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絵・江口修平

＊
編
集
か
ら
火
野
氏
へ

　
お
札
は
国
立
印
刷
局
で
印

刷
し
て
お
り
、
日
本
銀
行
に

持
ち
込
ま
れ
る
際
に
は
、
既

に
お
札
の
形
を
し
て
い
る
の

で
、
裁
断
さ
れ
て
い
な
い
お

札
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
し

か
ら
ず
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
注
）
火
野
氏
の
造
語
。
懐
に
留
ま
る
の
意
。

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

ど
ひ
ゃ
〜
、日
本
銀
行
（
以
下
、日
銀
さ
ん
、日
銀
）
が
、

火
野
正
平
に
お
金
に
つ
い
て
書
け
っ
て
さ
。

　

ど
う
い
う
風
の
吹
き
ま
わ
し
？　

ま
ぁ
書
け
っ
ち
ゃ
書

く
け
ど
。

　

オ
レ
に
と
っ
て
お
金
と
い
う
も
の
は
、
は
る
か
上
空
成

層
圏
の
上
あ
た
り
、
風
に
吹
か
れ
て
右
か
ら
左
、
西
か
ら

東
へ
と
飛
び
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
全
く
実
態
が
掴つ

か

め
な
い
も
の
で
あ
る
。
結
構
稼
い
で
い
る
の
に
。

　

た
ま
に
オ
レ
の
懐
に
飛
び
こ
も
う
と
元
気
な
お
金
が
オ

レ
を
目
指
し
て
降
り
て
く
る
が
、
大
気
圏
突
入
時
に
燃
え

尽
き
て
な
か
な
か
着
懐
（
注
）
し
な
い
の
で
あ
る
。
若
い

頃
か
ら
ず
っ
と
こ
ん
な
調
子
。

　

そ
も
そ
も
お
仕
事
を
し
て
お
給
金
を
頂
い
て
、
そ
の
中

か
ら
物
を
買
っ
た
り
遊
び
に
行
っ
た
り
、
こ
れ
が
健
全
な

状
態
だ
よ
ね
。

　

し
か
し
火
野
正
平
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
法
則
を
全
く

無
視
し
、
稼
ぐ
前
に
使
う
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
は
今
と
な
っ
て
は
も
う
原
因
は
探

れ
な
い
が
、
昔
よ
く
仕
事
を
し
て
い
た
あ
る
撮
影
所
の
経

理
に
乗
り
込
み
、
ど
う
せ
近
い
将
来
な
に
か
仕
事
が
あ
る

だ
ろ
う
と
赤
い
伝
票
に
金
額
と
サ
イ
ン
を
書
き
、
ま
ぁ
俗

に
言
う
「
前
借
り
」
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

撮
影
所
の
経
理
も
変
に
納
得
し
て
す
ん
な
り
お
金
を
出

し
て
く
れ
る
。

　

し
ば
ら
く
し
て
一
本
の
ド
ラ
マ
を
撮
影
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
中
の
あ
る
役
を「
Ａ
に
し
よ
う
か
Ｂ
が
い
い
か
、

そ
う
だ
火
野
正
平
か
ら
は
回
収
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
だ

か
ら
火
野
に
こ
の
役
を
さ
せ
よ
う
」。
そ
う
や
っ
て
前
借

り
を
解
消
す
る
。所
属
す
る
事
務
所
に
対
し
て
も
し
か
り
。

　

こ
の
こ
と
を
俺
は
先
物
取
引
と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
は
仕
事
を
続
け
て
い
く
上
で
か
な
り
有
効
な
手
段

で
あ
る
。

　

た
い
し
て
技
量
も
な
い
俳
優
が
半
世
紀
も
の
間
仕
事
を

続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い

た
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
て
へ
。

　

オ
レ
は
若
い
頃
か
ら
草
野
球
チ
ー
ム
の
一
員
だ
っ
た
。

団
体
競
技
な
ん
て
大
キ
ラ
イ
だ
っ
た
け
ど
、
団
体
で
飲
む

の
は
大
ス
キ
な
ゆ
え
。

　

そ
の
チ
ー
ム
に
日
銀
さ
ん
の
銀
行
マ
ン
が
い
る
。
結
構

優
秀
な
男
で
、
色
々
な
職
業
の
猛
者
た
ち
の
集
ま
り
を
う

ま
く
束
ね
て
数
年
間
チ
ー
ム
の
監
督
を
や
っ
た
り
し
て
い

た
男
。
あ
る
日
こ
の
男
と
真
剣
に
話
を
し
た
。

　
「
チ
ー
ム
で
日
銀
に
突
入
す
る
か
ら
中
か
ら
う
ま
く
手

引
き
し
ろ
」

　

男
は
言
っ
た
。「
ま
か
せ
ろ
。裏
門
開
け
て
待
っ
て
い
る
」

　

オ
レ
は
あ
の
裁
断
さ
れ
て
い
な
い
つ
づ
り
の
一
万
円

札
、
あ
れ
を
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
買
い
物
に
行
き
た
か
っ
た

ん
だ
。
前
か
ら
。

　

い
つ
か
野
球
チ
ー
ム
の
ユ
ニ
ホ
ー
ム
を
着
た
一
団
が
日

銀
を
襲
っ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
出
た
ら
オ
レ
達
だ
と

思
っ
て
も
ら
い
た
い
。
て
へ
。

着懐せず

火野正平

ひのしょうへい●1949年東京都生まれ。子役と
して「少年探偵団」（フジテレビ）他に出演。代表
作にＮＨＫ大河ドラマ「国盗り物語」、映画「俺の
血は他人の血」。最新出演作に、ドラマ「警視庁南
平班～七人の刑事～」（TBS）、「池波正太郎時代劇
スペシャル顔」（J：COM×時代劇専門チャンネル）。
「にっぽん縦断こころ旅」（NHKBSプレミアム）で
は旅人として自転車に乗って全国を走っている。
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日
本
銀
行
は
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）

四
月
、
根
室
出
張
所
所
属
と
し
て
釧
路
派
出
所

を
開
設
し
ま
し
た
が
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九

八
）
十
二
月
、
釧
路
派
出
所
は
根
室
出
張
所
と

と
も
に
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
戦
後
、
道
東
地

区
の
経
済
開
発
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
五
月
、
釧
路
支

店
の
設
置
が
決
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和

二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
十
月
、
日
本
銀
行
の

第
三
二
番
目
の
支
店
と
し
て
、
釧
路
支
店
が
開

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
表
紙
の
二
階
建
て
の
現
店
舗
は
、
二
代
目
と

な
り
ま
す
。
初
代
店
舗
は
老
朽
化
が
進
み
、ま
た
、

事
務
量
の
増
加
か
ら
手
狭
と
な
っ
た
た
め
、
平

成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
五
月
、
釧
路
シ
ビ

ッ
ク
コ
ア
地
区
と
い
う
都
市
整
備
区
画
内
に
新

築
移
転
し
ま
し
た
。
目
の
前
に
は
、
誰
も
が
利

用
で
き
る
市
民
に
開
か
れ
た
広
場
と
し
て
「
中

央
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
」
が
あ
り
ま
す
。
日
本

銀
行
釧
路
支
店
も
こ
の
広
場
と
同
様
、
皆
様
に

親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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作
家
や
文
芸
評
論
家
と
い
っ
た
人
た

ち
と
は
全
く
縁
の
な
い
社
会
生
活
を

送
っ
て
き
た
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

若
い
こ
ろ
何
人
か
の
文
豪
に
出
会
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
半
世
紀
ほ

ど
前
の
こ
と
な
の
で
、
詳
細
は
覚
え
て

い
な
い
が
、
ご
く
一
部
を
鮮
明
に
記
憶

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
出
を
記

し
て
み
た
い
。 

（
敬
称
略
）

■ 

■ 

■

　

最
初
に
出
会
っ
た
文
豪
は
、
江
戸
川
乱

歩（
一
八
九
四
〜
一
九
六
五
年
）で
あ
る
。

あ
れ
は
、
私
が
高
校
生
の
と
き
な
の
で
、

一
九
六
二
、三
年
こ
ろ
だ
と
思
う
が
、
東

大
の
駒
場
祭
に
行
っ
て
乱
歩
の
講
演
を

聞
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
家
に
隣
接

し
た
東
京
教
育
大
学
附
属
駒
場
高
校
（
現

筑
波
大
学
附
属
駒
場
高
校
）
に
通
っ
て

い
た
の
で
、
歩
い
て
一
五
分
ほ
ど
の
東

大
教
養
学
部
の
あ
る
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス

に
は
何
度
か
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

駒
場
祭
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
乱
歩
が
来
て

講
演
す
る
と
い
う
の
を
見
つ
け
、
推
理

小
説
フ
ァ
ン
の
私
は
、
さ
っ
そ
く
出
か

け
た
の
で
あ
る
。

　

ど
の
教
室
だ
っ
た
か
憶
え
て
い
な
い

が
、
五
、六
十
人
は
入
れ
る
く
ら
い
の
部

屋
で
、
行
っ
て
み
る
と
、
ま
だ
数
人
し

　

も
し
、
文
豪
に
出
会
え
た
ら
、
皆
さ
ん
は
ど
う
し
ま
す
か
？　

緊
張
で
何
も

言
え
ま
せ
ん
か
？　

思
い
切
っ
て
感
想
を
ぶ
つ
け
て
み
ま
す
か
？　

文
学
論
を

戦
わ
し
て
み
ま
す
か
？　

あ
る
い
は
、「
生
身
の
作
者
な
ん
か
作
品
と
関
係
な

い
」
と
天
気
の
話
で
も
し
て
み
ま
す
か
？　

あ
る
い
は
、
あ
る
い
は
…
…
。

　

い
つ
も
の
堅
い
日
本
銀
行
の
業
務
の
お
話
に
替
え
て
、
今
回
は
、
ほ
ぼ
半
世

紀
前
の
文
豪
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
黒
田
総
裁
の
思
い
出
話
を
皆
さ
ん
に
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。
は
た
し
て
大
の
読
書
家
で
あ
る
黒
田
総
裁
と
文
豪
と
の
出
会
い

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

江戸川乱歩（提供：立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター）

私
の
出
会
っ
た
文
豪

黒
田
東は

る
ひ
こ彦

日
本
銀
行
総
裁
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か
人
が
集
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
待
っ
て
い
る
と
、
何
と
、
主
催
者
に

よ
る
特
別
の
紹
介
も
な
く
、
あ
の
ベ
レ
ー

帽
を
か
ぶ
っ
た
乱
歩
が
出
て
き
て
、
い

き
な
り
講
演
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
確

か
、
変
身
願
望
に
関
す
る
話
だ
っ
た
よ

う
に
思
う
が
、
ぼ
そ
ぼ
そ
と
、
し
か
し
、

印
象
深
い
実
話
だ
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ

か
わ
か
ら
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
小
一
時
間

話
し
て
く
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
、
乱
歩
の

子
供
向
け
の
「
少
年
探
偵
団
」
シ
リ
ー

ズ
の
み
な
ら
ず
、
初
期
の
「
二
銭
銅
貨
」

「
心
理
試
験
」「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
か

ら
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
や
「
目
羅
博

士
」
な
ど
も
読
ん
で
お
り
、
乱
歩
は
好

き
な
作
家
の
一
人
だ
っ
た
。
た
だ
、
ど

う
い
う
人
物
か
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

目
の
前
の
老
人
が
日
本
に
お
け
る
推
理

小
説
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
は
、
な
か
な
か

信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

■ 

■ 

■

　

次
に
出
会
っ
た
文
豪
は
、
石
原
慎
太
郎

（
一
九
三
二
年
〜
）
で
あ
る
。
一
九
六
七

年
四
月
に
大
蔵
省
（
現
財
務
省
）
に
入

省
し
て
す
ぐ
に
、
新
入
省
者
に
対
す
る

研
修
が
葉
山
で
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ

の
教
養
講
話
の
講
師
と
し
て
や
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
私
は
、
芥
川
賞
を
授
与

さ
れ
た
「
太
陽
の
季
節
」
し
か
読
ん
だ

こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
話

を
し
て
く
れ
る
の
か
、
興
味
津
々
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
、
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
ラ

フ
な
格
好
の
石
原
慎
太
郎
が
現
れ
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
石
原
慎
太
郎
は
当
時
す
で
に

政
治
に
関
心
が
向
か
い
、「
若
い
日
本
の

会
」
の
活
動
を
経
て
政
界
へ
進
出
し
よ

う
と
し
て
い
た
と
き
で
あ
り
、
も
っ
ぱ

ら
政
治
的
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
よ

う
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
初
め

に
同
期
の
研
修
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事

を
簡
単
に
紹
介
し
た
際
に
も
、
そ
れ
を

途
中
で
遮
っ
て
、
日
本
の
政
治
状
況
を

憂
え
る
持
論
を
滔と
う
と
う々

と
述
べ
た
の
だ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
残
念
な
が
ら
、
文

学
的
な
話
は
聞
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

■ 

■ 

■

　

私
は
、
大
蔵
省
入
省
時
に
大
臣
官
房

秘
書
課
に
配
属
さ
れ
、
人
事
や
研
修
関

係
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
の
で
、
翌
年

の
一
九
六
八
年
の
新
入
省
者
に
対
す
る

研
修
で
は
、
教
養
講
話
の
講
師
と
し
て

小
林
秀
雄
（
一
九
〇
二
〜
一
九
八
三
年
）

を
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
、
秘
書
課
の
上
司

と
と
も
に
鎌
倉
の
家
を
訪
ね
た
。
鎌
倉

石原慎太郎と三島由紀夫（提供：文藝春秋）
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山
の
頂
上
付
近
に
あ
っ
た
小
林
邸
は
、

瀟し
ょ
う
し
ゃ

洒
な
日
本
家
屋
で
、
玄
関
か
ら
入
っ

た
と
こ
ろ
に
広
い
応
接
間
の
よ
う
な
洋

間
が
あ
り
、
そ
こ
で
講
師
を
依
頼
し
た

の
で
あ
る
。

　

小
林
秀
雄
の
文
章
は
当
時
の
大
学
入

試
に
よ
く
出
題
さ
れ
て
い
た
の
で
、
い

く
つ
か
の
評
論
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
難
解
で
怖
い
人
の
よ
う
に
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
大
変
ざ
っ
く
ば
ら
ん

な
人
で
、
快
く
講
師
を
引
き
受
け
て
く

れ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
今
に
な
っ

て
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
聞
い

て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
次
第
で
あ
る
。

■ 

■ 

■

　

若
い
こ
ろ
最
後
に
出
会
っ
た
文
豪
は
、

三
島
由
紀
夫
（
一
九
二
五
〜
一
九
七
〇

年
）
で
あ
る
。
や
は
り
秘
書
課
に
い
た

一
九
六
七
、八
年
こ
ろ
だ
と
思
う
が
、
あ

る
大
蔵
省
の
先
輩
が
新
宿
の
ア
ン
グ
ラ

劇
場
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
と
き
の

こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
ア
ン
グ
ラ
劇
場

で
前
衛
的
な
劇
を
上
演
す
る
こ
と
が
流

行
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
三
島
由
紀

夫
の
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
た
。
一
幕
の

短
い
劇
だ
っ
た
が
、
終
了
し
た
と
こ
ろ

で
、
会
場
の
一
番
前
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
が
当
た
り
、
花
束
を
抱
え
た
三
島
由

紀
夫
が
舞
台
に
上
が
っ
て
主
演
者
に
そ

れ
を
渡
す
の
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
、「
仮
面
の
告
白
」
や
「
金
閣
寺
」

か
ら
、「
鏡
子
の
家
」
や
「
英
霊
の
聲
」
ま

で
、
三
島
由
紀
夫
の
著
作
を
ほ
と
ん
ど
読

ん
で
い
た
が
、
三
島
本
人
を
見
た
の
は
、

そ
の
と
き
が
初
め
て
だ
っ
た
。
一
六
〇

セ
ン
チ
そ
こ
そ
こ
の
身
長
の
よ
う
だ
っ

た
が
、
ボ
ク
シ
ン
グ
や
ボ
デ
ィ
ー
ビ
ル

で
鍛
え
た
筋
肉
質
の
体
躯
に
短
く
刈
っ

た
髪
が
印
象
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
印
象
は
著
作
か
ら
受
け
る
も
の
と
は

全
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
一
年
ま
で

の
二
年
間
、
私
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
に
留
学
し
た
が
、
一
九
七
〇
年

十
一
月
の
あ
る
日
、
カ
レ
ッ
ジ
の
大
学

院
生
寮
で
大
き
な
ど
よ
め
き
が
起
こ
り
、

南
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
が
「
三
島

由
紀
夫
が
ハ
ラ
キ
リ
を
し
た
」
と
泣
き

叫
ん
で
い
た
。
こ
の
白
人
の
留
学
生
は
、

映
画
は
大
島
渚
、
小
説
は
三
島
由
紀
夫

の
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
も

呆
然
と
し
て
声
も
な
か
っ
た
こ
と
を
憶

え
て
い
る
。
帰
国
し
た
後
、「
春
の
雪
」

に
始
ま
る
「
豊
饒
の
海
」
シ
リ
ー
ズ
を
読

み
、
深
く
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
あ
る
。

小林秀雄（提供：文藝春秋）三島由紀夫（提供：藤田三男編集事務所）
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■ 

■ 

■

　

そ
の
後
は
、
文
豪
に
は
全
く
縁
が
な

か
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
か
ら
八
六
年

ま
で
三
重
県
に
出
向
し
、
そ
の
際
に
親

し
く
な
っ
た
人
か
ら
紹
介
さ
れ
て
、
吉

村
昭
（
一
九
二
七
〜
二
〇
〇
六
年
）
に
何

度
か
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
吉
村
昭
の
短

編
や
エ
ッ
セ
イ
は
た
く
さ
ん
読
ん
で
い

た
が
、「
戦
艦
武
蔵
」
や
「
破
獄
」
な
ど

評
判
の
高
い
長
編
は
読
ん
で
い
な
か
っ

た
の
で
、
あ
ま
り
著
作
の
こ
と
は
聞
か

な
か
っ
た
。
一
度
な
ど
は
、
大
勢
の
人

た
ち
と
と
も
に
吉
村
昭
と
夫
人
の
作
家

津
村
節
子
（
一
九
二
八
年
〜
）
を
囲
ん

で
食
事
を
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は

り
、
著
作
の
こ
と
は
聞
か
ず
、
ご
く
世

俗
的
な
こ
と
し
か
話
さ
な
か
っ
た
よ
う

に
思
う
。
著
作
か
ら
、
謹
厳
な
人
の
よ

う
に
思
っ
て
い
た
が
、
き
わ
め
て
人
あ

た
り
の
良
い
、
優
し
い
人
で
あ
っ
た
。

■ 

■ 

■

　

一
九
九
三
年
か
ら
九
四
年
ま
で
大
阪

国
税
局
長
と
し
て
関
西
に
赴
任
し
て

い
た
折
、
あ
る
会
合
で
司
馬
遼
太
郎

（
一
九
二
三
〜
一
九
九
六
年
）
を
見
か
け

た
こ
と
が
あ
る
。
に
こ
や
か
な
表
情
と

見
事
な
白
髪
の
司
馬
遼
太
郎
の
周
り
に

は
人
だ
か
り
が
し
て
い
て
、
私
は
近
づ

け
な
か
っ
た
。
私
は
、「
竜
馬
が
ゆ
く
」「
坂

の
上
の
雲
」「
翔
ぶ
が
如
く
」
の
よ
う
な

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な

く
、「
ペ
ル
シ
ャ
の
幻
術
師
」「
果
心
居
士

の
幻
術
」「
空
海
の
風
景
」
な
ど
を
愛
読

し
て
い
た
の
で
、
こ
う
し
た
著
書
に
つ

い
て
尋
ね
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
果

た
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
今
で
も
残

念
に
感
じ
て
い
る
。

■ 

■ 

■

　

こ
の
よ
う
に
文
豪
と
の
出
会
い
を
振

り
返
っ
て
み
て
も
、
私
は
、
よ
く
よ
く

文
学
的
な
交
流
に
は
縁
遠
い
よ
う
で
あ

る
。
純
文
学
で
は
、森
鷗
外
、夏
目
漱
石
、

芥
川
龍
之
介
、谷
崎
潤
一
郎
、川
端
康
成
、

三
島
由
紀
夫
な
ど
が
好
き
で
あ
り
、
推

理
小
説
で
は
、
岡
本
綺
堂
、
江
戸
川
乱

歩
、
横
溝
正
史
、
戸
板
康
二
、
泡
坂
妻

夫
、
連
城
三
紀
彦
、
島
田
荘
司
、
北
村
薫
、

京
極
夏
彦
、
宮
部
み
ゆ
き
、
東
野
圭
吾

な
ど
が
好
み
で
、
ず
い
ぶ
ん
読
ん
だ
も

の
だ
が
、
著
作
を
読
む
こ
と
と
作
家
に

会
う
こ
と
と
は
全
く
違
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
。
私
に
と
っ
て
は
、
著
作
を
読
ん

で
感
銘
を
受
け
る
こ
と
が
最
も
大
切
で

あ
る
が
、
作
家
に
会
っ
て
作
品
に
対
す

る
イ
メ
ー
ジ
に
変
化
が
生
ま
れ
る
こ
と

も
、
ま
た
楽
し
み
で
あ
る
。

司馬遼太郎（提供：司馬遼太郎記念館） 津村節子と吉村昭（提供：津村節子、撮影：齋藤康一）
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取
材
・
文�

小
堂
敏
郎

　
写
真�

野
瀬
勝
一

O
sam
u H
ayashi

林 
修

東
進
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
・
東
進
衛
星
予
備
校 

現
代
文
講
師

INTERVIEW

　

大
学
受
験
予
備
校
の
講
師
と
し
て
授
業
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
合
間
に
テ
レ
ビ
出
演
な
ど
も
精
力
的

に
行
っ
て
い
る
林
修
さ
ん
。
新
卒
で
就
職
し
た
銀
行
を
わ
ず
か
五
カ
月
で
退
社
、
借
金
返
済
の
た
め
に

予
備
校
に
勤
め
始
め
た
…
…
と
い
う
異
色
の
経
歴
の
持
ち
主
だ
。
失
敗
も
経
験
し
て
培
っ
た
物
事
の
捉

え
方
か
ら
、
今
の
教
育
や
若
者
を
ど
う
見
る
か
。
競
争
社
会
で
あ
る
現
実
を
直
視
さ
せ
な
い
公
教
育
に

対
す
る
苦
言
か
ら
、
厳
し
い
世
の
中
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
「
考
え
る
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と

ま
で
、
幅
広
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
―
林
先
生
は
平
成
元
年（
一
九
八
九

年
）
に
東
大
法
学
部
を
卒
業
後
、
最

初
は
日
本
長
期
信
用
銀
行
（
略
称
「
長

銀
」。
現
在
の
新
生
銀
行
）
に
就
職
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。

林　

僕
は
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
第
一
志

望
だ
っ
た
ん
で
す
。
長
銀
を
選
ん
だ

理
由
は
、
当
時
、
経
済
学
者
の
竹
内

宏
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
長
銀
総
合

研
究
所
に
行
き
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

就
職
活
動
で
は
政
府
系
金
融
機
関

や
都
市
銀
行
も
回
り
ま
し
た
。
日
銀

さ
ん
に
は
あ
っ
さ
り
一
発
で
落
と
さ

れ
ま
し
た
け
れ
ど
…
…
。
僕
は
授
業

よ
り
も
雀
荘
に
入
り
浸
る
よ
う
な
、

不
真
面
目
な
学
生
で
し
た
か
ら
、
当

然
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
も
、
他
の
シ

ン
ク
タ
ン
ク
と
長
銀
か
ら
内
定
を
い

た
だ
い
て
、
迷
っ
た
結
果
、
長
銀
に

行
っ
た
ん
で
す
。

―
― 

ご
著
書
や
テ
レ
ビ
番
組
で
の
発

言
で
、
私
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
林
先
生
が
こ
れ
だ
け
時
の
人
と

な
っ
て
も
「
自
分
の
職
分
は
あ
く
ま

で
予
備
校
講
師
」「
こ
ん
な
ブ
ー
ム
が

い
つ
ま
で
も
続
く
わ
け
が
な
い
」
と
、

冷
静
に
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で

す
。
ご
自
身
に
関
す
る
客
観
的
な
視

点
を
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
や
経
験
か

ら
身
に
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。

林　

客
観
的
に
自
分
を
見
て
い
る
と

か
、
特
に
意
識
し
た
こ
と
は
な
い
で

す
。
で
も
、
バ
ブ
ル
の
時
代
に
大
学

生
か
ら
社
会
で
働
き
始
め
た
こ
ろ
を

過
ご
し
た
経
験
は
、
人
生
の
土
台
を

築
く
に
当
た
っ
て
、
決
定
的
に
大
き

競
争
社
会
の
現
実
を
直
視
し
て
生
き
ぬ
け
！

い
影
響
が
あ
っ
た
気
が
し
ま
す
。
自

分
は
何
で
も
で
き
る
と
か
、
人
生
は

ど
う
に
で
も
な
る
、
と
い
っ
た
甘
い

考
え
が
骨
の
髄
ま
で
染
み
込
ん
で
、

そ
ん
な
状
態
で
長
銀
に
就
職
し
た
ん

で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
長
銀
に
入
る

と
す
ぐ
、
雰
囲
気
に
違
和
感
を
覚
え

ま
し
た
。「
こ
れ
は
お
か
し
い
」
と
。

―
― 

銀
行
で
何
が
お
か
し
い
と
感
じ

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

林　

や
は
り
皆
が
バ
ブ
ル
で
熱
く

な
っ
て
い
て
、
無
限
に
経
済
が
膨
張

し
て
い
く
よ
う
な
想
定
で
融
資
を

行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。「
日
経
平

均
五
万
円
は
堅
い
」
と
い
う
話
す
ら

さ
れ
て
い
て
…
…
。
そ
れ
は
ど
う
考

え
て
も
お
か
し
い
。
過
去
の
歴
史
を

見
て
も
、
経
済
は
必
ず
循
環
し
、
好

況
と
不
況
を
繰
り
返
す
も
の
で
す
。

僕
は
法
学
部
出
身
で
し
た
が
、
経
済

を
真
剣
に
勉
強
し
て
い
た
の
で
、
い

ろ
い
ろ
理
論
的
に
考
え
た
と
き
に
、

日
経
平
均
五
万
円
な
ん
て
い
う
シ
ナ

リ
オ
は
成
り
立
た
な
い
。
好
景
気（
バ

ブ
ル
）
の
山
に
到
達
し
た
と
き
の
谷

は
、
一
体
ど
れ
く
ら
い
深
い
の
か
。

そ
れ
を
考
え
た
ら
、
い
つ
か
ク
ラ
ッ

シ
ュ
す
る
ぞ
と
。「
こ
こ
は
と
り
あ
え

ず
離
れ
よ
う
」
と
思
っ
て
、
銀
行
を

辞
め
た
ん
で
す
。

―
― 

そ
の
後
、
ど
う
さ
れ
た
の
で
す

か
。

林　

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
輸
入

会
社
な
ど
、
友
達
が
起
業
し
て
や
っ

て
い
る
仕
事
を
手
伝
っ
た
り
、
投
資

顧
問
会
社
を
知
り
合
い
と
一
緒
に
つ

く
っ
て
み
た
り
も
し
ま
し
た
。

―
― 

そ
の
よ
う
な
起
業
家
の
方
々
と

の
仕
事
を
林
先
生
は
ど
う
感
じ
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

林　

実
は
、
あ
ま
り
お
も
し
ろ
く
な

か
っ
た
ん
で
す
。
起
業
や
会
社
経
営

可
能
性
を
一
つ
ず
つ
消
し
な
が
ら

予
備
校
講
師
と
な
る
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―
―
そ
ん
な
林
先
生
は
ど
ん
な
授
業

を
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
自

分
の
昔
の
経
験
で
は
、
予
備
校
と
い

う
と
、
問
題
を
解
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

伝
授
す
る
場
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
。

林　

僕
は
そ
う
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

伝
授
し
て
終
わ
り
と
い
っ
た
授
業
を

一
切
し
ま
せ
ん
。
こ
う
や
っ
た
ら
問

題
が
解
け
る
よ
と
い
う
手
順
を
示
し

は
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
解
き
方

を
「
は
ー
い
」
と
な
ぞ
る
の
は
勉
強

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
、
講
師
を
し

て
い
た
数
学
を
例
に
と
れ
ば
、
公
式

を
覚
え
、
出
題
に
う
ま
く
あ
て
は
め

る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
学
ぶ
こ
と
が
勉
強

で
は
な
く
、公
式
の
導
出
過
程
を
し
っ

か
り
学
び
、
な
ぜ
そ
れ
が
公
式
で
あ

る
か
を
考
え
、
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
が
勉
強
で
す
。
そ
れ
は
、
抽
象
的

な
概
念
を
整
理
・
創
出
す
る
能
力
を

育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

に
向
い
て
い
る
の
は
、
仲
間
と
一
緒

に
熱
く
ビ
ジ
ョ
ン
を
語
っ
た
り
、
他

の
人
を
巻
き
込
ん
だ
り
す
る
の
が
、

す
ご
く
楽
し
い
と
い
う
よ
う
な
タ
イ

プ
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
僕
は

そ
う
で
は
な
い
。

　

大
学
を
適
当
に
過
ご
し
て
社
会
に

出
て
か
ら
、
自
分
は
何
が
で
き
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
よ
う
や
く
分
か
っ

て
き
た
ん
で
す
。
日
本
全
体
が
バ
ブ

ル
に
浮
か
れ
た
よ
う
に
、
自
分
は
何

で
も
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

才
能
の
無
さ
を
思
い
知
っ
た
。
自
分

の
可
能
性
が
一
つ
ず
つ
消
え
て
い
き
、

人
生
は
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
う
錯

覚
か
ら
脱
し
て
い
き
ま
し
た
。

―
― 

そ
の
後
、
予
備
校
講
師
の
仕
事

を
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
始
め
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

林　

も
と
も
と
学
生
時
代
か
ら
ア
ル

バ
イ
ト
で
講
師
の
仕
事
を
し
て
い
ま

し
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
中
心
は
家
庭

教
師
で
し
た
が
、
友
達
の
代
行
で
予

備
校
や
塾
で
教
え
る
と
、「
来
週
か
ら

は
君
が
来
て
く
れ
な
い
か
」
と
そ
こ

の
責
任
者
か
ら
、
必
ず
言
わ
れ
た
ん

で
す
。

　

そ
こ
で
、
起
業
し
た
会
社
の
雲
行

き
が
怪
し
く
な
り
、
借
金
も
背
負
っ

た
と
き
に
、
昔
う
ま
く
い
っ
た
仕
事

で
お
金
を
返
そ
う
と
思
い
、
予
備
校

で
ア
ル
バ
イ
ト
の
講
師
を
始
め
ま
し

た
。
こ
れ
が
ま
た
、
ど
こ
で
も
う
ま

く
い
っ
た
ん
で
す
よ
。
や
は
り
、
人

に
は
向
き
不
向
き
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
ね
。
僕
は
、
努
力
し
て
、

教
え
る
仕
事
が
う
ま
く
な
っ
た
と
は

思
わ
な
い
で
す
か
ら
。

―
― 

予
備
校
講
師
は
林
先
生
に
と
っ

て
天
職
だ
っ
た
と
。

林　

そ
う
思
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で

す
。
自
分
の
可
能
性
が
消
え
て
い
く

な
か
で
、
唯
一
残
っ
た
、
適
性
を
感

じ
る
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

人
間
と
い
う
の
は
、
で
き
る
こ
と
が

本
当
に
少
な
い
ん
だ
な
と
思
い
ま

す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
選
ぶ
の

か
、
や
り
た
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の

か
。
僕
の
場
合
は
や
り
た
い
こ
と
を

優
先
し
ま
せ
ん
。
や
る
べ
き
こ
と
、

俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、自
分
が
「
勝

ち
や
す
い
」
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
ん
な

感
覚
を
得
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
失
敗

も
し
て
、
可
能
性
が
消
え
て
い
く
経

験
を
し
た
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
頭
で
考
え
る
力
を
付
け
る
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―
―
日
本
の
学
校
教
育
に
つ
い
て

は
、
ど
う
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
。

林　

僕
の
よ
う
な
門
外
漢
が
言
う
の

は
失
礼
で
し
ょ
う
が
、
今
は
「
思
い

や
り
を
持
っ
て
、
み
ん
な
一
緒
に
」

と
い
っ
た
「
非
競
争
の
す
ゝ
め
」
が

重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。「
思
い
や
り
を

持
つ
」
こ
と
自
体
は
何
も
間
違
っ
て

は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
ぜ
思
い

や
り
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か

と
い
っ
た
ら
、
現
実
の
社
会
は
、
本

質
的
に
競
争
社
会
で
あ
り
、
優
勝
劣

敗
は
避
け
が
た
い
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
社
会
は
維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を

看
過
し
て
「
み
ん
な
一
緒
」
と
い
う

平
等
性
の
み
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
現

実
社
会
を
き
ち
ん
と
示
し
、
そ
の
う

え
で
、
勝
者
が
敗
者
を
思
い
や
る
大

切
さ
を
教
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
か
ら
も
公
教
育
の
現

場
は
そ
う
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、先
生
自
身
に
、

競
争
体
験
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
か
ら
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う

に
、
先
生
以
外
の
職
業
経
験
の
あ
る

現
実
社
会
を
知
っ
て
い
る
先
生
を
増

や
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
勉
強
を
生
徒
に
促
す
た

め
、
授
業
で
い
つ
も
強
調
す
る
こ
と

は
「
僕
の
言
う
こ
と
な
ん
か
素
直
に

聞
く
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
生
徒
は
僕
の
話
を
絶
え
ず
批
判

的
に
捉
え
て
、
納
得
す
る
部
分
が
あ

れ
ば
受
け
入
れ
て
使
っ
た
ら
い
い
ん

で
す
。
そ
ん
な
姿
勢
で
自
分
の
頭
を

使
い
、
自
分
流
の
勉
強
法
を
見
つ
け

る
こ
と
が
大
事
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。

―
― 

大
学
を
卒
業
し
て
、
即
戦
力
と

し
て
仕
事
が
で
き
る
人
は
少
な
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
自
分
の
頭
を
使
え
な

い
、
考
え
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
な

い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

林　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
僕

の
授
業
の
目
的
は
、
生
徒
に
「
考
え

る
ヒ
ン
ト
」
を
与
え
る
こ
と
。
そ
こ

か
ら
生
徒
が
自
分
だ
け
の
や
り
方
を

探
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

日
本
の
学
校
教
育
に
つ
い
て

「
自
己
中
心
的
編
集
能
力
」を
捨
て
て

現
実
を
直
視
せ
よ

―
―
現
在
の
社
会
に
つ
い
て
現
代
文

を
教
え
ら
れ
て
い
る
林
先
生
は
、
生

徒
に
ど
の
よ
う
な
話
を
さ
れ
て
い
る

の
で
す
か
。

林　

社
会
の
変
化
は
恐
ろ
し
い
ほ

ど
速
く
、
競
争
は
も
っ
と
過
酷
に

な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

一
〇
〜
二
〇
年
後
に
は
日
本
人
の
仕

事
の
多
く
が
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に

代
替
さ
れ
て
、
無
く
な
る
だ
ろ
う
と

い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。
僕
は
若
い

人
に
「
ほ
ど
ほ
ど
で
生
き
る
の
が
、

も
の
す
ご
く
難
し
い
世
の
中
に
な
る

よ
」
と
伝
え
て
い
る
ん
で
す
。

　

ど
う
い
う
能
力
を
持
っ
て
い
た
ら
、

将
来
な
く
な
ら
な
い
仕
事
に
就
け
る

か
。
そ
の
研
究
で
は
、
抽
象
的
な
概

念
を
整
理
・
創
出
す
る
能
力
や
、
他

者
と
交
渉
・
折
衝
す
る
能
力
が
要
求

さ
れ
る
仕
事
は
な
く
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
が
正
し
い

と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
の
能
力

で
勝
負
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
生

活
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
い
う
話

を
し
て
い
ま
す
。

―
― 

若
い
人
の
反
応
は
ど
う
で
す
か
。

林　

深
刻
に
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

こ
の
仕
事
も
、
あ
の
仕
事
も
消
え
る
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
貧
困
層
と
一

部
の
大
金
持
ち
の
二
極
化
が
進
ん
で

い
き
か
ね
な
い
と
話
す
と
、
静
ま
り

返
り
ま
す
ね
。

　

現
実
社
会
は
シ
ビ
ア
な
競
争
社
会

だ
と
い
う
危
機
感
を
若
い
人
た
ち
に

持
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
僕
が
東
進
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

に
採
用
さ
れ
た
二
十
数
年
前
、
現
代

文
の
講
師
は
一
〇
〇
人
程
度
い
ま
し

た
が
、
今
は
五
人
し
か
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。
リ
ス
ト
ラ
率
九
五
パ
ー
セ
ン

ト
と
い
う
シ
ビ
ア
な
世
界
を
、
僕
は

常
に
危
機
感
を
抱
い
て
く
ぐ
っ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
ん
な
シ
ビ
ア
な
世
界
か
つ
お
先

真
っ
暗
な
産
業
で
あ
る
こ
と
を
理
解

せ
ず
に
、「
予
備
校
講
師
に
な
り
た
い
」

と
志
望
す
る
若
い
人
が
い
ま
す
。

―
― 

少
子
化
の
進
行
で
、
業
界
全
体

が
構
造
不
況
に
直
面
し
て
い
ま
す
ね
。

林　

日
本
の
一
八
歳
人
口
は
二
〇
一
八
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聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長（
取
材
当
時
）・
髙
橋
経
一

―
― 

世
の
中
の
動
き
を
自
分
の
将
来

に
引
き
つ
け
て
考
え
る
力
も
、
こ
れ

か
ら
必
要
に
な
り
ま
す
ね
。

林　

若
い
人
は
「
こ
こ
で
働
き
た
い
」

と
思
っ
た
ら
、
そ
の
業
界
の
過
去

一
〇
年
を
徹
底
的
に
調
べ
て
み
る
べ

き
で
す
。
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
変
化

を
た
ど
っ
て
き
た
か
を
調
べ
、
こ
れ

か
ら
先
は
ど
う
な
っ
て
い
く
か
を
考

え
て
み
る
。
物
事
を
過
去
か
ら
現
在

へ
、
現
在
か
ら
未
来
へ
の
流
れ
で
捉

え
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

「
金
融
」を
知
ら
な
い
と
競
争
社
会
で

不
利
に
な
る

―
― 
林
先
生
に
と
っ
て
の
お
金
の
意

義
、
お
金
と
の
向
き
合
い
方
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。
ご
著
書
で
は
「
お
金

は
使
い
方
が
難
し
い
」
と
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
今

の
林
先
生
は
忙
し
過
ぎ
て
お
金
を
使

う
暇
が
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

林　

そ
れ
が
実
情
で
す
け
れ
ど
も
、

昔
か
ら
物
欲
が
な
く
、
物
欲
も
な
い

か
ら
お
金
は
そ
ん
な
に
な
く
て
い
い

と
若
い
頃
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
し
僕
は
バ
ブ
ル
の
時
代
を
経

験
し
た
か
ら
、
そ
う
思
え
た
ん
で
す
。

バ
ブ
ル
の
時
代
は
何
と
な
く
、
そ
れ

な
り
に
稼
げ
た
時
代
で
し
た
か
ら
。

し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
先
々

多
く
の
仕
事
が
無
く
な
っ
て
い
く
の

で
、
そ
こ
そ
こ
の
生
活
を
維
持
す
る

お
金
を
稼
ぐ
こ
と
す
ら
難
し
い
時
代

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
、
お
金

が
無
い
な
ら
無
い
で
何
と
か
な
る
と

い
う
人
生
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
お
金
の
無
さ
に
も
限
度
が
あ

り
ま
す
よ
。

　

お
金
と
は
、
何
か
の
目
的
の
た
め

に
使
う
「
手
段
」
で
す
。
し
か
し
、

お
金
が
な
い
と
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と

で
争
い
に
な
る
。
お
金
だ
け
で
幸
せ

に
は
な
れ
な
い
け
れ
ど
、
お
金
で
防

げ
る
不
幸
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。

―
― 

金
融
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
ど
う
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
か
。
お
金
儲
け
の
方
法
で
は
な
く
、

社
会
を
生
き
抜
く
一
つ
の
武
器
と
し

て
、
お
金
に
関
す
る
知
恵
が
必
要
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
た
ら
、
教
育
現
場

も
、
若
者
た
ち
も
「
金
融
教
育
」
に

さ
ら
に
真
剣
に
な
る
と
思
い
ま
す
が

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

林　

金
融
教
育
は
絶
対
必
要
で
す
。

高
校
生
の
段
階
で
、
海
外
の
よ
う
に

お
金
を
め
ぐ
る
実
践
的
な
教
育
を
始

め
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
先
に
述
べ

た
よ
う
な
「
み
ん
な
一
緒
」
で
は
な

く
、
現
実
は
競
争
を
避
け
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
競
争
の

中
を
生
き
て
い
く
必
須
の
知
識
、
と

い
う
切
迫
感
が
生
徒
の
側
に
あ
れ
ば
、

金
融
教
育
は
広
ま
り
、
か
つ
効
果
的

に
行
わ
れ
る
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
。

　

歴
史
的
に
捉
え
て
み
て
、
働
き
た

い
業
界
に
明
る
い
未
来
が
見
え
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
す
る
か
。

そ
こ
で
「
や
り
た
い
こ
と
」
に
こ
だ

わ
ら
ず
、
周
囲
と
比
べ
て
自
分
が
う

ま
く
で
き
る
、
勝
て
る
場
所
を
探
す

こ
と
も
必
要
で
す
。
社
会
が
変
わ
っ

て
い
く
と
き
に
は
、
新
し
い
仕
事
も

生
ま
れ
ま
す
。「
こ
れ
は
勝
て
る
」
と

い
う
場
所
を
見
つ
け
て
し
ま
え
ば
、

そ
こ
か
ら
人
生
が
大
き
く
開
け
る
と

思
い
ま
す
。

年
ま
で
に
一
〇
万
人
減
り
ま
す
。
大

学
進
学
率
が
五
割
程
度
で
す
の
で
、

大
学
受
験
人
口
は
五
万
人
減
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
一
学
年
一
〇
〇
〇
人

の
大
学
が
五
〇
校
も
不
要
に
な
る
。

さ
ら
に
今
後
、
推
薦
入
試
も
増
え
る

で
し
ょ
う
。
予
備
校
講
師
の
志
望
者

に
「
将
来
、
予
備
校
は
不
要
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
業

界
に
本
当
に
入
り
た
い
の
？
」
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

ら「
そ
ん
な
に
大
変
な
ん
で
す
か
」と
。

自
分
に
都
合
の
悪
い
こ
と
は
見
て
い

な
い
ん
で
す
。

僕
は
こ
れ
を「
自

己
中
心
的
編
集

能
力
」
と
命
名

し
て
い
ま
す
。

自
分
に
都
合
の

良
い
世
界
・
情

報
だ
け
を
編
集

し
、
勝
手
に
何

と
か
な
る
と
思

い
込
む
。
先
を

見
据
え
て
動
く

こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
ん
な
人

が
案
外
多
い
ん

で
す
よ
。

INTERVIEW
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電所をはじめ、多彩なのれんが町を彩る城下町・勝山の景色、
緑豊かな高原で健やかに育まれるジャージー牛など、多種多
様な地域の資源を生かしつつ真庭市はまちの活性化を目指す。

地
域
の
宝
物
を
見
い
だ
し

未
来
へ
と
歩
む
岡
山
県
真
庭
市

地域の底力

山
々
に
囲
ま
れ
た
真
庭
市
に
、

新
た
な
風
を
吹
か
せ
た
の
は
、

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
資
源
と
、

気
概
あ
ふ
れ
る
人
々
の
心
だ
っ
た
。

写
真�

野
瀬
勝
一

取
材
・
文�
山
内
史
子



北部の湯原温泉は宇喜多秀家の母おふくが療
養に訪れたなど、戦国時代から湯治場として
知られてきた。川底の砂を吹き上げて湯が湧
く、川原の露天風呂「砂湯」が人気。

上／ 2011 年完成の真庭市役所では、庁舎前のバス待合所
にCLT を使用。下／市庁舎の冷暖房を担う、ガラス張り
のボイラー室。ガラスには、森の木が木質バイオマスとし
て燃料となるしくみが、わかりやすく描かれている。

南部、落合地区の春を彩る「醍醐の桜」は、樹齢 700 年
とも 1000 年ともいわれ、文字通り後醍醐天皇も目にし
たとの伝説が残る。県の天然記念物指定。
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安
定
し
た
暮
ら
し
の
た
め
に

地
域
の
資
源
を
生
か
す

　

東
西
約
三
〇
キ
ロ
、
南
北
約
五
〇
キ

ロ
。
岡
山
県
内
最
大
の
行
政
地
域
を
誇

る
真
庭
市
は
、
二
○
○
五
年
に
県
北
部

の
九
町
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
、
人

口
約
五
万
人
の
自
治
体
だ
。

　

中
国
山
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

小
高
い
山
が
連
な
る
合
間
に
町
や
集
落

が
点
在
。
一
見
、
交
通
の
便
が
あ
ま
り

良
く
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
中
国
自
動
車
道
が
東
西
に
、
岡

山
自
動
車
道
と
米
子
自
動
車
道
が
結
節

し
て
南
北
に
走
り
、
岡
山
市
や
倉
敷
市

な
ら
一
時
間
弱
、
大
阪
ま
で
は
約
二
時

間
で
移
動
で
き
る
。

　

北
部
の
蒜ひ

る
ぜ
ん山
は
酪
農
、
そ
の
南
に
広

が
る
湯ゆ

ば
ら原

は
温
泉
、
南
部
は
農
業
な
ど
、

地
域
に
よ
り
主
力
産
業
は
異
な
る
が
、

要か
な
めの
一
つ
は
林
業
。
真
庭
市
の
八
割
は

森
林
が
占
め
、
江
戸
時
代
に
は
木
材
と

た
た
ら
製
鉄
で
栄
え
た
歴
史
が
あ
る
。

　

そ
し
て
現
在
、
国
内
外
の
関
心
を
集

め
る
の
は
、
そ
の
森
林
資
源
を
新
た
に

生
か
し
た
取
り
組
み
だ
。「
里
山
資
本
主

義
」（
地
域
の
里
山
の
恵
み
を
活
用
し
、

経
済
再
生
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
復
活

を
果
た
す
）
を
柱
に
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
真
庭
市
の
状
況
を
、
市
長
の
太
田

昇
氏
に
伺
っ
た
。

　
「
活
性
化
の
た
め
に
、
企
業
誘
致
し

よ
う
に
も
、
こ
こ
に
さ
ほ
ど
大
規
模
な

工
場
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
地
元
の
資
源
を
見
い
だ
し
、
磨

き
を
か
け
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
、

資
源
を
き
ち
ん
と
生
か
す
こ
と
が
、
地

域
の
豊
か
さ
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
」

　

真
庭
市
の
場
合
、
そ
の
地
域
資
源
の

一
つ
が
木
材
だ
。
各
地
で
減
少
、
あ
る

い
は
消
滅
し
て
い
る
製
材
所
が
現
在
で

も
ま
だ
お
よ
そ
三
〇
あ
り
、
植
林
、
育

林
、
伐
採
、
製
品
化
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
が
守
ら
れ
て
き
た
。
全
国
平
均
で

四
〇
％
の
山
の
境
界
画
定
が
、
九
四
％

進
ん
で
い
る
状
況
も
、
資
源
の
有
効
活

用
を
後
押
し
す
る
。

　
「
こ
の
数
字
が
意
味
す
る
の
は
、
森

林
が
管
理
さ
れ
て
い
る
、
山
の
木
を
大

事
に
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

業
界
的
に
は
厳
し
い
も
の
の
、
植
林
を

ふ
く
め
、
真
庭
の
林
業
は
し
っ
か
り
と

ま
わ
っ
て
い
ま
す
」

　

特
産
品
の
「
美

み
ま
さ
か作
檜ひ

の
き」
が
ふ
ん
だ
ん

に
使
わ
れ
た
市
庁
舎
が
、
な
ん
と
は
な

し
に
や
さ
し
い
温
も
り
に
包
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
そ
の
理
由
を
尋
ね
る

と
、
太
田
氏
が
笑
顔
に
な
っ
た
。

　
「
冷
暖
房
は
チ
ッ
プ
と
ペ
レ
ッ
ト
を
ボ

イ
ラ
ー
で
た
き
、
電
気
は
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
所
か
ら
引
い
て
い
ま
す
。
若

干
の
太
陽
光
を
含
め
て
一
〇
〇
％
自
然

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
い
る
の

は
、
全
国
の
役
所
で
も
こ
こ
だ
け
だ
と

思
い
ま
す
」

　

市
役
所
の
一
角
、
ボ
イ
ラ
ー
室
は
ガ

湯原温泉

熊野本宮大社

熊野
速玉大社

館山市

●

伊勢路

大辺路

紀伊路

中辺路

小辺路

三
重
県

大阪府

真庭市

岡山市

紀勢本線

熊野川

吉野川

南紀白浜空港

三浦半島

房総半島

▲

阪和
線

館
山
自
動
車
道

紀ノ川

●

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

日本海

瀬戸内海

▲大山

蒜山高原

山陽新
幹線

山陽
自動
車道

中国自動車道

●
おかやま

●
くらしき

姫新
線

鳥取県

岡山県

（落合）
新見市

津山市

津
山
線伯

備
線

米
子
自
動
車
道

岡
山
自
動
車
道広島県

よなご
●

くせちゅうごくかつやま
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京都府副知事を経て、2013 年に故
郷である真庭市の市長に就任した
太田昇氏。「木材業界をはじめ地域
を超えた民間企業と、行政との結
束力が真庭にはある」と話す。

バイオマス発電所の炎さながらに、熱い
エネルギーにあふれる銘建工業代表の中
島浩一郎氏。バイオマス発電所は燃料と
なる木くずの確保を含めて各所で人の手
を要するため、新たな雇用が生じるメ
リットもあるという。

ラ
ス
張
り
に
な
っ
て
お
り
見
学
が
で
き

る
。
電
気
を
つ
く
る
の
は
、
二
○
一
五

年
か
ら
稼
動
し
て
い
る
木
質
チ
ッ
プ
の

火
力
発
電
所
「
真
庭
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

所
」（
真
庭
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
株
式
会
社
）

だ
。
真
庭
木
材
事
業
協
同
組
合
を
は
じ

め
と
す
る
林
業
関
係
者
に
加
え
て
、
真

庭
市
も
株
主
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
最
大
出
力
は
、
一
般
家
庭
な
ら
二
万

二
〇
〇
〇
世
帯
分
に
相
当
す
る
一
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
。
そ
の
う
ち
約
一
〇
〇
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
所
内
の
動
力
と
し
て
使
用

し
、
残
り
の
九
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

Ｐ
Ｐ
Ｓ
（
特
定
規
模
電
気
事
業
者
）
に

売
却
。
一
カ
月
で
二
億
円
ほ
ど
の
売
り

上
げ
が
あ
り
ま
す
」

　

発
電
所
を
訪
れ
た
際
に
そ
う
説
明
し

て
く
れ
た
の
は
、
大
学
の
工
学
部
を
卒

業
後
、
大
阪
の
ポ
ン
プ
メ
ー
カ
ー
に
勤

め
て
い
た
松
原
瑞み
ず

浦ほ

氏
だ
。
真
庭
市
の

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
は
、
人
気
の
高

い
視
察
ツ
ア
ー
と
い
っ
た
交
流
人
口
を

増
や
す
副
次
的
な
効
果
も
生
み
だ
し
た

が
、
松
原
氏
も
ま
た
ツ
ア
ー
が
き
っ
か

け
で
転
職
、
移
住
と
な
っ
た
。

　

景
色
は
い
わ
ゆ
る
工
場
な
の
だ
が
、

一
帯
は
心
地
良
い
木
の
香
り
に
あ
ふ
れ
、

し
ば
し
不
思
議
な
思
い
に
か
ら
れ
た
も

の
の
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
燃
料
ヤ
ー

ド
に
は
、
山
の
整
備
で
生
じ
る
間
伐
材

や
林
地
残
材
、
製
材
所
の
か
ん
な
く
ず
、

水
分
が
多
い
た
め
利
用
価
値
が
な
い
と

さ
れ
る
樹
皮
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
。

　

見
学
中
も
、
燃
料
を
運
ぶ
ト
ラ
ッ
ク

が
次
々
と
到
着
し
、
製
材
所
や
林
業
関

係
の
業
者
が
燃
料
を
運
び
込
む
。
以
前

は
廃
棄
物
だ
っ
た
も
の
が
、
新
た
な
収

入
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
だ
。

大
切
に
使
い
切
れ
る
資
源 

木
の
時
代
が
や
っ
て
く
る

　

真
庭
市
の
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
の
扉
を

ま
さ
に
開
い
た
の
は
、「
真
庭
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
所
」
の
筆
頭
株
主
で
も
あ
る
大

正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
創
業
の
銘
建

工
業
代
表
の
中
島
浩
一
郎
氏
だ
。

　

中
島
氏
が
最
初
に
一
七
五
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
を
つ

く
っ
た
の
は
、
一
九
八
四
年
の
こ
と
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
小
さ
な
製
材
所
で
、

同
規
模
の
発
電
施
設
を
見
学
し
て
触
発

さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
。

　
「
電
気
は
買
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
か
ら
、自
分
で
も
つ
く
れ
る
と
知
っ

た
の
は
大
き
な
転
換
で
し
た
ね
」

　

材
料
は
、
製
材
所
の
作
業
で
生
じ
る

木
く
ず
だ
。

　
「
夜
間
の
電
気
使
用
料
が
ほ
と
ん
ど
要

ら
な
く
な
り
、
乾
燥
用
の
蒸
気
も
十
分

確
保
で
き
る
な
ど
、
非
常
に
費
用
対
効

果
が
よ
く
、
大
変
気
分
の
い
い
ス
タ
ー

ト
で
し
た
」

　

そ
の
成
果
を
得
て
一
九
九
八
年
に
は

二
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
そ
し
て
一
万

キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
所
へ
と
つ
な
が
る

真庭市地域の底力

右／真庭バイオマス発電所の松原瑞浦氏は、市
主催のバイオマスツアー参加で初めて真庭を訪
れた。中国勝山駅に降り立った際、木の香りに
包まれたのが忘れがたい記憶だとか。
下／銘建工業の作業工程で生じる木くずと、そ
れを圧縮して作ったペレット。日に130トンほ
ど生じる木くずが、ペレットの製造や、2000
キロワットの自家発電に再活用されている。
� （写真提供：銘建工業）



蒜山酪農農業協同組合顧問の石倉健一
氏。代々受け継がれている組合内の青
年部が、酪農家や社会人としての意識
を若手が学べる場になっているという。

左／繊維が直角に交わるよう
に木材を重ねたパネル状の
CLT。ヨーロッパでは既に、
高層建築にも利用されている。
下／真庭バイオマス発電所内
の中央操作室。24時間体制で、
ボイラーやタービン発電機な
どの管理を行う。

銘建工業のCLT 製造を担う大断面事業部の若手のひと
り、宿輪桃花氏。山口大学を卒業後、銘建工業の先進
性に関心をもち就職。真庭での暮らしがはじまった。
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が
、
中
島
氏
が
、
幾
度
と
な
く
口
に
し

た
の
は
、「
あ
る
も
の
を
使
い
切
る
」
と

い
う
表
現
だ
っ
た
。

　
「
本
来
、
日
本
人
は
も
の
を
全
部
使

い
切
る
の
が
上
手
な
民
族
の
は
ず
な
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
後
か
ら
木
材
需
要
が

急
激
に
増
え
て
供
給
が
足
り
な
く
な
っ

た
こ
と
で
、
道
を
見
失
い
ま
し
た
」

　

国
産
の
木
材
価
格
は
上
が
り
、
需
要

に
応
え
る
た
め
コ
ス
ト
が
安
い
輸
入
材

が
重
宝
さ
れ
る
。
伐
採
と
成
長
の
バ
ラ

ン
ス
を
考
え
つ
つ
森
林
を
育
て
て
き
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
対
照
的
に
、
日
本
は

目
の
前
に
資
源
が
あ
る
の
に
使
わ
れ
な

い
ま
ま
に
な
り
、
山
は
荒
れ
て
い
く
。

そ
の
状
況
を
変
え
て
い
っ
た
の
が
、
中

島
氏
だ
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
と
同
様
に
、
中
島

氏
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
Ｃ
Ｌ

Ｔ（Cross Lam
inated T

im
ber

／

直
交
集
成
板
、
繊
維
が
直
交
す
る
よ
う

に
木
材
を
重
ね
て
密
着
さ
せ
た
パ
ネ
ル
）

だ
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
も
軽
く
、断
熱
、

耐
火
、
耐
震
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
九
○
年
代
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
。
中
島
氏
の
活
動
を

後
押
し
す
る
べ
く
、
真
庭
市
で
は
全
国

初
の
Ｃ
Ｌ
Ｔ
市
営
住
宅
を
二
○
一
五
年

に
完
成
さ
せ
る
な
ど
、
先
駆
的
に
導
入

を
進
め
て
き
た
。

　

日
本
で
も
よ
う
や
く
国
が
動
き
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
舞
台
と
な
る
新
国
立
競

技
場
の
一
部
に
も
使
わ
れ
る
予
定
だ
。

二
○
一
六
年
度
初
頭
に
は
国
交
省
の
建

築
基
準
法
に
基
づ
く
強
度
等
の
告
示
が

あ
り
、
高
層
階
の
建
築
に
も
対
応
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
の
新
工

場
を
二
〇
一
六
年
四
月
に
立
ち
上
げ
る

な
ど
中
島
氏
の
先
駆
的
な
試
み
に
惹
か

れ
、
県
外
か
ら
就
職
し
た
若
い
技
術
者

も
多
く
い
る
。

　

中
島
氏
の
言
葉
か
ら
は
、
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
が
伝
わ
っ

て
き
た
。

　
「
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
含
め

て
木
材
の
多
様
な
使
い
方
は
、
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
広
が
る
。人
の
生
活
に
と
っ

て
、
木
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
も
や
さ

し
い
。
二
一
世
紀
後
半
は
、
今
よ
り
も

木
材
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
は
な
い
、
再
生
可

能
な
資
源
な
ん
で
す
か
ら
」

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
や
資
源
の
利
用
。

日
本
の
未
来
に
関
わ
る
試
み
が
、
真
庭

市
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

太
田
市
長
も
ま
た
、
こ
う
語
っ
て
い

た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　
「
地
域
の
資
源
を
う
ま
く
使
う
こ
と
が

安
定
的
な
社
会
を
つ
く
り
、
ひ
い
て
は

地
域
の
魅
力
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

一
九
世
紀
は
鉄
、
二
〇
世
紀
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
、
そ
し
て
二
一
世
紀
は
木
の
時

代
な
ん
で
す
」

貫
い
た
信
念
が 

ほ
か
と
の
差
別
化
を
生
む

　

真
庭
市
の
里
山
が
も
た
ら
す
恵
み
は
、

木
材
だ
け
で
は
な
い
。
北
部
の
蒜
山
で

は
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
が
実
り
を
も
た
ら

し
て
い
る
。

　

蒜
山
酪
農
農
業
協
同
組
合
顧
問
の
石

倉
健
一
氏
に
よ
れ
ば
、
蒜
山
高
原
で
の

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
の
歴
史
は
一
九
五
四
年

に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。

　
「
当
時
の
国
の
方
針
で
、
北
海
道
か
ら

九
州
ま
で
、全
国
数
カ
所
に
ジ
ャ
ー
ジ
ー

牛
が
導
入
さ
れ
た
ん
で
す
。
価
格
が
安

い
、
防
疫
関
係
で
扱
い
や
す
い
、
牛
自
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左／「ひのき草木染織工房」代表の加納容子氏は、東京の
女子美術大学でデザインを学んだ後、家業の酒屋を継ぐた
めに故郷に戻った。右／ 1764 年 ( 明和元年 ) 築の実家は
現在、趣をたたえたギャラリーになっている。

組合が経営する「ひるぜんジャージーランド」では、牛乳・ヨー
グルト・ソフトクリームなどの加工品を販売。レストランでは、
ジャージー牛の肉料理も食べられる。　　

体
が
小
柄
で
順
応
性
が
高
い
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
経
済
性
に
す
ぐ
れ
た
大
型

の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
が
や
が
て
全
国
的
に

主
流
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒜
山

に
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
が
残
っ
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
。

　
「
蒜
山
地
区
の
人
間
性
だ
と
、
僕
は
思

い
ま
す
。
真
面
目
な
ん
で
す
。
県
の
指

導
で
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
を
入
れ
た
の
だ
か

ら
、
な
ん
と
か
続
け
よ
う
と
。
原
野
の

開
墾
か
ら
始
め
て
牧
草
を
育
て
、
牛
と

つ
き
あ
っ
て
き
た
の
も
影
響
し
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

や
が
て
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
ヒ
ッ
ト
し
、

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
料
の
牛
乳
は
瓶

の
上
部
に
ク
リ
ー
ム
成
分
が
浮
く
ほ
ど

濃
厚
で
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
お
い
し
さ

が
あ
る
。
一
度
味
わ
え
ば
、
忘
れ
が
た

い
印
象
を
残
す
。

　

ほ
か
の
地
域
と
の
差
別
化
と
そ
の
品

質
を
保
つ
た
め
、
組
合
が
設
け
た
基
準

は
厳
し
い
。

　
「
お
い
し
い
牛
乳
を
搾
る
た
め
に
、
ま

ず
蒜
山
産
の
牧
草
を
た
く
さ
ん
食
べ
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
牧

草
地
の
土
壌
診
断
や
牧
草
の
成
分
検
査

を
し
ま
し
ょ
う
と
」

　

牛
乳
の
成
分
も
検
査
し
、
牛
舎
や
飼

育
環
境
も
く
ま
な
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

　
「
点
数
化
し
て
公
表
す
る
ん
で
す
よ
。

厳
し
い
分
、
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
牧
場

に
は
組
合
か
ら
余
分
に
利
益
を
分
け
て

い
ま
す
」

　

生
真
面
目
な
姿
勢
は
、
後
継
者
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
そ
う
だ
。　

　
「
若
い
人
で
も
、
は
や
り
の
も
の
に
ぶ

れ
な
い
。
代
々
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、

僕
ら
は
こ
れ
で
行
く
と
」

　

い
っ
た
ん
歩
み
だ
し
た
ら
振
り
返
ら

ず
、
が
ん
こ
な
ま
で
に
努
力
を
重
ね
る

蒜
山
の
気
質
は
、
今
後
も
引
き
続
き
お

い
し
さ
を
生
む
の
だ
ろ
う
。

自
分
た
ち
が
楽
し
ん
で
こ
そ

町
は
元
気
を
取
り
戻
す

　

真
庭
の
資
源
の
な
か
に
は
、
歴
史
的

な
景
観
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
代
表
格
が
、

二
万
三
千
石
の
城
下
町
だ
っ
た
勝
山
だ
。

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
出
雲
街
道
を
中

心
に
、
今
も
武
家
屋
敷
や
趣
の
あ
る
建

物
が
残
る
古
い
町
並
み
が
続
く
。

　

ひ
と
昔
前
は
人
通
り
も
少
な
く
が
ら

ん
と
し
て
い
た
景
色
を
変
え
た
の
が
、

「
ひ
の
き
草
木
染
織
工
房
」
代
表
を
務
め

る
染
織
家
の
加
納
容
子
氏
だ
っ
た
。
江

戸
期
に
建
て
ら
れ
明
治
か
ら
続
い
て
い

る
実
家
の
酒
屋
の
軒
先
を
、
加
納
氏
が

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
の
れ
ん
」
で
飾
っ
た

の
が
発
端
だ
。

　

そ
の
眺
め
に
惹
か
れ
て
賛
同
者
が

徐
々
に
増
え
、現
在
は
約
九
〇
軒
の
「
の

江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
武
家
屋
敷
や
白
壁
の

建
物
が
多
く
残
る
勝
山
の
町
は
、
や
わ
ら
か
な
景
色
の
な

か
、
の
れ
ん
の
鮮
や
か
な
色
が
映
え
る
。

真庭市地域の底力



辻本店代表取締役の辻総一郎氏(右)は、
伝統的なまつり「喧嘩だんじり」もこ
の地域の一体感の礎だと話す。姉の麻
衣子氏（左）は、岡山県初の女性杜氏。
代表銘柄「御前酒」は、勝山藩主が愛
飲した御膳酒だったことに由来する。

左
／
一
八
〇
四
年
（
文
化
元
年
）
の
創
業
当
時
の
姿

を
残
す
辻
本
店
の
蔵
は
、
有
形
登
録
文
化
財
指
定
。

下
／
昔
の
貯
蔵
庫
を
「
酒
蔵
レ
ス
ト
ラ
ン
西
蔵
」
と

し
て
再
活
用
。
イ
ベ
ン
ト
や
ラ
イ
ブ
も
行
わ
れ
る
。
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れ
ん
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
こ
ら
し

て
通
り
を
彩
る
。
そ
の
景
色
を
目
当
て

に
訪
れ
る
観
光
客
は
年
々
増
加
。
二
〇

年
が
過
ぎ
、
勝
山
の
人
の
意
識
に
も
変

化
が
生
じ
た
と
加
納
氏
は
話
す
。

　
「
実
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
は
こ
こ
を
観

光
地
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
ま
ち
が
元
気
に
な
れ
ば
、

と
思
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
お
宅
も
の

れ
ん
を
か
け
て
ほ
し
い
、
と
い
う
お
願

い
は
一
度
も
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
デ
ザ
イ
ン
と
い

う
も
の
を
、
ま
ち
の
人
も
だ
ん
だ
ん
わ

か
っ
て
き
た
。
感
覚
が
と
て
も
発
達
し

た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
、

の
れ
ん
や
町
並
み
に
思
い
入
れ
も
深

ま
っ
て
い
ま
す
」

　

ま
ち
の
活
性
化
を
考
え
る
た
め
、
加

納
氏
を
は
じ
め
有
志
が
集
ま
っ
て
は
い

た
が
、
そ
の
目
的
は
な
に
よ
り
も
自
分

た
ち
が
楽
し
む
こ
と
。
今
も
当
初
の
目

的
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
定
期
的
に
集

会
が
行
わ
れ
る
。

　

そ
の
集
い
の
場
を
彩
る
の
は
、
地
元

の
蔵
元
、
一
八
○
四
年
（
文
化
元
年
）

創
業
の
辻
本
店
が
醸
す
「
御
前
酒
」。
多

彩
に
旨
み
が
煌
め
い
て
魅
せ
、
名
残
の

キ
レ
の
良
さ
に
ふ
た
た
び
手
が
の
び
る
。

宴
が
つ
い
長
く
な
る
お
い
し
さ
だ
。

　

現
在
は
代
表
取
締
役
の
辻
総
一
郎
氏

と
杜と

う
じ氏

を
務
め
る
姉
の
麻
衣
子
氏
が
、

長
い
歴
史
を
背
負
う
。
ふ
た
り
の
父
親
、

先
代
の
辻
均
一
郎
氏
は
、
ま
ち
づ
く
り

に
尽
力
し
た
加
納
氏
の
同
志
だ
っ
た
。

　
「
最
近
は
、
移
住
者
も
増
え
て
き
た
。

勝
山
は
外
か
ら
来
た
人
を
受
け
入
れ
る

土
壌
が
あ
る
よ
う
で
す
」

　

勝
山
の
現
状
を
伺
う
な
か
、
麻
衣
子

氏
の
話
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
意
外
だ
っ

た
。
城
下
町
に
は
、
保
守
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
が
、
住
む
人
の
意
識

を
変
え
た
。
外
の
人
に
入
っ
て
も
ら
い
、

ま
ち
に
刺
激
を
与
え
た
方
が
豊
か
に
な

る
と
い
う
、
う
ち
の
父
や
加
納
さ
ん
た

ち
の
考
え
が
少
し
ず
つ
根
付
い
て
き
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

人
が
ま
ち
を
つ
く
り
、
ま
ち
が
ま
た

人
を
育
む
。
加
納
氏
が
話
し
て
い
た
、

デ
ザ
イ
ン
感
覚
も
ま
た
然
り
だ
。

　
「
勝
山
の
ま
ち
づ
く
り
は
や
が
て
、
世

代
交
代
が
必
要
に
な
る
。
今
は
そ
の
は

ざ
ま
で
す
。
我
々
若
手
は
行
政
が
協
力

し
て
く
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
で
汗
を
流
さ
な

け
れ
ば
と
も
思
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
総
一
郎
氏
の
言
葉
に
も
、

実
は
均
一
郎
氏
の
面
影
が
隠
れ
て
い
る
。

　

合
併
に
よ
り
真
庭
市
が
誕
生
す
る
は

る
か
前
の
一
九
九
三
年
、
中
国
自
動
車

道
の
完
成
と
そ
の
後
の
ス
ト
ロ
ー
現
象

を
懸
念
し
て
、「
二
十
一
世
紀
の
真
庭
塾
」

と
い
う
組
織
が
立
ち
上
が
っ
た
。
均
一

郎
氏
や
銘
建
工
業
の
中
島
氏
ら
、
当
時

の
若
手
経
営
者
が
自
治
体
の
境
界
を
越

え
て
手
弁
当
で
集
ま
り
、
東
京
を
は
じ

め
各
地
か
ら
講
師
を
招
い
て
勉
強
会
を

開
催
。
そ
れ
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
や

バ
イ
オ
マ
ス
事
業
が
生
ま
れ
る
礎
と

な
っ
た
の
だ
。

　
「
夜
な
夜
な
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
、
何

か
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
や
ろ
う
、
と
い

う
の
が
勝
山
の
ま
ち
づ
く
り
の
ス
タ
ー

ト
。
自
分
た
ち
が
楽
し
む
ス
タ
イ
ル
で

す
。
無
理
は
せ
ず
、そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
守
っ
て
い
く
の
が
、
一
番
必

要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

そ
ん
な
総
一
郎
氏
の
言
葉
を
は
じ
め
、

真
庭
の
今
と
過
去
が
つ
な
が
る
不
思
議

な
感
動
を
覚
え
た
の
は
、
映
像
作
家
の

山
崎
樹
一
郎
氏
と
の
ひ
と
と
き
だ
っ
た
。
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「真庭市はそれぞれに個性の強い地域が隣接している」
と話す映像作家の山崎樹一郎氏。右上／ 290 年前の一
揆の様子を描いた「新しき民」は、黒澤明監督の「七人
の侍」を思い起こさせつつ、これまでの時代劇とは異な
る方向へ進むと、ニューヨークタイムズ紙で評価された。

蒜山高原のジャージー牛飼育頭数は約 2000 頭。この土地
で生まれ、高原の草をたっぷり食んで育つ正真正銘の蒜山
産。標高 500 ｍの一帯は夏場、目にも涼やかな草原が広が
り、西日本屈指のリゾート地としても知られる。

高さ 110ｍ、幅 20ｍ。市の中央部に位置する「神
庭の滝」は、「日本の滝百選」のひとつ。

人
の
心
も
ま
た 

江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず

　

山
崎
氏
は
学
生
時
代
か
ら
京
都
で
過

ご
し
て
い
た
が
、
一
〇
年
前
に
父
親
の

実
家
が
あ
る
真
庭
市
に
移
住
し
、
酪
農

や
農
業
な
ど
地
元
と
関
わ
る
作
品
を
発

表
し
て
い
る
。

　

脚
本
、
監
督
を
務
め
た
最
新
作
の

「
新
し
き
民
」
は
、
一
七
二
六
年
（
享
保

十
一
年
）、
津
山
藩
内
の
山
中
（
現
在
の

真
庭
市
北
部
）
に
暮
ら
す
農
民
た
ち
が

起
こ
し
た
「
山
中
一

揆
」
が
テ
ー
マ
だ
。

　
「
山
中
一
揆
で
は
、

約
六
〇
〇
〇
人
が

五
日
間
で
一
と
こ

ろ
に
集
結
し
た
。
そ

の
地
域
柄
は
、
今
も
生
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
な
に
も
せ
ず
に
時
を
過
ご
す

の
で
は
な
く
、
よ
く
も
悪
く
も
動
い
て

し
ま
う
。
何
か
や
っ
て
み
よ
う
、
変
え

て
い
こ
う
。
そ
ん
な
気
概
を
持
っ
た
人

が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
」

　

こ
れ
ま
で
お
話
を
伺
っ
た
方
々
の
顔

が
、
胸
を
よ
ぎ
る
。
官
と
民
と
が
手
を

組
ん
で
動
い
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
と

は
異
な
る
が
、
森
林
同
様
に
人
の
心
も

ま
た
継
が
れ
て
い
る
の
を
実
感
し
た
。

　

山
崎
氏
が
映
像
制
作
と
と
も
に
ト
マ

ト
の
栽
培
に
勤
し
む
、
兼
業
農
家
で
あ

る
こ
と
に
も
興
味
津
々
と
な
る
。

　
「
今
後
の
こ
と
を
考
え
る
中
で
、
表
現

活
動
の
前
に
農
業
を
や
っ
て
み
た
い
な

と
思
っ
た
ん
で
す
。
映
像
制
作
も
農
業

も
、
計
算
ど
お
り
に
は
な
ら
な
い
。
自

分
の
思
い
で
動
け
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら

こ
そ
お
も
し
ろ
い
」

　

農
業
を
営
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
生

ま
れ
る
な
に
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

銘
建
工
業
の
中
島
氏
も
ま
た
、
農
業

と
つ
な
が
る
未
来
を
描
い
て
い
た
の
を

思
い
出
す
。

　
「
今
後
、
よ
り
大
規
模
な
バ
イ
オ
マ
ス

発
電
所
を
つ
く
り
た
い
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
農
業
利
用
と

一
緒
に
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
木

を
燃
や
し
た
際
に
出
る
二
酸
化
炭
素
は
、

光
合
成
に
使
え
る
。
廃
熱
利
用
も
で
き

る
。
あ
る
も
の
を
使
い
切
る
ん
で
す
」

　

こ
の
土
地
な
ら
で
は
の
も
っ
と
も
大

切
な
資
源
は
、「
な
に
か
し
よ
う
」
と
い

う
人
の
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

山
崎
氏
の
畑
を
真
っ
赤
な
ト
マ
ト
が

彩
る
、
夏
本
番
の
こ
れ
か
ら
の
季
節
、

勝
山
で
は
の
れ

ん
が
涼
し
げ
に

風
に
揺
れ
、
蒜

山
で
は
緑
の

牧
草
を
食
む

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛

か
ら
牛
乳
が
搾

ら
れ
る
。
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
所

の
周
辺
は
、
よ

り
強
く
木
々
が
香
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
の
名
の
と
お
り
、
あ
ま
た
の
花
が

咲
き
ほ
こ
る
美
し
い
庭
の
よ
う
な
景
色

が
、
真
庭
市
に
は
広
が
っ
て
い
る
。

真庭市地域の底力
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　人口約 69万人。2015年合計特殊出生率は全国 3位を誇りながら、
1955年の93万人をピークに人口が減少し続けている島根県。2007年か
ら知事を務める溝口善兵衛氏は、地方創生の先駆者として人口減少問題
にどのように取り組んでいるか。産業振興、結婚対策、子育て環境の整
備……そこから今の日本が抱える問題を浮き彫りにする。

溝口善兵衛
1946年島根県生まれ。東京大学経済学部卒業。68年大
蔵省に入省し、在ドイツ連邦共和国日本大使館勤務、ワシ
ントンの世界銀行勤務、在アメリカ合衆国日本大使館公使
を経験。その後、大蔵省主計局次長、同大臣官房総務審議
官、同大臣官房長、同国際局長、財務省財務官を歴任し、
2004年財団法人国際金融情報センター理事長に就任。07
年島根県知事に当選。11年再選。15年3選を果たす。

Zenbee Mizoguchi

島根県知事

1947年島根県生まれ。神戸大学経営学部卒業。米国コロ
ンビア大学経営大学院（MBA）修了。2000年トヨタ自動
車（株）取締役、03年米国トヨタ自動車販売（株）社長、
05年同社会長、06年トヨタモーターノースアメリカ（株）
取締役会長を経て、09年トヨタ自動車（株）代表取締役副
社長に。13年、（株）国際経済研究所代表取締役就任。15
年より日本銀行政策委員会審議委員。

Yukitoshi Funo

日本銀行政策委員会審議委員

布野幸利

子
育
て
し
や
す
い
先
進
県
へ
―
―

島
根
の
戦
略
に
学
ぶ
日
本
再
生

布
野　

知
事
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら

九
年
に
わ
た
り
島
根
県
の
県
政
を
指

揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、「
地
方
の

問
題
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
人

口
減
少
、
高
齢
化
、
潜
在
成
長
力
の

低
下
な
ど
は
、
世
界
に
お
け
る
日
本

自
身
の
位
置
付
け
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
地
方
創
生
と
は
日
本
再
生

と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
島
根
の
現

状
や
課
題
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

溝
口　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
人
口
減

少
は
島
根
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
、

戦
後
の
経
済
発
展
と
深
く
関
連
が
あ

り
ま
す
。
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
始
ま
っ

た
高
度
経
済
成
長
期
に
、
島
根
な
ど

地
方
か
ら
多
く
の
若
者
た
ち
が
大
都

市
に
働
き
に
出
か
け
、
東
京
、
大
阪
な

ど
大
都
市
が
発
展
し
、
日
本
は
世
界
第

二
位
の
経
済
大
国
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
は
大
き
な
副
作

用
が
あ
り
ま
し
た
。
大
都
市
は
通
勤

時
間
が
長
く
、
仕
事
が
多
い
た
め
残

業
も
多
い
。
地
方
出
身
の
若
者
に
は
、

周
り
に
子
育
て
を
助
け
て
く
れ
る
親

族
も
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
大
都
市
は

地
方
の
人
口
減
少
問
題
は

高
度
経
済
成
長
の
副
作
用
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で
人
口
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
合

計
特
殊
出
生
率
を
二・
〇
七
ま
で
引
き

上
げ
る
こ
と
。

　

も
う
一
つ
は
、
若
者
の
転
出
に
よ

る
社
会
減
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
、

雇
用
を
増
や
し
て
、
二
〇
四
〇
年
ま

で
に
社
会
移
動
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と

で
す
。

 　

こ
の
二
つ
の
目
標
を
長
期
的
展
望

と
し
て
見
据
え
な
が
ら
、
今
後
五
年

間
に
取
り
組
む
人
口
減
少
対
策
と
し

て
、
四
つ
の
大
き
な
施
策
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
若
者
た
ち
が
安
心
し

て
住
み
、
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
な

職
場
を
増
や
す
た
め
、
産
業
の
振
興

と
雇
用
の
創
出
を
進
め
る
こ
と
。

　

二
つ
目
は
、
そ
う
し
た
中
で
増
え

子
育
て
が
難
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の

で
す
。
多
く
の
家
庭
で
一
人
か
二
人

の
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
精
一
杯

で
、
出
生
率
が
低
下
し
、
子
ど
も
の

数
そ
の
も
の
が
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

　

一
方
、
島
根
な
ど
の
地
方
は
通
勤

時
間
も
短
く
、
残
業
も
少
な
い
。
周

り
に
は
、
子
育
て
を
助
け
て
く
れ
る

父
母
親
族
が
い
る
だ
け
で
な
く
、
隣

近
所
の
人
た
ち
が
助
け
合
う
こ
と
も

あ
り
、
子
育
て
は
し
や
す
く
出
生
率

は
高
い
。
し
か
し
、
若
者
の
数
が
少

な
く
な
っ
た
の
で
、
全
体
と
し
て
子

ど
も
の
数
も
減
っ
て
き
ま
し
た
。

　

地
方
の
若
者
が
出
生
率
の
低
い
大

都
市
に
吸
引
さ
れ
る
状
況
を
放
置
す

れ
ば
、
日
本
は
人
口
減
少
の
ス
パ
イ

ラ
ル
か
ら
抜
け
出
せ
ま
せ
ん
。

　

長
ら
く
地
方
の
問
題
と
考
え
ら
れ

て
き
た
人
口
減
少
問
題
に
つ
い
て
、

政
府
が
日
本
全
体
の
問
題
と
捉
え
、

地
方
創
生
の
取
り
組
み
を
始
め
た
こ

と
は
、
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
若

者
た
ち
が
安
心
し
て
働
き
、
結
婚
し

て
子
ど
も
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
雇

用
を
増
や
す
こ
と
、
産
業
を
振
興
す

る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
我
々

も
地
方
創
生
の
財
源
も
活
用
し
な
が

ら
対
策
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

現
状
で
す
。

布
野　

実
は
私
も
知
事
と
同
じ
く
島

根
県
出
身
な
ん
で
す
。

溝
口　

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
私
も
島

根
で
育
っ
た
後
、
東
京
で
大
学
を
卒

業
し
、
大
蔵
省
（
現
在
の
財
務
省
）

に
入
り
ま
し
た
。
地
方
財
政
を
担
当

し
た
こ
と
も
あ
り
、
長
年
に
わ
た
り

中
央
か
ら
地
方
を
見
て
き
て
地
方
の

こ
と
は
、
大
体
知
っ
て
い
る
つ
も
り

で
し
た
。

　

し
か
し
、
知
事
と
し
て
島
根
に
戻
っ

て
み
て
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
近

隣
以
外
も
含
め
て
県
全
体
を
み
る
よ

う
に
な
る
と
、
改
め
て
島
根
は
住
み

や
す
く
、
数
字
の
上
の
所
得
は
確
か

に
都
市
部
よ
り
少
な
い
が
、
生
活
の

質
の
面
で
は
と
て
も
豊
か
な
地
だ
と

い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
都
会
に
い
て
数
字
を
眺
め

て
い
る
だ
け
、
あ
る
い
は
時
々
旅
行

す
る
だ
け
で
は
な
か
な
か
気
付
か
な

い
も
の
だ
と
も
思
い
ま
し
た
。

布
野　

都
会
暮
ら
し
が
好
き
な
人
、

田
舎
暮
ら
し
が
好
き
な
人
、
そ
れ
ぞ

れ
で
し
ょ
う
が
、
子
育
て
を
含
め
た

人
と
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
と
、
田

舎
の
方
が
生
活
の
質
が
高
い
こ
と
は

確
か
だ
と
私
も
思
い
ま
す
。
産
業
を

う
ま
く
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
言
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
産

業
を
ど
う
い
う
形
で
つ
く
っ
て
い
く

か
が
、
地
方
の
命
題
で
あ
り
、
同
時

に
国
の
命
題
で
も
あ
る
と
強
く
思
っ

て
い
ま
す
。

布
野　

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
に
策
定
し
た
「
島
根
県
総
合

戦
略
」
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
す
か
。 

溝
口　

二
〇
一
五
年
に
策
定
し
た
戦

略
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
目
標
が
あ

り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
将
来
、
一
定
の
レ
ベ
ル

国
宝
や
日
本
遺
産
な
ど 

豊
か
な
自
然
と

文
化
を
活
か
す

出雲大社�御本殿

黒島（隠岐の島）
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る
若
者
た
ち
の
結
婚
、
出
産
、
子
育

て
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
。

　

三
つ
目
は
、
島
根
に
定
住
、
あ
る

い
は
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
を
促
進
し
、
地
域

を
担
う
人
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
。

　

四
つ
目
は
、
県
内
で
も
早
く
か
ら

人
口
減
少
が
進
ん
だ
中
山
間
地
域
・

離
島
に
お
い
て
も
、
住
民
の
方
々
が

自
分
の
地
域
で
住
み
暮
ら
せ
る
よ
う

に
「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」
を
行
う

こ
と
で
す
。

布
野　

一
点
目
の
「
産
業
の
振
興
と

雇
用
の
創
出
」
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
お
持
ち
で
し
ょ

う
か
。

溝
口　

ま
ず
は
、
島
根
の
産
業
の
大

き
な
部
門
で
あ
る
観
光
を
よ
り
い
っ

そ
う
促
進
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
島

根
に
は
豊
か
な
自
然
や
、
文
化
、
歴

史
が
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。
世
界

遺
産
の
「
石
見
銀
山
」、
二
〇
一
五
年

に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
松
江
城
、「
山

陰
の
小
京
都
」
と
呼
ば
れ
る
津
和
野

や
、
砂
鉄
を
利
用
し
た
日
本
古
来
の

「
た
た
ら
製
鉄
」
も
日
本
遺
産
に
認
定

さ
れ
ま
し
た
。
古
代
か
ら
あ
る
出
雲

大
社
は
、「
縁
結
び
の
神
様
」
と
し
て

全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
参
拝
者
が
あ

り
ま
す
。「
隠
岐
の
島
」
の
豊
か
な
自

然
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
ジ
オ
パ
ー

ク
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
活
用
し
て
い
く
こ
と
で
観
光
産
業

の
振
興
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

布
野　

近
年
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
市
場
拡
大

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
島
根
も
外

国
人
観
光
客
は
増
え
て
い
ま
す
か
。

溝
口　

ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ

ろ
で
す
。
交
通
や
宿
泊
施
設
な
ど
イ

ン
フ
ラ
の
整
備
が
課
題
で
す
。

布
野　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
は
、
短

期
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
中
国
、
東
南

ア
ジ
ア
の
経
済
力
は
持
続
的
な
も
の

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
急
が
な
く
て

も
、
じ
っ
く
り
一
歩
一
歩
、
受
け
入

れ
の
体
制
等
を
整
え
て
い
け
ば
、
今

後
も
持
続
的
に
取
り
込
め
る
と
思
い

ま
す
。

溝
口　

外
国
人
観
光
客
の
旅
行
地
が

大
都
市
か
ら
地
方
に
広
が
っ
て
き
て

い
る
の
で
、
我
々
も
今
後
に
期
待
し

て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
島
根
の
豊
か
な
自
然

を
生
か
し
た
産
業
に
、
農
林
水
産
業

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー

ン
の
促
進
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

都
市
部
か
ら
農
業
を
始
め
た
い
と
島

根
に
移
住
し
成
功
し
た
人
も
い
ま
す

し
、
有
機
野
菜
を
栽
培
し
た
い
、
若

者
た
ち
で
大
規
模
農
業
を
経
営
し
た

い
、
と
い
う
人
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

漁
業
も
日
本
海
に
豊
か
な
資
源
が
あ

り
、
隠
岐
の
島
で
漁
業
を
営
み
た
い

と
い
う
若
者
が
移
り
住
ん
だ
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。

布
野　

今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
「
ノ

ド
グ
ロ
（
ア
カ
ム
ツ
）」
も
島
根
の
浜

田
港
産
が
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
人
気
で

す
ね
。

溝
口　

ノ
ド
グ
ロ
は
男
子
テ
ニ
ス
の

錦
織
圭
選
手
の
好
物
と
し
て
認
知
度

が
高
ま
り
、
日
本
全
国
か
ら
の
注
文

が
急
増
し
て
、
価
格
も
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。

布
野　

お
い
し
い
食
材
は
「
あ
る
程

度
値
段
が
高
く
て
も
ぜ
ひ
食
べ
た
い
」

「
こ
こ
の
産
地
が
い
い
」
と
い
う
人
が

い
る
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
商
品
で
す
。

地
方
と
都
市
と
の
距
離
を
超
え
て
、

様
々
な
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
製
品
、
産

物
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地

方
の
産
業
も
ま
す
ま
す
発
展
す
る
と

思
い
ま
す
。

溝
口　

島
根
に
は
ノ
ド
グ
ロ
以
外
に

も
い
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、

全
国
に
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

農
林
水
産
業
の
後
継
者
不
足
の
問
題

も
、
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
の
若
者
を
後
継
者

と
す
る
と
か
、
集
落
単
位
で
共
同
で

農
業
を
営
む
方
式
に
よ
り
解
決
し
て

い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

布
野　

事
業
や
農
林
水
産
業
な
ど
産

業
が
振
興
し
た
あ
と
は
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
継
承
し
て
い
く
か
、
そ
の

サ
ポ
ー
ト
も
重
要
な
視
点
で
す
ね
。 

溝
口　

Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
の
促
進
に
は
Ｉ

Ｔ
産
業
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。 

　

実
は
、
日
本
で
初
め
て
世
界
で
通

用
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
言
語
「
Ｒ

ｕ
ｂｙ
（
ル
ビ
ー
）」
を
作
っ
た
〝
ま
つ

も
と
ゆ
き
ひ
ろ
〞（
注
）
さ
ん
が
住
ん

で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
島
根
県
で
は

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
産
業
が
一
定
の
広
が

り
を
も
っ
て
集
積
し
つ
つ
あ
る
の
で

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
、

Ｉ
Ｔ
産
業
な
ど
先
進
産
業
が 

Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
増
加
に
つ
な
が
る

津和野�殿町通り

松江城
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ど
こ
で
も
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
開
発
が

可
能
で
す
。
世
界
的
に
見
て
も
、
ア

メ
リ
カ
の
サ
ン
ノ
ゼ
や
イ
ン
ド
の
バ

ン
ガ
ロ
ー
ル
な
ど
、
自
然
が
豊
か
な

地
域
で
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
産
業
が
発
展

す
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

島
根
県
で
も
中
山
間
地
域
で
古
民

家
を
Ｉ
Ｔ
開
発
の
仕
事
場
に
し
た
い

人
が
増
え
て
い
ま
す
。
都
市
の
ほ
う

が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
会
議
で
は
便

利
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

り
距
離
と
い
う
障
害
も
ほ
ぼ
な
く
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

自
然
の
中
の
静
か
で
ゆ
っ
た
り
し
た

環
境
で
開
発
を
す
る
こ
と
を
求
め
る

エ
ン
ジ
ニ
ア
が
多
い
の
で
す
。

　

仕
事
が
し
や
す
い
だ
け
で
な
く
、

子
育
て
の
上
で
も
都
市
部
に
あ
る

様
々
な
ス
ト
レ
ス
が
少
な
く
、
の
び

の
び
育
て
ら
れ
る
こ
と
も
選
ば
れ
る

理
由
の
一
つ
で
す
。

布
野　

知
事
と
私
は
同
年
代
で
す
け

れ
ど
も
、
我
々
が
小
さ
い
こ
ろ
の
大

ら
か
な
生
活
が
島
根
に
は
ま
だ
残
っ

て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
し
た
生
活

と
Ｉ
Ｔ
技
術
の
活
用
で
地
方
の
潜
在

成
長
力
が
上
が
る
可
能
性
は
大
き
い
。 

溝
口　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
た

だ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
い
る
遠
距
離

の
大
都
市
に
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
行
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
多
々
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
県
と
し
て
そ
の

交
通
費
を
補
助
す
る
と
い
っ
た
支
援

も
行
っ
て
い
ま
す
。

布
野　

総
合
戦
略
の
二
つ
目
、
若
者

た
ち
の
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
を
支

援
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。

溝
口　

こ
の
分
野
は
直
接
住
民
と
向

き
合
う
市
町
村
が
担
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
若
い
子
育
て
世
帯
等
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
市
町

村
が
行
っ
て
い
た
一
定
所
得
以
下
の

世
帯
の
三
歳
未
満
の
第
三
子
に
対
す

る
保
育
料
軽
減
を
、
第
一
子
、
第
二
子

に
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
市
町
村
へ
の

財
政
支
援
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
は
っ
ぴ
い
こ
ー
で
ぃ
ね
ー

た
ー
」
と
呼
ば
れ
る
結
婚
相
談
員
や
、

子
育
て
相
談
員
の
配
置
、
産
前
・
産

後
の
サ
ポ
ー
ト
充
実
な
ど
、
安
心
し

て
結
婚
・
子
育
て
が
で
き
る
体
制
整

備
の
た
め
、
市
町
村
に
対
す
る
補
助

制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
共
働
き
家
庭
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
間
を
通
じ

て
待
機
児
童
ゼ
ロ
を
め
ざ
し
、
病
児

保
育
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
拡
大

す
る
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
ま
す
。 

布
野　

若
者
た
ち
が
家
族
と
と
も
に

豊
か
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
を
維
持

し
な
が
ら
、
新
し
い
産
業
が
ど
ん
ど

ん
興
っ
て
く
る
と
い
い
で
す
ね
。

溝
口　

一
方
で
、
高
齢
の
方
の
暮
ら

し
や
す
さ
に
も
配
慮
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
先
ほ
ど
挙
げ
た
総
合
戦
略
の

四
つ
目
の
「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」

で
す
。
中
山
間
地
域
や
離
島
は
、
過

疎
化
、
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
が

他
の
地
域
よ
り
も
早
く
進
ん
で
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
各
市
町
村
に
設
け
ら

れ
た
県
内
二
二
七
の
公
民
館
を
軸
に
、

買
い
物
、
金
融
、
医
療
、
介
護
等
の

日
常
生
活
に
必
要
な
機
能
・
サ
ー
ビ

ス
の
維
持
・
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
小
さ
な
拠
点
」
に
集
約
さ
れ

た
機
能
・
サ
ー
ビ
ス
を
手
軽
に
利
用

で
き
る
よ
う
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
再
構
築
を
支
援
し
、
交
通
弱
者
の

移
動
手
段
を
確
保
し
て
い
き
ま
す
。

　

島
根
に
は
、
地
方
創
生
の
い
ろ
い

ろ
な
種
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
れ
を
花
咲
か
せ
て
い
く
こ
と
が
課

題
で
す
ね
。

布
野　

本
日
は
、
知
事
の
お
話
を
お

聞
き
し
、
島
根
の
視
点
か
ら
日
本
の

問
題
と
そ
の
処
方
箋
が
見
え
て
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
忙
し
い
中
、

お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
注
）�

本
名
は
「
松
本
行
弘
」
だ
が
、
ひ
ら
が
な

表
記
さ
れ
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
。

全
国
的
に
も
先
駆
的
な

子
育
て
支
援
を
実
施
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バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む

古
代
中
国
の
貨
幣

　「
貨
」「
財
」「
購
」「
買
」「
賃
」
と
経
済
活

動
に
か
か
わ
る
漢
字
に
は
「
貝
」
が
使
わ
れ
て

い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
古
代
中
国
の

商
（
殷い

ん

、
紀
元
前
一
六
世
紀
頃
〜
紀
元
前
一
一

世
紀
頃
）
や
周
（
紀
元
前
一
〇
五
〇
頃
〜
紀
元

前
二
五
六
年
）
で
は
、
子こ

安や
す

貝が
い

（
タ
カ
ラ
ガ
イ
科

の
巻
貝
の
俗
称
）
が
貨
幣
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。

　
そ
の
後
、
周
の
王
室
の
権
威
が
落
ち
て
い
く

中
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
が
「
中ち

ゅ
う
げ
ん原
に
鹿
を
逐お

う
」

春
秋
戦
国
期
（
紀
元
前
八
世
紀
〜
紀
元
前
三
世

紀
）
と
な
り
ま
す
。
諸
子
百
家
の
時
代
と
も
言

わ
れ
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
お
い
て
、
子

安
貝
や
生
活
必
需
品
に
範
を
と
っ
た
と
み
ら

れ
る
い
ろ
い
ろ
な
形
の
金
属
貨
幣
が
造
ら
れ
、

多
く
の
地
域
で
そ
れ
ら
が
子
安
貝
に
と
っ
て

か
わ
っ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
金
属
貨
幣
も
、
も
と
は
贈
答
に
使
わ

れ
て
い
た
も
の
が
、
交
換
の
媒
介
物
と
し
て
使

わ
れ
、
貨
幣
に
転
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ

れ
て
い
ま
す
（
写
真
２
～
６
）。

　
中
国
の
貨
幣
の
登
場
時
期
は
、
古
代
オ
リ
エ

ン
ト
の
貨
幣
の
登
場
時
期
と
同
じ
頃
で
す
。
そ

の
製
造
方
法
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
金
属

へ
の
「
打
刻
」
が
採
用
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

古
代
中
国
の
青
銅
貨
幣
は
、
鋳
型
に
青
銅
を
流

し
て
つ
く
る
「
鋳
造
」
で
し
た
（
銅
銭
の
鋳
造

前
回
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
近
代
の
欧
州
を
中
心
に
貨
幣
の
形
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。
今
回
は
前
後
編
に
分
け
て
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ

ア
の
貨
幣
の
形
を
、
歴
史
を
追
い
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

晋 斉

楚

呉

越

燕

秦

衛
曹

周 鄭
魯

宋
陳

蔡

黄河
　

長江

黄海

淮水
　

黄河
　

長江

黄海

淮水　

趙
斉

楚

燕

秦

衛
魏

周

中山

魯

宋韓

戦国時代の主要国（紀元前 5 世紀〜紀元前 3 世紀頃） 春秋時代の主要国（紀元前 8 世紀〜紀元前 5 世紀頃）

❷

貨
幣
の
世
界

古
代
か
ら
近
世
の
東
ア
ジ
ア

形
そ
の
２

前
編
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方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
〇
一
五
年

春
号
の
「
お
金
の
源
　
第
一
回
銅
貨
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）。

　
同
時
代
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
オ
リ
エ
ン
ト
の

貨
幣
が
現
在
の
目
か
ら
す
る
と
少
々
い
び
つ

で
不
揃
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
古
代
中
国
の

青
銅
貨
幣
は
、
商
（
殷
）
や
周
の
青
銅
器
製
造

技
術
の
高
さ
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
よ
う
に
、

形
態
が
と
て
も
整
っ
て
い
ま
す
。

　 

（
後
編
は
次
号
で
ご
紹
介
し
ま
す
）

貨幣の始まり

　中国の北方内陸部にあった商（殷）では、はる

か数千キロも南の海で産出される子安貝が貴重品

として扱われ、王と関係する王族や豪族等の間で

贈答品として使われていたとされています。そう

した贈答のサイクルの中から、交換の媒介物＝貨

幣的役割が生じ、子安貝は貨幣に転じていったの

ではないかと言われています（なお、子安貝はあく

まで贈答品の枠を超えないという学説もあります）。

　さて、西にヘロドトスあれば東に司馬遷あり。

彼の『史記平準書』では貨幣の始まりをこう書い

ています。

　「農工商交易之路通。而龜貝・金錢・刀布之幣

興焉。所從來久遠。（解釈：農・工・商それぞれ

が相互に取引する道が通じて、亀
き

貝
ばい

〈亀の甲や貝

殻〉、金銭〈黄金や穴あきの青銅貨〉、刀貨・布貨〈刀

形や鍬形の青銅貨〉などの貨幣の使用が始まった。

その起源はたいそう古い）」（注）

　産業の発展が貨幣をもたらしたというのは、ア

リストテレスと同じですね。
（注）�史記の原文・解釈は、『史記平準書・漢書食貨志』（加

藤繁注釈、岩波書店）P.64、65および『史記�下�
漢武篇』（田中謙二、一海知義著、朝日新聞社）P.88
～90を参照しています。

写真 1  子安貝貨幣

タ
カ
ラ
ガ
イ
は
日
本
で
も
千
葉
県
の
館
山
市
等
暖

か
い
地
方
の
海
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

写真４　布貨（布幣）

写真３　刀貨（刀幣）

写真６　楚の金貨　郢
えいしょう

爯

写真５　円銭
　　　   （秦・重一両十二一珠）

楚
そ

は、現在の江
こうなん

南地域。もともとは小
さな極印を多数連ねた板状の金貨で、
写真のように極印ごとに切断するな
どして秤量貨幣として使用されてい
たようです。ちなみに、楚を滅ぼした
秦
しん

の公定レートで、金１斤（約320
ｇ）＝銅銭１万枚とされていたことか
らみて、この金貨は日常使いには高額
過ぎたと思われます。

見た目のとおり、蟻の頭部のような形です。

写真２　蟻
ぎ び

鼻銭
せん

 春秋戦国時代の貨幣

（写真1～6提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）
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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４月の展望レポー
ト（基本的見解は４月 28 日公表、背景説明を含む全文は４月 29 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/

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

二
〇
一
六
年
四
月

二
〇
一
六
〜
二
〇
一
八
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

当
面
、
輸
出
・
生
産
面
に
鈍
さ
が

残
る
と
み
ら
れ
る
が
、
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
中
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

 　

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
。
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（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、見通し期間の終盤である 2018 年度にかけて 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、2016 年度で－ 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 年央に概ねゼロになると試算される。

（注 2） 消費税率については、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。

（注 3）2015 年度の消費者物価（除く生鮮食品）は実績値。

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 ＋ 0.7 　 0.0

　　　（1 月時点の見通し） （＋ 1.1） （＋ 0.1）

2016 年度 ＋ 1.2 ＋ 0.5

　　　（1 月時点の見通し） （＋ 1.5） （＋ 0.8）

2017 年度 ＋ 0.1 ＋ 2.7 ＋ 1.7

　　　（1月時点の見通し） （＋ 0.3） （＋ 2.8） （＋ 1.8）

2018 年度 ＋ 1.0 ＋ 1.9

（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。
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日本銀行のレポートから
　日本銀行は、わが国金融システムの安定性について包括的な分析・評価を示し、金融シス
テムの安定確保に向けて関係者とのコミュニケーションを深めることを目的に『金融システ
ムレポート』を年2 回作成・公表しています。『金融システムレポート』の分析結果については、
金融システムの安定確保のための施策立案や、モニタリング・考査を通じた個別金融機関へ
の指導・助言に活用しています。また、国際的な規制・監督の議論にも活かしています。金
融政策においても、マクロ的な金融システムの安定性評価は、中長期的な視点も含めた経済・
物価動向のリスク評価を行ううえで重要な要素のひとつとなっています。

＊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/fsr/index.htm/

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
安
定
性
を

維
持
し
て
い
ま
す
。
金
融
仲
介
活
動
は
、
引

き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昨
夏
以

降
の
国
際
金
融
資
本
市
場
等
に
お
け
る
変
動

拡
大
は
、
わ
が
国
に
も
相
応
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・

質
的
金
融
緩
和
の
も
と
で
、
金
融
シ
ス
テ
ム

の
安
定
性
・
機
能
度
へ
の
影
響
は
限
定
的
に

止
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

金
融
機
関
の
国
内
貸
出
は
、
幅
広
い
業
種
で

の
資
金
需
要
を
受
け
て
、
前
年
比
二
％
台
前

半
の
伸
び
を
続
け
て
い
ま
す
（
図
表
１
）。
海

外
貸
出
に
つ
い
て
も
、
外
貨
調
達
力
を
踏
ま

え
つ
つ
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
前
年

比
一
割
程
度
の
伸
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。
有

価
証
券
投
資
で
は
、
円
債
残
高
が
高
水
準
に

あ
る
も
と
で
外
債
や
投
資
信
託
等
に
よ
る
運

用
を
積
み
増
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
機
関
投

資
家
等
も
、
金
利
の
一
段
の
低
下
を
受
け
て

国
内
債
か
ら
リ
ス
ク
資
産
に
投
資
先
を
シ
フ

わ
が
国
の

金
融
シ
ス
テ
ム
の
総
合
評
価

金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
度

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」

二
〇
一
六
年
四
月
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ト
す
る
動
き
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

も
と
で
、
企
業
・
家
計
の
資
金
調
達
環
境
は
、

よ
り
緩
和
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

金
融
機
関
の
財
務
基
盤
は
、
全
体
と
し
て
充

実
し
た
状
況
に
あ
り
ま
す
（
図
表
２
）。
ま
た
、

金
融
機
関
は
十
分
な
円
資
金
流
動
性
を
有
し

て
い
ま
す
。
外
貨
資
金
に
関
し
て
は
、
一
定

期
間
調
達
が
困
難
化
し
て
も
資
金
不
足
を
カ

バ
ー
で
き
る
流
動
性
を
確
保
し
て
い
る
ほ
か
、

調
達
基
盤
の
拡
充
に
向
け
た
取
り
組
み
が
着

実
に
進
捗
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
市
場
性

調
達
の
比
重
は
な
お
高
く
、
外
貨
資
金
市
場

の
流
動
性
の
状
況
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
間
、
マ
ク
ロ
的
な
信
用
量
を
含
め
、
幅

広
い
金
融
活
動
に
お
い
て
趨
勢
か
ら
の
大
き

な
乖
離
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
（
図
表
３
）。
不
動

産
市
場
は
、
地
域
差
を
伴
い
つ
つ
活
発
に
な
っ

て
い
る
ほ
か
、
金
融
機
関
の
不
動
産
関
連
貸

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

（注）1.��直近は、株式リスク量および株式評価損
益は�16 年 3月末�、円債・外債の金利リ
スク量および有価証券評価損益（除く株
式）は 16年 2月末�、その他の金利リス
ク量（円貨）は 15 年 12 月末�、その他
は 15年 9月末�。

　　�2.��株式リスクは株式投信を含まない。信用
リスクは外貨建て分を含む。株式リスク
と金利リスク（一部オフバランスを含む）
は大手行のみ外貨建て分を含む。

　　�3.��「自己資本＋有価証券評価損益」は、国
内基準行の有価証券評価損益（税効果勘
案後）を自己資本に足し合わせたもの。

　　�4.��信用金庫の 15 年 9 月末、16 年 3 月末
については、自己資本、信用リスク、オ
ペレーショナルリスク量を 15 年 3月末
の水準から横ばいと仮定。

（資料）日本銀行
オペレーショナルリスク量
金利リスク量
株式リスク量
信用リスク量
自己資本
自己資本＋有価証券評価損益

兆円

年度

月

図表２　金融機関のリスク量と自己資本

兆円

オペレーショナルリスク量
金利リスク量
株式リスク量
信用リスク量
自己資本
自己資本＋有価証券評価損益

兆円

年度

月

図表１　金融機関の借入主体別貸出（国内）

（注）直近は�15 年 12月末�。
（資料）日本銀行

大企業など
中小企業
地公体
個人
合計

前年比、％

年

前年比、％
大企業など
中小企業
地公体
個人
合計

前年比、％

年
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出
の
伸
び
率
が
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
全
国

の
地
価
動
向
な
ど
か
ら
み
る
と
、
全
体
と
し

て
は
過
熱
の
状
況
に
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩

和
の
影
響
を
み
る
と
、
市
場
金
利
は
一
段
と

低
下
し
、
預
金
・
貸
出
金
利
も
幅
広
く
低
下

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
金
融
機

関
等
に
対
し
て
、
貸
出
に
対
す
る
よ
り
前
向

き
な
取
り
組
み
を
含
め
、
も
う
一
段
の
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
・
リ
バ
ラ
ン
ス
を
促
す
力
が
作

用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の
機
能
度
を
よ
り
円
滑
化
す
る
方
向
で
の

変
化
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
効
果
の
浸
透
を
制
約
し
て
い

る
要
因
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

幅
広
い
主
体
が
運
用
方
針
の
見
直
し
や
シ
ス

テ
ム
を
含
む
実
務
対
応
を
進
め
て
い
く
途
上

に
あ
る
な
か
で
、
取
引
見
合
わ
せ
の
動
き
が

マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き

量
的
・
質
的
金
融
緩
和
と

金
融
シ
ス
テ
ム

図表３　金融活動指標

年

金融機関の貸出態度判断DI

M2成長率

機関投資家の株式投資の対証券投資比率

株式信用買残の対信用売残比率

民間実物投資の対GDP比率

総与信・GDP比率

家計投資の対可処分所得比率

家計向け貸出の対GDP比率

企業設備投資の対GDP比率

企業向け与信の対GDP比率

不動産業実物投資の対GDP比率

不動産業向け貸出の対GDP比率

株価

地価の対GDP比率

企業

不動産

資産価格

金融機関

金融市場

民間全体

家計

（注）�直近は、金融機関の貸出態度DI、株価は 16 年 1～ 3月�、地価の対GDP
比率は 15年 7～ 9月�、その他は 15年 10～ 12月�。

（資料）�Bloomberg、財務省「法人企業統計」、東京証券取引所「信用取引残高等」、
内閣府「国民経済計算」、日本不動産研究所「市街地価格指数」、日本銀行「貸
出先別貸出金」「資金循環統計」「全国企業短期経済観測調査」「マネーサ
プライ」「マネーストック」

※赤色：過熱方向（トレンドを一定幅以上上回る状態）
　青色：停滞方向（トレンドを一定幅以上下回る状態）
　緑色：それ以外
　白色：データがない期間
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幅
広
く
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
本
年
入
り
後
、

国
際
金
融
資
本
市
場
の
不
安
定
な
動
き
が
続

い
た
こ
と
が
、
株
安
・
円
高
や
外
貨
調
達
コ
ス

ト
の
上
昇
等
に
繋
が
っ
て
い
る
ほ
か
、
金
融

機
関
等
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
一
部
抑
制
す
る

方
向
に
働
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ら
の
要
因
が
解
消
さ
れ
て
い
け
ば
、
政
策

効
果
が
よ
り
浸
透
し
て
い
く
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

金
融
機
関
収
益
に
対
し
て
は
、
当
面
、
一

段
の
下
押
し
圧
力
が
働
き
ま
す
が
、
金
融
機

関
は
総
じ
て
充
実
し
た
資
本
基
盤
を
有
す
る

も
と
で
前
向
き
の
信
用
仲
介
を
継
続
し
て
い

く
と
み
ら
れ
ま
す
。
金
融
機
関
の
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
・
リ
バ
ラ
ン
ス
が
、
経
済
・
物
価
情
勢

の
改
善
と
結
び
つ
い
て
い
け
ば
、
基
礎
的
収

益
力
の
回
復
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
足
も
と
の
収
益
力

の
減
少
傾
向
が
長
引
く
場
合
に
は
、
い
ず
れ

信
用
仲
介
機
能
の
制
約
に
繋
が
っ
て
い
く
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
金
融
安
定
面
へ
の
影
響

と
し
て
は
、
マ
ク
ロ
的
な
リ
ス
ク
蓄
積
や
資

産
価
格
等
へ
の
影
響
が
行
き
過
ぎ
る
過
熱
方

向
の
リ
ス
ク
、
収
益
減
少
に
歯
止
め
が
か
か

ら
ず
金
融
仲
介
が
停
滞
方
向
に
向
か
う
リ
ス

ク
の
両
面
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

金
融
シ
ス
テ
ム
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
性
を
維
持
し
つ
つ
、
円
滑
な
金
融
仲
介
活

動
を
通
じ
て
経
済
成
長
に
貢
献
し
て
い
く
に

は
、
潜
在
的
な
脆
弱
性
に
繋
が
り
得
る
マ
ク

ロ
的
な
リ
ス
ク
の
蓄
積
や
構
造
的
な
変
化
に

着
実
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
ク
ロ
的
な
リ
ス
ク
蓄
積
の
観
点
か
ら
は
、

①
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
み
た
海
外
経

済
お
よ
び
内
外
金
融
資
本
市
場
の
変
動
に
対

す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
拡
大
が
、
構
造

的
な
変
化
と
し
て
は
、
②
大
規
模
金
融
機
関

の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
重
要
性
の
高
ま
り
と
、

③
国
内
預
貸
業
務
の
収
益
性
の
低
下
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質

的
金
融
緩
和
の
効
果
が
浸
透
し
て
い
く
過
程

で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
何
れ
に
対
し
て
も
強

く
影
響
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
や
や
長
い
目
で
み
て
金
融
安
定

に
影
響
し
得
る
要
素
と
し
て
は
、
④
家
計
部

門
に
お
け
る
「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」
の
持
続
性
、

⑤
F
in 

Tec
h
を
含
む
金
融
分
野
で
の
I
T

活
用
の
広
が
り
と
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
重
要
性
の
高
ま
り
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
銀
行
は
、
金
融
機
関
に
対
し
上
述
の

課
題
へ
の
対
応
を
促
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ

の
際
、
金
融
機
関
の
資
本
基
盤
は
充
実
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
前
向
き
な
リ
ス
ク
テ

イ
ク
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
業
務
展
開
を
可
能
と

す
る
管
理
力
の
充
実
を
促
す
こ
と
に
力
点
を

置
き
ま
す
。
ま
た
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
考
査
、

セ
ミ
ナ
ー
等
を
通
じ
て
、
金
融
機
関
の
対
応

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
な
ど
、
金
融
安
定
の
確
保

に
向
け
た
各
種
対
応
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の

視
点
か
ら
み
た
リ
ス
ク
と
課
題

日
本
銀
行
の
取
り
組
み
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平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
後

の
日
本
銀
行
の
対
応

▼
こ
の
た
び
の
熊
本
地
震
に
よ
り
被

害
を
受
け
ら
れ
た
被
災
者
の
皆
さ
ま

に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
ま
す
。

金
融
機
能
の
維
持
と 

円
滑
な
資
金
決
済
の
確
保

▼
今
回
の
地
震
発
生
後
、
日
本
銀
行

は
、
熊
本
、
大
分
を
は
じ
め
と
し
た

九
州
地
方
所
在
の
各
支
店
・
事
務
所

を
含
め
、
す
べ
て
の
本
支
店
・
事
務

所
で
通
常
ど
お
り
銀
行
券
の
供
給
や

窓
口
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

日
本
銀
行
と
金
融
機
関
等
と
を
結

び
、
お
金
の
や
り
と
り
を
電
子
的
に

行
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
「
日
銀
ネ
ッ
ト
」
も
、

正
常
か
つ
安
定
的
に
稼
動
し
て
い
ま

す
。

▼
四
月
十
五
日
に
は
、「
平
成

二
十
八
年
熊
本
県
熊
本
地
方
の
地
震

に
係
る
災
害
に
対
す
る
金
融
上
の
措

置
に
つ
い
て
」
を
発
出
し
、
金
融
機

関
等
に
対
し
、
預
金
通
帳
や
印
鑑
等

を
紛
失
し
た
場
合
に
お
け
る
預
金
等

の
払
い
戻
し
な
ど
に
つ
い
て
、
状
況

に
応
じ
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う

要
請
し
ま
し
た
。

金
融
政
策
面
で
の
対
応

▼
日
本
銀
行
で
は
、
熊
本
地
震
の
被

災
地
の
金
融
機
関
を
対
象
に
、
復

旧
・
復
興
に
向
け
た
資
金
需
要
へ
の

対
応
を
支
援
す
る
た
め
、「
被
災
地

金
融
機
関
支
援
オ
ペ
（
平
成
二
十
八

年
熊
本
地
震
に
か
か
る
被
災
地
金
融

機
関
を
支
援
す
る
た
め
の
資
金
供
給

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）」
等
の
措
置
を

導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
銀
行
か
ら
被
災
地
の

金
融
機
関
向
け
に
、
無
利
息
で
総
額

三
千
億
円
ま
で
貸
付
け
を
行
う
と
い

う
仕
組
み
で
す
。
ま
た
、
金
融
機
関

が
こ
の
仕
組
み
で
借
入
れ
を
し
た
残

高
の
二
倍
の
金
額
ま
で
、
当
該
金
融

機
関
が
保
有
す
る
日
本
銀
行
の
当
座

預
金
残
高
に
対
し
て
、
マ
イ
ナ
ス
金

利
を
適
用
せ
ず
、
ゼ
ロ
％
の
金
利
を

適
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
（
四
月

二
十
七
日
、
二
十
八
日
の
金
融
政
策

決
定
会
合
に
て
決
定
）。

大
分
支
店 

店
内
見
学
を
再
開

▼
大
分
支
店
で
は
、
大
口
営
繕
工
事

の
た
め
一
年
間
に
わ
た
り
中
止
し
て

い
た
店
内
見
学
を
二
〇
一
六
年
三
月

か
ら
再
開
し
ま
し
た
。

▼
再
開
に
当
た
り
目
玉
に
な
る
も
の

を
作
ろ
う
と
支
店
職
員
が
ア
イ
デ
ア

を
出
し
合
い
、「
銀
行
券
裁
断
片
で

作
製
し
た
府
内
城
模
型
」
や
「
３
Ｄ

技
術
を
用
い
た
福
澤
諭
吉
胸
像
」
な

ど
の
コ
ー
ナ
ー
を
新
設
し
ま
し
た
。

▼
「
福
澤
諭
吉
」
は
大
分
県
中

津
市
の
出
身
で
、
昭
和
五
十
九

年
（
一
九
八
四
）
か
ら
現
在
ま
で
、

一
万
円
札
の
顔
と
し
て
活
躍
中
で

す
。
中
津
市
に
あ
る
福
澤
諭
吉
記
念

館
に
も
一
万
円
札
の
一
号
券
の
一
つ

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
こ
れ
ら
は
地
元
の
新
聞
や
テ
レ
ビ

だ
け
で
な
く
全
国
や
海
外
で
も
報
道

さ
れ
る
な
ど
大
変
評
判
を
呼
び
、
見

学
の
問
い
合
わ
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

▼
大
分
支
店
の
見
学
お
申
込
み
に
つ

い
て
は
、
日
銀
Ｈ
Ｐ
の
「
日
本
銀
行

支
店
・
事
務
所
」
→
「
日
本
銀
行
大

分
支
店
」
→
「
支
店
見
学
の
ご
案
内
」

の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

５億円分の銀行券裁断片で
作製した「府内城」

３Ｄプリンタで作製した樹脂製諭吉像。
着物は職員の手作りです

顔の立体感がリアルな
段ボール製の諭吉像
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決
済
シ
ス
テ
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
開
催

▼
日
本
銀
行
は
三
月
十
七
日
、
十
八

日
に
、
本
店
に
お
い
て
、「
決
済
シ

ス
テ
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

▼
情
報
技
術
革
新
の
下
で
、
決
済

サ
ー
ビ
ス
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や

「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
」（
注
）
と
呼
ば
れ

る
動
き
が
広
範
に
み
ら
れ
て
い
る

中
、
日
本
銀
行
は
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
開
催
に
あ
た
り
、
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー

と
参
加
者
を
公
募
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
は
多
数
の
応
募
が
あ
り
、
非
金
融

企
業
を
含
め
、
決
済
や
フ
ィ
ン
テ
ッ

ク
に
関
わ
る
広
範
な
企
業
が
集
う
イ

ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

▼
初
日
に
は
、
黒
田
東は

る
ひ
こ彦
総
裁
が

開
会
挨
拶
を
行
い
ま
し
た
。
黒
田
総

裁
は
、
決
済
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
対

す
る
日
本
銀
行
の
視
点
な
ど
に
つ
い

て
述
べ
た
う
え
で
、
日
本
銀
行
決
済

機
構
局
内
に
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
を
設
立
す
る
こ
と
を
発
表
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の

基
盤
技
術
で
あ
る
分
散
型
元
帳
を
金

融
実
務
に
応
用
す
る
上
で
の
課
題
な

ど
、
リ
テ
ー
ル
決
済
を
巡
る
広
範
な

論
点
に
つ
い
て
、
活
発
な
議
論
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

▼
二
日
目
に
は
、
桑
原
茂
裕
理
事
が

開
会
挨
拶
を
行
い
、
決
済
シ
ス
テ
ム

の
高
度
化
に
向
け
た
日
本
銀
行
の
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し

た
。
続
い
て
、
大
口
決
済
シ
ス
テ
ム

の
高
度
化
を
巡
る
今
後
の
課
題
な
ど

に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
交
換

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
当
日
の
議
事
概
要
に
つ
い
て
は
、

日
銀
Ｈ
Ｐ
の
「
決
済
・
市
場
」
→
「
決

済
シ
ス
テ
ム
の
概
要
」
→
「
決
済
シ

ス
テ
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
日
銀
春
休
み
親
子
見
学
会
」

の
開
催
（「
日
銀
夏
休
み
親
子

見
学
会
」の
ご
案
内
）

▼
日
本
銀
行
本
店
で
は
、
四
月
一
日

（
金
）、
四
日
（
月
）
の
二
日
間
に
わ

た
り
、
小
学
校
四
～
六
年
生
お
よ
び

中
学
生
の
お
子
さ
ま
と
そ
の
保
護
者

の
方
を
対
象
に
、「
春
休
み
親
子
見

学
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
今
回
の
見
学
会
に
は
、
合
計
八
四

組
一
八
一
名
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た

だ
き
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
本
店
本
館
（
旧
地
下
金
庫

な
ど
）
や
現
在
窓
口
業
務
を
行
っ
て

い
る
新
館
営
業
場
を
ご
見
学
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
お
こ
づ
か
い
帳

の
付
け
方
な
ど
を
通
し
て
お
金
の
大

切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
い
た

他
、
お
札
に
施
さ
れ
て
い
る
偽
造
防

止
技
術
の
紹
介
、
一
億
円
の
重
さ
体

験
や
お
札
の
数
え
方
体
験
な
ど
の
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
、
皆
様
に

は
日
銀
や
お
金
に
つ
い
て
楽
し
み
な

が
ら
学
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
毎
回
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
親
子
見
学
会
の
次
回
の
開
催
は
、

夏
休
み
期
間
中
の
八
月
一
日
（
月
）

～
五
日
（
金
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
「
日
銀
っ
て
何
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
？
」
と
い
う
お
子
さ
ま
の
好
奇
心

に
お
応
え
で
き
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ

フォーラムには幅広い企業が参加しました

（
注
）フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（F

inT
ech

）と
は
、金

�����

融（F
inance

）と
技
術（Technology

）

と
の
融
合
を
指
す
言
葉
で
す
。
新
し
い

情
報
技
術
の
活
用
な
ど
を
通
じ
て
、
個

人
や
企
業
が
、
借
入
れ
や
送
金
、
投
資

ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を

よ
り
便
利
か
つ
迅
速
に
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
り
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
と
組
み

合
わ
せ
た
、
よ
り
高
度
な
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
目
指
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

例
え
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
活

用
し
た
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
、
大

量
の
デ
ー
タ
を
迅
速
に
分
析
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
に
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
つ
な
げ
て
い
く
取
り
組
み
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

発券局の職員が「お札の数え方」を
レクチャーする模様
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ム
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

▼
参
加
は
無
料
で
す
。
お
申
し
込
み

方
法
な
ど
の
詳
細
は
日
銀
Ｈ
Ｐ
に
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の
お

越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

「
第
一
二
回 
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ 

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

論
文
募
集
中

応
募
締
切
：
九
月
三
十
日
（
金
）

▼
「
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
」
は
、
日

本
銀
行
の
金
融
教
育
充
実
に
向
け

た
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
学

生
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
毎
年
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
も
応
募
論

文
の
受
付
を
開
始
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
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に

設
定
し
て
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま

せ
ん
。
多
く
の
学
生
の
皆
さ
ん
か

ら
の
斬
新
な
提
言
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
！

▼
日
銀
Ｈ
Ｐ
に
専
用
コ
ー
ナ
ー
を

設
け
、
概
要
、
過
去

の
決
勝
参
加
チ
ー
ム

の
作
品
全
文
お
よ
び

審
査
員
講
評
等
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

■平成 28 年熊本地震により犠牲となられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまに
謹んでお見舞いを申し上げます。 （編集一同）
■ 5 月 30 日をもって情報サービス局長を退任し、
本号の編集が編集長としての最後の仕事となりまし
た。ご愛読いただき、ありがとうございました。日
本銀行の仕事やそこで働く役職員の姿をわかりやす
くお伝えしたいと考えて編集に努めてきましたが、
いかがだったでしょうか。また、全国の支店を通じ
て地域の皆様方とも触れ合いを持たせて頂いている
点もお伝えしたかったことの一つです。今後とも、
日銀と「にちぎん」を宜しくお願い致します。（髙橋）
■このたび編集長に就任しました。日本銀行で様々
な仕事をして 33 年目となりますが、広報誌「にち
ぎん」の仕事に携わるのは初めてです。これまでの
経験を生かして、読者の皆様に、日本銀行の活動を
面白く、わかりやすく紹介していきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。 （鶴海）

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

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

※本誌に掲載している内容は、必ずしも日本銀行の見解を
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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　　　　　2～ 4 名 1 組のグループでご応募ください。
授賞内容   最優秀賞／１チーム（副賞：図書カード15万円）
　 　 　 優 秀 賞／２チーム（副賞：図書カード 3万円）
　 　 　 特 別 賞／１チーム（副賞：図書カード 3万円）
※応募の詳細は裏面の応募要項および日本銀行ホームページをご覧ください。

日銀グランプリは、日本銀行が毎年開催している、
学生の皆さんを対象とした金融分野の
小論文・プレゼンテーションのコンテストです。
多くの皆さんのご応募をお待ちしています！
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　マンハッタン島南部のウォールストリートを中心

とするニューヨークの金融街には、高層ビルや歴史

的建造物が多く立ち並び、ビジネスマンや観光客で

絶えずにぎわっています。

　街を歩くと、ちょっとした広場や道の空間に軒を

連ねる、色とりどりのベンダー（料理などを販売す

る露店）に目が留まります。ニューヨークのベンダ

ーには長い歴史があり、その昔、近郊の沿岸で豊富

に採れたカキの路上販売が元祖だとも言われていま

す。とあるベンダーの店員と話をすると、「エジプト

から来た」と言います。地価の高いニューヨークでは、

こうした路上販売が、移民の生活を支える礎となり、

ひいては、大きなビジネスチャンスとなっています。

このため、売られる料理も、移民の流入に合わせて

変遷してきたそうです。現在では、イスラム人口の

増加を映じて、イスラム教徒でも食べられる料理を

意味する「HALAL（ハラール）」、と銘打ったベンダ

ーが目立ちます。昼時になると、店の前に行列がで

from New York

きることも珍しくはありません。

　高層ビルを見上げつつ歩いていると、下から湧き出

てくる蒸気に巻き込まれることがあるのでご注意。実

は、マンハッタン島の地下には、蒸気を運ぶパイプラ

インが四方八方に張り巡らされています。地下から蒸

気が湧き上がるのは、浸入した水がパイプラインによ

って熱せられ、気化しているためです。金融街には、

蒸気船の実用化に成功したロバート・フルトンがその

名の由来となったフルトンストリートが東西に延びて

いるなど、「蒸気の街」といった一面もあるのです。

蒸気は、高層ビルなどの暖房としてはもちろんのこと、

冷房としても転用可能で、夏場に増加する電力需要を

抑える働きもしています。

　このように、少し散策するだけで色々な発見がある

ニューヨークの金融街は、本日もさまざまな人々が行

き交い、活気に満ちています。

� （ニューヨーク連邦準備銀行）

＊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。

様々な料理を手軽に味わえるベンダー 所々で湧き上がる蒸気

金融街のシンボルとなった「チャージングブル」。
この雄牛の猛然たる様は株式市場の力強さとその
予測不可能な動きなどを表現しています

ニューヨークの金融街を散策
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