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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

お
金
と
い
う
も
の
を
、生
ま
れ
て
初
め
て
ず
っ

し
り
と
実
感
し
た
の
は
十
四
歳
の
と
き
の
こ
と

だ
。

　

私
は
父
の
仕
事
の
都
合
で
海
外
に
い
た
。
そ

の
父
が
癌
を
患
っ
た
。
そ
の
た
め
、
学
校
の
就

学
期
間
が
残
っ
て
い
た
私
を
他
の
日
本
人
の
家

に
預
け
、
父
母
と
幼
い
妹
だ
け
急
い
で
帰
国
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
際
、
父
母
が
私
に
現
地
の
お
金
を
渡
し
、

大
事
に
使
う
よ
う
に
と
告
げ
た
。
そ
の
国
で
は

子
供
の
私
が
使
え
る
銀
行
口
座
を
開
設
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
現
金
で
の
手
渡

し
だ
っ
た
。
本
来
、
十
四
歳
が
持
つ
べ
き
で
は

な
い
、
か
な
り
の
額
だ
っ
た
。

　

異
国
の
地
で
一
人
、
私
は
そ
の
お
金
を
「
抱

い
て
」
暮
ら
し
た
。
さ
す
が
に
懐
に
入
れ
て
持

ち
歩
き
は
せ
ず
、
居
候
先
で
お
借
り
し
た
机
の
、

鍵
付
き
の
引
き
出
し
を
銀
行
代
わ
り
に
し
た
。

し
か
し
実
感
と
し
て
は
常
に
そ
の
お
金
を
胸
に

抱
い
て
い
た
。
少
し
で
も
減
る
こ
と
を
抑
え
、

父
母
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
し
な
が
ら
、
心
寂

し
い
日
々
を
送
っ
た
。

　

十
六
歳
で
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
す
で

に
私
も
帰
国
し
て
い
た
。
母
は
預
金
を
整
理
し
、

ま
た
も
や
私
に
お
金
を
渡
し
た
。
高
校
を
出
る

ま
で
の
学
費
と
生
活
費
を
ま
と
め
て
子
供
自
身

に
管
理
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
異
国
の
地

で
は
な
い
の
で
、
そ
の
と
き
は
子
供
の
私
に
も

銀
行
口
座
が
あ
っ
た
。
だ
が
十
四
歳
の
と
き
以

上
に
、
そ
の
お
金
は
、
ず
っ
し
り
と
し
た
実
感

を
与
え
て
く
れ
た
。

　

い
っ
た
い
何
が
そ
ん
な
に
ず
っ
し
り
重
か
っ

た
の
か
。
今
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
は
信
頼
の
重

み
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
父
母
が
子
供
の
代

わ
り
に
支
払
っ
て
く
れ
る
お
金
で
は
な
い
。
父

母
か
ら
託
さ
れ
た
お
金
だ
っ
た
。
自
由
に
使
っ

て
い
い
。
だ
が
そ
れ
し
か
な
い
。
な
く
な
れ
ば

そ
れ
ま
で
。
ま
る
で
お
金
を
通
し
て
自
分
を
試

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
父
亡
き
後
、
母
が

私
を
信
頼
し
て
、
託
し
て
く
れ
た
お
金
。
自
分

の
も
の
で
あ
っ
て
自
分
の
も
の
で
は
な
い
、
社

会
に
あ
っ
て
自
分
を
試
み
る
お
金
だ
っ
た
。

　

時
は
過
ぎ
、
当
時
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
額
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
お
金
は
相
変

わ
ら
ず
私
に
と
っ
て
ず
っ
し
り
し
て
い
る
。
そ

し
て
今
は
、
私
が
養
う
べ
き
子
供
た
ち
が
い
る
。

今
度
は
私
が
子
供
ら
に
、
お
金
と
一
緒
に
信
頼

の
重
み
を
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
責
任
も

ま
た
ず
っ
し
り
と
重
た
い
。

　

そ
う
し
た
重
み
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と

き
、
私
は
お
金
と
一
緒
に
、
自
分
自
身
へ
の
信

頼
も
失
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
私
の
お
金
へ
の
実

感
で
あ
る
。

お金の重さ
冲方 丁

うぶかた・とう● 1977 年岐阜県生まれ。
96 年『黒い季節』でスニーカー大賞金賞
を受賞してデビュー。2003 年『マルドゥ
ック・スクランブル』で第 24 回日本 SF
大賞受賞。09 年、『天地明察』で第 31 回
吉川英治文学新人賞、第 7 回本屋大賞など
５冠を達成。12 年『光圀伝』で第３回山
田風太郎賞を受賞。最新作は『はなとゆめ』。
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日
本
銀
行
岡
山
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
第

一
五
番
目
の
支
店
と
し
て
、
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
四
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
当

初
の
店
舗
は
、
後
楽
園
に
ほ
ど
近
い
か
つ
て

の
岡
山
城
二
の
丸
内
に
建
設
さ
れ
、
今
も
市

民
か
ら
「
ル
ネ
ス
ホ
ー
ル
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
な
が
ら
、
幅
広
い
多
目
的
ホ
ー
ル
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
現
店
舗
は
、
昭
和

六
十
二
年
（
一
九
八
七
）、
旧
店
舗
か
ら
北
へ

約
二
〇
〇
ｍ
の
所
に
二
代
目
と
し
て
建
設
さ

れ
ま
し
た
。
地
下
一
階
、
地
上
三
階
建
て
の

建
物
は
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
、
地

域
の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
し
た
と

し
て
「
第
一
回
お
か
や
ま
景
観
賞
（
建
築
物
・

工
作
物
部
門
）」
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

目
の
前
の
通
り
に
は
、
市
民
の
足
で
あ
る

路
面
電
車
が
走
り
ま
す
。
中
で
も
、「
Ｍ
Ｏ
Ｍ

Ｏ
」
の
愛
称
を
持
つ
９
２
０
０
型
の
車
両
デ

ザ
イ
ン
は
、
豪
華
ク
ル
ー
ズ
ト
レ
イ
ン
「
な

な
つ
星
」
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
で
も
知
ら
れ
る

岡
山
県
出
身
の
水
戸
岡
鋭
治
氏
に
よ
り
ま
す
。

座
席
や
床
材
な
ど
に
木
な
ど
の
自
然
素
材
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

岡
山
支
店
が
、
ル
ネ
ス
ホ
ー
ル
、
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

と
共
に
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
市
民
に
親

し
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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古
代
ロ
ー
マ
の
浴
場
設
計
技
師
ル
シ
ウ
ス
が
現
代
日
本
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
―
―

奇
想
天
外
な
発
想
と
リ
ア
ル
な
描
写
で
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
映
画
化
も
さ
れ
た
漫

画
『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』
の
作
者
・
ヤ
マ
ザ
キ
マ
リ
氏
。
一
七
歳
で
日
本
を
飛
び
出
し

た
彼
女
が
見
た
、
今
の
日
本
人
の
姿
と
は
？　

そ
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ヌ

ス
や
現
在
執
筆
中
の
『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
』
ら
、
時
代
か
ら
は
み
出
し
た
人
物
の

魅
力
と
は
？　

バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
を
脱
し
、
自
ら
体
験
す
る
勇
気
の
大
切
さ
を
説
く
。
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―
―
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
の
作
品
『
テ
ル

マ
エ
・
ロ
マ
エ
』
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の

人
々
の
魅
力
が
と
て
も
よ
く
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。
こ
の
作
品
を
描
き
始
め
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ヤ
マ
ザ
キ　

古
代
ロ
ー
マ
は
、
政
治
、

文
化
等
、
様
々
な
面
で
現
代
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
て
、
そ
う
し
た
本
も

多
く
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
古
代

ロ
ー
マ
の
人
々
に
着
目
し
て
、
そ
の
魅

力
を
私
な
り
に
描
け
な
い
か
な
、
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
本
音
を
言
え
ば
、
私

は
無
類
の
銭
湯
好
き
な
の
で
す（
笑
）。

小
さ
い
頃
、
内
風
呂
は
あ
っ
た
の
で
す

が
、
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
て
銭
湯
に
行

く
の
が
大
好
き
で
し
た
。
銭
湯
で
は
祖

父
母
が
友
人
た
ち
と
楽
し
げ
に
お
し
ゃ

べ
り
し
た
り
囲
碁
を
打
っ
た
り
、
交
流

し
て
い
る
の
を
見
て
い
る
の
も
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。だ
か
ら
、大
の
銭
湯
好

き
で
あ
り
な
が
ら
、
長
年
外
国
生
活
で

シ
ャ
ワ
ー
し
か
使
え
な
か
っ
た
私
に

と
っ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
浴
場
跡
は
、

見
る
た
び
に
「
こ
の
浴
場
が
使
え
た
ら

私
も
入
れ
た
の
に
」
と
の
思
い
に
駆
ら

れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。い
わ
ば
、

生
活
の
枯
渇
感
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
あ

の
作
品
と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
日
本
と
古
代
ロ
ー
マ
の
お
風
呂

文
化
は
よ
く
似
て
い
ま
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

古
代
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て

お
風
呂
は
「
く
つ
ろ
ぎ
の
場
所
」、
日

本
の
銭
湯
文
化
と
同
じ
で
す
。
古
代

ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
も
浴
場
は
社
交
の

場
で
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
古
代
ロ
ー
マ
人
は
多
神

教
で
、
属
州
が
増
え
る
に
つ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
神
々
を
排
除
せ
ず
受
け

入
れ
る
な
ど
、
八や

百お

万よ
ろ
ずの
神
々
が
住
ま

う
日
本
と
同
じ
よ
う
な
大
ら
か
な
宗
教

観
、
倫
理
観
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
せ
い
か
、
江
戸
時
代
の
銭
湯
同
様
、

古
代
ロ
ー
マ
で
は
混
浴
が
許
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

―
―
そ
れ
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

ヤ
マ
ザ
キ　
『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』

で
描
い
た
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
（
在
位

一
一
七
―
一
三
八
年
）
の
時
代
に
な
っ

て
な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

は
、
江
戸
時
代
の
銭
湯
と
変
わ
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

お
お
ら
か
だ
っ
た
古
代
ロ
ー
マ
人

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
辞
書
」を
も
て

取
材
・
文 

安
楽
由
紀
子
　
写
真 

野
瀬
勝
一

 

バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
を
脱
し
、
自
ら
体
験
す
る
勇
気
を

周
り
か
ら
理
解
さ
れ
な
い

「
知
性
の
皇
帝
」ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス

―
―
と
こ
ろ
で
、
主
人
公
ル
シ
ウ
ス

は
、
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
現
代
日
本
と

い
う
異
次
元
の
世
界
へ
来
た
の
に
、

シ
ョ
ッ
ク
も
受
け
ず
に
好
奇
心
を
持
っ

て
、
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
、
自
分
の
も
の

に
し
よ
う
、
と
す
る
。
こ
の
貪
欲
さ
、
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やまざき・まり● 1967 年生まれ、東京都出身。14 歳で独・仏を一人旅。
17歳のときに単身でイタリアへ渡り、フィレンツェの美術学校で油絵を学ぶ。
27 歳でシングルマザーとなったのち、30 歳で講談社の新人オーディション
に合格し、漫画家デビュー。35 歳のときにイタリア人研究者と結婚。エジ
プト、シリア、ポルトガル、アメリカを経て現在はイタリア在住。漫画作品
に『テルマエ・ロマエ』（エンターブレイン）、『スティーブ・ジョブズ』（講
談社）、エッセイに『男性論』（文春新書）、『望遠ニッポン見聞録』（幻冬舎）
など多数の作品を発表している。 

異
質
な
人
間
を
受
け
入
れ
る
寛
容
さ
が

天
才
を
生
か
す

精
神
の
強
さ
は
、
滑
稽
な
が
ら
も
す

ご
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

ヤ
マ
ザ
キ　

ル
シ
ウ
ス
は
、
古
代
ロ
ー

マ
の
誇
り
を
し
ょ
っ
て
立
っ
て
い
る
人

な
の
で
、
そ
れ
が
強
さ
の
源
泉
で
す
。

た
だ
、
全
員
自
分
よ
り
低
い
人
間
な
の

だ
と
い
う
「
上
か
ら
目
線
」
な
の
で
、

文
化
も
も
ら
っ
て
当
然
と
い
う
意
識
な

の
で
す
が
、
現
代
日
本
人
（
平
た
い
顔

族
）
の
文
化
に
は
ど
こ
か
で
負
け
そ
う

に
な
っ
て
い
る
、
そ
の
辺
の
葛
藤
が
滑

稽
で
描
き
応
え
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

―
―
一
方
で
、
同
じ
く
『
テ
ル
マ
エ
・

ロ
マ
エ
』
の
重
要
人
物
と
し
て
登
場
し

て
く
る
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
。
彼
は
別

荘
に
一
人
籠
も
る
よ
う
な
シ
ー
ン
も
あ

り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

ヤ
マ
ザ
キ　

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
今
で
こ

そ「
五
賢
帝
」の
一
人
と
さ
れ
て
お
り
、

私
は
「
知
性
の
皇
帝
」
と
も
呼
ん
で
い

ま
す
が
、
当
時
の
評
判
は
最
悪
で
し

た
。
当
時
の
ロ
ー
マ
市
民
は
「
領
土
拡

張
こ
そ
善
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

彼
は
拡
張
さ
れ
た
領
土
の
一
部
か
ら
撤

退
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め

彼
が
亡
く
な
っ
た
時
、
当
時
の
元
老
院

か
ら
は
、
彼
を
記
憶
抹
殺
扱
い
に
す
べ

き
と
の
意
見
が
出
た
ほ
ど
で
す
。　

　

し
か
し
一
方
で
彼
は
、
属
州
を
丹
念

に
訪
ね
て
各
部
族
に
ロ
ー
マ
市
民
権
を

与
え
た
り
和
解
を
図
る
な
ど
、
領
土
の

保
全
を
重
視
し
た
政
策
を
進
め
ま
し

た
。
実
は
彼
の
政
策
こ
そ
が
そ
の
後
の

ロ
ー
マ
帝
国
の
繁
栄
の
基
礎
と
な
っ
た

の
で
す
。

　

ま
た
彼
は
、
芸
術
や
哲
学
に
も
造
詣

が
深
く
、
建
築
家
と
し
て
も
ギ
リ
シ
ャ

様
式
を
超
え
た
ド
ー
ム
建
築
の
パ
ン
テ

オ
ン
を
設
計
・
建
設
す
る
ほ
ど
の
技
術

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。パ
ン
テ
オ
ン
は
、

ロ
ー
マ
建
築
の
代
表
作
の
一
つ
で
、
今

で
も
建
築
専
攻
の
学
生
が
必
ず
学
ぶ
程

の
完
成
度
の
高
さ
で
す
。
彼
は
、
当
時

の
人
に
は
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
け
れ

ど
、
本
当
の
天
才
で
し
た
。 

―
―
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
ハ
ド

リ
ア
ヌ
ス
は
、「
周
り
か
ら
理
解
さ
れ

な
い
天
才
」。
今
ご
執
筆
に
な
っ
て
い

る
作
品
（
注
）
の
主
人
公
ス
テ
ィ
ー
ブ
・

ジ
ョ
ブ
ズ
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ジ
ョ
ブ
ズ
は
、
本
能
が
も
た
ら
す
人
間

的
な
感
覚
、
い
わ
ば
ア
ナ
ロ
グ
脳
と
、

論
理
や
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
そ
の
感
覚
を

具
体
的
な
も
の
と
し
て
構
築
で
き
る
デ

ジ
タ
ル
脳
の
両
者
を
兼
ね
備
え
た
天
才

で
し
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ブ
ズ
は
、
若

い
と
き
イ
ン
ド
を
放
浪
し
、
ヒ
ッ
ピ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
に
傾
倒
。
そ
の
性
格
は
独

善
的
、
独
裁
的
で
、
周
囲
と
は
常
に
摩

擦
を
起
こ
す
。
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
以
上
に

扱
い
づ
ら
い
人
間
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

そ
う
し
た
特
異
な
人
物
が
ア
ッ
プ
ル

を
築
き
上
げ
る
に
は
、
彼
の
特
異
さ
を

ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
、
周
囲
の

寛
容
さ
が
非
常
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で

し
た
。

　

日
本
だ
っ
た
ら
、
ジ
ョ
ブ
ズ
は
ま

さ
に
村
八
分
に
な
り
そ
う
な
人
物
で

す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
変

だ
か
ら
「
排
除
す
る
」
の
で
は
な
く
、

「
ち
ょ
っ
と
様
子
を
見
て
み
よ
う
」
と

受
け
止
め
る
寛
容
さ
、
戸
惑
わ
な
い

心
構
え
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
が
ア

メ
リ
カ
の
強
み
で
あ
り
、
ま
た
属
州



NICHIGIN 2014 NO.397

INTERVIEW

―
―
日
本
人
と
古
代
ロ
ー
マ
人
の
宗

教
的
な
寛
容
さ
は
似
て
い
る
も
の
の
、

両
者
に
は
違
い
も
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

寛
容
さ
の
前
提
と
し
て
好

奇
心
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

江
戸
後
期
に
日
本
を
訪
れ
た
欧
米
人

た
ち
の
多
く
が
日
本
人
の
天
真
爛
漫
な

「
子
供
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
記
録
に
残

し
て
い
ま
す
。「
子
供
ら
し
さ
」
と
い

う
の
は
、
子
供
の
よ
う
な
無
邪
気
な
好

奇
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
未
知
の
も
の
を
見
て
み
た

い
、
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
、
純
粋
な

好
奇
心
で
す
。
こ
れ
は
、
遣
隋
使
、
遣

唐
使
の
例
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

苦
労
し
て
で
も
外
の
文
化
を
手
に
入
れ

た
い
と
い
う
、
島
国
で
あ
る
が
故
の
枯

渇
感
と
言
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
こ

れ
が
日
本
人
の
寛
容
さ
を
支
え
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
は
現
代

で
も
生
き
て
い
ま
す
。
外
国
の
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
の
多
く
は
、
よ
く
「
日
本
人

　

し
か
し
、“
ス
テ
ィ
ー
ブ・ジ
ョ
ブ
ズ
”

は
育
て
て
作
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ジ
ョ
ブ
ズ
は
ア
ナ
ロ
グ
脳
と
、
デ

ジ
タ
ル
脳
の
両
者
を
兼
ね
備
え
た
天
才

で
し
た
が
、
こ
う
し
た
天
才
は
マ
ニ
ュ

ア
ル
で
育
て
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
人
は
つ
い
何
か
既
成
の
も

の
に
頼
り
た
く
な
り
ま
す
が
、
天
才
は
、

い
つ
噴
火
す
る
か
分
か
ら
な
い
富
士
山

の
よ
う
な
も
の
で
す
。
自
然
の
摂
理
を

大
切
に
し
て
、
ど
っ
し
り
構
え
、
天
才

の
出
現
を
待
つ
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
良

い
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
な
ら
で
は
の
純
粋
な
好
奇
心

―
―
確
か
に
純
粋
な
好
奇
心
は
強
み

で
し
ょ
う
が
、
課
題
も
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
か
ら
見
て
、
日

本
人
は
「
こ
こ
は
変
え
た
方
が
良
い
」

と
感
じ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
。

ヤ
マ
ザ
キ　

日
々
、
そ
う
い
う
こ
と
を

感
じ
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
総
務
省
が
提

唱
し
た
「
独
創
的
な
人
向
け
特
別
枠
」。

こ
の
企
画
自
体
の
是
非
は
別
と
し
て
、

「
和
製
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
育

成
を
目
指
す
」
と
い
う
形
で
報
じ
ら
れ

て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

（
注 

）『
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
』（
講
談
社
）
は
、

世
界
的
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
、
ア
ッ
プ
ル

創
業
者
ジ
ョ
ブ
ズ
公
認
の
伝
記
（
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ア
イ
ザ
ッ
ク
ソ
ン
著
）
を
漫
画
化
し
た
も
の
。

が
大
好
き
。
日
本
ツ
ア
ー
は
楽
し
み
」

と
言
い
ま
す
。
ツ
ア
ー
で
外
国
を
回
る

と
、「
お
金
を
払
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」

と
相
当
働
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
日

本
に
来
る
と
、
皆
親
切
で
腰
が
低
く
大

歓
迎
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。

　

一
方
で
、
古
代
ロ
ー
マ
人
の
好
奇
心

は
違
い
ま
す
。
世
界
は
広
い
の
だ
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
積
極
的
に
受
け
入

れ
よ
う
と
い
う
、
あ
る
種
の
自
信
に
裏

付
け
ら
れ
た
好
奇
心
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。泣
く
子
も
黙
る
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
、

ど
ん
な
も
の
が
入
っ
て
き
て
も
動
じ
る

こ
と
は
な
い
、
と
い
う
非
常
に
強
い
プ

ラ
イ
ド
、
自
尊
心
で
す
。

―
―
日
本
は
、海
に
囲
ま
れ
、
孤
立
し

て
い
る
一
方
で
、
存
立
自
体
は
安
定
し

て
い
る
。そ
れ
が
故
に
、純
粋
な
好
奇

心
で
動
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
存
立
が
危
う

く
な
れ
ば
村
八
分
の
よ
う
に
拒
絶
す

る
…
…
。

ヤ
マ
ザ
キ　

そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
純

粋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
日
本
は
物
凄
い
力

を
持
っ
た
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
に
も
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
イ
ギ

リ
ス
が
発
明
し
た
蒸
気
機
関
車
を
進
化

さ
せ
て
、
世
界
で
最
も
早
い
時
期
に
新

幹
線
を
作
っ
た
り
、
ト
イ
レ
も
、
あ
っ

と
い
う
間
に
和
式
か
ら
美
し
い
温
水
洗

浄
便
座
に
し
て
し
ま
う
（
笑
）。

―
―
日
本
人
は
心
配
性
で
つ
い
手
を

  『テルマエ・ロマエ』は、現
代日本にタイムスリップし、そ
の風呂文化に衝撃を受けた古代
ローマの浴場設計技師ルシウス
が、現代日本のアイデアを持ち
帰り斬新な浴場を造り出すコメ
ディ。累計 900 万部を突破し、
2010 年手塚治虫文化賞短編賞
を受賞。2014 年 4 月に映画化
第 2 弾が公開された。

の
習
慣
や
神
々
を
排
除
し
な
か
っ
た

古
代
ロ
ー
マ
に
も
通
じ
る
部
分
だ
と

思
い
ま
す
。

バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
を
脱
し
て
、

自
ら
体
験
す
る
勇
気
を
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か
け
よ
う
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
が
課
題
で
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

い
つ
も
帰
国
し
た
時
に
感

じ
る
の
で
す
が
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に

は
知
的
教
養
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
も

の
が
少
な
い
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
の
バ
ラ

エ
テ
ィ
番
組
は
す
べ
て
テ
ロ
ッ
プ
が
入

る
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
の
説
明
が
多
す
ぎ

て
、
受
け
手
が
自
ら
考
え
て
化
学
変
化

を
起
こ
す
よ
う
な
楽
し
み
方
が
で
き
な

い
作
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
一
人
旅
番
組
。
か
つ
て

は
私
が
大
好
き
な
兼
高
か
お
る
さ
ん
の

「
世
界
の
旅
」（
一
九
五
九
―
九
〇
年
Ｔ

Ｂ
Ｓ
系
で
放
送
）
が
あ
り
ま
し
た
。
女

性
一
人
で
ど
ん
な
国
に
も
行
っ
て
、
ど

ん
な
も
の
も
受
け
入
れ
る
兼
高
さ
ん
は
、

ま
る
で
動
く
古
代
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
で
い
て
番
組
は
、

氷
山
の
一
角
を
見
せ
る
だ
け
な
の
で
、

私
た
ち
視
聴
者
は
そ
こ
に
他
の
情
報
を

織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
自
分
で
夢
や
想
像

力
を
膨
ら
ま
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
今
の
旅
番
組
は
、

視
聴
者
を
一
人
旅
さ
せ
た
気
分
に
は
す

る
け
れ
ど
、
自
分
で
一
人
旅
を
し
よ
う

と
は
思
わ
せ
な
い
。
本
当
は
、
一
人
旅

を
す
る
と
す
ご
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
り

ま
す
。
お
金
も
使
う
し
、勇
気
も
必
要
、

危
険
も
伴
う
。
現
地
の
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
難
し
い
。
で
も
こ
う

し
た
苦
労
を
全
部
隠
し
て
ス
マ
ー
ト
に

見
せ
る
番
組
が
多
い
。「
い
い
ん
だ
よ
、

 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
丹
治
芳
樹
）

―
―
『
男
性
論
』
で
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

辞
書
を
も
っ
て
、
外
に
出
よ
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
あ
の
言
葉
は
非
常
に

深
い
意
味
を
感
じ
ま
す
。
自
分
の
体
験

を
し
っ
か
り
自
分
の
辞
書
に
刻
み
込
ん

で
、
そ
れ
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

肉
体
的
な
苦
労
の
み
な
ら

ず
、
精
神
的
な
苦
労
も
含
め
、
自
分
の

中
の
辞
書
に
経
験
と
し
て
刻
ん
で
お
く

と
、
い
つ
か
必
ず
そ
れ
が
助
け
と
な
り

ま
す
。
理
詰
め
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
部
分
は
体
を
張
っ
て
経
験
し
て
い
く

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
海
外
で
ご
苦
労
さ
れ
て
き
た
ヤ

マ
ザ
キ
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
言
葉

の
重
み
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ヤ
マ
ザ
キ　

今
だ
か
ら
言
え
ま
す
が
、

海
外
生
活
中
は
、
要
所
要
所
で
泣
い
て

い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
で
い
い
ん
で

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
辞
書
を
も
て

外
へ
出
な
く
て
も
。
こ
の
国
に
い
れ
ば

全
部
事
足
り
る
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ひ
き
こ
も
り
的
で

す
ね
。

―
―
バ
ー
チ
ャ
ル
な
海
外
が
作
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

ヤ
マ
ザ
キ　

何
で
も
そ
う
で
す
。
今
の

日
本
は
、
本
や
テ
レ
ビ
、
さ
ら
に
ネ
ッ

ト
と
い
っ
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
で
足

り
る
よ
う
に
し
て
い
て
、
自
ら
足
を
踏

み
出
す
勇
気
が
育
ち
に
く
い
環
境
に

な
っ
て
い
ま
す
。
海
を
乗
り
越
え
て
い

け
ば
そ
こ
で
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
が

生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
そ
の

機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
悲

し
い
で
す
ね
。

す
。
合
理
性
を
重
視
し
て
、
な
る
べ
く

泣
く
目
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

す
る
と
、
そ
れ
が
ず
っ
と
弱
み
に
な
っ

て
し
ま
う
。
や
っ
て
み
た
ら
「
意
外
に

自
分
は
凄
い
じ
ゃ
ん
」
と
気
付
く
こ
と

も
あ
る
ん
で
す
。
経
験
し
て
み
る
こ
と

で
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
多
い
と
思

い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
ヤ
マ
ザ
キ
さ
ん
が
『
テ

ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』
の
主
人
公
の
よ
う

に
突
然
古
代
ロ
ー
マ
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
て
、
何
か
一
つ
だ
け
持
ち
帰
っ
て

い
い
と
言
わ
れ
た
ら
何
を
持
っ
て
帰
り

ま
す
か
。

ヤ
マ
ザ
キ　

う
～
ん
、
当
時
の
高
度
な

技
術
を
駆
使
し
た
も
の
、
例
え
ば
当
時

外
科
手
術
で
用
い
ら
れ
て
い
た
鉗か

ん

子し

な

ん
か
い
い
で
す
ね
。
実
は
博
物
館
に
行

け
ば
今
で
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

前
で
一
時
間
ぐ
ら
い
た
た
ず
ん
で
い
た

い
。
古
代
ロ
ー
マ
が
ど
れ
く
ら
い
進
ん

で
い
た
か
想
像
す
る
と
、
世
界
が
ど
ん

ど
ん
広
が
り
ま
す
。

―
―
や
は
り
山
崎
さ
ん
は
ル
シ
ウ
ス

の
よ
う
に
好
奇
心
旺
盛
で
す
ね
。
本

日
は
興
味
深
い
お
話
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

INTERVIEW
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地域の底力 今治市

タ
オ
ル
と
造
船
。
愛
媛
県
今
治
市
で
は
、

長
年
地
元
を
支
え
て
き
た
地
場
産
業
が
紆う

余よ

曲
折
を
経
て
、

今
再
び
、
暮
ら
し
と
人
々
の
心
に
希
望
の
灯
り
を
と
も
し
、

次
な
る
時
代
へ
の
道
し
る
べ
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
瀬
戸
内
海
を
渡
る
「
瀬
戸
内
し
ま
な
み
海
道
」

か
ら
吹
く
風
が
、

港
町
に
新
た
な
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

愛媛県今治市と広島県尾道市を結ぶ「瀬
戸内しまなみ海道」の今治市側に位置す
る「来島海峡大橋」。全長 4105 メートル。

愛
媛
県
今
治
市

自
立
の
水
軍
魂
を

今
に
受
継
ぎ
共
存
を
支
え
る

自
立
の
水
軍
魂
を

今
に
受
継
ぎ
共
存
を
支
え
る
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地
元
に
誇
り
を
も
た
ら
し
た 

「
今
治
タ
オ
ル
」の
ブ
ラ
ン
ド

　

愛
媛
県
今
治
市
。
高
校
野
球
フ
ァ
ン

の
方
な
ら
そ
う
聞
い
て
真
っ
先
に
胸
を

よ
ぎ
る
の
は
お
そ
ら
く
、「
今
治
西
高
」

こ
と
県
立
今
治
西
高
等
学
校
か
も
し
れ

な
い
。
春
夏
合
わ
せ
て
二
四
回
、
甲
子

園
球
場
を
わ
か
せ
て
き
た
名
門
校
だ
。

　
最
近
で
は
二
〇
一
二
年
の「
ゆ
る
キ
ャ

ラ
Ⓡ
グ
ラ
ン
プ
リ
」で
、「
バ
リ
ィ
さ
ん
」

が
一
位
を
取
っ
た
の
も
記
憶
に
新
し
い
。

さ
ら
に
は
戦
国
時
代
の
村
上
水
軍
に
焦

点
を
あ
て
た
、
和
田
竜
氏
作
『
村
上
海

賊
の
娘
』
が
「
二
○
一
四
年
本
屋
大
賞
」

に
選
ば
れ
た
こ
と
で
も
注
目
を
浴
び
て

い
る
。
能の

島し
ま

や
来く

る

島し
ま

と
い
っ
た
物
語
の

舞
台
の
島
々
が
、
今
治
市
内
に
位
置
す

る
た
め
だ
。

　

メ
デ
ィ
ア
等
で
た
び
た
び
紹
介
さ
れ

る
、「
今
治
タ
オ
ル
」
に
思
い
を
馳
せ

る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
一
二
年
に
東

京
・
青
山
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
の
評
判
は
高
く
、
著
名
人
を

は
じ
め
愛
用
者
も
多
い
。

　

実
際
、
全
国
生
産
量
の
半
数
を
占
め

る
タ
オ
ル
は
今
治
市
の
主
要
産
業
だ
が
、

数
年
前
は
「
ど
ん
底
だ
っ
た
」
と
語
る

の
は
、創
業
一
九
三
四
年
の
「
コ
ン
テ
ッ

ク
ス
」
代
表
取
締
役
社
長
で
、
今
治
の

タ
オ
ル
製
造
に
関
わ
る
一
一
七
社
で
作

る
「
四
国
タ
オ
ル
工
業
組
合
」
の
理
事

長
の
近
藤
聖せ

い
司じ

氏
だ
。

　

古
く
か
ら
繊
維
産
業
が
盛
ん
だ
っ
た

今
治
で
、
初
め
て
タ
オ
ル
が
織
ら
れ
た

の
は
一
八
九
四
年
の
こ
と
。
昭
和
初
期

に
は
「
四
国
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
」
と

呼
ば
れ
た
ほ
ど
、
一
大
綿
工
業
都
市
と

し
て
発
展
し
た
。
そ
の
後
も
戦
争
や
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
挟
み
な
が
ら
も
生
産

量
は
増
大
し
、
や
が
て
バ
ブ
ル
時
代
を

迎
え
る
。

　
「
当
時
タ
オ
ル
は
、
企
業
の
贈
答
品
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
景

気
の
上
昇
と
と
も
に
需
要
は
高
ま
り
、

急
激
な
勢
い
で
売
り
上
げ
が
伸
び
ま
し

た
」

　

バ
ブ
ル
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
成
長

は
、
そ
の
崩
壊
と
と
も
に
逆
方
向
へ
。

発
注
量
が
激
減
し
た
上
、
価
格
競
争
の

負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
の
な
か
で
、
海
外
で

製
造
さ
れ
た
廉れ
ん

価か

な
商
品
が
輸
入
さ
れ

る
。
日
本
の
問
屋
が
切
り
拓ひ

ら
い
た
打
開

策
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
屋
と

共
に
歩
ん
で
い
た
国
内
の
タ
オ
ル
メ
ー

カ
ー
は
大
打
撃
を
受
け
、
今
治
で
も
全

盛
期
に
比
べ
て
七
割
強
の
メ
ー
カ
ー
が

倒
産
や
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
。
〇
一

年
に
は
輸
入
に
関
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

を
申
請
し
た
が
、
発
動
に
は
至
ら
ず
。

近
藤
氏
曰
く
「
い
つ
事
業
の
幕
を
引
く

か
」
と
い
う
状
況
が
続
く
。　

　

転
機
は
、
○
六
年
に
訪
れ
た
。
縁
が

つ
な
が
り
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
の
佐
藤
可か

士し

和わ

氏
に
組
合
の
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
依
頼
し
た
の
が
き
っ

か
け
だ
。ユ
ニ
ク
ロ
な
ど
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
で
名
を
馳
せ
た
時
代
の
寵ち

ょ
う
じ児

だ
け

に
、
無
理
を
承
知
の
上
だ
っ
た
が
、
最

終
的
に
は
今
治
産
タ
オ
ル
の
質
が
佐
藤

氏
の
心
を
動
か
し
た
。

　
「
今
ま
で
に
な
い
感
触
で
、
非
常
に
吸

水
性
も
い
い
と
前
向
き
な
連
絡
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
今
治
に
来
て
い

た
だ
い
た
の
で
す
が
、
技
術
力
も
あ
る

し
、
ま
だ
百
何
社
残
っ
て
い
る
。
行
け

る
の
で
は
な
い
か
と
」

　

ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
作
成
を
含
む
「
今
治

タ
オ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
立
ち
上
が
っ

た
結
果
、
四
年
後
の
一
〇
年
に
は
数
字

が
上
昇
に
転
じ
た
。
そ
れ
を
導
い
た
佐

藤
氏
の
指
南
は
、
ご
く
シ
ン
プ
ル
だ
っ

た
。

　
「
無
い
モ
ノ
を
付
加
す
る
の
で
は
な

く
、
元
々
あ
る
モ
ノ
を
磨
く
の
が
ブ
ラ

ン
ド
で
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
」

　

礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
の
は
、「
今
治
タ
オ
ル
」

独
自
の
品
質
基
準
。
高
級
品
か
否
か
と

い
っ
た
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
で
は
な
く
、
吸

水
性
、
安
全
性
、
耐
久
性
と
い
っ
た
基

本
的
な
機
能
基
準
を
守
り
な
が
ら
の
前

進
だ
。
と
は
い
え
、
最
初
の
う
ち
は
相

当
な
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
「
組
合
は
合
議
制
で
、
な
お
か
つ
商
工

会
議
所
や
行
政
も
絡
ん
で
い
ま
す
か
ら
。

し
か
し
佐
藤
さ
ん
は
、
そ
ん
な
調
整
を

焼
き
鳥
の
ま
ち
、
今
治
の
P
R
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
バ

リ
ィ
さ
ん
」。
冠
は
瀬
戸
内
し
ま
な
み
海
道
に
あ
る

「
来
島
海
峡
大
橋
」
を
モ
チ
ー
フ
に
、
腹
巻
は
「
今

治
タ
オ
ル
」
で
出
来
て
い
る
。
手
に
は
、
造
船
業
が

盛
ん
な
た
め
船
の
形
の
サ
イ
フ
を
持
っ
て
い
る
。

今治市

広島県
尾道市

JR 予讃線

松山市

愛媛県松山

今治

西条市

今治港

瀬戸内しまなみ海道

「今治城」は日本三大水城のひとつ。築城の名手として知られ
る藤堂高虎が手がけ 1604 年に完成。
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し
て
い
る
時
間
的
余
裕
は
我
々
に
は
な

い
ん
だ
と
」

　

佐
藤
氏
に
背
中
を
押
さ
れ
つ
つ
生
産

地
と
消
費
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
地

道
な
が
ら
も
的
確
な
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
が
「
今
治
タ
オ
ル
」

の
認
知
度
と
フ
ァ
ン
を
確
実
に
広
げ
た
。

当
初
約
六
〇
〇
〇
枚
だ
っ
た
タ
オ
ル
に

縫
い
付
け
ら
れ
る
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
使
用

枚
数
が
、
現
在
は
六
〇
〇
〇
万
枚
に
及

ん
で
い
る
こ
と
こ
そ
成
功
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
近
藤
氏
に

は
浮
き
足
立
っ
た
感
は
な
い
。

　
「
組
合
の
メ
ン
バ
ー
は
み
ん
な
、
事
業

運
営
が
安
易
な
方
向
へ
と
行
か
な
く
な

り
ま
し
た
ね
。今
の
事
業
の
中
身
を
き
っ

ち
り
し
よ
う
と
す
る
会
社
も
あ
れ
ば
、

新
企
画
で
さ
ら
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し

て
い
こ
う
と
い
う
会
社
も
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
『
今
治
ブ
ラ
ン
ド
』
が
自

分
だ
け
の
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
意
識

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
今
後
、
必
ず
問
題
は
出
て
く
る
。

で
も
、
そ
の
際
に
は
み
ん
な
で
解
決
し

よ
う
と
い
う
思
い
が
す
ご
く
強
い
ん
で

す
」

　

責
任
の
度
合
い
が
増
し
た
の
に
は
、

ロ
ゴ
マ
ー
ク
と
と
も
に
各
社
の
番
号
が

タ
グ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
大
き
い
。

そ
ん
な
タ
オ
ル
産
業
の
変
化
を
、
地
元

は
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
そ
う
尋
ね
た

と
こ
ろ
近
藤
氏
の
表
情
が
緩
ん
だ
。

　
「
皆
さ
ん
結
婚
式
の
引
き
出
物
や
贈
答

品
と
し
て
積
極
的
に
使
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
が
、
昔
と
全
然
違
い
ま
す
ね
」

　

か
つ
て
は
、
欧
州
の
有
名
ブ
ラ
ン
ド

の
Ｏ
Ｅ
Ｍ
生
産
が
ほ
と
ん
ど
で
、
今
治

産
で
あ
っ
て
も
誰
も
認
識
で
き
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
は
、
贈
答
品
の
増
加
に
よ

り
タ
オ
ル
そ
の
も
の
に
有
り
難
み
が
な

く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
地

元
の
誇
り
へ
と
変
わ
っ
た
の
だ
。

　

染
色
工
場
か
ら
タ
オ
ル
の
加
工
に
必

要
な
ミ
シ
ン
メ
ー
カ
ー
ま
で
、
業
界
の

裾
野
は
広
く
、
就
業
人
口
や
受
け
皿
も

確
実
に
増
え
て
き
た
。
知
識
を
問
う「
タ

オ
ル
ソ
ム
リ
エ
」、
技
術
者
を
対
象
と

し
た
「
タ
オ
ル
マ
イ
ス
タ
ー
」
制
度
と
、

人
材
育
成
の
た
め
の
技
能
検
定
が
ま
た
、

従
事
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
培
う
。

新
卒
募
集
に
若
い
人
が
希
望
を
抱
い
て

応
募
し
て
く
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

　
「
今
治
タ
オ
ル
」
と
し
て
の
海
外
へ
の

進
出
に
も
、
近
藤
氏
は
手
応
え
を
感
じ

て
い
る
。
し
か
も
、
タ
オ
ル
業
界
の
み

な
ら
ず
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
注
１
）

関
連
の
展
示
会
に
も
参
加
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
興
味
深
い
。
そ

れ
だ
け
、
デ
ザ
イ
ン
性
や
機
能
性
に
す

ぐ
れ
た
商
品
が
多
い
と
い
う
証
し
だ
ろ

う
。

今
も
継
が
れ
て
い
る 

勇
敢
な
村
上
水
軍
の
魂

　

一
致
団
結
と
と
も
に
、
独
立
独
歩
も

あ
り
。
独
自
の
展
開
で
特
筆
す
べ
き
は
、

今
治
市
郊
外
に
建
つ
「
タ
オ
ル
美
術
館

ICH
IH
IRO

」
だ
。
年
間
入
館
者
数
約

三
〇
万
人
。
タ
オ
ル
を
使
っ
た
ア
ー
ト

や
ム
ー
ミ
ン
等
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
関
連

の
展
示
、
披
露
宴
も
行
わ
れ
る
レ
ス
ト

ラ
ン
に
加
え
、
工
場
見
学
の
案
内
や
自

分
で
刺
繍
が
施
せ
る
体
験
コ
ー
ナ
ー
も

あ
り
と
、
タ
オ
ル
に
ち
な
ん
だ
す
べ
て

今治市

広島県
尾道市

JR 予讃線

松山市

愛媛県松山

今治

西条市

今治港

瀬戸内しまなみ海道

組合各社自慢のタオルが揃う
「今治タオル」のショールーム。
その一角には昔ながらの織機も
展示されている。

「四国タオル工業組合」理事
長の近藤聖司氏。背後を彩
るのは、「今治タオル」ブラ
ンドの証となる、佐藤可士
和氏考案のロゴマーク。

（
注 

１
）
一
九
七
〇
年
以
降
一
般
化
し
た
現
代

芸
術
の
手
法
の
一
つ
。
屋
内
外
を
問
わ
ず
、

展
示
空
間
と
有
機
的
な
関
係
を
持
つ
よ
う

に
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品

だ
け
で
な
く
、
展
示
空
間
全
体
を
作
品
と

し
て
体
験
さ
せ
る
芸
術
手
法
。
ま
た
、
そ

の
空
間
そ
の
も
の
を
指
す
。
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を
凝
縮
し
た
一
大
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
い

う
観
が
あ
る
。

　
「
産
業
観
光
は
、
三
〇
年
来
の
ず
っ
と

夢
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
話
す
の
は
、
今

治
商
工
会
議
所
の
副
会
頭
で
も
あ
る「
一

広
」
の
代
表
取
締
役
社
長
の
越お

智ち

逸い
つ

宏ひ
ろ

氏
だ
。
大
日
本
紡
績
（
現
ユ
ニ
チ
カ
）

に
一
〇
年
勤
め
た
後
、
一
九
七
一
年
に

独
立
。
織
機
や
工
場
、
美
術
館
の
設
計

を
す
べ
て
自
ら
が
手
が
け
、
コ
ツ
コ
ツ

と
事
業
の
拡
張
に
努
め
て
き
た
。

　
「
タ
オ
ル
美
術
館
の
発
展
が
、
地
域
の

た
め
に
な
る
。う
ち
だ
け
よ
く
な
っ
た
っ

て
、
地
域
の
た
め
に
な
ら
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
で
す
よ
」

　

タ
オ
ル
業
界
不
遇
の
時
代
に
海
外
に

移
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
染
色
工
場
の

復
活
、
東
京
に
あ
っ
た
物
流
セ
ン
タ
ー

の
地
元
へ
の
移
転
等
、
今
治
の
雇
用
の

拡
大
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
越
智
氏
の

思
い
は
業
界
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

近
く
の
休
耕
田
を
借
り
て
レ
ス
ト
ラ
ン

利
用
の
無
農
薬
野
菜
を
栽
培
し
た
り
、

地
元
の
特
産
品
を
美
術
館
で
販
売
し
た

り
と
、
実
践
し
た
ア
イ
デ
ア
は
多
岐
に

わ
た
る
。　

　
「
ど
ん
な
環
境
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の

力
を
最
大
限
以
上
に
発
揮
し
、
経
営
を

し
て
い
く
の
が
基
本
だ
と
私
は
思
う
」

　

話
を
聞
き
な
が
ら
次
第
に
、
潮
の
流

れ
が
き
つ
い
瀬
戸
内
を
自
在
に
行
く
村

上
水
軍
の
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
ん
だ
。

　
「
私
ら
越
智
と
い
う
の
は
村
上
水
軍
の

子
分
で
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
気
質
が

Ｄ
Ｎ
Ａ
で
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」

　

ま
さ
し
く
本
物
だ
っ
た
と
、
嬉
し
さ

が
こ
み
あ
げ
た
。

市
町
村
合
併
で
生
ま
れ
た 

日
本
一
の
海
事
都
市
今
治

　

タ
オ
ル
業
界
だ
け
を
見
れ
ば
現
在
の

今
治
は
課
題
を
克
服
し
た
か
の
よ
う
に

も
思
え
る
が
、
約
一
六
万
人
の
市
民
を

抱
え
る
菅か

ん

良
二
市
長
は
現
状
を
ど
の
よ

う
に
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

今
治
市
は
○
五
年
に
一
二
の
市
町
村

が
合
併
す
る
と
い
う
、
全
国
で
も
あ
ま

り
例
の
な
い
大
合
併
を
遂
げ
た
が
、
目

下
抱
え
る
大
き
な
問
題
は
人
口
の
減
少

だ
。

　
「
県
下
で
も
人
口
減
少
の
ス
ピ
ー
ド
が

非
常
に
速
く
、
先
の
報
道
に
も
あ
っ
た

日
本
創
成
会
議
で
は
『
消
滅
可
能
性
都

市
』
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
し
た
。
非
常

に
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
」

　

す
で
に
子
育
て
支
援
策
と
し
て
の
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実
、
妊
婦
へ
の

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
強
化
等
、
細
か
い
配

慮
を
重
ね
て
き
た
が
、
ま
ち
の
活
力
の

源
は
な
ん
と
言
っ
て
も
、
雇
用
の
場
の

確
保
だ
と
菅
氏
は
い
う
。

　

今
治
市
の
人
口
推
計
で
興
味
深
い
の

が
、
一
五
〜
二
四
歳
の
世
代
で
は
進

学
な
ど
の
影
響
で
減
少
す
る
も
の
の
、

二
五
〜
二
九
歳
で
は
数
字
は
上
昇
す
る
。

と
こ
ろ
が
三
〇
歳
を
過
ぎ
る
と
、
再
び

減
少
傾
向
に
。
多
く
の
若
者
は
地
元
で

い
っ
た
ん
就
職
す
る
が
、
途
中
で
断
念

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
見
え
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
三
〇
代
が
未
来
に

希
望
を
抱
け
る
就
職
先
と
し
て
タ
オ
ル

産
業
の
復
活
は
一
翼
を
担
う
は
ず
だ
。

さ
ら
に
は
、
合
併
効
果
が
今
後
も
期
待

さ
れ
る
雇
用
の
柱
が
あ
る
。
そ
れ
は
海

事
産
業
だ
。

　

瀬
戸
内
海
の
島
々
で
は
一
二
世
紀
か

直販のショップやカフェ、レストラン等を含む 5 階建ての「タオル美術館
ICHIHIRO」。4 階が製造工程見学フロアになっており、高速でタオルが織ら
れる様子を間近に見られる。

「今治造船」では年間90隻以上もの船舶を建造。
大型貨物船が「2013 年シップ・オブ・ザ・イ
ヤー」を受賞する等高い評価を得ている。

気候が温暖で、自然災害の影響を
受けにくいのが、今治の特徴のひ
とつ。「ここを離れてよそへ行く必
要はない」と、「一広」代表取締役
社長の越智逸宏氏は話す。 
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ら
塩
づ
く
り
が
さ
か
ん
で
、
そ
の
輸
送

の
た
め
海
運
、
造
船
業
が
発
展
し
て
き

た
長
い
歴
史
が
あ
る
。
合
併
前
は
造
船

所
や
海
運
会
社
が
各
自
治
体
に
点
在
し

て
い
た
が
、「
今
治
市
」と
し
て
ま
と
ま
っ

た
現
在
、
造
船
に
携
わ
る
事
業
所
は

一
四
、
建
造
隻
数
で
は
国
内
の
一
七
％

を
占
め
る
。
外
航
、
内
航
合
わ
せ
る
と

海
運
業
は
三
○
○
社
近
い
。

　
「
日
本
一
の
海
事
都
市
、
海
事
ク
ラ
ス

タ
ー
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
集
積
を
ふ

ま
え
、
古
く
か
ら
海
運
等
で
栄
え
て
き

た
伝
統
、
歴
史
、
文
化
を
ま
ち
づ
く
り

に
生
か
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
菅
市
長
は
語
る
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
合
併
後
は
進
水

式
や
造
船
工
場
の
見
学
、
海
事
教
室
の

開
催
等
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ス
ケ
ー
ル
も
あ
り
、

感
動
や
イ
ン
パ
ク

ト
は
大
き
い
。
タ

オ
ル
同
様
、
造
船

業
も
誇
る
べ
き
今

治
の
自
慢
と
し
て

子
ど
も
た
ち
の
目

に
映
る
に
違
い
な

い
。

　
大
規
模
合
併
は
、

造
船
会
社
そ
の
も

の
に
も
、
結
束
力
を
も
た
ら
し
た
。
そ

う
話
す
の
は
、
創
業
一
九
〇
一
年
、
国

内
の
み
な
ら
ず
世
界
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
建
造
量
を
誇
る
今
治
造
船
の
執
行

役
員
の
都
築
恵

め
ぐ
み

氏
だ
。

　
「
一
四
の
造
船
所
は
も
と
も
と
近
隣

な
の
で
、
何
十
年
も
前
か
ら
仕
事
上
や

家
族
的
な
つ
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、

合
併
に
よ
り
い
ず
れ
も
今
治
市
の
企
業

と
な
っ
た
こ
と
で
よ
り
ま
と
ま
っ
て
動

け
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
ま
た
、

行
政
も
一
体
化
さ
れ
、
地
域
全
体
で
よ

り
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」

　

た
と
え
ば
国
立
公
園
指
定
の
瀬
戸
内

海
は
、
個
別
企
業
の
乱
開
発
を
防
止
す

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が
課
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
合
併
後
の
今
治
市

が
、
環
境
に
も
配
慮
し
た
造
船
振
興
計

画
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
で
、
一
四
の
造

船
所
に
と
っ
て
は
、
今
治
で
の
事
業
拡

大
へ
の
突
破
口
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
た
と
え
、
今
治
造
船
が
世
界
有

数
の
企
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
独
立

の
気
風
あ
ふ
れ
る
今
治
の
企
業
で
あ
っ

て
も
、
一
社
だ
け
の
要
請
で
は
、
中
々

に
難
し
い
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
〇
九
年
か
ら
は
国
際
海
事
展

「
バ
リ
シ
ッ
プ
」
を
市
内
で
二
年
に
一
回

開
催
し
、
一
三
年
に
は
世
界
中
か
ら
約

五
万
二
○
○
○
人
の
来
場
者
を
記
録
。

ま
ち
に
賑に

ぎ
わ
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

造
船
会
社
が
一
致
団
結
し
、
今
治
市

と
と
も
に
取
り
組
む
「
今
治
地
域
造
船

技
術
セ
ン
タ
ー
」
も
、
状
況
に
明
る
い

変
化
を
生
ん
だ
。
こ
の
一
〇
年
間
で

一
二
〇
〇
人
以
上
が
卒
業
し
た
が
、
即

戦
力
の
技
術
は
働
く
意
欲
に
つ
な
が
る

の
だ
ろ
う
、
就
職
後
の
途
中
退
職
者
は
、

確
実
に
減
っ
て
い
る
。

　

七
〇
年
代
の
造
船
不
況
を
は
じ
め
、

こ
れ
ま
で
の
道
の
り
は
決
し
て
順
風
満

帆
で
は
な
い
。
近
年
は
中
国
や
韓
国
の

今治市地域の底力 2009 年に市長に就任した菅良二氏は、瀬戸内に浮かぶ大
三島出身。マイバイクに乗り、「瀬戸内しまなみ海道」の
イベントにも積極的に参加。

「今治造船」執行役員の都築恵氏によれば、かつ
てと比べて造船業の就業環境は飛躍的に改良さ
れ、最近では女性の姿も見られるとか。
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ラ
イ
バ
ル
企
業
の
強
い
圧
力
に
晒さ

ら

さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
今
治
に
は
ほ
か
に
は

無
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
み
が
あ
る
と
、

都
築
氏
は
い
う
。

　
「
造
船
所
だ
け
で
な
く
多
様
な
舶
用

機
器
メ
ー
カ
ー
が
数
多
く
あ
る
こ
と
で
、

い
わ
ば
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
で
、

必
要
な
と
き
に
必
要
な
も
の
が
そ
ろ
う
。

世
界
を
見
回
し
て
も
、
今
治
の
よ
う
な

海
事
産
業
の
共
存
共
栄
は
見
ら
れ
な
い

で
す
ね
」

　

そ
の
未
来
に
期
待
が
か
か
る
の
は
、

合
併
後
、
こ
れ
ま
で
支
店
を
設
け
て
い

な
か
っ
た
金
融
機
関
が
進
出
し
て
き
た

こ
と
で
も
わ
か
る
。
そ
し
て
、
損
害
保

険
会
社
、
商
社
、
海
事
協
会
、
税
関
、

海
員
学
校
と
、
海
事
関
連
事
業
の
集
結

─
─
海
事
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、
こ
れ
か
ら

も
地
元
に
活
力
を
も
た
ら
し
そ
う
だ
。

旅
人
が
行
く 

し
ま
な
み
海
道
が 

未
来
に
も
た
ら
す
も
の

　

タ
オ
ル
、
造
船
と
い
う
地
場
産
業

に
加
え
て
、
観
光
振
興
に
お
い
て

も
、
今
治
は
大
き
な
宝
を
持
っ
て
い

る
。
一
九
九
九
年
開
通
の
「
瀬
戸
内
し

ま
な
み
海
道
」
の
存
在
だ
。
本
州
と
四

国
の
間
に
は
三
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
る
が
、

七
〇
キ
ロ
に
及
ぶ
こ
の
「
瀬
戸
内
し
ま

な
み
海
道
」
の
橋
だ
け
は
、
生
活
道
と

し
て
島
の
人
々
が
利
用
で
き
る
よ
う
に

自
転
車
道
兼
歩
道
が
設
け
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
二
年
前
の
調
査
で
は
推
計
年

間
一
七
万
五
〇
〇
〇
人
の
サ
イ
ク
リ
ス

ト
が
、国
内
外
か
ら
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。

　

来
る
十
月
二
十
六
日
に
は
、
今
年
で

開
通
一
五
周
年
を
迎
え
た
「
瀬
戸
内
し

ま
な
み
海
道
」
に
お
い
て
瀬
戸
内
し
ま

な
み
海
道
・
国
際
サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会

実
行
委
員
会
主
催
の
国
際
大
会
「
サ
イ

ク
リ
ン
グ
し
ま
な
み
」（
注
２
）
が
開
催
さ

れ
る
。
今
治
市
を
ス
タ
ー
ト
し
、
広
島

県
尾
道
市
を
目
指
す
コ
ー
ス
を
は
じ
め

様
々
な
コ
ー
ス
に
、
参
加
者
八
〇
〇
〇

人
が
見
込
ま
れ
る
。

　
「
瀬
戸
内
し
ま
な
み
海
道
」
を
世
界
の

サ
イ
ク
リ
ス
ト
も
熱
い
視
線
を
注
ぐ
ま

で
に
、
時
間
を
か
け
て
培
っ
て
き
た
ひ

と
り
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
シ
ク
ロ
ツ
ー

リ
ズ
ム
し
ま
な
み
」
の
代
表
理
事
の
山

本
優
子
氏
だ
。

　
「
当
初
、
地
元
の
人
々
は
橋
に
あ
ま
り

価
値
を
見
い
だ
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

救
急
医
療
に
関
す
る
安
心
感
は
生
ま
れ

た
で
し
ょ
う
が
、
料
金
が
高
い
、
船
便

が
減
る
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
も
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
観
光
客
も
○
六
年
頃

ま
で
は
、
一
部
の
サ
イ
ク
リ
ス
ト
が
来

る
程
度
で
し
た
」

　

も
と
も
と
、
一
帯
で
グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
活
動
な
ど
は
さ
か
ん
に
行
わ
れ

て
い
た
が
、地
域
独
特
の
も
の
は
何
か
？

と
考
え
た
結
果
見
い
だ
し
た
の
が
自
転

車
。
実
際
に
旅
行
商
品
と
し
て
成
り
立

ち
う
る
の
か
と
い
う
視
点
で
山
本
氏
は

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
重
ね
た
。

　
「
サ
イ
ク
リ
ス
ト
は
、
そ
も
そ
も
バ
ス

と
か
車
を
選
択
す
る
方
と
は
違
う
志
向

性
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多

「今治造船」では、次世代を支える子どもたち
の見学も積極的に受け入れている。「来島海峡
大橋」からは、その広大な敷地が一望できる。

サイクリストたちの休憩ポイント
でもある、「来島海峡大橋」のたも
とから望む瀬戸内の景色。

「しまなみサイクルオアシス」のシステムが評判を呼び、
最近では他県からもヒアリングに訪れる人が多いとい
う、NPO 法人「シクロツーリズムしまなみ」の代表理
事の山本優子氏。

（
注 

２
）
愛
媛
県
・
広
島
県
主
催
の「
瀬
戸
内
し

ま
博
覧
会『
瀬
戸
内
し
ま
の
わ
2
0
1
4
』」

の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
る
。
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い
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
脇
道
に
そ
れ
て
、

地
元
の
皆
さ
ん
と
会
話
も
し
て
み
た
い

と
い
っ
た
、
人
と
の
交
流
意
欲
が
高
い
。

農
作
業
の
手
を
と
め
て
話
し
か
け
て
く

れ
た
地
元
の
お
父
さ
ん
の
笑
顔
が
、
一

番
心
に
残
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
暮
ら

し
の
中
に
入
っ
て
い
く
よ
う
な
旅
行
ス

タ
イ
ル
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
方
た
ち

を
お
迎
え
す
る
の
が
大
切
だ
な
と
気
づ

き
始
め
た
の
が
、
取
り
組
み
の
中
で
は

大
き
か
っ
た
で
す
ね
」

　

一
方
島
の
住
民
も
、
外
か
ら
元
気
を

得
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
と
は
い
え
、

そ
れ
と
て
許
容
量
は
限
ら
れ
て
い
る
。

大
き
な
ホ
テ
ル
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
成
り
立
ち
に
く
い
。

両
者
の
思
い
は
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
「
サ
イ
ク
リ
ス
ト
が
農
業
、
漁
業
中

心
の
暮
ら
し
に
分
け
入
ら
せ
て
も
ら
う
。

そ
ん
な
旅
行
ス
タ
イ
ル
を
定
着
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
、
ま
ず
は
サ
イ
ク

リ
ス
ト
が
島
の
散
策
を
楽
し
め
る
独
自

の
マ
ッ
プ
を
制
作
し
た
ん
で
す
」

　

さ
ら
に
生
ま
れ
た
の
が
、
一
般
家
庭

の
軒
先
を
借
り
る
形
で
一
〇
年
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
「
し
ま
な
み
サ
イ
ク
ル
オ

ア
シ
ス
」
と
い
う
仕
組
み
だ
。
ま
ち
な

か
と
は
異
な
り
、
自
転
車
店
ど
こ
ろ
か

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
す
ら
な
い
島

も
あ
る
中
、
民
家
で
も
ト
イ
レ
が
利
用

で
き
、
空
気
入
れ
も
設
置
し
て
あ
る
と

い
う
サ
イ
ク
リ
ス
ト
へ
の
サ
ポ
ー
ト
体

制
は
徐
々
に
浸
透
し
、
現
在
七
〇
軒
以

上
に
。
お
世
話
に
な
っ
た
「
し
ま
な
み

の
お
母
さ
ん
」
に
会
う
た
め
に
再
訪
す

る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
増
え
た
と
い
う
。

　

愛
媛
県
全
体
に
も
広
が
り
つ
つ
あ
る

し
ま
な
み
サ
イ
ク
ル
オ
ア
シ
ス
の
総
合

拠
点
と
し
て
、
一
四
年
七
月
に
は
J
R

今
治
駅
前
に
カ
フ
ェ
兼
宿
泊
施
設
の「
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス　

シ
ク
ロ
の
家
」
が
オ
ー

プ
ン
。
ツ
ー
リ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
、

貴
重
な
情
報
交
換
の
場
に
も
な
っ
て
い

る
。

　
「
見
れ
ば
忘
れ
ら
れ
な
い
雄
大
な
瀬
戸

内
し
ま
な
み
海
道
で
す
か
ら
、
も
う
一

回
来
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
自
信
は

あ
り
ま
す
。
た
だ
、
二
回
目
、
三
回
目

の
フ
ァ
ン
を
つ
な
い
で
い
く
の
は
住
民

と
の
出
会
い
。
四
国
遍
路
の
『
お
接
待
』

の
文
化
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
、
今
治
の

人
は
外
か
ら
来
る
人
を
出
迎
え
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
す
ご
く
高
い
ん
で
す
ね
」

　
今
治
市
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
、「
ラ

ン
ト
ゥ
レ
ー
ベ
ン
」
と
い
う
移
住
体
験

施
設
も
ま
た
、
地
元
住
民
と
の
ふ
れ
あ

い
が
自
然
と
生
ま
れ
、「
積
極
的
に
両
者

が
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
て
、
地
域
の

盆
踊
り
な
ど
に
も
ど
ん
ど
ん
入
り
込
ん

で
い
ま
す
」
と
の
菅
市
長
の
話
を
思
い

今治市地域の底力 今治駅前の「ゲストハウ
ス　シクロの家」は賛同
する仲間がボランティア
で建築に携わった。

出
し
た
。
県
内
外
か
ら
応
募
者
は
多
く
、

定
住
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少

な
く
な
い
そ
う
だ
。

　

独
立
性
と
協
調
の
共
存
に
加
え
、
新

し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
前
に
進
む「
進

取
の
気
質
」
が
今
治
に
は
あ
る
と
い
う
。

そ
の
し
な
や
か
で
豊
か
な
心
を
羨
ま
し

く
思
い
な
が
ら
「
瀬
戸
内
し
ま
な
み
海

道
」
の
端
、
来
島
海
峡
大
橋
の
た
も
と

に
立
て
ば
、
青
い
海
と
空
、
島
々
の
緑

が
織
り
成
す
美
し
い
絵
。
ま
っ
す
ぐ
に

延
び
る
海
道
か
ら
未
来
に
ど
ん
な
新
し

い
風
が
吹
き
込
み
、
今
治
の
地
に
根
づ

い
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

自転車のみならず徒歩で
も散策を楽しめるのが

「来島海峡大橋」をはじ
めとする「瀬戸内しまな
み海道」の魅力だ。
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写真 谷山 實

ハ
ン
ス・
ディ
ー
ト
マ
ー
ル・

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ー
ト

1953 年 東京生まれ。78 年東京大学経
済学部卒業後、日本銀行入行。97 年信
用機構局信用機構課長、2000 年信用機
構局参事役、同年国際決済銀行へ転出、
01 年金融市場局兼国際局参事役、03
年金融市場局長、08 年日本銀行理事、
12 年日本銀行理事再任、13 年 3 月
日本銀行副総裁に就任、現在に至る。

1951 年、オーストリア・チロル州生まれ。
オーストリアと米国にて法学を学び、77 年
オーストリア外務省入省。首相府ラツィナ
政務次官（経済調整担当）主席秘書官、公
共経済・運輸省大臣官房、主席秘書官、
大蔵省大臣官房、経済審議官を歴任し、
87 〜 91 年まで駐日オーストリア公使、お
よび 99 〜 2003 年まで同大使、03 〜 07
年まで駐中国オーストリア大使、07 〜 10
年までＥＵ常駐オーストリア代表、大使を
務める。11 年 1 月駐日 EU 大使に就任。

統合の進む欧州で長い外交経験を持ち、日本には３度目の赴任となるシュヴァイ
スグート駐日ＥＵ（欧州連合）大使。一方、中曽宏副総裁も３度の欧州生活を含
め豊富な海外経験を持つ日本銀行きっての国際派。この二人の日欧の文化・歴史
等を巡る語らいの中から、危機克服のエネルギーが未来を創る様が見えてきた。

H
ans D

ietm
ar Schw

eisgut

H
iroshi N

akaso

日
本
銀
行
副
総
裁

駐
日
Ｅ
Ｕ
大
使

中
曽 

宏

危機の中から未来を創る

（
取
材
当
時
）



NICHIGIN 2014 NO.3917

中
曽　

大
使
も
日
本
の
映
画
は
実
際

に
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。

大
使　

も
ち
ろ
ん
で
す
。

中
曽　

今
の
お
話
を
伺
っ
て
日
本
人

と
し
て
勇
気
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
日

本
と
Ｅ
Ｕ
双
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

の
流
れ
が
あ
り
、相
互
に
影
響
し
合
っ

て
お
り
、
こ
の
文
化
交
流
は
、
次
世

代
に
わ
た
っ
て
大
変
重
要
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
欧
州
統
合
の
歴
史
を

振
り
返
る
と
、
そ
の
背
後
に
日
欧
の

「
人
的
つ
な
が
り
」が
あ
っ
た
こ
と
に
、

不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
す
。

大
使　

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ー
デ
ン
ホ
ー

フ
＝
カ
レ
ル
ギ
ー
伯
爵
（
一
八
九
四

年
～
一
九
七
二
年
）
の
話
で
す
ね
。

伯
爵
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
後
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
欧
州
統
合
構

想
の
先
駆
け
と
な
っ
た「
汎
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
主
義
」
を
主
張
し
、
様
々
な
著
作
・

政
治
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ

リ
ー
帝
国
の
外
交
官
と
日
本
人
青
山

み
つ
と
の
間
に
東
京
で
生
ま
れ
、
日

本
人
名
と
し
て
「
栄
次
郎
」
と
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
帰
国
後
、
父
が
急

中
曽　

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ー
ト
大
使

は
、
外
交
官
と
し
て
日
本
に
勤
務
さ
れ

る
の
は
今
回
が
三
度
目
と
伺
っ
て
い

ま
す
。

大
使　

そ
の
通
り
で
す
。
七
〇
年
代

末
に
初
め
て
旅
行
で
日
本
を
訪
れ
た

後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
外
交
官
と
し
て

八
〇
年
代
後
半
と
二
〇
〇
〇
年
前
後

に
、
そ
し
て
今
回
、
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
大

使
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。
ほ
ぼ
一
〇

年
ご
と
に
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

中
曽　

三
度
の
勤
務
経
験
を
通
じ
た
、

日
本
の
印
象
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

大
使　

こ
の
三
〇
～
四
〇
年
で
日
本

は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　

私
が
初
め
て
日
本
に
勤
務
し
た

八
〇
年
代
後
半
、
日
本
は
バ
ブ
ル
の

真
っ
た
だ
中
に
あ
り
、
人
々
は
楽
観
的

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
当

時
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
「
皇
居
の
商
業
価

値
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
同
等
と

な
っ
た
」
と
の
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
話

題
に
な
っ
た
ほ
か
、
日
本
は
米
国
を
抜

い
て
世
界
一
に
な
る
と
の
予
想
も
出

て
い
ま
し
た
ね
。

　

と
こ
ろ
が
一
〇
年
後
、
二
度
目
の
赴

任
時
に
は
、
バ
ブ
ル
は
崩
壊
し
、
人
々

は
悲
観
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
欧
州
の
関
心
も
い
っ
た
ん
は

日
本
か
ら
中
国
に
シ
フ
ト
し
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
足
許
、
欧
州
は
、
中
国

に
対
す
る
評
価
も
冷
静
か
つ
客
観
的

に
行
う
よ
う
に
な
り
、
少
子
高
齢
化
へ

の
対
応
等
、
日
本
の
様
々
な
動
き
も

し
っ
か
り
関
心
を
持
っ
て
み
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

中
曽　

私
は
バ
ブ
ル
当
時
、
逆
に
ロ

ン
ド
ン
事
務
所
に
お
り
ま
し
た
が
、
日

本
の
銀
行
が
次
か
ら
次
へ
と
ロ
ン
ド

ン
に
駐
在
員
事
務
所
や
支
店
を
設
け

よ
う
と
す
る
な
ど
、
日
本
経
済
の
勢
い

を
ロ
ン
ド
ン
で
も
肌
で
感
じ
て
い
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
欧
州
の
人
々
の
日

本
の
文
化
に
対
す
る
認
識
は
、
ま
だ
ま

だ
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
が
、今
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

大
使　

五
〇
～
六
〇
年
代
は
、
例
え

ば
日
本
映
画
の
黄
金
時
代
で
小
津
安

二
郎
、
黒
澤
明
ら
が
素
晴
ら
し
い
作
品

を
生
み
出
し
、
欧
州
に
も
強
い
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
ま
し
た
。
た
だ
、
残
念
な

が
ら
当
時
日
本
文
化
に
触
れ
る
の
は

基
本
的
に
少
数
の
エ
リ
ー
ト
層
に
限

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
は
、

そ
の
後
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す

が
、
日
本
の
経
済
力
に
注
目
の
集
ま
っ

た
八
〇
年
代
後
半
で
す
ら
、
文
化
的
な

超
大
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
現
在

の
日
本
の
文
化
的
な
影
響
力
は
、
日
本

の
経
済
的
地
位
が
非
常
に
高
か
っ
た

当
時
に
比
べ
て
も
、
ず
っ
と
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
日
本
政
府
の
「
ク
ー
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
大
変
素

晴
ら
し
い
取
り
組
み
で
す
が
、
欧
州
で

は
、
そ
こ
ま
で
の
努
力
は
不
要
と
思
え

る
ほ
ど
、
日
本
は
「
ク
ー
ル
」
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
宮

崎
駿
や
北
野
武
の
映
画
作
品
が
多
く

の
人
を
魅
了
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

村
上
春
樹
の
小
説
の
発
行
部
数
は
、
欧

州
中
で
彼
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
が

な
い
人
を
探
す
の
が
難
し
い
の
で
は
、

と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
多
さ
で
す
。
そ

の
ほ
か
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
漫
画
、
日
本

食
か
ら
建
築
と
い
っ
た
分
野
ま
で
、
エ

リ
ー
ト
層
だ
け
で
な
く
幅
広
い
層
の

人
々
が
、
日
本
の
洗
練
さ
れ
た
文
化
に

魅
了
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
大
国
・
日
本
へ

大
き
く
変
化
し
た

日
本
の
三
〇
年

欧
州
統
合
と

日
本
の
不
思
議
な
縁
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逝
し
、
以
後
は
み
つ
に
育
て
ら
れ
ま

し
た
。

　

伯
爵
は
、
欧
州
統
合
を
主
張
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に
世
界
連
邦

も
展
望
す
る
な
ど
、
大
変
視
野
の
広

い
人
で
し
た
。
現
在
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

の
「
歓
喜
の
歌
」
が
「
欧
州
の
歌
」

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
伯
爵

が
早
い
段
階
で
提
唱
し
て
い
ま
す
。

一
九
五
〇
年
に
は
、
欧
州
統
合
に
多

大
な
貢
献
を
し
た
人
に
贈
ら
れ
る

カ
ー
ル
大
帝
賞
を
、
最
初
に
受
け
て

い
ま
す
。

中
曽　

私
が
伯
爵
の
幾
つ
か
の
著
作

を
読
ん
だ
際
に
受
け
た
印
象
と
し
て
、

伯
爵
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
悲
劇

や
苦
悩
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
欧

州
の
再
興
や
恒
久
的
平
和
を
願
う
思

い
か
ら
「
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
を

提
唱
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ま
し
た
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

大
使　

そ
の
通
り
で
す
ね
。
伯
爵
は
、

全
体
主
義
へ
の
反
対
も
貫
き
、
第
二

次
世
界
大
戦
で
は
か
ろ
う
じ
て
ヒ
ッ

ト
ラ
ー
の
追
及
か
ら
逃
れ
て
い
ま
す
。

中
曽　

と
こ
ろ
で
、
個
人
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
が
、
私
の
欧
州
の
三
度

の
生
活
の
最
初
と
な
っ
た
六
〇
年
代

後
半
の
少
年
時
代
、
西
ド
イ
ツ
・
ハ

ン
ブ
ル
ク
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
父
と

一
緒
に
旧
東
ド
イ
ツ
と
の
国
境
を
訪

れ
た
際
、
の
ど
か
な
草
原
に
東
西
を

分
断
す
る
有
刺
鉄
線
が
張
り
巡
ら
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
い
た
検

問
所
の
国
境
警
備
兵
が
有
刺
鉄
線
を

指
し
な
が
ら
「
こ
の
先
も
同
じ
ド
イ

ツ
な
ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と

が
、
今
も
っ
て
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
欧
州
の
歴
史
を
知
る
に
つ

れ
、
警
備
兵
の
少
し
悲
し
い
眼
差
し

を
思
い
出
し
、
彼
の
言
葉
の
重
み
を

さ
ら
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

欧
州
統
合
の
原
動
力
は
、
警
備
兵

の
言
葉
に
隠
さ
れ
た
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
も
た
ら
し
た
と
て
つ
も
な
い

破
壊
、
分
断
と
、
そ
の
後
の
人
々
の

恒
久
平
和
を
希
求
す
る
気
持
ち
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

大
使　

私
が
日
本
に
最
初
に
赴
任
し

た
八
七
年
は
、
副
総
裁
も
目
に
さ
れ

た
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
消
滅
す
る

少
し
前
で
す
が
、
そ
の
当
時
は
、
東

西
分
断
が
解
消
さ
れ
る
と
は
、
私
の

周
囲
の
外
交
官
を
含
め
て
誰
も
予
想

し
て
い
な
い
こ
と
で
し
た
。
今
で
も
、

奇
跡
に
近
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
東
西
分
断
の
解
消

は
、
欧
州
統
合
の
動
き
を
大
き
く
加

速
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

実
は
、
そ
れ
ま
で
欧
州
統
合
の
動

き
は
緩
や
か
で
し
た
。
当
時
欧
州
共

同
体
は
一
二
の
加
盟
国
に
よ
り
構
成

さ
れ
た
、
現
在
よ
り
も
小
規
模
の
集

団
で
し
た
。
八
〇
年
代
後
半
に
域
内

市
場
の
統
合
が
順
調
に
進
み
、
自
信

を
深
め
つ
つ
あ
る
時
期
で
し
た
が
、

当
面
は
今
の
規
模
で
、
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
。
し
か
し
、
八
九
年
の
ベ

ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
は
様
相
を
一
変
さ

せ
、
も
は
や
加
盟
国
を
増
や
さ
な
い

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
白

と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
九
三
年

発
効
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
欧

州
連
合
条
約
）
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
創
設
と

東
西
分
断
の
解
消
が

加
速
し
た
欧
州
統
合

西暦 出来事

1918 第一次世界大戦終結

1923 クーデンホーフ＝カレルギー伯爵　「汎
ヨーロッパ」を提唱

1939-45 第二次世界大戦

1946 チャーチル　チューリヒで「ヨーロッ
パ合衆国構想」を提唱

1949 東西ドイツ成立

1951 ECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）発足

1957 ローマ条約（EEC〈欧州経済共同体〉
条約）調印（原加盟国は 6 カ国）

1967 EC（欧州共同体）設立（原加盟国は 6
カ国）

1979 EMS（欧州通貨制度）および ECU（欧
州通貨単位）開始

1985 欧州理事会、「歓喜の歌」を「欧州の歌」
として承認

1989 「ベルリンの壁」崩壊、東欧革命

1990 東西ドイツ再統一

1992 マーストリヒト条約（欧州連合条約）
調印

1993 EU（欧州連合）発足、単一市場スタート

1998 ECB（欧州中央銀行）業務開始

1999 ユーロ導入

2002 ユーロ紙幣・硬貨流通開始

2009
リスボン条約（欧州連合条約および欧州
共同体設立条約を改正する条約）発効

欧州債務危機勃発

2010 EFSM（欧州金融安定化メカニズム）
等の創設

2012 ESM（欧州安定メカニズム）発足

2013 EU 加盟国、28 カ国に

欧州統合の歴史
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通
貨
統
合
等
が
進
ん
で
い
き
、
〇
二

年
に
は
共
通
通
貨
と
し
て
の
ユ
ー
ロ

が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ユ
ー
ロ
へ
の
移
行
は
、
一
部
の
国
で

か
な
り
の
抵
抗
は
あ
り
ま
し
た
が
、

結
果
と
し
て
非
常
に
円
滑
に
進
み
、

人
々
の
マ
イ
ン
ド
も
前
向
き
に
な
り

ま
し
た
。

中
曽　

も
と
も
と
欧
州
の
人
々
は
、

自
国
の
文
化
・
歴
史
・
伝
統
に
対
す

る
愛
着
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す

し
、
通
貨
は
そ
れ
ら
の
象
徴
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、人
々
が
持
っ

て
い
る
そ
う
し
た
思
い
と
、
他
方
で

経
済
の
合
理
化
を
追
求
す
る
こ
と
の

間
の
バ
ラ
ン
ス
を
上
手
に
と
る
必
要

が
あ
っ
た
、
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な

時
期
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

大
使　

そ
う
で
す
ね
。
八
〇
年
代
後

半
以
降
、
欧
州
憲
法
制
定
が
議
論
さ

れ
始
め
る
と
、
統
合
の
取
り
組
み
は

大
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
い
う

意
識
が
急
速
に
広
が
っ
て
き
た
の
で

す
。
そ
う
し
た
中
で
、「
自
国
だ
け
で

は
何
も
決
め
ら
れ
な
く
な
る
」と
い
っ

た
抵
抗
感
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
が
英

仏
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
で
難
航
し
た

こ
と
は
そ
の
表
れ
で
す
。

中
曽　

こ
れ
ま
で
Ｅ
Ｕ
は
様
々
な
危
機

を
経
験
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

る
た
び
に
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
し
、

ま
さ
に
「
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
」
と
い

う
日
本
の
こ
と
わ
ざ
の
通
り
で
す
。
そ

こ
で
、
〇
九
年
の
ギ
リ
シ
ャ
危
機
か
ら

始
ま
る
欧
州
債
務
問
題
が
欧
州
統
合
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
教
え

て
く
だ
さ
い
。

大
使　
Ｅ
Ｕ
は
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ

と
で
強
化
さ
れ
て
き
た
と
の
評
価
を
頂

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本

の
経
営
者
の
方
々
か
ら
も
Ｅ
Ｕ
は
危
機

を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
の
信
頼
の
声
が

厚
く
、
大
変
心
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ギ
リ
シ
ャ
危
機
以
降
、
Ｅ
Ｕ
は
「
対

応
が
遅
す
ぎ
る
し
不
十
分
で
あ
る
」
と

い
う
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、

危
機
が
発
生
し
て
か
ら
、
状
況
が
刻
一

刻
と
変
化
す
る
中
、
非
常
に
難
し
い
努

力
を
続
け
て
、
危
機
対
応
の
仕
組
み
を

構
築
し
て
き
た
の
で
す
。
ヴ
ァ
ン
ロ
ン

プ
イ
（
注
）
欧
州
理
事
会
議
長
の
「
難
破

船
の
中
で
新
し
い
船
を
造
る
よ
う
だ
」

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
間
の
状
況
を
良

く
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
危
機
管
理
の
結
果
、
危
機
前
よ
り

統
合
さ
れ
た
ル
ー
ル
や
仕
組
み
が
で
き

た
こ
と
は
、
大
き
な
前
進
で
し
た
。
一

方
で
、
失
業
率
の
上
昇
等
の
負
の
副
産

物
を
も
た
ら
し
、
人
々
に
心
理
的
な
緊

張
や
打
撃
を
与
え
た
こ
と
も
事
実
で
す
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
両
者
を
し
っ
か

り
認
識
し
、
問
題
を
克
服
し
て
い
く
こ

と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
曽　
Ｅ
Ｕ
が
抱
え
る
課
題
は
簡
単
に

解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
私
自
身
は
、
Ｅ
Ｕ
が
い
ず
れ

真
の
統
合
に
向
か
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

大
使
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
実
は

日
本
も
、
否
応
な
く
、
世
界
が
グ
ロ
ー

バ
ル
に
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
に

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
意
識

し
ま
し
た
。
大
使
か
ら
お
伺
い
し
た
欧

州
統
合
に
関
す
る
お
話
は
、
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
の
繁
栄
に
向
け
て
私
た
ち
に

何
が
で
き
る
か
を
考
え
る
上
で
、
非
常

に
示
唆
に
富
む
話
で
す
。
若
い
人
た
ち

に
は
、
外
の
世
界
に
飛
び
出
し
、
自
分

た
ち
の
目
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
現
実
を

確
か
め
つ
つ
、
こ
の
世
界
を
豊
か
で
生

活
し
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
い
っ
て
欲
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

欧
州
債
務
問
題
を
乗
り
越
え
る

Ｅ
Ｕ
そ
し
て
日
欧
の
未
来

（
注
） 

報
道
な
ど
で
は
「
フ
ァ
ン
ロ
ン
パ
イ
」
等
と

も
表
記
さ
れ
る
。
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松
山
支
店
の
開
設

　

松
山
は
、
江
戸
期
よ
り
伊い

よ予
絣か

す
り（

注
１
）
の

生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
期
に
入
っ
て

織
機
の
改
良
に
伴
い
そ
の
生
産
量
は
増
し
、

明
治
末
期
に
は
日
本
の
絣
生
産
量
の
半
分
を

占
め
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
繊
維
産

業
の
発
展
に
伴
い
、
松
山
は
四
国
一
の
商
工

業
都
市
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
古
く
か
ら
瀬
戸
内
海
交
通
の
拠
点

で
あ
っ
た
三
津
浜
港
と
松
山
市
内
を
結
ぶ
交

通
事
情
を
改
善
す
る
た
め
に
、
明
治
二
十
一

年
（
一
八
八
八
）
十
月
に
四
国
で
最
初
の
鉄

道
、
伊
予
鉄
道
（
注
２
）
が
開
通
し
、
更
に
明

治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
五
月
に
は
新
た

に
開
港
し
た
高
浜
港
ま
で
伊
予
鉄
道
は
延
長

注
１
／
伊
予
絣

　

 

愛
媛
県
松
山
市
で
製
造
す
る
絣

（
前
も
っ
て
染
め
分
け
た
糸
で

織
り
上
げ
た
織
物
）。
日
本
三

大
絣
の
ひ
と
つ
。
絣
は
普
段
着

の
和
服
の
反
物
と
し
て
親
し
ま

れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
女

性
の
モ
ン
ペ
と
し
て
活
用
さ
れ

た
。

注
２
／
伊
予
鉄
道

　

 

狭
軌
の
軽け

い
べ
ん便

鉄
道
と
し
て
は
日

本
で
初
、
民
営
鉄
道
と
し
て
は

日
本
で
二
番
目
の
鉄
道
事
業
会

社
。
明
治
期
の
車
両
は
夏
目

漱
石
に
よ
り
紹
介
さ
れ
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
列
車
」
と
呼
ば
れ
た
。

注
３
／
ロ
シ
ア
兵
俘
虜
収
容
所

　

 

日
露
戦
争
の
ロ
シ
ア
兵
俘
虜
収

容
所
と
し
て
日
本
で
最
初
に
松

山
に
設
置
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
兵

は
政
府
の
方
針
で
自
由
外
出
な

ど
厚
遇
さ
れ
、
松
山
市
民
と
の

間
で
国
際
文
化
交
流
が
行
わ
れ

た
。

さ
れ
、
瀬
戸
内
海
交
通
の
拠
点
と
し
て
の
松

山
の
利
便
性
は
高
ま
り
ま
し
た
。

　

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
か
ら
翌
年

に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
露
戦
争
中
、
松
山
に

ロ
シ
ア
兵
俘ふ

虜り
ょ

収
容
所
（
注
３
）
が
置
か
れ
た

の
も
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
の
利
便
性
に

よ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
山
市
民
と
市

内
へ
の
外
出
が
認
め
ら
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
兵

俘
虜
の
交
流
は
、
松
山
と
道
後
温
泉
の
国
際

化
と
い
う
副
産
物
も
生
み
、
戦
後
の
国
際

観
光
文
化
都
市
（
注
４
）
指
定
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

一
方
、
松
山
の
金
融
面
を
み
る
と
、
中
小

銀
行
が
乱
立
し
、
手
形
交
換
所
も
設
置
さ
れ

て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
商
工
業
都
市
と
し

て
発
展
す
る
松
山
を
支
え
る
に
は
必
ず
し
も

十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
当

時
松
山
は
、
広
島
支
店
の
管
轄
下
に
あ
り
ま

し
た
が
、
現
金
輸
送
を
は
じ
め
と
し
て
松
山

の
金
融
機
関
と
広
島
支
店
と
の
連
絡
は
、
天

候
に
左
右
さ
れ
や
す
い
海
上
交
通
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
地
元
か
ら
は
日
本

銀
行
誘
致
の
要
望
が
強
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
、
取
引
先
の
増
加
や
業
務
拡
大
が
見

込
ま
れ
た
日
本
銀
行
内
部
で
も
、
神
戸
支

店
（
昭
和
二
年
〈
一
九
二
七
〉
開
設
）
に
次

ぐ
支
店
設
置
の
候
補
地
を
選
定
し
て
い
る
中

で
、
商
工
業
の
発
展
度
合
い
等
か
ら
松
山
を

最
有
力
候
補
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
八

月
の
金
融
恐
慌
に
お
け
る
県
下
銀
行
へ
の
日

銀
特
融
を
機
に
、
広
島
支
店
か
ら
の
海
上
交

中
村
茂
樹 
日
本
銀
行
文
書
局
技
師

　
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）、
日
本
銀
行
は
、「
い
で
湯
と
城
と
文
学
の
町
」
と
し
て
知
ら
れ
、
四
国
商

工
業
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
る
松
山
に
、
四
国
地
方
で
最
初
の
支
店
を
開
設
し
ま
し
た
。

　
松
山
支
店
開
業
時
の
店
舗
は
市
の
中
心
街
に
建
つ
古
典
様
式
の
建
物
と
し
て
、
市
民
に
長
く
親
し
ま

れ
て
き
ま
し
た
。
第
九
回
は
、
そ
ん
な
松
山
支
店
の
旧
店
舗
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
銀
行
松
山
支
店
旧
店
舗

9

日
本
銀
行
の
支
店
建
物

写
真
上　

新
築
設
計
時
に
作
成
し
た

外
観
ス
ケ
ッ
チ
・
阪
東
義
三
画
（
昭

和
六
年
）（
阪
東
義
久
氏
所
蔵
）

写
真
下　

旧
店
舗
の
外
観
（
日
本
銀

行
金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
）
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通
依
存
の
脱
却
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
日
本

銀
行
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
十
二
月

に
、
四
国
地
方
で
は
最
初
の
松
山
支
店
の
設

置
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

日
本
銀
行
は
、
支
店
開
設
に
向
け
て
松
山

市
内
三
番
町
の
一
角
に
用
地
を
取
得
し
、
支

店
建
築
計
画
が
始
ま
り
ま
し
た
。（
図
１
）

松
山
支
店
の
建
築

　

松
山
支
店
の
設
計
は
、
長
野
宇
平
治
（
写

真
１
）
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。

　

長
野
は
、
辰
野
金
吾
（
注
５
）
と
共
に
、
明

治
期
の
一
連
の
日
本
銀
行
各
支
店
の
設
計
に

携
わ
っ
た
後
、
日
本
銀
行
技
師
を
辞
し
て
設

計
事
務
所
を
設
立
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
後
、

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
関
東
大
震
災

を
機
に
本
店
建
物
の
震
災
復
旧
に
携
わ
り
、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
本
店
増
築
工
事

を
機
に
再
び
日
本
銀
行
臨
時
建
築
部
（
注
６
）

の
技
師
長
に
就
き
ま
す
。
長
野
は
、
技
師
長

と
し
て
、
本
店
増
築
の
設
計
と
並
行
し
て
、

臨
時
建
築
部
筆
頭
技
師
の
阪ば

ん
ど
う東

義ぎ

三ぞ
う

（
注
７
）

を
加
え
て
松
山
支
店
の
設
計
に
取
り
組
み
ま

し
た
。

　

長
野
に
は
、
松
山
の
地
に
特
別
の
思
い
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

夏
目
漱
石
（
注
８
）
と
正
岡
子
規
（
注
９
）
が

大
学
予
備
門
（
後
の
第
一
高
等
中
学
校
）
の

同
期
と
し
て
深
く
親
交
し
た
こ
と
は
広
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
長
野
も
ま
た
、
そ
の
同

期
の
一
人
で
し
た
。
大
学
予
備
門
時
代
に
、

絵
心
の
あ
る
長
野
が
建
築
の
道
を
決
め
た
と

き
、
同
じ
く
建
築
の
道
を
志
望
し
て
い
た
漱

石
は
、
長
野
の
実
力
を
見
て
英
文
学
の
道
を

選
ん
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
長

野
は
第
五
高
等
学
校
（
現
熊
本
大
学
）
の
英

語
教
師
と
し
て
赴
任
中
の
漱
石
を
わ
ざ
わ
ざ

訪
ね
て
お
り
、
二
人
の
親
交
は
相
当
に
深

か
っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
漱
石
は
、
子
規
の
故
郷
で
あ

る
松
山
に
、
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
（
旧
制
松

山
中
学
、
現
県
立
松
山
東
高
等
学
校
）
の
英

語
教
師
と
し
て
赴
任
し
ま
す
。
そ
の
間
、
漱

石
の
下
宿
家
（
現
愚ぐ

陀だ

仏ぶ
つ

庵あ
ん
）
に
子
規
が
同

居
し
、
俳
句
会
を
開
い
て
互
い
に
将
来
の
日

本
文
学
を
語
り
合
い
ま
し
た
。
松
山
赴
任
中

の
体
験
は
、
後
の
漱
石
の
小
説
『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
の
下
敷
き
と
な
り
ま
す
。

　

長
野
は
、
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
い
同
期

の
二
人
が
築
い
た
文
学
の
町
・
松
山
に
建
物

を
設
計
す
る
こ
と
に
深
い
縁
を
感
じ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
四
月
に
松
山
支

店
の
新
築
設
計
が
決
定
し
、
同
年
八
月
に
清

水
組
（
現
清
水
建
設
）
の
請
負
で
着
工
さ
れ

ま
し
た
。
工
事
は
予
想
以
上
の
湧
水
の
た
め

基
礎
工
事
が
難
航
し
た
も
の
の
、
現
場
の
努

力
で
予
定
工
期
を
二
十
日
間
短
縮
し
て
、
同

七
年
（
一
九
三
二
）
九
月
に
竣
工
、
同
年

十
一
月
一
日
に
松
山
支
店
は
営
業
を
開
始
し

ま
し
た
。

建
築
美
を
追
求
し
た 

古
典
様
式
建
築

　

新
築
時
の
松
山
支
店
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク

注
４
／
国
際
観
光
文
化
都
市

　

 

日
本
に
お
い
て
、
国
際
的
な
観

光
・
温
泉
等
の
文
化
親
善
を
促

進
す
る
地
域
と
し
て
法
律
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
都
市
で
、
現
在

松
山
の
ほ
か
、
京
都
、
奈
良
、

軽
井
沢
な
ど
一
二
都
市
が
指
定

さ
れ
て
い
る
。

注
５
／
辰
野
金
吾

　

 

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
工

部
大
学
校
（
現
在
の
東
京
大
学

工
学
部
）
造
家
（
建
築
）
学
科

を
第
一
回
生
と
し
て
卒
業
。
近

代
日
本
建
築
界
の
先
覚
者
。
日

本
銀
行
建
築
顧
問
。
日
本
銀
行

本
店
本
館
の
ほ
か
、
東
京
駅
な

ど
明
治
大
正
期
の
日
本
を
代

表
す
る
建
築
物
を
数
多
く
手

掛
け
た
。（
生
一
八
五
四
～
没

一
九
一
九
）

注
６
／
日
本
銀
行
臨
時
建
築
部

　

 

日
本
銀
行
本
店
の
一
号
館
～

三
号
館
増
築
工
事
（
昭
和
四

年
〈
一
九
二
九
〉
着
工
～
昭
和

十
三
年
〈
一
九
三
八
〉
完
成
）

に
あ
た
り
行
内
に
組
織
さ
れ

た
、
長
野
宇
平
治
技
師
長
以
下

九
〇
名
の
技
師
・
技
手
を
擁
し

た
建
築
部
。

注
７
／
阪
東
義
三

　

 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
東
京

帝
国
大
学
工
学
部
（
現
在
の
東

京
大
学
工
学
部
）
建
築
学
科
卒

業
。
日
本
銀
行
技
師
。
長
野
宇

平
治
の
右
腕
と
し
て
本
店
増
築

工
事
の
設
計
・
現
場
監
督
に
携

わ
っ
た
。（
生
一
八
九
四
～
没

一
九
五
一
）

注
８
／
夏
目
漱
石

　

 

明
治
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者

の
ひ
と
り
。
正
岡
子
規
と
出
会

い
俳
句
を
学
ぶ
。
俳
号
は
愚
陀

仏
。
主
な
作
品
は
、
小
説
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』『
三
四
郎
』
ほ
か
。（
生

一
八
六
七
～
没
一
九
一
六
）

図１　松山支店の所在地

写真 1　長野宇平冶
　明治 26 年（1893）帝国大
学工科大学（現在の東京大学
工学部）造家（建築）学科を
卒業。わが国屈指の古典主義
建築家として知られ、日本銀
行本支店をはじめとする数多
くの銀行建築を手掛けた。

（生 1867 ～没 1937）
（日本銀行金融研究所アーカ
イブ所蔵）
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の
大
島
石
（
注
10
）
を
使
用
し
、
そ
の
他
の
外

壁
部
分
等
に
は
大
島
石
に
模
し
た
人
造
石
を

貼
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
外
観
の
特
徴
と
し
て
、
道
路
に
面

す
る
南
側
正
面
と
西
側
側
面
の
外
壁
に
並
ぶ

一
〇
本
の
イ
オ
ニ
ア
式
オ
ー
ダ
ー
（
注
11
）
と
、

外
壁
頂
部
を
飾
る
バ
ラ
ス
ト
レ
ー
ド
（
注
12
）

に
よ
る
典
型
的
な
古
典
様
式
を
採
用
し
な
が

ら
も
、
必
要
最
小
限
の
装
飾
に
抑
え
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。（
写
真
２
）

　

多
く
の
建
築
家
に
よ
り
多
様
な
建
築
様
式

の
建
築
が
み
ら
れ
た
昭
和
初
期
に
、
松
山
の

街
並
み
に
生
ま
れ
た
古
典
様
式
の
建
物
は
、

子
規
の
写
生
に
通
じ
る
究
極
の
建
築
美
を
示

し
た
と
も
い
え
ま
す
。

付
属
施
設
の
拡
張

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
七
月
の
松
山

空
襲
で
市
街
の
過
半
が
焦
土
と
化
し
た
な

か
、
県
庁
、
市
役
所
と
共
に
松
山
支
店
は
被

災
を
免
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
銀
行
は
、
戦

後
に
い
ち
早
く
業
務
に
取
り
掛
か
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

戦
後
、
業
務
が
拡
大
す
る
な
か
、
開
設
時

か
ら
の
敷
地
に
は
わ
ず
か
な
中
庭
が
あ
る
だ

け
で
増
築
の
余
地
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
三
月
、
店
舗

東
側
に
隣
接
す
る
三
九
七
坪
（
約
一
三
〇
〇

㎡
）
の
土
地
を
購
入
し
、
当
面
は
木
造
倉
庫

と
車
庫
を
設
置
し
、
将
来
の
店
舗
拡
張
に
備

え
ま
し
た
。（
図
３
）

　

次
い
で
、
翌
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
七

月
、
既
存
付
属
家
の
二
階
上
部
に
木
造
の
三

階
を
増
築
し
、
更
衣
室
に
当
て
る
な
ど
逐
次

付
属
施
設
の
拡
張
を
図
り
ま
し
た
。
戦
後
、

社
会
情
勢
が
落
ち
着
く
中
、
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）、
よ
う
や
く
戦
時
中
に
店
舗
の

外
壁
に
施
し
た
迷
彩
（
写
真
３
）
を
除
去
清
掃

し
、
ま
た
金
属
拠
出
の
た
め
撤
去
さ
れ
た

暖
房
設
備
の
復
旧
工
事
を
施
し
ま
し
た
。
翌

二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
は
、
本
館
中
庭

に
荷に

捌さ
ば
き

所
を
増
築
し
、
現
金
荷
捌
き
作
業

の
順
便
等
の
改
善
を
図
り
ま
し
た
。

　

更
に
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
に

同
荷
捌
所
を
事
務
室
に
改
造
の
う
え
新
た
な

図 2　旧店舗の平面図（新築時）

リ
ー
ト
造
り
地
上
二

階
地
下
一
階
の
本
館
、

食
堂
・
宿
直
室
等
の

配
置
さ
れ
た
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
り
地

上
二
階
地
下
一
階
の

付ふ

属ぞ
く

家や

、
お
よ
び
木

造
平
屋
の
物
置
の
三
棟
で
構
成
さ
れ
、
本
館

と
付
属
家
は
渡
り
廊
下
で
接
続
さ
れ
て
い
ま

し
た
。（
図
２
）

　

建
物
設
備
に
目
を
向
け
る
と
、
金
庫
は
本

館
の
地
階
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
松
山
支
店

よ
り
前
の
支
店
で
は
、
金
庫
を
敷
地
内
の
別

棟
に
設
置
し
て
お
り
、
松
山
支
店
が
、
本
館

内
に
金
庫
を
取
り
込
ん
だ
最
初
の
支
店
建
物

で
し
た
。

　

外
観
に
つ
い
て
言
え
ば
、
屋
根
は
、
陸
屋

根
の
上
に
タ
イ
ル
張
り
と
し
、
外
装
の
腰
壁

部
分
と
出
入
り
口
枠
等
に
は
地
元
愛
媛
県
産

注
９
／
正
岡
子
規

　

 

明
治
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者

の
ひ
と
り
。
俳
句
、
短
歌
、
新

体
詩
な
ど
多
方
面
な
文
芸
活
動

に
よ
り
日
本
の
近
代
文
学
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
。（
生

一
八
六
七
～
没
一
九
〇
二
）

注
10
／
大
島
石

　

 

愛
媛
県
今
治
市
沖
の
大
島
に
産

す
る
花
崗
岩
。石
目
が
細
か
く
、

青
み
を
帯
び
た
石
肌
が
特
徴
。

「
石
の
貴
婦
人
」
と
も
言
わ
れ

る
。
建
材
の
ほ
か
、
高
級
墓
石

材
と
し
て
使
用
。

注
11
／
イ
オ
ニ
ア
式
オ
ー
ダ
ー

　

 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
建
築
（
古
典
様

式
）
の
列
柱
様
式
の
ひ
と
つ
。

柱
頭
は
か
た
つ
む
り
の
よ
う
な

二
つ
の
渦
巻
き
装
飾
に
挟
み

込
ま
れ
た
受
台
の
形
を
し
て
い

る
。

注
12
／
バ
ラ
ス
ト
レ
ー
ド

　

 

建
物
屋
上
等
に
設
け
ら
れ
る
バ

ラ
ス
ト
（
手て

摺す
り

子こ

：
て
す
り
を

さ
さ
え
る
も
の
）を
も
つ
高
欄
。

写真 2　旧店舗の外観
（日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵）

写真３　戦時中に施された迷彩塗装
（日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵）

図３　旧店舗の配置図（増築後）
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荷
捌
所
を
中
庭
に
新
設
し
、
昭
和
四
十
九
年

（
一
九
七
四
）
に
は
隣
接
購
入
敷
地
の
木
造

倉
庫
を
取
り
壊
し
て
鉄
骨
軽
量
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
の
二
階
建
て
の
付
属
家
を
新
築
す
る

こ
と
で
、
業
務
拡
大
に
よ
る
営
業
所
の
狭き

ょ
う
あ
い隘

化か

に
逐
次
対
応
し
て
い
き
ま
し
た
。

「
い
で
湯
と
城
と
文
学
の
町
」

に
残
る
旧
店
舗
の
記
憶

　

昭
和
五
十
年
代
を
迎
え
、
更
に
業
務
が
拡

大
し
た
こ
と
に
よ
り
、
既
存
金
庫
の
収
容
力

が
飽
和
状
態
と
な
り
、
ま
た
、
本
館
建
物
も

狭
隘
化
と
老
朽
化
が
著
し
く
な
る
な
ど
、
業

務
に
支
障
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
新
店
舗

の
建
築
が
計
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
文
化
財
や
町
並
み
保

存
の
必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
始
め
た
時
代

に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
日
本
銀
行
で
は

昭
和
初
期
の
古
典
様
式
建
物
の
ひ
と
つ
で
あ

る
旧
店
舗
の
解
体
の
可
否
を
検
討
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
新
店
舗
新
築
の
先
延
ば
し
や

代
替
地
へ
の
移
転
新
築
は
、
老
朽
化
対
応

と
取
引
先
の
利
便
性
と
を
考
慮
す
る
と
難
し

く
、
現
地
建
て
替
え
し
か
選
択
肢
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
九
月
、
市

民
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
、
新
店
舗
に
向
け

て
一
期
工
事
が
着
手
さ
れ
、
仮
設
事
務
棟
の

設
置
な
ど
準
備
工
事
を
経
て
、
昭
和
五
十
七

年
（
一
九
八
二
）
十
二
月
に
旧
店
舗
は
解
体

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
に
二
期
工
事
と
し

て
新
店
舗
建
設
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
五
十
九

年（
一
九
八
四
）二
月
に
完
成
し
ま
し
た
。（
写

真
４
、
図
４
）

　

松
山
市
民
か
ら
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
旧

店
舗
の
解
体
に
先
立
ち
、
市
民
へ
の
一
般
見

学
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
旧
店
舗
の
記
憶
を
後

世
に
残
す
た
め
に
石
膏
模
型
を
松
山
市
立
子

規
記
念
博
物
館（
注
13
）に
寄
贈
し
ま
し
た
。（
写

真
５
、
現
在
は
松
山
支
店
内
に
展
示
）

　

ま
た
、
新
店
舗
に
は
、
営
業
場
の
天
井
に

旧
店
舗
の
格ご

う

天て
ん
じ
ょ
う
井
を
模
し
た
照
明
器
具
を

設
置
し
た
ほ
か
（
写
真
６
、７
）、
営
業
場
ロ
ビ
ー

上
部
に
旧
店
舗
ロ
ビ
ー
の
持
ち
送
り
金
物

（
写
真
８
、
注
14
）
を
再
利
用
す
る
な
ど
、
旧
店

舗
の
記
憶
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
山
支
店
が
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
地
元

に
密
着
し
た
活
動
を
続
け
、「
い
で
湯
と
城

と
文
学
の
町
」
松
山
の
街
並
み
に
建
つ
新
店

舗
が
旧
店
舗
と
同
様
に
末
永
く
親
し
ま
れ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

注
13
／
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館

　

 

俳
人
正
岡
子
規
の
世
界
を
通
し

て
松
山
の
歴
史
と
文
学
を
紹

介
す
る
文
学
系
博
物
館
。
昭
和

五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
四 

月
に
開
館
。

注
14
／
持
ち
送
り

　

 

壁
・
柱
か
ら
水
平
に
突
出
さ
せ

て
庇
・
梁
な
ど
の
上
部
の
荷
重

を
支
持
す
る
部
材
。

写真４　現在の松山支店

図４　現在の松山支店の配置図

写真５　旧店舗の石膏模型（1/50 縮尺）

写真７　現店舗の営業場

写真６　旧店舗の営業場（日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵）

写真８　持ち送り金物
（現店舗の営業場ロビー上部）
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◆
日
本
銀
行
金
融
機
構
局「
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
」の
仕
事

12

金
融
機
関
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い 

金
融
機
構
局
の「
第
三
の
チ
ャ
ネ
ル
」

　
「
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
」
は
、
日
銀
の
金
融
機

構
局
内
に
設
け
ら
れ
た
比
較
的
新
し
い
組
織
で
す
。

設
立
は
二
〇
〇
五
年
七
月
。
同
年
四
月
に
は
、
普
通

預
金
に
関
し
て
も
ペ
イ
オ
フ
（
払
い
戻
し
の
保
証
額

を
元
本
一
〇
〇
〇
万
円
と
利
子
ま
で
と
す
る
制
度
）

が
解
禁
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
金
融
界
が
金
融
危
機

か
ら
「
平
常
に
戻
っ
た
」
時
期
で
し
た
。

　

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
兼
企
画

グ
ル
ー
プ
長
の
山
口
省し

ょ
う
ぞ
う

藏
さ
ん
は
「
金
融
界
が
平

常
化
し
て
き
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
日
銀
が
『
危
機
管

理
重
視
』
か
ら
『
公
正
な
競
争
を
通
じ
た
金
融
仲
介

機
能
の
高
度
化
を
支
援
す
る
』
方
向
へ
政
策
運
営
の

舵
を
切
り
替
え
た
こ
と
が
、
セ
ン
タ
ー
設
立
の
背
景

に
あ
り
ま
し
た
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
日
銀
が
各
金
融
機
関
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る

部
門
と
し
て
、
従
来
の
考
査
と
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
に
次
ぐ
『
第
三
の
チ
ャ
ネ
ル
』
に
セ
ン
タ
ー

は
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
」

　

時
代
と
と
も
に
、
金
融
技
術
や
リ
ス
ク
管
理
の
手

法
が
高
度
化
し
て
い
く
中
で
、
金
融
機
関
の
金
融
仲

介
機
能
を
向
上
さ
せ
る
。
そ
れ
が
金
融
高
度
化
セ
ン

タ
ー
の
最
大
の
役
割
で
す
。

　

従
来
か
ら
日
銀
は
、
各
金
融
機
関
へ
の
考
査
と
オ

フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
経
営
実
態
や
リ

ス
ク
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
促
す
こ
と

で
、
金
融
機
関
が
よ
り
有
効
に
金
融
仲
介
機
能
を
発

揮
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た

　
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
と
っ
て
「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
」
は
重
要
で
す
。
お
金
の
貸
し
借
り
や
受
け
払

い
を
安
心
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
社
会
全
体
が
混
乱
し
か
ね
ま
せ
ん
。
日
本
銀
行
は
、
金
融
シ
ス

テ
ム
の
安
定
を
確
保
し
、
そ
の
強
化
を
図
る
た
め
に
、
個
別
金
融
機
関
を
対
象
に
立
入
調
査
す
る
考
査
や
、

各
種
経
営
資
料
の
分
析
な
ど
を
行
う
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
加
え
、「
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
」
で
各

種
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
論
文
の
公
表
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
の
具
体
的
な
仕
事
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
同
セ
ン
タ
ー
は
日
銀
金
融
機

構
局
内
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
考
査
と
は
一
線
を
画
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
金
融
機
関
の
多
様
な
取
り
組
み

を
支
援
し
て
い
ま
す
。
同
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
詳
し
く
聞
き
ま
し
た
。

大規模セミナーの参加者は数百人に上る

考
査
や
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
取
り
組
み

と
、「
第
三
の
チ
ャ
ネ
ル
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
同

セ
ン
タ
ー
で
の
取
り
組
み
に
何
か
違
い
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

山
口
さ
ん
は
「
考
査
も
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
も
、
ま
た
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
も
目
指
す
と
こ

ろ
は
一
緒
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
金
融

仲
介
機
能
の
向
上
は
、
日
本
の
金
融
に
プ
ラ
ス
に
な

り
、
ひ
い
て
は
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
も
つ
な
が

り
ま
す
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
こ
う
説
明
し
ま

す
。

　
「
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
が
金
融
機
構
局
の
他
の

チ
ャ
ネ
ル
と
違
う
の
は
、
金
融
機
関
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
仕
方
で
す
。
考
査
と
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
へ
の
協
力
は
、
日
銀
と
取
引
す
る
金
融
機
関
の
契

約
上
の
義
務
で
す
。
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
『
検
査

さ
れ
る
』『
監
視
さ
れ
る
』
と
い
う
印
象
が
拭
え
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、セ
ン
タ
ー
の
場
合
は
、

日
本
の
金
融
仲
介
機
能
の
向
上
を
支
え
る
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金
融
機
関
に
セ
ミ
ナ
ー
参
加
を
呼
び
掛
け
、
そ
こ
で

の
議
論
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
金
融
仲

介
機
能
の
強
化
を
図
り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
は
金
融
機

関
に
は
『
親
し
み
や
す
い
チ
ャ
ネ
ル
』
に
映
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
も
、
金
融

機
関
が
悩
ん
で
い
る
課
題
等
に
つ
い
て
『
一
緒
に
考

え
る
』
と
い
う
姿
勢
で
業
務
に
当
た
っ
て
い
ま
す
」

日
銀
の
取
引
先
金
融
機
関
を
対
象
に 

数
百
人
規
模
で
開
催
す
る
高
度
化
セ
ミ
ナ
ー

　

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
は
、二
〇
一
四

年
七
月
末
現
在
で
一
一
人
。
セ
ン
タ
ー
長
（
一
人
）

の
ほ
か
、
企
画
グ
ル
ー
プ
（
六
人
）
と
研
修
グ
ル
ー

プ
（
四
人
）
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
企
画
グ
ル
ー
プ
は
、
金
融
機
関
の
金

融
仲
介
機
能
の
強
化
・
支
援
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
先
進
的
な
金
融
技
術
や
リ
ス
ク
管
理

手
法
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
、
論
文
と
し
て
公
表

す
る
ほ
か
、
金
融
機
関
か
ら
の
個
別
相
談
に
対
応
し

た
り
、
全
国
の
金
融
機
関
を
対
象
に
無
料
セ
ミ
ナ
ー

て
い
る
課
題
等
も
テ
ー
マ
に
選
ん
で
き
ま
し
た
。
柔

軟
な
企
画・運
営
が
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
の
特
徴
で
す
」

　

た
と
え
ば
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
二
日
に
開
催
し

た
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
動
産
・
債
権

担
保
融
資
）
の
活
用
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｌ

は
、
融
資
先
の
在
庫
・
機
械
や
売
掛
債
権
等
を
担
保

に
融
資
す
る
仕
組
み
で
す
。
不
動
産
担
保
や
個
人
保

証
に
過
度
に
依
存
し
な
い
融
資
手
法
と
し
て
Ａ
Ｂ
Ｌ

が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く

セ
ミ
ナ
ー
で
取
り
上
げ
る
と
、
会
場
は
大
盛
況
。
終

了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
た
」

「
当
行
で
も
Ａ
Ｂ
Ｌ
を
や
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
っ

た
回
答
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
三
〇
〇
〇
億
円
程
度

だ
っ
た
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
市
場
は
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
効
果
も

あ
っ
て
そ
の
後
拡
大
し
、
現
在
で
は
約
一
兆
円
に
達

し
た
と
言
い
ま
す
。

　

ま
た
、
山
口
さ
ん
は
「
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
も
工
夫
し
て
い
る
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
当
初
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
講
師
は
全
員
、
日
銀

の
職
員
が
務
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
金
融

の
実
務
に
日
々
従
事
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現

場
の
体
験
を
通
じ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

参
加
者
が
共
感
を
持
っ
て
受
け
止
め
て
く
れ
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は
金
融
機
関
の

実
務
担
当
者
に
も
講
師
を
お
願
い
し
、
成
功
や
失
敗

の
事
例
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」

　

数
々
の
苦
労
や
失
敗
も
し
た
け
れ
ど
、
最
後
は
皆

で
力
を
合
わ
せ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
―
―
金
融
と
い

う
仕
事
へ
の
情
熱
に
満
ち
た
実
務
担
当
者
の
体
験
談

を
実
施
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
「
主
催
セ
ミ
ナ
ー
を
続
け
る
中
央
銀
行
の
取
り
組

み
は
世
界
で
も
稀
で
し
ょ
う
。
金
融
高
度
化
セ
ン

タ
ー
の
企
画・運
営
で
日
銀
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
、

取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
の
中
に
日
銀
と
し
て
伝
え
た
い

意
図
も
含
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」（
山
口
さ
ん
）

　

セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
①
日
銀
の
取
引
先
金
融
機
関
を

対
象
に
首
都
圏
で
開
催
す
る
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
、
②

全
国
各
地
に
出
向
い
て
開
催
す
る
地
域
セ
ミ
ナ
ー
、

③
金
融
の
専
門
家
や
実
務
家
を
集
め
、
日
銀
本
店
で

議
論
を
深
め
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
―
―
の
三
種
類
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
で
テ
ー
マ
な
ど
が
す
み
分
け

さ
れ
て
お
り
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
の
役
割
で
あ

る
「
金
融
機
関
の
金
融
仲
介
機
能
強
化
支
援
」
を
総

合
的
に
展
開
す
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
〇
〇
以
上
あ
る
日
銀
の
取
引
先
に
参
加
を
募

る
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
毎
回
、
全
国
の
金
融

機
関
か
ら
三
〇
〇
～
六
〇
〇
人
が
集
ま
り
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
九
月
九
日
の
第
一
回
か
ら
は
じ
ま
り
、

す
で
に
一
六
回
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
を
数
え
ま
す
が
、

山
口
さ
ん
に
よ
る
と
、「
テ
ー
マ
は
柔
軟
に
変
え
て

い
る
」
の
だ
そ
う
で
す
。

　
「
当
初
は
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
テ
ー

マ
が
中
心
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
金
融
機

関
の
融
資
手
法
や
顧
客
支
援
な
ど
に
関
す
る
テ
ー
マ

も
数
多
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
や
災
害
時
の
業
務
継
続
と
い
っ
た
リ
ス
ク
管

理
の
高
度
化
の
動
き
も
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
、
そ
の

時
々
で
金
融
機
関
が
関
心
を
寄
せ
た
り
悩
ん
だ
り
し

大規模セミナーにおけるパネルディスカッション
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も
多
く
、
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者
た
ち
か
ら
は
「
大
変

感
動
し
、
参
考
に
な
っ
た
」
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る

そ
う
で
す
。「
私
た
ち
の
仕
事
で
感
動
し
た
と
い
う

声
に
私
は
感
動
し
ま
し
た
」
と
山
口
さ
ん
は
言
い
ま

す
。全

国
主
要
都
市
で
開
催
す
る 

地
域
セ
ミ
ナ
ー
と
専
門
家
・
実
務
家
で 

議
論
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

地
域
セ
ミ
ナ
ー
も
、大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
と
同
様
に
、

日
銀
の
取
引
先
金
融
機
関
を
対
象
に
参
加
を
募
っ
て

い
ま
す
。
大
き
な
目
的
は
、
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
的

な
知
識
を
各
地
の
金
融
機
関
に
広
め
る
こ
と
で
す
。

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
ら
が
札
幌
か
ら

福
岡
ま
で
全
国
主
要
都
市
に
出
向
き
、
二
〇
〇
五
年

九
月
を
皮
切
り
に
、
現
在
ま
で
延
べ
七
〇
回
以
上
を

方
銀
行
を
訪
ね
る
と
、
高
度
化
へ
の
取
り
組
み
が
着

実
に
進
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
実

践
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
地

域
セ
ミ
ナ
ー
で
事
例
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
、
大
き
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
」

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
金
融
機
関
の
実
務
家
や

大
学
の
研
究
者
が
東
京
の
日
銀
本
店
に
集
ま
り
、
リ

ス
ク
管
理
の
先
端
的
な
領
域
に
つ
い
て
議
論
を
深
め

て
い
ま
す
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
を
主
な

テ
ー
マ
に
し
た
二
〇
〇
六
年
七
月
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
以
来
、
開
催
は
現
在
ま
で
二
〇
回
以
上
。
企
画
・

運
営
を
担
当
す
る
同
セ
ン
タ
ー
企
画
役
の
磯い

そ
が
い貝

孝た
か
しさ

ん
は
「
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
我
々
の
調

査
・
研
究
を
基
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
企
画
し
、
議

論
の
参
加
メ
ン
バ
ー
は
幅
広
い
分
野
か
ら
人
選
し
ま

す
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
競
合
関
係
に
あ
る
専
門
家
・
実
務
家
が
一
堂
に

開
催
し
ま
し
た
。
東
京
の
日
銀
本
店
で
開
催
す
る
と

き
は
申
し
込
み
が
殺
到
し
、
約
一
五
〇
人
の
定
員
が

受
付
開
始
か
ら
二
〇
分
で
埋
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

（
な
お
、
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
受
付
は
、
主
に
日
銀

の
考
査
オ
ン
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
）。

　

同
セ
ン
タ
ー
企
画
役
の
碓う
す

井い

茂し
げ

樹き

さ
ん
は
二
〇
〇

七
年
二
月
か
ら
主
に
地
域
セ
ミ
ナ
ー
で
講
師
を
務

め
、
こ
れ
ま
で
延
べ
約
一
万
人
の
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者

の
前
で
話
を
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
内
容
に
つ
い
て
、

こ
う
振
り
返
り
ま
す
。

　
「
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
か
ら
、
応
用
、
最
新
知
識

ま
で
含
ま
れ
る
、実
践
的・実
務
的
な
内
容
に
、年
々

進
化
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー
後
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
の
反
映
や
、
金
融
機
関
が
リ
ス
ク
管
理

や
内
部
監
査
で
何
に
悩
ん
で
い
る
か
、
長
期
間
の

ニ
ー
ズ
調
査
を
行
う
な
ど
し
て
、
絶
え
ず
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
考
査
や
オ
フ

サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
担
当
と
も
す
り
合
わ
せ
を

行
い
、『
こ
れ
は
金
融
機
関
の
役
に
立
つ
』
と
い
う

内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
」

　

地
域
セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
は
碓
井
さ
ん
の
ほ
か
、
地

域
金
融
機
関
の
実
務
担
当
者
が
務
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
碓
井
さ
ん
に
よ
る
と
、「
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー

を
き
っ
か
け
に
、
内
部
監
査
の
取
り
組
み
を
強
化
し

た
地
方
銀
行
の
ご
担
当
者
に
講
師
を
お
願
い
し
た
こ

と
も
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
あ
る
地
方
銀
行

の
部
長
は
『
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
ま
し
た
』
と
の

感
想
を
述
べ
て
い
ま
し
た
。
数
年
後
、
私
が
そ
の
地

全国主要都市で開催している地域セミナー
（東京・日銀本店での開催の様子）

実務家、学識経験者と議論を行うワークショップ
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会
し
、
最
先
端
の
研
究
や
取
り
組
み
な
ど
を
公
開
し

合
う
場
面
も
あ
り
ま
す
。『
日
本
の
金
融
機
能
の
向

上
の
た
め
に
』
と
い
う
目
的
意
識
が
メ
ン
バ
ー
間
に

共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
き
る
貴
重
な
議
論
で
す
。

そ
の
リ
ー
ド
役
を
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
が
担
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
」

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
議
論
を
踏
ま
え
て
リ
ス
ク
管

理
に
関
す
る
論
文
も
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
で
作
成

し
ま
す
。
そ
の
内
容
を
金
融
界
に
広
く
還
元
す
る
た

め
、
日
銀
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す
る
ほ
か
、

学
術
論
文
に
投
稿
し
た
り
国
際
会
議
で
発
表
し
た
り

し
て
い
ま
す
。

「
お
も
て
な
し
」
の
向
上
に
力
を
合
わ
せ

日
本
銀
行
職
員
の
機
能
向
上
も
支
え
る

　

大
規
模
セ
ミ
ナ
ー
、
地
域
セ
ミ
ナ
ー
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
合
わ
せ
る
と
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー

は
、
昨
年
二
〇
回
程
度
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し

た
。
延
べ
二
〇
〇
〇
人
を
集
客
し
て
い
る
計
算
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
開

催
し
続
け
る
こ
と
は
、
大
変
な
仕
事
で
す
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ミ
ナ
ー
の
集
客
か
ら
当
日
の
会

場
運
営
ま
で
、
す
べ
て
同
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
が

担
い
、
イ
ベ
ン
ト
業
者
な
ど
の
手
は
借
り
て
い
ま
せ

ん
。
そ
し
て
セ
ミ
ナ
ー
運
営
の
評
判
は
、
上
々
と
の

こ
と
で
す
。

　

各
セ
ミ
ナ
ー
の
案
内
業
務
を
は
じ
め
、
手
配
全
般

を
担
当
す
る
同
セ
ン
タ
ー
の
古
川
真
佐
子
さ
ん
は
こ

う
話
し
ま
す
。

場
合
も
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
意
識
は
重
要
で
す

が
、
金
融
機
構
局
で
は
、
よ
り
一
層
、
厳
格
か
つ
慎

重
に
業
務
上
の
情
報
等
を
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
と

言
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
研
修
を

繰
り
返
し
て
い
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
理
解
度
テ
ス

ト
も
実
施
し
、
そ
れ
に
合
格
し
な
い
職
員
は
研
修
を

再
受
講
し
て
も
ら
い
ま
す
」

　

ま
た
、
金
融
機
構
局
で
考
査
や
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
担
当
す
る
場
合
、
若
手
職
員
で
あ
っ
て

も
金
融
機
関
を
調
べ
る
立
場
に
立
っ
た
り
、
課
題
を

見
つ
け
た
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め

の
研
修
も
、
同
セ
ン
タ
ー
で
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
は
、
セ
ミ
ナ
ー
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
金
融
機
関
の
金
融
仲
介
機
能
の
向
上
を

支
え
る
と
と
も
に
、
研
修
を
通
じ
て
金
融
機
構
局
職

員
の
高
度
化
も
進
め
る
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

　
「
セ
ミ
ナ
ー
終
了
の
翌
日
の
午
前
中
は
、
運
営
に

携
わ
っ
た
全
員
が
顔
を
そ
ろ
え
て
反
省
会
を
し
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
意
見
を
述
べ
合
い
、
大
事
な
内
容

を
反
映
し
な
が
ら
独
自
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
も
改
訂

し
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
は
ホ
テ
ル
マ
ン
の
よ
う
な

プ
ロ
の
お
も
て
な
し
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
参
加
者

に
心
地
良
い
セ
ミ
ナ
ー
を
つ
く
る
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
考
え
て
い
ま

す
」

　

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
ス
タ
ッ

フ
に
支
え
ら
れ
た
外
部
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
の
ほ
か
、

金
融
機
構
局
の
職
員
に
対
す
る
研
修
も
企
画
・
実
施

し
て
い
ま
す
。
日
銀
の
職
員
全
体
の
研
修
は
総
務
人

事
局
が
実
施
し
、
ま
た
各
局
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ

の
業
務
に
即
し
た
研
修
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
唯
一
、
金
融
機
構
局
だ
け
が

同
局
の
職
員
（
お
よ
び
支
店
担
当
者
）
向
け
の
独
立

し
た
研
修
組
織
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
の
研
修
グ
ル
ー
プ
で
職
員
研
修
の
企

画
・
実
施
を
担
う
新し

ん
も
と本
俊し

ゅ
ん
い
ち一
さ
ん
に
よ
る
と
、「
対

象
も
開
催
頻
度
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
年
間
で
延
べ

五
〇
回
程
度
の
研
修
を
実
施
し
て
い
る
」
と
の
こ
と

で
す
。

　
「
最
も
多
い
の
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
研
修
で
す
。
こ
れ
は
金
融
機
構
局

に
転
入
者
が
あ
る
都
度
、
必
ず
行
っ
て
い
ま
す
。
当

局
の
職
員
は
金
融
機
関
と
の
間
で
、
機
密
性
の
高
い

情
報
交
換
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
の
業
務
を
担
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
銀
の
ど
の
部
署
で
仕
事
を
す
る

金融機構局への転入者を対象とした基礎研修



28NICHIGIN 2014 NO.39

日本銀行のレポートから

Ⅰ
．
地
域
か
ら
み
た

　
　

景
気
情
勢

　

各
地
の
景
気
情
勢
を
前
回
（
一
四
年

四
月
）
と
比
較
す
る
と
、
全
地
域
が
、

景
気
の
改
善
度
合
い
に
関
す
る
基
調
的

な
判
断
に
変
化
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

各
地
域
か
ら
は
、
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
が
み

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
基
調
的
に
は
、

「
回
復
を
続
け
て
い
る
」、「
緩
や
か
に

回
復
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
国
内
需
要
が
堅

調
に
推
移
し
、
生
産
が
緩
や
か
な
増
加

基
調
を
続
け
る
中
で
、
雇
用
・
所
得
環

境
も
改
善
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

　

公
共
投
資
は
、
東
北
か
ら
、「
大
幅

に
増
加
し
て
い
る
」、三
地
域
（
北
海
道
、

東
海
、中
国
）
か
ら
、「
増
加
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
五
地
域

（
北
陸
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
、
四
国
、

【14/4 月判断】 前回との
比較 【14 / 7月判断】

北海道
消費税率引き上げの影響による振れを
伴いつつも、基調的には緩やかに回復
している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動が一部にみられているが、基調的に
は緩やかに回復している

東北
消費税率引き上げの影響による振れを
伴いつつも、基調的には回復を続けて
いる

消費税率引き上げの影響による反動がみ
られるものの、基調的には回復を続けて
いる

北陸
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要
とその反動の影響を受けつつも、基調
的には緩やかに回復している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動の影響を受けつつも、基調的には緩
やかに回復している

関東
甲信越

消費税率引き上げの影響による振れを
伴いつつも、基調的には緩やかな回復
を続けている

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動がみられているが、基調的には緩や
かな回復を続けている

東海
足もと消費税率引き上げに伴う駆け込
み需要の反動もみられているが、基調
としては回復を続けている

足もと消費税率引き上げに伴う駆け込み
需要の反動もみられているが、基調とし
ては回復を続けている

近畿
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要
の反動がみられているが、基調として
は緩やかに回復している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動がみられているが、基調としては緩
やかに回復している

中国
消費税率引き上げの影響による振れを
伴いつつも、基調としては緩やかに回
復している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動がみられているものの、基調として
は緩やかに回復している

四国
消費税率引き上げの影響による振れを
伴いつつも、基調的には緩やかな回復
を続けている

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動がみられているが、基調的には緩や
かな回復を続けている

九州・沖縄
消費税率引き上げに伴う駆け込み需要
とその反動の影響を受けつつも、基調
的には緩やかに回復している

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の
反動減がみられているものの、基調的に
は緩やかに回復している

（注）前回との比較の「　　」、「　　」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを
示す（例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「　　」）。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度
合いが変化しなかった場合は、「　　」となる。

二
〇
一
四
年
七
月
［
抜
粋
］

　日本銀行では、年 4回（1月、4月、7月、10 月）、全国 32 支店の支店長などが本店に集まり、総裁
以下全役員と「支店長会議」を開きます。支店長会議の場では、全国の支店長などが、経済指標の分析
や企業等への面談調査等を通じて収集した情報をもとに、各地域の経済金融動向等について報告・討議
します。こうした分析・情報に基づく各支店などからの報告を支店長会議にあわせて集約したものが「地
域経済報告」（さくらレポート）です。全国を 9地域に分け、景気情勢に関する報告を集約した「地域か
らみた景気情勢」と、その時々のタイムリーなトピックを採り上げ企業等の生の声を収集・整理した「地
域の視点」、全国九地域の金融経済概況、参考計表で構成されています。

＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/index.htm/

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）
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九
州
・
沖
縄
）
か
ら
は
、「
高
水
準
で
推
移

し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

設
備
投
資
は
、
北
海
道
、
東
海
か
ら
、「
一

段
と
増
加
し
て
い
る
」、
四
地
域
（
東
北
、

北
陸
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
）
か
ら
、「
増

加
し
て
い
る
」
等
、三
地
域
（
中
国
、四
国
、

九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
持
ち
直
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
企
業
の

業
況
感
に
つ
い
て
は
、「
非
製
造
業
を
中
心

に
悪
化
し
た
」、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

個
人
消
費
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
が
改

善
し
て
い
る
こ
と
等
を
背
景
に
、
北
海
道

か
ら
、「
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」、
四

地
域
（
北
陸
、
東
海
、
四
国
、
九
州・沖
縄
）

か
ら
、「
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
持

ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ

か
、
四
地
域
（
東
北
、
関
東
甲
信
越
、
近
畿
、

中
国
）
か
ら
、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
多
く
の

地
域
か
ら
、
耐
久
消
費
財
（
乗
用
車
、
家

電
等
）
や
一
部
の
高
額
品
を
中
心
に
、「
消

費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要

の
反
動
が
み
ら
れ
て
い
る
」
等
の
報
告
が

あ
っ
た
ほ
か
、「
反
動
減
が
縮
小
し
て
き
て

い
る
」
等
の
報
告
も
あ
っ
た
。

　

大
型
小
売
店
販
売
額
を
み
る
と
、
百
貨

店
、
ス
ー
パ
ー
と
も
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
が
み
ら
れ
て
い

る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
底
堅
く
推
移

し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

乗
用
車
販
売
は
、「
駆
け
込
み
需
要
の
反

動
が
み
ら
れ
て
い
る
」、「
底
堅
く
推
移
し
て

い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

家
電
販
売
は
、「
駆
け
込
み
需
要
の
反
動

が
み
ら
れ
て
い
る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

旅
行
関
連
需
要
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。
こ
の
間
、
北
海
道
、
九
州
・
沖
縄

か
ら
、
外
国
人
観
光
客
が
増
加
し
て
い
る

と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

住
宅
投
資
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
前

の
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
が
み
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
三
地
域
（
東
北
、
四
国
、
九
州・

沖
縄
）
か
ら
、「
高
水
準
で
推
移
し
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
四
地
域
（
関

東
甲
信
越
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
）
か
ら
は
、

「
基
調
的
に
は
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
等

の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、
北
陸
か
ら
は
「
下

げ
止
ま
り
つ
つ
あ
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ

た
。
一
方
、
北
海
道
か
ら
は
、「
減
少
し
つ

つ
あ
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

生
産
（
鉱
工
業
生
産
）
は
、
消
費
税
率

引
き
上
げ
の
反
動
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、

四
地
域
（
北
海
道
、
東
北
、
関
東
甲
信
越
、

中
国
）
か
ら
、「
緩
や
か
な
増
加
基
調
に
あ

る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、三
地
域（
北

陸
、
東
海
、
近
畿
）
か
ら
は
、「
高
水
準
で

推
移
し
て
い
る
」、「
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
四
国
か
ら
、「
緩
や
か
に
持
ち
直
し

て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、九
州・

沖
縄
か
ら
は
、「
全
体
と
し
て
は
横
ば
い
圏

内
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
一
部
で

は
増
加
に
向
け
た
動
き
も
み
ら
れ
て
い
る
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

主
な
業
種
別
の
基
調
的
な
動
き
を
み
る

と
、
輸
送
機
械
、
電
気
機
械
は
、「
高
め
の

水
準
で
横
ば
い
圏
内
の
動
き
が
続
い
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
ほ
か
、
化
学
も
、

「
高
め
の
水
準
を
維
持
し
て
い
る
」
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。
は
ん
用
・
生
産
用
・
業
務

用
機
械
に
つ
い
て
は
、「
増
加
し
て
い
る
」、

「
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た

ほ
か
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
も
、「
持
ち

直
し
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
鉄
鋼
、

金
属
製
品
、
窯
業
・
土
石
は
、「
高
操
業
を

続
け
て
い
る
」、「
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と

な
っ
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

雇
用
・
所
得
動
向
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
改
善
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地
域

か
ら
、「
労
働
需
給
は
着
実
な
改
善
を
続
け

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
雇
用
者

所
得
に
つ
い
て
も
、多
く
の
地
域
か
ら
、「
持

ち
直
し
て
い
る
」、「
改
善
の
動
き
が
明
確

化
し
て
き
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

Ⅱ
．�

地
域
の
視
点

　
　
「
各
地
域
に
お
け
る

　
　

消
費
税
率
引
き
上
げ
後
の
家
計
の

　
　

支
出
動
向
と
企
業
の
対
応
」

１
．�消
費
税
率
引
き
上
げ
後
の
家
計
の
支
出
動
向

（
１
）�

消
費
関
連
企
業
か
ら
み
た

��������

最
近
の
家
計
の
支
出
動
向

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
後
の
家
計
の
支
出

動
向
を
み
る
と
、
一
部
に
実
質
所
得
の
低

下
に
伴
う
節
約
の
動
き
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善
や
企
業
の

販
売
施
策
の
奏
功
等
を
背
景
に
、
全
体
と

し
て
は
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
間
、

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需

要
の
反
動
減
の
影
響
は
、
次
第
に
和
ら
い

で
き
て
い
る
と
の
声
が
多
く
の
地
域
か
ら

聞
か
れ
て
い
る
。

（
２
）�

基
調
的
な
消
費
の
地
合
い
に
対
す

る
企
業
の
見
方

　

各
地
域
の
消
費
関
連
企
業
の
多
く
は
、

消
費
税
率
引
き
上
げ
後
も
基
調
的
な
消
費

の
地
合
い
は
堅
調
と
み
て
い
る
。
こ
の
点
、
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趣
味・嗜
好
性
の
強
い
商
品・サ
ー
ビ
ス
（
選

択
的
支
出
）
に
加
え
、
日
常
的
な
支
出
項

目
（
基
礎
的
支
出
）
に
つ
い
て
も
、
安
さ

よ
り
品
質
・
付
加
価
値
、
利
便
性
等
を
重

視
す
る
支
出
行
動
が
広
が
っ
て
お
り
、
客

単
価
が
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
の
指
摘
が
多

く
聞
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
背
景
と
し
て
、
わ
が
国
の
景
気
が

緩
や
か
な
回
復
を
続
け
て
い
る
も
と
で
、
幅

広
い
地
域
・
属
性
で
雇
用
・
所
得
環
境
が

改
善
し
、
先
行
き
の
所
得
改
善
期
待
も
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
や

や
子
細
に
み
る
と
、
労
働
需
給
が
タ
イ
ト

化
す
る
も
と
で
、
主
婦
層
、
若
年
層
等
の

雇
用
機
会
が
増
加
し
、
時
間
外
給
与
の
増

加
、
賞
与
増
額
、
ベ
ア
、
時
給
上
昇
等
を

通
じ
て
正
社
員
・
非
正
規
社
員
の
賃
金
が

上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
を
受
け
て
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
後
も
、
幅
広
い
属
性
で

消
費
者
の
前
向
き
な
支
出
行
動
が
み
ら
れ

て
い
る
。
緩
和
的
な
金
融
環
境
が
続
い
て

い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
動
き
を
後
押
し

し
て
い
る
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
層
や
外

国
人
観
光
客
の
需
要
が
引
き
続
き
好
調
で
、

反
動
減
の
抑
制
や
消
費
下
支
え
に
寄
与
し
て

い
る
と
の
声
も
多
く
聞
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
消
費
税
や
光
熱
費
等
の
家
計

負
担
の
増
加
を
受
け
て
、
品
質
・
機
能
面

で
差
が
な
い
食
料
品
や
日
用
品
等
に
つ
い

て
は
、
よ
り
低
価
格
な
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト

ス
ト
ア
や
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等
で
の
購
入

に
シ
フ
ト
す
る
動
き
や
、
不
要
不
急
の
支

出
を
抑
制
す
る
動
き
が
一
部
に
み
ら
れ
る

な
ど
、
以
前
に
も
増
し
て
消
費
に
メ
リ
ハ

リ
を
効
か
せ
て
い
る
と
の
指
摘
が
聞
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
実
質
所
得
が
低
下
し
た

消
費
者
の
マ
イ
ン
ド
悪
化
を
懸
念
す
る
声

や
、
実
質
所
得
低
下
の
影
響
が
ラ
グ
を
伴

っ
て
顕
在
化
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
声

も
聞
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
家
計
の
住
宅
に
対
す
る
支
出

ス
タ
ン
ス
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善

に
加
え
、
政
府
の
住
宅
取
得
支
援
策
や
緩

和
的
な
金
融
環
境
に
支
え
ら
れ
、
消
費
税

率
引
き
上
げ
後
も
底
堅
さ
を
維
持
し
て
い

る
と
の
声
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
低
価
格
の
注
文
住
宅
で
は
需
要
の

先
食
い
に
よ
る
反
動
減
の
長
期
化
懸
念
、
都

市
部
の
分
譲
住
宅
で
は
価
格
上
昇
や
好
立

地
物
件
の
供
給
減
少
等
を
背
景
と
し
た
慎

重
化
の
動
き
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

２
．�

企
業
の
対
応

（
１
）�

販
売
施
策

　

こ
う
し
た
中
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
前

後
の
企
業
の
販
売
施
策
を
み
る
と
、
セ
ー

ル
や
催
事
の
強
化
・
開
催
時
期
見
直
し
等

の
短
期
的
な
反
動
減
対
策
に
加
え
、
消
費

の
底
堅
さ
や
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
踏

ま
え
た
中
長
期
的
な
視
点
で
の
需
要
喚
起

策
や
戦
略
が
目
立
っ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
①
価
格
よ
り
も
品
質
や
機
能
等
を
重

視
し
た
新
商
品
の
積
極
投
入
や
商
品
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
の
拡
充
（
高
品
質
・
高
価
格
帯

の
品
揃
え
充
実
）、
②
新
た
な
付
加
価
値
を

加
え
た
店
舗
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、
③
オ
ム
ニ

チ
ャ
ネ
ル
（
ネ
ッ
ト
と
実
店
舗
販
売
等
の

融
合
）
へ
の
取
り
組
み
、
④
人
件
費
引
き

上
げ
等
を
伴
う
接
客
・
サ
ー
ビ
ス
品
質
向

上
な
ど
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
販

売
チ
ャ
ネ
ル
に
付
加
価
値
や
コ
ス
ト
を
加

え
る
こ
と
で
消
費
者
を
惹
き
付
け
、
需
要

を
引
き
出
す
た
め
の
取
り
組
み
が
進
展
し

て
い
る
。

（
２
）
価
格
設
定
行
動

　

企
業
の
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス
を
み
る
と
、

消
費
の
底
堅
さ
を
踏
ま
え
て
、
採
算
改
善

を
意
識
し
た
価
格
改
定
に
踏
み
切
る
動
き

が
広
が
っ
て
お
り
、
販
売
価
格
を
改
定
し

た
企
業
の
多
く
で
は
、
そ
の
後
の
売
上
が

減
速
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
な
価

格
体
系
が
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
ず
、
消
費
税
率

引
き
上
げ
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性

に
対
す
る
消
費
者
の
理
解
進
展
や
消
費
税

転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
「
消
費
税
還
元

セ
ー
ル
」
の
禁
止
や
外
税
表
示
の
容
認
等

が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
半
の
先

が
販
売
価
格
に
転
嫁
し
て
い
る
。
加
え
て
、

既
往
の
コ
ス
ト
（
原
材
料
費
、
人
件
費
、

光
熱
費
等
）
増
加
分
に
つ
い
て
も
、
業
績

好
調
な
小
売
や
飲
食
・
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を

中
心
に
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
見
直

し
等
を
伴
い
な
が
ら
販
売
価
格
に
転
嫁
す

る
動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
。

　

今
後
、
他
社
の
動
向
を
様
子
見
し
て
い

た
企
業
や
既
往
の
コ
ス
ト
増
加
分
を
十
分

に
価
格
転
嫁
し
き
れ
て
い
な
い
企
業
を
中

心
に
、
段
階
的
な
値
上
げ
や
高
価
格
帯
の

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
拡
充
等
を
推

進
し
て
い
く
と
の
声
が
相
応
に
聞
か
れ
て

お
り
、
当
面
、
価
格
引
き
上
げ
の
動
き
は

続
い
て
い
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、競
合
の
激
し
い
小
売
（
ス
ー
パ
ー
、

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ス

ト
ア
等
）
で
は
、
Ｐ
Ｂ
商
品
や
集
客
力
の

あ
る
売
れ
筋
商
品
に
限
定
し
て
、
価
格
を

据
え
置
く
（
ま
た
は
値
下
げ
す
る
）
動
き

も
み
ら
れ
る
。
生
活
必
需
品
を
中
心
に
コ

ス
ト
増
加
分
の
価
格
転
嫁
が
遅
れ
て
い
る

と
か
、
値
上
げ
は
困
難
と
の
声
も
聞
か
れ
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て
お
り
、
消
費
の
地
合
い
が
弱
含
む
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
広
が
る
可
能
性

も
あ
る
。

３
．�

先
行
き
の
展
望

　

先
行
き
の
個
人
消
費
に
つ
い
て
は
、
雇

用
・
所
得
環
境
の
改
善
が
続
く
も
と
で
、
夏

場
に
か
け
て
駆
け
込
み
需
要
の
反
動
の
影

響
が
減
衰
し
、
基
調
的
に
は
底
堅
く
推
移

す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
中
、
先

行
き
の
景
気
や
所
得
の
回
復
期
待
も
あ
っ

て
、
メ
リ
ハ
リ
を
伴
い
つ
つ
も
家
計
の
支

出
ス
タ
ン
ス
が
前
向
き
に
な
り
、
品
質
や

付
加
価
値
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
一
段
と
強

ま
っ
て
い
る
と
の
声
が
聞
か
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
消
費
関
連
企
業
で
は
、
今
回
の
消

費
税
率
引
き
上
げ
も
ひ
と
つ
の
契
機
と
な

っ
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
コ
ス
ト
削

減
に
よ
る
低
価
格
路
線
か
ら
、
高
付
加
価

値
化
・
高
単
価
路
線
に
転
換
し
、
コ
ス
ト

と
付
加
価
値
に
見
合
っ
た
販
売
価
格
を
設

定
す
る
動
き
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
経
済
・

物
価
の
好
循
環
を
進
展
さ
せ
て
い
く
う
え

で
、
今
後
も
企
業
努
力
に
よ
る
商
品
力
や

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
向
上
等
を
通
じ
て
、
新

た
な
需
要
を
喚
起
し
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

〈需要項目等〉
公共投資 設備投資 個人消費 住宅投資 生産 雇用・所得

北
海
道

増加している 景気が緩やかに
回復する中、売上
や収益が改善す
るもとで、一段
と増加している

雇用・所得環境等の改善
を背景に、緩やかに回復
している

減少しつつある 国内外の堅調な需要を背
景に、増加している

雇用・所得情勢をみる
と、労働需給は着実に
改善している。雇用者
所得は回復している

東
　
北

震災復旧関
連工事を主
体に、大幅
に増加して
いる

増加している 消費税率引き上げ後の反
動がみられているもの
の、底堅く推移している

消費税率引き上げの影
響による反動を伴いつ
つも、災害公営住宅の
建設等から、高水準で
推移している

消費税率引き上げの影響
による反動を受けつつも、
基調としては緩やかに増
加している

雇用・所得環境は、改
善している

北
　
陸

高水準で推
移している

製造業を中心に
増加している

基調として緩やかに持ち
直している

駆け込み需要の反動が
みられるものの、下げ
止まりつつある

高水準で推移している 雇用・所得環境は、改
善している

高水準で推
移している

増加基調にある 消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動がみ
られているが、基調的に
は底堅く推移している

消費税率引き上げ前の
駆け込み需要の反動が
みられているが、基調
的には底堅く推移して
いる

消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動の影
響を受けつつも、基調的
には緩やかな増加を続け
ている

雇 用・ 所 得 情 勢 は、
労働需給が着実な改
善を続けているもと
で、雇用者所得も改
善している

東
　
海

増加している 一段と増加して
いる

足もと消費税率引き上
げに伴う駆け込み需要
の反動もみられている
が、基調としては、雇用・
所得環境が改善する中
で、持ち直している

消費税率引き上げに伴
う駆け込み需要の反動
もみられているもの
の、基調としては底堅
く推移している

足もと消費税率引き上げに
伴う駆け込み需要の反動に
対応した減産の動きもみら
れているが、基調としては
高めの水準で横ばい圏内の
動きが続いている

雇用・所得情勢は、改
善している

近
　
畿

高水準で推
移している

増加している 消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動がみ
られているが、雇用・所得
環境などが改善するもと
で、基調としては堅調に推
移しているとみられる

基調としては堅調に推
移しているとみられ
る。もっとも、消費税
率引き上げに伴う駆け
込み需要の反動が引き
続きみられている

消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動から
減産の動きもみられるが、
基調としては堅調に推移
しているとみられる

雇用情勢をみると、労
働需給は改善の動きが
強まっている。こうし
たもとで、雇用者所得
も改善の動きが明確化
してきている

中
　
国

増加傾向に
ある

持ち直している 消費税率引き上げに伴
う駆け込み需要の反動
がみられているものの、
底堅く推移している

横ばい圏内で推移して
いる

緩やかな増加基調にある 雇用情勢は、着実に改
善している。雇用者所
得は、持ち直している

四
　
国

高水準で推
移している

持ち直している 消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動がみ
られているが、基調的には
緩やかに持ち直している

高水準で推移している 緩やかに持ち直している 雇用・所得情勢をみると、
労働需給は改善してお
り、雇用者所得も緩や
かに持ち直している

高水準で推
移している

着実に持ち直し
ている

消費税率引き上げに伴う
駆け込み需要の反動減が
みられているものの、消
費者マインドに加えて雇
用・所得環境の改善もあっ
て、持ち直しつつある

増勢が一服している 全体としては横ばい圏内
で推移している。この間、
一部では増加に向けた動
きもみられている

雇用・所得情勢をみる
と、労働需給は改善し
ており、雇用者所得に
も持ち直しの動きがみ
られている

九
州
・
沖
縄

関
東
甲
信
越
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企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
価
格
指
数
・

二
〇
一
〇
年
基
準
指
数
の

公
表
を
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス

価
格
指
数
の
五
年
に
一
度
の
基
準
改
定

を
実
施
し
、
本
年
六
月
二
十
五
日
か
ら

二
〇
一
〇
年
基
準
指
数
の
公
表
を
開
始
し

ま
し
た
。
ま
た
、
英
語
名
称
を
Ｃ
Ｓ
Ｐ
Ｉ

か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
に
変
更
し
ま
し
た
。

▼
今
回
の
基
準
改
定
で
は
、
昨
年
五
月
に

基
本
方
針
を
公
表
し
、
皆
様
か
ら
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
も
踏
ま
え
ま
し
て
、

本
年
六
月
十
七
日
に
「
企
業
向
け
サ
ー
ビ

ス
価
格
指
数
・
二
〇
一
〇
年
基
準
改
定
結

果
」
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
は
、

基
準
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
①
新
サ
ー
ビ

ス
の
取
り
込
み
、②
既
存
品
目
の
見
直
し
、

③
指
数
体
系
と
統
計
名
称
の
一
部
変
更
、

④
統
計
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
向
上
を
企
図

し
た
対
応
、
に
整
理
し
た
上
で
、
指
数
動

向
を
ご
説
明
し
て
い
ま
す
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
統
計
ユ
ー
ザ
ー
の
皆

様
に
と
っ
て
よ
り
使
い
や
す
い
統
計
を
提

供
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
努
力
を
続
け

て
ま
い
り
ま
す
。

※ 

詳
細
は
日
本
銀
行
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.boj.or.jp/research/

brp/ron_2014/ron140617a.htm
/

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
に
伴
う

貨
幣
博
物
館
の
一
時
休
館
に
つ
い
て

▼
貨
幣
博
物
館
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の

た
め
、
本
年
二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十
九

日
か
ら
一
時
休
館
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、二
〇
一
五
年
十
一
月
頃（
予

定
）
に
新
た
な
博
物
館
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
。

▼
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
。

貨
幣
史
に
お
け
る
新
た
な
研
究
成
果
を

反
映
さ
せ
た
「
お
金
の
歴
史
の
博
物
館
」、

資
料
の
見
せ
方
や
解
説
を
工
夫
し
た
「
分

か
り
や
す
く
楽
し
く
学
べ
る
博
物
館
」、

デ
ザ
イ
ン
や
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一
新
し
た

「
親
し
み
や
す
い
博
物
館
」
で
す
。

▼
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
関
す
る
情

報
は
、
貨
幣
博
物
館
Ｈ
Ｐ
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

▼
な
お
十
二
月
二
十
八
日
（
日
）
ま
で
の

間
、
年
内
は
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
を

含
め
、
月
曜
日
以
外
原
則
と
し
て
開
館
し

ま
す
。
多
数
の
皆
様
の
来
館
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

<

休
館
期
間>

二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）
～

二
〇
一
五
年
十
一
月
頃
（
予
定
）

<

年
内
の
開
館
予
定>

【
開
館
時
間
】

　

九
時
三
十
分
～
十
六
時
三
十
分

　
（
入
館
は
十
六
時
ま
で
）

【
休
館
日
】

　

月
曜
日
（
た
だ
し
、
祝
日
は
開
館
）

※ 

最
新
の
休
館
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
関
連
情

報
は
貨
幣
博
物
館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

http://w
w

w
.im

es.boj.or.jp/cm
/

【
入
館
料
】
無
料

【
所
在
地
】

　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町

　

一
―
三
―
一
（
日
本
銀
行
分
館
内
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

〇
三
―
三
二
七
七
―
三
〇
三
七

松
本
支
店
は
開
設
一
〇
〇
周
年

を
迎
え
ま
し
た

▼
日
本
銀
行
松
本
支
店
で
は
、
支
店
開
設

一
〇
〇
周
年
（
一
九
一
四
年
七
月
一
日
開

設
）
を
記
念
し
て
、七
月
二
十
二
日
（
火
）

に
支
店
と
隣
接
す
る
松
本
城
公
園
の
一
角

で
菅す

げ
の
や谷
昭
松
本
市
長
と
日
本
銀
行
林
新
一

郎
松
本
支
店
長
に
よ
る
桜
の
記
念
植
樹
を

行
い
ま
し
た
。
当
日
は
、好
天
に
恵
ま
れ
、

桜
の
よ
う
に
一
層
地
域
に
根
差
し
て
い
く

こ
と
を
支
店
職
員
一
同
で
誓
い
ま
し
た
。

▼
こ
の
ほ
か
、
松
本
支
店
で
は
一
〇
〇
周

年
に
関
す
る
記
念
事
業
と
し
て
、
次
の
時

代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
松
本
市

内
の
一
部
小
中
学
校
や
県
内
各
地
の
商
工

会
議
所
と
共
催
で
日
本
銀
行
の
仕
事
を
説

明
す
る
出
前
授
業
・
講
座
を
実
施
し
て
い

る
ほ
か
、
松
本
市
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
「
ア
ル
プ
ち
ゃ
ん
」
を
取
り
込
ん

だ
支
店
職
員
手
製
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
し
お
り

や
、支
店
の
歴
史
等
を
記
し
た
記
念
冊
子
、

特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
ま
し
た
。

記
念
冊
子
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
し
お
り
は
地
元

の
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
県
民
の

方
々
か
ら
も
問
い
合
わ
せ
が
多
数
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

▼
松
本
支
店
は
、
こ
れ
か
ら
も
長
野
県
に

お
け
る
中
央
銀
行
の
拠
点
と
し
て
地
域
経

済
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

次の 100 年を華やかに彩るシンボルとなることを願って
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中
曽
副
総
裁
が
被
災
地
訪
問

▼
日
本
銀
行
の
中
曽
宏
副
総
裁
は
、
七
月

二
十
七
日
か
ら
二
十
八
日
に
か
け
て
、
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け

た
岩
手
県
宮
古
市
・
釜
石
市
・
盛
岡
市
、

宮
城
県
仙
台
市
を
訪
れ
ま
し
た
。

▼
中
曽
副
総
裁
は
、
各
地
で
地
元
経
済
界

や
行
政
関
係
者
の
方
々
と
意
見
交
換
を

行
っ
た
ほ
か
、
復
興
状
況
を
直
接
確
認

し
ま
し
た
。
副
総
裁
は
、「
甚
大
な
被
害

か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
関
係
者
の

方
々
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
き
た
強
い
意

志
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
大
変
勇
気
付
け
ら

れ
た
。
今
後
と
も
復
興
に
向
け
て
中
央
銀

行
と
し
て
最
大
限
の
支
援
を
続
け
た
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。

「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も
特
別

見
学
会
二
〇
一
四
」
を
開
催

�

八
月
四
日（
月
）～
八
月
八
日（
金
）

▼「
日
銀
っ
て
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
？
」

そ
の
よ
う
な
お
子
様
の
好
奇
心
に
お
応
え

す
る
た
め
、
日
本
銀
行
本
店
で
は
「
日
銀

夏
休
み
子
ど
も
特
別
見
学
会
二
〇
一
四
」

（
協
力
：
金
融
広
報
中
央
委
員
会
）
を
開

催
し
ま
し
た
。

▼
日
銀
の
仕
事
や
金
融
・
経
済
の
仕
組
み

に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
紹
介

ビ
デ
オ
を
視
聴
し
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本

店
本
館
や
実
際
に
窓
口
業
務
を
行
っ
て
い

る
新
館
営
業
場
な
ど
の
見
学
ツ
ア
ー
に
ご

案
内
し
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
体
験
学
習
と
し
て
、
小
学
校
四

年
生
～
中
学
生
の
お
子
様
と
保
護
者
の
方

向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
一
億
円
の
重

さ
体
験
、
お
札
の
偽
造
防
止
技
術
、
お
札

の
数
え
方
を
学
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
学
生
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、

昨
年
初
め
て
実
施
し
た
「
金
融
政
策
を
決

め
る
の
は
、
君
だ
！
」
を
今
年
も
行
い
ま

し
た
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
架
空
の
経

済
ニ
ュ
ー
ス
を
も
と
に
景
気
・
物
価
と
そ

れ
を
踏
ま
え
た
金
融
政
策
に
つ
い
て
議
論

し
、
最
後
に
は
、
実
際
の
金
融
政
策
決
定

会
合
と
同
様
に
、
議
長
が
政
策
を
提
案
、

メ
ン
バ
ー
の
多
数
決
で
決
定
し
ま
し
た
。

少
々
難
し
い
課
題
で
し
た
が
、
活
発
に
意

見
が
交
わ
さ
れ
、
参
加
者
か
ら
は
「
金
融

政
策
が
ど
ん
な
風
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の

か
分
か
り
、
勉
強
に
な
っ
た
」「
こ
れ
か

ら
は
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を
見
て
、
景
気
な
ど

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
」
と

の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

▼
こ
ち
ら
の
見
学
会
、
次
回
の
開
催
は
春

休
み
期
間
中
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

「
に
ち
ぎ
ん
体
験
二
〇
一
四
」

開
催
決
定

十
月
二
十
七
日（
月
）～
十
一
月
三
日（
月
）

▼
日
本
銀
行
本
店
（
東
京
都
中
央
区
日

本
橋
本
石
町
）
で
は
、「
に
ち
ぎ
ん
体
験

二
〇
一
四
」
を
今
年
も
開
催
し
ま
す
。

①�

レ
ク
チ
ャ
ー
付
き
見
学
ツ
ア
ー
（
要
予

約
）：
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
本
店
本
館
（
旧
地
下
金
庫
な

ど
）
や
新
館
営
業
場
へ
の
見
学
ツ
ア
ー

に
加
え
、
日
銀
の
仕
事
を
テ
ー
マ
に
レ

ク
チ
ャ
ー
を
行
い
ま
す
。

②�

ミ
ニ
見
学
付
き
市
民
講
座
（
要
予
約
）：

日
銀
職
員
が
講
師
を
務
め
、
お
金
を
め

ぐ
る
話
題
な
ど
を
テ
ー
マ
に
お
話
し
し

ま
す
。
ま
た
、
旧
地
下
金
庫
と
旧
営
業

場
の
見
学
に
も
ご
案
内
し
ま
す
。

③�

企
画
展（
予
約
不
要
）：
本
店
本
館
内
の

特
設
展
示
室
に
て
、
日
銀
の
本
店
建
築

や
業
務
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

▼
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
日
本
銀
行
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
皆
様
の
ご
来
場
を
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
の
開
催
日
程
】

①
：
十
月
二
十
七
日
（
月
）
～
三
十
一
日

（
金
）

②
、
③
：
十
一
月
一
日（
土
）～
三
日（
月
）

※ 

詳
し
い
内
容
や
時
間
、
予
約
方
法
な
ど

に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.boj.or.jp/announcem

ents/

pr_ events/index.htm
/

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

日
本
銀
行
情
報
サ
ー
ビ
ス
局

　

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ

　

〇
三
―
三
二
七
七
―

　

二
五
六
八

議論の末、子ども政策委員が
採択した金融政策は？

七
月
二
十
七
日（
日
）～
二
十
八
日（
月
）

八
月
四
日
に
は
黒
田
総
裁
が
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
登
場
。

体
験
学
習
中
の
子
ど
も
た
ち
に
声
を
か
け
る
場
面
も



34NICHIGIN 2014 NO.39

ト ピ ッ ク ス

「
親
子
の
た
め
の
お
か
ね
学
習

フ
ェ
ス
タ
」
を
全
国
四
カ
所
で

開
催
し
て
い
ま
す

▼
金
融
広
報
中
央
委
員
会
（
事
務
局: 

日

本
銀
行
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
内
）
は
、
お
か

ね
に
つ
い
て
親
子
で
楽
し
く
学
べ
る
体
験

型
イ
ベ
ン
ト
「
親
子
の
た
め
の
お
か
ね
学

習
フ
ェ
ス
タ
」
を
、
全
国
四
カ
所
で
開
催

し
て
い
ま
す
。

▼
本
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
体
験
を
通
し
て
欲

し
い
も
の
と
必
要
な
も
の
の
違
い
や
、
計

画
的
に
お
か
ね
を
使
う
こ
と
の
大
切
さ
な

ど
を
学
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
】

　

お
か
ね
の
お
は
な
し
会（
注
）、お
か
ね
の

体
験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム（
注
）、貯
金
箱
作
り
、

お
か
ね
ク
イ
ズ
、
お
札
の
秘
密
体
験
な
ど
。

参
加
費
無
料
。 

注
：
予
約
制
・
先
着
順
。

【
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
】

　

親
子
の
た
め
の
お
か
ね
学
習
フ
ェ
ス
タ

事
務
局
：
〇
一
二
〇
―
九
六
六
―
六
六
六

（
受
付
時
間
：
平
日
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■今回は、「古代ローマ帝国」を舞台に大ヒット作『テ
ルマエ・ロマエ』を出したヤマザキマリ氏と、様々
な困難を克服しながら統合を進めてきた「欧州連合

（ＥＵ）」のＨ．Ｄ．シュヴァイスグート駐日大使（取材
当時）にご登場頂いた。
　一部の属州放棄でローマ市民の非難を浴びつつ、
属州の部族との和解を進め、大ローマ帝国の繁栄の
基礎を築いた皇帝ハドリアヌス。ヤマザキ氏は彼を

「知性の皇帝」と呼ぶ。
　そして、その同じ地域の人々が、現代において、2
つの世界大戦、東西分裂とその崩壊、欧州債務問題
など、様々な危機を乗り越えてＥＵを作り、通貨統
合等を進めている。「危機克服に伴い前進する統合の
面と、失業等負の副産物の両面をしっかり認識し問
題を解決していく」とのシュヴァイスグート大使の
話は力強い。
　この2つの動きに既視感を覚えつつ、それぞれの「統
合」に要したであろう膨大なエネルギーと、それを
支えている信念や危機感に思いを馳せざるを得ない。
　今、奇しくも「国」や「民族」を巡り、世界各地
で様々な紛争が拡大している。「危機の中から未来を
創る」。そう願わざるを得ない。 （丹治）

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

（http://www.boj.or.jp/announcements/koho_n ich ig in/
index.htm/）

※本誌に掲載している内容は、必ずしも日本銀行の見解を反映
しているものではありません。日本銀行の政策・業務運営に関
する公式見解等については、日本銀行ホームページ（http://
www.boj.or.jp/）をご覧ください。
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　ウアラオプ（Urlaub）というドイツ語は、ドイツ人

にとって大切な言葉。その意味は「休暇」です。長期

のバケーション、季節のホリデー、単発の有給休暇、

いずれもウアラオプと呼びます。ドイツの平均的な有

給休暇は 30 日。これはあくまで余暇のために使うも

のであり、病気の場合には別に病欠を利用します。皆

有給休暇をきっちり消化しますし、会社は消化させな

いといけない義務を負っています。州によって違うの

ですが祝日は 10 日ほどあり、これを有給休暇と合わ

せると年間 40 日もの休みになります。日本人の感覚

からすると羨ましい限りです。

　さて、その長いウアラオプをどう使うか。誰に聞い

ても一番に返ってくる答えが旅行です。ドイツ人は旅

行好きな国民で、最近中国に抜かれるまでは、年間海

外旅行者数が世界一でした。人口 8000 万人の国で、

海外旅行者延べ人数が 7000 万人。たくさんの人が海

外旅行に出かけていきます。ちなみに日本の年間海外

from Germany

旅行者数は 1800 万人。

　ドイツ人旅行者の行き先は、スペイン、イタリア、

ギリシャ、トルコなどが人気で、ドイツの寒くて暗い

冬の時期には、スペインのマヨルカ島やカナリア諸島

に脱出してきたドイツ人でリゾートホテルのプールが

埋め尽くされます。航空券とパックになった格安ツア

ーが人気で、なかでも T
トゥイ

UI という世界最大級の旅行会

社は傘下に航空会社も抱えており、黄色地に赤のスマ

イルマークを尾翼に付けたジェット機が地中海中のリ

ゾート地に向けて飛び立っています。

　ドイツは森の国。国内旅行も盛んです。アウトバー

ンを走るとキャンピングカーやマウンテンバイクを積

んだワゴン車をよく見かけます。広い国土を網の目の

ように覆ったアウトバーンで頻繁に長距離ドライブを

するため、中古車市場では数年落ちなのに走行距離 10

万キロの車も珍しくはありません。今年は、ワールド

カップの優勝を旅行先のスポーツバーで観戦したドイ

ツ人も多かったことでしょう。

（日本銀行フランクフルト事務所）
＊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。

冬はチロリアン・アルプスのスキーリゾートへ

旅行好きなドイツ人

TUI のジェット（大西洋の島にて）

高速道路の国境をドイツ側（アウトバーン）に入ると一気に速度アップ
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