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絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　
「
粗
末
な
も
の
で
、
お
恥
ず
か
し
い
の
で
す
が
」

と
、
言
い
な
が
ら
贈
り
物
を
差
し
上
げ
る
習
慣
が
、

と
て
も
不
思
議
だ
っ
た
、
と
、
私
の
本
を
英
訳
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
カ
ナ
ダ
出
身
の
翻
訳
家
の
平

野
キ
ャ
シ
ー
さ
ん
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
い
ま
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
そ
う
い
う
言
い
方

を
し
て
い
る
の
か
わ
か
る
け
れ
ど
、
初
め
て
日
本

に
来
た
頃
は
、
え
？　

な
ん
で
、
贈
っ
た
ら
恥
ず

か
し
い
よ
う
な
粗
末
な
も
の
を
贈
る
の
？　

私
た

ち
は
、
素
晴
ら
し
い
物
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
あ
げ

た
く
て
、
と
贈
る
の
に
、
と
思
っ
た
わ
」

　

こ
れ
に
は
、
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
何
か

を
差
し
上
げ
る
と
き
の
心
の
持
ち
よ
う
ひ
と
つ
に

も
、
文
化
の
違
い
が
あ
る
の
だ
な
あ
、
と
気
づ
か

さ
れ
た
の
で
す
。

　

物
を
あ
げ
た
り
、も
ら
っ
た
り
。贈
与
と
交
換
は
、

私
が
学
ん
で
き
た
文
化
人
類
学
で
は
、
ず
っ
と
大

切
に
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
す
が
、
人
と
人
と
の

間
を
つ
な
い
で
い
く
「
物
」
た
ち
は
、
あ
か
ら
さ

ま
に
は
表
現
さ
れ
な
い
様
々
な
感
情
を
伴
っ
て
や

り
と
り
さ
れ
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
文
化
に
よ
っ

て
作
法
が
違
う
と
、
む
む
？　

な
ん
で
？　

と
不

思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
点
、お
金
、と
い
う
の
は
、「
剥
き
出
し
」
で
、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
は
実
に
シ
ン
プ
ル

で
す
。
そ
の
せ
い
か
、
文
化
が
違
っ
て
も
、
そ
こ

に
付
与
さ
れ
る
感
情
や
象
徴
も
、
似
通
っ
て
い
る

気
が
し
ま
す
が
、「
お
金
」
も
ま
た
、
文
化
の
影
響

を
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

　

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
母
が
、
他ひ

と人
さ
ま
に

お
金
を
差
し
上
げ
る
と
き
、
封
筒
や
ポ
チ
袋
に
入

れ
る
の
を
見
て
育
ち
ま
し
た
。
咄と

っ
さ嗟

の
事
で
手
元

に
適
当
な
封
筒
や
ポ
チ
袋
が
な
い
と
き
は
、
母
は

テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
お
札
を
包
ん
で
、「
こ
の
よ
う
な
形

で
失
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」
と
、
一
言
添
え
な
が

ら
渡
し
て
い
ま
し
た
。

　

お
金
の
「
剥
き
出
し
の
合
理
性
」
が
、
母
に
は
、

あ
か
ら
さ
ま
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

親
戚
の
子
ど
も
に
お
小
遣
い
を
あ
げ
る
と
き
、

あ
る
い
は
、
労
働
の
対
価
以
上
に
、
ち
ょ
っ
と
し

た
心
づ
け
を
し
た
い
と
き
に
、
お
金
を
ポ
チ
袋
の

中
に
入
れ
て
、
あ
か
ら
さ
ま
で
な
い
よ
う
に
し
て

か
ら
渡
す
。
ポ
チ
袋
に
は
、
私
た
ち
の
心
に
生
ま

れ
る
た
め
ら
い
を
和
ら
げ
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う

な
役
割
が
秘
め
ら
れ
て
い
て
、
お
金
は
、
そ
っ
と

衣
を
纏ま

と

わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
、
人
に
渡
し

て
よ
い
物
に
変
わ
る
。

　

こ
う
い
う
他
者
と
の
「
や
り
と
り
」
の
小
さ
な
習

慣
の
中
に
も
、
意
外
に
深
い
、
様
々
な
意
味
の
糸

で
織
り
な
さ
れ
た
も
の
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
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明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）、
日
本
銀

行
は
北
海
道
の
拠
点
網
を
整
備
す
べ
く
、
札

幌
、
函
館
、
根
室
の
三
出
張
所
お
よ
び
道
内

一
六
カ
所
の
派
出
所
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

札
幌
出
張
所
は
明
治
三
十
九
年
（
一
九
○

六
）
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
十
七
年

（
一
九
四
二
）
一
月
、
札
幌
支
店
が
札
幌
市

大
通
西
に
二
〇
番
目
の
支
店
と
し
て
開
設

さ
れ
ま
し
た
。

　

草
創
期
の
札
幌
支
店
は
、
札
幌
以
北
の
道

内
全
域
と
樺か

ら
ふ
と太
を
管
轄
し
、
交
通
が
不
便
な

中
で
、
広
大
な
土
地
の
す
み
ず
み
ま
で
現
金

を
流
通
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

戦
後
、
札
幌
が
北
海
道
の
中
心
都
市
と
し
て

大
き
く
発
展
す
る
に
伴
い
、
札
幌
支
店
の
業

務
量
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

表
紙
に
掲
載
し
た
現
店
舗
は
、
昭
和

三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
十
月
に
札
幌
市
中

央
区
に
移
転
さ
れ
た
二
代
目
の
店
舗
で
す
。

大
通
公
園
に
面
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

り
の
地
上
二
階
地
下
一
階
建
て
の
建
物
で
、

外
壁
は
花か

崗こ
う
が
ん岩
張
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
店
舗
竣
工
か
ら
半
世
紀
以
上
に
わ
た

っ
て
、
札
幌
支
店
は
札
幌
の
街
を
見
守
り
続

け
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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INTERVIEW

取
材
・
文 

安
楽
由
紀
子

　
写
真 

野
瀬
勝
一

Senri T
anida

谷
田
千
里

株
式
会
社
タ
ニ
タ
代
表
取
締
役
社
長

　

一
九
五
九
年
に
家
庭
用
体
重
計
の
製
造
を
開
始
し
、
九
二
年
に
は
乗
る
だ
け
で
体
脂
肪
率
が
計
測

で
き
る
世
界
初
の
体
脂
肪
計
を
開
発
す
る
な
ど
、「
健
康
を
は
か
る
」
こ
と
に
お
い
て
業
界
を
リ
ー

ド
し
て
き
た
タ
ニ
タ
。
三
代
目
社
長
に
谷
田
千
里
氏
が
就
任
し
て
か
ら
は
、
レ
シ
ピ
本
や
レ
ス
ト
ラ

ン
業
態
の
「
タ
ニ
タ
食
堂
」
な
ど
食
の
分
野
に
も
進
出
。
さ
ら
に
は
、
法
人
向
け
健
康
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
提
供
す
る
な
ど
、
健
康
づ
く
り
を
総
合
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
企
業
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
業
容
を
広
げ
て
い
っ
た
背
景
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
な
ど
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
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―
― 

社
長
に
就
任
さ
れ
て
か
ら
今
年

で
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
間
、タ
ニ
タ
は「
は
か
り
」の
メ
ー

カ
ー
か
ら
、
健
康
全
般
を
扱
う
企
業

へ
と
業
容
を
広
げ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
な
る
ま
で
に
は
多
く
の
ご
苦
労

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
は
、
社
長
に
就
任
さ
れ
た

時
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

谷
田　

私
が
父
か
ら
会
社
を
受
け
継

い
だ
二
〇
〇
八
年
時
点
で
、
タ
ニ
タ

は
将
来
が
明
る
く
開
け
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ま

ま
で
は
じ
り
貧
に
な
る
と
い
う
危
機

感
が
あ
り
、
会
社
の
体
質
を
変
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
強

く
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、

経
営
に
外
か
ら
の
視
点
を
も
っ
と
取

り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
商

品
開
発
、
そ
の
両
面
に
力
を
注
い
で

き
ま
し
た
。

―
― 

外
か
ら
の
視
点
と
は
具
体
的
に

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

谷
田　

社
長
就
任
時
、
会
社
の
土
台

で
あ
る
会
計
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

（
法
令
順
守
）
と
い
っ
た
内
部
統
制

に
対
し
て
、
外
部
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク

が
あ
ま
り
効
い
て
い
な
い
状
態
で
し

た
。
こ
れ
は
会
社
に
と
っ
て
良
く
な

い
こ
と
だ
と
考
え
、
外
部
監
査
を
入

れ
て
、
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ほ
し

い
と
要
請
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
別
の

創
業
の
精
神
を
守
り
な
が
ら

健
康
を「
つ
く
る
」企
業
へ

監
査
法
人
に
も
入
っ
て
も
ら
い
、
課

題
を
抽
出
し
て
、
内
部
統
制
を
強
化

し
て
い
ま
す
。
社
長
就
任
時
に
比
べ

れ
ば
随
分
改
善
し
ま
し
た
が
、
今
で

も
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
す
。

―
― 

も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
商
品
開

発
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
進
め

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

谷
田　

タ
ニ
タ
は
長
年
、
健
康
に
関

す
る
は
か
り
を
製
造
し
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
先
、
何
を
「
飯
の
タ
ネ
」

に
し
て
い
く
か
を
考
え
て
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
矢
先
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
Ｎ
Ｅ
Ｏ
」
と
い
う
テ
レ

ビ
番
組
の
「
世
界
の
社
食
か
ら
」
と

い
う
コ
ー
ナ
ー
に
、
弊
社
の
社
員
食

堂
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

れ
を
見
た
出
版
社
か
ら
レ
シ
ピ
本
出

版
の
オ
フ
ァ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
た
ち
は
、
社
員
食
堂
で
特
段

珍
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を
出
し
て
い
る
と

は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

レ
シ
ピ
本
が
売
れ
る
と
は
思
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
出
版
社
か
ら

は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
五
〇
〇
キ
ロ
カ

ロ
リ
ー
前
後
で
野
菜
た
っ
ぷ
り
の
ヘ

ル
シ
ー
な
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
社

員
食
堂
な
ん
て
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん

よ
」
と
熱
い
ラ
ブ
コ
ー
ル
。
私
と
し

て
は
、
そ
う
言
わ
れ
て
も
半
信
半
疑

で
し
た
が
、
た
と
え
売
れ
な
く
て
も
、

そ
の
本
を
手
に
取
っ
た
人
に
タ
ニ
タ

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
い
い
と
思
い
、
出
版
す
る

こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の

件
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
で
は
当
た

り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
外
部

の
人
か
ら
は
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
て

も
ら
え
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
ね
。
こ
う

し
て
、
一
つ
の
テ
レ
ビ
番
組
を
き
っ

か
け
に
レ
シ
ピ
本
出
版
に
向
け
て
動

き
出
し
た
の
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で

タ
ニ
タ
の
レ
シ
ピ
本
は
ミ
リ
オ
ン
セ

ラ
ー
と
な
り
、
続
編
も
出
ま
し
た
。 

危
機
感
の
な
か
社
長
就
任

レ
シ
ピ
本
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
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メ
ー
カ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
業
に

進
出
し
た
っ
て
い
い

―
― 

レ
シ
ピ
本
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、

ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
で
す

か
。

谷
田　

タ
ニ
タ
の
商
品
は
故
障
が
少

な
い
た
め
、
ク
レ
ー
ム
の
電
話
を
い

た
だ
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

す
が
、
レ
シ
ピ
本
の
出
版
後
、「
社
員

食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
を
食
べ
た
い
」
と

い
う
問
い
合
わ
せ
を
た
く
さ
ん
い
た

だ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
し
「
社
員
専
用
な
の
で
」
と
謝
る

ば
か
り
で
し
た
。
ま
た
、
直
接
、
弊

たにだ・せんり● 1972 年大阪府生まれ。93 年調理師専門
学校を経て、佐賀短期大学（現・西九州大学短期大学部）
に進学。97 年に佐賀大学理工学部卒業後、 株式会社船井総
合研究所などを経て、2001 年に株式会社タニタ入社、05
年タニタアメリカ取締役、07 年株式会社タニタ取締役を歴
任し、08 年 5 月に代表取締役社長に就任。10 年に発行し
た『体脂肪計タニタの社員食堂』（大和書房）はシリーズ累
計発行部数542万部を超えるベストセラーに。12年には「丸
の内タニタ食堂」をオープン。12 年、14 年に「タニタ健
康プログラム」の取り組みが厚生労働白書に掲載。18 年 6
月にタニタカフェの旗艦店として「タニタカフェ有楽町店」
をオープン。現在、タニタ食堂 7 店舗を含め全国 28 カ所
でタニタ食堂のメニューを提供している。タニタカフェは
有楽町店、長岡店の他、多数のコラボ店がある。

社
に
「
食
べ
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
訪

れ
る
方
も
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て

タ
ニ
タ
の
社
員
食
堂
を
評
価
し
て
く

だ
さ
る
の
は
う
れ
し
い
反
面
、
期
待

に
お
応
え
で
き
ず
に
困
っ
て
も
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
、
あ
る
広
告
代
理

店
か
ら
「
タ
ニ
タ
の
社
員
食
堂
の
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
を

開
き
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
提
案
が

あ
っ
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
テ
レ
ビ

番
組
や
、
出
版
社
の
オ
フ
ァ
ー
と
同

じ
で
、
こ
れ
も
出
会
い
で
す
よ
ね
。

―
― 

は
か
り
メ
ー
カ
ー
と
し
て
や
っ

て
き
た
タ
ニ
タ
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
事

業
に
進
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

社
長
と
し
て
相
当
重
い
決
断
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
す
か
。

谷
田　

私
た
ち
と
し
て
も
、
お
客
様

の
「
タ
ニ
タ
の
社
員
食
堂
メ
ニ
ュ
ー

を
食
べ
た
い
」
と
い
う
リ
ク
エ
ス

ト
に
応
え
た
い
思
い
が
あ
り
ま
し

た
。
社
長
と
し
て
の
私
の
立
場
で
言

う
と
、
当
時
、
会
社
で
行
っ
て
い
る

事
業
や
商
品
は
前
社
長
で
あ
る
私
の

父
の
時
代
に
築
き
上
げ
た
も
の
で
し

た
か
ら
、
私
が
社
長
に
な
っ
て
か
ら

始
め
た
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
が
成
功
し

た
ら
、
会
社
で
も
自
分
の
カ
ラ
ー
が

出
せ
る
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
う
し
て
「
メ
ー
カ
ー

が
サ
ー
ビ
ス
業
に
進
出
す
る
」
と
い

う
試
み
を
実
行
に
移
す
こ
と
で
、
社

員
に
対
し
て
、「
事
業
領
域
に
と
ら

わ
れ
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
」
と
い
う

私
の
考
え
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
も
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を

総
合
的
に
考
え
、
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業

に
乗
り
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
タ
ニ
タ
な
ら
で

は
の
仕
掛
け
を
入
れ
よ
う
と
、
レ
ス

ト
ラ
ン
内
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

仕
様
の
体
組
成
計
を
使
っ
た
無
料
の

健
康
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。

―
― 

初
め
か
ら
、
タ
ニ
タ
食
堂
を
全

国
展
開
さ
せ
よ
う
と
思
わ
れ
て
い
た

の
で
す
か
。

谷
田　

タ
ニ
タ
食
堂
の
一
号
店
を
開

店
し
た
際
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
質
問

に
対
し
て
、「
各
都
道
府
県
に
一
店
つ

く
り
ま
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
（
笑
）。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
し

て
開
店
し
た
い
と
い
う
方
が
何
名
も

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
心
の
中
で

は
全
国
展
開
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ

こ
か
ら
が
大
変
で
し
た
。
レ
シ
ピ
を

公
開
し
て
い
る
の
で
、
タ
ニ
タ
食
堂

の
メ
ニ
ュ
ー
は
誰
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、「
野
菜
の
固
さ
」
ひ
と
つ
と
っ

て
も
、
メ
ニ
ュ
ー
を
忠
実
に
再
現
で

き
る
人
が
い
な
い
。
大
量
に
調
理
す

る
と
き
に
は
、
雑
菌
を
殺
す
た
め
に

煮
込
め
ば
煮
込
む
ほ
ど
良
い
と
考
え

る
人
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
固

さ
が
違
う
だ
け
で
も
タ
ニ
タ
ブ
ラ
ン

ド
と
し
て
は
提
供
で
き
ま
せ
ん
。
適

度
に
火
を
通
す
こ
と
で
、
歯
ご
た
え

が
あ
っ
て
お
い
し
い
う
え
に
、
そ
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高
齢
化
社
会
が
到
来
し
た
今
、

健
康
へ
の
関
心
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど

高
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う

し
た
中
、
健
康
を
は
か
る
メ
ー
カ
ー

と
し
て
の
タ
ニ
タ
が
取
り
組
ん
だ
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

谷
田　

タ
ニ
タ
は
元
々
、
は
か
り
の

メ
ー
カ
ー
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
ま
で

の
商
品
を
見
て
み
る
と
、
機
器
の
精

度
に
対
し
て
は
評
価
が
高
い
と
自
負

し
て
い
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
使
い

勝
手
が
悪
か
っ
た
。
前
社
長
で
あ
る

計
測
機
器
も
通
信
時
代
に

社
員
一
丸
と
な
っ
て
改
良

し
ゃ
く
す
る
回
数
が
増
え
て
満
腹
感

が
得
ら
れ
る
。
も
の
づ
く
り
を
し
て

い
る
会
社
で
す
か
ら
、
品
質
に
お
い

て
妥
協
で
き
な
い
の
で
す
。
調
理
の

ク
オ
リ
テ
ィ
ー
管
理
の
面
で
の
難
し

さ
か
ら
、
一
時
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

化
を
諦
め
か
け
た
の
で
す
が
、
服
部

栄
養
専
門
学
校
の
服は
っ
と
り部

幸ゆ
き

應お

先
生
と

ご
縁
が
あ
り
、「
タ
ニ
タ
の
ク
ラ
ス

を
持
っ
て
い
た
だ
け
な
い
か
」
と
相

談
し
た
ら
ご
快
諾
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
こ
こ
で
も
、
人
の
縁
が
会
社
の

進
む
べ
き
道
を
切
り
開
い
て
く
れ
ま

し
た
。
ご
縁
の
大
切
さ
を
つ
く
づ
く

感
じ
ま
す
。

―
― 

そ
れ
で
調
理
方
法
や
品
質
を
均

一
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
ね
。

谷
田　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。「
タ

ニ
タ
シ
ェ
フ
育
成
コ
ー
ス
」
で
一
カ

月
半
ほ
ど
か
け
て
み
っ
ち
り
学
び
、

テ
ス
ト
に
合
格
し
た
方
だ
け
が
、
タ

ニ
タ
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
、
全
国
二
八

カ
所
で
タ
ニ
タ
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
ま
だ
受
講
希
望
者
は
途

切
れ
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
一
八

年
六
月
に
は
、「
タ
ニ
タ
カ
フ
ェ
有
楽

町
店
」
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。「
楽

天
ラ
グ
リ
」
さ
ん
と
提
携
し
、
契
約

農
家
が
育
て
た
有
機
野
菜
を
使
っ
た

食
事
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
お
か
げ

さ
ま
で
初
月
か
ら
好
評
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
タ
ニ
タ
食
堂
も
タ
ニ
タ

カ
フ
ェ
も
、
今
後
も
伸
び
て
い
っ
て

く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

父
は
新
し
物
好
き
だ
っ
た
の
で
、
今

で
い
う
Ｉ
ｏ
Ｔ
（
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
化
）
の
先
駆
け
的
な
商
品
を

つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、
体
組
成
計
や
血
圧
計
、
歩
数
計

な
ど
の
情
報
を
、
赤
外
線
で
Ｕ
Ｓ
Ｂ

メ
モ
リ
ー
に
転
送
し
、
パ
ソ
コ
ン
か

ら
サ
ー
バ
ー
に
送
る
仕
組
み
を
作
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
赤
外
線
だ
と
通

信
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、
導

入
費
用
が
高
か
っ
た
り
と
い
っ
た
理

由
で
、
売
れ
て
い
な
か
っ
た
。
社
内

会
議
で
は
い
つ
も
社
員
か
ら
、「
こ

の
商
品
は
い
つ
販
売
を
や
め
る
ん
で

す
か
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。

―
― 

売
れ
て
い
な
か
っ
た
商
品
を
ど

う
や
っ
て
売
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で

す
か
。

谷
田　

私
も
父
と
似
て
、
時
代
を
先

読
み
す
る
タ
イ
プ
で
す
か
ら
、「
こ

う
い
う
商
品
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
時

代
が
き
っ
と
来
る
は
ず
で
、
方
向
性

は
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
全
社
員
に
こ
の

商
品
を
配
り
、
強
制
的
に
使
わ
せ
た

の
で
す
。
社
長
特
権
で
（
笑
）。
そ

し
て
、
実
際
に
使
っ
て
も
ら
っ
て
、

な
ん
で
も
い
い
か
ら
意
見
を
出
し
て

ほ
し
い
と
呼
び
か
け
、
そ
の
意
見
を

取
り
入
れ
な
が
ら
商
品
の
改
良
を
進

め
ま
し
た
。
同
時
に
、
世
の
中
の
Ｉ

Ｔ
環
境
の
整
備
も
進
み
、
今
の
無
線

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
技
術
を
内
蔵
し
た
機
器

に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
使
い
勝
手

も
飛
躍
的
に
良
く
な
り
ま
し
た
。 

―
― 

改
良
さ
れ
た
商
品
を
ど
の
よ
う

に
売
り
込
ん
で
い
か
れ
た
の
で
す
か
。

谷
田　

次
に
考
え
た
の
は
、
こ
の
商

品
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
を
ど
こ
に
定
め

る
か
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
一
般
顧

客
・
個
人
向
け
に
販
売
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
社
員
が
使
用
し
て

集
ま
っ
て
き
た
デ
ー
タ
を
見
て
み
る

と
、
歩
数
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
い

き
、
体
脂
肪
率
が
下
が
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
こ
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谷
田
社
長
は
、
健
康
を
は
か

る
メ
ー
カ
ー
と
し
て
、
心
の
状
態
を

計
測
す
る
こ
と
に
も
着
目
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
ね
。
心
の
状
態
は
目
に

見
え
な
い
う
え
に
、
数
値
化
す
る
の

が
難
し
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

谷
田　

心
の
状
態
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に

表
れ
る
の
は
睡
眠
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
睡
眠
の
質
を
は

か
る
こ
と
で
、
心
の
状
態
の
よ
し
あ

し
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
弊
社
の
「
睡

眠
計
」
が
そ
の
一
助
と
な
る
と
思
い

ま
す
。

―
― 

睡
眠
に
目
を
つ
け
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

谷
田　
「
睡
眠
不
足
が
肥
満
と
関
係

し
て
い
る
」
と
い
う
海
外
の
論
文
を

は
か
り
メ
ー
カ
ー
と
し
て

睡
眠
の
質
も
数
値
化

と
は
、
こ
の
機
器
を
導
入
す
る
こ
と

で
社
員
の
活
動
量
が
増
え
、
健
康
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
し
た
。
そ
れ
を
確
か
め
る
べ
く
、

健
康
保
険
組
合
の
デ
ー
タ
を
分
析
し

た
結
果
、
私
の
見
立
て
は
的
中
し
、

自
社
比
で
一
割
弱
医
療
費
が
下
が
っ

て
い
た
の
で
す
。
こ
の
数
値
を
公
表

し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
四
年
版
と

二
十
六
年
版
の
「
厚
生
労
働
白
書
」

で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

し
た
。
そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
基
に
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
個
人
か
ら
法
人
に
シ

フ
ト
し
、「
タ
ニ
タ
健
康
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
、
パ
ッ

ケ
ー
ジ
と
し
て
提
供
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
を
確
立
し
た
の
で
す
。現
在
、

さ
ま
ざ
ま
な
企
業
や
自
治
体
な
ど
か

ら
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
引
き

合
い
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

読
ん
で
、
心
身
の
状
態
が
睡
眠
に
表

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
こ

と
が
当
初
の
き
っ
か
け
で
す
。
そ
こ

で
、
睡
眠
の
質
を
は
か
る
機
器
、
具

体
的
に
は
、
眠
り
の
質
を
点
数
化
す

る
機
器
を
開
発
し
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。
私
は
タ
ニ
タ
の
ア
メ
リ
カ
現
地

法
人
で
働
い
て
い
た
時
代
、
日
本
と

ア
メ
リ
カ
を
往
復
す
る
生
活
を
送
っ

て
い
て
、
日
本
に
い
る
間
に
こ
の
睡

眠
計
を
使
っ
て
毎
月
自
分
の
睡
眠
状

態
を
計
測
し
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も

一
〇
〇
点
満
点
中
七
〇
点
台
。
時
差

ボ
ケ
の
た
め
に
よ
く
眠
れ
て
い
な

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
折
、
突

然
父
か
ら
呼
ば
れ
て
、
来
年
か
ら
社

長
を
や
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で

す
。

―
― 

そ
れ
で
点
数
は
ど
う
な
っ
た
の

で
す
か
。

谷
田　

な
ん
と
、
四
〇
点
台
ま
で
下

が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。
毎

晩
の
よ
う
に
、
自
分
の
せ
い
で
会
社

が
傾
く
夢
、
お
客
様
に
謝
っ
て
い
る

夢
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

社
長
に
な
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
睡
眠

の
質
に
如
実
に
影
響
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
心
身
の
不
調
を

訴
え
て
い
た
社
員
に
睡
眠
計
を
使
っ

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
本
人
は
寝
て

い
る
つ
も
り
な
の
で
す
が
、
睡
眠
計

の
数
値
は
、
寝
て
い
な
い
と
き
の
よ

う
な
悪
い
値
が
出
ま
し
た
。
し
ば
ら

く
休
ん
で
も
ら
っ
た
あ
と
に
再
度
計

測
し
た
ら
、
正
常
値
に
な
り
安
心
し

ま
し
た
。
心
の
状
態
と
睡
眠
が
い
か

に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

―
― 

ス
ト
レ
ス
は
睡
眠
に
大
き
く
影

響
す
る
ん
で
す
ね
。
お
話
を
お
伺
い

し
て
い
て
、「
健
康
を
は
か
る
」
こ
と

を
中
心
に
、
創
業
以
来
の
精
神
と
人

と
の
縁
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
特
定

の
事
業
領
域
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
色
々

な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
、
い
つ

も
先
を
見
つ
め
た
商
品
作
り
を
し
て

こ
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

谷
田　

違
う
分
野
の
方
は
同
じ
業
界

の
方
と
は
違
っ
た
視
点
で
タ
ニ
タ
を

見
て
い
た
だ
け
る
の
で
、
何
気
な
い

一
言
で
も
私
に
と
っ
て
は
心
に
残
る

一
言
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
ま
た
、
私
た
ち
の
事
業
に
生
き

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
― 

違
う
分
野
の
方
と
の
対
話
は
、

得
る
も
の
が
多
い
で
す
ね
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



NICHIGIN 2018 NO.569

高台から眺めた萩市中心地。川の向こう、明かりの集まる場所が
かつての城下町。右端の小山は、1604 年に毛利輝元が麓に萩城
を築いた指

し

月
づき

山。現在は「指月公園」として整備され、春には約
500 本のソメイヨシノや天然記念物ミドリヨシノが咲き誇る。

明
治
維
新
、
そ
し
て
産
業
の
劇
的
な
近
代
化
。

長
州
藩
で
学
び
、
育
っ
た
若
者
た
ち
が
、

日
本
を
大
き
く
変
え
て
か
ら
一
五
〇
年
。

先
達
が
残
し
た
歴
史
的
資
産
を
守
り
つ
つ
、

萩
市
は
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 山口県萩市

時
代
を
切
り
拓
く

維
新
の
志
士
の
魂
を
受
け
継
ぐ

山
口
県
萩
市



かつての長州藩の拠点、指月山の萩城跡。5 層
の天守閣はじめ建物は 1874 年に解体されたが、
石垣や堀が当時の面影を残す。

萩市長就任から約 2 年。長期的なビジョンを持ちつつ、
時間をかけて萩のまちづくり、ひとづくりに取り組み
たいと藤道健二氏は話す。

1718 年に 5 代藩主毛利吉元が建てた萩藩校明倫館跡
を利用した「萩 ･ 明倫学舎」。1935 年築の小学校を改
修し、歴史、世界遺産関連、ジオパーク、萩のまちの
魅力を総合的に紹介する観光の拠点となっている。
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明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年

新
し
い
萩
を
目
指
す
節
目

　

山
口
県
北
部
に
位
置
す
る
萩は

ぎ

市
は
、

慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
の
毛
利
輝て

る
も
と元

に
よ
る
萩
城
築
城
以
来
、
約
二
六
〇
年

に
わ
た
り
毛
利
家
が
治
め
て
き
た
ま

ち
。
幕
末
に
は
吉
田
松し

ょ
う
い
ん陰、

木
戸
孝た

か
よ
し允

（
桂
小
五
郎
）、
高
杉
晋
作
、
伊
藤
博ひ

ろ
ぶ
み文

ら
、
明
治
維
新
の
立
役
者
を
数
多
く
輩

出
し
た
。
二
○
一
五
年
に
放
送
さ
れ
た
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
花は

な

燃も

ゆ
」
も
記

憶
に
新
し
い
。

　

二
○
一
八
年
は
、
明
治
維
新
か
ら

一
五
〇
年
。
明
治
改
元
の
詔

し
ょ
う
し
ょ書が

出
さ

れ
た
十
月
二
十
三
日
に
は
、「
萩･

明

治
維
新
１
５
０
年
記
念
式
典
」
ほ
か
多

彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の

目
的
は
、
過
去
を
振
り
返
る
だ
け
で
は

な
い
。
二
○
一
七
年
三
月
か
ら
現
職
を

務
め
る
萩
市
長
の
藤ふ

じ
み
ち道
健け

ん
じ二
氏
は
、「
新

し
い
萩
と
時
代
を
切
り
拓
こ
う
」
と
い

う
テ
ー
マ
の
も
と
、
あ
ら
た
な
ス
タ
ー

ト
を
切
る
節
目
だ
と
話
す
。

　

現
在
の
人
口
は
、
約
四
万
八
〇
〇
〇

人
。
最
盛
期
か
ら
比
べ
る
と
ほ
ぼ
半
減

し
た
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
べ
く
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
な
か
、

市
が
掲
げ
る
三
本
柱
の
構
想
の
一
つ

が
、
産
業
の
要
で
あ
る
観
光
の
充
実
を

は
か
る
「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
だ
。

今
な
お
古
地
図
が
使
え
る
城
下
町
を
、

歴
史
的
施
設
を
含
め
て
じ
っ
く
り
観
光

し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
す
。

　
「
萩
全
域
の
宿
泊
客
は
年
間
約
四
四
万

人
。
滞
在
型
の
旅
を
提
案
し
、
も
っ
と

萩
で
消
費
し
て
も
ら
う
た
め
、
萩
藩
校

明め
い
り
ん倫

館か
ん

の
跡
地
に
建
つ
『
萩
・
明
倫
学

舎
』
を
は
じ
め
歴
代
の
方
々
が
整
備
し

て
き
た
観
光
資
源
を
生
か
し
た
試
み
を

進
め
て
い
ま
す
」

　

二
○
一
八
年
七
月
に
は
萩
市
観
光
協

会
を
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
注
１
）
に
登
録
し
、

そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
責
任
者
は

前
年
に
公
募
で
選
定
し
た
。

　
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
責
任
者
は
、
い
わ
ば
萩
の

観
光
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
商
工
業
、
宿

泊
業
か
ら
農
林
水
産
業
ま
で
、
こ
れ
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
し
て
き
た
観
光
関

連
業
者
を
ま
と
め
、
観
光
客
を
取
り
込

ん
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

二
○
一
八
年
九
月
に
は
、
維
新
と
マ

グ
マ
胎
動
の
地
「
萩
ジ
オ
パ
ー
ク
」
が

「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」
に
認
定
。
自
然
の

景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
豊
か
な
漁
場
や
お

い
し
い
野
菜
・
果
樹
を
育
む
水
は
け
の

良
い
土
地
、
萩
焼
の
や
わ
ら
か
な
風
合

い
を
生
む
花か

こ
う
が
ん

崗
岩
な
ど
萩
ら
し
さ
の
根

源
を
大
地
に
求
め
、
物
語
が
広
く
つ
な

が
る
の
が
面
白
い
。

　

三
本
柱
の
構
想
の
二
つ
目
は
、
地
域

産
業
振
興
だ
。

　
「
萩
市
は
二
○
○
五
年
に
一
市
二
町

四
村
が
合
併
し
て
で
き
た
ま
ち
で
、
農

業
と
漁
業
が
中
心
的
な
産
業
。
担
い
手

の
確
保
や
農
産
物
の
直
売
に
加
え
、『
萩

の
瀬
つ
き
あ
じ
』『
萩
の
あ
ま
だ
い
』
と

い
っ
た
食
材
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を
高
め

る
な
ど
の
取
り
組
み
も
進
行
中
で
す
」

中
国
自
動
車
道

山口線

須佐湾

萩市

すさ

山陽新幹線

日本海

●

●
●

萩
・
石
見
空
港

島根県

山口市
長門山地

●

●

●

瀬戸内海山口宇部空港

周防山地

秋吉台

大島

萩港

防府市
宇部市

下関市

下関JCT

長門市

美弥市

松陰神社ながとし
はぎ

しんやまぐち

あさ

美
祢
線

山
陰
本
線

山
陰
街
道

山陽自動車道

●

●ちょうもんきょう

阿武町

山陽自動車道

●山口JCT

周南市

注１／ＤＭＯ（Destination Management/Marketing  Organization）
官民などの幅広い連携によって地域観光を積極的に推進する法人組織。
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左上から時計回りに、「大
おおいた

板山
やま

たたら
製鉄遺跡」「萩反射炉」「恵

え び す が

美須ヶ鼻
はな

造船所跡」。いずれも 2015 年に世界
遺産に登録された「明治日本の産業革
命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
の資産群。これらのほか「松下村塾」「萩
城下町」が世界遺産に含まれる。

「
萩
ジ
オ
パ
ー
ク
」
の
一
部
で
あ
る
須
佐
地
域
の

「
畳

た
た
み

ヶが

淵ふ
ち

」
は
、
田た

ま万
川が
わ

の
岸
や
河
床
を
六
角
形
の

玄
武
岩
が
埋
め
尽
く
す
。

　

全
国
に
知
ら
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目

指
す
魚
介
類
は
実
際
、
力
強
い
旨
み
や
、

上
品
な
甘
み
が
際
立
っ
て
い
た
。
旅
人

の
心
を
つ
か
む
観
光
資
源
に
な
る
と
実

感
し
た
。

　
「
残
る
構
想
の
三
つ
目
は
、
ひ
と
づ

く
り
。
萩
は
江
戸
時
代
か
ら
、
教
育
に

力
を
注
い
で
き
た
ま
ち
で
す
。
萩
で
教

育
を
受
け
た
い
と
い
う
人
を
招
き
入
れ

る
、
吸
引
力
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」　

　

そ
の
試
み
と
し
て
は
、
四
カ
所
あ
る

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
ひ

と
つ
、
浜
崎
地
区
で
の
動
き
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
廃
止
さ
れ
た
金
融
機
関
の

出
張
所
を
市
が
借
り
受
け
、
一
階
を
山

口
大
学
の
サ
テ
ラ
イ
ト
研
究
室
、
二
階

は
起
業
、
創
業
の
た
め
の
シ
ェ
ア
オ

フ
ィ
ス
な
ど
に
改
修
中
だ
。

　
「
中
心
部
か
ら
少
々
離
れ
た
地
域
で
、

住
民
の
方
が
高
齢
化
し
て
い
る
。
起
業
、

創
業
を
目
指
す
若
い
世
代
が
集
ま
れ

ば
、
地
域
が
覚
醒
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
お
年
寄
り
の
知
恵
と
若
い
人
の
情

熱
の
相
乗
効
果
で
、
い
い
も
の
を
生
み

出
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

機
運
を
盛
り
上
げ
る
梃て

こ子
と
し
て

は
、
学
生
も
参
加
で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を
二
○
一
八
年
に
開

催
。
そ
れ
ら
の
政
策
が
場
当
た
り
的

に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
話
す
藤
道
氏

が
地
道
に
進
め
る
の
が
、
萩
市
全
域
で

二
〇
地
区
を
ま
わ
る「
市
民
フ
ァ
ー
ス
ト

〜
萩
ま
ち
づ
く
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
〜
」
だ
。

　
「
小
学
校
区
単
位
で
市
民
の
方
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
、
三
本
柱
の
構
想
を

含
む『
萩
市
基
本
ビ
ジ
ョ
ン
』を
説
明
し

て
い
る
ん
で
す
。
浸
透
す
る
に
は
し
ば

ら
く
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
政
策
に

つ
い
て
理
解
が
深
ま
れ
ば
、
市
民
が
強

力
な
応
援
団
、
当
事
者
に
な
っ
て
く
れ

る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
地
域
で
自
ら

活
動
し
て
い
く
方
々
を
徐
々
に
つ
く
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

萩
の
人
の
心
に
輝
き
続
け
る

「
松
陰
先
生
」
の
教
え

　

市
民
が
ま
ち
を
動
か
す

当
事
者
に
な
る
ひ
と
づ
く

り
…
…
。
藤
道
氏
の
話
に

重
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て

松し
ょ
う
か
そ
ん
じ
ゅ
く

下
村
塾
で
学
ん
だ
若
者

た
ち
だ
。
世
界
遺
産
「
明

治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産 

製
鉄
・
製
鋼
、
造
船
、
石

炭
産
業
」
の
構
成
資
産

の
一
つ
で
あ
る
松
下
村
塾

で
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
か
ら

一
年
一
カ
月
、
身
内
相
手
の
初
期
の
時

代
を
含
め
て
も
二
年
一
〇
カ
月
で
延
べ

九
二
名
が
吉
田
松
陰
の
も
と
で
学
ん
だ

と
い
う
。
そ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
松
陰
神
社
名
誉
宮
司
の
上
田
俊と
し

成し
げ

氏
だ
。

　

世
界
遺
産
に
選
ば
れ
た
の
は
、
日
本

の
近
代
産
業
の
礎
を
築
い
た
数
多
く
の

人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
た
め
。
東
京
職
工
学
校
（
後
の
東
京

工
業
大
学
）
の
初
代
校
長
で
あ
る
正ま

さ
き木

退た
い
ぞ
う蔵
、
官
営
長
崎
造
船
局
（
現
三
菱
重

工
長
崎
造
船
所
）
初
代
局
長
に
就
任
し
、

日
本
の
造
船
事
業
の
近
代
化
に
貢
献
し

た
渡
辺
蒿こ

う
ぞ
う蔵
ほ
か
、
松
下
村
塾
か
ら
巣

立
っ
た
人
々
の
功
績
は
語
り
尽
く
せ
な

い
ほ
ど
。

全国各地で吉田松陰や萩の歴史に関する講演
を行う松陰神社名誉宮司の上田俊成氏。事前
の連絡により、世界遺産「松下村塾」で上田
氏の話を直接聴くことができる。



左／「松下村塾」の塾生だった伊藤博文ら
の尽力により、1907 年に創建された「松
陰神社」。下／松陰神社境内に建つ「明治
維新胎動之地」の題字は、建立時の総理大
臣で山口県出身の佐藤栄作の筆による。

「
松
下
村
塾
」
は
そ
の
名
声
、
功
績
か
ら
考
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
質
素
で
小
規
模
な
つ
く
り
に
驚
か
さ
れ

る
。
吉
田
松
陰
の
も
と
、
数
多
く
の
志
士
が
こ
こ
で

学
び
、
日
本
が
生
ま
れ
変
わ
る
流
れ
を
作
っ
た
。

坂
高
麗
左
衛
門
第
十
四
世
当
主
坂
悠
太
氏
。
高

麗
左
衛
門
の
名
は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
、

毛
利
輝
元
が
陶
工
李り

敬け
い

（
後
に
初
代
道
忠
）
を

兄
の
李り

勺し
ゃ
っ
こ
う

光
と
と
も
に
朝
鮮
か
ら
連
れ
帰
っ
た

こ
と
に
由
来
す
る
。

右
／
坂
氏
が
形
に
し
た
萩
の
土
に
命
を
あ
た
え

る
登
り
窯
。
左
／
十
二
世
、
十
三
世
、
坂
氏
の

作
品
。
作
家
に
よ
り
表
現
は
異
な
る
が
、
自
然

と
調
和
す
る
や
さ
し
い
表
情
を
た
た
え
て
い
る
。
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「
松
陰
先
生
や
門
下
生
は
、
広
い
知

識
、
国
や
社
会
を
よ
く
し
た
い
と
思
う

志
、
人
を
育
て
る
こ
と
の
重
要
さ
、
さ

ら
に
は
時
代
を
切
り
拓
い
て
い
く
強
さ

を
萩
に
残
し
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
」

　

上
田
氏
だ
け
で
は
な
く
、
萩
の
人
た

ち
は
今
で
も
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に

「
松
陰
先
生
」
と
口
に
す
る
。
小
学
校
の

授
業
で
は
、
吉
田
松
陰
の
言
葉
を
朗
読

す
る
時
間
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
「
萩
の
子
ど
も
た
ち
は
、
理
屈
抜
き

で
松
陰
先
生
の
教
え
を
覚
え
る
。
年
を

重
ね
る
に
つ
れ
、
そ
の
意
味
が
だ
ん
だ

ん
と
わ
か
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
」

　

享
年
二
十
九
歳
。
短
く
も
濃
密
な
人

生
を
駆
け
抜
け
、
変
革
へ
の
道
を
切
り

拓
い
た
吉
田
松
陰
は
、
今
な
お
萩
の
人

の
心
に
深
く
根
付
い
て
い
る
。

　

そ
の
教
え
の
数
々
は
、
現
在
に
も
通

じ
る
と
上
田
氏
は
話
す
。

　
「
例
え
ば
、『
飛ひ

じ耳
長ち

ょ
う
も
く
目
』。
情
報
収

集
の
こ
と
で
す
。
情
報
を
集
め
、
そ
れ

を
き
ち
ん
と
分
析
し
て
正
し
い
方
向
に

持
っ
て
い
く
。
今
で
い
う
、
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
。
そ
の
重
要
性
を
、
松
陰
先

生
は
既
に
江
戸
末
期
に
実
践
し
て
い
た

ん
で
す
ね
」

萩
焼
四
〇
〇
年
の
歴
史
を

未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に

　

歴
史
同
様
、
昔
か
ら
萩
の
名
を
広
く

知
ら
し
め
て
き
た
の
が
萩
焼
だ
。
代
々
、

萩
藩
御ご

よ
う用

窯が
ま

を
務
め
て
き
た
坂さ

か
こ
う
ら
い

高
麗
左ざ

衛え
も
ん門

窯
の
十
四
世
当
主
、
坂さ

か

悠ゆ
う
た太

氏
に

そ
の
背
景
を
伺
っ
た
。
窯
に
は
、
長
州

藩
初
代
藩
主
毛
利
秀ひ

で
な
り就

（
毛
利
輝
元
の

長
男
）
が
初
代
当
主
を
「
高
麗
左
衛
門
」

に
任
じ
た
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

の
辞
令
が
残
る
。

　
「
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
毛
利
公

の
萩
入
府
に
伴
い
、
私
の
先
祖
を
含
む

陶
工
た
ち
が
、
こ
の
場
所
に
築
い
た
御

用
焼
物
所
で
作
陶
を
始
め
ま
し
た
。
そ

の
後
、
他
の
陶
工
た
ち
は
新
た
に
別
の

場
所
に
窯
を
築
き
そ
ち
ら
へ
移
り
ま
す

が
、
坂
家
は
こ
の
場
所
に
残
り
、
今
日

ま
で
こ
の
場
所
を
守
っ
て
い
ま
す
」

　

窯
が
位
置
す
る
の
は
、
ま
ち
な
か
か

ら
離
れ
た
山
間
の
自
然
豊
か
な
地
域
。
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木戸孝允旧宅や高杉晋作誕生地などが残る、
旧城下町に建つ「萩博物館」。「萩まちじゅ
う博物館」構想の要として、幕末を中心に
萩の歴史に関する展示を行っている。

上／岡崎酒造場代表取締役社長の岡崎考
浩氏。自らも杜氏や蔵人とともに、冬場
は日本酒の仕込み作業に携わっている。
左／岡崎酒造場の美酒の一部から「だい
だいリキュール 白小花」「ゆずリキュー
ル」「長門峡」。長門峡は蔵がある川上地
域にある峡谷で、国指定の名勝。

水
や
窯
を
た
く
薪
を
確
保
し
や
す
か
っ

た
こ
と
が
、
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由

で
は
な
い
か
と
坂
氏
は
話
す
。

　

窯
の
一
角
で
は
、
初
代
を
は
じ
め
歴

代
当
主
の
作
品
を
拝
見
。
萩
焼
の
や
さ

し
い
風
合
い
を
保
ち
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
母
で

あ
る
先
代
の
急
逝
に
よ
り
、
二
○
一
四

年
に
二
六
歳
の
若
さ
で
伝
統
を
受
け
継

い
だ
坂
氏
は
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
穏

や
か
な
眼
差
し
で
語
っ
た
。

　
「
現
代
、
私
た
ち
は
無
限
に
近
い
選

択
肢
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、

と
も
す
れ
ば
ど
ち
ら
に
進
め
ば
よ
い
の

か
迷
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
伝
統
と
は

そ
れ
ら
の
現
在
位
置
を
示
す
灯
台
で
あ

る
、
と
の
言
葉
を
か
つ
て
頂
戴
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
時
代
の
先
へ
進
も

う
と
す
る
人
に
と
っ
て
、
私
達
の
窯
が

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
確
か
に
伝
統
を

受
け
継
ぐ
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
私
自
身
も
、

伝
統
を
乗
り
越
え

て
先
に
進
め
る
よ

う
に
、
迷
い
な
が

ら
も
進
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
」

　

萩
焼
は
、
ま
ち
の
歴
史
を
構
成
す
る

一
要
素
だ
と
も
い
う
。

　
「
萩
の
ま
ち
は
約
四
〇
〇
年
前
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
後
は
県

の
中
心
が
山
口
市
に
移
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
当
時
の
町
並
み
や
文
化
が
そ
の
ま

ま
保
た
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
坂
窯
も
、

萩
と
い
う
ま
ち
と
同
じ
時
間
を
歩
ん
で

き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
場
所
、

そ
し
て
萩
焼
を
し
っ
か
り
守
り
伝
え
た

い
で
す
ね
」

地
産
地
消
の 

萩
の
酒
を
生
ん
だ
蔵
元
と

米
生
産
者
の
先
駆
的
試
み

　

歴
史
、
食
、
器
に
加
え
、
現
在
は
六

蔵
（
阿
武
町
の
一
蔵
含
む
）
あ
る
酒
蔵

も
ま
た
、
萩
の
魅
力
だ
。
そ
の
ひ
と
つ
、

「
長

ち
ょ
う
も
ん
き
ょ
う

門
峡
」
を
醸
す
岡
崎
酒
造
場
が
あ

る
の
は
、
二
○
○
五
年
の
合
併
に
よ
り

萩
市
と
な
っ
た
旧
阿あ

ぶ
ぐ
ん

武
郡
川か

わ
か
み
そ
ん

上
村
。
社

長
の
岡
崎
考た

か
ひ
ろ浩
氏
は
、
合
併
に
よ
る
変

化
を
語
る
。

　
「
以
前
は
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
『
萩
の
隣

の
阿
武
郡
』
と
説
明
し
て
も
、
伝
わ
ら

な
か
っ
た
。
で
も
今
は
、『
萩
の
蔵
で
す
』

と
い
う
一
言
で
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
大
き
い
で
す
ね
」

　

毎
年
春
に
開
催
さ
れ
る
「
萩
の
酒
ま

つ
り
」
ほ
か
、
六
蔵
が
協
力
し
て
の
Ｐ

Ｒ
も
展
開
。
さ
ら
に
二
○
一
八
年
三
月

に
、
萩
市
専
用
の
精
米
所
「
萩
酒さ
か
ま
い米

と

う
精
工
場
」
が
完
成
し
た
。

　
「
萩
市
・
阿
武
町
の
蔵
元
と
米
の
生

産
者
が
連
携
し
た
、『
萩
酒
米
み
が
き

協
同
組
合
』
が
手
が
け
る
精
米
所
で
す
。

萩
の
生
産
者
が
つ
く
っ
た
米
を
萩
で
精

米
し
て
、
萩
の
酒
蔵
で
造
る
。
全
て
地

産
地
消
。
し
か
も
一
〇
〇
％
、
山
田
錦

で
す
」

　

こ
う
し
た
試
み
は
全
国
に
先
駆
け
た

画
期
的
な
も
の
で
、
各
蔵
の
酒
を
セ
ッ

ト
に
し
て
売
る
計
画
も
あ
る
と
い
う
。

　

岡
崎
酒
造
場
は
実
は
、
一
九
八
六
年

に
初
め
て
日
本
酒
の
リ
キ
ュ
ー
ル
酒
を

出
し
た
酒
蔵
で
も
あ
る
。

　
「
こ
こ
、
旧
川

上
村
は
ゆ
ず
の
自

生
地
と
し
て
、
国

内
で
唯
一
、
国
の

天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
ゆ
ず
で

村
お
こ
し
を
と
の
流
れ
か
ら
、
酒
蔵
と

し
て
何
か
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

商
品
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
」

　

ク
リ
ア
な
飲
み
口
で
す
が
す
が
し
い

印
象
を
残
す
「
ゆ
ず
リ
キ
ュ
ー
ル
」
は
、

二
○
一
七
年
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
に
輸
出

さ
れ
、
静
か
な
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

　
「
海
外
へ
の
出
荷
の
お
話
は
今
ま
で

も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
度
き
り
で
終
わ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
マ

レ
ー
シ
ア
に
関
し
て
は
、
量
は
多
く
あ

り
ま
せ
ん
が
定
期
的
に
注
文
を
頂
い
て

山口県萩市地域の底力



「萩大島船団丸」および GHIBLI 代表取締役を務める坪内
知佳氏。左から 2 番目は、坪内氏の人生を変えるきっか
けとなった船団長・長岡秀洋氏。紆余曲折が重ねられた
創設当初のエピソードは、坪内氏の著書『荒くれ漁師を
たばねる力』（朝日新聞出版）をご参照いただきたい。

「萩大島船団丸」の拠点である大島は、萩港
から 25 分ほどの距離。人口約 700 人の多
くは、漁業に従事している。
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い
ま
す
」

　

最
近
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
も
引

き
合
い
が
出
て
く
る
な
ど
関
心
は
広
が

り
つ
つ
あ
り
、
リ
キ
ュ
ー
ル
が
先
陣
を

き
っ
た
後
の
萩
市
や
山
口
県
の
酒
の
販

売
に
も
期
待
が
か
か
る
。

水
産
業
界
に 

維
新
の
風
が
吹
く 

漁
師
た
ち
の
取
り
組
み

　

食
と
水
産
業
の
世
界
で
は
、
取
っ
た

魚
を
漁
師
が
消
費
者
に
直
接
出
荷
す
る

「
船
団
丸
」
の

活
動
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。
そ

の
先
頭
を
き
っ

て
ビ
ジ
ネ
ス
を

推
し
進
め
る
の

は
、「
萩
大お

お
し
ま島

船
団
丸
」
お
よ

び
実
務
的
な

運
営
を
担
う

Ｇギ

ブ

リ

Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｌ
Ｉ

代
表
取
締
役
の

坪つ
ぼ
う
ち内

知ち

か佳
氏

だ
。

　

漁
獲
量
や
魚

価
格
の
低
下
、

燃
料
の
高
騰
な
ど
が
漁
師
の
生
活
を
圧

迫
、
そ
ん
な
状
況
を
な
ん
と
か
で
き
な

い
か
。
二
○
一
〇
年
に
縁
あ
っ
て
知
り

合
っ
た
萩
大
島
の
漁
師
長
岡
秀ひ
で
ひ
ろ洋

氏
か

ら
、
そ
ん
な
相
談
を
受
け
た
の
が
き
っ

か
け
だ
と
坪
内
氏
は
振
り
返
る
。

　

坪
内
氏
は
漁
師
自
ら
が
消
費
者
に
魚

を
出
荷
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
結
果
的

に
は
二
○
一
一
年
、
農
林
水
産
省
が
進

め
る
六
次
産
業
化
法
の
も
と
、
中
国
・

四
国
地
方
に
お
け
る
認
定
事
業
者
第
一

号
と
な
る
。

　
「
萩
大
島
の
魚
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
は

日
本
一
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
従
来

の
市
場
を
通
じ
た
流
通
経
路
で
は
、
消

費
者
に
届
く
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
過

ぎ
、
味
も
鮮
度
も
落
ち
て
し
ま
う
。
そ

れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
分

た
ち
で
消
費
者
に
直
接
届
け
る
し
か
な

か
っ
た
」

　

当
時
二
四
歳
だ
っ
た
坪
内
氏
は
水
産

業
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
素
人
。
一
方
、

漁
師
た
ち
は
漁
で
は
誰
に
も
ひ
け
を
と

ら
な
い
が
、
出
荷
作
業
は
経
験
し
た
こ

と
が
な
い
。
加
え
て
長
年
培
わ
れ
て
き

た
業
界
の
し
が
ら
み
は
強
く
、
何
度
も

壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
意
見
の
衝
突
は
日

常
茶
飯
事
。
五
里
霧
中
の
船
出
だ
っ
た
。

　

と
き
に
は
漁
業
界
の
常
識
を
く
つ
が

え
す
活
動
に
二
の
足
を
踏
む
、
長
岡
氏

ほ
か
漁
師
を
説
得
。
さ
ら
に
は
坪
内
氏

自
ら
一
軒
、
一
軒
、
首
都
圏
の
飲
食
店

を
ま
わ
っ
て
市
場
を
開
拓
。
現
在
は

一
〇
〇
軒
以
上
の
顧
客
を
抱
え
る
。
ま

た
、
人
員
確
保
の
た
め
Ｉ
タ
ー
ン
を

募
っ
た
と
こ
ろ
、
七
人
も
の
移
住
者
が

助
っ
人
と
し
て
加
わ
っ
た
。

　

北
海
道
、
高
知
と
船
団
丸
の
活
動
は

広
が
り
、
坪
内
氏
は
海
外
へ
の
販
路
開

拓
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
日
々
、
国
内
外

を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
苦
労
を
重
ね
た

経
験
を
も
と
に
他
の
地
域
で
実
務
指
導

に
あ
た
る
漁
師
た
ち
は
、
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
料
と
い
う
副
収
入
を
得
ら
れ
る
よ

う
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
大
島
で
取
れ

た
て
の
魚
を
食
べ
る
ツ
ア
ー
を
開
催
す

る
な
ど
、
活
動
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。

こ
う
し
た
萩
大
島
船
団
丸
の
取
り
組
み

は
軌
道
に
乗
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
坪
内
氏
は
別
の
観
点
か
ら

強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。

　
「
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
さ
え
よ
け

れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
漁
業
全
体
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
船
団
丸
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
全

国
の
四
七
都
道
府
県
に
水
平
展
開
す
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

坪
内
氏
が
次
に
目
指
す
の
は
、
漁
業

の
取
り
組
み
を
、
農
業
や
林
業
と
い
っ

た
他
の
第
一
次
産
業
に
も
広
げ
て
い
く

こ
と
だ
。

　
「
萩
市
は
消
滅
可
能
性
都
市
に
名
が

連
な
っ
て
い
る
。
何
か
手
を
打
た
な
け

れ
ば
、
経
済
的
に
成
立
し
な
く
な
る
。

農
林
水
産
物
な
ど
の
天
然
資
源
も
同

じ
。
こ
の
ま
ま
で
は
一
次
産
業
が
立
ち

行
か
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

な
ら
な
い
よ
う
誰
か
が
先
頭
を
切
っ
て

進
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
。
も
と
も
と
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主屋ほか 5 棟が国の重要文化財指
定となった、萩藩御用達の豪商の
住まい「菊屋家住宅」。かつて使
われた民具や美術品の展示や庭な
ど見所は多い。住宅に面した「菊
屋横丁」は、「日本の道百選」に
も選ばれた趣きある景色。

「
吉
田
松
陰
誕
生
地
」
近
く
に
建
つ
吉
田
松
陰
と
金
子

重
之
輔
（
右
）
の
銅
像
。
一
八
五
四
年
の
ペ
リ
ー
来

航
時
、
ふ
た
り
は
伊
豆
下
田
に
向
か
い
、
大
胆
に
も

ア
メ
リ
カ
へ
の
密
航
を
試
み
た
。

日
本
は
豊
か
な
国
だ
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
。
各
地
に
あ
る
も
の
を
上
塗
り
せ
ず

に
、
掘
り
起
こ
す
作
業
が
し
た
い
。『
地

方
創
生
』
で
は
な
く
『
地
方
再
生
』
で

す
よ
」

　

坪
内
氏
の
笑
顔
と
前
進
あ
る
の
み
の

姿
勢
が
、
萩
か
ら
日
本
を
変
え
た
志
士

た
ち
と
重
な
り
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

歴
史
を
誇
り
に
思
う
こ
と
が 

地
域
お
こ
し
に
つ
な
が
る

　

最
後
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
萩
市

観
光
協
会
名
誉
会
長
松
村
孝た

か
あ
き明

氏
。
旅

館
「
萩
本
陣
」
の
代
表
取
締
役
社
長
と

し
て
、
長
年
に
わ
た
り
自
ら
も
観
光
業

の
現
場
に
立
っ
て
き
た
。

　
「
日
本
の
近
代
化
は
、
間
違
い
な
く

萩
か
ら
始
ま
っ
た
。
松
陰
先
生
を
は
じ

め
と
す
る
先
達
が
残
し
た
歴
史
、
古
い

街
並
み
な
ど
、
萩
に
は
す
で
に
多
く
の

観
光
資
産
が
あ
る
ん
で
す
」

　

自
然
、
食
も
ま
た
然
り
。
こ
の
資
産

を
い
か
に
強
く
情
報
発
信
し
て
い
く
か

が
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
、
と
松
村
氏
は

話
す
。
同
時
に
大
切
な
の
は
、
住
む
人

が
そ
の
資
産
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ

と
だ
と
も
。

　
「
こ
こ
に
住
む
人
が
自
分
の
ま
ち
の

価
値
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
が
観
光
の

ベ
ー
ス
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

こ
こ
は
本
当
に
い
い
ま
ち
だ
、
と
思
う

空
気
が
自
然
と
醸
成
さ
れ
る
こ
と
が
、

ま
ち
づ
く
り
、
さ
ら
に
は
地
域
お
こ
し

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

萩
市
で
は
歴
史
関
連
の
セ
ミ
ナ
ー
の

人
気
が
と
て
も
高
い
と
い
う
。
培
わ
れ

た
知
識
は
、
市
民
が
協
力
し
て
観
光
を

支
え
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
萩
観
光
ガ
イ
ド
協
会
」

な
ど
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

維
新
を
な
し
得
た
人
や
そ
こ
に
続
い

た
人
が
、大
学
や
企
業
の
創
始
者
に
な
っ

た
史
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
Ｍマ

イ

ス

Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
注

２
）
の
拠
点
に
も
な
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
話
す
松
村
氏
は
、
萩
の

ま
ち
の
構
造
に
つ
い
て
さ

ら
に
言
及
し
た
。

　
「
三
角
州
に
位
置
す
る
川

内
地
区
を
中
心
に
、
四
〇
〇

年
を
経
た
今
も
そ
の
都
市

構
造
を
維
持
し
て
い
る
の

は
、
毛
利
公
の
す
ぐ
れ
た

都
市
計
画
に
導
か
れ
た
必

然
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
治
水
事
業
に
た
け
て
い
た
ん
で

す
ね
。
し
か
も
、
三
角
州
に
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
ー
が
創
造
さ
れ
や
す
く
、
ま

た
近
い
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
、

萩
は
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
（Continuing Care 

Retirem
ent Com

m
unity=

高
齢
者

対
応
社
会
）
を
目
指
す
に
は
う
っ
て
つ

け
の
地
域
と
考
え
て
い
ま
す
。
萩
は
古

く
て
あ
た
ら
し
い
ま
ち
な
ん
で
す
」

　

城
跡
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
城
下
町

は
、
ま
さ
し
く
松
村
氏
の
言
葉
ど
お
り

コ
ン
パ
ク
ト
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。
江

戸
時
代
へ
と
容
易
に
時
間
旅
行
が
で
き

る
萩
に
は
、
ま
だ
ま
だ
計
り
知
れ
な
い

先
達
の
知
恵
が
潜
ん
で
い
そ
う
だ
。

　

伝
統
を
受
け
継
ぎ
守
る
人
、
新
た
な

挑
戦
を
重
ね
る
人
…
…
。
萩
で
出
会
っ

た
方
々
の
記
憶
を
た
ど
れ
ば
、
吉
田
松

陰
の
言
葉
へ
と
思
い
が
至
る
。

　
「
志
を
立
て
て
以
て
万
事
の
源
と
為

す
」（『
士し

き規
七し

ち
そ
く則』
よ
り
）

　

一
五
〇
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
も
変
わ

ら
ず
、「
松
陰
先
生
」
の
教
え
は
明
日

へ
進
も
う
と
す
る
萩
の
人
の
道
を
照
ら

し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

萩市観光協会名誉会長の松村孝明氏。代表取締役社長を務
める宿「萩本陣」の敷地内、奥萩展望台からは指月山を基
点として三角州にまとまった旧城下町が望める。

注２／ＭＩＣＥ
企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・
団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/
Event）の頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。
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　1990年代末の通貨危機から20年を経て、ASEANを中心にしたアジアは、
世界経済の成長に最も貢献度が高い地域となった。この勢いは続くのか。東南
アジア地域研究の権威、白石隆熊本県立大学理事長・政策研究大学院大学名誉
教授と黒田東彦総裁がASEAN諸国の過去、現在、そして未来を熱く語り合う。

白石 隆
1950 年愛媛県生まれ。72 年東京大学教養学部卒業、74 年同大学大
学院国際関係論修士課程修了。86 年コーネル大学博士号取得、87
年同大学アジア研究学科・歴史学科助教授、同准教授、教授を経
て、96 年京都大学東南アジア研究センター教授、2005 年政策研究
大学院大学副学長就任、11 年から 17 年まで学長を務める。18 年
４月から熊本県立大学理事長。1990 年『An Age in Motion：Popular 
Radicalism in Java 1912-1926』（Cornell University Press）で大平正
芳記念賞、92 年『インドネシア 国家と政治』（リブロポート）でサン
トリー学芸賞、2000 年『海の帝国――アジアをどう考えるか』（中
公新書）で読売・吉野作造賞を受賞。07 年紫綬褒章、16 年文化功労
者、17 年インドネシア共和国最高功労勲章を受章。

Takashi Shiraishi

熊本県立大学理事長・政策研究大学院大学名誉教授

1944 年福岡県生まれ。67 年東京大学法学部卒業後、大蔵省（現
財務省）に入省。71 年イギリス・オックスフォード大学経済学修
士号取得、75 年から 78 年まで IMF（国際通貨基金）に出向、96
年大蔵省財政金融研究所長、97 年同国際金融局長、98 年同国際局
長、99 年財務官、2003 年内閣官房参与、同年一橋大学大学院経
済学研究科教授（兼務）、05 年アジア開発銀行総裁、13 年 3 月日
本銀行総裁就任、同年 4 月同再任、18 年 4 月同再任。

Haruhiko Kuroda

日本銀行総裁

黒田東彦

アジア通貨危機から20年
ASEANの現状と未来

写真 野瀬勝一
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は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
経
済
状
況

を
良
く
理
解
し
て
い
る
と
私
も
感

じ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
に
話
を
さ

れ
た
の
は
、
き
わ
め
て
的
確
な
ア
プ

ロ
ー
チ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

黒
田　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
含
め
た
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
を
研
究
す
る
う
え

で
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
魅
力
的

で
あ
り
、
あ
る
い
は
難
し
い
部
分
な

の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ジ
ア
の
場
合
、

人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
い

か
な
い
と
大
事
な
情
報
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
の
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
。

白
石　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ア
ジ

ア
は
短
期
間
見
た
だ
け
で
分
か
る
よ

う
な
分
か
り
や
す
い
地
域
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
二
〇
代
で
知
り
合
っ
た
学

生
運
動
家
が
長
じ
て
大
臣
に
な
っ
た

り
す
る
。
信
頼
関
係
を
築
き
な
が

ら
、「
見
続
け
る
」
こ
と
が
大
事
で
す
。

自
分
が
教
え
る
学
生
た
ち
に
は
、
地

域
研
究
者
は
そ
の
地
域
の
人
た
ち
と

一
緒
に
育
つ
も
の
だ
、
と
繰
り
返
し

伝
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ア
ジ
ア
研
究
が
難
し

い
理
由
の
一
つ
は
言
語
で
す
。
非
常

黒
田　

白
石
先
生
に
初
め
て
お
目
に

か
か
っ
た
の
は
、
私
が
大
蔵
省
（
現

財
務
省
）
の
国
際
金
融
局
長
に
な
る

前
年
、
一
九
九
六
年
で
し
た
。
そ
の

後
九
七
年
に
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
が
タ

イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
等
ア
ジ

ア
各
国
へ
波
及
し
て
い
く
さ
な
か

に
、
最
も
危
機
が
深
刻
化
し
て
い

た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
、
対
応

策
と
復
興
支
援
を
ど
う
進
め
て
い
く

か
、
先
生
か
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

頂
い
た
ご
意
見
も
踏
ま
え
て
対
応
策

を
講
じ
、
時
間
は
か
か
り
ま
し
た
が
、

結
果
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
復
興
は

う
ま
く
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

白
石
先
生
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
研
究

の
世
界
的
権
威
で
す
が
、
そ
も
そ
も

東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
興
味
を
持
た
れ
た
き
っ
か
け
は
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

白
石　

理
由
は
単
純
で
、
面
白
そ
う

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
加
え

て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
専
門
家
の
層
が

薄
か
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
す

ね
。
当
初
考
え
た
中
国
研
究
は
競
争

の
激
し
い
分
野
で
、
私
な
ど
逆
立
ち

し
て
も
及
ば
な
い
ぐ
ら
い
中
国
語
の

う
ま
い
研
究
者
が
何
人
も
い
た
。
一

方
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
は
あ
ま
り

研
究
者
が
い
な
か
っ
た
。
東
京
大
学

大
学
院
の
修
士
二
年
生
で
、
こ
れ
か

ら
ど
う
い
う
分
野
を
研
究
対
象
に
し

よ
う
か
、
指
導
教
官
で
、
中
国
が
専

門
の
衞え

藤と
う

瀋し
ん

吉き
ち

先
生
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
、「
東
南
ア
ジ
ア
は
こ
れ
か
ら

大
事
な
地
域
に
な
る
か
ら
、
ぜ
ひ
や

り
な
さ
い
、
そ
れ
も
日
本
で
研
究
す

る
の
で
は
な
く
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
に

留
学
し
な
さ
い
」
と
背
中
を
押
さ
れ
、

渡
米
し
ま
し
た
。
結
局
、
向
こ
う
に

居
つ
い
て
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

黒
田　

確
か
に
コ
ー
ネ
ル
大
学
は
東

南
ア
ジ
ア
研
究
が
盛
ん
で
す
ね
。
ア

メ
リ
カ
も
新
興
国
の
研
究
と
い
う
と
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
、
最
近
で
は
中

国
、
イ
ン
ド
の
研
究
者
は
多
い
よ
う

で
す
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
者
は

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

白
石　

そ
の
と
お
り
で
す
。
私
は

九
七
年
に
コ
ー
ネ
ル
大
学
か
ら
京
都

大
学
に
移
り
ま
し
た
が
、
冷
戦
終
結

の
直
後
は
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
国
々

は
ア
メ
リ
カ
化
し
て
い
く
か
ら
と
い

う
理
由
で
、
地
域
研
究
不
要
論
ま
で

出
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
東
南
ア
ジ

ア
研
究
に
も
予
算
が
つ
か
な
く
な

り
ま
し
た
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
も
、

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
東
南
ア

ジ
ア
研
究
へ
の
熱
意
が
薄
れ
て
き
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

黒
田　

私
は
九
九
年
に
大
蔵
省
の
財

務
官
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
対
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基

金
）
の
金
融
支
援
実
施
の
前
提
と
な

る
経
済
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
に

つ
い
て
議
論
す
る
た
め
、
ワ
シ
ン
ト

ン
で
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ウ
ィ
ッ

ツ
国
防
副
長
官
に
会
い
ま
し
た
。
こ

の
方
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
で
三
年
間
、
大
使
を
務
め

た
こ
と
も
あ
る
人
で
、
同
国
の
こ
と

が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
政
府
高
官
の

一
人
で
し
た
が
、
彼
を
除
け
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
政
権
内
で
同
国
の
こ
と
を

分
か
っ
て
い
る
人
が
驚
く
ほ
ど
少
な

か
っ
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

白
石　

私
自
身
も
九
八
年
末
か
九
九

年
初
め
に
、
ス
タ
ン
レ
ー
・
ロ
ス
国

務
次
官
補
か
ら
依
頼
さ
れ
、
オ
ル
ブ

ラ
イ
ト
国
務
長
官
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
つ
い
て
説
明
を
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。そ
の
と
き
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ウ
ィ
ッ

ツ
氏
に
会
い
ま
し
た
。
ス
タ
ン
レ
ー
・

ロ
ス
氏
と
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ウ
ィ
ッ
ツ
氏

通
貨
危
機
が
深
刻
化
し
た

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
た
め
に

「
島
し
ょ
部
」
と

「
大
陸
部
」
の
違
い
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に
多
様
で
す
か
ら
。
私
は
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
語
か
ら
始
め
、
ジ
ャ
ワ
語
、
タ

ガ
ロ
グ
語
も
二
年
間
勉
強
し
ま
し
た

が
、
結
局
、
も
の
に
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

黒
田　

し
か
し
、
日
本
人
の
地
域
研

究
者
で
、
先
生
の
よ
う
に
英
語
に
加

え
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
も
で
き
る
と

い
う
方
は
、
な
か
な
か
お
ら
れ
な
い

と
思
い
ま
す
。

白
石　

一
つ
の
言
語
は
で
き
て
も
、

二
つ
で
き
る
と
な
る
と
、
そ
ん
な
に

い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

言
語
以
上
に
難
し
く
、
あ
る
意
味
、

面
白
く
も
あ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
地

域
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
で
も
い
い
ま

し
ょ
う
か
、
い
つ
も
、
Ａア

セ

ア

ン

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
）
一
〇
カ

国
の
ど
こ
か
で
何
か
が
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
私
が
在
籍
し
て
い
た

コ
ー
ネ
ル
大
学
で
は
東
南
ア
ジ
ア
全

て
を
対
象
領
域
と
し
て
研
究
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
危
機
が
起
こ
る
た
び

に
、
そ
の
国
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し

た
。
結
局
、
危
機
に
陥
ら
な
か
っ
た

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ブ
ル
ネ
イ
を
除
く

八
カ
国
に
つ
い
て
深
く
学
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

黒
田　

私
も
財
務
官
と
し
て
ア
ジ
ア

各
国
と
い
ろ
い
ろ
や
り
取
り
を
し
ま

し
た
し
、
二
〇
〇
五
〜
一
三
年
ま
で

は
Ａ
Ｄ
Ｂ
（
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
）
総

裁
を
し
て
い
ま
し
た
。
各
国
に
行
き

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が

長
い
歴
史
、
伝
統
を
持
っ
て
い
ま

す
。
白
石
先
生
の
ご
著
書
で
も
、
同

じ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
な
か
で
、
島
し
ょ

部
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
）
と
大
陸
部
（
イ

ン
ド
シ
ナ
半
島
の
国
々
）
と
の
違
い

を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

白
石　

海
一
つ
隔
て
て
い
る
か
ど
う

か
が
、
と
て
も
大
事
で
す
。
各
国
と

も
国
家
戦
略
を
決
め
る
際
、
地
政
学

的
・
政
治
経
済
的
な
条
件
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
な
か
で
も
、
中
国
と
南

シ
ナ
海
で
領
土
紛
争
を
抱
え
て
い
る

か
ど
う
か
、
米
国
を
中
心
と
す
る
安

全
保
障
シ
ス
テ
ム
を
与
件
と
し
て
安

全
保
障
政
策
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
、
世
界
経
済
に
ど
れ
ほ

ど
統
合
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
要
因

が
重
要
で
す
。

　

島
し
ょ
部
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
な
ど
は
中
国

と
領
有
権
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
も
排
他
的
経
済
水
域
を

巡
っ
て
中
国
と
対
立
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
安
全
保
障
政
策
は
米
国
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。

世
界
経
済
に
も
統
合
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

一
方
、
大
陸
部
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム

を
別
に
し
て
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
中
国
と

領
土
問
題
を
抱
え
て
い
ま
せ
ん
。
タ

イ
以
外
の
国
は
米
国
を
警
戒
し
て
い

る
。
ま
た
、
世
界
経
済
に
も
ま
だ
統

合
途
上
で
す
。
こ
こ
一
〇
年
、
こ
う

し
た
条
件
の
違
い
が
顕
在
化
し
、
そ

れ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
一
つ
に
ま

と
ま
れ
な
い
理
由
と
な
っ
て
い
ま

す
。
一
五
年
末
に
発
足
し
た
Ａ
Ｅ
Ｃ

（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
）
で
も
、

合
意
が
得
や
す
い
と
こ
ろ
で
「
共
同

体
」
構
築
が
進
ん
だ
だ
け
で
、
そ
の

先
は
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。

黒
田　

自
由
貿
易
協
定
が
で
き
て
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
は
基
本
的
に
関
税

ゼ
ロ
で
取
引
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
先
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
境
、
水
際
で
の
関
税
を

ゼ
ロ
に
す
る
だ
け
で
な
く
、Ｅ
Ｕ
（
欧

州
連
合
）
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

域
外
か
ら
の
関
税
を
均
一
に
す
る
と

こ
ろ
ま
で
行
け
る
か
、
あ
る
い
は
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
同
じ
規
制
を
共
有

し
、
自
由
取
引
で
き
る
よ
う
な
と
こ

ろ
ま
で
行
け
る
か
と
い
う
と
、
な
か

な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

は
、
Ｅ
Ｕ
と
比
べ
て
、
国
ご
と
の
経

済
発
展
の
段
階
に
大
き
な
開
き
が
あ

る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
域
外
関
税

を
同
一
に
し
た
時
の
影
響
も
国
に
よ

り
大
き
く
違
い
ま
す
の
で
、
足
並
み

を
そ
ろ
え
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思

い
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

白
石　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
指
導
者
で

四
〇
代
半
ば
の
人
た
ち
と
話
を
す
る

と
、
従
来
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
（
合
意
）

主
義
で
は
話
が
進
ま
な
い
、「
こ
の

指
止
ま
れ
」
で
、
一
種
の
有
志
連
合

の
よ
う
に
合
意
し
た
国
だ
け
で
進
め

る
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。
私
も
そ
れ

が
一
つ
の
や
り
方
か
な
と
考
え
て
い

ま
す
。

黒
田　

Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
比
較
的
同
質

的
な
地
域
で
す
ら
、
あ
れ
だ
け
加
盟

国
が
拡
大
す
る
と
、
各
国
の
置
か
れ

た
状
況
か
ら
、
ユ
ー
ロ
（
Ｅ
Ｕ
の
単

一
通
貨
）
を
導
入
す
る
、
し
な
い
で

対
応
が
分
か
れ
ま
し
た
。
無
理
に
歩

調
を
合
わ
せ
よ
う
と
せ
ず
、
国
に

よ
っ
て
違
う
ペ
ー
ス
で
進
ん
で
い
く
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こ
と
を
許
容
し
て
い
ま
す
ね
。
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
場
合
、
国
に
よ
り
発
展
段

階
に
さ
ら
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
の

で
、
Ｅ
Ｕ
以
上
に
、
進
む
ペ
ー
ス
を

合
わ
せ
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

合
意
で
き
る
国
々
で
進
ん
で
い
く
ほ

う
が
現
実
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

黒
田　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
で
は
、
先

進
国
に
な
る
前
に
成
長
が
停
滞
す
る

「
中
所
得
国
の
罠
」
と
い
わ
れ
る
現

象
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

タ
イ
で
は
、
経
済
成
長
自
体
は
比
較

的
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
経
済

成
長
ほ
ど
雇
用
は
増
え
て
い
ま
せ

ん
。
タ
イ
は
巨
大
な
農
業
国
で
も
あ

る
一
方
、
自
動
車
産
業
や
エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
産
業
が
集
積
す
る
東
南
ア

ジ
ア
の
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
セ
ン

タ
ー
に
も
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
で
す
。
こ
の
後
、
一
人
当
た
り

三
千
〜
一
万
二
千
ド
ル
の
中
所
得
国

が
、「
中
所
得
国
の
罠
」
を
乗
り
越

え
て
、
一
万
二
千
ド
ル
以
上
の
高
所

得
国
に
な
れ
る
か
ど
う
か
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
同
じ
よ
う

な
状
況
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

白
石　

マ
レ
ー
シ
ア
は
中
所
得
国
を

抜
け
出
せ
そ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
来
て

い
ま
す
が
、
こ
の
先
、
順
調
に
成
長

す
る
か
ど
う
か
、
予
断
を
許
し
ま
せ

ん
。
懸
念
の
一
つ
が
頭
脳
流
出
で
す
。

華
人
、
イ
ン
ド
系
の
優
秀
な
人
た
ち

が
国
外
留
学
し
、
戻
っ
て
こ
な
い
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
奨
学
金
を
提
供
し

て
高
卒
の
優
秀
な
人
た
ち
を
引
き
抜

い
て
お
り
、
人
材
の
流
出
が
同
国
経

済
に
ど
う
影
響
す
る
か
心
配
で
す
。

黒
田　

中
所
得
国
に
な
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
各
国
が
抱
え
る
懸
念
に
は
、
農

業
の
生
産
性
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
こ

と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ユ
ド
ヨ
ノ
政

権
時
代
の
財
務
大
臣
と
話
し
た
と

き
、
彼
は
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
業

部
門
の
生
産
性
が
低
い
の
は
、
伝
統

的
農
業
か
ら
な
か
な
か
抜
け
ら
れ
な

い
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
全
域
で
見
る
と
農
地
が
住
宅

地
や
工
業
団
地
に
変
わ
り
、
面
積
も

だ
い
ぶ
減
っ
て
い
る
一
方
で
、
コ
メ

を
は
じ
め
食
糧
生
産
は
人
口
の
増
加

に
合
わ
せ
て
増
え
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
コ
メ
の
一
大
輸
出
国
の
タ
イ
を

除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
国
は
自
給
で
き

る
程
度
に
し
か
生
産
し
て
お
ら
ず
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
農
産
物
を
大
量

に
輸
出
し
て
い
る
国
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
な
か
で
あ
れ
だ
け
の

農
村
人
口
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

農
業
生
産
性
は
か
な
り
低
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。「
緑
の
革
命
」（
注

１
）
に
よ
っ
て
、
生
産
性
に
優
れ
た

イ
ネ
が
開
発
さ
れ
、
コ
メ
の
生
産
量

は
大
き
く
伸
び
ま
し
た
が
、
そ
の
後

新
し
い
品
種
が
開
発
さ
れ
た
と
い
う

話
も
聞
き
ま
せ
ん
。
背
景
に
は
、
技

術
や
農
地
、
農
業
の
生
産
シ
ス
テ
ム

の
問
題
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

白
石　

そ
う
し
た
状
況
で
私
が

今
、
注
目
す
る
の
は
、
東
南
ア
ジ

ア
の
「
ミ
レ
ニ
ア
ル
世
代
」、
つ
ま

り
二
〇
〇
〇
年
代
に
成
人
に
な
っ
た

世
代
で
す
。
タ
イ
は
少
し
事
情
が
異

な
り
ま
す
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
若
い

世
代
が
大
き
な
人
口
構
成
比
を
占
め

る
。
地
域
の
農
業
者
と
東
京
の
レ
ス

ト
ラ
ン
を
結
ぶ
事
業
に
携
わ
る
企
業

家
に
聞
い
た
話
で
す
が
、「
日
本
国

内
で
は
事
業
化
に
三
年
か
か
っ
た

が
、
マ
ニ
ラ
で
は
半
年
で
で
き
た
」

と
言
い
ま
す
。
理
由
は
簡
単
で
、
日

本
と
違
い
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ミ
レ
ニ

ア
ル
世
代
の
農
業
者
は
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
を
使
い
こ
な
せ
る
デ
ジ

タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
（
物
心
つ
い
た
時

か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
パ
ソ
コ
ン

が
普
及
し
た
環
境
で
育
っ
た
世
代
）

だ
か
ら
で
す
。

　

彼
ら
が
農
業
、
省
エ
ネ
な
ど
の
分

野
で
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
て

い
ろ
い
ろ
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
動

き
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
期

待
し
て
い
ま
す
。

黒
田　

新
し
い
芽
が
出
て
き
て
い

る
と
い
う
の
は
良
い
動
き
で
す
ね
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
高
品
質
・
高
価

格
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
育
成
す
る
動
き

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
イ
ン
ド

を
抜
い
て
世
界
最
大
に
な
っ
た
も
の

の
、
付
加
価
値
が
小
さ
い
た
め
、
所

得
へ
の
還
元
が
難
し
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
七
千
の
島
々

か
ら
な
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
交
通
の
便

が
悪
く
、
電
力
コ
ス
ト
も
高
い
た
め
、

製
造
業
が
伸
び
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
製
造
業
分
野
で
働
く
人
は
一

割
ほ
ど
で
、
残
り
九
割
の
う
ち
約
三

割
弱
が
農
業
、
約
六
割
が
サ
ー
ビ
ス

業
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
大
学
の
卒
業
者
は
た
く
さ

「
中
所
得
国
の
罠わ
な
」
を

乗
り
越
え
ら
れ
る
か

注
１
／
緑
の
革
命

　 

　
一
九
六
〇
年
代
に
イ
ネ
・

小
麦
な
ど
の
高
収
量
品
種

の
開
発
を
契
機
に
開
発
途

上
国
へ
導
入
さ
れ
た
農
業

技
術
革
新
。
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ん
い
ま
す
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た

新
し
い
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
結
構
伸
び

て
い
ま
す
し
、
伸
び
し
ろ
も
あ
り
そ

う
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
彼
ら
ミ
レ

ニ
ア
ル
世
代
が
新
商
品
や
新
技
術
を

開
発
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
中
所

得
国
の
罠
か
ら
抜
け
出
せ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

白
石　

九
六
〜
〇
五
年
ま
で
の
一
〇

年
と
、
〇
六
〜
一
五
年
ま
で
の
一
〇

年
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
当
た
り
実
質

所
得
が
ど
れ
だ
け
伸
び
た
か
、
各
国

の
現
地
通
貨
建
て
で
計
算
す
る
と
、

面
白
い
結
果
が
出
ま
す
。
日
本
は
、

最
初
の
一
〇
年
で
六
％
ほ
ど
伸
び
た

後
、
次
の
一
〇
年
で
は
四
％
ほ
ど
の

伸
び
で
、
停
滞
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

欧
米
各
国
は
最
初
の
一
〇
年
に
一
五

〜
二
五
％
伸
び
た
あ
と
、
次
の
一
〇

年
は
世
界
金
融
危
機
の
影
響
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
伸
び
て
い
な
い
。
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
よ
り
低

く
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
至
っ

て
は
マ
イ
ナ
ス
。
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ

ダ
は
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
し
た
。
私

は
、今
の
欧
米
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（
大

衆
迎
合
主
義
）
の
台
頭
は
、
こ
う
し

た
所
得
の
伸
び
率
の
推
移
で
か
な
り

説
明
が
つ
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
欧
米
の
人
た
ち
は
自
分
た
ち

の
生
活
が
こ
れ
か
ら
も
良
く
な
る
と

期
待
し
て
い
た
の
に
、
政
府
が
そ
れ

に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
不
満

が
背
景
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
ア
ジ
ア
各
国
は
ど
う
か
。

九
六
〜
〇
五
年
の
最
初
の
一
〇
年
は

あ
ま
り
良
く
な
い
の
で
す
が
、
次
の

一
〇
年
は
も
の
す
ご
く
良
い
。
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
は
約
四
六
％
、
ベ
ト
ナ
ム

は
五
〇
％
を
超
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、

将
来
の
生
活
水
準
向
上
へ
の
期
待
が

膨
ら
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら

の
一
〇
年
、
そ
う
し
た
人
々
の
期
待

に
応
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
期
待
に

応
え
る
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
経
済
を

成
長
さ
せ
、
同
時
に
再
分
配
政
策
に

よ
っ
て
所
得
格
差
、
都
市
と
農
村
の

格
差
問
題
に
対
処
す
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。

黒
田　

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
な
か

で
期
待
は
膨
ら
ん
で
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
所
得
格
差
問
題
を
解
決
で
き

な
い
と
、
政
府
に
対
す
る
不
信
感
が

高
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し

た
問
題
を
解
決
で
き
る
と
主
張
す
る

ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
政
権
が
誕
生
す

る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。

黒
田　

麻
生
財
務
大
臣
が
強
調
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
Ｇ
20
の
声
明
に
も

入
っ
た
「
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」（
注
２
）
で

相
手
国
の
支
援
を
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
相
手
国
の
経
済
的
、
社
会

的
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
イ
ン
フ
ラ
支

援
、
質
が
高
く
、
全
期
間
を
通
じ
採

算
が
取
れ
る
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
支
援

が
大
事
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済

成
長
に
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
引
き
続
き

重
要
で
す
が
、
何
で
も
い
い
か
ら
つ

く
れ
ば
い
い
と
い
う
時
代
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
三
〇
年
先
、
五
〇
年
先
を

見
通
し
、
そ
こ
に
ど
ん
な
イ
ン
フ
ラ

が
必
要
か
、
そ
の
イ
ン
フ
ラ
を
つ
く

る
た
め
に
ど
う
や
っ
て
資
金
調
達
す

る
か
、
ア
ジ
ア
各
国
は
よ
く
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
支
援
国
も
同

じ
く
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
東
南
ア
ジ
ア
で
は
高

等
教
育
も
大
事
で
す
。
私
が
以
前
在

籍
し
て
い
た
Ａ
Ｄ
Ｂ
は
、
ア
ジ
ア
の

初
等
中
等
教
育
を
支
援
し
て
き
ま
し

た
が
、
か
な
り
普
及
し
て
き
ま
し
た

の
で
、
今
は
高
等
教
育
の
サ
ポ
ー
ト

に
重
心
を
移
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

な
か
な
か
難
し
い
。
ま
た
ア
メ
リ
カ

の
大
学
も
ア
ジ
ア
に
続
々
と
進
出
し

て
き
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
A
D
B

や
日
本
政
府
が
支
援
す
る
の
か
、
と

い
う
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
話
題
に

な
っ
た
「
中
所
得
国
の
罠
」
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
各
国
に

お
い
て
高
等
教
育
・
研
究
の
分
野
を

よ
り
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

白
石　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ド
ゥ
テ
ル
テ

大
統
領
は
教
育
予
算
を
増
や
し
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ョ
コ
大
統
領
も
一

期
目
は
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
二
期
目
は

高
等
教
育
人
材
の
養
成
を
目
玉
に
す

る
と
し
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
タ

イ
の
ソ
ム
キ
ッ
ト
副
首
相
も
言
っ
て

い
ま
す
。
教
育
が
こ
れ
か
ら
の
カ
ギ

に
な
る
。
そ
う
い
う
合
意
が
こ
の
地

域
の
政
治
リ
ー
ダ
ー
の
中
に
で
き
て

い
る
気
が
し
ま
す
。

　

そ
の
と
き
日
本
は
何
が
で
き
る
の

か
。
最
近
、
東
南
ア
ジ
ア
の
友
人
か

ら
よ
く
聞
か
れ
る
の
は
日
本
の
高

膨
ら
む
国
民
の
期
待

所
得
格
差
解
消
が
カ
ギ

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
成
長
に

わ
が
国
が
で
き
る
貢
献

注
２
／
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

　 

　
質
の
高
い
経
済
活
動
や

社
会
生
活
の
基
盤
を
形
成

す
る
構
造
物
（
た
と
え
ば

ダ
ム
・
道
路
・
港
湾
・
発

電
所
・
通
信
施
設
な
ど
の

産
業
基
盤
お
よ
び
学
校
・

病
院
な
ど
の
公
共
の
福
祉

に
か
か
わ
る
施
設
な
ど
）。



NICHIGIN 2018 NO.5621

専
（
高
等
専
門
学
校
）
に
つ
い
て
で

す
。
日
本
と
ド
イ
ツ
の
製
造
業
を
支

え
る
の
は
レ
ベ
ル
の
高
い
技
術
者
を

養
成
す
る
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
（
高
等

教
育
機
関
）
だ
。
そ
れ
を
自
分
た
ち

の
国
に
も
つ
く
り
た
い
と
言
っ
て
い

ま
す
。
日
本
政
府
は
技
術
者
養
成
シ

ス
テ
ム
を
海
外
に
も
広
げ
よ
う
と
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
、
現

地
に
進
出
し
た
日
系
企
業
に
人
材
を

供
給
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
う
い
う

狭
い
視
野
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
発
展
に
つ
な
が
る
産
業
を
ど
う

育
て
る
か
、
そ
う
い
う
長
期
的
視
点

で
何
が
で
き
る
か
、
考
え
な
い
と
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

黒
田　

東
南
ア
ジ
ア
の
各
国
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
か
ら
も
、
そ
う
い
う
話
は

聞
か
れ
ま
す
。
高
専
に
限
ら
ず
、
日

本
の
高
等
教
育
機
関
に
進
出
し
て
ほ

し
い
と
。
大
学
に
つ
い
て
も
、
一
〜

二
年
生
を
現
地
で
、
三
〜
四
年
生
は

日
本
で
教
育
す
る
と
い
う
方
法
で
も

い
い
、
と
い
っ
た
話
が
聞
か
れ
て
い

ま
す
。

　

高
専
の
養
成
シ
ス
テ
ム
は
ド
イ
ツ

と
日
本
に
あ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
で

す
が
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞

し
た
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
ポ
ー

ル
・
ク
ル
ー
グ
マ
ン
氏
が
最
近
、
面

白
い
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
過

去
二
〇
年
、
三
〇
年
を
振
り
返
る
と
、

グ
ー
グ
ル
、
ア
ッ
プ
ル
、
ア
マ
ゾ
ン

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ

は
革
新
的
な
こ
と
を
手
が
け
た
。
一

方
、
ド
イ
ツ
に
は
そ
う
い
う
も
の
は

ア
メ
リ
カ
ほ
ど
な
い
が
、
経
済
、
と

く
に
製
造
業
の
分
野
が
強
い
。
ア
メ

リ
カ
で
は
技
術
革
新
を
生
む
人
材
は

大
学
で
育
て
ら
れ
る
が
、
技
術
者
養

成
シ
ス
テ
ム
は
む
し
ろ
ド
イ
ツ
に
学

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

白
石　

私
の
知
っ
て
い
る
日
本
の
企

業
で
も
そ
う
で
す
が
、
革
新
的
な
ア

イ
デ
ア
で
は
な
く
、
ア
ッ
プ
ル
な
ど

の
革
新
的
な
企
業
か
ら
の
依
頼
に
対

し
、
モ
ノ
づ
く
り
の
面
で
き
ち
っ
と

対
応
す
る
、
対
応
で
き
る
、
そ
こ
で

勝
負
す
る
企
業
が
少
な
く
な
い
。
日

本
に
は
そ
う
い
う
産
業
技
術
基
盤
が

あ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち

は
日
本
の
そ
う
し
た
部
分
を
重
視
し

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
基
盤
を
自
分

の
国
で
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、
そ
れ
は
分
か
っ
て
い
る
、
そ
こ

で
い
ろ
い
ろ
模
索
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
中
所
得
国

の
罠
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か

は
、
結
局
、
そ
こ
に
か
か
っ
て
く
る

気
が
し
ま
す
。

黒
田　

私
は
、
こ
れ
か
ら
持
続
的

な
成
長
を
遂
げ
、「
中
所
得
国
の
罠
」

を
乗
り
越
え
て
先
進
国
に
な
れ
そ
う

な
国
は
、
ア
ジ
ア
に
多
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

白
石　

同
感
で
す
。
国
境
を
越
え
た

モ
ノ
づ
く
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど

ん
ど
ん
発
展
し
て
い
る
の
は
ア
ジ
ア

で
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
技
術
者
の

移
動
が
非
常
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
増

加
し
て
い
ま
す
し
、
あ
る
意
味
、
地

域
全
体
と
し
て
そ
う
い
っ
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
よ
り
密
に
な
り
、
そ
れ
が

地
域
と
し
て
の
強
み
に
な
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

黒
田　

一
三
年
に
Ａ
Ｄ
Ｂ
を
離
れ
て

日
銀
に
来
ま
し
た
が
、
ア
ジ
ア
の
こ

と
は
常
に
気
に
な
り
ま
す
し
、
今
も

中
央
銀
行
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
形
で

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
協
力
・
協
調
を
強

化
・
深
化
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

日
本
の
金
融
機
関
が
現
地
通
貨
不
足

に
直
面
し
た
際
に
相
手
国
通
貨
を
融

通
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
通
貨

を
交
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
協
定
を

結
ん
だ
り
（
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
協
定
）、

日
銀
の
提
唱
で
九
一
年
に
発
足
し
た

Ｅエ

ミ

ア

ッ

プ

Ｍ
Ｅ
Ａ
Ｐ
（
東
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア

ニ
ア
中
央
銀
行
役
員
会
議
）
で
は
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
債
券
市
場
育
成
の
た

め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
を
推
進
し
た

り
し
て
い
ま
す
。

　

Ｅ
Ｕ
を
除
く
と
、
こ
こ
ま
で
の
金

融
協
力
が
で
き
て
い
る
地
域
は
他
に

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
だ
け
ア
ジ
ア
域
内
で
経
済
や
金
融

の
関
係
強
化
・
相
互
依
存
が
進
ん
で

い
る
、
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
し
ょ

う
。
通
貨
危
機
か
ら
二
〇
年
、
あ
の

時
の
教
訓
を
糧
に
、
再
び
危
機
に
陥

る
こ
と
な
く
ア
ジ
ア
が
発
展
す
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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現
存
す
る
最
古
の
中
央
銀
行
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
リ
ク
ス
バ
ン
ク
は
、
二
〇
一
八
年
、
創
立

三
五
〇
年
を
記
念
し
て
『
リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
中
央
銀

行
の
歴
史
』（
注
１
）
を
発
刊
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
必
ず
し
も
世
界
の
中
央
銀
行
が
三
五
〇
年
の
歴
史

を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
リ
ク
ス
バ
ン
ク
創
設

以
前
に
も
、
現
代
の
中
央
銀
行
が
果
た
し
て
い
る
機

能
の
一
部
を
備
え
た
「
中
央
銀
行
の
原
型
」
と
も
い

え
る
組
織
が
存
在
し
て
い
た
。
創
設
当
初
の
リ
ク
ス

バ
ン
ク
も
、
現
代
の
中
央
銀
行
が
果
た
し
て
い
る
機

能
の
一
部
を
備
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
以
下

で
は
、
主
と
し
て
『
リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
中
央
銀
行
の

歴
史
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
中
央
銀
行
の
起
源
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
中
央
銀
行
の
歴
史
』
の
編
者

は
、「
中
央
銀
行
の
活
動
は
多
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

と
し
て
他
の
金
融
機
関
に
対
す
る
貸
出
を
行
う
こ
と

（
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
維
持
）、
な
ど
で
あ
る

（
注
５
）。
現
代
の
中
央
銀
行
は
、
長
い
年
月
を
か
け
、

歴
史
的
な
変
遷
を
経
て
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
（
注
6
）

　

中
央
銀
行
の
起
源
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
の
が
、
一
六
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
で
あ
る
。
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、

北
海
や
バ
ル
ト
海
と
地
中
海
を
結
ぶ
南
北
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
交
易
の
中
継
地
で
あ
り
、
一
六
〇
二
年
に
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
設
立
さ
れ
る
と
、
ア
ジ
ア
と

の
交
易
の
拠
点
と
し
て
も
栄
え
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
に
は
国
内
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
貨
幣
が
流

入
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
下
で
取
引
の
決
済
が
複
雑

な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
商
人
が
市
政
府

に
決
済
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
改
善
を
求
め
る
要
請
を

行
い
、
こ
れ
を
受
け
て
市
当
局
が
設
立
し
た
の
が
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
で
あ
っ
た
。

　

同
行
は
市
内
外
の
商
人
な
ど
に
「
グ
ル
デ
ン
・
バ

す
べ
て
の
人
が
受
け
入
れ
る
唯
一
の
中
央
銀
行
の
定

義
は
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
２
）。
実
際

に
、
現
代
の
中
央
銀
行
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
果

た
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
多
く
の
人
が
日
常
の
取
引

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
券
を
独
占
的
に
発

行
し
、
あ
る
い
は
（
中
央
銀
行
に
と
っ
て
の
）
顧
客

で
あ
る
銀
行
か
ら
預
金
を
預
か
り
口
座
間
の
振
替
に

よ
り
取
引
の
決
済
（
注
３
）
を
行
う
こ
と
（
決
済
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
）、
自
ら
が
発
行
す
る
銀
行
券
の
額
面

や
預
か
っ
て
い
る
預
金
口
座
の
表
示
に
使
わ
れ
る
通

貨
単
位
の
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
、
通
貨
供
給
や

信
用
の
調
節
を
行
う
こ
と
（
金
融
政
策
）、
他
の
金

融
機
関
が
提
供
し
て
い
る
預
金
の
価
値
が
失
わ
れ
な

い
よ
う
、
通
常
時
に
お
い
て
他
の
金
融
機
関
の
経
営

を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
万
一
金
融
危
機
が
発
生
し

た
場
合
に
は
必
要
に
応
じ
て
最
後
の
貸
し
手
（
注
４
）

特
別
編
　
リ
ク
ス
バ
ン
ク
創
立
三
五
〇
周
年
と
中
央
銀
行
の
歴
史

　
現
存
す
る
最
古
の
中
央
銀
行
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
リ
ク
ス
バ
ン
ク
は
、
二
〇
一
八
年
、
創

立
三
五
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
特
別
編
と
し
て
、
日
本
経
済
史
を
ご
専
門
と
さ

れ
て
い
る
早
稲
田
大
学
鎮
目
教
授
に
「
中
央
銀
行
の
起
源
」
と
題
し
て
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
央
銀
行
の
起
源

◆26

早
稲
田
大
学 

政
治
経
済
学
術
院
教
授
　
鎮し
ず

目め

雅ま
さ

人と
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す
る
事
態
と
な
り
、
一
八
二
〇
年
に
清
算
さ
れ
た
。

同
行
の
運
営
に
あ
た
り
金
融
政
策
や
金
融
シ
ス
テ
ム

の
安
定
性
維
持
と
い
っ
た
現
代
の
中
央
銀
行
が
果
た

し
て
い
る
機
能
が
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
公
的
な
目
的
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
銀
行
が
決

済
シ
ス
テ
ム
の
運
営
に
あ
た
っ
た
と
い
う
点
に
お
い

て
、
同
行
は
中
央
銀
行
の
機
能
の
一
部
を
果
た
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
以
外
に
も
、
同
様

の
決
済
機
能
を
有
す
る
銀
行
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地

に
設
立
さ
れ
た
。
一
五
世
紀
以
降
、
地
中
海
沿
岸
や

ド
イ
ツ
な
ど
で
公
的
な
目
的
を
も
っ
て
決
済
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
た
銀
行
が
数
多
く
存
在
し
て
お

り
、
次
に
出
て
く
る
リ
ク
ス
バ
ン
ク
や
イ
ン
グ
ラ
ン

ン
コ
」
と
い
う
通
貨
単
位
で
表
示
さ
れ
る
預
金
口
座

の
開
設
を
認
め
、
口
座
保
有
者
が
持
ち
込
む
貨
幣
の

種
類
に
応
じ
た
換
算
レ
ー
ト
を
用
い
て
入
金
額
を
記

帳
し
、
い
つ
で
も
預
金
者
か
ら
の
引
き
出
し
要
求
に

応
じ
る
と
と
も
に
、
市
当
局
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
を
含
め
た
顧
客
同
士
が
同
行
の
口
座
間
で
決
済

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
統
一
的

な
計
算
単
位
と
預
金
と
い
う
決
済
手
段
を
提
供
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

同
行
は
、
銀
行
券
の
発
行
お
よ
び
貸
出
を
行
う
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
行
は
、

市
当
局
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
対
し
、
内
密

に
貸
出
を
行
っ
て
い
た
。
後
に
そ
の
事
実
が
公
と

な
っ
た
た
め
、
預
金
者
が
預
金
の
引
き
出
し
に
殺
到

名称（国） 設立年 廃止年

バルセロナ銀行 1401 1853

サン・ジョルジョ銀行
（ジェノヴァ・現イタリア） 1404 1444

ヴェネツィア銀行 1587 1638

アムステルダム銀行 1609 1820

ハンブルク銀行 1619 1875

ニュルンベルク銀行 1621 1836

ストックホルム銀行 1656 1666

リクスバンク（スウェーデン） 1668 現存

イングランド銀行 1694 現存

ウィーン為替銀行 1703 1705

ウィーン市立銀行 1705 1816

フランス王立銀行 1716 1720

プロシア王立中央銀行 1765 1847

スペイン銀行 1782 現存

第 1合衆国銀行（米国） 1791 1811

フランス銀行 1800 現存

オランダ銀行 1814 現存

ノルウェー銀行 1816 現存

第 2合衆国銀行（米国） 1816 1836

ベルギー国立銀行 1850 現存

ライヒスバンク（ドイツ） 1875 1948

日本銀行 1882 現存

イタリア銀行 1893 現存

連邦準備制度（米国） 1913 現存

ドイツ連邦銀行 1948 現存

中国人民銀行 1948 現存

欧州中央銀行 1998 現存

（注）�Roberds�and�Velde�(2016),�Edvinsson 他編 (2018) をもとに
作成。なお、設立年は当該銀行の前身の設立年を含む。

■主な「中央銀行の原型」と中央銀行

アムステルダム銀行（出典：www.exchangehistory.nl）
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ド
銀
行
も
そ
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
前
頁
表

を
参
照
）（
注
７
）。

リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行（

注
８
）

　

リ
ク
ス
バ
ン
ク
は
、
一
六
五
六
年
に
設
立
さ
れ

一
六
六
六
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
銀
行

の
後
を
受
け
て
、
一
六
六
八
年
に
設
立
さ
れ
た
。
当

時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
銀
貨
と
銅
貨
、
銅
板
が

貨
幣
と
し
て
並
行
的
に
通
用
し
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ

と
同
様
、
多
種
の
貨
幣
が
流
通
す
る
下
で
取
引
の
決

済
は
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
銀
行
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
と
同
様
に
預
金

者
相
互
間
の
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
為
替
部
門
に
加

え
、
自
ら
が
発
行
す
る
銀
行
券
を
利
用
し
て
貸
出
を

行
う
貸
出
部
門
を
有
し
て
い
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
銀
行
間
決
済
の
中
核
と

し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
と
、
銀
行
券
を
発
行
す
る

他
の
銀
行
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
銀
行
券
を
金

貨
や
銀
貨
に
代
わ
る
支
払
準
備
と
し
て
保
有
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

リ
ク
ス
バ
ン
ク
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
な
ど
、
こ

の
時
期
に
「
中
央
銀
行
の
原
型
」
と
し
て
活
動
し
た

銀
行
の
設
立
目
的
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
共
通

す
る
制
度
上
の
革
新
は
、
銀
行
券
と
い
う
新
た
な

決
済
手
段
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
も
っ
と
も
両
行
は
、
現
代
の
中
央
銀
行
の
よ
う

に
、
銀
行
券
の
発
行
を
独
占
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
全
国
的
な
通
貨
供
給
や
信
用
の
調
節
と
い
う
意

味
で
の
金
融
政
策
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
。
ま
た
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
が
自
ら
の
責
務

で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
（
注
９
）。

銀
行
が
不
良
貸
出
の
増
加
と
こ
れ
に
関
連
す
る
銀
行

券
の
過
剰
発
行
に
よ
り
破
た
ん
し
た
後
、
リ
ク
ス
バ

ン
ク
が
設
立
さ
れ
た
。
設
立
当
初
の
リ
ク
ス
バ
ン
ク

は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
銀
行
と
同
様
、
為
替
部
門
と

貸
出
部
門
と
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
銀
行
破
た
ん
の
経
験
か
ら
、
経
営
の
健
全
性
を
重

視
し
、
銀
行
券
の
発
行
権
限
が
与
え
ら
れ
ず
、
貸
出

の
担
保
は
短
期
の
商
業
債
権
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、後
に
は
、銀
行
券
の
発
行
の
ほ
か
、

ロ
シ
ア
と
の
戦
争
な
ど
の
た
め
政
府
へ
の
信
用
供
与

が
認
め
ら
れ
た
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
一
六
九
四
年
、
主
に
対

仏
戦
争
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
多
額
の
国
債
の
管
理

を
行
う
商
業
銀
行
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
設
立
さ
れ

た
。
当
時
の
英
国
は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
通
商
戦
争
に

お
い
て
優
位
を
確
立
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
間

で
経
済
、
軍
事
面
で
の
競
争
が
激
化
し
て
お
り
、
こ

う
し
た
国
内
外
の
情
勢
下
で
、
ロ
ン
ド
ン
は
英
国
内

の
物
流
、
金
融
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
っ

た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
そ
の
取
扱
資
金
量
が
巨

額
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
ロ
ン

ド
ン
所
在
銀
行
間
の
取
引
の
中
核
と
し
て
の
地
位
を

占
め
る
よ
う
に
な
り
、
英
国
内
に
お
け
る
取
引
の
決

済
の
多
く
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
な
ら
び
に
同
行

に
口
座
を
持
つ
有
力
銀
行
の
預
金
口
座
を
通
じ
て
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
銀
行
に
は
設
立
当
初
か
ら
銀
行
券
の
発
行
権
限

が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、
英
国
内
で
銀
行
券
の

発
行
権
限
を
有
す
る
銀
行
は
他
に
も
存
在
し
て
い
た

リクスバンク（リクスバンク・アーカイブ所蔵）

イングランド銀行券（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）
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現
代
的
な
「
中
央
銀
行
」
の
成
立
（
注
10
）

　
『
リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
中
央
銀
行
の
歴
史
』
に
よ
れ

ば
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
す
で
に
あ
っ
た
「
中
央

銀
行
の
原
型
」
に
銀
行
券
発
行
の
独
占
と
最
後
の
貸

し
手
と
い
う
機
能
が
付
加
さ
れ
、
厳
密
な
意
味
に
お

け
る
中
央
銀
行
と
い
う
存
在
が
こ
の
世
に
初
め
て
現

れ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
中
央
銀
行
」
と
い
う
言
葉

自
体
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
も
一
九
世
紀
の
こ
と

で
あ
っ
た
（
注
11
）。

　

英
国
で
は
、
一
八
四
四
年
の
ピ
ー
ル
銀
行
条
例
に

よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
よ
る
銀
行
券
発
行
の
独
占
が

事
実
上
確
立
す
る
。
同
時
に
、
同
行
は
全
国
の
通
貨

供
給
や
信
用
の
管
理
を
行
う
能
力
と
責
任
を
有
す
る

立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
銀
行
券
の
兌だ

換か
ん

（
注
12
）
維
持
の
た
め
に
同
行
が
銀
行
券
の
発
行
量
や

貸
出
量
を
調
節
し
た
り
、
兌
換
を
停
止
し
た
り
す
る

と
、
そ
れ
は
個
別
銀
行
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国

の
通
貨
供
給
や
信
用
に
影
響
を
与
え
る
の
で
、
金
融

政
策
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

産
業
革
命
が
進
行
し
、
企
業
活
動
と
金
融
機
関
の
貸

出
規
模
が
拡
大
す
る
中
で
、
一
九
世
紀
半
ば
に
周
期

的
に
金
融
恐
慌
が
発
生
し
、
金
融
危
機
時
に
最
後
の

貸
し
手
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
中
央
銀
行
の
機
能

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
（
注
13
）。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

銀
行
は
、さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
を
経
な
が
ら
、決
済
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
、
金
融
政
策
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定

性
維
持
と
い
っ
た
機
能
を
備
え
た
中
央
銀
行
へ
と
変

貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

　

一
九
世
紀
後
半
以
降
に
設
立
さ
れ
た
中
央
銀
行
の

多
く
は
、
す
で
に
そ
の
設
立
前
後
に
お
い
て
、
決
済

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
金
融
政
策
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の

安
定
性
維
持
と
い
っ
た
現
代
の
中
央
銀
行
が
果
た
し

て
い
る
機
能
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
国
立

銀
行
（
一
八
五
〇
年
設
立
）（
注
14
）、
ド
イ
ツ
・
ラ
イ

ヒ
ス
バ
ン
ク
（
一
八
七
五
年
設
立
）（
注
15
）、
日
本
銀

行
（
一
八
八
二
年
設
立
）（
注
16
）、
米
国
・
連
邦
準
備

制
度
（
一
九
一
三
年
設
立
）（
注
17
）
な
ど
は
、
設
立

当
初
あ
る
い
は
設
立
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
、
現
代

の
中
央
銀
行
に
よ
り
近
い
機
能
を
有
す
る
組
織
と
し

て
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
二
三
頁
表
を
参

照
）。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
道
の
り
は
平
坦
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。『
リ
ク
ス
バ
ン
ク
と
中
央
銀
行
の

歴
史
』
で
は
、
多
く
の
国
で
、
戦
争
な
ど
を
契
機
と

す
る
イ
ン
フ
レ
圧
力
、
金
融
危
機
、
技
術
革
新
へ
の

対
応
な
ど
、
紆
余
曲
折
を
経
て
中
央
銀
行
の
活
動
が

進
化
を
続
け
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
注
１
）Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and D

aniel 

　

 W
aldenstrom

 eds. (2018), Sveriges Riksbank and the 

　

  History of Central Banking, C
am

bridge U
niversity 

Press. 

以
下
、
注
に
記
載
す
る
文
献
は
、
他
に
と
く
に
記

載
の
な
い
限
り
、
同
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
な

お
、
二
〇
一
六
年
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
中
央
銀
行
で
あ
る
ノ
ル

ウ
ェ
ー
銀
行
が
創
立
二
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
『
岐
路
に
立
つ

中
央
銀
行
』（M

ichael D
. Bordo, Ø

yvind Eitrheim
, M

arc 
Flandreau and Jan F. Q

ystad eds., Central Banks 
at a Crossroads: W

hat Can W
e Learn from

 History?
 

C
am

bridge U
niversity Press

）
を
発
刊
し
て
い
る
。

（
注
２
）R

odney E
dvinsson, Tor Jacobson and D

aniel 

　

 W
aldenstrom , "Introduction."

（
注 

３
）「
決
済
」
と
は
、
資
金
の
受
払
に
よ
り
、
債
権
・
債
務
関
係

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
。

（
注 

４
）「
最
後
の
貸
し
手
」
と
は
、
金
融
危
機
等
に
お
い
て
、
資
金

不
足
に
陥
っ
た
金
融
機
関
に
対
し
、
他
に
貸
し
手
が
い
な
い
場

合
に
資
金
を
貸
す
貸
し
手
の
こ
と
。

（
注 

５
）
こ
の
ほ
か
の
中
央
銀
行
の
機
能
と
し
て
、
対
外
準
備
の

管
理
、
政
府
か
ら
の
預
金
の
受
け
入
れ
や
政
府
へ
の
貸
出
等

を
通
じ
た
政
府
の
銀
行
と
し
て
の
機
能
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

International M
onetary Fund (2016), M

onetary and 
Financial Statistics M

anual and Com
pilation Guide: 

Prepublication Draft

を
参
照
。

（
注
６
）G

erarda W
esterhuis and Jan Luiten van Zanden,

　

  "Four H
undred Y

ears of C
entral B

anking in the 
N

etherlands, 1609-2016."

（
注 

７
）W

illiam
 Roberds and François R. Velde (2016), 

"The D
escent of C

entral B
anks (1400-1815)," 

M
ichael D

. Bordo

他
編
（
二
〇
一
六
）。

（
注 

８
）
他
に
断
り
の
な
い
限
り
、
こ
こ
で
の
記
述
は
、
リ
ク
ス
バ

ン
ク
に
つ
い
て
はKlas Fregert, "Sveriges Riksbank: 350 

Years in M
aking"

、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
つ
い
て
はC

.A.E. 
G

oodhart, "The Bank of England, 1694-2017"

に
よ
る
。

（
注 

９
）
同
様
の
「
中
央
銀
行
の
原
型
」
は
、
一
八
～
一
九
世
紀
の

米
国
に
も
存
在
し
た
。
第
一
合
衆
国
銀
行
（First Bank of the 

U
nited States

）
と
第
二
合
衆
国
銀
行
（Second Bank of 

the U
nited States

）
が
そ
れ
で
あ
る
。Barry Eichengreen, 

"The Tw
o Eras of C

entral Banking in the U
nited 

States."

（
注 

10
）
他
に
断
り
の
な
い
限
り
、
こ
こ
で
の
記
述
は
、Rodney 

Edvinsson, Tor Jacobson and D
aniel W

aldenstrom
, 

"Introduction"

に
よ
る
。

（
注 

11
）
ロ
バ
ー
ズ
と
ヴ
ェ
ル
デ
（Roberds and Velde

）
も
、

一
九
世
紀
が
中
央
銀
行
の
成
立
に
と
っ
て
画
期
を
な
し
た
時
期

と
し
て
い
る
。

（
注 

12
）
銀
行
券
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
量
の
正
貨
（
金
貨
、

銀
貨
等
）
と
引
き
換
え
る
こ
と
。

（
注 

13
）
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
一
八
六
六
年
の
恐
慌
時

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
対
応
を
題
材
に
『
ロ
ン
バ
ー
ド
街
』

（
一
八
七
三
年
）
を
著
し
た
。

（
注
14
）Erik Buyst and Ivo M

aes (2008), "C
entral Banking

 　

 in N
ineteenth-C

entury B
elgium

: W
as the N

B
B

 a 
Lender of Last Resort?" Financial History Review

 
15(2), pp.153-173.

（
注 

15
）Jakob de H

aan, "The Struggle of G
erm

an C
entral 

Banks to m
aintain Price."

（
注   

16
）M

asato Shizum
e, "A H

istory of the Bank of Japan, 

　

 1882-2016."

（
注
17
）Barry Eichengreen, "The Two Eras of Central Banking

　
  in the U

nited States."
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　日本銀行は、１、４、７、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、2018年 10月の展望レポート（基
本的見解は10月 31日、背景説明を含む全文は11月１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
八
年
十
月

二
〇
一
八
～
二
〇
二
〇
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

二
〇
一
八
年
度
は
、
海
外
経
済
が
総

じ
て
み
れ
ば
着
実
な
成
長
を
続
け
る
も

と
で
、
き
わ
め
て
緩
和
的
な
金
融
環
境

や
政
府
支
出
に
よ
る
下
支
え
な
ど
を
背

景
に
、
潜
在
成
長
率
を
上
回
る
成
長
を

続
け
る
と
み
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
九
年
度
か
ら
二
〇
二
〇
年
度

に
か
け
て
は
、
設
備
投
資
の
循
環
的
な

減
速
や
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
を

背
景
に
、
成
長
ペ
ー
ス
は
鈍
化
す
る
も

の
の
、
外
需
に
も
支
え
ら
れ
て
、
景
気

の
拡
大
基
調
が
続
く
と
見
込
ま
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
（
除
く
生
鮮
食
品
）
の

前
年
比
は
、
プ
ラ
ス
で
推
移
し
て
い
る

が
、
景
気
の
拡
大
や
労
働
需
給
の
引
き

締
ま
り
に
比
べ
る
と
、
弱
め
の
動
き
が

続
い
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
、
①
賃
金
・
物
価
が
上
が

り
に
く
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
考
え
方

や
慣
行
が
根
強
く
残
る
も
と
で
、
企
業

の
慎
重
な
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス

な
ど
が
明
確
に
転
換
す
る
に
は
至
っ
て

い
な
い
こ
と
に
加
え
、
②
企
業
の
生
産

性
向
上
余
地
の
大
き
さ
や
近
年
の
技
術

進
歩
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
中
で
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇

率
の
高
ま
り
も
後
ず
れ
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
マ
ク
ロ
的
な
需
給

ギ
ャ
ッ
プ
が
プ
ラ
ス
の
状
態
が
続
く
も

と
で
、
企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ

ン
ス
が
次
第
に
積
極
化
し
、
家
計
の
値

上
げ
許
容
度
が
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
実

際
に
価
格
引
き
上
げ
の
動
き
が
拡
が

り
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も

徐
々
に
高
ま
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
結

果
、
消
費
者
物
価
の
前
年
比
は
、
二
％

に
向
け
て
徐
々
に
上
昇
率
を
高
め
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス

�　

経
済
・
物
価
と
も
に
下
振
れ
リ
ス
ク

の
方
が
大
き
い
。
物
価
面
で
は
、
二
％

の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け
た
モ

メ
ン
タ
ム
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
な

お
力
強
さ
に
欠
け
て
お
り
、
引
き
続
き

注
意
深
く
点
検
し
て
い
く
必
要
が
あ
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
、「
長

短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩

和
」
を
継
続
す
る
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
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ス
に
つ
い
て
は
、消
費
者
物
価
指
数（
除

く
生
鮮
食
品
）
の
前
年
比
上
昇
率
の
実

績
値
が
安
定
的
に
二
％
を
超
え
る
ま

で
、
拡
大
方
針
を
継
続
す
る
。
政
策
金

利
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
十
月
に

予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
引
き
上
げ

の
影
響
を
含
め
た
経
済
・
物
価
の
不
確

実
性
を
踏
ま
え
、
当
分
の
間
、
現
在
の

き
わ
め
て
低
い
長
短
金
利
の
水
準
を
維

持
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
今
後

と
も
、
金
融
政
策
運
営
の
観
点
か
ら
重

視
す
べ
き
リ
ス
ク
の
点
検
を
行
う
と
と

▽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

（注）
�消費税率については、2019年10月に
10％に引き上げられる（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。なお、教育無償化政策の影
響については、統計上の取り扱いが未
定ということもあり、消費者物価指数
には反映されないと仮定している一方、
実質ＧＤＰの見通しについては、各政
策委員が、現時点の情報をもとにその
影響を織り込んでいる。

も
に
、
経
済
・
物
価
・
金
融
情
勢
を
踏

ま
え
、「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け

た
モ
メ
ン
タ
ム
を
維
持
す
る
た
め
、
必

要
な
政
策
の
調
整
を
行
う
。

図表1　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価

（1）実質GDP
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2013年度 �2014　　�2015　��� �2016　�� � 2017　����2018　����2019�������2020　
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図表２　政策委員見通しの中央値
（対前年度比、％）

（2）消費者物価指数（除く生鮮食品）

3.5
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0.0
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3.0

2.5

2.0
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1.0

0.5
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-0.5

-1.0

-1.5

（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。

実質GDP 消費者物価指数
�（除く生鮮食品）

2018 年度 ＋ 1.4 ＋ 0.9

　（7月時点の見通し） （＋1.5） （＋ 1.1）

2019 年度 ＋ 0.8 ＋ 1.9 ＋ 1.4

　（7月時点の見通し） （＋0.8） （＋ 2.0） （＋ 1.5）

2020 年度 ＋ 0.8 ＋ 2.0 ＋ 1.5

　（7月時点の見通し） （＋0.8） （＋ 2.1） （＋ 1.6）

消費税率引き上げの
影響を除くケース

2013年度 �2014　　�2015　��� �2016　�� � 2017　����2018　����2019�������2020　

（前年比、％）�（前年比、％）
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低
金
利
環
境
が
長
期
化
す
る
中
で
、
金

融
脆
弱
性
を
的
確
に
評
価
す
る
こ
と
が
一

層
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
銀
行
貸
出
を
中

心
と
す
る
積
極
的
な
金
融
仲
介
活
動
は
、

実
体
経
済
の
改
善
に
寄
与
し
て
い
る
が
、

金
融
仲
介
過
程
で
過
度
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク

行
動
が
広
ま
る
と
、
先
行
き
の
実
体
経
済

に
大
き
な
調
整
圧
力
を
も
た
ら
し
得
る
。

ま
た
、
実
体
経
済
が
大
き
く
落
ち
込
ん

だ
場
合
（
テ
ー
ル
リ
ス
ク
が
実
現
し
た
時

に
）、
金
融
機
関
が
十
分
な
ス
ト
レ
ス
耐

性
を
有
し
て
い
な
い
と
、
金
融
仲
介
機
能

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
た
め
、

実
体
経
済
を
相
乗
的
に
悪
化
さ
せ
る
可
能

性
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
今
回
の

二
〇
一
八
年
十
月
号
の

特
徴
と
問
題
意
識

レ
ポ
ー
ト
で
は
、
次
の
三
点
に
力
点
を
置

い
た
。
第
一
に
、
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス

の
視
点
か
ら
、
実
体
経
済
悪
化
に
関
す
る

テ
ー
ル
リ
ス
ク
の
定
量
的
評
価
を
行
っ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
G
D
P 

a
t 

R
i
s
k
」
と
い
う
最
新
の
分
析
手
法
を

用
い
て
、
金
融
脆
弱
性
が
実
体
経
済
に
及

ぼ
し
得
る
リ
ス
ク
の
「
見
え
る
化
」
を
進

め
た
。
第
二
に
、
最
近
の
金
融
機
関
の
リ

ス
ク
テ
イ
ク
行
動
や
リ
ス
ク
管
理
の
実
態

を
踏
ま
え
て
、リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル（
リ

ス
ク
量
、
金
融
機
関
間
の
ば
ら
つ
き
）
の

計
測
の
精
緻
化
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、

①
信
用
リ
ス
ク
面
で
は
、
金
融
機
関
が
近

年
積
極
化
さ
せ
て
い
る
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企

業
向
け
貸
出
や
海
外
貸
出
の
実
態
に
つ
い

て
、
②
市
場
リ
ス
ク
面
で
は
、
益
出
し

の
増
加
と
株
式
投
信
等
へ
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
拡
大
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て
、
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
第
三
に
、
金
融
機
関

に
よ
る
近
年
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
行
動
の
影

響
を
金
融
マ
ク
ロ
計
量
モ
デ
ル
に
織
り
込

み
、
テ
ー
ル
リ
ス
ク
に
対
す
る
金
融
機
関

の
ス
ト
レ
ス
耐
性
に
関
し
て
、
よ
り
精
緻

な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
財
務
が
健
全
な

企
業
に
比
べ
る
と
、
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企
業

の
デ
フ
ォ
ル
ト
率
が
実
体
経
済
の
悪
化
に

よ
っ
て
非
線
形
的
に
上
昇
す
る
こ
と
を
考

慮
し
、
信
用
コ
ス
ト
を
計
測
し
た
。

　

日
本
銀
行
の
金
融
緩
和
を
背
景
に
、
国

内
の
金
融
仲
介
活
動
は
銀
行
貸
出
を
中
心

に
引
き
続
き
積
極
的
な
状
況
に
あ
り
、
景

気
の
緩
や
か
な
拡
大
を
支
え
て
い
る
。
国

内
貸
出
市
場
で
は
、
貸
出
金
利
が
長
期
・

　日本銀行は、金融システムの安定性を評価するとともに、安定確保に向けた課題について関係者
とのコミュニケーションを深めることを目的として、金融システムレポートを年 2回公表していま
す。本レポートの分析結果は、日本銀行の金融システムの安定確保のための施策立案や、考査・モ
ニタリング等を通じた金融機関への指導・助言に活用しています。また、国際的な規制・監督に関
する議論にも役立てています。金融政策運営面でも、マクロ的な金融システムの安定性評価を、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一つとしています。
＊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/

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」

二
〇
一
八
年
十
月

金
融
仲
介
活
動
の
動
向
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量
の
対
G
D
P
比
を
み

る
と
、
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企

業
向
け
や
不
動
産
業
向
け

の
貸
出
増
加
を
反
映
し
上

昇
し
て
お
り
、
ト
レ
ン
ド

か
ら
の
乖
離
幅
も
時
系
列

的
に
み
て
高
め
の
水
準
に

あ
る
な
ど
、
金
融
循
環
の

拡
張
局
面
が
続
い
て
い
る

（
図
表
２
）。
こ
う
し
た
金

融
面
の
動
き
は
、
足
も
と

ま
で
の
景
気
拡
大
を
支
え

て
お
り
、
先
行
き
に
つ
い

て
も
、
短
期
的
に
は
実
体

経
済
の
下
振
れ
リ
ス
ク
を

抑
制
し
て
い
る
。
一
方
、

や
や
長
い
目
で
み
て
、
わ

が
国
経
済
の
成
長
力
が
高

ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
む

し
ろ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
調

整
圧
力
と
し
て
働
く
こ
と

で
、
経
済
に
負
の
シ
ョ
ッ

ク
が
発
生
し
た
際
の
下
押

し
圧
力
を
強
め
る
方
向
に

作
用
す
る
可
能
性
が
あ
る

（
後
掲
図
表
３
）。
金
融
機

関
や
借
入
主
体
が
過
度
に

短
期
と
も
に
既
往
ボ
ト
ム
圏
で
推
移
し
、

残
高
は
前
年
比
二
％
程
度
の
ペ
ー
ス
で
増

加
し
て
い
る
。
特
に
、
地
域
金
融
機
関
間

の
貸
出
競
争
が
激
化
す
る
な
か
で
、
中
小

企
業
向
け
の
設
備
関
連
貸
出
が
幅
広
い
業

種
で
増
加
し
て
い
る
。
C
P
・
社
債
市
場

で
も
、
発
行
レ
ー
ト
が
き
わ
め
て
低
い
水

準
で
推
移
す
る
も
と
で
、
大
企
業
に
よ
る

運
転
資
金
調
達
や
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ほ

か
、
M
&
A
関
連
の
資
金
調
達
の
増
加

基
調
が
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
金
融
機
関
の
海
外
向
け
投
融

資
は
、
世
界
経
済
の
着
実
な
成
長
を
背
景

に
増
勢
を
維
持
し
て
お
り
、
生
保
な
ど
の

機
関
投
資
家
も
海
外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。

　

企
業
や
家
計
の
資
金
調
達
環
境
は
き
わ

め
て
緩
和
し
た
状
態
に
あ
る
が
、
金
融
循

環
の
面
で
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ

ル
期
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
過
熱
感
は
窺
わ

れ
な
い
（
図
表
１
）。
景
気
改
善
と
低
金
利

と
い
う
良
好
な
マ
ク
ロ
経
済
環
境
が
長
期

化
す
る
な
か
、
金
融
機
関
の
貸
出
態
度
は

積
極
化
し
た
状
態
が
続
い
て
い
る
。
与
信

金
融
循
環
と

潜
在
的
な
脆
弱
性

図表 2  金融ギャップの寄与度分解

金融機関 金融市場 
民間全体 家計 
企業 不動産 
資産価格 金融ギャップ 

年

（注）寄与度分解はヒートマップ（図表１）の７区分に基づく。
（資料）日本銀行

図表 1  ヒートマップ

（注）�「赤」は指標が上限の閾値を超えて過熱していることを、「青」は指標が下限の閾値を下回って停滞していることを、「緑」はそれ以外を示す。
「白」はデータがない期間を示す。

（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」

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
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行
っ
て
い
る
金
融
機
関
で
は
、
信
用
コ
ス

ト
や
有
価
証
券
関
連
の
損
失
に
伴
う
自
己

資
本
の
下
振
れ
が
大
き
く
な
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

将
来
に
わ
た
っ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
が
安

定
性
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
金
融

機
関
は
基
礎
的
収
益
力
を
高
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
そ
の
表
裏
一
体
の
関
係
と
し

て
、
企
業
部
門
に
お
け
る
中
長
期
的
な
成

長
期
待
の
向
上
も
不
可
欠
で
あ
る
。
企
業

自
身
の
生
産
性
改
善
や
成
長
力
強
化
に
向

け
た
政
府
の
取
り
組
み
に
加
え
て
、
金
融

機
関
に
よ
る
企
業
の
課
題
解
決
支
援
が
重

要
で
あ
る
。
金
融
機
関
は
そ
の
た
め
の
取

り
組
み
を
進
め
つ
つ
あ
る
が
、
収
益
力
の

底
上
げ
と
し
て
結
実
す
る
に
は
、
な
お
時

間
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

点
を
踏
ま
え
る
と
、
金
融
機
関
は
貸
出
の

収
益
性
改
善
に
加
え
て
、
非
金
利
・
役
務

収
益
の
強
化
や
抜
本
的
な
経
営
効
率
化
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
金
融
機
関
は
、
国
内
ミ
ド
ル

リ
ス
ク
貸
出
や
不
動
産
業
向
け
貸
出
、
海

外
貸
出
、
有
価
証
券
投
資
な
ど
積
極
的
に

楽
観
的
な
見
通
し
を
前
提
に
行
動
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
マ
ク
ロ
経
済
環
境
が
反
転

し
た
際
に
予
期
せ
ぬ
損
失
を
招
く
こ
と
に

な
る
た
め
で
あ
る
。

　

国
際
金
融
環
境
に
関
し
て
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
債
務
残
高
の
増
加
や
利
回
り
追
求

の
動
き
が
長
期
に
わ
た
り
続
い
て
き
た
。

本
邦
金
融
機
関
に
よ
る
海
外
貸
出
は
、
全

体
と
し
て
質
の
高
い
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が

維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
で
は
、
海
外

金
融
機
関
と
の
競
争
激
化
や
外
貨
調
達
コ

ス
ト
の
高
止
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
相
対

的
に
リ
ス
ク
の
や
や
高
い
企
業
に
与
信
を

増
や
す
動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
。
有
価
証

券
投
資
に
お
い
て
も
、
や
や
長
い
目
で
見

て
高
め
の
海
外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
維

持
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
米
国
の
利
上

げ
や
国
際
的
な
通
商
問
題
、
新
興
国
等
の

地
政
学
的
な
不
確
実
性
の
高
ま
り
が
、
新

興
国
か
ら
の
資
本
流
出
や
リ
ス
ク
性
資
産

の
幅
広
い
リ
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
を
通
じ
て
、

本
邦
金
融
市
場
や
、
金
融
機
関
に
及
ぼ
し

得
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
注
視

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

金
融
機
関
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の

よ
う
な
テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
の
発
生
に
対
し

て
、
資
本
と
流
動
性
の
両
面
で
相
応
の
耐

性
を
備
え
て
お
り
、
全
体
と
し
て
、
わ
が

国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
安
定
性
を
維
持
し

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
（
図
表
４
）。
も
っ

と
も
、
人
口
・
企
業
数
の
継
続
的
な
減
少

や
低
金
利
環
境
の
長
期
化
に
伴
っ
て
、
金

融
機
関
の
基
礎
的
収
益
力
の
低
下
が
続
い

て
い
る
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
自
己
資

本
の
増
加
ペ
ー
ス
が
、
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト

の
拡
大
ペ
ー
ス
に
必
ず
し
も
見
合
わ
な
く

な
っ
て
お
り
、
地
域
金
融
機
関
で
は
、
自

己
資
本
比
率
が
緩
や
か
な
低
下
傾
向
に
あ

る
。
ス
ト
レ
ス
発
生
時
で
も
、
規
制
水
準

を
上
回
る
自
己
資
本
を
確
保
で
き
る
点
に

こ
れ
ま
で
と
変
化
は
な
い
が
、
金
融
機
関

は
、
自
己
資
本
比
率
が
大
き
く
下
振
れ
し

た
り
、
当
期
純
利
益
の
赤
字
が
継
続
す
る

場
合
に
は
、
リ
ス
ク
テ
イ
ク
姿
勢
を
慎
重

化
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
融

面
か
ら
実
体
経
済
へ
の
下
押
し
圧
力
が
強

ま
り
易
く
な
っ
て
い
る
点
に
は
留
意
が
必

要
で
あ
る
（
図
表
５
）。
金
融
機
関
の
損
失

吸
収
力
に
は
相
応
の
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、

こ
れ
と
の
対
比
で
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企
業
向

け
や
不
動
産
業
向
け
の
貸
出
、
有
価
証
券

投
資
な
ど
で
積
極
的
に
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を

リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
進
め
て
い
る
分
野
に
お

い
て
リ
ス
ク
対
応
力
を
強
化
し
て
い
く
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
景
気
循
環
を

均
し
て
み
た
信
用
リ
ス
ク
対
比
で
貸
出
金

利
の
低
い
、
低
採
算
貸
出
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
金
融
機
関
は
、

先
行
き
の
マ
ク
ロ
経
済
環
境
を
念
頭
に
置

い
て
、
引
当
の
適
切
性
を
検
証
す
る
と
と

も
に
、リ
ス
ク
に
応
じ
た
金
利
設
定
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
損
失
吸
収
力
確
保
の
観
点
か
ら
、

資
本
政
策
の
あ
り
方
や
配
当
政
策
を
含
む

収
益
配
分
、
有
価
証
券
評
価
益
の
活
用
方

針
に
つ
い
て
、
ス
ト
レ
ス
耐
性
を
踏
ま
え

た
適
切
性
の
検
証
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
日
本
銀
行
は
、
考
査
・
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
金
融

機
関
の
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
と
と
も

に
、マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
視
点
か
ら
、

金
融
機
関
に
よ
る
多
様
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク

が
金
融
シ
ス
テ
ム
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
引
き
続
き
注
視
し
て
い
く
。
ま
た
、
本

レ
ポ
ー
ト
で
示
し
た
個
別
金
融
機
関
ご
と

の
マ
ク
ロ
・
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
な

ど
も
踏
ま
え
、
金
融
機
関
と
の
対
話
を
強

化
し
、
ス
ト
レ
ス
耐
性
に
関
す
る
認
識
の

共
有
を
深
め
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の

視
点
か
ら
み
た
金
融
機
関
の
課
題

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
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先行きの景気変動リスク（2018年4〜6月時点） 景気変動リスクの局面比較

（注）「GDP�at�Risk」という手法を用いて、金融脆弱性が先行きの景気変動リスクに及ぼす影響を推計したもの。

図表４　CET1 比率とコア資本比率の要因分解（2020 年度）

図表５　金融機関の自己資本比率と貸出の下振れ幅（テールイベント）

（注）�貸出変化率の乖離幅は、国内法人向け貸出の累積変化率（2018 年 3月末→ 2021 年 3月末）について、ベースライン・シナリ
オとの差分をとったもの。

図表 3  金融脆弱性と景気変動リスク

先行き 年間
先行き 年間

確率密度

先行きの需給ギャップ変化幅、年率、％

図表3_2右_景気変動リスクの局面比較.xlsx

直近 年 ～ 月
年 ～ 月
年 ～ 月

確率密度

先行き 年間の需給ギャップ変化幅、年率、％

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

有
価
証
券
評
価
損
の
発
生

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
減
少

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

比率
上昇要因
低下要因

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
増
加

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

コア資本比率
上昇要因
低下要因

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
減
少

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

コア資本比率
上昇要因
低下要因

（注）�シミュレーション期間の終期（2020 年度末）における、ベースラインとテールイベント・シナリオ下の自己資本比率の乖離要
因を表示。

国内基準行（銀行） 国内基準行（信用金庫）

先 先 先 先

～ ～ ～ ～

最小値～最大値 中央値

コア資本比率 年度末 、％

貸出変化率の乖離幅、％

先 先 先
先

～ ～ ～ ～

最小値～最大値 中央値

コア資本比率 年度末 、％

貸出変化率の乖離幅、％

国際統一基準行　　　　　　　　�　　国内基準行（銀行）　　　　　　　　国内基準行（信用金庫）

国内基準行（銀行）　　　　　　　　　　　　　　　　　国内基準行（信用金庫）
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ト ピ ッ ク ス

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館 

来
館
者
数
が 

一
五
〇
万
人
を
突
破
！

▼
日
本
銀
行
の
歴
史
や
業
務
、
ま
た

小
樽
の
歴
史
な
ど
を
ご
紹
介
す
る
広

報
施
設
で
あ
る
旧
小
樽
支
店
金
融
資

料
館
は
、
北
海
道
命
名
か
ら
一
五
〇

年
の
二
〇
一
八
年
、
開
館
一
五
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。

▼
「
一
五
〇
」
年
、「
一
五
」
周
年

と
続
き
、
去
る
二
〇
一
八
年
十
月

十
六
日
に
は
当
資
料
館
開
館
以
来

「
一
五
〇
」
万
人
目
の
お
客
様
を
お

迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▼
一
五
〇
万
人
目
の
お
客
様
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
旅
行
で
来
館

さ
れ
た
早
坂
さ
ん
ご
夫
妻
。
金
融
資

料
館
館
長
の
小こ

髙た
か

咲
し
ょ
う

札
幌
支
店
長

か
ら
認
定
証
と
記
念
品
を
贈
呈
し
ま

し
た
。
お
客
様
は
と
て
も
驚
い
た

様
子
で
、「
ち
ょ
う
ど
通
り
か
か
っ

た
の
で
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
偶
然

一
五
〇
万
人
目
の
来
館
者
と
の
こ
と

で
幸
運
で
す
。
こ
れ
か
ら
お
金
に
縁

が
あ
る
の
か
な
？
」
と
の
感
想
を
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

▼
金
融
資
料
館
で
は
、
今
後
も
ご
来

館
い
た
だ
い
た
お
客
様
に
親
し
ん
で

い
た
だ
け
る
展
示
を
企
画
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
小
樽
に
お
越
し
の
際
に
は
、ぜ
ひ
、

金
融
資
料
館
へ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。
多
く
の
方
々
の
ご
来
館
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は

特
別
展
を
開
催
中

▼
旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は
北

海
道
一
五
〇
年
特
別
展
と
し
て
「
開

拓
使
兌だ

換か
ん

証
券
と
『
円
』
の
誕
生
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
北
海
道
は
か
つ
て
「
蝦え

ぞ

ち
夷
地
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
八
六
九

（
明
治
二
）年
に
太
政
官
布
告
に
よ
っ

て
「
北
海
道
」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
八
年
は
、
命
名
か
ら
一
五
〇

年
目
を
迎
え
ま
す
。

　
明
治
政
府
は
、
一
八
六
九
年
七
月

に
蝦
夷
地
の
開
拓
を
つ
か
さ
ど
る
開

拓
使
を
設
置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
を
整
え
る
中
で
、
貨

幣
制
度
の
整
備
も
進
め
て
い
き
ま

す
。

　
ま
ず
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に

新
貨
条
例
を
制
定
し
て
全
国
統
一
の

新
し
い
貨
幣
単
位
「
円
」
を
導
入
し
、

政
府
紙
幣
「
大
蔵
省
兌
換
証
券
」
を

発
行
し
た
の
に
続
い
て
、
翌
年
一
月

に
は
、
開
拓
使
の
経
費
を
補
う
た

め
「
開
拓
使
兌
換
証
券
」
を
発
行
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
偽
造
が
多
発
し

た
こ
と
か
ら
、
同
年
新
た
な
政
府
紙

幣
が
発
行
さ
れ
、
間
も
な
く
開
拓
使

兌
換
証
券
は
通
用
停
止
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
一
八
八
五
（
明
治

十
八
）
年
に
最
初
の
日
本
銀
行
券
が

小髙館長から認定証と記念品を贈呈

認定証を手に記念撮影

金
融
資
料
館

二
〇
一
九
年
一
月
二
十
二
日（
火
）ま
で
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発
行
さ
れ
、
紙
幣
は
次
第
に
日
本
銀

行
券
に
一
元
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

▼
今
回
の
特
別
展
で
は
明
治
初
期
の

紙
幣
や
開
拓
使
兌
換
証
券
を
通
し

て
、「
円
」
の
誕
生
お
よ
び
そ
の
変

遷
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
銀
行
本
店
の
創
業
時
の

建
物
と
し
て
使
わ
れ
た
開
拓
使
出
張

所
（「
開
拓

使
物
産
売
捌

所
」）
に
つ

い
て
も
、
日

本
銀
行
と
の

関
わ
り
を
交

え
て
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

【
入
館
料
】
無
料

【
休
館
日
】

　�

水
曜
日
、
年
末
年
始
（
二
〇
一
八

年
十
二
月
二
十
九
日
（
土
）
～

二
〇
一
九
年
一
月
五
日
（
土
））

【
開
館
時
間
】
午
前
十
時
～
午
後
五
時

※
最
新
の
情
報
は
金
融
資
料
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
所
在
地
】

　
北
海
道
小
樽
市

　
色
内
一
―
一
一
―

　
一
六

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
金
融
資
料
館

　
〇
一
三
四
―
二
一

　
―
一
一
一
一

http://w
w
w
3.boj.

or.jp/otaru-m
/

「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
」 

認
定
を
取
得
し
ま
し
た
！

▼
日
本
銀
行
は
、
八
月
三
十
一
日
、

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
次

世
代
法
）
に
基
づ
く
優
良
な
子
育
て

サ
ポ
ー
ト
企
業
と
し
て
「
プ
ラ
チ
ナ

く
る
み
ん
」の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

▼
「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
」
認
定
は
、

次
世
代
法
に
基
づ
く
子
育
て
サ
ポ
ー

ト
企
業
と
し
て
「
く
る
み
ん
」
認
定

を
受
け
た
企
業
の
う
ち
、
男
性
労
働

者
の
育
児
休
業
取
得
、
長
時
間
労
働

の
抑
制
、多
様
な
労
働
条
件
の
整
備
、

出
産
し
た
女
性
労
働
者
の
継
続
就
業

等
の
項
目
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
し
い

開拓使兌換証券

運河プラザ●

至余市・倶知安 至札幌

小樽文学館●
小樽美術館

オーセントホテル小樽●

●長崎屋

●ハローワーク

金融資料館

小樽運河

JR小樽駅

小樽臨
海線

国道5号線

お
た
る
日
銀
通
り

郵便局●



34NICHIGIN 2018 NO.56

ト ピ ッ ク ス

基
準
を
満
た
し
た

企
業
が
、
厚
生
労

働
大
臣
に
よ
り
受

け
ら
れ
る
も
の
で

す
。

▼
「
プ
ラ
チ
ナ
く

る
み
ん
」
マ
ー
ク

は
、
マ
ン
ト
と
王

冠
を
つ
け
、「
く

る
み
ん
」
マ
ー
ク

取
得
企
業
よ
り
も

両
立
支
援
の
取
り

■早いものでもう年の瀬、皆さまにとって、今年はどん
な一年でしたか。私の記憶の中では、これほど自然災害
が頻発した年はありません。犠牲となられた方々のご冥
福を心よりお祈りするとともに、被災された皆さまに謹
んでお見舞い申し上げます。一連の出来事に際し、電力
や道路などの生活インフラ整備、企業の業務継続への取
り組み、家庭での災害への備えの重要性を改めて思い知
らされました。
　改めてという意味において、今回、本誌を企画、編集
していてふと気付いたのですが、これほど多岐にわたる
記事を同時に掲載している企業広報誌は、なかなか見当
たらないのではないでしょうか。今号では、日本銀行の
レポートや中央銀行の紹介に加え、健康やアジアに関す
るインタビュー・対談のほか、明治維新胎動の地である
山口県萩市における地域活性化、フランスの母国語事情
などを取り上げています。前号も、それ以前のバックナ
ンバーにも情報が満載です。それだけ毎回の企画に頭を
悩ませていますが、皆さまに「幕の内弁当的お得感」を
楽しんでいただければ幸いです。� （中川）

※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。

編 集 後 記

にちぎん　2018 年冬号
編集・発行人　中川　忍
発行　日本銀行情報サービス局
〒 103-8660　
東京都中央区日本橋本石町 2-1-1
☎ 03-3277-2405

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

組
み
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
表
現
し

て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省
「
両
立
支

援
の
ひ
ろ
ば
」
よ
り
）。
マ
ン
ト
の

色
は
、
十
二
色
（
ピ
ン
ク
色
、
だ
い

だ
い
色
、
黄
色
、
緑
色
、
青
色
、
紫

色
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
色
を
淡
く

し
た
色
）
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
日
本
銀
行
で
は
、
広

く
親
し
ま
れ
て
い
る
桜
の
花
の
色
を

イ
メ
ー
ジ
し
、
淡
い
ピ
ン
ク
色
に
し

ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
仕

事
と
子
育
て
等
の
両
立
に
資
す
る
制

度
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
に
向
け
た
職
員
の

意
識
啓
発
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

▼
今
後
と
も
、
す
べ
て
の
職
員
が
能

力
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
環
境

整
備
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま

す
。

http://w
w
w
.boj.or.jp/about/

diversity/index.htm
/

「プラチナくるみん」マーク
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from Paris

国際郵便の封筒の配色は一説によると、フランスの
トリコロール国旗に由来しているそうです。

（Claude Durrens 作、1969年 ©coll. Musée de La 
Poste/La Poste）フランス語への「誇り」

　このページを開いたとき、フランス人にはどうし

ても気になる箇所がひとつあるようです。左上のマ

ークの「AIR MAIL」という表記です。なぜなら、

1874 年に設立され、世界最古の国際機関の一つで

ある万国郵便連合（UPU）により郵便局の国際公用

語がフランス語と定められているからです。このた

め、世界中どこでも、航空便には「PAR AVION」と

書き、宛先の国名もフランス語で表記できます。英

語が作業言語として追加されたのは 1994 年になっ

てからです。 

　また、2020 年に東京でも開催されるオリンピッ

ク大会では、冒頭アナウンスは、「Mesdames et 

Messieurs...（紳士淑女の皆さま）」とまずフランス

語が会場に響き渡り、その後英語が続くことになっ

ています。これはスポーツを通して国際交流を深め

ようと、近代オリンピックの開催を提唱したフラン

ス人 Pierre de Coubertin 氏へのオマージュ（敬意）

としてフランス語が第一公用語として定められてい

るからです。

　これらの事例からはフランス人のフランス語に対

する並々ならぬ誇りがうかがえますが、極めつきは

何と言っても 1994 年に制定されたフランス語の使

用に関する通称トゥーボン法でしょう。これにより、

フランス国内ではテレビ・ラジオ放送からレストラ

ンのメニューに至るまで、商業行為には原則的にフ

ランス語の使用が義務付けられています。

　ここまで言語に対して誇りがあるのは、欧州では

フランス語が古くから外交言語として使われ、フラ

ンス革命以降、基本的人権等の近現代社会の核とな

るコンセプトを国際的に発信する言語として認識さ

れてきたことに関係がありそうです。すなわち、フ

ランス語は、民主主義や寛容さといった普遍的価値

観をも体現する象徴としてフランス人に大切にされ

てきたようです。

　フランスでは今日でもなお英語で道を尋ねるとけ

げんな顔をされることもありますが、こうした価値

観への「誇り」が背景にあると理解すれば納得ですね。

（日本銀行パリ事務所）

フランス語の話者数は世界第 5 位
（フランコフォニー国際機関調べ）。

＊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。

1,000 万人以上
500 万～ 1,000 万人未満
50 万～ 500 万人未満
50 万人未満
推計なし

（www.francophonie.org © OIF ）

国別フランス語話者数マップ
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