
2019　NO.58夏

インタビュー　扉を開く

増田明美 スポーツジャーナリスト

東京五輪・パラリンピックに期待する「楽」の心と新たなレガシー
地域の底力

佐賀県唐津市
今、あらためてふるさとを誇り魅力を発信する佐賀県唐津市
対談　守・破・創

斉藤 淳 J  PREP 斉藤塾代表　 　

若田部昌澄 日本銀行副総裁

英語をきっかけに自ら探究する力を育む
エッセイ　“おかね”を語る

荒木飛呂彦  漫画家  「お金」と「スタンド能力」について



絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

と
で
便
利
に
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ

の
「
コ
イ
ン
と
紙
幣
」
の
姿
こ
そ
既
に
「
ス
タ
ン
ド
」

の
概
念
と
い
っ
て
よ
い
形
だ
。
絵
に
描
け
る
ッ
！

　

で
も
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
と
、
お
金
は
物
と
の
交

換
だ
け
で
な
く
ア
イ
デ
ア
や
欲
望
と
い
っ
た
も
の

に
も
支
払
わ
れ
る
し
、
見
栄
と
か
プ
ラ
イ
ド
と
い
っ

た
役
に
立
た
な
い
も
の
に
も
使
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も

デ
ー
タ
上
の
数
字
と
し
て
の
お
金
は
、
こ
の
世
に

ち
ゃ
ん
と
、
本
当
に
全
部
存
在
し
て
い
る
の
か
？

　

お
金
は
流
通
の
過
程
で
手
数
料
を
取
ら
れ
た
り
、
証

券
だ
の
宝
石
だ
の
土
地
だ
の
に
姿
を
変
え
た
り
し

て
、
か
な
り
得
体
が
知
れ
な
い
。

　
僕
の
考
え
た
「
ス
タ
ン
ド
」
能
力
に
は
ル
ー
ル
が

あ
っ
て
、
①
基
本
的
に
一
人
が
一
つ
の
ス
タ
ン
ド
を

持
つ
。
②
距
離
が
遠
く
な
れ
ば
、
力
も
弱
く
な
っ
て

い
く
。
③
ス
タ
ン
ド
の
姿
や
デ
ザ
イ
ン
は
基
本
は
変

化
し
な
い
。
で
も
、「
お
金
」
は
ひ
と
つ
で
い
く
つ

も
の
能
力
が
あ
る
し
、
世
界
の
遠
く
離
れ
た
場
所
で

も
同
じ
よ
う
な
力
を
発
揮
で
き
る
。
そ
の
姿
も
ど
ん

ど
ん
変
え
て
い
け
る
。「
ス
タ
ン
ド
」
の
ル
ー
ル
に

違
反
す
る
存
在
だ
。「
ス
タ
ン
ド
」の
よ
う
に「
お
金
」

を
ど
う
や
っ
て
絵
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
？

　
出
来
る

の
か
な
ぁ
…
…
。
や
は
り
考
え
る
ほ
ど
訳
が
わ
か
ら

な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
今
の
結
論
。
お
金
の
全
体

像
を
理
解
で
き
て
、
絵
に
描
け
る
な
ら
、
と
て
も
良

い
な
あ
。

あらき・ひろひこ●漫画家。1960 年生まれ。
1987 年より「週刊少年ジャンプ」で連載を
開始した『ジョジョの奇妙な冒険』は絶大な
人気を博して誕生 30 年を突破、シリーズ累
計発行部数は 1 億部以上。現在第 8 部『ジョ
ジョリオン』を漫画誌「ウルトラジャンプ」
に連載中。高級ブランドとのコラボや、仏伊
での展覧会開催など、国際的な評価も高い。

荒木飛呂彦

「お金」と
「スタンド能力」について

　「
お
金
」
っ
て
何
だ
ろ
う
？

　
考
え
れ
ば
考
え
る

ほ
ど
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
難
し
く
な
っ
て
、

や
っ
ぱ
り
最
後
は
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　
僕
の
亡
き
父
親
が
、「
お
金
は
ね
、
ち
ゃ
ん
と
使

え
ば
自
分
の
所
に
戻
っ
て
く
る
も
の
な
ん
だ
よ
」
と

か
、「
お
金
は
自
分
た
ち
が
大
好
き
で
、
お
金
が
あ

る
所
に
ど
ん
ど
ん
集
ま
っ
て
く
る
ん
だ
よ
」
と
か

言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
い
ま
だ
に
僕
は
「
本
当
な
の

か
？

　
適
当
な
の
か
？

　
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な

い
事
を
子
供
に
教
え
ち
ゃ
っ
て
大
丈
夫
？
」
と
思
っ

た
り
す
る
。
ま
た
、「
お
金
を
稼
ぐ
っ
て
い
う
の
は
、

汚
い
行
為
だ
か
ら
神
社
に
お
賽
銭
し
て
浄
財
す
る
ん

だ
よ
」
と
も
言
っ
て
い
た
。「
マ
ジ
本
当

　
」
ま
あ
、

他
の
人
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
事
を
聞
い
た
こ
と
も
あ

り
、
と
り
あ
え
ず
、
ひ
ね
く
れ
て
も
よ
く
な
い
の
で
、

信
じ
て
た
ま
に
奉
納
と
か
浄
財
は
し
て
い
る
。

　
で
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
お
金
の
正
体
は
全
く
理

解
し
て
い
な
い
。

　
僕
の
漫
画
『
ジ
ョ
ジ
ョ
の
奇
妙
な
冒
険
』
に
「
ス

タ
ン
ド
」
と
い
う
能
力
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
超
能
力
の
よ
う
な
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
「
存

在
し
て
い
る
力パ

ワ
ー」

を
、
具
体
的
に
目
に
見
え
る
形
あ

る
も
の
と
し
て
、
絵
で
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
お

金
」
と
い
う
も
の
の
能
力
を
、「
ス
タ
ン
ド
」
と
し

て
絵
で
ど
う
描
こ
う
か
と
考
え
て
み
た
。

　
ま
ず
、
お
金
に
は
「
コ
イ
ン
と
紙
幣
」
が
あ
り
、

そ
れ
は
物
と
物
と
の
交
換
を
数
字
に
置
き
換
え
る
こ

!?
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日
本
銀
行
福
岡
支
店
は
、
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）
十
二
月
一
日
、
県
か
ら
譲
り

受
け
た
産
業
奨
励
館
を
改
装
し
開
設
さ
れ
ま

し
た
。
太
平
洋
戦
争
直
前
の
福
岡
市
は
、
北

九
州
工
業
地
帯
を
支
え
た
金
融
の
要
で
あ

り
、
軍
司
令
部
の
所
在
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
六
月
、
空
襲

に
よ
り
市
中
心
部
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
表
紙
の
初
代
店
舗
も
被
弾

し
ま
し
た
が
、
宿
泊
し
て
い
た
職
員
の
決
死

の
消
火
活
動
に
よ
り
焼
失
は
免
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
空
襲
被
害
を
辛
う
じ
て
免
れ
、

那な

か珂
川が

わ

岸
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
風
格
あ
る

外
観
を
誇
っ
た
同
店
舗
は
、
市
民
の
皆
さ
ま

に
も
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
初
代
店
舗
は
老
朽
化
が
進
ん
だ

こ
と
な
ど
か
ら
、
現
店
舗
所
在
地
へ
新
築
移

転
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
店
舗
へ
移
転

後
の
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
三
月
、

初
代
店
舗
は
出
火
に
よ
り
旧
金
庫
館
を
除
き

焼
失
し
て
し
ま
い
、
職
員
だ
け
で
な
く
市
民

も
心
を
痛
め
ま
し
た
。

　
現
店
舗
は
現
在
、
建
て
替
え
工
事
を
行
っ

て
い
ま
す
。
新
た
な
店
舗
も
皆
さ
ま
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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INTERVIEW

A
kem

i M
asuda

増
田
明
美

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　

マ
ラ
ソ
ン
・
駅
伝
中
継
の
わ
か
り
や
す
い
解
説
で
お
な
じ
み
の
マ
ラ
ソ
ン
元
日
本
代
表
の
増
田

明
美
さ
ん
。
現
役
選
手
時
代
は
日
本
記
録
を
次
々
に
塗
り
替
え
、
世
界
記
録
も
樹
立
し
、「
天
才

ラ
ン
ナ
ー
」
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
し
か
し
、
期
待
さ
れ
た
ロ
ス
五
輪
で
は
途
中
棄
権
。

そ
の
と
き
の
苦
い
教
訓
か
ら
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
五
輪
）・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
パ
ラ
）
に

臨
も
う
と
し
て
い
る
選
手
た
ち
に
温
か
い
エ
ー
ル
を
送
る
。
ま
た
五
輪
・
パ
ラ
が
開
催
国
の
社
会

に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
、
取
材
で
感
じ
た
思
い
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

選
手
時
代
の
増
田
さ
ん
は
女
子

マ
ラ
ソ
ン
の
黎れ
い
め
い明

期
を
支
え
た
天
才

ラ
ン
ナ
ー
で
し
た
。
競
技
を
始
め
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

増
田　

高
校
の
恩
師
と
の
出
会
い

が
き
っ
か
け
で
す
。
中
学
ま
で
は

軟
式
テ
ニ
ス
部
。『
エ
ー
ス
を
ね
ら

え
！
』
の
岡
ひ
ろ
み
に
憧
れ
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
駅
伝
大
会
に
助
っ
人

で
出
場
し
た
と
き
に
男
子
も
含
め
て

ご
ぼ
う
抜
き
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で

途
中
か
ら
陸
上
部
に
移
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
成
田
高
校
陸
上
部
顧
問

の
瀧
田
詔つ

ぐ
お生

先
生
が
勧
誘
し
て
く
だ

さ
っ
て
、
先
生
の
家
に
下
宿
し
な
が

ら
、
陸
上
競
技
を
専
門
的
に
始
め
ま

し
た
。

　

振
り
返
る
と
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

走
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
実
家
か
ら
小
学
校
ま
で
二
キ
ロ

半
の
道
の
り
で
し
た
が
、
私
は
「
忘

れ
物
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
忘
れ
物

ば
か
り
。
通
学
の
途
中
で
忘
れ
物
に

気
が
つ
い
て
、
集
団
登
校
の
班
長
さ

ん
に
「
先
に
行
っ
て
て
、
す
ぐ
に
追

い
つ
く
か
ら
！
」
と
言
っ
て
実
家
に

走
っ
て
帰
り
、
ま
た
走
っ
て
集
団
に

追
い
つ
く
。
そ
ん
な
毎
日
で
し
た
ね
。

　

で
も
、
そ
う
や
っ
て
走
っ
て
い
る

と
き
は
気
分
が
い
い
。
何
が
好
き
な

の
か
な
と
考
え
て
み
る
と
「
風
」
な

東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
期
待
す
る

「
楽
」の
心
と
新
た
な
レ
ガ
シ
ー

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一

ん
で
す
。
ゆ
っ
く
り
走
っ
て
い
る
と
き

の
風
を
ま
と
っ
て
い
る
感
覚
。
ち
ょ
っ

と
ペ
ー
ス
を
上
げ
る
と
今
度
は
風
を

切
っ
て
い
る
感
覚
に
な
る
。
四
季
折
々

の
匂
い
を
風
か
ら
感
じ
る
ん
で
す
ね
。

子
ど
も
の
と
き
か
ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

走
っ
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

が
好
き
だ
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
。

実
際
、
実
家
の
裏
の
ミ
カ
ン
山
な
ど

が
遊
び
場
で
、
鬼
ご
っ
こ
を
し
た
り
、

か
け
っ
こ
を
し
た
り
、
走
る
こ
と
が

日
常
の
一
つ
で
し
た
。

―
― 

記
録
や
順
位
を
目
指
し
て
マ
ラ

ソ
ン
を
走
る
と
き
も
、
風
や
景
色
を

楽
し
め
ま
す
か
。

増
田　

現
役
引
退
後
は
景
色
を
感
じ

な
が
ら
走
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
選
手
時
代
は
景
色
を
楽
し
む
余

裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
電
車
に

乗
っ
て
い
る
と
き
に
窓
に
流
れ
て
い

く
景
色
に
近
い
と
で
も
言
い
ま
し
ょ

う
か
。
調
子
が
い
い
と
き
は
足
が
ス

イ
ス
イ
動
い
て
、
意
識
し
て
見
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
移
ろ
う
周

り
の
景
色
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
そ

ん
な
感
じ
で
し
た
。

―
― 

増
田
さ
ん
は
一
九
八
四
年
の
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
（
ロ
ス
）
五
輪
に
出
場

さ
れ
ま
し
た
が
、
当
時
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

増
田　

女
子
マ
ラ
ソ
ン
は
ロ
ス
五
輪

で
初
め
て
正
式
種
目
に
採
用
さ
れ
た

の
で
す
が
、
そ
の
頃
の
練
習
は
、
日

本
陸
上
競
技
連
盟
の
方
針
で
「
八
月

の
ロ
ス
は
暑
い
か
ら
、
暑
い
場
所
で

徹
底
的
に
走
り
込
み
な
さ
い
」
と
。

私
は
、
宗そ

う

兄
弟
と
一
緒
に
ニ
ュ
ー

「
楽
し
む
」
精
神
で
走
れ
な
か
っ
た
ロ
ス
五
輪
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東
京
五
輪
の
日
本
代
表
選
手
に

ど
う
声
を
か
け
る
か

―
― 
増
田
さ
ん
は
六
四
年
生
ま
れ
、

前
回
の
東
京
五
輪
が
開
催
さ
れ
た
年

で
す
ね
。
二
度
目
の
東
京
五
輪
が
一

年
後
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
が
、
東
京

で
開
催
さ
れ
る
五
輪
へ
の
思
い
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田　

日
本
に
ど
れ
く
ら
い
多
く
の

外
国
人
が
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
想

像
す
る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す

ね
。
躍
動
感
の
あ
る
光
景
が
目
に
浮

か
び
ま
す
。
そ
う
し
た
競
技
自
体
の

盛
り
上
が
り
も
楽
し
み
な
の
で
す

が
、
五
輪
は
、
開
催
国
に
と
っ
て
社

会
や
日
常
生
活
が
変
わ
る
き
っ
か
け

に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
実
際
、
先

輩
方
に
六
四
年
の
五
輪
当
時
の
こ
と

を
聞
い
て
み
る
と
、「
わ
が
家
は
朝
、

ご
は
ん
を
食
べ
て
い
た
の
が
パ
ン
に

な
っ
た
よ
」
と
か
「
ち
ゃ
ぶ
台
が

テ
ー
ブ
ル
に
な
っ
た
」
と
い
う
方
も

い
ら
し
て
。
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
あ

る
五
輪
が
、
そ
の
国
に
も
た
ら
す
影

響
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

二
〇
二
〇
年
の
五
輪
で
は
、
日
本
に

ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
り
、
レ
ガ

シ
ー（
遺
産
）と
し
て
残
っ
て
い
く
か
、

そ
う
い
う
楽
し
み
も
あ
り
ま
す
。

―
― 

現
在
、
各
競
技
で
最
終
選
考
会

な
ど
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

五
輪
に
臨
む
選
手
と
い
う
の
は
ど
の

よ
う
な
心
境
に
な
る
も
の
で
す
か
。

増
田　

私
の
選
手
時
代
と
比
べ
て
、

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
楽
し
め
る
選
手
が

増
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
ど
き

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
競
技
と

向
き
合
い
な
が
ら
も
心
の
あ
り
方
が

違
う
の
で
し
ょ
う
。
試
合
も
含
め
て

競
技
生
活
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
ね
。

た
と
え
ば
五
輪
選
手
村
で
も
、
代
表

選
手
は
物
お
じ
す
る
こ
と
な
く
他
国

の
選
手
た
ち
と
積
極
的
に
交
流
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
ボ
デ
ィ
ー
ラ
ン

ゲ
ー
ジ
を
交
え
て
話
し
、
ジ
ャ
ー
ジ

な
ど
を
交
換
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
「
開
か
れ
た
感
じ
」
は
頼
も
し
い

で
す
ね
。
私
た
ち
の
時
代
は
み
ん
な

お
ど
お
ど
し
ち
ゃ
っ
て
、
他
国
の
選

手
が
近
く
に
来
た
だ
け
で
逃
げ
て
し

ま
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

　

た
だ
、
そ
ん
な
今
ど
き
の
選
手
で

あ
っ
て
も
、
母
国
開
催
の
五
輪
は
、

相
当
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
で

し
ょ
う
。
前
回
大
会
の
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
五
輪
は
日
本
か
ら
現
地
ま
で

応
援
に
行
っ
た
人
が
そ
う
多
く
な
い

か
ら
、
選
手
は
日
の
丸
を
見
て
喜
ん

だ
り
勇
気
を
も
ら
っ
た
り
し
た
と
思

カ
レ
ド
ニ
ア
や
宮
古
島
で
合
宿
し

て
、
三
五
度
を
超
え
る
暑
さ
の
中
で

四
〇
キ
ロ
、
と
き
に
は
五
〇
キ
ロ
も

走
り
込
み
ま
し
た
。
瀬
古
利
彦
さ
ん

や
佐
々
木
七
恵
さ
ん
も
別
の
場
所
で

同
じ
よ
う
な
練
習
を
し
て
、
全
員
疲

れ
切
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
五
輪

本
番
の
ス
タ
ー
ト
前
に
…
…
。
瀬
古

さ
ん
は
一
週
間
前
か
ら
血
尿
が
止
ま

ら
な
く
な
っ
て
「
俺
、
あ
ま
り
に
辛

く
て
最
後
は
母
親
に
電
話
し
た
ん
だ

よ
」
っ
て
。

　

今
、
私
の
好
き
な
言
葉
は
、
論
語

の
「
知ち

・
好こ

う

・
楽ら

く

」
な
ん
で
す
。
学

問
で
も
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
芸
術
の
分

野
に
お
い
て
も
、「
そ
れ
を
知
っ
て

い
る
だ
け
の
人
は
好
き
な
人
に
及
ば

な
い
、
そ
れ
を
好
き
な
人
は
真
に
楽

し
め
る
人
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
原
晋す

す
む

監
督
率
い
る
青

山
学
院
大
学
の
陸
上
競
技
部
み
た
い

に
、
強
い
チ
ー
ム
ほ
ど
「
知
・
好
・
楽
」

の
精
神
で
そ
の
競
技
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
私
は
ロ
ス
五
輪
で
棄
権
し
ま

し
た
が
、
今
振
り
返
る
と
、
知
・
好
・

楽
の
「
知
」
で
終
わ
っ
て
い
た
か
ら
、

結
果
が
つ
い
て
こ
な
か
っ
た
ん
だ
な

と
思
う
ん
で
す
。

―
― 

ロ
ス
五
輪
ま
で
、
増
田
さ
ん
は

日
本
記
録
を
一
二
回
更
新
し
、
世
界

記
録
も
樹
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

な
の
に
自
分
に
自
信
が
な
か
っ
た
と

伺
っ
た
の
で
す
が
。

増
田　

日
本
の
中
で
は
あ
り
ま
し

た
。
国
内
で
は
敵
な
し
で
し
た
し
、

男
子
ば
か
り
が
ラ
イ
バ
ル
で
し
た
。

私
が
あ
ん
ま
り
強
い
か
ら
、
走
っ
て

い
る
私
の
ふ
く
ら
は
ぎ
に
唾
を
飛
ば

し
て
く
る
男
子
選
手
も
い
ま
し
た
。

た
だ
、
瀧
田
先
生
に
言
わ
れ
る
通
り

に
練
習
し
て
い
て
、
精
神
的
に
自
立

で
き
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

主
体
性
が
足
り
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
宮
古
島
で
合
宿
中
、
地
元

の
女
子
高
校
生
に
五
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
走
で
負
け
、
そ
れ
ま
で
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
ま

し
た
。
そ
ん
な
自
信
の
な
い
状
態
で

臨
ん
だ
ロ
ス
五
輪
は
、
マ
ラ
ソ
ン
を

楽
し
め
る
よ
う
な
状
態
に
は
程
遠

か
っ
た
で
す
。
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「
人
」に
焦
点
を
当
て
た
取
材

う
ん
で
す
。
そ
れ
が
東
京
で
は
日
本

の
応
援
一
色
に
な
る
は
ず
。「
が
ん
ば

れ
、
が
ん
ば
れ
」
っ
て
声
を
か
け
ら

れ
る
。
こ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
い
る

の
に
、
ま
だ
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
、
そ
う
し
た
声
援
が

選
手
に
と
っ
て
は
辛
く
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

―
― 

そ
れ
に
潰
さ
れ
る
な
、
と
い
う

こ
と
を
、
五
輪
を
経
験
さ
れ
た
先
輩

と
し
て
ど
う
伝
え
て
い
き
ま
す
か
。

増
田　

五
輪
前
、
私
は
い
ろ
ん
な
人

か
ら
「
が
ん
ば
れ
」
っ
て
声
を
か
け

ら
れ
る
の
が
、
本
当
に
辛
か
っ
た
。

思
う
よ
う
に
走
れ
な
い
自
分
が
応
援

さ
れ
る
、
そ
の
空
気
の
中
に
い
る
こ

と
が
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
結
局
自
分
に
負
け
て
途
中
棄

権
と
い
う
結
果
に
。
で
す
か
ら
選
手

た
ち
に
は
、
が
ん
ば
れ
で
は
な
く
、

「
四
年
に
一
度
の
大
舞
台
で
自
己
ベ
ス

ト
を
出
せ
た
ら
、
メ
ダ
ル
を
取
る
の

と
同
じ
く
ら
い
す
ご
い
よ
」
と
言
い

た
い
で
す
。
五
輪
は
、
代
表
選
手
だ

け
で
は
な
く
コ
ー
チ
、
ト
レ
ー
ナ
ー
、

ス
ポ
ン
サ
ー
な
ど
も
四
年
と
い
う
長

い
時
間
を
か
け
て
準
備
し
て
臨
み
ま

す
の
で
、
何
か
大
き
な
渦
の
中
に
い

る
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
渦
の
中
で
競
技
し
て
、
過
去
の

自
分
を
超
え
る
記
録
が
出
せ
た
ら
、

本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

―
― 

増
田
さ
ん
の
マ
ラ
ソ
ン
や
駅
伝

中
継
の
解
説
は
、
細
や
か
な
取
材
で

情
報
も
た
く
さ
ん
。
と
て
も
わ
か
り

や
す
く
て
引
き
込
ま
れ
ま
す
。

増
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

選
手
に
つ
い
て
は
、「
選
手
で
あ
る

前
に
人
な
ん
だ
、
こ
の
人
を
紹
介
し

た
い
」
と
い
う
思
い
で
お
話
し
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
と

き
は
ど
ん
な
お
子
さ
ん
だ
っ
た
の

か
、
座
右
の
銘
は
何
な
の
か
、
好
き

な
人
は
い
る
の
か
、
そ
ん
な
風
に
人

に
焦
点
を
当
て
る
よ
う
に
し
て
る
ん

で
す
。
そ
れ
は
永え

い

六ろ
く
す
け輔

さ
ん
の
影
響

が
大
き
い
で
す
ね
。
永
さ
ん
は
、
現

場
取
材
を
と
て
も
大
切
に
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
取
材
と
は
材
を
取
る
こ

と
、
現
場
に
行
っ
て
自
分
で
見
聞
き

し
な
さ
い
、
と
い
う
取
材
の
原
点
を

教
わ
っ
た
の
で
す
。
解
説
に
関
し
て

は
自
分
で
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
読
書
の
影
響
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
本
の
お
か
げ
で
語ご

い彙

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
本

好
き
が
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

街
と
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を

未
来
の
レ
ガ
シ
ー
に

―
― 

二
〇
一
八
年
六
月
に
は
日
本

パ
ラ
陸
上
競
技
連
盟
（
パ
ラ
陸
連
）

会
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
会
長
職

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
の
活
動
と
伺
い

ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
経
緯
で
引
き

受
け
ら
れ
た
の
で
す
か
。

増
田　

以
前
か
ら
パ
ラ
の
競
技
が
好

き
で
、
大
会
や
合
宿
で
取
材
を
す
る

う
ち
に
、
選
手
た
ち
と
親
し
く
な
り

ま
し
た
。
パ
ラ
陸
連
の
前
会
長
さ
ん

が
お
年
を
召
さ
れ
て
職
を
退
く
こ

と
に
な
っ
た
際
、
選
手
の
方
か
ら
も

私
を
推
薦
す
る
声
が
あ
っ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。
パ
ラ
陸
連
は
予
算
が
少

な
い
こ
と
や
、
い
ろ
ん
な
面
で
大
変

だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
た
の

で
、
選
手
た
ち
の
応
援
団
長
に
な
ろ

う
と
。
今
は
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
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る
パ
ラ
大
会
に
で
き
る
だ
け
足
を
運

ん
で
、
選
手
た
ち
の
声
を
拾
い
集
め

て
い
ま
す
。

―
― 

選
手
た
ち
か
ら
改
善
を
求
め
る

声
も
聞
か
れ
ま
す
か
。

増
田　

た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
ね
。

た
と
え
ば
、「
世
界
選
手
権
の
代
表

選
考
の
方
法
を
も
っ
と
早
く
知
ら
せ

て
欲
し
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
現
場
で
気
づ
く
こ

と
も
あ
る
ん
で
す
。
今
年
の
東
京
マ

ラ
ソ
ン
は
、
大お

お
さ
こ迫

傑す
ぐ
る

選
手
が
低
体

温
症
で
途
中
棄
権
し
た
よ
う
に
、
と

て
も
寒
い
な
か
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

私
は
車
い
す
の
選
手
た
ち
の
応
援
に

行
っ
た
の
で
す
が
、
ス
タ
ー
ト
地
点

で
二
〇
分
ぐ
ら
い
待
た
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
最
大
の
発
熱
器
で
も
あ
る
足

の
筋
肉
が
使
え
な
い
車
い
す
の
選
手

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

た
ち
は
、
体
温
を
な
か
な
か
上
げ
ら

れ
ま
せ
ん
。
み
ん
な
震
え
方
が
尋
常

で
は
な
か
っ
た
。
気
象
条
件
が
良
く

な
い
場
合
、
車
い
す
の
選
手
た
ち
は

ス
タ
ー
ト
の
直
前
に
外
へ
出
る
よ
う

に
し
な
い
と
。
私
が
現
場
で
気
づ
い

た
こ
と
も
今
後
の
レ
ー
ス
で
改
善
に

つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
「
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
人
も
多
い
で
す
。

五
輪
に
比
べ
て
歴
史
は
浅
い
で
す
が
、

健
常
者
ス
ポ
ー
ツ
に
は
な
い
競
技
も

た
く
さ
ん
あ
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。

増
田　

そ
う
な
ん
で
す
。
ボ
ッ
チ
ャ

と
か
ゴ
ー
ル
ボ
ー
ル
と
か
、
健
常
者

が
プ
レ
ー
し
て
も
面
白
い
で
す
よ
。

そ
れ
を
「
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
と
は

言
っ
て
ほ
し
く
な
い
」
と
パ
ラ
の
選

手
た
ち
は
話
し
て
い
ま
す
ね
。
パ
ラ

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
の
日
本
代
表
だ
っ

た
上う

え
は
ら原

大だ
い
す
け祐

さ
ん
は
「
オ
ン
ス
ポ
ー

ツ
・
オ
フ
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
呼
び

方
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
ゴ
ー
ル
ボ
ー
ル
は
、
目
隠
し
を

し
た
選
手
た
ち
が
相
手
ゴ
ー
ル
に
向

け
て
鈴
の
入
っ
た
ボ
ー
ル
を
転
が
し

て
得
点
を
競
う
競
技
で
す
が
、
こ
れ

は
、
目
は
オ
フ
、
鈴
の
音
を
聞
く
耳

は
オ
ン
で
す
よ
ね
。
ウ
ィ
ル
チ
ェ

ア
ー
ラ
グ
ビ
ー
で
は
、
車
い
す
を
利

用
す
る
足
が
オ
フ
で
、
上
半
身
は
オ

ン
に
し
て
プ
レ
ー
す
る
と
。
障
が
い

者
ス
ポ
ー
ツ
で
は
な
く
オ
ン
・
オ
フ

ス
ポ
ー
ツ
、
こ
れ
っ
て
す
ご
く
い
い

発
想
だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

パ
ラ
選
手
を
め
ぐ
る
環
境
は
ど

う
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。

増
田　

ま
だ
ま
だ
良
い
環
境
と
は
言

え
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ュ
ニ

ア
選
手
育
成
の
段
階
で
は
サ
ポ
ー
ト

が
少
な
く
て
、
自
費
で
大
会
や
合
宿

に
参
加
す
る
選
手
も
い
ま
す
。
た
だ
、

東
京
五
輪
・
パ
ラ
の
開
催
が
決
ま
っ

て
以
降
、
改
善
し
て
い
る
部
分
も
あ

る
の
で
、
そ
の
動
き
が
二
〇
年
で
終

わ
ら
ず
に
、
そ
こ
か
ら
も
っ
と
加
速

し
て
欲
し
い
ん
で
す
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
は
競
技
の
会
場

で
は
進
み
ま
し
た
が
、
そ
の
会
場
に

行
く
ま
で
に
疲
れ
て
し
ま
う
、
と
選

手
た
ち
は
言
い
ま
す
。
街
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
で

す
ね
。
今
回
の
東
京
五
輪
・
パ
ラ
を

契
機
に
そ
れ
が
改
善
さ
れ
た
ら
、
日

本
全
体
で
増
え
て
い
る
高
齢
者
の
方

に
と
っ
て
も
暮
ら
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
日
本
各
地
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

し
た
と
こ
ろ
が
レ
ガ
シ
ー
と
し
て
残

れ
ば
い
い
で
す
ね
。

―
― 

ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
テ
ー
ブ
ル
へ

と
六
四
年
の
東
京
五
輪
が
日
本
の
生

活
様
式
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
よ
う

に
、
今
回
パ
ラ
が
日
本
を
変
え
る
契

機
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

増
田　

一
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
会
は

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
お
手
本
の
よ

う
に
言
わ
れ
ま
す
。
私
は
仕
事
で

滞
在
し
、
競
技
会
場
を
回
り
ま
し
た

が
、
街
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
は
そ
れ

ほ
ど
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
一
七
世
紀

な
ど
の
建
物
を
残
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
、
階
段
が
多
か
っ
た
り
す
る
。

で
も
、
ロ
ン
ド
ン
は
何
が
進
ん
で
い

る
か
と
い
っ
た
ら
、
心
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
。
た
と
え
ば
車
い
す
の
方
が
美

術
館
の
古
い
建
物
を
訪
れ
る
と
、
ス

タ
ッ
フ
や
周
り
の
人
が
す
ぐ
に
手
を

貸
し
て
い
ま
し
た
。
障
が
い
者
と
健

常
者
が
す
ご
く
自
然
に
接
し
て
い
る

ん
で
す
。
二
〇
年
の
東
京
大
会
で

は
、
街
だ
け
で
な
く
、
心
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
も
レ
ガ
シ
ー
と
し
て
残
せ
る

と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

―
― 

東
京
五
輪
・
パ
ラ
が
さ
ら
に
楽

し
み
に
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

INTERVIEW
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歴
史
的
資
産
、
祭
り
、
伝
統
的
工
芸
品
。

歳
月
を
経
て
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

ま
ち
の
誇
り
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
で
、

唐
津
市
は
さ
ら
な
る
前
進
を
は
か
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 佐賀県唐津市

今
、
あ
ら
た
め
て

ふ
る
さ
と
を
誇
り

魅
力
を
発
信
す
る

佐
賀
県
唐
津
市

唐津市のまちなかに建つ「旧唐津銀行 辰野金吾記念館」。
1997 年まで佐賀銀行唐津支店として営業が行われた後、市に
寄贈された。日本銀行本店本館ほか全国に残る洋風近代建築の
設計を担った、地元出身の建築家辰野金吾が監修したもの。
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唐
津
市
に
あ
る
多
彩
な
資
産
を 

あ
ら
た
め
て
発
信
し
て
い
く

　

佐
賀
県
北
西
部
に
位
置
し
、
福
岡
県

に
隣
接
す
る
唐
津
市
は
、
県
内
で
は

佐
賀
市
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
約

一
二
万
二
〇
〇
〇
人
の
人
口
を
有
す

る
。
こ
の
地
の
歴
史
は
古
く
、
縄
文
時

代
の
遺
跡
で
日
本
最
古
の
水す

い
と
う稲

耕
作

跡
「
菜な

畑
ば
た
け

遺
跡
」
も
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
魏ぎ

し志
倭わ

人じ
ん

伝
」
に
記
さ
れ

た
弥や

よ
い生

時
代
の
末ま

つ
盧ら

国こ
く

で
は
な
い
か
と

も
い
わ
れ
る
。

　

唐
津
市
一
帯
は
、
朝
鮮
半
島
に
近
い

九
州
北
西
端
と
い
う
地
域
ゆ
え
、
古

い
に
し
えか

ら
文
化
や
人
が
渡
っ
て
く
る
日
本
の
玄

関
口
、
そ
し
て
交
易
の
拠
点
で
も
あ
っ

た
。
数
多
く
の
歴
史
舞
台
に
登
場
し
た

が
、
中
で
も
文ぶ

ん
ろ
く禄

元
年
（
一
五
九
二
）

に
始
ま
っ
た
文
禄
・
慶
長
の
役
で
は
日

本
の
政
治
・
経
済
の
中
心
と
な
っ
た
。

　
「
朝
鮮
半
島
へ
の
出
兵
基
地
と
し
て

豊と
よ
と
み臣

秀
吉
が
名な

ご

や
護
屋
城
を
築
き
、
そ
の

命
の
も
と
に
集
結
し
た
お
よ
そ
一
四
〇

の
諸
大
名
が
陣
屋
を
構
え
ま
し
た
。
七

年
ほ
ど
の
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
唐
津
に
は
約
二
〇
万
人
が
集
ま
る

大
都
市
が
で
き
た
ん
で
す
」　　

　

そ
う
語
る
の
は
、
二
○
一
七
年
か
ら

唐
津
市
長
を
務
め
る
峰
達た

つ
ろ
う郎

氏
だ
。
名

護
屋
城
跡
を
中
心
に
二
三
カ
所
の
陣
跡

が
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
徳
川

家
康
、
加
藤
清き

よ
ま
さ正

、
黒
田
長な

が
ま
さ政

な
ど
歴

史
好
き
の
心
を
く
す
ぐ
る
そ
う
そ
う
た

る
武
将
た
ち
が
陣
屋
の
主
と
し
て
名
を

連
ね
る
。

　

加
え
て
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
当
地

に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
寺て

ら
ざ
わ
ひ
ろ
た
か

沢
広
高
が
、
慶

長
七
年
（
一
六
○
二
） 

か
ら
七
年
の
歳

月
を
か
け
て
唐
津
城
を
築
城
。
そ
の
後
、

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
、
文

化
観
光
施
設
と
し
て
五
層
五
階
の
天
守

閣
が
建
て
ら
れ
、
ま
ち
を
見
下
ろ
し
て

い
る
。

　
「
名
護
屋
城
、
唐
津
城
と
、
秀
吉
ゆ

か
り
の
城
が
二
つ
も
あ
る
。
大
き
な
歴

史
的
資
産
で
す
。
秀
吉
が
遺
し
た
の
は

城
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兵
の
鼓
舞

と
戦
没
者
の
供
養
の
た
め
に
当
時
お
こ

な
わ
れ
た
綱
引
き
が
、
今
も
『
呼よ

ぶ
こ子

大お
お

綱つ
な
ひ
き引

』
と
い
う
祭
り
と
し
て
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
」

　

唐
津
の
祭
り
と
い
え
ば
、「
唐
津
く

ん
ち
」
が
も
っ
と
も
知
ら
れ
る
存
在
だ
。

二
〇
一
六
年
に
は
全
国
一
八
府
県
三
三

件
の
祭
礼
行
事
と
と
も
に
、「
山
・
鉾ほ

こ
・

屋
台
行
事
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
が
、
峰
氏
に
よ

れ
ば
、
市
内
に
は
唐
津
く
ん
ち
以
外
に

唐津市

● ●

長崎自
動車道

西九
州自
動車
道

からつ にじのまつばら

長崎県

唐津線

小城市

筑肥線

長崎本線

福岡県

佐賀県

九州佐賀国際空港

福岡空港

佐世保線

多久市

武雄市

伊万里市

玄海町

佐賀市

呼子港
名護屋城跡

唐津城

玄界灘

唐津湾

●

●
ありた

いまり
筑
肥
線

めいのはま
●

有田町

長
崎
本
線

●
さが

「今後の観光対策強化のために、隣接する福岡県糸
いとしま

島市
や九州の玄関口である福岡市とともに、九州北部地域の
連携を進めていきたい」と唐津市長の峰達郎氏は話す。

縄文時代晩期から弥生時代中期にわたる水田跡が
発掘された「菜畑遺跡」は、国指定史跡。市街地
近くにあり、水田や竪

たてあな

穴式住居が復元されている。

唐津市北西部の鎮
ちんぜいまち

西町に残る名護屋城跡は、
総面積約 17 ヘクタール。建設当時は大阪城
に次ぐ規模を誇り、周辺約 3 キロメートル圏
内に諸大名の陣屋が築かれた。
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名護屋城の解体資材を利用して築城されたと
いわれる唐津城。現在の天守閣は 1966 年に
天守台跡に建てられた。最上階の 5 階からは、
唐津のまちや唐津湾の景色が一望できる。

玄界灘の波が玄武岩を浸食してできた、唐津の景勝地
のひとつ「七ツ釜」。名称は 7 つの洞窟が並ぶことに
由来し、遊覧船でその洞窟を間近に見ることができる。

唐
津
湾
沿
岸
に
幅
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
四
・

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
一
〇
〇
万
本
ほ
ど
の
ク

ロ
マ
ツ
の
林
が
広
が
る
虹
の
松
原
は
、
一
七
世
紀
初

頭
に
植
林
が
行
わ
れ
た
。
玄
海
国
定
公
園
の
一
部
。

元日以外の毎日午前中に開催される呼子の朝市。特産品の
イカをはじめとする新鮮な魚介類や干物、野菜などを売る
店が約 200 メートルにわたり並び、観光客でにぎわう。

も
お
よ
そ
一
七
〇
を
数
え
る
祭
り
や
文

化
伝
承
事
業
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

い
う
。

　
「
二
○
○
五
年
、
○
六
年
に
お
こ
な

わ
れ
た
一
市
六
町
二
村
の
合
併
に
よ

り
、
唐
津
市
だ
け
で
こ
れ
だ
け
多
く
の

文
化
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
広
く
知
れ
渡
っ
て
は
い
な

い
ん
で
す
」
と
峰
氏
は
話
す
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
、
文
化
的
資
産
に

加
え
て
、
日
本
三
大
松ま

つ
ば
ら原

に
数
え
ら
れ

る
「
虹に

じ
の
松
原
」
な
ど
の
美
し
い
眺
め
、

呼
子
の
イ
カ
や
佐
賀
牛
を
は
じ
め
と
す

る
山
海
の
美
味
、
さ
ら
に
は
唐
津
焼
も

あ
る
。

　
「『
唐
津
に
何
が
あ
る
と
？
』
と
聞
か

れ
た
と
き
に
、『
何
で
も
あ
る
』
と
言
え

る
だ
け
の
も
の
が
唐
津
に
は
そ
ろ
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
故
に
『
唐
津
と
言
え
ば

こ
れ
』
と
い
う
も
の
を
ア
ピ
ー
ル
で
き

て
い
な
か
っ
た
。
市
長
就
任
の
際
、
僕

は
唐
津
の
力
を
伸
ば
す
約
束
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
発
信
力
が
あ
り

ま
す
。
唐
津
の
魅
力
を
う
ま
く
発
信
す

れ
ば
、
確
実
に
観
光
に
つ
な
が
る
。
一

度
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
リ
ピ
ー
タ
ー

に
な
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
思
っ
て
い

ま
す
」

　

一
方
で
市
民
に
対
し
て
は
、「
唐
津

プ
ラ
イ
ド
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
。

　
「
唐
津
は
、
食
や
文
化
面
だ
け
で
な

く
、
気
候
が
温
暖
で
災
害
が
少
な
い
な

ど
、
何
げ
な
く
過
ご
し
て
い
る
日
常
が

実
は
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
唐
津
人

と
し
て
そ
れ
に
気
づ
き
、
誇
り
に
し
、

ふ
る
さ
と
を
世
界
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
す
」

　

た
だ
、
唐
津
市
も
他
の
地
域
と
同
じ

よ
う
に
人
口
減
少
が
課
題
。
合
併
時
と

比
べ
て
約
一
万
人
減
少
し
、
行
政
も
頭

を
悩
ま
せ
る
。

　
「
戸
数
は
五
万
数
千
で
ほ
ぼ
横
ば
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
単
身
世
帯
が
増
え
て

い
る
ん
で
す
ね
。
半
数
近
く
が
高
齢
者
、

と
い
う
地
域
も
あ
る
。
大
き
な
商
業
施

設
や
大
企
業
が
少
な
い
た
め
、
若
い
世

代
は
利
便
性
や
雇
用
を
求
め
て
市
外
に

流
出
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
」

　

そ
の
打
開
策
と
し
て
市
民
が
集
え
る

環
境
を
つ
く
り
た
い
と
峰
氏
が
力
を
注

ぐ
の
が
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
が
楽
し
め
る

娯
楽
施
設
の
建
設
だ
。
人
気
を
博
す
る

公
営
競
技
場
の
敷
地
を
活
用
し
、
子
ど

も
た
ち
が
遊
べ
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を

導
入
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
み
が
遅
れ

て
い
た
企
業
誘
致
に
関
し
て
は
、
化
粧

品
分
野
で
の
産
学
官
連
携
組
織
と
し
て

誕
生
し
た
「
ジ
ャ
パ
ン・コ
ス
メ
テ
ィ
ッ

ク
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ｃ
Ｃ
）」
に
期
待
が

か
か
る
。

　
「
二
〇
一
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
・
コ
ス

メ
テ
ィ
ッ
ク
バ
レ
ー
と
協
力
連
携
協
定

を
締
結
し
、
Ｊ
Ｃ
Ｃ
を
設
立
し
ま
し
た
。

現
在
は
そ
の
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
タ

イ
、
台
湾
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
コ
ス
メ

テ
ィ
ッ
ク
関
連
企
業
と
連
携
。
二
〇
〇

社
以
上
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
い
く
つ

か
の
企
業
は
す
で
に
唐
津
で
操
業
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
が
地
域
の
雇

用
や
消
費
に
つ
な
が
れ
ば
い
い
。
少
し

ず
つ
で
す
が
、
手
ご
た
え
を
感
じ
は
じ

め
て
い
ま
す
」



唐津曳山取締会総取締の大塚康泰氏は「唐
津はくんちがあるから人のつながりがき
ちんと保たれている」と話す。後ろは大
塚氏が住む京町の曳山「珠取獅子」。全
14 台の曳山は、祭りの時期以外でも唐津
神社近くの「曳山展示場」で見学できる。
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神
事
で
あ
る
祭
り
を
守
り 

子
ど
も
た
ち
に
継
い
で
い
く

　

唐
津
市
の
誇
り
。
そ
の
代
表
格
が
、

唐
津
く
ん
ち
だ
。
文
化
の
日
を
は
さ
む

十
一
月
二
〜
四
日
の
三
日
間
に
わ
た
り

開
催
さ
れ
、
約
五
〇
万
人
の
観
光
客
が

国
内
外
か
ら
訪
れ
る
。

　

と
り
ま
と
め
役
で
あ
る
唐
津
曳ひ

き
や
ま山

取

締
会
の
八
代
目
総
取
締 
大
塚
康や

す
ひ
ろ泰

氏
に

よ
れ
ば
、「
ヤ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
曳
山

は
現
在
一
四
台
あ
り
、
一
八
一
九
年
か

ら
七
六
年
に
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の
だ

と
い
う
。
曳
山
が
巡
行
す
る
一
四
の
町

の
区
分
け
は
、
江
戸
時
代
か
ら
ほ
と
ん

ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
「
唐
津
く
ん
ち
は
、
唐
津
神
社
の
秋

季
例
大
祭
。
唐
津
大
明
神
で
あ
る
住
吉

三
神
は
海
か
ら
来
ら
れ
た
神
様
で
す
の

で
、
年
に
一
度
、
里
に
お
連
れ
し
て
、

一
四
カ
町
を
清
め
る
た
め
に
曳
山
を
曳

く
ん
で
す
。
く
ん
ち
は
単
な
る
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
で
も
遊
び
で
も
な
く
、
神
事

な
ん
で
す
。
こ
の
認
識
を
守
り
続
け
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
唐
津
く
ん
ち
が
途

絶
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」

　

全
国
的
に
見
れ
ば
、
伝
統
行
事
を
未

来
へ
と
受
け
継
ぐ
人
材
の
確
保
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
地
域
が
少
な
く
な
い

が
、
唐
津
で
は
後
継
者
に
事
欠
か
な
い

と
大
塚
氏
は
話
す
。

　

た
と
え
ば
幼
稚
園
、
保
育
園
で
は
、

曳
山
の
名
を
組
み
込
ん
だ
「
手
遊
び
歌
」

の
替
え
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
小
学
生

に
な
る
と
、
各
町
内
で
お
こ
な
わ
れ
る

笛
の
練
習
に
参
加
す
る
。

　
「
そ
う
い
う
流
れ
を
経
て
ヤ
マ
に
興

味
を
持
ち
、
自
然
と
唐
津
く
ん
ち
に
参

加
し
た
い
と
思
う
子
ど
も
た
ち
が
増
え

て
く
る
ん
で
す
。
私
た
ち
は
社
会
教
育

の
一
環
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
識

も
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
大
き
く

な
っ
て
祭
り
に
参
加
す

れ
ば
、
地
区
の
つ
き
合

い
や
人
間
関
係
を
学
ぶ

こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま

す
か
ら
」

　

伝
統
を
守
る
一
方
で
、

大
塚
氏
は
未
来
を
見
据

え
た
新
た
な
取
り
組
み

も
手
が
け
て
き
た
。

　
「
本
筋
は
変
え
て
は
い
け
な
い
。
で

も
、
将
来
の
唐
津
く
ん
ち
の
た
め
に
や

る
べ
き
こ
と
は
や
り
ま
す
よ
。
近
年
、

曳
山
の
修
理
の
た
め
の
材
料
が
不
足
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
県
と
市
か
ら
山

を
借
り
て
二
○
一
八
年
か
ら
ア
カ
ガ
シ

の
植
林
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
利
用

で
き
る
の
は
早
く
て
一
〇
〇
年
先
と
気

が
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
す
が
、
材
料

の
希
少
価
値
が
高
ま
る
な
か
、
今
や
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
」

多
く
を
語
ら
ず
と
も
魅
せ
る

唐
津
焼
は
静
か
な
観
光
大
使

　

祭
り
同
様
、
唐
津
の
名
を
冠
し
た
誇

れ
る
も
の
に
、
唐
津
焼
が
あ
る
。
そ
の

歴
史
は
四
二
〇
年
以
上
前
、
安あ

づ
ち土

桃も
も
や
ま山

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
話
す
の

は
、
中な

か
ざ
と里

太た
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
門
陶
房
の
十
四
代

中
里
太
郎
右
衛
門
氏
だ
。
代
々
唐
津
藩

の
御
用
焼
き
物
師
を
務
め
て
い
た
中
里

家
に
は
、
初
代
が
一
五
九
六
年
に
焼
き

物
を
手
が
け
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
そ

う
だ
。

　
「
唐
津
焼
の
特
徴
は
、
素
朴
で
温
か
い

こ
と
。
貫

か
ん
に
ゅ
う入

と
い
う
ひ
び
割
れ
が
で
き

て
、
使
う
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
色
が
変
化

し
て
い
く
の
も
魅
力
で
す
。
何
十
年
ど

こ
ろ
か
何
百
年
の
歳
月
を
経
て
も
、
唐

津
焼
は
変
化
し
て
い
く
ん
で
す
」

　

興
味
深
い
の
は
、
明
治
以
降
減
少
し

て
い
た
窯
元
数
が
、
今
で
は
約
七
〇
軒

を
数
え
る
ほ
ど
に
息
を
吹
き
返
し
て
き

た
こ
と
。
な
か
に
は
、
海
外
出
身
の
陶

芸
家
も
い
る
と
か
。

唐津市最大の祭りである唐津くんち。「エンヤ、エンヤ、
ヨイサ、ヨイサ」のかけ声のなか、14 台の曳山が旧城
下町をまわる。右手奥の鳥居は、唐津神社。
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唐津駅前で観光客を迎える
のは、唐津くんちの曳山の
ひとつ「赤獅子」をかたどっ
た像。高さ約 3.5 メートル、
重さ約 2.1 トンと、唐津焼
の像としては最大のものだ。

中里太郎右衛門陶房の十四代中里
太郎右衛門氏は、唐津出身の篠

しのぶえ

笛
奏者佐藤和哉氏や地元の料理人と
も手を組み、唐津と日本の伝統文
化の発信に努めているという。

唐
津
焼
は
上
の
器
の
よ
う
に
侘わ

び
た
趣
を
た
た
え
て
い
る
の
が

特
徴
だ
が
、
中
里
氏
の
作
品
に

は
鮮
や
か
な
ブ
ル
ー
に
彩
ら
れ

た
器
も
見
ら
れ
る
。

　
「
一
般
的
に
伝
統
産
業
の
担
い
手
が

減
り
つ
つ
あ
る
と
聞
き
ま
す
が
、
唐
津

焼
に
関
し
て
は
若
手
を
中
心
に
窯
元
が

増
え
て
い
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
驚
か
れ

る
ん
で
す
。
唐
津
焼
は
き
ら
び
や
か
さ

が
な
い
反
面
、
渋
い
良
さ
が
あ
る
。
そ

う
し
た
唐
津
焼
特
有
の
趣
が
多
く
の
陶

芸
家
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
」

　

一
方
で
、
世
界
的
に
知
ら
れ
る
有
田

焼
と
は
異
な
り
、
唐
津
焼
の
認
知
度
は

国
内
外
と
も
に
ま
だ
ま
だ
低
い
と
中
里

氏
は
語
る
。

　
「
で
す
か
ら
唐
津
焼
を
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
に
、
さ
ら
に
は
唐
津
焼
を
通

し
て
日
本
の
伝
統
文
化
を
世
界
に
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
ど
う
す
る
べ
き
か
と

日
々
考
え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
課
題
に
対
し
て
中
里
氏
は
海
外

の
イ
ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
参
加
し
、
唐

津
の
名
前
を
広
め
る
い
わ
ば
観
光
大
使

と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
タ
イ
。
い
ず

れ
の
地
で
も
、
披
露
し
た
作
品
は
高
い

評
価
を
受
け
た
と
い
う
。

　
「
器
は
言
葉
を
介
さ
な
く
て
も
、
見

て
感
じ
て
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
。
タ
イ

で
『
い
い
焼
き
物
と
は
、
ど
う
い
う
も

の
で
す
か
？
』
と
質
問
を
受
け
た
際
、

『
そ
れ
は
、
人
の
心
を
打
つ
も
の
で
す
』

と
答
え
た
と
こ
ろ
、
ど
よ
め
き
が
起
き

た
ん
で
す
。
唐
津
焼
を
通
じ
て
日
本
人

の
心
を
知
っ
て
も
ら
え
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
反
応
は
逆
に
新

鮮
で
す
ね
」

　

地
元
で
は
、
ほ
か
の
窯
元
と
連
携
し

て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
そ
の
ひ
と
つ
、

五
月
の
連
休
中
に
ま
ち
な
か
の
商
店
街

を
利
用
し
て
催
さ
れ
る
「
唐
津
や
き
も

ん
祭
り
」
は
、
八
年
の
歳
月
を
経
て
毎

年
三
万
人
も
の
人
が
訪
れ
る
ほ
ど
人
気

を
博
す
よ
う
に
な
っ
た
。　

　

加
え
て
、
唐
津
焼
の
陶
片
を
模
し
た

唐
津
焼
陶
片
せ
ん
べ
い
を
開
発
す
る
な

ど
、
中
里
氏
は
「
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に

な
い
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
。
い
ろ
い
ろ

な
つ
な
が
り
で
、
世
界
に
唐
津
焼
を
広

め
た
い
」
と
話
す
。

「
去
華
就
実
」を
守
り
つ
つ 

唐
津
の
未
来
を
思
う

　

唐
津
は
多
く
の
功
績
あ
る
先
人
た
ち

が
生
ま
れ
育
っ
た
地
で
も
あ
る
。
後
に

触
れ
る
建
築
家
の
辰た

つ
野の

金き
ん

吾ご

の
ほ
か
に

も
、
早
稲
田
大
学
学
長
や
早
稲
田
実
業

学
校
の
校
長
を
務
め
た
経
済
学
者
の
天

野
為た

め
ゆ
き之

、
丸
の
内
オ
フ
ィ
ス
街
の
基
礎

を
築
い
た
建
築
家
の
曽そ

ね禰
達た

つ
ぞ
う蔵

、
九
州

ほ
か
全
国
の
炭
鉱
開
発
に
力
を
注
い
だ

麻
生
政ま

さ
か
ね包

ら
、
明
治
維
新
後
、
日
本
の

近
代
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
々
を
数

多
く
輩
出
し
た
。
そ
う
語
る
の
は
、
宮み

や

島じ
ま

醤し
ょ
う
ゆ油

株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
で

唐
津
商
工
会
議
所
会
頭
で
も
あ
る
宮
島

清せ
い
い
ち一

氏
だ
。

　
「
そ
の
理
由
に
は
、
英
語
教
育
を
行

う
洋
学
校
『
耐た

い
こ
う恒

寮
』
が
一
八
七
一
年

に
創
設
さ
れ
た
際
、
後
に
日
本
銀
行
総

裁
や
総
理
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
た
高
橋

是こ
れ
き
よ清

が
英
語
教
官
と
し
て
赴
任
し
、
す

ば
ら
し
い
教
育
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
」

　

辰
野
金
吾
も
ま
た
、
こ
の
耐
恒
寮
を

経
て
海
の
向
こ
う
へ
渡
っ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
に
も
増
し
て
強
調
し
た
い
の

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
唐
津
の
少
年

教
育
が
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
耐
恒
寮
の
生
徒
た
ち
は
英

語
こ
そ
素
人
で
し
た
が
、
漢
文
の
知
識

に
お
い
て
は
す
ぐ
れ
て
い
た
。
高
橋
是

清
は
学
生
た
ち
に
負
け
な
い
よ
う
、
こ

の
地
で
必
死
に
漢
文
の
勉
強
を
し
て
い

た
そ
う
で
す
」



宮島醤油代表取締役社長の宮島清一
氏。1882 年創業の宮島醤油は現在、
唐津市内事業所の約 400 名を含め
全国で 700 名近い従業員を抱える。

唐津赤レンガの会会長の田中勝氏は、日本国内だけ
でなくフランスにまで赴いて唐津くんちの囃

はや

子
し

のパ
フォーマンスを披露するなど、長年にわたり唐津の観
光面での魅力発信に力を注いできた。
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宮
島
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
唐

津
は
漢
文
を
は
じ
め
民
間
教
育
が
盛
ん

だ
っ
た
と
か
。
そ
こ
に
は
、
二
七
〇
年

間
に
大
名
家
が
六
代
か
わ
っ
た
歴
史
が

影
響
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
薄
い
殿
様
に

対
し
て
忠
誠
心
が
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
代
々
あ
る
大
庄
屋
が
中
間
管
理
職

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
庄
屋
は
業
績
を
上
げ
る
た
め
教

育
や
産
業
の
振
興
を
手
が
け
、
競
い

合
っ
て
民
間
塾
を
つ
く
り
ま
し
た
」

　

ま
た
、
古
く
か
ら
唐
津
は
、
大
陸
、

朝
鮮
半
島
に
向
か
っ
て
開
か
れ
、
当
地

を
詠よ

ん
だ
歌
が
万
葉
集
に
何
十
首
も
見

ら
れ
る
ほ
ど
。
そ
の
唐
津
に
住
む
人
の

気
質
を
、
宮
島
氏
は
こ
う
語
る
。

　
「
郷
土
愛
が
非
常
に
強
い
で
す
ね
。
よ

そ
を
う
ら
や
ま
し
が
る
よ
り
も
、
唐
津

が
一
番
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
多
い

と
思
い
ま
す
」

　

宮
島
氏
が
会
頭
を
務
め
る
商
工
会
議

所
の
考
え
も
、
同
様
だ
。

　
「
唐
津
の
良
さ
を
認
識
し
、
そ
れ
を

生
か
し
て
い
く
。
歴
史
と
文
化
の
ま
ち

づ
く
り
を
し
っ
か
り
や
ろ
う
と
い
う
の

が
、
唐
津
の
経
済
界
の
基
本
的
な
ス
タ

ン
ス
で
す
。
住
み
よ
い
、
上
品
な
ま
ち

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
事
で
、

そ
れ
を
崩
す
必
要
は
な
い
。
観
光
、
と

り
わ
け
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
関
し
て
は
、

巨
大
な
免
税
店
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
焼
き
物
や
景
色
、
食
事
な
ど
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
路

線
で
い
い
と
思
い
ま
す
」

　

宮
島
醤
油
本
社
の
応
接
室
に
は
、
唐

津
藩
主
の
直
系
で
、
海
軍
中
将
や
宮
中

顧
問
官
を
務
め
た
小
笠
原
長な

が
な
り生

が
、
同

社
創
業
者
七
世
宮
島
傳で

ん
べ
え

兵
衞
に
送
っ
た

書
「
去き

ょ
か華

就し
ゅ
う
じ
つ

実
」
が
社
是
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
、「
表
面
的

な
こ
と
、
華
や
か
な
こ
と
を
捨
て
、
実

質
あ
る
こ
と
に
専
念
せ
よ
」
と
い
う
意

味
だ
が
、
質
実
な
歴
史
的
資
産
を
守
っ

て
き
た
唐
津
の
ま
ち
や
、
侘
び
た
魅
力

を
た
た
え
る
唐
津
焼
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ

せ
印
象
深
か
っ
た
。

唐
津
出
身
の
建
築
家 

辰
野
金
吾
の
名
を 

広
め
る
た
め
に

　

歴
史
的
資
産
と
し
て
は
、
一
九
一
二

年
に
竣
工
し
た
「
旧
唐
津
銀
行
」
が
新

た
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
県
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
物
は
、
前
述

し
た
辰
野
金
吾
が
監
修
し
、
そ
の
弟
子

の
田
中
実
が
設
計
を
手
が
け
た
。
赤
い

れ
ん
が
と
白
い
御
影
石
の
組
み
合
わ
せ

や
屋
根
の
上
に
王
冠
の
よ
う
に
小
塔
や

ド
ー
ム
を
載
せ
る
、「
辰
野
式
」
と
呼

ば
れ
る
独
自
の
様
式
が
見
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
末
期
に
唐
津
の
下
級
武
士

の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
辰
野
金
吾
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
留
学
の
後
、
日
本
の
近
代

建
築
の
先
駆
的
存
在
と
し
て
数
多
く
の

洋
風
建
築
を
手
が
け
た
。
日
本
銀
行
本

店
本
館
、
東
京
駅
丸
ノ
内
本
屋
、
大
阪

市
中
央
公
会
堂
、
奈
良
ホ
テ
ル
な
ど
が

今
も
残
る
が
、
辰
野
の
地
元
で
は
そ
の

功
績
を
た
た
え
る
意
識
は
こ
れ
ま
で
薄

か
っ
た
と
話
す
の
は
、「
唐
津
赤
レ
ン

ガ
の
会
」
会
長
の
田
中
勝

ま
さ
る

氏
だ
。

　

佐
賀
銀
行
唐
津
支
店
と
し
て
の
役
割

を
終
え
、
建
物
は
二
○
一
一
年
か
ら
一

般
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
文
化
財
と
し

て
の
旧
唐
津
銀
行
を
よ
り
力
強
く
発
信

す
る
た
め
に
、「
辰
野
金
吾
」
の
名
を
つ

け
た
い
。
そ
の
願
い
を
か
な
え
る
の
に
、

辰
野
金
吾
没
後
一
〇
〇
年
と
な
る
二
○

一
九
年
を
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、
同

会
で
は
三
一
七
六
名
の
署
名
を
集
め
、

建
物
を
所
有
す
る
唐
津
市
に
働
き
か
け

た
。
尽
力
は
実
り
、
辰
野
金
吾
の
命
日
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「旧唐津銀行 辰野金吾記念館」には、窓口のカウンターほか明治時
代から受け継がれてきた空間が残る。一角には、唐津焼でできた辰
野金吾の胸像も展示されている。

絶景のビューポイントとして知られる標高約 284 メートルの鏡山
から眺めた虹の松原と唐津湾。晴れた日には、海の向こうに壱

い き

岐の
島が見えることもあるという。

明
治
時
代
、
炭
鉱
技
術
者
か
ら
杵き

島し
ま

炭
鉱
の
炭
鉱
主

と
な
っ
た
高た
か
と
り
こ
れ
よ
し

取
伊
好
の
邸
宅
も
ま
た
、
唐
津
市
の
歴

史
的
資
産
の
ひ
と
つ
。
約
二
三
〇
〇
坪
の
敷
地
に
建

つ
屋
敷
に
は
、
能
舞
台
も
備
え
ら
れ
て
い
る
。

に
あ
た
る
三
月
二
十
五
日
、
旧
唐
津
銀

行
は
別
称
を
「
辰
野
金
吾
記
念
館
」
と

す
る
承
認
が
お
り
た
。

　

そ
の
喜
び
を
か
み
し
め
つ
つ
、
唐
津

赤
レ
ン
ガ
の
会
の
発
足
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
一
二
年
前
の
で
き
ご
と
を
田
中

氏
は
振
り
返
る
。

　
「
東
京
で
観
光
バ
ス
に
乗
っ
た
際
、

東
京
駅
は
辰
野
金
吾
設
計
と
い
う
説
明

が
あ
っ
た
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
彼
の

出
身
地
な
ど
に
は
な
に
も
触
れ
ら
れ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
辰

野
が
佐
賀
県
唐
津
市
の
出
身
で
あ
る
こ

と
ぐ
ら
い
は
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
で

す
が
…
…
。
そ
う
い
う
思
い
か
ら
郷
土

の
誇
り
で
あ
る
辰
野
金
吾
を
も
っ
と
発

信
し
な
け
れ
ば
と
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
、
唐
津
赤
レ
ン
ガ
の
会
の
前
身
で
す
」

　

辰
野
金
吾
記
念
館
の
別
称
が
付
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
の
注
目
度
は
高

ま
り
つ
つ
あ
る
と
田
中
氏
は
話
す
。
辰

野
金
吾
の
命
日
に
は
慰
霊
祭
が
行
わ

れ
、
今
後
は
記
念
館
で
の
展
示
の
充
実

が
は
か
ら
れ
る
が
、
田
中
氏
に
は
さ
ら

な
る
思
い
が
あ
る
。

　
「
福
岡
市
の
赤
煉れ

ん
が瓦

文
化
館
（
旧
日
本

生
命
保
険
株
式
会
社
九
州
支
店
）、
北
九

州
市
の
西
日
本
工
業
倶く

ら

ぶ
楽
部
会
館
（
旧

松
本
家
住
宅
）、
大
分
銀
行
赤
レ
ン
ガ
館

（
旧
二
十
三
銀
行
本
店
）、
武た

け
お雄

温
泉
楼

門
な
ど
、
九
州
に
残
る
辰
野
金
吾
の
作

品
を
ま
わ
る
記
念
ツ
ア
ー
が
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
九
州
か
ら

は
じ
め
、
東
京
駅
、
日
本
銀
行
、
奈
良

ホ
テ
ル
な
ど
全
国
へ
と
広
げ
て
い
き
た

い
で
す
ね
」

守
り
つ
つ
攻
め
る 

唐
津
流
が
未
来
に
花
開
く

　

地
に
根
付
く
良
き
も
の
は
守
り
な
が

ら
、
唐
津
は
少
し
ず
つ
進
化
し
て
い
る
。

二
○
一
八
年
に
は
初
め
て
、
海
外
の
ク

ル
ー
ズ
船
が
唐
津
に
寄
港
。
一
九
年
に

は
地
元
の
老
舗
ホ
テ
ル
が
よ
り
グ
レ
ー

ド
ア
ッ
プ
し
た
新
館
を
オ
ー
プ
ン
さ

せ
、
駅
前
に
誕
生
す
る
商
業
施
設
に
は

長
期
滞
在
客
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク
パ
ッ

カ
ー
向
け
の
簡
易
宿
泊
所
が
設
け
ら
れ

る
な
ど
、
観
光
客
の
受
け
入
れ
態
勢
が

着
々
と
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
唐
津
を
は
じ
め
と
す
る
佐
賀

県
を
舞
台
と
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作

品
「
ユ
ー
リ
!!! 

ｏ
ｎ 

Ｉ
Ｃ
Ｅ
」「
ゾ
ン

ビ
ラ
ン
ド
サ
ガ
」
が
話
題
と
な
り
、
物

語
に
描
か
れ
た
場
所
を
数
多
く
の
フ
ァ

ン
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま

で
と
異
な
る
層
が
唐
津
へ
と
旅
す
れ
ば

ま
ち
が
活
性
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

市
の
埋
も
れ
て
い
る
資
産
に
光
が
当
た

る
可
能
性
も
あ
る
。

　

歴
史
や
古
き
良
き
伝
統
を
受
け
継
い

で
守
り
、
そ
し
て
ま
ち
の
誇
り
を
発
信

す
る
革
新
的
な
攻
め
。
未
来
に
向
け
て

攻
守
が
力
強
く
巧
み
に
働
く
こ
と
で
、

唐
津
の
魅
力
は
よ
り
輝
き
を
増
す
こ
と

だ
ろ
う
。

佐賀県唐津市地域の底力
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　英語をはじめとする日本の教育現場における課題とは何か。
新しい知識を生涯探究していくための「教養」とは。米国のイェー
ル大学で教べんを執られた後、現在は日本で英語塾の代表を務
める斉藤淳氏と若田部昌澄副総裁が未来を見据えつつ語り合う。

斉藤 淳
1969 年山形県生まれ。上智大学外国語学部英語学科卒業、
イェール大学大学院政治学専攻博士課程修了、博士号。ウェズ
リアン大学客員助教授、フランクリン・マーシャル大学助教授、
イェール大学助教授、高麗大学客員教授を歴任。各大学で「国
際政治学入門」「東アジアの国際関係」等の授業を英語で担当し
たほか、2002 ～ 03 年衆議院議員（山形 4 区）を務めた。12
年に英語塾 Logos を起業（13 年、現「J PREP 斉藤塾」に改称）。
著書に『10 歳から身につく問い、考え、表現する力　ぼくが
イェール大で学び、教えたいこと』（NHK 出版新書）など多数。

Jun Saito

J PREP 斉藤塾代表

1965 年神奈川県生まれ。87 年早稲田大学政治経済学部経済
学科卒業、90 年早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了、
91 年早稲田大学政治経済学部助手、94 年トロント大学経済
学大学院修士課程修了、98 年早稲田大学政治経済学部専任講
師、2000 年早稲田大学政治経済学部助教授、05 年早稲田大
学政治経済学術院教授、17 年コロンビア大学経営大学院日本
経済経営研究所客員研究員。著書に『危機の経済政策』（日本
評論社）など多数。18 年 3 月日本銀行副総裁就任。

Masazumi Wakatabe

日本銀行副総裁

若田部昌澄

英
語
を
き
っ
か
け
に

自
ら
探
究
す
る
力
を
育
む

若
田
部　

斉
藤
さ
ん
は
、
米
国
の
名
門

大
学
で
政
治
学
に
つ
い
て
教
べ
ん
を
執

ら
れ
た
後
、
二
○
一
二
年
に
東
京
と
故

郷
の
山
形
県
酒
田
市
に
英
語
塾
を
開
設

さ
れ
、
現
在
、
そ
の
塾
を
主
宰
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
塾
を
開
校
さ
れ
た
経
緯
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

斉
藤　

私
は
、
上
智
大
学
の
大
学
院
か

ら
米
国
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
留
学
し
ま
し

た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
大
学
院
で
政
治
学

の
博
士
号
を
取
得
し
た
後
、
同
大
学
な

ど
で
六
年
ほ
ど
政
治
学
を
教
え
、
母
の

介
護
の
た
め
帰
国
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、

大
学
の
教
壇
に
立
つ
こ
と
も
考
え
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
上
に
自
分
が
や
り
た
い

こ
と
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
実
現
で
き
る
と

考
え
て
、
今
の
英
語
塾
の
前
身
と
な
る

塾
を
開
き
ま
し
た
。

若
田
部　

ご
自
身
の
や
り
た
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
具
体
的
に
お
話
し
い
た
だ

け
ま
す
か
。

斉
藤　

大
学
の
教
員
に
し
て
も
英
語
塾

を
主
宰
す
る
に
し
て
も
、
私
自
身
、
一

貫
し
て
「
不
平
等
や
格
差
の
解
消
に
挑

む
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
っ
て
取
り
組

英
語
が
広
げ
る
世
界

わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
経
験
を

写真 野瀬勝一
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と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
の
教
育
を
考

え
る
時
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
意
識
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

一
般
に
、
日
本
人
は
英
語
が

不
得
意
と
言
わ
れ
ま
す
。
極
論
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
ら
全
員
が
無
理

し
て
不
得
意
な
英
語
を
学
ば
な
く
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も

聞
か
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
意
見
に
つ
い

て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　

英
語
を
学
ぶ
と
ど
の
生
徒
が
伸

び
る
の
か
、
習
得
し
た
英
語
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
形
で
社
会
に
貢
献
し
て
く

れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
ら
か

じ
め
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
全
員
に
学
ん

で
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
現
実
に
は
、
事
前
に

そ
う
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で

す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
選
抜
さ
れ
た

特
定
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
律
で
学

ぶ
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
私
自
身
、
学
生
時
代
は
数
学
が
苦

手
で
し
た
が
、
高
校
ま
で
に
基
礎
的
な

こ
と
を
学
ん
だ
お
か
げ
で
、
大
学
院
博

士
課
程
の
経
済
学
の
授
業
は
何
と
か
わ

か
り
ま
し
た
。
ど
の
教
科
で
も
基
礎
的

な
部
分
は
学
ん
で
お
い
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。

や
す
い
。
そ
う
い
う
書
籍
は
大
概
英
語

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と

一
つ
と
っ
て
も
、
英
語
で
学
べ
る
技
能

を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
が
広
が
る
わ
け
で
す
。
日
本
の

子
ど
も
た
ち
に
は
、
そ
う
い
う
可
能
性

を
秘
め
た
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
経
験

を
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　

日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
英
語

を
教
え
る
中
で
、
気
づ
か
れ
た
課
題
は

あ
り
ま
す
か
。

斉
藤　

日
本
の
英
語
教
育
に
は
二
つ
の

問
題
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

ど
の
段
階
ま
で
到
達
す
れ
ば
英
語
を
習

得
し
た
と
み
な
す
の
か
、
生
徒
も
保
護

者
も
着
地
点
の
目
標
が
な
い
こ
と
で
す
。

こ
こ
ま
で
は
英
語
の、

学
習
を
す
る
、
こ

こ
か
ら
先
は
英
語
で、

学
習
す
る
と
い
う
、

切
り
替
え
が
明
確
で
な
い
人
が
多
い
と

感
じ
ま
す
。
私
ど
も
の
塾
で
は
、
大
学

で
英
語
を
使
っ
た
授
業
に
対
応
で
き
、

さ
ら
に
英
語
で
議
論
ま
で
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
と
い
う
目
標
設
定
を
提
案
し

て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
問
題
点
は
、
日
本
で
は
書

く
こ
と
を
重
視
し
す
ぎ
て
、
話
し
て
意

思
疎
通
を
は
か
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
不

十
分
な
こ
と
で
す
。
作
文
だ
と
い
い
こ

と
を
書
く
の
に
、
口
頭
で
表
現
で
き
な

い
。
話
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
て
い
な
い
状

態
で
英
語
を
学
び
始
め
る
た
め
、
そ
れ

が
英
語
習
得
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
多
い
で

す
ね
。

若
田
部　

そ
れ
は
英
語
教
育
に
限
ら
ず
、

日
本
の
教
育
全
般
に
い
え
る
課
題
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

斉
藤　

ご
指
摘
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

論
理
的
に
話
す
こ
と
で
物
事
を
伝
え
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
話
す
こ
と
に
よ
り
意
思
疎
通
を
は

か
る
こ
と
の
意
味
は
、
学
び
の
共
同
体

の
中
で
知
識
を
共
有
し
、
深
め
な
が
ら

前
に
進
む
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
米
国
の
教
育
現
場
で
は
、
自
分

の
発
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
他
の
生
徒
に

ど
れ
ほ
ど
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
視
さ
れ

ま
す
。
日
本
で
は
、
書
く
こ
と
ば
か
り

を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
勉
強
し
た
成

果
が
自
分
に
し
か
帰
属
せ
ず
、
話
す
こ

と
ほ
ど
に
は
周
囲
に
影
響
を
与
え
る
こ

ん
で
き
ま
し
た
。米
国
で
政
治
学
者
だ
っ

た
と
き
に
は
、
議
員
定
数
の
地
域
別
格

差
を
是
正
す
る
と
ど
う
な
る
か
が
研
究

テ
ー
マ
の
一
つ
で
し
た
。
帰
国
後
は
、

東
京
と
地
方
の
格
差
で
す
。
な
か
で
も

英
語
教
育
に
関
す
る
格
差
に
つ
い
て
考

え
る
と
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
山
形

な
ど
地
方
は
東
京
と
異
な
り
、
小
さ
い

頃
か
ら
英
語
教
育
を
受
け
る
選
択
肢
が

そ
も
そ
も
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
住
ん

で
い
る
地
域
に
よ
っ
て
良
質
な
英
語
教

育
に
接
す
る
機
会
に
差
が
な
い
よ
う
に

で
き
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ

り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
日
本
で
生
ま
れ

育
つ
こ
と
自
体
、
英
語
を
使
っ
て
仕
事

を
す
る
に
あ
た
っ
て
不
利
な
条
件
に
な

ら
な
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、

格
差
や
不
公
平
を
小
さ
く
で
き
な
い
か

と
。
そ
う
い
う
英
語
に
関
す
る
格
差
を

自
ら
が
作
っ
た
塾
で
解
消
し
て
い
こ
う

と
考
え
ま
し
た
。

若
田
部　

確
か
に
、
世
界
で
使
わ
れ
て

い
る
大
学
の
標
準
的
な
教
科
書
は
英
語

で
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
た
め
、
英
語

を
母
語
と
す
る
人
た
ち
は
、
そ
う
で
な

い
人
に
比
べ
て
有
利
で
す
よ
ね
。

斉
藤　

一
般
に
各
国
で
使
わ
れ
て
い
る

大
学
の
一
般
教
養
の
入
門
書
は
わ
か
り

他
の
生
徒
に
ど
れ
だ
け
刺
激
を

与
え
た
か
を
問
う
米
国
の
学
校
教
育
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若
田
部　

英
語
教
育
に
限
ら
ず
、
日
本
の

教
育
の
現
状
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　

日
本
で
は
、
公
立
小
学
校
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
よ
り
一
年
早
く
進
む
塾
に
入

り
、
中
学
入
試
で
高
得
点
を
取
っ
て
良
い

学
校
に
進
学
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ

ば
出
し
抜
き
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
状
況
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
母
語
が
日

本
語
で
は
な
い
外
国
出
身
の
子
ど
も
が
増

え
て
い
る
中
で
、
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち

に
日
本
語
を
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
現
代

的
な
課
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か

で
、
社
会
全
体
で
教
育
の
水
準
を
上
げ
、

そ
の
た
め
に
資
源
を
投
入
し
て
い
く
、
と

い
う
発
想
に
立
た
な
い
と
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
英
語
塾
で
教
育
に
携
わ
っ
て
い

る
私
と
し
て
は
、
社
会
全
体
を
底
上
げ
す

る
と
い
う
発
想
に
立
て
る
、
そ
ん
な
リ
ー

ダ
ー
を
育
て
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　
日
本
人
が
英
語
に
苦
手
意
識
を

持
つ
の
は
、
教
え
方
の
問
題
だ
と
い
う
声

も
聞
か
れ
ま
す
が
、
斉
藤
さ
ん
は
ど
う
思

わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　
例
え
ば
、
昔
、
い
く
つ
か
の
脈
絡

の
な
い
英
語
の
例
文
を
、
お
経
を
唱
え
る

よ
う
に
し
て
暗
記
し
た
経
験
を
さ
れ
た
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し

た
苦
行
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
つ
ら
い

だ
け
で
す
し
、
苦
手
意
識
を
持
っ
て
し
ま

い
、
結
局
英
語
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
よ
り
は
、
好
き
な
も
の
と
ひ

も
づ
い
た
、
生
き
た
文
を
覚
え
る
方
が
よ

ほ
ど
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。
私
ど
も
の

塾
で
は
、
ビ
デ
オ
教
材
を
使
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
と
関
連
し
た
例
文
を
覚
え
る

と
い
っ
た
授
業
を
し
た
り
、
小
学
生
で
あ

れ
ば
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
通
じ
て
楽
し
み
な

が
ら
、
自
然
な
形
で
英
語
を
習
得
す
る
こ

と
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

若
田
部　
小
学
校
か
ら
英
語
を
教
え
よ
う

と
す
る
昨
今
の
英
語
教
育
の
方
向
性
に
つ

い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

斉
藤　
低
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
は
、
文
法

的
に
高
度
な
こ
と
は
当
然
理
解
で
き
ま
せ

ん
が
、
音
を
拾
う
の
は
上
手
で
す
。
英
語

教
育
を
早
期
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

学
齢
の
子
ど
も
た
ち
の
特
徴
を
最
大
限
に

生
か
す
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
と
て
も
重

要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
あ
と
は
、
親
御
さ

ん
が
間
違
え
な
が
ら
も
子
ど
も
の
前
で
楽

し
そ
う
に
英
語
を
使
う
と
い
う
の
が
一
番

い
い
。
私
ど
も
の
塾
で
も
よ
く
保
護
者
の

方
か
ら
「
私
の
下
手
な
英
語
で
読
み
聞
か

せ
を
し
て
い
い
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
で
い
い
。
そ
の
う
ち
子

ど
も
の
方
が
親
よ
り
英
語
が
上
手
に
な
っ

て
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
自
信
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

日
本
銀
行
が
事
務
局
を
務
め

る
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
テ
ー
マ
に
、

「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
（
お
金
に
関
す
る
知

識
や
判
断
力
）
の
向
上
」
が
あ
り
ま
す

（
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
〇
一
六
年
秋
号

の
「
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
→
Ｂ
Ｏ
Ｊ
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）。
こ
の
金
融
広
報
中
央
委
員

会
の
取
り
組
み
の
一
つ
が
金
融
知
識
の

普
及
で
す
。
例
え
ば
最
近
話
題
に
な
っ

て
い
る
金
融
詐
欺
の
場
合
、
相
手
が
巧

妙
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
す

が
、
イ
ン
フ
ラ
（
基
盤
）
と
い
う
意
味

で
の
金
融
の
知
識
を
広
め
て
い
く
こ
と

が
、
そ
う
し
た
詐
欺
へ
の
最
大
の
予
防

策
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
日

本
全
国
に
金
融
知
識
を
普
及
し
て
い
き

た
い
の
で
す
が
、
遠
隔
地
に
出
向
い
て

い
く
の
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
し
て
学
習
す
る
「
ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ
」
と
併
せ
て
進
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
英

語
教
育
に
お
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

斉
藤　

わ
れ
わ
れ
も
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

を
一
部
導
入
し
て
い
ま
す
。
文
法
な
ど

の
講
義
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
て
も

ら
い
、
そ
れ
を
使
う
練
習
を
教
室
で
や

り
ま
し
ょ
う
と
。

　

た
だ
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
課
題
も

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
ジ

タ
ル・デ
ィ
バ
イ
ド
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
こ
な
せ
る

者
と
使
い
こ
な
せ
な
い
者
の
間
に
生
じ

る
格
差
）
の
問
題
。
加
え
て
、
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
で
は
自
学
時
間
が
長
く
な
る
の

で
、
生
徒
の
や
る
気
の
差
異
が
学
力
格

差
拡
大
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
自

分
の
発
言
で
相
手
の
言
葉
遣
い
が
変
わ

る
な
ど
、
意
思
の
疎
通
が
成
立
す
る
場

面
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
わ
な
い
と
言

語
は
上
達
し
ま
せ
ん
。
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

で
は
そ
う
し
た
力
を
十
分
育
む
の
は
な

か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。

若
田
部　

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
よ
う

な
対
話
型
の
仕
掛
け
が
あ
れ
ば
、
そ

子
ど
も
の
強
み
を
生
か
す

英
語
教
育

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る

学
習
の
有
効
性
と
課
題
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う
い
っ
た
課
題
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

斉
藤　

あ
く
ま
で
も
現
段
階
で
は
、
自

動
化
さ
れ
た
仕
組
み
は
、
訴
求
力
で
人

間
に
及
ば
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
若
田

部
副
総
裁
が
目
の
前
で
語
ら
れ
る
の
と
、

ビ
デ
オ
映
像
で
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
を

観
る
の
と
で
は
、
効
果
は
ま
っ
た
く
違

い
ま
す
よ
ね
。
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
得
意

な
事
と
対
面
で
や
る
べ
き
事
を
し
っ
か

り
見
極
め
る
こ
と
が
、
教
育
の
現
場
で

は
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　

斉
藤
さ
ん
は
ご
著
書
で
、
教

養
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

米
国
で
教
べ
ん
を
執
ら
れ
て
い
た
ご
経

験
も
踏
ま
え
、
教
養
に
つ
い
て
の
お
考

え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

斉
藤　

日
本
人
は
教
養
と
い
う
言
葉
を

聞
く
と
常
識
や
知
識
と
考
え
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
私
が
考
え
る
教
養
は
、
生

涯
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
た
め
の
態
度

や
基
盤
で
す
。
正
し
い
知
識
を
獲
得
し

て
い
く
と
い
う
よ
り
、
間
違
っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
時
代
遅
れ
の
知
識
を
淘と

う

汰た

し
、

新
し
く
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
教
養
と

考
え
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
や
ツ
ー

ル
と
し
て
英
語
が
あ
る
。
で
す
か
ら
大

学
入
試
の
た
め
で
は
な
く
、
学
び
続
け

る
た
め
の
ス
キ
ル
と
し
て
英
語
を
捉
え

て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し

続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

若
田
部　

教
養
と
は
、
哲
学
者
カ
ー
ル・

ポ
パ
ー
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ま
さ
に
「
果
て
し
な
き
探
求
」
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

斉
藤　

そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
力
を
養

う
た
め
に
は
、
一
般
教
養
の
入
門
書
を

読
ん
で
何
か
を
得
る
よ
り
、
ご
く
限
定

さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
で
も
構
わ
な
い
の
で
、

深
く
掘
り
下
げ
て
み
る
経
験
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

米
国
の
大
学
で
は
、
例
え
ば
東
ア
ジ

ア
宗
教
概
論
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の

日
本
の
仏
教
を
学
ぶ
と
い
っ
た
、
ご
く

限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
た

コ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

う
し
た
限
定
し
た
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の

か
。
結
局
、
概
論
や
入
門
書
は
自
分
で

本
を
読
め
ば
習
得
で
き
る
。
重
要
な
の

は
、
自
分
で
新
し
い
知
識
を
獲
得
し
吟

味
す
る
た
め
の
方
法
論
を
体
得
す
る
こ

と
で
す
。
限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
、
ゼ

ロ
か
ら
何
か
を
獲
得
す
る
経
験
を
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

受
け
身
で
習
う
だ
け
で
は
な

く
、
自
ら
深
く
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

斉
藤　

そ
の
通
り
で
す
。
決
し
て
知
識

の
総
量
は
増
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
学
生
の
う
ち
に
そ
う
い
う
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
積
ん
で
お
け
ば
、
将
来
、
ど

ん
な
分
野
に
い
っ
て
も
そ
の
ス
キ
ル
と

い
う
の
は
生
き
る
で
し
ょ
う
し
、
常
に

知
識
や
ス
キ
ル
を
更
新
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
私
自
身
の
留
学
、

そ
し
て
教
べ
ん
を
執
っ
て
き
た
経
験
か

ら
、
そ
う
痛
感
し
ま
し
た
。

若
田
部　

そ
う
し
た
教
養
に
通
じ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
大
学
教

育
と
欧
米
の
大
学
教
育
を
比
較
し
て
、

欧
米
の
方
が
古
典
を
重
ん
じ
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
米
国
の
大
学

で
は
歴
史
家
・
政
治
家
の
ア
レ
ク
シ
ス
・

ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
著
し
た
『
ア
メ
リ

カ
の
民
主
政
治
』
は
必
読
文
献
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

斉
藤　

欧
米
で
は
、
実
際
に
作
品
を
読

み
、
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
現
代
的
な
意

味
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
と
こ
と
ん
話

し
合
っ
て
納
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む

の
が
古
典
読
解
の
一
つ
の
や
り
方
で
す
。

日
本
で
は
そ
う
し
た
姿
勢
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。

　

一
般
教
養
が
、
単
に
講
義
を
聞
い
て

知
識
を
増
や
す
こ
と
だ
と
考
え
る
の
は
、

こ
れ
か
ら
自
立
し
た
社
会
人
と
し
て
情

報
の
海
を
泳
い
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
た
ち
に
対
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

と
し
て
は
古
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

も
、
欧
米
の
素
晴
ら
し
い
部
分
は
取
り

入
れ
な
が
ら
、
教
養
を
い
か
に
育
ん
で

い
く
べ
き
か
と
い
っ
た
議
論
を
深
め
て

い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

若
田
部　

本
日
は
、
示
唆
に
富
ん
だ
お

話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

教
養
と
は
知
識
で
は
な
く

生
涯
学
び
続
け
る
た
め
の
基
盤
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吉
原
重
俊
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
薩

摩
藩
士
の
子
と
し
て
現
在
の
鹿
児
島
県
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
薩
摩
藩
校
「
造
士
館
」
に
学
び
、
一
二

歳
で
漢
文
を
読
み
こ
な
す
な
ど
若
く
し
て
俊
才
の

名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
慶
應

二
年
（
一
八
六
六
）
に
藩
か
ら
選
ば
れ
て
米
英
両

国
に
留
学
し
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
、

日
本
人
と
し
て
初
め
て
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
入
学
し

ま
す
。

　

米
国
留
学
中
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
岩

倉
使
節
団
（
注
１
）
に
随
行
す
る
三
等
書
記
官
（
書

記
官
と
は
官か

ん
り吏

・
国
家
公
務
員
の
官
職
名
の
一

つ
）
と
し
て
現
地
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
外
務
一

等
書
記
官
と
し
て
在
米
国
公
使
館
に
勤
務
し
ま

す
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
大
蔵
省
（
現

財
務
省
）
に
転
じ
、
後
に
大
蔵
卿
（
大
蔵
大
臣
）

と
な
る
松ま

つ
か
た方
正ま
さ
よ
し義
の
下
で
活
躍
、
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
に
大
蔵
少し

ょ

輔う

（
大
蔵
次
官
級
）
と

な
る
な
ど
、
官
僚
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
着
実
に

　「
日
本
銀
行
総
裁
」
と
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
「
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
小
史
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
歴
代
総
裁
の
生
涯
を
た
ど
り

つ
つ
、
総
裁
在
任
時
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
当
時
の
日
本
銀
行
の
歴
史
な
ど
を
ご
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。第
一
回
の
今
回
は
初
代
総
裁
の
吉
原
重
俊
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

初
代
総
裁 
吉
原
重
俊 

よ
し
は
ら
し
げ
と
し

【総裁任期】
明治15年（1882）10月6日～明治20年（1887）12月19日

第
一
回
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※
年
齢
は
、
満
年
齢
で
表
記
し
て
い
ま
す
。

（
注�

１
）�

岩
倉
使
節
団
／
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
一
月
か

ら
翌
々
年
九
月
に
か
け
て
、
江
戸
後
期
に
諸
外
国
と
締
結

し
た
条
約
の
改
正
の
た
め
の
予
備
交
渉
お
よ
び
西
洋
文
明

の
調
査
等
を
目
的
と
し
、
欧
米
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
大
使

節
団
。
外
務
卿
（
外
務
大
臣
）
岩い

わ
く
ら倉

具と
も

視み

を
正
使
と
し
、

政
府
首
脳
陣
や
津
田
梅
子
ら
留
学
生
を
含
む
総
勢
一
〇
七

名
で
構
成
さ
れ
た
。

（
注�

２
）
不
換
紙
幣
／
正
貨
（
金
貨
・
銀
貨
な
ど
）
と
引
き
換

え
る
保
証
の
な
い
紙
幣
。

（
注�

３
）
兌
換
紙
幣
／
同
額
の
正
貨
（
金
貨
・
銀
貨
な
ど
）
と

引
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
紙
幣
。

積
み
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
大
蔵
少
輔
在
任
中
の

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
日
本
銀
行
創
立

委
員
に
任
命
さ
れ
、
日
本
銀
行
開
業
と
と
も
に
、

三
七
歳
と
い
う
こ
れ
以
降
の
歴
代
総
裁
中
最
年
少

の
若
さ
で
、
初
代
総
裁
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

吉
原
は
、
海
外
留
学
の
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
当
時
の
役
人
と
し
て
は
、
国
際
経
済
に
対

す
る
造
詣
が
深
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

総
裁
と
し
て
は
、
当
時
、
政
府
お
よ
び
全
国
各

地
の
「
国
立
銀
行
」
が
発
行
し
て
い
た
不
換
紙
幣

（
注
２
）
の
回
収
を
進
め
、
日
本
銀
行
が
発
行
す
る

兌だ

換か
ん

紙
幣
（
注
３
）
を
現
金
通
貨
の
中
心
と
す
る

こ
と
や
、
手
形
・
小
切
手
の
流
通
の
推
進
に
尽
力

し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
国
庫
・
国
債
事
務
の
た

め
の
体
制
整
備
を
行
い
、
取
り
扱
い
を
開
始
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
現
職
の
日
本
銀
行
総
裁
と
し
て
は
極
め

て
異
例
で
す
が
、明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
、

日
本
銀
行
本
店
本
館
に
飾
ら
れ
て
い
る
吉
原
の
肖
像
画

日本銀行開業の地である日本橋箱崎町に建つ記念碑。当時の
店舗（本館）が彫られたプレートが碑面に取り付けられてい
ます。碑文には「明治十五年十月十日　日本銀行はこの地で
開業した　明治二十九年四月　日本橋本石町の現在地に移転
した　創業百周年を記念してこの碑を建てる　昭和五十七年
十月　日本銀行総裁　前川春雄」と表記されています。

日本銀行開業時の店舗が描かれた錦絵。当時の日本銀行は、
旧永

えいたいばし

代橋（現在の日本橋箱崎町）のたもとにあった旧北海道
開拓使東京出張所の建物を借り、一部改装して開業しました。
この建物は、鹿

ろくめいかん

鳴館を設計した英国人ジョサイア・コンドル
が設計し、明治の名建築の一つと言われています。日本銀行
が現在の日本橋本石町へ移転した後は迎賓などのために使わ
れていましたが、関東大震災の際に焼失しました。

最初の日本銀行券。日本銀行は紙幣価値が回復し
た明治 18年（1885）に最初の日本銀行券を発行
しました。この日本銀行券は、銀貨との兌換が保
証された「兌換銀券」でした。大黒の像が描かれ、
「大黒札」と呼ばれていました。

（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）

中
央
銀
行
制
度
の
視
察
の
名
目
で
、
一
〇
カ
月
ほ

ど
欧
米
諸
国
を
巡
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
病
魔
に
冒
さ
れ
、
明
治
二
〇

年
（
一
八
八
七
）
十
二
月
、
現
職
の
ま
ま
死
去
し

ま
し
た
。
四
二
歳
と
い
う
若
す
ぎ
る
死
で
し
た
。

吉
原
は
、
東
京
の
青
山
霊
園
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

（現在本館では改修工事を実施しているため、
肖像画はご覧になれません）
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三
六
年
に
わ
た
る
歴
史
と
高
い
評
価
を 

未
来
へ
と
つ
な
い
で
い
く
た
め
に

　

一
九
八
三
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
国
際
コ
ン
フ
ァ

ラ
ン
ス
は
、
主
要
中
央
銀
行
が
行
う
学
術
的
な
コ
ン

フ
ァ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
も
、
特
に
長
い
歴
史
を
有
し

て
い
ま
す
。
二
五
回
目
と
な
る
今
年
の
国
際
コ
ン

フ
ァ
ラ
ン
ス
の
テ
ー
マ
は
、「
低
イ
ン
フ
レ
・
低
金

利
環
境
の
も
と
で
の
中
央
銀
行
デ
ザ
イ
ン
」。
国
内

所
の
経
済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
に
所
属
す
る
約

三
〇
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
す
。
課
長
の
渡
辺
真
吾
さ
ん

は
、「
課
の
柱
と
な
る
業
務
は
、
金
融
・
経
済
の
基

外
か
ら
約
一
〇
〇
名
が
参
加
し
、
黒
田
東は

る
ひ
こ彦

総
裁

に
よ
る
開
会
挨
拶
に
続
き
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・

ト
リ
シ
ェ
前
欧
州
中
央
銀
行
総
裁
に
よ
る
前
川
講
演

（
後
述
）、
論
文
報
告
、
金
融
研
究
所
海
外
顧
問
に
よ

る
基
調
講
演
、
政
策
パ
ネ
ル
討
論
が
行
わ
れ
、
二
日

間
に
わ
た
り
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
テ
ン
ツ（
議
論
の
内
容
）

の
検
討
、
お
よ
び
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
（
後
方
支
援
業

務
）
面
で
の
準
備
や
運
営
を
担
う
の
は
、
金
融
研
究

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
　
経
済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
の
仕
事

　
二
〇
一
九
年
五
月
、
日
本
銀
行
本
店
に
お
い
て
「
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
」
が
開
催
さ
れ
、
中

央
銀
行
関
係
者
や
著
名
経
済
学
者
に
よ
る
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
論
文
の
発
表
な

ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
は
、
日
本
銀
行
が
定
期
的
に
主
催
す
る
コ
ン

フ
ァ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
最
も
規
模
が
大
き
く
、
ま
た
、
三
六
年
に
わ
た
る
最
も
長
い
歴
史
を
持
ち
、

金
融
、
経
済
に
関
し
多
面
的
な
角
度
か
ら
議
論
を
行
う
場
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
支
え
る
の
は
、「
金
融
研
究
所
経
済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
」。
約

一
年
間
か
け
て
作
り
上
げ
て
い
く
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
、
同
課
の
業
務
を
紹
介
し
ま
す
。

各
国
の
中
央
銀
行
関
係
者
や

世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
経
済
学
者
が
集
う

「
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
」の
運
営
を
担
う

◆28

当日の会場の様子（撮影：野瀬勝一）
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せ
ん
」

　

前
川
講
演
の
ほ
か
、
政
策
パ
ネ
ル
討
論
、
論
文
報

告
に
つ
い
て
も
、
人
選
は
入
念
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
「
大
事
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
方
に
来
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
よ
り
有
意
義
な
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
央
銀
行
は
、
最
新
の
金

融
経
済
理
論
を
い
か
に
政
策
・
業
務
に
生
か
し
て
い

く
か
が
問
わ
れ
る
組
織
。
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
で
の
議

論
は
、
理
論
的
・
技
術
的
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
広
い
視
野
や
実
務
家
の
視
点
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
人
選
は
多
様
な
観
点
か
ら
行
い
ま
す
。
ま

た
、
欧
米
か
ら
ア
ジ
ア
各
国
ま
で
、
参
加
者
の
エ
リ

ア
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
気
を
使
っ
て
い
ま
す
」

　

ア
ジ
ア
に
お
け
る
金
融
・
経
済
に
関
す
る
有
力
コ

ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
注

目
度
も
高
い
と
の
こ
と
。
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
、
毎

回
充
実
し
た
内
容
に
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
評
判
が

浸
透
し
、
世
界
各
国
か
ら
一
流
の
識
者
が
多
く
参
加

す
る
よ
う
に
な
る
と
、
渡
辺
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
一
九
八
三
年
の
第
一
回
で
は
、
当
時
の
マ
ク
ロ

経
済
理
論
の
二
大
潮
流
で
あ
る
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
と
マ

ネ
タ
リ
ズ
ム
そ
れ
ぞ
れ
の
い
わ
ゆ
る
ノ
ー
ベ
ル
経
済

学
賞
受
賞
者
を
招
待
し
て
い
ま
す
（
注
）。
当
時
携

わ
っ
た
方
が
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
か
け
た
並
々

な
ら
ぬ
情
熱
を
感
じ
ま
す
。
今
後
も
そ
う
し
た
方
々

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

一
回
一
回
が
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
作
っ
て
い

き
ま
す
。
私
た
ち
は
単
に
成
功
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を

本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
た
め
の
研
究
。
学

界
や
海
外
中
央
銀
行
な
ど
外
部
と
の
交
流
促
進
も
重

要
な
使
命
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
担
う
最
大
の
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
は
、
そ
う
し
た
当

課
の
仕
事
の
結
晶
と
言
え
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
要
と
な
る
の
は
、
一
九
八
二

年
の
金
融
研
究
所
設
立
時
の
日
本
銀
行
総
裁
で
あ
る

故
前
川
春
雄
氏
の
名
を
冠
し
た「
前
川
講
演
」で
す
。

前
川
講
演
に
つ
い
て
渡
辺
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
す
。

　
「
ま
ず
は
テ
ー
マ
を
選
定
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
講

演
者
の
候
補
を
絞
っ
て
い
き
ま
す
。
最
終
的
に
は
、

中
央
銀
行
や
国
際
機
関
で
の
経
験
お
よ
び
学
識
等
を

踏
ま
え
つ
つ
、
大
局
的
な
見
地
か
ら
お
話
し
い
た
だ

け
る
方
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。
候
補
者
は
お
忙
し
い

方
ば
か
り
な
の
で
、
そ
の
調
整
も
容
易
で
は
あ
り
ま

考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
未

来
に
ど
う
つ
な
い
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
強
く
意

識
し
て
い
ま
す
」

学
界
の
最
新
情
報
を
踏
ま
え 

テ
ー
マ
を
選
定

　

渡
辺
さ
ん
が
、
人
選
と
並
ん
で
車
の
両
輪
と
位
置

付
け
る
の
が
、
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
テ
ー
マ
選
定
。

コ
ン
テ
ン
ツ
の
検
討
を
主
に
担
う
同
課
経
済
研
究
グ

ル
ー
プ
の
岩
崎
雄
斗
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
テ
ー
マ
の
検

討
が
始
ま
る
の
は
、
前
年
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
終
了

直
後
。
今
年
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
言
え

ば
、
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
昨
年
の
コ
ン
フ
ァ
ラ

ン
ス
が
終
わ
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
そ
う

で
す
。

　
「
金
融
、
経
済
の
分
野
に
お
い
て
、
世
界
各
国
で

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
踏

ま
え
、
テ
ー
マ
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
年
の

テ
ー
マ
で
あ
る
『
低
イ
ン
フ
レ
・
低
金
利
環
境
の
も

と
で
の
中
央
銀
行
デ
ザ
イ
ン
』
に
つ
い
て
も
、
利
上

げ
が
進
む
か
に
思
わ
れ
た
米
国
で
、
低
金
利
環
境
の

今年の前川講演者であるトリシェ前欧州中央銀行総裁と黒田総裁

（
注�

）
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
、
英
国
経
済
学
者
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・

ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
に
基
づ
く
経
済
理
論
を
支
持
す
る
学
派
。
経

済
不
況
の
際
、
そ
の
克
服
の
た
め
、
政
府
や
中
央
銀
行
に
よ
る

裁
量
的
な
介
入
の
有
効
性
を
主
張
す
る
。
他
方
、
マ
ネ
タ
リ
ズ

ム
は
、
米
国
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
だ
っ
た
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド

マ
ン
を
中
心
と
し
た
学
派
。
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
が
提
唱
す
る
裁
量

的
な
政
策
に
対
し
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
た
政
策
を
重
視

す
る
立
場
を
と
る
。
第
一
回
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
は
、
ケ

イ
ン
ジ
ア
ン
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ト
ー
ビ
ン
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト

か
ら
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
参
加
し
た
。

（撮影：野瀬勝一）
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更
な
る
長
期
化
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
足

も
と
の
動
向
を
捉
え
た
タ
イ
ム
リ
ー
な
テ
ー
マ
だ
っ

た
と
自
負
し
て
い
ま
す
」

　

時
宜
に
か
な
っ
た
テ
ー
マ
や
適
切
な
論
文
報
告
者

を
選
ぶ
た
め
、
岩
崎
さ
ん
を
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
は
、

常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
し
て
い
ま
す
。
中
央
銀

行
関
係
者
や
学
者
が
持
つ
問
題
意
識
、
そ
れ
に
基
づ

く
議
論
の
展
開
等
を
探
る
こ
と
を
目
的
に
、
海
外
の

主
要
な
学
会
や
中
央
銀
行
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
に
も

参
加
し
ま
す
。

　
「
学
界
や
中
央
銀
行
の
人
た
ち
が
、
今
な
に
に
注

目
し
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
に
は
直

接
話
を
聞
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
論
文
が
公
表
さ
れ

る
ま
で
に
は
そ
れ
な
り
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
論

文
を
読
む
だ
け
で
は
必
ず
し
も
最
新
の
動
向
を
フ
ォ

ん
は
話
し
ま
す
。

一
流
の
参
加
者
を
迎
え
る
た
め
の 

心
配
り
と
臨
機
応
変
な
対
応

　

国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
開
催
を
裏
方
と
し
て
支

え
て
い
る
の
は
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
担
当
の
ス
タ
ッ

フ
で
す
。
そ
の
ひ
と
り
、
経
済
研
究
グ
ル
ー
プ
の
原

尚な
お

子こ

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
参
加
者
へ
の
招
待
状
の
作
成

か
ら
、
ホ
テ
ル
の
手
配
に
関
す
る
お
手
伝
い
ま
で

業
務
は
多
岐
に
わ
た
る
と
か
。
そ
こ
に
は
食
事
メ

ニ
ュ
ー
の
選
択
な
ど
、
夕
食
会
や
昼
食
会
の
準
備
、

調
整
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
「
約
三
〇
カ
国
か
ら
日
本
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
慣
習
は
多
様
で
す
。

食
事
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
宗
教
に
よ
る
制
限
か

ら
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
、
ア
レ
ル
ギ
ー
を
お
持
ち
の
方

ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
入
念
に
確
認
し
、
き
め
細

か
く
対
応
し
て
い
ま
す
」

　

過
去
に
は
発
表
者
の
来
日
が
前
日
に
キ
ャ
ン
セ
ル

に
な
る
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
が
、
ど
の
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
も
成
功
裏
に
終
え

た
そ
う
で
す
。
そ
の
秘
密
は
徹
底
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
あ
る
と
の
こ
と
。

　
「
急
き
ょ
仕
事
で
来
ら
れ
な
い
、
フ
ラ
イ
ト
が
遅

れ
る
な
ど
不
測
の
事
態
を
常
に
想
定
し
て
、
ど
の
よ

う
な
事
態
に
な
っ
て
も
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
よ

う
対
処
方
法
を
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
し
た
不

測
の
事
態
の
際
に
は
、自
分
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず
、

ロ
ー
で
き
ま
せ
ん
。
学
会
な
ど
で
ど
の
よ
う
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
知
る

必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
論
文
報
告
セ
ッ
シ
ョ
ン

に
お
い
て
、
日
本
銀
行
の
代
表
と
し
て
論
文
を
発
表

す
る
の
も
、
経
済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
の
役
割
の

ひ
と
つ
。
今
年
は
同
課
経
済
研
究
グ
ル
ー
プ
長
の
須

藤
直な

お

さ
ん
が
、「
長
引
く
低
金
利
と
銀
行
部
門
の
安

定
性
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
の
報
告
を
行
い
ま

し
た
。

　
「
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
で
の
論
文
報
告
は
、
金

融
政
策
を
巡
る
日
本
で
の
議
論
を
効
果
的
に
発
信
す

る
と
と
も
に
、
外
か
ら
の
目
線
で
、
そ
の
議
論
の
あ

る
べ
き
姿
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
も
重
要
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」

　

須
藤
さ
ん
は
、
岩
崎
さ
ん
同
様
、
テ
ー
マ
や
講
演

者
な
ど
の
選
定
に
も
携
わ
り
ま
し
た
が
、
通
常
の
業

務
が
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
「
金
融
研
究
所
で
は
毎
年
、
研
究
者
の
方
々
を
国

内
外
か
ら
招

し
ょ
う
へ
い聘

し
、と
も
に
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

長
期
の
方
で
一
年
程
度
滞
在
さ
れ
ま
す
が
、
人
選
だ

け
で
な
く
、
お
互
い
に
刺
激
し
合
え
る
よ
う
な
環
境

作
り
も
私
の
仕
事
で
す
。
直
接
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て

議
論
を
深
め
る
な
か
で
初
め
て
わ
か
る
こ
と
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
」

　

こ
う
し
た
日
常
の
業
務
を
通
じ
て
外
へ
と
輪
を
広

げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の

内
容
も
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
須
藤
さ

論文報告をする須藤さん
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他
の
ス
タ
ッ
フ
と
情
報
を
共
有
し
、
連
携
し
て
対
処

し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
」

　

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
想
定
し
た
上
で
設
定
し
た
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
は
余
裕
を
も
た
せ
て
あ
る
も
の
の
、

活
発
な
議
論
に
よ
り
時
間
が
予
定
よ
り
オ
ー
バ
ー
す

る
こ
と
も
。
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
が
盛
り
上
が
る
こ
と

は
う
れ
し
い
反
面
、
緻
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
そ
の

後
の
予
定
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
苦
心
さ
れ
る
そ
う

で
す
。

　
「
こ
れ
だ
け
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
は
大
変

で
は
あ
り
ま
す
が
、
経
済
学
者
や
各
国
中
央
銀
行
の

幹
部
が
一
堂
に
会
す
る
こ
と
自
体
が
刺
激
的
で
す

し
、
最
先
端
の
研
究
の
発
表
や
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
議
論

が
行
わ
れ
る
場
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
思
う
と
、
や

り
が
い
が
あ
る
仕
事
で
す
」

　

二
〇
一
五
年
の
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
か
ら
そ
の

準
備
に
携
わ
っ
て
き
た
佐
々
木
真
祐
子
さ
ん
に
よ

る
と
、
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
環
境
へ
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
な

ど
、
時
代
の
変
化
や
海
外
の
学
会
事
情
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
招
待
客
へ
の
お
も
て
な
し
の
内
容
を
柔
軟
に
変

え
て
い
る
と
の
こ
と
。
佐
々
木
さ
ん
は
、「
段
取
り

が
悪
く
て
不
快
な
思
い
を
さ
れ
る
方
が
い
な
い
よ
う

に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
運
営
が
滞
り
な
く
終
わ
っ
て

は
じ
め
て
自
分
の
仕
事
が
で
き
た
と
言
え
ま
す
」
と

話
し
ま
す
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン

ス
当
日
に
裏
方
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
と
の

こ
と
。

　
「
会
場
外
か
ら
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
進
行
を
う
か

す
る
と
、
や
は
り
う
れ
し
い
で
す
ね
」

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

課
長
の
渡
辺
さ
ん
は
、
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の

開
催
や
日
々
の
研
究
が
国
内
外
の
経
済
、
さ
ら
に
は

人
々
の
暮
ら
し
に
す
ぐ
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
と
前
置
き
し
つ
つ
こ
う
言
い
ま
す
。

　
「
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
開
催
を
含
め
、
経
済

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
の
仕
事
の
意
義
は
『
基
礎
的

研
究
は
、
樹
木
に
た
と
え
れ
ば
根
に
相
当
し
、
一
見

地
味
で
は
あ
っ
て
も
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
金
融

経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
理
論
的
な
解
明
は
、

事
象
の
本
質
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ

る
』
と
い
う
、
故
前
川
元
総
裁
の
言
葉
に
集
約
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。中
長
期
的
な
観
点
か
ら
金
融・

経
済
の
問
題
を
解
明
し
、
日
本
銀
行
の
政
策
・
業
務

運
営
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
研
究
・
議
論

を
積
み
重
ね
て
い
る
の
で
す
」

　

経
済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
の
尽
力
に
よ
り
成
功

裏
に
終
わ
っ
た
二
○
一
九
年
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン

ス
。
そ
の
議
事
録
や
一
部
動
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
融

研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
日
本
銀
行
公
式
動
画

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
予
定
で
す
。
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
経
済
学
者
の
発
言

や
、
最
新
の
ト
ピ
ッ
ク

に
関
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル

な
議
論
を
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

が
い
な
が
ら
、
次
の
予
定
に
備
え
て
、
関
係
先
に
連

絡
・
調
整
を
行
い
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
に
貢
献
で
き
る

よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。
厨
房
や
会
場
の
設
営
、
音

声
、
警
備
な
ど
各
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
の
緊
密

な
情
報
の
共
有
が
成
功
に
は
不
可
欠
で
、
裏
方
の
さ

ら
に
ウ
ラ
で
も
ま
た
多
く
の
や
り
取
り
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
ん
な
細
や
か
な
配
慮
が
常
に
求
め
ら
れ
る
仕
事

を
す
る
中
で
、
参
加
者
か
ら
の
温
か
い
ね
ぎ
ら
い
、

感
謝
の
声
が
一
番
の
励
み
に
な
る
そ
う
で
す
。
佐
々

木
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
す
。

　
「
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
終
了
後
に
お
礼
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
頂
い
た
り
、
ほ
か
の
学
会
で
『
日
本
銀
行
の
国

際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
が
素
晴

ら
し
か
っ
た
』
と
言
わ
れ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
り当日の事務室の様子
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「
経
済
・
物
価
情
勢
の
展
望
」（
展
望
レ
ポ
ー
ト
）

二
〇
一
九
年
四
月

二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

当
面
、
海
外
経
済
の
減
速
の
影
響
を

受
け
る
も
の
の
、
二
〇
二
一
年
度
ま
で

の
見
通
し
期
間
を
通
じ
て
、
景
気
の
拡

大
基
調
が
続
く
と
み
ら
れ
る
。

　

輸
出
は
、
当
面
、
弱
め
の
動
き
と
な

る
も
の
の
、
海
外
経
済
が
総
じ
て
み
れ

ば
緩
や
か
に
成
長
し
て
い
く
も
と
で
、

基
調
と
し
て
は
緩
や
か
に
増
加
し
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。
国
内
需
要
も
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
な
ど
の
影
響
を
受
け

つ
つ
も
、
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
、
増
加
基
調
を
た
ど
る
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
に
向
け
た
動
き
や
近
年
の
技
術

進
歩
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
物
価
の
上
昇
を
遅
ら
せ
て
き
た
諸
要

因
の
解
消
に
時
間
を
要
し
て
い
る
中

で
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も

横
ば
い
圏
内
で
推
移
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



NICHIGIN 2019 NO.5827

和
」
を
継
続
す
る
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー

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
、
海
外
経
済
の
動
向

や
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
、
少
な
く
と
も
二
〇
二
〇
年

春
頃
ま
で
、
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
も
に
、
経
済
・
物

価
・
金
融
情
勢
を
踏
ま
え
、「
物
価
安

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、2014年度、2015年度については、2014年4月の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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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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（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、2014 年度、2015 年度については、2014 年 4 月の消費税率引き
上げの直接的な影響を除いたベース。

（前年比、％） （前年比、％）

（ 注）消費税率については、
2019 年 10 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）、教育無償化政策につ
いては、幼児教育無償化
が 2019 年 10 月 に、 高
等教育無償化等が 2020
年４月に導入されること
を前提としている。

図表２　政策委員見通しの中央値 （対前年度比、％）

実質 GDP 消費者物価指数
 （除く生鮮食品）

2018 年度 ＋ 0.6 ＋ 0.8

　（1 月時点の見通し） （＋ 0.9） （＋ 0.8）

2019 年度 ＋ 0.8 ＋ 1.1 ＋ 0.9

　（1 月時点の見通し） （＋ 0.9） （＋ 1.1） （＋ 0.9）

2020 年度 ＋ 0.9 ＋ 1.4 ＋ 1.3

　（1月時点の見通し） （＋ 1.0） （＋ 1.5） （＋ 1.4）

2021 年度 ＋ 1.2 ＋ 1.6

（参考）消費税率引き上げ・教育
無償化政策の影響を除くケース

2014 年度  2015　　 2016　    2017　   2018　    2019　    2020       2021　
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
次
の
四
つ
に

力
点
を
置
い
て
分
析
を
行
っ
た
。第
一
に
、

今
回
ヒ
ー
ト
マ
ッ
プ
に
お
い
て
、
不
動
産

業
向
け
貸
出
の
対
G
D
P
比
率
が
「
赤
」

（
過
熱
方
向
で
ト
レ
ン
ド
か
ら
の
乖
離
が

大
き
い
状
態
）
に
転
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
不
動
産
市
場
に
つ
い
て
、
バ
ブ
ル
期

と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
幅
広
い

視
点
か
ら
そ
の
金
融
安
定
上
の
リ
ス
ク
を

分
析
・
評
価
し
た
。
第
二
に
、
地
域
金
融

機
関
の
収
益
力
低
下
の
背
景
を
理
解
す
る

た
め
、
わ
が
国
同
様
に
低
金
利
環
境
下
に

あ
る
欧
州
系
金
融
機
関
と
の
収
益
構
造
の

比
較
を
行
っ
た
。
ま
た
、
将
来
の
収
益
力

二
〇
一
九
年
四
月
号
の

特
徴
と
問
題
意
識

に
対
す
る
市
場
参
加
者
の
見
方
が
集
約
さ

れ
た
株
式
市
場
の
情
報
を
利
用
し
て
、
わ

が
国
金
融
機
関
の
潜
在
的
な
脆
弱
性
を
定

量
的
に
評
価
し
た
。
第
三
に
、
地
域
金
融

機
関
の
収
益
力
と
自
己
資
本
比
率
の
低
下

が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ

が
長
引
い
た
場
合
の
金
融
安
定
へ
の
影
響

を
定
量
的
に
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
マ
ク

ロ
・
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
目
先

の
ス
ト
レ
ス
発
生
を
想
定
し
た
定
例
の
テ

ス
ト
に
加
え
、
五
年
後
の
ス
ト
レ
ス
発
生

を
想
定
し
た
テ
ス
ト
を
実
施
し
た
。
第
四

に
、
金
融
安
定
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
大
手
金
融
機
関
の
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
な
重
要
性
と
デ
ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
、
B
O
X
で
分
析
し
た
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
重
要

性
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
海
外
と
の
連
関

性
・
共
振
性
の
実
情
を
取
り
上
げ
た
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
取
り
組
み

状
況
と
、
足
も
と
幅
広
い
取
り
組
み
が
加

速
し
て
い
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
動

き
を
整
理
し
た
。要
旨
は
以
下
の
と
お
り
。

　

日
本
銀
行
の
金
融
緩
和
を
背
景
に
、
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
る
。
国
内
貸
出

市
場
で
は
、
貸
出
金
利
が
既
往
ボ
ト
ム
圏

で
推
移
し
、
残
高
は
前
年
比
二
%
台
半

ば
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
る
。
大
企
業

向
け
M
&
A
関
連
貸
出
が
増
加
し
て
い

る
ほ
か
、
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
。

　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・脆弱性評価
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
九
年
四
月

金
融
仲
介
活
動
の
動
向
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だ
し
、
銀
行
の
不
動

産
業
向
け
貸
出
は
な

お
高
め
の
伸
び
を
示

し
て
お
り
、
そ
の

対
G
D
P
比
率
は
、

ト
レ
ン
ド
か
ら
の
乖

離
幅
が
バ
ブ
ル
期
以

来
の
水
準
と
な
っ
て

い
る
（
図
表
２
）。
地

価
動
向
な
ど
幅
広
い

情
報
を
総
合
す
る
と

不
動
産
市
場
に
過
熱

感
は
窺
わ
れ
な
い

が
（
図
表
３
）、
①
貸

出
の
伸
び
の
中
心
が

中
小
企
業
・
個
人
に

よ
る
不
動
産
賃
貸
業

向
け
で
あ
る
こ
と
、

②
そ
う
し
た
貸
出
に

積
極
的
な
金
融
機
関

に
自
己
資
本
比
率
が

低
め
の
先
が
多
い
こ

と
、
③
貸
出
と
は
別

に
、
金
融
機
関
の

R
E
I
T
・
不
動
産

フ
ァ
ン
ド
向
け
出
資

も
増
加
し
て
い
る
こ

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
資
金
調
達
が
増

加
基
調
に
あ
る
。
こ
の
間
、
国
際
金
融

市
場
で
は
、
世
界
経
済
の
不
透
明
感
の

高
ま
り
な
ど
を
背
景
に
、
株
価
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
市
場
の
ス
プ
レ
ッ
ド
が
不
安
定

な
動
き
を
示
す
場
面
も
み
ら
れ
た
が
、

足
も
と
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
つ
つ

あ
る
。
そ
う
し
た
も
と
で
、
わ
が
国
金

融
機
関
の
海
外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

は
、
貸
出
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
商
品
（
高
格

付
け
の
C
L
O
や
投
資
適
格
の
社
債

等
）を
中
心
に
増
勢
を
維
持
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
金
融
仲
介
活
動
を
受

け
て
、
企
業
・
家
計
の
資
金
調
達
環

境
は
き
わ
め
て
緩
和
し
た
状
態
に
あ

る
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
総
与
信
の

対
G
D
P
比
率
が
ト
レ
ン
ド
か
ら
上

方
に
乖
離
し
て
推
移
す
る
な
ど
、
金
融

循
環
の
拡
張
的
な
動
き
が
継
続
し
て
い

る
が
、
全
体
と
し
て
み
る
と
一
九
八
〇

年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
期
の
よ
う
な
過
熱

感
は
窺
わ
れ
て
い
な
い
（
図
表
１
）。
た

金
融
循
環
と

潜
在
的
な
脆
弱
性

図表 2  不動産業向け貸出の対 GDP 比率
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年

（資料）内閣府「国民経済計算」、日本銀行「貸出先別貸出金」

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」
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図表３  不動産業の期待成長率
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ど
国
内
貸
出
や
有
価
証
券
投
資
を
積
極
化

し
て
い
る
が
、
総
じ
て
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト

拡
大
に
見
合
っ
た
収
益
を
確
保
で
き
て
お

ら
ず
、
自
己
資
本
比
率
、
ス
ト
レ
ス
耐
性

は
緩
や
か
に
低
下
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

状
況
が
長
引
く
と
、
ス
ト
レ
ス
時
の
信
用

コ
ス
ト
や
有
価
証
券
関
連
損
失
に
伴
う
自

己
資
本
の
下
振
れ
が
大
き
く
な
る
結
果
、

金
融
面
か
ら
実
体
経
済
へ
の
下
押
し
圧
力

が
強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
（
図
表
６
）。

　

金
融
シ
ス
テ
ム
が
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
性
を
維
持
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
金
融

機
関
に
求
め
ら
れ
る
経
営
課
題
は
、
次
の

四
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
収
益
力
向
上
に

向
け
た
取
り
組
み
の
強
化
で
あ
る
。
①
リ

ス
ク
に
応
じ
た
貸
出
金
利
の
設
定
、
②
企

業
の
課
題
解
決
や
家
計
の
資
産
形
成
支
援

を
通
じ
た
役
務
収
益
力
強
化
、
③
経
営
効

率
の
抜
本
的
改
善
が
課
題
と
な
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
を
効
果
的
に
推
進
す
る
観
点

か
ら
、
経
営
統
合
や
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
も
有

効
な
選
択
肢
と
な
り
得
る
。
第
二
は
、
積

極
的
に
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
進
め
て
い
る
分

野
に
お
け
る
リ
ス
ク
対
応
力
の
強
化
で
あ

と
か
ら
、
不
動
産
市
場
を
巡
る
脆
弱
性
を

注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
地

域
金
融
機
関
は
、
相
対
的
に
信
用
力
の
低

い
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企
業
向
け
貸
出
に
積
極

的
に
取
り
組
み
つ
つ
地
域
の
企
業
・
経
済

を
支
援
し
て
い
る
が
、
リ
ス
ク
に
見
合
っ

た
利
鞘
を
確
保
し
に
く
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。
先
行
き
の
信
用
コ
ス
ト
上
昇
に
対

す
る
脆
弱
性
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

金
融
循
環
の
拡
張
的
な
動
き
は
、
足
も
と

の
景
気
拡
大
に
寄
与
し
て
い
る
が
、
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
を
蓄
積
す
る
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
。

　

国
際
金
融
面
で
は
、
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
、
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
に
、
リ
ス
ク
が
や
や
高
い
先
へ

の
与
信
を
増
や
す
動
き
も
み
ら
れ
て
い

る
。
有
価
証
券
投
資
で
も
、
金
融
機
関
は

海
外
ク
レ
ジ
ッ
ト
商
品
や
投
資
信
託
を
積

み
増
す
か
た
ち
で
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
積
極

化
し
て
お
り
、
多
様
で
複
雑
な
市
場
リ
ス

ク
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
世
界
経
済
の
下
振
れ
等
を
契
機
と

す
る
リ
ス
ク
性
資
産
の
幅
広
い
リ
プ
ラ
イ

シ
ン
グ
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な
っ
て
い

る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
全
体
と
し

て
安
定
性
を
維
持
し
て
い
る
。
金
融
機
関

は
、
上
記
の
よ
う
な
脆
弱
性
を
考
慮
し
て

も
、
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
い

る
（
図
表
４
、５
）。

　

も
っ
と
も
、
金
融
仲
介
活
動
の
中
核
と

な
る
国
内
預
貸
業
務
の
収
益
性
が
低
下
を

続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
は
低
金
利
環
境
の

長
期
化
に
加
え
て
、
人
口
減
少
に
伴
う
成

長
期
待
の
低
下
と
借
入
需
要
の
趨
勢
的
な

低
下
と
い
う
構
造
要
因
に
よ
る
面
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
国
内
収
益

環
境
の
も
と
で
、
大
手
金
融
機
関
は
グ

ロ
ー
バ
ル
展
開
と
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
の
総

合
金
融
戦
略
を
推
進
し
て
お
り
、
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
な
重
要
性
、
海
外
と
の
連
関
性
を

高
め
て
い
る
。
地
域
金
融
機
関
は
、
ミ
ド

ル
リ
ス
ク
企
業
向
け
や
不
動
産
業
向
け
な

る
。
地
域
金
融
機
関
で
は
、
ミ
ド
ル
リ
ス

ク
企
業
向
け
や
不
動
産
業
向
け
貸
出
、
投

資
信
託
を
通
じ
る
投
資
拡
大
等
に
対
応
し

た
管
理
強
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
手
金
融

機
関
に
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
重
要
性
を

踏
ま
え
た
強
固
な
財
務
基
盤
の
確
保
、
グ

ロ
ー
バ
ル
か
つ
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
の
経
営

管
理
等
が
求
め
ら
れ
る
。
第
三
は
、
デ
ジ

タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
で
あ
る
。

わ
が
国
で
も
、
幅
広
い
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
へ
の
取
り
組
み
や
、
金
融
機
関
に
よ

る
オ
ー
プ
ン
A
P
I
、
A
I
や
ク
ラ
ウ

ド
の
活
用
等
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
金
融
機

関
は
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
方
針
を
明
確

化
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
情
報
管
理
体
制
を
整
備
す
る
必

要
が
あ
る
。
第
四
は
、
自
己
資
本
の
適
正

水
準
や
配
当
、
有
価
証
券
評
価
益
の
活
用

方
針
等
を
含
め
た
適
切
な
資
本
政
策
の
実

施
で
あ
る
。
日
本
銀
行
は
、
考
査
・
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
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
。

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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図表４　CET1 比率とコア資本比率の要因分解（2021 年度）
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図表 5　CET1 比率とコア資本比率の要因分解：借入需要減少ケース（2026 年度）
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日
本
銀
行
券
の
改
刷
お
よ
び

五
百
円
貨
の
改
鋳
に
つ
い
て

▼
財
務
省
で
は
、
四
月
九
日
、
偽
造

抵
抗
力
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
日
本

銀
行
券
の
改
刷
お
よ
び
五
百
円
貨
の

改
鋳
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
公
表

し
ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
と
し
て
は
、
今
後
、
財

務
省
等
と
連
携
し
な
が
ら
所
要
の
準

備
を
進
め
て
い
く
方
針
で
す
。

１
．
日
本
銀
行
券
の
改
刷

（
１
）
主
な
様
式

①
新
た
な
偽
造
防
止
対
策
等

・
高
精
細
す
き
入
れ
（
す
か
し
）

　

�

現
行
の
「
す
き
入
れ
」
に
加
え
て
、

新
た
に
高
精
細
な
す
き
入
れ
模
様

を
導
入

・�

最
先
端
技
術
を
用
い
た
ホ
ロ
グ
ラ

ム
（
注
）

　

�

一
万
円
券
お
よ
び
五
千
円
券
に
は

ス
ト
ラ
イ
プ
タ
イ
プ
の
ホ
ロ
グ
ラ

ム
を
新
た
に
導
入
。
千
円
券
に
は

パ
ッ
チ
タ
イ
プ
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム
を

新
た
に
導
入

更
を
予
定

②
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
（
券
種

間
の
識
別
性
向
上
等
）

・�

指
の
感
触
に
よ
り
識
別
で
き
る

マ
ー
ク
の
形
状
変
更
お
よ
び
券
種

毎
の
配
置
変
更

・
額
面
数
字
の
大
型
化
（
表
・
裏
）

・�「
ホ
ロ
グ
ラ
ム
」
お
よ
び
「
す
き

入
れ
」
位
置
を
券
種
毎
に
変
更�

な
ど
を
予
定

③
図
柄
（
図
表
１
参
照
）

④
寸
法
（
図
表
２
参
照
）

（
２
）
発
行
時
期

　

二
〇
二
四
年
度
上
期
を
目
途

２
．
五
百
円
貨
の
改
鋳

（
１
）
主
な
形
式
等

①
新
た
な
偽
造
防
止
技
術

（
注�

）肖
像
の
３
Ｄ
画
像
が
回
転
す
る
最
先

端
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム
。
銀
行
券
へ
の
採

用
は
世
界
初
。

・�

素
材
に
新
規
技
術
で
あ
る
バ
イ
カ

ラ
ー
・
ク
ラ
ッ
ド
（
二
色
三
層
構

造
）（
注
１
）
を
導
入

・�

貨
幣
の
縁
に
、
新
た
に
「
異い

形け
い

斜

め
ギ
ザ
」（
注
２
）
を
導
入

・�

貨
幣
の
縁
の
内
側
に
、
新
た
に
微

細
文
字
を
加
工

②
素
材
等
（
図
表
３
参
照
）

（
２
）
発
行
時
期

　

二
〇
二
一
年
度
上
期
を
目
途

（
注�

１
）
異
な
る
種
類
の
金
属
板
を
サ
ン
ド
イ
ッ

チ
状
に
挟
み
込
む
「
ク
ラ
ッ
ド
」
技
術
で

で
き
た
円
板
を
、
そ
れ
と
は
異
な
る
金
属

で
で
き
た
リ
ン
グ
の
中
に
は
め
合
わ
せ
る

「
バ
イ
カ
ラ
ー
」
技
術
の
組
み
合
わ
せ
。

（
注�

２
）
斜
め
ギ
ザ
の
一
部
を
他
の
ギ
ザ
と
は

異
な
る
形
状
に
し
た
も
の
で
、
通
常
貨
幣

（
大
量
生
産
型
貨
幣
）
へ
の
採
用
は
世
界
初
。

※�

注
意
事
項

・�

現
行
の
日
本
銀
行
券
お
よ
び
五
百
円
貨
は
、

新
し
い
日
本
銀
行
券
お
よ
び
五
百
円
貨
が
発

行
さ
れ
た
あ
と
も
、
引
き
続
き
通
用
し
ま
す
。

・�「
現
行
の
日
本
銀
行
券
が
使
え
な
く
な
る
」
な

ど
を
騙
っ
た
詐
欺
行
為
（
振
り
込
め
詐
欺
な

ど
）
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

新千円券　　表

裏

新一万円券　表

裏

新五千円券　表

裏

・
ホ
ロ
グ
ラ
ム
を
は
じ
め
図
柄
等
の
細
部
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
検
討
の
上
、
決
定
予
定
。
ま
た
、

様
式
は
所
要
の
手
続
き
等
を
経
て
、
今
後
、
告
示

で
定
め
る
こ
と
と
な
る
。

新しい 500 円貨

・
形
式
等
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
検
討
の
上
、
決
定
予
定
。
ま
た
、

形
式
等
は
所
要
の
手
続
き
等
を
経
て
、

今
後
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
な
る
。

JAPAN

（
画
像
提
供
：
財
務
省
）

500YEN

・�

ま
た
、
記
番
号
に
つ
い
て
、
現
行

の
最
大
九
桁
か
ら
一
〇
桁
へ
の
変
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国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
開
催

▼
一
九
八
三
年
以
来
、
日
本
銀
行

は
、
金
融
研
究
所
に
お
い
て
国
内
外

の
著
名
な
経
済
学
者
や
中
央
銀
行
関

係
者
を
招
い
た
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ

ン
ス
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年

は
、「C

entral�B
ank�D

esign�

し
た
。

▼
当
日
の
模
様
お
よ
び
コ
ン
フ
ァ
ラ

ン
ス
の
運
営
を
担
う
金
融
研
究
所
経

済
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
課
の
業
務
内

容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
二
ペ
ー
ジ

「
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
→
Ｂ
Ｏ
Ｊ
」
記
事
に

て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
二
十
回
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

▼
金
融
研
究
所
情
報
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
）
で
は
、
三

月
二
十
七
日
に
、「
金
融
分
野
に
お

け
る
機
械
学
習
シ
ス
テ
ム
の
適
切
な

活
用
に
向
け
て
」
と
題
し
て
第
二
十

回
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。参
加
者
は
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
技
術
に
関
わ
る

金
融
機
関
関
係
者
や
研
究
者
、
シ
ス

テ
ム
開
発
・
運
用
に
携
わ
る
技
術
者

な
ど
、約
一
〇
〇
名
に
上
り
ま
し
た
。

講
演
で
は
、機
械
学
習
シ
ス
テ
ム
（
注

１
）
を
利
用
す
る
う
え
で
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
上
の
リ
ス
ク
と
対
策
の
ほ

か
、
そ
の
品
質
評
価
に
関
す
る
研
究

や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
向
け
た

会場の様子
（撮影：中山利尚）��

最
新
の
動
向
等

が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後

の
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

に
お
い
て
は
、

四
名
の
外
部
の

有
識
者
が
、
金

融
機
関
が
機
械

学
習
シ
ス
テ
ム

を
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
効

果
的
に
活
用
し

て
い
く
た
め
の
留
意
点
や
課
題
等
に

つ
い
て
活
発
な
議
論
を
交
わ
し
ま
し

た
。

▼
近
年
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（
注
２
）
が

注
目
を
集
め
る
な
ど
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
に
お
い
て
情
報
技
術
が
果
た
す
役

割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
。情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、

　 新しい 500 円貨 （参考）　　　　
現行 500 円貨

素 材 
ニッケル黄銅、白銅
お よ び 銅（ バ イ カ
ラー・クラッド）

ニッケル黄銅

品 位 千分中銅 750、亜鉛
125、ニッケル 125

千分中銅 720、亜鉛
200、ニッケル 80

量 目 7.1 グラム 7.0 グラム
縁 異形斜めギザ 斜めギザ

直 径 同 右 26.5 ミリメートル

図表３ 素材等

（
注�

１
）
機
械
学
習
シ
ス
テ
ム
と
は
人
工
知
能

（
Ａ
Ｉ
）
の
要
素
技
術
で
あ
る
機
械
学
習

を
実
装
し
た
シ
ス
テ
ム
。

（
注�

２
）
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（FinTech

）
と
は

金
融（Finance

）と
技
術（Technology

）

を
組
み
合
わ
せ
た
言
葉
。
金
融
サ
ー
ビ
ス

と
情
報
技
術
と
を
結
び
付
け
た
さ
ま
ざ
ま

な
革
新
的
な
動
き
を
指
す
造
語
。�

券 種 表（肖像） 裏
新一万円券 渋沢栄一 東京駅（丸の内駅舎）
新五千円券 津田梅子 フジ（藤）
新　千円券 北里柴三郎 富嶽三十六景※

表（肖像） 裏
福沢諭吉 鳳凰像
樋口一葉 燕子花図
野口英世 富士山と桜

図表１ 図柄

図表２ 寸法
券 種 寸 法

新一万円券 縦： 76 ミリメートル 横：160 ミリメートル
新五千円券 縦： 76 ミリメートル 横：156 ミリメートル
新　千円券 縦： 76 ミリメートル 横：150 ミリメートル

現行券と同一

（参考）現行券

※富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」（葛飾北斎）

u
n
d
e
r�a
�C
o
n
tin
u
e
d
�L
o
w
�

Inflation �and �Interest �R
ate�

E
nvironm

ent
」（
低
イ
ン
フ
レ
・

低
金
利
環
境
の
も
と
で
の
中
央
銀
行

デ
ザ
イ
ン
）
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
五

月
二
十
九
日
、
三
十
日
に
開
催
し
ま国際コンファランスの模様（撮影：野瀬勝一）
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ト ピ ッ ク ス

融
・
経
済
分
野
の

論
文
・
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
コ

ン
テ
ス
ト
で
す
。

二
〇
〇
五
年
度
か
ら
毎
年
開
催
し
て

お
り
、
今
年
度
も
応
募
論
文
を
募
集

中
で
す
。

▼
テ
ー
マ
は
「
わ
が
国
の
金
融
・
経

済
へ
の
提
言
」で
す
。応
募
に
当
た
っ

て
は
、
日
銀
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
募

集
要
項
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
多
く

の
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
の
斬
新
な
提

言
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

金
融
機
関
が
情
報

化
社
会
に
お
い
て

直
面
す
る
新
た
な

課
題
に
適
切
に
対

処
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
今
後
も
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。

「
日
銀
春
休
み
親
子
見
学
会
」
を

開
催
（「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も
特

別
見
学
会
」
の
ご
案
内
）

▼
日
本
銀
行
本
店
で
は
、
三
月

二
十
六
日
～
二
十
八
日
の
三
日
間
に

■「好きこそ物の上手なれ」ということわざがあ
りますが、今回の編集作業を通じて、物事を楽し
むことの大切さを再認識しました。インタビュー
にご登場いただいた増田明美さんは、好きな言葉
として「知・好・楽」をあげられ、ロサンゼルス
五輪での途中棄権は、楽しめなかったことが原因
とお話しされていました。対談にご登場いただい
た斉藤淳さんも、教養の土台としての英語を楽し
く習得する方法を追求されています。自分自身の
学生時代を振り返っても、勉強やスポーツを楽し
いと思ったときは、必ずと言って良いほど成績も
伴い、そしてそれがまた楽しさを増す好循環でし
た。逆に、何としてもここまで問題集を終えなけ
ればとか、野球部で打率や防御率を何とか維持し
なくてはといった責任感や義務感が強くなりすぎ
たときは、当然楽しいはずもなく、結果もついて
こなかったように思います。現実的には、楽しく
ないこともやらなければならないときもあります
が、たとえばその後の趣味の時間やご褒美とセッ
トにするなど、楽しくないことを楽しむ工夫も大
切ですね。� （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　2019 年夏号
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

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
、「
日
銀
春
休
み

親
子
見
学
会
二
〇
一
九
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

▼
見
学
会
で
は
、
本
店
見
学
や
お
札

に
関
す
る
体
験
学
習
な
ど
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、「
一
億

円
の
重
さ
体
験
や
お
金
に
隠
さ
れ
た

ヒ
ミ
ツ
を
知
る
こ

と
が
で
き
て
楽
し

か
っ
た
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

▼
次
回
は
、
夏
休
み
期
間
中
の
七
月

二
十
九
日
～
八
月
二
日
の
開
催
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
お
申
し
込
み
方
法

な
ど
の
詳
細
は
日
銀
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
第
一
五
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
～

キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

論
文
募
集
中

▼
「
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
」
は
、
学
生

の
皆
さ
ん
を
対
象
に
開
催
す
る
、
金

応
募
締
切
：
九
月
三
十
日
（
月
）
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from Basel

精密なスイス時間

　スイスと言えば、数々の有名な時計メーカーがあ

る国とイメージされる方も多いかもしれません。資

源に乏しかったスイスは、古くから金融、観光、精

密機械といった高付加価値の産業に力を入れており、

時計産業もその一角を担う形でスイスの経済を支え

てきました。

　毎年春頃、スイスのバーゼルで世界最大の時計見

本市「バーゼルワールド」が開かれます。世界中か

ら時計の生産者とバイヤーがバーゼルに集まり、最

新トレンドの時計を目の前に、活気あふれる取り引

きが行われます。

　この時計産業と関係しているかどうかは定かでは

ありませんが、スイスの人々は時間をきっちり守る

国民性だと言われています。公共交通機関は正確な

ダイヤ運行であることが普通ですし、職場の会議な

どは、時間きっちりに始めることが人々の共通意識

（人によってはスイスとしての誇り）となっています。

時間を守る感覚は国によってさまざまですが、スイ

スに移住してきた他国出身の人が会議に遅れてきた

りすると、「君はまだ“スイス時間”に慣れていない

ね」と言われることもあります。

　科学の実験などに使われる特殊な超精密時計の研

究も進められていて、ベルンの研究所にある時計は

3000 万年たっても 1 秒すらずれない正確さだそう

です。さすがに日常生活でそこまでの精密さは必要

ありませんが、“スイス時間”は時間を守ろうという

意識の高い日本人の感覚と近いですし、旅行者にと

っても電車やトラムが時間通りに来るのはとてもあ

りがたいことです。　　  （国際決済銀行、バーゼル）

＊本コーナーは海外で働く日本銀行職員または日本銀行からの出向者が執筆しています。

バーゼルにある国際決済銀行（BIS）の建物。
各国の中央銀行・金融監督当局が世界の金
融経済情勢や金融規制を議論しています。

左／スイス西部にある世界遺産の街、ラ・ショー・ド・フォン。
スイス時計産業と結びついた都市計画の下で発展しました。
時計職人の工房が並んでおり、手元が明るい作業環境を作る
ため、全ての窓が南向きに配置され太陽光が十分に入るよう
になっています。
上／ラ・ショー・ド・フォンにある「国際時計博物館」では、
写真のような古い仕掛け時計から最新の衛星時計まで、時計
に関する多くの展示品を見学することができます。
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