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好
き
な
バ
ン
ド
や
役
者
さ
ん
や
伝
統
芸
能
に
思
い
を

馳
せ
る
た
び
、「
た
に
ま
ち
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
ぶ
。

も
し
私
に
三
兆
円
あ
っ
た
ら
、
ア
ル
バ
ム
制
作
費
も
主

演
映
画
制
作
費
も
舞
台
制
作
費
も
全
部
出
す
の
だ
が
！

　

ご
自
身
の
力
で
輝
い
て
い
る
か
た
ば
か
り
な
の
で
、

私
の
よ
う
な
た
に
ま
ち
は
必
要
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど

…
…
。
あ
と
、
三
兆
円
は
多
す
ぎ
る
か
？　

三
億
円
ぐ

ら
い
か
？　

財
布
に
三
万
円
以
上
入
っ
て
た
こ
と
が
な

い
の
で
、
い
く
ら
あ
れ
ば
た
に
ま
ち
に
な
れ
る
の
か
、

基
準
が
わ
か
ら
な
い
。

　

た
に
ま
ち
は
本
来
、
相
撲
の
ひ
い
き
筋
を
指
す
言
葉

の
よ
う
だ
が
、「
と
に
か
く
応
援
し
た
い
！
」
と
い
う
熱

い
思
い
と
財
力
を
兼
ね
備
え
た
か
た
た
ち
だ
ろ
う
。
憧

れ
だ
。
私
が
た
に
ま
ち
に
な
っ
た
ら
、
映
画
の
内
容
に

つ
い
つ
い
口
を
出
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
が
（「
あ
な
た
を

よ
り
き
ら
め
か
せ
る
の
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
だ
と
思

う
の
！
」
な
ど
）、
真
の
た
に
ま
ち
は
む
ろ
ん
、
黙
っ
て

お
金
を
出
す
の
み
の
は
ず
。
そ
こ
も
か
っ
こ
い
い
。

　
「
稼
い
だ
お
金
を
な
に
に
使
う
か
」
に
、
品
性
が
表
れ

る
気
が
す
る
。
蓄
財
と
か
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
と
か
に
あ

て
る
の
で
は
な
く
、
稼
い
だ
は
し
か
ら
「
応
援
」
に
ま

わ
す
。
自
分
以
外
の
だ
れ
か
の
た
め
、
自
分
以
外
の
だ

れ
か
へ
の
愛
を
表
明
す
る
た
め
、
金
を
稼
ぎ
、
使
う
。

私
は
そ
れ
を
、
非
常
に
崇
高
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
身

の
欲
望
に
あ
る
意
味
で
正
直
な
、
ま
っ
と
う
な
行
い
だ

な
と
感
じ
る
。

　

し
か
し
当
然
、
た
に
ま
ち
に
な
れ
る
ほ
ど
の
稼
ぎ
が

な
い
の
で
、
脳
内
会
議
室
の
テ
ー
ブ
ル
に
札
束
を
積
み

あ
げ
る
夢
想
を
す
る
だ
け
に
終
わ
る
。
こ
れ
じ
ゃ
た
だ

の
成
金
み
た
い
だ
、
と
夢
想
の
な
か
の
自
分
に
が
っ
か

り
す
る
。
ス
マ
ー
ト
な
た
に
ま
ち
に
な
る
の
は
、（
夢
想

と
い
え
ど
）
む
ず
か
し
い
。
欲
望
の
ぎ
ら
つ
き
を
な
る

た
け
抑
え
、
無
私
の
精
神
で
応
援
で
き
る
品
性
を
養
う

べ
く
、
脳
内
た
に
ま
ち
修
業
は
つ
づ
く
。

　

で
は
現
実
の
私
が
、
な
に
に
お
金
を
使
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、大
半
が
創
作
物
だ
。本
や
漫
画
を
買
っ
た
り
、

Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
買
っ
た
り
、
ラ
イ
ブ
や
劇
場
に
行
っ

た
り
、
と
い
っ
た
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
の
時
間
と
お
金
を

費
や
し
て
い
る
。「
プ
チ
た
に
ま
ち
活
動
」
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
貯
金
？　

老
後
？　

捨
て
置
け
。
次
の

瞬
間
に
は
車
に
は
ね
ら
れ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
ん
の
に
、

老
後
の
こ
と
な
ど
考
え
て
ど
う
す
る
。

　

い
や
、
三
〇
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
は
、「
こ
ん
な
不
安
定

な
仕
事
で
、
老
後
と
か
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
」

と
不
安
で
な
ら
な
か
っ
た
。
貯
金
も
ち
ょ
っ
と
し
て
み

た
り
し
た
。
で
も
、
だ
ん
だ
ん
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て

き
た
。
不
安
定
な
の
は
あ
い
か
わ
ら
ず
だ
が
、
不
安
に

慣
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
し
か
し
た
ら
今
後
、
揺
り
戻
し
が
来
て
、
少
し
は

貯
金
に
励
む
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
や
っ
ぱ
り
、「
プ
チ
た
に
ま
ち
活
動
」
は
や
め
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。
お
金
を
、「
応
援
」
と
「
愛
の
表
明
」
に
使

う
人
間
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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日
本
銀
行
仙
台
支
店
は
、
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）
十
月
に
、
日
本
銀
行
の
第
一
八

番
目
の
支
店
と
し
て
現
店
舗
の
建
つ
仙
台
市

青
葉
区
の
中
心
部
「
芭
蕉
の
辻
」
に
開
設
さ

れ
ま
し
た
。

　

最
初
の
店
舗
は
、昭
和
二
十
年（
一
九
四
五
）

七
月
の
仙
台
大
空
襲
に
よ
り
、
金
庫
と
倉
庫

を
除
き
全
焼
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

店
舗
焼
失
か
ら
一
週
間
程
度
は
支
店
長
宅
に

営
業
所
を
設
け
、
そ
の
後
は
、
農
林
中
央
金

庫
仙
台
支
店
の
一
角
を
間
借
り
し
て
営
業
を

続
け
ま
し
た
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
店
舗
は
、
空
襲
の

翌
年
、
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
十
一

月
に
初
代
店
舗
と
同
じ
地
に
再
建
さ
れ
た
二

代
目
と
な
り
ま
す
。
終
戦
直
後
の
物
資
不
足

等
の
影
響
で
資
材
の
調
達
に
は
制
約
を
受
け

つ
つ
も
、
木
造
石
板
の
二
階
建
て
の
建
物
で
、

当
時
は
立
派
な
建
物
だ
と
話
題
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

　

そ
の
後
、
三
代
目
と
な
る
現
店
舗
に
建
て

替
え
る
ま
で
の
十
四
年
に
わ
た
り
、「
芭
蕉

の
辻
」
で
仙
台
の
街
を
見
守
り
続
け
ま
し
た
。

表
紙
の
こ
と
ば
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取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一

Robert Cam
pbell

ロ
バー
ト  

キ
ャ
ン
ベル

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人 

人
間
文
化
研
究
機
構 

国
文
学
研
究
資
料
館
長

　

米
国
出
身
の
日
本
文
学
研
究
者
で
、
東
京
大
学
大
学
院
教
授
か
ら
「
国
文
学
研
究
資

料
館
」
の
館
長
に
就
任
し
た
ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
博
士
。
国
内
外
に
点
在
す
る
日

本
の
「
古
典
籍
」
を
調
査
・
収
集
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
知
恵
や
知
識
を
現
代
に
活
用

す
る
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
世
界
で
も
稀
な
資
料
館
が
日
本
に
存
在
す

る
理
由
、
古
典
に
も
現
代
作
品
に
も
垣
間
見
え
る
日
本
人
の
特
徴
、
近
年
の
「
共
感
」

へ
の
違
和
感
―
―
多
岐
に
わ
た
り
、
示
唆
に
富
む
話
を
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

二
〇
一
七
年
四
月
、
東
京
大
学

大
学
院
教
授
か
ら
「
国
文
学
研
究
資

料
館
」（
国
文
研
）
の
第
七
代
館
長
に
、

外
国
人
と
し
て
初
め
て
就
任
さ
れ
ま

し
た
。
ま
ず
、
読
者
に
は
な
じ
み
が

薄
い
国
文
研
に
つ
い
て
お
話
を
伺
え

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

国
文
研
は
も
と
も
と

国
の
機
関
と
し
て
一
九
七
二
年
に
創

設
さ
れ
、
四
五
年
の
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
。
現
在
は
、「
大
学
共
同
利

用
機
関
」
と
し
て
日
本
の
あ
ら
ゆ
る

研
究
・
教
育
機
関
と
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
共
同
研
究
を
推
進
す
る
、
と
い

う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
け
、
一
つ
一
つ

の
研
究
機
関
で
は
で
き
な
い
こ
と
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

根
幹
事
業
と
し
て
行
っ
て
き
た
の

は
、
日
本
の
古
典
籍
（
近
代
以
前
に

筆
写
ま
た
は
印
刷
さ
れ
た
和
書
）
を

調
査
し
、
書
誌
デ
ー
タ
と
画
像
で
集

積
す
る
こ
と
で
す
。
国
内
は
も
と
よ

り
世
界
中
に
点
在
す
る
、
日
本
の
明

治
以
前
の
文
献
を
見
い
だ
し
、
写
真

に
収
め
、
実
物
も
収
集
し
て
世
界
の

共
有
の
研
究
素
材
と
し
て
公
開
し
活

用
す
る
の
で
す
。

―
― 

古
典
籍
の
現
物
を
調
査
し
収
集

す
る
の
で
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

国
文
研
は
現
物
主
義

で
す
。
ま
ず
、
古
典
籍
の
在
り
か
を

突
き
止
め
、
実
物
が
ど
う
い
う
状
態

に
あ
る
か
、
書
物
と
し
て
ど
の
よ
う

な
特
質
を
持
っ
て
い
る
か
を
調
べ
ま

す
。
江
戸
時
代
の
版
本
で
あ
れ
ば
印

刷
は
い
つ
の
時
代
の
技
術
な
の
か
、

言
語
遺
産
の
継
承
と

新
た
な「
知
」の
創
造
に
向
か
っ
て

出
版
の
母
体
は
ど
こ
な
の
か
な
ど
の

調
査
を
し
ま
す
。
次
に
、
古
典
籍
の

全
編
画
像
を
撮
影
し
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
や
電
子
画
像
で
全
て
保
管

す
る
と
と
も
に
、
研
究
者
や
一
般
の

方
々
に
開
放
し
て
活
用
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　

古
典
籍
の
書
誌
学
的
な
調
査
は
、

国
文
研
の
研
究
者
と
日
本
の
津
々

浦
々
の
大
学
・
博
物
館
の
研
究
者
・

学
芸
員
ら
が
、
地
域
ご
と
に
協
力
し

な
が
ら
行
っ
て
き
ま
し
た
。
国
文
研

は
創
設
以
来
、
そ
の
よ
う
な
「
国
家

百
年
の
計
」
と
も
言
う
べ
き
地
道
な

仕
事
を
続
け
て
き
た
ん
で
す
。

―
― 

そ
れ
を
今
も
続
け
て
い
ま
す

か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て

い
ま
す
。
日
本
は
関
東
大
震
災
で
首

都
が
破
壊
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
空
襲
で
全
国
的
に
大
き
な
打
撃
を

受
け
て
、
文
学
資
料
や
記
録
史
料
、

日
本
人
の
精
神
生
活
を
証
言
す
る
よ

う
な
書
物
が
数
多
く
失
わ
れ
ま
し

た
。
日
本
人
は
昔
か
ら
文
字
資
料
を

大
事
に
伝
承
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

を
育
ん
で
い
ま
し
た
。し
か
し
、戦
後
、

核
家
族
化
や
地
方
か
ら
都
会
へ
の
人

口
移
動
が
進
む
な
か
で
、
江
戸
時
代

の
版
本
や
先
祖
代
々
の
家
の
記
録
な

ど
が
ど
ん
ど
ん
破
棄
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
近
代
百
年
の
間
に
自
然
破
壊

が
進
ん
だ
の
と
同
様
に
、
昔
の
人
々

が
墨
と
紙
で
記
録
し
、
伝
え
て
き
た

資
料
も
犠
牲
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。

　

国
文
研
は
、
そ
の
よ
う
に
日
本
の

言
語
文
化
・
精
神
文
化
が
削
が
れ

て
い
く
状
況
に
危
機
意
識
を
募
ら

せ
た
人
た
ち
が
創
設
し
た
研
究
機
関

で
す
。
戦
前
か
ら
戦
中
に
研
究
者
に

な
っ
た
世
代
が
中
心
と
な
っ
て
設
立

運
動
を
起
こ
し
、
政
治
家
に
働
き
か

け
て
、
創
設
に
尽
力
し
ま
し
た
。
こ

千
三
百
年
の
歴
史
を
刻
ん
だ

「
古
典
籍
」を
調
査
収
集
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―
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お
金
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
遡
る

と
、
江
戸
時
代
の
買
い
物
は
「
掛
け
」

が
主
流
で
、
大
晦
日
に
な
る
と
借
金

返
済
に
追
わ
れ
る
町
人
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
の
日
本
人

は
借
金
や
投
資
に
も
慎
重
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
も
断
絶
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
何
か
共
通
項
で
つ
な
が
り

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

文
学
の
視
点
か
ら
今

の
質
問
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

日
本
の
物
語
は
「
最
初
に
『
期
限
』

を
設
け
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
ん

で
す
。
物
語
が
ど
こ
で
終
わ
る
か
が

早
い
時
点
で
示
さ
れ
る
の
で
、
読
者

は
、
物
語
の
語
り
手
や
人
物
と
一
緒

に
そ
の
「
期
限
」
に
向
か
っ
て
歩
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ

近
世
も
現
代
も
物
語
に「
期
限
」を
盛
り
込
む

ば
読
者
に
「
手
形
」
を
切
っ
た
う
え

で
物
語
が
進
む
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
特
徴
が
近
代
以
前
に
も
現
代
に
も

共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。

　

数
年
前
に
直
木
賞
を
受
賞
し
た
、

葉は

室む
ろ
り
ん麟

さ
ん
の
歴
史
小
説
『
蜩

ひ
ぐ
ら
しノ

記
』

で
は
、
豊
後
の
小
さ
な
藩
で
奥お

く
ゆ
う
ひ
つ

祐
筆

（
幕
府
・
藩
等
で
文
書
・
記
録
を
作
成

す
る
役
職
）
を
務
め
て
い
た
武
士
が
、

山
間
の
村
に
暮
ら
す
同
じ
藩
の
元
・

郡こ
お
り

奉ぶ
ぎ
ょ
う行

（
地
方
行
政
の
役
職
）
を

訪
ね
る
シ
ー
ン
か
ら
物
語
が
始
ま
り

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
元
・
郡
奉
行

が
七
年
前
、
藩
主
の
側
室
と
密
通
し
、

さ
ら
に
小
姓
を
切
り
捨
て
た
疑
い
で

村
に
幽
閉
さ
れ
、
事
件
当
時
か
ら
十

年
後
、
話
の
始
ま
り
時
点
で
は
三
年

後
に
切
腹
す
る
よ
う
に
先
代
藩
主
か

ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ

れ
ま
す
。
元
・
奥
祐
筆
の
若
い
武
士

は
、
元
・
郡
奉
行
が
死
ぬ
の
を
見
届

け
よ
、
と
い
う
過
酷
な
使
命
を
果
た

せ
る
か
ど
う
か
。
物
語
は
今
か
ら「
三

年
後
の
切
腹
」
と
い
う
期
限
を
切
っ

て
、
動
き
出
す
の
で
す
。

―
― 

近
世
の
文
学
で
は
ど
の
よ
う
な

例
が
あ
り
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

元
禄
期
に
登
場
し
た

近
松
門
左
衛
門
は
心
中
物
の
浄
瑠
璃

う
し
た
研
究
機
関
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
人
類
の
遺
産
と

し
て
日
本
の
古
典
籍
を
こ
こ
に
と
ど

め
、
整
理
し
、
広
く
活
用
で
き
る
よ

う
に
提
供
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
― 

国
文
研
に
は
四
〇
万
点
以
上
の

画
像
と
原
資
料
が
あ
る
と
の
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
で
古
典
籍
の
何
割
を
網

羅
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

半
分
も
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
古
典
籍
は
千
三
百
年
の

歴
史
が
あ
り
、
そ
の
種
類
も
多
様
で

す
。
一
八
八
〇
年
代
に
定
着
し
た
近

代
的
な
「
文
学
」
の
範
囲
で
は
分
類

で
き
な
い
古
典
籍
が
少
な
く
な
い
で

す
。
た
と
え
ば
江
戸
期
の
「
絵え

俳ば
い

書し
ょ

」

は
、
俳
諧
の
作
品
と
一
緒
に
多
色
刷

り
の
素
晴
ら
し
い
絵
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
文
学
か
美
術
か
、
と

問
う
の
は
無
意
味
で
す
。
絵
俳
書
は

読
む
だ
け
で
な
く
、
目
で
も
楽
し
む

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
文
字
と
図

像
が
密
接
に
絡
む
古
典
籍
は
多
く
、

文
学
か
医
療
か
思
想
な
の
か
、
線
引

き
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
古
典
籍
は
大
多
数
が
古
文

や
漢
文
で
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て

い
ま
す
。
国
文
研
で
は
、
少
し
ず
つ

で
す
が
、
そ
れ
を
現
代
の
日
本
人
が

読
め
る
活
字
に
置
き
換
え
る
取
り
組

み
、「
翻ほ
ん

字じ

」
も
進
め
て
い
ま
す
。

―
― 

明
治
維
新
を
境
に
、
書
き
言
葉

は
古
文
か
ら
言
文
一
致
体
へ
、
表
記

も
く
ず
し
字
か
ら
楷
書
体
へ
と
一
変

し
た
結
果
、
日
本
語
が
断
絶
さ
れ
た

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

江
戸
期
の
地
方
文
書

な
ど
で
、
現
在
の
活
字
で
読
め
る
も

の
は
全
体
の
一
割
も
あ
り
ま
せ
ん
。

九
割
以
上
が
ま
だ
原
本
（
く
ず
し
字
）

の
ま
ま
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人

が
読
め
な
い
も
の
と
し
て
放
置
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
近
代
以
降
、
日
本

の
文
化
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
も
の

が
、
実
は
、
せ
い
ぜ
い
一
割
の
資
料

に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
と
い
う
場
合

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
政
府
が
推
進
し
た
言
文
一
致

な
ど
の
国
語
政
策
は
、
国
民
国
家
を

つ
く
り
、
近
代
化
を
達
成
す
る
う
え

で
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
の
裏
側
で
日
本
語
に

断
絶
が
生
じ
た
こ
と
、
断
絶
に
よ
り

削
ぎ
落
と
さ
れ
た
言
語
文
化
が
あ
る

こ
と
を
、
今
私
た
ち
は
認
識
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
私
は
そ
の
こ
と
を

強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
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を
い
く
つ
も
遺
し
ま
し
た
が
、
そ
の

悲
劇
の
多
く
は
借
金
の
踏
み
倒
し
が

原
因
で
す
。『
曽
根
崎
心
中
』
は
、
遊

女
お
初
を
馴
染
み
客
の
徳
兵
衛
が
身

請
け
し
、
妻
に
迎
え
よ
う
と
お
金

を
工
面
す
る
。
し
か
し
そ
の
借
金
を

う
っ
か
り
友
人
に
貸
し
て
し
ま
っ
た

揚
げ
句
、
返
し
て
も
ら
え
な
い
。
自

分
も
返
済
の
期
限
を
守
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、
徳
兵
衛
と
お
初
は
、

真
夜
中
に
手
を
取
り
合
っ
て
曽
根
崎

天
神
の
森
に
向
か
う
の
で
す
。

　

心
中
物
は
大
体
そ
ん
な
パ
タ
ー
ン

で
す
。
返
済
期
限
と
い
う
社
会
的
な

合
意
が
守
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

が
物
語
の
土
俵
と
し
て
あ
る
ん
で

す
。
裏
を
返
せ
ば
、そ
れ
だ
け「
信
用
」

の
力
が
日
本
社
会
で
は
強
い
。
恋
が

成
就
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
要
素
を

超
え
て
、
社
会
の
一
員
と
し
て
信
用

を
守
り
つ
つ
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
と
い
う
要
素
に
、
物
語
が

頼
っ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
す
か
ら
。

―
― 

何
事
も
期
限
を
重
視
し
て
行
う
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傾
向
は
日
本
人
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

他
方
、
将
来
の
不
確
実
性
に
対
し
て

日
本
人
は
弱
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

将
来
の
不
確
実
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
に
自
ら
期
限
を
つ
く
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

四
年
近
く
前
に
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
決
ま
っ
た
際
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
ら
、
単

純
に
勝
っ
た
と
喜
ん
で
い
る
だ
け
で

な
く
、み
ん
な
が
七
年
と
い
う「
期
限
」

を
世
界
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
だ
か
ら

福
島
を
考
え
よ
う
、
雇
用
を
考
え
よ

う
等
、
そ
の
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に

と
っ
て
の
一
番
の
関
心
事
を
そ
の
期

限
で
解
決
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
。

こ
れ
に
私
は
感
動
し
ま
し
た
。
ま
た
、

組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
も
似
た
よ

う
な
こ
と
を
皆
さ
ん
も
感
じ
る
場
面

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば

事
業
を
企
画
し
て
進
め
る
と
き
に
、

み
ん
な
今
は
何
も
解
答
を
持
っ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
打
ち
合

わ
せ
を
三
日
後
、
一
週
間
後
に
設
定

す
る
だ
け
で
安
心
す
る
ん
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
宿
題
が
出
れ
ば
、
真
面
目

に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
日
本
人
は
時
間
の
踊
り
場
を
重
ね

な
が
ら
進
み
、
物
事
を
達
成
す
る
。

で
も
踊
り
場
が
な
い
「
螺ら

旋せ
ん

階
段
」

は
不
得
意
で
す
ね
。
上
が
っ
て
い
る

か
下
が
っ
て
い
る
か
わ
か
り
に
く
い

リ
ス
キ
ー
な
進
み
方
は
、
お
お
む
ね
、

日
本
人
は
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
た
だ
、
リ
ス
キ
ー
だ
け
れ
ど
も

ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
成
功
事
例
が
幾
つ

か
そ
の
組
織
の
中
に
あ
る
と
、
割
と

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
。

　

国
文
研
に
つ
い
て
言
え
ば
、
リ
ス

キ
ー
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
従
来
と
は

違
っ
た
発
想
の
事
業
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
小
説
家
や
画
家
、
舞
台

芸
術
家
な
ど
を
国
文
研
に
招
き
、
所

蔵
資
料
な
ど
を
作
品
づ
く
り
に
生
か

し
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
ん

な
新
し
い
事
業
を
ど
う
や
っ
て
始
め

た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
作
り
、
全
体
の
構
想
が

固
ま
ら
な
い
う
ち
に
担
当
す
る
組
織

と
責
任
者
や
メ
ン
バ
ー
も
決
め
ま
し

た
。
す
る
と
「
大
丈
夫
」
と
い
う
雰

囲
気
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
事
が
進
ん

で
行
っ
た
の
で
す
。「
期
限
と
器
」
が

決
ま
れ
ば
即
、
動
け
る
。
こ
れ
は
日

本
の
健
全
な
カ
ル
チ
ャ
ー
の
一
つ
だ

と
思
い
ま
す
。

INTERVIEW
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―
― 

二
〇
一
七
年
四
月
に
九
州
大
学

の
入
学
式
で
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
際
、
教
養
に
つ
い
て
「
他

人
の
目
を
通
じ
て
世
界
を
見
る
力
、

言
い
換
え
れ
ば
共
感
力
」
と
い
う
定

義
を
紹
介
さ
れ
、
ま
た
「
理
性
に
裏

打
ち
さ
れ
な
い
共
感
ほ
ど
危
険
な
も

の
は
な
い
」
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

世
界
の
紛
争
は
共
感

の
不
足
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
い
う

議
論
が
あ
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の

研
究
者
ら
が
最
近
、
共
感
の
危
う
さ

に
つ
い
て
優
れ
た
考
察
を
発
表
し
て

い
ま
す
。
身
近
な
者
へ
の
共
感
が
、

身
近
で
は
な
い
者
と
の
戦
争
を
生
み

出
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
や
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
の
増
加
も
、
一
つ
の
主
義

主
張
へ
の
共
感
で
固
ま
っ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
が
起
こ
し
て
い
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

背
景
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
の
影
響
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
検
索
エ
ン
ジ
ン
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
自
分
の
考
え
を
補
強
す
る
も
の

だ
け
を
取
り
入
れ
た
り
、
自
分
の
好

み
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
推
測

さ
れ
、
し
つ
こ
く
勧
め
ら
れ
た
り
す

る
。
考
え
る
と
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。

フ
ァ
ク
ト
だ
け
で
な
く
異
な
る
思
考

も
排
除
さ
れ
た
、
自
分
だ
け
の
濃
厚

な
情
報
世
界
に
浸
っ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

―
― 

事
実
を
押
さ
え
、
反
対
意
見
も

取
り
入
れ
な
が
ら
、
自
分
で
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
が

で
き
な
い
と
、
共
感
の
落
と
し
穴
に

陥
る
か
も
し
れ
な
い
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

小
中
学
校
で
二
〇
二
〇

年
以
降
に
実
施
さ
れ
る
学
習
指
導
要

 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
鶴
海
誠
一
）

領
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い

て
、
強
く
主
張
し
た
考
え
方
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
国
語
あ
る
い
は
英
語

の
教
育
と
は
、
単
科
毎
に
考
え
ら
れ

て
お
互
い
の
間
に
交
流
が
ほ
と
ん
ど

な
い
が
、
両
方
を
言
語
活
動
と
し
て

総
括
的
に
見
る
視
点
が
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
視
覚
リ
テ
ラ

シ
ー
と
い
う
視
点
も
非
常
に
重
要
だ

と
い
う
こ
と
も
主
張
し
ま
し
た
。
今
、

小
学
校
高
学
年
以
上
の
生
徒
は
、
た

だ
文
字
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
映

像
や
音
声
と
一
緒
に
文
字
を
見
て
い

る
。
そ
う
し
た
生
徒
の
「
見
る
」
と

い
う
状
況
に
お
い
て
、
自
分
で
主
体

的
に
選
び
取
り
、
読
み
込
ん
で
決
め

て
い
く
、
良
し
悪
し
あ
る
い
は
功
罪

を
判
断
す
る
た
め
の
力
─
─
リ
テ
ラ

シ
ー
─
─
の
獲
得
に
は
、
英
語
だ
け
、

あ
る
い
は
国
語
だ
け
と
い
う
単
科
で

は
と
て
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
リ
テ

ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
を
も
っ
と
総
合

的
に
捉
え
、
教
育
に
反
映
す
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

―
― 
日
本
の
古
典
籍
も
文
学
と
し
て

見
る
だ
け
で
な
く
、近
代
以
前
の
人
々

の
生
活
や
知
恵
の
記
録
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
は
日
本
の
古
典
籍

を
「
言
語
遺
産
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
中
に
は
膨
大
で
具
体
的
な

教
え
、
知
恵
、
知
識
、
感
性
な
ど
が

包
含
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
学
と
い
う

枠
で
切
り
取
る
と
お
勉
強
チ
ッ
ク
に

な
っ
て
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
遺
産

は
活
用
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、

そ
こ
か
ら
豊
富
な
知
恵
を
く
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
人
た
ち
は
、
文
学
研

究
者
以
外
に
も
無
数
に
い
る
は
ず
で

す
。
私
は
、
文
学
以
外
の
活
動
に
も

日
本
の
古
典
籍
を
橋
渡
し
し
て
い
き

た
い
。

　

国
文
研
で
は
現
在
、
三
〇
万
点
の

古
典
籍
の
画
像
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

構
築
す
る
大
型
研
究
事
業
を
進
め
て

い
ま
す
。
古
典
籍
を
等
し
く
カ
バ
ー

し
、
文
字
か
ら
も
絵
か
ら
も
自
在
に

検
索
可
能
に
す
る
計
画
で
す
。
他
分

野
で
活
躍
す
る
人
や
団
体
と
共
同
研

究
も
し
て
い
ま
す
。
国
文
研
は
古
典

籍
を
調
査
収
集
し
な
が
ら
、
そ
の
先

で
新
し
い
価
値
に
発
展
さ
せ
る
工
夫

を
重
ね
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

INTERVIEW

「
共
感
」
が
孕は

ら

む
危
う
さ
と

「
言
語
遺
産
」
が
包
含
す
る
知
恵
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地
域
を
支
え
る
人
々
の

思
い
が
広
く
つ
な
が
る

「
海
の
京
都
」丹
後
地
方

京
都
府
北
部
の
市
町
が
一
体
と
な
り
、

観
光
事
業
に
取
り
組
む
「
海
の
京
都
」。

そ
の
一
翼
を
担
う
丹
後
地
方
で
は
、

観
光
、
伝
統
産
業
、
飲
食
、
交
通
と
、

そ
れ
ぞ
れ
を
担
う
人
の
努
力
が
花
開
き
、

未
来
に
向
け
て
実
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

写真 野瀬勝一取材・文 山内史子

丹後半島の北東部に位置する伊根町の夜景。手前に広がる伊根湾は一年を通し
て波静かな状態のことが多く、水面が灯りを映す幻想的な景色が望める。並ぶ
家屋は、舟屋と呼ばれるこの地域独特の伝統的な造りになっている。

地域の底力 宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町



三洋商事代表取締役社長の今井一雄氏と、本能寺の変の後、
逆臣・明智光秀の娘として一時期丹後国にかくまわれた細
川ガラシャの像。左奥、1896 年創立の宮津教会は、国内に
ある現役の聖堂としては最も歴史ある建物。

豊受大神が祀られていた宮津市の「籠神社」。豊受大神は、食物や
穀物を司る神。酒造りにも長けており、美味美酒に恵まれた丹後
を象徴しているかのよう。
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時
代
の
変
遷
に
合
わ
せ
た 

観
光
へ
の
取
り
組
み
を
め
ざ
す

　

京
都
府
北
部
の
福
知
山
市
、
舞
鶴
市
、

綾
部
市
、宮
津
市
、京
丹
後
市
、伊
根
町
、

与
謝
野
町
が
一
体
と
な
っ
て
展
開
す
る

通
称
「
海
の
京
都
」。
今
回
は
そ
の
中

か
ら
丹
後
地
方
の
四
市
町
を
訪
れ
、
観

光
を
基
軸
と
し
た
現
状
と
未
来
へ
の
展

望
を
探
っ
て
み
た
。

　

最
初
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
宮
津

市
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
中
心
と
す
る
地
域

商
社
を
展
開
す
る
三
洋
商
事
代
表
取
締

役
社
長
・
今
井
一
雄
氏
だ
。
今
井
氏
は

京
都
経
済
同
友
会
北
部
委
員
会
委
員
長
、

宮
津
商
工
会
議
所
会
頭
と
し
て
、
地
域
の

活
性
化
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
「『
海
の
京
都
』
以
前
は
、
京
都
に
海

が
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
持
た

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
天

あ
ま
の
は
し橋

立だ
て

の
名
を
知
っ
て
い
て
も
、
日
本
の
ど

こ
に
位
置
す
る
の
か
ほ
と
ん
ど
の
方
が

ご
存
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
。『
海
の
京

都
』
を
通
じ
て
、
宮
津
に
天
橋
立
が
あ

る
こ
と
や
、
丹
後
が
古
代
か
ら
の
神
話

や
歴
史
の
宝
庫
で
も
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

　

神
話
に
つ
な
が
る
代
表
格
が
、
か
つ

て
豊と

よ
う
け
の
お
お
か
み

受
大
神
が
祀ま

つ

ら
れ
、
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
か

ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
伊
勢
神
宮
に
遷
っ

た
と
さ
れ
る「
元
伊
勢
・
丹
後
一
宮  

籠こ
の

神
社
」
だ
。
そ
の
奥
宮
は
、
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊

が
天
界
か
ら
は
し
ご
を
降
ろ
し
た
場
所

だ
と
い
う
。
ま
た
、
聖
徳
太
子
の
母
で

あ
る
穴あ

な
ほ
べ
の
は
し

穂
部
間
人ひ

と
の
ひ
め
み
こ

皇
女
が
一
時
期
丹
後

に
身
を
寄
せ
て
い
た
な
ど
、
歴
史
的
な

逸
話
も
多
数
残
る
。
今
井
氏
は
過
去
を

振
り
返
り
な
が
ら
こ
う
語
っ
た
。

　
「
旅
の
形
態
が
団
体
か
ら
個
人
に
変

化
し
、
さ
ら
に
海
外
か
ら
の
旅
行
者
が

増
加
す
る
な
か
、
見
て
終
わ
り
の
昔
な

が
ら
の
観
光
地
は
、
飽
き
ら
れ
る
し
リ

ピ
ー
タ
ー
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
時
代
の

変
化
に
対
応
し
た
形
で
『
こ
こ
に
あ
る

も
の
を
自
分
た
ち
で
磨
き
直
し
て
観
光

に
活
か
そ
う
』
と
い
う
意
識
が
当
地
で

も
生
ま
れ
て
い
ま
す
」

　

す
で
に
外
国
人
旅
行
者
が
好
む
造
り

や
長
期
滞
在
に
対
応
し
た
宿
泊
施
設
も

現
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、「
海
の
京
都
」

に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
二
〇
一
六

年
、
京
都
か
ら
の
高
速
道
路
が
丹
後
地

方
の
奥
の
方
に
ま
で
延
び
た
こ
と
も
あ

り
、
外
国
人
旅
行
者
が
着
実
に
増
え
て

い
る
と
い
う
。
そ
の
中
に
は
、
今
や
移

動
が
便
利
で
宿
泊
費
も
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル

な
丹
後
を
拠
点
と
し
て
、
京
都
市
内
や

大
阪
、
神
戸
へ
と
出
か
け
る
旅
行
者
も

い
る
と
い
う
。

　

丹
後
地
域
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の

伸
び
し
ろ
は
大
き
い
と
今
井
氏
は
話
す
。

　
「
京
都
市
内
へ
の
外
国
人
旅
行
者
は

増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
数
か
ら
み
た

ら
丹
後
地
域
ま
で
足
を
延
ば
す
人
は
、

ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
神
社
仏
閣
に
飽
き

久美浜湾

▲

●

●
●

●

京
都
縦
貫
自
動
車
道

大江山

日本海

京
都
丹
後
鉄
道
宮
豊
線

みやづ

山陰
近畿
自動
車道

よさの

京丹後市
久美浜町

宮津市与謝野町

伊根町
京丹後市
丹後町

由
良
川

竹野川

琴引浜

伊根湾舟屋群
丹 後 半 島

天橋立

間人温泉

兵庫県

京都府

かぶとやま
みねやま

●

久美浜湾

▲

●

●
●

●

京
都
縦
貫
自
動
車
道

大江山

日本海

京
都
丹
後
鉄
道
宮
豊
線

みやづ

山陰
近畿
自動
車道

よさの

京丹後市
久美浜町

宮津市与謝野町

伊根町
京丹後市
丹後町

由
良
川

竹野川

琴引浜

伊根湾舟屋群
丹 後 半 島

天橋立

間人温泉

兵庫県

京都府

かぶとやま
みねやま

●
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左／「KUSKA」代表取締役の楠泰彦氏
は、「大がかりな開発がなされていない
分、丹後は昔ながらの営みが残る」と
魅力を語る。下／子どもを持つ若い世
代の女性が働きやすいよう、工房の作
業時間はフレキシブルに調整できる。

ちりめん産業でにぎわった与謝野町加
か や

悦地区に残る、
江戸時代末期建築の生糸ちりめん商家「旧尾藤家住宅」。

「ちりめん街道」と呼ばれる旧街道沿いに建つ。

足
ら
ず
に
丹
後
半
島
の
よ
う
な
自
然
環

境
を
希
望
す
る
方
は
増
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
し
た
旅
行
者
を
こ
ち
ら
に
誘

導
す
る
た
め
、
京
都
市
内
各
所
と
の
連

携
を
密
に
し
て
い
け
る
か
が
今
後
の
大

き
な
課
題
で
す
ね
」

　

宮
津
市
も
日
本
の
他
の
地
域
同
様

に
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
。
と
は
い
え
、

若
い
世
代
が
新
規
の
飲
食
店
や
宿
泊
施

設
を
つ
く
っ
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
立
ち

上
げ
た
り
と
い
う
動
き
も
あ
る
と
い

う
。
観
光
業
の
活
性
化
や
交
通
の
便
の

向
上
は
、
若
者
の
流
出
対
策
に
も
つ
な

が
る
と
今
井
氏
は
期
待
す
る
。

　
「
丹
後
か
ら
京
都
ま
で
車
で
わ
ず
か

一
時
間
半
で
す
。
都
会
は
た
ま
に
行
け

ば
い
い
、
生
活
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
お

も
し
ろ
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
で
き

つ
つ
あ
り
ま
す
。
将
来
き
っ
と
、
都
会

で
は
な
く
こ
ち
ら
に
住
ん
で
も
良
い
と

い
う
人
が
増
え
る
時
代
が
来
ま
す
」

伝
統
産
業
に
吹
い
た 

温
故
知
新
の
新
た
な
風

　

丹
後
の
新
た
な
産
業
の
柱
が
観
光
な

ら
ば
、
一
帯
に
お
け
る
か
つ
て
の
丹
後

の
主
要
産
業
だ
っ
た
の
が
、
丹
後
ち
り

め
ん
だ
。
最
盛
期
の
一
九
七
三
年
に
は

年
間
一
〇
〇
〇
万
反
も
生
産
さ
れ
、
機は

た

を
ガ
チ
ャ
ン
と
織
る
ほ
ど
に
万
札
が
稼

げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
ガ
チ
ャ
マ
ン
」

と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
着
物
文
化
の
衰
退
や

安
値
輸
入
品
と
の
競
合
も
あ
り
、
現
在

の
生
産
量
は
年
間
三
〇
万
反
ほ
ど
ま
で

減
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
売
り

上
げ
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
、
ネ
ク
タ

イ
を
は
じ
め
と
す
る
「
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｋ
Ａ
」

の
ち
り
め
ん
の
技
術
を
活
か
し
た
手
織

り
の
商
品
だ
。

　

代
表
を
務
め
る
楠
泰
彦
氏
の
実
家

は
、
宮
津
市
に
隣
接
す
る
与
謝
野
町
で

一
九
三
六
年
か
ら
織
物
業
を
営
ん
で
い

る
と
い
う
。
楠
氏
は
、
当
初
は
家
業
を

継
ぐ
予
定
は
な
く
、
東
京
で
建
設
関
係

の
企
業
に
就
職
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
七

年
に
帰
郷
し
た
。

　
「
ピ
ー
ク
時
か
ら
四
〇
年
以
上
ず
っ

と
右
肩
下
が
り
の
産
業
な
の
に
、
同
じ

こ
と
を
し
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
模
索
す
る
う
ち
に
、
手

織
り
に
行
き
着
き
ま
し
た
。
昔
の
技
法

に
戻
す
の
で
は
く
、
時
代
の
進
化
や
技

術
そ
し
て
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改

革
し
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う

発
想
で
す
」

　

そ
こ
で
機
械
織
機
を
全
て
撤
去
し

て
、
手
織
り
機
を
導
入
。
当
初
は
、
職

人
と
た
っ
た
二
人
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
。
手
織
り
反
物
が
売
れ
な
い
な

か
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
自
社
ブ
ラ
ン

ド
「
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｋ
Ａ
」
を
二
○
一
○
年
に

設
立
。
翌
年
以
降
、
東
京
の
原
宿
や
銀

座
に
本
店
を
置
く
二
つ
の
有
名
百
貨
店

や
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
注
文
が

入
っ
た
こ
と
が
、
上
昇
へ
の
転
機
に
。

二
〇
一
五
年
に
は
京
都
の
烏
丸
三
条
に

自
社
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
兼
店
舗
を
設
け
、

さ
ら
に
は
欧
州
の
世
界
最
高
峰
の
メ
ン

ズ
服
飾
展
示
会
に
も
出
展
し
て
、
高
い

評
価
を
得
た
。
そ
の
商
品
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
に
は
、「
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
の
文
字
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
』
の
ほ
う
が
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
的
に
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
ロ
ゴ
に
入
れ
た
か
っ
た

ん
で
す
。
私
が
生
ま
れ
た
場
所
、
丹
後

に
は
織
物
を
つ
く
っ
て
き
た
三
〇
〇
年

の
歴
史
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
の
高
い
も
の
が
で
き
る
と
い
う

思
い
を
込
め
ま
し
た
」　

久美浜湾

▲

●

●
●

●

京
都
縦
貫
自
動
車
道

大江山

日本海

京
都
丹
後
鉄
道
宮
豊
線

みやづ

山陰
近畿
自動
車道

よさの

京丹後市
久美浜町

宮津市与謝野町

伊根町
京丹後市
丹後町

由
良
川

竹野川

琴引浜

伊根湾舟屋群
丹 後 半 島

天橋立

間人温泉

兵庫県

京都府

かぶとやま
みねやま

●



「飯尾醸造」五代目当主の飯尾彰浩氏は、無
農薬の米づくりからはじまる本業はもちろ
ん、2017 年開業のイタリアンレストランで
はスタッフとして自らもてなし役を務める。

上
／
古
民
家
を
利
用
し
た
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ア
チ
ェ
ー
ト
」。
料
理
の
多
く
に
は
、
飯
尾
醸
造
の

酢
が
隠
し
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
左
／
飯
尾
醸

造
の
蔵
内
に
は
多
彩
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
が
そ
ろ
う

シ
ョ
ッ
プ
が
設
け
ら
れ
、
観
光
客
が
立
ち
寄
る
。
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現
在
、
楠
氏
を
含
め
て
社
員
は
若
い

男
性
と
主
婦
層
を
中
心
に
一
三
人
。
さ

ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
紹
介
さ
れ
た
こ

と
で
認
知
度
が
高
ま
り
、
地
元
出
身
の

若
い
世
代
か
ら
、
商
品
や
就
職
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
も
入
る
そ
う
だ
。

　
「
衰
退
す
る
様
子
を
見
て
き
た
僕
ら

の
世
代
に
と
っ
て
、
丹
後
ち
り
め
ん
の

業
界
は
古
く
さ
い
印
象
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
れ
を
払
拭
し
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
す
。
丹
後
で
つ
く
っ
た
も
の
が
世

界
で
勝
負
で
き
る
こ
と
を
、
地
元
の
人
た

ち
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」　

　

東
京
や
海
外
へ
の
出
店
も
目
指
し
て

い
る
そ
う
だ
が
、
楠
氏
は
こ
う
も
付
け

加
え
た
。

　
「
で
も
、
最
後
に
は
こ
の
与
謝
野
町

に
店
を
構
え
た
い
。
現
在
四
〇
歳
の
私

が
六
〇
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
頃
に
こ
こ
に

戻
っ
て
き
て
、
工
房
兼
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

と
い
う
形
で
世
界
各
地
か
ら
『
Ｔ
Ａ
Ｎ

Ｇ
Ｏ
』
に
お
客
さ
ん
が
訪
れ
る
よ
う
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

ま
ち
を
思
う
心
が 

背
中
を
押
し
た
新
規
事
業

　

家
業
を
継
ぎ
つ
つ
、
新
た
な
試
み
に

挑
ん
で
い
る
の
は
、
宮
津
市
に
あ
る
飯

尾
醸
造
五
代
目
当
主
・
飯
尾
彰
浩
氏
も

ま
た
同
じ
だ
。
一
八
九
三
年
創
業
の
飯

尾
醸
造
は
、
無
農
薬
の
新
米
を
原
料
と

し
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
時
間
を
か
け

て
日
本
酒
か
ら
仕
込
む
「
富
士
酢
」
で

知
ら
れ
る
。
そ
の
ふ
く
よ
か
な
味
わ
い

は
、
全
国
の
一
流
料
理
店
の
職
人
か
ら

支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
「
三
代
目
、
祖
父
の
輝
之
助
が
、
一
九

六
四
年
に
無
農
薬
へ
と
か
じ
を
切
り
ま
し

た
。
近
所
の
田
ん
ぼ
に
農
薬
が
撒
か
れ
、

カ
エ
ル
や
虫
、
ド
ジ
ョ
ウ
が
い
な
く
な
っ

て
い
く
様
子
を
見
て
、
そ
こ
で
つ
く
ら

れ
た
お
米
を
お
酢
の
原
料
に
す
る
こ
と

に
違
和
感
を
覚
え
た
よ
う
で
す
」

　

そ
う
話
す
飯
尾
氏
は
地
域
活
性
化
に

向
け
て
、「
二
〇
二
五
年
に
丹
後
を
日

本
の
サ
ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
に
」
を
高
ら

か
に
掲
げ
て
い
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
東
北
部
の
リ
ゾ
ー
ト
地
サ

ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
は
、今
で
こ
そ
ミ
シ
ュ

ラ
ン
の
星
付
き
レ
ス
ト
ラ
ン
が
数
多
く

集
ま
る
「
美
食
の
街
」
と
し
て
世
界
的

に
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、そ
の
始
ま
り
は
、

若
い
シ
ェ
フ
た
ち
が
始
め
た
わ
ず
か
数

軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
っ
た
と
い
う
。　

　

飯
尾
氏
が
丹
後
に
お
い
て
上
げ
た
の

ろ
し
が
、
二
○
一
七
年
七
月
に
オ
ー
プ

ン
の
築
一
二
○
年
の
古
民
家
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
シ
ッ
ク
な
イ
タ
リ
ア

ン
レ
ス
ト
ラ
ン「
ア
チ
ェ
ー
ト
」だ（「
ア

チ
ェ
ー
ト
」
は
イ
タ
リ
ア
語
で
『
酢
』

と
い
う
意
味
）。

　

食
材
の
魚
介
類
や
ジ
ビ
エ
の
多
く
は

丹
後
の
漁
師
・
猟
師
か
ら
直
接
入
手
。

米
は
自
家
栽
培
で
、
野
菜
は
地
元
の
有

機
農
家
か
ら
仕
入
れ
る
。
食
材
を
厳
選

し
た
「
ア
チ
ェ
ー
ト
」
は
、「
あ
の
富

士
酢
の
飯
尾
醸
造
が
経
営
す
る
」
と
開

店
早
々
か
ら
食
通
の
話
題
を
呼
び
、
地

元
は
も
ち
ろ
ん
全
国
か
ら
、
お
い
し
さ

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ピ
ー
タ
ー
が
足
を
運

ん
で
い
る
。

　
「
実
は
、
こ
の
建
物
は
別
の
方
が
所

有
さ
れ
て
い
て
、
四
つ
予
定
さ
れ
て
い

た
テ
ナ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
私
は
鮨
店
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上／伊根湾は写真中
央の青島が風を防ぐ
形となり、通年、波
はおだやか。左／伊
根 湾 に 向 か っ て 建
ち、一階が船の収納
場所になっている舟
屋は、この地区特有
の建築。

躍進のきっかけとなった「伊根満開」( 左 ) と、昔から地元
で親しまれてきた「京の春」を手にする、向井酒造杜氏の
向井久仁子氏。「伊根のＰＲのため、新しく造った銘柄には
すべて『伊根』の文字を入れています」と話す。

を
出
す
予
定
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二

年
待
っ
て
も
他
の
テ
ナ
ン
ト
が
集
ま
ら

な
い
。
そ
の
間
に
美
食
で
町
を
良
く
し

た
い
と
い
う
思
い
が
高
ま
り
、
な
ら
ば

自
分
が
や
ろ
う
と
建
物
を
買
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
」

　

当
初
は
イ
タ
リ
ア
ン
と
鮨
店
を
同
時

に
開
店
さ
せ
る
計
画
だ
っ
た
が
、
鮨
職

人
の
都
合
が
つ
か
ず
、
ま
ず
は
イ
タ
リ

ア
ン
の
み
か
ら
と
な
っ
た
そ
う
だ
。
鮨

店
は
、
二
○
一
八
年
に
同
じ
敷
地
内
で

開
業
を
予
定
し
て
い
る
。

　
「
経
営
の
こ
と
だ
け
考
え
た
ら
、
経

営
が
安
定
し
て
い
る
お
酢
屋
だ
け
で
よ

く
、
飲
食
店
を
手
が
け
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
飲
食
店
を

営
む
こ
と
に
よ
り
、
町
に
貢
献
で
き
る

可
能
性
は
、
雇
用
や
観
光
客
を
集
め
る

点
で
広
が
る
。
私
は
こ
こ
に
骨
を
う
ず
め

る
つ
も
り
で
い
ま
す
し
、
子
供
も
い
る
。

た
と
え
自
分
の
会
社
が
安
定
し
て
い
て

も
、
町
に
元
気
が
な
か
っ
た
ら
楽
し
い
余

生
は
過
ご
せ
な
い
と
思
う
ん
で
す
」

　

飯
尾
醸
造
で
は
こ
れ
ま
で
も
、
無
農

薬
米
の
田
植
え
や
収
穫
体
験
、
蔵
見
学

で
年
間
約
三
〇
〇
〇
人
を
集
客
し
て
き

た
。

　
「
飲
食
店
を
含
め
飯
尾
醸
造
を
フ
ッ

ク
に
し
て
、
丹
後
に
来
て
く
だ
さ
る
方

を
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

う
ま
し
酒
も
ま
た 

地
域
の
活
力
を
担
う

　

食
と
と
も
に
丹
後
の
魅
力
を
語
る
上

で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
日
本
酒
。
現
在
、

丹
後
に
あ
る
一
〇
軒
の
酒
蔵
の
中
で
注

目
を
集
め
て
い
る
蔵
の
一
つ
が
、
人
口

約
二
〇
〇
〇
人
の
伊
根
町
に
あ
る
向
井

酒
造
だ
。
一
七
五
四
年
創
業
。
一
階
が

海
に
続
く
舟
の
収
納
場
所
で
二
階
が
住

居
と
い
う
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
舟
屋
が
並
ぶ
、
伊
根
湾

沿
い
の
一
角
に
蔵
が
建
っ
て
い
る
。

　

杜
氏
の
向
井
久
仁
子
氏
は
東
京
農
業

大
学
の
恩
師
の
指
導
の
下
、
古
代
米
を

使
っ
た
淡
い
紅
色
の
「
伊
根
満
開
」
を

一
九
九
九
年
に
打
ち
出
し
た
。
厚
み
が

あ
り
な
が
ら
も
キ
レ
の
よ
い
う
ま
さ
が

口
コ
ミ
で
徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
全

都
道
府
県
か
ら
注
文
が
舞
い
こ
む
状
況

に
。
現
在
で
は
、
世
界
最
高
と
さ
れ
る

デ
ン
マ
ー
ク
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
供
さ

れ
る
な
ど
、
海
外
で
も
高
い
評
価
を
得

て
い
る
。

　

向
井
氏
は
ま
た
、
丹
後
地
域
振
興
計

画
な
ど
、
地
域
振
興
に
も
携
わ
っ
て
き

た
。
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
指
定
さ
れ
た
舟
屋
の
人
気
や
「
海
の

京
都
」
の
Ｐ
Ｒ
効
果
も
あ
り
、
伊
根
を

訪
れ
る
観
光
客
が
増
加
し
て
い
る
。
伊

根
が
好
き
で
進
学
の
時
で
す
ら
伊
根
か

ら
出
た
く
な
か
っ
た
と
語
る
向
井
氏
が

守
り
た
い
と
願
う
の
は
今
あ
る
日
常
だ
。

　
「
伊
根
に
は
生
活
感
が
残
っ
て
い
て
、

そ
こ
が
好
き
な
ん
で
す
。
こ
の
き
れ
い

な
景
色
を
守
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
の

規
制
は
あ
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
整
え

す
ぎ
る
の
は
何
か
違
う
な
と
。
つ
く
ら

れ
た
感
じ
の
観
光
地
に
は
し
た
く
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

地
元
の
中
学
校
で
も
、
卒
業
生
と
し

て
伊
根
の
魅
力
を
語
る
と
い
う
。

　
「
山
で
木
の
実
を
と
っ
た
り
、
海
に

潜
っ
て
サ
ザ
エ
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と

は
都
会
で
は
で
き
な
い
。
都
会
に
出
て

宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町地域の底力



木下酒造代表取締役社長の木下善人氏 ( 左 ) と、杜氏のフィリップ・
ハーパー氏。ハーパー氏はオックスフォード大学卒業後、JET プロ
グラムの英語教師として来日し、日本酒に魅せられた。イギリス・コー
ンウォール地方にある人口約 70 人の村出身。「ここは田舎ですが、
私にとっては衝撃ではなかった」と冗談めかして久美浜を語った。

木
下
酒
造
の
の
れ
ん
に
は
、
一
七
五
年
前
の
創
業
以

来
受
け
継
が
れ
て
き
た
代
表
銘
柄
の
「
玉
川
」
の
文
字

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
来
は
「
近
隣
を
流
れ
る
川か
わ

上か
み
だ
に谷

川
の
水
が
、
神
聖
な
玉
の
よ
う
に
き
れ
い
だ
っ
た

こ
と
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
」
と
木
下
氏
は
話
す
。

木下酒造の向かい側にある兜山の頂上から一望できる京
丹後市久美浜湾と「小天橋」。天橋立と同様、砂州によっ
て外海と隔てられている。 （写真提供：京丹後市） 14NICHIGIN 2017 NO.52

か
ら
友
達
づ
く
り
と
か
で
絶
対
役
に
立

つ
し
、
自
分
の
個
性
に
つ
な
が
る
か
ら
、

目
い
っ
ぱ
い
遊
ん
で
、
伊
根
を
熟
知
し

た
方
が
い
い
と
話
し
て
い
る
ん
で
す
」

　

自
分
が
学
生
だ
っ
た
時
代
に
は
都
会

に
憧
れ
て
出
て
い
っ
た
人
が
多
か
っ
た

が
、
最
近
で
は
伊
根
の
良
さ
に
気
づ
い

て
戻
っ
て
く
る
若
い
人
た
ち
が
出
て
き

た
と
、
向
井
氏
は
笑
顔
を
見
せ
た
。

美
酒
を
介
し
て 

世
界
に
広
が
る
丹
後
の
魅
力

　

そ
の
向
井
酒
造
か
ら
丹
後
半
島
を
西

へ
ぐ
る
り
と
め
ぐ
り
、
西
の
付
け
根
の

京
丹
後
市
久
美
浜
町
に
位
置
す
る
の
は

一
八
四
二
年
創
業
の
木
下
酒
造
。
創
業

時
か
ら
地
元
で
愛
さ
れ
て
き
た
「
玉
川
」

を
つ
く
る
の
は
、
日
本
で
唯
一
の
英
国

人
杜
氏
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
ー
パ
ー
氏
だ
。

　

二
○
○
七
年
、
ハ
ー
パ
ー
氏
を
招し
ょ
う
へ
い聘

し
た
代
表
取
締
役
社
長
の
木
下
善
人
氏

は
、
上
撰
、
佳
撰
以
外
は
、
ハ
ー
パ
ー

氏
が
思
う
酒
を
、
思
う
よ
う
に
つ
く
る

こ
と
を
申
し
入
れ
た
そ
う
だ
。
そ
こ
で

ハ
ー
パ
ー
氏
が
提
案
し
た
の
は
、
蔵
の

特
色
の
出
る
昔
な
が
ら
の
家
つ
き
酵
母

か
ら
つ
く
る
山や

ま
は
い廃

。
そ
の
味
わ
い
は
、

骨
太
で
濃
醇
だ
。
さ
ら
に
当
時
は
主
流

だ
っ
た
炭
素
ろ
過
を
施
さ
な
い
の
で
、

黄
色
み
を
帯
び
て
い
る
。

　
「
大
吟
醸
の
よ
う
な
き
れ
い
な
お
酒

が
主
流
の
時
代
で
す
か
ら
、
こ
の
酒
が

売
れ
る
の
か
？　

と
正
直
な
と
こ
ろ
思

い
ま
し
た
」

　

そ
の
頃
の
木
下
酒
造
で
は
、
需
要
の

九
割
方
が
地
元
。
長
年
に
わ
た
り
透
明

な
日
本
酒
に
親
し
ん
で
き
た
人
た
ち
の

な
か
に
は
、
色
が
濃
い
の
は
古
く
な
っ

て
い
る
か
ら
と
の
誤
解
も
生
じ
、
一
時

期
、
売
り
上
げ
は
激
減
す
る
。

　

そ
の
色
も
味
の
う
ち
だ
と
何
年
も
説

い
て
い
る
う
ち
、
ひ
と
呼
吸
お
い
て

ゆ
っ
く
り
と
体
に
染
み
渡
る
味
わ
い
同

様
、
お
い
し
い
と
の
評
判
が
じ
わ
じ
わ

広
が
り
、「
玉
川
」
は
地
元
に
あ
ら
た
め

て
根
付
く
。
さ
ら
に
は
全
国
的
に
も
人

気
が
高
ま
り
、
な
か
で
も
夏
酒
の
先
駆

け
と
な
っ
た
「
Ice  

Brea
ker」は
、

仕
込
み
前
に
す
で
に
翌
年
の
酒
販
店
向

け
の
予
約
分
が
完
売
。「
玉
川
」を
求
め
、

遠
路
は
る
ば
る
久
美
浜
の
蔵
を
訪
ね
て

く
る
人
も
増
え
た
と
い
う
。

　

う
ま
し
酒
造
り
に
邁ま

い
し
ん進

す
る
木
下
氏

と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
他
の
蔵
よ
り
早
い

時
期
か
ら
熟
成
酒
に
も
挑
ん
で
き
た
。

　
「
熟
成
酒
は
、
変
化
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
が
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
が
、
そ
う

し
た
う
ん
ち
く
は
さ
て
お
き
、
と
に
か

く
お
い
し
い
」　　

　

そ
う
話
す
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
造
り
の

最
中
、
ほ
と
ん
ど
蔵
に
こ
も
り
き
り
に

な
る
が
、
蔵
の
向
か
い
側
の
兜
か
ぶ
と

山
か

ら
見
る
日
本
海
の
景
色
が
好
き
だ
と
い

う
。

　
「
日
本
海
と
久
美
浜
湾
を
隔
て
る
砂

州
は
、
小
さ
な
天
橋
立
を
意
味
す
る
、

『
小

し
ょ
う
て
ん
き
ょ
う

天
橋
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
」

と
の
話
を
木
下
氏
が
継
ぐ
。

　
「
日
本
海
が
あ
り
、
内
海
が
あ
り
、
す

ぐ
後
ろ
に
山
が
あ
り
、
海
の
も
の
も
山

の
も
の
も
、
食
べ
物
は
本
当
に
お
い
し

い
。
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
の

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
久
美
浜
ぐ
ら

い
い
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

現
在
、「
玉
川
」
は
海
外
で
も
人
気
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ウィラー・トレインズ代表取締役の寒竹聖一氏。運営を担う京都丹後鉄道は、
「丹後くろまつ号」「丹後あかまつ号」などの観光列車が耳目を集めるが、東
海道新幹線ゼロ系に使われたシートを一部で再利用するなど、普通列車にも
乗客が心地よく過ごせる工夫が随所に施されている。

上／京都丹後鉄道宮豊線の天橋立駅。文字通り、天橋立
観光の玄関口となる。下／丹後半島の先端、断崖絶壁の
リアス式海岸が続くカマヤ海岸は、一帯でも随一の絶景。
野生のニホンザルが生息する、豊かな自然が残る。

が
あ
り
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
Ｐ
Ｒ
の
た
め

に
欧
米
を
訪
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

丹
後
の
存
在
を
世
界
に
伝
え
ら
れ
る
の

が
う
れ
し
い
と
い
う
。

　
「
京
都
と
聞
く
と
皆
さ
ん
、
世
界
遺
産

の
あ
る
古
都
を
思
う
わ
け
で
す
。
で
も
、

京
丹
後
や
久
美
浜
の
こ
と
を
今
ま
で
気

に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
人
に
、
酒
と

併
せ
て
地
域
の
魅
力
を
語
れ
る
。
す
ご

く
楽
し
い
で
す
ね
」

　

ハ
ー
パ
ー
氏
を
は
じ
め
、
丹
後
各
地

で
も
の
づ
く
り
に
勤
し
む
方
々
が
皆
、

地
元
へ
の
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
の

が
感
慨
深
く
胸
に
刻
ま
れ
た
。

地
元
の
人
々
と
連
携
し
た

鉄
道
路
線
の
あ
り
か
た

　

こ
の
地
域
を
縦
貫
し
て
人
々
の
足
と

な
っ
て
い
る
の
が
、京
都
丹
後
鉄
道
（
丹

鉄
）
だ
。
第
三
セ
ク
タ
ー
が
運
営
し
て

い
た
「
北
近
畿
タ
ン
ゴ
鉄
道
」
か
ら
、

二
○
一
五
年
に
高
速
バ
ス
の
事
業
を
柱

と
す
る
ウ
ィ
ラ
ー
社
が
運
行
を
担
う
こ

と
に
な
り
、
心
機
一
転
の
ス
タ
ー
ト
を

き
っ
た
。

　

京
都
丹
後
鉄
道
は
、
関
西
で
南
海
、

阪
急
に
次
い
で
三
番
目
に
長
い
路
線
を

有
し
て
い
る
。

　
「
一
一
四
キ
ロ
と
い
う
長
さ
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
地
域
の
足
と
し
て
の
役
割

が
大
き
い
。
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
た
め

に
は
、
ま
ず
は
安
全
第
一
が
基
本
。
そ

の
上
で
、
地
域
の
活
性
化
に
ど
う
貢
献

で
き
る
か
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
、

ウ
ィ
ラ
ー
・
ト
レ
イ
ン
ズ
代
表
取
締
役

の
寒か

ん
た
け竹
聖
一
氏
は
語
る
。

　

丹
鉄
で
は
、
水み

と
お
か
戸
岡
鋭え

い
じ治
氏
デ
ザ
イ

ン
の
観
光
列
車
が
高
い
人
気
を
呼
ん
で

い
る
一
方
、
寒
竹
氏
が
大
切
に
し
て
い

る
の
は
、
地
域
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
。

　

例
え
ば
沿
線
の
小
学
生
に
は
年
四

回
、
運
転
士
や
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
が
記
事

を
書
く
「
た
ん
て
つ
こ
ど
も
新
聞
」
を

配
布
し
、
鉄
道
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
に
つ
な
げ
て
い
る
。
未
就
学
児
と
そ

の
親
を
対
象
と
す
る
、
鉄
道
玩
具
で
遊

べ
る
「
お
も
ち
ゃ
列
車
」
も
毎
月
運
行
。

ま
た
、
第
三
セ
ク
タ
ー
時
代
は
経
験
豊

富
な
Ｊ
Ｒ
の
Ｏ
Ｂ
採
用
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、
自
分
た
ち
で
つ
く
る
会
社
に
し

よ
う
と
、
地
元
の
若
い
人
た
ち
を
積
極

的
に
雇
用
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
地
元
の
高
校
生
が
車
両
を

使
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を
試
み
た
り
、
観
光

列
車
で
は
旅
館
の
女
将
に
よ
る
案
内
や

果
物
の
生
産
者
の
直
販
を
行
っ
た
り

と
、
周
辺
の
人
た
ち
が
京
都
丹
後
鉄
道

を
利
用
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。

　
「
列
車
の
価
値
に
い
ろ
い
ろ
な
方
が

気
づ
き
始
め
て
、
一
緒
に
や
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
雰
囲
気
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま

す
。
丹
後
の
人
た
ち
は
、
奥
ゆ
か
し
い
。

こ
こ
の
自
然
と
同
じ
で
飾
り
気
が
な
い

ん
で
す
。
自
分
を
売
ろ
う
と
い
う
感
じ

も
な
い
で
す
し
。
そ
ん
な
気
質
を
わ

か
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
も
僕
の
使
命

だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

現
職
就
任
と
と
も
に
移
住
し
、
丹
後

に
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
寒
竹
氏
は
「
Ｈ

Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｎ 

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
言

葉
を
口
に
し
た
。

　
「『
隠
さ
れ
た
京
都
』。
私
ど
も
だ
け

の
合
言
葉
な
ん
で
す
が
、
食
材
、
反
物
、

歴
史
、
神
話
と
い
っ
た
和
の
源
流
が
丹

宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町地域の底力



京丹後市役所企画政策課主任の小西宏和氏が背にする立
たていわ

岩は、
ユネスコ世界ジオパークに認定された「山陰海岸ジオパーク」
を代表するスポットの一つ。立岩がある丹後町間

た い ざ

人は、希少
な松葉ガニ「間人ガニ」が水揚げされることでも知られる。

丹
後
半
島
の
西
側
、
京
丹
後
市
網
野
町
に
位
置
し
、

全
長
約
一
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
白
砂
が
続
く
「
琴
引

浜
」。
歩
く
と
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
と
音
が
す
る
鳴
き
砂
が

観
光
客
に
人
気
。国
指
定
の
天
然
記
念
物
・
名
勝
指
定
。

N
P
O
法
人
「
気
張
る
！ 

ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
理
事
長
の
村
上

正
宏
氏
（
右
）
は
丹
後
町
「
寿
雲
山
萬
福
寺
」
の
住
職
、
広
報
担

当
理
事
の
東
恒
好
氏
は
一
級
建
築
士
と
、
本
業
を
抱
え
つ
つ
地
域

の
た
め
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。「
さ
さ
え
合
い
交
通
」
の
表
示

が
貼
ら
れ
た
車
は
、
村
上
氏
の
マ
イ
カ
ー
。
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後
に
は
あ
る
。
海
外
か
ら
の
旅
行
者
を

含
め
て
、
そ
れ
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら

お
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
始
め
て
い

ま
す
」

　

将
来
的
に
目
指
す
の
は
、
地
域
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
情
報
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
。

線
で
あ
る
鉄
道
の
路
線
を
広
く
面
の
移

動
へ
と
変
え
る
た
め
、
地
域
交
通
と
の

連
携
会
議
も
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
。

思
い
や
り
と
と
も
に 

細
か
く
延
び
る
地
域
の
足

　

地
域
交
通
の
要
、
路
線
バ
ス
に
関
し

て
は
、
全
線
上
限
二
○
○
円
に
料
金
を

統
一
し
て
利
用
者
数
が
増
え
た
京
丹
後

市
の
取
り
組
み
が
お
も
し
ろ
い
。

　
「
路
線
バ
ス
の
利
用
者
は
年
々
増
え

て
お
り
、
開
始
当
初
か
ら
比
べ
る
と
二

倍
以
上
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
料
金

を
統
一
し
た
こ
と
で
移
動
で
き
る
範
囲

が
拡
大
し
、
高
校
生
の
進
学
の
選
択
肢

が
広
が
っ
た
と
感
謝
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
京
丹
後
市
役
所
企

画
政
策
課
の
小
西
宏
和
氏
だ
。
利
用
が

増
え
た
そ
の
か
げ
で
は
、
広
報
誌
で
の

案
内
、
冊
子
に
し
た
時
刻
表
の
市
内
全

世
帯
へ
の
配
布
な
ど
、
周
知
の
た
め
の

地
道
な
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
京
丹

後
市
は
、
人
口
約
五
万
六
〇
〇
〇
人
の
三

割
以
上
が
六
五
歳
以
上
。
利
便
性
を
高
め

る
た
め
に
、
バ
ス
停
以
外
に
ど
こ
で
も
降

り
ら
れ
る
エ
リ
ア
も
設
け
ら
れ
た
。

　
「
高
齢
者
の
方
の
外
出
を
促
す
こ
と

は
、
医
療
費
の
削
減
に
つ
な
が
る
だ
け

で
は
な
く
、
生
き
が
い
を
持
つ
き
っ
か

け
に
も
な
り
ま
す
か
ら
」

　

と
は
い
え
、
路
線
バ
ス
だ
け
で
は
す

べ
て
を
網
羅
す
る
の
は
難
し
い
。
と
り

わ
け
過
疎
が
進
む
市
北
部
の
丹
後
町
で

は
、
バ
ス
停
ま
で
歩
く
の
も
ひ
と
苦
労
と

い
う
場
所
も
多
い
。
そ
ん
な
問
題
を
解
消

す
る
た
め
に
二
〇
一
四
年
に
誕
生
し
た
の

が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
委
託
し
て
運
行
す
る

予
約
制
の
「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
」
だ
。

　
「
丹
後
町
は
日
本
海
に
面
し
て
全
体

的
に
坂
道
が
多
く
、
路
線
バ
ス
は
坂
の

上
の
幹
線
道
路
し
か
走
っ
て
い
な
い
た

め
、
お
年
寄
り
は
バ
ス
を
利
用
す
る
の

が
非
常
に
困
難
だ
っ
た
ん
で
す
。
家
の

近
く
ま
で
来
て
も
ら
え
な
い
か
と
の
要

望
も
多
く
あ
り
ま
し
た
」
と
背
景
を
語

る
の
は
、運
行
を
請
け
負
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
気

張
る
！ 
ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
の
広
報
担

当
理
事
の
東

あ
ず
ま

恒つ
ね
よ
し好

氏
だ
。

　

さ
ら
に
二
○
一
六
年
に
は
、
住
民
が

ド
ラ
イ
バ
ー
を
務
め
る
、
マ
イ
カ
ー
に

よ
る
配
車
サ
ー
ビ
ス「
さ
さ
え
合
い
交
通
」

（
注
）
が
始
ま
る
。
デ
マ
ン
ド
バ
ス
と
は
異

な
り
、
年
中
無
休
で
午
前
八
時
か
ら
午
後

八
時
ま
で
で
あ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
い
つ
で
も
好
き
な
時
間
に
呼
べ
る
。

　
「『
さ
さ
え
合
い
交
通
』
の
利
用
は
こ

の
一
年
間
で
、
毎
月
平
均
六
〇
回
以
上
。

一
日
当
た
り
二
回
運
行
と
い
う
状
況

で
、
予
想
以
上
で
す
」
と
は
東
氏
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
理
事
長
を
務
め
る
村

上
正
宏
氏
は
、「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
」「
さ

さ
え
合
い
交
通
」
と
も
に
自
ら
ド
ラ
イ
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宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町地域の底力

天橋立南端と天橋立駅側の陸地を結び、船舶の通行時に水
平に 90 度旋回する廻旋橋。1923 年の完成当時は手動式
だったが、現在は電動式で観光客向けに定期的に旋回する。

バ
ー
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
が
、
外

に
出
て
欲
し
い
年
配
の
方
ほ
ど
、
わ
ざ

わ
ざ
来
て
も
ら
う
こ
と
に
恐
縮
す
る
傾

向
が
あ
る
と
話
す
。

　
「
僕
が
寺
の
坊
主
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
か
、
お
迎
え
に
行
く
と
、

『
申
し
わ
け
な
い
』
と
な
る
ん
で
す
よ
。

と
く
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
遠
慮
深

い
。
そ
の
意
識
を
変
え
つ
つ
、
地
道
に

利
用
を
拡
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
」

　

文
字
通
り
「
さ
さ
え
合
い
」
の
積
み

重
な
り
が
実
り
、
高
齢
者
が
日
常
気
楽

に
外
出
す
る
た
め
の
支
援
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
観
光
客
も
自
由
に
利

用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ジ
オ
パ
ー
ク
観

光
の
移
動
に
も
大
い
に
貢
献
。
現
在
使

用
し
て
い
る
配
車
ア
プ
リ
は
多
言
語
対
応

し
て
い
る
の
で
、
海
外
の
方
も
ス
ム
ー
ズ

に
活
用
で
き
る
と
、
東
氏
も
話
す
。

北
前
船
の
時
代
の
よ
う
に 

広
が
る
日
本
海
エ
リ
ア
の
連
携

　

未
来
に
向
け
、
観
光
の
連
携
は
丹
後

半
島
、
そ
し
て
「
海
の
京
都
」
の
エ
リ

ア
か
ら
さ
ら
に
広
が
ろ
う
と
し
て
い
る

の
に
も
心
を
惹
か
れ
た
。
京
都
丹
後
鉄

道
の
母
体
で
あ
る
ウ
ィ
ラ
ー
は
二
○

一
七
年
九
月
、
新
潟
市
、
福
井
県
敦
賀

市
、
京
都
府
舞
鶴
市
、
兵
庫
県
豊
岡
市

と
連
動
し
て
新
た
な
観
光
ル
ー
ト
を
構

築
す
る
「
日
本
海
縦
断
観
光
ル
ー
ト
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
打
ち
出
し
た
。

　

冒
頭
に
お
話
を
伺
っ
た
今
井
一
雄
氏

に
よ
れ
ば
、
高
速
道
路
が
豊
岡
市
ま
で

延
び
、
最
終
的
に
は
山
陰
道
ま
で
つ
な

が
る
将
来
を
見
据
え
、
二
○
一
六
年
か

ら
は
鳥
取
か
ら
宮
津
ま
で
の
商
工
会
議

所
の
会
頭
・
会
長
会
議
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
ま
だ
年
に
一
度
の
情
報
交
換
を
行

う
ぐ
ら
い
で
す
が
、
画
期
的
な
動
き
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
北
前
船
の

よ
う
な
つ
な
が
り
が
、
新
た
に
で
き
れ
ば

お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
」

　

今
井
氏
は
、
舞
鶴
か

ら
フ
ェ
リ
ー
を
利
用
し

て
小
樽
に
向
か
お
う
と

し
て
い
た
外
国
人
女
性

と
の
出
会
い
を
述
懐
し

つ
つ
語
を
加
え
た
。

　
「
今
ま
で
私
に
は
、

そ
ん
な
発
想
は
な
か
っ

た
ん
で
す
。
で
も
、
地

球
の
大
き
さ
か
ら
見
た

ら
、
海
外
か
ら
来
た
人

に
と
っ
て
は
、
舞
鶴
か

ら
小
樽
ま
で
の
移
動
は

大
し
た
距
離
で
は
な
い

の
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ

は
も
っ
と
勉
強
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」

　

将
来
的
に
「
海
の
京

都
」
は
、
古
代
同
様
に

日
本
海
側
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
に
も
な
り
得
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。
多

彩
な
交
通
手
段
が
結
ぶ
広
域
で
の
連
携

が
実
現
で
き
れ
ば
、
北
前
船
が
に
ぎ
わ

い
を
運
ん
だ
時
代
の
よ
う
に
各
地
で
笑

顔
が
広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
住
む
ま
ち

へ
の
思
い
が
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
）
利
用
者
か
ら
の
呼
び
出
し
や
料
金
徴
収
の
シ

ス
テ
ム
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を
駆
使
し

た
配
車
ア
プ
リ
を
活
用
。
乗
車
は
京
丹
後
市
丹
後
町

内
、
降
車
は
京
丹
後
市
全
域
と
い
う
制
限
つ
き
で
認

め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
三
景
の
ひ
と
つ
天
橋
立
は
、
全
長
約
三
・
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
旅
行
者
が
頼
り
に
す

る
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
」

で
は
、
そ
の
景
観
が
二
ツ
星
の
評
価
を
得
て
い
る
。
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十
角
形

　

チ
リ
で
は
、
前
回
紹
介
し
た
八
角
形
の
貨
幣
だ
け
で
な
く
、
十
角

形
の
貨
幣
も
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。
ア
フ
リ
カ

東
部
の
国
タ
ン
ザ
ニ
ア
も
日
常
的
に
使
う
貨
幣
や
記
念
貨
幣
に
十
角
形

を
採
用
し
て
い
ま
す
（
写
真
２
）。
こ
の
ほ
か
、
ド
ミ
ニ
カ
な
ど
い
く
つ

か
の
国
で
も
十
角
形
の
記
念
貨
幣
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
３
）。

貨
幣
同
士
の
識
別
を
簡
単
に
し
た
り
、
偽
造
し
づ
ら
く
す
る
た
め
に
円
形
以
外

の
貨
幣
の
形
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
前
回
に
続
き
、
近
代
以
降
の

多
角
形
を
中
心
と
し
た
貨
幣
を
紹
介
し
ま
す
。

❻

貨
幣
の
世
界

現
代
の
貨
幣

形
そ
の
５

（3）

国
も
い
ろ
い
ろ
形
も
い
ろ
い
ろ

十
一
角
形

　

日
本
で
は
、
こ
の
形
自
体
を
目
に
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
が
、カ
ナ
ダ
（
写
真
４
）
や
チ
ェ
コ
（
写
真
５
）、マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
（
写

真
６
）
で
は
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
さ
ら
に
角
が
立
ち
ま
す
。

八角形でも紹介した、独立戦争の英雄 Bernardo O’
Higgins（ベルナルド・オイギンス）将軍が描かれてい
ます。日常的に使用される貨幣として、1981 年以降発
行されています。 （直径 25mm、重量 7 ｇ）

写真１　チリ 50 ペソ アルミニウム青銅貨
　　　　（1981年〜発行）

写真４　カナダ １ドル　青銅メッキのニッケル貨
　　　　（1987年〜発行）

日常的に使用される貨幣として発行されました。表面に
は、元首であるエリザベスⅡ世女王の横顔、裏面は、北
極圏で繁殖し、冬季に温帯で過ごす渡り鳥アビをあしらっ
ています。ちなみに、エリザベス女王の横顔は発行後数
回変更されています。 （直径 26.5mm、重量 7 ｇ）
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（写真はすべて個人蔵）

マダガスカルはアフリカ東海岸沖に浮かぶ島国。貨幣の
裏面には、フランスの作家サン = テグジュペリの「星の
王子様」で悪役にされてしまった「バオバブ」の木が描
かれています。ちなみにバオバブは、マダガスカルをは
じめアフリカ東南部などに生育し、樹高約 20m、直径
約 10 ｍにも達する巨木です。

（直径 30 ｍｍ、重量約 10 ｇ）

写真６　マダガスカル 50 アレアリー ステンレススチール貨
　　　　（1992年〜発行）

タンザニアは、大陸にあるタンガニーカ（1961 年独立）
とインド洋上の諸島であるザンジバル（1963 年独立）
の連合共和国です。表面には、タンガニーカ独立の指導
者にして、1985 年の引退まで同国の大統領を 20 年以
上務めたニエレレ大統領（1922 ～ 1999 年）が描か
れています。1972 年から、この記念貨幣と同サイズで
若干デザインを変更した日常用の貨幣が発行されました。
なお、1987 年からはサイズが縮小され（18mm〈1990
年銘 17mm〉）、肖像も第２代ムウィニ大統領に変更さ
れています。 （直径 31.5mm、重量約 14 ｇ）

写真２　タンザニア　独立10 周年記念 ５シリング白銅貨
            （1971年発行）

写真３　ドミニカ 世界人権宣言（35 周年）記念１ペソ白銅貨
            （1983年発行）

中南米の島国ドミニカにおいて、世界人権宣言 35 周年
を記念して発行されました。裏面に描かれた３人は、ス
ペインによる植民地化への抵抗や奴隷による反乱のリー
ダーたちです。３人の上にはスペイン語で「人権の始まり」
と掲げられています。 （直径 33.54mm、重量約 17 ｇ）

日常的に使用する貨幣です。表面は東欧の中央に位置す
る国チェコの国章のライオン、裏面には、額面金額と 9
世紀～10世紀に栄えたモラヴィア王国（チェコの東部）
で使用されていたボタンをデザインしています。
 （直径 21.5mm、重量約 4 ｇ）

写真５　チェコ ２コルナ ニッケルメッキのスチール貨
　　　　（1993年〜発行）



「日本銀行の文章は難しい」。よく伺うご意見です。私たちも日々改善に向けた努力を行って
いますが、文章だけでは伝わりにくいこともあります。そこで、より分かりやすく情報を伝
えるために、ホームページやパンフレットでは、よりビジュアルなものにするように努めて
います。また、さらに推し進めて「動画」も作成し、インターネットでどなたでも視聴でき
るようにしています。現在、次のようなコンテンツを掲載しています。

みんなで見よう、日銀動画！

❶ 金融研究所国際コンファランス──黒田総裁挨拶、バーナンキ前 FRB 議長講演の模様

❷ 日銀グランプリ──第 12 回日銀グランプリ決勝大会の模様

❸ 夏休み子ども特別見学会 ──どんな催しかダイジェストで見ることができます

主要コンテンツ
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❹ 金融機構局金融高度化センターのセミナー

❺ 貨幣博物館の紹介

日本銀行は、これからもさまざまな動画を通じて、皆さまに分かりやすい情報提供に努めていきたいと
考えています。

日銀動画へのアクセスの方法

❶ 日本銀行 HP から
　  ここをクリック！

❷� 検索ページあるいは
　  YouTube から
　�BOJchannel で検索。
　（https://www.youtube.　
　 com/user/BOJchannel）

❻ くらしとつながる日本銀行

NICHIGIN 2017 NO.5221
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
情
報
技
術
の
進
歩
が 

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
標
準
化
を
促
す

　

さ
ま
ざ
ま
な
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
標
準
の
審

議
・
制
定
を
行
う
非
政
府
組
織
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ

（In
tern

ation
al O

rg
an

ization
 for 

Standardization

：
国
際
標
準
化
機
構
）
は
、

分
野
別
に
専
門
委
員
会（T

echnical Com
m

ittee

：
略
し
て
Ｔ
Ｃ
）
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

六
八
番
目
に
設
置
さ
れ
た
専
門
委
員
会
「
Ｔ
Ｃ
68
」

し
て
い
ま
す
」
と
同
セ
ン
タ
ー
情
報
技
術
標
準
化
グ

ル
ー
プ
長
の
橋
本
崇
さ
ん
は
説
明
し
ま
す
。

　

情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
は
二
〇
〇
五

年
。
金
融
取
引
の
大
半
が
電
子
取
引
に
変
わ
る
な
か

で
、
金
融
業
務
に
利
用
さ
れ
る
情
報
技
術
の
国
際
標

準
化
を
推
進
し
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
技
術
や
重

要
情
報
イ
ン
フ
ラ
保
護
に
関
す
る
研
究
を
進
め
る
こ

と
な
ど
を
目
的
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
ス

タ
ッ
フ
は
約
一
〇
人
。
そ
の
過
半
数
が
理
系
出
身
者

で
す
。

　

日
本
の
金
融
界
で
は
、
か
つ
て
は
国
内
を
念
頭
に

お
い
た
標
準
化
が
中
心
で
、
国
際
金
融
取
引
を
除
け

ば
、
海
外
の
業
務
シ
ス
テ
ム
と
の
互
換
性
・
整
合
性

と
い
う
観
点
は
重
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
現

在
で
も
日
本
の
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
に
は
日
本
独
自

の
仕
様
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
仕
様
が
日
本
と
各
国

で
バ
ラ
バ
ラ
で
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
状
況
は
崩
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
」
と
橋
本
さ
ん
は
指
摘
し
ま
す
。

　
「
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
情
報
技
術
の
急

が
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
標
準
化
を
担
当
し
て
い

ま
す
。
加
盟
八
十
数
カ
国
の
中
央
銀
行
や
規
格
協
会

等
が
各
国
の
事
務
局
と
な
り
、
標
準
化
活
動
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
「
日
本
で
は
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
が
、
日
本
工

業
標
準
調
査
会（
わ
が
国
唯
一
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
加
入
機
関
）

か
ら
の
委
託
を
受
け
、
Ｔ
Ｃ
68
に
関
す
る
国
際
標
準

原
案
の
検
討
や
国
内
委
員
会
の
意
見
の
取
り
ま
と
め

を
行
う
国
内
審
議
団
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事
務

局
を
金
融
研
究
所
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
が
担
当

日
本
銀
行
金
融
研
究
所「
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
」の
仕
事

　

金
融
機
関
の
間
で
円
滑
に
金
融
取
引
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
手
順
や
形
式
が
「
標
準
化
」
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
一
昔
前
は
手
形
や
小
切
手
、
各
種
の
帳
票
類
が
標
準
化
の
対
象
で
し
た
。
し

か
し
金
融
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
の
シ
ス
テ
ム
化
が
進
ん
だ
現
在
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
交
換
さ
れ
る
通
信

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
式
や
、
電
子
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
暗
号
な
ど
、
情
報
通
信
技
術
・

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
技
術
が
新
た
な
標
準
化
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
標
準
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
の
金
融
サ
ー

ビ
ス
専
門
委
員
会
（
Ｔ
Ｃ
68
）
で
す
。
そ
し
て
Ｔ
Ｃ
68
の
日
本
国
内
の
事
務
局
を
務
め
て
い
る
の
が
日
本

銀
行
金
融
研
究
所
・
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
。
今
回
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
標
準
化
を
中
心

に
当
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
専
門
委
員
会
の
国
内
事
務
局
と
し
て

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
標
準
化
を
進
め
る

◆23



NICHIGIN 2017 NO.5223

速
な
進
歩
を
背
景
に
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
言
語
の
壁

や
規
制
・
慣
行
の
違
い
を
超
え
た
貿
易
財
と
化
し
、

そ
の
領
域
は
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
状
況
下
で
国
際
標
準
に
対
応
し
て
い
な
い
と
、
国

際
的
な
金
融
取
引
で
不
便
を
強
い
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
も
問
題
と
な
り

ま
す
。
さ
ら
に
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
推
進
す
る
の
も
難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
」

最
終
的
に
国
際
規
格
と
し
て
発
行
さ
れ
る
ま
で
、
通

常
、
七
段
階
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
七
段
階
の
途
中
で
一
定
以
上
の

賛
成
数
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
や
、
開
発
着
手
当

初
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
（
最
長
で
も
四
八
カ
月
以

内
）
に
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
国
際
規
格
と
し
て
発
行
す
る
か
検
討
し
た
原

案
等
）
そ
の
も
の
が
取
り
消
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

国
内
委
員
会
に
て
集
約
し
た
意
見
を 

国
際
的
に
働
き
か
け
る

　

で
は
、
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／

Ｔ
Ｃ
68
の
国
内
事
務
局
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
国
際

標
準
化
を
進
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

同
セ
ン
タ
ー
の
中
村
啓
佑
さ
ん
は
「
Ｔ
Ｃ
68
の
国

際
事
務
局
か
ら
、
新
し
い
国
際
規
格
の
提
案
や
原
案

に
つ
い
て
賛
成
か
反
対
か
を
投
票
す
る
よ
う
に
依
頼

さ
れ
た
場
合
は
、
日
本
の
『
国
内
委
員
会
』
の
メ
ン

バ
ー
の
方
々
に
伝
え
、
審
議
・
検
討
し
、
わ
が
国
と

し
て
の
意
見
を
集
約
し
た
上
で
、一
票
を
投
じ
ま
す
」

と
説
明
し
ま
す
。

　

日
本
の
国
内
委
員
会
は
、
銀
行
、
証
券
会
社
、
全

国
銀
行
協
会
、
日
本
証
券
業
協
会
、
メ
ー
カ
ー
、
通

信
事
業
者
、
官
庁
な
ど
、
五
五
の
企
業
・
団
体
な
ど

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
（
二
〇
一
七
年
十
月
現
在
）。

そ
う
し
た
国
内
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
、
中
村

さ
ん
を
は
じ
め
当
セ
ン
タ
ー
は
Ｔ
Ｃ
68
か
ら
の
依
頼

事
項
を
右
か
ら
左
へ
と
伝
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

　

国
際
標
準
化
の
取
り
組
み
に
は
、
地
道
な
作
業
と

国
内
外
の
連
携
が
必
要
に
な
り
ま
す
。「
国
際
標
準
」

と
は
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
・
方
法
・
安
全
性

な
ど
に
関
す
る
「
国
際
的
な
取
り
決
め
」
で
す
。
そ

の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
国
際
標
準

化
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ
Ｃ
68
に
加
盟
す

る
各
国
委
員
会
で
の
意
見
の
交
換
や
集
約
、
加
盟
国

間
で
の
協
議
や
投
票
を
経
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ISO の国際会議（日本銀行で開催した時の様子）
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ん
。

　
「
判
断
材
料
と
と
も
に
『
日
本
と
し
て
は
こ
う
す

る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う
案
を
メ
ン

バ
ー
の
方
々
に
示
し
ま
す
。
そ
の
案
を
た
た
き
台
に

議
論
し
、
国
内
委
員
会
と
し
て
の
意
見
を
集
約
し
て

い
く
。
そ
し
て
集
約
さ
れ
た
意
見
が
採
用
さ
れ
る
よ

う
に
、
Ｔ
Ｃ
68
で
の
投
票
や
国
際
会
議
を
通
じ
て
国

際
的
な
働
き
か
け
を
行
い
ま
す
」（
中
村
さ
ん
）

　

国
際
規
格
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
第
二
段
階
で
は
、
あ

る
国
か
ら
新
た
な
規
格
の
制
定
が
提
案
さ
れ
、
そ
の

投
票
を
行
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
場
合
、
①
参
加
国

（
議
決
権
を
有
す
るParticipating m

em
ber

）

の
過
半
数
が
賛
成
し
、
②
五
カ
国
以
上
が
新
規
格
の

策
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
意
向
を
表
明
す

る
。
こ
の
二
つ
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
、第
三
段
階
の「
作

ト
で
使
わ
れ
る
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
同
様
に
、
あ
る
情
報
の
属

性
に
関
す
る
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
（
タ
グ
で
囲
む
）
Ｘ

Ｍ
Ｌ
は
、
デ
ー
タ
項
目
の
体
系
を
自
由
に
設
計
で
き

る
柔
軟
性・拡
張
性
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

Ｘ
Ｍ
Ｌ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
通
信
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
事
実
上
の
標
準
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
う
し
て
Ｘ
Ｍ
Ｌ
ベ
ー
ス
の
通
信
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
対
す
る
知
見
が
蓄
積
さ
れ
る
と
、
金
融
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
国
際
標
準
化
に
向
け
た
検
討
が
開
始
さ

れ
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０
０
２
２
の
開
発
・
発
行
へ
と
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。

「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
」
の
発
展
に
不
可
欠
な 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
技
術
を
研
究
す
る

　

近
年
、金
融（Finance

）と
技
術（T

echnology

）

を
組
み
合
わ
せ
たFinT

ech

＝
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と

い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
の
活
動

が
世
界
的
に
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ
Ｃ

68
で
も
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と
い
う
新
し
い
世
界
的
な

動
き
を
ど
う
標
準
化
し
て
い
く
か
、
活
発
な
議
論
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
モ
バ
イ
ル
金
融
や
デ
ジ
タ
ル
通

貨
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
（
あ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
機
能
や
管
理
す
る
デ
ー
タ
を
、
他
企
業
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
呼
び
出
し
て
利
用
す
る
た
め
の
接

続
仕
様
等
）
を
利
用
し
た
決
済
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
各

分
野
で
国
際
標
準
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
か
ら
金
融
資

業
原
案
の
作
成
」
に
進
む
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
第

七
段
階
ま
で
続
く
の
で
す
（
図
表
）。
こ
う
し
た
投

票
案
件
は
二
〇
一
六
年
度
に
は
五
〇
件
弱
実
施
さ
れ

て
お
り
、
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
は
そ
の
都
度
、

国
内
委
員
会
メ
ン
バ
ー
と
緊
密
に
意
見
交
換
を
行
っ

て
い
ま
す
。
投
票
案
件
の
ほ
か
、
作
業
原
案
や
国
際

規
格
原
案
に
つ
い
て
の
意
見
・
照
会
等
も
多
く
、
そ

れ
ら
に
対
し
て
も
同
セ
ン
タ
ー
は
日
本
と
し
て
の
見

解
を
ま
と
め
た
上
で
、
Ｔ
Ｃ
68
に
お
い
て
各
国
と
協

議
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
Ｔ
Ｃ
68
か
ら

数
々
の
国
際
規
格
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、

Ｊ
Ｐ
Ｙ
（
日
本
円
）
や
Ｕ
Ｓ
Ｄ
（
米
ド
ル
）
Ｅ
Ｕ
Ｒ

（
ユ
ー
ロ
）と
い
っ
た
各
国
の
通
貨
の
符
号（
コ
ー
ド
）

も
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
４
２
１
７
と
い
う
国
際
標
準
規
格
で
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０
０
２
２
」

は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
全
般
を
対
象
と
す
る
通
信
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
国
際
規
格
と
し
て
開
発
の
段
階
か
ら
注
目

を
集
め
ま
し
た
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０
０
２
２
の
通
信
メ
ッ

セ
ー
ジ
・
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
二
〇
一
五
年
に
全
面

稼
働
し
た
「
新
日
銀
ネ
ッ
ト
」
に
お
い
て
外
国
為
替

の
円
決
済
な
ど
の
電
文
に
採
用
さ
れ
た
の
を
は
じ

め
、
国
内
外
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
広
く
浸
透
し
て
い

ま
す
。

　

ち
な
み
に
、Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０
０
２
２
と
は
「
Ｘ
Ｍ
Ｌ
」

と
呼
ば
れ
る
デ
ー
タ
記
述
言
語
（
注
１
）
を
主
に
利
用

す
る
金
融
通
信
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
Ｘ
Ｍ
Ｌ
が
登
場

し
た
の
は
九
〇
年
代
後
半
の
こ
と
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

国際規格策定のプロセス
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産
、
不
動
産
、
医
療
情
報
な
ど
幅
広
い
分
野
へ
の
応

用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
お
よ
び

分
散
型
台
帳
技
術
（
注
２
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
な

専
門
委
員
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ
Ｃ
３
０
７
）
が
設
置
さ

れ
、
二
〇
一
七
年
の
第
一
回
会
議
で
用
語
の
定
義
か

ら
標
準
化
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
決
議
さ
れ
ま

し
た
。
日
本
で
は
Ｔ
Ｃ
68
の
国
内
委
員
会
が
Ｔ
Ｃ

３
０
７
と
の
協
力
関
係
を
構
築
し
て
お
り
、
当
セ
ン

タ
ー
か
ら
Ｔ
Ｃ
３
０
７
の
会
議
等
に
参
加
し
て
い
ま

す
。

号
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
な
ど
の
新
し
い
金
融
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
金
融
機
関

の
機
密
性
の
高
い
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
場
合
、
通
信

途
中
で
漏
え
い
す
る
リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ

の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
高
機
能
暗
号
の
研
究
開

発
が
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
デ
ー
タ
を
暗

号
化
し
た
ま
ま
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
や
計
算
処
理
が
可

能
と
な
れ
ば
、
デ
ー
タ
が
通
信
途
上
で
盗
取
さ
れ
て

も
暗
号
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
漏
え
い
な
ど
の

リ
ス
ク
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。
実
現
へ
の
課
題
は
残
り

ま
す
が
、
高
機
能
暗
号
に
基
づ
く
金
融
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
れ
ば
、
安
全
性
と
利
便
性
を
両
立
で
き
ま

す
」
と
当
セ
ン
タ
ー
で
暗
号
研
究
を
進
め
る
清
せ
い
と
う藤

武た
け

暢の
ぶ

さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

情
報
技
術
の
革
新
や
標
準
化
だ
け
で
な
く
、
金
融

取
引
の
利
便
性
と
安
全
性
が
大
き
く
向
上
す
れ
ば
、

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
を
大
き
く
後
押
し
す
る
で

し
ょ
う
。
情
報
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
今
後
も
国

際
標
準
化
の
活
動
や
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
研
究

を
通
じ
て
貢
献
し
て
い
き
ま
す
。

　

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
、
今
後
金
融
サ
ー
ビ
ス
向
上
の

カ
ギ
と
な
る
も
の
で
す
が
、
他
方
で
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
中
村

さ
ん
は
こ
う
話
し
ま
す
。

　
「
Ｔ
Ｃ
68
の
分
科
委
員
会
（Sub-Com

m
ittee

：

略
し
て
Ｓ
Ｃ
）
に
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
を
中
心

に
標
準
化
要
件
を
検
討
す
る
『
Ｓ
Ｃ
２
』
が
あ
り
ま

す
。
現
在
Ｓ
Ｃ
２
で
は
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
活
用

し
た
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
を

整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
各
国
の
メ
ン
バ
ー
と

電
話
会
議
等
を
通
じ
て
ド
ラ
フ
ト
（
原
案
）
を
作
成

し
て
い
ま
す
。
議
論
し
た
結
果
を
Ｓ
Ｃ
２
か
ら
Ｔ

Ｃ
68
へ
伝
え
、
国
際
標
準
規
格
が
安
心
・
安
全
な
も

の
に
な
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
」（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｔ

Ｃ
68
国
内
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。）

　

こ
う
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
の
標
準
化
を
議
論

す
る
う
え
で
は
、
当
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
金
融
サ
ー

ビ
ス
で
利
用
さ
れ
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
技
術
に

関
す
る
理
論
的
、
実
務
的
な
研
究
が
重
要
と
な
り
ま

す
。
そ
の
成
果
は
、
研
究
論
文
や
当
セ
ン
タ
ー
が
毎

年
主
催
す
る
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
で
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
二
〇
一
七
年
三
月
の
同
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
─
─ 

金
融
機
関
の
実
務
者
や
官
公
庁
関
係
者
の

ほ
か
、
暗
号
学
者
、
シ
ス
テ
ム
開
発
・
運
用
に
携
わ

る
実
務
者
や
技
術
者
な
ど
約
一
〇
〇
人
が
参
加 
─
─

は
、「
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
高
機
能
暗

（
注 

１
）
デ
ー
タ
記
述
言
語
／
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
デ
ー
タ
を
扱

う
際
に
利
用
す
る
言
語
。

（
注 

２
）
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
お
よ
び
分
散
型
台
帳
技
術
／
仮
想
通

貨
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
等
を
支
え
る
技
術
と
し
て
考
案
。
必
ず
し
も

確
立
さ
れ
た
定
義
は
な
い
が
、
分
散
型
台
帳
技
術
は
、
複
数
の

取
引
デ
ー
タ
を
記
録
す
る
台
帳
に
つ
い
て
、
特
定
の
台
帳
管
理

主
体
を
置
く
か
わ
り
に
、
複
数
の
参
加
者
が
同
じ
台
帳
を
共
有

す
る
と
い
う「
分
散
型
」で
の
管
理
を
可
能
と
す
る
技
術
。ブ
ロ
ッ

ク
チ
ェ
ー
ン
は
そ
れ
を
実
装
す
る
た
め
の
技
術
の
ひ
と
つ
を
指

す
こ
と
が
多
い
。

ISO ／ TC68 国内委員会のホームページ
（https://www.imes.boj.or.jp/iso/index.html）
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　日本銀行は、１月、４月、７月および10月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・
物価見通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・
物価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2017年 10月の展望レポート
（基本的見解は10月 31日公表、背景説明を含む全文は11月１日公表）のポイントを解説します。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/

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

二
〇
一
七
年
十
月

二
〇
一
七
～
二
〇
一
九
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

海
外
経
済
が
緩
や
か
な
成
長
を
続

け
る
も
と
で
、
き
わ
め
て
緩
和
的
な

金
融
環
境
と
政
府
の
大
型
経
済
対
策

の
効
果
を
背
景
に
、
景
気
の
拡
大
が

続
き
、
二
〇
一
八
年
度
ま
で
の
期
間

を
中
心
に
、
潜
在
成
長
率
を
上
回
る

成
長
を
維
持
す
る
と
み
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
九
年
度
は
、
設
備
投
資
の

循
環
的
な
減
速
に
加
え
、
消
費
税
率

引
き
上
げ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
成
長

ペ
ー
ス
は
鈍
化
す
る
も
の
の
、
景
気

拡
大
が
続
く
と
見
込
ま
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価（
除
く
生
鮮
食
品
）は
、

企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス

が
な
お
慎
重
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
価
格
上
昇
の
影
響
を
除
く
と
弱

め
の
動
き
が
続
い
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
マ
ク
ロ
的
な
需
給
ギ
ャ
ッ
プ
が

改
善
を
続
け
る
も
と
で
、
企
業
の
賃

金
・
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス
が
次
第
に

積
極
化
し
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価

上
昇
率
も
上
昇
す
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
結
果
、
消
費
者
物
価
の
前
年
比

は
、
プ
ラ
ス
幅
の
拡
大
基
調
を
続
け
、

二
％
に
向
け
て
上
昇
率
を
高
め
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス

�　

経
済
に
つ
い
て
は
概
ね
上
下
に
バ

ラ
ン
ス
し
て
い
る
が
、
物
価
に
つ
い

て
は
下
振
れ
リ
ス
ク
の
方
が
大
き

い
。
物
価
面
で
は
、
二
％
の
「
物
価

安
定
の
目
標
」
に
向
け
た
モ
メ
ン
タ

ム
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
力

強
さ
に
欠
け
て
お
り
、
引
き
続
き
注

意
深
く
点
検
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

金
融
政
策
運
営

�　

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の

実
現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に

持
続
す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま

で
、「
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質

的
金
融
緩
和
」
を
継
続
す
る
。
消
費
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▽政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。ただし、2016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２） 　、△、▼は、各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値を示すとともに、その形状で各政策委員が

考えるリスクバランスを示している。　は「リスクは概ね上下にバランスしている」、

△は「上振れリスクが大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」と各政策委員が考えていることを示している。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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者
物
価
指
数
（
除
く
生
鮮
食
品
）
の

前
年
比
上
昇
率
の
実
績
値
が
安
定

的
に
二
％
を
超
え
る
ま
で
、
マ
ネ
タ

リ
ー
ベ
ー
ス
の
拡
大
方
針
を
継
続
す

る
。
今
後
と
も
、
経
済
・
物
価
・
金

融
情
勢
を
踏
ま
え
、「
物
価
安
定
の
目

標
」
に
向
け
た
モ
メ
ン
タ
ム
を
維
持

す
る
た
め
、
必
要
な
政
策
の
調
整
を

行
う
。

▽政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

（注２） 　、△、▼は、各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値を示すとともに、その形状で各政策委員が

考えるリスクバランスを示している。　は「リスクは概ね上下にバランスしている」、

△は「上振れリスクが大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」と各政策委員が考えていることを示している。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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（注） 消費税率については、2019 年 10 月に 10％に引
き上げられる（軽減税率については、酒類と外食
を除く飲食料品および新聞に適用される）ことを
前提としている。

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。
（注２） ●、△、▼は、各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値を示すとともに、その形状で各

政策委員が考えるリスクバランスを示している。●は「リスクは概ね上下にバランスしている」、△は「上
振れリスクが大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」と各政策委員が考えていることを示している。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。

図表1　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
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図表２　政策委員見通しの中央値

実質 GDP 消費者物価指数
 （除く生鮮食品）

2017 年度 ＋ 1.9 ＋ 0.8

（＋ 1.1）　　（7 月時点の見通し） （＋ 1.8）

2018 年度 ＋ 1.4 ＋ 1.4

（＋ 1.5）　　（7 月時点の見通し） （＋ 1.4）

2019 年度 ＋ 0.7 ＋ 2.3

（＋ 2.3）

＋ 1.8

　　（7月時点の見通し） （＋ 0.7） （＋ 1.8）

（対前年度比、％）

消費税率引き上げの
影響を除くケース
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
（
二
〇
一
七
年
十
月

号
）
で
は
、
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
プ
ロ

フ
ァ
イ
ル
や
財
務
基
盤
に
関
す
る
定
点
観

測
、
テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト
を
想
定
し
た
マ
ク

ロ
・
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
ほ
か
に
、
金
融

シ
ス
テ
ム
の
潜
在
的
な
脆
弱
性
と
し
て
、

金
融
機
関
の
低
収
益
性
と
競
争
激
化
の
構

造
的
背
景
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
具
体
的
に
は
、
金
融
機
関
の
収
益
や

経
営
資
源
の
国
際
比
較
を
通
し
て
、（
1
）

本
邦
金
融
機
関
は
非
金
利
収
入
が
少
な

く
、
収
益
源
が
資
金
利
益
に
偏
っ
て
い
る

こ
と
、（
2
）
従
業
員
数
や
店
舗
数
が
需

要
対
比
で
過
剰
状
態
に
あ
る
可
能
性
を
検

証
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
人
口
や
企
業
数

の
全
国
的
か
つ
継
続
的
な
減
少
が
、
金
融

機
関
間
の
競
争
を
通
し
て
、
企
業
と
金
融

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
の
特
徴

機
関
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
や
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
に
ど
う
影
響
を
及
ぼ
す
か

整
理
し
た
。
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

　

国
際
金
融
市
場
で
は
、
北
朝
鮮
情
勢
な

ど
地
政
学
リ
ス
ク
に
関
す
る
懸
念
を
抱
え

つ
つ
も
、
世
界
経
済
の
緩
や
か
な
成
長
と

堅
調
な
企
業
業
績
が
続
く
な
か
、
ボ
ラ

テ
ィ
リ
テ
ィ
は
歴
史
的
な
低
水
準
を
維
持

し
て
い
る
。
F
R
B
が
利
上
げ
を
進
め

る
も
と
で
も
、
新
興
国
市
場
の
動
向
を
含

め
国
際
資
本
フ
ロ
ー
に
大
き
な
変
調
は
み

ら
れ
て
い
な
い
。
投
資
家
の
リ
ス
ク
テ
イ

ク
姿
勢
が
維
持
さ
れ
る
な
か
、
世
界
的
に

株
価
は
上
昇
し
、
信
用
ス
プ
レ
ッ
ド
も
縮

小
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
わ
が

国
で
は
、
日
本
銀
行
が
進
め
る
長
短
金
利

操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
の
も
と

で
、
き
わ
め
て
緩
和
的
な
金
融
環
境
が
続

い
て
い
る
。

　

金
融
機
関
の
貸
出
を
み
る
と
、
外
貨
調

達
コ
ス
ト
の
上
昇
等
を
背
景
に
海
外
貸
出

の
拡
大
テ
ン
ポ
は
鈍
化
傾
向
に
あ
る
が
、

国
内
貸
出
の
前
年
比
は
プ
ラ
ス
幅
が
緩
や

か
に
拡
大
し
て
お
り
、
足
も
と
で
は
三
％

程
度
と
な
っ
て
い
る
。
金
融
機
関
の
積
極

的
な
融
資
姿
勢
の
も
と
、
資
金
需
要
も
中

小
企
業
向
け
を
中
心
に
増
加
し
て
い
る

（
図
表
1
、2
）。
有
価
証
券
投
資
で
は
、

ひ
と
頃
減
少
し
て
い
た
外
債
残
高
を
再
び

積
み
増
す
動
き
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
投
資

信
託
の
運
用
も
増
加
傾
向
を
辿
っ
て
お

り
、
金
融
機
関
は
積
極
的
な
リ
ス
ク
テ
イ

ク
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
険

会
社
・
年
金
な
ど
の
機
関
投
資
家
も
、
低

　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
七
年
十
月

金
融
市
場
の
動
向

金
融
仲
介
活
動
の
点
検
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た
状
態
に
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
金
融

経
済
活
動
に
お
い
て
行
き
過
ぎ
た
動
き

は
み
ら
れ
な
い
（
図
表
3
）。
積
極
的
な

金
融
機
関
の
貸
出
態
度
や
良
好
な
社
債

発
行
環
境
を
背
景
に
、
マ
ク
ロ
的
な
信

用
量
（
対
G
D
P
比
）
は
上
昇
し
て
お

り
、
企
業
部
門
は
収
益
改
善
期
待
に
支
え

ら
れ
て
前
向
き
な
投
資
行
動
を
維
持
し
て

金
利
環
境
が
続
く
な
か
、
外
債
等
を
中
心

に
リ
ス
ク
性
資
産
を
引
き
続
き
積
み
増
し

て
い
る
。
こ
の
間
、
C
P
・
社
債
の
発
行

レ
ー
ト
は
き
わ
め
て
低
い
水
準
で
推
移
し

て
お
り
、
企
業
の
デ
ッ
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
は
増
加
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
民
間
非
金
融
部
門

の
資
金
調
達
環
境
は
き
わ
め
て
緩
和
し

い
る
。
不
動
産
市
場
に
つ

い
て
は
、
首
都
圏
な
ど
で

引
き
続
き
高
値
取
引
が
み

ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て

過
熱
の
状
況
に
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
商
業
用
不

動
産
取
引
市
場
で
は
、
先

行
き
の
供
給
増
加
見
通
し

図表 3  金融活動指標

図表 1  金融機関の借入主体別貸出

図表 2  貸出運営スタンス DI

図表２　貸出運営スタンスDI

（注）1.直近は17年7月。
2.貸出運営スタンスDIは、回答金融機関数の構成比をもとに、次式で定義。
DI＝「積極化」＋0.5×「やや積極化」－0.5×「やや慎重化」－「慎重化」
3.後方4期移動平均。
（資料）日本銀行「主要銀行貸出動向アンケート調査」
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（注）1. 直近は、金融機関の貸出態度判断 DI、株価は 17 年 7 ～ 9 月、地価の対 GDP 比率は 17 年 1 ～ 3 月、その他は 17 年 4 ～ 6 月。
　　  2. 「赤」は指標が上限の閾値を超えて過熱していることを、「青」は指標が下限の閾値を下回って停滞していることを、「緑」はそれ以外

を示す。「白」はデータがない期間を示す。
（資料） Bloomberg、財務省「法人企業統計」、東京証券取引所「信用取引残高等」、内閣府「国民経済計算」、日本不動産研究所「市街

地価格指数」、日本銀行「貸出先別貸出金」「資金循環統計」「全国企業短期経済観測調査」「マネーサプライ」「マネーストック」

図表１　金融機関の借入主体別貸出

（注）直近は17年6月末。海外円借款、国内店名義現地貸は除く。
（資料）日本銀行
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　　 2. 貸出運営スタンス DI は、回答金融機関数の構成比をもとに、次式で定義。
          DI ＝「積極化」＋ 0.5 ×「やや積極化」－ 0.5 ×「やや慎重化」－「慎重化」
       3. 後方 4 期移動平均。

（資料）日本銀行「主要銀行貸出動向アンケート調査」
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表
5
、6
）。
企
業
の
廃
業
率
が
開
業
率

を
上
回
り
、
企
業
数
が
全
国
的
に
減
少
す

る
な
か
で
、
金
融
機
関
の
各
店
舗
が
新
た

な
取
引
機
会
を
求
め
て
法
人
営
業
を
強
化

し
て
き
た
結
果
、
企
業
の
取
引
金
融
機
関

数
は
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
を
企
業
の
立

場
か
ら
み
る
と
、
取
引
金
融
機
関
数
を
増

や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
有
利
な
貸
出

条
件
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
企
業
が
借
入
を
行
う
際
に
、
こ
れ
ま

で
の
取
引
履
歴
や
企
業
支
援
力
に
か
か
わ

ら
ず
、
複
数
の
取
引
金
融
機
関
の
中
か
ら

貸
出
金
利
の
一
番
低
い
金
融
機
関
を
選
択

す
る
こ
と
が
常
態
化
す
れ
ば
、
中
長
期
的

に
は
金
融
機
関
の
情
報
生
産
活
動
の
停
滞

を
通
し
て
資
金
配
分
の
効
率
性
が
低
下
す

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

人
口
や
企
業
数
の
減
少
は
全
国
共
通
に

み
ら
れ
る
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
も

と
で
の
地
域
金
融
機
関
間
の
競
争
激
化

は
、
資
金
利
益
の
減
少
と
い
う
共
通
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
影
響
度
の
増
大
を
通
じ

も
あ
っ
て
、
不
動
産
価
格
の
上
昇
に
は
頭

打
ち
感
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
不
動
産
投
信

（
R
E
I
T
）
市
場
に
お
い
て
も
、
投
資

家
が
期
待
を
一
段
と
強
め
て
い
る
様
子
は

窺
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
金
融
市
場

で
ス
ト
レ
ス
が
発
生
し
、
リ
ス
ク
オ
フ
の

動
き
が
広
が
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
内

不
動
産
市
場
に
も
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が

あ
り
、
そ
の
動
向
に
は
今
後
と
も
注
視
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

金
融
経
済
活
動
に
お
い
て
大
き
な
不
均

衡
が
み
ら
れ
な
い
ほ
か
、
金
融
機
関
は
全

体
と
し
て
資
本
と
流
動
性
の
両
面
で
相
応

に
強
い
ス
ト
レ
ス
耐
性
を
備
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
安

定
性
を
維
持
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

金
融
機
関
は
充
実
し
た
資
本
基
盤
を
備

え
て
お
り
、
当
面
収
益
力
が
下
押
し
さ
れ

る
も
と
で
も
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
継
続
し
て

い
く
力
を
有
し
て
い
る
。
貸
出
の
積
極
化

な
ど
に
よ
る
金
融
機
関
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
・
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
経
済
情
勢
の
改
善

に
寄
与
し
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
企
業
や

家
計
の
よ
り
前
向
き
な
経
済
活
動
へ
と
結

び
つ
い
て
い
け
ば
、
金
融
機
関
の
収
益
力

の
回
復
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、
預
貸
利
鞘
の
縮
小
傾

向
が
続
く
な
か
で
、
金
融
機
関
が
収
益
維

持
の
観
点
か
ら
過
度
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に

向
か
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
金
融
面
で
の
不

均
衡
が
蓄
積
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定

性
が
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方

で
、
収
益
力
の
低
迷
が
続
き
、
損
失
吸
収

力
の
低
下
し
た
金
融
機
関
が
増
え
れ
ば
、

金
融
仲
介
機
能
が
低
下
し
、
実
体
経
済
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
る
。

　

金
融
機
関
の
収
益
低
下
は
、
日
本
だ
け

で
は
な
く
、
低
金
利
環
境
が
続
く
先
進
国

に
お
い
て
概
ね
共
通
に
み
ら
れ
る
現
象
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
本
邦
金

融
機
関
の
収
益
性
は
国
際
的
に
み
て
低
さ

が
目
立
つ
（
図
表
4
）。
従
業
員
数
や
店

舗
数
は
、
需
要
対
比
で
過
剰
（
オ
ー
バ
ー

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
）
に
な
っ
て
い
る
可
能
性

が
高
く
、
こ
の
こ
と
が
本
邦
金
融
機
関
間

の
競
争
の
激
化
を
通
じ
て
収
益
性
を
低
下

さ
せ
る
構
造
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
（
図

て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
得
る
。
わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
効
率
性
と

安
定
性
の
双
方
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持

し
て
い
く
た
め
に
は
、
適
正
な
競
争
環
境

の
も
と
、
金
融
機
関
が
収
益
性
を
改
善
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、（
1
）
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
差

別
化
や
非
資
金
利
益
の
拡
大
に
よ
る
収
益

源
の
多
様
化
な
ど
、
自
ら
の
強
み
を
活
か

し
た
収
益
力
強
化
に
努
め
て
い
く
こ
と
、

（
2
）
よ
り
き
め
細
か
い
採
算
管
理
を
実

施
し
、
他
金
融
機
関
と
の
競
争
も
踏
ま
え

た
効
率
的
な
店
舗
配
置
や
提
供
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
、（
3
）
業

務
改
革
を
進
め
、
設
備
と
従
業
員
の
適
正

配
置
に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
性
を
向
上
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
金
融
機

関
間
の
合
併
・
統
合
や
連
携
も
、
収
益
性

改
善
の
選
択
肢
の
一
つ
に
な
ろ
う
。
日
本

銀
行
と
し
て
も
、
考
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

等
を
通
じ
て
そ
う
し
た
金
融
機
関
の
動
き

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
と
も
に
、
マ
ク
ロ
プ

ル
ー
デ
ン
ス
の
視
点
か
ら
競
争
環
境
の
変

化
が
金
融
シ
ス
テ
ム
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

い
て
引
き
続
き
注
視
し
て
い
き
た
い
。

金
融
機
関
の
収
益
力
低
下
に
伴
う

潜
在
的
な
脆
弱
性

マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の

視
点
か
ら
み
た
課
題

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
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図表４  金融機関 1 店舗当たりの資金利益と非資金利益
図表４ 金融機関1店舗当たりの資金利益と非資金利益

（資料）OECD、S&P Global Market Intelligence、各社開示資料、日本銀行

0.0
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資金利益(加重平均値) 資金利益(中央値) 非資金利益(加重平均値) 非資金利益(中央値) 

十億円 

グループ1 

規模が小さい金融機関 規模が大きい金融機関 

0.0
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0.2

0.3

日本 米国 欧州 

グループ2 

十億円 

0.0
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0.3

0.4

日本 米国 欧州 

グループ3 

十億円 

0.0

0.2

0.4
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0.8

日本 米国 欧州 

グループ4 

十億円 

図表 5  企業数と金融機関店舗数

（資料）OECD、S&P Global 
Market Intelligence、各社開
示資料、日本銀行

（注）1. 2015 年時点。
　　  2.  店舗の過剰度合いについては、FSR（2017 年

10 月号 BOX1）を参照。
       3.  大阪府と神奈川県、愛知県内の政令指定都市は、

行政区単位で推計。
（資料）国土交通省

企業数の変化（2004 → 2014 年の変化率、％） 金融機関店舗数の変化（2005 → 2015 年、店）

（注） 2015 年と 2005 年の金融機関店舗数（右
図）はそれぞれ、同年の情報が掲載され
ている「2016 年版 日本金融名鑑」と

「2006 年版 日本金融名鑑」による。
（資料） 国土交通省、総務省、日本金融通信社

図表 6  市区町村単位でみた金融機関店舗数の過剰度合い
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デ
ジ
タ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
国
際
会
議
を
開
催

▼
決
済
機
構
局
で
は
、
十
月
四
日
か

ら
五
日
に
か
け
て
、
国
際
決
済
銀
行

（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
と
の
共
催
で
「
Ｃ
Ｐ
Ｍ

Ｉ
（
注
） W

orkshop on D
igital 

Innovations : M
oney in the 

D
igital A

ge 

」
と
題
す
る
金
融
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
国
際
会
議

を
開
催
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
主

要
先
進
国
の
ほ
か
ア
ジ
ア
・
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
を
含
む
約
二
五
カ
国
か
ら

五
〇
名
以
上
に
上
り
ま
し
た
。

▼
会
議
の
冒
頭
、
黒
田
東は

る
ひ
こ彦

総
裁
が

挨
拶
を
行
い
、
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
経
済
厚
生
の
向
上
に
つ
な
げ
て

い
く
た
め
に
、
金
融
機
関
や
Ｉ
Ｔ
企

業
、
公
的
部
門
な
ど
、
多
様
な
主
体

が
協
力
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
な

ど
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

黒
田
総
裁
の
挨
拶
は
、
日
銀
Ｈ
Ｐ

の
「
決
済
・
市
場
」
→
「
決
済
・
市

場
に
関
連
す
る
講
演
・
挨
拶
等
の
一

覧
」の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
は

じ
め
と
す
る
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
社
会
に
与
え
得
る
イ
ン
パ
ク
ト
や

課
題
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
、
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
中
で
は
、
日
本
銀
行
と
欧
州
中
央

銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
が
共
同
で
行
っ
て

い
る
分
散
型
台
帳
技
術
に
関
す
る

調
査
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ス
テ
ラ

（P
roject S

tella

）」
の
内
容
も

紹
介
さ
れ
ま
し
た
（
日
銀
Ｈ
Ｐ
で
も

九
月
六
日
に
報
告
書
を
公
表
し
て
い

ま
す
）。
ま
た
、
初
日
に
は
、
中
央

銀
行
に
加
え
学
界
や
民
間
セ
ク
タ
ー

の
参
加
者
か
ら
も
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
デ
ジ
タ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

巡
っ
て
は
、
各
国
中
央
銀
行
に
お
け

る
取
り
組
み
や
国
際
的
な
議
論
が
ま

す
ま
す
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
日
本

銀
行
と
し
て
も
、
引
き
続
き
こ
う
し

た
議
論
に
積
極
的
に
貢
献
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

冒頭、挨拶をする黒田総裁（撮影：野瀬勝一）

（ 

注
）
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｉ
は
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
傘
下
の
決

済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
委
員
会（C

om
m

ittee 
o

n
 P

a
y

m
e

n
ts

 a
n

d
 M

a
rk

e
t 

Infrastructures

）。
決
済
・
市
場
イ
ン
フ

ラ
分
野
に
お
い
て
、
中
央
銀
行
間
の
協

調
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な

基
準
設
定
を
行
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
。

日
本
銀
行
も
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
ま

す
。

プロジェクト・ステラに関するプレゼンテーションの模様

国際的な議論をリードする山岡局長（左）と小早川参事役（右）
（撮影：野瀬勝一）

会合の様子（撮影：野瀬勝一）



NICHIGIN 2017 NO.5233

ト ピ ッ ク ス

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は

特
別
展
を
開
催
中

▼
旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は
特

別
展
「
た
て
も
の
い
ろ
い
ろ　

―
お

札
に
描
か
れ
た
建
物
・
建
築
家
―
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

建
築
家
・
辰
野
金
吾
や
長
野
宇
平

治
ら
の
設
計
に
よ
る
建
物
が
魅
力
の

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
。
そ
の
館

内
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
建
物
が
描
か
れ

た
世
界
各
国
の
紙
幣
約
九
〇
点
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
エ
ッ
フ
ェ
ル

（
一
八
三
二
～
一
九
二
三
）
と
エ
ッ

フ
ェ
ル
塔
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
よ
う
に

建
築
家
と
そ
の
建
築
家
の
設
計
し
た

建
物
が
描
か
れ
た
紙
幣
、
ピ
サ
の
斜

塔（
イ
タ
リ
ア
）や
万
里
の
長
城（
中

国
）
な
ど
世
界
遺
産
の
建
物
が
描
か

れ
た
紙
幣
、
議
会
の
建
物
が
描
か
れ

た
紙
幣
な
ど
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な

建
築
デ
ザ
イ
ン
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

　

ま
た
、
現
在
一
九
カ
国
で
使
わ

れ
て
い
る
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
紙
幣

は
、
域
内
で
共
通
に
使
わ
れ
る
た

め
、
特
定
の
国
の
建
物
は
避
け
、
欧

州
の
時
代
と
様
式
を
テ
ー
マ
と
し
た

架
空
の
建
築
物
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て

い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代

の
古
典
期
か
ら
、
ゴ
シ
ッ
ク
、
ル
ネ

サ
ン
ス
や
現
代
ま
で
の
各
時
代
を
代

表
す
る
建
築
様
式
を
取
り
入
れ
た

窓
、
橋
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
か
ら
発
行
さ
れ
は
じ
め

た
新
シ
リ
ー
ズ
も
展
示
し
て
い
ま

す
。
現
実
に
は
存
在
し
な
い
建
築
物

の
デ
ザ
イ
ン
を
見
な
が
ら
、
各
国
の

実
在
す
る
建
物
を
思
い
浮
か
べ
て
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

特
別
展
開
催
期
間
中
、
二
〇
一
八

年
二
月
九
日
（
金
）
～
十
八
日
（
日
）

ま
で
、
小
樽
市
内
で
は
地
元
イ
ベ
ン

ト
「
小
樽
雪
あ
か
り
の
路み

ち

」
が
開
催

さ
れ
ま
す
。
こ
の
期
間
は
金
融
資
料

館
す
ぐ
そ
ば
の
北
海
道
の
開
拓
を
支

え
た
鉄
道
跡
（
旧
手
宮
線
）
や
小
樽

運
河
な
ど
を
中
心
に
、
市
内
各
所
で

夕
暮
れ
時
か
ら
ろ
う
そ
く
に
あ
か
り

が
灯
さ
れ
ま
す
。
降
り
積
も
っ
た
雪

が
あ
か
り
に
照
ら
さ
れ
広
が
る
幻
想

的
な
風
景
と
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る

金
融
資
料
館
の
た
た
ず
ま
い
も
見
ど

こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

　

金
融
資
料
館
で
も
、
二
〇
一
八
年

二
月
九
日
（
金
）
～
十
一
日
（
日
）、

十
七
日
（
土
）
の
四
日
間
は
開
館
時

間
を
午
後
七
時
ま
で
延
長
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

【
入
館
料
】
無
料

【
休
館
日
】
水
曜
日
、
年
末
年
始

　

 （
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
九
日

（
金
）～
二
〇
一
八
年
一
月
五
日（
金
））

雪景色の金融資料館

二
〇
一
八
年
二
月
二
十
日（
火
）ま
で
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【
開
館
時
間
】

　

午
前
十
時
～
午
後
五
時

【
開
館
時
間
延
長
日
】

　

 
二
〇
一
八
年
二
月
九
日
（
金
）
～

十
一
日
（
日
）、
十
七
日
（
土
）
は

午
後
七
時
ま
で
開
館
し
ま
す
。

※ 

最
新
の
情
報
は
金
融
資
料
館
Ｈ
Ｐ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
所
在
地
】

　

 

北
海
道
小
樽
市
色
内
一―
一
一―
一
六

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

 

金
融
資
料
館

　

 

〇
一
三
四
―
二
一
―
一
一
一
一

■日本銀行の宮野谷理事は、点描画の創作に取り組
んでおり、11 月下旬に上野・東京都美術館で開催さ
れた美術展に作品を出展しました。私もこっそりと
観賞に訪れましたが、なんとそれは、「伊根の舟屋群」
というタイトルの優しい静寂が伝わってくる美しい
作品でした。本号の地域の底力は「海の京都」丹後
地方、その扉ページの写真は伊根町・舟屋群の夜景
です。この偶然の一致に驚きました。理事によると、
大阪支店長時代にこの美しい風景に出会い「日本の
原風景が地元の人々の努力により維持されているこ
とに感銘を受けた」とのこと。今回の地域の底力では、
さらに新展開する丹後地方の今をお届けします。さ
て、本誌 2006 年第 5 号から始まった「地域の底力」
について、2016 年第 48 号までを取りまとめ「にち
ぎん別冊　地域の底力」を 11 月下旬に発刊しました。
印刷部数に限りがあるため、全国の地方自治体や図
書館等にお送りして皆様の閲覧に供することにしま
した。この 10 年超の地方創生の進化を、ミクロベー
スで振り返ることにお役に立てれば幸いです。（鶴海）

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

ブルックリンなどイーストリバーを挟んだ近隣地区

を結び、ニューヨーク市の地下の大動脈となってい

るのがメトロ（地下鉄）です。1904 年の開業以来、

幾度となく延長されてきた線路は全長 662 マイル

（約 1065km。営業キロ（注）は約 374km）に及びま

す。その上を日々 6000 超の車両が甲高い金属音を

立てながら 24 時間忙しく往来しています。開業当

初 5 セントだった初乗り運賃は 1948 年まで据え置

かれた後、合計 17 回もの値上げを経て現在は 2.75

ドルになりました。ただ、どこまで乗っても同一運

賃というのは今も昔も変わりません。

　多様なバックグラウンドを背負った人々が行き交

う国際都市の発展を見守ってきたメトロでしたが、

from  New York

＊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。

R62 地下鉄電車（写真提供：川崎重工業株式会社）

宇田川氏デザインの R143 地下鉄電車の車内

ニューヨークの地下鉄に日本の技・心遣いあり

1970 ～ 80 年代は不景気から街の治安が著しく悪化

し、駅構内や車内でも犯罪がまかり通ってしまう危

険な公共交通機関となっていました。その後メトロ

の治安は大きく改善しましたが、それには日本の技

が貢献してきたことをご存じでしょうか。

　当時、メトロ関係者を悩ませていた問題の一つが、

車両のあちこちにあふれていたグラフィティと呼ば

れる派手な落書きであり、いろいろな犯罪を助長す

るものと考えられていました。そこに登場したのが

川崎重工業株式会社の車両「R62」です。車体の内

外がステンレスで覆われていることから、落書きの

除去を容易に行えるようになりました。また、空間

デザインの力で犯罪抑止に貢献したとされるのが、

日本人工業デザイナー・宇田川信
まさみち

学氏です。同氏が

デザインした車両に足を踏み入れると、車内が白昼

のように明るく、広々と感じられる等の工夫が施さ

れています。もしこうした日本の技がなかったなら

ば、メトロは違う道を歩んでいたのかもしれません。

　今日も眠らぬ街ニューヨークでは、利用者の安全

を願う気持ちの込められた車両が、喜怒哀楽をそれ

ぞれに抱えた何百万人もの人生を運んでいます。

 （日本銀行ニューヨーク事務所）

注：営業キロとは営業区間の距離をキロメートル単位で示したもの。
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