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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

し
で
工
事
が
こ
こ
ま
で
遅
れ
た
の
で
す
」

　
「
…
…
」

　
「
だ
か
ら
今
後
は
ま
ず
大
倉
組
と
の
契
約
を
解
除
し
、

わ
れ
わ
れ
（
建
築
事
務
所
）
が
じ
か
に
四
人
そ
れ
ぞ
れ

と
契
約
を
む
す
ぶ
。
そ
の
上
で
ひ
と
り
に
つ
き
建
物

の
一
角
ず
つ
を
請
け
負
わ
せ
、
期
日
に
遅
れ
た
ら
一
日

五
百
円
の
罰
金
を
と
る
。期
日
前
に
仕
上
げ
た
ら
、逆
に
、

同
額
の
賞
金
を
出
す
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
賞
金

の
た
め
に
使
い
ま
す
」

　

川
田
総
裁
は
よ
ろ
こ
ん
で
、

　
「
金
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

　

と
言
っ
た
そ
う
で
、
事
実
、
こ
の
作
戦
は
成
功
し
た
。

四
人
の
親
方
は
同
盟
ど
こ
ろ
か
競
争
す
る
よ
う
に
な
り
、

工
事
は
に
わ
か
に
進
捗
し
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
ま
あ
、

結
局
の
と
こ
ろ
完
成
は
二
年
以
上
も
遅
れ
た
の
だ
が
。

　

是
清
は
、
そ
の
働
き
が
み
と
め
ら
れ
た
。
正
式
な
行

員
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
は
階
段
を
の
ぼ
る
だ
け
。

日
銀
西さ

い
ぶ部

支
店
長
、横
浜
正
金
銀
行
副
頭
取
、日
銀
総
裁
。

　

さ
ら
に
は
山
本
権
兵
衛
内
閣
の
大
蔵
大
臣
と
な
り
、

総
理
大
臣
と
な
っ
た
。
私
は
も
ち
ろ
ん
是
清
の
よ
う
に

大
金
が
動
か
せ
る
人
間
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も

『
東
京
、
は
じ
ま
る
』
は
好
調
で
、
着
々
と
版
を
か
さ
ね

て
い
る
。
お
か
げ
で
財
布
も
ほ
ん
の
少
し
だ
け
、
日
本

銀
行
券
で
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。

かどい・よしのぶ●作家。1971年群馬県生まれ。
2003年「キッドナッパーズ」でオール讀物推理
小説新人賞を受賞。16 年『マジカル・ヒストリー・
ツアー』で日本推理作家協会賞（評論その他の
部門）、18 年には『銀河鉄道の父』で直木賞を受賞。
新著は建築家・辰野金吾を描く『東京、はじまる』。
ほか万城目学との共著『ぼくらの近代建築デラッ
クス！』など著書多数。

門井慶喜

懸賞金一万円

　

さ
き
ご
ろ
文
藝
春
秋
よ
り
『
東
京
、
は
じ
ま
る
』
と

い
う
本
を
出
し
た
。

　

史
上
初
の
日
本
人
建
築
家
と
い
う
べ
き
辰
野
金
吾
を

主
人
公
と
し
た
歴
史
小
説
で
あ
る
。
金
吾
の
出
世
作
は

も
ち
ろ
ん
日
本
銀
行
本
店
だ
か
ら
、
そ
の
設
計
お
よ
び

建
設
工
事
に
つ
い
て
は
特
に
念
入
り
に
記
し
た
が
、
そ

の
工
事
に
は
、
じ
つ
は
の
ち
の
ち
総
理
大
臣
に
な
る
人

も
参
加
し
て
い
る
。

　

高
橋
是
清
。
た
だ
し
正
式
な
行
員
で
は
な
く
建
築
事

務
所
の
所
員
、
つ
ま
り
金
吾
の
部
下
で
あ
る
。
事
務
主

任
と
し
て
雇
わ
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
ま
だ
三
十
代
の
主
任
さ
ん
は
、
し
か
し
発
想
が

奔
放
だ
っ
た
。
何
し
ろ
前
例
の
な
い
工
事
だ
か
ら
工
期

の
遅
れ
が
深
刻
だ
っ
た
が
、
或
る
日
、
日
銀
総
裁
・
川

田
小
一
郎
へ
、

　
「
一
万
円
だ
け
自
由
に
使
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」

　

だ、

、け
と
言
わ
れ
て
も
、
総
工
事
費
の
見
積
り
は

八
十
万
円
な
の
だ
か
ら
少
額
で
は
な
い
。

　

川
田
は
、
怒
り
っ
ぽ
い
人
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
爆
発

寸
前
の
顔
で
、

　
「
何
に
使
う
の
だ
」

　
「
こ
の
工
事
は
大
倉
組
に
請
け
負
わ
せ
、
大
倉
組
が
ま

た
四
人
の
石い

し

工く

の
親
方
に
下
請
け
さ
せ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
四
人
は
た
び
た
び
賃
金
の
値
上
げ
を
要
求
し
、
拒

否
さ
れ
る
と
同
盟
し
て
仕
事
を
休
む
。
そ
の
く
り
か
え
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日
本
銀
行
北
九
州
支
店
は
、
明
治
二
十
六
年

（
一
八
九
三
）
十
月
に
開
設
さ
れ
た
西さ
い
ぶ部

支
店
を
前

身
と
し
て
い
ま
す
。
支
店
と
し
て
開
設
さ
れ
現
存
す

る
中
で
は
、
大
阪
支
店
に
次
ぐ
長
い
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
（
初
代
西
部
支
店
長
は
、
後
に
日
本
銀
行
総

裁
、
内
閣
総
理
大
臣
と
な
る
高
橋
是
清
で
す
）。

　

前
身
の
西
部
支
店
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

に
門
司
支
店
と
改
称
し
ま
し
た
。
最
初
の
店
舗
は
、

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）、
空
襲
に
よ
り
、
本
館

が
全
焼
し
ま
し
た
。
翌
日
か
ら
は
焼
け
残
っ
た
金
庫

と
公
文
庫
を
活
か
し
つ
つ
、
市
中
の
銀
行
内
に
仮
店

舗
を
設
け
、
営
業
を
続
け
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
は
門
司
事
務
所

に
改
組
さ
れ
、
翌
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
二
代

目
の
店
舗
が
落
成
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
「
北

九
州
支
店
」
と
な
り
ま
し
た
。
三
代
目
と
な
る
表
紙

の
現
店
舗
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）、
北

九
州
市
の
金
融
、商
業
の
中
心
地
で
あ
る
小
倉
区（
現

在
の
小
倉
北
区
紺こ
ん
や屋

町ま
ち

）
に
新
築
移
転
し
た
も
の
で

す
。
現
店
舗
は
、
北
九
州
の
街
と
と
も
に
歩
ん
で
い

ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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※本誌は6月3日（水）までの情報をもとに掲載しています。
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INTERVIEW

取
材
・
文
小
堂
敏
郎

写
真
谷
山  

實

M
U

RO
FU

SH
I K

oji

室
伏
広
治

陸
上
男
子
ハ
ン
マ
ー
投
げ
元
日
本
代
表
選
手

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
ディ
レ
ク
タ
ー

日
本
人
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
初
め
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
世
界
陸
上

の
両
大
会
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
す
る
な
ど
、
圧
倒
的
な
戦
績
を
残
し

た
ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
室
伏
広
治
さ
ん
。
外
国
人
選
手
と
の
体
格
差
の

不
利
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
科
学
的
研
究
に
基
づ
い
た
投
て
き
や
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
追
求
し
て
き
た
。
練
習
に
つ
い
て
強
制
を
一
切
し
な

か
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ア
ン
の
父
の
存
在
、
海
外
を
転
戦
し
た
武
者
修
行

か
ら
得
た
も
の
、
そ
し
て
組
織
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と

し
て
臨
む
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
思
い
な
ど
、

幅
広
く
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

室
伏
さ
ん
の
お
父
様
（
重
信
氏
）

も
陸
上
男
子
ハ
ン
マ
ー
投
げ
で
四
度

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
日
本
代
表
に
選
ば
れ

た
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
で
し
た
。
そ

の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
時
代

を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
か
。

室
伏　

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ス
ポ
ー
ツ

と
、
そ
し
て
国
際
色
豊
か
な
環
境
が

身
近
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父
は

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
コ
ー
チ
学
を
学

ん
で
い
た
時
期
が
あ
り
、
私
も
小
・

中
学
校
時
代
に
は
二
年
半
ほ
ど
海
外

で
過
ご
し
ま
し
た
。
陸
上
競
技
場
が

遊
び
場
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

し
、
父
が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
る

そ
ば
で
ハ
ー
ド
ル
走
を
し
た
り
棒
高

跳
び
を
や
っ
て
み
た
り
と
い
っ
た
よ

う
に
、
遊
び
の
中
で
陸
上
と
い
う
ス

ポ
ー
ツ
を
自
然
と
覚
え
て
い
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー

ト
や
そ
の
コ
ー
チ
た
ち
と
身
近
に
接

す
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
将

来
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
り
た
い
な
と

憧
れ
を
自
然
に
抱
か
せ
る
、
そ
ん
な

恵
ま
れ
た
中
で
育
っ
て
い
っ
た
気
が

し
ま
す
。

―
― 

ハ
ン
マ
ー
投
げ
も
そ
の
こ
ろ
か

ら
教
え
を
受
け
ら
れ
た
の
で
す
か
。

室
伏　

父
が
練
習
す
る
と
き
、
私
は

子
ど
も
用
の
ハ
ン
マ
ー
で
遊
ん
で
い

ま
し
た
が
、
父
か
ら
本
格
的
に
教

わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ハ
ン

マ
ー
投
げ
を
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
小
学
生

世
界
の
壁
を
超
え
る
力

の
私
が
で
た
ら
め
な
投
げ
方
を
し
て

い
る
の
を
見
か
ね
て
、
危
険
が
な
い

よ
う
に
基
本
を
手
ほ
ど
き
し
て
く
れ

る
程
度
で
し
た
が
、
そ
う
し
た
指
導

の
お
か
げ
で
、
私
は
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー

ル
デ
ン
エ
イ
ジ
の
こ

ろ
に
正
し
い
体
の
使

い
方
を
覚
え
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
結
局
、

高
校
に
入
る
直
前
、

私
か
ら
ハ
ン
マ
ー
投

げ
を
や
り
た
い
と
言

う
ま
で
、
父
が
積
極

的
に
教
え
て
く
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

―
― 

ハ
ン
マ
ー
投
げ

や
円
盤
投
げ
、
や
り

投
げ
と
い
っ
た
投
て

き
競
技
は
、
欧
米
の

選
手
が
圧
倒
的
に
強

い
印
象
が
あ
り
ま
す
。
室
伏
さ
ん
は

日
本
人
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ

ア
人
で
初
め
て
投
て
き
種
目
で
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
金
メ
ダ
ル
に
輝
き
ま

し
た
が
、
最
初
か
ら
世
界
で
戦
う
自

投
て
き
の
科
学
的
研
究
で

体
格
差
の
不
利
を
覆
し
た

３歳のころ。この当時、父重信氏が作った発泡スチロールを布で巻いて糸
でしばった手製のハンマーを遊びで投げていた。�（写真提供：室伏広治氏）
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「
タ
フ
」で
な
け
れ
ば

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
絶
対
に
勝
て
な
い

（
注
）�

運
動
し
て
い
る
物
体
の
持
つ
エ
ネ
ル

ギ
ー
。

信
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

室
伏　

想
像
も
し
て
な
か
っ
た
で
す

ね
。
私
は
ハ
ン
マ
ー
投
げ
選
手
と
し

て
は
、
素
質
に
特
別
恵
ま
れ
て
い
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
選
手
と
比
較
す
る
と
体

格
は
劣
っ
て
い
ま
し
た
。「
向
い
て

い
る
」
競
技
と
い
う
の
が
、
人
種
や

民
族
に
よ
っ
て
あ
る
と
思
う
の
で
す

が
、
ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
場
合
、
ス
ラ

ブ
系
（
中
・
東
欧
に
居
住
す
る
ス
ラ

ブ
語
民
族
）
と
ゲ
ル
マ
ン
系
（
北
・

西
欧
に
居
住
す
る
ゲ
ル
マ
ン
語
民

族
）
の
選
手
が
強
い
で
す
ね
。
一
方

で
ア
ジ
ア
系
や
ア
フ
リ
カ
系
の
選
手

は
そ
れ
ほ
ど
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
父
か
ら
は
「
ハ
ン
マ
ー
投

げ
で
大
事
な
の
は
体
格
だ
け
じ
ゃ
な

い
、
体
力
そ
し
て
投
て
き
の
セ
ン
ス

だ
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
体
格

で
は
劣
っ
て
も
、
筋
力
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
強
化
し
、
セ
ン
ス
、
具
体
的
に

は
投
て
き
の
技
術
や
感
覚
を
磨
く
よ

う
に
と
。
そ
の
セ
ン
ス
を
、
自
分
な

り
に
理
想
を
追
い
求
め
な
が
ら
磨
き

上
げ
た
こ
と
が
、
世
界
の
高
い
壁
を

超
え
る
武
器
に
な
り
ま
し
た
。

―
― 

ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
知
見
を
取
り

入
れ
、
ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
動
作
研
究

に
力
を
入
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

室
伏　

現
役
時
代
か
ら
ア
ス
リ
ー
ト

と
研
究
者
の
二
足
の
わ
ら
じ
で
や
っ

て
き
ま
し
た
。
動
作
の
感
覚
を
科
学

的
に
捉
え
直
し
、
記
録
の
更
新
に
つ

な
げ
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。
私
の

場
合
、
四
回
転
し
て
ハ
ン
マ
ー
を
投

げ
ま
す
が
、
八
〇
メ
ー
ト
ル
を
投
げ

る
際
の
回
転
速
度
は
時
速
一
〇
〇

キ
ロ
以
上
に
な
り
、
体
に
は
三
五
〇

キ
ロ
以
上
の
遠
心
力
が
か
か
り
ま

す
。
遠
く
へ
投
げ
れ
ば
投
げ
る
ほ
ど

負
担
が
か
か
り
ま
す
。
ハ
ン
マ
ー
投

げ
に
限
ら
ず
も
の
を
遠
く
に
投
げ
る

に
は
、
手
放
す
瞬
間
の
初
速
に
よ
っ

て
投
て
き
距
離
が
決
ま
り
ま
す
。
そ

の
初
速
を
最
大
に
す
る
に
は
、
力
ま

か
せ
に
投
げ
て
も
駄
目
で
す
し
、
投

げ
る
前
の
回
転
ス
ピ
ー
ド
だ
け
を
上

げ
て
も
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
回
転

ご
と
に
、
い
か
に
ハ
ン
マ
ー
の
ヘ
ッ

ド
ス
ピ
ー
ド
を
高
め
て
ゆ
く
か
。
車

の
運
転
に
例
え
れ
ば
、
ロ
ー
か
ら

ト
ッ
プ
へ
と
ギ
ア
を
上
げ
て
い
く
よ

う
に
、
力
と
ス
ピ
ー
ド
の
掛
け
算
で

あ
る
パ
ワ
ー
を
最
大
に
し
て
い
き
ま

す
。
私
は
、
ハ
ン
マ
ー
の
ワ
イ
ヤ
ー

―
― 

ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
試
合
で
は
、

選
手
が
投
て
き
す
る
の
は
一
瞬
で
、

待
機
し
て
い
る
時
間
が
非
常
に
長
く
、

投
げ
る
一
瞬
に
向
け
て
の
、
待
機
時

間
の
メ
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
非

常
に
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
が
。

室
伏　

皆
さ
ん
そ
う
思
わ
れ
る
よ
う

で
す
が
、
私
自
身
は
そ
う
し
た
難
し

さ
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

ね
。
準
備
を
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、

あ
と
は
投
げ
る
だ
け
で
す
か
ら
。
競

技
場
に
着
い
た
時
点
で
、
も
う
準

備
は
整
っ
て
い
て
、
待
っ
て
い
る
間

も
投
げ
る
こ
と
に
集
中
す
る
の
み
で

す
。

―
― 
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
大
事
な
試

合
で
、
自
分
の
実
力
を
出
す
た
め
に

必
要
な
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

室
伏　

陸
上
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト

た
ち
は
世
界
を
転
戦
す
る
中
で
毎
週

の
よ
う
に
顔
を
合
わ
せ
、
同
じ
よ
う

な
メ
ン
バ
ー
で
戦
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
中
で
、
そ
の
試
合
に
向
け
て
、

い
か
に
自
分
の
ベ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
集
中
で
き
る
か
、
が
勝
負
で

す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
国
際
大
会
に

数
多
く
出
場
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
な
状
況
か
ら
、
自
ら
の
力
で
抜

け
出
す
こ
と
を
学
び
、
経
験
す
る
な

ど
場
数
を
踏
む
こ
と
は
、
ト
ッ
プ
ア

ス
リ
ー
ト
と
し
て
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
海
外
遠
征
の
経
験
は
あ
っ
て
も
、

ホ
テ
ル
か
ら
食
事
ま
で
誰
か
に
準
備

し
、
整
え
て
も
ら
え
る
と
い
っ
た
恵

ま
れ
た
環
境
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
大
舞
台
で

部
分
に
セ
ン
サ
ー
を
は
め
込
み
、
力

学
的
な
諸
条
件
で
あ
る
、
速
度
や
張

力
、
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
注
）
な
ど
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
計
測
す
る
方
法
も

研
究
し
ま
し
た
。
試
行
錯
誤
の
末
に
、

ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
動
作
を
自
分
の
も

の
に
し
た
の
で
す
。
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は
な
か
な
か
勝
て
ま
せ
ん
。
実
際
、

国
際
大
会
を
転
戦
す
る
と
、
食
事
が

口
に
合
わ
な
か
っ
た
り
、
ス
ム
ー
ズ

に
移
動
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
必
ず

し
も
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
の

方
が
多
い
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が

選
手
を
鍛
え
、
選
手
は
ど
う
い
う
状

況
に
な
っ
て
も
動
じ
ず
に
、
力
を
出

せ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。

―
― 

実
際
に
ト
ラ
ブ
ル
に
も
遭
遇
し

ま
し
た
か
。

室
伏　

何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
若
い

こ
ろ
、
エ
ン
ト
リ
ー
表
に
、
私
だ
け

名
前
が
見
当
た
ら
な
い
、
エ
ン
ト

リ
ー
し
た
は
ず
な
の
に
…
…
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
大
会
関
係
者

に
聞
く
と
「
あ
な
た
に
は
出
場
不
可

の
連
絡
を
し
た
」
と
言
う
。
し
か
し

そ
こ
で
あ
き
ら
め
ず
、
大
会
役
員
に

直
談
判
し
て
、
試
合
当
日
に
欠
場
し

た
選
手
の
代
わ
り
に
出
場
を
認
め
て

も
ら
っ
た
ん
で
す
。

　
「
試
合
用
の
ハ
ン
マ
ー
が
な
い
」
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
本
来
試

合
の
主
催
者
が
複
数
用
意
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
手
違
い

が
あ
っ
た
と
。
急
き
ょ
、
私
が
持
っ

て
行
っ
た
練
習
用
ハ
ン
マ
ー
を
、
出

場
選
手
み
ん
な
で
使
い
回
し
て
戦
い

ま
し
た
。
国
際
試
合
で
は
何
が
起
こ

る
か
、
本
当
に
わ
か
ら
な
い
で
す
。

そ
れ
で
も
後
か
ら
思
い
返
す
と
、
試

合
の
こ
と
よ
り
、
そ
う
い
っ
た
ハ
プ

ニ
ン
グ
の
こ
と
の
方
を
よ
く
覚
え
て

い
ま
す
（
笑
）。
そ
う
い
う
場
数
を

い
か
に
多
く
踏
ん
で
い
る
か
、
で
す
。

最
近
の
選
手
は
国
際
舞
台
で
の
武
者

修
行
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す

が
、
そ
う
し
た
国
際
経
験
が
大
舞
台

で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
出
す
た
め
に

は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

―
― 

室
伏
さ
ん
は
、
記
録
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
世
界
陸
上
で
も
三
六
歳

と
い
う
大
会
史
上
最
年
長
で
金
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
た
ほ
か
、
日
本
選
手
権

で
は
前
人
未
到
の
二
〇
連
覇
す
る
な

ど
、
長
き
に
わ
た
り
第
一
線
で
素
晴

ら
し
い
結
果
を
残
し
て
こ
ら
れ
た
、

と
い
う
意
味
で
も
他
に
類
を
見
な
い

存
在
で
す
。
そ
れ
だ
け
長
い
期
間
、

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
や
っ
て

こ
ら
れ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
と
お
考

え
で
す
か
。
ま
た
、
長
い
間
競
技
に

打
ち
込
む
の
は
、
そ
の
中
に
楽
し
み

が
見
い
だ
せ
な
い
と
難
し
い
と
思
う

の
で
す
が
、
ハ
ン
マ
ー
投
げ
の
何
が

室
伏
さ
ん
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
し
ょ

う
か
。

室
伏　

私
自
身
、
現
役
時
代
か
ら
、

長
く
選
手
と
し
て
や
っ
て
い
く
た
め

に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
考
え
て
き

ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
に
打
ち
込
む
こ

と
の
面
白
さ
、
楽
し
さ
と
い
う
の
は
、

若
い
こ
ろ
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
競
技
者
と
し
て

自
分
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
、
そ
れ
に
喜
び
を
見
い
だ
す
に
は
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室
伏　

ス
ポ
ー
ツ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は

各
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
必
ず
一
人
選
任

さ
れ
る
競
技
運
営
の
責
任
者
で
す
。

私
は
、
国
際
競
技
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
）
や

国
内
競
技
連
盟
（
Ｎ
Ｆ
）、
ま
た
国

―
― 

二
〇
一
四
年
六
月
か
ら
は
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
組
織
委
員
会
に
所
属
し
、

ス
ポ
ー
ツ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ア
ス
リ
ー
ト
が
も
た
ら
す

「
精
神
的
な
」レ
ガ
シ
ー

「
長
く
」
競
技
を
し
な
い
と
分
か
ら
な

い
ん
で
す
。

　

私
の
場
合
、
自
分
の
肉
体
や
年
齢

の
限
界
を
超
え
て
競
技
を
続
け
て
い

く
た
め
に
、
既
存
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

方
法
は
や
り
尽
く
し
、
世
の
中
に
自

分
の
望
む
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
が
な

く
な
っ
た
た
め
に
、
独
自
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
開
発
し
て
い
き
ま
し
た
。

自
分
で
考
え
な
が
ら
体
を
鍛
え
、
そ

の
結
果
が
自
分
に
返
っ
て
く
る
。
こ

れ
は
面
白
い
で
す
よ
。
ど
の
よ
う
な

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
、
何
を
食
べ
て
、

ど
う
睡
眠
を
取
れ
ば
、
ど
ん
な
結
果

が
出
る
か
。
私
は
自
分
自
身
を
人
体

実
験
す
る
よ
う
に
研
究
し
て
い
た
ん

で
す
。

　

与
え
ら
れ
た
も
の
を
た
だ
こ
な
す

よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
の
は
つ

ま
ら
な
い
で
す
し
、
集
中
力
が
続
き

ま
せ
ん
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
価
値
は

自
分
自
身
で
決
め
る
も
の
な
ん
で

す
。
そ
の
中
で
、
自
分
が
高
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
ら

れ
た
こ
と
が
、
私
が
競
技
を
長
く
続

け
ら
れ
た
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
直
前
の
練
習
で

オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
な
り
、
実
力
を

十
分
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
選

手
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

室
伏　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
の
前
に

し
て
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
で
失
敗

し
て
し
ま
う
例
は
、
私
の
父
の
時
代

に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
教
訓

に
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と

が
、
私
に
と
っ
て
は
父
の
世
代
へ
の

一
つ
の
恩
返
し
に
な
る
、
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
た
だ
、
誰
か
に
厳
し
さ

を
押
し
つ
け
ら
れ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
や
ら
さ
れ
る
例
が
、
今
な
お
日
本

の
ス
ポ
ー
ツ
界
に
は
残
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
選
手
は
、
指
導

者
か
ら
「
負
け
る
わ
け
が
な
い
と
思

え
る
ま
で
練
習
を
し
な
さ
い
」
な
ど

と
、
非
科
学
的
な
根
性
論
で
指
導
さ

れ
、
練
習
し
す
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
、
指
導
者
自
身
が
不
安
で
怖
く
な

る
か
ら
な
ん
で
す
。
も
っ
と
練
習
し

な
け
れ
ば
勝
て
な
い
と
、
つ
い
つ
い

必
要
以
上
に
練
習
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や

し
た
り
、
試
合
の
直
前
ま
で
ハ
ー
ド

な
練
習
を
続
け
て
し
ま
う
。
そ
う
し

た
指
導
の
下
で
は
、
選
手
は
本
番
で

本
来
の
力
が
発
揮
で
き
る
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
。
指
導
者
は
、
選
手
に
対

し
て
科
学
的
根
拠
の
あ
る
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
方
法
を
客
観
的
に
示
し
て
あ
げ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
指

導
者
を
増
や
し
て
い
く
の
は
日
本
の

ス
ポ
ー
ツ
界
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す

ね
。

銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
投
て
き�

（
写
真
提
供
：
共
同
通
信
社
）
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INTERVIEW

際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ

Ｃ
）、
国
際
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員

会
（
I
P
C
）
な
ど
と
の
調
整
役
を

担
っ
て
い
ま
す
。
競
技
運
営
で
は
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
も
カ
バ
ー
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
要
職
に
お
声
が
け
い
た

だ
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
競
技
生
活

を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
で
し

た
。
私
は
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
経
験
を

踏
ま
え
、
ア
ス
リ
ー
ト
視
点
で
取
り

組
め
る
こ
と
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
界

に
少
し
で
も
恩
返
し
が
し
た
い
と
い

う
気
持
ち
も
あ
り
、
お
引
き
受
け
し

た
ん
で
す
。

―
― 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ア
ス
リ
ー
ト

に
と
っ
て
、
特
別
な
大
会
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
武
者
修
行
で
タ
フ
に

な
ら
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
、
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け

平
常
心
で
臨
む
の
が
難
し
い
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
国
際
大

会
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
何
が
違
う
の

で
し
ょ
う
か
。

室
伏　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
あ
ら
ゆ

る
競
技
が
一
つ
の
開
催
都
市
で
実
施

さ
れ
ま
す
。
他
の
国
際
大
会
の
場
合
、

世
界
選
手
権
の
レ
ベ
ル
で
も
、
陸
上

だ
け
、
柔
道
だ
け
と
い
う
ふ
う
に

個
々
の
競
技
が
単
独
で
行
わ
れ
、
複

数
の
異
な
る
競
技
が
一
堂
に
会
し
て

行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
イ

ベ
ン
ト
だ
か
ら
こ
そ
世
界
中
か
ら
注

目
さ
れ
ま
す
し
、
そ
れ
こ
そ
が
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
し
か
持
ち
え
な
い
唯
一

無
二
の
価
値
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ア
ス
リ
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
世
界

か
ら
注
目
さ
れ
る
機
会
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
選
手
村
で
他
競
技
の
代

表
選
手
か
ら
学
ぶ
機
会
に
も
な
り
ま

す
。
限
ら
れ
た
場
所
で
数
週
間
、
一

緒
に
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か

ら
。
有
名
な
ア
ス
リ
ー
ト
ば
か
り
な

の
で
、
か
え
っ
て
自
然
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
る
気
が
し
ま
す
。
Ｎ
Ｂ
Ａ

（
米
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
）
の

人
気
選
手
に
対
し
て
も
、
誰
も
特
別

に
意
識
を
し
な
い
、
そ
ん
な
雰
囲
気

が
あ
り
ま
す
ね
。ア
ス
リ
ー
ト
同
士
、

言
葉
を
交
わ
さ
な
く
て
も
ス
ポ
ー
ツ

文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
取
り
、
学
び

あ
え
る
。
私
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

経
験
す
る
中
で
、
ハ
ン
マ
ー
投
げ
と

は
違
う
ス
ポ
ー
ツ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
武
道
場
に
通
っ

て
稽
古
に
励
ん
だ
り
、
水
泳
の
コ
ー

チ
に
つ
い
て
毎
日
泳
い
だ
り
し
た
こ

と
も
あ
る
ん
で
す
。

―
― 
ア
ス
リ
ー
ト
た
ち
が
開
催
都

市
に
与
え
る
影
響
も
あ
り
そ
う
で

す
。

室
伏　

そ
の
影
響
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
柔
道
の
試
合
で

の
「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」
礼

法
が
、
観
て
い
る
人
た
ち
に
精
神
的

な
レ
ガ
シ
ー
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
回
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
は
開
催
都
市
が
提
案
し
た

サ
ー
フ
ィ
ン
や
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
、

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
都
市

型
ス
ポ
ー
ツ
も
新
し
い
種
目
と
し
て

加
わ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
新
種
目
は
、

最
初
は
遊
び
で
始
ま
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目

に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
遊
び
か
ら

ス
ポ
ー
ツ
に
な
り
、
教
育
的
な
意
義

を
生
み
出
し
ま
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
「
特
定
の
人
た

ち
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
人
々
を
と
り
こ
ぼ
さ
ず
に
、
包

み
込
ん
で
い
く
も
の
で
す
。
ス
ポ
ー

ツ
の
力
でU

nited by E
m

otion

（「
感
動
で
私
た
ち
は
一
つ
に
な
る
」

の
意
）
を
目
指
し
て
い
く
。
そ
れ
が

東
京
２
０
２
０
大
会
の
テ
ー
マ
な
の

で
す
か
ら
。

―
― 

貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

※�

本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
三
月
二
日（
月
）に
行
わ
れ
た

も
の
で
す
。
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川
田
小
一
郎
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に

土
佐
藩
（
現
在
の
高
知
県
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

経
済
に
明
る
く
、
若
く
し
て
藩
の
会
計
方
に
登
用

さ
れ
た
ほ
か
、
藩
命
に
よ
り
、
藩
営
商
社
・
土
佐

商
会
の
経
営
に
も
あ
た
り
ま
し
た
。　

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
土
佐
商
会
か
ら
改

称
し
た
九つ

く

も
十
九
商
会
の
幹
部
と
し
て
、
経
営
者

の
岩
崎
彌や

太た

郎ろ
う

や
彌や

の之
助す
け

を
補
佐
し
、
後
の
三

菱
財
閥
の
基
礎
を
固
め
る
な
ど
、
実
業
界
で
大

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

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
歴
代
総
裁
の
生
涯
を
た
ど
り
つ
つ
、
総
裁
在
任
時
に
取
り
組

ん
だ
事
跡
や
当
時
の
日
本
銀
行
の
歴
史
な
ど
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
第
三

代
総
裁
の
川
田
小
一
郎
と
第
四
代
総
裁
の
岩
崎
彌や

の之
助す
け
で
す
。

第
三
代
総
裁

川
田
小
一
郎
か
わ
だ
こ
い
ち
ろ
う【総裁任期】

明治22年（1889）9月3日～明治29年（1896）11月7日

土佐商会の長崎出張所跡地に建つ「土佐商会
跡」の石碑（長崎県長崎市）。
 （写真提供：長崎県観光連盟）

第
三
回
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（
注
１
）
鉄
道
会
議
／
鉄
道
建
設
の
順
序
や
鉄
道
建
設
の
た
め

の
公
債
発
行
の
在
り
方
な
ど
鉄
道
政
策
を
審
議
す
る
た

め
、
鉄
道
担
当
官
庁
に
設
置
さ
れ
た
諮
問
会
議
。

（
注
２
）
貨
幣
制
度
調
査
会
／
当
時
の
金
銀
価
格
の
変
動
や
そ

の
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
、
貨
幣
制
度
の
改
正
の
必
要
性
等

を
審
議
す
る
た
め
に
、
当
時
の
渡
辺
国く
に
た
け武
大
蔵
大
臣
の
建

議
に
よ
り
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
設
置
さ
れ
た

機
関
。

い
に
手
腕
を
発
揮
し
ま
し
た
。
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）、
第
二
代
日
本
銀
行
総
裁
富
田
鐵て

つ

之の

助す
け

の
辞
職
に
伴
い
、
当
時
の
松ま
つ
か
た方
正ま
さ
よ
し義
大
蔵
大
臣

（
現
在
の
財
務
大
臣
）
の
推
薦
に
よ
り
、
川
田
が

第
三
代
総
裁
に
就
任
し
ま
す
。

　

総
裁
就
任
直
後
、
日
本
で
初
め
て
の
経
済
恐
慌

が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
八
八
○
年
代
の
第

一
次
産
業
革
命
時
、
盛
ん
に
設
立
さ
れ
た
株
式
会

社
が
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
倒
産
が
増
え
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
川
田

は
民
間
へ
の
貸
し
出
し
を
積
極
化
し
世
の
中
に
資

金
を
潤
沢
に
供
給
す
る
な
ど
し
て
、
金
融
機
能
の

維
持
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
機
能
の
確
立
に
尽
力

し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
か
た
わ
ら
、
支
店
網
の

拡
充
や
人
材
登
用
な
ど
組
織
の
充
実
に
取
り
組

み
、
日
本
銀
行
の
発
展
の
基
礎
を
築
き
ま
す
。
特

に
人
材
面
で
は
、
山
本
達
雄
（
第
五
代
日
本
銀
行

総
裁
）
や
高
橋
是こ

れ
き
よ清

（
第
七
代
日
本
銀
行
総
裁
）

等
を
採
用
し
ま
し
た
。
高
橋
是
清
に
は
建
築
事
務

主
任
と
し
て
、
日
本
銀
行
本
店
本
館
の
建
築
に
あ

た
ら
せ
ま
し
た
（
明
治
二
十
九
年
〈
一
八
九
六
〉

二
月
に
現
所
在
地
に
完
工
）。

　

総
裁
就
任
直
後
の
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）、

帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
た
際
に
は
財
界
代
表
と

し
て
貴
族
院
議
員
に
も
勅
選
さ
れ
ま
す
。
そ
の

ほ
か
に
も
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
、

新
設
の
鉄
道
会
議
（
注
１
）
議
員
に
、
そ
の
翌
年

（
一
八
九
三
）
に
は
、
貨
幣
制
度
調
査
会
（
注
２
）

の
委
員
に
就
任
す
る
な
ど
、多
く
の
公
職
に
就
き
、

活
躍
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
長
年
に
わ
た
る
功
に

よ
り
、
川
田
は
民
間
出
身
者
と
し
て
初
め
て
男
爵

を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

川
田
は
、
総
裁
在
任
期
間
中
の
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
に
急
逝
し
ま
し
た
。
享
年
六
〇
歳

で
し
た
。

川田の総裁任期中に日本銀行
に採用された山本達雄（第 5
代総裁／上）、高橋是清（第
7代総裁／中）、井上準之助
（第 9・11代総裁／下）。

「大日本帝国政府日本銀行全景」
日本銀行本店が完成した明治 29年（1896）当時の銀行周辺の様子が描かれてい
る錦絵（梅堂国貞＜三代歌川国貞＞作）。 （日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）

参
考
動
画

【
日
本
銀
行
本
店
本
館
】
④
本
店
本
館
の

建
設
に
関
わ
っ
た
人
物
た
ち
〜
川
田
小
一

郎
・
辰
野
金
吾
・
高
橋
是
清
〜
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岩
崎
彌
之
助
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に

土
佐
藩
（
現
在
の
高
知
県
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

土
佐
藩
校
の
致ち

道ど
う
か
ん館

に
て
学
問
に
励
ん
だ
後
、
大

阪
に
て
歴
史
学
者
重
野
安や

す
つ
ぐ繹
の
私
塾
成せ
い
た
つ達
書
院
に

て
漢
学
を
学
び
ま
す
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、

米
国
に
留
学
し
ま
す
が
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

に
帰
国
し
、
三
菱
商
会
に
入
社
し
ま
し
た
。
父
彌

次
郎
の
急
逝
に
際
し
、
兄
で
あ
る
同
社
社
長
の
彌

太
郎
か
ら
、
自
ら
を
支
え
て
ほ
し
い
と
の
懇
願
を

受
け
た
た
め
で
す
。
三
菱
商
会
で
は
副
社
長
と
し

て
、
主
力
の
海
運
の
増
強
に
加
え
、
鉱
山
や
炭

坑
の
買
収
な
ど
を
進
め
ま
し
た
。
彌
太
郎
が
没

し
、
彌
之
助
が
第
二
代
社
長
に
就
任
し
た
当
初
、

海
運
の
競
争
激
化
等
に
よ
り
三
菱
商
会
は
不
振
に

陥
っ
て
い
ま
し
た
。
彌
之
助
は
、
造
船
業
、
保
険

第
四
代
総
裁

岩
崎
彌
之
助
い
わ
さ
き
や
の
す
け

岩崎彌之助の生家（高知県安芸市）。彌之助の曽祖父彌次右衛門が 1795 年ごろ建てたと言わ
れている、建坪約 30坪の藁

わら

葺
ぶ

きの平屋で、当時の面影をそのまま残している。
 （写真提供：一般社団法人安芸市観光協会）

【総裁任期】
明治29年（1896）11月11日～明治31年（1898）10月20日
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（
注
）
具
体
的
に
は
金
本
位
制
の
採
用
を
指
す
。
金
本
位
制
と

は
、
貨
幣
価
値
を
金
に
裏
付
け
て
表
す
こ
と
。

業
、
不
動
産
業
、
銀
行
業
と
事
業
の
多
角
化
を
図

り
つ
つ
業
績
を
回
復
さ
せ
、
三
菱
財
閥
の
発
展
の

基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
実
業
界
で
の
経

営
手
腕
を
買
わ
れ
、
岩
崎
は
、
第
三
代
日
本
銀
行

総
裁
川
田
小
一
郎
が
急
逝
し
た
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
十
一
月
に
、
第
四
代
総
裁
に
就
任

し
ま
し
た
。

致道館は、土佐藩第 16 代藩主山
やまうち

内豊
とよのり

範の命を受け、藩の参政吉田東洋により文久 2年
（1862）に建てられた藩校・文武館が前身。幕末の西洋式軍備に対応した人材育成を担った。
当時の姿を残す表門（現高知県立武道館の正門）の前には、「致

ち

道
どうかん

館 並
ならびに

陶
とう や

冶学
がっこう

校址
あと

」と書
かれた石碑が立っている。 （写真提供：高知県立武道館）

　

総
裁
就
任
直
後
の
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）

に
実
施
さ
れ
た
貨
幣
制
度
の
改
革
（
注
）
と
軌
を

一
に
し
て
、
岩
崎
は
金
融
関
連
の
改
革
に
着
手
し

ま
す
。
当
時
、
日
本
銀
行
が
決
め
る
公
定
歩
合
が

市
中
金
利
と
か
け
離
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
金
利

体
系
の
正
常
化
を
企
図
し
た
諸
施
策
を
講
じ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
外
国
為
替
専
門
銀
行
で
あ
っ
た
横

明治時代に築造された岩崎彌之助邸・三菱社の擁壁のれんがを再利用して造られた岩崎彌
之助邸跡等の碑（東京都千代田区）。

浜
正
金
銀
行
と
の
間
で
協
調
関
係
の
構
築
に
も
努

め
ま
し
た
。
ま
た
金
融
政
策
の
手
段
で
も
新
た
な

試
み
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
金
融
機
関
へ
の

貸
出
と
金
利
政
策
を
主
な
手
段
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
市
中
金
融
機
関
か
ら
国
債
を
買
い
上
げ
、
そ

の
購
入
代
金
を
市
中
金
融
機
関
に
支
払
う
こ
と
に

よ
る
資
金
の
供
給
を
初
め
て
行
い
、
金
融
政
策
手

段
の
多
様
化
を
図
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き

た
岩
崎
で
し
た
が
、明
治
三
十
一
年（
一
八
九
八
）、

「
病
気
激
務
に
耐
え
ざ
る
」
と
い
う
理
由
で
総
裁

を
辞
任
し
ま
す
。
実
際
に
は
政
策
を
巡
る
政
府
と

の
見
解
相
違
が
辞
任
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

岩
崎
は
、
絵
画
、
彫
刻
、
刀
剣
、
茶
道
具
な
ど

に
明
る
く
、
明
治
期
の
西
欧
文
化
偏
重
の
中
で
、

東
洋
の
文
化
財
の
散
逸
へ
の
危
機
感
か
ら
、
幅
広

い
分
野
の
古
美
術
品
を
収
集
し
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

総
裁
辞
任
後
、
財
界
の
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
を

控
え
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）、
そ
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
享
年
五
七
歳
で
し
た
。
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　日本銀行は、１月、４月、７月、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、2020年４月の展望レポート（基
本的見解は４月27日、背景説明を含む全文は４月28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。https://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
二
〇
年
四
月

二
〇
一
九
～
二
〇
二
二
年
度
の

見
通
し
（
図
表
１
、２
）

【
当
面
の
経
済
・
物
価
の
見
通
し
】

　
わ
が
国
の
経
済
・
物
価
情
勢
を
展
望

す
る
と
、
経
済
は
、
当
面
、
内
外
に
お

け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
の
影
響
か
ら
厳
し
い
状
態
が
続
く

と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
物
価
に
つ
い
て

も
、
消
費
者
物
価
（
除
く
生
鮮
食
品
）

の
前
年
比
は
、
当
面
、
感
染
症
の
拡
大

や
原
油
価
格
の
下
落
な
ど
の
影
響
を
受

け
て
弱
含
む
と
み
ら
れ
る
。

【
や
や
長
い
目
で
み
た
経
済
・
物
価
の

見
通
し
】

　
そ
の
後
、
内
外
で
感
染
症
拡
大
の
影

響
が
和
ら
い
で
い
け
ば
、
ペ
ン
ト
ア
ッ

プ
需
要
（
抑
制
さ
れ
て
い
た
需
要
）
の

顕
在
化
や
挽
回
生
産
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
に
加
え
、
緩
和
的
な
金
融
環
境
や
政

府
の
経
済
対
策
に
も
支
え
ら
れ
て
、
わ

が
国
経
済
は
改
善
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
物
価
も
、
徐
々
に
上
昇
率
を
高

め
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。
今
回
の
見
通

し
に
お
い
て
は
、
感
染
症
拡
大
の
影
響

が
、
世
界
的
に
み
て
、
本
年
後
半
に
か

け
て
和
ら
い
で
い
く
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
。

【
金
融
環
境
】

　
こ
う
し
た
見
通
し
の
背
景
と
な
る
金

融
環
境
に
つ
い
て
み
る
と
、
感
染
症
拡

大
を
受
け
て
、
内
外
の
金
融
資
本
市
場

で
不
安
定
な
動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
世
界
的
に
み
て
企
業
金
融
に
影
響

が
生
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
各
国
・

地
域
の
政
府
・
中
央
銀
行
は
、
金
融
市

場
の
安
定
を
維
持
し
、
企
業
金
融
の
円

滑
を
確
保
す
る
た
め
に
、
積
極
的
な
対

応
を
行
っ
て
い
る
。
わ
が
国
に
つ
い
て

も
、
政
府
は
、
企
業
の
資
金
繰
り
を
支

援
す
る
た
め
の
各
種
の
施
策
を
講
じ
て

い
る
。
日
本
銀
行
は
、「
長
短
金
利
操

作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
を
推

進
す
る
も
と
で
、
三
月
以
降
は
、
企
業

等
の
資
金
調
達
の
円
滑
確
保
と
金
融
市

場
の
安
定
維
持
に
向
け
て
、
各
種
の
強

力
な
金
融
緩
和
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
も
と
で
、
緩
和
的
な
金
融
環

境
が
維
持
さ
れ
、
金
融
面
か
ら
実
体
経

済
へ
の
下
押
し
圧
力
が
強
ま
る
こ
と
は

回
避
さ
れ
る
と
想
定
し
て
い
る
。

経
済
・
物
価
の
リ
ス
ク
要
因

�【
先
行
き
の
経
済
・
物
価
見
通
し
の

 

不
確
実
性
】

　
も
っ
と
も
、
先
行
き
に
つ
い
て
は
、

感
染
症
の
拡
大
が
収
束
す
る
時
期
や
内

外
経
済
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に

よ
っ
て
変
わ
り
得
る
た
め
、
不
透
明
感

が
き
わ
め
て
強
い
。
ま
た
、
上
記
の
見
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図表 1　政策委員の経済・物価見通し

（前年比、％） （前年比、％）

（注 ）今回、先行きの不確実性が従来以上に大きいこ
とに鑑み、各政策委員は最大 1.0％ポイントのレ
ンジの範囲内で見通し（上限値・下限値の２つの
値）を作成することとした。「大勢見通し」は、９
名の政策委員の見通し値（上限値・下限値）のう
ち上から２個、下から２個、計４個の値を除いて、
幅で示したものである（政策委員が単一の値で見
通しを作成した場合には、当該値を２個と数える）。
１月時点の大勢見通しは、各政策委員が単一の値
で示した見通し値から、最大値・最小値を１個ず
つ除いて幅で示したものであり、今回の大勢見通
しとは異なることに留意が必要である。

貼付
範囲↓

（前年比、％） （前年比、％） ←貼付範囲

（前年比、％） （前年比、％）

←貼付範囲

↑
貼付
範囲

（注１） 実線は実績値。シャドーは、当該値（0.1％ポイント刻み）が何人の政策委員の見通し値（レンジ）に含まれているかを、
以下の分類で示したもの。縦線は政策委員の「大勢見通し」を表す。

（注２） 消費者物価指数（除く生鮮食品）の2015年度については、2014年4月の消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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（注２） 消費者物価指数（除く生鮮食品）の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。

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022年度

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022年度

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人

（前年比、％） （前年比、％）

貼付
範囲↓

（前年比、％） （前年比、％） ←貼付範囲

（前年比、％） （前年比、％）

←貼付範囲

↑
貼付
範囲

（注１） 実線は実績値。シャドーは、当該値（0.1％ポイント刻み）が何人の政策委員の見通し値（レンジ）に含まれているかを、
以下の分類で示したもの。縦線は政策委員の「大勢見通し」を表す。

（注２） 消費者物価指数（除く生鮮食品）の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。

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022年度

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022年度

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人

通
し
は
、
感
染
症
拡
大
の
影
響
が
収
束

す
る
ま
で
の
間
、
企
業
や
家
計
の
中
長

期
的
な
成
長
期
待
が
大
き
く
低
下
し
な

い
こ
と
や
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

が
維
持
さ
れ
る
も
と
で
金
融
仲
介
機
能

が
円
滑
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
前

提
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
前
提
に

は
大
き
な
不
確
実
性
が
あ
る
。

【
リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス
】

　
リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス
は
、
経
済
・
物
価

の
い
ず
れ
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

中
心
に
、下
振
れ
リ
ス
ク
の
方
が
大
き
い
。

（１）実質GDP

（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。シャドーは、当該値（0.1％ポイント刻み）が何人の政策委員の見通し値（レンジ）
に含まれているかを、以下の分類で示したもの。縦線は政策委員の「大勢見通し」を表す。

（注２） 消費者物価指数（除く生鮮食品）の 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。

図表２　政策委員の大勢見通し （対前年度比、％）

実質 GDP    消費者物価指数
   （除く生鮮食品）

2019 年度 − 0.4 ～ − 0.1 ＋ 0.6 ＋ 0.4

　　 （1 月時点の見通し）（＋ 0.8 ～＋ 0.9 ）（＋ 0.6 ～＋ 0.7）（＋ 0.4 ～＋ 0.5）

2020 年度 − 5.0 ～ − 3.0 − 0.7 ～ − 0.3 − 0.8 ～ − 0.4

　　 （1 月時点の見通し）（＋ 0.8 ～＋ 1.1 ）（＋ 1.0 ～＋ 1.1）（＋ 0.9 ～＋ 1.0）

2021 年度 ＋ 2.8 ～＋ 3.9 0.0 ～＋ 0.7

（＋ 1.2 ～＋ 1.6）　　 （1月時点の見通し） （＋ 1.0 ～＋ 1.3）

2022 年度 ＋ 0.8 ～＋ 1.6 ＋ 0.4 ～＋ 1.0

（ 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

    2019 年度の消費者物価指数（除く生鮮食品）は、
実績値。
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
二
月
下
旬
以

降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な

感
染
拡
大
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
市
場
、

実
体
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
も
と
で
、
わ
が
国
の
金
融
安
定
面
へ
の

影
響
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
蓄

積
さ
れ
て
き
た
金
融
面
の
脆
弱
性
と
の

関
係
に
も
着
目
し
つ
つ
、
足
も
と
の
状
況

や
今
後
注
視
し
て
い
く
べ
き
点
を
整
理
し

た
。
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
感

染
拡
大
に
伴
い
、
世
界
経
済
に
き
わ
め

二
〇
二
〇
年
四
月
号
の

問
題
意
識

て
強
い
下
押
し
圧
力
が
か
か
る
と
と
も

に
、
国
際
金
融
市
場
が
不
安
定
化
し
て
い

る
。
各
国
株
価
の
大
幅
な
下
落
、
拡
張
を

続
け
て
き
た
米
欧
ク
レ
ジ
ッ
ト
市
場
の
調

整
、
基
軸
通
貨
で
あ
る
ド
ル
資
金
市
場
の

逼
迫
、
新
興
国
か
ら
の
資
金
流
出
、
原
油

価
格
の
急
落
な
ど
が
生
じ
て
い
る
。ま
た
、

各
国
に
お
い
て
、
景
気
悪
化
に
伴
う
信
用

コ
ス
ト
増
加
が
見
込
ま
れ
る
も
と
で
、
売

上
・
収
益
の
急
減
に
直
面
し
た
企
業
の
資

金
需
要
が
増
大
し
て
お
り
、
金
融
機
関
の

資
本
・
流
動
性
に
も
大
き
な
ス
ト
レ
ス
が

か
か
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
各
国
政
府
・

中
央
銀
行
は
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
強
力

な
財
政
・
金
融
政
策
等
を
発
動
し
、
経
済

活
動
と
企
業
金
融
の
下
支
え
、
金
融
市
場

の
機
能
維
持
を
図
っ
て
い
る
。金
融
規
制・

監
督
面
で
も
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
完
全
実
施
の

一
年
延
期
や
資
本
・
流
動
性
バ
ッ
フ
ァ
ー

の
活
用
奨
励
な
ど
柔
軟
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
対
応
も
あ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
著
し
い
信
用

収
縮
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
も
強
い
ス
ト

レ
ス
を
受
け
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
安

定
性
を
維
持
し
て
お
り
、
経
済
活
動
が
必

要
と
す
る
資
金
を
供
給
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
①
従
来
本
レ
ポ
ー
ト
が
マ
ク
ロ
・
ス

ト
レ
ス
テ
ス
ト
等
を
通
じ
て
検
証
し
て
き

た
通
り
、
金
融
機
関
が
資
本
・
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
、
②
政
府
・
日
本
銀
行
が

　日本銀行は、金融システムの安定性を評価するとともに、安定確保に向けた課題について関係者と
のコミュニケーションを深めることを目的として、金融システムレポートを年 2回公表しています。
本レポートの分析結果は、日本銀行の金融システムの安定確保のための施策立案や、考査・モニタリ
ング等を通じた金融機関への指導・助言に活用しています。また、国際的な規制・監督・脆弱性評価
に関する議論にも役立てています。金融政策運営面でも、マクロ的な金融システムの安定性評価を、
中長期的な視点も含めた経済・物価動向のリスク評価を行ううえで重要な要素の一つとしています。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/index.htm/

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」

二
〇
二
〇
年
四
月

現
状
評
価
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迅
速
か
つ
強
力
な
政
策
対
応
を
講
じ
て
い

る
こ
と
、③
わ
が
国
企
業
が
全
体
と
し
て
、

内
部
留
保
・
手
元
資
金
の
両
面
で
良
好
な

財
務
基
盤
を
備
え
て
き
て
い
る
こ
と
、
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
感
染
拡
大
の
今
後
の
展
開

や
そ
れ
に
伴
う
実
体
経
済
へ
の
下
押
し
圧

力
の
強
さ
、
持
続
期
間
を
巡
る
不
確
実
性

は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　

今
回
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
生
じ
て
い
る

ス
ト
レ
ス
は
、
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
人
々

経
済
・
金
融
の
相
乗
的
な
悪
化
﹂
に
つ
な

が
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
注
視
し
て
お
く
べ
き
わ
が
国
の
金
融
安

定
上
の
リ
ス
ク
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
国
内
外
の
景
気
悪
化
に
伴
う

信
用
コ
ス
ト
の
上
昇
で
あ
る
。
実
体
経
済

へ
の
影
響
が
長
引
く
と
、
足
も
と
の
資
金

繰
り
逼
迫
が
信
用
力
の
問
題
に
転
化
す
る

企
業
が
国
内
外
で
増
え
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
わ
が
国
の
金
融
機

関
は
、
低
金
利
長
期
化
の
も
と
で
、
国
内

で
は
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
企
業
向
け
貸
出
や
不

動
産
賃
貸
業
向
け
貸
出
、
大
型
Ｍ
＆
Ａ
関

連
な
ど
高
レ
バ
レ
ッ
ジ
案
件
向
け
の
貸
出

を
、
海
外
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
を
含
む

相
対
的
に
信
用
力
の
低
い
企
業
へ
の
貸
出

を
積
み
増
し
て
き
た
（
図
表
１
、２
）。
こ
れ

ら
の
セ
ク
タ
ー
は
景
気
悪
化
に
対
し
総
じ

て
脆
弱
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
、
金
融

市
場
の
大
幅
な
調
整
に
伴
う
有
価
証
券
投

資
関
連
損
益
の
悪
化
で
あ
る
。
近
年
、
大

手
行
等
は
海
外
ク
レ
ジ
ッ
ト
投
資
を
、
地

域
金
融
機
関
は
多
様
な
リ
ス
ク
を
抱
え
る

投
資
信
託
等
を
積
み
増
し
て
き
て
い
る

（
図
表
３
、４
）。
第
三
は
、
ド
ル
を
中
心
と

す
る
外
貨
資
金
市
場
の
タ
イ
ト
化
に
伴
う

先
行
き
の
リ
ス
ク
と
留
意
点
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字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。
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5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。

0

2

4

6

8

10

12

14

15/3 16/3 17/3 18/3 19/3

その他(29％)

不動産ﾌｧﾝﾄﾞ(16％)

海外株系(2％)

日本株系(17％)

円金利系(2％)

海外ｸﾚｼﾞｯﾄ系(7％)

海外金利系(26％)

合計(100％)

兆円

月
0

20

40

60

80

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9

その他 CLO ハイイールド債 投資適格債

月

兆円

図表１ 金融機関の低採算先貸出比率の分布

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10-90％点

中央値

％

年度

（注）集計対象は大手行と地域金融機関。

（資料）帝国データバンク

図表２ 企業ののれんの対純資産比率の分布

（注）対象は上場企業。

（資料）日本政策投資銀行

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

95-99％点

90-95％点

75-90％点

50-75％点

％

年度

図表３本邦金融機関の海外クレジット投資残高

（注）集計対象は、大手行のほか、ゆうちょ銀行や

一部の系統上部金融機関を含む。

（資料）日本銀行

（資料）日本銀行

図表５ 大手行の安定性ギャップ

大手行の安定性ギャップ          海外クレジット投資を考慮した場合

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9月

兆ドル

3.6％

8.3％

16.7％

11.6％

含む海外クレジット投資

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

社債等

中長期円投

顧客性預金

貸出金

兆ドル

年

-1.1％

23.9％

安定性ギャップ

図表４ 地域金融機関の投資信託残高の内訳

（注）集計対象は地域銀行。取得原価ベース。凡例内の数

字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。

0

2

4

6

8

10

12

14

15/3 16/3 17/3 18/3 19/3

その他(29％)

不動産ﾌｧﾝﾄﾞ(16％)

海外株系(2％)

日本株系(17％)

円金利系(2％)

海外ｸﾚｼﾞｯﾄ系(7％)

海外金利系(26％)

合計(100％)

兆円

月
0

20

40

60

80

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9

その他 CLO ハイイールド債 投資適格債

月

兆円

図表１ 金融機関の低採算先貸出比率の分布

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10-90％点

中央値

％

年度

（注）集計対象は大手行と地域金融機関。

（資料）帝国データバンク

図表２ 企業ののれんの対純資産比率の分布

（注）対象は上場企業。

（資料）日本政策投資銀行

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

95-99％点

90-95％点

75-90％点

50-75％点

％

年度

図表３本邦金融機関の海外クレジット投資残高

（注）集計対象は、大手行のほか、ゆうちょ銀行や

一部の系統上部金融機関を含む。

（資料）日本銀行

（資料）日本銀行

図表５ 大手行の安定性ギャップ

大手行の安定性ギャップ          海外クレジット投資を考慮した場合

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9月

兆ドル

3.6％

8.3％

16.7％

11.6％

含む海外クレジット投資

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

社債等

中長期円投

顧客性預金

貸出金

兆ドル

年

-1.1％

23.9％

安定性ギャップ

図表４ 地域金融機関の投資信託残高の内訳

（注）集計対象は地域銀行。取得原価ベース。凡例内の数

字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。

0

2

4

6

8

10

12

14

15/3 16/3 17/3 18/3 19/3

その他(29％)

不動産ﾌｧﾝﾄﾞ(16％)

海外株系(2％)

日本株系(17％)

円金利系(2％)

海外ｸﾚｼﾞｯﾄ系(7％)

海外金利系(26％)

合計(100％)

兆円

月
0

20

40

60

80

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9

その他 CLO ハイイールド債 投資適格債

月

兆円

図表１ 金融機関の低採算先貸出比率の分布

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10-90％点

中央値

％

年度

（注）集計対象は大手行と地域金融機関。

（資料）帝国データバンク

図表２ 企業ののれんの対純資産比率の分布

（注）対象は上場企業。

（資料）日本政策投資銀行

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

95-99％点

90-95％点

75-90％点

50-75％点

％

年度

図表３本邦金融機関の海外クレジット投資残高

（注）集計対象は、大手行のほか、ゆうちょ銀行や

一部の系統上部金融機関を含む。

（資料）日本銀行

（資料）日本銀行

図表５ 大手行の安定性ギャップ

大手行の安定性ギャップ          海外クレジット投資を考慮した場合

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9月

兆ドル

3.6％

8.3％

16.7％

11.6％

含む海外クレジット投資

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

社債等

中長期円投

顧客性預金

貸出金

兆ドル

年

-1.1％

23.9％

安定性ギャップ

図表４ 地域金融機関の投資信託残高の内訳

（注）集計対象は地域銀行。取得原価ベース。凡例内の数

字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。

0

2

4

6

8

10

12

14

15/3 16/3 17/3 18/3 19/3

その他(29％)

不動産ﾌｧﾝﾄﾞ(16％)

海外株系(2％)

日本株系(17％)

円金利系(2％)

海外ｸﾚｼﾞｯﾄ系(7％)

海外金利系(26％)

合計(100％)

兆円

月
0

20

40

60

80

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9

その他 CLO ハイイールド債 投資適格債

月

兆円

図表１ 金融機関の低採算先貸出比率の分布

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10-90％点

中央値

％

年度

（注）集計対象は大手行と地域金融機関。

（資料）帝国データバンク

図表２ 企業ののれんの対純資産比率の分布

（注）対象は上場企業。

（資料）日本政策投資銀行

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

95-99％点

90-95％点

75-90％点

50-75％点

％

年度

図表３本邦金融機関の海外クレジット投資残高

（注）集計対象は、大手行のほか、ゆうちょ銀行や

一部の系統上部金融機関を含む。

（資料）日本銀行

（資料）日本銀行

図表５ 大手行の安定性ギャップ

大手行の安定性ギャップ          海外クレジット投資を考慮した場合

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

16/3 17/3 18/3 19/3 19/9月

兆ドル

3.6％

8.3％

16.7％

11.6％

含む海外クレジット投資

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

社債等

中長期円投

顧客性預金

貸出金

兆ドル

年

-1.1％

23.9％

安定性ギャップ

図表４ 地域金融機関の投資信託残高の内訳

（注）集計対象は地域銀行。取得原価ベース。凡例内の数

字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。
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外
貨
調
達
の
不
安
定
化
で
あ
る
。
近
年
、

金
融
機
関
は
、
海
外
貸
出
・
有
価
証
券
投

資
を
積
み
増
す
と
と
も
に
、
顧
客
性
預
金

な
ど
の
安
定
調
達
基
盤
を
拡
充
し
て
き
て

い
る
が
、
な
お
市
場
調
達
に
依
存
す
る
部

分
は
小
さ
く
な
い
（
図
表
５
）。
外
貨
調
達

の
不
安
定
化
は
、
海
外
投
融
資
の
巻
き
戻

し
等
を
通
じ
て
、
海
外
関
連
損
益
の
悪
化

に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
第

二
、
第
三
の
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
海

外
と
わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
間
で
リ
ス

ク
の
波
及
が
生
じ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
金
融
機
関
は
、
こ
こ
ま
で
の

ス
ト
レ
ス
を
経
て
な
お
相
応
に
強
い
耐
性

を
備
え
て
い
る
ほ
か
（
図
表
６
、７
）、
政
府・

日
本
銀
行
や
海
外
当
局
の
強
力
な
政
策
対

応
が
、
今
後
も
経
済
・
金
融
両
面
か
ら
上

記
リ
ス
ク
の
発
現
を
抑
止
す
る
方
向
に
作

用
す
る
。
こ
の
た
め
、
金
融
安
定
は
引
き

続
き
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今

後
の
情
勢
を
予
断
な
く
点
検
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　

当
面
は
、
感
染
拡
大
が
内
外
金
融
経
済

に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
与
え
る
も
と
で
、

金
融
機
関
は
経
営
の
健
全
性
を
保
ち
つ

つ
、
金
融
仲
介
機
能
の
円
滑
な
発
揮
を
通

じ
て
経
済
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
課
題
と

な
る
。
感
染
収
束
後
の
局
面
で
は
、
企
業

の
経
営
改
善
と
経
済
回
復
を
支
援
す
る
役

割
が
期
待
さ
れ
る
。

　

よ
り
長
い
目
で
み
る
と
、金
融
機
関
は
、

今
回
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
生
じ
得
る
経

済
・
企
業
行
動
の
変
化
も
含
め
、
低
金
利

の
長
期
化
や
人
口
減
少
、
企
業
部
門
の
貯

蓄
超
過
と
い
っ
た
構
造
課
題
へ
の
対
応
を

改
め
て
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
国
内

預
貸
収
益
へ
の
下
押
し
圧
力
が
継
続
す
る

も
と
で
、
①
大
手
行
等
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
業
務
展
開
を
通
じ
て
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク

な
重
要
性
を
高
め
て
き
て
お
り
、
そ
れ
に

対
応
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
が
課
題
と
な

る
。
②
地
域
金
融
機
関
は
、
地
域
の
活
力

向
上
へ
の
貢
献
か
ら
収
益
を
得
て
い
く
た

め
の
事
業
基
盤
の
構
築
が
従
来
以
上
に
重

要
に
な
る
。
ま
た
、
③
今
回
の
ス
ト
レ
ス

局
面
の
経
験
も
活
か
し
つ
つ
、
リ
ス
ク
テ

イ
ク
を
積
極
化
す
る
分
野
で
の
管
理
力
を

強
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
大
手
行
、
地
域

金
融
機
関
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。
加

金
融
機
関
の
経
営
課
題
と

日
本
銀
行
の
対
応
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（注）対象は上場企業。
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図表５ 大手行の安定性ギャップ

大手行の安定性ギャップ          海外クレジット投資を考慮した場合
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図表４ 地域金融機関の投資信託残高の内訳

（注）集計対象は地域銀行。取得原価ベース。凡例内の数

字は、直近時点での構成比。直近は 2019 年 12 月

末。

（資料）日本銀行

（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。
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（注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。

2.左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。

3.右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線

が付してある計数については貸出金に海外クレジット投資を加算した残高）に対するギャップの比率（2016 年 3 月

末と 2019 年 9 月末）。

4.集計対象は国際統一基準行。

5.左図の直近は 2020 年 2 月末。右図の直近は 2019 年 9 月末。

 （注）1.「社債等」と「中長期円投」は、2012 年 3 月末までは 3 か月超、2012 年 6 月末以降は 1 年超の調達。
　　 2. 左図における図中の計数は、貸出金に対するギャップの比率（2014 年 4 月末と 2020 年 2 月末）。
　　 3.  右図の「含む海外クレジット投資」は、貸出金に海外クレジット投資を加算した残高。図中の計数は、貸出金（下線が
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え
て
、
④
デ
ジ
タ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
気
候
変

動
と
い
っ
た
中
長
期
の

環
境
変
化
が
も
た
ら
す

機
会
と
リ
ス
ク
に
も
、

着
実
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

日
本
銀
行
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
が
続
く
な
か

で
、
政
府
や
海
外
金
融

当
局
等
と
引
き
続
き
緊

密
に
連
携
し
つ
つ
、
金

融
安
定
の
確
保
に
万
全

を
期
す
と
と
も
に
、
金

融
機
関
に
よ
る
金
融
仲

介
機
能
の
円
滑
な
発
揮

を
最
大
限
支
援
し
て
い

く
。
ま
た
、
中
長
期
の

視
点
か
ら
、
上
記
四
つ

の
課
題
に
つ
い
て
も
金

融
機
関
の
取
り
組
み
を

積
極
的
に
後
押
し
し
て

い
く
。

図表６ CET1比率とコア資本比率
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図表７ CET1比率とコア資本比率の要因分解（2022年度)

（注）シミュレーション期間の終期（2022年度末）における、ベースラインとテールイベント・シナリオ下の自己資本比率の

乖離要因を表示。「有価証券評価損の発生」は税効果を勘案したベース。「その他」は、税金・配当、CET1 調整項目等

の寄与の合計。

（資料）日本銀行
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11.3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
減
少

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

コア資本比率
上昇要因
低下要因

9.9 

7.7 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
増
加

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

コア資本比率
上昇要因
低下要因

13.1 

8.2 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

有
価
証
券
評
価
損
の
発
生

信
用
コ
ス
ト
の
発
生

コ
ア
業
務
純
益
の
減
少

有
価
証
券
関
係
損
益
の
減
少

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
増
加

そ
の
他

テ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

％

CET1比率
上昇要因
低下要因

（注）国際統一基準行は CET1 比率、国内基準行はコア資本比率。経過措置を含むベース。

（資料）日本銀行

 （注）国際統一基準行はCET1 比率、国内基準行はコア資本比率。経過措置を含むベース。
（資料）日本銀行

 （注） シミュレーション期間の終期（2022 年度末）における、ベースラインとテールイベント・シナリオ下の自己資本比率の
乖離要因を表示。「有価証券評価損の発生」は税効果を勘案したベース。「その他」は、税金・配当、CET1 調整項目等の
寄与の合計。

（資料）日本銀行
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大
き
く
変
わ
っ
た
見
学
コ
ー
ス

―
本
館
の
魅
力
を
存
分
に
味
わ
う
―

　
一
つ
目
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
本
館
の
魅
力
を
存

分
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
日

本
銀
行
本
店
本
館
は
、「
日
本
近
代
建
築
の
父
」

と
言
わ
れ
る
辰
野
金
吾
に
よ
り
、
当
時
の
技
術
と

意
匠
の
粋
を
集
め
て
設
計
さ
れ
た
文
化
的
価
値
の

高
い
建
物
で
す
。
日
本
人
建
築
家
が
手
掛
け
た
最

初
の
国
家
的
近
代
建
築
で
あ
る
本
館
に
つ
い
て
、

建
物
の
外
観
・
内
観
の
双
方
を
ご
覧
い
た
だ
き
つ

つ
、
建
物
の
魅
力
や
そ
の
歴
史
に
関
す
る
展
示
も

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た（
注
１
）。

　
本
館
の
免
震
化
工
事
中
、見
学
者
の
方
か
ら「
本

エ
リ
ア
を
拡
張
し
て
、
地
下
金
庫
や
、
か
つ
て
の

営
業
場
・
客
き
ゃ
く
だ
ま
り
溜
（
客
用
広
間
）
等
を
新
見
学
コ
ー

ス
の
中
に
組
み
入
れ
ま
し
た
。
本
館
の
地
下
金
庫

は
、
関
東
大
震
災
で
の
被
災
を
免
れ
、
明
治
期
の

姿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
現
在
に
残
す
貴
重
な
空
間
で

あ
り
、
そ
の
当
時
の
白
い
煉れ
ん
が瓦
壁
（
白は

く
ゆ
う釉
煉
瓦
）、

金
庫
扉
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
床
が
、
明
治
時
代
の

最
先
端
の
技
術
と
雰
囲
気
を
今
に
伝
え
ま
す
。
ま

た
、
古
典
主
義
建
築
の
美
し
さ
を
誇
る
一
本
石
の

柱
が
回
廊
に
連
な
る
中
庭
や
、
窓
口
に
明
治
時
代

の
業
務
風
景
（
ジ
オ
ラ
マ
）
を
配
し
た
客
用
広
間

「
客
溜
」
も
、
必
見
で
す
。

館
の
中
を
も
っ
と
見
た
い
」「
地
下
金
庫
に
入
っ

て
み
た
い
」
と
の
ご
要
望
を
多
数
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
声
に
お
応
え
し
、
本
館
内
の
見
学

日
本
銀
行
本
店
見
学

　
日
本
銀
行
で
は
、
日
本
銀
行
の
役
割
や
業
務
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
見
学

案
内
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
本
店
で
は
、
本
館
（
一
八
九
六
年<

明
治
二
十
九
年>

竣
工
、
国
指
定

の
重
要
文
化
財
）
の
免
震
化
工
事
や
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
完
了
し
、
新
し
い
見
学
コ
ー
ス
が
完
成
し

ま
し
た
（
注
）。

　
今
回
、
見
学
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
二
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
充
実
を
図
り
ま
し
た
。
そ
の
コ

ン
セ
プ
ト
お
よ
び
新
し
い
見
学
コ
ー
ス
の
見
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
、
写
真
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

本
店
の
新
し
い
見
学
コ
ー
ス
を

ご
紹
介
し
ま
す

◆32

辰
野
金
吾
／
明
治
・
大
正
期
の
建
築
家
。英
国
人
ジ
ョ
サ
イ
ア
・

コ
ン
ド
ル
に
学
ぶ
。
日
本
銀
行
本
店
本
館
の
ほ
か
、
東
京
駅

等
の
日
本
を
代
表
す
る
建
築
物
を
数
多
く
手
掛
け
た
。

日本銀行本店本館／日本人建築家（辰野金吾）が手掛けた最初の国家的近代建築。
1896 年（明治 29年）竣工。国指定重要文化財。

辰野家蔵

（
注
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
店
見
学
を
三

月
二
日（
月
）以
降
中
止
し
て
い
ま
す
。
本
店
見
学
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

日
本
銀
行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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ドーム屋根下の八角室／昭和
初期まで重役会議等に使用さ
れていたほか、第 15代の結城
総裁の時には、総裁室として
使用されていた。客溜／明治から昭和まで使用されていた、

銀行窓口（写真左側）に面する客用広間。
古典主義様式の様々な装飾が施されている。

馬の水飲み場／本館が建築された当時
は、馬車が利用されることも珍しくな
かった。中庭には、馬を休ませるため
の水道設備である「馬の水飲み場」が
今も残されている。

本館中庭／本館正面は、①正面玄関への入口であり、②地下金庫への現金搬送
ルートでもあった。そのため中庭は障壁を設け、閉鎖的な空間となっている。

（注�１）本館の歴史については、『に
ちぎん』25～ 28 号（2011 年
春～冬号）で詳述されている。
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関
東
大
震
災
後
の
本
館
復
旧
工
事
の
際
に
、
建
物

を
実
測
し
て
描
き
起
こ
し
た
図
面
集
で
す
。
当
初

の
図
面
は
震
災
で
焼
失
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
設

計
者
で
あ
る
辰
野
金
吾
の
功
績
を
後
世
に
伝
え
る

た
め
一
九
二
八
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
建
築

フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も
、
威
風
堂
々
と
し
た
本
館
の

建
物
を
、
緻
密
に
作
成
さ
れ
た
立
面
図
、
平
面
図
、

断
面
図
と
と
も
に
、
ご
堪
能
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、「
世
界
初
の
お
札
の
自
動
鑑
査
機
」
を

初
公
開
し
ま
す（
注
２
）。
世
の
中
に
出
回
っ
た
後
、

日
本
銀
行
に
戻
っ
て
き
た
お
札
の
真
偽
、
枚
数
、

汚
損
度
を
点
検
す
る
作
業
を
「
鑑
査
」
と
呼
び
ま

す
が
、
こ
の
作
業
を
世
界
で
最
初
に
機
械
化
し
た

の
は
日
本
銀
行
で
す
。

　
加
え
て
、
現
金
輸
送
用
貨
車
「
マ
ニ
車
」
の
模

面
玄
関
を
背
景
に
撮
影
で
き
る
中
庭
と
と
も
に
、

人
気
の
写
真
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
な
る
も
の
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

日
本
銀
行
の
歴
史
や
業
務
を
知
る 

―
初
公
開
の
展
示
も
―

　
二
つ
目
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
本
店
見
学
を
通
じ

て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
日
本
銀
行
の
歴
史
や
業
務

へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
に
展
示
を
拡
充
し
、
二
階
の
展
示
室
で
は
日

本
銀
行
の
歴
史
に
つ
い
て
、
一
階
の
展
示
室
で
は

日
本
銀
行
の
現
在
の
機
能
と
組
織
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
解
説
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
新
た
な
展
示
も
ご
用
意
し
ま
し
た
。
ま
ず
、『
辰

野
紀
念 

日
本
銀
行
建
築
譜
』
で
す
。
こ
れ
は
、

歴代総裁の肖像画／本館２階の廊下には、日本銀行の歴代総裁の
肖像画がずらりと並び、歴史の重みを感じさせる。

展
示
室
（
日
本
銀
行
の
歴
史
）
／
一
八
八
二

年
（
明
治
十
五
年
）
の
設
立
後
、
日
本

銀
行
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
か
を
、
当
時
の
写
真
や
資
料
に
よ

り
紹
介
。

展
示
室
（
本
館
建
物
の
歴
史
）
／
本
館
の

建
設
過
程
や
建
築
の
特
徴
、
日
本
銀
行
の

建
築
を
担
っ
た
辰
野
金
吾
等
に
つ
い
て
当

時
の
写
真
や
図
面
に
よ
り
紹
介
。

　
さ
ら
に
、
見
学
者
の
方
々
か
ら
の
ご
要
望
を
踏

ま
え
、
本
館
の
建
物
内
で
写
真
撮
影
で
き
る
場
所

を
新
た
に
設
け
ま
し
た
。
一
億
円
（
模
擬
券
）
の

重
さ
体
験
は
、
従
来
か
ら
人
気
を
博
し
て
い
ま
す

が
、
新
コ
ー
ス
で
は
、
地
下
金
庫
内
で
、
明
治
時

代
の
金
庫
の
煉
瓦
壁
を
バ
ッ
ク
に
一
億
円
や
金き
ん
か
い塊

（
レ
プ
リ
カ
）
等
を
持
ち
な
が
ら
写
真
撮
影
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
本
館
正

１億円の重さ体験／見学者に人気。新コースでは、
地下金庫内で、明治時代の金庫の煉瓦壁をバックに
１億円（模擬券）や金塊（レプリカ）等を持ちなが
ら写真撮影を楽しむことができる。

中庭での写真撮影／本館正面玄関をバックに
撮影できる中庭は、人気の写真撮影スポット。
エントランスの堅牢な柱が、威風堂々とした印象
を演出。

人気の写真撮影スポット

（注 �2）世界初のお札の自動鑑査機の開発は、後年、「世紀の難事業」
とまで言われた。『にちぎん』4号（2005 年冬号）に開発メ
ンバーのインタビューを基にした記事が掲載されている。
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本館の南北中央断面図（『辰野紀念�日本銀行建築譜』より）／左側から順に
障壁、中庭、正面玄関、客溜とつながる動線となっている。右側階段室内に、
日本のオフィスビルで最も古い乗用エレベーターの昇降路が描かれている。

現金輸送用貨車「マニ車」の模型／マニ車
の存在は、使用期間中は秘中の秘とされ、
名前や移動スケジュールが運行ダイヤに掲
載されることはなかった。車体や窓は全て
防弾構造になっている。

関東大震災直後の本館／本館は、
震災直後の火災により一部損傷
したが、倒壊は免れ、震災直後も、
日本銀行は一営業日も休まずに
業務を継続した。

世界初のお札の自動鑑査機／日本銀行に戻ってきたお札の真偽・枚数・
汚損度を点検する機械。1967 ～ 1968 年に開発し、1969 年に使用開始。

金座／現在、日本銀行本店のある
場所には、江戸時代、「金座」があり、
小判等の金貨が造られていた。

東日本大震災直後の対応／日本銀行
は、震災発生の約15分後に災害対
策本部を設置。濡れたお札の引き換
え希望にも迅速に対応した。写真は、
濡れたお札を乾かして真偽判定等す
るためにアイロンがけしている時の
様子。

本館地下金庫への扉／重さ25トンのアメリカ製の金庫扉は、
見る者を圧倒する。地下金庫を拡張した1932年に設置された。

障壁 中庭 正面玄関 客溜 乗用エレベーター
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型
も
初
め
て
ご
披
露
し
ま
す
。
マ
ニ
車
と
は
、
か

つ
て
日
本
銀
行
が
、
お
札
の
輸
送
に
使
用
し
て
い

た
鉄
道
貨
車
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
存
在
は
、
実

際
に
使
わ
れ
て
い
た
期
間
中
（
二
〇
〇
四
年
三
月
末

ま
で
）
は
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
、
秘
中
の
秘
と
さ
れ

て
い
た
た
め
、
非
常
に
珍
し
い
展
示
で
す
（
注
３
）。

見
て
楽
し
ん
で
学
べ
る
見
学
コ
ー
ス

―
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

　
い
つ
で
も
簡
単
に
予
約
可
能
―

　
日
本
銀
行
の
本
店
見
学
は
、
見
学
希
望
日
の

九
〇
日
前
か
ら
二
四
時
間
い
つ
で
も
、
予
約
サ
イ

ト
で
簡
単
に
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

見
学
エ
リ
ア
が
本
館
の
一
階
と
中
庭
に
限
ら
れ
ま

す
が
、
予
約
不
要
の
当
日
見
学
も
あ
り
ま
す
。

　
本
店
見
学
に
は
、
小
学
五
年
生
か
ら
高
齢
者
ま

で
幅
広
い
年
代
の
方
が
日
本
各
地
、
そ
し
て
海
外

か
ら
お
越
し
に
な
り
、
昨
年
は
約
一
万
九
千
人
の

方
が
来
訪
さ
れ
ま
し

た
。
見
学
の
冒
頭
に

観
て
い
た
だ
く
日
本

銀
行
の
紹
介
ビ
デ
オ

は
、
①
日
本
語
（
大

人
用
、
子
供
用
）、

②
英
語
、
③
中
国
語

か
ら
選
択
可
能
で
あ

る
ほ
か
、
見
学
案
内

も
日
本
語
お
よ
び
英

語
で
実
施
し
て
い
ま

　
日
本
銀
行
の
本
店
見
学
で
は
、
国
の
重
要
文
化

財
で
あ
る
本
館
の
建
物
を
見
て
、
一
億
円
（
模
擬

券
）
の
重
さ
体
験
や
写
真
撮
影
を
楽
し
み
、
中
央

銀
行
の
政
策
や
業
務
等
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
見
学
は
無
料
で
す
！
　
ぜ
ひ
、
日
本
銀
行
本

店
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

す
。
一
〇
名
以
上
の
大
学
生
や
社
会
人
は
、
一
日

の
う
ち
最
後
の
見
学
（
15
：
15
～
16
：
15
）
の
後
に
、

日
本
銀
行
職
員
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー（
約
三
〇
分
）

を
リ
ク
エ
ス
ト
で
き
、
テ
ー
マ
を
①
日
本
銀
行
の

政
策
と
業
務
、
②
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
か
ら
選
択
で

き
ま
す
。
最
近
、
こ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
利
用
が
増

え
て
い
ま
す
。

本店見学予約サイト／見学希望日の空き状況を
サイト上で確認して予約できる。24時間いつでも
予約可能。

日本銀行職員によるレクチャー／選択したテーマについて、
日本銀行職員がレクチャーします！

INFORMATION 日本銀行本店見学

　１．予約見学（予約必要）
　　（1）9：30～10：30��
　　（2）11：00～12：00��
　　（3）13：45～14：45��
　　（4）15：15～16：15
　　�予約サイトからお申込みください。
（https://www5.revn.jp/bojtour/）
見学希望日の 90
日前から予約でき
ます。

　２．当日見学（予約不要）
　　12：45～13：15

◆�見学日：月曜日～金曜日（ただし、
祝日、年末年始〈12月29�日～�1月
4日〉�を除く）。
◆見学は無料。
◆小学５年生以上が参加可能。
◆本館西門が見学者入口。

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

東京都中央区日本橋本石町2-1-1
TEL：03-3277-2815（本店見学担当）

（注 �3）マニ車については、小罇の歴
史を取り上げた『にちぎん』2号
（2005 年夏号）で紹介されている。
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事
務
所
を
通
じ
た
広
報
活
動
の
な
か

で
、
国
民
各
層
の
意
見
や
要
望
を
幅

広
く
聴
取
す
る
よ
う
努
め
て
お
り
、

そ
の
一
環
と
し
て
、
一
九
九
三
年
以

降
、
全
国
の
満
二
〇
歳
以
上
の
個
人

四
千
人
を
対
象
に
﹁
生
活
意
識
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
﹂
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
　

▼
こ
の
調
査
は
、
日
本
銀
行
が
別
途

行
っ
て
い
る
﹁
全
国
企
業
短
期
経
済

観
測
調
査
（
短
観
）﹂
の
よ
う
な
統

計
調
査
と
は
異
な
り
、
生
活
者
の
意

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
し
た
日
本
銀
行
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

▼
日
本
銀
行
で
は
、
三
月
十
四
日

（
土
）
に
、
総
裁
を
本
部
長
と
す
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

本
部
を
設
置
し
、
政
府
、
地
方
公
共

団
体
、
金
融
機
関
等
と
の
連
携
の
も

と
、
中
央
銀
行
と
し
て
必
要
な
業
務

を
継
続
し
て
行
う
た
め
、
所
要
の
対

応
を
進
め
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
日
本

銀
行
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
日

本
銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

第
八
二
回
生
活
意
識
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
公

表
し
ま
す

▼
日
本
銀
行
で
は
、
政
策
・
業
務
運

営
の
参
考
と
す
る
た
め
、
本
支
店
や

識
や
行
動
を
大
ま
か
に
聴
取
す
る
一

種
の
世
論
調
査
で
す
。

▼
ア
ン
ケ
ー
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
﹁
生

活
意
識
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
回
答
者

の
生
活
に
対
す
る
実
感
を
尋
ね
る
質

問
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
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※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。

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

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

編 集 後 記

にちぎん　2020 年夏号
編集・発行人　林　新一郎
発行　日本銀行情報サービス局
〒 103-8660　
東京都中央区日本橋本石町 2-1-1
☎ 03-3277-2405

デザイン　株式会社市川事務所
印 刷　文唱堂印刷株式会社
禁無断転載

た
、
日
本
銀
行
の
こ
と
を
ど
の
程
度

知
っ
て
い
る
か
、
ど
う
思
っ
て
い
る

か
や
、
日
本
銀
行
の
業
務
に
関
連
す

る
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
質
問
し
て

い
ま
す
。

▼
一
度
に
多
く
の
方
か
ら
、
生
活
に

関
す
る
意
識
や
ご
意
見
を
伺
う
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
日
本
銀
行
の
広
報

お
よ
び
広
聴
活
動
に
と
っ
て
も
非
常

に
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
調
査
は
年
に
四
回
（
三
、
六
、

九
、十
二
月
）
実
施
し
て
お
り
、

二
〇
二
〇
年
六
月
実
施
分
（
第
八
二

回
）
の
結
果
を
七
月
七
日
（
火
）
に

公
表
す
る
予
定
で
す
。
公
表
結
果
は

日
本
銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
し

て
お
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■このたび編集長に就任しました。日本銀行に入行して
32 年目となりますが、これまでは主に金融システム関
係や業務企画関係の仕事に携わってきました。広報誌の
作成という初めての仕事に期待をふくらませています。
　さて、本号「インタビュー」では、オリンピック金メ
ダリストの室伏広治氏にご登場頂き、日本人にとって体
格的に不利なハンマー投げという競技において、いかに
世界の壁を乗り越えてきたかをお伺いしました。一方、
コロナウイルス感染症の影響により取材が難しくなり、

「対談／守・破・創」や「地域の底力」を掲載すること
ができなくなりました。楽しみにして下さっていた読者
の皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解を頂け
れば幸いです。　　
　日本銀行への親しみを持って頂けるよう、引き続き広
報誌「にちぎん」の内容の充実につとめ、皆様にご愛読
頂ける誌面を目指してまいりたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。 （林）
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from Paris

為政者と民衆の思いが交錯するまち・パリ
　パリは、ヨーロッパの政治、経済、文化の中心地で

あるとともに、その歴史舞台の中心地であり続けてき

ました。パリに住み始めてから、この街の歴史エピソ

ードを見聞きする機会が増えたせいか、これまであま

り歴史に興味のなかった私も、歴史の現場に自ら足を

運ぶようになりました。

　ここで興味深い歴史エピソードを一つご紹介しま

す。私はある週末、パリ郊外にあるヴォー=ル=ヴ

ィコント城を訪れました。この城を建設したのは、ブ

ルボン王朝国王ルイ14世のもとで大蔵卿を務めてい

たニコラ・フーケという人物です。彼はお金の運用に

長け莫大な財産を蓄えていたのでルイ14世からもと

もと警戒されていたのですが、それよりも、この華麗

なる城を建造したためにルイ14世から大いなる嫉妬

を買い、城の披露宴パーティーから19日後に、なんと、

国家財産横領の罪で牢獄に入れられ、二度とこの城に

戻ることはありませんでした。その後、城の美しさに

ほれ込んだルイ14世は、城の建築を担った建築家や

造園家、画家らに、そのままヴェルサイユ宮殿の建築

に従事するよう命じました。これが、ヴォー=ル=

ヴィコント城がヴェルサイユ宮殿のモデルと呼ばれる

由縁です。まさかあのヴェルサイユ宮殿が、ルイ14

世の「男の嫉妬」から生まれたとは驚きですね。そし

て、ヴェルサイユ宮殿の莫大な建設費用がブルボン王

朝の財政難を招き、のちのフランス革命の一因となっ

たことはよく知られたところです。

　近年パリでは、ガソリン税引き上げに端を発した黄

色いベスト運動や、政府の年金制度一本化案に抗議し

た公共交通機関ストライキの長期化など、市民が声高

に政府に抗議する場面が増えています。私もその現場

に何度か遭遇しましたが、そうした市民運動の光景を

目の当たりにすると、パリが為政者と、その国家運営

に対峙する民衆の姿を今なお映し続けているように思

えます。� （経済協力開発機構、パリ）

＊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。

政府の年金制度一本化案
に抗議する公共交通機関
ストライキに合わせて行
われたデモ行進の様子
（2019年12月撮影）

ヴェルサイユ宮殿のモデルとなったヴォー=ル=ヴィコント城（左）と、それに倣ってルイ14世が建造したとされるヴェルサイユ宮殿（右）
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