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木内登英 日本銀行政策委員会審議委員

宇宙創成の謎を解明する原動力は「自分は何者か」への探求心
エッセイ“おかね”を語る

中野信子 脳科学者 　歴史という実験装置の中で



絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

江
戸
時
代
に
は
「
商
」
が
下
品
と
さ
れ
た
。
何
か
を
銭
で
あ

が
な
う
と
い
う
こ
と
が
不
浄
と
さ
れ
る
建
前
が
あ
っ
た
。
現
代

の
日
本
で
も
、
そ
う
し
た
社
会
通
念
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る

よ
う
に
見
え
る
。「
お
か
ね
」
に
携
わ
る
仕
事
を
す
る
読
者
の

皆
さ
ん
は
、「
お
か
ね
」
を
ど
う
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
お
か
ね
」
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
つ
い
こ
の
人
の

こ
と
を
思
い
だ
し
て
し
ま
う
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
父
と
呼
ば
れ

る
P. 

F. 

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
絶
賛
し
た
実
業
家
、
渋
沢
栄
一
の

こ
と
だ
。

　

不
浄
で
、
下
品
な
も
の
と
さ
れ
た
「
商
」
と
「
お
か
ね
」。
し

か
し
、
幕
末
・
明
治
期
に
は
、
経
済
的
な
発
展
が
国
の
基
盤
と

し
て
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
も
ま
た
し
か
り
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
絶
賛
し
た
渋
沢
栄
一
の
特
質
と
は
何

だ
っ
た
の
か
。

　
『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
の
序
文
で
は
「
経
営
の
『
社
会
的
責
任
』

に
つ
い
て
論
じ
た
歴
史
的
人
物
の
中
で
、
か
の
偉
大
な
明
治
を

築
い
た
偉
大
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
渋
沢
栄
一
の
右
に
出
る
も

の
を
知
ら
な
い
」「
彼
は
世
界
の
だ
れ
よ
り
も
早
く
、
経
営
の

本
質
は
『
責
任
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て

い
た
の
で
あ
る
」
等
と
絶
賛
し
て
い
る
。

　

渋
沢
は
生
前
「
わ
た
し
が
、
も
し
一
身
一
家
の
富
む
こ
と
ば

か
り
考
え
た
ら
、
三
井
や
岩
崎
に
も
負
け
な
か
っ
た
ろ
う
」
と

発
言
し
た
と
い
う
。

　

私
が
書
く
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
渋
沢
は
五
〇
〇
に
も
及

ぶ
企
業
を
設
立
し
た
大
実
業
家
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
戦

後
、
渋
沢
家
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
財
閥
指
定
を
受
け
た
。
し
か
し
そ
の

後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
か
ら
財
閥
指
定
の
解
除
が
申
し
渡
さ
れ
た
。

渋
沢
家
は
裕
福
で
は
あ
っ
た
が
、
財
閥
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
資
産

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
。

　

彼
の
「
商
」
に
対
す
る
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
学
ん

だ
サ
ン=

シ
モ
ン
主
義
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
経
済
的
発
展
と

道
徳
的
規
範
に
則
る
行
動
が
相そ

う
こ
く剋

し
な
い
こ
と
に
渋
沢
は
着
目

し
た
。
そ
し
て
、
日
本
的
な
倫
理
観
と
「
商
」
と
を
合
体
さ
せ
、

経
営
者
と
し
て
こ
れ
を
実
社
会
で
成
功
さ
せ
る
と
い
う
ア
ク
ロ

バ
ッ
ト
を
や
っ
て
の
け
た
。

　

目
先
の
利
益
が
あ
る
と
き
、
ヒ
ト
は
欲
望
に
抗

あ
ら
がう

こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、
行
動
学
的
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
目
先
の
欲
求

を
我
慢
で
き
る
タ
イ
プ
の
ヒ
ト
が
、
長
期
的
に
見
て
高
い
社
会・

経
済
的
地
位
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

み
も
ふ
た
も
な
い
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
目
先
の
利
益
に
つ
ら

れ
な
い
人
が
、年
収
も
高
く
な
り
、出
世
も
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

渋
沢
栄
一
の
試
み
は
ま
る
で
壮
大
な
社
会
実
験
を
見
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
個
人
と
し
て
の
彼
の
選
択
が
正
し
か
っ

た
こ
と
は
、
一
世
紀
を
経
て
実
証
さ
れ
た
と
い
え
そ
う
だ
。
ひ

と
つ
舵
を
取
り
間
違
え
れ
ば
、
日
本
は
一
握
り
の
「
下
品
な
」

超
富
裕
層
が
「
清
貧
な
」
国
民
か
ら
搾
取
す
る
国
に
な
っ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
観
念
を
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
な

搾
取
を
行
う
。
そ
う
し
た
構
造
を
持
つ
国
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

日
本
で
は
中
流
層
に
厚
み
が
あ
り
、
こ
の
層
が
比
較
的
豊
か
で

あ
る
の
は
、
渋
沢
の
試
み
が
成
功
し
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。

　

和
の
規
範
と
洋
の
商
才
を
見
事
に
融
合
さ
せ
た
渋
沢
の
「
お

か
ね
」
の
扱
い
方
。
欧
米
で
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ

る
が
、
百
年
後
を
見
越
し
た
意
思
決
定
が
で
き
る
か
、
一
世
紀

後
の
世
界
を
み
す
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う

か
。
私
た
ち
も
い
ま
、
歴
史
と
い
う
実
験
装
置
の
中
で
、
試
さ

れ
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

歴史という
実験装置の中で
中野信子
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日
本
銀
行
熊
本
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
第

一
二
番
目
の
支
店
と
し
て
、
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
当
時
、
九
州
の
本
行
支
店
は
、
門も

じ司
の

西さ
い

部ぶ

支
店
（
現
北
九
州
支
店
）
の
み
だ
っ
た
の

で
、
各
県
は
熾し

烈れ
つ

な
支
店
誘
致
競
争
を
繰
り
広

げ
た
そ
う
で
す
。
最
終
的
に
は
、
九
州
の
軍
事
、

行
政
、
教
育
の
中
心
地
で
あ
っ
た
熊
本
に
支
店

が
開
設
さ
れ
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に

鹿
児
島
支
店
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
の
約
二
五
年

の
間
、
熊
本
の
ほ
か
鹿
児
島
・
宮
崎
・
沖
縄
の

四
県
を
統
轄
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
初
代
店
舗
は
、
熊
本

城
に
ほ
ど
近
い
船せ

ん

馬ば

町ま
ち

の
船
馬
橋
の
際
に
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
木
造
平
屋
建
て
な
が
ら
、
化
粧

レ
ン
ガ
貼
り
に
よ
る
洋
風
建
築
は
、
熊
本
の
町

並
み
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
九
州
地
方
北

部
を
中
心
に
発
生
し
た
記
録
的
な
集
中
豪
雨
に

よ
る
西
日
本
水
害
で
被
災
し
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）、
現
在

の
店
舗
（
山や

ま
さ
き
ま
ち

崎
町
）
に
移
転
し
ま
し
た
。
初
代

店
舗
は
、
約
四
〇
年
に
わ
た
り
、
熊
本
を
見
守

り
続
け
ま
し
た
。

表
紙
の
こ
と
ば
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取
材
・
文 
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野
瀬
勝
一

K
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ア
イ
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グ
ル
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イ
リ
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ー
ヤ
マ
社
長
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プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
に
始
ま
り
、
園
芸
用
品
、
ペ
ッ
ト
用
品
、
収
納
用
品
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

照
明
か
ら
コ
メ
ま
で
―
―
。一
万
五
〇
〇
〇
点
に
も
上
る
商
品
ア
イ
テ
ム
を
取
り
扱
い
、

日
本
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
欧
米
、
中
国
、
韓
国
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業
を
展
開
す

る
ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
。時
代
の
先
を
読
み
、市
場
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
た
新
商
品
を
次
々

と
生
み
出
す
秘
訣
は
何
か
。
大
山
健
太
郎
会
長
に
同
社
の
波
瀾
万
丈
の
歩
み
と
商
品
開

発
で
の
発
想
の
原
点
を
伺
っ
た
。
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―
―
仙
台
に
本
社
を
置
く
ア
イ
リ
ス

オ
ー
ヤ
マ
は
、
も
と
は
大
山
会
長
の

お
父
様
が
東
大
阪
で
創
業
し
た
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
品
の
町
工
場
で
し
た
。

大
山　

若
く
し
て
父
が
亡
く
な
り
、

八
人
兄
弟
の
長
男
だ
っ
た
私
が
家
業

を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
阪

の
高
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
一
九

歳
で
経
営
者
に
な
り
ま
し
た
。

―
― 

そ
こ
か
ら
独
自
の
経
営
で
、
下

請
け
工
場
か
ら
日
本
を
代
表
す
る

メ
ー
カ
ー
に
ま
で
成
長
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ

り
ま
し
た
か
。

大
山　

町
工
場
を
継
い
だ
当
初
は
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
工
業
用
薬
品
瓶
な

ど
を
生
産
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ

れ
ま
で
学
生
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

営
業
力
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

注
文
が
来
れ
ば
全
部
受
け
て
い
ま
し

た
の
で
、
発
注
者
に
と
っ
て
み
れ
ば

便
利
屋
さ
ん
み
た
い
な
も
の
で
す
。

主
導
権
が
な
い
の
で
、
値
引
き
は
毎

年
の
こ
と
で
し
た
。
原
価
が
下
が
れ

ば
売
価
も
下
が
る
べ
き
な
の
に
、
値

切
ら
れ
た
金
額
が
末
端
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
力
関
係
で

販
売
会
社
に
搾
取
さ
れ
る
ん
で
す
。

そ
こ
で
、「
一
生
町
工
場
の
オ
ヤ
ジ
で

終
わ
り
た
く
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

が
出
て
き
た
ん
で
す
。

　

技
術
力
や
企
業
と
し
て
の
体
力
を

身
に
つ
け
て
、
自
社
商
品
を
つ
く
る
、

そ
う
す
れ
ば
値
決
め
も
自
分
で
で
き

ま
す
。
従
属
関
係
は
な
く
な
り
、
よ

り
主
体
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
で
き
る
。

生
活
者
の
視
点
で
需
要
を
創
造
す
る

最
初
の
自
社
商
品
は
、
二
二
歳
の
時

に
開
発
し
た
、
海
に
浮
か
べ
る
養
殖

用
の
「
ブ
イ
」
で
す
。
当
時
、
西
日

本
で
は
真
珠
養
殖
が
盛
ん
で
し
た
が
、

「
浮
き
」
は
割
れ
や
す
い
ガ
ラ
ス
製
。

私
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
浮
き
を
開
発

し
、
下
請
け
の
工
場
か
ら
自
社
商
品

を
扱
う
メ
ー
カ
ー
と
な
っ
た
の
で
す
。

―
―
今
の
若
い
世
代
は
上
昇
志
向

が
希
薄
と
言
わ
れ
ま
す
。
高
度
経
済

成
長
時
代
だ
っ
た
と
は
い
え
、
二
〇

代
前
半
の
大
山
会
長
が
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
を
得
た
源
泉
は
何
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

大
山　

私
に
は「
志
」が
あ
り
ま
し
た
。

下
請
け
を
脱
し
て
独
り
立
ち
し
よ
う
、

メ
ー
カ
ー
と
な
っ
て
、
発
注
者
に
左

右
さ
れ
な
い
会
社
を
つ
く
ろ
う
と
。

そ
の
志
が
形
に
な
っ
た
。
志
が
な
け

れ
ば
、
自
分
の
夢
も
叶
い
ま
せ
ん
。

　

養
殖
用
ブ
イ
の
次
に
手
が
け
た
の

が
、「
育い

く
び
ょ
う

苗
箱
」
で
す
。
一
九
六
〇
年

代
に
田
植
え
機
が
登
場
し
、
規
格
サ

イ
ズ
の
稚ち

苗び
ょ
うを

育
て
る
箱
が
必
要
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
木

製
で
は
な
く
、
軽
く
て
丈
夫
な
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
の
箱
を
開
発
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
、会
社
は
倍
々

で
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

―
― 

そ
の
後
、
大
阪
か
ら
宮
城
に
進

出
し
ま
し
た
が
、
決
め
手
は
何
だ
っ

た
の
で
す
か
。

大
山　

養
殖
用
ブ
イ
、
育
苗
箱
と
、

農
業
・
水
産
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
ス
タ
ー

ト
し
た
の
で
、
西
日
本
よ
り
東
日
本
、

特
に
東
北
・
北
海
道
が
メ
イ
ン
マ
ー

ケ
ッ
ト
で
し
た
。
私
自
身
は
宮
城
と

は
何
の
縁
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

物
流
網
が
整
っ
て
い
て
、
年
間
降
雪

量
が
少
な
い
場
所
に
仙
台
工
場
（
現
・

大
河
原
工
場
）
を
新
設
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
程
な
く
し
て
オ
イ
ル

下
請
け
工
場
か
ら
、

自
ら
需
要
を
創
造
す
る
企
業
へ
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おおやま・けんたろう● 1945 年大阪府生まれ。64 年、父の急逝により、
プラスチック成形品をつくる大山ブロー工業所を継ぐ。脱下請けを掲げ
て自社商品を開発し、71 年、大山ブロー工業株式会社を設立して社長に
就任。72 年、宮城・大河原工場を建設。オイルショックでの倒産危機を
乗り越えた後、園芸用品、ペット用品、収納用品などの分野で従来にな
い商品を相次いで生み出し、生活関連の消費財全般の製造・卸を手掛け
る一大メーカーベンダーを築いた。91 年、社名をアイリスオーヤマ株式
会社に変更。その後、LED 照明や白物家電などの分野も開拓し、同社は
現在、１万 5000 種類以上の製品を扱い、国内外に 20 以上の工場拠点
を持つグローバル企業グループに成長している。著書に『ロングセラー
が会社をダメにする――ヒット商品は消費者に聞け』（日経 BP 社）、『ピ
ンチはビッグチャンス――メーカーベンダーの革新』（ダイヤモンド・フ
リードマン社）など。2011年から仙台経済同友会代表幹事も務めている。

―
― 

需
要
の
創
造
と
関
連
し
ま
す

が
、
ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
は
商
品
開
発

の
際
に
「
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
」
の
発
想
を

重
視
す
る
と
伺
い
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、「
生
活
者
」
の
視
点
に
立
っ
て
商

品
を
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
は
言
う
は
易
く
、
行
う
は

難
し
の
典
型
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
山　

一
般
的
な
考
え
方
は
、「
ユ
ー

ザ
ー
イ
ン
」
で
は
な
く
、「
プ
ロ
ダ
ク

ト
ア
ウ
ト
」
や
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
」

で
し
ょ
う
か
。
私
に
言
わ
せ
る
と
、

こ
の
二
つ
の
方
が
よ
ほ
ど
難
し
い
。

つ
く
り
手
の
視
点
で
「
良
い
モ
ノ
を

つ
く
れ
ば
売
れ
る
は
ず
」
と
考
え
る

プ
ロ
ダ
ク
ト
ア
ウ
ト
の
場
合
、
ま
ず

相
応
の
技
術
や
設
備
が
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
で
は

「
消
費
者
の
要
望
を
す
く
い
あ
げ
て
、

商
品
を
つ
く
れ
ば
良
い
」
と
考
え
ま

シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
り
、
一
〇
年
か
け

て
蓄
積
し
た
会
社
の
資
産
が
た
っ
た

二
年
で
底
を
突
く
と
い
う
経
験
を
し

ま
し
た
。
二
つ
の
工
場
を
維
持
す
る

だ
け
の
体
力
が
な
く
な
り
、
今
で
い

う
リ
ス
ト
ラ
で
東
大
阪
の
工
場
を
閉

め
、
仙
台
工
場
だ
け
に
し
た
の
で
す
。

普
通
な
ら
出
先
工
場
を
閉
め
て
本
社

を
残
し
ま
す
が
、
設
備
が
新
し
く
て

メ
イ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
近
い
仙
台
を

残
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
九
歳
で
社
長
に
な
っ
た
私
と
仲

間
の
よ
う
に
働
い
て
く
れ
た
人
は
皆
、

大
阪
の
人
た
ち
で
し
た
。
仙
台
は
遠

く
、
一
緒
に
来
て
く
れ
た
三
名
ほ
ど

を
除
き
、
結
果
的
に
大
多
数
の
仲
間

た
ち
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で

し
た
。
断
腸
の
思
い
で
す
。
私
に
と
っ

て
人
生
で
最
も
苦
し
い
経
験
で
し
た
。

―
― 

仙
台
工
場
で
再
出
発
さ
れ
た

時
、
ま
ず
何
を
お
考
え
に
な
り
ま
し

た
か
。

大
山　

も
う
二
度
と
リ
ス
ト
ラ
を
し

て
は
い
け
な
い
と
。
そ
の
た
め
に
は

会
社
が
い
か
な
る
時
代
や
環
境
で
も

利
益
を
出
し
、
永
遠
に
存
続
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
仮
に
大
阪
に
残
っ

て
い
れ
ば
、
下
請
け
な
ら
い
ろ
い
ろ

な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
関
係
の
仕
事
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
東
北
に
は
そ
う

生
活
に
潜
む
不
満
の
解
消
が

商
品
開
発
に
つ
な
が
る

い
う
需
要
が
な
い
し
、
私
は
自
ら
開

発
し
た
商
品
を
売
り
た
か
っ
た
。
な

ら
ば
自
分
で
需
要
を
創
造
す
る
し
か

な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
の
自
社
の
強
み
を
生
か
す
こ
と

が
で
き
る
分
野
、
将
来
性
と
収
益
性

が
高
い
分
野
は
な
い
か
。必
死
に
な
っ

て
模
索
し
た
結
果
、
園
芸
と
い
う
分

野
に
注
目
し
ま
し
た
。
日
本
人
の
暮

ら
し
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
室

内
で
観
葉
植
物
や
鉢
花
を
楽
し
む
時

代
が
来
る
と
読
み
、
育
苗
箱
の
技
術

や
植
物
の
研
究
結
果
を
生
か
し
て
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
鉢
や
プ
ラ
ン
タ
ー

を
開
発
し
ま
し
た
。
重
く
て
、
カ
ビ

が
生
え
る
な
ど
扱
い
が
面
倒
な
素
焼

き
の
鉢
に
代
わ
っ
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
鉢
は
一
九
七
〇
年
代
の
園
芸
市
場

に
新
し
い
需
要
を
生
む
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

八
〇
年
代
に
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
犬
舎
」
を
開
発
し
、
ペ
ッ
ト
用
品

市
場
に
も
新
し
い
需
要
を
つ
く
り
出

し
ま
し
た
。
下
請
け
か
ら
メ
ー
カ
ー

に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
需

要
を
自
ら
創
造
し
な
が
ら
存
続
し
て

き
ま
し
た
。
ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
は
、

そ
こ
が
他
の
企
業
と
根
本
的
に
違
い

ま
す
。
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す
が
、
消
費
者
と
い
う
の
は
多
様
で
、

厳
し
い
要
望
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　
「
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
」で
は
、マ
ー
ケ
ッ

ト
と
か
消
費
者
な
ど
と
い
う
漠
然
と

し
た
捉
え
方
を
し
ま
せ
ん
。
ア
イ
リ

ス
の
商
品
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
小
売
り
媒

体
）
を
通
じ
て
誰
に
売
る
の
か
を
問

う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
本
当
の

お
客
様
は「
消
費
者
」で
は
な
く
、日
々

の
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
る
一
人
一
人

の
「
生
活
者
」
な
の
で
す
。
そ
の
よ

う
な
お
客
様
に
対
し
、ア
イ
リ
ス
オ
ー

ヤ
マ
と
し
て
何
を
提
案
す
る
か
を
考

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

―
― 

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す

か
。

大
山　

生
活
者
で
あ
る
お
客
様
は
、

何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
自

分
に
聞
け
ば
い
い
の
で
す
。
誰
も
が
、

日
々
生
活
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

だ
か
ら
私
は
常
に
、
社
員
に
「
生
活

者
の
代
弁
者
に
な
り
な
さ
い
」と
言
っ

て
い
ま
す
。
自
分
の
生
活
の
中
で
不

満
、
不
足
、
不
便
を
発
見
し
ま
し
ょ

う
と
。

　

園
芸
用
品
担
当
の
社
員
な
ら
ば
、

借
家
で
も
庭
付
き
の
家
に
暮
ら
し
て
、

自
分
で
草
花
を
植
栽
し
た
り
庭
造
り

を
や
り
な
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
社
員
は
実
際
の
生
活

の
中
で
園
芸
に
ま
つ
わ
る
不
満
、
不

足
、
不
便
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
そ

こ
か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
快
適
に
な
る

か
、
便
利
に
な
る
か
と
い
う
視
点
で

生
ま
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、
お
客
様
に

と
っ
て
分
か
り
や
す
い
し
、
そ
れ
を

具
現
化
し
た
商
品
は
お
客
様
の
目
線

に
合
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　
「
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
」
で
一
番
難
し
い

の
は
、
や
は
り
不
満
を
発
見
す
る
こ

と
で
す
。
我
々
も
生
活
者
と
な
り
、

ア
ン
テ
ナ
を
常
に
立
て
て
い
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

―
― 

生
活
の
中
に
潜
ん
で
い
る
不
満

の
解
消
が
商
品
開
発
に
つ
な
が
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

大
山　

え
え
。
一
番
い
い
例
が
八
九

年
に
発
売
し
た
「
ク
リ
ア
収
納
ケ
ー

ス
」
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
日
本
だ
け

で
な
く
、
欧
米
や
韓
国
、
中
国
で
も

飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
収
納
ケ
ー
ス
は
、
い
か
に
「
し
ま

う
」
の
に
便
利
か
と
い
う
視
点
で
つ

く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
そ
れ

を
「
探
す
」
の
に
便
利
な
も
の
に
し

よ
う
と
、
中
身
が
見
え
る
半
透
明
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス
を
開
発
し
ま

し
た
。
こ
れ
で
世
界
中
の
収
納
ケ
ー

ス
が
半
透
明
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

開
発
の
き
っ
か
け
は
、
寒
い
日
の

朝
、
私
が
釣
り
に
出
か
け
よ
う
と
、

セ
ー
タ
ー
を
探
し
た
こ
と
で
し
た
。

家
中
の
衣
装
ケ
ー
ス
や
引
き
出
し
を

開
け
て
も
開
け
て
も
見
つ
か
ら
ず
、

よ
う
や
く
最
後
の
ケ
ー
ス
か
ら
出
て

き
た
…
…
。
そ
の
時
私
は
、
収
納
の

中
身
が
見
え
た
ら
探
す
と
き
に
便
利

だ
な
と
気
づ
き
、
商
品
開
発
に
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。

―
― 

年
間
一
〇
〇
〇
点
も
の
新
商
品

は
、毎
週
月
曜
日
の「
プ
レ
ゼ
ン
会
議
」

で
社
員
の
方
か
ら
提
案
さ
れ
る
と
伺

い
ま
し
た
。
次
か
ら
次
へ
と
行
わ
れ

る
社
員
の
方
の
プ
レ
ゼ
ン
に
対
し
て

議
論
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
大
山
会

長
が
商
品
化
す
る
か
ど
う
か
、
そ
の

場
で
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

大
山　

会
議
に
は
私
を
含
め
、
開
発
、

製
造
、
営
業
、
品
質
管
理
、
知
的
財

産
な
ど
新
商
品
に
か
か
わ
る
部
門
の

責
任
者
た
ち
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。

時
間
は
朝
一
番
か
ら
終
業
ま
で
で
、

一
見
、
こ
ん
な
会
議
は
効
率
が
悪
い

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
公
開
の
場
で
社
員
が
議
論
を

行
い
、
決
裁
ま
で
行
う
の
で
、
全
員

が
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
共
有
で
き
る
の

で
す
。

　

多
く
の
会
社
で
は
リ
レ
ー
の
バ
ト

ン
の
よ
う
に
情
報
を
部
署
間
で
渡
し

て
い
き
ま
す
よ
ね
。
開
発
担
当
が
Ｏ

Ｋ
し
た
ら
設
計
に
行
き
、
次
は
製
造

で
、
そ
の
次
は
営
業
と
つ
な
い
で
い

き
ま
す
。
こ
れ
で
は
時
間
が
か
か
る

し
、
商
品
の
提
案
者
は
す
べ
て
の
決

裁
が
下
り
る
ま
で
心
配
で
し
ょ
う
。

一
方
、
ア
イ
リ
ス
で
は
、
商
品
開
発

で
の
生
々
し
い
や
り
と
り
を
全
員
が

目
の
当
た
り
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
私

が
判
を
押
し
て
し
ま
え
ば
、
商
品
化

へ
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
商
品
が
生
ま

れ
る
工
程
に
つ
い
て
全
員
で
理
解
を

深
め
ら
れ
る
し
、
決
ま
っ
た
こ
と
は

メ
ー
ル
や
書
類
で
回
す
必
要
も
あ
り

ま
せ
ん
。
申
し
送
り
や
引
き
継
ぎ
の

必
要
も
な
い
の
で
、商
品
化
の
ス
ピ
ー

ド
が
速
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
開
発
の

責
任
は
全
部
、
判
を
押
し
た
私
に
帰

す
る
の
で
、
社
員
は
今
ま
で
に
な
い

商
品
ア
イ
デ
ア
で
も
失
敗
を
恐
れ
ず

に
提
案
で
き
る
の
で
す
。

―
― 

私
も
会
議
を
拝
見
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
若
い

社
員
の
方
々
も
堂
々
と
意
見
を
述
べ

て
い
ま
し
た
。

大
山　

私
は
今
年
七
〇
歳
に
な
り
ま
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 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
髙
橋
経
一
）

―
― 

ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
は
商
品
分

野
の
拡
大
と
と
も
に
グ
ロ
ー
バ
ル
展

開
も
積
極
的
に
進
め
て
き
ま
し
た
が
、

今
後
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

大
山　

グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
に
つ
い
て

は
、ア
イ
リ
ス
に
と
っ
て
一
番
の「
壁
」

で
あ
る
「
バ
イ
ヤ
ー
の
壁
」
が
な
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
海

外
へ
進
出
し
て
外
資
の
小
売
企
業
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
き
、
良
い
商
品

で
あ
っ
て
も
、
小
売
の
窓
口
で
あ
る

バ
イ
ヤ
ー
は
「
メ
ー
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
」
と
聞
い
て
腰
が
引
け
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、ア
イ
リ
ス
が
「
メ
ー

カ
ー
ベ
ン
ダ
ー
」（
メ
ー
カ
ー
で
あ
る

と
と
も
に
、
卸
売
業
も
兼
ね
た
ビ
ジ

ネ
ス
形
態
）
と
い
う
独
自
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
を
築
き
、
商
品
の
製
造
工

場
が
物
流
セ
ン
タ
ー
を
兼
ね
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
時
代
に
も
な
っ
て
き
た
の

で
、
バ
イ
ヤ
ー
や
営
業
マ
ン
の
壁
が

な
く
な
り
、
我
々
の
商
品
は
海
外
で

も
、
小
売
か
ら
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
へ
、

直
接
つ
な
が
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
の
発
想
で
開
発
し

た
一
万
五
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
ア
イ

リ
ス
の
商
品
群
は
、
ロ
ン
グ
テ
ー
ル

（
注
）
が
特
徴
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販

売
に
は
親
和
性
が
高
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
実
際
、
欧
米
で
も
中
国
に
お

い
て
も
、
個
人
向
け
の
ネ
ッ
ト
通
販

事
業
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
リ
ア
ル
店
舗
の
取
引
も
維
持
し
て

い
き
ま
す
が
、
今
後
は
ボ
ー
ダ
ー
レ

ス
に
ネ
ッ
ト
事
業
を
強
化
し
て
い
く

つ
も
り
で
す
。

―
― 

日
本
国
内
で
の
展
開
に
つ
い
て

は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

大
山　

高
齢
化
と
人
口
減
少
に
よ
り
、

残
念
な
が
ら
国
内
消
費
は
減
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
ア
イ
リ
ス
の
商
品
開

発
の
原
点
は
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
、
生
活

に
潜
む
不
満
、
不
足
、
不
便
を
発
見

し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
だ
と
お

話
し
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
そ
こ
か

ら
一
歩
進
ん
で
、
日
本
の
社
会
に
潜

む
課
題
を
解
決
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
・

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
の
新
事
業
に
挑

戦
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
東
日
本
大
震
災
後
、
我
々

は
新
し
い
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
開
発
し
て
、

先
に
市
場
に
参
入
し
た
大
手
メ
ー

カ
ー
よ
り
も
割
安
な
価
格
で
販
売
し

て
き
ま
し
た
。
日
本
社
会
の
省
エ
ネ

化
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
、
我
々
も

少
し
は
貢
献
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
二
〇
一
三
年
か
ら
は
、
従

来
に
な
い
コ
メ
の
精
米
・
販
売
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
コ
メ
の
生
産
・

流
通
・
消
費
は
農
協
が
主
導
し
、
旧

態
依
然
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
変
え
、

生
産
者
も
生
活
者
も
満
足
す
る
仕
組

み
を
つ
く
り
た
い
。
付
加
価
値
が
本

当
に
取
れ
な
い
事
業
で
す
が
、
日
本

の
社
会
を
良
く
し
た
い
、
そ
ん
な
思
い

と
被
災
地
の
た
め
に
や
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

す
が
、
明
ら
か
に
二
〇
代
の
人
の
価

値
観
は
、
私
の
そ
れ
と
は
違
い
ま
す

ね
。
彼
ら
は
、
経
験
で
判
断
す
る
の

で
は
な
く
、
今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

で
物
事
を
捉
え
ま
す
。
そ
う
し
た
若

い
人
の
意
見
も
含
め
、
プ
レ
ゼ
ン
会

議
は
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
議
論
し
て

い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
一
回
の
プ
レ
ゼ
ン
会

議
で
商
品
化
が
決
ま
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｎ
Ｏ
と
言
わ
れ

た
商
品
は
、
改
善
を
加
え
て
再
度
プ

レ
ゼ
ン
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中

に
は
、
三
年
以
上
も
「
追
試
」
を
受

け
た
商
品
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

私
は
担
当
の
社
員
に
「
複
線
化
し
て

考
え
て
み
よ
う
」
と
言
う
ん
で
す
。

一
つ
の
テ
ー
マ
に
没
頭
し
過
ぎ
る
と
、

行
き
詰
ま
っ
て
ア
イ
デ
ア
が
出
に
く

く
な
っ
て
し
ま
う
。
違
う
テ
ー
マ
や

別
の
商
品
を
考
え
た
り
見
た
り
し
て
、

複
数
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
く
、
そ

し
て
ま
た
そ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
て
み

よ
う
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。

「
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」の

新
事
業
に
挑
戦

（
注
） 

商
品
在
庫
管
理
を
低
コ
ス
ト
で
行
い
、
多
品

種
少
量
販
売
で
利
益
を
上
げ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
用
い
た
商
品
販
売
の
手
法
、
ま
た

は
概
念
。
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地域の底力
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
海
の
恵
み
、

そ
し
て
長
い
歴
史
が
培
っ
た
、

人
々
の
大
ら
か
な
気
質
。

紀
伊
半
島
の
小
さ
な
町
で
は
、

ゆ
っ
く
り
独
自
の
ペ
ー
ス
で

思
い
が
継
が
れ
て
い
く
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
町

醬油発祥の地である和歌山県湯浅町で、昔ながらの仕込みを
守り続ける創業天保12年「角長」の醬油蔵。写真は発酵、熟
成中のもろみ (蒸した大豆に麹菌を繁殖させ、塩水と混ぜ合わ
せたもの )を攪拌して酸素を取り込む、「櫂

かい

入
い

れ」という作業。

古
か
ら
の
歴
史
を
礎

い
し
ず
えに

未
来
を
目
指
す
醬
油
発
祥
の
地

和
歌
山
県
湯
浅
町
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醬
油
は
湯
浅
の
町
か
ら 

日
本
全
国
に
広
ま
っ
た

　

和
歌
山
県
中
北
部
、
紀
伊
水
道
に
面

し
た
湯
浅
町
は
、
人
口
約
一
万
三
○
○

○
人
の
自
治
体
だ
。
面
積
約
二
〇
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ

た
小
さ
な
町
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
か

つ
て
こ
の
地
で
日
本
の
食
文
化
を
大
き

く
変
え
た
出
来
事
が
あ
っ
た
。
国
内
は

も
ち
ろ
ん
、
今
や
海
外
に
も
広
く
知
ら

れ
る
醬
油
の
誕
生
だ
。

　

そ
の
起
源
は
、建
長
六
年（
一
二
五
四
）

ま
で
遡
る
。
禅
宗
修
行
の
た
め
に
宋
へ

渡
っ
て
い
た
法ほ

っ
と
う
こ
く

燈
国
師し

覚か
く
し
ん心

が
、
帰
朝

し
た
際
に
、
浙せ

っ
こ
う江

省
の
径

け
い
ざ
ん山

興こ
う
せ
い聖

万ま
ん
じ
ゅ寿

禅ぜ
ん

寺じ

で
食
べ
、
鎮
江
市
金
山
の
竜
遊
江

寺
で
学
ん
だ
味
噌
の
製
法
を
持
ち
帰
っ

た
の
だ
。
同
じ
紀
伊
半
島
は
由
良
町
に

西
方
寺
（
現
在
は
興
国
寺
）
を
開
い
た

覚
心
は
、
醸
造
に
適
し
た
水
に
恵
ま
れ

る
湯
浅
で
再
現
を
試
み
た
。
現
在
「
金き

ん

山ざ
ん

寺じ

味
噌
」と
呼
ば
れ
る
、な
め
味
噌
だ
。

　

当
時
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
製
法
を
継
い

で
き
た
江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
「
太

田
久き

ゅ
う
す
け助

吟
製
」
の
三
代
目
、
太
田
庄
輔

氏
に
そ
の
製
法
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
い

わ
く
、炒
っ
た
大
豆
と
裸
麦
に
米
麹
（
か

つ
て
は
麦
麹
）
と
塩
を
加
え
、
ナ
ス
や

ウ
リ
な
ど
夏
野
菜
を
刻
ん
で
加
え
て
熟

成
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
「
夏
場
の
暑
さ
の
中
で
発
酵
す
る
金
山

寺
味
噌
は
、
三
〇
日
も
過
ぎ
れ
ば
全
体

に
飴
色
に
な
り
、
ま
ろ
や
か
な
旨
味
が

生
ま
れ
ま
す
。
昔
は
、
冬
に
備
え
て
の

保
存
食
品
だ
っ
た
ん
で
す
」

　

太
田
氏
の
造
る
「
金
山
寺
味
噌
」
は

材
料
を
合
わ
せ
て
手
作
業
で
丁
寧
に
攪か

く

拌は
ん

す
る
た
め
、
粒
の
ま
ま
残
っ
た
米
や

大
豆
の
食
感
が
心
地
良
い
。
噛か

め
ば
、

や
わ
ら
か
な
甘
み
が
口
中
に
ふ
く
ら
む
。

地
元
の
人
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
、

ご
飯
の
友
で
あ
り
酒
の
肴
だ
。

　

そ
の
「
金
山
寺
味
噌
」
を
仕
込
む
際
、

桶
に
自
然
と
た
ま
っ
た
汁
が
美
味
で
あ

る
と
い
つ
し
か
広
ま
り
、
そ
れ
が
醬
油

の
原
形
と
な
っ
た
。

　

金
山
寺
味
噌
造
り
は
三
代
だ
が
、

十
一
代
続
く
太
田
家
は
も
と
も
と
紀
州

藩
の
台
所
役
人
と
し
て
醬
油
を
醸
造
し

て
お
り
、
湯
浅
へ
と
移
住
し
た
経
緯
が

あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
時
期
、

醬
油
の
材
料
と
な
る
小
麦
の
確
保
が
困

難
に
な
っ
た
た
め
、
味
噌
造
り
に
い
わ

ば
先
祖
返
り
し
た
そ
う
だ
。

　
「
一
カ
月
味
噌
を
食
う
な
と
は
、
先
代

が
よ
く
言
っ
て
い
た
言
葉
で
す
。
塩
の

味
に
は
角
が
あ
り
ま
す
が
、
一
カ
月
を

経
て
や
っ
と
甘
く
ま
ろ
や
か
に
な
っ
て

く
る
。
味
噌
が
発
酵
す
る
時
は
慌
て
る

な
、
ゆ
っ
く
り
せ
い
、
急
ぐ
な
と
。
こ

の
あ
た
り
は
、
昔
か
ら
お
醬
油
屋
さ
ん

ば
か
り
で
し
ょ
う
。
醸
造
に
携
わ
る
人

「
太
田
久
助
吟
製
」
の
太
田
庄
輔
氏
は
、
代
々
受
け
継
い
だ
建
物
で
「
金

山
寺
味
噌
」
を
造
り
続
け
る
。
味
噌
を
混
ぜ
て
い
る
太
田
氏
の
手
が
若
々

し
い
の
は
、
発
酵
食
品
ゆ
え
の
働
き
か
。

右／「伝建地区」一角に建つ「太田久助吟製」は、
江戸時代の面影がそのままに残る。上／仕込み
から１カ月を過ぎて食べ頃を迎えた、飴色に輝
く「金山寺味噌」。

関西国際空港

高野山

熊野本宮大社

熊野那智大社

熊野
速玉大社

湯浅町●

●

奈良県

和歌山県

伊勢路

大辺路

紀伊路

中辺路

小辺路

三
重
県

大阪府

白浜町

田辺市

有田市

和歌山市

紀勢本線

熊野川

吉野川

南紀白浜空港
アドベンチャー
ワールド

▲

和歌山
線

阪和
線

阪
和
自
動
車
道

紀ノ川
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が
大
勢
い
た
か
ら
、
慌
て
る
な
よ
、
ゆ
っ

く
り
行
け
と
い
う
人
間
性
が
自
然
と
培

わ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」　

　

醬
油
造
り
を
紀
州
藩
が
保
護
し
た
こ

と
も
あ
り
、
文
化
年
間
（
一
八
○
四
〜

一
八
）
に
醬
油
造
り
は
最
盛
期
を
迎
え
、

こ
の
町
に
九
二
軒
も
の
醬
油
蔵
が
あ
っ

た
。
湯
浅
の
名
と
醬
油
の
製
造
方
法
は

全
国
各
地
に
広
ま
っ
て
い
く
が
、
維
新

後
は
藩
の
後
ろ
盾
を
失
う
。
加
え
て
大

正
時
代
、
湯
浅
の
醬
油
醸
造
家
は
他
県

の
大
手
メ
ー
カ
ー
と
の
競
争
か
ら
淘
汰

が
進
み
、
ま
た
戦
後
の
物
資
不
足
に
よ

り
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

今
や
、
湯
浅
の
醸
造
家
は
わ
ず
か

四
軒
を
数
え
る
だ
け
。
そ
の
ひ
と
つ
、

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
創
業
の

「
角

か
ど
ち
ょ
う長

」
を
継
い
だ
六
代
目
、
代
表
取
締

役
社
長
の
加
納
誠
氏
は
、
湯
浅
は
水
に

加
え
て
醬
油
造
り
に
適
し
た
風
土
に
も

恵
ま
れ
て
い
た
と
話
す
。

　
「
醬
油
は
、
い
ろ
い
ろ
な
微
生
物
が
せ

め
ぎ
合
い
を
し
て
、
自
分
の
命
を
守
り

な
が
ら
造
り
出
す
も
の
で
す
。
そ
の
作

用
を
発
酵
と
い
い
ま
す
。
雨
が
多
い
湯

浅
は
、
菌
が
好
む
湿
度
の
高
い
梅
雨
の

時
期
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
寒
暖
の
差

が
激
し
い
。
自
然
醸
成
は
、
暑
い
夏
を

越
さ
な
い
と
絶
対
に
で
き
な
い
ん
で
す
」

　

木
桶
で
仕
込
み
、
自
然
の
力
に
委
ね

て
一
年
半
か
け
て
発
酵
、
熟
成
さ
せ
た

「
角
長
」
の
醬
油
は
実
に
ま
ろ
や
か
。
旨

味
が
あ
り
つ
つ
も
主
張
し
す
ぎ
ず
、
さ

り
げ
な
く
食
材
を
引
き
立
て
る
奥
ゆ
か

し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

そ
の
旨
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
加

納
氏
は
「
角
長
」
が
今
に
継
が
れ
て
き

た
理
由
を
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
う
ち
は
、
醬
油
醸
造
業
し
か
や
っ
て

こ
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や

る
な
と
い
う
の
が
家
訓
で
す
。
い
い
と

き
も
悪
い
と
き
も
、
ず
っ
と
家
業
一
本

で
や
れ
と
。
で
す
か
ら
代
々
、
醬
油
だ

け
一
徹
に
造
っ
て
き
た
ん
で
す
よ
」　

　

昔
な
が
ら
の
製
法
に
加
え
、
加
納
氏

は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
創
業
以

来
の
仕
込
蔵
を
も
守
り
続
け
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
建
物
の
隅
々
に
ま
で
発

酵
に
必
要
な
「
蔵
つ
き
酵
母
」
が
息
づ

い
て
い
る
か
ら
だ
。
実
際
、
か
つ
て
屋

根
の
修
理
の
た
め
に
野の

じ地
板い

た
を
替
え
た

と
こ
ろ
、
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
興
味
深
い
。

や
わ
ら
か
な
活
動
の
な
か
で 

守
ら
れ
る
古
い
町
並
み

　

そ
の
「
太
田
久
助
吟
製
」、「
角
長
」

が
建
つ
の
は
、か
つ
て
湯
浅
の
町
の
メ
ー

ン
ス
ト
リ
ー
ト
だ
っ
た
北
町
通
り
だ
。

一
帯
に
は
歳
月
を
経
た
建
物
が
並
び
、

二
○
○
六
年
に
は
、
全
国
で
初
の
醬
油

醸
造
の
町
と
し
て
国
の
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
（
略
し
て
「
伝
建
地

区
」）
に
指
定
さ
れ
た
。
現
在
は
東
西
約

四
○
○
メ
ー
ト
ル
、南
北
約
二
八
○
メ
ー

「角長」6代目の加納誠氏（中央）とその思いを継ぐ長男の加納恒儀氏 ( 右 )、
加納氏の長女との結婚を機に東京から湯浅に移り住み、醬油造りを一から学ん
だという岡部隼人氏 ( 左 )。

上／「伝建地区」散策の際の要となる北町通り。下／いたると
ころで写真のような細い路地「小路小路」が見られるのが、湯
浅の古い町並みの特徴のひとつ。

上／写真の蔵へと続く店舗に加
え、「角長」では醬油造りの歴史
をたどる「醬油資料館」を運営。
右／大豆を蒸す釜は、手間はか
かるがやさしく火が入るため薪
で焚く。
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ト
ル
の
エ
リ
ア
に
約
一
八
○
棟
の
伝
統

的
な
建
物
が
並
び
、
四
○
○
人
ほ
ど
が

暮
ら
し
て
い
る
。

　

白
壁
の
土
蔵
や
格
子
戸
が
続
く
町
は

き
っ
ち
り
と
し
た
碁
盤
目
状
で
は
な
く
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
「
小し

ょ
う
じ
こ
う
じ

路
小
路
」
と
呼

ば
れ
る
細
い
路
地
が
潜
む
。
好
奇
心
に

か
ら
れ
て
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
思
わ
ぬ

発
見
も
あ
り
、
探
検
さ
な
が
ら
に
散
策

を
楽
し
め
る
。

　

そ
の
古
い
町
並
み
を
守
る
「
湯
浅
伝

建
地
区
保
存
協
議
会
」
の
木
下
智
之
会

長
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
建
物
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
に
は
国
、
県
、
町
か
ら
補
助
が

あ
り
、
合
わ
せ
て
年
間
四
○
○
○
万
円

の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
屋
根
や
壁
、
梁は

り

と
い
っ
た
外
観
と
構

造
体
が
対
象
で
、
修
復
に
は
八
割
の
費

用
が
出
る
ん
で
す
。
八
割
と
い
う
数
字

は
全
国
的
に
見
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
上
限
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ

と
ん
ど
。
湯
浅
で
は
そ
れ
を
取
り
払
っ

た
ん
で
す
」

　

と
は
い
え
、
資
金
は
無
尽
蔵
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
小
規
模
な
自
治
体
ゆ

え
、
町
の
サ
ポ
ー
ト
に
も
限
界
が
あ
り
、

保
存
に
困
難
は
生
じ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
問
い
か
け
る
と
、
木
下
氏

は
大
ら
か
な
笑
顔
を
見
せ
た
。

　
「
一
旦
工
事
を
途
中
で
や
め
て
ま
た
再

開
す
る
と
な
る
と
、
余
計
な
費
用
が
か

か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
年
度
で

対
応
で
き
な
い
修
復
案
件
は
、
次
の
年

度
に
ま
わ
す
ん
で
す
」

　

一
度
に
す
べ
て
に
手
を
つ
け
る
の
で

は
な
く
、
必
要
な
と
こ
ろ
か
ら
順
繰
り
、

年
月
を
か
け
て
確
実
に
工
事
を
こ
な
し

て
い
く
流
れ
だ
。　

　

町
づ
く
り
の
活
動
の
拠
点
は
、
嘉
永

年
間
（
一
八
四
八
〜
五
三
）
以
前
に
開

業
し
、
三
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
江
戸
時

代
の
風
呂
が
そ
の
ま
ま
地
域
の
人
々
の

拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
「
甚じ

ん
風ぶ

ろ呂
」。
番

台
や
浴
槽
な
ど
が
往
時
の
姿
の
ま
ま
残

る
上
、
懐
か
し
さ
を
覚
え
る
調
度
品
が

展
示
さ
れ
た
資
料
館
に
も
な
っ
て
い
る
。

展
示
品
の
修
理
を
は
じ
め
、
町
内
の
観

光
関
連
施
設
の
運
営
は
木
下
氏
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
担
う
。

　
「
皆
さ
ん
か
ら
は
よ
く
、
す
ご
い
こ
と

を
や
っ
て
い
る
ね
な
ど
と
も
言
わ
れ
る

の
で
す
が
、
僕
ら
は
単
純
に
、
何
か
お

も
し
ろ
い
こ
と
は
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
る
だ
け
。
使
命
感
だ
け
で
は
続
か
な

い
し
、
楽
し
く
な
い
。
緩
く
て
い
い
と

思
う
ん
で
す
よ
。
大
上
段
に
構
え
る
の

で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
楽
し
ん
で
取

り
組
ん
だ
ほ
う
が
い
い
」

　

条
例
に
よ
り
増
築
な
ど
が
自
由
に
で

き
な
い
た
め
、
当
初
、
保
存
地
区
の
指

定
に
は
反
対
の
声
も
聞
か
れ
た
と
い
う

が
、
町
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
住
民
の
意

識
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
は
あ
り

き
た
り
の
風
景
で
は
あ
っ
て
も
、
他
所

か
ら
訪
れ
た
人
が
こ
の
街
に
価
値
を
見

い
だ
し
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
プ
ラ
イ
ド
が
生

ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
伝
建
と
い
う

の
は
一
〇
〇
年
ス
パ
ン
の
考
え
方
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
少
し
ず
つ
変
わ
る
う

ち
に
、
こ
こ
で
育
つ
子
ど
も
た
ち
が
自

分
の
町
に
誇
り
を
持
っ
て
く
れ
る
と
い

い
で
す
ね
」

　

木
下
氏
の
話
を
伺
い
な
が
ら
、
金
山

寺
味
噌
の
太
田
氏
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

　
「
慌
て
る
な
、
ゆ
っ
く
り
せ
い
」

　

発
酵
に
培
わ
れ
て
き
た
人
々
の
気
質

が
、
町
づ
く
り
に
も
表
れ
て
い
て
、
感

慨
深
い
思
い
に
か
ら
れ
た
。

湯浅伝建地区保存協議会会長の木下智之氏
は、もとは醬油蔵だった建物に暮らす。平
日はビジネスマンとして、週末は「伝建地
区」のボランティアの一員として働く。

路地奥に位置する「甚風呂」。往時は漁を終えた漁師
が一度に訪れるのが習わし。右側、効率のいい立ち湯
が設けられたのは、混雑を緩和させるための策だった。
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長
期
展
望
の
も
と
に 

行
わ
れ
る
町
づ
く
り

　

現
在
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
は
、「
太
田
久
助
吟
製
」
や
「
角
長
」、

「
甚
風
呂
」
を
巡
る
観
光
客
が
訪
れ
る
場

所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
年
々
増

え
、
一
五
年
ほ
ど
前
は
三
〇
万
人
だ
っ

た
の
が
、
今
や
五
〇
万
人
も
目
前
だ
。

そ
の
現
状
と
課
題
を
、
湯
浅
町
商
工
会

事
務
局
長
谷た

に
な
か中

敬
治
氏
に
お
聞
き
し
た
。

　

湯
浅
町
の
商
工
会
は
二
○
○
六
年
に

Ｔ
Ｍ
Ｏ（
タ
ウ
ン・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト・オ
ー

ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
構
想
推
進
事
業

者
と
し
て
湯
浅
町
か
ら
認
定
さ
れ
て
以

降
、
法
制
度
が
変
わ
っ
た
後
も
町
づ
く

り
を
担
っ
て
き
た
。

　
「
町
に
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
そ
う
と

い
う
こ
と
で
、
最
初
に
立
て
た
目
標
が
、

入い
り

込こ
み

客
数
五
〇
万
人
で
し
た
。
数
字
は

ほ
ぼ
ク
リ
ア
し
た
も
の
の
、
実
は
こ
こ

数
年
、
に
ぎ
わ
い
と
い
う
面
で
は
足
踏

み
状
態
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
」

　

五
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
、
観
光
客

を
相
手
と
す
る
事
業
者
が
新
規
創
業
で

き
る
閾し

き
い
ち値

と
言
わ
れ
て
い
た
値
だ
っ
た

が
、
事
業
者
数
は
逆
に
減
っ
て
い
る
の

が
現
状
だ
。

　
「
一
九
八
三
年
に
こ
の
商
工
会
に
赴
任

し
た
当
時
、
人
口
は
一
万
七
〇
〇
〇
人
、

一
二
〇
〇
の
事
業
所
が
あ
り
ま
し
た
。

湯
浅
へ
行
け
ば
何
で
も
そ
ろ
う
と
い
う

く
ら
い
栄
え
て
い
た
の
で
す
が
、
人
口

は
減
り
、
事
業
所
数
は
八
〇
〇
を
切
っ

て
い
ま
す
」

　

今
年
に
な
り
、
単
に
観
光
客
を
増
や

す
の
で
は
な
く
、
滞
在
性
、
滞
留
性
を

高
め
る
方
向
へ
と
新
た
な
舵
を
切
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
釣
り
堀
な
ど
も
備
え

た
海
の
駅
の
建
設
。
リ
ア
ス
式
海
岸
の

湯
浅
湾
は
年
間
を
通
じ
て
豊
か
な
漁
場

で
あ
り
、
以
前
は
大
阪
か
ら
の
釣
り
客

が
多
く
訪
れ
、
釣
り
宿
も
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
速
道
路
が

南
進
し
た
た
め
、
通
過
点
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
い
わ
ば
、
往
時
の
人
の
流
れ

を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら

に
は
、
駅
周
辺
の
活
性
化
も
再
検
討
さ

れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
一
七
年
の
間
、
町
づ
く
り
の
姿

勢
は
全
く
ぶ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
町
づ
く

り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
と
歳
月
と
事
業
の
積
み
重
ね
で

す
。
長
期
に
わ
た
り
行
政
か
ら
任
せ
て

い
た
だ
け
て
い
る
の
は
、
あ
り
が
た
い

で
す
ね
」

　

緩
や
か
な
時
の
流
れ
の
な
か
、
町
は

少
し
ず
つ
歩
み
を
進
め
る
が
、
見
逃
せ

な
い
大
き
な
問
題
が
世
代
交
代
だ
。
今

は
、
湯
浅
を
出
て
行
っ
た
若
い
世
代
の

多
く
が
戻
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
話
す
の

は
、「
太
田
久
助
吟
製
」、「
角
長
」
が
並

ぶ
北
町
通
り
で
九
年
前
か
ら
喫
茶「
い
っ

ぷ
く
」
を
営
む
都つ

築づ
き

義
敬
氏
だ
。
三
九

歳
に
な
る
都
築
氏
は
、
一
帯
で
は
も
っ

湯浅町商工会事務局長として、町づくり
の活性化に努めてきた谷中敬治氏。商家
が多かったせいか、湯浅には主体性をもっ
て動く自主独立の気風もあるという。

「
伝
建
地
区
」
の
カ
フ
ェ
「
い
っ
ぷ
く
」
と
、
主
人
の

都
築
義
敬
氏
。
メ
ニ
ュ
ー
に
は
近
隣
の
鮮
魚
店
で
購

入
し
た
焼
き
魚
等
を
持
ち
込
め
る
ご
飯
の
セ
ッ
ト
が

あ
り
、
町
散
策
の
楽
し
み
が
増
す
。

湯浅町地域の底力



湯浅町長の上山章善氏は、2008年の就
任以来2期目。湯浅湾は津波を呼び込
むつくりになっており、今年5月には
その対策として司令塔である町役場を
高台に移した。
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と
も
若
い
経
営
者
。「
い
っ
ぷ
く
」
は
伝

建
地
区
唯
一
の
カ
フ
ェ
だ
。

　
「
僕
が
店
を
始
め
る
と
き
に
、
こ
の
通

り
で
の
新
規
開
業
は
約
四
〇
年
ぶ
り
だ

と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
自
分

の
後
を
誰
か
が
追
い
か
け
て
く
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
動
き
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

そ
の
一
番
の
障
壁
は
、
不
動
産
。
都

築
氏
が
店
を
構
え
た
の
は
、
実
家
の
向

か
い
に
あ
た
る
建
物
だ
っ
た
。
昔
か
ら

の
近
所
づ
き
あ
い
が
あ
っ
た
た
め
、
賃

借
の
交
渉
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
も
の

の
、
外
部
の
人
に
と
っ
て
は
難
し
い
状

況
だ
と
い
う
。

　
「
持
ち
家
が
ほ
と
ん
ど
で
、
不
動
産
業

が
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
た
め
、
家

主
さ
ん
と
顔
見
知
り
で
は
な
い
限
り
、

ま
ず
借
り
ら
れ
な
い
ん
で
す
」

　

そ
ん
な
状
況
に
風
穴
を
開
け
る
き
っ

か
け
に
な
り
そ
う
な
の
が
、
町
が
中
心

と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
空
き
家
バ
ン
ク

だ
。
湯
浅
町
長
の
上う

え
や
ま山

章あ
き
よ
し善

氏
が
そ
の

背
景
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
空
き
家
を
登
録
し
て
も
ら
い
、
そ
れ

を
使
っ
て
何
か
や
り
た
い
と
の
思
い
を

持
つ
若
い
人
に
で
き
る
だ
け
移
り
住
ん

で
も
ら
お
う
と
、
町
、
宅
建
協
会
、
町

内
の
民
間
団
体
が
手
を
組
み
ま
し
た
」

　

行
政
サ
イ
ド
が
田
舎
暮
ら
し
と
空
き

家
バ
ン
ク
を
組
み
合
わ
せ
た
対
策
に
取

り
組
む
の
は
、
和
歌
山
県
内
で
は
初
の

こ
と
だ
。

　
「
同
時
に
、
こ
の
湯
浅
と
い
う
町
の
名

前
を
も
っ
と
売
っ
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

町
の
歴
史
を 

子
ど
も
た
ち
の
心
に
刻
む

　

醬
油
発
祥
の
地
と
し
て
の
湯
浅
の
名

を
知
ら
し
め
よ
う
と
、
上
山
氏
は
国
内

外
を
積
極
的
に
歩
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

湯
浅
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
一
朝
一
夕
で

は
生
ま
れ
な
い
宝
が
あ
る
。
実
は
、
熊

野
古
道
が
市
街
地
を
通
る
唯
一
の
町
な

の
だ
。

　

平
安
時
代
の
後
期
に
端
を
発
す
る
熊

野
詣も

う
でに

よ
り
、
町
は
宿
場
町
と
し
て
栄

え
た
。
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
藤
原

定
家
が
記
し
た
『
後
鳥
羽
上
皇
熊
野
御

幸
記
』
に
も
、
湯
浅
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
同
様
に
紀
伊
水
道
の
海
路
の
拠

点
と
も
な
り
、
商
業
都
市
と
し
て
発
展
。

紀
州
藩
内
で
は
か
つ
て
、
和
歌
山
城
下

に
次
ぐ
人
口
だ
っ
た
と
い
う
。

　

京
都
と
の
縁
も
深
い
。

　
「
熊
野
古
道
は
宮
家
の
方
々
も
歩
か
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
先せ

ん
だ
つ達

、
案
内
人
を
務

め
た
の
が
京
都
の
聖
護
院
の
山
伏
だ
っ

た
そ
う
な
ん
で
す
」

　

山
伏
た
ち
が
吉
野
か
ら
熊
野
へ
と
抜

け
る
修
行
を
す
る
際
、
湯
浅
に
立
ち
寄

り
護
摩
を
た
い
て
い
た
と
い
う
記
録
も
、

聖
護
院
に
は
残
る
。

　

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
醍
醐
寺
の

金
堂
も
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
湯

浅
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
だ
。

　
「
そ
の
ご
縁
で
醍
醐
寺
の
門
主
に
お
会

い
し
て
記
録
を
確
認
し
、
移
築
の
日
と

し
て
記
さ
れ
た
五
月
三
日
を
、
町
の
記

念
日
と
す
る
条
例
を
制
定
し
た
ん
で
す
」

　

高
山
寺
を
復
興
さ
せ
た
明

み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う
に
ん

人
、

杉
田
玄
白
に
よ
る
「
解
体
新
書
」
を
出

版
し
た
須
原
屋
市
兵
衛
ら
、
湯
浅
か
ら

世
に
出
て
名
を
成
し
た
人
は
少
な
く
な

い
。
あ
の
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
も
ま
た
、

こ
の
湯
浅
の
出
身
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
湯
浅
は
と
に
か
く
歴
史
が
古
く
、
逸

話
に
も
事
欠
か
な
い
の
で
す
が
、
な
に

ぶ
ん
文
献
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
今

か
つ
て
都
の
殿
上
人
も
歩
い
た
、
湯
浅
の
街
中
を
通
る
熊
野

古
道
。
左
の
写
真
の
道
標
に
刻
ま
れ
た
「
す
ぐ
」
と
い
う
文

字
は
、
ま
っ
す
ぐ
を
意
味
し
て
い
る
。
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1 年前に上山氏が紀の川市の粉河寺から枝を持ち
帰ったなかで根付いた唯一の「湯浅桜」は、新し
い町役場の一角で大切に育てられている。

湯浅町地域の底力

右／リアス式海岸の湯浅湾は、美しい眺めとともに、豊富な海の幸を町の人にもたらしてきた。一帯は良好な釣り
場としても知られる。左／「角長」の裏から湯浅湾へと続く大山堀。紀州藩の「キ」の字を帆に掲げた「醬油船」が、
かつてはこの堀を行き来していた。

は
精
力
的
に
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
」

　

古
の
頃
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
歴
史
の

象
徴
と
し
て
上
山
氏
の
胸
を
よ
ぎ
っ
た

の
は
、
紀
の
川
市
に
あ
る
、
創
建
宝ほ

う

亀き

元
年
（
七
七
○
）
の
粉こ

河か
わ
で
ら寺

に
咲
く
「
湯

浅
桜
」
と
呼
ば
れ
る
桜
だ
。

　

湯
浅
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
紀
北
地

方
を
治
め
た
武
将
湯
浅
宗
重
に
た
ど
り

着
く
。
そ
の
父
、
藤
原
宗
永
が
、「
桜
を

粉
河
寺
へ
寄
贈
し
な
さ
い
」
と
観
音
様

に
告
げ
ら
れ
た
夢
を
見
た
と
い
う
。
粉

河
寺
の
「
湯
浅
桜
」
は
、
そ
の
宗
永
が

植
え
た
と
の
逸
話
が
あ
る
。

　
「
湯
浅
の
住
民
も
そ
の
存
在
は
知
っ
て

い
ま
し
た
が
、
特
に
意
識
す
る
こ
と
も

な
く
こ
れ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、
歴
史
あ
る
湯
浅
の
象
徴

と
し
て
、
こ
の
桜
を
里
帰
り
さ
せ
て
く

れ
な
い
か
と
管
主
に
お
願
い
し
ま
し
た
」

　

二
○
一
四
年
に
分
け
ら
れ
た
数
本
の

枝
を
挿
し
木
し
た
と
こ
ろ
、
一
本
だ
け

根
付
い
た
と
、
上
山
氏
は
顔
を
ほ
こ
ろ

ば
せ
る
。

　
「
歴
史
を
手た

ぐ繰
っ
て
い
く
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
に
町
を
誇
り
に
思
っ
て
も
ら

い
た
い
。
そ
れ
が
湯
浅
を
大
事
に
す
る

思
い
や
町
の
発
展
に
つ
な
が
る
。
過
去

の
遺
産
を
未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に
、
そ

う
い
う
糸
を
紡
ぐ
必
要
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

教
育
委
員
会
に
も
働
き
か
け
、
そ
の

活
動
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
小
学
校
の
京
都
へ
の
修
学
旅

行
の
際
、
必
ず
聖
護
院
に
泊
ま
る
の
も

そ
の
ひ
と
つ
だ
。

　

上
山
氏
が
湯
浅
の
人
々
に
つ
い
て

語
っ
た
言
葉
も
印
象
深
い
。

　
「
湯
浅
の
人
は
親
切
だ
と
、
よ
く
言
わ

れ
る
」

　

湯
浅
は
、
人
が
い
い
。
こ
の
町
を
歩

く
な
か
で
、
幾
度
と
な
く
聞
い
た
言
葉

だ
。
地
元
の
人
に
道
を
尋
ね
た
際
、
そ

の
場
所
ま
で
案
内
し
て
く
れ
る
の
は
、

こ
こ
で
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
と
い
う
。

　

黒
潮
が
流
れ
る
海
域
に
面
し
た
温
暖

な
気
候
は
、
日
々
の
生
活
に
豊
富
な
海

の
幸
を
も
た
ら
し
、
醬
油
や
金
山
寺
味

噌
の
発
酵
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
時
間
の
な
か
、
人

の
心
を
も
大
ら
か
に
育
ん
で
き
た
に
違

い
な
い
。
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
時
代

の
、
旅
人
を
も
て
な
す
思
い
も
き
っ
と
、

根
付
い
て
い
る
。

　

何
百
年
も
の
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ

て
き
た
気
質
。
旅
人
の
気
持
ち
を
和
ま

せ
る
人
の
や
さ
し
さ
。
そ
れ
こ
そ
が
、

湯
浅
の
か
け
が
え
の
な
い
宝
で
あ
ろ
う
。

里
帰
り
し
た
「
湯
浅
桜
」
が
い
つ
か
薄

紅
の
花
で
彩
ら
れ
る
頃
、
こ
の
町
を
再

び
訪
れ
て
み
た
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
が

こ
み
あ
げ
て
き
た
。



16NICHIGIN 2015 NO.44ࣸਅ 谷山　實

1��� ઍ༿ݝੜ·Εɻ�� ૣҴాେֶֶࡁܦ࣏෦
ଔۀɺʢגʣଜ૯߹ڀݚॴೖࣾɻϑϥϯΫϑϧτʢ�0
ʙ �4 ʣɺχϡʔϤʔΫʢ�� ʙ 02 ʣͰͷۈͳ
ͲΛͯܦɺ02 ڀݚࡁܦ෦ຊࣨڀݚࡁܦɻ04 
ଜᨽ݊ʢגʣస੶ɻ0� ۚ༥ڀݚࡁܦॴࡁܦௐ
ࠪ෦݉νʔϑΤίϊϛετɻ12 ݄̓ΑΓຊۜ
ҕһձ৹ٞҕһɻࡦߦ

我々が生きるこの世界は、どのように始まったのか――宇宙の起源に迫
る「インフレーション理論」を提唱し、宇宙論研究を国際的にリードす
る佐藤勝彦博士。宇宙創成の謎を解く発想、衛星観測による発見、新た
に生まれた謎などをテーマに、宇宙への情熱溢れる対談からは、科学研
究の根源的な目的も導き出された。

Takahide Kiuchi
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佐藤勝彦
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Katsuhiko Sato
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木内登英

宇
宙
創
成
の
謎
を
解
明
す
る
原
動
力
は

「
自
分
は
何
者
か
」へ
の
探
求
心

木
内　

本
日
は
、
宇
宙
創
成
に
関
す
る

理
論
な
ど
で
ご
高
名
で
あ
る
と
と
も

に
、
自
然
科
学
研
究
機
構
の
機
構
長
と

し
て
、
自
然
科
学
全
体
の
指
導
的
役
割

も
担
わ
れ
て
い
る
佐
藤
勝
彦
先
生
に
、

宇
宙
の
始
ま
り
や
科
学
研
究
の
課
題
な

ど
に
つ
い
て
、
お
話
を
お
聞
き
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

佐
藤
先
生
は
、
一
九
八
一
年
に
、
宇

宙
創
成
理
論
と
し
て
一
般
的
な
「
ビ
ッ

グ
バ
ン
理
論
」 （
注
1
）
で
は
説
明
で
き

な
い
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
発
生
以
前
の
宇
宙

創
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か
す
「
指

数
関
数
的
膨
張
モ
デ
ル
」、
後
に
「
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
と
呼
ば
れ
る

理
論
を
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
理
論

が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
と
、
理
論
の
内

容
に
つ
い
て
教
え
て
頂
け
ま
す
で
し
ょ

う
か
。

佐
藤　

私
が
宇
宙
論
研
究
を
始
め
た

一
九
六
〇
年
代
、「
ビ
ッ
グ
バ
ン
理
論
」

は
宇
宙
論
の
標
準
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。「
宇
宙
の
始
ま
り
は
、
超
高
密
度

で
超
高
温
の
火
の
玉
だ
っ
た
。
そ
れ
が

爆
発
的
に
膨
張
す
る
過
程
で
温
度
が
下

が
り
、
火
の
玉
を
構
成
す
る
素
粒
子
が

結
合
し
、
様
々
な
元
素
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
温
度
が
下
が
る
と
、ガ
ス
が
固
ま
っ

ビ
ッ
グ
バ
ン
以
前
を
解
明
し
た

「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
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が
残
し
た
謎
に
挑
戦
す
る
物
理
学
者
が

何
人
か
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、

私
の
三
〇
年
来
の
友
人
で
も
あ
る
Ａ
・

ビ
レ
ン
ケ
ン
と
い
う
学
者
が
一
九
八
三

年
に
凄
い
タ
イ
ト
ル
の
論
文
を
書
い
た

の
で
す
。「Creation of  U

niverses 
from

 N
othing

」、つ
ま
り
「
無
」
か
ら

の
宇
宙
創
成
を
彼
は
唱
え
ま
し
た
。

　

ビ
レ
ン
ケ
ン
が
言
う
「
無
」
は
真
空

と
は
違
い
ま
す
。
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ

け
で
な
く
、
時
間
や
空
間
す
ら
存
在
し
て

い
ま
せ
ん
。
そ
の
「
無
」
の
状
態
か
ら
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
有
限
の
時
間
や

空
間
に
つ
な
が
る
宇
宙
が
生
ま
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
。

　

物
理
学
と
い
う
よ
り
哲
学
み
た
い
で

す
が
、
量
子
論
に
従
え
ば
「
無
」
の
状

態
と
い
え
ど
も
「
揺
ら
ぎ
」
は
絶
対
に

な
く
な
ら
ず
、
も
の
す
ご
く
小
さ
な
時

空
が
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
る
（
注
�
）

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」（
注
�
）
と
い
う
量

子
論
の
効
果
で
宇
宙
の
「
種
」
と
な
る

真
空
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
時
空
が

ポ
ッ
と
誕
生
し
、
そ
の
瞬
間
か
ら
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
説
明
す
る
よ
う

な
加
速
膨
張
を
起
こ
し
て
火
の
玉
宇
宙

が
創
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
シ
ナ
リ

オ
で
す
。

　
「
無
」
か
ら
の
宇
宙
創
成
論
は
細
か

て
、
銀
河
や
星
、
太
陽
系
も
地
球
も
で

き
た
」
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
は
未
解

決
な
問
題
も
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
も

そ
も
、
火
の
玉
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
た
の
か
？  

な
ぜ
膨
張
が
始
ま
っ
た
の

か
？  

こ
う
し
た
謎
の
答
え
は
「
神
の

み
ぞ
知
る
」
な
ど
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

木
内　

そ
の
解
決
に
つ
な
が
っ
た
の
が

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
で
す
ね
。

佐
藤　

私
た
ち
物
理
学
者
と
し
て
は
、

宇
宙
の
創
成
を
神
話
で
は
な
く
、
物
理

学
の
中
で
説
明
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
幸
い
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、

素
粒
子
の
理
論
で
あ
る
、「
力
の
統
一

理
論
」
が
進
歩
し
ま
し
た
。「
力
の
統

一
理
論
」
と
は
、
自
然
界
を
支
配
す
る

四
つ
の
力
（
重
力
、
電
磁
気
力
、
陽
子

な
ど
の
素
粒
子
の
世
界
で
働
く
強
い

力
、
弱
い
力
）
は
、
初
期
の
宇
宙
で
は

一
つ
の
力
で
あ
り
、
そ
の
力
が
や
が
て

枝
分
か
れ
し
た
と
い
う
仮
説
で
す
。
ま

た
、「
真
空
の
相
転
移
」
に
よ
っ
て
一
つ

だ
っ
た
力
が
四
つ
の
力
に
分
か
れ
る
こ

と
も
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
相
転
移
と

は
、
身
近
な
例
で
言
え
ば
、
水
が
氷
に

な
っ
た
り
、
水
蒸
気
に
な
っ
た
り
す
る

こ
と
で
、
温
度
の
変
化
に
よ
り
物
の
性

質
（
相
）
が
急
変
す
る
物
理
現
象
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
「
力
の
統
一
理
論
」
を

基
本
と
し
つ
つ
、「
真
空
の
相
転
移
」

を
応
用
し
て
、
火
の
玉
宇
宙
の
誕
生
に

つ
い
て
解
明
を
試
み
ま
し
た
。
す
る
と
、

初
期
の
宇
宙
で
は
「
真
空
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
」（
注
2
）
が
膨
大
に
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
い
た
の
で
す
。

木
内　

何
も
な
い
「
真
空
」
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
あ
る
の
で
す
か
。

佐
藤　

素
粒
子
な
ど
ミ
ク
ロ
の
世
界
に

注
目
す
る
「
量
子
論
」（
注
�
）
の
考
え

方
で
は
、
真
空
は
何
も
な
い
空
っ
ぽ
の

空
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
素
粒
子
が
生

成
と
消
滅
を
繰
り
返
す 

（
注
4
）、
そ
ん

な
「
揺
ら
ぎ
」
の
あ
る
空
間
が
量
子
論

で
言
う
「
真
空
」
で
す
。
私
が
初
期
宇

宙
の
真
空
を
調
べ
る
と
、
真
空
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
非
常
に
高
い
状
態
に
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
真
空
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（
注
5
）
の
一
般
相
対
性
理
論
（
注
�
）
の

方
程
式
に
代
入
し
て
計
算
し
て
み
る

と
、
そ
れ
が
空
間
を
倍
々
ゲ
ー
ム
で
、

指
数
関
数
的
に
膨
張
さ
せ
る
と
い
う
解

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理

論
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、

「
宇
宙
は
誕
生
直
後
、
真
空
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
っ
て
急
激
な
加
速
膨
張
を
始

め
た
。
そ
し
て
加
速
膨
張
が
し
ば
ら
く

続
い
た
後
、
真
空
の
相
転
移
が
起
こ
り

加
速
膨
張
は
終
了
。
そ
し
て
、
真
空
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
化

し
て
、
宇
宙
は
火
の
玉
状
態
と
な
っ
た
」

と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
す
。

木
内　

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
、

真
空
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
相
転
移
に
よ

り
、
宇
宙
が
膨
張
を
始
め
た
こ
と
や
火

の
玉
状
態
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
と
言

う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
宇
宙

の
「
始
ま
り
」
に
は
、イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
起
こ
す
真
空
、
あ
る
い
は
時
空
が

も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
か
。

佐
藤　

そ
れ
は
、
と
て
も
本
質
的
で
重

要
な
質
問
で
す
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

理
論
を
提
唱
し
た
と
き
、
私
は
、
宇
宙

の
「
種
」
と
し
て
、
素
粒
子
の
よ
う
に
小

さ
な
最
初
の
時
空
の
存
在
を
仮
定
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
加
速
膨
張
を
起
こ
し
た
の
だ

と
考
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な

説
明
で
は
不
完
全
で
あ
る
と
承
知
し
て

い
ま
し
た
。
宇
宙
の
「
種
」
が
ど
う
誕

生
し
た
の
か
と
い
う
、
ま
さ
に
宇
宙
誕

生
の
瞬
間
を
説
明
で
き
な
い
と
、
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
一
貫
性
の
あ
る

理
論
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

そ
の
後
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論

衛
星
観
測
が
理
論
を
証
明
し

新
た
な
謎
も
生
み
出
す

注 
１
／
一
九
四
六
年
、
ロ
シ
ア

生
ま
れ
の
米
国
の
物
理
学
者

ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
モ
フ
（
一
九
〇
四

～
一
九
六
八
）
に
よ
り
提
唱
さ

れ
た
。
当
初
は
、
共
著
者
た
ち

の
名
前
を
と
っ
て
「
α
β
γ
（
ア

ル
フ
ァ
・
ベ
ー
タ
・
ガ
ン
マ
）

理
論
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、

後
日
、
こ
の
理
論
を
認
め
な
い

学
者
が
揶
揄
し
て「
宇
宙
が
ビ
ッ

グ
バ
ン
（
大
き
な
バ
ー
ン
と
い

う
爆
発
）
か
ら
始
ま
っ
た
と
い

う
の
か
？
」
と
言
っ
た
の
を
冗

談
好
き
の
ガ
モ
フ
が
面
白
が
っ

て
採
用
し
た
も
の
。
な
お
、
ガ

モ
フ
は
、『
不
思
議
の
国
の
ト
ム

キ
ン
ス
』
や
『
１
、２
、３
…
無

限
大
』
な
ど
、
科
学
に
関
す
る

分
か
り
や
す
い
啓
蒙
書
の
名
著

を
多
数
残
し
て
い
る
。

注 

２
／
空
間
そ
の
も
の
が
持
つ
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
さ
れ
る
。

注 

３
／
素
粒
子
な
ど
ミ
ク
ロ
的
な

領
域
の
現
象
を
取
り
扱
う
物
理

学
の
分
野
。
量
子
論
の
描
き
出

す
ミ
ク
ロ
の
世
界
は
、「
真
空

の
揺
ら
ぎ
」、「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」

な
ど
我
々
が
日
常
的
に
認
識
で

き
る
世
界
と
は
か
な
り
異
な
る
。

注 

４
／
「
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不

確
定
性
原
理
」
の
下
で
は
、
真

空
と
い
う
何
も
な
い
空
間
に
お

い
て
も
、
人
間
の
認
識
で
き

な
い
ほ
ど
の
短
時
間
に
お
い

て
、
粒
子
と
反
粒
子
が
ペ
ア
で

生
成
消
滅
を
繰
り
返
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
負
の
電
荷
を
持

つ
通
常
の
電
子
と
、
正
の
電
荷

を
持
つ
陽
電
子
が
誕
生
し
て
は

打
ち
消
し
合
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
「
真
空
の
揺
ら
ぎ
」
と
言
い
、

一
九
九
七
年
、
実
験
に
よ
っ
て

存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
ハ

イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原

理
と
は
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー・

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（
一
九
〇
一
～

一
九
七
六
、一
九
三
二
年
ノ
ー
ベ

ル
物
理
学
賞
受
賞
）
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
、
素
粒
子
は
粒
子

と
波
の
二
つ
の
性
質
を
持
つ
た

め
、
そ
の
速
度
（
運
動
量
）
と

位
置
と
を
同
時
に
正
確
に
決
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

原
理
。
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な
部
分
で
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
私
は
、
大
筋
に
お
い
て
本

質
を
捉
え
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
現
在
で
は
、
宇
宙
誕
生
の
瞬
間
を

説
明
す
る
標
準
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
内　

物
理
学
の
世
界
で
は
、
理
論
と

実
証
と
の
間
に
役
割
分
担
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

相
対
性
理
論
は
、
後
に
他
の
研
究
者
に

よ
り
実
証
、
証
明
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
も
そ
の
正
し

さ
が
他
の
研
究
者
に
証
明
さ
れ
、
宇
宙

誕
生
以
降
を
描
く
標
準
理
論
に
な
り
ま

し
た
。

佐
藤　

私
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論

に
関
す
る
論
文
を
書
い
た
の
は
一
九
七

九
年
で
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
に
な
っ
て
、
実
際
の
観
測
に

よ
っ
て
理
論
が
検
証
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
論
文
発
表
の
時
点
で
は
観
測
手
段

が
整
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の

後
の
技
術
進
歩
の
お
か
げ
で
、
宇
宙
の

初
期
の
姿
が
徐
々
に
見
え
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

一
九
九
二
年
に
ア
メ
リ
カ
の
人
工
衛

星
「
Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
」
は
宇
宙
全
体
か
ら
届

く
マ
イ
ク
ロ
波
（
注
�
）
を
観
測
し
、
宇

宙
が
加
速
膨
張
す
る
と
き
、
つ
ま
り
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
に
生
成
さ
れ
た
揺

ら
ぎ
を
描
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の
観
測

結
果
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理

論
は
大
き
な
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
米
国
N
A
S
A

が
W
M
A
P
衛
星
を
、
さ
ら
に
二
〇
〇

九
年
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ス
ペ
ー

ス
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
い
う
欧
州
の

宇
宙
機
関
が
打
ち
上
げ
た
人
工
衛
星
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
細
か
な
観
測
が
行
わ

れ
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
裏

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
宇
宙
の
構
造
の

「
種
」
が
鮮
明
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
、
宇
宙
の
年
齢
も
現
在
で
は

一
三
八
億
年
と
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
二
〇
一
四
年
三
月
、
ア
メ

リ
カ
の
研
究
チ
ー
ム
が
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
時
に
放
射
さ
れ
た「
重
力
波
」（
注

10
）
の
痕
跡
の
観
測
に
成
功
し
た
と
発

表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
も
一
般
相
対
性
理
論
か
ら
予
言
し

た
波
で
、
観
測
成
功
が
本
当
な
ら
、
重

力
波
を
通
じ
て
、
火
の
玉
宇
宙
が
で
き

る
ま
で
の
加
速
膨
張
を
直
接
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
注
11
） 

。
残
念
な
が
ら
今

回
は
違
う
電
波
を
観
測
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
現
在
、

世
界
中
の
研
究
者
ら
が
初
め
て
重
力
波

の
痕
跡
を
観
測
し
よ
う
と
激
し
い
競
争

を
行
っ
て
い
る
最
中
で
す
（
注
12
）。

木
内　

人
工
衛
星
に
よ
る
精
密
な
観
測

デ
ー
タ
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
宇
宙
を

構
成
す
る
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
種
類

や
割
合
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
星
や
空
気
や
人
体
を
つ
く

る
通
常
の
物
質
は
わ
ず
か
四
パ
ー
セ
ン

ト
程
度
し
か
な
く
、
残
り
九
六
パ
ー
セ

ン
ト
は
、
宇
宙
全
体
に
広
が
り
未
だ
正

体
不
明
の
暗
黒
物
質
（
ダ
ー
ク
マ
タ
ー
）

や
ダ
ー
ク
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
正
体
は
何

な
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　

ダ
ー
ク
マ
タ
ー
は
宇
宙
の
中
で

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
占
め
て
い

て
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
素
粒
子
で
は
な

い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
正
体
の

解
明
は
そ
ん
な
に
難
し
く
な
い
で
し
ょ

う
。
欧
州
原
子
核
研
究
機
構
（
Ｃ
Ｅ
Ｒ

Ｎ
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
加
速
器
に

よ
る
未
知
の
素
粒
子
の
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
今
後
二
〇
年
も
す
れ
ば
、

そ
の
正
体
は
分
か
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
謎
が
深
い
の
は
ダ
ー
ク
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
方
で
す
。
一
九
九
八
年
に
見

つ
か
っ
た
と
き
は
「
真
空
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
発
見
」
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
な
ぜ
そ
の
存
在
が
分
か
っ
た
か
と

注 

５
／
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
八
七
九
～

一
九
五
五
）
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
運

動
の
解
明
、光
量
子
仮
説
（
ノ
ー

ベ
ル
物
理
学
賞
の
対
象
）、
質

量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
等
価
性

（&�N
D

2


、
特
殊
お
よ
び
一
般

相
対
性
理
論
な
ど
を
提
唱
し
た
。

注 

６
／
特
殊
相
対
性
理
論
で
は
、

光
速
度
一
定
の
下
、
空
間
を
異

な
る
速
度
で
移
動
す
る
観
測
者

間
で
は
、
時
間
の
進
行
が
異
な

る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
双
子

の
兄
が
光
に
近
い
速
度
で
兄
の

時
間
で
一
年
間
宇
宙
旅
行
を
す

る
と
、
弟
の
時
間
で
は
彼
の
寿

命
が
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

起
こ
る
。
一
般
相
対
性
理
論
で

は
、
特
殊
相
対
性
理
論
に
重
力

を
加
味
し
、
重
力
に
よ
っ
て
空

間
が
歪
む
こ
と
、
重
力
が
強
け

れ
ば
、
時
間
の
進
行
が
そ
れ
だ

け
遅
く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
き
い
質
量
の
物
が
運

動
す
る
と
、
そ
れ
に
伴
う
空
間

の
歪
み
が
波
の
よ
う
に
伝
わ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
重
力
波
」

の
存
在
も
予
見
さ
れ
て
い
る
。

注 

７
／
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論

で
は
、
我
々
が
存
在
し
て
い
る
宇

宙
以
外
に
も
無
数
の
宇
宙
が
つ

く
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

注 

８
／
例
え
ば
、
我
々
が
ボ
ー
ル

を
壁
に
向
か
っ
て
投
げ
て
も
壁

で
跳
ね
返
さ
れ
る
。
量
子
論
の

扱
う
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、ボ
ー

ル
（
粒
子
）
は
、
確
率
的
に
壁

の
向
こ
う
に
通
り
抜
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
現
象
を

「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」
と
い
う
。

注 

９
／ 

「
宇
宙
全
体
か
ら
届
く
マ

イ
ク
ロ
波
」（
宇
宙
背
景
放
射
）

と
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
の
爆
発

と
言
え
る
ビ
ッ
グ
バ
ン
で
生
じ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
痕
跡
。
ガ
モ

フ
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
の
証
拠

と
し
て
予
言
さ
れ
、
一
九
六
四

年
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
観

測
精
度
の
上
昇
に
伴
い
、
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
予
想
し

た
マ
イ
ク
ロ
波
の
揺
ら
ぎ
（
微

細
な
ム
ラ
）
が
見
い
だ
さ
れ
た
。

現在 138 億年

38 万年

ΔਐԽɻʠແʡ͔ࢸʹࡏݱ৽Ӊ͕ඳ͘Ӊͷͱ࠷ Βൃੜͨ͠ඍখͳۭ࣌
ͪʹՃுΛ͓͜͠ɺՃு͕ऴΘΔͱ͖େྔͷ͕ੜ·ΕɺڊେͳՐͷ
ʹੜ·Εͨີͷ༳Β͗࣌ӉɺϏοάόϯӉͱͳͬͨɻՃுͷۄ
͠ɺɺۜՏۜՏஂ͕࡞ΒΕͨɻ ʢਤఏڙɿࣗ વՊֶࠤ ߏػڀݚ  ౻উߏػʣ
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言
う
と
、
宇
宙
の
膨
張
は
一
度
減
速
し

た
の
で
す
が
、
約
六
〇
億
年
前
か
ら
再

び
加
速
膨
張
し
て
い
る
と
分
か
っ
た
か

ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
は
誕
生
か

ら
加
速
膨
張
が
起
こ
っ
て
火
の
玉
状
態

に
な
り
、
宇
宙
の
膨
張
は
減
速
を
続
け

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
第
二
の
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
ダ
ー
ク
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
何
が
ダ
ー
ク
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
つ
く
っ
て
い
る
か
全
く
分
か
り
ま
せ

ん
。
初
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
引

き
起
こ
し
た
真
空
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
同

類
で
す
が
、
そ
の
量
は
桁
違
い
に
小
さ

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
宇
宙

を
倍
々
に
膨
張
さ
せ
る
も
の
の
、一〇
〇

億
年
ご
と
に
倍
々
に
す
る
程
度
の
緩
や

か
な
加
速
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
内　

佐
藤
先
生
は
、
一
般
に
向
け
て

啓
蒙
書
も
多
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
私

も
読
者
の
一
人
で
す
が
、
研
究
成
果
を

紹
介
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
社
会
的

な
影
響
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
。

佐
藤　

近
年
、
科
学
者
に
対
し
「
役
に

立
つ
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
声
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一

方
、
宇
宙
論
研
究
は
人
々
の
明
日
の
生

活
に
役
立
つ
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
私

の
本
な
ど
を
通
じ
て
「
宇
宙
の
謎
を
知

る
の
は
面
白
い
」「
宇
宙
論
を
研
究
し

て
く
れ
て
嬉
し
い
」
と
思
っ
て
も
ら
わ

な
い
と
、
役
に
立
つ
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い
研
究
が
国
民
の
理
解
を
得
る
の
は

難
し
い
の
が
実
情
で
す
。
ま
た
、
宇
宙

論
研
究
の
成
果
に
触
れ
る
こ
と
で
人
々

が
基
礎
的
な
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
や
正
し

い
自
然
観
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ

れ
は
社
会
全
体
に
と
っ
て
意
義
深
い
こ

と
と
も
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
宇
宙
の
始
ま
り
を

知
り
た
い
、
広
い
宇
宙
の
中
で
「
自

分
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
知
り

た
い
、
と
い
う
欲
求
を
人
間
は
持
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー

ギ
ャ
ン
の
「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々
は
ど
こ
へ

行
く
の
か
」（
注
1�
）
と
い
う
有
名
な
絵

画
が
あ
り
ま
す
。
科
学
の
大
き
な
目
的

は
、
ま
さ
に
こ
の
根
源
的
な
問
い
へ
の

解
答
を
求
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
我
々
が

生
き
て
い
る
世
界
が
ど
う
い
う
も
の
か

を
解
き
明
か
し
、そ
の
世
界
の
中
で
「
自

分
」
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
存
在
す
る

か
を
知
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を

知
る
こ
と
は
、
広
く
長
い
視
野
で
人
生

観
を
持
つ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

科
学
全
般
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を

高
め
る
。
世
界
の
中
で
「
自
分
」
が
ど

の
よ
う
な
存
在
な
の
か
を
認
識
す
る
。

こ
れ
は
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
多
く
の
人
た
ち
が
そ
う
な
れ
ば
、

日
本
は
、
国
力
が
上
が
り
、
文
化
も
発

展
す
る
は
ず
で
す
。

木
内　

二
〇
一
五
年
は
、
生
理
学
・
医

学
と
物
理
学
の
二
分
野
で
日
本
人
研
究

者
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
、
自
然
科
学
系
で
の
ノ
ー
ベ

ル
賞
の
受
賞
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　

日
本
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞

が
相
次
い
で
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、

日
本
は
誇
り
あ
る
文
化
の
国
に
な
っ
て

き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
れ
は
過
去
の
成
長
時
代
の
財
産
が
見

え
る
形
で
現
れ
て
き
た
だ
け
で
は
な
い

か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
高
度
成
長
時

代
、
我
々
世
代
は
世
界
の
ト
ッ
プ
を
目

指
し
、
最
先
端
の
研
究
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
加
速
度
的
な
勢
い
の
あ
る
時
代

の
産
物
・
成
果
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
も
今
後
十
数
年
ぐ
ら
い
は
期
待
で
き

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
降
は
難
し
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
ま
す
。

木
内　

日
本
の
科
学
研
究
の
さ
ら
な
る

発
展
に
向
け
て
何
が
必
要
で
し
ょ
う

か
。

佐
藤　

一
つ
に
は
、
大
学
へ
の
研
究
費

が
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

は
、
大
き
な
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
我
々
の
時
代
と
比
べ
て
、
若
い

研
究
者
の
競
争
が
、
目
先
の
成
果
を
求

め
す
ぎ
、
そ
の
結
果
激
し
く
な
り
す
ぎ

て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
日
本
の

科
学
研
究
が
競
争
力
を
維
持
し
て
い
く

た
め
に
は
、
若
手
研
究
者
を
勇
気
づ
け

た
り
、
落
ち
着
い
て
研
究
に
打
ち
込
め

る
環
境
を
与
え
た
り
す
る
必
要
が
あ
る

と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

木
内　

こ
れ
か
ら
も
日
本
の
科
学
研
究

を
主
導
さ
れ
る
ご
活
躍
を
期
待
し
て
お

り
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

科
学
研
究
の
大
き
な
目
的
は

「
自
分
」の
位
置
を
探
る
こ
と

注 
10
／
注
６
の
一
般
相
対
性
理
論

を
参
照
。

注 

11
／
宇
宙
誕
生
か
ら
三
八
万
年

後
ま
で
は
、
宇
宙
は
非
常
に
高

温
・
高
密
度
で
あ
っ
た
た
め
、

電
子
と
原
子
核
が
バ
ラ
バ
ラ
な

状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

光
は
電
子
な
ど
に
ぶ
つ
か
っ
て

直
進
で
き
ず
、
通
常
の
方
法
で

は
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
を
観

測
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

重
力
波
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
通

過
し
得
る
の
で
、
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
期
の
重
力
波
に
よ
り
そ

の
頃
の
宇
宙
の
状
況
を
明
ら
か

に
し
得
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

注 

12
／
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
た
ら
し

た
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
の
検
出
（
小

柴
昌
俊
、
二
〇
〇
二
年
物
理
学

賞
）
と
そ
の
質
量
の
確
認
（
梶

田
隆
章
、
二
〇
一
五
年
物
理
学

賞
）
に
成
功
し
た
カ
ミ
オ
カ
ン

デ
の
あ
る
神
岡
鉱
山
跡
に
「
か

ぐ
ら
」
と
い
う
重
力
波
検
出
装

置
を
二
〇
一
五
年
度
よ
り
設
置

し
、
重
力
波
の
検
出
に
挑
む
。

注 

13
／
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

（
一
八
四
八
～
一
九
〇
三
）
フ
ラ

ン
ス
の
画
家
。
彼
の
絵
に
見
ら

れ
る
原
初
的
な
色
彩
や
大
胆
な

形
象
は
、
二
〇
世
紀
絵
画
に
多

大
な
影
響
を
与
え
た
。
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（
一
八
七
五
）
に
政
府
が
ゲ
ル
マ
ン
紙

幣
の
取
扱
方
注
意
書
を
発
し
、「
新
紙

幣
日
用
取
引
の
節
、
折
方
鹿マ

マ忽
よ
り

往
々
に
切
裂
、
毀
損
の
憂
相
生
じ
候

故
（
原
文
は
『
印
刷
局
百
年
史
』。
文
意
：
新

紙
幣
を
日
常
取
引
に
用
い
る
際
、
折
る
扱
い
が

粗
い
こ
と
で
折
々
に
切
り
裂
け
、
毀
損
す
る
心

配
が
生
じ
る
た
め
）」
と
告
論
す
る
ほ
ど
、

傷
ん
だ
お
札
が
続
出
し
ま
し
た
。
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
に
倣
っ
て
設

立
さ
れ
た
多
く
の「
国
立
銀
行
」（
注
４
）

は
、
銀
行
紙
幣
を
ア
メ
リ
カ
の
紙
幣

製
造
会
社
で
あ
る
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル

･

バ
ン
ク･

ノ
ー
ト
会
社
お
よ
び
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
バ
ン
ク･

ノ
ー
ト
会
社

か
ら
、
一
円
券
か
ら
二
十
円
券
を

七
四
〇
万
枚
、
額
面
で
一
五
〇
〇
万

　

江
戸
時
代
、
藩
札
で
用
い
た
紙
は
、

楮こ
う
ぞ、

雁が
ん

皮ぴ

、
三み

つ
ま
た椏

（
注
１
～
３
）
と
い

う
和
紙
の
伝
統
的
な
繊
維
素
材
を
、

そ
れ
ぞ
れ
単
独
あ
る
い
は
混
合
し
て
、

各
藩
の
地
元
あ
る
い
は
名な

塩じ
お

（
兵
庫

県
西
宮
市
）や
越
前（
福
井
県
越
前
市
）

な
ど
の
和
紙
の
有
名
産
地
で
製
造
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
慶
応
四
年
・
明
治

元
年
（
一
八
六
八
）、
政
府
が
最
初
に

発
行
し
た
「
太
政
官
札
」（
写
真
１
）
も
、

楮
と
雁
皮
を
混
合
し
、
越
前
で
製
造

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
印
刷
さ
れ
た

模
様
が
単
純
だ
っ
た
た
め
、
福
岡
藩

が
城
中
に
製
造
所
を
設
け
、
職
工
数

百
名
を
集
め
て
大
規
模
に
贋
札
製
造

を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
上
海
に
お

い
て
中
国
人
ら
が
大
量
の
贋
札
を
製

造
し
て
わ
が
国
に
持
ち
込
ん
だ
り
す

る
な
ど
、
国
内
外
で
贋
造
が
横
行
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
政
府
は
、
明
治

二
年
（
一
八
六
九
）、ド
イ
ツ
の
ビ
ー・

ド
ン
ド
ル
フ
・
シ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
印

刷
会
社
に
、
通
称
「
ゲ
ル
マ
ン
紙
幣
」

あ
る
い
は
「
明
治
通
宝
札
」
と
呼
ば

れ
る
「
新
紙
幣
」（
写
真
２
）
の
製
造
を

発
注
し
、
翌
年
よ
り
こ
れ
を
流
通
さ

せ
ま
し
た
。

　

ゲ
ル
マ
ン
紙
幣
の
印
刷
模
様
は
と

て
も
精
緻
で
し
た
が
、
紙
幣
用
紙
が

ぼ
ろ
布
を
原
料
と
し
た
機
械
漉す

き
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
紙
質
は
越
前
和

紙
と
比
較
し
て
劣
り
、
明
治
八
年

円
を
輸
入
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

そ
の
製
造
費
は
ア
メ
リ
カ
側
へ
の
支

払
い
の
み
で
一
二
万
二
二
三
五
円

一
一
銭
と
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り

　
全
四
回
の
「
お
金
の
源
」
の
最
終
回
は
、今
や
お
金
と
言
え
ば
最
初
に
想
像
さ
れ
る
「
紙
幣
」。

そ
の
素
材
で
あ
る
「
紙
」、
特
に
日
本
近
代
紙
幣
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、

東
京
藝
術
大
学
の
稲
葉
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
、
稲
葉
先
生
に
は
、
本
誌
で
過
去
に
連
載
し
た
「
貨
幣
の
歴
史
学
」（
二
〇
〇
七

年
春
号
〜
〇
九
年
冬
号
の
全
一
二
回
）
の
中
で
も
、
江
戸
時
代
の
藩
札
を
中
心
に
お
話
を
伺

っ
て
い
ま
す
（
第
九
回
、
〇
九
年
春
号
）。
そ
ち
ら
と
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
く
と
、
よ
り
興

味
深
く
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
（
日
本
銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
全
文
掲
載

し
て
お
り
ま
す
）。

失
敗
し
た
輸
入
紙
幣

東
京
藝
術
大
学
大
学
院 

教
授  

稲
葉
政
満

最
終
回

日
本
近
代
紙
幣
の
紙

素
材
の
歴
史
と
作
り
方

お
金
の
源

いなば・まさみつ
1953年東京都生まれ、東京
農工大学農学部卒、東京大学
大学院農学研究科修了（農学
博士）。岐阜大学を経て、現
在、東京藝術大学大学院文化
財保存学専攻教授。専門分野：
保存科学、製紙科学。特に紙
の保存性、和紙の製造方法の
歴史などの研究を行ってい
る。和紙文化研究会会長とし
て和紙文化の普及にも努め
ている。主な著書：『図書館・
文書館における環境管理』（日
本図書館協会）、共著書「文
化財の素材と技法　紙」『保
存科学入門』（京都造形芸術
大学編）、『博物館資料保存論』
（講談社）など。第８回文化
財保存修復学会学会賞ほか。

お
金
の
源

お
金
の
源

お
金
の
源

写真 1　太政官札
 （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）

参考文献
　大蔵省印刷局、大蔵省印刷局百年史第 2 巻、印刷局朝陽会（1972）
　森本正和、環境の 21 世紀に生きる非木材資源、ユニ出版（1999）
　町田誠之、和紙の道しるべ　その歴史と化学、淡交社（2000）
　宍倉佐敏、古典籍・古文書料紙事典、八木書店（2011）
　宍倉佐敏、紙の五大発明と用紙原料の変遷、百万塔、149号、p.38-72（2014）
　「ポリマー紙幣」、オーストラリア準備銀行ホームページ 
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高
い
買
い
物
で
し
た
。

　

現
在
の
国
立
印
刷
局
は
、
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
に
大
蔵
省
紙
幣
司

と
し
て
設
置
さ
れ
、
紙
幣
寮
、
紙
幣

局
へ
改
称
の
後
、
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）に
印
刷
局
と
な
り
ま
す
。

印
刷
局
は
、
当
時
の
輸
入
洋
紙
の
紙

幣
が
利
用
す
る
に
は
脆
弱
で
あ
る
た

め
、
伝
統
的
な
和
紙
の
技
術
を
基
に

新
し
い
紙
幣
の
製
造
を
計
画
し
ま
し

た
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
は

技
術
者
と
し
て
多
様
な
技
術
を
有
し
、

藩
札
や
太
政
官
札
な
ど
の
製
造
を
行

っ
て
い
た
越
前
か
ら
男
女
七
名
を
採

用
し
て
紙
幣
用
紙
製
造
に
従
事
さ
せ

ま
し
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

に
は
越
前
か
ら
さ
ら
に
女
性
工
員

三
〇
名
を
採
用
す
る
な
ど
、
越
前
和

紙
に
関
わ
る
多
く
の
工
人
を
印
刷
局

に
採
用
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
和
紙
の
原
料
と
し
て
は
楮

が
一
番
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
楮
は
繊
維
が
粗
い
た
め
、
精

密
な
模
様
を
印
刷
す
る
に
は
向
き
ま

せ
ん
。
電
子
顕
微
鏡
写
真
（
写
真
３
）

は
和
紙
三
種
の
表
面
の
も
の
で
す
。

雁
皮
や
三
椏
の
方
が
楮
よ
り
も
繊
維

が
細
い
だ
け
で
な
く
、
繊
維
間
の
孔

を
埋
め
る
役
割
の
あ
る
柔
細
胞
が
た

く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て

と
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
特
性
を
持
つ

の
で
、
雁
皮
や
三
椏
は
楮
よ
り
も
平

滑
で
複
雑
な
模
様
の
印
刷
に
適
し
た

紙
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

主
要
な
紙
幣
用
紙
の
繊
維
の
長
さ
と

幅
に
つ
い
て
は
、
下
の
表
１
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

も
っ
と
も
、
江
戸
時
代
ま
で
は
、

三
椏
を
紙
製
造
す
る
過
程
の
一
つ
で

あ
る
「
煮し

ゃ

熟じ
ゅ
く」（

注
５
）
が
難
し
い
こ

と
か
ら
、
紙
の
原
料
と
し
て
多
く
は

用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
頃
、

印
刷
局
が
、
ソ
ー
ダ
灰
（
炭
酸
ナ
ト

リ
ウ
ム
）
で
煮
熟
し
、
さ
ら
し
粉
で

半
晒
し
（
注
６
）
に
す
る
こ
と
で
、
雁

皮
に
似
た
高
級
感
の
あ
る
卵
黄
色
の

紙
を
製
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
耐
久
性
の
あ
る
紙
幣
用
紙

を
手
漉
き
で
量
産
化
す
る
こ
と
に
向

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
行
い

ま
す
。
そ
し
て
、明
治
十
年
（
一
八
七

七
）、
印
刷
局
は
、
国
産
第
一
号
紙
幣

と
な
る
国
立
銀
行
紙
幣
一
円
券
（
写
真

４
）
の
用
紙
を
、
雁
皮
七
〇
％
、
三
椏

三
〇
％
の
割
合
で
混
ぜ
、
和
紙
伝
統

の
「
流
し
漉
き
」（
注
７
）
で
製
造
し

ま
し
た
。
翌
年
に
は
五
円
券
の
用
紙

を
、
雁
皮
八
〇
％
、
三
椏
二
〇
％
の

割
合
で
混
ぜ
、「
溜
め
漉
き
」（
注
８
）

で
製
造
し
ま
し
た
。
紙
の
製
造
に
必

三
椏
へ
の
着
目

注
１　

楮

ク
ワ
科
の
落
葉
低
木
。
西

日
本
の
山
地
に
自
生
し
、

繊
維
作
物
と
し
て
各
地

で
栽
培
さ
れ
る
。
楮
の

皮
の
繊
維
は
、麻
に
次
い

で
長
く
、
強
靭
で
そ
の

紙
は
丈
夫
な
紙
と
な
る
。

注
２
　
雁
皮

ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
落

葉
低
木
。
栽
培
が
難
し

く
、
自
生
し
て
い
る
も

の
を
採
取
す
る
た
め
希

少
。
繊
維
は
細
く
短
く
、

優
美
で
光
沢
が
あ
り
、

な
め
ら
か
で
や
や
透
明

感
の
あ
る
紙
質
と
な
る
。

注
３
　
三
椏

ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
落

葉
低
木
。
中
国
原
産
。

繊
維
植
物
と
し
て
日
本

の
暖
地
に
栽
培
。
柔
軟

で
細
か
く
、
雁
皮
ほ
ど

で
は
な
い
が
光
沢
が
あ

り
、
優
美
で
き
め
細
か

い
紙
質
と
な
る
。

注
４
　
国
立
銀
行

明
治
五
年（
一
八
七
二
）、

制
定
の
国
立
銀
行
条
例

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

民
間
の
発
券
銀
行
。

注
５
　
煮
熟

原
料
の
楮
な
ど
の
繊
維

を
炊
く
た
め
の
釜
で
二

～
三
時
間
煮
る
こ
と
。

注
６
　
半
晒
し

紙
の
製
造
工
程
の
う
ち

漂
白
の
こ
と
。
晒
し
＝

白
色
、
半
晒
し
＝
卵
黄

色
（
黄
土
色
）、
未
晒

し
＝
茶
色
と
な
る
。

写真 2　新紙幣（ゲルマン紙幣）／表面の「明治通宝」および「出納
頭」の印、裏面の「大蔵卿」、「記録頭」の印は、日本国内で加刷して
いた （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）
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SEM	  photo:	  M.	  Inaba	  	   写真 3　和紙三種の走査電子顕微
鏡写真／楮繊維は雁皮繊維や三
椏繊維より太い。また、雁皮紙や
三椏紙は柔細胞を多数含み、これ
が繊維間の間隙を埋めてさらに
紙表面を平滑にしている
 （撮影：稲葉政満）

繊維
長さ /mm 幅 /μｍ

長さ /幅
最小～最大 平均 最小～最大 平均

楮 0.94 ～ 23.76 9.37 12～ 42 27 354
雁皮 2.32 ～ 3.83 3.16 16～ 30 19 166
三椏 1.20 ～ 5.14 3.60 14～ 32 20 180
マニラ麻＊ 3～ 12 　 10～ 40 　 220
亜麻＊ 10～ 85 　 10～ 30 　 1100～ 1200
コットン＊ 10～ 56 　 10～ 40 20 1000～ 4000
コットンリンター＊ 2～ 12 　 20 　 100～ 600
稲 0.29 ～１.41 0.94 5.0 ～ 29.0 14.0 67
モミ 1.14 ～ 4.95 3.04 16.8 ～ 63.8 41.1 72.4

表１　製紙用繊維の寸法上の特徴

（町田誠之 2000 および森本正和 1999（＊） より抜粋）

表面裏面
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要
な
道
具
で
あ
る
漉す

き

簀す

も
、
こ
の
頃

か
ら
和
紙
用
の
簀す

か
ら
耐
久
性
が
高

い
金
網
製
と
な
り
、
洋
紙
の
手
漉
き

技
術
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

印
刷
局
で
は
、
大
量
の
紙
幣
製
造

に
向
け
て
原
料
確
保
に
努
め
る
も
、

雁
皮
も
三
椏
も
自
生
分
で
は
十
分
な

量
を
採
取
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
植
物
の
人
工
栽
培

を
試
み
た
と
こ
ろ
、
雁
皮
は
難
し
く
、

三
椏
は
容
易
な
こ
と
を
発
見
し
、
以

後
、
三
椏
の
栽
培
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
印
刷
局
で
尊
重
さ
れ
た

三
椏
は
、
独
特
の
卵
黄
色
の
色
素
を

有
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
民
間
用

の
も
の
と
は
区
別
し
て
「
局
納
三
椏
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
発
行
の

改
造
一
円
券
か
ら
、
三
椏
一
〇
〇
％

の
紙
幣
用
紙
で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
以
後
高
級
紙
幣
の
素
材
は
卵

黄
色
の
三
椏
一
〇
〇
％
と
な
り
ま
す
。

　

紙
幣
の
偽
造
防
止
技
術
と
し
て
一

般
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
透
か

し
」
を
入
れ
る
技
術
は
、
簀
に
針
金

で
模
様
を
編
み
込
む
な
ど
し
て
、
そ

の
部
分
の
紙
の
厚
さ
を
減
ら
す
「
白

透
か
し
」
と
、
漉
き
網
を
凹
ま
せ
て

紙
の
厚
さ
を
増
す「
黒
透
か
し
」（
注
９
）

が
あ
り
ま
す
。
印
刷
局
で
抄
造
し
た

紙
幣
用
紙
に
透
か
し
が
入
っ
た
の
は

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
で
、
改

造
五
円
券（
明
治
十
五
年〈
一
八
八
二
〉

発
行
）の
左
上
に
蜻か

げ
ろ
う蛉

一
匹
、
左
下
に

蕾
を
あ
し
ら
っ
た

桜
花
一
輪
の
白
透

か
し
で
し
た
。そ
し

て
、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
製
造

の
十
円
兌だ

換か
ん

銀
行

券
に
は
、小
槌
、
分

銅
、巻
物
、
星
の
玉
、

鍵
な
ど
の
宝
尽
く

し
の
黒
透
か
し
が

初
め
て
入
り
ま
し
た
。

　

印
刷
局
の
機
械
漉
き
へ
の
挑
戦
は
、

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）、
楮
、
雁
皮

を
用
い
て
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
石
版
印

刷
用
紙
の
注
文
に
対
応
し
た
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
）、
銅
、
銀
貨
の
鋳
造
が

遅
れ
た
た
め
、急
遽
、半
円
、二
十
銭
、

二
十
五
銭
券
と
い
っ
た
「
小
額
紙
幣
」

を
大
量
発
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

初
め
て
国
産
の
機
械
漉
き
の
紙
が

二
十
銭
券
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
原

材
料
は
、
三
椏
八
五
％
、
そ
し
て
洋

紙
の
機
械
漉
き
に
当
初
用
い
ら
れ
て

い
た
綿
ぼ
ろ
の
代
替
繊
維
と
し
て
印

刷
局
で
開
発
し
て
い
た
材
料
で
あ
る
藁わ

ら

が
一
五
％
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
紙
幣
用
紙
製
造
を
完
全
機

械
化
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要

し
ま
し
た
。
白
透
か
し
は
機
械
的
に

簡
単
に
入
れ
ら
れ
る
一
方
で
、
黒
透

か
し
を
入
れ
る
の
が
難
し
か
っ
た
た

め
で
す
。
ま
た
、
機
械
乾
燥
し
た
紙

は
湿
式
凹
版
で
印
刷
す
る
と
寸
法
変

化
が
大
き
い
こ
と
も
完
全
機
械
化
を

阻
ん
で
い
ま
し
た
。
明
治
以
来
、「
太

鼓
張
り
」
と
称
す
る
中
空
の
枠
板
を

利
用
し
て
一
枚
一
枚
手
作
業
で
乾
燥

し
て
い
く
作
業
が
な
く
な
り
、
機
械

漉
き
の
紙
幣
用
紙
が
完
全
機
械
化
さ

れ
た
の
は
、
乾
式
凹
版
の
輪
転
機
の

採
用
で
機
械
乾
燥
し
た
用
紙
の
使
用

が
可
能
と
な
っ
た
昭
和
九
年
（
一
九
三

四
）
の
こ
と
で
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
昭
和
十
九

年
（
一
九
四
四
）、
紙
幣
の
主
原
料
で

あ
っ
た
三
椏
の
供
給
が
滞
り
が
ち
な

中
、
小
額
紙
幣
で
あ
る
「
い
十
銭
券
」

に
、
一
般
的
な
紙
に
使
用
さ
れ
る
木

材
パ
ル
プ
（
針
葉
樹
亜
硫
酸
パ
ル
プ

〈
Ｎ
Ｓ
Ｐ
〉）
が
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
（
一
九

四
七
）
～
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四

九
）、
越
前
の
民
間
企
業
で
あ
る
岡
太

製
紙
工
業
協
同
組
合
が
日
本
銀
行
券

（
Ａ
百
円
券
）
を
製
造
す
る
際
も
、
三

椏
の
供
給
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

原
料
配
合
は
、
三
椏
四
〇
％
、
屑
紙

三
〇
％
、
木
材
パ
ル
プ
二
五
％
等
と

木
材
パ
ル
プ
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
も

っ
と
も
、
木
材
パ
ル
プ
は
紙
幣
に
用

い
る
に
は
耐
久
性
に
難
が
あ
り
、
三

手
漉
き
か
ら
機
械
漉
き
へ

透
か
し
入
れ

木
材
パ
ル
プ
の
使
用

注
７
　
流
し
漉
き

ネ
リ
と
呼
ば
れ
る
植
物

性
粘
液
を
混
ぜ
た
紙
料

液
を
、
漉
き
桁
の
中
へ

す
く
い
入
れ
、
揺
り
動

か
し
て
繊
維
の
絡
み
を

よ
く
し
、
余
分
な
水
を

流
す
と
い
う
作
業
を
数

回
繰
り
返
す
漉
き
方
。

注
８
　
溜
め
漉
き

パ
ル
プ
状
に
し
た
紙
料

を
簀
で
す
く
い
上
げ
、

前
後
左
右
に
揺
り
動
か

し
て
一
定
の
厚
さ
の
湿

紙
を
つ
く
り
、
こ
の
湿

紙
に
紗
を
か
ぶ
せ
、
さ

ら
に
別
の
湿
紙
を
積
み

重
ね
た
上
に
重
石
を
載

せ
て
水
を
切
り
、
一
枚

ず
つ
は
が
し
て
干
し
板

に
張
り
天
日
で
乾
か
す

漉
き
方
。

注
９
　
黒
透
か
し

明
治
二
十
年
（
一
八
八

七
）
に
「
す
き
入
紙
製

造
取
締
規
則
」
が
制
定

さ
れ
、
紙
幣
の
贋
造

防
止
の
観
点
か
ら
民
間

で
の
黒
透
か
し
（
凸
透

か
し
入
れ
）
の
製
造
は

禁
止
さ
れ
た
。
現
在

は
、
昭
和
二
十
二
年

（
一
九
四
七
）
に
制
定

さ
れ
た
「
す
き
入
紙
製

造
取
締
法
」
に
よ
り
、

政
府
、
国
立
印
刷
局
ま

た
は
政
府
の
許
可
を
受

け
た
者
以
外
の
者
は
製

造
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
て
い
る
。

写真 4　明治 10 年発行の国立銀行紙幣一円券／写真は、
横浜銀行の前身の一つである国立第二銀行により発行さ
れた一円券 （提供：日本銀行金融研究所貨幣博物館）
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二
〇
カ
国
以
上
で
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
現
在
は
、
紙
の
「
お
札
」
と
金
属
の

「
硬
貨
」
の
境
界
が
は
っ
き
り
と
し
て
い

ま
す
が
、
今
後
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
紙

や
金
属
に
置
き
換
わ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

そ
う
い
っ
た
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い

く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

椏
の
供
給
量
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、

そ
の
割
合
は
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

敗
戦
か
ら
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し

た
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か

ら
発
行
さ
れ
た
Ｂ
券
で
は
、
千
円
券
、

五
百
円
券
、
百
円
券
は
三
椏
一
〇
〇
％

の
紙
質
に
戻
り
ま
す
。
一
方
、
小
額

紙
幣
で
あ
る
五
十
円
券
は
、
引
き
続

き
三
椏
四
〇
％
に
と
ど
ま
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
当
時
三
椏
へ
の
民
間
需
要

が
高
ま
り
、
必
要
量
が
確
保
で
き
な

い
こ
と
へ
の
対
応
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
印
刷
局
で
は
、
三

椏
に
替
わ
る
耐
久
性
と
風
合
い
を
持

つ
紙
幣
材
料
を
探
し
求
め
、
昭
和

二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
頃
、
マ
ニ

ラ
麻
を
中
性
亜
硫
酸
法
で
パ
ル
プ
化

す
る
と
、
紙
幣
用
紙
の
原
料
と
し
て

適
す
る
こ
と
を
見
出
し
ま
す
。
マ
ニ

ラ
麻
は
、
三
椏
よ
り
も
供
給
量
が
多

く
価
格
も
安
い
こ
と
か
ら
、
翌
年
か

ら
Ｂ
五
十
円
券
で
は
三
椏
を
す
べ
て
、

Ｂ
百
円
券
で
は
そ
の
一
部
を
マ
ニ
ラ

麻
に
変
更
し
ま
し
た
。
現
在
で
も
、

マ
ニ
ラ
麻
は
三
椏
と
並
ん
で
、
紙
幣

用
紙
原
料
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
三
椏
繊
維
の
配
合
量
が

低
下
す
る
と
、
日
本
紙
幣
の
卵
黄
色

が
維
持
で
き
な
い
た
め
、
特
殊
色
素

を
添
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
か

ら
の
Ｃ
券
用
紙
で
は
、
電
気
洗
濯
機

の
普
及
に
よ
る
紙
幣
損
傷
対
策
と
し

て
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）

か
ら
耐
湿
強
度
を
改
善
す
る
た
め
、

紙
に
尿
素
樹
脂
を
添
加
し
ま
し
た
。

後
に
尿
素
樹
脂
は
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
に

替
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
銀
行
発
券
局
長
よ
り

紙
質
強
化
の
要
請
を
受
け
、
紙
の
表

面
に
ポ
リ
ビ
ニ
ー
ル
ア
ル
コ
ー
ル 

（
Ｐ
Ｖ
Ａ
）
を
塗
布
す
る
方
法
を
、
昭

和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
の
Ｃ

一
万
円
券
か
ら
実
施
し
ま
し
た
。
こ

う
し
た
改
善
や
紙
料
配
合
等
の
改
善

に
よ
っ
て
、
耐
折
強
さ
が
従
前
と
比

較
し
て
二
～
三
倍
に
高
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
紙
幣
は

木
綿
七
割
に
針
葉
樹
晒
亜
硫
酸
パ
ル

プ
（
Ｎ
Ｂ
Ｓ
Ｐ
）
三
割
と
さ
れ
、
他

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
亜
麻
や
木

綿
な
ど
伝
統
的
な
素
材
が
主
体
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

中
、
一
九
八
〇
年
代
に
一
部
の
国
で
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
一
種
で
あ
る
ポ
リ

エ
ス
テ
ル
樹
脂
に
よ
る
合
成
紙
が
使

わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
偽
造
防
止

対
策
上
重
要
な
「
透
か
し
」
を
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、

替
わ
っ
て
、
合
成
樹
脂
フ
ィ
ル
ム
を

基
材
に
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
紙
幣
が

一
九
八
八
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

初
め
て
発
行
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
５
）。

こ
の
素
材
は
透
か
し
を
入
れ
る
こ
と

が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は

生
活
向
上
を
反
映
し
た

紙
幣
用
紙
の
強
度
向
上

三
椏
か
ら
マ
ニ
ラ
麻
へ

紙
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
へ
？

現在有効な銀行券の一部／明治以降、発行されたお札を分類するため
に記号が付されており、改刷の都度変更されている。これまでに発行
されたお札の呼び名には、左表のような記号が使用されている。2004
年 11 月から発行されている現在の銀行券は「E 券」と呼ばれている

写真5／世界で初めて発行されたオースト
ラリアのプラスチック紙幣
 （提供：オーストラリア準備銀行）

A 百円券
A 十円券

A 一円券A 五円券

B 千円券 B 五百円券

B 五十円券B 百円券

C 五千円券

C 五百円券

C 一万円券

C 千円券
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　日本銀行は、４月および 10 月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・物価見
通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・
物価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2015 年 10 月の展望レポー
ト（基本的見解は 10 月 30 日公表、背景説明を含む全文は 10 月 31 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/
＊展望レポートは、来年以降、年４回（１月、４月、７月、10 月）公表することを予定しています。

展
望
レ
ポ
ー
ト
の
ポ
イ
ン
ト

二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
年
度
の 

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
・
3
・
4
）

【
景
気
】

　

家
計
、
企
業
の
両
部
門
に
お
い
て
所
得

か
ら
支
出
へ
の
前
向
き
な
循
環
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
持
続
す
る
も
と
で
、
国
内
需
要
が
増

加
基
調
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
輸
出
も
、

新
興
国
経
済
が
減
速
し
た
状
態
か
ら
脱
し

て
い
く
こ
と
な
ど
を
背
景
に
緩
や
か
な
増

加
に
転
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

も
と
で
、
わ
が
国
経
済
は
、
二
〇
一
五
年

度
か
ら
二
〇
一
六
年
度
に
か
け
て
潜
在
成

長
率
を
上
回
る
成
長
を
続
け
る
と
予
想
さ

れ
る
。
二
〇
一
七
年
度
に
か
け
て
は
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
前
の
駆
け
込
み
需
要
と

そ
の
反
動
な
ど
の
影
響
を
受
け
る
と
と
も

に
、
景
気
の
循
環
的
な
動
き
を
映
じ
て
、

潜
在
成
長
率
を
幾
分
下
回
る
程
度
に
減
速

し
つ
つ
も
、
プ
ラ
ス
成
長
を
維
持
す
る
と

予
想
さ
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
の
前
年
比
（
消
費
税
率
引

き
上
げ
の
直
接
的
な
影
響
を
除
く
ベ
ー

ス
）
の
先
行
き
を
展
望
す
る
と
、
当
面

０
％
程
度
で
推
移
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、

物
価
の
基
調
が
着
実
に
高
ま
り
、
原
油
価

格
下
落
の
影
響
が
剥
落
す
る
に
伴
っ
て
、

「
物
価
安
定
の
目
標
」
で
あ
る
二
％
に
向

け
て
上
昇
率
を
高
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。
二
％
程
度
に
達
す
る
時
期
は
、
原
油

価
格
の
動
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
、

同
価
格
が
現
状
程
度
の
水
準
か
ら
緩
や
か

に
上
昇
し
て
い
く
と
の
前
提
に
た
て
ば
、

二
〇
一
六
年
度
後
半
頃
に
な
る
と
予
想
さ

れ
る
。
そ
の
後
は
、平
均
的
に
み
て
、二
％

程
度
で
推
移
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

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

二
〇
一
五
年
十
月
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二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
の
前
提
等

【
景
気
】

�

①��

日
本
銀
行
が
、
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「
量
的・質
的
金
融
緩
和
」

を
継
続
す
る
中
で
、
金
融
環
境
は
緩

和
し
た
状
態
が
続
き
、
景
気
に
対
し

刺
激
的
に
作
用
し
て
い
く
。

②��

海
外
経
済
に
つ
い
て
は
、
先
進
国
が

堅
調
な
成
長
を
続
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
好
影
響
が
波
及
し
新
興
国
も
減

速
し
た
状
態
か
ら
脱
し
て
い
く
と
み

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
緩
や
か
に
成
長

率
を
高
め
て
い
く
。

③��

公
共
投
資
は
、
現
在
の
高
め
の
水
準

か
ら
緩
や
か
な
減
少
傾
向
を
た
ど
っ

た
後
、
見
通
し
期
間
の
終
盤
に
か
け

て
は
下
げ
止
ま
っ
て
い
く
。

④��
政
府
に
よ
る
規
制
・
制
度
改
革
な
ど

の
成
長
戦
略
の
推
進
や
、
そ
の
も
と

で
の
女
性
や
高
齢
者
に
よ
る
労
働
参

加
の
高
ま
り
、
企
業
に
よ
る
生
産
性

向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
と
内
外
需

要
の
掘
り
起
こ
し
な
ど
が
続
く
と
と

も
に
、
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
が
着
実

に
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
企
業
や

家
計
の
中
長
期
的
な
成
長
期
待
は
、

緩
や
か
に
高
ま
っ
て
い
く
。

【
物
価
】

①��

労
働
や
設
備
の
稼
働
状
況
を
表
す
マ

ク
ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス
は
、
本
年

度
末
に
か
け
て
プ
ラ
ス
（
需
要
超
過
）

に
転
じ
た
後
、
二
〇
一
六
年
度
に
プ

ラ
ス
幅
が
一
段
と
拡
大
し
、
需
給
面

か
ら
み
た
賃
金
と
物
価
の
上
昇
圧
力

は
、着
実
に
強
ま
っ
て
い
く
。そ
の
後
、

二
〇
一
七
年
度
に
は
、
マ
ク
ロ
的
な

需
給
バ
ラ
ン
ス
は
、
プ
ラ
ス
の
水
準

で
横
ば
い
圏
内
の
動
き
に
な
る
。

②��

中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
に
つ

い
て
は
、
日
本
銀
行
が
「
量
的
・
質

的
金
融
緩
和
を
推
進
し
、
実
際
の
物

価
上
昇
率
が
高
ま
っ
て
い
く
も
と
で
、

上
昇
傾
向
を
た
ど
り
、「
物
価
安
定
の

目
標
」
で
あ
る
二
％
程
度
に
向
け
て

次
第
に
収
斂
し
て
い
く
。
こ
う
し
た

も
と
で
、
企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定

2015 ～ 2017 年度の
中心的な見通し

【景気】
　2015 年度から 2016 年度にかけて潜
在成長率を上回る成長を続けると予想
される。2017 年度にかけては、潜在成
長率を幾分下回る程度に減速しつつも、
プラス成長を維持すると予想される。

【物価】
　消費者物価の前年比は、当面０％程度
で推移するとみられるが、物価の基調が
着実に高まり、原油価格下落の影響が剥
落するに伴って、２％に向けて上昇率を
高めていくと考えられる。２％程度に達
する時期は、原油価格の動向によって左
右されるが、同価格が現状程度の水準か
ら緩やかに上昇していくとの前提にた
てば、2016 年度後半頃になると予想さ
れる。その後は、平均的にみて、２％程
度で推移すると見込まれる。

図表 1  展望レポートのポイント

（注  1）原油価格（ドバイ）については、１バレル 50 ドルを出発点に、見通し期
間の終盤にかけて 60 ドル台前半に緩やかに上昇していくと想定している。そ
の場合の消費者物価（除く生鮮食品）の前年比に対するエネルギー価格の寄
与度は、2015 年度で－ 0.9％ポイント程度、2016 年度で－ 0.2％ポイント
程度と試算される。また、寄与度は、2016 年入り後マイナス幅縮小に転じ、
2016 年度後半には概ねゼロになると試算される。

（注  2）今回の見通しでは、消費税率について、2017 年４月に 10％に引き上げら
れることを前提としているが、各政策委員は、消費税率引き上げの直接的な
影響を除いた消費者物価の見通し計数を作成している。消費税率引き上げの
直接的な影響を含む 2017 年度の消費者物価の見通しは、税率引き上げが現
行の課税品目すべてにフル転嫁されることを前提に、物価の押し上げ寄与を
機械的に計算したうえで（＋ 1.3％ポイント）、これを政策委員の見通し計数
に足し上げたものである。

図表 2　政策委員見通しの中央値（対前年度比、％）

実質ＧＤＰ  消費者物価指数
（除く生鮮食品）

消費税率引き上げの
影響を除くケース

2015 年度 ＋ 1.2 ＋ 0.1

　（7月時点の見通し）（＋ 1.7） （＋ 0.7）

2016 年度 ＋ 1.4 ＋ 1.4

　（7月時点の見通し）（＋ 1.5） （＋ 1.9）

2017 年度 ＋ 0.3 ＋ 3.1 ＋ 1.8

　（7月時点の見通し）（＋ 0.2） （＋ 3.1） （＋ 1.8）
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図表 3　政策委員の見通し分布チャート

（1）実質 GDP （2）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 上記の見通し分布は、各政策委員の示した確率分布の集計値（リスク・バランス・チャート）について、①上位 10％と下位 10％を控
除したうえで、②下記の分類に従って色分けしたもの。なお、リスク・バランス・チャートの作成手順については、2008 年４月の「経
済・物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。

 

（注２）棒グラフ内の○は政策委員の見通しの中央値を表す。また、縦線は政策委員の大勢見通しを表す。
（注３）消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。

図表３　政策委員の見通し分布チャート
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 上記の見通し分布は、各政策委員の示した確率分布の集計値（リスク・バランス・チャ
ート）について、①上位10％と下位10％を控除したうえで、②下記の分類に従って色分
けしたもの。なお、リスク・バランス・チャートの作成手順については、2008年４月の
「経済・物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。

（注２） ○は政策委員の見通しの中央値を表す。ただし、2014年度の消費者物価指数（除く生鮮
食品）は、３月の前年比が２月と同じであると仮定して計算した値。

（注３） 棒グラフ内の縦線は政策委員の大勢見通しを表す。
（注４） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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　　　　（注１）上グの見通し分布は、各政策委員の示した☜率分布の㞟ィ値（リスク・バランス・チャ
 　　　（注１）ート）について、ձ上10％と下10％を᥍除したうえで、ղ下グの分㢮にᚑࡗてⰍ分
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 　　　（注１）「経済・物価ໃのᒎᮃ」㹀㹍㹖をཧ↷。
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図表４　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価

（注１） 「金融政策決定会合の運営の見直しについて」（2015 年６月 19 日）において、来年１月以降、「政策委員の見通し分布チャート」
にかえて「政策委員全員の経済・物価見通し及びリスク評価」を公表する方針を明らかにしていたが、後者について、時系列での
比較が可能となるよう、今回から先行的に公表することとした。

（注２）実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。 
（注３）  ○、△、▼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４）消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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（注１） 「金融政策決定会合の運営の見直しについて」（2015年６月19日）において 来年１月以降
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公表する方針を明らかにしていたが、後者について、時系列での比較が可能となるよう、今回から

先行的に公表することとした。

（注２） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

（注３） 　、△、▼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
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（注４） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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「政策委員の見通し分布チャート」にかえて「政策委員全員の経済・物価見通し及びリスク評価」を

公表する方針を明らかにしていたが、後者について、時系列での比較が可能となるよう、今回から

先行的に公表することとした。

（注２） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。
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△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４） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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（
注�

）「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
も
と
で
の
二
つ
の

「
柱
」
に
よ
る
点
検
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行

「
金
融
政
策
運
営
の
枠
組
み
の
も
と
で
の
『
物

価
安
定
の
目
標
』
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
三
年

一
月
二
十
二
日
）
参
照
。

二
つ
の
「
柱
」
に
よ
る
点
検

　
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
も
と
で
、
二

つ
の
「
柱
」
に
よ
り
経
済
・
物
価
情
勢
を

点
検
す
る
（
注
）。

　

第
一
の
柱
、
す
な
わ
ち
中
心
的
な
見
通

し
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
、
わ
が
国
経
済

は
、
二
〇
一
六
年
度
後
半
頃
に
二
％
程
度

の
物
価
上
昇
率
を
実
現
し
、
そ
の
後
次
第

に
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続
す
る
成
長
経

路
へ
と
移
行
し
て
い
く
可
能
性
が
高
い
と

判
断
さ
れ
る
。

　

第
二
の
柱
、
す
な
わ
ち
金
融
政
策
運
営

の
観
点
か
ら
重
視
す
べ
き
リ
ス
ク
に
つ
い

て
点
検
す
る
と
、
中
心
的
な
経
済
の
見
通

し
に
つ
い
て
は
、
海
外
経
済
の
動
向
を
中

心
に
、
下
振
れ
リ
ス
ク
が
大
き
い
。
物
価

の
中
心
的
な
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
中
長

期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
の
動
向
な
ど
を

巡
っ
て
不
確
実
性
は
大
き
く
、
下
振
れ
リ

ス
ク
が
大
き
い
。
よ
り
長
期
的
な
視
点
か

ら
金
融
面
の
不
均
衡
に
つ
い
て
点
検
す
る

と
、
現
時
点
で
は
、
資
産
市
場
や
金
融
機

関
行
動
に
お
い
て
過
度
な
期
待
の
強
気
化

を
示
す
動
き
は
観
察
さ
れ
な
い
。
も
っ
と

も
、
政
府
債
務
残
高
が
累
増
す
る
中
で
、

金
融
機
関
の
国
債
保
有
残
高
は
、
全
体
と

し
て
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
が
、
な
お

高
水
準
で
あ
る
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

金
融
政
策
運
営

　
「
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
は
所
期
の

効
果
を
発
揮
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
日

本
銀
行
は
、二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」

の
実
現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持

続
す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、「
量

的
・
質
的
金
融
緩
和
」
を
継
続
す
る
。
そ

の
際
、
経
済
・
物
価
情
勢
に
つ
い
て
上
下

双
方
向
の
リ
ス
ク
要
因
を
点
検
し
、
必
要

な
調
整
を
行
う
。

ス
タ
ン
ス
は
積
極
化
し
て
い
く
。

③��

輸
入
物
価
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ

ま
で
の
為
替
相
場
の
動
き
が
、
輸
入

物
価
を
通
じ
た
消
費
者
物
価
の
押
し

上
げ
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
く
一

方
、
原
油
価
格
を
は
じ
め
と
す
る
国

際
商
品
市
況
の
下
落
は
、
当
面
物
価

の
下
押
し
圧
力
と
な
る
。

見
通
し
の
上
振
れ
・
下
振
れ
要
因

【
景
気
】

①�
海
外
経
済
の
動
向

②�
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響

③��

企
業
や
家
計
の
中
長
期
的
な
成
長
期

待
④�

財
政
の
中
長
期
的
な
持
続
可
能
性

【
物
価
】

①��

企
業
や
家
計
の
中
長
期
的
な
予
想
物

価
上
昇
率
の
動
向

②�

マ
ク
ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス

③��

物
価
上
昇
率
の
マ
ク
ロ
的
な
需
給
バ

ラ
ン
ス
に
対
す
る
感
応
度

④�

輸
入
物
価
の
動
向

当
面
の
金
融
政
策
運
営
に
関
す
る
考
え
方

図表５　消費者物価の基調的な変動

2

3
（前年比、％）
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0

1

2

3

総合（除く生鮮食品・エネルギー）
総合（除く食料・エネルギー）

（前年比、％）

2010年基準2005年基準

（注）1. 総合（除く生鮮食品・エネルギー）は、日本銀行調査統計局算出。
 　   2. 消費者物価指数は、消費税調整済み（試算値）。
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（前年比、％）

2010年基準2005年基準

（注 1） 総合（除く生鮮食品・
エネルギー）は、日本
銀行調査統計局算出。

（注 2） 消費者物価指数は、消
費税調整済み（試算値）。

図表 5　消費者物価の基調的な変動
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
け
る
編
集
・
分

析
面
の
特
徴
は
、
次
の
五
点
で
す
。
①
年

度
半
ば
の
中
間
的
な
レ
ビ
ュ
ー
と
位
置
づ

け
、
金
融
安
定
に
向
け
た
課
題
に
関
す
る

部
分
を
中
心
に
、
年
度
初
（
前
回
レ
ポ
ー

ト
）
か
ら
の
変
化
を
中
心
と
し
た
記
述
に

し
ま
し
た
。
②
こ
れ
ま
で
分
離
し
て
い
た

金
融
機
関
の
円
・
外
貨
金
利
リ
ス
ク
、
株

式
リ
ス
ク
を
「
市
場
リ
ス
ク
」
と
し
て
統

合
し
ま
し
た
。
金
融
機
関
の
有
価
証
券
投

資
に
お
い
て
運
用
の
多
様
化
が
進
み
、
各

種
の
リ
ス
ク
を
横
断
的
に
み
て
い
く
必
要

性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
た
も

の
で
す
。
③
金
融
機
関
が
積
極
的
に
リ
ス

ク
・
テ
イ
ク
を
進
め
て
い
る
分
野
（
Ｍ
＆

Ａ
関
連
貸
出
、
貸
家
業
向
け
貸
出
、
有
価

証
券
投
資
等
）
に
つ
い
て
B
O
X
を
設

け
、
リ
ス
ク
管
理
上
の
留
意
点
を
提
示
し

ま
し
た
。
④
マ
ク
ロ
・
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス

ト
の
モ
デ
ル
や
シ
ナ
リ
オ
設
定
方
法
等
を

拡
充
す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
金
融
機
関

が
行
う
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
の
参
考
に
資

今
回
の
特
徴

す
る
よ
う
、
方
法
論
や
デ
ー
タ
の
開
示
を

拡
充
し
ま
し
た
。
シ
ナ
リ
オ
設
定
の
考
え

方
に
関
す
る「
別
冊
」を
公
表
し
た
ほ
か
、

テ
ス
ト
に
関
す
る
主
要
デ
ー
タ
を
日
本
銀

行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

能
と
し
ま
し
た
。
⑤
ア
ジ
ア
経
済
の
減

速
、
夏
場
以
降
の
市
場
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、
リ
ス
ク
分
析
や
マ

ク
ロ
・
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
に
お
い
て
、

金
融
機
関
へ
の
影
響
や
留
意
点
に
つ
い
て

の
説
明
を
加
え
ま
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
度

と
安
定
性
に
関
す
る
評
価
を
中
心
に
要
点

を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
詳
し
く
は
レ

ポ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
安
定
性

を
維
持
し
て
い
ま
す
。金
融
仲
介
活
動
は
、

よ
り
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
度

　

金
融
機
関
は
、
国
内
外
の
貸
出
に
お
い

て
、
リ
ス
ク
を
取
る
方
向
で
の
業
務
運
営

を
引
き
続
き
指
向
し
て
い
ま
す
。
国
内
で

は
、
大
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
向
け
や
内
外
事
業

展
開
等
に
伴
う
資
金
需
要
へ
積
極
的
に
対

応
し
て
い
る
ほ
か
、
成
長
性
や
業
績
回
復

を
見
込
ん
だ
下
位
格
付
け
先
へ
の
貸
出
や

企
業
再
生
関
連
の
貸
出
等
へ
の
取
り
組
み

に
も
広
が
り
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た

も
と
で
、
国
内
貸
出
は
企
業
向
け
が
牽

引
す
る
形
で
緩
や
か
な
増
加
を
続
け
て
お

り
、
企
業
規
模
、
業
種
、
地
域
の
い
ず
れ

の
面
で
も
さ
ら
に
広
が
り
が
出
て
き
て
い

ま
す
（
図
表
１
）。
海
外
で
も
、
本
邦
企
業
の

グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
を
支
え
、
成
長
力
の
高

い
海
外
諸
国
の
金
融
ニ
ー
ズ
を
取
り
込
ん

で
い
く
観
点
か
ら
、
融
資
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
非
日
系
企
業
を
中
心

と
し
た
取
引
先
拡
大
等
を
企
図
し
て
、
貸

出
債
権
を
買
い
取
る
動
き
も
み
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
海
外
貸
出
は

高
め
の
伸
び
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の

と
こ
ろ
の
ア
ジ
ア
経
済
減
速
を
受
け
て
伸

び
率
は
幾
分
鈍
化
し
て
い
ま
す
（
図
表
２
）。

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

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」
二
〇
一
五
年
十
月

  
金
融
シ
ス
テ
ム
の
総
合
評
価
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図表3　金融機関の有価証券投資
＜円債残高＞

＜外債残高＞
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＜投資信託等残高＞

図表1　金融機関の借入主体別貸出
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図表2　�大手行の海外店貸出・外貨貸出の増減
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図表4　生命保険会社の資金運用
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図表5　新規貸出約定平均金利
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図表6　企業の資金繰り判断DI
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資
金
に
つ
い
て
十
分
な
流
動
性
を
有
し
て

い
ま
す
。
外
貨
資
金
は
引
き
続
き
市
場
性

調
達
の
比
重
が
高
い
調
達
構
造
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
銀
行
の
安
定
調
達
基
盤
の
拡

充
に
向
け
た
取
り
組
み
に
進
捗
が
み
ら
れ

ま
し
た
（
図
表
11
）。
一
定
期
間
調
達
が
困

難
化
し
て
も
資
金
不
足
を
カ
バ
ー
で
き
る

外
貨
流
動
性
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
ア
ジ
ア
な
ど
新
興
国
経
済
の

減
速
に
対
す
る
懸
念
が
強
ま
る
も
と
で
、

夏
場
以
降
、
国
際
金
融
資
本
市
場
の
ボ
ラ

テ
ィ
リ
テ
ィ
が
高
ま
り
ま
し
た
（
図
表
12
）。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
株
価
が
下
落
す
る

な
ど
海
外
市
場
の
影
響
が
及
び
ま
し
た

が
、
金
融
機
関
の
財
務
基
盤
や
金
融
シ
ス

テ
ム
の
安
定
性
へ
の
影
響
は
、
今
の
と
こ

ろ
限
定
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
ま
す
。

マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の

視
点
か
ら
み
た
課
題

　

将
来
に
わ
た
っ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安

定
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
引
き
続
き
、

金
融
機
関
の
マ
ク
ロ
的
な
リ
ス
ク
と
財
務

基
盤
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
て
い

く
と
と
も
に
、
先
々
の
脆
弱
性
に
繋
が
っ

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の

構
造
的
な
変
化
に
対
し
て
も
、
着
実
に
対

応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

有
価
証
券
投
資
で
は
、
高
水
準
の
円
債
残

高
を
維
持
し
つ
つ
、
投
資
信
託
等
に
よ
る

運
用
を
一
層
積
み
増
す
な
ど
、
リ
ス
ク
・

テ
イ
ク
を
徐
々
に
強
め
て
い
く
姿
勢
を
継

続
し
て
い
ま
す
（
図
表
３
）。

　

生
命
保
険
会
社
・
年
金
な
ど
の
主
要
機

関
投
資
家
で
も
、
リ
ス
ク
性
資
産
へ
の
投

資
を
増
や
す
動
き
が
続
い
て
い
ま
す
（
図

表
４
）。
金
融
資
本
市
場
を
通
じ
る
金
融
仲

介
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が

引
き
続
き
高
水
準
で
あ
る
ほ
か
、
Ｃ
Ｐ
・

社
債
の
発
行
環
境
も
良
好
で
す
。

　

こ
う
し
た
も
と
で
、
企
業
・
家
計
の
資

金
調
達
環
境
は
、
よ
り
緩
和
的
と
な
っ
て

い
ま
す
（
図
表
５
、６
）。
こ
の
間
、
家
計
の

金
融
資
産
運
用
は
、
預
金
中
心
の
構
図
に

大
き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
投
資
信

託
等
へ
の
純
流
入
が
続
く
な
ど
、
リ
ス
ク

性
資
産
の
比
重
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す

（
図
表
７
）。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

　

以
上
の
金
融
仲
介
活
動
に
お
い
て
、
過

熱
を
示
す
動
き
や
過
度
な
期
待
の
強
気
化

と
い
っ
た
金
融
面
の
不
均
衡
は
み
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
（
図
表
８
）。
不
動
産
市
場
は
地

域
差
を
伴
い
つ
つ
徐
々
に
取
引
が
活
発
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
は
過
熱

の
状
況
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
図

表
９
）。

　

金
融
機
関
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、

充
実
し
た
財
務
基
盤
を
有
し
て
い
ま
す
。

自
己
資
本
比
率
は
規
制
水
準
を
十
分
に
上

回
っ
て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
負
っ
て
い

る
リ
ス
ク
は
、
前
回
レ
ポ
ー
ト
時
か
ら
概

ね
横
ば
い
と
な
っ
た
一
方
、
自
己
資
本
は

内
部
留
保
の
蓄
積
等
か
ら
増
加
し
ま
し
た

（
図
表
10
）。
こ
う
し
た
も
と
で
、
金
融
機

関
の
マ
ク
ロ
的
な
リ
ス
ク
と
財
務
基
盤
の

適
切
な
バ
ラ
ン
ス
は
引
き
続
き
確
保
さ
れ

て
お
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
は
相
応
に
強
い

ス
ト
レ
ス
耐
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
資
金

流
動
性
に
関
し
て
は
、
金
融
機
関
は
、
円

　

金
融
機
関
の
マ
ク
ロ
的
な
リ
ス
ク
は
、

内
外
貸
出
や
有
価
証
券
投
資
で
リ
ス
ク
を

取
る
方
向
の
業
務
運
営
を
進
め
る
も
と
に

あ
っ
て
も
、総
じ
て
抑
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
近
年
に
お
け
る
安

定
的
な
金
融
環
境
の
継
続
（
信
用
コ
ス
ト

の
低
位
安
定
、
市
場
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の

低
さ
）
に
よ
る
面
が
大
き
く
、
こ
の
間
、

信
用
、
市
場
、
資
金
流
動
性
な
ど
各
種
の

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
増
加
を
続
け
て
い

ま
す
。
金
融
機
関
は
、
引
き
続
き
、
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
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。と
く
に
、

海
外
業
務
で
は
資
産
の
拡
大
に
対
応
し
た

外
貨
の
安
定
調
達
基
盤
の
拡
充
や
与
信
管

理
の
充
実
が
、
市
場
運
用
で
は
リ
ス
ク
の

横
断
的
、
多
面
的
な
把
握
と
管
理
が
重
要

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
手
金
融
機

関
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
重
要
性
の
高
ま

り
、
地
域
金
融
機
関
の
基
礎
的
な
収
益
力

の
低
下
と
い
っ
た
構
造
的
な
課
題
は
、
前

回
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

日
本
銀
行
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定

確
保
に
向
け
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
考
査

等
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
し
て

い
き
ま
す
。

図表7　家計のリスク性資産の保有動向
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図表9　�商業地価上昇率の分布
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図表10　金融機関のリスク量と自己資本

図表8　金融活動指標
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図表11　大手行の安定性ギャップ
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済
が
行
わ
れ
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

日
本
銀
行
と
し
て
は
、
新
日
銀
ネ
ッ

ト
が
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
や
顧

客
利
便
性
の
向
上
、
さ
ら
に
は
日
本
の

金
融
市
場
の
一
段
の
発
展
に
繋
が
っ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
う
し
た
方
向
で
新
日
銀
ネ
ッ
ト
が
最

大
限
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
く
よ
う
、

幅
広
い
関
係
者
の
方
々
と
建
設
的
な
対

話
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
日
本
銀
行
Ｈ
Ｐ
の
「
新
日
銀
ネ
ッ

ト
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

月
六
日
に
は
、
金
融
市
場
調
節
（
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
国
債
の
入
札
関
連
業

務
お
よ
び
国
債
系
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
の
受
渡
関
連
業
務
に
関
わ
る
部
分（
第

一
段
階
開
発
分
）
が
、
先
行
し
て
稼
動

を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
今
般
、

残
り
の
当
座
預
金
取
引
や
国
債
決
済
、

与
信
担
保
関
連
業
務
に
つ
い
て
も
、
予

定
通
り
稼
動
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
も

の
で
す
。

　

新
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
構
築
と
い
う
面

で
は
ゴ
ー
ル
に
辿
り
着
い
た
わ
け
で
す

が
、
こ
れ
が
い
か
に
活
用
さ
れ
、
今
後

の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
と
い
っ
た
果

実
に
結
び
つ
い
て
い
く
か
と
い
う
面
で

は
、
ま
さ
に
ス
タ
ー
ト
と
も
い
え
ま
す
。

日
本
銀
行
は
来
年
二
月
、
新
日
銀
ネ
ッ

ト
の
稼
動
終
了
時
刻
を
、
現
行
の
一
九

時
か
ら
二
一
時
に
延
長
す
る
方
針
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
や
欧
州
な
ど
海

外
の
市
場
と
の
決
済
時
間
帯
の
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
も
一
段
と
確
保
さ
れ
、
資

金
や
国
債
の
国
境
を
跨
い
だ
迅
速
な
決

な
ど
近
年
の
環
境
変
化
も
踏
ま
え
、
汎

用
性
の
高
い
最
新
の
情
報
技
術
を
積
極

的
に
取
り
込
む
形
で
構
築
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
今
後
起
こ
り
得
る
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
変
化
な
ど
に
柔
軟
に
対
応

す
る
こ
と
が
可
能
な
、
発
展
性
の
あ
る

シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

金
融
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
決
済
イ

ン
フ
ラ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
む
も

と
で
、
新
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
国
際
的
に

も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
Ｘ
Ｍ
Ｌ
電
文

（ISO
20022

）
や
国
際
標
準
コ
ー
ド

（ISIN
, BIC

）
な
ど
の
採
用
を
通
じ
て

内
外
の
決
済
シ
ス
テ
ム
や
金
融
機
関
の

接
続
性
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
、
ア
ク
セ

ス
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
構
築
は
、
六
年
以

上
の
歳
月
を
か
け
、
民
間
金
融
機
関
を

含
む
多
く
の
関
係
者
が
協
力
し
な
が
ら

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
休

日
を
利
用
し
た
テ
ス
ト
も
、
幅
広
い
関

係
者
が
参
加
す
る
形
で
二
〇
回
に
わ
た

り
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
昨
年
一

　

日
本
銀
行
は
二
〇
一
五
年
十
月
十
三

日
、
新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
全
面
稼
動
を
開

始
し
ま
し
た
。

　
「
日
本
銀
行
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
」（
日
銀
ネ
ッ
ト
）
は
、

一
九
八
八
年
の
稼
動
開
始
以
来
、
金
融

機
関
の
間
で
の
資
金
や
国
債
の
決
済
を

安
全
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め
の
、
わ

が
国
の
基
幹
的
な
金
融
イ
ン
フ
ラ
と
し

て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
般
、
全
面
稼
動
を
開
始
し
た
新
し

い
日
銀
ネ
ッ
ト
（
新
日
銀
ネ
ッ
ト
）
は
、

経
済
・
金
融
の
国
際
化
の
一
段
の
進
展

新
日
銀
ネ
ッ
ト
は
二
〇
一
五
年
十
月
に
全
面
稼
動
開
始

新日銀ネットのロゴマーク
①Most Advanced IT（最新の情報処理
技術の採用）、② Flexibility（変化に対
して柔軟性が高いシステムの構築）、③
Accessibility（アクセス利便性の向上）
の３つの基本コンセプトを記載。
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◆
金
融
研
究
所「
貨
幣
博
物
館
」の
仕
事

◆◆17

大
き
く
変
わ
っ
た
館
内

　
―
親
し
み
や
す
く
、利
用
し
や
す
く
―

　

博
物
館
に
と
っ
て
展
示
の
中
身
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
来
館
い
た
だ

き
や
す
い
雰
囲
気
作
り
も
大
切
で
す
。
こ
の
点
、
日

本
銀
行
は
ど
う
し
て
も
お
堅
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ

が
ち
で
す
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
前
の
貨
幣
博
物
館
の

内
装
も
赤
じ
ゅ
う
た
ん
に
黒
・
シ
ル
バ
ー
を
基
調

と
し
た
大
き
な
展
示
ケ
ー
ス
が
立
ち
並
ぶ
威
風
堂
々

た
る
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
内
装
の
仕
立
て
は
、

一
九
八
五
年
に
事
前
予
約
制
で
開
館
し
た
当
初
に
想

定
し
て
い
た
来
館
者
層
を
意
識
し
た
も
の
で
し
た

が
、
開
館
か
ら
約
三
〇
年
を
経
て
、
ご
高
齢
の
方
、

て
く
れ
そ
う
で
す
。

　

玄
関
に
入
る
と
、
明
る
い
ロ
ビ
ー
の
奥
に
は
ス
タ

イ
リ
ッ
シ
ュ
な
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
入
口
が
見
え
ま

す
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
前
は
博
物
館
エ
リ
ア
に
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
を
備
え
て
お
ら
ず
、
車
椅
子
の
方
な
ど
は

職
員
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
ご
案
内
し
て
い
ま
し
た

が
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
目
指
し
、
新
た
に
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
を
博
物
館
エ
リ
ア
に
設
け
ま
し
た
。

　

一
階
か
ら
展
示
室
の
あ
る
二
階
へ
は
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
ほ
か
階
段
で
も
移
動
で
き
ま
す
。
階
段
を
昇

り
な
が
ら
見
上
げ
る
と
、
職
人
が
小
判
を
作
っ
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
実
は
日
本
銀
行
本

店
の
あ
る
地
に
は
、
江
戸
時
代
、「
金
座
」
が
あ
り
、

小
判
が
そ
こ
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
来
館
者
の

車
椅
子
の
方
、
お
子
さ
ま
（
修
学
旅
行
団
体
な
ど
）

の
来
館
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
当
た
っ
て
は
、来
館
者
層
の
変
化
に
対
応
し
、

親
し
み
や
す
さ
、分
か
り
や
す
さ
を
強
く
意
識
し
て
、

館
内
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
デ
ザ
イ
ン
、
色
調
を
一
新
し

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
博
物
館
の
顔
に
あ
た
る
玄
関
か
ら
展
示
室
の

入
口
に
至
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝

ら
し
ま
し
た
。
貨
幣
博
物
館
の
あ
る
日
本
橋
は
、
江

戸
時
代
に
は
大
き
な
商
家
が
軒
を
連
ね
る
街
で
し

た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
し
て
、
玄
関
前
に
、
屋

号
の
垂
れ
幕
を
新
設
し
ま
し
た
。
老
舗
の
商
家
に
い

ざ
な
う
よ
う
に
、「
日
本
銀
行
」
の
貨
幣
博
物
館
に

身
構
え
て
い
た
来
館
者
の
気
持
ち
を
一
気
に
ほ
ぐ
し

　
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
は
、
一
九
八
五
年
の
開
館
以
来
、
古
今
東
西
の
お
金
や
そ
れ
ら
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
収
集
・
保
管
し
、
そ
の
調
査
・
研
究
を
進
め
な
が
ら
、
広
く
一
般
に
公
開
し

て
き
ま
し
た
。
来
館
者
数
も
、昨
年
中（
二
〇
一
四
年
一
〜
十
二
月
）に
は
一
一
万
六
千
人
に
達
す
る
な
ど
、

多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
二
〇
一
五
年
の
初
め
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
準
備
の
た
め
一
時
休

館
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
に
装
い
も
新
た
に
開
館
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
何
が
変
わ
っ
た
の
か
、
見
ど
こ
ろ
は
ど
こ
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
し
ま
す
。

貨
幣
博
物
館
が

二
〇
一
五
年
十
一
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
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皆
さ
ん
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
小
判
の
ふ
る
さ
と

に
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
で
す
。

　

階
段
を
昇
り
切
る
と
、
展
示
室
入
口
は
も
う
す
ぐ

で
す
。
で
も
入
口
に
通
ず
る
廊
下
に
出
て
、
来
館
者

の
皆
さ
ん
は
き
っ
と
目
を
見
開
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

ご
自
分
の
身
長
を
超
え
る
高
さ
の
お
金
展
示
パ
ネ
ル

が
皆
さ
ん
を
お
迎
え
し
ま
す
。「
帰
り
に
こ
こ
で
記

念
撮
影
を
し
よ
う
！
」　

心
の
中
で
、
皆
さ
ん
の
つ

　

実
は
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
常
設
展
示
で
あ
る
日

本
貨
幣
史
の
主
題
を
、
分
か
り
や
す
く
、
簡
潔
な
言

葉
で
解
説
し
た
も
の
な
の
で
す
。
簡
単
そ
う
に
見
え

る
解
説
で
す
が
、
来
館
者
の
皆
さ
ん
を
、
ど
の
よ
う

な
ス
ト
ー
リ
ー
で
お
金
の
歴
史
に
導
い
て
い
く
の

か
、
そ
の
道
し
る
べ
と
も
な
る
べ
き
も
の
だ
け
に
、

外
部
の
専
門
家
の
知
恵
を
お
借
り
し
な
が
ら
、
推す

い
こ
う敲

を
積
み
重
ね
て
完
成
さ
せ
た
労
作
で
す
。

　

導
入
展
示
か
ら
足
を
踏
み
出
す
と
、
来
館
者
の
皆

さ
ん
は
、
展
示
室
の
奥
へ
と
続
い
て
い
く
、
じ
ゅ
う

た
ん
、
弧
を
描
く
天
井
ボ
ー
ド
に
目
を
奪
わ
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
鮮
や
か
な
色
調
の
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
。
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ラ
ー
は
、
古
代
を
皮
切
り
と
す
る
時

代
区
分
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、近
世（
一
六

ぶ
や
く
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

　

廊
下
を
ま
っ
す
ぐ
進
み
、
左
に
は
も
う
展
示
室
の

入
口
が
見
え
ま
す
。
そ
の
前
に
、
来
館
者
の
皆
さ
ん

は
、
右
手
に
あ
る
大
画
面
の
映
像
コ
ー
ナ
ー
に
気
づ

く
こ
と
で
し
ょ
う
。
映
像
コ
ー
ナ
ー
は
レ
ク
チ
ャ
ー

ル
ー
ム
も
兼
ね
て
い
て
、
博
物
館
学
芸
員
や
外
部
有

識
者
に
よ
る
講
話
を
行
う
場
と
し
て
も
利
用
し
て
い

き
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、休
憩
場
所
と
し
て
も
ど
う
ぞ
！

常
設
展
示
：
日
本
貨
幣
史

　
―
分
か
り
や
す
く
、

　
　
誰
で
も
楽
し
め
る
よ
う
に
―

　

い
か
が
で
し
ょ
う
。
展
示
室
に
入
る
前
に
、
来
館

者
の
皆
さ
ん
は
も
う
お
金
の
歴
史
ワ
ー
ル
ド
に
引
き

込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し

こ
れ
か
ら
が
本
番
で
す
。
い
よ
い
よ
展
示
室
に
入
り

ま
す
。
入
っ
て
す
ぐ
、
正
面
の
大
き
な
ケ
ー
ス
が
お

迎
え
し
ま
す
。
導
入
展
示
で
す
。
導
入
展
示
は
、
常

設
展
示
の
メ
イ
ン
で
あ
る
日
本
貨
幣
史
（
お
金
の
歴

史
）
の
イ
ン
ト
ロ
を
担
う
部
分
で
す
。
中
央
の
解
説

パ
ネ
ル
を
取
り
巻
く
よ
う
に
し
て
、
昔
の
人
々
が
、

い
ろ
い
ろ
な
お
金
を
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
っ
て

い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
央
の
解
説
パ
ネ

ル
に
は
、「
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
﹃
お
金
﹄
と
し
て

使
わ
れ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
。

そ
し
て
布
、
金
属
の
お
金
、
紙
幣
な
ど
古
代
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
数
々
の
お
金
が
展
示
さ
れ
、
そ
の

下
で
、
皆
さ
ん
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
な
が
ら
、

常
設
展
示
へ
い
ざ
な
っ
て
い
き
ま
す
。　

「
お
金
」
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
り
ま
す

・
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
交
換
で
き
る

・ 

さ
ま
ざ
ま
な
人
の
間
で
誰
で
も
使
う
こ
と
が
で

き
る

・ 

使
い
た
い
時
ま
で
貯
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

何
が
「
お
金
」
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
、
ど
の
よ

う
に
使
わ
れ
て
き
た
の
か
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
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世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
後
半
）で
あ
れ
ば「
グ
リ
ー

ン
」
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
じ
ゅ
う
た
ん
と
、
天
井

ボ
ー
ド
に
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
壁

際
に
は
展
示
パ
ネ
ル
と
展
示
ケ
ー
ス
が
並
ん
で
い
ま

す
。
皆
さ
ん
は
、
そ
こ
で
お
気
づ
き
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
各
時
代
区
分
の
カ
ラ
ー
に
い
ざ
な
わ
れ
る

よ
う
に
し
て
、こ
れ
か
ら
展
示
ケ
ー
ス
を
見
な
が
ら
、

お
金
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
を
。ち
な
み
に
、

展
示
ケ
ー
ス
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
意
識
し
て
、
車

椅
子
の
方
や
お
子
さ
ま
に
も
見
や
す
い
設
計
に
し
て

い
ま
す
。
ま
た
常
設
展
示
の
各
展
示
ケ
ー
ス
に
は
、

ケ
ー
ス
の
テ
ー
マ
に
あ
っ
た
問
い
か
け
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
答
え
は
そ
の
展
示
ケ
ー
ス
の
中
に
…
…

資
料
を
じ
っ
く
り
見
て
答
え
を
探
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

　

古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
の
順
に
展
示
ケ
ー
ス

を
ご
覧
に
な
っ
た
来
館
者
の
皆
さ
ん
は
、
常
設
展
示

最
後
の
「
現
代
へ
」
の
展
示
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
最
初
に
あ
る
導
入
展
示
の
問
い
か
け
に

対
応
す
る
答
え
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て
そ
の
答
え
は
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
日
本
貨
幣
史
の
展
示
物
に
示
さ

れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
の

眼
で
確
か
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

常
設
展
示
に
は
、
最
新
の
研
究
成
果
を
取
り
込
ん

　

歴
代
の
日
本
銀
行
券
が
勢
揃
い
し
て
い
る
の
も
魅

力
の
ひ
と
つ
で
す
。
ご
高
齢
の
方
に
と
っ
て
は
、
子

ど
も
の
頃
に
見
た
こ
と
の
あ
る
懐
か
し
い
お
札
に

再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
こ
の
お
札
、

知
っ
て
い
る
」、「
私
は
こ
こ
ま
で
」
…
…
現
代
の

コ
ー
ナ
ー
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

貨
幣
そ
の
も
の
以
外
に
も
注
目
で
す
。
例
え
ば
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
前
に
お
い
て
は
、来
館
者
の
方
か
ら
、

昔
の
物
の
値
段
に
つ
い
て
ご
質
問
を
受
け
る
こ
と
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
江
戸
時
代
に
寛
永

通
宝
一
〇
〇
枚
（
一
〇
〇
文
）
で
何
が
買
え
た
か
、

と
い
っ
た
こ
と
は
、
常
設
展
示
を
通
じ
て
お
金
の
歴

史
を
な
ぞ
っ
て
い
く
過
程
で
浮
か
ん
で
く
る
自
然
な

疑
問
で
し
ょ
う
。
常
設
展
示
で
は
、
そ
う
し
た
疑
問

に
答
え
ら
れ
る
よ
う
、
各
時
代
区
分
に
お
い
て
、
物

の
値
段
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

体
験
展
示
と
し
て
、
各
種
お
金
の
重
さ
体
験
、
過
去

に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
気
分
に
な
っ
て
の
昔
の
買

い
物
体
験
な
ど
、
手
と
身
体
を
動
か
し
な
が
ら
お
金

の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。
体
力
に
自
信
の

あ
る
方
は
、
千
両
箱
の
重
さ
体
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
い
思
い
出
に

な
る
こ
と
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

で
い
ま
す
。
例
え
ば
、日
本
で
最
初
の
お
金
（
銅
銭
）

は
何
か
？　

皆
さ
ん
は
学
校
で
ど
の
よ
う
に
教
え
ら

れ
た
で
し
ょ
う
か
。「
わ
ど
う
か
い
ほ
う
」（
和
同
開

珎
）
と
お
答
え
に
な
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
、
奈
良
県
の
飛
鳥

池
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
「
富ふ

本ほ
ん

銭せ
ん

」
が
日
本
最
初
の

銅
銭
と
し
て
貨
幣
史
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。
な
お
、「
和
同
開
珎
」の
読
み
方
も
、

現
在
で
は「
わ
ど
う
か
い
ち
ん
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
常
設
展
示
の
全
体
像
を
ご
説
明
し
て
き
ま

し
た
が
、次
に
そ
の
見
ど
こ
ろ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
近
世
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
江
戸
時
代
の
す

べ
て
の
大
判
と
四
種
類
の
分
銅
金
を
一
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
る
の
は
貨
幣
博
物
館
だ

け
で
す
。
原
寸
・
実
物
の
大
判
の
迫
力
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。
分
銅
金
は
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
美
し
さ

で
す
。

　

ま
た
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
と
し
て
、
通
常
は
レ

プ
リ
カ
（
複
製
）
で
展
示
し
て
い
る
貴
重
な
お
金
、

具
体
的
に
は
「
天
正
大
判
」
を
実
物
で
展
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
豊
臣
秀
吉
が
作
ら
せ
た
最
初
の
大

判
で
す
。
こ
ち
ら
の
実
物
展
示
は
二
〇
一
六
年
二
月

末
ま
で
の
期
間
限
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に

ご
覧
く
だ
さ
い
。

分銅金

富本銭
（提供：奈良文化財研究所）

和同開珎

天正大判
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﹁
ト
ピ
ッ
ク
﹂
を
展
示
す
る

　
―
元
素
記
号
か
ら
錦
絵
ま
で
―

　

こ
の
ほ
か
「
ト
ピ
ッ
ク
展
示
」
の
「
お
金
の
材

料
」
で
は
、
お
金
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
九

種
類
の
金
属
に
つ
い
て
、
元
素
記
号
の
ほ
か
、
原
子

番
号
、
密
度
（
重
さ
）、
融
点
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
金
属
で
作
ら
れ
た
生
活
に
身
近
な
さ
ま
ざ
ま
な
モ

ノ
の
画
像
の
周
辺
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
化
学
が
得

意
な
方
は
も
ち
ろ
ん
、そ
う
で
な
い
方
に
も
「
え
っ
、

普
段
使
っ
て
い
る
、
こ
ん
な
モ
ノ
が
お
金
と
同
じ
材

料
!?
」
と
驚
い
て
い
た
だ
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
同
じ
く
「
ト
ピ
ッ
ク
展
示
」
に
は
、「
お

金
と
贈
答
」「
お
金
と
祈
り
」「
商
売
繁
盛
」「
人
生

と
お
金
」
と
い
っ
た
切
り
口
で
、
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
の
お
金
に
つ
い
て
紹
介
す
る
文
芸
的
な
味
わ

い
、
あ
る
い
は
浮
世
の
味
わ
い
に
溢
れ
た
コ
ー
ナ
ー

も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
に
六
十
歳
ま
で

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
お
金
と
、
そ
の
使
い

道
（
子
ど
も
の
頃
は
手
習
い
︿
筆
、硯す

ず
り、半

紙
な
ど
﹀

に
か
か
る
費
用
、大
人
に
な
る
と
お
酒
︿
一
日
二
合
﹀

や
煙
草
な
ど
）
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
錦
絵
と
呼
ば
れ
る
多
色
刷
り
の
浮
世

絵
版
画
を
い
く
つ
か
展
示
し
て
お
り
、
二
〇
一
四
年

九
月
末
か
ら
約
二
カ
月
間
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
米
国
連
邦
準

備
制
度
理
事
会
）
の
美
術
品
展
示
会
に
出
展
し
、
評

判
と
な
っ
た
錦
絵
の
一
部
に
つ
い
て
も
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
記
念
と
し
て
期
間
限
定
（
二
〇
一
六
年
二
月

十
四
日
ま
で
）
で
特
別
展
示
し
て
い
ま
す
。
美
し
い

だ
け
で
な
く
、
往
時
の
風
俗
・
世
相
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
、
錦
絵
の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
は
非
常
に

高
く
、
ぜ
ひ
そ
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

成
長
す
る
博
物
館
へ

　
―
新
た
な
始
ま
り
―

　

こ
こ
ま
で
、
主
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
の
展
示

内
容
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、
貨
幣
博

物
館
は
、
保
有
す
る
貴
重
な
文
化
財
を
後
世
に
長
く

伝
え
る
と
い
う
責
務
も
負
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
で
導
入
し
た
新
し
い
展
示
ケ
ー
ス
は
、

展
示
資
料
の
多
く
が
、
空
気
環
境
の
影
響
を
受
け
や

す
い
金
属
の
お
金
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
有
害
ガ

ス
の
放
散
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
使
用
部
材
を
厳
選
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
錦
絵
な
ど
の
紙
資

料
は
強
い
光
に
弱
い
た
め
、
照
度
調
整
も
き
め
細
か

く
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
新

た
な
展
示
ケ
ー
ス
は
、
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
、
デ

リ
ケ
ー
ト
な
お
金
や
関
係
資
料
の
保
存
性
を
高
め
た

仕
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
貨
幣
博
物
館
で
は
、
最
新
の
研
究
成
果
を

取
り
込
み
、
日
本
貨
幣
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
提
示

す
る
と
い
う
学
問
的
な
貢
献
も
志
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
所
蔵
資
料
を
コ
ツ
コ
ツ
と
整
理
し
、

調
査
・
研
究
を
積
み
重
ね
、
そ
の
成
果
を
展
示
に
反

映
し
て
い
く
、
と
い
う
日
頃
の
努
力
が
何
よ
り
も
大

切
で
、
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
、
過
去
の
地
道
な

取
り
組
み
の
蓄
積
を
反
映
し
た
も
の
で
す
。例
え
ば
、

こ
の
七
～
八
年
の
間
に
開
催
し
た
企
画
展
、「
貨
幣

誕
生
―
和
同
開
珎
の
時
代
と
く
ら
し
―
」、「
海
を

越
え
た
中
世
の
お
金
―
＂
び
た
一
文
＂
に
秘
め
ら

れ
た
歴
史
―
」、「
貨
幣
・
天
下
統
一
―
家
康
が
つ

く
っ
た
お
金
の
し
く
み
―
」、「
お
か
ね
道
中
記
―
旅

で
使
う
貨
幣
―
」
な
ど
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
展

示
企
画
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
新
し

い
展
示
ケ
ー
ス
は
、
展
示
替
え
の
し
や
す
い
仕
様
に

な
っ
て
お
り
、
調
査
・
研
究
の
進
ん
だ
所
蔵
資
料
や

錦絵「品
しな

定
さだめ

開
かい

化
かの

花
はな

」
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新
た
な
貨
幣
の
発
掘
事
例
の
紹
介
な
ど
も
、
こ
れ
ま

で
よ
り
機
動
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
回

の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
貨
幣
博
物
館
に
と
っ
て
さ
ら

な
る
成
長
に
向
け
た「
始
ま
り
」と
言
え
そ
う
で
す
。

今
後
と
も
、
成
長
す
る
貨
幣
博
物
館
の
姿
に
ご
期

待
く
だ
さ
い
！

最
後
に 

　
―
貨
幣
博
物
館
の
位
置
づ
け
、 

　
　
誕
生
の
経
緯
―

　

最
後
に
、
貨
幣
博
物
館
の
日
本
銀
行
に
お
け
る
位

置
づ
け
や
、
そ
の
誕
生
の
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　

貨
幣
博
物
館
は
、
お
金
や
そ
れ
ら
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
を
収
集
・
保
管
し
、
そ
の
調
査
・
研
究

を
進
め
な
が
ら
、広
く
一
般
に
公
開
し
て
き
ま
し
た
。

す
で
に
紹
介
し
ま
し
た
と
お
り
、
常
設
展
示
に
お
い

て
は
日
本
貨
幣
史
の
展
示
を
通
じ
て
、
お
金
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
な
ぜ
お
金
が
生
ま
れ
て
き
た
の

か
、
そ
し
て
お
金
の
価
値
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
な

ぜ
大
切
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
材
料
を

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
多
く
の
方
々
に
お
示
し
し
て

い
ま
す
。
も
う
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
わ
が

国
の
中
央
銀
行
で
あ
る
日
本
銀
行
に
貨
幣
博
物
館
が

設
置
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
す
。

　

二
階
展
示
室
の
入
口
近
く
に
、
貨
幣
博
物
館
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
支
え
た
三
人
の
人
物
に
関
す
る
展
示

が
あ
り
ま
す
。
自
身
の
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

戦
禍
か
ら
守
る
た
め
日
本
銀
行
に
寄
贈
し
た
田
中
啓

文
氏
、
そ
の
寄
贈
を
快
く
受
け
入
れ
た
民
俗
資
料
の

収
集
家
・
研
究
者
で
も
あ
っ
た
当
時
の
渋
澤
敬
三
・

第
十
六
代
日
本
銀
行
総
裁
、
専
門
家
と
し
て
資
料
の

研
究
を
進
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総

司
令
部
）
の
接
収
の
求
め
に
対
し
、「
文
化
財
は
自

ら
の
手
で
守
り
、
活
か
す
べ
き
」
と
交
渉
し
た
郡
司

勇
夫
氏
に
つ
い
て
の
展
示
で
す
。
こ
う
し
た
先
人
を

は
じ
め
、
貨
幣
博
物
館
は
関
係
す
る
内
外
の
た
く
さ

ん
の
方
々
―
こ
の
記
事
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る

皆
さ
ん
も
含
め
―
の
熱
い
思
い
に
支
え
ら
れ
、
運
営

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
ら
れ
た
皆
さ
ん
は
、
心
の
中

で
つ
ぶ
や
い
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
や
っ
ぱ
り
行
っ
て
み
な
い
こ
と
に
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
な
」
そ
の
と
お
り
で
す
。
貨
幣
博
物
館

は
、
親
し
み
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
、
お
子
さ

ま
か
ら
大
人
、
ご
高
齢
の
方
ま
で
楽
し
め
る
、
お
金

の
歴
史
に
関
す
る
博
物
館
で
す
。
お
金
の
歴
史
を
詳

し
く
知
り
た
い
本
格
派
の
方
、こ
こ
に
し
か
な
い「
お

宝
」
の
実
物
を
見
た
い
方
、
体
験
し
な
が
ら
肩
の
力

を
抜
い
て
お
金
の
歴
史
を
勉
強
し
た
い
方
、
多
様
な

来
館
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

お
金
に
は
関
心
が
な
い
方
に
も
、
お
金
を
通
し
て
日

本
の
歴
史
の
息
遣
い
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。
Ｊ
Ｒ
東
京
駅
や
地
下
鉄
三
越
前
駅
・
日
本
橋

駅
か
ら
徒
歩
数
分
と
い
う
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
場
所

に
あ
り
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
際
に
立
ち
寄
る
の
に
も

便
利
で
す
。
し
か
も
入
場
は
無
料
！　

ま
ず
は
貨
幣

博
物
館
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。「
お
金
」と「
歴

史
」
が
皆
さ
ん
を
お
迎
え
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

開館時間：9:30 ～ 16:30（入館は 16:00 まで）
休 館 日： 月曜日（ただし祝休日は開館）
　　　　    年末年始（12月29日～1月4 日）
※このほか、展示入れ替え等のため臨時休館することがあります。

入館無料　※20名以上は予約が必要

地下鉄・半蔵門線 三越前駅（B1出口）から徒歩1 分
　　　・銀座線 三越前駅（A5 出口）から徒歩 2 分
　　　・東西線 日本橋駅（A1 出口）から徒歩 6 分
JR　  ・東京駅 日本橋口から徒歩 8 分

　〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 1-3-1　
　（日本銀行分館内）
　TEL：03-3277-3037
　www.imes.boj.or.jp/cm/
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「
に
ち
ぎ
ん
体
験
二
〇
一
五
」
を

開
催

十
月
二
十
六
日（
月
）～
十
一
月
四
日（
水
）

▼
日
本
銀
行
本
店
（
東
京
都
中
央
区
日
本

橋
）
で
は
、
毎
年
行
う
秋
の
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
「
に
ち
ぎ
ん
体
験
二
〇
一
五
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
平
日
の
レ
ク
チ
ャ
ー
付
き

見
学
ツ
ア
ー
の
他
、
土
日
に
は
企
画
展
と

ミ
ニ
見
学
付
き
市
民
講
座
を
実
施
し
、
八

日
間
で
延
べ
約
三
〇
〇
〇
人
の
方
に
ご
来

場
い
た
だ
き
、
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
ま

し
た
。

▼
レ
ク
チ
ャ
ー
付
き
見
学
ツ
ア
ー
で
は
、

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本

店
本
館
（
旧
地
下
金
庫
エ
リ
ア
、
旧
営
業

場
な
ど
）
や
新
館
営
業
場
へ
ご
案
内
し
た

後
、「
日
本
銀
行
の
仕
事
」
を
テ
ー
マ
に
、

日
銀
職
員
が
ご
説
明
し
ま
し
た
。

▼
休
日
の
二
日
間
に
は
、「
あ
な
た
の
街

の
日
本
銀
行
」
と
題
し
た
企
画
展
で
、
支

店
の
業
務
の
ご
紹
介
と
、
北
村
公
司
画
伯

に
よ
る
本
誌
の
表
紙
絵
と
と
も
に
、
各
地

域
か
ら
選
ん
だ
八
支
店
に
つ
い
て
の
展
示

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、
金
塊
レ
プ
リ

カ
の
重
さ
体
験
や
偽
造
防
止
技
術
な
ど
の

体
験
コ
ー
ナ
ー
も
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。

▼
ミ
ニ
見
学
付
き
市
民
講
座
で
は
、「
お

札
の
一
生
と
日
本
銀
行
」「
金
融
機
関
に

よ
る
創
業
・
事
業
再
生
支
援
に
つ
い
て
」

「
日
本
の
お
金
一
三
〇
〇
年
の
歴
史
」「
日

本
銀
行
本
店
の
歴
史
」
と
い
っ
た
身
近
な

■年の瀬も押し迫り、流行語大賞やヒット商品大賞が
次々に発表される時期になりました。今年流行したも
のとしては、「北陸新幹線・火花・インバウンド消費・
五郎丸ポーズ」などを挙げる方が多いのではないでし
ょうか。ちなみに、10 年前の 2005 年の流行を調べて
みると、「iPod・株式ネット取引口座・クールビズ・想
定内（外）・ちょい不良オヤジ」などでした。今となっ
ては、完全に定着しているか、それを超える商品が誕
生していますね。
　今回インタビューに登場していただいたアイリスオ
ーヤマの大山会長は、消費者ニーズから市場を創り出
す＝流行を創り出すことに成功されてきました。一方、
対談に登場していただいた自然科学研究機構の佐藤機
構長は、時空の創造過程を明らかにするインフレーシ
ョン理論を提唱された方でした。こう考えてみると、
今回の隠れた共通テーマは「時の創造」であったかも
しれません。さてさて、10 年後は何が流行っているの
でしょうか？　そうしたことに思いをはせながら、除
夜の鐘を聞きたいと思います。読者の皆様も良い年を
お迎えください。 （髙橋）

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

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

※本誌に掲載している内容は、必ずしも日本銀行の見解を
反映しているものではありません。日本銀行の政策・業務運
営に関する公式見解等については、日本銀行ホームページ

（http://www.boj.or.jp/）をご覧ください。
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テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
実
際
に
関
係
し
た

仕
事
に
携
わ
る
日
銀
職
員
よ
り
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
今
後
も
皆
さ
ま
が
楽

し
み
な
が
ら
日
銀
を
身
近
に
感
じ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
の
イ
ベ

ン
ト
情
報
に
つ
き
ま
し
て
は
日
銀
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
な
お
、通
常
、平
日
に
本
店
見
学
ツ
ア
ー

を
実
施
し
て
い

ま
す
。
事
前
の
お

申
し
込
み
に
よ

り
随
時
ご
参
加

い
た
だ
け
ま
す
。

体験コーナーで、お札の偽造防止技術を確認 !

通常の本店見学につ
いてはこちらから



 

　ジンバブエは、世界三大瀑
ばく

布
ふ

の一つ「ビクトリア

の滝」、サファリ、世界遺産「グレート・ジンバブエ」

等の遺跡が有名ですが、近年は「ハイパーインフレ」

でも注目された国です。筆者は、経済の混乱に伴い

長年中断されていた、同国の国際収支統計作成の再

開を支援するため、昨秋、首都ハラレを訪れました。

　ジンバブエは肥
ひ

沃
よく

な土地を活かし、ローデシアと

呼ばれた英国の植民地時代から農業が盛んでした。

2000 年以降、ムガベ政権が白人から農場を強制収用

すると、主食のとうもろこし、肉類、酪農品の供給

が急減し、さらに干ばつもあり、極度の食料不足に

陥りました。白人農場主が経営していた頃は、各農

場が数百人規模で労働者を雇い、国内外の市場向け

に生産していたものの、農地を奪取した退役軍人や

零細農は自給自足にとどめ、供給が激減したのです。

こうした中、政府が中央銀行に高額紙幣を次々と発

行させたことから、08 年には一時期、年率 2 億％超

from Zimbabwe

のインフレを記録しました。

　ハイパーインフレ当時の話を聞くと、「食糧不足が

深刻で、輸入切り替えに時間がかかった。都市部では

ジンバブエドルを早々に諦めて、南アフリカ・ランド

やアメリカ・ドル等外貨がいち早く流通したため、ハ

イパーインフレ自体は問題でなかった」とのことでし

た。09 年以降、実態を追認する形で米ドル等外貨紙

幣が法定通貨となりました（自国紙幣は廃止）。

　この間、300 万人以上のジンバブエ人が国外へ逃避

し、今も国外で働いているそうです。こうした人口流

出、高い失業率を反映して国内需要が減少する中、

14 年後半以降消費者物価は前年比マイナスに転じ、

デフレとなっています。

　こうした経済状態にもかかわらず、治安は良好で、

人々は友好的です。また、地元産ダイヤモンド以上に

輝く子供たちの目を見ると、「MOYO WANGU　

ZIMBABWE（モヨワングジンバブエ）」（私の心はジ

ンバブエと共にある）という地元ショナ語の言葉が心

に沁
し

みてきます。

　大自然や遺跡のみならず、人の魅力にも溢れたこの

国に、皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか。

 （国際通貨基金、本部：ワシントン）

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

ハイパーインフレから
デフレへ　

中央が市内最高層の準備銀行。建物内に滝があります

トマト積み、路上に立つ人、座る人……ハラレの日常風景です
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