
の
緒
入

れ
」
が
贈
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
自
分
の
住
む
町
で
生
ま
れ
た
子
、
す

べ
て
の
名
前
に
目
を
通
せ
る
の
は
、
な

か
な
か
で
き
な
い
体
験
。う
れ
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。
男
の
子
だ
っ
た
ら
ち
ょ
っ

と
力
強
い
木
目
に
し
た
り
、女
の
子
だ
っ

た
ら
や
さ
し
い
感
じ
の
木
目
を
選
ん
だ

り
。
町
の
規
模
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い

か
ら
、
思
い
を
こ
め
つ
つ
作
業
で
き
る

ん
で
す
」

子
供
た
ち
の
教
育
担
う 

人
生
の
ハ
ブ
を
目
指
し
て

　

今
回
、
お
会
い
し
た
方
々
は
、
三
〇

〜
四
〇
代
。
自
然
に
恵
ま
れ
た
東
川
町

で
の
暮
ら
し
を
楽
し
む
だ
け
で
は
な
く
、

交
流
人
口
や
移
住
者
を
呼
び
込
む
橋
渡

し
役
に
な
っ
た
り
、
町
民
の
暮
ら
し
に

貢
献
し
た
り
と
、
図
ら
ず
も
相
互
作
用

が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
が
、

町
長
の
松
岡
氏
は
さ
ら
な
る
未
来
を
考

え
て
い
た
。

　
「
地
方
創
生
論
と
し
て
高
齢
者
は
田

舎
に
住
ん
だ
ら
い
い
と
い
う
考
え
が
あ

り
ま
す
が
、
僕
は
逆
だ
と
思
う
ん
で
す
。

若
い
人
た
ち
の
子
育
て
や
教
育
は
農
村

で
や
り
、
高
齢
者
は
病
院
が
近
く
買
い

物
に
便
利
な
都
市
に
住
む
。
農
村
で
教

育
を
受
け
て
、
都
市
に
向
か
う
。
そ
ん

な
循
環
の
な
か
で
、
人
生
の
ハ
ブ
的
な

機
能
を
東
川
町
に
持
た
せ
る
こ
と
が
、

活
性
化
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
」　

　

移
住
や
交
流
の
活
性
化
に
関
し
て
は
、

海
外
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
今

年
秋
に
は
、
国
内
初
の
町
立
日
本
語
学

校
が
開
校
と
な
る
。
八
○
○
○
人
規
模

の
町
で
、
と
疑
問
を
抱
か
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
実
は
中
国
、
台
湾
、
ベ
ト

ナ
ム
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど
、
多
彩

な
国
々
か
ら
の
留
学
生
を
長
年
に
わ

た
っ
て
受
け
入
れ
て
き
た
実
績
が
あ
る
。

　
「
日
本
語
を
学
ぶ
な
か
で
、
未
来
を
一

緒
に
考
え
て
い
こ
う
と
。
東
川
で
過
ご

し
た
生
徒
が
将
来
、
日
本
と
自
分
の
国

を
結
び
つ
け
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

東
川
の
特
産
品
を
輸
入
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

が
生
ま
れ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
得
ま
す
」

　

加
え
て
、
将
来
的
に
は
介
護
福
祉
士

や
家
具
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
育
成
の
た
め
の

講
座
を
設
け
た
い
と
話
す
松
岡
氏
の
ビ

ジ
ョ
ン
は
広
が
る
。

　
「
東
川
町
で
学
ん
で
、
都
会
や
海
外

に
ま
た
戻
る
。
そ
の
し
く
み
が
定
着
す

れ
ば
、
必
ず
数
年
は
何
百
人
か
の
若
い

人
た
ち
が
こ
こ
に
滞
在
す
る
。
な
か
に

は
定
住
す
る
人
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
循
環
が
起
き
て
く
れ
れ
ば
、

あ
り
が
た
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

実
現
に
向
け
て
は
、
様
々
な
ハ
ー
ド

ル
が
横
た
わ
る
だ
ろ
う
が
、
松
岡
氏
は

大
ら
か
な
笑
顔
を
見
せ
た
。

　
「
町
の
紹
介
の
際
、
い
つ
も
す
る
自
慢

話
が
あ
る
ん
で
す
。
東
川
に
は
上
水
道

が
な
い
、
鉄
道
が
な
い
、
国
道
が
な
い
。

で
も
、
本
州
に
は
絶
対
に
な
い
、
大
き

な
夢
の
あ
る
道
が
あ
る
。『
北
海
道
』で
す
」

　

そ
の
言
葉
に
北
海
道
の
、
そ
し
て

一
八
九
四
年
に
原
野
を
開
拓
し
て
始

ま
っ
た
町
の
歴
史
を
思
い
出
す
。
そ
の

後
、
道
な
き
道
に
「
写
真
の
町
」
の
看

板
を
掲
げ
て
文
化
を
育
み
、
人
の
心
が

耕
さ
れ
て
き
た
。
今
、
町
長
や
役
場
の
職

員
、
そ
し
て
移
住
者
を
含
む
住
民
た
ち
が

蒔
い
て
い
る
新
た
な
種
が
、
未
来
に
も
た

ら
す
実
り
が
楽
し
み
で
な
ら
な
い
。

二
〇
一
四
年
に
完
成
し
た
東
川
小
学
校
は
、
北
海
道
出
身

で
世
界
的
に
活
躍
す
る
彫
刻
家
・
安や
す

田だ

侃か
ん

氏
の
ア
ー
ト
が

学
内
外
に
飾
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
自
然
光
が
た
っ
ぷ
り
入

る
開
放
的
か
つ
先
進
的
な
構
造
。
子
供
を
こ
の
学
校
に
通

わ
せ
た
い
と
、移
住
を
考
え
る
人
も
増
え
て
い
る
と
い
う
。
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1961 年大阪府生まれ。1985 年京都大学経済学部卒業後、（株）
住友銀行入行。1999 年モルガン・スタンレー・ジャパン・リ
ミテッド入社。モルガン・スタンレー証券（株）エグゼクティ
ブ・ディレクター日本経済担当チーフエコノミスト、マネー
ジング・ディレクター日本経済担当チーフエコノミスト、経
済調査部チーフエコノミスト 兼 債券戦略部長などを歴任し、
2012 年モルガン・スタンレー MUFG 証券（株）マネージング・
ディレクター経済調査部チーフエコノミスト 兼 債券調査本部
長。2012 年 7 月より日本銀行政策委員会審議委員。

若くして難関の「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」で日本人
として初優勝し、多くの音楽ファンから愛されている辻井伸行氏。ツアーを
はじめ、ハードなスケジュールをこなしながら、音楽に対する真摯な姿勢を
常に貫いている彼に、ピアニストとして日頃から考えていること、そして、
今後の計画や展望など、演奏に懸ける思いを伺った。

Takehiro Sato

日本銀行政策委員会 審議委員

辻井伸行
1988 年東京生まれ　幼少期からピアノの才能を発揮し、10 歳
でオーケストラと共演してデビューを飾る。2007 年に CD デ
ビュー。2009 年 6 月に、アメリカのテキサス州フォートワー
スで開催された「第 13 回ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コ
ンクール」で日本人として初めて優勝。以後、日本を代表するピ
アニストの一人として国際的に活躍している。アシュケナージ、
ゲルギエフなど、一流の指揮者たちとも数多く共演。幼少の頃
から作曲を始め、近年は映画やドラマのテーマ曲も手がけてい
る。2011 年には、自作を収録したディスクをリリースしている。

Nobuyuki Tsujii

ピアニスト

佐藤健裕

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
魅
力
を

多
く
の
人
に
伝
え
た
い

佐
藤　

七
月
に
か
け
て
シ
ョ
パ
ン
と

リ
ス
ト
に
よ
る
リ
サ
イ
タ
ル
・
ツ

ア
ー
を
日
本
各
地
で
行
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
が
終
わ
っ

た
ば
か
り
と
伺
い
ま
し
た
が
、
そ
の

リ
サ
イ
タ
ル
で
は
、
リ
ス
ト
（
注
１
）

の
ソ
ナ
タ
（
注
２
）
も
演
奏
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
曲
が
大

好
き
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
演
奏
を
聴
い

て
き
ま
し
た
が
、
辻
井
さ
ん
が
弾
く

リ
ス
ト
の
ソ
ナ
タ
を
聴
い
た
記
憶
が

あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
か
す
る
と
初
挑

戦
で
す
か
。

辻
井　

初
挑
戦
の
曲
で
す
。

佐
藤　

や
は
り
そ
う
で
し
た
か
。
私

の
独
断
と
偏
見
で
は
、
辻
井
さ
ん

の
演
奏
の
特
徴
は
音
色
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
音
の
透
明
度
の
高
さ
、
そ

し
て
、
音
の
美
し
さ
は
他
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
と
比
較
し
て
ず
ば
抜
け
て
い
ま

す
。
曲
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
と
て

も
温
か
い
と
言
い
ま
す
か
、
全
て
の

人
を
包
み
込
ん
で
幸
せ
に
し
て
く
れ

る
よ
う
な
独
特
な
世
界
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
リ
ス
ト
の
ソ
ナ
タ
の
演
奏

で
、
そ
の
方
向
性
の
世
界
を
出
し
て

い
く
の
は
難
し
い
か
と
思
い
ま
し
た

が
。

美
し
い
音
色
で
聴
き
手
を

包
み
込
む
独
特
な
世
界
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佐
藤　

聴
衆
の
反
応
に
関
し
て
は
、

ウ
ィ
ー
ン
に
限
ら
ず
、
海
外
の
聴
衆

の
方
々
と
国
内
の
聴
衆
の
方
々
で
、

何
か
違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

辻
井　

や
は
り
反
応
は
違
い
ま
す
。

日
本
の
聴
衆
の
方
た
ち
は
温
か
く
、

ア
メ
リ
カ
の
聴
衆
の
方
た
ち
は
熱
狂

的
で
、
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
、
ブ
ラ
ボ
ー
と
い
っ

た
歓
声
が
飛
び
交
っ
た
り
し
ま
す
。

辻
井　

僕
が
弾
く
と
き
に
い
つ
も
心

が
け
て
い
る
こ
と
は
、
作
曲
家
が
ど

う
い
う
音
を
求
め
て
、
ど
う
い
う
気

持
ち
に
な
っ
て
書
い
た
の
か
を
、
楽

譜
か
ら
読
み
取
っ
て
表
現
す
る
こ
と

で
す
。
リ
ス
ト
と
い
う
作
曲
家
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
シ
ョ
パ
ン
と
同

じ
時
代
の
人
な
が
ら
対
照
的
な
存
在

で
す
。
詩
情
溢
れ
る
ピ
ア
ノ
曲
が
作

品
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
シ
ョ
パ
ン

に
対
し
て
、
リ
ス
ト
は
ピ
ア
ノ
曲
だ

け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
曲

を
書
い
て
い
ま
す
。
聴
衆
を
唖
然
と

さ
せ
る
よ
う
な
超
絶
技
巧
系
の
ピ
ア

ノ
作
品
は
、
ノ
リ
と
勢
い
で
弾
き
き

る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
ソ
ナ
タ
は
、

高
い
演
奏
技
術
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
た
大
作
で

あ
り
、
体
力
と
集
中
力
が
不
可
欠
で

す
。

佐
藤　

リ
ス
ト
の
ソ
ナ
タ
は
最
初
か

ら
最
後
ま
で
緊
張
感
と
高
揚
感
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

辻
井　

ソ
ナ
タ
は
、
以
前
か
ら
弾
き

た
い
と
望
ん
で
い
た
作
品
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
曲
は
今
ま
で
弾
い
て

き
た
リ
ス
ト
の
作
品
の
中
で
も
難
し

く
、
リ
サ
イ
タ
ル
で
披
露
す
る
水
準

ま
で
仕
上
げ
る
の
に
苦
労
し
ま
し

た
。

佐
藤　

辻
井
さ
ん
の
音
色
の
美
し
さ

は
、
音
に
対
す
る
非
常
に
鋭
い
感
覚

か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
僭
越
な
言
い
方
で
恐
縮
で

す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
尋
常
で
は
な

い
耳
だ
と
感
じ
ま
す
。
ピ
ア
ノ
の
音

は
、
弾
い
て
い
て
も
自
分
の
音
が
聴

こ
え
て
い
な
い
人
が
結
構
多
い
と
聞

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
辻
井
さ
ん
の

場
合
は
、
ご
自
分
が
出
し
て
い
る
音

を
よ
く
聴
か
れ
て
い
る
な
と
強
く
感

じ
ま
す
。

辻
井　

響
き
を
聴
き
な
が
ら
演
奏
す

る
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す

し
、
自
分
の
出
し
た
い
音
を
出
し
て
、

そ
し
て
楽
し
ん
で
演
奏
す
る
こ
と
が

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
美
し
い

弱
音
を
出
す
の
は
本
当
に
難
し
い
の

で
す
が
、
そ
う
い
う
音
が
出
せ
る
と
、

自
分
の
演
奏
に
も
幅
広
い
表
現
力
が

つ
く
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　

今
年
は
、
五
月
か
ら
三
二
日

間
に
及
ぶ
欧
米
ツ
ア
ー
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
大
盛
況
だ
っ
た
と
伺
っ
て
い

ま
す
。
特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

辻
井　

ウ
ィ
ー
ン
で
の
デ
ビ
ュ
ー
を

ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
ニ
ュ
ー
イ

ヤ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
会
場
と
し
て

有
名
な
ム
ジ
ー
ク
フ
ェ
ラ
イ
ン
ザ
ー

ル
で
、
さ
ら
に
中
学
生
時
代
か
ら
お

付
き
合
い
い
た
だ
い
て
い
る
指
揮
者

の
佐さ

ど渡
裕ゆ

た
か（

注
３
）
氏
が
指
揮
す
る

ト
ー
ン
キ
ュ
ン
ス
ト
ラ
ー
管
弦
楽
団

と
共
演
で
き
た
こ
と
で
す
。
ま
さ
か
、

ウ
ィ
ー
ン
・
デ
ビ
ュ
ー
を
あ
の
素
晴

ら
し
い
ホ
ー
ル
で
で
き
る
と
は
思
っ

て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。

佐
藤　

ト
ー
ン
キ
ュ
ン
ス
ト
ラ
ー
管

弦
楽
団
の
演
奏
を
、
私
も
ウ
ィ
ー
ン

の
ム
ジ
ー
ク
フ
ェ
ラ
イ
ン
ザ
ー
ル
で

昔
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
生

時
代
の
貧
乏
旅
行
で
お
金
が
な
く
、

ホ
ー
ル
後
方
の
安
価
な
立
ち
見
席
で

聴
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ホ
ー
ル
の

響
き
が
恐
ろ
し
く
柔
ら
か
く
て
、
包

み
込
む
よ
う
な
響
き
で
す
よ
ね
。

辻
井　

素
晴
ら
し
い
ホ
ー
ル
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
僕
は
、
音
楽
の
本
場

と
言
わ
れ
る
ウ
ィ
ー
ン
の
方
た
ち

が
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
演
奏
を
聴
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
演
奏
し

て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、終
わ
っ

た
ら
熱
い
拍
手
が
わ
き
起
こ
っ
た
の

で
、
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。

印
象
に
残
っ
た

ウ
ィ
ー
ン
・
デ
ビ
ュ
ー

注 
１
／
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト

（
一
八
一
一
～
一
八
八
六
）
ハ
ン

ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
、

作
曲
家
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て

は
、
超
絶
技
巧
の
持
ち
主
と
し

て
、
そ
の
貴
公
子
然
と
し
た
容

貌
と
合
わ
せ
て
、
欧
州
中
を
熱

狂
さ
せ
た
。
作
曲
家
と
し
て
は
、

当
初
は
装
飾
的
で
技
巧
の
目
立

つ
作
品
が
多
か
っ
た
が
、
徐
々

に
内
省
的
な
作
風
に
転
換
。
最

晩
年
に
は
、
二
〇
世
紀
の
現
代

音
楽
を
予
感
さ
せ
る
地
点
に
ま

で
達
し
た
。

注 

２
／
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ　

ロ
短

調　

一
八
五
二
～
五
三
年
作
曲
。

単
一
楽
章
の
中
に
多
楽
章
か
ら

な
る
ソ
ナ
タ
形
式
を
盛
り
込
ん

だ
、
演
奏
時
間
約
三
〇
分
の
リ

ス
ト
の
代
表
的
ピ
ア
ノ
作
品
。

演
奏
技
術
的
に
難
し
い
だ
け
で

な
く
、
多
彩
な
感
情
と
超
自
然

的
な
力
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

表
現
（
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
）
が

求
め
ら
れ
る
難
曲
。

注 

３
／
佐
渡
裕　
（
一
九
六
一
生
）

日
本
の
指
揮
者
。
兵
庫
県
立
芸

術
文
化
セ
ン
タ
ー
芸
術
監
督
、

シ
エ
ナ
・
ウ
イ
ン
ド
・
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
首
席
指
揮
者
を
務
め

る
。
二
〇
一
五
年
九
月
か
ら
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
代
表
す
る
、

一
〇
七
年
の
歴
史
を
も
つ
ト
ー

ン
キ
ュ
ン
ス
ト
ラ
ー
管
弦
楽
団

音
楽
監
督
に
就
任
。

国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

違
い
が
あ
る
聴
衆
の
反
応
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聴
衆
の
反
応
で
思
い

出
す
の
は
、
二
〇
〇
九
年
、
ヴ
ァ
ン
・

ク
ラ
イ
バ
ー
ン
国
際
ピ
ア
ノ
・
コ
ン

ク
ー
ル
（
注
４
）
の
優
勝
後
に
ド
イ
ツ

で
初
め
て
演
奏
会
を
し
た
と
き
の
こ

と
で
す
。
二
〇
〇
席
く
ら
い
の
小
さ

な
ホ
ー
ル
で
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
お

客
様
は
、
当
初
、
無
名
に
近
い
ピ
ア

ニ
ス
ト
が
、
ど
ん
な
演
奏
を
す
る
の

か
厳
し
く
品
定
め
を
す
る
よ
う
に
見

つ
め
て
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。
舞

台
に
出
た
瞬
間
、
そ
の
空
気
が
伝

わ
っ
て
き
て
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感

じ
ま
し
た
。
演
奏
を
し
て
い
く
う
ち

に
、
徐
々
に
皆
さ
ん
が
集
中
し
て
聴

い
て
く
だ
さ
り
、
終
わ
っ
て
か
ら
は

心
か
ら
拍
手
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

佐
藤　

辻
井
さ
ん
は
ラ
イ
ブ
の
人
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
お
客
さ

ん
の
反
応
が
い
い
と
ど
ん
ど
ん
ノ
リ

に
の
っ
て
く
る
感
じ
が
し
ま
す
。
あ

く
ま
で
も
私
の
印
象
で
す
け
れ
ど
も

…
…
。

辻
井　

演
奏
会
は
、
い
つ
も
一
回

き
り
の
も
の
で
す
の
で
、
お
客
様

に
少
し
で
も
い
い
も
の
を
聴
い
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
に
受
け
た
コ
ン
ク
ー
ル

に
名
前
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
名
ピ
ア

ニ
ス
ト
の
ヴ
ァ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
ー
ン

（
注
５
）
さ
ん
に
亡
く
な
る
少
し
前
に

お
会
い
し
た
と
き
、彼
が
「
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
生
で
皆
さ
ん
に
聴
い
て
い

た
だ
い
て
、
少
し
で
も
コ
ン
サ
ー
ト

に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
り
な
さ

い
」
と
語
っ
て
く
れ
た
言
葉
が
胸
に

残
っ
て
お
り
、
そ
う
あ
り
た
い
と

常
々
願
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　

三
二
日
間
の
欧
米
ツ
ア
ー
と

聞
き
ま
す
と
、
非
常
に
ハ
ー
ド
だ
と

想
像
し
ま
す
。
ツ
ア
ー
を
こ
な
す
に

は
、
そ
れ
な
り
に
体
力
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

辻
井　

演
奏
を
す
る
上
で
健
康
管
理

は
す
ご
く
大
事
で
す
。
僕
の
場
合
は
、

時
差
ぼ
け
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、

助
か
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　

そ
れ
は
不
思
議
で
す
よ
ね
。

辻
井　

移
動
が
大
変
な
と
き
も
あ
り

ま
す
が
、
よ
く
寝
て
、
よ
く
食
べ
て
、

よ
く
運
動
し
て
、
大
変
だ
と
思
っ
た

こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い

つ
も
楽
し
ん
で
ツ
ア
ー
を
し
て
い
ま

す
。

佐
藤　

と
こ
ろ
で
、
欧
米
で
は
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
が
生
活
の
一
部
に
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
日
本

で
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
今
で
も

や
や
敷
居
が
高
い
と
思
わ
れ
て
い
る

印
象
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
日

本
に
お
け
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
現

状
に
つ
い
て
、
何
か
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う

か
。

辻
井　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
敷
居
が

高
い
と
感
じ
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
行

き
づ
ら
い
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
僕
は
、
そ
う
し
た
方
々
に
、

少
し
で
も
演
奏
会
の
生
の
雰
囲
気
を

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
に
興
味
を
抱
か
れ
て
、「
ま
た

コ
ン
サ
ー
ト
に
行
き
た
い
な
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
演
奏
家

に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
素
晴
ら

し
い
魅
力
を
皆
様
に
伝
え
て
、
そ
の

フ
ァ
ン
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
ら

い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　

今
後
の
ご
計
画
で
す
が
、
こ

の
秋
に
は
、巨
匠
ゲ
ル
ギ
エ
フ
（
注
６
）

率
い
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー

モ
ニ
ー
（
注
７
）
と
の
共
演
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
リ
サ
イ
タ
ル
で
演
奏

す
る
と
き
と
協
奏
曲
を
演
奏
す
る
と

き
は
、
い
ろ
い
ろ
と
異
な
る
面
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
協
奏
曲

で
は
、
指
揮
者
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

演
奏
家
の
方
と
は
タ
ク
ト
で
は
な
く

て
、
呼
吸
で
合
わ
せ
る
と
い
う
お
話

を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

辻
井　

ピ
ア
ニ
ス
ト
は
独
奏
で
弾
く

機
会
が
多
い
の
で
、
他
の
楽
器
と
は

違
っ
て
孤
独
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
。

協
奏
曲
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、

他
の
音
楽
家
の
皆
様
や
指
揮
者
の
方

と
力
を
合
わ
せ
て
、
み
ん
な
で
一
つ

の
音
楽
を
つ
く
っ
て
い
く
点
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
を

聴
き
な
が
ら
弾
い
て
い
ま
す
し
、
言

葉
よ
り
も
音
楽
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
あ
る
の
で
、
音
楽
家
同
士
で

注 

４
／
ヴ
ァ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
ー
ン

国
際
ピ
ア
ノ
・
コ
ン
ク
ー
ル　

一
九
六
二
年
よ
り
四
年
ご
と
に

開
催
さ
れ
る
国
際
的
な
ピ
ア
ノ
・

コ
ン
ク
ー
ル
。

注 

５
／
ヴ
ァ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
ー
ン

（
一
九
三
四
～
二
〇
一
三
）
ア

メ
リ
カ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
。
東
西

冷
戦
下
の
一
九
五
八
年
、
当
時

の
共
産
圏
の
盟
主
ソ
ビ
エ
ト
連

邦
が
国
家
の
威
信
を
か
け
て
開

催
し
た
第
一
回
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
国
際
ピ
ア
ノ
・
コ
ン
ク
ー

ル
で
並
み
居
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

の
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
抑
え
て
優
勝

し
、
一
躍
ア
メ
リ
カ
の
英
雄
と

な
っ
た
。

注 

６
／
ワ
レ
リ
ー
・
ゲ
ル
ギ
エ
フ

（
一
九
五
三
生
）　

ロ
シ
ア
の
指

揮
者
。
現
在
、
ロ
シ
ア
の
サ
ン

ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
マ
リ
イ

ン
ス
キ
ー
劇
場
芸
術
総
監
督
、

ロ
ン
ド
ン
交
響
楽
団
首
席
指
揮

者
を
務
め
る
だ
け
で
な
く
、
世

界
中
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
歌
劇

場
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
が
絶
え
な

い
人
気
指
揮
者
。

注 

７
／
ミ
ュ
ン
ヘ
ン・フ
ィ
ル
ハ
ー

モ
ニ
ー
管
弦
楽
団　

ド
イ
ツ
・

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
一
八
九
三
年
に

創
設
の
ド
イ
ツ
有
数
の
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
。
二
〇
一
五
年
九
月
よ

り
ゲ
ル
ギ
エ
フ
が
首
席
指
揮
者

に
就
任
す
る
。

注 

８
／
セ
ル
ゲ
イ
・
ラ
フ
マ
ニ
ノ

フ
（
一
八
七
三
～
一
九
四
三
）

ロ
シ
ア
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
作
曲

家
。
並
外
れ
た
大
き
な
手
を
持

ち
、
卓
越
し
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
と

し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
ロ
シ
ア

ら
し
い
抒
情
的
な
メ
ロ
デ
ィ
ー

と
憂
愁
に
満
ち
た
響
き
を
兼
ね

備
え
た
作
品
を
残
し
た
。

注 

９
／
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
三
番
ニ

短
調
作
品
番
号
三
〇 

後
述
の

ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
二
番
と
並

ぶ
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
の
代
表
曲
。

ア
メ
リ
カ
へ
の
演
奏
旅
行
で

披
露
す
る
た
め
に
作
曲
さ
れ
、

 C  ○Yuji Hori

協
奏
曲
は
音
楽
家
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
切
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は
自
然
と
、「
こ
う
や
り
た
い
ん
だ

な
」
と
わ
か
り
合
え
る
の
で
す
。

佐
藤　

自
然
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
り
な
が
ら
、
お
互
い
に
音
楽

を
形
づ
く
り
、
だ
ん
だ
ん
と
盛
り
上

げ
て
い
く
協
奏
曲
の
醍
醐
味
は
、
客

席
に
も
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。

辻
井　

共
演
そ
の
も
の
も
楽
し
い
で

す
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
ツ
ア
ー
を

重
ね
る
と
、
皆
さ
ん
と
仲
よ
く
な
り
、

ど
ん
ど
ん
一
体
化
し
て
き
て
、
い
い

演
奏
が
で
き
ま
す
。
ツ
ア
ー
の
最
後

の
ほ
う
に
な
る
と
、
も
う
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
か
と
い
う
寂
し
さ
を
感
じ

ま
す
し
、「
ま
た
ぜ
ひ
や
り
た
い
ね
」

と
皆
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
り
す
る
と
本
当
に
う
れ
し
い

で
す
ね
。

佐
藤　

来
春
再
挑
戦
さ
れ
る
ラ
フ
マ

ニ
ノ
フ
（
注
８
）
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第

三
番
（
注
９
）
は
私
が
大
好
き
な
曲
で

す
。
長
い
曲
で
あ
る
上
に
、
ピ
ア
ノ

の
ソ
ロ
・
パ
ー
ト
は
、
全
曲
を
通
じ

て
ほ
と
ん
ど
休
み
が
な
く
、
技
術
的

に
も
難
し
い
作
品
で
あ
り
、
辻
井
さ

ん
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
い
る
同

じ
作
曲
家
の
第
二
番
（
注
10
）
以
上
に

並
外
れ
た
気
力
、
体
力
が
必
要
な
よ

う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。

辻
井　

ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
の
ピ
ア
ノ
協

奏
曲
第
三
番
は
、
昔
か
ら
弾
き
た

か
っ
た
曲
の
一
つ
で
、
昨
年
初
め
て

取
り
組
み
ま
し
た
。
い
ざ
始
め
る
と
、

技
術
的
に
す
ご
く
難
し
く
、
今
ま
で

取
り
組
ん
だ
協
奏
曲
の
中
で
一
番
苦

労
し
ま
し
た
。

佐
藤　

辻
井
さ
ん
の
口
か
ら
「
難
し

い
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
、

私
は
少
し
安
心
し
ま
し
た（
笑
）。「
難

し
い
」
と
い
う
概
念
が
そ
も
そ
も
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
お
母
様
の
本
に

書
か
れ
て
い
た
の
で
。

辻
井　

小
さ
い
頃
は
感
じ
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
今
は
曲
の
難
易
度

も
徐
々
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で

も
、
だ
か
ら
こ
そ
挑
戦
し
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
何
時
も
あ
り
ま
す
。
難

し
く
て
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
ほ
ど
燃
え

ま
す
し
、
こ
れ
を
上
手
に
弾
い
て
、

皆
様
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
常
に
あ
る
の
で
頑
張
ろ
う

と
い
う
気
に
な
り
ま
す
。

佐
藤　

私
は
、
辻
井
さ
ん
の
自
作
も

い
ろ
い
ろ
と
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
作
曲
家
と
し
て
、
ピ
ア
ニ
ス
ト

と
は
違
っ
た
ご
苦
労
も
あ
る
と
思
い

ま
す
が
。

辻
井　

作
曲
は
小
さ
い
頃
か
ら
好
き

で
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
曲
を
弾
く

と
き
は
、
作
曲
家
が
求
め
て
い
る
も

の
を
楽
譜
か
ら
読
み
取
っ
て
楽
譜
ど

お
り
に
演
奏
し
ま
す
が
、
自
分
の
曲

を
弾
く
と
き
は
、
も
っ
と
自
由
な
感

じ
で
す
。
旅
行
に
行
っ
た
り
、
自
然

の
中
を
散
歩
し
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ

を
聴
い
た
り
、
風
を
感
じ
た
り
、
小

鳥
の
鳴
き
声
を
聴
い
た
り
し
て
、
感

じ
と
っ
た
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作

曲
し
て
い
ま
す
。

佐
藤　

最
近
は
、
映
画
音
楽
や
ド
ラ

マ
の
曲
、
テ
レ
ビ
番
組
の
テ
ー
マ
曲

な
ど
も
手
が
け
て
い
ま
す
ね
。

辻
井　

そ
の
場
合
は
、
台
本
や
テ
ー

マ
に
沿
う
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
少

し
苦
労
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
、
完
成
時
に
は
達
成
感
が

あ
り
、
こ
う
し
た
仕
事
に
、
作
曲
を

通
じ
て
携
わ
れ
て
よ
か
っ
た
な
と
感

じ
ま
す
。

佐
藤　

辻
井
さ
ん
は
、
若
く
し
て
幅

広
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
お
持
ち
で
す

が
、
今
後
の
計
画
、
例
え
ば
、
室
内

楽
等
と
の
共
演
も
含
め
て
、
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

辻
井　

室
内
楽
に
関
し
て
は
ま
だ
経

験
が
少
な
い
の
で
、
も
っ
と
取
り
組

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ソ
リ
ス

ト
と
し
て
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

後
期
の
ソ
ナ
タ
、
さ
ら
に
は
ソ
ナ
タ

全
曲
（
注
11
）
も
で
き
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
五
曲
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
も
す
べ
て
取
り
上
げ
た
い
で

す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ョ
パ
ン

を
は
じ
め
ピ
ア
ノ
曲
は
き
り
が
な
い

ほ
ど
あ
り
ま
す
（
笑
）。
若
い
頃
で

は
な
い
と
弾
け
な
い
曲
や
、
体
力
が

必
要
な
大
曲
は
今
の
う
ち
に
レ
パ
ー

ト
リ
ー
と
し
て
取
り
組
ん
で
お
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　
「
世
界
の
辻
井
」
と
し
て
、

今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
、
ご
発
展

を
、
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま
す
。
本

日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

難
曲
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

挑
戦
心
が
湧
い
て
く
る

一
九
〇
九
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
て
作
曲
家
自
身
の
ピ
ア
ノ
で

初
演
さ
れ
る
。
演
奏
時
間
約

四
十
五
分
。

注 

10
／
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
二
番
ハ

短
調
作
品
番
号
一
八　

ラ
フ
マ

ニ
ノ
フ
の
代
表
的
作
品
と
し
て
、

多
く
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
人
気
作
品
。
演
奏
時

間
約
三
十
五
分
。

注 

11
／
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
生
涯

に
三
二
曲
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ

を
作
曲
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
一
九
世
紀
後
半
を
代
表
す
る

指
揮
者
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
「
ピ
ア

ニ
ス
ト
に
と
っ
て
の
新
約
聖
書
」

だ
と
評
し
た
（
ち
な
み
に
「
旧

約
聖
書
」
は
、
バ
ッ
ハ
作
曲
「
平

均
律
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
曲
集
」）。

「
後
期
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
」
と

は
、
第
二
八
番
～
第
三
二
番
の

五
曲
を
指
す
。
辻
井
氏
は
、
国

際
コ
ン
ク
ー
ル
に
て
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
中

最
大
の
規
模
と
難
易
度
を
誇
る

第
二
九
番
変
ロ
長
調
作
品
番
号

一
〇
六
「
ハ
ン
マ
ー
ク
ラ
ヴ
ィ
ー

ア
」
を
演
奏
し
て
優
勝
し
て
い

る
。
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作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
東
大
寺

の
盧る

舎し
ゃ

那な

仏
像
（
奈
良
の
大
仏
）
建

立
時
の
金
め
っ
き
の
た
め
に
、
初
め

て
砂
金
が
陸
奥
国
か
ら
献
上
さ
れ
た

天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
か
ら

一
一
年
後
に
あ
た
り
ま
す
（
注
１
）。

開
基
勝
寳
は
、
宮
内
庁
御
物
と
し
て

一
枚
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
資
料

（
重
要
文
化
財
）
と
し
て
三
一
枚
の
計

三
二
枚
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

皇
朝
十
二
銭
は
平
安
時
代
中
期
の

乾
元
大
寳
を
も
っ
て
終
焉
を
迎
え
、

中
世
に
な
る
と
、
中
国
か
ら
輸
入
し

た
渡
来
銭
や
、
そ
れ
ら
を
模
し
て
日

　

世
の
中
に
金
属
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
た
だ

の
灰
白
色
に
見
え
ま
す
。
そ
の
中
で
、

金
と
銅
の
二
つ
だ
け
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。
金
は
、

色
相
と
し
て
は
黄
色
で
す
が
、
そ
れ

に
金
属
光
沢
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
の
荘
厳
な
感
じ
を
私
た
ち
に

与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

古
代
の
日
本
が
、
中
国
や
朝
鮮
半

島
か
ら
の
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
お
り
で
す
。
特
に
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
は
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
な

ど
の
他
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
系

の
人
た
ち
が
多
く
の
新
し
い
文
化
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
鉱
山
の
開
発
や

金
属
製
錬
の
技
術
も
、
日
本
で
さ
ま

ざ
ま
な
制
度
を
整
え
、
国
家
と
し
て

の
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
、
当
時
の

機
運
の
中
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
一

つ
で
す
。

　

律
令
国
家
体
制
を
整
備
す
る
に
あ

た
り
、青
銅
の
銭
貨
で
あ
る「
富
本
銭
」

や
「
皇
朝
十
二
銭
」
の
他
、
天
平
宝

字
四
年
（
七
六
〇
）
に
、
日
本
で
初

め
て
「
開か

い

基き

勝し
ょ
う

寳ほ
う
」
と
い
う
金
貨
が

本
で
私
的
に
鋳
造
し
た
模
鋳
銭
が
流

通
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時

期
に
は
、
家
や
土
地
の
売
買
な
ど
の

高
額
取
引
に
銅
銭
が
使
用
さ
れ
る
こ

と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
穴
に
ひ
も

を
通
し
て
く
く
っ
た
「
銭
さ
し
」
が
、

壺
の
中
に
大
量
に
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
が
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
奈
良
時
代
以
降
は
、

砂
金
が
素
材
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

重
要
な
取
引
手
段
と
し
て
も
使
用
さ

　
四
回
に
わ
た
っ
て
「
銅
」、「
銀
」、「
金
」、「
紙
」
と
い
っ
た
貨
幣
の
素
材
や
製
作
方
法
に
焦
点
を
当
て
て
わ

が
国
の
貨
幣
の
歴
史
を
紹
介
す
る
「
お
金
の
源
─
素
材
の
歴
史
と
作
り
方
」。

　
第
三
回
は
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
の
輝
き
で
人
を
魅
了
し
続
け
て
き
た
「
金
」
を
取
り
上
げ
ま

す
。「
砂
金
」
か
ら
金
塊
状
の
貨
幣
へ
の
移
行
の
歴
史
、
時
代
劇
で
お
な
じ
み
の
江
戸
時
代
の
小
判
の
黄
金
色

の
秘
密
、
そ
し
て
、
日
常
使
い
の
「
金
貨
」
が
日
本
か
ら
名
実
と
も
に
消
え
る
ま
で
を
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
齋
藤
努
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さいとう・つとむ
1961 年神奈川県生まれ。東京大学理学
部、同大学院理学系研究科修了。理学博士。
2009年 4月より国立歴史民俗博物館研究部
教授を務める。美術品・工芸品・考古遺物な
どの歴史資料を対象として自然科学的な手法
を用いて調査を行い、人文科学的な研究結果
とあわせることによって、原料の流通や人の
交流、使用されていた技術などについて研究
を行っている。また、伝統技術に関する実地
調査や再現実験なども実施している。専門分
野：文化財科学、分析化学。主な著書：『金
属が語る日本史−銭貨・日本刀・鉄炮—』歴
史文化ライブラリー355（吉川弘文館）、『考
古調査ハンドブック2　必携　考古資料の自
然科学調査法』（監修・執筆：ニューサイエ
ンス社）、「江戸期小判などの色揚げに関する
自然科学的研究」『国立歴史民俗博物館研究
報告』第183集（開館30周年記念論文集Ⅱ）。

二
つ
の
う
ち
の
一
つ

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

教
授  

齋
藤

　努

第 

３ 

回

金 
貨

素
材
の
歴
史
と
作
り
方

お
金
の
源

お
金
の
源

日
本
に
お
け
る
鉱
山
開
発
と

金
属
製
錬
の
始
ま
り

中
世
の
砂
金

素
材
の
歴
史
と
作
り
方

お
金
の
源

お
金
の
源

お
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の
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お
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源
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お
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お
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の
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お
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お
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源
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の
源
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源
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お
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の
源

お
金
の
源

お
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の
源

お
金
の
源

お
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の
源

お
金
の
源

お
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の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
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の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
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源

お
金
の
源

お
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の
源

お
金
の
源

お
金
の
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お
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の
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お
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の
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お
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の
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お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

注
１

 

日
本
で
初
め
て
、
陸

奥
国
小
田
郡
（
現
在
の

宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷

町
）で
金
を
産
出
し
た
。

献
上
さ
れ
た
砂
金
は
九

〇
〇
両（
約
一
三
キ
ロ
）。
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れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
直
接
そ

れ
で
売
買
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、

い
っ
た
ん
、
銅
銭
や
、
物
品
貨
幣
で

あ
る
米
・
布
に
換
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
砂
金
は
、
竹
筒
や
布
・
袋

に
入
れ
て
取
引
さ
れ
、
十
両
（
鎌
倉

後
期
か
ら
室
町
初
期
の
換
算
値
で

一
六
五
グ
ラ
ム
）
の
重
さ
の
砂
金
包

を
「
一
裹つ

つ
み」

と
言
い
ま
し
た
。
こ
の

重
さ
の
単
位
で
あ
る
「
両
」
は
、
江

戸
時
代
の
小
判
の
額
面
単
位
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。

　

室
町
時
代
末
期
か
ら
安
土
桃
山
時

代
に
か
け
て
、
部
下
の
論
功
行
賞
に

充
て
た
り
、
鉄て

っ

炮ぽ
う

の
よ
う
な
高
額
の

武
器
類
を
購
入
し
た
り
す
る
必
要
か

ら
、
少
量
で
高
い
価
値
を
持
っ
た
貨

幣
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
戦
国
武
将
た
ち
は
鉱
山
開
発

を
盛
ん
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
金

や
銀
の
産
出
量
が
大
幅
に
増
加
し
ま

し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
鉱
物
製
錬
技
術

の
進
歩
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、

金
は
ほ
と
ん
ど
砂
金
と
し
て
採
取
さ

れ
て
い
た
た
め
、
微
細
な
粒
子
ま
で

は
採
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、石
見
銀
山（
島
根
県
大お

お

田だ

市
）

に
伝
来
し
た
「
灰は

い

吹ふ
き

法ほ
う

」
が
広
く
普

及
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
砂
金
の
み

で
は
な
く
、
採
掘
し
た
鉱
石
の
中
に

含
ま
れ
る
「
山や

ま

金き
ん

」
の
採
取
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
（
注
２
）。

　

こ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
の
取
引

手
段
だ
っ
た
砂
金
に
代
わ
っ
て
、
山

金
を
製
錬
し
品
質
を
揃
え
た
、
金
塊

状
の
貨
幣
が
誕
生
し
ま
す
。
江
戸
時

代
の
金
貨
の
原
型
と
見
な
さ
れ
る
も

の
と
し
て
は
「
蛭ひ

る

藻も

金き
ん

」
や
「
譲

ゆ
ず
り
葉は

金き
ん

」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
茣ご

ざ

め
蓙
目
の

よ
う
な
横
向
き
の
凹
み
が
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

各
戦
国
武
将
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

領
国
貨
幣
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

越
後
上
杉
氏
の
「
天
正
越
座
金
」
や

甲
斐
武
田
氏
の
「
甲
州
金
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
、
江
戸
時
代
の

金
貨
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
極
印
」

が
打
た
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
甲
州

金
に
は
四
進
法
と
い
う
特
別
な
額
面

体
系
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
、「
両
」「
分
」「
朱
」
の
単

位
は
江
戸
時
代
の
幣
制
に
も
採
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
豊
臣
氏
が
賞
賜
用
に
発

行
し
た
「
天
正
大
判
」（
そ
の
一
つ
で

あ
る
「
天
正
長
大
判
」
は
、
現
存
す

る
金
貨
の
中
で
表
面
積
が
世
界
最
大

と
さ
れ
て
い
ま
す
）、
秀
吉
が
大
坂
城

内
に
備
蓄
し
た
と
い
わ
れ
る
「
分
銅

金
」、
関
東
に
移
封
さ
れ
た
徳
川
氏
が

製
造
さ
せ
た
「
武
蔵
墨す

み
が
き書

小
判
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
が
金
貨
・
銀
貨
・
銅
銭

の
三
種
類
の
貨
幣
か
ら
な
る
「
三
貨

制
度
」
を
確
立
し
た
の
は
寛
永
十
三

年
（
一
六
三
六
）
で
し
た
。
こ
れ
ら

蛭藻金／小判の原型のような形
で、水草の蛭藻に似ている

（縦 約 8cm）

戦
国
時
代
の

貴
金
属
貨
幣

沙金筒
（草間直方『三貨図彙』（1815）より）

領
国
貨
幣

江
戸
時
代
の
幣
制

近世砂金裹（右）、仙台家砂金裹（左）
（近藤守重『金銀図録』（1810）より）

（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

譲葉金／蛭藻金よりも大きく、
大判の原型のようなものと思
われる。形が樹木の譲葉の葉
に似ている（縦 約 14cm）

天正長大判／天正大判は天正 16 年（1588）
から作られるようになり、製造時期によっ
て古大判（枠が菱形の桐極印が打たれたも
のを菱大判という）、写真の長大判（縦 約
17cm）、大仏大判に分類される （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

注
２ 

「
灰
吹
法
」に
つ
い
て
は
、

本
誌
二
〇
一
五
年
夏
号

の
「
第
二
回　

銀
貨
」

参
照
。
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の
貨
幣
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
額
面
体

系
を
持
っ
て
お
り
、
公
定
の
交
換
比

率
は
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
両

替
商
が
日
々
の
時
価
相
場
に
よ
っ
て

取
引
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

現
代
に
置
き
換
え
る
と
、
円
と
ド
ル

と
ユ
ー
ロ
が
、
一
つ
の
国
の
中
で
混
在

し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

す
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
幕
府
は
し

ば
し
ば
貨
幣
の
品
位
改
定
を
行
い
ま

し
た
。
小
判
は
純
金
で
は
な
く
、
金

と
銀
の
合
金
で
で
き
て
い
ま
す
が
、

そ
の
時
々
の
金
銀
産
出
量
や
経
済
状

況
に
よ
っ
て
、
金
と
銀
の
比
率
や
小

判
そ
の
も
の
の
重
さ
が
変
わ
り
ま
し

た
。
金
銀
比
率
を
鑑
定
す
る
簡
易
的

な
方
法
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
正
確
に

分
か
っ
て
い
る
試
金
棒
を
、
那な

ち智
黒ぐ

ろ

（
碁
石
に
使
わ
れ
る
那
智
産
の
上
質
な

黒
石
）
で
で
き
た
試
金
石
に
こ
す
り

つ
け
、
擦
り
痕
の
色
を
小
判
の
も
の

と
見
比
べ
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら

れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
発
行
さ
れ
た
小
判
の

う
ち
、
一
番
初
め
の
「
慶
長
小
判
」

は
金
が
八
七
％
近
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
次
の
「
元
禄
小
判
」
に

は
五
七
％
し
か
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

実
際
に
そ
の
比
率
で
小
判
を
再
現
製

作
し
て
み
る
と
、
わ
ず
か
に
黄
色
み

を
帯
び
た
白
っ
ぽ
い
金
属
に
し
か
な

ら
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
実
物
の
小
判
は
い
ず
れ
も
黄

金
色
に
輝
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、

日
本
銀
行
貨
幣
博
物
館
の
ご
協
力
で
、

異
な
る
時
期
の
小
判
を
「
オ
ー
ジ
ェ

電
子
分
光
分
析
法
（
注
３
）」
と
い
う

方
法
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、

表
面
で
は
金
の
濃
度
が
極
め
て
高
く
、

お
お
む
ね
九
〇
％
以
上
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
内
側
に
行
く
ほ
ど
金
の
濃

度
が
低
く
な
っ
て
い
き
、
〇・四
か
ら

八
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
で
所

定
の
金
・
銀
比
率
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
が
慶
長
小
判
の
段

階
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
江
戸
時

代
の
前
半
と
後
半
と
で
深
さ
に
違
い

が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
以

前
か
ら
、
文
政
小
判
以
降
に
発
行
さ

れ
た
小
判
は
、
肉
眼
的
に
も
、
明
ら

か
に
美
し
い
金
色
に
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
以
前
の
も
の
と
技
術
的
に
違
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
分
析
結
果
は
、

そ
れ
と
整
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
小
判
が
金
色
に
見
え
て

い
る
の
は
、
そ
の
最
表
面
だ
け
金
の

割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の

で
す
。
江
戸
時
代
に
、
ど
の
よ
う
に

し
て
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
の
金
座
絵
巻
や
小
判
所

絵
図
に
は
「
色い

ろ
つ
け付
場ば

」
の
様
子
が
描

か
れ
て
お
り
、
ま
た
金
座
の
製
造
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
『
金き

ん

位い

并
な
ら
び
に

金き
ん
ふ
き吹

方か
た

手て

続つ
づ
き

書し
ょ
』
に
は
、
そ
こ
で
使
用
す

る
六
種
類
の
薬
品
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
従
っ
て
、
実
際
に

小
判
の
再
現
製
作
を
し
て
み
た
と
こ

ろ
、白
っ
ぽ
か
っ
た
金
属
が
、見
事
に
、

黄
金
色
に
姿
を
変
え
ま
し
た
。
こ
れ

小
判
の
色
付

注
３　

オ
ー
ジ
ェ
電
子

分
光
分
析
法

試
料
に
電
子
線
を
照
射

す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

電
子
や
電
磁
波
が
放
出

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の

オ
ー
ジ
ェ
電
子
と
い
う

電
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

解
析
す
る
こ
と
で
、
物

質
の
最
表
層
部
に
存
在

す
る
元
素
を
同
定
す
る

方
法
。
ア
ル
ゴ
ン
原
子

を
吹
き
付
け
て
表
面
を

わ
ず
か
ず
つ
掘
り
進
み

な
が
ら
分
析
す
る
こ
と

で
、
深
さ
方
向
に
お
け

る
元
素
の
濃
度
変
化
が

分
か
る
。

金濃度が高い小判

金
の
濃
度
（
％
）

金
の
濃
度
（
％
）

表面からの深さ（µm）

表面からの深さ（µm）

分
銅
金
（「
桐
」
極
印
、
菊
花
地
紋
）

（
提
供
：
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
）

江戸時代の早い時期の小判（慶長小判から元文小判）は金濃
度の高い部分の層が薄いが、江戸時代の後の時期（天保小判・
万延小判）になるとその層が厚くなっている （図作成：齋藤努）

万延小判

金濃度が低い小判

慶長小判

慶長小判

元禄小判
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は
、
薬
品
に
よ
っ
て
銀
だ
け
が
溶
け

て
除
か
れ
、
結
果
と
し
て
金
が
表
面

に
残
っ
た
た
め
に
起
き
た
現
象
で
す
。

　

こ
の
技
術
は
「
色
付
」
あ
る
い
は

「
色い

ろ

揚あ
げ
」
と
呼
ば
れ
、
薬
品
の
処
方
は

多
少
異
な
る
も
の
の
、
現
在
の
金
工

で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
徳
川
家
康

が
金
貨
製
造
に
当
た
ら
せ
た
後
藤
庄

三
郎
（
注
４
）
光
次
は
、
も
と
も
と
室

町
幕
府
で
刀
装
具
な
ど
を
手
掛
け
て

い
た
彫
金
師
の
家
筋
に
あ
た
り
ま
す

の
で
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
使
っ
て

い
た
技
術
を
応
用
し
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
後
藤
庄
三
郎

光
次
が
小
判
を
作
っ
た
「
金
座
」
跡

に
あ
る
の
が
、
現
在
の
日
本
銀
行
本

店
（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
）

で
す
。

　

明
治
政
府
も
、
江
戸
幕
府
同
様
に

金
を
貨
幣
の
材
料
と
し
て
用
い
ま
し

た
。
欧
米
に
な
ら
っ
た
金
本
位
制
を

目
指
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

に
「
新
貨
条
例
」
を
発
布
、
金
貨
を

本
位
と
し
、
純
金
一・五
グ
ラ
ム
＝
一

圓
と
す
る
新
貨
幣
を
「
圓
（
円
）」
と

定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
金
貨
を
製
造

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
制
定
の
「
貨
幣
法
」
に

お
い
て
純
金
〇・七
五
グ
ラ
ム
＝
一
圓

と
改
定
し
、
新
し
い
金
貨
を
製
造
し

ま
し
た
。

　

金
を
貨
幣
価
値
の
基
準
と
す
る
金

本
位
制
の
下
、
日
本
で
は
金
貨
（
お

よ
び
金
貨
と
の
兌
換
を
保
証
す
る
紙

幣
）
が
製
造
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
し

か
し
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
銘

の
二
十
円
金
貨
を
最
後
に
本
位
貨
幣

と
し
て
の
金
貨
発
行
は
終
了
し
、
ま

た
、
中
央
銀
行
に
よ
る
金
融
政
策
に

よ
っ
て
貨
幣
価
値
が
決
ま
る
「
管
理

通
貨
制
度
」
に
移
行
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
日
常
か
ら
金
貨
は
消

え
て
い
き
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
」

に
お
け
る
、
純
金
一
ト
ロ
イ
オ
ン
ス

（
約
三
一
グ
ラ
ム
）
＝
三
五
米
ド
ル
、

一
米
ド
ル
＝
三
六
〇
円
と
い
う
固
定

為
替
相
場
を
通
じ
て
、
円
の
価
値
は
、

ま
だ
金
と
結
び
付
い
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
結
び
付
き
も
、
昭
和

四
十
六
年
（
一
九
七
一
）、
米
国
に
よ

る
金
と
ド
ル
の
交
換
停
止
（「
ニ
ク
ソ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」）
と
そ
の
後
の
変
動

相
場
制
へ
の
移
行
を
経
て
断
ち
切
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
圓
」
を
正
式
な
通
貨
単
位
と
し
、
金

貨
を
本
位
貨
幣
と
す
る「
貨
幣
法
」が
、

昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
に
廃

止
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る

金
属
価
値
と
貨
幣
価
値
と
を
結
び
付

け
た
歴
史
─
飛
鳥
時
代
の
無
文
銀
銭

か
ら
見
て
も
千
年
を
超
え
る
歴
史
─

が
名
実
と
も
に
終
わ
り
を
迎
え
た
の

で
し
た
。
今
や
、
金
貨
は
、
記
念
貨

幣
等
で
時
た
ま
目
に
す
る
だ
け
の
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

注
４　

後
藤
庄
三
郎　

金
工
・
後
藤
徳
乗
の
門

人
で
、
江
戸
幕
府
金
座

の
御
金
改
役
（
金
座

の
統
轄
と
し
て
金
貨

な
ど
を
鑑
査
）。
初
代

光
次
（
一
五
七
一
～

一
六
二
五
）
以
後
代
々

庄
三
郎
を
名
乗
り
御
金

改
役
を
世
襲
。

金
座
絵
巻
に
描
か
れ
た
色
付
工
程
の
様
子
／
色
付
薬

を
塗
り
、
炭
火
で
加
熱
し
、
水
で
洗
い
落
と
す
。
こ

れ
を
二 

回
繰
り
返
す

（
提
供
：
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
）

金
貨
あ
る
い
は

金
属
価
値
に
裏
付
け
ら
れ
た

貨
幣
の
終
焉

色
付
の
前（
右
）と
後（
左
）の
復
元
小
判
／
元
禄
小
判

（
金
の
濃
度
：
五
七
％
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
成
し

た
も
の  

（
提
供
：
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

昭和7年銘　20円金貨／製
造されるものの、実際に市
中に流通することはなかっ
た。発行枚数は不明。現存
枚数は知られている限りで
70 枚程度。

（提供：独立行政法人造幣局）
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◆
国
際
局
「
国
際
収
支
課
」の
仕
事

◆◆16

日
本
の
「
家
計
簿
」
の
つ
く
り
方

　
「
国
際
収
支
統
計
」
は
、
あ
る
国
と
外
国
と
の
間

で
行
わ
れ
る
財
貨
、
サ
ー
ビ
ス
、
証
券
な
ど
の
経
済

金
融
取
引
や
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
お
金
（
決
済

資
金
）
の
流
れ
な
ど
を
体
系
的
に
記
録
し
た
統
計
表

の
こ
と
で
す
。
国
際
局
国
際
収
支
課
国
際
収
支
統
計

グ
ル
ー
プ
長
の
森
下
謙
太
郎
企
画
役
は
「
モ
ノ
や
資

金
の
外
部
と
の
出
入
り
を
記
録
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、
一
国
の
『
家
計
簿
』
や
『
現
金
出
納
帳
』
み
た

い
な
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
話
し
ま

す
。

　
「
国
際
通
貨
基
金（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）の
加
盟
国（
二
〇
一
五

年
七
月
現
在
で
一
八
八
カ
国
）
に
は
、
協
定
に
よ
り

国
際
収
支
に
関
す
る
情
報
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
同
時
に
、
日
本
の
場
合
、
外
国
為
替
及

び
外
国
貿
易
法
（
外
為
法
）
に
お
い
て
、
財
務
大
臣

が
定
期
的
に
統
計
を
作
成
し
内
閣
に
報
告
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
日
銀
は
、
財
務
大
臣
の
委
任

を
受
け
て
、
日
本
と
外
国
と
の
経
済
金
融
取
引
を
集

計
・
記
録
し
た
国
際
収
支
統
計
の
作
成
を
担
っ
て
い

る
の
で
す
」

　

日
本
と
外
国
と
の
経
済
金
融
取
引
は
、大
き
く「
経

常
取
引
」
と
「
金
融
取
引
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
「
経
常
取
引
」
は
、
例
え
ば
、
商
品
を
外
国
か
ら

輸
入
し
た
り
、
海
外
旅
行
で
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
た
り

す
る
時
に
発
生
す
る
取
引
の
こ
と
で
、
利
子
や
配
当

　
日
本
銀
行
は
金
融
経
済
の
実
態
を
適
切
に
把
握
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
統
計
を
利
用
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
自
ら
も
各
種
の
金
融
・
経
済
統
計
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
国
際

局
国
際
収
支
課
が
集
計
・
作
成
す
る
「
国
際
収
支
統
計
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　
モ
ノ
を
輸
出
・
輸
入
し
た
り
、
海
外
に
工
場
を
つ
く
っ
た
り
す
れ
ば
、
日
本
と
海
外
と
の
間
で
お
金
の

や
り
と
り
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
収
支
（
一
定
期
間
内
で
の
お
金
の
受
け
取
り
と
支
払
い
の
差
額
）
を
示

し
た
統
計
が
「
国
際
収
支
統
計
」
で
す
。
各
種
の
経
済
分
析
や
研
究
、
そ
し
て
経
済
政
策
の
運
営
に
お
い

て
重
要
な
統
計
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
統
計
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
国
際
収
支
統
計
の
基
本
的
な
仕
組
み
と
作
成
の
舞
台
裏
を
、
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

金
の
受
け
払
い
も
経
常
取
引
に
含
ま
れ
ま
す
。一
方
、

「
金
融
取
引
」
と
は
、
例
え
ば
、
日
本
の
企
業
が
外

国
に
現
地
工
場
を
つ
く
っ
た
り
、
外
国
の
銀
行
か
ら

借
入
れ
を
し
て
何
年
か
か
け
て
返
し
た
り
す
る
取
引

の
こ
と
で
す
。
国
際
収
支
統
計
で
は
、
こ
う
し
た
対

外
的
な
経
常
取
引
を
「
経
常
収
支
」
に
、
対
外
的
な

金
融
取
引
を
「
金
融
収
支
」
に
計
上
し
、
そ
れ
ら
以

外
の
取
引
（
対
外
的
な
無
償
援
助
な
ど
）
を
「
資
本

移
転
等
収
支
」に
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
注
）。

日
本
の「
家
計
簿
」
　
　国
際
収
支
統
計

（
注
）
こ
こ
で
言
う
「
日
本
」
と
「
外
国
」
の
区
別
の
基
準
は
、
国
籍
等

に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
国
際
収
支
統
計
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の

「
国
際
収
支
マ
ニ
ュ
ア
ル
（B

alance of P
aym

ents International 
Investm

ent P
osition M

anual

）」
に
準
拠
し
て
い
ま
す
が
、
同
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
あ
る
国
に
拠
点
を
持
ち
、
原
則
一
年
以
上
の
期
間
に

わ
た
っ
て
経
済
活
動
を
行
う
個
人
・
法
人
を
、
そ
の
国
の
「
居
住
者
」

と
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
の
定
義
に
よ
る
と
、
外
国
企
業
の
日
本
支
店

な
ど
は
日
本
の
「
居
住
者
」
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
外
国
企
業
の
支
店
と

日
本
国
内
の
企
業
や
日
本
人
と
の
取
引
は
国
際
収
支
統
計
に
は
計
上
さ

れ
ま
せ
ん
。「
居
住
者
」
と
「
居
住
者
」
の
取
引
に
該
当
す
る
か
ら
で
す
。

国
際
収
支
統
計
に
計
上
さ
れ
る
の
は
、
日
本
か
ら
見
て
「
非
居
住
者
」

と
な
る
個
人
・
法
人
と
、「
居
住
者
」
の
個
人
・
法
人
と
の
間
の
取
引
で
す
。

　

国
際
収
支
統
計
の
計
上
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
日
銀
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
の
解
説
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

 経常収支 78,100

貿易収支 -65,708

サービス収支 -28,102

　うち旅行収支 2,099

第一次所得収支 191,369

第二次所得収支 -19,459

 資本移転等収支 -2,699

 金融収支 137,492

直接投資 126,974

証券投資 50,166

金融派生商品 45,280

その他投資 -87,848

外貨準備 2,920
（単位：億円）

■平成 26年度中国際収支状況（速報）
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「
貿
易
立
国
」か
ら
「
爆
買
い
」へ
？ 

日
本
の「
稼
ぎ
方
」
が
分
か
る

　

日
本
の
国
際
収
支
統
計
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見

て
み
ま
し
ょ
う
。「
貿
易
立
国
」
と
い
う
言
葉
が
よ

く
使
わ
れ
る
わ
が
国
で
は
、
商
品
の
輸
出
入
で
あ
る

「
貿
易
収
支
」
に
関
心
が
集
ま
り
、
そ
れ
に
サ
ー
ビ

ス
や
利
子
等
を
加
え
た
「
経
常
収
支
」
も
注
目
さ
れ

ま
す
。

　

日
銀
国
際
局
国
際
収
支
課
が
集
計
・
作
成
し
、
財

務
省
国
際
局
為
替
市
場
課
を
通
じ
て
二
〇
一
五
年

五
月
十
三
日
に
公
表
さ
れ
た
、「
平
成
二
十
六
年

度
中
国
際
収
支
状
況
（
速
報
）」
を
見
る
と
、「
経

常
収
支
」
は
七
兆
八
一
〇
〇
億
円
の
黒
字
と
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
一
方
で
、「
貿
易
収
支
」
は

六
兆
五
七
〇
八
億
円
の
赤
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
ど
う
い
う
状
況
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
よ
く
見
る
と
、
海
外
投
資
に
よ

る
利
子
や
配
当
の
受
け
払
い
を
計
上

す
る
『
第
一
次
所
得
収
支
』
が
大
幅

な
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
差
し
引
き
で
経
常
収
支
が
黒
字

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。も
っ
と
も
、

投
資
に
よ
る
収
益
が
経
常
黒
字
の
主

因
（
稼
ぎ
手
）
と
な
っ
た
の
は
、
こ

こ
最
近
の
こ
と
で
す
。日
本
は
戦
後
、

原
材
料
を
輸
入
し
、
加
工
品
を
輸
出

し
て
稼
ぐ
貿
易
立
国
と
し
て
経
済
成

長
し
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
日
本
の

貿
易
統
計
（
通
関
統

計
）
を
基
礎
資
料
と

し
、
国
際
収
支
統
計

の
作
成
基
準
等
に
合

わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

　
「
旅
行
収
支
」
は
、

出
入
国
管
理
統
計
や

観
光
庁
が
作
成
・
公

表
す
る
調
査
結
果
等

か
ら
デ
ー
タ
を
収
集

し
、
訪
日
外
国
人
・

出
国
日
本
人
の
一
人

当
た
り
消
費
額
、
入

国
者
・
出
国
者
数
等

か
ら
計
数
を
推
定
し

ま
す
。

　

そ
れ
ら
以
外
の
収

支
は
、
原
則
と
し
て
、

対
外
的
な
取
引
ご
と

に
提
出
さ
れ
る
各
種

報
告
書
に
基
づ
い
て
、

作
成
し
ま
す
。
各
収

支
に
つ
い
て
集
計
し

た
統
計
類
が
す
で
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
国

際
収
支
課
の
担
当
者
が
、
外
国
（
非
居
住
者
）
と
の

取
引
実
行
（
発
生
）
の
時
点
で
提
出
さ
れ
る
報
告
書

を
収
支
の
項
目
ご
と
に
集
計
す
る
の
で
す
。
国
際
収

支
統
計
グ
ル
ー
プ
の
羽
鳥
早
苗
さ
ん
は
こ
う
説
明
し

ま
す
。

『
稼
ぎ
方
』
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
状
況
を
、
国
際
収

支
統
計
は
映
し
出
し
て
い
ま
す
」（
森
下
さ
ん
）

　

一
四
年
度
中
の
国
際
収
支
統
計
を
細
か
く
見
る

と
、
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
経
常
収

支
の
中
の
「
サ
ー
ビ
ス
収
支
」
は
二
兆
円
以
上
の
赤

字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
そ
の
内
訳
項
目
で

あ
る
「
旅
行
収
支
」
は
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

旅
行
収
支
は
、
訪
日
外
国
人
が
宿
泊
や
飲
食
な
ど

に
使
っ
た
お
金
か
ら
、
日
本
人
の
旅
行
者
が
宿
泊
や

飲
食
な
ど
に
使
っ
た
お
金
を
差
し
引
き
ま
す
。
そ
の

結
果
、
一
三
年
度
は
五
三
〇
四
億
円
の
赤
字
だ
っ
た

の
が
、
一
四
年
度
に
は
二
〇
九
九
億
円
の
黒
字
に
転

じ
ま
し
た
。
国
際
収
支
統
計
で
旅
行
収
支
が
黒
字
に

な
る
の
は
一
九
五
九
年
以
来
、
五
五
年
ぶ
り
。
森
下

さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
す
。

　
「
昨
年
来
、
訪
日
外
国
人
の
増
加
や
中
国
か
ら
の

ツ
ア
ー
客
の
『
爆
買
い
』
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
う
し
た
動
き
が
統
計
で
も
確
認
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
私
た
ち
が
国
際
収
支
統
計
の
作
成
に
際
し

て
は
、正
確
を
期
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

統
計
が
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
対
外
経
済
金
融
取
引
を
的

確
に
把
握
し
て
い
る
か
を
常
に
検
証
し
、
見
直
す
こ

と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
」

多
種
多
様
な
大
量
の
報
告
書
を
基
に 

統
計
デ
ー
タ
を
積
み
上
げ
る

　

で
は
、
国
際
収
支
統
計
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
集
計
・
作
成
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
貿
易
収
支
」
は
、
財
務
省
が
作
成
・
公
表
す
る

上／提出された報告書の束
左／届出等の受理風景

報告内容や統計計数をグループ内で確認
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「
国
際
収
支
課
が
受
理
す
る
（
日
銀
宛
て
に
届
く
）

大
量
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
一
件
ず
つ
、
内
容
を

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
私
は
『
第
一
次
所
得
収
支
』
の

統
計
の
作
成
を
担
当
し
て
い
ま
す
が
、
基
本
の
デ
ー

タ
源
と
な
る
報
告
書
は
月
に
二
〇
〇
〇
件
に
の
ぼ
り

ま
す
。
報
告
者
は
金
融
機
関
、
一
般
事
業
会
社
の
ほ

か
、
個
人
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」

　

外
為
法
で
は
国
際
収
支
統
計
の
作
成
等
を
目
的

に
、
対
外
取
引
の
当
事
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
報

告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
送
金

取
扱
銀
行
等
を
通
じ
る
な
ど
し
て
日
銀
に
書
面
で

送
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
報
告
書
は

四
〇
種
類
以
上
あ
り
、
国
際
収
支
課
は
一
日
平
均
で

一
五
〇
〇
件
前
後
の
報
告
書
を
受
理
し
ま
す
。日
々
、

報
告
書
の
山
が
仕
分
け
さ
れ
、
各
収
支
の
担
当
者
に

渡
る
と
、
確
認
作
業
が
始
ま
る
の
で
す
。

　
「
一
件
ず
つ
、
誤
報
告
が
な
い
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
少
し
で
も
気
に
な
る
記
載
が
あ
れ
ば
、
報
告

さ
れ
た
方
に
は
ご
負
担
を
か
け
ま
す
が
、
電
話
で
取

引
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
ん
な
作

業
を
コ
ツ
コ
ツ
と
積
み
上
げ
ま
す
」（
羽
鳥
さ
ん
）

　

報
告
書
の
う
ち
、
中
心
的
な
存
在
は
、「
支
払
又

は
支
払
の
受
領
に
関
す
る
報
告
書
」
と
言
わ
れ
る
も

の
で
す
。
こ
れ
は
、
非
居
住
者
な
ど
と
の
間
で
実
行

し
た
送
金
・
受
領
に
つ
い
て
、
相
手
先
、
金
額
、
取

引
目
的
別
に
定
め
ら
れ
た
「
国
際
収
支
項
目
番
号
」

等
を
記
載
し
、
送
金
・
受
領
者
か
ら
送
金
取
扱
銀
行

経
由
な
ど
で
報
告
さ
れ
る
も
の
で
す
。
送
金
・
受
領

の
金
額
が
三
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
場
合
、
個
人
で

主
査
は
こ
う
答
え
ま
す
。

　
「
外
為
法
で
は
、
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に

使
用
す
る
為
替
レ
ー
ト（
報
告
省
令
レ
ー
ト
等
）は
、

財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
計
算
式
）
に
従
っ
て
、

日
銀
が
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
国
際
収
支
課
で
は
、
世
界
約
六
〇
カ
国
の
通
貨

に
つ
い
て
円
換
算
す
る
為
替
レ
ー
ト
を
毎
月
算
出
、

公
表
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
為
替
レ
ー
ト
は
、
統

計
作
成
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
報
告
書
の
提
出
要
否

を
判
断
す
る
た
め
に
も
必
要
な
も
の
で
す
。
大
変
重

要
な
事
務
で
あ
り
、
正
確
な
算
出
を
心
掛
け
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」

　

国
際
収
支
課
で
は
、こ
う
し
た
報
告
書
以
外
に
も
、

事
前
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
届
出
等
の
受

理
も
担
っ
て
お
り
、
日
々
、
多
く
の
方
々
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
つ
つ
、
事
務
を
進
め
て
い
ま
す
。

使
い
や
す
く
、
報
告
し
や
す
い 

統
計
を
目
指
し
て

　

日
本
の
国
際
収
支
統
計
は
、
当
該
月
の
翌
々
月
に

「
速
報
（
月
次
）」
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
作
成
の
基

本
と
な
る
報
告
書
の
中
に
は
、
当
該
月
の
翌
月
の
中

旬
か
ら
下
旬
に
提
出
さ
れ
る
も
の
も
多
い
の
で
、
国

際
収
支
課
が
そ
れ
ら
を
受
理
し
て
集
計
し
、
統
計
を

作
成
す
る
ま
で
の
期
間
は
一
カ
月
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

多
種
多
様
な
大
量
の
報
告
書
に
基
づ
く
統
計
を
短

期
間
に
作
成・公
表
す
る
た
め
、
国
際
収
支
課
で
は
、

シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
報
告
書
の
デ
ー
タ

を
入
力
す
る
と
、
速
報
値
、
第
二
次
速
報
値
（
確
報

も
こ
の
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
個
人
の
方
に
は
見
慣
れ
な
い
記
載
箇
所
も
あ
る

は
ず
で
す
。
そ
う
し
た
方
に
報
告
書
の
内
容
を
確
認

す
る
際
は
、
統
計
を
知
ら
な
く
て
も
理
解
で
き
る
よ

う
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
り
、
曖
昧
な
言
葉
遣

い
は
避
け
た
り
、丁
寧
な
対
応
を
心
掛
け
て
い
ま
す
」

（
羽
鳥
さ
ん
）

　

ま
た
、
日
本
の
国
際
収
支
統
計
は
円
建
て
表
示
で

す
が
、
非
居
住
者
な
ど
と
の
間
で
実
行
し
た
送
金
・

受
領
に
関
す
る
報
告
書
で
は
、
外
貨
建
て
の
表
示
の

も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
集
計
の
際
、
円
建
て

に
換
算
す
る
レ
ー
ト
は
、
誰
が
ど
う
決
め
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
外
為
法
手
続
グ
ル
ー
プ
の
高
橋
勉
つ
と
むインターネット経由で報告を受理するオンラインシステム
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値
）
に
加
え
て
、
地
域
別
の
国
際
収
支
な
ど
も
シ
ス

テ
ム
が
作
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
報
告
者
の
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。
国
際
収
支
統
計

シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
の
大
山
明
美
さ
ん
に
よ
る
と
、

「
〇
五
年
一
月
に
『
日
本
銀
行
外
為
法
手
続
き
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
』
を
導
入
し
、
外
為
法
に
よ
る
報

告
書
（
四
〇
種
類
以
上
）
は
す
べ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
経
由
で
報
告
可
能
に
な
り
ま
し
た
」
と
の
こ
と
。

　
「
金
融
機
関
や
一
般
事
業
会
社
を
中
心
に
利
用
者

は
約
六
〇
〇
先
に
達
し
、
日
次
で
受
理
す
る
証
券
投

資
報
告
（
証
券
銘
柄
ご
と
の
詳
細
情
報
を
毎
日
提
出

す
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
％
オ
ン
ラ
イ
ン
で

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
報
告
数
が
多
い

『
支
払
又
は
支
払
の
受
領
に
関
す
る
報
告
書
』
は
ま

だ
郵
送
が
大
半
を
占
め
ま
す
。
今
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン

利
用
者
を
増
や
し
て
い
く
た
め
に
、
よ
り
分
か
り
や

す
い
利
用
案
内
や
手
続
き
方
法
の
整
備
に
力
を
入
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

「
プ
ラ
ス
」
が
「
マ
イ
ナ
ス
」
に
、 

「
マ
イ
ナ
ス
」が
「
プ
ラ
ス
」
に 

経
済
実
態
に
合
っ
た
統
計
に
向
け
て 

　

統
計
作
成
に
際
し
て
重
要
な
の
は
、
前
述
し
た
と

お
り
、
経
済
金
融
取
引
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で

す
。
経
済
環
境
の
大
き
な
変
化
に
伴
い
、
国
際
収
支

統
計
が
経
済
金
融
取
引
の
実
態
を
十
分
に
把
握
で
き

な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
国

際
収
支
統
計
グ
ル
ー
プ
の
和
田
麻
衣
子
主
査
は
こ
う

た
」
と
和
田
主
査
は

言
い
ま
す
。

　
「
的
確
な
統
計
を

作
成
す
る
だ
け
で

な
く
、
ユ
ー
ザ
ー

フ
レ
ン
ド
リ
ー
と

い
う
視
点
も
必
要

で
す
。
統
計
は
使
わ

れ
て
こ
そ
意
味
を

持
ち
ま
す
。
精
度
や

信
頼
性
と
同
時
に
、

デ
ー
タ
の
使
い
や

す
さ
や
説
明
の
分
か
り
や
す
さ
も
含
め
て
、
統
計
の

品
質
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
」

　

国
際
収
支
課
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改

善
を
検
討
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
国
際
収
支
委
員
会
や
そ
の
下

部
組
織
で
の
議
論
に
も
参
画
し
て
お
り
、
同
委
員
会

が
一
九
九
二
年
に
発
足
し
た
当
初
か
ら
、
世
界
各
国

の
メ
ン
バ
ー
と
国
際
収
支
統
計
の
品
質
向
上
に
つ
い

て
意
見
交
換
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
重
要
性
の
高
ま
る
国
際
収
支
統
計 

　

国
境
を
越
え
た
経
済
活
動
が
拡
大
す
る
中
で
、
今

後
、
国
際
収
支
統
計
の
重
要
性
は
、
よ
り
一
層
高
ま

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
本
の
国
際
収
支
統
計
は
、
実

に
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
て
作
成
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
中
核
を
担
う
国
際
局
国
際
収
支
課
へ
の
期

待
も
、
よ
り
一
層
高
ま
る
は
ず
で
す
。

説
明
し
ま
す
。

　
「
日
本
の
国
際
収
支
統
計
が
準
拠
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
一
九
四
八
年
に
第
一
版
が
公
表
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
経
済
環
境
の
変
化
や
推
計
方

法
の
進
化
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
国
際

間
の
取
引
が
統
計
に
適
切
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
適

宜
改
訂
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
二
〇
〇
八
年
に
公
表

さ
れ
た
第
六
版
が
最
新
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
受
け
て
、
日
本
の
統
計
も
一
四
年
一
月
の
取

引
計
上
分
か
ら
最
新
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
作

成
・
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

今
回
の
見
直
し
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
央
以
降
の

ア
ジ
ア
通
貨
危
機
な
ど
の
経
験
を
踏
ま
え
、
国
際
金

融
関
連
取
引
の
把
握
に
力
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
関
連
項
目
の
見
直
し
な
ど
を
実
施
し
た
ほ

か
、
統
計
の
表
記
方
法
の
変
更
も
行
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
項
目
の
見
直
し
と
し
て
、
通
貨
別
・
部
門

別
の
項
目
を
拡
充
・
細
分
化
す
る
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
項
目
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。加
え
て
、

金
融
関
連
取
引
に
つ
い
て
、
従
来
は
資
金
の
流
出
入

に
着
目
し
、
流
入
を
プ
ラ
ス
の
符
号
で
、
流
出
を
マ

イ
ナ
ス
の
符
号
で
表
記
し
て
い
た
も
の
を
、
見
直
し

後
は
、
資
産
・
負
債
の
増
減
に
着
目
し
、
資
産
・
負

債
の
増
加
を
プ
ラ
ス
、
減
少
を
マ
イ
ナ
ス
で
表
記
す

る
よ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
統
計
表
の
資
産
（
対
外
投
資
）
側
の

符
号
が
従
来
と
逆
に
な
り
ま
し
た
が
、「
資
産
・
負

債
の
残
高
の
増
減
が
国
際
収
支
の
動
き
と
同
じ
に
な

る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
し

国際収支マニュアル（IMF）等
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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
五
年

四
月
）
と
比
較
す
る
と
、
八
地
域
（
東

北
、
北
陸
、
関
東
甲
信
越
、
東
海
、
近

畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）
で
、

景
気
の
改
善
度
合
い
に
関
す
る
判
断
に

変
化
は
な
い
と
し
て
い
る
ほ
か
、
北
海

道
か
ら
は
、
生
産
の
増
加
な
ど
を
踏
ま

え
て
判
断
を
引
き
上
げ
る
報
告
が
あ
っ

た
。

　

各
地
域
か
ら
の
報
告
を
み
る
と
、
内

外
需
要
の
緩
や
か
な
増
加
を
反
映
し
て

生
産
が
持
ち
直
し
て
い
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
、全
て
の
地
域
で
、

「
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」、「
回
復

（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
七
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
）

【15/4 月判断】 前回と
の比較 【15/ 7 月判断】

北海道 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 緩やかに回復している

東　北 緩やかに回復している 緩やかに回復している

北　陸 回復している 回復している

関　東
甲信越 緩やかな回復を続けている 緩やかな回復を続けている

東　海 着実に回復を続けている 着実に回復を続けている

近　畿 回復している 回復している

中　国 緩やかに回復している 緩やかに回復している

四　国 緩やかな回復を続けている 緩やかな回復を続けている

九州・沖縄 緩やかに回復している 緩やかに回復している



NICHIGIN 2015 NO.4329

し
て
い
る
」
等
と
し
て
い
る
。

　
公
共
投
資
は
、
東
北
、
関
東
甲
信
越
か

ら
、「
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
る
」、「
足

も
と
増
加
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ

た
ほ
か
、
近
畿
、
四
国
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
、五
地
域（
北

海
道
、
北
陸
、
東
海
、
中
国
、
九
州
・
沖

縄
）
か
ら
は
、「
高
水
準
で
推
移
し
て
い

る
も
の
の
、
減
少
し
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。

　

設
備
投
資
は
、
三
地
域
（
北
海
道
、
北

陸
、
東
海
）
か
ら
、「
一
段
と
増
加
し
て

い
る
」、「
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
」、
三

地
域
（
東
北
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
）
か

ら
、「
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
る
」、「
増

加
し
て
い
る
」と
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、

三
地
域
（
中
国
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）

か
ら
、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」、「
持

ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
企
業
の
業
況
感
に
つ
い
て
は
、

「
改
善
し
て
い
る
」、「
総
じ
て
良
好
な
水

準
が
維
持
さ
れ
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
、「
回
復
し
て
い
る
」、

四
地
域
（
北
陸
、
東
海
、
四
国
、
九
州
・

沖
縄
）
か
ら
、「
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

い
る
」、「
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
、「
底
堅

く
推
移
し
て
い
る
」、「
全
体
と
し
て
は
堅

調
に
推
移
し
て
い
る
」
と
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
、「
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
」、

「
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
持
ち

直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

乗
用
車
販
売
は
、「
軽
自
動
車
を
中
心

に
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
」、「
改
善

の
動
き
に
鈍
さ
が
み
ら
れ
て
い
る
」
等
の

報
告
が
あ
っ
た
一
方
、「
底
堅
く
推
移
し

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

家
電
販
売
は
、「
改
善
の
動
き
に
鈍
さ

が
み
ら
れ
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た

一
方
、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」、「
緩

や
か
に
持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
」、「
緩
や
か

に
回
復
し
て
い
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
、
近
畿
か
ら
、「
全
体
と

し
て
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
と
の

報
告
が
あ
っ
た
一
方
、三
地
域
（
北
海
道
、

中
国
、
九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
下
げ
止

ま
っ
て
い
る
」
等
、
三
地
域
（
北
陸
、
関

東
甲
信
越
、
東
海
）
か
ら
、「
持
ち
直
し

つ
つ
あ
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の

間
、
東
北
、
四
国
か
ら
、「
高
水
準
で
推

移
し
て
い
る
」、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

生
産
（
鉱
工
業
生
産
）
は
、
内
外
需
要

の
緩
や
か
な
増
加
を
背
景
に
、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
、
三
地
域
（
関
東
甲
信
越
、
四
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
緩
や
か
に
持
ち

直
し
て
い
る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」
等

の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
東
北
、
中

国
か
ら
、「
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ

て
い
る
」
等
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
、
電
気
機
械
は
、「
高

め
の
操
業
を
続
け
て
い
る
」、「
緩
や
か
に

増
加
し
て
い
る
」
等
、
化
学
は
、「
増
加

し
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
一
方
、

鉄
鋼
は
、「
操
業
度
を
引
き
下
げ
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、は
ん
用・

生
産
用
・
業
務
用
機
械
は
、「
減
少
し
て

い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、「
増

加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
も
み
ら
れ
た
ほ

か
、
輸
送
機
械
も
、「
減
産
の
動
き
が
続

い
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、

「
全
体
と
し
て
高
操
業
と
な
っ
て
い
る
」

等
の
動
き
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
区
々
の
動

き
と
な
っ
て
い
る
。

　

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
。
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Ⅱ
．�
地
域
の
視
点

　
　
「
各
地
域
に
お
け
る
消
費
関
連
企
業

　
　

�

の
最
近
の
販
売
動
向
と
事
業
戦
略
」

１
．�消
費
関
連
企
業
の
最
近
の
販
売
動
向

（
１
）�

全
体
感

　

各
地
域
に
お
け
る
消
費
関
連
企
業
の
販

売
動
向
を
み
る
と
、
昨
年
の
消
費
税
率
引

き
上
げ
後
は
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
の
影

響
等
か
ら
低
迷
し
て
い
た
先
が
少
な
く
な

か
っ
た
が
、
足
も
と
に
か
け
て
は
、
雇
用・

所
得
環
境
の
改
善
や
株
価
上
昇
に
よ
る
資

産
効
果
等
に
加
え
、
訪
日
外
国
人
需
要
の

増
加
も
あ
っ
て
、
売
上
が
持
ち
直
し
に
転

じ
る
先
が
着
実
に
増
加
し
て
お
り
、
業
態

や
地
域
等
で
ば
ら
つ
き
を
伴
い
な
が
ら

も
、
全
体
と
し
て
は
緩
や
か
な
改
善
基
調

に
あ
る
。

  

主
要
業
態
別
に
は
、
百
貨
店
は
、
富
裕

層
や
訪
日
外
国
人
に
お
け
る
高
額
品
を
中

心
と
し
た
堅
調
な
需
要
を
主
因
に
、
多
く

の
先
で
販
売
が
緩
や
か
に
増
加
し
て
い

る
。
ま
た
、
食
品
ス
ー
パ
ー
で
は
、
高
品

質
の
生
鮮
食
品
や
総
菜
を
中
心
に
売
上
を

伸
ば
し
て
い
る
先
が
多
く
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
も
、
新
規
出
店
や
高
付
加
価

値
商
品
投
入
の
効
果
等
か
ら
増
加
し
て
い

る
と
の
声
が
聞
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
電

量
販
店
は
、
省
エ
ネ
・
高
機
能
製
品
等
の

販
売
が
堅
調
と
な
る
中
で
、
訪
日
外
国
人

需
要
が
売
上
全
体
を
押
し
上
げ
て
い
る
先

も
少
な
く
な
い
。
こ
の
間
、
宿
泊
は
、
ガ

ソ
リ
ン
安
の
効
果
や
海
外
旅
行
か
ら
の
シ

フ
ト
、
訪
日
外
国
人
客
の
増
加
等
を
背
景

に
好
調
と
な
る
先
が
多
く
、
飲
食
で
も
、

高
単
価
な
が
ら
高
付
加
価
値
の
メ
ニ
ュ
ー

を
提
供
す
る
先
を
中
心
に
堅
調
に
推
移
し

て
い
る
先
が
少
な
く
な
い
。

　

一
方
、
自
動
車
販
売
店
は
、
新
型
車
や

高
級
車
は
堅
調
な
が
ら
、
軽
自
動
車
を
中

心
に
そ
の
他
の
車
種
の
不
振
が
続
い
て
お

り
、
全
体
で
は
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い

る
先
が
多
い
。
ま
た
、
総
合
ス
ー
パ
ー
で

も
、
他
業
態
へ
の
客
離
れ
が
進
む
衣
料
品

や
日
用
品
等
を
中
心
に
、
厳
し
さ
が
残
っ

て
い
る
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
る
。

  

地
域
別
に
み
る
と
、
都
市
部
の
店
舗
は
、

高
品
質
・
高
付
加
価
値
品
へ
の
需
要
拡
大

等
か
ら
、
総
じ
て
改
善
基
調
に
あ
る
一
方
、

郊
外
・
地
方
圏
の
店
舗
は
、
資
産
効
果
や

所
得
改
善
効
果
が
限
定
的
な
う
え
、
大
都

市
や
Ｅ
コ
マ
ー
ス
へ
の
消
費
流
出
も
あ
っ

て
、
持
ち
直
し
の
動
き
は
鈍
い
と
の
声
が

多
い
。

（
２
）�

最
近
の
販
売
動
向
に
み
ら
れ
る
特

徴
点

  

こ
の
間
の
販
売
動
向
に
お
け
る
特
徴
と

し
て
は
、
高
品
質
・
高
付
加
価
値
の
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
需
要
が
足
も
と
着
実

に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
声
が
多

い
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う

な
指
摘
が
聞
か
れ
て
い
る
。

①�

富
裕
層
・
シ
ニ
ア
層
に
お
け
る
資
産
効

果
を
背
景
と
し
た
堅
調
な
支
出
意
欲

　

宝
飾
品
、
高
級
自
動
車
な
ど
高
額
品
に

対
す
る
富
裕
層
・
高
所
得
者
層
の
購
入
意

欲
や
、
旅
行
、
飲
食
な
ど
高
付
加
価
値
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
シ
ニ
ア
層
の
支
出
姿
勢

は
、
消
費
増
税
後
に
は
幾
分
弱
ま
る
面
も

み
ら
れ
た
が
、
昨
年
後
半
以
降
の
株
価
上

昇
に
伴
う
資
産
効
果
も
あ
っ
て
、
こ
の
と

こ
ろ
再
び
強
ま
っ
て
い
る
と
の
声
が
多
い
。

②�

勤
労
者
世
帯
の
一
部
に
お
け
る
消
費
の

持
ち
直
し

　

勤
労
者
世
帯
で
は
、
消
費
増
税
後
に
節

約
志
向
が
少
な
か
ら
ず
強
ま
っ
た
が
、
足

も
と
は
、
所
得
改
善
効
果
の
大
き
い
層
を

中
心
に
、
非
日
常
的
な
イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー

ビ
ス
（
ハ
レ
消
費
・
コ
ト
消
費
）
に
加
え
、

生
鮮
食
品
等
の
生
活
必
需
品
で
も
、
価
格

が
高
め
で
あ
っ
て
も
品
質
や
付
加
価
値
を

重
視
す
る
姿
勢
が
強
ま
っ
て
い
る
と
の
指

摘
が
多
く
聞
か
れ
る
。

③
旺
盛
な
訪
日
外
国
人
需
要

　

百
貨
店
や
家
電
量
販
店
、
宿
泊
を
中
心

に
、
訪
日
外
国
人
客
の
高
単
価
商
品
・
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
出
意
欲
は
旺
盛
で
あ

り
、
売
上
全
体
を
押
し
上
げ
て
い
る
と
の

声
が
多
い
。

  

一
方
、汎
用
的
な
商
品・サ
ー
ビ
ス
で
は
、

所
得
改
善
効
果
の
小
さ
い
層
を
中
心
に
節

約
志
向
が
根
強
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
低
価

格
訴
求
型
の
業
態
・
店
舗
が
選
好
さ
れ
る

傾
向
が
続
い
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
い
。
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２
．�
最
近
の
消
費
関
連
企
業
の
販
売
戦

略
・
価
格
設
定
行
動

（
１
）�

売
上
増
強
に
向
け
た
販
売
戦
略

　

以
上
の
状
況
の
も
と
で
の
消
費
関
連
企

業
の
販
売
戦
略
を
み
る
と
、
従
来
の
低
価

格
戦
略
に
よ
る
需
要
の
掘
り
起
こ
し
に
行

き
詰
ま
り
感
が
生
じ
て
い
る
先
が
少
な
く

な
い
中
で
、
当
面
の
売
上
増
強
を
図
る
べ

く
、
価
格
よ
り
も
品
質
や
付
加
価
値
等
を

重
視
す
る
消
費
者
の
需
要
獲
得
に
向
け
た

施
策
に
取
り
組
む
動
き
が
広
が
っ
て
い

る
。

　

そ
の
際
の
具
体
策
と
し
て
は
、
①
競
争

力
の
あ
る
高
品
質
・
高
付
加
価
値
の
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
の
積
極
的
な
投
入
、
②
新
た
な

魅
力
を
備
え
る
形
で
の
店
舗
や
施
設
の
改

装
、
③
Ｅ
コ
マ
ー
ス
の
展
開
を
通
じ
た
販

売
チ
ャ
ネ
ル
の
拡
充
、
④
移
動
販
売
や
宅

配
サ
ー
ビ
ス
、
特
定
地
域
へ
の
高
密
度
出

店
、
免
税
店
の
拡
充
等
に
よ
る
利
便
性
の

向
上
な
ど
、
価
格
面
以
外
で
の
差
別
化
を

図
る
こ
と
に
よ
り
需
要
の
獲
得
を
進
め
る

先
が
多
く
み
ら
れ
る
。
特
に
最
近
で
は
、

消
費
増
税
後
に
売
上
の
低
迷
が
続
い
た
先

が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
施
策

の
展
開
に
当
た
っ
て
、
業
態
を
問
わ
ず
、

目
先
の
需
要
拡
大
が
見
込
め
る
シ
ニ
ア
層

や
訪
日
外
国
人
を
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

す
る
先
が
増
加
し
て
い
る
の
が
目
立
っ
て

い
る
。

  

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
当
面
の
売
上
増
強

策
に
加
え
、
中
長
期
的
に
は
少
子
高
齢
化

に
伴
い
国
内
需
要
が
減
少
し
て
い
く
と
の

見
方
の
も
と
で
、
今
後
の
生
き
残
り
に
向

け
、
①
将
来
の
主
要
顧
客
と
な
り
得
る
若

年
層
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

強
化
、
②
新
規
事
業
へ
の
参
入
や
企
業
間

で
の
連
携
・
統
合
、
③
域
外
や
海
外
の
需

要
取
り
込
み
等
に
取
り
組
む
先
が
少
な
か

ら
ず
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
現
状

で
も
深
刻
化
し
て
い
る
人
手
不
足
が
、
先

行
き
の
事
業
展
開
に
際
し
て
の
制
約
要
因

と
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
声
も
聞
か
れ

る
。

（
２
）�

価
格
設
定
行
動

    

こ
の
間
の
企
業
の
価
格
設
定
行
動
を
み

る
と
、
消
費
増
税
後
に
売
上
が
低
迷
す
る

局
面
で
は
、
ひ
と
頃
み
ら
れ
た
価
格
引
き

上
げ
の
動
き
は
一
服
し
た
。
も
っ
と
も
、

足
も
と
で
は
、
食
品
ス
ー
パ
ー
や
宿
泊
・

飲
食
を
中
心
に
、
こ
の
と
こ
ろ
の
高
品
質
・

高
付
加
価
値
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す

る
需
要
の
持
ち
直
し
も
受
け
、
原
材
料
価

格
の
高
騰
や
人
件
費
の
増
加
な
ど
既
往
の

コ
ス
ト
増
加
を
吸
収
す
る
観
点
か
ら
、
商

品
の
品
質
・
量
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を

必
要
に
応
じ
て
見
直
し
つ
つ
、
戦
略
的
に

値
上
げ
に
踏
み
切
る
動
き
が
着
実
に
広
が

っ
て
い
る
。
ま
た
、
百
貨
店
や
専
門
店
等

で
も
、
セ
ー
ル
期
間
の
短
縮
等
に
よ
り
値

引
き
販
売
を
極
力
抑
制
す
る
先
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
価
格
の
引
き
上
げ
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
目
立
っ
た
売

上
の
減
少
に
は
繋
が
っ
て
お
ら
ず
、
消
費

者
に
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
評
価

す
る
先
が
大
方
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
状
況
を
眺
め
、
一
部
に
は
、
今

後
の
売
上
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
価
格
の

さ
ら
な
る
引
き
上
げ
を
模
索
す
る
動
き
も

み
ら
れ
て
い
る
。

  

一
方
、
需
要
に
力
強
さ
が
な
く
、
競
争
環

境
も
厳
し
い
汎
用
的
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

に
関
し
て
は
、
消
費
者
の
低
価
格
志
向
が

依
然
と
し
て
根
強
く
、
各
種
コ
ス
ト
が
膨

ら
む
中
で
も
、
価
格
の
引
き
上
げ
に
は
慎

重
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
先
が
多

い
。
こ
の
た
め
、
総
合
ス
ー
パ
ー
や
デ
ィ

ス
カ
ウ
ン
ト
シ
ョ
ッ
プ
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
低
価
格
路
線

を
維
持
し
た
り
、
一
部
に
は
一
段
と
強
化

す
る
動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
。

３
．
先
行
き
の
見
通
し

  

消
費
関
連
企
業
の
先
行
き
の
販
売
に
つ

い
て
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善
を
背

景
に
、
当
面
は
売
上
の
持
ち
直
し
が
続
く

と
す
る
先
が
多
く
、
全
体
と
し
て
も
現
状

の
緩
や
か
な
改
善
基
調
が
続
く
も
の
と
み

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
さ
ら
な
る
価
格
引
き

上
げ
の
動
き
が
消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
悪
化

に
繋
が
る
可
能
性
を
懸
念
す
る
声
も
一
部

に
聞
か
れ
る
だ
け
に
、
今
後
の
消
費
関
連

企
業
の
販
売
動
向
や
戦
略
に
引
き
続
き
注

視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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続
い
て
、
山
口
省し

ょ
う
ぞ
う藏

金
融
高
度
化
セ

ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
、増
田
寿と

し

幸ゆ
き

氏（
京

都
信
用
金
庫
理
事
長
）、奥
田
展の

ぶ

久ひ
さ

氏
（
日

本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生
活
事
業
本
部

創
業
支
援
部
創
業
支
援
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー
）
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

山
口
副
セ
ン
タ
ー
長
は
、
起
業
に
対

す
る
社
会
的
位
置
づ
け
が
低
い
こ
と
等

を
背
景
に
日
本
の
開
業
率
は
他
国
に
比

べ
低
い
状
況
に
あ
る
が
、
創
業
支
援
の

機
運
は
確
実
に
高
ま
っ
て
い
る
と
説
明

し
ま
し
た
。
課
題
と
し
て
、
金
融
機
関

は
創
業
の
ス
テ
ッ
プ
に
応
じ
た
さ
ま
ざ

局
面
を
迎
え
た
時
に
、
短
期
的
に
収
益

に
結
び
付
き
に
く
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る

創
業
支
援
へ
の
取
組
み
を
継
続
で
き
る

か
は
、
地
域
の
事
業
を
支
え
よ
う
と
す

る
金
融
機
関
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
か
か
っ

て
い
る
と
話
し
ま
し
た
。

　

キ
ヤ
ノ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
研
究
所

の
福
井
氏
は
、
祝
辞
に
お
い
て
、
金
融
高

度
化
セ
ン
タ
ー
創
設
一
〇
周
年
を
振
り

返
り
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
創
設
の

経
緯
な
ど
を
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
先

進
国
・
新
興
国
と
も
に
潜
在
成
長
力
が
低

下
し
て
い
る
中
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
必

要
性
を
強
調
さ
れ
、
知
識
創
造
型
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
、
金
融
機
能
の
さ
ら
な
る
高
度
化
が
必

要
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

域
の
活
力
や
取
引
基
盤
を
維
持
し
て
い

く
上
で
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
◆
◆

　

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
岩
下
直
行

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
長
の
開
会
の
挨

拶
に
続
き
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
創

設
当
時
の
日
銀
総
裁
で
、
現
在
キ
ヤ
ノ

ン
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
研
究
所
理
事
長
で

あ
る
福
井
俊
彦
氏
か
ら
祝
辞
を
頂
い
た

後
、
創
業
支
援
や
地
域
活
性
化
に
金
融

面
か
ら
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
。

　

岩
下
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
長
は
、
開

会
の
挨
拶
に
お
い
て
、
金
融
環
境
が
落

ち
着
い
て
い
る
中
で
、
金
融
界
で
も
創

業
支
援
に
対
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
き

て
い
る
が
、
再
び
金
融
環
境
が
厳
し
い

　

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化

セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
四
日

に
、「
地
域
創
生
に
向
け
た
創
業
支
援
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
三
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
お
り
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
は
金
融

高
度
化
セ
ン
タ
ー
創
設
一
〇
周
年
を
記

念
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

政
府
が
策
定
し
た
「
日
本
再
興
戦
略
」

で
は
、「
開
業
率
が
廃
業
率
を
上
回
る
状

態
に
し
、
米
国
・
英
国
レ
ベ
ル
の
開
・
廃

業
率
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
（
現
状
約
五

パ
ー
セ
ン
ト
）
を
目
指
す
」
こ
と
を
謳う

た

っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る

た
め
に
も
、
地
域
経
済
の
新
た
な
担
い

手
と
な
る
創
業
者
を
支
援
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
特
に
地
域
と
と
も

に
生
き
る
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
、
地

金
融
高
度
化
セ
ミ
ナ
ー（
地
域
創
生
に
向
け
た
創
業
支
援
へ
の
取
組
み
）
を
開
催

約 430 名が参加した金融高度化セミナー

創業支援には金融機関のスピ
リットが重要と語る岩下セン
ター長

センター創設 10 周年を振り
返り祝辞を述べるキヤノング
ローバル戦略研究所・福井理
事長

創業支援の現状と課題につい
て語る山口副センター長
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創
業
支
援
融
資
の
事
務
フ
ロ
ー
に
本
部

専
担
部
署
が
深
く
関
与
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ

を
集
約
す
る
こ
と
で
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し

た
支
援
を
実
現
し
て
い
る
と
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
事
業
計
画
を
判

断
す
る
際
に
は
、
仮
に
事
業
に
失
敗
し

て
も
再
起
可
能
な
資
金
計
画
に
な
る
よ

う
に
指
導
し
て
い
る
こ
と
や
、
創
業
支

援
の
取
組
み
実
績
を
店
舗
業
績
評
価
に

反
映
し
た
こ
と
等
が
契
機
と
な
り
、
創

業
関
連
融
資
先
数
が
大
幅
に
増
加
し
た

こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

但
馬
信
用
金
庫
の
宮
垣
氏
か
ら
は
、
地

元
の
豊
富
な
資
源
や
人
材
を
活
用
す
る

地
域
活
性
化
事
業
の
実
現
の
た
め
、
総
務

省
の「
地
域
経
済
循
環
創
造
事
業
交
付
金
」

（
地
域
活
性
化
に
資
す
る
新
し
い
事
業
の

立
ち
上
げ
に
必
要
な
初
期
投
資
費
用
に

対
し
、
上
限
五
千
万
円
ま
で
の
交
付
金
が

支
給
さ
れ
る
）
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い

る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
申
請
主
体

の
地
方
自
治
体
や
事
業
者
に
対
し
積
極

的
に
提
案
し
て
回
り
、
二
〇
一
四
年
度
に

ま
な
支
援
を
前
向
き
に
行
っ
て
い
る
が
、

創
業
者
側
か
ら
み
る
と
な
お
十
分
で
な

い
点
を
挙
げ
ま
し
た
。

　

京
都
信
用
金
庫
の
増
田
氏
は
、
経
営

の
方
針
を
、
現
場
に
明
確
に
伝
え
る
こ

と
の
重
要
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま
し
た
。

創
業
支
援
に
関
す
る
理
解
や
共
感
が
得

ら
れ
て
お
ら
ず
、
担
保
や
事
業
実
績
の
な

い
融
資
に
慎
重
で
あ
っ
た
現
場
に
対
し
、

「
創
業
・
開
業
の
ご
相
談
は
京
信
へ
」
と

書
い
た
ポ
ス
タ
ー
を
全
店
に
掲
示
し
た

他
、「
リ
ス
ク
に
挑
戦
す
る
起
業
家
は
社

会
の
宝
物
、
金
融
機
関
は
こ
れ
を
支
援
す

る
責
務
を
負
う
」
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
し
た
こ
と
で
、
融
資
が
大
幅
に
増

加
し
た
こ
と
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、創
業
支
援
融
資
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、

「
倒
産
実
績
率
が
現
時
点
で
一
パ
ー
セ
ン

ト
を
切
る
水
準
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
ハ
イ

リ
ス
ク
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
創
業
支
援

の
採
算
性
に
つ
い
て
も
、「
儲
か
る
か
儲

か
ら
な
い
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
が
、

分
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
や
っ
て
み
る
べ

き
で
あ
る
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
奥
田
氏
か
ら

は
、
二
〇
一
四
年
度
の
創
業
支
援
融
資
先

は
二
万
六
〇
〇
〇
社
、
雇
用
創
出
効
果
は

約
一
〇
万
人
に
上
る
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
上
場
企
業
の
一
割
強
が
創
業
前

後
に
公
庫
を
利
用
し
て
お
り
、
今
で
も
当

時
の
感
謝
の
念
を
口
に
す
る
経
営
者
が

存
在
す
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
金
融
機
関

か
ら
の
調
達
割
合
が
高
い
ほ
ど
、
創
業
後

の
売
上
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
創
業

資
金
に
つ
い
て
は
、
五
割
以
上
を
金
融
機

関
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
創
業

後
う
ま
く
存
続
し
て
い
く
先
は
リ
ス
ク

要
因
を
織
り
込
ん
だ
売
上
計
画
を
立
て

る
が
、
廃
業
し
て
し
ま
う
先
は
希
望
的
な

計
画
を
立
て
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
金
融

機
関
の
リ
ス
ク
分
析
の
強
み
を
創
業
計

画
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
に
活
か
す
必

要
が
あ
る
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
◆
◆

　

パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
、

奥
田
展
久
氏
、
小
松
真ま
さ

実み

氏
（
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
代
表
取
締

役
）、
末す

え

田だ

義
明
氏
（
西
京
銀
行
執
行
役

員
地
域
連
携
部
長
）、
宮み

や
が
き垣

健た
け

生お

氏
（
但

馬
信
用
金
庫
本
店
営
業
部
長
）、
柳

や
な
ぎ

谷や

修

平
氏
（
福
井
信
用
金
庫
営
業
推
進
部
法

人
営
業
課
長
）
が
登
壇
さ
れ
ま
し
た
（
モ

デ
レ
ー
タ
ー
は
山
口
副
セ
ン
タ
ー
長
）。

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
取
り
組
ん
で
い
る
、

創
業
支
援
や
地
域
活
性
化
策
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

西
京
銀
行
の
末
田
氏
か
ら
は
、「
創
業

セ
ミ
ナ
ー
」
や
「
創
業
塾
」
の
他
、「
ソ
ー

シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
」、「
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

コ
ン
テ
ス
ト
」
の
開
催
な
ど
、
豊
富
な

メ
ニ
ュ
ー
で
創
業
を
支
援
し
て
い
る
現

状
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
高

齢
化
が
進
む
瀬
戸
内
の
島
で
、
廃
校
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ケ
ア
施
設
に
転
換
す

る
事
業
を
手
掛
け
、
雇
用
を
創
出
し
た

事
例
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。

　

福
井
信
用
金
庫
の
柳
谷
氏
か
ら
は
、

広範な創業支援について語る
日本政策金融公庫・奥田グ
ループリーダー

豊富な創業支援メニューにつ
いて語る西京銀行・末田部長

本部専担部署を中心とした創
業支援の展開を語る福井信
金・柳谷課長

交付金を活用した地域活性化に
ついて語る但馬信金・宮垣部長

“起業家は社会の宝”と語る
京都信金・増田理事長
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お
い
て
一
〇
件
の
新
規
事
業
が
立
ち
上

が
っ
た
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ

の
小
松
氏
か
ら
は
、
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
し
た
企
業
の

資
金
調
達
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
紹
介
が

あ
り
ま
し
た
。
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
事
業
者
ご

と
の
紹
介
ペ
ー
ジ
を
掲
載
し
、
全
国
の

個
人
か
ら
資
金
を
集
め
る
仕
組
み
を
創

る
こ
と
で
、
事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

た
い
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、現
在
、

四
三
の
地
域
金
融
機
関
と
業
務
連
携
し
、

応
援
し
た
い
企
業
の
紹
介
を
受
け
て
い

る
他
、
地
方
自
治
体
と
も
連
携
し
て
い

る
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
◆
◆

　

パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

①
創
業
者
の
掘
り
起
こ
し
、
②
関
係
機
関

と
の
連
携
、
③
創
業
支
援
体
制
の
整
備
、

の
三
点
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

①
「
創
業
者
の
掘
り
起
こ
し
」
に
関
し

て
は
、末
田
氏
か
ら
、「
創
業
＝
西
京
銀
行
」

と
連
想
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
イ
メ
ー
ジ

を
植
え
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、「
創

業
セ
ミ
ナ
ー
」
を
頻
繁
に
開
催
し
て
い
る

他
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
や
新
聞
広
告
等
、
さ
ま

ざ
ま
な
媒
体
を
活
用
し
た
宣
伝
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
柳
谷
氏
か
ら
は
、
業
界
関
連
業
者

か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る

と
し
て
、例
え
ば
、医
療
関
係
で
あ
れ
ば
、

医
療
機
器
・
薬
品
の
卸
売
業
者
や
会
計
事

務
所
に
は
、
創
業
支
援
を
専
門
に
扱
う
担

当
者
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た

担
当
者
か
ら
開
業
に
関
す
る
情
報
が
集

ま
る
と
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
他
、

宮
垣
氏
か
ら
は
、
商
店
街
活
性
化
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
若
手
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
消
費

者
の
出
会
い
の
場
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す

る
こ
と
で
創
業
に
繋
が
っ
た
事
例
が
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。

　

②
「
関
係
機
関
と
の
連
携
」
に
関
し

て
は
、
地
方
自
治
体
、
公
的
金
融
機
関
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
の
民
間

金
融
機
関
の
関
わ
り
方
や
役
割
に
つ
い

て
意
見
を
聞
き
ま
し
た
。

　
「
地
方
自
治
体
と
の
連
携
」
で
は
、
宮

垣
氏
か
ら
、「
地
域
経
済
循
環
創
造
事
業

交
付
金
」
の
積
極
的
な
提
案
を
通
じ
、

連
携
が
強
化
さ
れ
た
り
、
新
た
な
協
力

関
係
の
構
築
に
繋
が
っ
た
事
例
が
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

　
「
公
的
金
融
機
関
と
の
連
携
」
で
は
、

公
的
金
融
機
関
の
立
場
で
あ
る
日
本
政

策
金
融
公
庫
の
奥
田
氏
か
ら
、
公
庫
が
持

つ
情
報
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
民
間
金
融
機
関

が
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
不
可
能

が
可
能
に
な
る
」
と
の
話
が
聞
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
点
、
民
間
金
融
機
関
サ
イ
ド
の

福
井
信
用
金
庫
・
柳
谷
氏
は
、「
公
庫
を

頼
り
に
な
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
考
え
て
い

る
」
と
し
、
リ
ス
ク
分
散
だ
け
で
な
く
、

創
業
者
が
作
っ
た
事
業
計
画
の
妥
当
性

を
、
民
間
金
融
機
関
と
公
庫
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
目
線
で
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
こ
と

が
有
効
で
あ
る
と
話
し
ま
し
た
。

　
「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
の
連

携
」
で
は
、小
松
氏
か
ら
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
が
地
域
金
融
機
関
の
取
引

先
企
業
の
販
売
促
進
支
援
、
新
規
顧
客

開
拓
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

③
「
創
業
支
援
体
制
の
整
備
」
に
関

し
て
は
、
末
田
氏
か
ら
、
創
業
支
援
を

銀
行
の
風
土
や
文
化
と
し
て
根
付
か
せ

る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、「
創
業
セ
ミ

ナ
ー
」
等
に
担
当
地
域
の
職
員
の
参
加

を
呼
び
掛
け
、
創
業
希
望
者
と
一
緒
に

勉
強
さ
せ
て
い
る
と
の
紹
介
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
創
業
案
件
の
受
付
件
数

や
取
組
み
の
好
事
例
を
業
績
表
彰
の
対

象
に
す
る
こ
と
で
、
営
業
店
を
や
る
気

に
さ
せ
て
い
る
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

柳
谷
氏
か
ら
は
、
融
資
先
が
倒
産
し
た

場
合
、
二
度
と
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ

ぬ
よ
う
徹
底
的
に
検
証
し
、
そ
の
後
の

審
査
、
事
業
計
画
の
作
り
込
み
に
役
立

て
て
い
る
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
◆
◆

　

講
演
者
や
パ
ネ
リ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
聞
い
た
参
加
者
か
ら
は
、
タ
イ
ム

リ
ー
な
テ
ー
マ
設
定
の
中
で
、「
他
金

融
機
関
の
事
例
紹
介
が
豊
富
で
参
考
に

な
っ
た
」
旨
の
コ
メ
ン
ト
が
多
数
寄
せ

ら
れ
た
他
、「
経
営
者
の
熱
い
思
い
や
意

気
込
み
に
感
銘
し
た
」
と
い
っ
た
評
価

の
声
も
多
く
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
。

クラウドファンディングの魅
力を語るミュージックセキュ
リティーズ・小松代表取締役

創業支援の課題について議論されたパネル・ディスカッション
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日
本
銀
行
本
店
本
館
を
舞
台
に

ド
ラ
マ
撮
影

▼
二
〇
一
五
年
五
月
に
、
国
の
重
要
文
化

財
で
あ
る
日
本
銀
行
本
店
本
館
で
、
ド
ラ

マ
撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期

に
活
躍
し
た
高
橋
是
清
（
一
八
五
四
～

一
九
三
六
）の
生
涯
を
描
い
た
も
の
で
す
。

高
橋
是
清
は
、
留
学
先
の
米
国
で
騙
さ
れ

て
奴
隷
契
約
を
結
ば
さ
れ
た
り
、
ペ
ル
ー

の
銀
山
開
発
事
業
に
失
敗
し
て
一
文
無
し

と
な
っ
た
り
も
し
ま
す
が
、
最
後
に
は
、

大
蔵
大
臣
や
総
理
大
臣
を
歴
任
し
、
七
度

目
の
大
蔵
大
臣
の
時
に
、
二
・
二
六
事
件

の
凶
弾
に
倒
れ
る
波
瀾
万
丈
の
生
涯
を
送

り
ま
す
。

　

日
本
銀
行
と
の
関
係
で
は
、失
意
の
中
、

ペ
ル
ー
か
ら
帰
国
し
た
と
こ
ろ
で
、
当
時

建
築
中
で
あ
り
、
今
回
の
撮
影
の
舞
台
と

も
な
っ
た
日
本
銀
行
本
店
本
館
の
建
築
事

務
主
任
を
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
そ
の
実
力
を
認
め
ら
れ
、
日
本

銀
行
副
総
裁
、
総
裁
へ
と
、
活
躍
の
場
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
の
ド
ラ
マ
撮
影
協
力
は
、
近

年
で
は
、
昨
春
に
続
い
て
二
度
目
と
な
り

ま
し
た
。
今
後
も
、
ド
ラ
マ
を
通
じ
て
、

皆
さ
ま
が
、
日
本
銀
行
に
親
し
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

二
〇
一
五
年 

国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
開
催

▼
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
で
は
、
六
月

四
日
・
五
日
に
、
日
本
銀
行
本
店
に
て
、

二
〇
一
五
年
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
開

催
し
ま
し
た
。

　

一
九
八
三
年
の
第
一
回
以
来
、
各
回
の

コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
で
は
、
著
名
な
学
者
や

中
央
銀
行
幹
部
等
を
招
待
し
、
わ
が
国
や

世
界
経
済
が
そ
の
時
々
に
直
面
し
て
い
た

問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
や
背
景
を

金
融
政
策
運
営
の
あ
り
方
に
関
連
づ
け
て

議
論
し
て
き
ま
し
た
。

▼
二
二
回
目
と
な
る
今
回
の
コ
ン
フ
ァ
ラ

ン
ス
の
テ
ー
マ
は
、「
金
融
政
策
：
効
果

と
実
践
」
で
し
た
。
学
界
、
中
央
銀
行
、

国
際
機
関
か
ら
参
加
し
た
約
九
〇
名
の
有

識
者
が
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

論
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
、
交
流

を
深
め
ま
し
た
。

▼
黒
田
総
裁
の
開
会
挨
拶
で
は
、
中
央
銀

行
が
現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
が
挙
げ
ら

れ
、
課
題
克
服
に
向
け
た
前
向
き
な
姿
勢

と
確
信
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

伊
藤
隆
敏
教
授
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
兼
政

策
研
究
大
学
院
大
学
）
が
座
長
を
務
め
た

政
策
パ
ネ
ル
討
論
で
は
、
中
曽
副
総
裁
を

含
む
中
央
銀
行
関
係
者
等
が
パ
ネ
リ
ス
ト

を
務
め
、
開
会
挨
拶
で
挙
げ
ら
れ
た
課
題

や
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
「
長
期
停

滞
論
」
に
つ
い
て
、
参
加
者
を
交
え
た
活

発
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
中

央
銀
行
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
や
学
者
に
よ
る
五

つ
の
論
文
報
告
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し

た
。
最
後
は
、
ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
教
授

（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
）

に
よ
る
長
期
停
滞
論
に
関
す
る
「
前
川
講

演
」（
金
融
研
究
所
発
足
時〈
一
九
八
二
年
〉

の
総
裁
・
前
川
春
雄
氏
に
ち
な
ん
で
名
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
）
で
締
め
く
く
ら
れ
ま

し
た
。

▼
当
日
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
金
融
研
究

ド
ラ
マ
（「
経
世
済
民
の
男　

高
橋
是
清
」、

N
H
K
総
合
で
二
〇
一
五
年
八
月
に
放
映
済
み
）

の
撮
影
の
模
様
（
総
裁
役
の
オ
ダ
ギ
リ
ジ
ョ
ー
さ

ん
が
日
本
銀
行
に
到
着
し
た
シ
ー
ン
）

黒田総裁の開会挨拶

学界、中央銀行、国際機関から、約 90 名の有識者が参加
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所
の
機
関
誌
『
金
融
研
究
』
等
で
公
表
予

定
で
す
。
詳
し
く
は
金
融
研
究
所
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.im

es.boj.or.jp/index.

htm
l広

島
支
店
は
開
設
一
一
〇
周
年

を
迎
え
ま
し
た

▼
日
本
銀
行
広
島
支
店
で
は
、
支
店
開
設

一
一
〇
周
年
（
一
九
〇
五
年
九
月
一
日
出

張
所
開
設
）
を
記
念
し
て
、
八
月
二
十
日

（
木
）
～
九
月
一
日
（
火
）
に
「
日
本
銀

行
広
島
支
店
開
設
一
一
〇
周
年
記
念
展
」

を
、
被
爆
建
物
と
し
て
現
在
も
保
存
・
活

用
さ
れ
て
い
る「
旧
日
本
銀
行
広
島
支
店
」

（
二
代
目
営
業
所
）
に
お
い
て
開
催
し
ま

し
た
。
本
年
が
被
爆
七
〇
周
年
の
年
で
あ

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
数
の
市
民
の
方
や

地
元
メ
デ
ィ
ア
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し

た
。

▼
記
念
展
示
で
は
、
広
島
支
店
が
開
設
さ

れ
た
経
緯
や
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
の

広
島
金
融
界
の
状
況
の
他
、
一
九
四
五
年

八
月
六
日
の
被
爆
時
と
そ
の
二
日
後
の
八

日
に
は
市
内
一
二
金
融
機
関
と
共
同
で
広

島
支
店
に
お
い
て
営
業
を
再
開
し
た
模
様

に
つ
い
て
、
金
融
研
究
所
保
管
資
料
と
と

も
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
建
物
か
ら
み
た
日
本
銀
行
広

島
支
店
の
一
一
〇
年
」
と
題
し
、
広
島
支

店
初
代
営
業
所
、
二
代
目
営
業
所
建
物
の

特
徴
、
被
爆
建
物
と
し
て
の
歴
史
を
、
建

物
案
内
も
行
い
な
が
ら
文
書
局
技
師
が
解

説
し
ま
し
た
。
同
講
演
に
は
、
多
く
の
建

築
の
専
門
家
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ

せ
て
、
設
計
者
で
あ
る
辰
野
金
吾
（
日
本

銀
行
本
店
本
館
や
東
京
駅
を
設
計
）
や
そ

の
弟
子
の
長
野
宇
平
治
（
日
本
銀
行
本
店

旧
館
の
他
多
く
の
支
店
を
設
計
）
の
業
績

を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
銀
行
券
、
経
済
調
査
お
よ

び
業
務
全
般
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
銀
行
の

機
能
と
役
割
に
つ
い
て
説
明
し
、
最
終
日

に
は
、
金き

ん

田だ

一い
ち

弘ひ
ろ

雄お

広
島
支
店
長
が
「
最

近
の
金
融
経
済
情
勢
と
金
融
政
策
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
期
間
中
、
広
島
県
金
融
広
報
委

員
会
が
、
横
浜
国
立
大
学
西
村
隆
男
教
授

を
講
師
に
「
金
融
教
育
講
演
会
」
を
開
催

し
、
多
く
の
教
育
関
係
者
が
参
加
さ
れ
た

他
、「
知
る
ぽ
る
と
親
子
セ
ミ
ナ
ー
」で
は
、

銀
行
券
一
億
円
、
小
判
、
千
両
箱
（
い
ず

れ
も
レ
プ
リ
カ
）
な
ど
に
も
触
れ
て
い
た

だ
き
好
評
で
し
た
。

▼
広
島
支
店
は
、
こ
れ
か
ら
も
広
島
県
に

お
け
る
中
央
銀
行
の
拠
点
と
し
て
、
地
域

経
済
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も 

特
別
見
学
会
二
〇
一
五
」を
開
催

▼「
日
銀
っ
て
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
？
」

そ
の
よ
う
な
お
子
さ
ま
の
好
奇
心
に
お
応

え
す
る
た
め
、
日
本
銀
行
本
店
で
は
、
七

月
二
十
七
日
（
月
）
～
三
十
一
日
（
金
）

に
「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も
特
別
見
学
会

二
〇
一
五
」（
協
力
：
金
融
広
報
中
央
委

委
員
会
）
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
は
じ
め
に
、
日
銀
の
役
割
や
仕
事
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
紹
介
ビ
デ

オ
を
見
て
い
た
だ
い
た
後
、
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
館
や
実
際
に

窓
口
業
務
を
行
っ
て
い
る
新
館
営
業
場
な

お札には、偽造防止のためにたくさんの工夫が施されて
います

10kg の 1 億円パック（模擬券）、重かったかな

金田一支店長による講演。最近の金融経済情勢や
本行の政策について解説しました

旧営業所での記念展示。開設から今日までの
110 年間の広島支店の歩みの他、日本銀行の
業務について紹介しました
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特別議長の黒田総裁と金融政策について議論（撮影：野瀬勝一）

ど
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
小
学
校
四
年
生
～
中
学
生
の
お
子
さ
ま

と
保
護
者
の
方
向
け
の
体
験
学
習
で
は
、

一
億
円
の
重
さ
を
体
験
し
た
り
、
お
札
の

数
え
方
や
偽
造
防
止
技
術
に
つ
い
て
学
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

親
子
の
皆
さ
ま
か
ら
は
、「
お
札
に
隠

さ
れ
て
い
る
工
夫
を
探
す
の
が
楽
し
か
っ

た
」、「
普
段
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
お
金

に
つ
い
て
、子
ど
も
と
一
緒
に
学
習
で
き
、

貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
」
な
ど
の
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
中
学
生
を
対
象
に
、
ご
好
評
に

よ
り
今
回
で
三
回
目
と
な
る
「
金
融
政
策

を
決
め
る
の
は
、
君
だ
！
」
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
「
都
市
部
の
地
価
に
一
部
上
昇
の
動
き
」

な
ど
の
架
空
の
ニ
ュ
ー
ス
を
も
と
に
、
景

気
へ
の
影
響
な
ど
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
金

融
政
策
を
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
議
論
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
グ
ル
ー
プ
の
代
表

者
が
意
見
を
持
ち
寄
り
円
卓
に
着
席
す
る

と
、
黒
田
東は

る
ひ
こ彦
総
裁
が
登
場
し
議
決
に

飛
び
入
り
参
加
し
ま
し
た
。
各
グ
ル
ー
プ

の
議
論
の
結
果
を
聞
い
た
う
え
で
、
実
際

の
決
定
会
合
と
同
様
に
議
決
を
取
り
、
金

融
政
策
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
今
ま
で
何
で
も
な
い

よ
う
に
思
え
た
ニ
ュ
ー
ス
も
、
景
気
に
関

係
し
て
い
る
の
だ
と
分
か
り
、
こ
れ
か
ら

は
興
味
を
持
っ
て
見
よ
う
と
思
っ
た
」
な

ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

▼
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
ち
ら
の

見
学
会
の
次
回
の
開
催
は
、
春
休
み
期
間

中
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待

く
だ
さ
い
。　

貨
幣
博
物
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル 

オ
ー
プ
ン
の
お
知
ら
せ

▼
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
で

は
、
お
金
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

を
収
集
・
保
管
し
、
そ
の
調
査
研
究
を

進
め
な
が
ら
、
広
く
公
開
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
五
年
初
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
準

備
の
た
め
一
時
休
館
し
て
い
ま
し
た
が
、

二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
一
日
（
土
）、

装
い
も
新
た
に
開
館
す
る
運
び
と
な
り
ま

し
た
。

▼
館
内
で
は
、
新
し
い
研
究
成
果
を
踏
ま

え
た
展
示
か
ら
、
楽
し
い
体
験
展
示
、
記

念
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
ま
で
、親
し
み
や
す
く
、

分
か
り
や
す
く
、
ど
な
た
に
も
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
い
っ
ぱ

い
で
す
。
珍
し
い
お
金
や
関
係
す
る
資
料

に
つ
い
て
、
以
前
よ
り
見
や
す
く
な
っ
た

新
し
い
展
示
ケ
ー
ス
で
、
じ
っ
く
り
と
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
貨
幣
博
物
館
は
、
入
館
無
料
で
、
東
京

や
日
本
橋
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
観
光
の

機
会
に
合
わ
せ
て
、
ど
な
た
で
も
気
軽
に

ご
来
館
い
た
だ
け
ま
す
。
年
内
の
土
曜
日

は
開
館
時
間
を
十
九
時
ま
で
延
長
し
ま

す
。
な
お
、
二
〇
名
以
上
の
団
体
の
ご
利

用
に
は
三
カ
月
前
か
ら
事
前
の
電
話
予
約

館内イメージ

模擬金融政策決定会合を体験した中学生の皆さん、黒田総裁
を囲んで（撮影：野瀬勝一）
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ト ピ ッ ク ス

を
お
願
い
し
て
お
り
、
十
二
月
一
日
ご
来

館
分
か
ら
予
約
の
受
付
を
承
り
ま
す
。

▼
貨
幣
博
物
館
で
、
お
金
を
見
て
、
学
ん

で
、皆
さ
ん
で
お
金
の
話
を
し
ま
せ
ん
か
。

※
十
一
月
二
十
日
ま
で
休
館
中
で
す
。
最

新
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
関
連
情

報
、開
館
時
間
・

休
館
日
等
の
情

報
は
貨
幣
博
物

館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.im

es.boj.or.jp/cm
/

【
入
館
料
】
無
料

【
所
在
地
】
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石

町
一
―
三
―
一
（
日
本
銀
行
分
館
内
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

〇
三
―
三
二
七
七
―
三
〇
三
七

「
に
ち
ぎ
ん
体
験
二
〇
一
五
」 

開
催
決
定

▼
日
本
銀
行
本
店
で
は
、
今
年
も
「
に
ち

ぎ
ん
体
験
二
〇
一
五
」
を
開
催
し
ま
す
。

① 

レ
ク
チ
ャ
ー
付
き
見
学
ツ
ア
ー
（
要
予

約
）：
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
本
館
や
実
際
に
業
務
を
行
っ
て

い
る
新
館
営
業
場
へ
の
見
学
ツ
ア
ー
に

加
え
、
日
銀
の
仕
事
を
テ
ー
マ
に
講
座

を
行
い
ま
す
。

② 

企
画
展
（
予
約
不
要
・
入
退
場
自
由
）：

本
館
内
の
特
設
展
示
室
に
お
い
て
、
支

店
の
歴
史
や
建
物
な
ど
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

③ 

ミ
ニ
見
学
付
き
市
民
講
座
（
要
予
約
）：

日
銀
職
員
が
講
師
を
務
め
、
お
金
を
め

ぐ
る
話
題
な
ど
を
テ
ー
マ
に
講
座
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
講
座
の
後
に
は
、
旧

地
下
金
庫
と
旧
営
業
場
の
見
学
に
ご
案

内
し
ま
す
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
の
開
催
日
時
】

①
： 

十
月
二
十
六
～
二
十
九
日
、
十
一
月

二
日
、
四
日

■この秋号を編集した時期は、猛暑が続く夏の日々でした。
夏生まれの私は、多少の暑さには耐える自信があったので
すが、気温が 35 度を超す日が何日も続いたことから、さ
すがにバテ気味の状態でした。今日はウナギを食べて元気
を取り戻そうか、それともビタミン剤で調子を整えようか
などと思案している中、為末さんのインタビューや辻井さ
んの対談の原稿が次々に出来上がってきました。
　それらの原稿の編集作業を進めていくうちに、為末さん
や辻井さんのスポーツや音楽に対する情熱に改めて触れる
ことができました。また、お二人が熱心にお話しされる合
間に見せる素晴らしい笑顔（その素晴らしさは掲載してい
る写真でご確認ください）を思い出し、編集が終わる頃に
は、気分は壮快、すっかり元気を取り戻していました。
　素晴らしい人との出会いや思い出は、ウナギよりもビタ
ミン剤よりも、夏バテに効くことが良くわかりました。さ
て、この秋号を読まれた方々にも、お二人のバイタリティ
ーがうまく伝わったでしょうか？　そうであれば幸いで
す。ぜひ、周りの方にも為末さん、辻井さんのお話、そし
て「にちぎん」をご紹介いただければと思います。 （髙橋）

※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_n ich ig in/
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反映し
ているものではありません。日本銀行の政策・業務運営に関する
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。

編 集 後 記

にちぎん　2015 年秋号
編集・発行人　髙橋経一
発行　日本銀行情報サービス局
〒 103-8660　
東京都中央区日本橋本石町 2-1-1
☎ 03-3277-2405

デザイン　株式会社市川事務所
印 刷　株式会社アイネット
○c 日本銀行情報サービス局　禁無断転載

＊本誌の用紙は、環境・社会・経済のすべての側面に配慮した厳
しい基準に従って適切に管理された森林からの木材を原料とし
ていることを示す、FSC 認証紙を使用しています。

②
・
③
：
十
月
三
十
一
日
・
十
一
月
一
日

▼
詳
し
い
内
容
や
予
約
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
日
銀
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
日
本
銀
行
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の
ご
来
場
を
心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

情
報
サ
ー
ビ
ス
局
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ

〇
三
―
三
二
七
七
―
二
五
六
八



 

　スイスは物価が高いことで有名です。例えば、マク

ドナルドのビッグマックセットが 12 スイスフラン（現

在の為替相場で約 1,500 円）、スターバックスのドリ

ップ・コーヒー（トールサイズ）が 5.5 スイスフラン（約

700 円）です（いずれも 8％の税込み価格）。同じく

物価の高いことで知られている北欧の消費税が約25％

であることに比べて、スイスの消費税 8％はかなり低

い水準ですから、税抜きでみるとスイスの物価の高さ

は群を抜いています。

　そんなスイスで昨年、少々驚きの国民投票が行われ

ました。時給 22 スイスフラン（約 2,800 円）の法定

最低賃金の導入の是非を問うものです。週 42 時間の

フルタイム労働で、月給に換算すると 4,000 スイスフ

ラン（約 52 万円）になります。報道によると、スイ

スには最低賃金を定める制度はないものの、働き手の

約 90％はすでに月 50 万円超の収入を得ているそうで

す。国民投票は否決されましたが、提案された賃金水

from Basel

準自体は、当地ではそれほど非現実的なものではない

と受け止められています。とはいえ、日本人である筆

者の感覚とは大きく異なります。

　スイスは物価が高いにもかかわらず、多くの観光客

が訪れます。風光明媚なスイスアルプスにて、夏はハ

イキング、冬はスキーが盛んです。国内の幹線道路や

鉄道が整備されているので、バーゼルからもアクセス

が良いです。日本では到底考えられないのですが、標

高 3,454 メートルのユングフラウヨッホまで鉄道で運

んでくれますから、バーゼルから 4 時間程度で写真の

氷河を目前に見ることができます。鉄道が電化されて

間もない頃の 1895 年に国家プロジェクトとして着工

し、1912 年に開通したと聞くとスイス人の観光地づ

くりの先見の明に驚かされます。

（バーゼル銀行監督委員会事務局、バーゼル）

＊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。

スイス人の奇抜な発想

スイス・バーゼルに所在する国際決済銀行（BIS ＜
Bank for International Settlements ＞）。各国の中
央銀行・金融庁幹部が世界の金融経済をあらゆる
角度から議論。国際決済銀行が事務局機能を提供
するバーゼル銀行監督委員会では、「バーゼル III」
をはじめとするさまざまな国際金融規制を策定。

バーゼルの街を流れるライン川。水流が速く、また船舶の往来があることから（写真の右側
エリア）、基本的に遊泳禁止ですが、市の施策としてこのエリアだけ特別に遊泳可能となっ
ています。そのため、夏には、市外からも多くの人が泳ぎにやってきてにぎわいを見せます。

スイス初の世界自然遺産であるユングフラウ—アレッチ地域のアレッチ
氷河。山の麓からトラムや鉄道を乗り継いで 1 時間半程度でアレッチ氷
河を見ることができます。
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