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「字幕翻訳」──好きだからこそ切り拓いた道
地域の底力
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北川フラム アートディレクター
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美術家と地域住民が共鳴して「芸術祭」が創られる
エッセイ 　“おかね”を語る

円城 塔 作家 　貧福論
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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

昨
年
、
な
ん
の
拍
子
か
、
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物

語
』
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ず
と

知
れ
た
江
戸
時
代
の
怪か

い

異い

譚た
ん
を
集
め
た
読よ
み
ほ
ん本
で
あ
る
。

溝
口
健
二
監
督
に
よ
る
映
画
の
影
響
も
あ
り
、
お
ど

ろ
お
ど
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

　

全
九
話
を
収
め
、
そ
の
第
一
話
は
、
日
本
三
大
怨

霊
の
一
人
、
崇す

徳と
く
い
ん院
と
西
行
法
師
の
掛
け
合
い
で
あ

る
。『
菊き

っ
か花
の
約
ち
ぎ
り』、『
夢む

応お
う
の
鯉り

魚ぎ
ょ
』、『
青あ
お

頭ず

巾き
ん
』
な

ど
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
だ
が
、
最
終
話
の
『
貧ひ

ん
ぷ
く福
論
』

ま
で
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
。

　

陸
奥
の
国
蒲が

も
う生
氏う
じ
さ
と郷
の
家
に
、
岡お
か

左さ

内な
い

と
い
う
武

士
が
あ
っ
た
。
貯
蓄
を
趣
味
に
し
て
い
る
。
私
欲
で

は
な
く
、
金
は
武
器
よ
り
有
用
だ
か
ら
集
め
て
い
る
。

武
士
と
し
て
、
世
を
治
め
る
の
に
有
用
な
も
の
を
集

め
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
理
屈
な
の
だ
が
、

な
か
な
か
世
の
人
の
理
解
は
え
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な

左
内
の
も
と
へ
あ
る
夜
、
小
さ
な
お
爺
さ
ん
の
姿
を

し
た
、
金
の
精
が
現
れ
た
。

　

金
の
精
と
し
て
も
、
金
持
ち
は
ご
う
つ
く
ば
り
の

ご
ろ
つ
き
ば
か
り
、
無
慈
悲
、
無
惨
な
者
ば
か
り
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
つ
ら
い
、と
い
う
。つ
い
て
は
、

金
の
精
が
日
々
思
う
と
こ
ろ
の
、
金
の
徳
と
い
う
も

の
を
解
き
明
か
し
た
い
、と
の
こ
と
で
あ
る
。『
史
記
』

や
『
論
語
』、『
中
庸
』
な
ど
を
縦
横
に
引
き
、
金
の

性
質
と
い
う
も
の
を
と
う
と
う
と
説
く
。
左
内
も
日

頃
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
ち
ら
も
胸
の
内

を
打
ち
明
け
て
、
金
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
夜
明

け
ま
で
語
り
明
か
し
た
。
結
論
と
し
て
は
、
経
済
に

長
け
た
徳
川
家
が
世
を
牛
耳
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、

と
し
て
終
わ
る
。

　

怪
異
で
は
あ
る
が
、
特
に
怖
い
要
素
は
な
い
。
無

理
矢
理
に
怖
い
と
こ
ろ
を
探
せ
ば
、
何
か
に
憑
か
れ

た
よ
う
に
延
々
と
語
り
続
け
る
二
人
の
口
調
だ
が
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
怪
談
の
怖
さ
と
は
異
な
る
。

　

怨
霊
に
は
じ
ま
り
、
経
済
話
で
終
わ
る
と
い
う
の

は
な
か
な
か
意
表
を
つ
い
た
構
成
で
あ
り
、
こ
の
点

に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
た
論
考
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　

上
田
秋
成
は
、
商
家
に
育
っ
た
。
の
ち
に
破
産
し
、

医
者
に
転
ず
る
。
晩
年
は
知
人
の
家
を
転
々
と
し
、

暮
ら
し
ぶ
り
は
貧
し
か
っ
た
。

　
「
善
を
賞
し
、
悪
を
罰
す
る
役
目
は
、
天
で
あ
り
神

で
あ
り
仏
の
仕
事
。
天
、
神
、
仏
、
こ
の
三
つ
が
人

間
の
道
で
あ
る
。
道
は
わ
れ
ら
物
質
の
関
与
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
」

　

と
金
の
精
は
言
う
。
金
は
物
質
だ
か
ら
、
人
間
の

情
と
は
関
係
が
な
い
、
と
も
。

　

現
代
語
訳
を
し
て
い
て
一
番
面
白
か
っ
た
の
は
、

実
は
こ
の
『
貧
福
論
』
だ
っ
た
。

貧福論

円城  塔

えんじょう・とう● 1972 年北海道生まれ。東北大学理学部物理学
科卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。2007年『オ
ブ・ザ・ベースボール』で文學界新人賞受賞。10 年『烏有此譚』
で野間文芸新人賞、11 年、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞、12 年

『道化師の蝶』で芥川賞、14 年『Self-Reference ENGINE』でフィ
リップ・K・ディック記念賞特別賞をそれぞれ受賞。12 年、早逝
した伊藤計劃氏の未完の絶筆を引き継いだ『屍者の帝国』が話題に。
近著に『シャッフル航法』『エピローグ』『プロローグ』など。
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「字幕翻訳」──好きだからこそ切り拓いた道
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新連載  
貨幣の世界̶̶ ❶　［形  その1］
古代オリエントから欧州
FOCUS → BOJ 18　前橋支店を訪ねて

多岐にわたる支店の仕事
日本銀行のレポートから
「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）̶2016 年1月̶

「地域経済報告」（さくらレポート）̶2016 年1月̶
地域の視点「各地域における企業の雇用・賃金設定スタンス」

トピックス
創業支援に関する地域ワークショップを開催ほか

AIR MAIL from  London
ロンドン中心部の住宅街の一風景
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日
本
銀
行
神
戸
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
第
一
六
番

目
の
支
店
と
し
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
六
月

に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
折
し
も
日
本
中
が
未
曽
有

の
金
融
恐
慌
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
頃
で
あ
り
、
神

戸
支
店
の
開
設
も
そ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、
当

初
の
予
定
か
ら
一
カ
月
遅
れ
と
な
り
ま
し
た
。

　

表
紙
の
初
代
店
舗
は
、大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）

の
関
東
大
震
災
の
発
生
を
受
け
、
よ
り
耐
震
性
・

耐
火
性
を
高
め
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
堅

牢
な
建
物
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
の
阪
神
大
水
害
、
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
の
神
戸
大
空
襲
と
い
う
大
き
な
試

練
に
遭
遇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倒
壊
を
免
れ

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
戦
時
中
は
空
襲
の
目
標
物

と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
建
物
全
体
が
真
っ
黒
に
塗

ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
戦
後
の
経
済
発
展
に
伴
う
事
務
量
お

よ
び
職
員
数
の
増
加
に
よ
り
建
物
が
手
狭
に
な
っ

た
た
め
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）、
道
を

隔
て
た
向
か
い
に
現
在
の
店
舗
を
新
築
し
ま
し

た
。
支
店
前
の
通
り
で
は
、平
成
七
年（
一
九
九
五
）

よ
り
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
犠
牲
者
の
鎮
魂
と

街
の
復
興
を
祈
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
始
ま
っ
た

「
神
戸
ル
ミ
ナ
リ
エ
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば

SPRING 2016 　NO.45 CONTENTS



4NICHIGIN 2016 NO.45

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一

N
atsuko T

oda

戸
田
奈
津
子

映
画
字
幕
翻
訳
者
・
通
訳

INTERVIEW

　
『
地
獄
の
黙
示
録
』『
E
T
』『
レ
イ
ン
マ
ン
』『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』
…
…
数
々
の
名
作

の
字
幕
翻
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
る
戸
田
奈
津
子
さ
ん
。
三
〇
年
以
上
も
の
間
、
第
一
線

で
活
躍
を
続
け
て
、こ
れ
ま
で
に
手
が
け
た
映
画
字
幕
は
約
一
五
〇
〇
本
！
「
職
人
芸
」

の
よ
う
な
字
幕
翻
訳
の
仕
事
で
、
戸
田
さ
ん
が
大
事
に
し
て
き
た
こ
と
は
何
か
。
映
像

技
術
の
進
歩
に
伴
う
字
幕
の
環
境
変
化
、
映
画
の
未
来
像
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ス
タ
ー
の
素

顔
の
紹
介
ま
で
、
幅
広
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

.

.
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―
―
私
は
洋
画
が
大
好
き
な
の
で
す

が
、
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
で
戸
田
さ
ん
の
お

名
前
を
何
度
拝
見
し
た
で
し
ょ
う
か
。

長
年
に
わ
た
っ
て
手
が
け
ら
れ
て
き
た

字
幕
翻
訳
と
は
、
単
な
る
技
術
で
は
な

く
、
芸
術
の
域
に
達
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
で
す
が
。

戸
田　

字
幕
は
「
芸
術
」
な
ど
で
は
な

く
、「
職
人
芸
」
で
す
。
字
幕
に
よ
っ
て

映
画
の
物
語
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
事
で
、
字
数
が
少
な
い
か
ら
セ
リ
フ

の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
的
確
に
短
く
、
詰
め
て
い

く
。セ
リ
フ
を
た
だ
切
り
取
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
シ
ー
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
翻
訳
の
表
現

を
考
え
、
画
面
に
出
せ
る
文
字
数
に
合
わ

せ
て
字
幕
を
つ
く
っ
て
い
く
作
業
で
す
。

―
―
字
幕
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
画
面
に

出
た
り
消
え
た
り
し
ま
す
が
、
あ
れ
は

何
文
字
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

戸
田　

お
客
さ
ん
は
画
面
を
見
て
い
る

合
い
間
に
ち
ら
っ
と
字
幕
を
読
む
わ
け

で
す
か
ら
、
非
常
に
限
ら
れ
た
文
字
数

し
か
頭
に
入
り
ま
せ
ん
。
そ
の
制
限
は

一
秒
間
に
三
〜
四
文
字
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
パ
ッ
と

見
た
字
幕
を
瞬
間
的
に
理
解
し
て
も
ら

う
た
め
に
は
、
だ
れ
に
で
も
わ
か
り
や

す
く
表
現
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
耳
慣

れ
な
い
言
葉
と
か
、
若
い
人
た
ち
に
だ

け
わ
か
る
流
行
語
な
ど
を
使
う
と
、
戸

「
字
幕
翻
訳
」

│
│
好
き
だ
か
ら
こ
そ
切
り
拓
い
た
道

惑
う
お
客
さ
ん
も
い
る
で
し
ょ
う
。
読

み
切
れ
な
い
ま
ま
字
幕
が
消
え
た
ら
、

映
画
の
物
語
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
先

に
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
お
客
さ
ん
が

一
瞬
で
も
戸
惑
っ
た
り
、
文
字
を
読
み

切
れ
な
か
っ
た
り
し
て
、
映
画
の
鑑
賞

を
妨
げ
る
よ
う
な
字
幕
は
、
良
い
字
幕

と
は
言
え
ま
せ
ん
。

―
―
字
幕
は
セ
リ
フ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を

凝
縮
し
、
詰
め
て
い
く
職
人
芸
だ
と
。

そ
の
芸
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
ど
う

い
う
訓
練
を
受
け
た
の
で
す
か
。

戸
田　

こ
の
職
業
に
は
専
門
の
訓
練
施

設
の
よ
う
な
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

は
、
外
国
映
画
を
字
幕
で
鑑
賞
す
る
習

慣
が
定
着
し
て
い
る
珍
し
い
国
で
す
。

他
の
国
は
吹
き
替
え
が
主
流
。
そ
ん
な

中
で
、
字
幕
の
草
創
期
に
翻
訳
を
担
当

し
て
い
た
の
は
、
映
画
会
社
に
勤
め
る

外
国
語
が
堪
能
な
社
員
で
し
た
。
こ
の

方
た
ち
が
戦
後
、
会
社
か
ら
独
立
し
て

字
幕
翻
訳
者
に
な
っ
て
い
っ
た
。
字
幕

翻
訳
は
、
そ
の
始
ま
り
の
と
こ
ろ
か
ら
、

人
に
教
え
た
り
教
わ
っ
た
り
す
る
こ
と

が
な
い
一
匹
狼
の
職
人
芸
だ
っ
た
ん
で

す
。

　

私
の
場
合
は
、
腰
掛
け
の
会
社
勤
め

を
し
た
後
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
な
が
ら
、
字
幕
翻
訳
の
世
界
を
目

指
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
『
地
獄
の

黙
示
録
』
の
字
幕
を
担
当
し
て
か
ら

依
頼
が
ど
ん
ど
ん
舞
い
込
む
よ
う
に
な

り
、
現
場
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
、

自
分
な
り
の
字
幕
翻
訳
を
身
に
つ
け
て

い
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
。

―
―
職
人
芸
と
な
る
と
、
字
幕
翻
訳
者

ご
と
に
文
体
に
特
徴
が
出
そ
う
で
す
ね
。

戸
田　

字
幕
の
分
量
は
、
セ
リ
フ
ご
と

に
二
字
〜
二
五
字
の
字
幕
が
出
る
と
し

て
、
二
時
間
の
映
画
で
ス
ク
リ
ー
ン
に

出
る
字
幕
枚
数
が
平
均
一
二
〇
〇
枚
ぐ

ら
い
に
な
り
ま
す
が
、
字
幕
だ
け
を
ま

と
め
て
読
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

読
め
ば
、
人
に
よ
っ
て
文
体
が
違
う
と

わ
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
字
幕
は
あ

く
ま
で
も
映
像
あ
っ
て
の
も
の
で
す
か

セ
リ
フ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
一
秒
・
三
字
で

表
現
す
る

「KEEP ON DREAMING 戸田奈津子」
（双葉社）より
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とだ・なつこ●東京都出身。津田塾大学英文学科卒業後、保険会社に約
1 年半勤務した後、英語関連のアルバイトをしながら字幕翻訳者を目指
す。1970 年公開の『野性の少年』で映画字幕デビュー。79 年、フラ
ンシス・コッポラ監督の推薦を受け、超大作『地獄の黙示録』を担当し、
字幕翻訳者の第一人者としての地位を確立。以後、『E.T.』『アマデウス』

『レインマン』『タイタニック』『ミッション：インポッシブル』など約
1500 本の作品を手がける。現在も字幕翻訳の第一線で活躍するかたわ
ら、来日する海外のトップ・スターの通訳やアテンドも担当する。おも
な著書に『字幕の花園』（集英社文庫）、『スクリーンの向こう側』（共同
通信社）、『KEEP ON DREAMING』『ときめくフレーズ、きらめくシネマ』

（いずれも双葉社）などがある。

―
―
い
ろ
い
ろ
な
作
品
の
依
頼
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
映
画
の
字
幕
を

担
当
す
る
か
、
戸
田
さ
ん
が
決
め
る
の

で
し
ょ
う
か
。

戸
田　

私
が
決
め
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

で
す
。
あ
く
ま
で
映
画
会
社
か
ら
い
た

だ
い
た
作
品
を
担
当
し
ま
す
。
立
場
上
、

字
幕
翻
訳
者
は
受
注
側
で
す
か
ら
。
忙

し
く
て
時
間
が
な
い
と
き
は
お
断
り
し

ま
す
が
、
試
写
を
観
て
か
ら
「
つ
ま
ら

な
い
作
品
だ
か
ら
嫌
で
す
」
な
ど
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
試
写
を
観
た
ら
、
最
後

で
す
。
字
幕
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。

―
―
字
幕
翻
訳
の
作
業
は
試
写
を
観
る

こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
す
か
。

戸
田　

私
は
試
写
の
後
、
シ
ナ
リ
オ
の

セ
リ
フ
を
見
な
が
ら
、
同
時
に
耳
で
聴

い
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
確
か
め
て
字
幕
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。た
だ
、こ
こ
数
年
、

字
幕
を
つ
く
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
面
で
環

境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

―
―
ど
の
よ
う
な
変
化
で
し
ょ
う
か
。

戸
田　

昨
年
公
開
さ
れ
た
Ｃ
Ｇ
（
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
映
像

の
多
い
『
０
０
７　

ス
ペ
ク
タ
ー
』
を

ら
、
映
像
と
一
緒
で
な
け
れ
ば
存
在
価

値
が
な
く
、
そ
れ
だ
け
読
ん
で
も
、
全

く
お
も
し
ろ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
と
こ
ろ
が
、
映
像
と
一
緒
に
な
る

と
、
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
字
幕
の
意
味

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

戸
田　

え
え
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
シ
ー

ン
に
想
い
を
こ
め
た
俳
優
の
声
や
表
情

が
重
な
る
と
、「
君
が
好
き
」
と
い
う
だ

け
の
単
純
な
セ
リ
フ
が
い
か
に
も
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
な
意
味
を
放
つ
。
お
客
さ
ん

の
そ
う
い
う
錯
覚
を
利
用
す
る
の
も
、

字
幕
翻
訳
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
映
画
の
登
場
人
物
の
「
思
い
」
も

字
幕
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

戸
田　

映
画
で
描
か
れ
る
ド
ラ
マ
っ
て
、

エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
し
ょ
う
。

お
客
さ
ん
が
そ
れ
を
楽
し
め
る
よ
う
に
、

字
幕
を
つ
く
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

悲
し
い
場
面
で
は
泣
け
て
、
お
か
し
い

場
面
で
は
笑
え
る
よ
う
に
、
字
幕
か
ら

伝
わ
ら
な
い
と
だ
め
で
す
。

　

で
も
、「
笑
い
」
を
字
幕
に
し
て
い
く

の
は
難
し
い
で
す
ね
。
感
動
し
た
り
、

泣
い
た
り
と
い
う
感
情
は
世
界
共
通
で
、

言
葉
を
超
え
て
だ
れ
で
も
理
解
で
き
る

と
思
い
ま
す
。「
笑
い
」
だ
け
は
、
そ
う

は
い
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
駄
洒
落
は
、

そ
の
言
語
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
土
台

が
あ
る
か
ら
笑
え
る
ん
で
す
。
英
語
の

Ｃ
Ｇ
中
心
の
映
画
で

字
幕
翻
訳
の
作
業
が
変
わ
っ
た

土
台
を
シ
ェ
ア
し
て
い
な
い
日
本
人
に
、

英
語
の
ジ
ョ
ー
ク
は
通
じ
な
い
し
、
ま

し
て
字
幕
の
文
字
だ
け
で
笑
わ
せ
る
な

ん
て
至
難
の
業わ

ざ

で
す
。

―
―
最
近
の
映
画
館
は
国
際
化
し
て
、

日
本
人
と
外
国
人
が
一
緒
に
観
る
機
会

も
増
え
ま
し
た
が
、
鑑
賞
中
に
笑
い
の

タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

戸
田　

外
国
人
が
笑
っ
て
い
る
の
に
、

日
本
人
は
し
ら
っ
と
し
て
い
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
「
字
幕

が
下
手
だ
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
ガ
ッ
ク

リ
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
日
本
人
は
映
画

を
鑑
賞
す
る
と
き
も
控
え
目
で
、
あ
ま

り
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
し
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
外
国
人
の
監
督
や
俳
優
は
、
お
客

さ
ん
が
期
待
ど
お
り
に
反
応
し
な
い
と
、

び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
字

幕
の
責
任
に
さ
れ
る
と
き
は
、
字
幕
翻
訳

者
っ
て
損
な
役
回
り
だ
な
あ
と
思
い
ま

す
ね
。
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―
―
昨
年
秋
に
公
開
さ
れ
た
『
ラ
ス
ト
・ 

ナ
イ
ツ
』
で
は
、
字
幕
に
つ
い
て
戸
田

さ
ん
と
監
督
で
話
し
合
っ
た
と
お
聞
き

し
ま
し
た
。

戸
田　

字
幕
翻
訳
者
が
外
国
映
画
の
監

督
と
接
触
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
、

皆
無
で
す
。
し
か
し
こ
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画
は
日
本
人
監
督
の
紀
里
谷
和
明
氏

の
作
品
で
し
た
か
ら
、
異
例
に
も
監
督

と
顔
を
突
き
合
わ
せ
、
一
語
一
句
、
あ

例
に
と
り
ま
し
ょ
う
。
映
像
技
術
者
た

ち
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
中
で
映
像

を
つ
く
る
わ
け
で
す
が
、
手
を
か
け
て

い
い
映
像
に
す
る
た
め
に
、
な
か
な
か

作
業
が
完
成
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
封
切

り
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
続
き
、
我
々
翻
訳
者

の
手
に
映
像
が
来
な
い
の
で
す
！　

映

画
が
フ
ィ
ル
ム
だ
っ
た
時
代
は
、
一
度

プ
リ
ン
ト
し
た
映
像
は
い
じ
れ
な
か
っ

た
の
に
、
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
映
像
は
何

度
で
も
修
正
で
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
翻
訳
者
は
刻
々
と
迫
っ

て
く
る
封
切
り
日
を
横
目
に
、
い
つ
完

成
映
像
が
届
く
の
か
と
地
団
駄
を
踏
ん

で
待
つ
こ
と
が
日
常
化
し
ま
し
た
。
今

回
の
『
０
０
７
』
も
最
終
映
像
が
な
か

な
か
届
か
ず
、
封
切
り
前
の
一
週
間
で

何
と
か
字
幕
原
稿
を
仕

上
げ
る
と
い
う
状
況
で

し
た
。

―
―
そ
う
な
る
と
、

試
写
を
観
て
か
ら
字
幕

に
と
り
か
か
る
、
と
い

う
手
順
も
変
わ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

戸
田　

フ
ィ
ル
ム
時
代

は
試
写
室
で
フ
ィ
ル

ム
を
か
け
て
新
作
を
観

る
と
い
う
手
順
で
し

た
が
、
今
は
デ
ジ
タ
ル
で
す
。
つ
ま
り

新
作
の
映
像
は
空
中
を
飛
ん
で
、
わ
が

家
の
パ
ソ
コ
ン
に
送
ら
れ
て
く
る
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
映
像
が
途
中
で
盗
ま
れ
、

海
賊
版
な
ど
が
出
た
ら
大
変
で
す
か
ら
、

映
像
の
デ
ー
タ
に
は
厳
重
な
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
が
か
け
ら
れ
、複
雑
な
パ
ス
ワ
ー

ド
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｔ
に
ヨ
ワ

い
ア
ナ
ロ
グ
人
間
の
私
が
パ
ス
ワ
ー
ド

と
格
闘
す
る
羽
目
に
な
る
の
で
す
。
こ

う
い
う
時
は
心
底
、
Ｉ
Ｔ
の
進
歩
を
呪

い
た
く
な
り
ま
す
。

―
―
字
数
の
制
約
と
か
、
字
幕
翻
訳
の

内
容
に
も
変
化
が
あ
り
ま
す
か
。

戸
田　

ど
ん
な
に
Ｉ
Ｔ
が
進
歩
し
よ
う

と
、
翻
訳
自
体
は
何
も
変
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。
英
語
を
日
本
語
に
す
る
翻
訳
自

体
に
変
わ
り
は
な
い
し
、
字
幕
の
制
約

も
一
秒
間
に
三
〜
四
文
字
の
ま
ま
。
人

が
し
ゃ
べ
る
ス
ピ
ー

ド
は
昔
も
今
も
変
わ

ら
な
い
し
、
人
が
字

幕
を
読
む
ス
ピ
ー
ド

も
昔
よ
り
速
く
な
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
。

　

む
し
ろ
若
い
人
を

中
心
に
活
字
離
れ
の

現
象
が
起
き
て
い
る

影
響
な
の
か
、「
字
幕

に
追
い
つ
け
な
い
」
と
い
う
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
外
国
映
画
を
字
幕
で
観
る

よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
日
本

人
の
識
字
率
の
高
さ
が
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
あ
や
し

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
吹
き
替
え
版
を

好
む
お
客
さ
ん
が
増
え
て
い
る
現
実
が
、

そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

映
画
の
世
界
に
導
か
れ
、

好
き
な
仕
事
で
生
き
て
き
た

あ
し
よ
う
、
こ
う
し
よ
う
と
直
し
な
が

ら
字
幕
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

理
想
的
な
字
幕
づ
く
り
で
す
が
、
通
常

は
地
理
的
に
も
、
時
間
的
制
約
を
考
え

て
も
無
理
な
の
で
す
。

―
―
日
本
語
を
母
国
語
と
す
る
監
督

が
、
外
国
映
画
を
撮
る
こ
と
自
体
少
な

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

戸
田　

海
外
で
活
躍
す
る
日
本
人
俳
優

も
少
な
い
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
大
き
な

ネ
ッ
ク
は
や
は
り
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で
ケ
ン・ワ
タ
ナ
ベ（
渡
辺
謙
氏
）

の
『
ラ
ス
ト 

サ
ム
ラ
イ
』
は
す
ば
ら
し

い
出
来
で
し
た
が
、
日
本
人
俳
優
が
フ

ル
に
力
量
を
発
揮
で
き
る
あ
の
よ
う
な

映
画
は
数
十
年
に
一
本
？　

と
に
か
く

稀
で
す
。
一
方
、
技
術
部
門
を
見
る
と
、

最
近
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
活
躍
し
て
い
る

「KEEP ON DREAMING 戸田奈津子」（双葉社）より

ⓒ Luka Productions
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 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
髙
橋
経
一
）

日
本
人
が
と
て
も
増
え
て
い
ま
す
。
監

督
や
俳
優
に
は
と
て
も
ハ
ー
ド
ル
の
高

い
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
す
が
、映
像
技
術
だ
っ

た
ら
、
実
力
さ
え
あ
れ
ば
日
本
人
に
も

チ
ャ
ン
ス
が
開
け
て
い
ま
す
。

―
―
Ａ
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
や

Ｓ
・
ス
タ
ロ
ー
ン
は
、
な
ま
り
の
強
い

英
語
で
も
演
技
力
が
高
く
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

戸
田　

主
演
の
『
タ
ー
ミ
ネ
ー
タ
ー
』

や
『
ロ
ッ
キ
ー
』
の
役
柄
に
合
わ
せ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
普
段
は
あ
ん
な
に

な
ま
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
二
人
と
も

マ
ッ
チ
ョ
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
い

ま
す
が
、
じ
つ
は
と
っ
て
も
頭
が
切
れ

る
。
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
ハ
リ
ウ
ッ
ド

俳
優
に
会
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
頭
の
よ

さ
で
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
。
ア
メ
リ

カ
生
活
三
〇
年
以
上
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ

ネ
ッ
ガ
ー
は
、
完
璧
な
英
語
を
話
せ
る

は
ず
で
す
。
で
も
彼

は
自
分
の
ト
レ
ー
ド

マ
ー
ク
と
し
て
、
あ

の
長
い
ド
イ
ツ
の
名

字
と
な
ま
り
を
計
算

し
て
残
し
て
い
る
の

だ
と
私
は
に
ら
ん
で

い
ま
す
。

―
―
戸
田
さ
ん
は
字

幕
翻
訳
を
手
が
け
な
が
ら
通
訳
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
海
外
の
ト
ッ
プ
・
ス
タ
ー

と
交
遊
さ
れ
た
り
、
各
国
に
出
か
け
ら

れ
た
り
、
常
に
世
界
と
接
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

戸
田　

い
え
い
え
、
私
は
本
当
に
井
の

中
の
蛙
で
す
。
日
本
以
外
で
暮
ら
し
た

経
験
は
一
日
と
な
い
し
、
日
本
で
字
幕

の
勉
強
を
し
て
、
日
本
で
仕
事
を
し
て

き
ま
し
た
。
海
外
に
旅
行
し
て
も
、
現
地

の
暮
ら
し
の
中
ま
で
入
っ
て
い
く
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

　

で
も
、
振
り
返
る
と
、
私
は
子
供
の

こ
ろ
か
ら
「
未
知
の
も
の
を
観
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
は
強
か
っ
た
。
本
や
映

画
の
中
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
膨
ら

ま
せ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
ト

リ
ッ
プ
し
た
り
、
主
人
公
と
同
じ
体
験

を
す
る
想
像
を
し
た
り
…
…
。
今
も
字

幕
翻
訳
の
作
業
を
し
て
い
る
と
き
は
、

頭
の
中
で
映
画
の
世
界
に
と
ん
で
い
ま

す
。
セ
リ
フ
を
字
幕
に
翻
訳
し
な
が
ら
、

そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
一
緒
に
冒
険
を

し
た
り
、
素
敵
な
恋
を
し
た
り
す
る
。

現
実
の
自
分
は
何
も
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

し
て
い
な
い
け
ど
、
楽
し
い
疑
似
体
験

で
す
。

―
―
字
幕
翻
訳
者
と
い
う
、
け
っ
し
て

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
職
業
を
志
し
た

こ
と
自
体
、
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
だ
っ
た

よ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。

戸
田　

そ
う
い
う
意
識
は
自
分
の
中
に

は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ
た
す

ら
映
画
が
好
き
で
、
ド
ラ
マ
の
世
界
に

ひ
た
り
た
い
、
字
幕
の
仕
事
を
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
だ
け
で
し
た
。
そ
し
て

自
分
が
字
幕
に
助
け
ら
れ
て
映
画
を
楽

し
ん
だ
よ
う
に
、
映
画
の
楽
し
さ
を
皆

に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
ん

で
す
ね
。

―
―
そ
れ
で
生
計
も
立
て
て
こ
ら
れ
た

の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

戸
田　

本
当
に
ラ
ッ
キ
ー
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
好
き
な
も
の
の
な
か
に
、
私

の
生
き
る
道
が
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
。

イ
ヤ
な
こ
と
は
切
り
捨
て
る
人
生
で
し

た
。
多
く
を
捨
て
ま
し
た
が
、
そ
の
お

か
げ
で
ス
ト
レ
ス
と
も
関
わ
り
を
も
た

な
い
で
こ
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
一
層

進
歩
し
て
い
く
と
、
こ
れ
か
ら
映
画
は

ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

戸
田　

今
は
変
化
の
途
中
段
階
で
す
が
、

映
画
館
で
映
画
を
観
る
時
代
は
、
い
ず

れ
終
わ
り
を
告
げ
る
で
し
ょ
う
ね
。
デ

ジ
タ
ル
で
配
信
が
可
能
に
な
っ
た
の
で

す
か
ら
、
映
像
が
各
家
庭
の
モ
ニ
タ
ー

に
送
ら
れ
て
き
て
、
オ
ン
・
デ
マ
ン
ド

で
映
画
を
観
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
？

　

今
は
Ｃ
Ｇ
映
像
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー

ロ
ー
物
が
大
人
気
で
す
が
、
二
〇
世
紀

の
映
画
フ
ァ
ン
が
『
ロ
ー
マ
の
休
日
』

と
か
『
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
』
か
ら

得
た
よ
う
な
喜
び
や
感
動
を
残
す
作
品

は
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
特
撮
満
載
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー

映
画
が
何
十
年
後
ま
で
感
動
を
残
す
で

し
ょ
う
か
？ 

こ
れ
か
ら
も
内
容
の
濃
い

映
画
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
。
そ

し
て
字
幕
が
引
き
続
き
、
映
画
を
楽
し

む
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
念

じ
て
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
。

「KEEP ON DREAMING 戸田奈津子」（双葉社）より
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地域の底力

房
総
半
島
の
先
端
に
位
置
す
る
、

海
に
囲
ま
れ
た
館
山
市
に
は
、

の
ど
か
な
田
舎
と
都
市
機
能
の
、

双
方
を
併
せ
持
つ
、

懐
深
い
魅
力
が
あ
っ
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

2010 年に完成した約 400 メートルの「館山夕日桟橋」は、桟橋
形式としては日本で最も長い構造。写真の帆船「日本丸」のよう
な官公庁船や、「にっぽん丸」をはじめとする大型客船が寄港す
る際には、その美しい景観がいっそう引き立つ。（館山航空隊撮影）

都
市
生
活
も

の
ど
か
な
暮
ら
し
も

幸
せ
を
選
べ
る

千
葉
県
館
山
市



1982 年に再建された館山城は、「南総里見八犬伝」の
博物館として版本や錦絵などが展示されている。周辺の
城山公園は、桜や紅葉の名所。散策を楽しむ市民も多い。

館山市経済観光部商工観光課担当課長・亀井徹氏 ( 左 ) と、
移住の相談窓口であるＮＰＯ法人「おせっ会」代表・八代健
正氏（右）。官民が協力して、移住対策に取り組んでいる。

1999 年完成の JR 館山駅は、温暖な気候を象徴
するような南欧風のデザイン。ロータリーには
花壇が設けられ、一年を通して写真のポピーほ
か花々が観光客を迎える。
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都
市
圏
の
田
舎 

選
択
肢
の
あ
る
移
住

　

人
口
約
四
万
八
○
○
○
人
の
千
葉
県

館
山
市
は
、
房
総
半
島
の
先
端
、
東
京

湾
の
入
口
に
位
置
す
る
。
戦
国
時
代
か

ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
は
、
里
見

家
が
治
め
て
い
た
安あ

房わ

国
。
滝
沢
馬
琴

に
よ
る
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
舞
台

で
あ
り
、
再
建
さ
れ
た
館
山
城
が
今
も

街
を
見
守
る
よ
う
に
建
つ
。

　

千
葉
県
内
で
は
、
東
京
か
ら
も
っ
と

も
離
れ
た
地
域
。
地
図
上
、
湾
岸
を
ぐ

る
り
た
ど
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
距
離
が
あ

る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
を
利
用
す
れ
ば
、

都
心
か
ら
車
で
約
八
〇
分
と
い
う
近
さ
。

現
在
、
そ
の
利
便
性
を
活
か
し
、
官
民

手
を
組
ん
だ
移
住
へ
の
対
応
が
行
わ
れ

て
い
る
。

　

ま
ず
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
「
お
せ
っ
会
」
の
代
表
、
八
代
健た

け

正ま
さ

氏
だ
。
二
○
○
七
年
の
設
立
以
来
、

相
談
の
窓
口
と
な
り
、
約
一
五
○
世
帯

の
移
住
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
。

　

発
足
当
時
は
、
田
舎
暮
ら
し
の
第
二

次
ブ
ー
ム
が
到
来
し
て
い
た
頃
。
団
塊

の
世
代
の
大
量
退
職
も
見
込
ま
れ
て
い

た
。
未
来
の
人
口
減
少
を
ふ
ま
え
て
の

立
ち
上
げ
だ
っ
た
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、

暗
中
模
索
の
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
当
初
は
と
に
か
く
、
館
山
で
は
田
舎

暮
ら
し
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け

を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
し
た
。
自
然
が

豊
か
で
、海
が
き
れ
い
。魚
や
鮨
が
旨
い
。

い
わ
ゆ
る
観
光
対
策
と
何
ら
変
わ
ら
な

か
っ
た
ん
で
す
」

　

恵
み
を
も
た
ら
す
海
は
、
釣
り
人
に

も
人
気
。
年
間
平
均
気
温
は
一
六
度
と

い
う
温
暖
な
気
候
で
、
一
月
早
々
か
ら

ポ
ピ
ー
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
花
々
が

景
色
を
彩
る
。
駅
前
か
ら
少
々
車
を
走

ら
せ
れ
ば
、
の
ど
か
な
農
村
風
景
も
広

が
り
、
い
ち
ご
狩
り
を
体
験
で
き
る
施

設
も
。

　

実
際
、
そ
の
魅
力
に
惹
か
れ
た
移
住

者
は
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
都
心
と
の

距
離
を
考
え
れ
ば
、

館
山
は
さ
ほ
ど
田
舎

と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
そ
う
あ
ら
た
め

て
認
識
し
た
こ
と

で
、
方
向
転
換
へ
と

至
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
都
市
と
つ
な

が
っ
て
い
た
い
、
あ

る
い
は
田
舎
の
よ
さ

を
味
わ
い
た
い
。
価

値
観
や
幸
福
度
の
選

択
肢
を
考
え
た
と
き
に
、
双
方
の
切
り

口
を
用
意
で
き
る
の
が
館
山
の
一
番
の

売
り
だ
ろ
う
と
、
今
は
思
っ
て
い
る
ん

で
す
」

　
「
お
せ
っ
会
」
誕
生
と
同
時
期
、
行

政
サ
イ
ド
で
も
移
住
・
定
住
担
当
の
部

署
を
設
置
。
試
行
錯
誤
を
重
ね
つ
つ
も
、

館山市

三浦半島

房総半島
館
山
自
動
車
道

●

東京湾

東京湾
アクアライン

千葉県

神奈川県

東京都

埼玉県
茨城県
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上／釣り人で賑わう週末の「館山夕日桟橋」。
下／外海に面した海岸でのサーフィン、穏
やかな館山湾でのヨット、ウインドサーフィ
ン、ダイビングなど、多様なマリンスポー
ツを楽しめるのが館山の魅力のひとつ。

東京から移住し、パッションフルーツの栽培に特
化した「ＲＹＯ 'S　ＦＡＲＭ」を立ち上げた梁
寛樹氏。実が熟すと、緑色から紫色へと変わる。
温暖な気候とハウス栽培により、1 年に 2 回収穫
できるのが館山の特徴だという。

イ
ベ
ン
ト
な
ど
共
同
で
活
動
を
進
め
て

き
た
。
現
在
、
館
山
市
経
済
観
光
部
商

工
観
光
課
で
雇
用
や
移
住
の
担
当
課
長

を
務
め
る
亀
井
徹
氏
が
、
八
代
氏
の
言

葉
を
継
ぐ
。

　
「
館
山
は
地
方
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る

程
度
都
市
機
能
を
備
え
て
い
ま
す
。
都

会
で
仕
事
を
し
つ
つ
豊
か
に
暮
ら
せ
る
、

楽
し
み
を
も
ち
な
が
ら
生
活
で
き
る
。

移
住
イ
コ
ー
ル
農
業
に
勤
し
む
と
い
う

型
に
は
ま
っ
た
ス
タ
イ
ル
に
限
ら
ず
、

館
山
な
ら
で
は
の
特
徴
に
も
っ
と
着
目

し
た
い
。
田
舎
と
都
市
圏
。
こ
の
二
面

性
こ
そ
が
、
館
山
の
魅
力
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

八
代
氏
、
亀
井
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暮

ら
し
ぶ
り
が
、
そ
の
二
面
性
を
象
徴
的

に
物
語
っ
て
い
た
の
が
面
白
い
。

　

出
勤
前
、
海
で
ひ
と
と
き
パ
ド
リ
ン

グ
を
楽
し
ん
で
き
た
八
代
氏
は
、
誰
が

置
い
た
か
わ
ら
か
な
い
山
菜
や
み
か
ん

な
ど
を
、
玄
関
先
で
見
つ
け
る
こ
と
が

多
々
あ
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
、
昔
な

が
ら
の
お
裾
分
け
文
化
が
残
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
対
し
て
亀
井
氏
は
都
会
の

ご
近
所
付
き
合
い
と
同
程
度
だ
と
い
う
。

　
「
館
山
に
住
み
つ
つ
、
私
の
場
合
は

農
業
と
は
無
縁
に
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

田
植
え
や
稲
刈
り
だ
と
い
っ
て
田
ん
ぼ

に
入
っ
た
こ
と
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
幼

い
頃
は
近
く
の
海
岸
で
泳
ぎ
ま
し
た
が
、

ほ
か
は
普
通
の
東
京
の
暮
ら
し
と
ほ
ぼ

変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
館
山
は
、
都

内
へ
の
通
勤
通
学
や
二
地
域
居
住
も
可

能
だ
と
思
い
ま
す
」

　

お
子
さ
ん
が
東
京
の
大
学
ま
で
東
京

湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
を
走
る
高
速
バ
ス
を

利
用
し
て
通
う
、
亀
井
氏
の
言
葉
だ
け

に
実
感
が
こ
も
る
。

　

興
味
深
か
っ
た
の
は
、「
お
せ
っ
会
」

を
介
し
た
移
住
者
の
年
齢
層
だ
。
問
い

合
わ
せ
を
含
め
、
相
談
の
ほ
と
ん
ど
は

若
い
世
代
だ
と
い
う
。

　
「
昨
年
度
も
、
七
五
％
が
四
〇
代
以
下

で
し
た
。
当
初
は
印
刷
物
に
か
け
る
予

算
が
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心

に
展
開
し
た
の
が
大
き
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
、
退
職
者
の
方
た

ち
は
、
自
分
で
道
を
切
り
拓
く
こ
と
が

多
い
ん
で
す
よ
ね
」

　

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
の
は
、
子
育
て

か
ら
、
仕
事
、
家
、
地
域
と
の
つ
な
が

り
ま
で
手
探
り
で
進
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
世
代
。
ま
さ
し
く
、
お
せ
っ
か
い

を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

お
せ
っ
か
い
。
都
会
で
は
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
人
間
関
係
は
そ
の
後
、
館
山
の

随
所
で
感
じ
る
こ
と
と
な
る
。

移
住
し
た
の
は
、 

館
山
だ
か
ら
こ
そ

　

楽
し
み
の
あ
る
生
活
と
、
二
地
域
居

住
。
亀
井
氏
が
話
し
て
い
た
「
館
山
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
」
を
目
の
当
た
り
に

し
た
の
は
、
東
京
か
ら
移
住
し
、
パ
ッ

シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
の
栽
培
を
手
が
け
る

梁り
ょ
う

寛ひ
ろ

樹き

氏
の「
Ｒ
Ｙ
Ｏ,S　

Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」

だ
っ
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
経
た

後
、
梁
氏
は
二
六
歳
で
館
山
で
の
生
活

を
始
め
た
。

　
「
も
と
も
と
、
サ
ー
フ
ィ
ン
を
や
り
に

館
山
に
は
来
て
い
た
ん
で
す
。
次
第
に

田
舎
で
農
業
を
や
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
芽
生
え
る
な
か
、
サ
ー
フ
ィ
ン
と

両
立
で
き
る
こ
と
と
、
東
京
か
ら
車
で

二
時
間
か
か
ら
な
い
近
さ
が
移
住
の
決

め
手
に
な
り
ま
し
た
」

　

ま
っ
た
く
ノ
ウ

ハ
ウ
が
な
い
な
か

で
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
が
、「
地

域
お
こ
し
協
力

館山市地域の底力



上／海岸では、さまざまな貝殻
をはじめ漂着物を拾う「ビーチ
コーミング」も楽しめる。
下／沖ノ島の森には、タブノキ
などの照葉樹やハマゴウなどの
海浜植物が生い茂る。

館山の海に心惹かれて移住した、ＮＰＯ法人「たてやま・海辺の鑑定団」
代表、竹内聖一氏。手にしているのは、海岸で見つかったウミガメの
頭蓋骨と椰子の実。自然の宝庫、沖ノ島をバックに。

沖ノ島はかつて文字通り島だったが、
1923 年に起きた関東大地震による隆
起を発端とし、ほどなく陸続きとなっ
た。砂浜は夏場、海水浴場として賑わう。
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隊
」
制
度
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
、
市
の
力

添
え
を
得
て
、
地
元
の
農
家
で
研
修
を

積
ん
だ
。

　
「
若
い
男
ひ
と
り
の
生
活
で
す
か
ら
、

近
所
の
方
た
ち
が
お
か
ず
を
分
け
て
く

れ
た
り
、
寝
込
ん
だ
と
き
に
は
お
じ
や

を
つ
く
っ
て
く
れ
た
り
。
館
山
は
、
人

が
温
か
い
で
す
ね
」

　

そ
う
、
梁
氏
は
家
族
を
東
京
に
残
し

て
一
念
発
起
し
た
の
だ
が
、
そ
の
東
京

と
は
公
私
と
も
に
、
今
も
日
常
的
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

　
「
家
族
だ
け
で
は
な
く
、
週
末
に
は

友
達
が
頻
繁
に
訪
ね
て
来
る
ん
で
す
よ
。

農
作
業
の
合
い
間
に
海
に
行
く
毎
日
を
、

み
ん
な
う
ら
や
ま
し
が
り
ま
す
」

　

東
京
都
内
の
マ
ル
シ
ェ
（
青
空
市
場
）

や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
利
用
し
、
販
売
は

自
力
で
。
そ
の
地
道
な
活
動
が
実
り
、

酸
味
だ
け
で
は
な
く
甘
み
を
ふ
く
ん
だ

「
Ｒ
Ｙ
Ｏ,S　

Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」
の
パ
ッ
シ
ョ

ン
フ
ル
ー
ツ
は
フ
ァ
ン
を
増
や
し
つ
つ

あ
る
。

　

最
初
は
慣
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
。
決

し
て
順
風
満
帆
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
常
に
サ
ー
フ
ィ
ン
と
い
う
支
え
が

心
に
は
あ
っ
た
。

　
「
農
家
の
息
子
で
も
な
く
、
資
金
も
経

験
も
な
い
。
自
分
の
よ
う
な
人
間
が
農

業
で
や
っ
て
い
け
た
ら
、
社
会
的
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
が
、
と
く
に
一
年
目
は

大
変
で
し
た
。
サ
ー
フ
ィ
ン
が
な
け
れ

ば
、
挫
折
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

二
○
○
四
年
に
設
立
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
「
た
て
や
ま・海
辺
の
鑑
定
団
」
代
表
、

竹
内
聖
し
ょ
う

一い
ち

氏
も
ま
た
、
館
山
の
海
に
魅

せ
ら
れ
て
東
京
か
ら
移
住
し
た
ひ
と
り

だ
。

　

館
山
市
の
海
岸
線
は
、
三
四・
三
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
。
そ
の
半
分
は
太
平
洋
に
、

も
う
半
分
は
「
鏡
ケ
浦
」
と
呼
ば
れ
る

ほ
ど
波
が
穏
や
か
な
館
山
湾
に
面
し
て

い
る
。

　
「
砂
浜
か
ら
岩
場
ま
で
変
化
に
富
ん
で

い
る
こ
の
辺
の
海
は
と
て
も
魅
力
的
で
、

多
様
な
海
岸
動
植
物
が
生
息
し
て
い
る
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
サ
ン

ゴ
の
北
限
域
で
も
あ
る
ん
で
す
。
移
住

し
た
当
時
、
僕
は
完
璧
な
よ
そ
者
目
線

だ
っ
た
の
で
、
春
、
田
ん
ぼ
に
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
が
い
る
だ
け
で
も
お
も
し
ろ

い
と
思
う
わ
け
で
す
。
で
も
、
地
元
の

人
に
は
当
た
り
前
過
ぎ
て
、
わ
か
ら
な

い
ん
で
す
よ
ね
」

　

そ
の
象
徴
が
、
陸
続
き
で
渡
れ
る
沖

ノ
島
。
全
周
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

小
さ
な
島
に
は
海
岸
動
物
に
加
え
、
縄

文
時
代
の
遺
跡
や
照
葉
樹
林
な
ど
、
貴

重
な
自
然
が
残
る
が
、
か
つ
て
は
、
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ひ
と
気

の
無
い
危
険
な
場
所
だ
と
思
わ
れ
、
地

元
の
子
供
た
ち
は
か
え
っ
て
近
寄
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
た
そ
う
だ
。

目
の
前
に
広
が
る 

海
は
地
域
の
宝
箱

　

沖
ノ
島
探
検
や
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
、

釣
り
体
験
な
ど
、
竹
内
氏
は
館
山
の
海

を
ベ
ー
ス
に
自
然
体
験
が
で
き
る
エ
コ
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「渚の博物館」ほか、特産物を販売する
「海のマルシェたてやま !!」や飲食店が
ある「“渚の駅”たてやま」。館山湾に面
したスペースにはウッドデッキが設け
られ、景色を満喫できる。

「館山夕日桟橋」に大型客船「ぱしふぃっくびいなす」が
寄港した際の様子。オプショナルツアーで乗船客が市内を
散策するという、あらたな経済効果も生まれた。

右／館山市経済観光部プロモーションみなと課課長・石井博臣
氏。後ろは「“渚の駅”たてやま」の「磯場の水槽」。館山湾や
海辺の生物を観察できる、子供たちに人気の場所。下／館山湾
に建設された「館山夕日桟橋」。その名が示すように、美しい
夕景が望める。晴れた日には、海の向こうを富士山が彩る。

ツ
ー
リ
ズ
ム
を
展
開
。
都
心
近
郊
で
あ

り
な
が
ら
地
の
利
を
活
か
し
た
活
動
が

評
価
さ
れ
、
二
○
○
六
年
度
に
は
日
本

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会
の
「
第
二
回
エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
大
賞
特
別
賞
」
を
受
賞

し
て
い
る
。

　

海
と
ふ
れ
あ
う
ツ
ア
ー
は
人
気
を
集

め
て
い
る
が
、
今
後
は
い
か
に
地
域
の

素
晴
ら
し
さ
を
地
元
に
広
め
て
い
く
か

が
ひ
と
つ
の
課
題
だ
と
か
。

　
「
僕
ら
が
教
え
て
い
る
の
は
、
圧
倒
的

に
よ
そ
の
子
供
が
多
い
。
地
元
の
子
供

た
ち
に
、
地
域
の
こ
と
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
う
活
動
が
こ
れ
か
ら
の
地
域
の

た
め
に
重
要
な
ん
で
す
。
た
だ
、
最
近

で
は
、
沖
ノ
島
の
楽
し
さ
や
大
切
さ
を

語
る
声
が
地
元
か
ら
も
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

竹
内
氏
の
表
情
が
ほ
こ
ろ
ん
だ
。

　

も
う
一
つ
、
館
山
の
人
々
が
地
元
の

海
を
再
認
識
す
る
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
。

二
○
一
○
年
、
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と

い
う
、
桟
橋
形
式
と
し
て
は
日
本
一
の

長
さ
を
誇
る
、「
館
山
夕
日
桟
橋
」
の
完

成
だ
。

　

館
山
市
経
済
観
光
部
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
み
な
と
課
の
課
長
石
井
博
臣
氏
に
よ

れ
ば
、
特
定
地
域
振
興
重
要
港
湾
に
館

山
が
選
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
大
き
な
転

機
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
館
山
港
港
湾
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
を
国
と

県
と
市
の
共
同
で
つ
く
り
、
そ
こ
か
ら

ハ
ー
ド
の
整
備
が
始
ま
り
ま
し
た
」

　

桟
橋
は
、
大
型
の
船
舶
が
着
け
ら
れ

る
マ
イ
ナ
ス
七・五
メ
ー
ト
ル
の
水
深
を

持
つ
岸
壁
を
有
す
る
。
結
果
、「
に
っ
ぽ

ん
丸
」
や
「
ぱ
し
ふ
ぃ
っ
く 

び
い
な
す
」

な
ど
大
型
客
船
が
館
山
に
寄
港
す
る
よ

う
に
。

　
「
寄
港
時
に
は
セ
レ
モ
ニ
ー
や
お
祭
り

の
お
は
や
し
で
出
迎
え
る
な
ど
、
市
民

ぐ
る
み
の
お
も
て
な
し
で
歓
迎
し
て
い

ま
す
」

　

毎
年
八
月
に
開
催
さ
れ
る
「
館
山
湾

花
火
大
会
」
は
、
ク
ル
ー
ズ
の
目
玉
。

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
で
、
市
内
の
観

光
地
を
散
策
す
る
客
も
少
な
く
な
い
。

　

帆
船
「
日
本
丸
」
や
自
衛
隊
艦
船
と

い
っ
た
官
公
庁
船
も
寄
港
し
、
船
内
見

学
を
楽
し
む
機
会
も
増
え
た
。

　
「
桟
橋
が
道
路
か
ら
見
え
る
の
で
、
船

が
着
く
と
、
皆
さ
ん
興
味
津
々
で
来
ら

れ
る
。
全
国
的
に
は
一
般
の
人
が
入
れ

な
か
っ
た
り
、
停
泊
す
る
船
が
見
え
な

か
っ
た
り
と
い
う
港
も
多
い
な
か
、
ど

な
た
で
も
入
る
こ
と
が
で
き
、
船
を
間

近
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
の
が
館
山
な
ら

で
は
の
特
徴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」　

　

二
○
一
二
年
に
は
、
桟
橋
を
眺
め
ら

れ
る「
展
望
デ
ッ
キ
」や「
渚
の
博
物
館
」、

館
山
の
海
を
再
現
し
た
「
海
辺
の
広
場
」



毎年、館山湾鏡ヶ浦で開催される寒中
水泳に参加するという、市長の金丸謙
一氏。抱えているのは、市のマスコッ
トキャラクター「ダッペエ」。房総の方
言「～だっぺ！」が名前の由来。館山
市民同様におおらかな性格とのこと。

館山湾の向こうに富士山を眺められる景色もまた、館山の宝の
ひとつ。5 月中旬、7 月下旬は、夕日がちょうど富士山頂にか
かる「ダイヤモンド富士」と出会えることも。

遊
具
が
揃
う
広
々
と
し
た
「
元
気
な
広
場
」
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
み
を
見
つ
け
て
過
ご
す
子
供
た
ち

の
姿
が
見
ら
れ
た
。
保
護
者
の
た
め
の
子
育
て
の
講

座
や
育
児
相
談
日
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
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な
ど
が
あ
る
「〝
渚
の
駅
〞
た
て
や
ま
」

も
誕
生
。
昨
年
に
は
地
元
産
品
の
販
売

所
と
レ
ス
ト
ラ
ン
も
完
成
し
、
週
末
は
、

観
光
客
だ
け
で
は
な
く
、
地
元
の
家
族

連
れ
や
カ
ッ
プ
ル
で
も
賑
わ
う
。

　
「
館
山
の
人
に
と
っ
て
、
海
は
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
ず
っ
と
あ
る
も
の
。
改
め

て
地
域
資
源
を
見
直
す
の
は
な
か
な
か

難
し
い
も
の
で
す
が
、
桟
橋
の
お
か
げ

で
市
民
の
皆
さ
ん
が
目
を
向
け
て
く
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
「
館
山
夕
日
桟
橋
」
の
西
、
館
山
湾
の

向
こ
う
に
は
、
富
士
山
が
望
め
る
。
こ

の
景
色
も
ま
た
、
館
山
の
人
に
と
っ
て

は
あ
た
り
ま
え
の
眺
め
だ
が
、
都
内
か

ら
見
る
よ
り
も
は
る
か
に
存
在
感
が
あ

り
、
見
惚
れ
て
し
ま
う
。

出
生
率
上
昇
に
つ
な
が
っ
た

頼
れ
る
子
育
て
環
境

　

夕
日
が
彩
る
美
し
い
富
士
山
を
と
ら

え
た
写
真
を
披
露
し
つ
つ
、
館
山
の
魅

力
を
あ
ら
た
め
て
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、

市
長
の
金
丸
謙
一
氏
。
な
か
で
も
関
心

が
高
ま
っ
た
の
は
、
こ
こ
数
年
、
わ
ず

か
で
は
あ
る
が
、
出
生
率
が
増
え
て
い

る
状
況
だ
。

　
「
直
近
五
年
間
の
う
ち
の
四
年
間
で
、

県
下
一
位
な
ん
で
す
。
高
齢
者
を
支
え

る
若
い
人
た
ち
に
館
山
に
移
住
し
て
も

ら
い
た
い
。
子
供
を
増
や
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
れ
に
は
、
子
育
て
環
境
を

充
実
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」　　

　

そ
の
一
端
を
担
う
の
が
、「
元
気
な

広
場
」
だ
と
い
う
。
ゼ
ロ
歳
〜
六
歳
ま

で
の
未
就
学
児
が
保
護
者
と
と
も
に
利

用
で
き
る
屋
内
の
育
児
施
設
。
同
様
の

施
設
は
他
の
自
治
体
で
も
見
ら
れ
る
が
、

ま
さ
し
く
「
広
場
」
の
よ
う
な
広
い
空

間
が
館
山
の
自
慢
だ
。

　

訪
れ
て
み
た
と
こ
ろ
、
子
供
た
ち
が

思
い
切
り
駆
け
回
れ
る
ほ
ど
の
余
裕
が

あ
る
。
ま
た
、
保
護
者
は
若
い
世
代
に

限
ら
ず
、
祖
父
母
が
同
行
す
る
姿
も
見

ら
れ
た
。

　
「
一
番
喜
ぶ
の
は
子
供
た
ち
か
な
と

思
っ
た
ら
、
さ
に
あ
ら
ず
。
お
母
さ
ん

方
で
し
た
。
子
育
て
を
本
で
学
ん
で
も
、

実
践
は
な
か
な
か
難
し
い
。『
元
気
な
広

場
』
で
は
母
親
同
士
が
話
せ
る
だ
け
で

は
な
く
、
高
齢
者
か
ら
子
育
て
の
経
験

を
聞
く
こ
と
も
で
き
る
ん
で
す
」

　

隣
接
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
は
、
保
健
師
が
い
る
健
康
課
が
あ
る

た
め
、
専
門
家
に
も
頼
れ
る
そ
う
だ
。

　

心
細
い
と
き
に
は
、
誰
か
に
相
談
で

き
る
場
所
が
あ
る
。
金
丸
市
長
の
話
は
、

「
お
せ
っ
会
」と
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

頼
る
、
頼
ら
な
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由

に
任
せ
た
、
程
よ
い
お
せ
っ
か
い
。
田

舎
と
都
市
圏
。
館
山
の
持
つ
二
面
性
の

ち
ょ
う
ど
間
に
、「
元
気
な
広
場
」
が
位

置
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
た
。

　

さ
ら
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て

小
学
校
の
存
在
を
も
大
切
に
考
え
て
い

る
と
金
丸
市
長
は
語
る
。

　
「
基
本
的
に
、
統
廃
合
は
し
な
い
。
し

た
く
な
い
。
小
学
校
は
地
域
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
り
、
そ
の
土
地
を
思
う
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
に
も
つ
な
が
る
。
子
供
が
少
な

く
な
っ
た
か
ら
統
合
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
な
ら
な
い
仕
組
み
や
子
育
て
の
環

境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
と
。
現
実
に
は

難
し
い
場
合
で
も
、
そ
の
気
持
ち
が
常

に
私
の
根
底
に
あ
り
ま
す
」

　

力
強
い
口
調
が
、
心
に
響
く
。
選
択
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「房総フワラーライン」は房総半
島最南端の海岸沿い約 6 キロの
ルート。春の菜の花をはじめ四季
折々、花で彩られる景色が続き、

「日本の道 100 選」に選ばれた。

館山市地域の底力

春の桜やツツジ、夏のハマヒ
ルガオ、秋のコスモス、冬に
咲き始めるポピーやストック
と、館山市はいたるところで
ほぼ一年中、花を愛でられる

「花の王国」だ。

を
迫
ら
れ
た
と
き
、
行
政
の
長
に
熱
い

思
い
が
あ
る
か
否
か
は
大
き
い
。

　
「
少
子
化
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
や
っ
た
ら
全

て
よ
く
な
る
、
一
発
ホ
ー
ム
ラ
ン
の
対

策
は
な
い
。
原
因
を
根
本
か
ら
減
ら
し
、

五
年
後
、
一
〇
年
後
に
結
果
が
徐
々
に

あ
ら
わ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
地
味
な
積

み
上
げ
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

高
齢
者
対
策
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

根
付
い
て
い
る
。

　
「
サ
ー
ク
ル
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
な
ど
、
高
齢
者

の
皆
さ
ん
が
主
体
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
、

ど
ん
ど
ん
働
い
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て

い
ま
す
」

　

そ
う
金
丸
市
長
は
話
す
が
、
現
役
か

ら
離
れ
れ
ば
お
の
ず
と
、
外
に
出
る
機

会
が
少
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
率

直
に
問
う
と
、
笑
顔
が
返
っ
て
き
た
。

　
「
お
か
げ
さ
ま
で
、
館
山
に
は
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
ん

で
す
。
一
〇
の
公
民
館
に
加
え
て
各
地

区
に
集
会
所
が
あ
り
、
公
民
館
長
を
要

に
組
織
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

表
に
出
よ
う
と
、
声
か
け
運
動
を
し
て

も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

お
せ
っ
か
い
。
古
き
佳
き
言
葉
が
、

再
び
胸
に
浮
か
ぶ
。
館
山
の
二
面
性
で

い
う
と
、
田
舎
で
あ
る
こ
と
が
功
を
奏

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
人
気
の
高
い
ダ

ン
ス
サ
ー
ク
ル
を
は
じ
め
、
積
極
的
に

参
加
す
る
人
は
多
い
と
い
う
。

あ
ば
ら
が
足
り
な
い 

お
お
ら
か
な
人
の
気
質

　

も
っ
と
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
館

山
の
人
の
気
質
だ
。

　
「『
あ
ば
ら
が
一
本
足
り
な
い
』
と
よ

く
言
わ
れ
る
ん
で
す
。
温
暖
な
気
候
で
、

人
は
お
お
ら
か
に
育
つ
。
海
も
山
も
恵

み
が
豊
富
だ
か
ら
、
細
か
い
こ
と
を
気

に
し
な
い
と
」

　

生
活
が
厳
し
く
な
い
分
、
辛
抱
心
が

な
い
、
我
慢
が
足
り
な
い
な
ど
、
と
き

に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
も
解
釈
さ
れ
る
が
、

金
丸
市
長
に
よ
る
と
、
あ
ば
ら
の
由
来

は
江
戸
時
代
に
遡
る
そ
う
だ
。

　
「
館
山
か
ら
新
鮮
な
魚
介
類
を
江
戸
ま

で
運
ぶ
際
、
な
る
べ
く
船
の
先
端
を
細

く
し
て
抵
抗
を
少
な
く
し
、
あ
ば
ら
と

呼
ば
れ
る
肋
骨
に
あ
た
る
部
分
を
抜
い

て
い
っ
た
ん
で
す
よ
」

　

あ
ば
ら
を
抜
く
と
強
度
は
弱
ま
る
上
、

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の
が
難
し
く
な
る
が
、

船
の
ス
ピ
ー
ド
は
上
が
る
。

　
「
江
戸
の
食
生
活
を
担
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
。
里
見
水
軍
の
流
れ
を
く
む
操
縦

技
術
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
よ
」

　

東
京
湾
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
で
江
戸

を
目
指
す
、
勇
壮
な
漁
師
の
姿
が
脳
裏

を
よ
ぎ
る
。

　

と
同
時
に
、
館
山
の
人
は
柔
軟
性
が

あ
り
つ
つ
も
、
い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
ら

が
ん
が
ん
直
進
す
る
と

い
う
、
八
代
氏
の
話
も

思
い
出
さ
れ
た
。
こ
れ

ま
で
聞
い
て
き
た
館
山

市
の
様
子
は
、「
あ
ば
ら

が
一
本
足
り
な
い
」
気
質
が
あ
っ
て
こ

そ
だ
と
、
微
笑
ま
し
く
思
う
。

　

八
代
氏
は
、「
ま
あ
い
い
っ
ぺ
よ
」
と

い
う
の
が
、
こ
の
あ
た
り
の
人
の
口
ぐ

せ
だ
と
も
。
方
言
の
軽
や
か
な
響
き
と

も
相
ま
っ
た
の
か
、
ふ
っ
と
肩
の
力
が

抜
け
た
。
白
黒
は
っ
き
り
し
た
態
度
が

問
わ
れ
が
ち
な
時
代
に
お
い
て
、
じ
ん

わ
り
や
さ
し
く
し
み
る
言
葉
だ
。

　

自
分
の
意
志
で
動
け
る
都
市
で
あ
り
、

温
も
り
を
覚
え
る
お
せ
っ
か
い
が
残
る

田
舎
で
あ
り
。
幸
せ
の
選
択
肢
が
許
さ

れ
る
暮
ら
し
は
、
海
の
ご
と
き
深
く
広

い
館
山
の
人
の
心
の
象
徴
の
よ
う
な
気

が
し
た
。
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Yutaka Harada
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北川フラム
1946 年新潟県生まれ。東京藝術大学卒業。数々の美術
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Fram Kitagawa

アートディレクター

原田  泰

美
術
家
と
地
域
住
民
が
共
鳴
し
て

「
芸
術
祭
」が
創
ら
れ
る

原
田　

二
〇
〇
〇
年
に
始
ま
っ
た
「
大

地
の
芸
術
祭 

越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ

ン
ナ
ー
レ
」
は
、
昨
年
二
〇
一
五
年
に

第
六
回
を
迎
え
、
世
界
か
ら
注
目
を
集

め
る
芸
術
祭
に
成
長
し
ま
し
た
。
最
初

か
ら
大
き
な
お
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
北
川
さ
ん
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う

に
国
境
を
越
え
て
人
々
を
惹
き
付
け
る

「
美
術
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

北
川　
「
美
術
」
と
は
、
物
を
食
べ
た

り
、
あ
る
い
は
排
泄
し
た
り
す
る
こ
と

を
含
め
た
「
人
間
の
生
理
」
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
近
代
化
に
よ
っ
て
忘
れ
去

ら
れ
て
し
ま
っ
た
昔
の
記
憶
や
、
あ
る

い
は
少
数
派
の
人
の
気
持
ち
、
未
来
へ

の
不
安
…
…
そ
う
い
っ
た
極
め
て
生
理

的
な
「
出
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

も
の
。「
こ
う
す
れ
ば
い
い
」「
こ
う
で

あ
る
べ
き
」
で
は
な
く
て
、「
こ
う
す

る
し
か
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
、

自
然
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

原
田　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
に
お
い
て
、

そ
れ
を
最
も
顕
著
に
象
徴
し
て
い
る
作

品
は
何
で
し
ょ
う
か
。

北
川　

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
た
と

え
ば
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ
ル
タ
ン
ス

美
術
と
は
、「
ど
う
し
て
も 

出
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
」で
あ
る
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い
や
が
応
で
も
社
会
と
の
「
ず
れ
」

の
よ
う
な
も
の
は
生
理
と
し
て
出
て
く

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と

は
自
己
実
現
で
は
な
く
、
自
然
と
向
き

合
い
、
人
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
で
長
い

間
続
い
て
き
た
生
活
や
先
祖
の
記
憶
を

こ
と
ほ
ぐ
こ
と
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
僕

は
思
う
ん
で
す
。

原
田　

昔
の
美
術
は
宗
教
共
同
体
の
た

め
に
創
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、

特
に
一
九
世
紀
以
降
、
自
分
を
表
現
す

る
た
め
に
創
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

し
て
再
び
、
自
分
の
表
現
で
あ
り
、
か

つ
共
同
体
の
表
現
で
あ
る
作
品
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

北
川　

そ
う
で
す
ね
。
二
〇
世
紀
以
降
、

都
市
生
活
が
中
心
に
な
る
と
、
都
市
の

欠
陥
や
病
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
現
代
美

術
の
最
先
端
は
、
都
市
の
病
の
カ
ル
テ

の
よ
う
に
僕
は
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
は
本
当
に
寂
し
い
。
も
っ
と
違
う
美

術
の
働
き
方
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

世
界
と
交
歓
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
き
に
、
そ

れ
は
捨
て
ら
れ
て
い
く
田
舎
で
こ
そ
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
で
五
〇
万
人
、

瀬
戸
内
海
の
島
々
を
舞
台
に
開
催
さ
れ

て
い
る
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」（
北

キ
ー
と
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
マ
ン
（
フ
ラ
ン

ス
）
に
よ
る
「
最
後
の
教
室
」。
こ
れ

は
、
廃
校
に
わ
ら
を
敷
い
た
り
、
古
い

扇
風
機
を
置
い
た
り
裸
電
球
を
吊
る
し

た
り
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
し
て

い
な
い
よ
う
で
す
け
ど
、
昔
の
記
憶
が

ズ
キ
ン
と
迫
っ
て
く
る
感
じ
が
し
ま
す

ね
。
失
わ
れ
た
も
の
が
実
は
重
要
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
訴
え
か
け
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。

原
田　

私
も
そ
の
作
品
を
見
た
と
き

「
昔
、
そ
こ
に
子
ど
も
た
ち
が
い
た
」

こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
直
接
子
ど
も
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
は
な
い
の
に
、

裸
電
球
で
そ
れ
を
表
現
す
る
の
は
驚
き

で
し
た
。

北
川　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
具

体
的
な
も
の
よ
り
も
、
そ
う
い
っ
た
も

の
の
ほ
う
が
、
自
分
の
中
に
あ
る
気
持

ち
、
気
分
を
あ
ら
わ
せ
る
と
思
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

原
田　

ご
著
書
『
ひ
ら
く
美
術
』（
ち

く
ま
新
書
）
の
中
で
、
ご
自
身
の
美
術

に
対
す
る
出
発
点
が
、
奈
良
の
仏
像

だ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
印

象
的
で
し
た
。
仏
像
は
、「
土
地
、
寺

院
に
至
る
道
、
伽が

藍ら
ん
、
内
陣
と
連
な
り
、

か
つ
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
サ
イ
ト
ス
ペ

シ
フ
ィ
ッ
ク
（
場
所
・
環
境
の
特
異
さ
）

な
作
品
」
と
感
じ
ら
れ
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
ね
。
越
後
妻
有
の
あ
ち
こ
ち
に

設
置
さ
れ
た
美
術
群
も
そ
の
よ
う
な
も

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

北
川　

仏
像
は
、
仏
像
だ
け
取
り
出
し

て
も
そ
れ
な
り
に
迫
力
は
あ
り
ま
す

が
、
ど
こ
か
伝
わ
っ
て
こ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
空
間
、
お
堂
だ

け
で
な
く
伽
藍
全
体
、
も
っ
と
言
え
ば

寺
院
に
行
く
道
を
含
め
た
空
間
体
験
の

中
で
し
か
伝
わ
っ
て
こ
な
い
部
分
が
あ

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
「
大
地

の
芸
術
祭
」
で
も
実
現
し
た
か
っ
た
。 

原
田　
「
大
地
の
芸
術
祭
」
は
、
バ
ス

で
崖
か
ら
落
ち
そ
う
な
細
い
道
を
行
っ

て
、
車
道
が
な
く
な
っ
た
先
を
し
ば
ら

く
歩
い
て
…
…
と
い
う
体
験
が
全
て
美

術
だ
と
思
い
ま
し
た
。

北
川　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
ん
な
山
奥

で
の
農
業
は
効
率
が
悪
く
、
そ
の
地
域

そ
の
も
の
が
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
少
し
で
も
活
力
に
な
れ

ば
、
と
い
う
こ
と
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
す
が
、
山
を
下

り
る
と
川
が
あ
り
扇
状
地
に
な
っ
て
学

校
が
あ
る
…
…
あ
の
地
域
へ
通
っ
て
い

る
う
ち
に
、
祖
霊
や
山
の
神
が
お
り
て

く
る
よ
う
な
、
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
願
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
以
来
、
美
術

は
王
侯
貴
族
の
も
の
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
を
含
め
た
一
般
市
民
の
も
の
に
な

り
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
、
民
主
主
義
、

機
会
均
等
の
時
代
に
な
る
と
、
美
術
は

自
己
を
実
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
美
術
館
の
白
い
壁
の

中
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
で
も
東
京
で

も
同
じ
よ
う
に
作
品
を
見
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
創
ら
れ
た

空
間
の
中
に
は
、
そ
の
土
地
の
祖
霊
や

生
活
、
歴
史
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。

「
そ
こ
」
で
し
か

表
現
で
き
な
い
も
の
が
あ
る

クリスチャン・ボルタンスキー + ジャン・カルマン
「最後の教室」photo:Hironao Kuratani
昭和 30 年代には数百人もの在校生で活気にあふ
れていた旧東川小学校校舎内の教室、廊下、体育
館を使って複数の作品が展開されています。実際
は写真よりも暗く、目が慣れるにつれ、うっすら
と写真の風景が見えます。
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川
氏
が
総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め

る
）
で
一
〇
〇
万
人
の
人
が
訪
れ
ま
す

が
、
こ
の
数
は
、
現
代
美
術
の
フ
ァ
ン

の
数
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
都
市
の

人
が
、
都
市
の
限
界
を
無
意
識
に
感
じ

て
、
自
分
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
田

舎
を
探
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の

人
が
集
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

原
田　

里
山
で
の
芸
術
祭
が
、
地
域
お

こ
し
と
し
て
成
功
し
た
理
由
の
ひ
と
つ

に
、「
都
市
の
人
々
が
求
め
て
い
た
か

ら
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

北
川　

も
う
一
つ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

そ
の
地
域
の
資
源
や
特
色
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
働
き
だ
し
た
こ
と
も
大
き

か
っ
た
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
「
自

己
実
現
」
だ
け
で
は
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
都
市
の
美

術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
「
ホ
ワ
イ
ト

キ
ュ
ー
ブ
│
│
何
も
な
い
空
っ
ぽ
の
空

間
│
│
」
の
中
で
は
「
こ
の
作
品
が
い

か
に
目
立
つ
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
け
れ
ど
も
、
山
の
中
、
田
ん
ぼ
の

中
で
は
、「
作
品
の
後
ろ
に
広
が
る
風

景
を
い
か
に
見
せ
る
か
」。
た
と
え
ば
、

イ
リ
ヤ
＆
エ
ミ
リ
ア
・
カ
バ
コ
フ
（
ロ

シ
ア
）
の
「
棚
田
」
は
、
農
作
業
を
す

る
人
々
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
や
稲

作
の
情
景
を
詠
ん
だ
文
章
の
フ
レ
ー
ム

が
配
置
さ
れ
、
豪
雪
地
帯
で
田
ん
ぼ
を

営
む
人
々
の
生
活
を
見
せ
る
た
め
の
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

原
田　

自
分
を
見
せ
る
こ
と
に
疲
れ
て

い
た
美
術
家
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
土

地
の
記
憶
を
見
せ
る
こ
と
が
新
鮮
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
川　

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
す
。「
い

か
に
先
鋭
的
か
」
と
い
う
こ
と
を
見
え

な
い
敵
に
向
か
っ
て
描
く
の
と
違
い
、

地
元
の
暮
ら
し
を
見
せ
る
美
術
を
作
る

と
、
地
元
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
元
気
に
な
る
。
お
に
ぎ
り
を
く
れ

た
り
、「
ほ
ら
、
元
気
出
せ
」
と
お
尻
を

叩
い
て
く
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
創
る
喜
び
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
自
身
、
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
か

な
り
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
作
品

に
関
わ
っ
た
人
の
喜
び
、
誇
り
は
、
見

る
人
に
絶
対
伝
わ
り
ま
す
か
ら
、
見
て

も
楽
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
人
を
呼

び
込
ん
だ
気
が
し
ま
す
。

原
田　

地
元
の
人
と
美
術
家
が
共
鳴
し

て
い
た
ん
で
す
ね
。

北
川　

現
代
美
術
に
対
し
て
、
ど
こ
か

「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
い
い
」

と
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
り
ま

し
た
が
、
で
も
美
術
は
人
間
の
も
の
な

の
だ
か
ら
、
も
っ
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
人
が
い
な
く
な
り
捨

て
ら
れ
て
い
く
地
域
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
元
気
を
与
え
る
よ
う
な

美
術
が
実
現
で
き
な
け
れ
ば
美
術
を
や

め
よ
う
と
、
僕
は
ひ
そ
か
に
決
意
し
て

い
た
ん
で
す
。

原
田　

約
二
〇
年
前
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
動
き
出
し
た
当
初
は
、
市
町
村
の
足

並
み
が
揃
わ
ず
、
反
対
す
る
人
も
多

か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

北
川　

当
時
、
美
術
に
よ
る
地
域
お
こ

し
な
ん
て
前
例
が
な
い
の
で
な
か
な
か

理
解
さ
れ
ず
、
二
千
回
以
上
、
説
明
会

を
開
き
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
「
そ
ん

な
に
言
う
な
ら
仕
方
な
い
」
と
い
う
お

情
け
み
た
い
な
も
の
で
実
現
に
こ
ぎ
着

け
た
の
で
す
が
、
結
果
と
し
て
地
元
の

方
も
楽
し
め
た
の
で
今
も
続
い
て
い
ま

す
。

原
田　

北
川
さ
ん
の
「
反
対
者
が
同
じ

土
俵
に
乗
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
」

（『
ひ
ら
く
美
術
』よ
り
）と
い
う
言
葉
は
、

「
大
地
の
芸
術
祭
」
が
成
功
し
た
理
由

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
無

理
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
共
感
を

得
る
瞬
間
は
素
晴
ら
し
い
。

北
川　

そ
れ
は
若
い
と
き
の
反
省
か
ら

き
て
い
ま
す
。
何
か
実
行
し
よ
う
と
し

た
と
き
に
、
孤
立
し
て
い
た
り
少
数
意

見
だ
っ
た
り
す
る
と
、
理
解
し
て
く
れ

る
人
と
だ
け
一
緒
に
組
み
、
違
う
立
場

反
対
者
も
巻
き
込
ん
だ
こ
と
が

成
功
の
鍵
と
な
っ
た

イリヤ＆エミリア・カバコフ「棚田」photo:Anzai
田植えから刈取りまでの稲作の情景を詠んだ詩と農作業に従事する人々の彫刻、
それと棚田の風景が融合しています。

「うぶすなの家」photo:Hikaru Sasaki
焼き物美術館として再生した 1924 年築の古民
家。一階のレストランでは地元の食材を地元の
お母さんたちが料理して提供しています。二階
は、和紙や金箔を使った茶室が三つあります。
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の
人
と
は
永
遠
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
結
局
、
内
輪
だ
け

で
粋
が
っ
て
し
ま
う
。
行
政
が
関
わ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が

発
言
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
重
要
。
美
術
は
「
直
接
的
効

用
は
な
い
」
と
反
対
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

直
接
的
効
用
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
い
ろ

い
ろ
な
人
た
ち
が
意
見
を
言
え
て
、
同

じ
土
俵
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

面
も
あ
り
ま
す
。「
こ
ん
な
の
は
誰
で

も
作
れ
る
わ
」「
わ
し
は
わ
か
ら
な
い
」

と
、
い
ま
だ
に
言
う
人
も
多
い
け
れ
ど

も
、
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
。
そ
う
言
う

人
た
ち
が
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
て
一
緒

に
作
れ
た
ら
う
れ
し
い
し
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
も
心
強
い
で
し
ょ
う
。
今
、「
大

地
の
芸
術
祭
」
に
一
所
懸
命
関
わ
っ
て

い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
当
初
は
反
対

し
た
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

で
す
よ
。

原
田　

都
市
か
ら
美
大
生
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
な
ど
若
者
も
た
く
さ

ん
来
ま
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
活
気

づ
き
ま
す
ね
。

北
川　

自
分
の
親
の
言
う
こ
と
な
ん
か

聞
か
な
そ
う
な
連
中
が
、
よ
そ
の
土
地

の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
は

ち
ゃ
ん
と
聞
く
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い

で
す
よ
ね
。
二
〇
一
五
年
は
、
オ
ー
プ

ン
前
に
約
二
〇
〇
人
近
い
外
国
人
の
サ

ポ
ー
タ
ー
が
来
て
、
長
い
人
は
一
カ
月

以
上
、
短
い
人
で
も
一
週
間
ほ
ど
滞
在

し
、
制
作
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
国

籍
を
問
わ
ず
、
み
ん
な
お
も
し
ろ
が
っ

て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
加
わ
り
た

い
も
の
な
ん
で
す
ね
。

原
田　

ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
は
典
型
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
―
―
も
ち
ろ
ん

日
本
も
で
す
が
―
―
、
ど
ん
ど
ん
地
方

が
衰
退
し
て
い
ま
す
。「
大
地
の
芸
術

祭
」
に
何
か
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
っ
て

来
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

北
川　

そ
う
い
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。

ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
欧
米
も
田
舎
は
相

当
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う

い
う
感
覚
は
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

原
田　

美
術
に
よ
る
「
地
方
創
生
」
に

つ
い
て
、
北
川
さ
ん
は
、
単
に
瞬
間
的

に
目
立
っ
て
消
費
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

は
い
け
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
可
能
性

を
見
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

北
川　

美
術
は
地
域
の
資
源
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
土
地
を
使
う

た
め
の
交
渉
、
説
得
の
過
程
で
、
地
元

の
人
た
ち
の
心
が
開
か
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
う
い
う
力
が
美
術
に
は
あ
り
ま

す
。

原
田　

と
な
る
と
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
う
ま
い
美
術
家
が
必
要
に
な

り
ま
す
ね
。

北
川　

そ
う
で
あ
れ
ば
い
い
の
で
す

が
、
実
際
は
不
得
手
な
人
が
多
い
で
す

ね
。
今
の
社
会
的
な
価
値
観
で
い
う
と
、

プ
レ
ゼ
ン
能
力
や
情
報
処
理
能
力
が
あ

る
人
が
強
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
そ
れ

で
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い

ろ
い
ろ
な
能
力
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ

れ
ら
も
評
価
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

原
田　

だ
か
ら
こ
そ
、
北
川
さ
ん
の
よ

う
な
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
人
が
必
要
な

わ
け
で
す
ね
。
最
後
に
、ご
著
書
に
「
資

本
主
義
は
効
率
一
辺
倒
」「
人
を
画
一

化
さ
せ
る
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
私
は
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
と
し
て
、
資
本
主
義
は
逆
に
一

人
一
人
を
自
由
に
し
、
個
性
を
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

北
川　

そ
う
で
す
ね
。
元
気
の
い
い
Ｉ

Ｔ
企
業
が「
大
地
の
芸
術
祭
」を
手
伝
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
資
本
主
義
自
体
が
悪

い
わ
け
で
は
な
い
の
は
確
か
で
す
ね
。

た
だ
、
格
差
社
会
が
こ
こ
ま
で
進
行
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
危
機
感
が
あ
る
の

と
、
効
率
化
の
中
で
身
体
を
動
か
す
労

働
の
価
値
が
低
く
な
っ
て
い
る
点
を
危

惧
し
て
い
ま
す
。
美
術
を
語
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
本
な
の
に
、
僕
は
つ
い
そ

う
い
う
こ
と
に
口
を
滑
ら
せ
て
し
ま
う

ん
で
す
よ
（
笑
）。

原
田　

そ
れ
は
世
の
中
に
対
し
て
い
ろ

い
ろ
な
思
い
が
お
あ
り
だ
か
ら
こ
そ
だ

と
思
い
ま
す
。
本
日
は
興
味
深
い
お
話

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

内海昭子「たくさんの失われた窓のために」photo:Hironao 
Kuratani
世界に開かれた大きな窓に風がそよぐと、美しい里山の風
景を違った目で見ることができます。
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始
ま
り
の
貨
幣
の
形

　
そ
も
そ
も
貨
幣
は
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
？
　
と
い
う
疑
問
は
、「
貨
幣
」
と
は

何
だ
ろ
う
か
？
　
と
い
う
疑
問
と
同
じ
よ
う
に

答
え
る
の
が
難
し
い
も
の
で
す
。

　
今
か
ら
数
千
年
前
の
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

（
今
の
イ
ラ
ク
あ
た
り
）
の
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
粘
土
板
の
中
に
は
、「
こ
の
粘
土
板
を
持
ち

込
ん
だ
者
に
は
、
し
か
る
べ
き
量
の
麦
（
ワ
イ

ン
、
銀
等
）
を
渡
す
」
と
い
っ
た
為
替
手
形
の

よ
う
な
も
の
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
私
た
ち
が
普
段
手
に
す
る
紙
幣
（「
紙
」

の
貨
幣
）
は
、
中
国
・
北
宋
時
代
（
九
六
〇
〜

一
一
二
六
年
）
の
為
替
手
形
か
ら
発
展
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
粘
土
板
は
初

期
の
貨
幣
み
た
い
な
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

　
ま
た
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
含
む
古
代
オ
リ
エ

ン
ト
地
域
か
ら
地
中
海
沿
岸
地
域
で
は
、
銀
が

秤
量
貨
幣
（
重
さ
が
価
値
を
示
し
、
切
り
分
け

て
使
え
る
貨
幣
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
ら
の
形
は
、「
コ
イ
ル
」
や
「
輪
」

の
形
を
し
て
い
ま
し
た
（
写
真
1
）。

　
で
は
、
私
た
ち
が
普
段
頭
に
浮
か
べ
る
よ
う

な
金
属
の
「
貨
幣
」
が
こ
の
地
域
の
歴
史
に
登

場
し
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
と
、
紀
元
前
七
世

紀
頃
、
現
在
の
ト
ル
コ
の
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
に

あ
っ
た
リ
ュ
デ
ィ
ア
（
リ
デ
ィ
ア
）
王
国
で
の

世
界
に
は
い
ろ
い
ろ
な
国
が
あ
り
、
そ
の
国
ご
と
に
貨
幣
が
あ
り
ま
す
。「
貨
幣

の
世
界
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
貨
幣
に
つ
い
て
、
形
や
デ
ザ
イ
ン
等
に
着
目
し
て

ご
紹
介
し
ま
す
。
第
一
回
は
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
貨
幣
の
「
形
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

写真1  古代メソポタミアのコイル型の秤量銀貨

紀元前2000～ 1600年頃、イラク・ハファジェ出土（直径４．７cm、長さ22.3cm）
シカゴ大学オリエント研究所所蔵品（Courtesy of the Oriental Institute of the University of Chicago.)

❶

貨
幣
の
世
界

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
欧
州

形
そ
の
１
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こ
と
で
し
た
（
写
真
2
）。

　「
歴
史
の
父
」
と
も
呼
ば
れ
る
紀
元
前
五
世

紀
頃
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス

が
そ
の
著
書
、『
歴
史
』（
松
平
千
秋
訳
、
岩
波

書
店
）
に
お
い
て
、「
リ
ュ
デ
ィ
ア
人
は
わ
れ

わ
れ
の
知
る
限
り
で
は
、
金
銀
の
貨
幣
を
鋳
造

し
て
使
用
し
た
最
初
の
民
族
」
と
の
旨
を
述
べ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
貨
幣
は
、
当
初
、
エ
レ

ク
ト
ロ
ン
と
い
う
金
と
銀
の
自
然
合
金
で
つ
く

ら
れ
て
い
ま
し
た
（
そ
の
後
、
金
貨
と
銀
貨
が

分
け
て
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
）。

　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
と
異
な
り
、
実
は
リ
ュ

デ
ィ
ア
の
貨
幣
は
、
鋳
型
に
金
属
を
流
し
て
つ

く
る
「
鋳
造
」
で
は
な
く
金
属
の
塊
に
「
打
刻
」

し
た
も
の
で
す
。
そ
の
形
は
、
現
在
私
た
ち
の

思
い
浮
か
べ
る
薄
い
円
盤
に
打
刻
し
た
も
の
と

は
か
な
り
異
な
り
、
い
び
つ
な
楕
円
形
や
豆
の

よ
う
に
立
体
的
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

主
流
は
少
し
い
び
つ
な
円
形

　
リ
ュ
デ
ィ
ア
が
発
明
し
た
「
貨
幣
」
は
、
そ

の
便
利
さ
故
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
オ
リ
エ
ン

ト
地
域
に
瞬
く
間
に
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
も
、
優
良
な
銀
山
を
持
ち
、
交
易
や
デ
ロ
ス

同
盟
諸
都
市
か
ら
の
上
納
金
で
栄
え
た
都
市
国

家
ア
テ
ネ
が
発
行
し
た「
テ
ト
ラ
ド
ラ
ク
マ（
四

ド
ラ
ク
マ
）
銀
貨
」（
写
真
3
）
は
、
ア
テ
ネ
の

国
力
を
反
映
し
て
、
当
時
の
国
際
貨
幣
と
し
て

貨幣の価値の象徴としてライオンの頭が刻印
されています。これよりサイズが小さくなるに
つれ、価値の象徴としてのライオンの体もより
小さい部分が使われ、一番小さい物には、ライ
オンの足１本が刻印されているそうです（11
×13mm）。 （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

写真2  リュディア王国（紀元前7～6世紀） の
エクレトロン金貨

写真3  紀元前５世紀中頃発行の古代アテネのテトラドラクマ銀貨

古代ギリシャの都市国家アテネの守護神であり、知恵・学問そして戦の女神アテ
ナの横顔が使われています。また、都市アテネの守護神の座を海神ポセイドンと
争った際に、女神から市民への贈り物とされた平和の象徴であるオリーブ、女神
の象徴であるフクロウがデザインに使われています。このフクロウは、近代から
現代にかけてのギリシャ国家で何回か採用されました（重量約17g）。
 （© The Trustees of the British Museum）

ギリシャ王国で1912年に発行された10レプタ
ニッケル貨（直径21mm）

ギリシャ共和国で 1973年に発行された１ドラクマ 
ニッケル黄銅貨（直径21mm）

現在ギリシャ共和国で使用されている1ユーロ バイ
メタル貨（2006 年発行のもの。センター：白銅、
リング：ニッケル黄銅、直径約23mm）

（いずれも個人蔵）
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地
中
海
世
界
全
体
に
通
用
し
ま
し
た
。

　
古
代
ア
テ
ネ
の
銀
貨
を
は
じ
め
と
し
た

少
々
い
び
つ
な
が
ら
も
丸
い
金
属
板
に
打

刻
す
る
貨
幣
は
、
そ
の
後
、
古
代
ロ
ー
マ

帝
国
や
中
近
東
の
各
国
を
経
て
、
現
在
に

至
る
ま
で
標
準
的
な
形
と
し
て
伝
わ
り
ま

し
た
（
写
真
4
）。

肖像は、ローマ帝国中興の祖と言われるコ
ンスタンチヌス一世（在位 324～ 337
年）です（直径19mm）。

（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

写真4-1   古代共和制ローマ  デナリウス銀貨
　　　　　　（紀元前137年前後発行）

ローマを建国したとされる双子
のロムルスとレムスにオオカミ
が乳を与えているという神話に
基づく図柄とみられます。なお、
この時代のローマの貨幣には、
造幣責任者の名が刻まれていま
す。写真の貨幣の右側にも、責
任者 Sextus Pompeius の名を
略したSEX POという文字が刻
まれています（直径19mm）。
（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

写真5  スウェーデンの銅板貨幣（1716年発行）

スウェーデンは金や銀がそれほど産
出しない一方、銅が豊富なことか
ら、金・銀の表示の額面と等しい価
値を持つ重量の銅板貨幣を発行しま
した。なお、18世紀のロシアもス
ウェーデンをまねた銅板貨幣を発行
しています。額面は 2D

ダーレル

ALER（重
量約1.3kg、約21× 18cm）。
（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

写真4-2   古代ローマ帝国ソリドゥス金貨
　　　　　　（紀元324年頃発行）
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も
っ
と
も
、
中
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
貨
幣
の
よ
う
に
、
大
き
な
銅
板
に
額
面

を
打
刻
し
た
も
の
（
写
真
5
）
や
、
中
世
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内

の
領
邦
国
家
や
帝
国
自
由
都
市
の
発
行
す

る
貨
幣
に
は
、
四
角
形
等
丸
く
な
い
物

も
あ
り
ま
し
た
（
写
真
6
）。
ち
な
み
に
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
銅
板
貨
幣
は
、
あ
ま
り
に

重
く
て
不
便
な
た
め
、
一
六
六
一
年
、
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
銀
行
は
そ
の
代
用
と
し
て

紙
幣
を
発
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
世
界

最
初
の
「
銀
行
券
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
写

真
7
）。

黄金からお金へ

　最初の貨幣の原材料となったエレクトロンは、

リュディアに流れるパクトーロス川で産出された

とされます。古代から、この川は砂金をはじめ鉱

物資源が豊かな川として知られていましたが、そ

れもそのはず、この川は伝説のミダス王に由来す

る川なのです。ミダス王は、神から触れるものす

べてを「黄金」に変える能力を授かったのですが、

食べ物や娘まで「黄金」になるので困ってしまい、

その能力を消すために水浴したのがパクトーロス

川だったのです。逆に、リュディアの王たちは、

その川から、触れるもののほとんどすべてを手に

入られる「お金」を手に入れたというわけです。

貨幣は何故つくられた？

　秤量貨幣から重さが一定の定位貨幣が生みだ

された背景について、リュディアに貨幣が登場し

てから200年ほどたった頃、古代ギリシャ最大

の哲学者の一人アリストテレス（紀元前384～

322年）が、著書『政治学』（山本光雄訳、岩波

書店）で、言及しています。

　アリストテレスいわく、物々交換の経済から国

家間の貿易へと経済が発展する中、それ自体価値

のある銀や鉄が秤量貨幣として登場したとしたう

えで、「こうしたものの価値は初めのうちは単に

大きさと重さによって秤られたが、しかし遂には

秤る面倒を省くために、また刻印がそのうえに押

されるに到った。何故なら刻印は『どれだけか』

の印として押されたから」と述べています。本文

中にも引用したヘロドトスの『歴史』によれば、

リュディアは、小売制度を始めた国でしたので、

商売に便利なようにしたということです。

紙幣には小さくDal.10（10D
ダーレル

ALER）と書かれています。ま
た、今の紙幣にはない発行日付（1666年５月）が入っていま
す（153× 187mm）。 （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

神聖ローマ帝国の帝国自由都市ニュルンベルクの貿易用金貨で
す。欧州における貨幣は円形が主ですが、このように非円形の
貨幣も発行されていました。なお、ダカット（英Ducat、独
Dakat) は、東方貿易で栄えたヴェネチア共和国が発行し、品質
が良いことで知られたデュカート（伊Ducato）金貨に範をとっ
て、欧州各国で貿易決済用に発行された貨幣の総称です（重量
0.88ｇ、縦、横とも約11mm）。 （個人蔵）

写真6  １/４ダカット金貨

写真7   世界初の「銀行券」
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　22ページのスウェーデンの巨大な銅板貨幣の貨幣単位

が「ダーレル（Daler）」だと聞いて、米国の「ドル・ダラー

（Dollar）」に音が何となく似ているなあと思われた方もい

らっしゃるでしょう。実は、この二つの貨幣単位は、いず

れも神聖ローマ帝国の領邦国家等で発行された「ターラー

（Thaler）」銀貨に由来していると言われています。

　15世紀終わり頃から16世紀初頭にかけて、現在のド

イツとチェコの国境地帯の山々で大規模な銀山がいくつか

発見されました。その中に他の銀山を圧するほどの巨大な

「聖ヨアヒムスタール（Joachimsthal）」銀山がありました。

（「聖ヨアヒムスタール」とは「聖ヨハネの谷」という意味

です。現在のドイツ語では「谷」は Tal と綴りますが、昔

はThal と綴りました。同銀山のあった場所は、現在、チェ

コのヤーヒモフ＜ Jáchymov ＞という町です）。

　聖ヨアヒムスタール銀山は1512年に発見され、マル

ティン・ルター（1483 ～ 1546 年）による宗教改革

開始から２年後の 1519年より、重量約 30ｇ、直径約

4cmの銀貨「ヨアヒムスターレル」あるいは略されて「ター

レル」と称される高品位の銀貨が製造されました（写真Ａ）。

この「ターレル」銀貨は、欧州内を流通しましたが、神聖ロー

マ帝国の各領邦や欧州各国はこれを規範としたターレル銀

貨（写真Ｂ）や、より大きい２ターレルあるいはより小さい

単位の1/48ターレル等、様々な額面の貨幣を発行しまし

た。ちなみに、オランダではダールデル（Daalder）（写真Ｃ）、

スウェーデンでは上記のとおりダーレル（Daler）と称さ

れました。

　16世紀～17世紀、通商で栄え欧州の覇権国家となっ

たオランダは、現在のアメリカ合衆国東海岸あたりに植民

し、ニューアムステルダムを建設しました。このオランダ

領北米植民地では、オランダ版ターレル銀貨であるダール

デル銀貨が流通していたそうです。

　17世紀後半、第二次英蘭戦争（1665～67）の結果、ダー

ルデルが流通していたニューアムステルダムを含む北米オ

ランダ植民地は、英国領となりました（ニューアムステル

ダムは、その際ニューヨークに改称されました）。この間、

南米のポトシ銀山をはじめとした莫大な富を植民地から得

たスペインは、本国スペイン、植民地のポトシやメキシコ

等でターレル銀貨に相当する８レアル銀貨（写真Ｄ）を製造し、

欧州、南北アメリカで「スペインドル」として流通しました。

　スペインドルが流通していた英領北米13州は、1776

年に英国より独立しアメリカ合衆国となり、同国は、スペ

インドルを踏まえてドル（Dollar）を通貨単位として採用

しました。なお、スペインドルは、19世紀前半まで米国

では法定通貨だったそうです。

ドルの起源

（提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

製造が開始されてから間も
ない頃のターレル銀貨です。

写真A  ボヘミア
ヨアヒムスターレル銀貨
（1526年発行）

アメリカ独立戦争の直前の頃
の物です。ドルマーク（＄）は、
確かな起源は不明ですが、こ
の銀貨の表面にデザインされ
ている「ヘラクレスの柱」（ジ
ブラルタル海峡の両岸に対峙
する岩山）を象徴した２本の
柱、あるいは柱と巻き付いて
いるリボンからデザインされ
たといわれています。

写真D　スペイン（メキシコ製）
8レアル銀貨（1761年発行）

オランダは、毛織物と通商で
繁栄していたスペイン領ネー
デルラント北部 7 州が、ス
ペインとの 80 年に及ぶ独立
戦 争（1568 ～ 1648 年 ）
の結果、成立した国家です
（現在のオランダは王国ですが、
当初は「連邦共和国」でした）。

写真C　オランダ
ダールデル銀貨（1609年発行）

作曲家モーツァルトの生誕地
として知られるザルツブルク
は、ドイツ語で「塩の城砦」
という意味で、岩塩採掘で栄
えた町です。現在は、オー
ストリアの一都市ですが、
1803年までカトリックの大
司教によって治められる神聖
ローマ帝国内の領邦国家の一
つでした。貨幣のデザインに
も大司教が描かれています。

写真B　神聖ローマ帝国
ザルツブルク大司教領ターレル
銀貨（1620年発行）
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よ
り
安
く
、
よ
り
大
量
に
、

そ
し
て
よ
り
均
一
に

　
中
世
を
経
て
近
代
に
な
る
と
、
欧
州
の
打

刻
貨
幣
の
製
造
現
場
で
は
大
き
な
変
革
が
起

き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
機
械
の
導
入
で

す
。

　
一
六
世
紀
終
わ
り
頃
か
ら
貨
幣
の
製
造
現

場
に
機
械
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
職
人

に
よ
る
手
打
ち
か
ら
機
械
に
よ
る
製
造
へ
移

行
し
ま
し
た
（
写
真
8
）。
さ
ら
に
当
初
は
人

力
、
馬
、
水
力
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、

最
終
的
に
蒸
気
機
関
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
移
行
の
背
景
に
は
、
機
械
式
の
ほ
う
が
よ

り
安
く
、
速
く
、
大
量
の
貨
幣
を
生
産
で
き

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、よ
り
均
一
の
形
・

デ
ザ
イ
ン
に
製
造
さ
れ
る
こ
と
で
偽
造
が
難

し
く
な
る
ほ
か
、
均
一
で
き
れ
い
な
円
形
の

方
が
、
貨
幣
の
縁
を
切
り
取
っ
て
地
金
と
し

て
利
用
を
す
る
こ
と
も
困
難
に
な
る
（
見
た

目
で
分
か
り
や
す
い
）
と
い
う
理
由
も
あ
り

ま
し
た
。

　
次
回
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
東

洋
の
貨
幣
の
形
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

造幣局長官ニュートン

　産業革命の発祥国である英国では、1660年代に貨

幣の製造方法が手打ちから機械に切り替えられました。

しかし、その後も、依然として手打ち式で作られてい

たエリザベス一世女王時代（1558～ 1603年）の

貨幣が流通しており、偽造貨幣や貨幣の切り取りがま

かり通っていました。そこで、過去の手打ちの貨幣を

回収し、一気に機械製造による貨幣に切り替えるプロ

ジェクトが企画されましたが、遅々として進みません

でした。そこに登場したのが、「万有引力」の発見や数

学の微積分の創始者の一人である科学者アイザック・

ニュートン（1642～ 1727年）でした。

　ニュートンは、1696年に造幣局の監事（後に長官）

に就任すると、貨幣の製造現場に自ら足を踏み入れ、

本職だった科学研究に負けず劣らずの熱心さで観察・

調査しました。その結果に基づき、作業員が安全かつ

効率的に操業できる体制を構築し、あわせて設備の大

規模な更新を実施しました。そして、大規模プロジェ

クトは短期間で成功裏のうちに終了しました。

　ちなみに、ニュートンは、造幣局に権限があった貨

幣偽造の犯罪捜査にも熱心に取り組んでいました。被

疑者の取り調べを自ら行うだけでなく、犯罪関係者と

接触したり、贋金づくりをやっていた職人を自費で雇っ

て犯罪組織や刑務所に潜入スパイとして送り込み、贋

金づくりのボスを摘発するなど、こちらの方面でも成

果をあげました。

（個人蔵）

英国は１ポンド＝100ペンスという貨幣単位を1970年よ
り採用し、現在、シリングという単位は存在しません。10進
法の貨幣単位を採用する以前は、下記のような複雑な貨幣単
位を使用していました
4ファージング＝1ペニー（複数形は「ペンス」）
12ペンス＝1シリング
2シリング＝1フローリン
5シリング＝1クラウン
20シリング＝1ポンド
21シリング＝1ギニー

（© The Trustees of the British Museum）

写真8-2  機械式／エリザベス二世女王（在位1952年～現在）
1シリング白銅貨（1970年発行）

写真8-1  手打ち式／エリザベス一世女王（在位1558～1603年）
1シリング銀貨（1561～ 1566年発行）
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◆
前
橋
支
店
を
訪
ね
て

◆◆18

支
店
設
置
の
背
景

　

各
地
に
あ
る
日
本
銀
行
の
支
店
は
、
日
本
全
国

津
々
浦
々
に
現
金
を
供
給
す
る
こ
と
を
第
一
義
に
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

　

前
橋
支
店
設
置
の
背
景
に
つ
い
て
前
橋
支
店
の
神

山
支
店
長
は
語
り
ま
す
。

　
「
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
昭
和
十
九
年（
一
九
四

四
年
）、
日
に
日
に
空
襲
が
激
し
く
な
る
中
、
時
の

渋し
ぶ
さ
わ澤

総
裁
が
、
本
店
が
空
襲
さ
れ
た
場
合
、
関
東

地
方
に
は
資
金
を
供
給
で
き
る
よ
う
な
支
店
が
な
い

こ
と
や
、
利
根
川
の
橋
梁
が
爆
撃
さ
れ
た
ら
、
北
関

東
が
金
融
面
で
孤
立
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し

て
、
北
関
東
地
方
の
金
融
の
拠
点
で
あ
っ
た
前
橋
に

支
店
開
設
を
決
め
ま
し
た
。
前
橋
支
店
は
、
日
本
銀

行
の
現
存
す
る
支
店
と
し
て
は
二
四
番
目
に
開
設
さ

れ
て
か
ら
、
今
年
で
七
三
年
目
と
な
り
ま
す
。
こ
の

間
、群
馬
県
民
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、

日
々
仕
事
の
中
で
、
五
〇
名
弱
の
支
店
職
員
は
感
じ

て
い
ま
す
」

　

各
地
に
あ
る
日
本
銀
行
の
支
店
に
は
、
そ
の
規
模

に
応
じ
て
、
三
つ
ま
た
は
四
つ
の
課
が
あ
り
ま
す
。

四
課
制
を
取
る
支
店
に
は
、
営
業
課
、
業
務
課
、
発

券
課
、
文
書
課
の
四
つ
の
課
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

三
課
制
を
取
る
支
店
で
は
、
営
業
課
と
文
書
課
と
を

あ
わ
せ
て
総
務
課
と
し
て
お
り
、
前
橋
支
店
も
そ
の

一
つ
で
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
の
仕
事
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

発
券
課
の
仕
事

　

最
初
に
、
支
店
設
置
は
、
日
本
全
国
津
々
浦
々
に

現
金
を
供
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
記
し

ま
し
た
。
そ
の
発
券
課
の
仕
事
に
つ
い
て
、
前
橋
支

店
の
梶
山
剛た

け

史し

さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

　「金
融
政
策
決
定
会
合
」
や
「
短
観
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
と
共
に
映
し
出
さ
れ
る
東
京
の
本
店
。
こ

の
建
物
が
多
く
の
人
が
持
つ
日
本
銀
行
の
イ
メ
ー
ジ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　し
か
し
、
日
本
銀
行
に
は
、
全
国
に
三
二
の
支
店
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
店
は
、
お
金
の
流
通
・

管
理
、
銀
行
や
官
庁
と
の
取
引
、
産
業
調
査
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
？

　今
回
は
、
日
本
銀
行
の
支
店
の
仕
事
に
つ
い
て
、
群
馬
県
を
管
轄
す
る
前
橋
支
店
の
方
々

の
お
話
を
交
え
な
が
ら
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
「
日
本
銀
行
が
発
行
す
る
お
札さ

つ
（
日
本
銀
行
券
）

と
政
府
が
発
行
す
る
硬
貨
（
貨
幣
）
は
、
本
行
の
窓

口
か
ら
取
引
先
金
融
機
関
を
通
じ
て
市
中
に
供
給
さ

れ
ま
す
。
発
券
課
の
仕
事
は
、
金
融
機
関
と
の
間
で

現
金
の
受
け
渡
し
を
す
る
仕
事
で
す
の
で
、
経
済
に

と
っ
て
血
液
と
も
い
う
べ
き
お
金
を
各
地
に
く
ま
な

く
行
き
渡
ら
せ
る
と
い
う
役
割
を
強
く
感
じ
て
い
ま

す
。
毎
日
の
受
け
渡
し
を
行
っ
て
い
る
お
金
の
量
は

極
め
て
多
額
で
あ
り
、
事
前
に
取
引
先
金
融
機
関
と

話
し
合
う
こ
と
で
正
確
か
つ
効
率
的
に
事
務
を
執
り

行
っ
て
い
ま
す
」

　

民
間
の
金
融
機
関
と
は
異
な
る
仕
事
を
、
日
本
銀

行
各
支
店
で
は
行
っ
て
い
ま
す
。
発
券
課
の
吉
田
加

多
岐
に
わ
た
る
支
店
の
仕
事

貨幣枡に並べられた汚れた貨幣虫に食べられたお札
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代
子
さ
ん
が
語
り
ま
す
。

　
「
大
き
く
違
う
仕
事
は
、『
鑑
査
』
事
務
で
す
。
こ

れ
は
、
金
融
機
関
か
ら
受
け
取
っ
た
お
札
が
本
物
か

ど
う
か
、
あ
る
い
は
傷
み
具
合
な
ど
を
調
べ
て
、 

使

え
る
お
札
を
再
び
世
の
中
に
流
通
さ
せ
、 

傷
み
の
激

業
務
課
の
仕
事

　
「
日
本
銀
行
は
、『
発
券
銀
行
（
お
札
を
発
行
で
き

る
銀
行
）』『
銀
行
の
銀
行
』『
政
府
の
銀
行
』
と
言

わ
れ
ま
す
。
業
務
課
の
仕
事
は
、
こ
の
う
ち
、
管
轄

地
域
に
お
け
る
『
銀
行
の
銀
行
』
と
『
政
府
の
銀
行
』

の
業
務
を
担
っ
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
業
務
課

の
下
田
洋
子
さ
ん
で
す
。

　
「『
銀
行
の
銀
行
』
と
し
て
、
日
本
銀
行
に
は
、
銀

行
や
信
用
金
庫
等
の
預
金
口
座
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
預
金
口
座
を
通
じ
て
、
銀
行
や
信
用
金
庫
等

と
の
間
で
預
金
の
受
払
い
（
現
金
自
体
の
受
払
い
は

発
券
課
が
担
当
）
や
振
替
、
貸
出
、
国
債
売
買
の
代

金
の
受
払
い
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
前
橋
支
店
の

業
務
課
は
、
管
轄
地
域
で
あ
る
群
馬
県
に
本
店
や
支

店
を
設
置
し
て
い
る
銀
行
や
信
用
金
庫
等
と
こ
う
し

た
取
引
を
し
て
い
ま
す
」

　

こ
れ
ら
の
取
引
は
「
日
本
銀
行
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
（
通
称
、「
日
銀
ネ
ッ
ト
」）
と
い
う
オ

ン
ラ
イ
ン・シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
政
府
の
銀
行
」と
し
て
日
本
銀
行
に
は
、

国
の
預
金
口
座
も
あ
り
ま
す
。
各
支
店
の
地
域
の
方

が
所
得
税
を
は
じ
め
と
す
る
国
税
や
国
民
年
金
保
険

料
な
ど
を
納
付
す
る
と
き
に
は
、
金
融
機
関
か
ら
、

日
本
銀
行
各
支
店
の
業
務
課
を
経
由
し
て
、
国
の
預

金
口
座
へ
入
金
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
国
の
指
示
で
公

共
事
業
費
や
年
金
等
を
支
払
う
と
き
に
は
、
逆
に
国

の
預
金
口
座
か
ら
支
払
っ
て
、業
務
課
を
経
由
し
て
、

し
い
も
の
は
裁
断
処
分
し
ま
す
。
こ
の
『
鑑
査
』
事

務
は
、
基
本
的
に
自
動
機
器
を
使
い
ま
す
が
、
傷
み

が
ひ
ど
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
枚
一
枚
手
作
業
で

行
い
ま
す
」

　

ま
た
、
損
傷
し
た
お
金
を
新
し
い
お
金
に
引
き
換

え
る
事
務
も
発
券
課
の
重
要
な
仕
事
で
す
。
梶
山
さ

ん
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
六
年
度
、
前
橋
支
店
は
、

本
店
、大
阪
支
店
、名
古
屋
支
店
に
つ
い
で
「
引
換
」

件
数
が
多
か
っ
た
支
店
と
の
こ
と
で
す
。
前
橋
支
店

の
管
轄
地
域
は
群
馬
県
だ
け
で
す
が
、
近
隣
の
栃
木

県
や
埼
玉
県
北
部
の
方
々
か
ら
の
引
換
の
依
頼
、
特

に
自
動
車
等
の
解
体
工
場
か
ら
損
傷
し
た
硬
貨
の
持

ち
込
み
が
多
い
そ
う
で
す
。

　
「
銀
行
の
仕
事
と
聞
く
と
パ
ソ
コ
ン
の
前
に
座
っ

て
仕
事
を
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
方
が
多

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
発
券
課
の
仕
事
の
多
く
は

立
ち
仕
事
で
す
。
ま
た
、
引
換
事
務
で
は
、
北
関
東

に
は
古
く
か
ら
の
農
家
が
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
る
た

め
か
、
屋
根
裏
等
に
置
き
忘
れ
ら
れ
て
湿
気
で
傷
ん

だ
り
、
虫
に
食
べ
ら
れ
た
お
札
が
持
ち
込
ま
れ
た
り

し
ま
す
。
実
は
湿
気
で
傷
ん
だ
紙
幣
は
、
塊
に
な
る

だ
け
で
な
く
非
常
に
臭
い
ん
で
す
。
ま
た
、
解
体
工

場
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
硬
貨
も
泥
ま
み
れ
の
も
の
が

多
く
、
そ
れ
ら
を
一
枚
一
枚
丁
寧
に
分
け
、
汚
れ
を

落
と
し
て
鑑
査
し
、
引
き
換
え
る
と
い
っ
た
作
業
は

重
労
働
で
す
。
そ
れ
で
も
、
困
っ
て
い
た
人
が
、
引

き
換
え
ら
れ
た
き
れ
い
な
お
札
や
硬
貨
を
受
け
取
っ

て
喜
ぶ
顔
を
見
る
と
、
こ
の
仕
事
に
や
り
が
い
を
感

じ
ま
す
」
と
吉
田
さ
ん
は
に
っ
こ
り
笑
い
ま
す
。

●●

●

●

●

●
●●

●

●
●

●

●
●●●

●
●
●
●

●●
●

●
●
●

●
●

●

●● ●

●

●

●

●

●
●●

●
●●

●

●●

●

●

●
●

●

本店
支店
事務所

釧路旭川
札幌

函館

青森

盛岡

山形
仙台
福島

水戸

前橋

発券センター

電算センター

本店

横浜

秋田

新潟

長野

松本

甲府名古屋

大阪高知

松山 高松
徳島

松江

広島下関
北九州

鳥取

岡山 神戸 福井
金沢
富山

京都

帯広

静岡

福岡

佐賀

長崎

熊本
大分

宮崎
鹿児島

那覇

■前橋支店の組織

支店長

次長

発券課

業務課

総務課

■支店などの所在地



28NICHIGIN 2016 NO.45

国
民
の
皆
さ
ん
の
金
融
機
関
口
座
に
入
金
し
ま
す
。

こ
う
し
た
事
務
を
、「
計
査
・
送
金
」
事
務
と
日
本

銀
行
で
は
称
し
て
い
ま
す
。
そ
の
事
務
を
担
う
廣
瀬

良り
ょ
う
こ子

さ
ん
に
よ
る
と
、「
業
務
課
の
仕
事
は
電
子
化

が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
発
券
課
の
引
換
事
務

の
よ
う
な
個
人
の
方
と
の
接
点
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
中
で
、
国
へ
納
付
す
る
交
通
違
反
の
反

則
金
は
、
日
本
銀
行
本
支
店
の
窓
口
で
直
接
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
時
々
、
業
務
課
の
窓
口
に

個
人
の
方
が
来
店
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。た
だ
、

交
通
違
反
を
犯
さ
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
ね
」

　

業
務
課
は
、
管
轄
地
域
の
民
間
企
業
、
個
人
お
よ

び
金
融
機
関
と
国
と
の
間
の
お
金
の
流
れ
を
仲
介
し

て
い
ま
す
。
下
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
前
橋
支
店
の
業

務
課
で
は
、
税
務
署
と
金
融
機
関
と
の
間
の
意
思
疎

通
の
仲
介
も
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
日
頃
の
や
り
と
り
は
日
本
銀
行
が
間
に
入
っ
て

い
ま
す
の
で
、
多
分
、
金
融
機
関
さ
ん
と
税
務
署
さ

ん
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
は
そ
う
多
く
な
い
と
思
わ

店
長
に
報
告
す
る
こ
と
が
私
を
含
め
た
金
融
機
関
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
担
当
す
る
三
名
の
仕
事
で
す
。
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
金
融
機
関
へ
の
助
言
も
し
て
い

ま
す
」

　
「
金
融
機
関
の
方
が
経
営
状
態
を
き
ち
ん
と
話
を

し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
疑
問
を
持
た
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
金
融
機
関
の
方
々
は
、
問

い
合
わ
せ
に
真
摯
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
、
と
て
も

感
謝
し
て
い
ま
す
」

　

県
内
の
経
済
活
動
の
状
況
調
査
に
つ
い
て
は
、
日

本
銀
行
に
入
っ
て
二
年
目
の
総
務
課
の
尾
崎
達
哉
さ

ん
が
語
り
ま
す
。

　
「
支
店
の
経
済
・
産
業
調
査
は
四
名
で
行
っ
て
お

り
、
私
の
担
当
は
製
造
業
、
特
に
輸
送
用
機
械
、
化

学
、電
気
機
械
の
三
業
種
で
す
。
調
査
に
際
し
て
は
、

統
計
分
析
も
行
い
ま
す
が
、
統
計
は
あ
く
ま
で
過
去

の
数
字
で
す
。
現
在
、
ま
し
て
や
将
来
の
見
通
し
に

れ
ま
す
。
一
方
、
税
務
署
さ
ん
は
、
事
務
の
効
率
化

の
た
め
、
税
金
の
電
子
納
付
（
ペ
イ
ジ
ー
）
を
促
進

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、『
政
府
の
銀
行
』

と
し
て
両
者
の
中
間
に
立
つ
前
橋
支
店
で
は
、
担
当

者
間
の
意
思
疎
通
を
円
滑
に
で
き
る
よ
う
な
会
合
を

折
に
触
れ
て
主
催
し
、
国
庫
事
務
の
効
率
化
を
図
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。
両
者
か
ら
と
て
も
役
に
立
つ
会

合
だ
っ
た
と
感
謝
さ
れ
て
い
ま
す
」

総
務
課
の
仕
事

　

総
務
課
の
仕
事
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
支
店
が

統
轄
す
る
地
域
の
金
融
経
済
の
動
向
に
つ
い
て
、
調

査
・
分
析
を
行
う
仕
事
（
四
課
制
の
支
店
で
は
営
業

課
の
仕
事
）
と
、
②
支
店
で
働
く
人
た
ち
が
ス
ム
ー

ズ
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
事

（
四
課
制
の
支
店
で
は
文
書
課
の
仕
事
）
の
二
つ
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
金
融
経
済
の
調
査
・
分
析
の
仕
事
に
つ
い

て
、
総
務
課
で
金
融
機
関
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
活
動

状
況
の
把
握
）を
取
り
ま
と
め
て
い
る
、銀
行
に
入
っ

て
六
年
目
の
坂
田
賢
太
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

　
「
様
々
な
経
済
活
動
に
必
要
な
お
金
が
、
金
融
機

関
や
企
業
、
そ
し
て
個
人
の
間
で
円
滑
に
流
れ
る
に

は
、
金
融
機
関
の
経
営
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
群
馬
県
内
に
本
店
を
構
え
る
二
つ
の
銀
行

と
七
つ
の
信
用
金
庫
の
経
営
実
態
、
業
務
等
の
リ
ス

ク
管
理
の
状
況
な
ど
を
、
金
融
機
関
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
や
統
計
資
料
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
把
握
し
、
支
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つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
方
々
か
ら
直
に
お

話
を
伺
う
こ
と
無
く
し
て
は
分
か
り
ま
せ
ん
」

　

坂
田
さ
ん
も
尾
崎
さ
ん
も
、
多
く
の
金
融
機
関
や

企
業
か
ら
伺
っ
た
お
話
の
中
か
ら
、
日
本
経
済
全
体

の
先
行
き
見
通
し
を
考
え
る
上
で
の
含
意
を
く
み
取

る
こ
と
が
、仕
事
上
一
番
難
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
う
し
た
調
査
・
分
析
の
成
果
は
、
日
本
銀
行
本
店

へ
の
報
告
を
通
じ
て
金
融
政
策
の
遂
行
に
役
立
て
る

と
と
も
に
、 
毎
月
、
各
支
店
で
は
「
管
内
金
融
経
済

概
況
」
を
取
り
ま
と
め
、
記
者
会
見
を
行
う
な
ど
し

て
公
表
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
日
本
銀
行
で
は
、
四

半
期
に
一
度
、
こ
れ
ら
支
店
の
調
査
結
果
を
と
り
ま

と
め
た「
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
」も
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

総
務
課
の
も
う
一
つ
の
仕
事
は
、
支
店
の
人
々
が

ス
ム
ー
ズ
に
事
務
を
行
え
る
環
境
作
り
、
つ
ま
り
支

店
の
縁
の
下
の
力
持
ち
の
仕
事
で
す
。
総
務
課
で
こ

の
仕
事
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
高
橋
徹
さ
ん
は
、「
前

橋
支
店
の
総
務
課
は
、
支
店
建
物
・
設
備
の
維
持
管

理
、
物
品
の
購
入
、
各
種
経
費
の
支
払
い
、
職
員
の

福
利
厚
生
、
支
店
の
警
備
な
ど
非
常
に
多
岐
に
わ
た

る
仕
事
を
一
手
に
担
っ
て
い
る
部
署
で
す
。例
え
ば
、

見
学
会
』と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

支
店
建
物
内
に
あ
る
広
報
ル
ー
ム
で
日
本
銀
行
の
業

務
お
よ
び
経
済
に
関
す
る
解
説
を
行
っ
た
り
、
鑑
査

等
の
模
擬
体
験
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
高
校
か
ら

の
リ
ク
エ
ス
ト
で
、
支
店
長
が
『
金
融
機
関
で
働
く

こ
と
の
意
義
』
と
い
っ
た
お
話
を
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
広
報
活
動
は
、
日
本
銀
行
の
業
務
や
地
域
で

の
役
割
を
知
っ
て
も
ら
う
重
要
な
仕
事
だ
と
思
い
、

日
々
よ
り
良
い
広
報
を
行
う
た
め
の
工
夫
を
凝
ら
し

て
い
ま
す
」

　

日
本
銀
行
本
支
店
で
は
、
見
学
や
レ
ク
チ
ャ
ー
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。
見
学
等
を
ご
希
望
の
方
は
、
お

近
く
の
日
本
銀
行
本
支
店

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
の
う
え
、
ぜ
ひ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

前
橋
支
店
で
は
東
日
本
大
震
災
後
に
計
画
停
電
の
対

象
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
対
応
も
総
務
課
で
担
い

ま
し
た
」
と
説
明
し
ま
す
。

　

同
じ
く
総
務
課
の
三
ツ
井
南な
み

香か

さ
ん
も
、「
私
は
、

支
店
長
の
日
程
管
理
を
行
う
支
店
長
受
付
を
し
つ

つ
、
支
店
の
経
費
関
係
の
仕
事
に
も
従
事
し
て
い
ま

す
。
総
務
課
の
職
員
は
、
専
門
的
に
『
こ
れ
だ
け
』

と
い
う
仕
事
で
は
な
く
、
一
人
で
多
様
な
仕
事
を
一

日
の
中
で
行
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

清
水
晃
さ
ん
は
、
現
金
搬
送
作
業
等
の
各
種
庶
務

事
務
に
従
事
し
つ
つ
、
電
気
関
係
を
は
じ
め
と
し
た

建
物
・
設
備
の
維
持
管
理
や
、
支
店
の
警
備
も
し
て

い
ま
す
。

　
「
建
物
・
設
備
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
設
備

の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
支
店
の
業
務
に
支
障
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
、
細
心
の
注
意
を
払
い

な
が
ら
点
検
・
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
警

備
は
、
防
犯
面
で
の
最
前
線
と
し
て
、
設
備
の
維
持

管
理
と
は
異
な
る
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
。
来
店
さ
れ

る
方
の
身
分
証
明
書
の
確
認
等
、
水
際
で
の
防
犯
に

努
め
て
お
り
ま
す
が
、
身
分
証
を
お
持
ち
で
な
い
場

合
は
、
支
店
に
お
入
れ
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

が
忍
び
な
く
、
こ
の
点
は
支
店
と
し
て
も
っ
と
広
報

し
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
ま
す
」

　

そ
の
広
報
も
総
務
課
の
仕
事
で
す
。
前
橋
支
店
で

そ
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
松
崎
麻あ

さ

美み

さ
ん
に
伺
い
ま

し
た
。

　
「
前
橋
支
店
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
広

報
の
ほ
か
、
平
日
の
支
店
見
学
、
夏
休
み
の
『
親
子

 
 

２０１６年１月１８日

日 本 銀 行

 
 
 

地 域 経 済 報 告

── さくらレポート ──

（２０１６年１月）

 
 

 

本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報

をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約した

ものである。

公表時間
月 日 月 時 分

2016 年１月に公表された「さくらレポート」

前橋支店のホームページ
はこちらから

前橋支店ホームページ
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　日本銀行は、１月、４月、７月および 10月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・
物価見通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経
済・物価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2016 年１月の展望レポー
ト（基本的見解は１月 29日公表、背景説明を含む全文は１月 30日公表）のポイントを解説します。
＊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/mopo/outlook/index.htm/

二
〇
一
五
〜
二
〇
一
七
年
度
の�

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

家
計
、
企
業
の
両
部
門
に
お
い
て
所

得
か
ら
支
出
へ
の
前
向
き
の
循
環
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
持
続
す
る
も
と
で
、
国
内
需

要
が
増
加
基
調
を
た
ど
る
と
と
も
に
、

輸
出
も
、
新
興
国
経
済
が
減
速
し
た
状

態
か
ら
脱
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
背
景

に
、
緩
や
か
に
増
加
す
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
わ
が
国
経
済
は
、
基
調
と

し
て
緩
や
か
に
拡
大
し
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
の
前
年
比
（
消
費
税
率

引
き
上
げ
の
直
接
的
な
影
響
を
除
く

ベ
ー
ス
）
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
下
落

の
影
響
か
ら
、
当
面
０
％
程
度
で
推
移

す
る
と
み
ら
れ
る
が
、
物
価
の
基
調
は

着
実
に
高
ま
り
、
二
％
に
向
け
て
上
昇

率
を
高
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。「
物

価
安
定
の
目
標
」
で
あ
る
二
％
程
度
に

達
す
る
時
期
は
、
原
油
価
格
が
現
状
程

度
の
水
準
か
ら
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い

く
と
の
前
提
の
も
と
で
は
、
二
〇
一
七

年
度
前
半
頃
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
後
は
、
平
均
的
に
み
て
、
二
％
程

度
で
推
移
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

金
融
政
策
運
営
（
図
表
3
）

 　

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
を
で

き
る
だ
け
早
期
に
実
現
す
る
た
め
、「
マ

イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩

和
」
を
導
入
し
た
。
日
本
銀
行
は
、二
％

の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
実
現
を
目

指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続
す
る
た

め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、「
マ
イ
ナ
ス

金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
を

継
続
す
る
。
今
後
と
も
、
経
済
・
物

価
の
リ
ス
ク
要
因
を
点
検
し
、「
物
価

安
定
の
目
標
」
の
実
現
の
た
め
に
必
要

な
場
合
に
は
、「
量
」・「
質
」・「
金
利
」

の
三
つ
の
次
元
で
、
追
加
的
な
金
融
緩

和
措
置
を
講
じ
る
。

「
経
済
・
物
価
情
勢
の
展
望
」（
展
望
レ
ポ
ー
ト
）

二
〇
一
六
年
一
月
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図表２　政策委員見通しの中央値（対前年度比、％）

（注  1）原油価格（ドバイ）については、１バレル 35 ドルを出発点に、見通し期間の終
盤にかけて 40 ドル台後半に緩やかに上昇していくと想定している。その場合の消
費者物価（除く生鮮食品）の前年比に対するエネルギー価格の寄与度は、2015 年度
で－ 0.9％ポイント程度、2016 年度で－ 0.7 ～－ 0.8％ポイント程度と試算される。
また、寄与度は、2016 年度後半にマイナス幅縮小に転じ、2017 年度前半中には概
ねゼロになると試算される。

（注  2）今回の見通しでは、消費税率について、2017 年４月に 10％に引き上げられる
こと（軽減税率については酒類と外食を除く飲食料品および新聞に適用されること）
を前提としているが、各政策委員は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いた消
費者物価の見通し計数を作成している。消費税率引き上げの直接的な影響を含む
2017 年度の消費者物価の見通しは、税率引き上げが課税品目にフル転嫁されること
を前提に、物価の押し上げ寄与を機械的に計算したうえで（＋ 1.0％ポイント）、こ
れを政策委員の見通し計数に足し上げたものである。

図表2　政策委員見通しの中央値（対前年度比、％）

実質ＧＤＰ  消費者物価指数
（除く生鮮食品）

消費税率引き上げの
影響を除くケース

2015 年度 ＋ 1.1 ＋ 0.1

　（10 月時点の見通し） （＋ 1.2） （＋ 0.1）

2016 年度 ＋ 1.5 ＋ 0.8

　（10 月時点の見通し） （＋ 1.4） （＋ 1.4）

2017 年度 ＋ 0.3 ＋ 2.8 ＋ 1.8

　（10月時点の見通し） （＋ 0.3） （＋ 3.1） （＋ 1.8）

（注 １） 実線は実績値、点線は政策委員見
通しの中央値を示す。

（注 ２） 　、△、▼は、各政策委員が最も
蓋然性が高いと考える見通しの数値を
示すとともに、その形状で各政策委員
が考えるリスクバランスを示してい
る。　は「リスクは概ね上下にバラン
スしている」、△は「上振れリスクが
大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」
と各政策委員が考えていることを示し
ている。

（注 ３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、
消費税率引き上げの直接的な影響を除
いたベース。

図表3　「マイナス金利付き量的・
　　　　質的金融緩和」の導入

マイナス金利付き
量的・質的金融緩和

「量」・「質」・「マイナス金利」

３つの次元で
追加緩和可能なスキーム

日銀当座預金に
▲0.1％の
マイナス金利を適用

大規模な長期国債買入れとあわせて
金利全般により強い下押し圧力を加える

図表1　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
▽政策委員の経済・物価見通しとリスク評価

（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

（注２） 　、△、▼は、各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値を示すとともに、その形状で各政策委員が

考えるリスクバランスを示している。　は「リスクは概ね上下にバランスしている」、

△は「上振れリスクが大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」と各政策委員が考えていることを示している。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。

（前年比、％） （前年比、％）

年度

（前年比、％） （前年比、％）

年度2010　　 2011　　 2012　　 2013　　 2014　　 2015　　 2016　　 2017　

（1）実質 GDP

（2）消費者物価指数（除く生鮮食品）
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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

十
月
）
と
比
較
す
る
と
、
近
畿
か
ら
、

回
復
テ
ン
ポ
が
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る

と
し
て
判
断
を
引
き
下
げ
る
報
告
が
あ

っ
た
一
方
で
、
東
海
か
ら
は
、
生
産
の

緩
や
か
な
増
加
な
ど
を
踏
ま
え
て
判
断

を
引
き
上
げ
る
報
告
が
あ
っ
た
。ま
た
、

残
り
七
地
域
で
は
、
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
。

　

各
地
域
か
ら
の
報
告
を
み
る
と
、
八

地
域
で
、「
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」、

「
回
復
を
続
け
て
い
る
」
等
、
東
海
で
、

「
緩
や
か
に
拡
大
し
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
輸
出
や

（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
六
年
一
月
［
抜
粋
］

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

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）

【15/10 月判断】 前回と
の比較 【16/ 1 月判断】

北海道 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
生産面に新興国経済の減速に伴う
影響などがみられるものの、緩や
かな回復を続けている

北　陸 回復を続けている 回復を続けている

関　東
甲信越

輸出・生産面に新興国経済の減速
に伴う影響などがみられるものの、
緩やかな回復を続けている

輸出・生産面に新興国経済の減速
に伴う影響などがみられるもの
の、緩やかな回復を続けている

東　海

輸出や生産に新興国経済の減速の
影響などがみられるものの、設備
投資が大幅に増加し、住宅投資・
個人消費が持ち直していることか
ら、着実に回復を続けている

緩やかに拡大している

近　畿
輸出・生産面に新興国経済の減速
の影響がみられるものの、回復し
ている

輸出・生産面に新興国経済の減速
の影響がみられるものの、緩やか
に回復している

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
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生
産
面
に
新
興
国
経
済
の
減
速
に
伴
う
影

響
な
ど
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
国
内
需
要

は
、
設
備
投
資
が
緩
や
か
な
増
加
基
調
に

あ
り
、
個
人
消
費
も
雇
用
・
所
得
環
境
の

着
実
な
改
善
を
背
景
に
底
堅
く
推
移
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
公
共
投
資
は
、
東
北
、
関
東
甲
信
越
か

ら
、「
高
水
準
な
が
ら
横
ば
い
圏
内
の
動

き
と
な
っ
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

一
方
、
七
地
域
（
北
海
道
、
北
陸
、
東
海
、

近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）
か

ら
、「
高
水
準
な
が
ら
も
、
減
少
傾
向
に

あ
る
」、「
緩
や
か
に
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
」
等
、

五
地
域
（
関
東
甲
信
越
、
近
畿
、
中
国
、

四
国
、
九
州
・
沖
縄
）
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
、
東
北
か
ら
、

「
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

こ
の
間
、企
業
の
業
況
感
に
つ
い
て
は
、

北
海
道
、
東
海
か
ら
、「
改
善
し
て
い
る
」

等
、七
地
域
（
東
北
、北
陸
、関
東
甲
信
越
、

近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州・沖
縄
）
か
ら
、

「
一
部
に
や
や
慎
重
な
動
き
も
み
ら
れ
る

が
、
総
じ
て
良
好
な
水
準
を
維
持
し
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

個
人
消
費
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
が
着

実
な
改
善
を
続
け
て
い
る
こ
と
等
を
背
景

に
、
北
海
道
か
ら
、「
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
。

　

百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
販
売
額
を
み
る
と
、

多
く
の
地
域
か
ら
、「
堅
調
に
推
移
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
、「
前
年
を
下
回
っ
て

い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、「
概

ね
横
ば
い
圏
内
で
推
移
し
て
い
る
」、「
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
」、「
持

ち
直
し
て
い
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
、「
弱
め
の
動
き
と

な
っ
て
い
る
」と
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、

「
国
内
旅
行
を
中
心
に
底
堅
く
推
移
し
て

い
る
」、「
全
体
と
し
て
は
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
、
東
北
か
ら
、「
高
水
準

で
推
移
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た

ほ
か
、
八
地
域
（
北
海
道
、
北
陸
、
関
東

甲
信
越
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
持
ち
直
し
つ
つ

あ
る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。

　

生
産
（
鉱
工
業
生
産
）
は
、
新
興
国
経

済
の
減
速
に
伴
う
影
響
な
ど
か
ら
、
五
地

域
（
東
北
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
、
中
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
弱
含
ん
で
い
る
」、

「
横
ば
い
圏
内
の
動
き
が
続
い
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
四
地
域

（
北
海
道
、
北
陸
、
東
海
、
四
国
）
か
ら
、

「
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
高
水

準
で
推
移
し
て
い
る
」、「
緩
や
か
に
増
加

し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

主
な
業
種
別
の
動
き
を
み
る
と
、
輸
送

機
械
は
、「
持
ち
直
し
て
き
て
い
る
」、「
緩

や
か
に
増
加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
一
方
、「
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な

っ
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

は
ん
用
・
生
産
用
・
業
務
用
機
械
、
電
子

部
品
・
デ
バ
イ
ス
、
電
気
機
械
は
、「
緩

や
か
に
増
加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
一
方
、「
弱
含
ん
で
い
る
」、「
横
ば

い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
化
学
は
、「
高

水
準
で
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
一
方
、
鉄
鋼
は
、「
減
産
を
継
続
し

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

雇
用
・
所
得
動
向
は
、
多
く
の
地
域
か

ら
、「
改
善
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。

　

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地
域

か
ら
、「
労
働
需
給
は
着
実
な
改
善
を
続

け
て
い
る
」、「
引
き
締
ま
っ
て
い
る
」
等
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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
改

善
し
て
い
る
」、「
緩
や
か
に
増
加
し
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

Ⅱ
．�

地
域
の
視
点

　
　
「
各
地
域
に
お
け
る
企
業
の
雇
用
・

　
　

��

賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス
」

１
．�企
業
の
雇
用
・
賃
金
設
定
ス
タ
ン

ス
の
総
括
評
価

　

各
地
域
に
お
け
る
企
業
の
雇
用
面
の
状

況
を
み
る
と
、
人
手
不
足
感
が
一
段
と
高

ま
る
中
で
、
企
業
規
模
や
業
種
を
問
わ
ず
、

多
く
の
先
で
積
極
的
な
採
用
活
動
を
展
開

し
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
必
要
な
人
材

の
確
保
が
難
し
い
と
の
声
が
数
多
く
聞
か

れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
賃
金
設
定

面
で
は
、
正
規
社
員
に
対
し
て
、
人
材
確

保
の
観
点
に
加
え
、
最
近
の
収
益
の
改
善

や
同
業
他
社
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
近
年
、

都
市
部
の
企
業
を
中
心
に
、
定
昇
や
賞
与

増
額
を
実
施
す
る
先
が
増
加
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
に
よ
り
給
与

水
準
を
引
き
上
げ
る
動
き
も
着
実
に
広
が

っ
て
お
り
、
来
年
度
に
向
け
て
、
昨
春
の

伸
び
率
を
上
回
る
引
き
上
げ
の
方
針
を
示

す
先
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
派
遣
・
パ
ー

ト
等
の
非
正
規
社
員
に
対
し
て
も
、
人
材

の
確
保
や
最
低
賃
金
へ
の
対
応
を
図
る
べ

く
、
時
給
を
引
き
上
げ
る
先
が
広
範
に
見

受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
一
方
で
、
地
方

の
中
小
企
業
を
中
心
に
、
給
与
の
増
額
に

慎
重
な
先
も
依
然
と
し
て
相
応
に
み
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に

よ
る
給
与
水
準
の
引
き
上
げ
は
難
し
い
と

す
る
先
が
少
な
く
な
い
。

２
．�

企
業
の
雇
用
ス
タ
ン
ス
と
人
材

確
保
の
現
状

　

雇
用
面
で
は
、
製
造
業
で
、
新
興
国
経

済
の
減
速
に
伴
う
影
響
を
受
け
、
非
正
規

社
員
を
削
減
す
る
動
き
な
ど
が
ご
く
一
部

に
生
じ
て
い
る
が
、
多
く
の
先
で
は
、
業

容
の
拡
大
や
人
手
不
足
の
解
消
等
を
図
る

目
的
で
、
積
極
的
な
採
用
ス
タ
ン
ス
を
継

続
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
要
と

す
る
人
材
は
、
一
部
の
企
業
を
除
け
ば
確

保
が
難
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
、
特
に

労
働
力
人
口
の
減
少
が
著
し
い
地
方
圏
で

は
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

　

足
も
と
の
状
況
を
雇
用
形
態
別
に
み
る

と
、
正
規
社
員
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先

で
今
春
入
社
予
定
の
新
卒
者
の
採
用
数
を

増
や
す
方
針
を
打
ち
出
す
中
で
、
内
定
者

の
確
保
が
計
画
未
達
と
な
っ
て
い
る
先
が

少
な
く
な
い
う
え
、
即
戦
力
と
位
置
付
け

る
中
途
採
用
も
、
企
業
が
求
め
る
人
材
の

獲
得
は
困
難
と
の
声
が
聞
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
非
正
規
社
員
に
つ
い
て
も
、
多

く
の
企
業
で
採
用
に
注
力
し
て
い
る
が
、

必
要
な
人
員
の
手
当
て
が
進
ん
で
い
な
い

状
況
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
業
種
別
に

は
、
小
売
、
飲
食
・
宿
泊
、
医
療
・
介
護
、

運
輸
等
で
不
足
感
の
更
な
る
強
ま
り
を
指

摘
す
る
声
が
多
く
、
一
部
に
は
新
規
出
店

の
抑
制
や
営
業
時
間
の
短
縮
な
ど
事
業
運

営
面
で
支
障
が
生
じ
て
い
る
先
が
み
ら
れ

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
べ
く
、
多
く

の
先
で
は
、
人
材
の
確
保
や
所
要
人
員
の

削
減
に
向
け
て
、
様
々
な
施
策
に
引
き
続

き
粘
り
強
く
取
り
組
ん
で
い
る
。

３
．
企
業
の
賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス

（
１
）�

企
業
の
賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス
の
現

状
と
背
景

　

以
上
の
労
働
需
給
環
境
の
も
と
で
の
企

業
の
賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス
を
う
か
が
う

と
、
業
種
や
企
業
規
模
、
職
種
を
問
わ
ず
、

都
市
部
の
企
業
を
中
心
に
、
何
ら
か
の
方

法
で
給
与
の
増
額
を
図
る
動
き
に
広
が
り

が
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
一
方
で
、

地
方
の
中
小
企
業
を
中
心
に
、
給
与
の
増

額
に
慎
重
な
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
先
も

依
然
と
し
て
相
応
に
み
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
中
に
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
な
ど
定
例
給

与
の
改
定
に
よ
る
給
与
水
準
の
引
き
上
げ

は
難
し
い
と
す
る
先
が
少
な
く
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
、
ま

ず
、
正
規
社
員
へ
の
対
応
を
み
る
と
、
定

例
給
与
の
水
準
を
規
定
す
る
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
に
関
し
て
は
、
今
春
の
方
針
は
、
労
使

交
渉
が
本
格
化
し
て
い
な
い
現
時
点
で

は
、
未
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
先
が
大
半
で

は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
収
益
の
改

善
を
見
込
む
企
業
を
中
心
に
、
昨
春
の
伸
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び
率
を
上
回
る
引
き
上
げ
を
示
唆
す
る
先

も
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
を
示
す
理

由
と
し
て
は
、
収
益
の
改
善
に
加
え
、
①

人
材
の
獲
得
・
繋
留
、
②
政
府
等
か
ら
の

要
請
、
③
同
業
他
社
の
賃
上
げ
実
施
へ
の

対
応
等
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
企
業
が
必

要
に
迫
ら
れ
る
形
で
実
施
し
て
い
る
面
も

見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
賞
与
に
関
し
て
は
、
夏
季
は
支

給
率
を
前
年
よ
り
も
引
き
上
げ
る
先
が
多

く
み
ら
れ
た
ほ
か
、
冬
季
も
支
給
額
を
前

年
実
績
に
上
乗
せ
す
る
と
し
た
先
が
大
企

業
を
中
心
に
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
新

興
企
業
や
中
小
企
業
で
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
の
考
え
方
を
採
り
入
れ
て
い
な
い
先
が

多
く
、
近
年
の
収
益
改
善
を
受
け
、
賞
与

等
の
一
時
金
で
従
業
員
に
利
益
を
還
元
す

る
動
き
も
相
応
に
み
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
非
正
規
社
員
に
対
し
て
も
、

小
売
や
飲
食
・
宿
泊
な
ど
多
く
の
業
種
で

時
給
を
引
き
上
げ
る
動
き
が
続
い
て
い

る
。
こ
れ
は
、
①
非
正
規
社
員
も
、
正
規

社
員
同
様
に
人
手
不
足
が
深
刻
化
す
る
中

で
、
人
材
の
確
保
に
向
け
て
処
遇
改
善
の

必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
②
最
低

賃
金
の
引
き
上
げ
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
が
主
た
る
要
因
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
賃
金
面
で
の
対

応
に
加
え
、
福
利
厚
生
の
充
実
や
非
正
規

社
員
の
正
規
社
員
化
等
に
よ
り
人
材
の
確

保
を
図
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。

（
２
）�

定
例
給
与
の
引
き
上
げ
に
慎
重
な

姿
勢
と
な
る
理
由

　

こ
の
よ
う
に
給
与
増
額
の
動
き
は
広
が

っ
て
い
る
が
、
地
方
の
中
小
企
業
を
中
心

に
、
賞
与
の
増
額
や
非
正
規
社
員
の
時
給

引
き
上
げ
に
は
あ
る
程
度
前
向
き
に
対
応

す
る
と
し
て
も
、
定
例
給
与
の
改
定
に
よ

る
正
規
社
員
の
給
与
水
準
の
引
き
上
げ
に

対
し
て
、
慎
重
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る
先
が

依
然
と
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
の
要
因
と

し
て
は
、
先
行
き
に
対
す
る
漠
然
と
し
た

不
安
を
挙
げ
る
先
が
多
く
、
同
業
他
社
の

動
き
を
見
極
め
た
い
と
す
る
先
も
相
応
に

見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
要

因
に
加
え
、
定
例
給
与
の
引
き
上
げ
に
慎

重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
根
本
的
な
要
因
と

し
て
、
主
に
以
下
の
点
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

① 

低
い
期
待
成
長
率

　

中
長
期
的
な
国
内
市
場
の
縮
小
が
想
定

さ
れ
る
中
で
、
事
業
の
安
定
的
な
成
長
が

展
望
し
難
い
環
境
の
も
と
で
は
、
固
定
費

の
増
加
に
繋
が
る
形
で
の
給
与
水
準
の
引

き
上
げ
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
の
声
が
多
く
聞
か
れ
て
い
る
。

②  

現
状
の
収
益
動
向
に
対
す
る
厳
し
い
認

識

　

近
年
の
収
益
改
善
は
、
為
替
差
益
等
の

一
時
的
な
要
因
や
海
外
部
門
の
寄
与
が
大

き
く
、
国
内
事
業
自
体
は
楽
観
視
で
き
な

い
状
況
が
続
い
て
い
る
た
め
、
現
状
の
利

益
水
準
を
前
提
に
国
内
の
従
業
員
の
給
与

水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
と
の

指
摘
が
聞
か
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
中
小
企

業
を
中
心
に
、
収
益
は
改
善
傾
向
な
が
ら
、

利
益
水
準
が
依
然
と
し
て
低
い
状
況
で
は

賃
上
げ
は
困
難
と
の
声
も
聞
か
れ
て
い
る
。

③ 

事
業
強
化
に
向
け
た
対
応
を
優
先

　

収
益
の
改
善
を
踏
ま
え
、
競
争
力
の
強

化
に
向
け
、
従
業
員
の
賃
上
げ
よ
り
も
、

こ
れ
ま
で
抑
制
し
て
き
た
設
備
の
更
新
投

資
や
新
規
投
資
、
新
規
事
業
の
立
ち
上
げ
、

Ｍ
＆
Ａ
等
を
優
先
し
て
い
る
と
の
声
が
聞

か
れ
て
い
る
。

４
．
先
行
き
の
展
望
と
課
題

　

多
く
の
企
業
で
は
、
先
行
き
も
現
状
の

積
極
的
な
雇
用
ス
タ
ン
ス
を
継
続
す
る
方

針
に
あ
る
た
め
、
当
面
、
労
働
需
給
が
逼

迫
し
た
状
況
は
解
消
さ
れ
な
い
可
能
性
が

高
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
来
年
度
の
給

与
増
額
に
向
け
た
企
業
の
動
き
は
、
現
時

点
で
は
勢
い
を
増
す
状
況
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
持
続
的
に
賃
上

げ
が
実
施
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
①
生

産
性
の
向
上
や
新
技
術
・
商
品
の
開
発
等

に
よ
り
、
企
業
が
自
ら
の
成
長
力
を
高
め

て
い
く
こ
と
、
②
企
業
間
の
取
引
価
格
の

適
正
化
や
消
費
者
の
デ
フ
レ
マ
イ
ン
ド
の

払
拭
等
を
通
じ
、
企
業
が
人
件
費
等
コ
ス

ト
増
加
分
の
製
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
価
格
へ

の
転
嫁
を
進
め
、
収
益
体
質
の
強
化
を
図

る
こ
と
、
③
給
与
水
準
の
引
き
上
げ
と
各

種
制
度
が
整
合
的
と
な
る
よ
う
手
当
て
さ

れ
て
い
く
こ
と
、
な
ど
が
必
要
と
の
指
摘

が
聞
か
れ
る
。
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創
業
支
援
に
関
す
る 

地
域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催

▼
地
域
経
済
の
新
た
な
担
い
手
と
な
る
創

業
者
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
支
え
て
い
く
こ
と

は
、
地
域
と
と
も
に
生
き
る
金
融
機
関
に

と
っ
て
は
、
地
域
の
活
力
や
取
引
基
盤
を

維
持
し
て
い
く
上
で
も
、
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

▼
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化
セ

ン
タ
ー
で
は
、二
〇
一
五
年
六
月
四
日
に
、

取
引
先
金
融
機
関
を
対
象
に
し
た
「
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
。
こ
れ
に
続
き
、
支
店
と
連
携

し
、
地
方
公
共
団
体
や
経
済
団
体
等
の

方
々
も
対
象
に
含
め
た
「
創
業
支
援
に
関

す
る
地
域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
適
宜
開

催
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

▼
第
一
回
は
、
札
幌
支
店
、
釧
路
支
店
、

函
館
支
店
と
連
携
し
て
二
〇
一
五
年
十
月

二
十
六
日
に
札
幌
市
で
開
催
し
ま
し
た
。

参
加
者
数
は
約
五
〇
名
で
し
た
。
杉
本
芳よ

し

浩ひ
ろ

札
幌
支
店
長
に
よ
る
開
会
挨
拶
の
後
、

是
永
靖
夫
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
企
画
役

が
「
地
域
創
生
に
向
け
た
創
業
支
援
へ
の

取
組
み
」
と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
。
ま

た
、
松
尾
一
久
氏
（
中
小
企
業
基
盤
整
備

機
構
北
海
道
本
部
経
営
支
援
部
長
）
が
道

内
金
融
機
関
と
連
携
し
た
具
体
的
な
創
業

支
援
事
例
等
を
紹
介
し
た
他
、
小
野
晋す

す
む

氏
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
北
海
道
創
業
支

援
セ
ン
タ
ー
所
長
）
が
道
内
で
の
対
応
を

含
め
た
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
創
業
支
援

体
制
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

▼
第
二
回
は
、
神
戸
支
店
と
連
携
し
て

十
一
月
二
十
六
日
に
神
戸
市
で
開
催
し
ま

し
た
。
参
加
者
数
は
約
五
〇
名
で
し
た
。

野
原
強
神
戸
支
店
長
の
開
会
挨
拶
、
是
永

企
画
役
の
講
演
の
後
、瀬
戸
口
強
一
氏（
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
近
畿
本
部
経
営
支

援
部
長
）
が
新
規
事
業
評
価
の
着
眼
点
や

地
域
金
融
機
関
と
連
携
し
た
訪
問
ア
ド
バ

イ
ス
の
取
組
み
等
に
つ
い
て
講
演
し
ま
し

た
。
ま
た
、
青
木
伸
也
氏
（
日
本
政
策
金

融
公
庫
神
戸
創
業
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
）

に
よ
る
講
演
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の

構
築
に
悩
む
創
業
者
に
対
し
、
積
極
的
に

支
援
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
の
重
要
性

等
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

▼
第
一
回
、
第
二
回
と
も
講
演
の
後
に
一

時
間
程
度
の
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た

（
モ
デ
レ
ー
タ
：
山
口
省し

ょ
う
ぞ
う藏
金
融
高
度

化
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
）。「
創
業
希

望
者
の
発
掘
方
法
」「
金
融
機
関
で
の
支

援
が
困
難
な
場
合
の
対
応
」「
創
業
支
援

融
資
の
与
信
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
っ

た
創
業
支
援
の
課
題
に
対
し
、
参
加
者
か

ら
先
進
的
な
取
組
み
事
例
の
紹
介
や
具
体

的
な
対
応
策
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

▼
参
加
者
か
ら
は
、「
他
の
金
融
機
関
の

取
組
み
事
例
を
聞
き
参
考
に
な
っ
た
」「
創

業
支
援
に
お
い
て
、
公
的
機
関
や
地
域
の

支
援
機
関
と
の
連
携
の
必
要
性
を
改
め
て

感
じ
た
」と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

▼
こ
う
し
た
地
域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
一
〜
二
カ
月
に
一
回
の

頻
度
で
、
全
国
各
地
に
て
開
催
し
て
い
く

予
定
で
す
。

▼
地
域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
演
お
よ
び

神戸会場で講演をする中小企業基盤整備機構近畿本部  
瀬戸口経営支援部長

神戸会場で講演をする日本政策金融公庫神戸創業
支援センター  青木所長

札幌会場で講演をする中小企業基盤整備機構北海道
本部  松尾経営支援部長

札幌会場で講演をする日本政策金融公庫北海道創業
支援センター  小野所長
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意
見
交
換
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
。

鳥
取
事
務
所
は 

開
設
七
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た

▼
鳥
取
事
務
所
で
は
、
昨
年
十
月
に
開
設

七
〇
周
年
を
記
念
し
展
示
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

▼
鳥
取
は
お
札
と
の
ゆ
か
り
が
深
く
、
肖

像
と
し
て
最
も
長
く
使
わ
れ
た
武
内
宿す

く

禰ね

が
昇
天
し
た
地
で
、
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た

宇う

べ倍
神
社
は
、
全
国
の
神
社
で
初
め
て
お

札
の
図
柄
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

▼
展
示
会
で
は
、
当
地
に
ゆ
か
り
の
あ
る

お
札
を
展
示
し
た
ほ
か
、
三
億
円
以
上
の

銀
行
券
の
裁
断
屑
で
造
っ
た
ソ
フ
ァ
ー
に

座
る
体
験
な
ど
も
企
画
し
た
こ
と
か
ら
、

マ
ス
コ
ミ
に
も
報
道
さ
れ
、
大
盛
況
で
し

た
。

▼
詳
細
は
、
日
銀
Ｈ
Ｐ
の
「
日
本
銀
行
支

店
・
事
務
所
」
→
「
日
本
銀
行
鳥
取
事
務

所
」→「
鳥
取
と
に
ち
ぎ
ん
」の
コ
ー
ナ
ー

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
第
十
一
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

の
決
勝
大
会
開
催

▼
大
学
生
を
主
な
対
象
と
す
る
金
融
経
済

分
野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
コ
ン
テ
ス
ト
「
第
十
一
回
日
銀
グ
ラ
ン

プ
リ
〜
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
〜
」
の

決
勝
大
会
を
本
店
に
お
い
て
開
催
し
ま
し

た
。
テ
ー
マ
は
「
わ
が
国
の
金
融
へ
の
提

言
」。
わ
が
国
の
金
融
に
関
す
る
課
題
の

指
摘
と
、
そ
れ
に
対
す
る
処
方
箋
の
提
案

を
競
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
全
国
各
地
の

三
七
大
学
か
ら
一
〇
九
編
の
論
文
が
寄
せ

ら
れ
、一
次
審
査
の
結
果
、五
チ
ー
ム
（
東

京
国
際
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
、
成
城
大

学
、
弘
前
大
学
、
学
習
院
大
学
）
が
決
勝

に
進
出
し
ま
し
た
。

▼
決
勝
大
会
で
は
、
横
尾
敬
介
氏
（
経
済

同
友
会
副
代
表
幹
事
、
専
務
理
事
）、
藤

沢
久
美
氏
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
ソ
フ
ィ
ア

バ
ン
ク
代
表
）
の
他
、
岩
田
規
久
男
日
銀

副
総
裁
（
審
査
員
長
）、
石
田
浩
二
・
佐

藤
健
裕
両
審
議
委
員
の
五
名
の
審
査
員
を

前
に
、
各
チ
ー
ム
と
も
堂
々
と
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答
を
行
い
ま
し

た
。

▼
最
優
秀
賞
に
は
、
弘
前
大
学
チ
ー
ム
の

「
地
方
中
小
企
業
向
け
『
健
康
プ
ロ
グ
ラ

ム
』
の
可
能
性
〜
医
学
（
社
会
疫
学
）
と

行
動
経
済
学
の
知
見
を
ふ
ま
え
て
〜
」
が

選
ば
れ
ま
し
た
。

　
「
既
存
の
『
健
康
融
資
制
度
』
の
改
善

ス
キ
ー
ム
を
、
行
動
経
済
学
等
の
観
点
を

取
り
入
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
合
わ
せ

て
考
案
し
、
現
実
味
の
あ
る
提
案
を
行
っ

て
い
る
」
点
な
ど
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
他
、
優
秀
賞
二
チ
ー
ム
、
敢
闘

賞
二
チ
ー
ム
、
特
別
賞
一
チ
ー
ム
を
以
下

の
通
り
選
出
し
ま
し
た
。

【
優
秀
賞
】（
応
募
受
付
順
）

●
慶
応
義
塾
大
学
理
工
学
部
チ
ー
ム

「
公
的
年
金
制
度 

三
〝
世
〟
一
体
の
改
革

〜
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
／
人
口
動
向
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
た
公
的
年
金
の
役
割

の
再
確
認
と
持
続
性
へ
の
改
革
提
言
〜
」

【
優
秀
賞
】
お
よ
び
【
特
別
賞
】

●
成
城
大
学
社
会
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
部

チ
ー
ム

「
日
銀
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」

宇倍神社（鳥取市）と武内宿禰が採用された銀行券

二
〇
一
五
年
十
二
月
五
日
（
土
）

大勢の方が観戦するなか行われたプレゼンテーション

最優秀賞に輝いた弘前大学チームと審査員の皆さん
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【
敢
闘
賞
】（
応
募
受
付
順
）

●
東
京
国
際
大
学
経
済
学
部
チ
ー

ム「
留
学
生
に
対
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
促

進
を
目
指
し
て
―
留
学
生
向
け

『
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
バ
ン
ク
』
設
立

提
案
―
」

●
学
習
院
大
学
経
済
学
部
チ
ー
ム

「
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

利
用
し
た
江
戸
城
再
建
〜
日
本
の

森
と
シ
ン
ボ
ル
の
再
生
〜
」

▼
審
査
員
か
ら
は
、「
多
様
な
問

題
点
や
課
題
を
把
握
し
、
そ
れ
を

解
決
す
る
具
体
的
で
実
現
可
能
性
が
高
い

と
思
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
私
た

ち
日
本
銀
行
も
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
行
動

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
提
言
が
み
ら
れ

た
」「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
も
、
さ
ま

ざ
ま
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
。
審
査
員

か
ら
専
門
的
か
つ
高
度
な
質
問
を
受
け
て

も
、自
分
た
ち
の
考
え
を
堂
々
と
提
示
し
、

さ
ら
に
審
査
員
と
そ
の
場
で
議
論
を
深
め

て
い
た
。
そ
う
し
た
皆
さ
ん
の
姿
は
大
変

頼
も
し
く
、
ま
た
う
れ
し
く
感
じ
た
」
と

の
講
評
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
に
つ
い
て
は
、
日
本

銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
専
用
コ
ー
ナ
ー
を

■今回のインタビュー・対談に登場していただいたのは、
「映画字幕翻訳者」の戸田奈津子さんと「アートディレク
ター」の北川フラムさんでした。戸田さんには、映画字
幕翻訳者の道をどのように切り拓いてこられたかという
点を中心にお話しいただきましたが、その中で作品やス
ターの話題がてんこ盛りに飛び交い、映画好きの私とし
ては興奮冷めやらぬインタビューとなりました。また、
北川フラムさんからは如何に美術家と地域住民が共鳴で
きるか、そこに至るまでのご苦労も語っていただきまし
た。私自身は岡山支店で勤務していたころに瀬戸内国際
芸術祭をみる機会があったため、その情景を思い浮かべ
ながら大変興味深くお聞きしました。お二人の話をお聞
きして思いついた言葉が「好きこそものの上手なれ」です。
お二人の映画や芸術、スターや地域に対する愛情や情熱
は、筆舌に尽くしがたい領域に達しているのではないか
と感じましたが、今回何とか文章にまとめてみました。
これらの記事を読まれたうえで、戸田さんが翻訳をつけ
た映画や北川さんがディレクターをしている芸術祭をみ
てみると、また格別なのではないでしょうか？　読者の
皆様には、ぜひお勧めしたいと思います。 （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。
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決勝進出５チームと審査員の皆さん



 

　左下の写真をご覧ください。ロンドン中心部の住

宅街で近年よく見かけられるこの光景、一体何が起

こっているか、おわかりになるでしょうか？　実は

これ、住宅の地下増築工事の一幕なのです。地下で

掘削された土砂が、斜め上に突き出した白い橋のよ

うなもので運び出され、赤い筒から地面に置かれた

荷台に吐き出される、という具合です。

　世界的な低金利環境が続く中、ロンドンでは住宅

価格が上昇を続けており、世界中から住宅市場に投

資マネーが流れ込んでいます。こうしたなか、住宅

の所有者は、資産価値を高めてより多くの値上がり

益を得ようと、競って建物の増改築を行っています。

ただ、ロンドンでは古い建物から成る町並みの景観

を守るため、地上部分の増改築には厳しい規制が定

められており、「上方向」の伸びしろは限定的。なら

ば「下方向」へというわけで、地下増築を行う投資

家が年々増加してきたのです。

　もっとも、周辺住民は、工事中の騒音・振動や道

路通行への影響だけでなく、工事後の陥没事故の発

生リスクへの懸念など、地下工事に対する不満と心

配を募らせているようです。このため最近では、一

from London

部の地域で地下増築への規制を強める動きが出てきて

います。

　ただ、規制を強めすぎると、物件取得後の増改築の

余地が小さくなる分、その地域の物件の投資対象とし

ての魅力は低下します。そうなれば、周辺住民の住宅

の資産価値まで下がってしまうかもしれない。このた

めか、今のところ、地下増築自体を禁止するといった

強力な規制の導入までには至っていません。周辺住民

にとって、住環境と資産価値のどちらを優先していく

べきか、ここは悩みどころでしょう。

　ちなみに、地下増築に使った重機は、地上に引き上

げるとコストがかさむため、地下に埋められることも

多く、ロンドンの地下はさながら「重機の墓場」のよ

うだとも言われています。「重機のおばけが出る」と

のうわさが広まってロンドンの住宅市場が冷え込む…

…なんてことにならないよう祈っています。

 （イングランド銀行、ロンドン）

＊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。

ロンドン中心部の住
宅街で見られるこの
光景は一体…？

地上部分の増改築も
行われているが、高さ
制限が厳しくてその
余地は限定的

古く壮麗な建物が立ち並ぶロンドン中心部の住宅街

ロンドン中心部の住宅街の一風景
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