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絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

東
洋
英
和
女
学
院
大
学
に
「
花
子
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
い
う
奨
学
金
制
度
が
で
き
た
。
返
済
義
務
の
な
い

給
付
型
奨
学
金
で
、
何
ら
か
の
理
由
で
両
親
と
別
れ
、

児
童
養
護
施
設
で
育
っ
た
子
ど
も
に
大
学
教
育
の
道

を
開
く
独
自
の
取
り
組
み
で
あ
る
。

　
「
花
子
」
と
い
う
の
は
『
赤
毛
の
ア
ン
』
や
『
フ

ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
な
ど
の
英
米
文
学
の
翻
訳
者
で

あ
る
祖
母
の
村
岡
花
子
の
名
に
ち
な
む
。
教
育
の
機

会
が
均
等
で
は
な
か
っ
た
明
治
期
、
し
が
な
い
茶
商

人
の
娘
に
生
ま
れ
た
花
子
は
一
〇
歳
の
時
に
本
校
に

奨
学
生
と
し
て
編
入
し
た
。
こ
こ
で
受
け
た
教
育
が

花
子
に
後
の
時
代
を
生
き
抜
く
翼
を
与
え
た
の
だ

が
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
余
年
、
由
縁
あ
る
こ
の
大
学

で
新
た
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
背
景
に

は
、
少
子
高
齢
化
の
今
の
日
本
で
、
七
人
に
一
人
の

子
ど
も
が
貧
困
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
由
々

し
き
実
態
が
あ
る
。

　

基
礎
的
な
学
力
や
積
極
性
、
心
身
の
健
康
な
ど
、

諸
要
件
を
充
た
し
、
施
設
長
や
高
校
の
推
薦
と
面
接

試
験
を
経
て
奨
学
生
と
な
っ
た
学
生
に
は
、
入
学
金

と
四
年
間
の
学
費
が
免
除
、
そ
の
上
必
要
な
ら
ば
月

五
万
円
の
住
宅
費
補
助
が
支
給
さ
れ
る
。
本
人
自
ら

話
さ
な
い
限
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
さ
れ
る
。

　

当
然
な
の
だ
が
、
現
代
の
花
子
さ
ん
た
ち
は
、
見

た
目
に
は
普
通
の
女
子
大
生
と
少
し
も
変
わ
ら
な

い
。
ス
マ
ホ
を
使
い
こ
な
し
、
今
ど
き
の
身
な
り
で

流
行
語
を
話
す
。
彼
女
ら
が
部
活
の
上
下
関
係
に
悩

ん
で
い
た
り
、
必
修
の
単
位
を
落
と
し
た
り
、
の
び

の
び
と
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
る
様
子
を
聞
く
と

ほ
っ
と
す
る
。

　

し
か
し
、
今
の
貧
困
の
問
題
点
は
、
そ
れ
が
目
に

見
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
時
折
、
教

授
の
研
究
室
に
来
て
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
一
箱

分
、
号
泣
す
る
そ
う
だ
。

　

一
般
的
な
家
庭
の
子
ど
も
が
難
な
く
得
る
人
と
の

つ
な
が
り
や
経
験
を
、
彼
女
た
ち
は
貧
し
さ
ゆ
え
に

経
験
で
き
ず
に
育
っ
た
。
た
と
え
ば
家
族
旅
行
や
塾

や
習
い
事
。こ
れ
ら
は
無
く
て
も
生
き
て
い
け
る
が
、

友
人
の
中
で
自
分
だ
け
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

ど
ん
な
に
か
寂
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
え
ば
祖
母
の
随
筆
に
も
、
女
学
校
時
代
、

友
人
に
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
買
え
な
い
自
分

が
み
じ
め
で
寄
宿
舎
で
ひ
と
り
泣
い
た
と
い
う
の
が

あ
っ
た
。
幼
少
期
に
孤
児
院
で
育
っ
た
赤
毛
の
ア
ン

も
、
友
人
た
ち
が
着
て
い
る
美
し
い
ふ
く
ら
ん
だ
袖

の
ド
レ
ス
に
憧
れ
た
。
現
代
の
花
子
さ
ん
な
ら
成
人

式
の
振
り
袖
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー

ツ
も
必
要
だ
ろ
う
。
社
会
人
に
な
る
前
に
、
ム
ダ
の

よ
う
で
決
し
て
ム
ダ
で
は
な
い
、
き
ら
き
ら
輝
く
時

間
を
友
人
た
ち
と
た
く
さ
ん
共
有
し
て
ほ
し
い
と
思

う
。
た
と
え
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
青
春
時
代
は

人
生
で
一
番
美
し
い
季
節
だ
か
ら
。

　

そ
の
た
め
に
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

むらおか・えり●作家。1967 年生まれ。成城大
学文芸学部卒。著書『アンのゆりかご　村岡花子
の生涯』（新潮文庫）が、2014 年前期 NHK 連続
テレビ小説「花子とアン」の原案となる。このほ
か、『アンを抱きしめて』（絵・わたせせいぞう /
NHK 出版）など。編著に『村岡花子と赤毛のア
ンの世界』（河出書房新社）などがある。2019 年
夏、作詞家岩谷時子の評伝小説を刊行予定。

村岡恵理

がんばれ、花子さん！
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「この辺りの者でござる」と名乗る狂言の精神

地域の底力—— 奈良県桜井市
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雨宮正佳 日本銀行副総裁 
「人の営み」を映し出す経済から小説は生まれる

貨幣の世界—— 最終回［形 その7］

現代の貨幣—国もいろいろ形もいろいろ—（5）

FOCUS → BOJ ● 日本銀行総務人事局 日本銀行におけるダイバーシティ推進の取り組み

すべての職員が能力を最大限に発揮できる組織を目指して
日本銀行のレポートから

「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）—2019 年1 月—

「地域経済報告」（さくらレポート）—2019 年1月—
別冊「人手不足のもとでの賃金動向と
        新たな給与体系の構築に向けた取り組み」—2018年12月—

トピックス
長崎支店は開設 70周年を迎えました ほか

AIR MAIL from Frankfurt
変化と伝統のフランクフルト

2

4

9

16

20

24

28

30

36

39

　
日
本
銀
行
松
山
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
一
七
番

目
、
四
国
で
最
初
の
支
店
と
し
て
、
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
初
代
店
舗
は
、
辰
野
金
吾
博
士
の
高
弟
・
長
野

宇
平
治
氏
の
設
計
に
よ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
風
の

建
物
で
し
た
。
戦
時
中
は
、
防
空
対
策
と
し
て
、

白
亜
の
建
物
全
体
に
伊
予
絣か

す
り

の
廃
液
を
流
し
か

け
藍
色
の
迷
彩
を
施
し
ま
し
た
。
幸
い
空
襲
に
よ

る
延
焼
を
免
れ
、
地
域
の
金
融
経
済
活
動
を
支
え

る
た
め
業
務
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
表
紙
の
現
店
舗
は
、
初
代
店
舗
の
老
朽
化
な
ど

に
伴
い
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
二
月
に

建
て
替
え
ら
れ
た
二
代
目
で
す
。
市
民
か
ら
長
く

親
し
ま
れ
て
き
た
初
代
店
舗
は
保
存
を
望
む
声
も

強
く
、
解
体
前
の
一
般
公
開
時
に
は
多
数
の
見
学

者
が
訪
れ
、
名
残
を
惜
し
み
ま
し
た
。

　
現
店
舗
の
営
業
場
に
は
、
初
代
店
舗
の
格
子
形

の
天
井
を
模
し
た
照
明
器
具
を
設
置
し
た
ほ
か
、

ロ
ビ
ー
上
部
に
初
代
店
舗
の
持
ち
送
り
金
物
（
壁

や
柱
か
ら
突
出
さ
せ
て
梁
な
ど
を
支
え
る
部
材
）

を
再
利
用
す
る
な
ど
、
初
代
店
舗
の
記
憶
が
継
承

さ
れ
て
い
ま
す
。
松
山
支
店
は
こ
れ
か
ら
も
松
山

の
街
と
と
も
に
歩
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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INTERVIEW

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

谷
山  

實

M
ansai N

om
ura

野
村
萬
斎

狂
言
師

　

室
町
時
代
か
ら
続
く
伝
統
芸
能
、
狂
言
。
そ
の
核
心
は
「
こ
の
辺
り
の
者
で
ご

ざ
る
」
と
い
う
名
乗
り
の
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
る
と
、狂
言
師・野
村
萬
斎
氏
は
言
う
。

決
し
て
敷
居
の
高
い
も
の
で
も
、
過
去
の
も
の
で
も
な
い
狂
言
の
魅
力
を
、
と
き

に
能
や
歌
舞
伎
と
比
べ
な
が
ら
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
狂
言
師
が
幼
い
こ
ろ
か
ら

身
に
つ
け
て
い
く
「
型
」
に
関
す
る
お
話
は
、
教
育
の
本
質
に
も
通
じ
て
い
る
。
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―
― 

狂
言
は
室
町
時
代
か
ら
六
〇
〇

年
以
上
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
な
古
典
芸
能
で
し
ょ
う
か
。

萬
斎　

簡
単
に
言
え
ば
日
本
古
来
の

喜
劇
で
す
。
狂
言
は
「
こ
の
辺
り
の

者
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
セ
リ
フ
で
登

場
人
物
が
自
己
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
能
で
は
文
学
の
中

の
有
名
人
（
光
源
氏
や
在あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

原
業
平
）

な
ど
が
登
場
し
ま
す
が
、
狂
言
に
は

特
定
の
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
は
出

て
き
ま
せ
ん
。
い
つ
の
時
代
の
ど
こ

に
で
も
い
る
市
井
の
人
々
が
「
い
ま
、

こ
の
と
き
、
こ
こ
に
い
る
者
」
と
し

て
登
場
し
ま
す
。
見
栄
を
張
っ
て
失

敗
す
る
偉
い
大
名
と
か
、
主
人
よ
り

頭
が
冴
え
て
い
る
召
使
い
（
太た

郎ろ
う

冠か

者じ
ゃ

）、
男
よ
り
も
パ
ワ
フ
ル
な
「
わ
わ

し
い
女
」
な
ど
、
ど
こ
に
で
も
い
そ

う
で
親
し
み
あ
る
人
物
が
狂
言
で
は

活
躍
す
る
。
身
分
や
地
位
に
左
右
さ

れ
ず
、
人
間
を
フ
ラ
ッ
ト
に
見
て
い

こ
う
と
い
う
精
神
を
も
っ
た
喜
劇
だ

と
思
い
ま
す
。

　
「
こ
の
辺
り
」
に
は
、
舞
台
辺
り
、

そ
の
場
で
見
て
い
る
お
客
様
も
含
ま

れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意

味
で
言
う
と
、
狂
言
は
ど
の
時
代
の

ど
の
国
で
も
通
じ
る
普
遍
性
も
あ
り

ま
す
。
昨
年
八
月
に
北
京
で
、
九
月

に
は
パ
リ
で
も
公
演
し
ま
し
た
が
、

そ
の
た
び
に
「
こ
の
辺
り
の
者
で
ご

ざ
る
」
と
い
う
は
じ
ま
り
で
私
は
登

場
し
ま
し
た
。「
東
京
か
ら
来
た
じ
ゃ

な
い
か
」
と
突
っ
込
ま
れ
そ
う
で
す

が
、
名
も
名
乗
ら
ず
、
昔
か
ら
北
京

や
パ
リ
に
住
ん
で
い
る
よ
う
に
始
め

る
。狂
言
は
、古
典
芸
能
と
言
っ
て
も
、

「
こ
の
辺
り
の
者
で
ご
ざ
る
」と

名
乗
る
狂
言
の
精
神

ま
さ
に「
今
」を
演
じ
て
い
る
ん
で
す
。

―
― 

狂
言
に
は
福
神
や
鬼
と
い
っ
た

人
間
以
外
の
存
在
、
あ
る
い
は
猿
や

狐
な
ど
の
動
物
も
出
て
き
ま
す
。
狐

が
人
間
に
化
け
る
曲
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
内
容

は
海
外
で
通
じ
る
で
し
ょ
う
か
。

萬
斎　
『
キ
ャ
ッ
ツ
』
や
『
ラ
イ
オ

ン
キ
ン
グ
』
な
ど
擬
人
化
し
た
動

物
に
よ
る
劇
は
西
洋
に
も
あ
り
ま

す
か
ら
、
人
間
以
外
の
役
が
出
て
く

る
狂
言
の
曲
も
通
じ
る
と
は
思
い
ま

す
。
た
だ
、
動
物
を
は
じ
め
、
雷
や

茸き
の
こと
い
っ
た
も
の
ま
で
擬
人
化
し
、

全
て
の
も
の
に
人
格
や
存
在
感
を
見

い
だ
す
狂
言
は
、
や
は
り
日
本
的
、

八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
的
な
発
想
が
あ
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
ね
。

　

時
代
を
追
っ
て
見
て
み
る
と
、
狂

言
が
成
立
し
た
中
世
の
頃
は
、
人
間

が
畏い

ふ怖
す
る
対
象
は
数
多
く
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
も
中
世
と
近
世
の
境
で
す

か
ら
、
亡
霊
と
か
魔
女
と
か
、
超
自

然
の
存
在
が
出
て
き
ま
す
し
、
い
ろ

い
ろ
な
宗
教
も
中
世
に
最
も
信
仰
を

集
め
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
代

で
は
、
科
学
の
発
達
で
「
目
に
見
え

な
い
力
」
が
ど
ん
ど
ん
解
明
さ
れ
、

人
間
が
超
自
然
的
な
存
在
に
な
り
か

わ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う

ん
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
狂
言
は
、

超
自
然
的
な
存
在
を
畏
怖
す
る
精
神

が
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
言

え
る
と
思
い
ま
す
。

―
― 

狂
言
と
能
は
合
わ
せ
て
能の

う
が
く楽

と

呼
ば
れ
ま
す
が
、
狂
言
と
能
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

萬
斎　

能
が
料
理
と
す
れ
ば
狂
言
は

ワ
イ
ン
み
た
い
な
も
の
と
で
も
言
っ

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
能
は
二
時

間
近
い
歌
舞
劇
―
―
重
厚
な
デ
ィ
ッ

シ
ュ
の
趣
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
能
と

能
の
間
に
演
じ
る
狂
言
は
、
二
、三
十

分
で
重
い
も
の
を
パ
ッ
と
吹
っ
飛
ば

す
よ
う
な
軽
妙
な
笑
い
の
世
界
。
お

口
直
し
を
し
た
い
お
客
様
の
た
め
の

芸
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
最
近
で
は
こ
の
お
口
直
し
の
ワ

イ
ン
を
メ
イ
ン
と
し
て
楽
し
む
よ
う

ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
く
市し

井せ
い
の
人
々
が
活
躍
す
る
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「
型
」を
使
っ
て
演
じ
、想
像
力
に
働
き
か
け
る

―
― 

狂
言
は
能
や
歌
舞
伎
の
よ
う

に
役
者
に
分
業
が
な
く
、
女
役
か
ら

太
郎
冠
者
・
大
名
、
僧
侶
、
動
物
、

昆
虫
ま
で
全
て
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
演
じ
分
け
る
た
め
の
型
み
た

い
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
。

萬
斎　

あ
り
ま
す
。
狂
言
師
は
師
匠

か
ら
「
型
」
を
植
え
付
け
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
を
使
う
こ
と
で
日
常
か
ら

離
れ
ら
れ
る
。
バ
レ
エ
や
武
道
で
も

構
え
と
い
う
「
型
」
を
使
っ
た
と
た

ん
、
非
日
常
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
神

経
を
ど
こ
か
に
集
め
る
と
か
、
あ
る

種
、
不
自
然
な
身
体
に
な
る
こ
と
が

人
間
で
な
く
な
る
と
い
う
瞬
間
で
も

あ
る
。

　

で
も
狂
言
の
「
型
」
と
は
何
か
と

問
わ
れ
る
と
説
明
に
困
る
ん
で
す
。

狂
言
に
お
け
る
立
ち
方
は
「
構
エ
」

と
呼
ば
れ
る
「
型
」
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
他
に
歩
き
方
や
声
の
出
し
方
は

も
ち
ろ
ん
、
物
の
考
え
方
に
も
「
型
」

み
た
い
な
も
の
が
あ
る
。
能
・
狂
言

に
は「
序じ
ょ
破は

急き
ゅ
う」と
い
う
言
葉
も
あ
っ

て
、
内
在
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
徐
々

に
発
散
し
な
が
ら
、
手
の
動
き
や
摺す

り
足
に
変
化
や
強
弱
を
つ
け
ま
す
。

こ
れ
も
「
型
」
を
す
る
た
め
の
一
つ

の
概
念
と
言
え
ま
す
。

―
― 

先
人
た
ち
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き

た
「
型
」
が
、
時
代
と
と
も
に
変
わ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

萬
斎　
「
構
エ
」
や
摺
り
足
の
「
運

ビ
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
「
型
」
は

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
演
出
的
な
ス
ピ
ー
ド

感
、
緩
急
・
強
弱
の
付
け
方
は
昔
よ

り
大
き
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
「
型
」
と
言
っ
て
も
、
誰
も
彼
も

そ
れ
に
は
め
込
ん
で
金
太
郎
飴
の
よ

う
に
同
じ
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
作
る
、
と

い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば「
構

エ
」
も
師
匠
が
教
え
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
弟
子
に
は
前
重
心
の
人

も
い
れ
ば
、
後
ろ
重
心
の
人
も
い
る

わ
け
で
す
。
野
球
で
言
え
ば
、
松
井

秀
喜
選
手
は
後
ろ
重
心
だ
か
ら
球
を

懐
ま
で
呼
び
込
ん
で
振
り
抜
け
ま
す

が
、
前
重
心
の
イ
チ
ロ
ー
選
手
に
は

そ
れ
は
む
ず
か
し
い
。
他
方
、
イ
チ

ロ
ー
選
手
は
球
を
当
て
て
か
ら
す
ぐ

走
り
出
せ
ま
す
が
、
後
ろ
重
心
の
人

は
ス
イ
ン
グ
し
た
後
す
ぐ
に
は
走
れ

ま
せ
ん
。
重
心
だ
け
で
は
な
く
、
手

足
の
寸
法
な
ど
も
一
人
一
人
違
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
狂
言
で
弟
子
が
師
匠

と
同
じ
角
度
で
関
節
を
曲
げ
た
り
し

て
も
安
定
し
た
「
構
エ
」
を
身
に
つ

け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
で
は
、

師
匠
の
何
を
ま
ね
る
の
か
。
全
体
的

な
佇た
た
ずま
い
を
弟
子
が
解
釈
し
、
ま
ね

を
し
て
構
え
る
の
で
す
。
そ
の
意
味

で
「
型
」
と
い
う
の
は
個
人
に
寄
せ

に
、
狂
言
だ
け
の
会
も
多
く
開
か
れ

て
い
ま
す
。
実
際
、
私
も
全
国
各
地

で
狂
言
の
会
を
開
い
て
い
ま
す
。

―
― 

狂
言
は
歌
舞
伎
の
よ
う
な
長
期

公
演
で
は
な
く
、
一
日
限
り
の
上
演

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

萬
斎　

狂
言
は
一
期
一
会
で
演
じ
て

見
せ
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す

と
、
昔
、
誰
に
対
し
て
演
じ
て
い
た

か
と
い
え
ば
、
私
が
属
す
る
野
村
家

の
場
合
、
江
戸
期
に
加
賀
・
前
田
藩

の
お
抱
え
で
し
た
か
ら
、
基
本
的
に

は
殿
様
に
見
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
聴
衆
の
娯
楽
も
兼
ね
て
勧か
ん

進じ
ん

能の
う

（
社
寺
建
立
等
の
目
的
で
寄
付

を
募
る
た
め
に
催
さ
れ
た
興
行
能
）

を
演
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
当
然

あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
武
士
に

支
え
ら
れ
て
き
た
芸
能
が
狂
言
な
ん

で
す
。
一
方
で
歌
舞
伎
は
元
禄
の
商

業
が
花
開
い
た
と
き
の
「
も
う
か
る

商
業
演
劇
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
長

期
公
演
の
根
本
に
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

―
― 

確
か
に
、
一
度
稽
古
し
た
演
目

で
長
期
公
演
す
れ
ば
効
率
的
に
稼
げ

ま
す
。
歌
舞
伎
に
は
商
人
の
考
え
方

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

萬
斎　

歌
舞
伎
は
大
掛
か
り
に
セ
ッ

ト
も
し
つ
ら
え
、
そ
う
し
た
セ
ッ
ト

も
含
め
て
非
日
常
感
を
演
出
し
、
お

客
様
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。
翻
っ
て
狂

言
の
能
舞
台
は
、
大
き
な
セ
ッ
ト
も
、

照
明
や
音
響
の
効
果
も
な
い
。
狂
言

師
と
衣
装
さ
え
あ
れ
ば
で
き
る
裸
舞

台
、
ト
ラ
ン
ク
一
つ
に
衣
装
を
詰
め

れ
ば
ど
こ
に
行
っ
て
も
公
演
が
で

き
る
ト
ラ
ン
ク
シ
ア
タ
ー
で
す
。
狂

言
は
狂
言
師
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
所

作
な
ど
を
非
日
常
感
と
し
て
お
客
様

に
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
も
の
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
狂
言
で
は
大
が
か

り
な
舞
台
が
な
く
て
も
で
き
ま
す
か

ら
、
私
は
食
い
詰
め
た
と
き
は
ス
ト

リ
ー
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
や
れ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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のむら・まんさい● 1966 年東京生まれ。東京藝術大学音楽学
部卒業。狂言師。重要無形文化財総合指定者。祖父・故六世野
村万蔵および父・二世野村万作に師事し、3 歳の時に『靭

うつぼ

猿
ざる

』
で初舞台を踏む。94 年、二世野村萬斎を襲名。国内外で多数
の狂言・能公演に参加する一方、現代演劇や映画・テレビドラ
マの主演、古典の技法を駆使した作品の演出、NHK 教育テレ
ビへの出演など幅広く活躍。94 年に文化庁芸術家在外研修制
度により英国留学。文化庁芸術祭演劇部門新人賞、紀伊國屋演
劇賞など受賞多数。安

あべのせいめい

倍晴明役で主演した映画『陰
おんみょうじ

陽師』でも
各賞受賞。87 年から「狂言ござる乃座」を主宰し、2002 年
より世田谷パブリックシアター芸術監督。01 年～ 02 年には
中央教育審議会初等中等教育分科会臨時委員も務めた。2020
年東京五輪・パラリンピックの開閉会式の演出を総合統括する
チーフ・エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクターを務
める。主な著書に『狂言サイボーグ』（文春文庫）、『野村萬斎 
What is 狂言？ 改訂版』（檜書店）などがある。

狂
言
の
精
神
を
世
界
の
舞
台
へ

る
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

―
― 

狂
言
は
裸
舞
台
で
演
者
自
身
の

「
型
」
の
連
続
で
表
現
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。
セ
リ
フ
と
謡
う
た
い

が
あ
る
も

の
の
、
言
葉
の
直
接
的
な
説
明
は
な

く
、
観
る
人
は
想
像
力
を
働
か
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

萬
斎　

言
葉
で
説
明
す
る
と
言
葉
に

―
― 

野
村
さ
ん
は
東
京
五
輪
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
閉
会
式
の
演
出
の

総
合
統
括
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
狂
言
の
精
神
を
ど
う
演
出
に

生
か
そ
う
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

萬
斎　

開
閉
会
式
の
総
合
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
チ
ー
ム
に
は
八
人
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
集
め
ら

れ
、
そ
の
中
で
私
が
リ
ー
ダ
ー
役
を

と
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
お
客
様
の
想
像
力
に
任
せ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
お
客
様

に
楽
し
む
「
余
白
」
が
あ
る
と
い
う

言
い
方
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
狂

言
と
は
、
そ
の
余
白
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
く
芸
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
狂
言

の
「
こ
の
辺
り
の
者
で
ご
ざ
る
」
の

精
神
が
、
世
界
に
普
遍
的
な
も
の
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
面
が

あ
り
ま
す
。

　

開
閉
会
式
の
演
出
に
お
い
て
は
、

「
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
」
と
い
う
解
説
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
を

な
る
べ
く
入
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
観
客
の
イ

メ
ー
ジ
に
訴
え
て
感
じ
て
も
ら
う
ほ

う
が
い
い
か
な
と
。言
葉
が
多
い
と
、

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
の

言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か

ら
。
確
か
に
、
同
じ
文
化
圏
に
い
る

人
で
な
け
れ
ば
、
違
う
文
脈
に
と
ら

れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
気
に
し
す
ぎ
る
よ
り
も
、
言
葉
を

少
な
く
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た

余
白
に
訴
え
る
ほ
う
が
、
見
る
方
々

の
世
界
観
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

　

五
輪
は
平
和
と
ス
ポ
ー
ツ
の
祭

典
。
そ
れ
を
狂
言
の
精
神
で
フ
ラ
ッ

ト
に
全
体
を
俯ふ

瞰か
ん

す
る
。
ど
ん
な
に

偉
く
て
も
強
く
て
も
、
一
人
一
人
は

小
さ
な
存
在
で
す
。
そ
れ
を
認
め
つ

つ
、
今
回
、
世
界
中
の
ア
ス
リ
ー
ト

が
東
京
に
集
い
、
正
々
堂
々
と
公
平

に
競
い
合
う
。
そ
う
い
う
場
に
ふ
さ

わ
し
い
演
出
に
貢
献
で
き
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
型
」を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば

表
現
も
個
性
も
生
ま
れ
な
い

―
― 

狂
言
に
と
ど
ま
ら
ず
、
演
劇
、

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
映
画
と
あ
ら
ゆ
る

ジ
ャ
ン
ル
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
映
画
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』
で

ゴ
ジ
ラ
役
を
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ

チ
ャ
ー
（
人
間
な
ど
の
動
き
を
測
定

し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
取
り
込
む

技
法
）
で
演
じ
ら
れ
た
と
知
っ
て
驚

き
ま
し
た
。

萬
斎　
『
の
ぼ
う
の
城
』
と
い
う
私

が
主
演
し
た
映
画
の
共
同
監
督
で
あ

る
樋
口
真し
ん

嗣じ

監
督
が
、『
シ
ン
・
ゴ

ジ
ラ
』
も
撮
る
こ
と
に
な
っ
た
ん

で
す
ね
。「
シ
ン
」
と
は
「
神
」
で
、

ゴ
ジ
ラ
を
人
間
を
超
え
る
存
在
で
あ

る
よ
う
に
描
き
た
い
と
。
私
の
身
体

性
、
非
日
常
性
を
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

プ
チ
ャ
ー
で
ま
さ
し
く
写
し
た
と
い
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う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
狂
言

師
で
あ
る
私
は
非
日
常
に
入
れ
る

「
構
エ
」
な
ど
の
「
型
」
を
持
っ
て

い
る
し
、「
運
ビ
」
で
水
平
移
動
す

れ
ば
人
間
と
は
違
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

感
じ
さ
せ
る
歩
き
方
に
な
っ
た
り
す

る
か
ら
で
す
。

　

ゴ
ジ
ラ
が
出
て
く
る
映
画
は
日
本

で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
作
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
ゴ
ジ
ラ
の
捉
え
方
は
全
然
違

い
ま
す
。
日
本
人
の
感
性
で
は
ゴ
ジ

ラ
を
ど
こ
か
で
人
間
の
よ
う
に
見
て

い
ま
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
版
は
ゴ
ジ
ラ

を
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い

の
延
長
み
た
い
に
描
い

て
、
人
間
味
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

私
が
ゴ
ジ
ラ
役
で
思
い
描
い
た
の
は

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

狂
言
の
様
式
と
人
間
性
―
―
「
型
」

か
ら
非
日
常
に
入
っ
て
日
常
の
劇
を

演
じ
る
と
い
う
二
律
背
反
を
一
遍
に

見
せ
る
こ
と
で
す
。
ゴ
ジ
ラ
は
畏
怖

さ
れ
る
存
在
と
し
て
現
れ
た
も
の

の
、
攻
撃
さ
れ
る
う
ち
に
怒
り
、
恨

み
、
熱
線
を
発
す
る
。
そ
の
と
き
、

体
が
う
ね
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
面

は
能
『
道ど
う

成じ
ょ
う
じ寺
』
で
般は

ん
に
ゃ若
の
面
を
つ

け
た
女
性
が
祈
ら
れ
て
苦
し
む「
型
」

を
応
用
し
ま
し
た
。
ゴ
ジ
ラ
も
擬
人

化
し
た
わ
け
で
す
。

―
― 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
『
に
ほ

ん
ご
で
あ
そ
ぼ
』
な
ど
子
ど
も
向
け

の
教
育
番
組
に
も
出
演
さ
れ
て
い
ま

す
。

萬
斎　

い
ろ
い
ろ
な
文
化
を
残
し
て

い
く
に
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
そ
れ
に

触
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

教
育
番
組
へ
の
出
演
に
よ
っ
て
、
幼

い
こ
ろ
か
ら
狂
言
に
慣
れ
親
し
ん
で

も
ら
う
の
は
、
狂
言
界
に
と
っ
て
の

先
行
投
資
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
狂
言
師
の
教
育
方
法
自
体
、

三
歳
こ
ろ
か
ら
、
師
匠
と
一
対
一
で

向
か
い
合
い
、
意
味
も
わ
か
ら
な
い

ま
ま
「
型
」
の
ま
ね
を
何
度
も
繰
り

返
し
ま
す
。そ
れ
が
大
人
に
な
る
と
、

狂
言
の
世
界
の
教
養
が
身
に
つ
い
て

い
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
、
幸
せ
も

感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
で
す
か
ら
、

私
の
出
演
し
て
い
る
番
組
を
観
て
く

れ
る
お
子
さ
ん
―
―
五
歳
児
く
ら
い

で
は
ま
だ
む
ず
か
し
い
日
本
語
は
わ

か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま

ず
は
言
葉
に
、
そ
し
て
狂
言
に
親
し

ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
狂
言
の
言
葉
に
は
美
し
く
て
面

白
い
日
本
語
が
多
い
で
す
し
、
テ
レ

ビ
に
合
わ
せ
て
口
ず
さ
ん
だ
そ
の
言

葉
の
意
味
を
何
十
年
か
後
に
知
っ
て

「
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
、
子
ど
も
の

こ
ろ
の
思
い
出
も
含
め
て
財
産
に
し

て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

―
― 

狂
言
が
日
本
語
教
育
に
と
っ
て

大
事
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

萬
斎　

以
前
、
文
部
科
学
省
の
中
央

教
育
審
議
会
で
申
し
上
げ
た
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
は
も
と
も

と
表
現
な
ん
て
で
き
な
い
も
の
だ

と
。
知
識
で
教
え
ら
れ
る
も
の
で
も

な
い
し
、
表
現
す
る
た
め
の
機
能
と

い
う
か
、
今
風
に
言
え
ば
ア
プ
リ
を

ま
だ
身
に
つ
け
て
い
な
い
子
ど
も
に

豊
か
な
表
現
を
求
め
て
も
仕
方
が
な

い
。
で
も
表
現
の
機
能
を
自
分
の
中

に
入
れ
る
と
、
お
の
ず
と
表
現
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
古
典
芸

能
を
や
っ
て
き
た
私
の
考
え
な
ん
で

す
。
例
え
ば
私
は
、
狂
言
の
笑
い
の

「
型
」
を
使
う
と
、
お
か
し
く
な
い

と
き
で
も
笑
え
ま
す
。
前
傾
姿
勢
で

「
ウ
ー
ッ
」
と
た
め
て
、
反
り
返
っ

て
「
わ
っ
は
っ
は
っ
は
」
と
な
る
。

「
型
」
で
笑
っ
て
い
る
う
ち
に
気
持

ち
が
よ
く
な
っ
て
、
お
か
し
く
な
っ

て
く
る
ん
で
す
。

　

一
時
期
、
子
ど
も
の
教
育
に
個
性

の
尊
重
が
大
切
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま

し
た
。
た
だ
、
個
性
を
発
揮
す
る
た

め
の
表
現
手
段
を
多
少
な
り
と
も
教

え
な
い
と
個
性
を
ど
う
発
揮
し
て
い

い
か
分
か
ら
な
い
。
私
た
ち
狂
言
師

に
と
っ
て
幼
い
こ
ろ
の
稽
古
は
、
自

分
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、
あ
る
程

度
デ
ジ
タ
ル
な
法
則
み
た
い
に「
型
」

を
自
分
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
ま

す
。
し
か
し
、そ
れ
を
場
に
合
わ
せ
、

繰
り
出
し
方
を
考
え
た
り
す
る
の
は

ア
ナ
ロ
グ
な
人
間
、自
分
自
身
で
す
。

そ
こ
に
、
ま
さ
し
く
個
性
が
現
れ
る

の
で
す
。

―
― 

本
日
は
お
忙
し
い
中
、
さ
ま
ざ

ま
な
示
唆
に
富
ん
だ
お
話
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

INTERVIEW
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奈良時代の創建とされる、国宝の長谷寺。写真の本堂は、徳
川家光の寄進により 1650 年に完成した。長谷寺のほかにも、
長い歴史を有する寺社、飛鳥時代以前のヤマト王権にまつわ
る古代の史跡など、桜井市には数多くの資産が点在している。

飛
鳥
時
代
以
前
、
約
三
〇
〇
年
に
わ
た
り
、

古
代
ヤ
マ
ト
王
権
の
宮
が
置
か
れ
、

仏
教
伝
来
の
地
と
も
い
わ
れ
る
桜
井
市
は
、

歴
史
的
資
産
を
大
切
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

今
、
未
来
に
向
け
て
動
き
出
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 奈良県桜井市

新
た
な
歴
史
を

紡
ぎ
は
じ
め
た

古い
に
し
えの「
ま
ほ
ろ
ば
」

奈
良
県
桜
井
市



「あたためていた事業計画が、この 3年ほどの間で一
気に動き始めました」と話す、桜井市長の松井正剛氏。
10年先、20年先を見据えつつ、昭和 30～ 50 年代の
まちの勢いを取り戻したいと意気込む。

纒向遺跡の一角にある箸
はしはか

墓古墳。宮内庁によ
り第 7代孝

こうれい

霊天皇皇女の倭
やまとととひももそひめのみこと

迹迹日百襲姫命
の墓に指定されているが、邪馬台国を治めた
卑
ひ み こ

弥呼の墓ではないかとの説もある。

10NICHIGIN 2019 NO.57

古
代
に
礎
が
築
か
れ
た 

歴
史
あ
る
ま
ち
の
転
機

　

奈
良
県
桜
井
市
は
県
の
ほ
ぼ
中
央
、

奈
良
盆
地
の
東
南
に
位
置
す
る
。
人
口

は
、
約
五
万
七
〇
〇
〇
人
。
Ｊ
Ｒ
桜
井

線
、
近
鉄
大
阪
線
の
桜
井
駅
が
あ
る
上
、

奈
良
市
ま
で
は
約
二
〇
キ
ロ
、
大
阪
市

へ
は
約
四
〇
キ
ロ
と
通
勤
圏
に
位
置
す

る
た
め
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展

し
て
き
た
。
歴
史
好
き
の
方
な
ら
、
邪

馬
台
国
の
有
力
候
補
と
も
い
わ
れ
る
纒ま

き

向む
く

遺
跡
が
あ
る
と
聞
け
ば
、
心
躍
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　

飛
鳥
時
代
よ
り
前
の
三
世
紀
前
半
か

ら
六
世
紀
後
半
、
第
十
代
崇す

神じ
ん

天
皇
か

ら
第
三
十
二
代
の
崇す

し
ゅ
ん峻
天
皇
ま
で
の
宮

が
置
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
、
と
桜

井
市
長
の
松
井
正ま

さ
た
け剛

氏
は
ま
ち
の
礎
で

あ
る
古
代
の
歴
史
を
語
る
。

　

創そ
う
し祀

が
「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
に

記
さ
れ
、
日
本
最
古
の
神
社
と
い
わ
れ

る
大お

お
み
わ神

神
社
、
奈
良
時
代
に
創
建
さ
れ

た
国
宝
の
長
谷
寺
な
ど
、
古
か
ら
人
々

の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
寺
社
仏
閣

も
数
多
い
。
六
世
紀
、
欽き

ん
め
い明

天
皇
の
時

代
に
百く

だ
ら済

の
使
節
が
大や

ま
と和

川
か
ら
こ
の

地
に
上
陸
し
、
仏
教
を
伝
え
た
と
い
う

「
仏
教
伝
来
の
地
」
ほ
か
、
万
葉
集
、
相

撲
な
ど
数
々
の
〝
は
じ
ま
り
の
地
〟
も

残
る
。

　
「
桜
井
市
に
は
、
歴
史
を
物
語
る
素

晴
ら
し
い
資
産
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

し
た
状
況
に
安
住
し
て
生
か
せ
て
い
な

か
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
〜
五
十
年

代
に
か
け
て

は
、
木
材
や
そ

う
め
ん
な
ど
好

調
な
地
場
産
業

に
頼
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。そ
の
後
、

そ
れ
ら
地
場
産

業
が
低
迷
す
る

と
、
ま
ち
自
体

も
活
気
を
失
っ

て
い
っ
た
。
過
去
の
反
省
の
下
に
、
現

在
は
歴
史
と
文
化
を
活
用
し
た
観
光
・

産
業
創
造
都
市
を
目
指
そ
う
と
し
て
い

ま
す
」

　

松
井
氏
の
現
職
就
任
は
、
二
○
一
一

年
。
ま
ず
は
市
の
財
政
の
健
全
化
を
進

め
る
な
か
、
県
と
の
ま
ち
づ
く
り
連
携

協
定
が
結
ば
れ
、
観
光
関
連
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
や
市
民
団
体
な
ど
も
設
立
さ
れ

た
。
纒
向
遺
跡
の
復
元
や
ガ
イ
ダ
ン
ス

施
設
「
桜
井
市
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」

の
建
設
を
含
め
、
多
様
な
事
業
計
画
が

進
行
中
だ
と
い
う
。

　

な
か
で
も
関
心
を
惹ひ

か
れ
た
の
は
、

桜
井
市
と
そ
の
北
に
位
置
す
る
天
理

市
、
西
の
磯し

き城
郡
、
東
の
宇う

だ陀
市
と
が

手
を
組
ん
だ
広
域
の
観
光
対
策
だ
。
古

代
ヤ
マ
ト
王
権
発
祥
の
地
と
し
て
「
ヤ

マ
ト
」
と
名
付
け
ら
れ
た
エ
リ
ア
へ
の

集
客
を
目
的
と
し
て
、
外
国
人
観
光
客

向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
作
成
し
た
。

　
「
桜
井
市
の
観
光
客
数
は
年
間
約

七
四
〇
万
人
で
す
が
、
日
本
人
の
日
帰

り
観
光
が
ほ
と
ん
ど
。
広
域
観
光
エ
リ

ア
『
ヤ
マ
ト
』
を
国
内
外
に
発
信
す
る

こ
と
で
、
通
過
型
か
ら
滞
在
型
へ
の
転

換
を
図
り
つ
つ
、
外
国
人
観
光
客
の
取

り
込
み
に
も
注
力
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」

　

も
と
を
た
ど
り
、な
ぜ
、古
代
の
人
々

が
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
か
、
松
井
氏
に

投
げ
か
け
て
み
た
。

　
「
災
害
が
少
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
、

昔
か
ら
都
が
置
か
れ
た
一
番
の
理
由
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
纒
向
に
宮
を

置
い
た
と
い
わ
れ
る
景け

い
こ
う行

天
皇
の
皇

桜井市

東海道新幹線

●

京都府

●

●

●

西名阪自動車道

さくらい

近
畿
自
動
車
道

阪和自動車道

関西本線

近鉄
大阪
線

天理 IC

●

●●
●

●

●

みわ

はせでら

きづ

きょうと

おおさか

しんおおさか

吹田 IC

松原JCT

近
鉄
京
都
線

三重県

大阪府

滋賀県

奈
良
線

片町線

名
阪
国
道

奈良県
宇陀市橿原市

奈良市

天理市

東海
道本
線

桜
井
線

●
なら

近
鉄
橿
原
線

和
歌
山
線

関西
本線

近鉄奈良線
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上／百済の使節が降り立ったとされる
大和川沿いに建てられた「仏教伝来之
地碑」。下／大和国の当

た い ま の け は や

麻蹶速と出雲
国の野

の み の す く ね

見宿禰が日本で初めて相撲を
とったといわれる場所には、相撲発祥
の地として「相撲神社」が建立された。

奈良時代の遣唐使安
あ べ の

倍仲
な か ま ろ

麻呂、平安時代の陰
おんみょうじ

陽師
安
あべのせいめい

倍晴明らを輩出した、安部一族の氏寺として 645 年
に建立された「安

あ べ の

倍文
もんじゅいん

殊院」。金閣浮
うき

御
み ど う

堂（仲麻呂堂）
には、仲麻呂、晴明の像が祀られている。

子
、
倭

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
詠よ

ん
だ
と
さ
れ
る

『
大
和
は　

国
の
ま
ほ
ろ
ば　

た
た
な

づ
く
青
垣　

山
ご
も
れ
る　

大
和
し　

美う
る
わし

』
と
い
う
歌
。
山
ご
も
れ
る
は
山

に
囲
ま
れ
た
、
ま
ほ
ろ
ば
と
は
素
晴
ら

し
い
場
所
、
と
い
う
意
味
で
、
山
に
囲

ま
れ
た
こ
の
地
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
し

た
も
の
で
す
。
実
際
、
山
々
に
よ
り
、

台
風
な
ど
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
安
全
で
安
心
な
土
地
で
あ
る
こ
と

に
古
代
の
人
々
も
強
く
魅ひ

か
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

そ
う
話
す
松
井
氏
は
、
顔
を
ほ
こ
ろ

ば
せ
た
。

吉
野
の
山
が
支
え
て
き
た 

木
の
ま
ち
桜
井

　

続
い
て
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
桜
井

木
材
協
同
組
合
理
事
長
の
岩
本
亨

と
お
る

氏

だ
。「
木
の
ま
ち
桜
井
」
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
、
ま
ち
の
産
業
を
支
え
て
き
た
木

材
関
連
の
事
業
者
が
組
合
を
構
成
し
て

い
る
。

　
「
か
つ
て
の
桜
井
市
は
、
吉
野
、
東

吉
野
の
山
か
ら
切
り
出
し
た
丸
太
の
集

散
地
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
」

　

岩
本
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
年
代

に
は
約
二
六
〇
社
あ
っ
た
組
合
員
の
事

業
者
数
は
、
現
在
九
六
社
に
減
少
し
た

と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
輸
入
材
の
影

響
。
さ
ら
に
は
、
木
材
需
要
の
変
化
も

関
係
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
吉
野
で
は
吉
野
杉
、
吉
野
ヒ
ノ
キ

で
無む

節ぶ
し

材
（
表
面
に
節
が
な
い
木
材
）

を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
昔
の
家
は
、

柱
が
表
に
出
て
い
た
の
で
そ
う
し
た
無

節
材
が
好
ま
れ
た
こ
と
に
加
え
、
丁
寧

な
仕
事
の
お
か
げ
で
、
吉
野
産
と
い
う

名
前
で
売
れ
た
時
代
が
長
く
続
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
近
年
、
壁
の
中
に
柱
が

隠
れ
、
無
節
材
を
必
要
と
し
な
い
家
が

増
え
た
こ
と
が
、
吉
野
の
木
材
に
と
っ

て
逆
風
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
た

組
合
で
は
最
近
、
新
た
な
展
開
に
向
け

て
舵
を
き
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
設

立
七
〇
周
年
を
機
に
二
○
一
八
年
に
建

設
さ
れ
た
新
事
務
所
だ
。

　

建
物
に
は
、
無む

く垢
材
（
丸
太
か
ら
切

り
出
し
た
ま
ま
の
木
材
）
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
。
会
議
室

や
別
棟
の
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー

ル
、
レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス
を

は
じ
め
、
市
民
が
利
用
し
て

木
材
の
魅
力
を
感
じ
ら
れ
る

造
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
木
の
良
さ
は
言
葉
で
は

伝
わ
り
に
く
い
。
体
感
し
て

も
ら
う
た
め
に
吉
野
の
木
材
で
建
て
た

ん
で
す
。
木
で
建
て
る
と
費
用
が
高
い

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

は
鉄
骨
で
建
て
る
よ
り
安
い
場
合
も
あ

る
。
し
か
も
木
造
の
家
は
湿
気
を
木
が

吸
収
す
る
の
で
、
結
露
を
防
げ
る
。
除

湿
器
も
乾
燥
機
も
要
ら
な
い
ん
で
す
」

　

組
合
が
一
丸
と
な
り
、
事
業
を
請
け

負
う
取
り
組
み
も
進
行
中
だ
。

　
「
昔
と
は
異
な
り
各
社
の
扱
う
建
材

が
分
業
化
さ
れ
た
今
、
一
社
だ
け
で
す

べ
て
の
資
材
を
ま
か
な
え
な
い
。
で
す

か
ら
企
業
や
公
共
施
設
の
建
設
に
対
し

て
は
、
組
合
が
ま
と
め
る
形
で
対
応
し

て
い
ま
す
。
組
合
員
の
材
料
を
使
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
業
界
全
体
が
伸
び

た
ら
い
い
。
公
共
施
設
の
木
質
化
な
ど
、

組
合
と
し
て
桜
井
市
の
特
色
が
出
る
提

案
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」

桜井木材協同組合理事長の岩本亨氏。地元に貢献
をとの思いから、新事務所やホール、駐車場など
を災害時の緊急避難場所とする協定を、2018 年
11 月に桜井市と結んだという。



2018 年竣工の桜井木材
協同組合事務所。一般に
も貸し出される会議室を
はじめ、木材の魅力を広
める役割を担う。

三輪山本代表取締役の山本太治氏。背景を飾るのは、創業 300 年
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例
え
ば
こ
れ
ま
で
、
木
造
の
桜
井
市

立
図
書
館
の
建
築
や
銀
行
の
内
装
改
修

な
ど
が
手
が
け
ら
れ
た
。
市
と
の
連
携

に
よ
り
、
小
学
校
で
は
吉
野
杉
の
集
成

材
を
使
っ
た
机
や
椅
子
の
導
入
も
進
め

ら
れ
て
い
る
。

　

地
元
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の

リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
、
壁
を
吉
野
ヒ
ノ

キ
の
無
垢
材
で
覆
う
加
工
が
な
さ
れ
た

と
の
話
も
、
意
外
な
が
ら
興
味
深
い
。

ま
た
興こ

う
ふ
く福
寺じ

中ち
ゅ
う
こ
ん
ど
う

金
堂
の
再
建
に
、
こ
の

地
の
宮
大
工
が
携
わ
っ
て
お
り
、
確
か

な
技
術
も
息
づ
く
。
質
の
高
い
木
材
と

職
人
の
技
術
、
そ
し
て
業
界
の
強
い
意

気
込
み
を
伺
い
、「
木
の
ま
ち
桜
井
」
の

復
活
に
向
け
た
未
来
へ
の
可
能
性
が
地

元
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
た
。

時
代
の
変
化
と
向
き
合
う 

老
舗
の
勇
気
あ
る
決
断

　

木
材
と
並
び
、
桜
井
市
を
代
表
す
る

地
場
産
業
、
そ
う
め
ん
業
界
も
時
代
の

変
化
と
い
う
壁
に
直
面
し
た
。
創
業

一
七
一
七
年
の
老
舗
「
三
輪
山
本
」
も

そ
の
ひ
と
つ
。「
三
輪
そ
う
め
ん
山
本
」

の
名
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思
う

が
、
創
業
三
〇
〇
年
を
迎
え
た
二
○

一
七
年
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
佐
藤
可か

し

わ
士
和
氏
の
力
も
借
り
て
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
た
て
な
お
し
、
社
名

や
ロ
ゴ
を
あ
ら
た
め
た
。

　

代
表
取
締
役
の
山
本
太た

治は
る

氏
は
、
そ

の
背
景
を
こ
う
語
る
。　

　
「
お
中
元
や
お
歳
暮
の
ボ
リ
ュ
ー
ム

が
徐
々
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
、
贈
答
用
の
そ
う
め
ん
を
主
力
と
し

て
い
る
当
社
は
大
き
く
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
バ
ブ
ル
期
の
ピ
ー
ク
時
と
比

べ
、
ギ
フ
ト
の
販
売
量
は
半
減
。
こ
の

厳
し
い
状
況
に
退
路
を
断
っ
て
再
ス

タ
ー
ト
に
臨
む
覚
悟
を
、
社
名
や
ロ
ゴ

の
変
更
に
込
め
ま
し
た
」

　

か
つ
て
、
そ
う
め
ん
は
簡
単
に
食
事

を
済
ま
せ
た
い
と
き
に
頼
れ
る
存
在

だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
で
は
湯
が
く
一

手
間
で
す
ら
面
倒
に
思
う
人
も
増
え
た

そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
電
子
レ
ン
ジ
で
調

理
で
き
る
商
品
を
は
じ
め
と
し
た
新
商

品
の
開
発
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
。
直
径

○
・
三
ミ
リ
と
一
般
的
な
そ
う
め
ん
の

三
分
の
一
の
超
極
細
麺
な
が
ら
コ
シ
の

あ
る
「
白
髪
」
や
、三
分
の
二
の
「
白
龍
」

な
ど
、
最
新
技
術
を
活
か
し
た
品
々
も
、

洗
練
さ
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
と
も
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
お
か
げ
さ
ま
で
、
ブ
ラ
ン
ド
や
商
品

デ
ザ
イ
ン
刷
新
、
新
商
品
の
開
発
等
が

奏
功
し
、
特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
売
り
上
げ
は
伸
び
て
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、
三
輪

は
そ
も
そ
も
そ
う
め
ん
の
発
祥
の
地
で

あ
る
と
い
う
。

　
「
一
二
〇
〇
年
か
ら
一
三
〇

〇
年
前
、
仏
教
伝
来
と
と
も

に
、
小
麦
を
栽
培
し
粉
に
し

て
保
存
食
に
す
る
文
化
が
日

本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
そ
う

め
ん
で
す
。
三
輪
は
伊
勢
街

道
の
途
中
に
あ
り
、
江
戸
の

中
期
か
ら
は
お
伊
勢
参
り
の

人
が
そ
う
め
ん
文
化
を
各
地

に
持
ち
帰
り
、
全
国
に
広

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

一
方
で
、
桜
井
の
人
の
気

質
を
語
る
山
本
氏
の
話
も
興
味
深
い
も

の
が
あ
っ
た
。

　
「
桜
井
市
を
は
じ
め
奈
良
県
は
、
昔

か
ら
、
歴
史
的
な
資
産
で
何
と
か
食
べ

て
い
け
た
。
観
光
で
も
、
修
学
旅
行
客

が
来
て
く
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
い
い

と
。
地
域
に
人
を
呼
び
込
む
た
め
の
新

し
い
取
り
組
み
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。

よ
う
や
く
最
近
、
若
い
方
々
を
含
め
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る

人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
地
域
衰
退

へ
の
危
機
意
識
の
表
れ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
う
し
た
動
き
に
大
い
に
期
待

し
て
い
ま
す
」

　

の
ん
び
り
し
て
い
る
、
焦
り
が
な
い
。

今
回
、
何
度
か
耳
に
し
た
話
だ
。
ま
ほ
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三輪山本本社内にある直営ショップ。そうめんに加え、
吉野くずを使った自社開発のスイーツなども扱ってい
る。一角にはそうめんを干す過程の展示も。併設の食
事処では、にゅうめんほか特製メニューを味わえる。

「
み
む
ろ
杉
」「
三
諸
杉
」
を
醸
す
、
今
西

酒
造
代
表
取
締
役
の
今
西
将
之
氏
。「
三

諸
杉
」
は
県
内
、写
真
の
「
み
む
ろ
杉
」
は
、

主
に
県
外
で
流
通
さ
れ
る
。「
三
諸
」と
は
、

三
輪
山
を
含
め
た
神
が
宿
る
場
所
と
い
う

意
味
。

ろ
ば
…
…
恵
ま
れ
た
環
境
が
、
現
代
の

時
流
に
お
い
て
は
穏
や
か
す
ぎ
る
気
質

を
育
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
酒
の
聖
地・
三
輪
の
名
を

世
の
中
に
広
め
る
た
め
に

　

三
輪
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
古
い
歴
史

を
誇
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
書
紀
に
も

記
さ
れ
る
日
本
酒
だ
。
大
神
神
社
は
日

本
酒
の
聖
地
と
さ
れ
て
お
り
、
毎
年

十
一
月
に
は
日
本
全
国
の
蔵
元
が
集

ま
っ
て
醸
造
祈
願
祭
が
開
催
さ
れ
る
。

こ
の
聖
地
に
、
一
六
六
〇
年
創
業
の

今い
ま
に
し西

酒
造
が
あ
る
。
代
表
取
締
役
の
今

西
将
之
氏
は
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
歳

の
と
き
父
親
が
急
逝
し
、
引
き
継
ぎ
が

な
い
ま
ま
で
酒
造
り
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
っ
た
。

　

当
時
は
酒
蔵
の
ほ
か
に
飲
食
や
宿
泊

業
を
営
ん
で
い
た
も
の
の
、
経
営
は
順

調
で
は
な
か
っ
た
。
蔵
の
生
産
量
は
ご

く
わ
ず
か
で
、
従
業
員
は
三
人
。「
三み

諸む
ろ
す
ぎ杉

」
の
名
は
地
元
で
も
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況

に
今
西
氏
は
一
念
発
起
。
多
角
経
営
を

や
め
て
酒
造
業
一
本
に
し
、
抜
本
的
に

酒
造
を
改
革
し
た
。
結
果
、
酒
質
を
向

上
さ
せ
、
今
で
は
業
界
で
数
々
の
賞
を

受
け
る
な
ど
注
目
を
浴
び
る
存
在
に
。

全
国
各
地
か
ら
取
引
依
頼
が
あ
り
、
従

業
員
は
三
〇
人
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ

た
。

　
「
三
輪
は
酒
造
り
の
始
ま
り
の
地
と

い
わ
れ
て
お
り
、
三
つ
の
酒
蔵
が
あ
っ

た
。
で
も
、
残
っ
た
の
は
う
ち
だ
け
。

そ
の
責
任
の
重
さ
を
親
父
も
感
じ
て
い

た
は
ず
。
多
角
経
営
に
乗
り
出
し
た
の

も
赤
字
の
酒
造
業
を
守
る
た
め
に
、
他

の
業
に
活
路
を
見
い
だ
し
た
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
」

　

当
地
が
酒
の
聖
地
と
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
蔵
の
井
戸

に
湧
く
三
輪
山
の
伏
流
水
に
も
よ
る
。

酒
の
原
料
と
な
る
米
も
ま
た
同
じ
水
脈

で
育
つ
。

　
「
三
輪
を
飲
む
、が
『
み
む
ろ
杉
』『
三

諸
杉
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
。
酒
の
神
が
宿

る
地
、
そ
し
て
そ
の
地
で
育
ま
れ
た
原

材
料
で
酒
造
り
が
で
き
る
の
は
世
界
で

も
う
ち
だ
け
。
酒
造
り
を
す
る
の
に
こ

ん
な
恵
ま
れ
た
所
は
な
い
。
で
も
、
そ

ん
な
三
輪
の
酒
が
世
間
に
知
ら
れ
て
い

な
い
状
況
だ
っ
た
。
こ
ん
な
悔
し
い
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
に
ふ
さ
わ

し
い
、
三
輪
を
表
現
す
る
酒
を
造
り
、

そ
の
酒
を
通
し
て
、
三
輪
が
認
知
さ
れ

る
よ
う
、
人
生
を
か
け
て
が
ん
ば
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

今
西
氏
は
「
三
輪
が
酒
の
聖
地
」
だ

と
認
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
大

神
神
社
参
道
と
Ｊ
Ｒ
三
輪
駅
前
に
直
営

店
を
出
店
。
さ
ら
に
は
、
大
神
神
社
ほ

か
三
輪
の
日
本
酒
に
ま
つ
わ
る
場
所
を

ま
わ
り
、
最
後
は
蔵
で
利
き
酒
が
で
き

る
「
聖
地
巡
盃
ツ
ア
ー
」
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
。

　

ガ
イ
ド
は
、
地
元
の
主
婦
を
自
社
で

育
成
。
周
辺
に
あ
る
飲
食
店
に
積
極
的

に
立
ち
寄
る
こ
と
で
、
地
元
経
済
が
潤

う
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
ツ

ア
ー
に
は
、
二
年
間
で
約
五
〇
〇
〇
名

が
参
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。
今
西
氏
の

熱
い
思
い
を
聞
き
な
が
ら
、
ほ
ど
よ
い

奈良県桜井市地域の底力



三輪山を御神体とする大神神社。主
祭神は大

おおものぬしのおおかみ

物主大神。箸墓古墳に眠る
といわれる、倭

やまとととひももそひめのみこと

迹迹日百襲姫命と夫
婦だったとの伝説が残る。

長谷寺へと続く門前町。初瀬の山でとれたよもぎをふ
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土産物としても人気。わらしべ長者ののれんは全部で
17 枚あり、門前町を歩きながら物語を楽しめる。
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旨う
ま

み
と
爽
や
か
な
飲
み
心
地
が
立
つ

「
み
む
ろ
杉
」「
三
諸
杉
」
を
味
わ
い
、

今
後
も
多
く
の
人
が
三
輪
を
訪
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
予
感
す
る
。

平
安
時
代
の 

貴
族
も
歩
い
た
ま
ち
に 

再
び
に
ぎ
わ
い
を

　

大
神
神
社
と
並
ぶ
桜
井
市
の
観
光
の

要
が
、
初は

せ瀬
地
区
に
あ
る
奈
良
時
代
創

建
と
も
い
わ
れ
る
長
谷
寺
だ
。
藤
原
道

長
を
は
じ
め
貴
族
が
こ
ぞ
っ
て
詣
で
る

よ
う
に
な
っ
た
平
安
時
代
以
降
、
参
道

を
軸
に
広
が
る
初
瀬
の
ま
ち
は
長
き
に

わ
た
り
に
ぎ
わ
っ
て
き
た
。

　
「
今
で
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
僕

ら
が
小
さ
い
頃
は
、
春
の
観
光
シ
ー
ズ

ン
に
な
る
と
露
店
が
初
瀬
の
ま
ち
に
並

び
、
人
で
い
っ
ぱ
い
で
動
け
な
い
状
態

だ
っ
た
ん
で
す
」

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
泊は
つ

瀬せ

門
前
町
再
興

フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長
の
寺
井
修
司
氏

は
、
昭
和
の
頃
か
ら
の
変
わ
り
よ
う
を

語
る
。

　
「
長
谷
寺
さ
ん
は
西さ

い
ご
く国

三
十
三
所
の

札
所
で
も
あ
る
し
、
年
間
何
十
万
人
と

観
光
客
が
来
ら
れ
る
。
そ
の
状
況
に
安

閑
と
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
当
初
、
わ

れ
わ
れ
の
集
ま
り
は
下
水
道
の
設
置

を
求
め
る
署
名
運
動
だ
っ
た
の
で
す

が
、
初
瀬
を
も
っ
と
元
気
に
し
よ
う
と

い
う
思
い
か
ら
、
二
○
○
五
年
に
こ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
」

　

ま
ち
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る

な
ど
の
活
動
を
経
て
、
二
○
○
九
年
か

ら
始
ま
っ
た
奈
良
県
と
早
稲
田
大
学
に

よ
る
連
携
事
業
「
門
前
町
に
お
け
る
景

観
ま
ち
づ
く
り
推
進
」
が
転
機
に
な
る
。

地
域
研
究
を
学
ぶ
学
生
た
ち
が
リ
サ
ー

チ
を
重
ね
、
ま
ち
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
検
討
す
る
取
り
組
み
だ
。

　
「
早
稲
田
大
学
の
学
生
さ
ん
が
最
初

に
長
谷
寺
駅
に
降
り
ら
れ
た
と
き
、
駅

か
ら
長
谷
寺
を
望
む
景
色
に
感
激
さ
れ

た
ん
で
す
よ
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

日
常
的
に
見
慣
れ
た
眺
め
だ
っ
た
ん
で

す
が
…
…
」

　

寺
井
氏
は
そ
の
後
の
学
生
た
ち
の
ア

イ
デ
ア
に
も
驚
か
さ
れ
、
初
瀬
の
良
さ

を
再
認
識
し
た
そ
う
だ
。

　
「
僕
ら
は
表
通
り
だ
け
を
地
図
に
載

せ
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
か
ん
、
長
谷
寺

に
来
ら
れ
る
方
に
は
、
裏
通
り
を
含
め

て
歩
い
て
も
ら
っ
て
、
初
瀬
の
良
さ
を

存
分
に
味
わ
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す

べ
き
、
と
の
提
案
を
頂
き
ま
し
た
」

　

額ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
、
紫
式
部
、
菅
原
道み

ち
ざ
ね真
、

本も
と

居お
り

宣の
り
な
が長
、
松
尾
芭ば

蕉し
ょ
うな
ど
な
ど
。
実

際
に
完
成
し
た
散
策
ガ
イ
ド
を
見
れ

ば
、
初
瀬
の
地
に
は
、
歴
史
を
輝
か
し

く
彩
っ
た
、
実
に
多
く
の
人
々
の
面
影

が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

で
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
は
当
た
り
前
で

も
、
学
生
た
ち
に
は
宝
の
山
の
よ
う
に

思
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
外
の
人
の
意
見
を
入
れ
た
ほ
う
が
、

活
性
化
し
ま
す
ね
。
昔
か
ら
の
し
が
ら

み
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、

新
し
い
空
気
が
入
っ
た
ん
で
す
」

　

早
稲
田
大
学
と
の
連
携
は
今
も
続
い

て
お
り
、
町
家
の
改
修
や
地
元
住
民
と

来
訪
者
と
の
憩
い
の
場
所
を
つ
く
る
な

ど
、
ま
ち
再
生
の
た
め
の
試
み
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
。
高
齢
を
理
由
に
廃
業
す

る
店
も
あ
る
一
方
で
、
初
瀬
に
魅
せ
ら

れ
て
移
住
し
、
新
た
に
お
店
を
始
め
る

人
も
。
毎
月
十
八
日
に
は
、
長
谷
寺
が

舞
台
の
「
わ
ら
し
べ
長
者
」
の
物
語
が

描
か
れ
た
の
れ
ん
を
ま
ち
に
飾
り
、
散

策
す
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に
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NPO 法人泊瀬門前町再興フォーラム理事長の寺井修司氏。後ろは
古民家をリフォームして 2018 年 7 月に完成した「憩いの杜 く
ろもん」。初瀬門前町の一角にあり、観光客の休憩所や地元の人
たちとの交流の場になっている。

高さ約 32 メートルを誇る大神神社
の大鳥居が、桜井のまちを見守る。

も
な
っ
た
。

　

最
近
で
は
、
隣
接
す
る
地
域
の
ま
ち

づ
く
り
団
体
と
の
連
携
も
増
え
つ
つ
あ

る
と
寺
井
氏
は
話
す
。

　
「
連
携
の
範
囲
が
広
が
れ
ば
、
も
っ

と
い
い
形
で
の
情
報
発
信
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
桜
井
市
全
体
の
認

知
度
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

未
来
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
に 

ま
ち
は
多
彩
に
進
化
を
目
指
す

　

今
西
酒
造
の
今
西
氏
い
わ
く
、
三
輪

も
ま
た
「
変
わ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
」
を
迎

え
て
い
る
と
の
こ
と
。
奈
良
県
の
主
導

で
大
神
神
社
の
参
道
整
備
計
画
が
進
め

ら
れ
、
将
来
的
に
は
伊
勢
神
宮
の
参
道

「
お
か
げ
横
丁
」
の
よ
う
な
活
性
化
を
目

指
し
て
い
る
と
い
う
。

　

市
長
の
松
井
正
剛
氏
に
よ
れ
ば
、
玄

関
口
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
お
よ
び
近
鉄
線
桜
井

駅
前
の
再
開
発
が
進
み
、
二
○
一
九
年

春
に
は
駅
前
ビ
ル
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
屋
内
型
の
遊
び
場

を
中
心
に
新
た
な
に
ぎ
わ
い
と
交
流
を

創
り
出
す
施
設
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。
全

国
チ
ェ
ー
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
も
、

桜
井
市
へ
の
進
出
を
決
定
し
た
。

　

そ
う
め
ん
業
界
も
、
官
民
が
協
力
す

る
体
制
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
松
井
氏
は

話
す
。

　
「
奈
良
県
三
輪
素
麺
工
業
協

同
組
合
、
奈
良
県
三
輪
素
麺

販
売
協
議
会
が
中
心
と
な
っ

た
『
三
輪
そ
う
め
ん
意
見
交

換
会
』
が
ス
タ
ー
ト
。『
三
輪

そ
う
め
ん
』
が
Ｇ
Ｉ
マ
ー
ク

（
地
理
的
表
示
）
の
認
証
を
受
け
た
の
に

加
え
、
二
○
一
七
年
に
は
桜
井
市
で
三

輪
素
麺
普
及
促
進
に
関
す
る
条
例
を
制

定
し
ま
し
た
。
ま
た
二
〇
一
八
年
、
そ

う
め
ん
発
祥
の
地
で
あ
る
当
市
で
『
そ

う
め
ん
サ
ミ
ッ
ト
』
を
開
催
す
る
な
ど

多
彩
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
め
ん
を
含
め
た
地
元
の
逸
品
は

「
大
和
さ
く
ら
い
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
認

定
す
る
な
ど
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
な
さ

れ
て
い
る
。

　

二
○
一
七
年
に
返
礼
品
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
た
ふ
る
さ
と
納
税
「
桜
井
ふ
る

さ
と
寄
付
金
」
は
、
以
前
の
五
〇
〇
万

円
か
ら
一
億
円
と
大
幅
に
増
え
た
。
そ

の
活
用
先
と
し
て
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
纒
向
遺
跡
の
調
査
研
究
、

保
存
事
業
の
推
進
だ
。
遺
跡
の
修
復
や

観
光
施
設
の
建
設
が
進
め
ば
、
木
材
業

界
に
も
朗
報
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

山
に
守
ら
れ
た
地
で
ゆ
っ
く
り
と
動

い
て
い
た
桜
井
市
の
歯
車
は
今
、
ス

ピ
ー
ド
を
上
げ
て
大
き
く
ま
わ
り
は
じ

め
た
よ
う
だ
。
古
か
ら
受
け
継
が
れ
て

き
た
「
ま
ほ
ろ
ば
」
は
、
こ
れ
か
ら
ど

の
よ
う
な
輝
き
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

桜、あじさい、ぼたんなど四季
を通じて花々に彩られ、「花の
御
み て ら

寺」とも呼ばれる長谷寺。紅
葉の秋の景色も美しい。本堂ま
で続く登

のぼり

廊
ろう

は上中下の三廊に分
かれ、合わせて399段を数える。

奈良県桜井市地域の底力
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　米国系の銀行や証券会社を経て作家に転身した幸田真音氏。国際金融市場
の現場での経験を生かし、それまで小説の題材としては敬遠されてきた「金
融」や「経済」に挑み、わかりやすく、楽しんで読める作品を世に送り出し
てきた。作家になったいきさつや思い、そして小説を通して発し続けるメッ
セージとは。幸田作品の熱心な読者でもある雨宮正佳副総裁と語り合った。

幸田真音
1951 年滋賀県生まれ。米国系の銀行や証券会社でディー
ラー、外国債券セールス等を経て、95 年『小説ヘッジファ
ンド』（講談社）で作家に転身。2000 年に発表した『日本国
債』（講談社）がベストセラーとなり海外メディアからも注
目を浴びる。14 年『天佑なり 高橋是清・百年前の日本国債』

（角川書店）で新田次郎文学賞受賞。最近著は『人工知能』（Ｐ
ＨＰ）。政府税制調査会、財務省・財政制度等審議会、NHK
経営委員会等の委員を歴任。大手企業の社外取締役も務める。

Main Kohda

作家

1955 年東京都生まれ。79 年東京大学経済学部卒業後、日
本銀行入行。98 年企画室企画第 2 課長、同年金融市場局金
融市場課長、99 年企画室企画第 1 課長、2001 年同参事役、
02 年考査局参事役、04 年政策委員会室審議役（組織運営
調整）、06 年企画局長、10 年日本銀行理事（12 年～ 13 年
大阪支店長嘱託）、14 年日本銀行理事再任、18 年 3 月日本
銀行副総裁就任。

Masayoshi Amamiya

日本銀行副総裁

雨宮正佳

「
人
の
営
み
」を
映
し
出
す

経
済
か
ら
小
説
は
生
ま
れ
る

雨
宮　

幸
田
さ
ん
は
作
家
に
な
る
前
、
最

初
は
外
資
系
の
銀
行
に
勤
め
て
い
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

幸
田　

米
国
系
の
銀
行
に
就
職
し
、
大
阪

で
働
い
て
い
ま
し
た
。
私
が
就
職
活
動
を

し
て
い
た
一
九
七
〇
年
代
中
頃
、
学
生
課

に
届
く
求
人
に
は
、
女
子
に
の
み
「
自

宅
通
勤
限
定
」
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い

ま
し
た
。
女
子
社
員
の
一
人
暮
ら
し
は
認

め
な
い
と
い
う
の
で
す
。
私
は
英
語
を
使

う
仕
事
が
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
自
宅

か
ら
通
え
る
企
業
が
見
つ
か
ら
な
い
。
唯

一
、
そ
の
制
約
が
な
か
っ
た
の
が
外
銀
で

し
た
。

　

外
銀
に
入
社
し
て
か
ら
は
、
ま
ず
預
金

や
当
座
貸
越
業
務
を
担
当
、
輸
出
入
の
資

金
決
済
や
船
荷
証
券
買
取
り
な
ど
貿
易
業

務
も
学
び
ま
し
た
。
世
界
で
は
お
金
や
モ

ノ
が
こ
う
や
っ
て
巡
り
、
経
済
が
回
っ
て

い
る
ん
だ
な
と
実
感
で
き
、
毎
日
が
本
当

に
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。

　

結
婚
退
職
し
て
上
京
し
ま
し
た
が
、
半

年
後
に
復
帰
し
た
先
も
米
国
系
の
銀
行
で

し
た
。
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
ル
ー
ム
で
働
く
ア

メ
リ
カ
人
ボ
ス
二
人
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と

し
て
採
用
さ
れ
、
当
初
は
い
わ
ば
雑
用
係

で
し
た
。
為
替
取
引
や
金
融
市
場
の
最
前

国
際
金
融
市
場
の
現
場
か
ら

作
家
デ
ビ
ュ
ー
ま
で
の
道
の
り

写真 野瀬勝一
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と
が
あ
り
ま
す
。
強
烈
な
気
つ
け
薬
の
つ

も
り
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

幸
田　

実
際
、
よ
く
効
き
ま
し
た
（
笑
）。

た
だ
、
死
を
意
識
し
た
そ
の
時
、「
自
分

の
体
は
借
り
物
だ
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。

お
借
り
し
て
い
た
も
の
を
何
と
粗
末
に

扱
っ
て
き
た
の
か
と
。
そ
し
て
、
こ
の
世

に
何
も
残
さ
ず
死
に
た
く
は
な
い
と
も
。

外
銀
で
あ
れ
だ
け
お
も
し
ろ
い
経
験
を
さ

せ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
せ
め
て
そ
の
お
も

し
ろ
さ
を
生
き
て
い
る
う
ち
に
伝
え
て
お

か
な
け
れ
ば
、
と
焦
り
を
覚
え
ま
し
た
。

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
当
時
の
自
分
と
同
じ

四
三
歳
の
女
性
主
人
公
が
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン

ド
を
つ
く
っ
て
日
本
を
円
高
か
ら
救
う
と

い
う
物
語
を
、
誰
か
が
乗
り
移
っ
た
か
の

よ
う
に
一
気
に
書
き
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ

が
『
小
説
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
』
と
い
う
デ

ビ
ュ
ー
作
に
な
っ
た
ん
で
す
。

雨
宮　

幸
田
さ
ん
の
作
品
を
拝
読
し
ま
す

と
、
い
つ
も
二
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ

ま
す
。
一
つ
は
、
デ
ビ
ュ
ー
作
で
為
替
市

場
の
大
き
な
変
動
に
警
鐘
を
鳴
ら
さ
れ
た

よ
う
に
、
想
定
外
の
事
態
や
危
機
に
し
っ

か
り
備
え
よ
、
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ

は
、
経
済
は
ま
さ
に
人
間
の
営
み
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
日
々
の
暮
ら
し
や
人
生
、

あ
る
。
君
は
も
っ
と
輝
か
な
い
と
い
け
な

い
」
と
心
憎
い
こ
と
を
言
わ
れ
て
（
笑
）。

実
際
、
最
大
手
の
機
関
投
資
家
ば
か
り
を

担
当
す
る
ゲ
リ
ラ
営
業
部
隊
長
（
？
）
み

た
い
で
し
た
ね
。

雨
宮　

ま
さ
に
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
で

す
ね
。
今
ま
で
の
お
話
を
伺
っ
て
、
私
の

中
で
腑
に
落
ち
ま
し
た
。
と
言
い
ま
す
の

も
、
金
融
市
場
と
い
う
の
は
非
常
に
専
門

的
で
、
理
解
す
る
の
が
大
変
な
の
に
、
ど

う
し
て
幸
田
さ
ん
は
そ
ん
な
金
融
の
世
界

を
、
一
般
の
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
描
け

る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
取
引
現

場
の
実
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
。

幸
田　

そ
の
後
、
社
債
の
発
行
市
場
か
ら

企
業
の
資
金
調
達
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
）
ま
で
、
色
々
と
経
験
し
ま
し

た
か
ら
ね
。
最
初
か
ら
金
融
に
興
味
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
知
ら
ず
に
足
を

踏
み
入
れ
た
世
界
、
予
想
外
の
出
会
い
で

し
た
。
で
も
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
金
融
は
お

も
し
ろ
い
。
加
え
て
、
外
銀
に
い
る
か
ら

こ
そ
味
わ
え
る
驚
き
や
疑
問
も
あ
り
ま
し

た
。
例
え
ば
、
日
本
の
金
融
機
関
の
方
と

外
国
人
の
同
僚
の
発
想
の
違
い
で
す
。
何

の
た
め
に
働
く
か
と
い
う
話
題
一
つ
取
っ

て
も
、
同
僚
は
当
然
株
主
の
た
め
と
断

言
し
ま
す
。
収
益
に
貢
献
し
て
株
価
を
上

げ
、
株
主
を
喜
ば
せ
て
報
酬
を
も
ら
う
の

だ
と
。
一
方
で
邦
銀
の
方
に
同
じ
こ
と
を

聞
く
と
「
会
社
」
の
た
め
だ
と
。

雨
宮　

そ
う
し
た
違
い
は
興
味
深
い
で
す

ね
。
外
銀
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
着
実
に
積
ま

れ
て
い
た
幸
田
さ
ん
が
、
作
家
に
な
ろ
う

と
思
わ
れ
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

幸
田　

日
本
の
機
関
投
資
家
相
手
の
外
国

債
券
セ
ー
ル
ス
が
、
よ
う
や
く
軌
道
に

乗
っ
て
き
た
頃
、「
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
デ
ー
」

（
注
）
が
起
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
担

当
す
る
顧
客
の
取
引
量
も
大
き
く
落
ち
込

み
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
成
果
を
出
せ
な

く
な
っ
た
ん
で
す
。
高
額
な
報
酬
を
も

ら
っ
て
い
る
の
に
部
門
の
収
益
が
上
げ
ら

れ
な
い
。こ
れ
が
強
い
ス
ト
レ
ス
に
な
り
、

十
二
指
腸
潰
瘍
で
入
退
院
を
繰
り
返
す
羽

目
に
。
結
局
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か

り
、
三
八
歳
で
一
大
決
心
を
し
て
、
会
社

を
辞
め
た
ん
で
す
。

　

そ
の
後
、
す
ぐ
に
体
調
が
回
復
し
た
の

で
、
今
度
は
自
分
で
会
社
を
設
立
し
、
ま

た
も
や
休
み
な
く
働
き
ま
し
た
。
そ
の
無

理
が
た
た
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
五
年
ほ

ど
過
ぎ
た
頃
、
今
度
は
腫
瘍
が
見
つ
か
っ

た
ん
で
す
。

雨
宮　

手
術
が
終
わ
り
目
を
覚
ま
し
た
幸

田
さ
ん
に
、
ご
主
人
が
、「
ド
ル
・
円
レ
ー

ト
が
一
〇
〇
円
を
割
っ
た
ぞ
！
」
と
声
を

か
け
て
く
れ
た
、
と
い
う
話
を
伺
っ
た
こ

線
で
す
か
ら
、
怒
鳴
り
声
が
飛
び
交
い
、

電
話
は
鳴
り
っ
ぱ
な
し
。
な
に
せ
好
奇
心

旺
盛
な
も
の
で
す
か
ら
、
か
か
っ
て
く
る

電
話
を
片
っ
端
か
ら
取
っ
て
は
、
英
語
に

訳
し
て
、
ボ
ス
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。
た

だ
し
素
早
く
、
し
か
も
正
確
で
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
大
変
で
し
た
が
、
夢
中
で
仕

事
を
し
ま
し
た
。
や
が
て
、
日
本
国
債
の

市
場
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
数

十
億
円
、
数
百
億
円
と
い
う
巨
額
の
取
引

を
一
瞬
で
決
め
る
の
で
、
数
字
の
言
い
間

違
い
は
許
さ
れ
な
い
。
市
場
の
仕
組
み
、

専
門
用
語
も
必
死
で
勉
強
し
ま
し
た
。
そ

う
し
て
い
る
う
ち
に
、
徐
々
に
周
り
か
ら

信
頼
を
得
て
、
任
せ
て
も
ら
え
る
仕
事
も

増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
仕
事
振
り
を
評
価
し
た
ボ
ス

に
、「
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
は
も
っ
た
い
な

い
」
と
言
わ
れ
、
い
き
な
り
専
門
職
の

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
昇
格
し
た
ん
で
す
。
す
ご

い
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
だ
と
、
当
時

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
本
社
で
も
騒
が
れ
ま
し

た
。
ア
メ
リ
カ
映
画
の
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・

ガ
ー
ル
』
み
た
い
だ
っ
て
。

　

そ
の
後
、
新
設
さ
れ
た
証
券
子
会
社
に

移
籍
し
、
外
国
債
券
の
セ
ー
ル
ス
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
未
経
験
の
業
務
へ

の
戸
惑
い
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ボ
ス
に

「
デ
ィ
ー
ラ
ー
よ
り
格
段
に
取
引
量
の
多

い
顧
客
を
相
手
に
す
る
の
で
や
り
が
い
が

小
説
か
ら
発
せ
ら
れ
る

危
機
管
理
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

（注）�ブラックマンデー／1987年10月19日の月
曜日にニューヨーク証券取引所で株価が急落
し、これを契機に世界的に株価が暴落した。
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喜
び
や
悲
し
み
ま
で
映
し
出
す
。
そ
れ
が

経
済
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
強
く
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

幸
田　

そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
だ
き
、

感
激
で
す
。
デ
ビ
ュ
ー
当
時
は
、「
経
済

の
こ
と
さ
え
書
か
な
け
れ
ば
、
作
品
を
読

ん
で
あ
げ
る
」と
文
壇
の
大
御
所
か
ら
も
、

編
集
者
か
ら
も
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
や

た
ら
数
字
が
出
て
く
る
小
説
な
ん
て
文
学

じ
ゃ
な
い
と
。
純
文
学
な
ど
と
比
べ
て
、

経
済
や
お
金
の
話
を
下
に
見
て
い
る
よ
う

な
、
そ
ん
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。

　

で
も
、
純
文
学
や
恋
愛
小
説
を
書
く
人

は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
。
私

が
書
き
た
い
の
は
経
済
だ
と
。
経
済
が
お

も
し
ろ
い
の
は
、
両
極
端
の
理
論
が
両
方

と
も
正
し
い
、
両
立
す
る
こ
と
が
あ
り
得

る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
例
え
ば
円
高

に
し
て
も
、
良
い
面
、
悪
い
面
の
両
面
が

あ
り
ま
す
。
経
済
に
は
、
回
り
回
っ
て
元

に
戻
る
こ
と
や
、ど
ち
ら
も
否
定
し
な
い
、

ど
ち
ち
も
正
解
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
ね
。

雨
宮　

そ
こ
が
自
然
科
学
と
は
違
う
、
や

は
り
人
間
の
営
み
だ
と
言
え
る
部
分
で

し
ょ
う
ね
。

幸
田　

で
す
か
ら
経
済
は
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
お
も
し
ろ
い
、
と
い
う
こ
と
を
読
者
に

伝
え
た
い
。
一
方
で
、
知
ら
な
い
と
落
と

し
穴
に
は
ま
る
と
い
う
危
な
っ
か
し
さ
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。
知
っ
て
い
れ
ば
備
え
ら

れ
、
避
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
伝

え
た
い
。
私
は
国
際
金
融
市
場
の
現
場
で

働
い
て
き
た
の
で
、
つ
い
先
を
読
も
う
と

す
る
習
性
が
あ
る
。次
に
何
が
起
こ
る
か
、

も
の
す
ご
く
興
味
が
あ
る
ん
で
す
。

雨
宮　

二
〇
〇
四
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
日

銀
券
』
で
は
金
融
緩
和
策
の
転
換
に
つ
い

て
、
現
実
よ
り
二
年
早
く
小
説
に
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
一
七
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
大

暴
落 

ガ
ラ
』は
自
然
災
害
が
一
つ
の
テ
ー

マ
で
し
た
が
、ま
さ
し
く
一
八
年
は
「
災
」

の
年
に
な
っ
た
。
常
に
世
の
中
を
先
取
り

し
て
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
ま
す

が
、
小
説
の
題
材
は
ど
う
や
っ
て
選
ぶ
の

で
す
か
。

幸
田　

私
は
よ
く
「
好
奇
心
が
洋
服
を
着

て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
。
や
け
ど

を
す
る
か
ら
触
る
な
と
言
わ
れ
る
と
、
つ

い
触
っ
て
み
た
く
な
っ
た
り
し
て
（
笑
）。

小
説
を
書
く
と
き
も
好
奇
心
の
ま
ま
に
、

膨
大
な
資
料
や
取
材
か
ら
得
た
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と
に
、
想
像
力
を
無
限

に
膨
ら
ま
せ
る
ん
で
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
ま
で
順
調
に
小
説
を
書
い

て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
に

打
ち
の
め
さ
れ
、
小
説
が
書
け
な
く
な
っ

た
経
験
も
し
ま
し
た
。「
９
・
11
」
が
起

き
た
時
で
す
。
あ
の
日
、
私
は
都
内
の
ホ

テ
ル
で
缶
詰
に
な
り
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
を

題
材
に
し
た
長
編
小
説
を
書
い
て
い
た
ん

で
す
。そ
の
時
、昔
の
仕
事
仲
間
か
ら
メ
ー

ル
が
来
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
を
つ
け
た
ら
世

界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
飛
行
機
が
突
っ

込
ん
だ
…
…
。あ
の
ビ
ル
の
斜
め
前
に
は
、

以
前
勤
務
し
て
い
た
銀
行
の
本
社
ビ
ル
が

あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
リ
ア
ル
な
も
の
を
見

せ
ら
れ
て
、
私
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
テ
ロ

を
書
く
意
味
が
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
と
暗あ

ん

澹た
ん

た
る
思
い
に
陥
り
ま
し
た
。
も
う
書
け
な

い
、
作
家
を
辞
め
よ
う
か
と
。

雨
宮　

そ
ん
な
大
変
な
状
況
で
、
何
が
幸

田
さ
ん
を
再
び
小
説
に
向
か
わ
せ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

幸
田　

執
筆
を
再
開
さ
せ
て
く
れ
た
の

は
、
読
者
か
ら
届
く
メ
ー
ル
で
し
た
。
そ

こ
に
は
、「
自
分
は
為
替
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
仕
事
で
完
全
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た

が
、
幸
田
さ
ん
の
小
説
で
元
気
を
も
ら
っ

た
」
と
か
、
た
く
さ
ん
の
励
ま
し
の
言
葉

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
読
者
か
ら
の
感

想
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
そ
う
い
う
方

が
一
人
で
も
い
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
私

が
小
説
を
書
く
意
味
は
あ
る
の
か
な
と
。

そ
う
思
え
た
と
き
、「
９
・
11
」
と
真
正

面
か
ら
向
き
合
う
小
説
を
書
こ
う
と
決
め

た
。『
コ
イ
ン
・
ト
ス
』
と
題
す
る
短
編

を
一
晩
で
書
き
上
げ
た
ん
で
す
。

雨
宮　

今
年
二
月
に
は
『
人
工
知
能
』
と

題
す
る
新
著
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
昔

か
ら
Ｓ
Ｆ
小
説
が
好
き
で
、
若
い
頃
か
ら

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ア
シ
モ
フ
な
ど
を
読
ん
で

き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
幸
田
さ
ん
に
、
経
済
Ｓ

Ｆ
小
説
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。
と
い
う
の
も
、
近
年
の

変
化
は
本
当
に
速
く
て
、
例
え
ば
一
〇
年

前
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
登
場
し
た
ば
か

り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
が
今
で
は
こ
れ
だ

け
普
及
し
て
い
る
。
こ
の
先
は
も
っ
と
速

く
て
大
き
な
変
化
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
し
た
変
化
を
予
測
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
科
学
的
に
詰
め
な
が
ら
議
論

す
る
方
法
も
あ
れ
ば
、Ｓ
Ｆ
小
説
の
よ
う
に

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
な
か
で
思
考
実

験
し
て
い
く
方
法
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

幸
田　

小
説
は
、
ま
さ
に
読
者
に
疑
似
体

験
を
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
か
ら
ね
。
何

が
起
き
る
か
、
落
と
し
穴
は
ど
こ
に
あ
る

か
、
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
な
が
ら
考

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

雨
宮　

わ
れ
わ
れ
も
昔
、
経
済
学
の
テ
キ

ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
城し

ろ
や
ま山
三
郎
さ
ん
の

「
答
え
」の
な
い
世
界
で

読
者
に
思
考
し
て
も
ら
う
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『
小
説 

日
本
銀
行
』
や
『
男
子
の
本ほ

ん
か
い懐

』、

山
崎
豊と

よ

子こ

さ
ん
の
『
華
麗
な
る
一
族
』
な

ど
を
読
ん
で
、
経
済
や
社
会
の
仕
組
み
を

疑
似
体
験
し
、
自
分
な
ら
ど
う
す
る
か
を

考
え
ま
し
た
。
今
の
若
い
世
代
に
と
っ
て

は
、
幸
田
さ
ん
の
本
が
そ
う
い
う
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

幸
田　

そ
う
言
っ
て
い
た
だ
く
の
は
大
変

光
栄
で
す
。
た
だ
最
近
心
配
な
の
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
普
及
し
た
影

響
で
し
ょ
う
か
、
長
編
を
じ
っ
く
り
読
ん

だ
り
、
行
間
を
深
く
読
み
込
ん
だ
り
す
る

こ
と
な
く
安
易
に
答
え
を
求
め
る
風
潮
が

強
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
情
報
が
あ
ふ

れ
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
け
ば
答
え
ら
し
き

も
の
が
出
て
く
る
今
の
世
の
中
。
自
分
の

気
に
い
っ
た
も
の
だ
け
を
、
何
の
疑
問
も

持
た
ず
に
受
け
入
れ
る
。
違
う
意
見
が
出

て
く
る
と
、そ
れ
を
頭
か
ら
否
定
し
た
り
、

ダ
メ
だ
と
決
め
つ
け
る
。「
深
く
考
え
る
」

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ

た
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

若
い
編
集
者
の
な
か
に
は「
幸
田
さ
ん
、

答
え
を
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
人
も

い
ま
す
。
小
説
と
い
う
の
は
、
読
者
自
身

が
そ
の
世
界
の
な
か
に
入
り
、
主
人
公
は

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
、
こ
の
人

物
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
行
動
を
と
る
の
か

を
、
考
え
て
も
ら
う
も
の
で
す
。
私
が
生

ん
だ
登
場
人
物
が
読
者
に
よ
っ
て
別
の
命

を
与
え
ら
れ
る
、
私
は
、
そ
れ
こ
そ
が
お

も
し
ろ
い
と
思
っ
て
小
説
を
書
い
て
い
る

の
で
す
が
、
安
直
に
「
答
え
」
を
求
め
ら

れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

雨
宮　

小
説
は
、
あ
る
種
の
「
実
験
室
」

の
な
か
に
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
集
ま
り
、

動
き
な
が
ら
進
ん
で
い
く
も
の
で
す
よ

ね
。「
答
え
」
は
、
登
場
人
物
に
も
、
場

合
に
よ
っ
て
は
書
い
て
い
る
作
家
自
身
に

も
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

幸
田　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
、
書
い
て
い

る
私
自
身
に
も
「
答
え
」
が
わ
か
ら
な
い

こ
と
だ
ら
け
で
す
。
で
も
そ
れ
こ
そ
が
小

説
の
奥
深
い
魅
力
で
す
よ
ね
。
最
近
、
そ

う
い
う
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
が
な
い
が
し

ろ
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
私

は
あ
え
て
、「
答
え
」
は
読
者
が
出
す
も

の
で
す
よ
と
言
い
続
け
て
い
ま
す
が
。

雨
宮　

幸
田
さ
ん
は
、
経
済
小
説
を
書
か

れ
る
わ
け
で
す
が
、
ど
ん
な
読
者
を
想
定

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

幸
田　

私
自
身
、
特
定
の
読
者
層
を
想
定

し
て
も
の
を
書
く
こ
と
は
し
て
い
ま
せ

ん
。『
日
本
国
債
』
の
サ
イ
ン
会
を
開
い

た
時
は
、
小
学
五
年
生
の
少
年
か
ら
八
〇

歳
の
ご
婦
人
ま
で
幅
広
い
年
齢
層
の
方
が

来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
経
済
の
お
も
し

ろ
さ
を
一
人
で
も
多
く
の
読
者
に
知
っ
て

ほ
し
い
で
す
し
、
そ
の
方
の
人
生
に
少
し

で
も
役
立
て
れ
ば
こ
ん
な
う
れ
し
い
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
済
を
知
れ
ば
、
い
ろ

い
ろ
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
方
も

わ
か
っ
て
き
ま
す
。
生
き
て
い
く
う
え
で

の
リ
ス
ク
と
ど
う
向
き
合
う
か
、
こ
れ

を
伝
え
る
の
は
私
の
永
遠
の
テ
ー
マ
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

雨
宮　

経
済
や
金
融
の
専
門
的
な
分
野
を

扱
わ
れ
る
場
合
な
ど
、
難
し
い
こ
と
を
わ

か
り
や
す
く
伝
え
る
ご
苦
労
が
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
も
金
融
政
策
を
い

か
に
わ
か
り
や
す
く
世
の
中
に
伝
え
て
い

く
か
、
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。

幸
田　

私
は
、
金
融
や
経
済
を
軸
足
に
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
や
時
代
を
題
材
に
書
い
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
分
野
の
プ
ロ

の
方
も
作
品
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
い
え
、
そ
う
し
た

方
々
が
読
ん
で
も
「
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り

得
な
い
よ
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
そ
の
分
野
の
第
一
人
者
に
取
材

し
た
う
え
で
書
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
方
々
は
、
現
場
で
実
際
に

何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
切
実
に

実
感
し
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
そ
れ
を
正
し

く
世
の
中
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
ま

す
。
私
は
、
そ
う
し
た
思
い
を
大
切
に
作

品
に
込
め
、細
部
ま
で
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、

書
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
正
確
さ
を
追
求
し
す
ぎ
て
内

容
が
専
門
的
に
な
り
す
ぎ
る
と
、
読
者
は

つ
い
て
こ
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
を

い
か
に
お
も
し
ろ
く
す
る
か
が
腕
の
見
せ

ど
こ
ろ
で
す
（
笑
）。
そ
の
点
、
小
説
は

人
の
営
み
と
し
て
の
経
済
や
金
融
を
描
く

こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
敷
居
の
高
い
専

門
的
な
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
の

に
適
し
た
手
段
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
私
は
小
説
に
こ
だ
わ
っ
て
書
い

て
い
る
の
で
す
。

　

人
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
、

と
て
も
難
し
い
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
私
は
、

二
四
年
も
作
家
を
続
け
て
い
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
簡
単
だ
っ
た
ら
と
っ
く
に
辞
め

て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。こ
れ
か
ら
も
日
々
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。

雨
宮　

本
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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穴あ
な
開あ

き
貨
幣

　
日
本
で
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
五
円
貨
と
五
〇
円

貨
に
は
穴
が
開
い
て
い
ま
す
（
有ゆ

う
こ
う孔

と
言
い
ま
す
）。

こ
う
し
て
貨
幣
に
穴
を
開
け
る
の
は
、
①
他
の
貨
幣

と
の
混
同
を
避
け
る
、
②
偽
造
防
止
対
策
、
③
原
材

料
費
の
節
約
、
の
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
普
段
か
ら
五
円
貨
や
五
〇
円
貨
を
使
っ
て

い
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
穴
開
き
貨
幣
は

な
じ
み
深
い
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
世
界
に
目
を

転
じ
る
と
、
現
在
日
常
的
に
使
う
貨
幣
の
デ
ザ
イ
ン

に
穴
開
き
を
採
用
し
て
い
る
国
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
二
〇
一
八
年
末
時
点
で
日
常
的
に
使

用
さ
れ
る
貨
幣
と
し
て
穴
開
き
貨
幣
を
発
行
し
て
い

る
の
は
、
日
本
以
外
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
最
近
ま

で
発
行
さ
れ
て
い
た
国
を
加
え
て
も
、ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
く
ら
い
で
す
。

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
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、
近
代
以
降
を

中
心
と
し
た
穴（
孔あ
な

）開
き
貨
幣
、さ
ら
に
変
わ
っ
た
形
の
貨
幣
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

写真 2 日本　50 円ニッケル貨・有孔（1959 年～ 66 年発行）

（直径25mm、重量約5g）

写真 1 日本　50 円ニッケル貨・無孔（1955 ～ 58 年発行）

（直径25mm、重量約5.5g）

50円貨については、穴開きではないもの（写真１）が発行された際、
同じ時期に発行された100円貨と区別しづらいという声があり、穴を
開けたものが発行されました。以後、サイズやデザインが変更された後
も、穴開きが踏襲されています（写真２）。�（写真提供：独立行政法人造幣局）

最
終
回

貨
幣
の
世
界現

代
の
貨
幣

形
そ
の
７

（５）

国
も
い
ろ
い
ろ
形
も
い
ろ
い
ろ
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合体

ノルウェーでは、５クローネ白銅貨のほか、１クローネ白銅貨で
穴開き貨幣が発行されていました。同国では、デンマークと同じ
「クローネ」という名称の通貨単位が用いられています。この「ク
ローネ」とスウェーデンの通貨単位「クローナ」、そしてかつての
英国の通貨単位「クラウン」のいずれも、「王冠」という意味です。
� （直径26mm、重量約7.9g）

穴開きの記念貨幣あるいは収集用貨幣は他にもありますが、
穴が星形かつ２つの貨幣に分離するものは他にはないようで
す。�　　　　　　　（外側：直径40.4mm、重量約31.1g、
　　　　　　　　　��内側：直径24.8mm、重量約7.8g）

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
五
円
貨
や
五
〇
円
貨
が
、
貴

重
な
貨
幣
に
見
え
て
き
ま
せ
ん
か
？

変
わ
り
種

　
記
念
貨
幣
や
収
集
家
向
け
の
貨
幣
は
、
実
用
を
念

頭
に
お
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な

形
の
貨
幣
が
あ
り
ま
す
。

　
左
下
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
次
頁
上
の
ラ
ト
ビ
ア

の
貨
幣
は
二
つ
に
分
離
し
ま
す
。
次
頁
下
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
貨
幣
も
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
っ

た
形
を
し
て
い
ま
す
。続
い
て
は
、そ
う
し
た
変
わ
っ

た
形
の
貨
幣
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

デンマークでは、５クローネ白銅貨のほか、１クローネおよび２
クローネ白銅貨も穴開き貨幣です。貨幣のデザインにはデンマー
クの国章にあるハートマークに加え、デンマーク女王のマルグ
レーテⅡ世のイニシャルをあしらった模様（MⅡ）が描かれてい
ます。� （直径28.5mm、重量約9.2g）

鉄を銅で覆った貨幣です。表面には数字と「フィリピン共和国」、
裏面には「フィリピン中央銀行」の文字が刻まれたシンプルなデザ
インの貨幣です。2018年３月からは、穴がない５センティモ貨に
変更されており、この穴開き貨幣もいずれ日常的に目にすることは
なくなることでしょう。� （直径15.5mm、重量約1.9g）

写真 5 フィリピン　５センティモ銅メッキ鋼貨
　　　（1995 ～ 2016 年発行）

写真 6 オーストラリア　外側１ドル銀貨、内側 25 セント銀貨
 （2001 年発行）

外側

内側

写真 3 デンマーク　５クローネ白銅貨（2002 年～発行）

写真 4 ノルウェー　５クローネ白銅貨　（1998 ～ 2012 年発行）
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お
わ
り
に

　
今
回
で
、
あ
し
か
け
三
年
に
わ
た
る
「
貨
幣
の
世
界
」
も
最
終
回
と
な
り

ま
す
。

　
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
多
角
形
や
穴
開
き
・
不
思
議
な
形
の
貨
幣
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
貨
幣
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
か
。

　
こ
れ
ま
で
ご
覧
い
た
だ
い
て
き
た
と
お
り
、
貨
幣
は
、
歴
史
家
の
ヘ
ロ
ド

ト
ス
や
司し

馬ば

遷せ
ん

が
生
き
て
い
た
二
〇
〇
〇
年
以
上
も
昔
で
す
ら
起
源
が
不
明

な
ほ
ど
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
連
載
を
き
っ
か
け
に
、
貨
幣
や
そ
の
歴
史
に
多
く
の
方
が
ご
興
味
を

持
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ラトビアはバルト海沿岸の北欧の国です。18世紀にロシアに併合さ
れましたが、1918 年に独立を宣言しました。しかし 1940 年に
ソビエト連邦（現・ロシア）に占領され、ソビエト連邦が崩壊した
1991年に再独立しました。写真の１ラッツ銀貨も、写真６のオー
ストラリアの星形穴開き銀貨と同様に、収集家向けの分離する貨幣（あ
るいは２つの貨幣の組み合わせ）です。ラトビアの首都リガに位置す
るリガ工科大学の創立150年を記念して発行されたもので、製図に
使う定規やコンパス、分度器を模した独特の形をしています。
� （直径32mm、重量約26g）

写真 7 ラトビア　１ラッツ銀貨（2012 年発行）

写真 8 オーストラリア　１ドル銀貨（2013 年発行）

国の形をした貨幣もいくつかの国で発行されていますが、
その代表例としてオーストラリアをご紹介します。写真
のカラーコインはオーストラリア固有の動物をデザイン
に採用したシリーズの一つです。写真のカモノハシの他
にもコアラやカンガルー等の動物がデザインされた貨幣
が発行されています。� （重量約31.1g）

写真 9 フランス　１フラン銀貨（2001 年発行）

2001年のユーロ移行直前に発行された「最後
の１フラン銀貨」です。一見すると平板な円形の
ように見えますが、横から見ると「〜」の形の
ように縁以外が波打ったような形をしています。
�� （直径32.5mm、重量約17.8g）
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　欧州諸国は長年繰り返された戦乱の経験をか

えりみて、第二次世界大戦後、域内交通の自由

化、法律の整合性の推進、共通市場の創設等を進

めました（その歩みについては、本

誌39号「対談」記事をご覧くださ

い。右QRコードからアクセスでき

ます）。

　そして2001年、ついに通貨の統一に踏み出

しました。ユーロの誕生です。これは、ユーロ採

用国にとっては、長い歴史を反映したその国の貨

幣単位が消えることを意味します。そこで、写真

９のフランスの１フラン銀貨同様に、いくつかの

国では、「最後の」と銘打った自国通貨単位の貨

幣を発行しました。その中から２つご紹介します。

　オランダは、日常的に使われていた１ギル

ダー白銅貨を1999年に金貨で発行したほか、

2001年にニッケル貨（写真 :最後のオランダ・

ギルダー）も発行しました。デザインは、表面が

ベアトリクス女王、裏面はオランダの国章にも描

かれているライオンが国旗を持っている絵を子ど

もが描いたものです。

　またドイツでは、日常的に使われていた１マ

ルク白銅貨（写真 : 通常のドイツ・マルク）を、

2001年に金貨（写真 :最後のドイツ・マルク）

で発行しました。同国ではプロイセン王国によっ

て統一されたドイツ帝国時代（1871〜1918

年）以来の金貨発行でした。

　デザインは一見すると似ていますが、裏面に

ある文字が、白銅貨の「BUNDESREPBULIK�

DEUTSCHLAND (ドイツ連邦共和国 )」ではな

く、金貨では「DEUTSCHE�BUNDESBANK (ド

イツ連邦銀行 )」となっています。

お別れの貨幣たち

１ギルダーニッケル貨
（直径25mm、重量約6g）

１マルク白銅貨
（直径23.5mm、重量約5.5g）

１マルク金貨
（直径23.5mm、重量約12g）

最後のオランダ・ギルダー 最後のドイツ・マルク通常のドイツ・マルク

（写真１・２をのぞき写真はすべて個人蔵）
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先
駆
け
て
導
入
し
た
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
と

培
わ
れ
て
き
た「
働
く
女
性
」支
援
の
土
壌

　

日
銀
総
務
人
事
局
総
務
課
に
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

推
進
グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
五
年

一
月
。
現
在
（
一
九
年
二
月
末
）
の
所
属
メ
ン
バ
ー

は
男
女
四
名
ず
つ
の
計
八
名
。
同
グ
ル
ー
プ
長
の
五ご

の

神か
み

玲
子
さ
ん
は
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
に
関
す
る
制
度

の
設
計・導
入
は
、同
じ
課
の
人
事
制
度
企
画
グ
ル
ー

プ
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
導
入
さ
れ
た
制

度
が
使
い
や
す
く
な
る
よ
う
に
環
境
を
一
層
整
え
、

範
囲
で
コ
ア
タ
イ
ム
（
午
前
十
時
〜
午
後
三
時
）
以

外
は
裁
量
に
よ
る
出
退
勤
を
認
め
ま
し
た
。
推
進
グ

ル
ー
プ
の
金か
ね
し
ろ城
一か

ず
き樹
さ
ん
は
「
当
時
、
金
融
機
関

で
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
し
て
い
た
と
こ
ろ

は
少
な
く
、
世
間
対
比
で
み
て
先
進
的
な
取
り
組
み

で
し
た
。
同
制
度
が
あ
る
お
か
げ
で
、
育
児
や
介
護

と
の
両
立
が
し
や
す
く
な
っ
た
な
ど
の
声
も
聞
か
れ

て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
そ
の
三
年
後
、
第
二
期
行
動
計
画
の
施
策
と
し

て
『
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
（
時
間
休
）』
も

導
入
。
一
日
単
位
、
半
日
単
位
だ
け
で
な
く
、
時
間

単
位
で
も
有
給
で
休
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

職
員
は
育
児
や
介
護
な
ど
が
あ
っ
て
も
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
み
や
す
く
な
り
ま
し

た
。
私
自
身
も
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
た
め
に
時
間

休
を
活
用
し
て
い
ま
す
」

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
本
店
だ
け
で
な
く
、

一
六
年
八
月
か
ら
は
支
店
・
事
務
所
で
も
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
制
度
の
適
用
を
受
け
る
職
員
数
は
年
々
増

え
、
現
在
で
は
全
職
員
の
約
三
割
、
一
五
〇
〇
人
程

度
が
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
意
識
の
啓
発
に
も
継
続
し
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
専
担
部
署
と
し
て
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、
推
進
グ
ル
ー

プ
）
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
」
と
説
明
し
ま
す
。

　

振
り
返
る
と
、
日
銀
は
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
い
う

概
念
が
日
本
で
広
が
り
は
じ
め
る
前
か
ら
雇
用
環
境

の
整
備
や
制
度
の
導
入
な
ど
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

〇
五
年
、
施
行
さ
れ
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
い
て
「
第
一
期
行
動
計
画
」（
注
１
）
を
策

定
し
、
施
策
の
一
つ
と
し
て
〇
八
年
一
月
に
は
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
。
業
務
に
支
障
の
な
い

日
本
銀
行
総
務
人
事
局
　
日
本
銀
行
に
お
け
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
の
取
り
組
み

　
近
年
、
多
く
の
企
業
が
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
推
進
（
多
様
な
人
材
の
活
用
）
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
性
別
、
年
齢
、
国
籍
、
障
が
い
の
有
無
、
宗
教
、
信
条
、
性
的
指
向
・
性
自
認
な
ど
を
問

わ
ず
、
多
様
な
人
材
の
活
躍
を
促
す
こ
と
が
組
織
に
活
力
を
与
え
る
た
め
で
す
。
日
本
銀
行
で
も
、

総
務
人
事
局
総
務
課
に
設
け
ら
れ
た
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
グ
ル
ー
プ
」
を
中
心
に
、「
す
べ
て

の
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
環
境
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。
取
り
組
み
に
は
、
制
度
の
拡
充
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
あ
る
制
度
を
よ
り
円
滑
に
利
用

で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
意
識
啓
発
の
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
活
動
も
含
ん
で
い
ま

す
。
今
回
は
、
日
銀
が
経
営
上
の
課
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の

推
進
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
紹
介
し
ま
す
。

す
べ
て
の
職
員
が

能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
組
織
を
目
指
し
て

◆27
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育
児
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と
を
応
援
し
よ
う

と
い
う
土
壌
が
あ
り
、
そ
の
う
え
に
出
産
・
育
児
等

の
支
援
制
度
が
整
え
ら
れ
て
き
た
の
で
す
」

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
時
間
単
位
の
有
給
休
暇

は
職
員
の
間
に
も
定
着
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
制
度

を
利
用
す
る
人
と
し
な
い
人
の
間
に
意
識
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
い
ま
す
。
制
度
利
用
が
必

要
な
職
員
は
ち
ゅ
う
ち
ょ
な
く
使
え
る
雰
囲
気
が
醸

成
さ
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。
な
お
、「
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
で
き
て
い
る
か
」

と
の
職
員
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、約
八
五
％
が「
で

き
て
い
る
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
で
き
て
い
る
」
と

回
答
し
ま
し
た
。「
日
銀
は
、
働
き
や
す
さ
を
高
め
、

よ
り
能
力
を
発
揮
し
て
も
ら
う
こ
と
に
前
向
き
な
会

社
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
職
員
の
個
別
事
情
も
踏

ま
え
て
き
め
細
か
な
対
応
を
行
っ
て
い
ま
す
」
と
金

城
さ
ん
は
強
調
し
ま
す
（
注
３
）。

　

ま
た
、
日
銀
で
は
「
女
性
に
と
っ
て
働
き
や
す
い

職
場
作
り
」
も
積
極
的
に
進
め
て
き
ま
し
た
。
妊
娠

中
は
時
間
外
勤
務
の
制
限
や
通
院
時
間
の
確
保
な
ど

の
勤
務
措
置
が
あ
り
、
出
産
予
定
日
の
六
週
間
前
か

ら
欠
勤
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
さ
ら
に
育
児
休
業
の

う
ち
五
日
を
有
給
と
す
る
制
度
（
注
２
）
も
導
入
さ

れ
て
い
る
ほ
か
、
育
児
目
的
で
の
短
時
間
勤
務
制
度

や
看
護
休
暇
も
利
用
で
き
ま
す
。
本
店
で
は
、
子
ど

も
が
認
可
保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
、
事
業
所

内
保
育
所
の
利
用
も
で
き
ま
す
。
本
店
か
ら
ほ
ど
近

い
場
所
に
認
可
保
育
所
と
同
程
度
の
人
員
配
置
や
広

さ
な
ど
を
備
え
た
施
設
を
確
保
し
て
お
り
、
職
員
に

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
銀
で
は
、
常
勤
職
員
の

半
分
ほ
ど
を
女
性
が
占
め
て

い
ま
す
が
、
産
育
休
か
ら

の
復
帰
者
の
割
合
は
「
ほ
ぼ

一
〇
〇
％
」
と
言
い
ま
す
。
こ

れ
は
制
度
が
整
っ
て
い
る
か

ら
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
五
神
さ
ん

は
こ
う
言
い
ま
す
。

　
「
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
が
変

わ
っ
て
も
日
銀
で
公
共
性
に

資
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
い

き
た
い
、
そ
う
い
う
意
識
を

持
つ
女
性
職
員
が
多
い
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
日

銀
に
は
、
男
性・女
性
問
わ
ず
、

研
修
や
セ
ミ
ナ
ー
で
意
識
啓
発
し
、 

職
場
復
帰
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
相
互
理
解

を
促
進
す
る

　

推
進
グ
ル
ー
プ
で
は
、
制
度
設
計
に
加
え
、
職
員

の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
に
か
か
る
意
識
の
啓
発
に
も
継

続
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
研
修
の

実
施
で
す
。
日
銀
で
は
主
と
し
て
総
務
人
事
局
人
材

開
発
課
が
各
種
の
研
修
を
企
画
・
実
施
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
中
で
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
修
も
年
間
三
〇

回
ほ
ど
行
い
、
五
神
さ
ん
や
金
城
さ
ん
ら
が
講
師
と

な
っ
て
日
銀
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
の
考
え
方
や

方
向
性
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

推
進
グ
ル
ー
プ
自
身
が
企
画
・
実
施
す
る
研
修
も

あ
り
ま
す
。
同
グ
ル
ー
プ
の
設
立
か
ら
年
一
回
実
施

し
て
い
る
研
修
が
「
職
場
復
帰
支
援
セ
ミ
ナ
ー
」
で

す
。
直
近
の
同
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
妊
娠
中
や
産
育
休

中
、
育
休
か
ら
復
帰
後
の
女
性
だ
け
で
な
く
、
配
偶

者
が
育
休
中
な
ど
の
男
性
職
員
も
多
く
参
加
し
、
参

加
者
は
一
〇
〇
名
近
く
に
の
ぼ
り
ま
す
。
研
修
の
様

子
は
支
店
等
の
部
署
に
も
テ
レ
ビ
中
継
し
ま
し
た
。

企
画
・
運
営
を
担
当
し
た
推
進
グ
ル
ー
プ
の
佐
藤

恵え

み美
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
育
休
中
な
ど
の
職
員
の
中
に
は
、
復
帰
後
に
仕

事
と
育
児
を
両
立
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
感
じ

て
い
る
方
も
多
く
い
ま
す
。
研
修
で
は
産
育
休
か
ら

の
復
帰
に
際
し
て
の
準
備
や
心
構
え
に
焦
点
を
当

て
、
復
帰
後
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
内
容
に
し

て
い
ま
す
。外
部
か
ら
専
門
家
を
招
き
、講
義
を
行
っ

（
注�
１
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
で
は
、
企
業
が
、
労
働
者

の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
図
る
た
め
に
行
動
計
画
を
策
定
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
日
銀
で
は
〇
五

年
の
第
一
期
行
動
計
画
に
続
き
、
一
〇
年
か
ら
の
第
二
期
行
動
計

画
、
一
四
年
か
ら
の
第
三
期
行
動
計
画
を
経
て
、
現
在
は
一
八
年

に
策
定
し
た
第
四
期
行
動
計
画
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
注�

２
）
育
児
休
業
の
う
ち
五
営
業
日
ま
で
を
有
給
と
す
る
育
児
休

業
制
度
が
一
五
年
四
月
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

男
性
職
員
の
育
休
利
用
も
促
進
さ
れ
、
一
七
年
の
男
性
育
休
取

得
率
は
三
五
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
本
支
店
の
男
性
の

幹
部
職
員
が
育
休
を
取
得
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。

（
注�

３
）
日
銀
は
一
八
年
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
」
の
認
定
を

受
け
ま
し
た
。
同
認
定
は
「
く
る
み
ん
」
の
認
定
を
受
け
た
企

業
の
う
ち
、「
男
性
の
育
児
休
業
取
得
」「
長
時
間
労
働
の
抑
制
」

「
多
様
な
労
働
条
件
の
整
備
」「
出
産
し
た
女
性
労
働
者
の
継
続

就
業
」
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
し
い
基
準
を
満
た
し

た
企
業
が
受
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

「えるぼし」第3段階（最高レベル）
認定マーク（右）と「プラチナ
くるみん」認定マーク（左）
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た
り
個
別
の
質
問
も
受
け
付
け
た
り
、
さ
ら
に
保ほ

活か
つ

（
保
育
所
探
し
）
に
つ
い
て
も
情
報
提
供
や
具
体
的

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
し
た
」

　

佐
藤
さ
ん
自
身
も
育
児
を
し
な
が
ら
働
く
女
性
職

員
で
す
が
、「
育
休
中
は
職
場
と
接
触
す
る
機
会
が

意
外
と
少
な
い
と
感
じ
た
」と
話
し
ま
す
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
復
帰
支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
案
内
を
職
場
か
ら

自
宅
に
送
っ
て
も
ら
え
る
だ
け
で
「（
産
育
休
中
の
）

自
分
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
く
れ
て
い
る
」
と
い
う

安
心
感
が
生
ま
れ
る
と
言
い
ま
す
。

　

日
銀
は
、
一
六
年
に
施
行
さ
れ
た
女
性
の
職
業
生

活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
女
性
活

躍
推
進
法
）
の
定
め
に
基
づ
く
行
動
計
画
も
策
定
し

て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
女
性
職
員
の
登
用
の
拡

大
に
向
け
、「
企
画
役
級
以
上
」（
注
４
）
の
職
員
に

占
め
る
女
性
の
割
合
や
、
将
来
の
管
理
職
候
補
と

し
て
採
用
さ
れ
る
総
合
職
・
特
定
職
の
採
用
者
に
占

め
る
女
性
の
割
合
に
つ
い
て
目
標
を
設
定
し
て
い
ま

す
。

　

推
進
グ
ル
ー
プ
の
藤
尾
恒ひ

さ
しさ
ん
は
「
こ
う
し
た
目

標
に
向
け
た
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
女
性
職
員

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
『
女
性
キ
ャ
リ

ア
セ
ミ
ナ
ー
』
を
実
施
し
て
い
る
」
と
話
し
ま
す
。

　

直
近
の
同
セ
ミ
ナ
ー
は
、
法
律
・
経
済
・
語
学
・

シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
専
門
分
野
に
特
化
し
た
仕
事
を

す
る
女
性
職
員
を
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。
藤
尾
さ

ん
は「
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、

結
婚
・
出
産
・
育
児
な
ど
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
直

面
す
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

と
、
藤
尾
さ
ん
は
言
い
ま
す
（
注
５
）。

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
は
女
性
活
躍
に
と
ど
ま
り
ま
せ

ん
。
推
進
グ
ル
ー
プ
で
は
、
職
場
運
営
の
一
助
と
す

べ
く
、
管
理
職
を
対
象
に
「
障
が
い
を
持
つ
方
を
部

下
に
持
っ
た
場
合
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
セ
ミ

ナ
ー
を
企
画
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
金
城
さ
ん
は
、

次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
日
銀
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
は
『
す
べ
て
の

職
員
』
を
主
語
と
し
て
お
り
、
実
際
、
本
支
店
の
多

く
の
職
場
で
障
が
い
を
持
つ
職
員
が
活
躍
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
障
が
い
者
の
雇
用
の
促
進
と
い
っ
た

社
会
的
要
請
も
踏
ま
え
、
障
が
い
を
持
つ
職
員
が
よ

り
一
層
能
力
を
発
揮
し
て
組
織
に
貢
献
し
て
い
く
た

め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
上
の
工
夫
等
に
つ
い
て
考
え
る

機
会
と
す
べ
く
企
画
し
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、

多
く
の
役
員
や
本
支
店
の
幹
部
職
員
も
参
加
し
ま
し

た
」

時
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
時

間
的
な
制
約
に
悩
む
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど

う
す
れ
ば
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し

な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
そ
う
し
た
悩
み
や
問
題
意
識
に
つ
い
て
じ
っ

く
り
と
考
え
る
こ
と
、
ま
た
、
将
来
に
向
け
た
キ
ャ

リ
ア
形
成
の
戦
略
を
考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
こ

と
。
そ
れ
が
今
回
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
し
た
」
と
話

し
ま
す
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
ま
ず
女
性
役
員
が
自
身
の
職
業

経
験
も
踏
ま
え
つ
つ
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
過
程
で
意

識
し
て
お
く
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
講
話
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
外
部
講
師
に
よ
る
講
義
・
演
習
に

続
き
、
本
店
で
管
理
職
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
女
性

職
員
に
登
場
し
て
も
ら
い
、
仕
事
に
取
り
組
む
上
で

の
ス
タ
ン
ス
や
工
夫
、
後
輩
・
チ
ー
ム
員
の
指
導
等

で
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
を
直
接
語
っ
て
も
ら
い
、

セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
と
の
意
見
交
換
を
行
う
時
間
も
設

け
ま
し
た
。

　
「
参
加
者
か
ら
は
、『
実
際
に
管
理
職
に
就
き
、
他

部
署
と
の
調
整
等
の
責
任
を
伴
う
仕
事
を
し
て
い
る

先
輩
と
意
見
交
換
す
る
こ
と
で
、
職
場
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
求
め
ら
れ
る
能
力
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考

え
る
い
い
機
会
と
な
っ
た
』
と
か
、『
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
チ
ー
ム
を
引
っ
張
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
変
さ

ば
か
り
を
想
像
し
て
い
た
が
、
管
理
職
と
し
て
一
定

の
裁
量
を
持
ち
な
が
ら
組
織
に
貢
献
し
、
そ
れ
が
仕

事
の
や
り
が
い
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
よ
く
分
か
っ
た
』と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
」

職場復帰支援セミナーの模様
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変
化
に
強
い
組
織
で
あ
る
た
め
に 

多
様
な
人
材
を
確
保
す
る

　

日
銀
に
お
け
る
将
来
の
管
理
職
候
補
で
あ
る
総
合

職
・
特
定
職
で
新
規
採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性

の
割
合
は
、
近
年
、
三
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

推
進
グ
ル
ー
プ
と
総
務
人
事
局
人
事
課
を
兼
務
し

日
銀
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
政
策
委
員
会
に

定
期
的
に
報
告
し
、
総
裁
を
含
む
役
員
か
ら
意
見
を

も
ら
い
ま
す
。
金
城
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
報
告
の
際
に

は
、
多
様
な
観
点
か
ら
の
議
論
が
行
わ
れ
ま
す
。
た

と
え
ば
、『
こ
う
い
う
施
策
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ

う
か
』
と
い
っ
た
示
唆
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
」
と
の
こ
と
。
役
員
を
含
め
、
日
銀
は
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
推
進
を
重
要
な
経
営
課
題
に
位
置
づ
け
て
い

る
の
で
す
。

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
は
多

く
の
企
業
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
推
進
グ
ル
ー
プ
で

は
、
社
会
一
般
の
動
向
を
把
握
す
べ
く
、
民
間
金
融

機
関
等
や
各
国
中
銀
か
ら
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
ま

す
。
先
進
的
な
企
業
で
は
、近
年
の
「
働
き
方
改
革
」

へ
の
対
応
と
し
て
、
仕
事
の
在
り
方
・
進
め
方
そ
の

も
の
を
見
直
す
取
り
組
み
も
広
が
っ
て
お
り
、
そ
う

し
た
動
き
が
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
を
後
押
し
し
て

き
て
い
ま
す
。
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
は
「
ゴ
ー
ル
な
き

取
り
組
み
」
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
多
様
な
人
材
を

集
め
つ
つ
、
性
別
や
障
が
い
の
有
無
な
ど
に
か
か
わ

ら
ず
に
一
人
ひ
と
り
が
個
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
能
力

を
発
揮
で
き
る
組
織
を
目
指
し
て
、
日
銀
の
挑
戦
は

続
き
ま
す
。

採
用
活
動
を
担
当
す
る
田
尾
一か
ず
て
る
輝
さ
ん
は
「
日
本
経

済
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
意
気
込
み
の
あ
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
人
に
来
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
採
用
活
動
を
し
て
い
ま

す
」
と
話
し
ま
す
。

　

日
銀
の
採
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
一
六
年
か

ら
「
女
性
の
活
躍
に
向
け
て
」
と
題
し
た
ペ
ー
ジ
を

新
た
に
作
り
、
出
産
・
育
児
支
援
制
度
な

ど
を
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
女
性

の
採
用
が
多
い
の
は
こ
う
し
た
「
入
り
口
」

の
広
報
活
動
も
背
景
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
人
事
課
の
担
当
者
ら
は
支
店
と
協
力

し
な
が
ら
全
国
各
地
の
大
学
に
足
を
運
ん

だ
り
、
海
外
の
就
職
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加

し
た
り
と
多
様
な
ル
ー
ト
で
採
用
活
動
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
田
尾
さ
ん
は
、
次
の

よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
日
銀
の
社
会
的
な
使
命
（
物
価
の
安
定

と
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
）
は
変
わ
り
ま

せ
ん
が
、
外
部
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て

い
ま
す
。
そ
の
使
命
を
果
た
す
上
で
の
人

事
制
度
や
働
き
方
も
時
代
と
と
も
に
変
化

す
る
と
思
い
ま
す
。
日
銀
が
変
化
に
強
い

組
織
で
あ
る
た
め
に
は
多
様
な
人
材
が
必

要
不
可
欠
で
す
。
今
後
と
も
公
的
使
命
感

を
持
っ
た
多
様
な
人
材
に
来
て
も
ら
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
に
関
す
る
取
り

組
み
に
つ
い
て
は
、
推
進
グ
ル
ー
プ
か
ら

（
注�

４
）「
企
画
役
」
は
日
銀
に
お
い
て
担
当
業
務
を
取
り
ま
と
め
て

遂
行
し
、
部
門
内
の
組
織
の
運
営
・
管
理
の
役
割
を
担
う
管
理

職
で
す
。

（
注�

５
）
日
銀
は
一
七
年
五
月
、
女
性
活
躍
推
進
の
取
り
組
み
の
実

施
状
況
等
が
優
良
な
企
業
と
し
て
、「
採
用
」「
継
続
就
業
」「
管

理
職
比
率
」
な
ど
の
全
評
価
項
目
で
認
定
基
準
を
満
た
し
、
厚

生
労
働
大
臣
の
認
定
「
え
る
ぼ
し
」
評
価
の
う
ち
の
最
高
レ
ベ

ル
で
あ
る
第
三
段
階
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

日本銀行におけるダイバーシティ推進の取り組み
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　日本銀行は、１、４、７、10月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・物価見
通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・物
価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2019年１月の展望レポート（基
本的見解は１月23日、背景説明を含む全文は１月24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
九
年
一
月

二
〇
一
八
～
二
〇
二
〇
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

海
外
経
済
が
総
じ
て
み
れ
ば
着
実
な

成
長
を
続
け
る
も
と
で
、
設
備
投
資
の

循
環
的
な
減
速
や
消
費
税
率
引
き
上
げ

の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
き
わ
め
て
緩

和
的
な
金
融
環
境
や
政
府
支
出
に
よ
る

下
支
え
な
ど
を
背
景
に
、
二
〇
二
〇
年

度
ま
で
の
見
通
し
期
間
を
通
じ
て
、
景

気
の
拡
大
基
調
が
続
く
と
見
込
ま
れ

る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
（
除
く
生
鮮
食
品
）
の

前
年
比
は
、
プ
ラ
ス
で
推
移
し
て
い
る

が
、
景
気
の
拡
大
や
労
働
需
給
の
引
き

締
ま
り
に
比
べ
る
と
、
弱
め
の
動
き
が

続
い
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
、
①
賃
金
・
物
価
が
上
が

り
に
く
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
考
え
方

や
慣
行
が
根
強
く
残
る
も
と
で
、
企
業

の
慎
重
な
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス

な
ど
が
明
確
に
転
換
す
る
に
は
至
っ
て

い
な
い
こ
と
に
加
え
、
②
企
業
の
生
産

性
向
上
に
向
け
た
動
き
や
近
年
の
技
術

進
歩
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
物
価
の
上
昇
を
遅
ら
せ
て
き
た
諸
要

因
の
解
消
に
時
間
を
要
し
て
い
る
中

で
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も

横
ば
い
圏
内
で
推
移
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、マ
ク
ロ
的
な
需
給
ギ
ャ
ッ

プ
が
プ
ラ
ス
の
状
態
が
続
く
も
と
で
、

企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ
ン
ス
が

次
第
に
積
極
化
し
、
家
計
の
値
上
げ
許

容
度
が
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
実
際
に
価

格
引
き
上
げ
の
動
き
が
拡
が
り
、
中
長

期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も
徐
々
に
高

ま
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
消
費

者
物
価
の
前
年
比
は
、
二
％
に
向
け
て

徐
々
に
上
昇
率
を
高
め
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
。

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス

�　

経
済
・
物
価
と
も
に
下
振
れ
リ
ス
ク

の
方
が
大
き
い
。
物
価
面
で
は
、
二
％

の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け
た
モ

メ
ン
タ
ム
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
な

お
力
強
さ
に
欠
け
て
お
り
、
引
き
続
き

注
意
深
く
点
検
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

金
融
政
策
運
営

�　

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
実

現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続

す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、「
長

短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩

和
」
を
継
続
す
る
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、消
費
者
物
価
指
数（
除



NICHIGIN 2019 NO.5729

く
生
鮮
食
品
）
の
前
年
比
上
昇
率
の
実

績
値
が
安
定
的
に
二
％
を
超
え
る
ま

で
、
拡
大
方
針
を
継
続
す
る
。
政
策
金

利
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
十
月
に

予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
引
き
上
げ

の
影
響
を
含
め
た
経
済
・
物
価
の
不
確

実
性
を
踏
ま
え
、
当
分
の
間
、
現
在
の

き
わ
め
て
低
い
長
短
金
利
の
水
準
を
維

持
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
今
後

と
も
、
金
融
政
策
運
営
の
観
点
か
ら
重

視
す
べ
き
リ
ス
ク
の
点
検
を
行
う
と
と

も
に
、
経
済
・
物
価
・
金
融
情
勢
を
踏

政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

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

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

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

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、2014年度、2015年度については、2014年4月の消費税率引き上げの直接的

な影響を除いたベース。

（前年比、％） （前年比、％）

年度

（前年比、％） （前年比、％）

年度

（�注）消費税率については、
2019年 10月に10％に
引き上げられること（軽
減税率については酒類と
外食を除く飲食料品およ
び新聞に適用されるこ
と）、教育無償化政策につ
いては、幼児教育無償化
が 2019 年 10 月に、高
等教育無償化等が2020
年４月に導入されること
を前提としている。

ま
え
、「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け

た
モ
メ
ン
タ
ム
を
維
持
す
る
た
め
、
必

要
な
政
策
の
調
整
を
行
う
。

図表1　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（1）実質GDP
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図表２　政策委員見通しの中央値 （対前年度比、％）

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

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

（注３）�消費者物価指数（除く生鮮食品）は、2014年度、2015年度については、2014年4月の消費税率引き
上げの直接的な影響を除いたベース。

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

（前年比、％）�（前年比、％）

実質GDP 消費者物価指数
�（除く生鮮食品）

2018 年度 ＋ 0.9 ＋ 0.8

　（10月時点の見通し） （＋1.4） （＋ 0.9）

2019 年度 ＋ 0.9 ＋ 1.1 ＋ 0.9

　（10月時点の見通し） （＋0.8） （＋ 1.6） （＋ 1.4）

2020 年度 ＋ 1.0 ＋ 1.5 ＋ 1.4

　（10月時点の見通し） （＋0.8） （＋ 1.6） （＋ 1.5）

（参考）消費税率引き上げ・教育
無償化政策の影響を除くケース
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Ⅰ
．
各
地
域
の

　
　

 

景
気
判
断
の
概
要

　
　
　

  
二
〇
一
九
年
一
月

　

各
地
域
の
景
気
の
総
括

判
断
を
み
る
と
、
全
て
の
地

域
で
「
拡
大
」
ま
た
は
「
回

復
」
と
し
て
い
る
。
前
回

（
一
八
年
十
月
時
点
）
と
比

較
す
る
と
、
地
震
や
豪
雨
な

ど
自
然
災
害
の
影
響
か
ら

判
断
を
引
き
下
げ
て
い
た

北
海
道
と
中
国
で
は
、
復

旧
・
復
興
が
進
ん
で
い
る
状

況
を
踏
ま
え
、
判
断
を
引
き

上
げ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の

　「地域経済報告」（さくらレポート）は、日本銀行本支店等が、日頃、企業ヒアリング等
を通じて行っている各地域の経済金融情勢に関する調査の結果を、年４回（１月、４月、７月、
10 月）の支店長会議の機会毎に取りまとめたものです。また、その時々のトピックスにつ
いても、本報告の別冊として、原則年２回、まとめています。
＊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
）

（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。

【18/10月判断】
前回との
比較

【19/1月判断】

北海道

基調としては緩やかに回復して
いるものの、北海道胆

いぶり

振東部地
震の影響による下押し圧力がみ
られている

基調としては緩やかに回復して
おり、北海道胆振東部地震の影
響による下押し圧力は緩和を続
けている

東　北 緩やかな回復を続けている 緩やかな回復を続けている

北　陸 拡大している 拡大している

関　東
甲信越

緩やかに拡大している 緩やかに拡大している

東　海 拡大している 拡大している

近　畿
台風21号による経済活動面へ
の影響がみられるものの、緩や
かに拡大している

緩やかな拡大を続けている

中　国

平成30年７月豪雨によりダ
メージを受けたものの、社会イ
ンフラの復旧等に伴い、豪雨の
影響が低減する中で、基調とし
ては緩やかに拡大している

緩やかに拡大している

四　国 回復している 回復している

九州・沖縄
しっかりとした足取りで、緩や
かに拡大している

しっかりとした足取りで、緩や
かに拡大している
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七
地
域
（
東
北
、
北
陸
、
関
東
甲
信
越
、

東
海
、
近
畿
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）

で
は
、前
回
の
判
断
か
ら
変
更
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
各
地
域
の
判
断
の
背
景

に
は
、
海
外
経
済
が
総
じ
て
み
れ
ば

着
実
な
成
長
を
続
け
る
も
と
で
、
輸

出
が
増
加
基
調
に
あ
る
こ
と
や
、
労

働
需
給
が
着
実
に
引
き
締
ま
り
を
続

け
、
個
人
消
費
が
緩
や
か
に
増
加
す

る
な
ど
、
所
得
か
ら
支
出
へ
の
前
向

き
な
循
環
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
米
中
貿

易
摩
擦
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
経
済

の
不
確
実
性
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

現
時
点
で
は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
受
注
の
下
振
れ
な

ど
を
指
摘
す
る
声
は
徐
々
に
増
え
て

い
る
。

な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
銀
行
の
本
支
店
・

事
務
所
で
は
、「
人
手
不
足
の
も
と

で
の
賃
金
動
向
と
新
た
な
給
与
体

系
の
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
、
全
国
約
二
千
先

の
企
業
等
に
聞
き
取
り
調
査
（
期

間
は
一
八
年
七
～
十
月
）
を
実
施

し
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
結
果
等

に
基
づ
い
て
、
ま
ず
、
人
手
不
足

の
も
と
で
、
企
業
が
ど
の
よ
う
な

賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス
に
あ
る
か
に

つ
い
て
整
理
す
る
。
次
に
、
給
与

体
系
を
見
直
す
動
き
が
あ
る
か
、
あ

る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
変
化

が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
最
後
に
、

今
後
の
注
目
点
を
簡
単
に
ま
と
め

る
。

２
．�
人
手
不
足
の
も
と
で
の

     

賃
金
動
向

　

労
働
需
給
が
着
実
な
引
き
締
ま

り
を
続
け
る
な
か
、
賃
上
げ
の
動

き
は
広
範
に
み
ら
れ
て
い
る
。
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
み
る
と
、
定
期

昇
給
を
含
め
て
賃
上
げ
を
実
施
し

た
企
業
は
全
体
の
八
割
以
上
を
占

め
て
い
る
（
次
頁
図
表
１
、２
）。

　

今
回
の
調
査
で
も
、
多
く
の
先

か
ら
賃
上
げ
を
実
施
し
て
い
る
と

の
声
が
聞
か
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

「
好
調
な
業
績
を
踏
ま
え
、
継
続
的

な
賃
上
げ
を
実
施
し
て
い
る
」
と

の
声
や
、「
生
産
性
向
上
に
向
け
た

取
り
組
み
が
奏
功
し
、
利
益
率
が

上
昇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
（
以
下
、
ベ
ア
）
や
賞
与

増
額
を
実
施
し
て
い
る
」
な
ど
、
企

業
業
績
の
改
善
や
生
産
性
の
向
上

分
を
積
極
的
に
還
元
し
て
い
る
先

が
み
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
人
手
不
足
が
続
く
な
か

で
は
、
人
材
の
確
保
・
係
留
の
た

め
に
賃
上
げ
が
必
要
と
の
指
摘
が

聞
か
れ
た
。
具
体
的
に
は
、「
人
材

１
．�

は
じ
め
に

　

わ
が
国
で
は
、
労
働
需
給
は
着

実
な
引
き
締
ま
り
を
続
け
て
お
り
、

雇
用
・
所
得
環
境
が
着
実
に
改
善

し
て
い
る
。
賃
金
面
を
み
る
と
、
一

人
当
た
り
名
目
賃
金
は
、
振
れ
を

伴
い
つ
つ
も
、
緩
や
か
に
上
昇
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
賃
金
上
昇
は
、

労
働
需
給
の
引
き
締
ま
り
に
比
べ

る
と
、
弱
め
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

先
行
き
の
物
価
動
向
を
展
望
す

る
う
え
で
は
、
賃
金
が
ど
の
よ
う

に
推
移
す
る
か
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
企
業
の
賃
金
設
定
ス
タ
ン
ス

や
給
与
体
系
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
か
と
い
う
点
は
、
重
要

Ⅱ
． 

別
冊
「
人
手
不
足
の
も
と
で
の
賃
金
動
向
と

　
　
　
　
　

新
た
な
給
与
体
系
の
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み
」　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
二
〇
一
八
年
十
二
月
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の
流
出
防
止
や
新
卒
の
確
保
の
た

め
、
組
合
要
求
を
上
回
る
ベ
ア
を
実

施
」
と
か
、「
大
型
商
業
施
設
の
進

出
に
よ
る
労
働
需
給
の
タ
イ
ト
化
を

受
け
て
、
パ
ー
ト
社
員
を
係
留
す
べ

く
時
給
を
引
き
上
げ
た
」
と
い
っ
た

声
が
聞
か
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
を
き
っ
か
け
に
非
正
規
社
員
の
賃

上
げ
を
行
う
だ
け
で
な
く
正
社
員
の

賃
金
も
引
き
上
げ
た
と
の
声
や
、
政

府
の
賃
上
げ
促
進
策
の
存
在
を
評
価

す
る
声
が
聞
か
れ
た
。

　

た
だ
し
、
地
方
企
業
や
中
小
企
業

を
中
心
に
、
自
社
の
先
行
き
不
透
明

感
な
ど
か
ら
、
所
定
内
給
与
の
引
き

上
げ
に
慎
重
な
先
も
相
応
に
存
在

し
た
。
具
体
的
に
は
、
業
績
対
比

で
賃
上
げ
幅
を
抑
制
す
る
動
き
や
、

下
方
硬
直
性
の
あ
る
ベ
ア
を
回
避

す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
そ
う
し

た
先
で
は
、
人
口
減
少
に
伴
う
域

内
需
要
の
先
細
り
懸
念
や
デ
ジ
タ

ル
化
な
ど
急
速
な
技
術
革
新
に
取

り
残
さ
れ
る
不
安
な
ど
を
慎
重
な

理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
部
で
は
あ
る
が
、
収
益
・

財
務
基
盤
の
弱
い
先
は
賃
上
げ
が

十
分
に
で
き
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ

人
手
不
足
に
よ
り
市
場
か
ら
の
退

出
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
の
声
も
聞
か
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
最
近
は
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
重
視
な
ど
就

労
意
識
が
変
化
す
る
な
か
、
賃
上

げ
だ
け
で
な
く
、
福
利
厚
生
や
勤

務
環
境
の
改
善
も
人
手
不
足
へ
の

対
応
と
し
て
有
効
と
の
声
が
多
く

聞
か
れ
た
。
こ
う
し
た
声
は
、
企

業
規
模
を
問
わ
ず
聞
か
れ
た
が
、
特

に
地
方
企
業
や
中
小
企
業
で
強
く

意
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
省
力

化
投
資
や
不
採
算
事
業
の
整
理
・
縮

小
な
ど
に
よ
り
、
必
要
な
労
働
投

入
量
を
削
減
し
、
賃
上
げ
圧
力
を

抑
え
る
動
き
も
引
き
続
き
み
ら
れ

た
。

（注）�図表２の企業規模は、資本金１億円以上が大企業、１億円未
満（個人企業等を含む）が中小企業。

　　�定昇・ベアの実施割合は、賃上げを実施した先に対する比率。
（出所）�総務省、厚生労働省、東京商工リサーチ「賃上げに関する

アンケート（2018 年度調査）」
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３
．�

新
た
な
給
与
体
系
の

　
　

 

構
築
に
向
け
た
取
り
組
み

　

人
手
不
足
が
続
く
も
と
、
企
業
の

間
で
は
、
収
益
や
生
産
性
の
改
善
分

を
従
業
員
に
効
果
的
に
配
分
・
還
元

し
得
る
給
与
体
系
を
構
築
す
る
動
き

が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。具
体
的
に
は
、

年
齢
層
ご
と
、
あ
る
い
は
個
々
の
レ

ベ
ル
で
賃
金
の
改
善
度
合
い
に
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
働
き
方
改
革
の
成
果
を
従
業

員
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
改
革
の
動

き
を
後
押
し
す
る
先
も
あ
っ
た
。

① 

年
齢
階
層
別
賃
金
カ
ー
ブ
の

    

見
直
し

　

賃
上
げ
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
全

層
一
律
の
対
応
や
年
功
と
い
う
考
え

方
を
改
め
、
個
々
の
企
業
が
抱
え
る

課
題
や
経
営
戦
略
に
応
じ
て
、
年
齢

層
ご
と
に
賃
金
の
改
善
幅
に
差
を
設

け
る
メ
リ
ハ
リ
型
の
賃
金
見
直
し
の

動
き
が
相
応
に
み
ら
れ
た
。

　

年
齢
層
別
に
み
る
と
、
若
年
層
に

つ
い
て
は
、
初
任
給
の
引
き
上
げ
に

よ
る
採
用
競
争
力
の
強
化
や
、
入
社

後
の
昇
給
・
昇
格
の
早
期
化
に
よ
る

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
を
企
図
し

た
動
き
が
多
い
。
高
年
層
に
つ
い
て

も
、
人
手
不
足
の
も
と
で
の
貴
重
な

戦
力
と
し
て
、
定
年
の
延
長
や
再
雇

用
時
の
給
与
減
額
措
置
の
見
直
し
を

通
じ
て
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・

向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
先
が
目
立
つ
。

一
方
、
中
年
層
に
つ
い
て
は
、
抑
制

的
な
対
応
が
一
部
に
み
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
動
き
は
、
賃
金
カ
ー
ブ

の
最
近
五
年
間
の
変
化
―
―
三
〇
歳

代
ま
で
の
若
年
層
と
五
〇
歳
以
上
の

高
年
層
が
上
昇
し
て
い
る
一
方
、

四
〇
歳
代
の
賃
金
は
低
下
し
て
い
る

こ
と
―
―
と
も
整
合
的
で
あ
る
（
図

表
３
）。

図表3　一般労働者の年齢階層別賃金カーブの変化

（注）民営事業所ベース。
（出所）厚生労働省
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②  

能
力
や
成
果
を
よ
り
反
映
し
た

    

給
与
体
系
の
導
入

　

基
本
給
の
決
定
要
素
は
、
年
齢
・

勤
続
年
数
、
職
務
遂
行
能
力
、
職

務
や
職
種
な
ど
仕
事
の
内
容
、
業

績
・
成
果
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
職
務
遂
行
能
力
や
業

績
・
成
果
を
よ
り
反
映
し
た
給
与

体
系
へ
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
地

方
企
業
や
中
小
企
業
を
中
心
に
、
社

内
秩
序
・
融
和
へ
の
影
響
や
客
観

性
の
あ
る
評
価
制
度
構
築
の
難
し

さ
な
ど
か
ら
慎
重
な
先
が
少
な
く

な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
部
の
先
で

は
、
前
述
の
年
齢
層
ご
と
の
メ
リ

ハ
リ
型
の
賃
金
見
直
し
を
さ
ら
に

進
め
、
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
向
上
や
採
用
競
争
力
の
強
化
を

目
的
に
、
職
能
・
成
果
要
素
の
割

合
を
拡
大
さ
せ
る
動
き
や
、
個
々

の
生
産
性
に
応
じ
て
柔
軟
に
賃
金

を
設
定
し
得
る
給
与
体
系
に
見
直

す
動
き
が
み
ら
れ
た
。

 

③ 

Ｉ
Ｔ
人
材
の
採
用
・
処
遇
方
法

    

の
工
夫

　

近
年
、
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
の
技

術
の
急
速
な
発
展
が
進
む
も
と
で
、

Ｉ
Ｔ
人
材
の
獲
得
競
争
が
激
化
し

て
い
る
。
特
に
一
部
の
大
企
業
や

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
で
は
、
Ｉ

Ｔ
人
材
の
確
保
が
先
行
き
の
競
争

力
を
左
右
す
る
面
も
大
き
い
た
め
、

採
用
ス
タ
ン
ス
を
前
傾
化
さ
せ
て

い
る
。
た
だ
し
、
採
用
に
あ
た
っ

て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
に
近
い
高

い
賃
金
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。

　

こ
う
し
た
Ｉ
Ｔ
人
材
に
つ
い
て

は
、
既
存
の
評
価
・
報
酬
体
系
の

な
か
で
処
遇
す
る
の
が
困
難
と
の

判
断
か
ら
、
個
々
の
賃
金
に
メ
リ

（注）調査期間：2016 年３月上旬～中旬。回答者：各国に居住するＩＴ関連の就業者 500名。
（出所）経済産業省

図表4　日米のＩＴ人材の年収分布
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ハ
リ
を
つ
け
る
か
た
ち
で
、
本
体
と

は
別
の
組
織
で
既
存
の
従
業
員
と
異

な
る
給
与
・
人
事
体
系
を
適
用
す
る

（
あ
る
い
は
適
用
を
検
討
す
る
）
先

や
、
Ｉ
Ｔ
人
材
の
給
与
水
準
を
も
許

容
で
き
る
よ
う
に
給
与
・
人
事
体
系

を
見
直
す
先
が
み
ら
れ
た
。

④ 

働
き
方
改
革
を
後
押
し
す
る

    

給
与
体
系
の
見
直
し

　

こ
の
間
、
政
府
が
推
進
す
る
働
き

方
改
革
へ
の
対
応
の
一
環
と
し
て
、

残
業
時
間
の
削
減
に
取
り
組
む
先
が

増
え
て
い
る
。
一
部
の
先
で
は
、
そ

れ
に
よ
り
減
少
し
た
時
間
外
手
当
を

原
資
と
し
て
、
働
き
方
改
革
を
後
押

し
す
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

付
与
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

４
．
お
わ
り
に 

　

前
節
ま
で
で
み
て
き
た
と
お
り
、

自
社
の
先
行
き
不
透
明
感
な
ど
か
ら

所
定
内
給
与
の
引
き
上
げ
に
慎
重
な

先
も
み
ら
れ
た
も
の
の
、
労
働
需
給

が
着
実
な
引
き
締
ま
り
を
続
け
る
な

か
、
賃
上
げ
の
動
き
は
広
範
に
み
ら

れ
た
。
ま
た
、
新
た
な
給
与
体
系
の

構
築
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
や
採
用
競
争
力

の
強
化
を
企
図
し
て
、
収
益
や
生
産

性
の
改
善
分
を
従
業
員
に
効
果
的
に

配
分
・
還
元
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

み
ら
れ
た
。

　

先
行
き
の
賃
金
動
向
を
展
望
す
る

と
、
労
働
需
給
の
引
き
締
ま
り
が
続

け
ば
、
賃
金
上
昇
圧
力
が
一
段
と
高

ま
る
た
め
、
賃
上
げ
の
動
き
が
さ
ら

に
広
が
り
、
企
業
の
賃
金
設
定
ス
タ

ン
ス
も
徐
々
に
積
極
化
し
て
い
く
と

み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
地
方
企
業

や
中
小
企
業
を
中
心
と
し
た
自
社
の

先
行
き
不
透
明
感
は
、
人
口
減
少
に

伴
う
域
内
需
要
の
先
細
り
や
急
速
な

技
術
革
新
に
取
り
残
さ
れ
る
不
安
な

ど
を
強
く
意
識
し
た
面
も
あ
る
た

め
、
こ
う
し
た
企
業
行
動
の
変
化
に

は
時
間
を
要
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
間
、
長
い
目
で
み
る
と
、
福
利

厚
生
や
勤
務
環
境
の
改
善
に
よ
る
人

材
の
確
保
・
係
留
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
向
上
、
省
力
化
投
資
等
の
取
り

組
み
が
奏
功
す
る
か
た
ち
で
労
働
生

産
性
が
向
上
し
、
賃
上
げ
の
原
資
が

生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
先
行
き
の
賃
上

げ
テ
ン
ポ
が
加
速
す
る
素
地
が
整
う

こ
と
に
な
る
。

　

新
た
な
給
与
体
系
の
構
築
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
労
働
需
給
の
引
き
締

ま
り
が
続
け
ば
、
人
材
を
効
果
的
に

確
保
・
係
留
し
て
い
く
必
要
性
は
一

段
と
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
緩

や
か
な
が
ら
も
広
が
っ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。

　

先
行
き
の
物
価
動
向
を
う
か
が
う

う
え
で
は
、
今
後
、
企
業
の
賃
金
設

定
ス
タ
ン
ス
が
積
極
化
し
、
賃
金
の

上
昇
テ
ン
ポ
が
加
速
す
る
の
に
ど
の

程
度
時
間
を
要
す
る
か
が
、
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。ま
た
、

新
た
な
給
与
体
系
の
構
築
に
向
け
た

取
り
組
み
が
広
が
り
、
従
業
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
等
を
通
じ
て

労
働
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る

か
、
そ
し
て
、
労
働
生
産
性
の
向
上

分
が
賃
金
に
よ
り
鮮
明
に
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
か
―
―
企
業
の
好
業

績
が
労
働
者
に
還
元
さ
れ
る
度
合
い

が
強
ま
る
か
―
―
、
と
い
っ
た
点
も

鍵
と
な
る
。
引
き
続
き
企
業
の
賃
金

設
定
ス
タ
ン
ス
や
給
与
体
系
の
変
化

に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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長
崎
支
店
は 

開
設
七
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た

▼
長
崎
支
店
は
、
三
月
一
日
に
開
設

七
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
昭
和

二
十
年
（
一
九
四
五
）
四
月
に
事
務

所
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
ち
、
昭
和

二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
三
月
一
日

に
九
州
地
区
で
最
後
と
な
る
六
番
目

の
支
店
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

▼
支
店
が
開
設
さ
れ
た
頃
の
長
崎
市

内
は
、
原
爆
の
痛
手
が
い
た
る
と
こ

ろ
に
残
っ
て
い
る
状
況
で
し
た
。
そ

の
よ
う
な
中
で
旧
長
崎
市
立
博
物
館

を
増
改
築
し
た
木
造
の
営
業
所
は
、

「
白
亜
の
殿
堂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。

▼
七
〇
周
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

支
店
広
報
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
べ
く
、

県
内
の
観
光
資
源
を
模
し
た
銀
行
券

裁
断
片
の
オ
ブ
ジ
ェ
や
、
見
学
記
念

ス
タ
ン
プ
等
を
新
た
に
製
作
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
周
年
行
事
の
一
環
と

し
て
中
村
法ほ

う
ど
う道

長
崎
県
知
事
に
ご

来
店
い
た
だ
き
、
平へ

い
け家
達さ
と
し史
長
崎
支

店
長
と
の
対
談
を
行
っ
た
ほ
か
、
産

業
・
金
融
界
の
関
係
者
を
招
い
て
店

内
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
長
崎
支
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
開
設
七
〇
周
年
を
記
念
し
た
特

設
ペ
ー
ジ
を
設
け
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
バ
ー
チ
ャ
ル
店
内
見
学
コ
ー

ナ
ー
を
新
設
し
た
ほ
か
、
前
述
の

各
種
行
事
の

模
様
や
周
年

記
念
特
別
レ

ポ
ー
ト
等
を

掲
載
し
て
い

ま
す
。

▼
長
崎
支
店
は
、
こ
れ
か
ら
も
地
域

と
と
も
に
歩
み
、
長
崎
県
の
一
層
の

発
展
に
貢
献
し
て
ま
い
り
ま
す
。

第
七
回
Ｆフ

ィ

ン

テ

ッ

ク

ｉ
ｎ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ 

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

▼
近
年
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
へ

の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
を
埋
め
込
ん
だ
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
な
ど
を
使
っ
た
決
済
サ
ー
ビ
ス
が

数
多
く
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
な
か
、
決
済
機
構
局
Ｆ
ｉ
ｎ
Ｔ

ｅ
ｃ
ｈ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
〇
一
八

年
十
一
月
三
十
日
、
第
七
回
Ｆ
ｉ
ｎ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
ど
う
な
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段
：
対
面

決
済
の
未
来
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
開
会
挨
拶
に
お
い
て
池
田
唯ゆ

う
い
ち一

理
事
は
、
便
利
で
安
全
な
決
済
サ
ー

ビ
ス
の
普
及
や
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
登
場
は
、
日
本
経
済
の
成
長
に

会場の様子� （撮影：野瀬勝一）

“
魅
力
の
宝
庫
”
で
あ
る
長
崎
の
観
光
資
源
を

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
具
材
に
見
立
て
た
銀
行
券
裁
断

片
オ
ブ
ジ
ェ

中
村
長
崎
県
知
事（
写
真
左
）
と
平
家
支
店
長
の

対
談
の
模
様
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貢
献
す
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
決
済
の
利
便
性
向
上
や

コ
ス
ト
削
減
に
と
ど
ま
ら
ず
、
デ
ー

タ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
活
用
し
た

り
、
決
済
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
と
連
動

さ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

や
付
加
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
、
国
民
生

活
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
リ

テ
ー
ル
決
済
は
、
い
つ
で
も
安
心
し

て
使
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
で
適
切
な
対
応

が
取
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
に
も
触
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
新
た

な
金
融
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
に

向
け
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す

た
め
の
競
争
的
な
環
境
を
維
持
し
な

が
ら
、
適
切
に
協
調
し
て
市
場
拡
大

を
促
進
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
も
論

点
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

▼
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
事
業
者
か
ら
、
ユ
ー
ザ
ー

の
利
便
性
向
上
と
加
盟
店
に
対
す
る

付
加
価
値
提
供
を
両
立
す
る
こ
と
の

重
要
性
や
、
決
済
以
外
の
事
業
と
の

相
乗
効
果
へ
の
期
待
が
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。
た
と
え
ば
、
顧
客
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
使
い
勝
手
の
良
い
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
や
、
加
盟

店
の
拡
大
を
通
じ
た
利
便
性
の
確
保

な
ど
を
通
じ
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
の
メ
リ
ッ
ト
向
上
を
図
る
工
夫

が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
加
盟
店
に
対

し
て
は
、
新
た
な
決
済
ツ
ー
ル
の
導

入
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
ニ
ー
ズ
を
持
つ
消
費

者
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
の
取
り
込
み

を
促
す
戦
略
や
、
決
済
デ
ー
タ
を
活

用
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

を
加
盟
店
に
還
元
す
る
取
り
組
み
な

ど
が
有
効
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
ま
し

た
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
、
ユ
ー
ザ
ー
や
加
盟
店
を
開
拓
す

る
上
で
の
課
題
・
工
夫
や
、
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
や
資
金
決
済
手
段
の

選
択
、
コ
ス
ト
構
造
と
決
済
手
数
料

に
対
す
る
考
え
方
、
競
争
が
決
済
手

数
料
に
及
ぼ
す
影
響
、
決
済
デ
ー
タ

活
用
の
難
し
さ
や
留
意
点
な
ど
、
幅

広
い
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
Ｆ
ｉ
ｎ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

議
事
概
要
お
よ
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
資
料
は
、
日
銀
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
決
済
・
市
場
」
→
「
Ｆ
ｉ
ｎ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
セ
ン
タ
ー
」
→
「
Ｆ
ｉ
ｎ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
コ
ー

ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
模
様
を
Ｙ
ｏ
ｕ
T
ｕ
ｂ
ｅ

で
視
聴
す
る

こ
と
も
で
き

ま
す
。

「
第
一
四
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

の
決
勝
大
会
を
開
催

▼
大
学
生
を
主
な
対
象
と
す
る
金

融
・
経
済
分
野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ス
ト
「
第

一
四
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
～
キ
ャ
ン

パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」
が
今
年
も
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
全
国
各
地

の
五
二
大
学
か
ら
一
四
七
編
の
論
文

が
寄
せ
ら
れ
、
一
次
審
査
を
通
過
し

た
五
チ
ー
ム
に
よ
る
決
勝
大
会
が
日

本
銀
行
本
店
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
決
勝
大
会
で
は
、佐
藤
義
雄
氏（
経

済
同
友
会
副
代
表
幹
事
、
住
友
生
命

保
険
相
互
会
社
取
締
役
会
長　

代
表

執
行
役
）、
橘
・
フ
ク
シ
マ
・
咲さ

き
え江

氏
（G

&
S
�G
lobal�A

dvisors�Inc.

代
表
取
締
役
社
長
）
の
他
、
若わ
か

田た

べ部

昌ま
さ
ず
み澄

日
銀
副
総
裁
（
審
査
員
長
）、

鈴
木
人ひ

と
し司
・
片
岡
剛ご
う
し士
両
政
策
委
員

会
審
議
委
員
の
五
名
の
審
査
員
を
前

に
、
各
チ
ー
ム
と
も
堂
々
と
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答
を
行
い

パネルディスカッションの様子� （撮影：野瀬勝一）

二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
三
日（
祝
）
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ま
し
た
。

▼
最
優
秀
賞
に
は
、
東

京
経
済
大
学
経
済
学

部
・
経
営
学
部
チ
ー
ム

の
「
所
得
控
除
連
動
型

消
費
税
免
税
マ
イ
ナ
ス

金
利
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー

ド
（
免
税
カ
ー
ド
）
の

す
す
め
」
が
選
ば
れ
ま

し
た
。
こ
の
他
、
優
秀

賞
に
函
館
大
学
商
学
部

チ
ー
ム
・
麗
澤
大
学
経

■今年も桜の季節がやってきました。皆さまは、桜の
花にどういうイメージをお持ちでしょうか。季節柄、
卒業や入学・入社、出会いや別れといった場面を想像
する方も多いのではないかと思います。私の場合、少々
違うのかもしれませんが、満開の桜の花や桜並木を見
るたびに、何十年、何百年と同じように繰り返される
不変の美にしばし酔いしれます。時代とともに人類は
進歩し、社会は発展してきました。桜などの植物も、
環境に適応するために少しずつ進化してきているはず
です。でも、思いやりや美しさなど、ずっと変わらな
い方がよいこともあります。今回本誌でご紹介したイ
ンタビューや対談、奈良県桜井市の取材でも、時代に
応じた変化や発展を追求しつつ、根底には変わらない
素晴らしさも訴えている気がします。デジタル化の進
展など、私たちを取り巻く環境は急速に変化していま
す。多忙な暮らしの中で、ちょっと立ち止まろう、振
り返ろう、この季節の桜がレトロなメッセージを私に
伝えてくれます。� （中川）

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

※本誌に掲載している内容は、必ずしも日本銀行の見解を反映してい
るものではありません。日本銀行の政策・業務運営に関する公式見解
等については、日本銀行ホームページ（http://www.boj.or.jp/）
をご覧ください。
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済
学
部
チ
ー
ム
、
敢
闘
賞
に
東
京
大

学
経
済
学
部
チ
ー
ム
・
日
本
大
学
経

済
学
部
チ
ー
ム
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。

▼
審
査
員
か
ら
は
、「
統
計
デ
ー
タ

に
加
え
、
実
務
家
へ
の
聞
き
取
り
調

査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
通
じ
て
、
自

身
の
抱
い
た
問
題
を
解
決
し
て
お

り
、
具
体
的
で
実
現
可
能
性
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
の
総
評
が

あ
り
ま
し
た
。

▼
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
に
つ
い
て
は
、

日
銀
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
専
用
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
、
決
勝
参
加
チ
ー
ム
の

作
品
全
文
と
審
査
員
講
評
お
よ
び
奨

励
賞
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
同
コ
ー
ナ
ー
や
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
は
決
勝
大
会
の
模
様
を

収
録
し
た
動
画
も
配
信
し
て
い
ま

す
。

決勝進出５チームと審査員の皆さん� （撮影：野瀬勝一）
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from Frankfurt

左／欧州中央銀行本部ビル。
このほか市内に２つの拠点
があります。右／レーマー
広場のクリスマスマーケット

変化と伝統のフランクフルト
　ドイツには中規模の都市が点在しているという特

徴があります。統計のとり方にもよりますが、もっ

とも大きな都市はベルリンで人口約360万人、続く

ハンブルクが約180万人、以下ミュンヘン、ケルン

となりますが、その差はさほど大きくありません。

ちなみに欧州中央銀行があるフランクフルトは、5

位の約 75 万人です。ドイツの総人口はおよそ

8,200万人ですから、最大都市のベルリンといえど

も全体のわずか4％で、人口の約3分の1が東京圏（東

京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に集中する日本

との違いに驚かされます。また各都市が歴史、文化、

経済等できわめてユニークな特色を持っていること

もドイツの大きな魅力です。

　文豪ゲーテ（注1）が生まれ音楽家テレマン（注2）

が活躍したフランクフルトは、古くから金融の街と

して知られてきました。1998年にこの地で共通通

貨ユーロとユーロ圏の金融政策運営を任務として設

立された欧州中央銀行は、その後の金融危機を機に

役割が一段と拡大され、2014年にはユーロ圏の銀

行監督を一元的に担う機能も加えられました。2016

年の英国のEU離脱決定を受けて金融機関のロンド

ンからのシフトが広がるなか、フランクフルトはま

さに欧州金融の中心地として更なる変貌を遂げよう

としています。

　そのフランクフルトでは今、新「旧市街」と呼ば

れるエリアがちょっとした話題となっています。第

二次世界大戦で大きな被害を受けた旧市街の一画を

戦前の姿に復元しようとする試みが、2018年に完

了しました。観光名所となっているレーマー広場か

ら聖バルトロメウス大聖堂までのおよそ7,000㎡の

エリアで、戦前の木組みの建物や細く入り組んだ小

道、噴水などが忠実に再現されたのです。時を経て

再びよみがえった旧市街は、これからまた新たな歴

史を刻んでいくことでしょう。

（欧州中央銀行、フランクフルト）

＊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。

フランクフルトの高層ビル群

　注1　�ゲーテ（1749 -1832）：詩人、小説家、劇作家。小説『若き
ウェルテルの悩み』など数々の名作を生み、名声を博した。

　注2　�テレマン（1681-1767）：後期バロック音楽を代表する作
曲家で、当時ドイツ随一の人気を誇った。
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