
2024　NO.772024　NO.77春

インタビュー　扉を開く

齊藤俊一 東京港醸造株式会社会長・株式会社若松社長

蘇った「江戸の酒蔵」の無形資産
地域の底力

青森県青森市
官民の連携を礎に市民の力を引き出し
未来への前進を図る青森県青森市
特別インタビュー

植田総裁に聞く
エッセイ　“おかね”を語る

ウエンツ瑛士  俳優・タレント  お金と自由と友達



絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ
“おかね”を語る

や
り
が
い
や
幸
福
感
な
ど
に
疑
問
を
持
た
れ
て
い
る
部

分
が
あ
る
（
当
人
か
ら
し
た
ら
大
き
な
お
世
話
だ
）。
し

か
し
僕
は
真
っ
先
に
そ
の
部
分
に
つ
い
て
質
問
し
て
し

ま
っ
た
。
す
る
と
意
外
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

　

毎
日
楽
し
い
。

　

こ
れ
は
訂
正
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。「
意
外
」
な
答

え
と
思
っ
て
い
た
の
は
僕
の
勝
手
な
価
値
観
で
、
よ
く

よ
く
考
え
た
ら
お
金
の
心
配
が
な
く
好
き
な
事
を
や
れ

る
日
々
は
意
外
じ
ゃ
な
く
楽
し
い
の
だ
。
し
か
し
、
悩

み
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
「
友
達
」
だ
と
。

　

自
由
を
手
に
入
れ
て
謳お

う

歌か

し
よ
う
と
し
た
日
々
に
、

同
じ
価
値
観
を
共
有
し
た
友
達
が
い
な
い
。

　

一
週
間
、
二
週
間
の
休
み
を
と
っ
て
海
外
に
行
こ
う

に
も
一
緒
に
行
く
人
が
い
な
い
。

　

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
を
し
て
か
ら
出
会
っ
た
同
じ
境
遇
の
人
と
は

自
由
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
に
過
ご
せ
る
が
、
共
に
過

ご
し
た
い
の
は
価
値
観
の
合
う
昔
か
ら
の
友
達
だ
と
。

　

仮
に
お
金
を
出
し
て
共
に
過
ご
そ
う
も
の
な
ら
、
そ

れ
は
も
は
や
友
達
で
は
な
く
上
下
関
係
が
出
来
て
し
ま

う
。
そ
し
て
結
果
的
に
寂
し
く
な
る
と
。

　

お
金
と
自
由
を
手
に
入
れ
た
ら
友
達
を
失
う
可
能
性

が
あ
る
と
誰
が
考
え
る
だ
ろ
う
。
お
金
は
持
つ
だ
け
で
、

そ
の
人
の
人
間
性
が
変
わ
ら
な
く
て
も
関
係
性
を
変
え

る
可
能
性
が
あ
る
、
ど
こ
か
の
ポ
ッ
タ
ー
よ
り
魔
法
使

い
だ
。
当
然
僕
は
そ
ん
な
位
置
に
は
程
遠
い
が
、
と
り

あ
え
ず
こ
の
話
を
友
達
と
共
有
し
た
ら
「
お
ぅ
、
じ
ゃ

あ
一
緒
に
金
持
ち
に
な
ろ
う
ぜ
っ
」
と
結
論
。

　

な
る
ほ
ど
、
僕
ら
の
頭
の
中
は
昔
か
ら
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
し

て
い
た
ん
だ
な
。
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お金と自由と友達

　

僕
は
友
達
と
行
く
旅
行
が
大
好
き
だ
。
気
の
お
け
な

い
仲
間
達
と
の
お
バ
カ
旅
ほ
ど
楽
し
め
る
も
の
は
な
い
。

観
光
名
所
な
ん
て
ど
う
だ
っ
て
い
い
、
友
達
と
の
待
ち

合
わ
せ
場
所
を
決
め
た
次
の
瞬
間
か
ら
一
つ
一
つ
が
観

光
名
所
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
何

十
年
と
語
り
継
が
れ
る
（
会
え
ば
ま
た
同
じ
話
）
思
い

出
と
な
る
。

　

片
や
今
は
お
ひ
と
り
様
で
も
な
ん
で
も
楽
し
め
る
時

代
だ
。
ど
こ
に
い
て
も
好
き
な
コ
ン
テ
ン
ツ
は
観
ら
れ

る
し
、
い
つ
で
も
友
達
と
連
絡
が
取
れ
て
共
有
が
出
来

る
。
知
ら
な
い
人
で
良
け
れ
ば
三
〇
秒
後
に
だ
っ
て
言

葉
を
交
わ
す
事
は
出
来
る
。
便
利
、
便
利
、
便
利
。
そ

れ
も
た
い
し
た
お
金
を
か
け
ず
に
。
最
高
。

　

価
値
観
に
よ
っ
て
楽
し
み
は
違
う
が
僕
に
と
っ
て
は

前
者
が
大
事
で
愛い

と

お
し
い
。
し
か
し
こ
ち
ら
は
お
金
が

か
か
る
の
だ
。
だ
か
ら
働
く
、
だ
か
ら
稼
ぐ
。
よ
り
好

き
な
所
へ
よ
り
自
由
に
行
け
る
よ
う
に
な
る
為
に
。

　

書
い
て
い
て
脳
み
そ
と
手
が
直
列
で
繋
が
っ
て
い
る

よ
う
な
文
章
で
気
恥
ず
か
し
い
が
、
あ
る
種
幼
少
期
か

ら
欲
望
が
一
貫
し
て
い
る
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た
誇
り
で

も
あ
る
（
こ
の
文
章
が
一
番
恥
ず
か
し
い
）。

　

そ
う
。
僕
は
お
金
と
い
う
一
点
に
お
い
て
は
そ
こ
に

向
か
っ
て
頑
張
っ
て
き
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
中
、
先
日
大
変
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
。

　

友
達
の
紹
介
で
Ｆフ

ァ

イ

ア

Ｉ
Ｒ
Ｅ
（
経
済
的
自
立
と
早
期
リ

タ
イ
ア
）
を
し
た
と
い
う
人
に
出
会
っ
た
の
だ
。
そ
の

方
は
と
て
つ
も
な
い
節
約
と
労
働
の
積
み
重
ね
で
、
多

少
の
贅
沢
も
出
来
る
自
由
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
。
Ｆ

Ｉ
Ｒ
Ｅ
に
は
憧
れ
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
後
の
人
生
の
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日
本
銀
行
金
沢
支
店
は
、
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）
に
、
全
国
で
は
九
番
目
、
日
本
海
側
で

は
初
の
出
張
所
と
し
て
金
沢
市
香こ
う
り
ん
ぼ
う

林
坊
に
開
設
さ
れ

ま
し
た
。
香
林
坊
は
商
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ほ
か
、

石
川
県
の
政
治
・
経
済
の
中
心
地
と
し
て
重
要
な
地

域
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
初
代
店
舗
の
建
設
か
ら
四
五
年
た
っ
た

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
同
じ
場
所
で
二
代

目
の
店
舗
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
代
目
と
な
る
表
紙
の
店
舗
は
、
駅え
き
に
し西

新
都
心
と

呼
ば
れ
る
金
沢
市
広
岡
の
地
に
建
設
さ
れ
、
令
和
五

年
（
二
〇
二
三
）
十
一
月
に
移
転
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
香
林
坊
の
地
に
支
店
が
開
設
さ
れ
て
か
ら
初
め
て

の
移
転
で
す
。

　

地
上
三
階
建
て
の
新
店
舗
の
建
物
の
外
装
材
に
は

ス
テ
ン
レ
ス
パ
ネ
ル
を
採
用
し
、金
沢
の
街
並
み
の「
黒

瓦
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ダ
ー
ク
グ
レ
ー
に
仕
上
げ
ま

し
た
。
ま
た
、
内
装
材
の
一
部
に
は
戸と

室む
ろ

石
や
能
登

ヒ
バ
等
地
元
産
材
を
使
用
す
る
な
ど
「
地
産
地
消
」
に

取
り
組
み
ま
し
た
。

　

新
店
舗
と
な
っ
た
金
沢
支
店
は
、
今
後
も
金
沢
の

地
で
地
域
経
済
の
発
展
を
見
守
り
続
け
て
い
き
ま
す
。

＊�

三
代
目
新
店
舗
に
つ
い
て
は
、
広
報
誌
「
に
ち
ぎ
ん
」

二
〇
二
三
年
冬
号「
F
O
C
U
S
→
B
O
J

㊺
　
日
本
銀
行
金
沢
支
店
　
金
沢
支
店
移

転
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
記
事
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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INTERVIEW

SA
IT

O
  Shunichi

齊
藤
俊
一

東
京
港
醸
造
株
式
会
社
会
長
・
株
式
会
社
若
松
社
長

　

東
京
都
港
区
の
ビ
ル
街
に
あ
る「
東
京
港
み
な
と

醸
造
」。小
規
模
な
日
本
酒
醸
造
所
の
前
身
は
、

「
若
松
屋
」
が
江
戸
か
ら
明
治
ま
で
約
一
〇
〇
年
続
け
た
酒
蔵
だ
。
二
〇
一
六
年
に
酒
蔵
を

復
活
さ
せ
た
七
代
目
当
主
の
齊
藤
俊
一
さ
ん
は
、
若
松
屋
の
無
形
資
産
を
活
用
し
た
独
自

の
戦
略
で
注
目
を
集
め
、「
勇
気
あ
る
経
営
大
賞
特
別
賞
」
も
受
賞
し
た
。
幕
末
に
は
西
郷

隆
盛
や
勝
海
舟
ら
が
密
談
を
交
わ
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
る
若
松
屋
。
そ
の
初
代
か
ら
の

フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
、
酒
蔵
復
活
ま
で
の
苦
難
の
道
の
り
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一
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―
― 

東
京
港
醸
造
を
運
営
す
る
株
式

会
社
若
松
の
前
身
は
江
戸
時
代
の「
若

松
屋
」
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

齊
藤　

一
八
一
二
年
（
文
化
九
）
に

創
業
し
た
若
松
屋
は
私
で
七
代
目

に
な
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
造
り

酒
屋
と
し
て
江
戸
後
期
か
ら
明
治
時

代
ま
で
こ
の
「
芝
」
で
商
い
を
し
て

い
ま
し
た
。
今
の
第
一
京
浜
（
昔
の

東
海
道
）
の
南
側
は
落
語
の
演
目
に

も
あ
る
「
芝
浜
」
が
広
が
り
、
魚う

お

河が

岸し

が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
そ
う
で

す
。
幕
末
に
は
、
江
戸
湾
か
ら
つ
な

が
る
入い

り
あ
い
が
わ

間
川
と
い
う
堀
が
掘
ら
れ
、

「
本ほ

ん
し
ば芝
」
に
あ
っ
た
江
戸
薩
摩
藩
邸

の
入
り
口
付
近
ま
で
つ
な
が
っ
て
い

た
。
そ
ん
な
地
の
利
を
得
た
若
松
屋

は
薩
摩
藩
邸
の
御
用
商
人
と
な
っ

て
、
薩
摩
の
い
も
焼
酎
を
仕
入
れ
て

納
め
た
り
、
ど
ぶ
ろ
く
を
製
造
・
販

売
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

若
松
屋
に
は
奥
座
敷
が
あ
り
、
そ

の
裏
手
が
入
間
川
の
堀
に
面
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
舟
が
直
接
つ
け

ら
れ
る
の
で
人
目
を
避
け
て
出
入
り

で
き
る
。
西
郷
隆
盛
、
勝
海
舟
、
山

岡
鉄
舟
、
高
橋
泥
舟
ら
が
密
談
の
場

に
使
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
西
郷
と
「
幕
末
の
三
舟
」
と
い

え
ば
江
戸
無
血
開
城
の
功
労
者
で
す

が
、
若
松
屋
の
奥
座
敷
で
そ
の
談
判

が
交
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
歴
史
家
も
い
る
ん
で
す
。

―
― 

若
松
屋
は
江
戸
の
「
金
座
」（
金

貨
の
製
造
や
発
行
な
ど
の
役
割
を
担

う
機
関
。
日
本
銀
行
本
店
の
敷
地
は

蘇よ
み
が
え

っ
た「
江
戸
の
酒
蔵
」の
無
形
資
産

「
金
座
」
の
跡
地
）
と
も
関
係
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
ね
。

齊
藤　

若
松
屋
の
初
代
は
林
金
三
郎

と
い
う
信
州
・
飯
田
の
紙
問
屋
で
、

酒
造
り
の
知
識
の
あ
る
齊
藤
重
三
郎

を
連
れ
て
江
戸
に
上
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
林
金
三
郎
の
弟
・
林
奥
輔
が
、

金
座
の
管
理
を
代
々
司
っ
て
き
た
後

藤
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
た
。
後
藤

三
右
衛
門
と
名
前
を
変
え
、
時
の
老

中
・
水
野
忠
邦
の
右
腕
の
よ
う
な
存

在
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
強

力
な
身
内
が
い
た
こ
と
も
若
松
屋
が

繁
盛
し
た
一
つ
の
理
由
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
忠
邦
が
天
保
の
改
革
に

失
敗
し
て
失
脚
す
る
と
、
三
右
衛
門

も
打
ち
首
に
処
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

金
三
郎
は
身
を
隠
し
、
若
松
屋
は

齊
藤
家
が
代
を
継
い
で
い
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

幕
末
の
頃
の
若
松
屋
は
二
代
目
の

齊
藤
茂
七
が
継
い
で
い
ま
し
た
が
、

初
代
で
そ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
た
た

め
に
、
反
幕
府
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。

江
戸
薩
摩
藩
邸
が
若
松
屋
に
声
を

か
け
、
出
入
り
を
許
し
た
の
も
、
そ

う
し
た
事
情
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で

し
ょ
う
。

―
― 

若
松
屋
の
酒
造
り
は
明
治
時
代

も
続
き
ま
し
た
。

齊
藤　

一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
）

に
若
松
屋
の
三
代
目
・
齊
藤
茂
吉
が

他
界
し
、
酒
蔵
の
切
り
盛
り
は
私
の

曽
祖
母
に
あ
た
る
茂
吉
の
妻
「
し
も
」

が
担
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
城
の
大

奥
で
篤
姫
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
女

性
で
、
明
治
維
新
後
に
若
松
屋
に
嫁

い
で
き
ま
し
た
。
し
も
は
他
界
す
る

一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）
ま
で

の
約
二
五
年
間
、
若
松
屋
の
実
質
的

な
当
主
で
し
た
。
手
前
味
噌
な
が
ら
、

凄す
ご

い
女
性
だ
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
若
松
屋
が
ど
ぶ
ろ
く
に
加
え
て

清
酒
を
造
り
始
め
た
の
も
、
し
も
が

江
戸
時
代
に
創
業
し
た「
若
松
屋
」

波
乱
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
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―
― 

酒
造
業
を
廃
業
し
た
後
、
若
松

屋
は
ど
の
よ
う
に
屋
号
を
つ
な
い
で

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

齊
藤　

大
正
か
ら
昭
和
の
戦
前
ま
で

飲
食
業
を
営
み
、
戦
後
は
た
ば
こ
屋

を
兼
ね
て
荒
物
雑
貨
と
い
わ
れ
る
生

活
消
耗
品
の
小
売
業
を
し
て
き
ま
し

た
。
私
の
代
に
な
っ
て
か
ら
は
服
飾

中
心
の
雑
貨
屋
に
業
態
転
換
し
、
複

数
の
店
舗
を
構
え
ま
し
た
。

　

し
か
し
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
が

増
え
、
ネ
ッ
ト
通
販
も
台
頭
し
始
め

る
と
、
店
舗
の
売
り
上
げ
が
低
下
傾

向
に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
す
。
同
じ
頃
、
私
は
港
区

商
店
連
合
会
の
役
員
と
し
て
地
方
の

視
察
に
出
か
け
、
商
店
街
が
ど
こ
も

シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
に
な
っ
て
い
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。「
街
の

物
販
業
は
も
う
生
き
残
れ
な
い
」
と

思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
文

房
具
屋
、
本
屋
、
金
物
屋
、
そ
し
て

雑
貨
屋
…
…
「
屋
」
の
つ
く
店
が
ど

の
街
で
も
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
い
た
か

ら
で
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
地
に
あ

る
酒
蔵
に
は
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
て
私
は
、

若
松
屋
の
祖
業
は
造
り
酒
屋
だ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
商
い

の
業
種
は
変
え
た
け
れ
ど
も
、
商
い

を
す
る
場
所
は
芝
か
ら
変
え
て
い
な

い
。
そ
ん
な
若
松
屋
が
も
う
一
度
日

本
酒
を
造
っ
て
販
売
す
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
国
内
外
の
お
客
様
に
喜
ば

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
付
い
た

ん
で
す
。

―
― 

そ
う
す
れ
ば
若
松
屋
は
代
を
重

ね
て
生
き
残
っ
て
い
け
る
と
。

齊
藤　

は
い
。
た
だ
、
そ
の
時
点
で

は
「
今
の
若
松
屋
に
酒
造
り
な
ん
て

無
理
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
酒
造
り
の
知
識
も
私
自
身
に

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
杜
氏
を
雇
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
酒
蔵
を
復
活

さ
せ
る
と
な
る
と
広
い
敷
地
が
必
要

に
な
る
の
が
常
識
で
す
が
、
わ
れ
わ

れ
が
酒
蔵
に
で
き
る
の
は
、
今
や
都

心
の
ビ
ル
街
に
変
わ
っ
た
芝
の
狭
小

地
に
建
つ
四
階
建
て
の
自
社
ビ
ル
だ

け
だ
っ
た
ん
で
す
。

酒
蔵
復
活
へ
最
初
で
最
大
の
難
関

「
清
酒
免
許
取
得
」を
突
破
し
た

新
潟
か
ら
杜と

氏う
じ

を
呼
び
寄
せ
た
の
が

き
っ
か
け
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
し
も
が
他
界
し
て
後

継
者
が
い
な
く
な
り
、
そ
の
翌
年

一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
に
、

若
松
屋
は
酒
造
業
を
廃
業
し
ま
し

た
。
一
〇
〇
周
年
を
目
前
に
廃
業
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
背
景
に
は

一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
）
に
制

定
さ
れ
た
酒
造
税
法
で
重
税
が
か
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
頃
、
酒
税
は
国
税
の
税
収

第
一
位
で
、
日
清
・
日
露
戦
争
を

は
じ
め
と
す
る
財
政
需
要
を
満
た

し
て
い
ま
し
た
。
今
の
二
〇
倍
近

い
税
率
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

結
局
、
若
松
屋
は
払
え
な
く
な
っ
て

お
取
り
潰
し
に
な
っ
た
の
で
す
。
あ

ち
こ
ち
に
赤
紙
を
ベ
タ
ベ
タ
張
ら
れ

て
…
…
。
最
後
の
財
産
目
録
が
遺
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
赤
紙

を
免
れ
た
の
は
傘
と
下
駄
く
ら
い
。

「
身
に
つ
け
る
も
の
以
外
は
き
れ
い

さ
っ
ぱ
り
没
収
さ
れ
た
わ
よ
」
と
、

私
の
祖
母
が
生
前
に
よ
く
語
っ
て
い

ま
し
た
ね
。

―
― 

そ
の
後
、
杜
氏
の
寺
澤
善よ

し

実み

さ
ん
と
の
出
会
い
が
転
機
と
な
り
ま

し
た
。

齊
藤　

二
〇
〇
六
年
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
お
台
場
に
小
規
模
な
日
本
酒

醸
造
所
が
あ
る
と
聞
き
、
す
ぐ
見
学

に
行
き
ま
し
た
。シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
の
中
の
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
酒
蔵
で
、
寺
澤
は
醸
造
責
任
者
と

し
て
酒
造
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立
し

て
い
た
。
常
識
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
ん
な
狭
小
ス
ペ
ー
ス
で
も
日

本
酒
が
造
れ
る
ん
だ
と
知
り
ま
し
た
。

―
― 

都
心
で
の
酒
造
り
は
無
理
だ
と

感
じ
る
気
持
ち
も
消
え
ま
し
た
か
。

齊
藤　

え
え
、
で
き
る
じ
ゃ
な
い
か

と
。
と
こ
ろ
が
寺
澤
に
「
一
緒
に
や

ろ
う
」
と
頼
む
と
「
無
理
、
無
理
」

と
取
り
合
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
私
は

彼
か
ら
「
新
し
く
酒
造
免
許
を
取
得

す
る
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
」
と

い
う
話
を
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
寺
澤
は
私
の
思
い
に
応

え
、
京
都
の
酒
造
メ
ー
カ
ー
か
ら
若

松
屋
に
移
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
振
り

返
る
と
、
若
松
屋
の
酒
蔵
復
活
ま
で

の
過
程
に
お
い
て
酒
造
免
許
取
得
が

最
初
に
し
て
最
大
の
難
関
で
し
た
。

寺
澤
と
の
二
人
三
脚
で
来
る
日
も
来
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る
日
も
、
所
轄
の
税
務
署
に
通
っ
て

免
許
取
得
の
お
願
い
を
続
け
る
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

酒
類
製
造
免
許
関
係
は
国
税
庁
が

管
轄
し
、
申
請
製
造
場
の
経
営
基
盤

や
人
的
要
件
、
製
造
能
力
な
ど
を
厳

し
く
見
ら
れ
ま
す
。
実
際
、「
そ
の
他

の
醸
造
酒
（
ど
ぶ
ろ
く
）」
と
「
リ

キ
ュ
ー
ル
」
の
免
許
は
二
年
が
か
り

で
取
得
で
き
ま
し
た
が
、「
清
酒
の
免

許
は
無
理
だ
」
と
言
わ
れ
続
け
ま
し

た
。
担
当
官
も
「
清
酒
の
免
許
の
新

規
発
行
手
続
き
は
し
た
こ
と
が
な
い
」

と
話
し
て
い
た
く
ら
い
で
す
。

―
― 
そ
の
難
関
を
ど
の
よ
う
に
突
破

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

齊
藤　
「
ま
た
来
た
の
で
す
か
」
と
煙

た
が
ら
れ
て
も
、
税
務
署
に
通
い
続

け
る
し
か
突
破
口
は
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、「
一
つ

だ
け
（
清
酒
免
許
取
得
の
）
方
法
が

あ
る
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。「
清
酒

造
り
を
や
め
る
蔵
を
見
つ
け
て
Ｍ
＆

Ａ
す
れ
ば
免
許
も
手
に
入
る
」
と
。

　

す
ぐ
に
探
し
始
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
酒
蔵
の
Ｍ
＆
Ａ
と
は
、
そ
の
酒

蔵
を
運
営
す
る
会
社
や
個
人
か
ら
買

い
取
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
廃
業

寸
前
の
と
こ
ろ
が
対
象
な
の
で
す
か

ら
、
ど
こ
も
借
金
だ
ら
け
。
条
件
に

合
う
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
ま
で
に
五

年
ほ
ど
か
か
り
、
何
と
か
二
〇
一
六

年
に
清
酒
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
ん
で
す
。

若
松
屋
の
歴
史
が
付
加
価
値
に
な
る

東
京
港
醸
造
の
日
本
酒「
江
戸
開
城
」

―
― 

清
酒
免
許
を
取
得
し
た
二
〇
一

六
年
に
は
純
米
吟
醸
原
酒
「
江
戸
開

城
」
を
発
売
さ
れ
ま
し
た
。

齊
藤　

免
許
取
得
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
四
階
建
て

の
小
さ
な
ビ
ル
で
酒
造
り
を
す
る
準

備
は
万
端
に
整
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

ず
四
階
の
麹

こ
う
じ
室む

ろ
で
蒸む

し
ま
い米
に
種
麹
を
つ

け
、
三
階
の
仕
込
み
室
で
冷
や
し
て

か
ら
タ
ン
ク
に
仕
込
み
、
二
階
で

搾
っ
た
酒
を
一
階
で
瓶
詰
め
し
て
出

荷
す
る
。
必
要
な
設
備
か
ら
ビ
ル
内

の
動
線
ま
で
寺
澤
が
考
え
た
の
で

す
。
超
小
型
の
製せ

い
ぎ
く麹
機
や
自
動
制

御
の
製
麹
室
な
ど
、
特
許
を
取
得

し
た
独
自
の
機
器
類
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

―
― 
狭
小
地
で
の
日
本
酒
造
り
は
ど

の
よ
う
な
点
が
強
み
で
す
か
。

齋
藤　

詳
し
く
は
寺
澤
か
ら
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

寺
澤　

小
さ
な
ビ
ル
で
全
館
空
調
が

可
能
な
の
で
、
一
年
中
日
本
酒
造
り

が
で
き
る
こ
と
で
す
。
当
社
は
毎

週
タ
ン
ク
一
本
ず
つ
、
年
間
五
〇
本

造
っ
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
麹
を

作
る
時
に
音
楽
を
聞
か
せ
る
と
、
音

楽
に
よ
っ
て
味
が
変
わ
る
ん
で
す
。

二
〇
二
三
年
日
本
一
に
な
っ
た
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
の
「
六
甲
お
ろ
し
」
を

聞
か
せ
る
と
、
丸
く
甘
い
酒
に
な
り

ま
す
。
寒
い
時
期
に
の
み
大
タ
ン
ク

で
仕
込
む
従
来
の
蔵
で
は
、
こ
う
し

た
実
験
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
狭
小
地
な
ら
で
は
の
効
率

的
な
動
線
や
独
自
機
器
の
開
発
に
よ

り
、
働
き
や
す
い
労
働
環
境
を
整
え

て
い
ま
す
。
製
造
は
月
曜
か
ら
金
曜

ま
で
で
、
従
業
員
は
し
っ
か
り
週
に



8NICHIGIN 2024 NO.77

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
小
牧
義
弘
）

二
日
休
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

―
― 

酒
蔵
は
重
労
働
と
い
う
印
象
で

す
が
、
そ
れ
で
は
続
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

寺
澤　

こ
の
点
は
日
本
酒
業
界
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
で
す
。

　

先
日
、
あ
る
地
方
で
酒
造
り
を
し

て
い
る
夫
婦
が
、
酒
造
り
が
大
変
な

の
で
子
ど
も
は
諦
め
る
と
言
う
ん
で

す
。
私
は
「
酒
造
り
が
し
ん
ど
く
て

結
婚
し
て
も
子
ど
も
も
持
て
な
い
な

ら
、
誰
が
自
分
も
酒
造
り
を
し
よ
う

と
思
う
ん
だ
。
あ
な
た
が
幸
せ
に
な

り
、
楽
し
く
仕
事
を
す
る
こ
と
が
、

次
世
代
に
つ
な
が
る
ん
だ
よ
」
と
話

し
、
酒
蔵
に
泊
り
込
ま
な
く
て
も
済

む
よ
う
に
新
た
な
機
械
を
作
っ
て
あ

げ
ま
し
た
。
働
く
環
境
さ
え
整
え
れ

ば
、
酒
造
り
を
し
た
い
若
者
は
た
く

さ
ん
い
ま
す
。

―
― 

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
、

日
本
酒
業
界
を
活
性
化
し
た
い
と
。

齊
藤　

寺
澤
が
考
案
し
た
機
械
を
使

え
ば
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
で
も
日
本
酒

造
り
が
で
き
る
。
私
は
全
国
各
地

に
日
本
酒
の
マ
イ
ク
ロ
ブ
リ
ュ
ー
ワ

リ
ー
を
作
れ
ば
、
日
本
酒
文
化
を
盛

り
上
げ
て
行
け
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
東
京
駅
の
構
内
で

は
、
既
に
小
さ
な
醸
造
所
で
日
本
酒

が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
日
本
酒
蔵
は
全
国
に
一
二

〇
〇
軒
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
す

ぐ
の
頃
は
四
〇
〇
〇
軒
近
く
あ
り

ま
し
た
。
約
三
分
の
一
に
減
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
ま
だ

右
肩
下
が
り
の
傾
向
が
続
い
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
「
東
京
港
醸
造

は
新
規
参
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
功

INTERVIEW

し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
、
全
国
か

ら
視
察
の
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
取
り
組

み
を
内
外
に
情
報
発
信
す
る
こ
と
で
、

少
な
く
と
も
下
落
基
調
を
水
平
飛
行

に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

次
は
ど
ん
な
お
酒
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
ん
で
す
か
。

寺
澤　

新
し
い
一
万
円
札
の
肖
像
・

渋
沢
栄
一
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
で

あ
る
、
出
身
地
・
埼
玉
県
深
谷
市
産

の
米
と
居
を
構
え
た
東
京
都
北
区
の

酵
母
を
使
っ
て
日
本
酒
を
仕
込
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
酵
母
は
、
深
谷
市
産

の
レ
ン
ガ
で
建
て
ら
れ
た
、
北
区
の

赤
煉れ

ん

瓦が

酒
造
工
場
の
あ
る
公
園
の
桜

か
ら
採
取
し
た
も
の
で
す
。
七
月
の

新
一
万
円
札
の
発
行
開
始
に
合
わ
せ

て
販
売
す
る
予
定
で
す
。

―
― 

そ
れ
は
楽
し
み
で
す
。
齊
藤
さ

ん
が
若
松
屋
の
代
を
継
ぐ
と
い
う
の

は
、
日
本
文
化
を
つ
な
い
で
い
く
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。

齊
藤　

若
松
屋
の
酒
蔵
を
復
活
し
た

い
と
私
が
言
い
出
し
た
と
き
、
誰
も

が
経
営
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
や
め

ろ
と
反
対
し
ま
し
た
。
途
方
も
な
く

人
手
や
お
金
が
か
か
る
ぞ
と
い
う
の

で
す
。
で
も
私
は
、
経
営
に
必
要
な

の
は
目
に
見
え
る
有
形
資
産
だ
け
で

は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
若
松
屋
に

は
、
初
代
の
林
金
三
郎
、
齊
藤
重
三

郎
か
ら
曽
祖
母
の
し
も
ま
で
、
酒
造

り
を
継
い
だ
一
〇
〇
年
も
の
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
幕
末
の
藩
士
た
ち
が
談

判
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い

る
。
こ
の
「
無
形
資
産
」
を
ブ
ラ
ン

ド
化
し
て
今
の
世
に
送
り
出
す
こ
と

が
、
若
松
屋
の
七
代
目
と
し
て
私
自

身
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
考
え
た

ん
で
す
ね
。
若
松
屋
の
歴
史
、
の
れ

ん
、
信
用
と
い
っ
た
無
形
資
産
を
付

加
価
値
と
し
て
、
ど
こ
に
も
な
い
唯

一
無
二
の
日
本
酒
を
提
供
で
き
る

と
。
東
京
港
醸
造
と
い
う
酒
蔵
、
江

戸
開
城
と
い
う
日
本
酒
も
、
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
一
〇
〇
年
後
ま
で
代
を
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
感
触
が
出
て
き
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
酒

を
ず
っ
と
残
し
て
い
く
、
日
本
文
化

を
つ
な
い
で
い
く
、
そ
れ
に
携
わ
れ

る
だ
け
で
も
、
自
分
の
人
生
の
中
で

は
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

小さなビルで酒造りに励む寺澤善実氏（東京港醸造（株）代表取締役杜氏）
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写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  青森県青森市 官
民
の
連
携
を
礎
に
市
民
の
力
を
引
き
出
し

未
来
へ
の
前
進
を
図
る
青
森
県
青
森
市

歴
史
や
祭
り
、
ア
ー
ト
、
あ
ら
た
な
特
産
品
と
、

市
民
が
秘
め
た
自
由
で
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
。

青
森
県
青
森
市
で
は
、
日
常
に
馴な

じ染
み
埋
も
れ
た

世
界
に
誇
れ
る
ま
ち
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、

活
性
化
を
目
指
す
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

官
民
の
連
携
を
礎
に
市
民
の
力
を
引
き
出
し

未
来
へ
の
前
進
を
図
る
青
森
県
青
森
市

青森市郊外、県内をはじめ国内外から多くの来館者がある「青
森県立美術館」のシンボルともいえる展示が、美術家の奈良
美
よしとも

智氏が手がけた『あおもり犬』だ。高さ約 8.5 メートル、
横幅約 6.7 メートルのこの作品は屋外に設置され、天気や季
節により表情を変えていく。
奈良美智《あおもり犬》2005 年 Artwork © Yoshitomo Nara
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祭
り
を
支
え
る
市
民
の
力
を

ま
ち
づ
く
り
に
も

　

青
森
県
青
森
市
は
県
中
央
部
に
位
置

し
、
県
庁
所
在
地
と
し
て
県
の
中
枢
を

担
う
人
口
約
二
七
万
人
の
中
核
市
だ
。

小
売
・
卸
売
業
、
金
融
業
、
サ
ー
ビ
ス

業
と
い
っ
た
第
三
次
産
業
が
経
済
の
柱

を
成
す
ま
ち
が
最
も
賑に

ぎ

わ
う
の
は
、
八

月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
開
催
さ
れ
る

「
青
森
ね
ぶ
た
祭
り
」。
例
年
、
六
日
間

で
延
べ
約
三
〇
〇
万
人
の
観
光
客
が
訪

れ
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
人
気
も
高
い
。

　

一
方
で
少
子
化
や
若
い
世
代
の
流

出
に
よ
る
人
口
減
少
、
高
齢
化
が
進

み
、
郊
外
型
大
規
模
店
舗
の
影
響
を
受

け
た
商
店
街
の
活
性
化
も
長
年
に
わ
た

る
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
官
民
そ
れ
ぞ
れ
の
尽
力
が
少
し
ず

つ
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
と
話
す
の
は
、

二
〇
二
三
年
六
月
に
市
長
に
就
任
し
た

西
秀
記
氏
だ
。

　

西
氏
は
衡こ

う
器き

事
業
を
営
む
傍
ら
、
青

森
商
工
会
議
所
の
ほ
か
地
域
経
済
を
牽け

ん

引い
ん

す
る
団
体
の
一
員
と
し
て
、
現
職
に

就
く
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
推
し
進

め
て
き
た
。
そ
の
転
機
に
あ
た
り
掲
げ

た
テ
ー
マ
は
、「
市
民
力
＋
民
間
力　

A
O

M
O

RI　

次
な
る
舞
台
へ
」。

　
「
大
都
市
と
は
異
な
り
、
地
方
都
市

で
は
誰
か
が
何
か
を
し
て
く
れ
る
の
を

待
っ
て
い
た
ら
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

ま
ち
の
活
性
化
に
は
市
民
の
皆
さ
ん
に

関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
、
自
分
が
や
る

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ

ま
で
の
活
動
に
込
め
た
思
い
は
、
立
場

が
変
わ
っ
た
今
も
同
じ
で
す
。
市
民
の

力
、
企
業
や
各
種
団
体
と
い
っ
た
民
間

の
力
に
行
政
の
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
青

森
市
は
も
っ
と
上
の
舞
台

へ
と
進
ん
で
い
け
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、

青
森
市
民
に
は
青
森
ね
ぶ

た
祭
り
と
い
う
成
功
体
験

が
あ
る
の
で
す
か
ら
」

　

祭
り
の
主
催
は
青
森
観

光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協

会
、
青
森
商
工
会
議
所
、

そ
し
て
青
森
市
。
山
車
の

製
作
は
企
業
や
各
種
団
体

が
担
う
が
、
は
や
し
や
ハ
ネ
ト
と
呼
ば

れ
る
参
加
者
の
多
く
は
そ
こ
に
属
さ
な

い
一
般
市
民
な
の
が
、
ほ
か
の
大
き
な

祭
り
で
は
あ
ま
り
例
の
な
い
特
徴
だ
。

　
「
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
の
は
、
市
民

一
人
ひ
と
り
の
力
。
も
っ
と
誇
り
に

思
っ
て
い
い
は
ず
で
す
し
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
ま
ち
づ
く
り
の
活
動
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
青
森
市
に
は

魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
多
い
と
、
外

か
ら
は
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
市
民
が

気
付
い
て
い
な
い
の
も
課
題
で
す
。
そ

れ
ら
を
あ
ら
た
め
て
掘
り
起
こ
し
、
シ

ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
（
地
域
に
対
す
る
市

民
の
誇
り
）
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
と
考

祭りに出陣した大型ねぶたを展示する「ねぶたの家 ワ・ラッセ」は、市内
屈指の人気を誇る観光施設。銅板を使いつつ柔らかなラインを描く外観が
特徴的だ。かつてねぶたの多くは祭りの後に廃棄されていたが、和紙をク
ラフト作品に再利用するなど、アップサイクルの取り組みが進む。

「多くの人が行き交ってきた港町だ
からでしょうか、青森市民には“よ
そ者”を受け入れる寛容さがある
ように思います」と話す、市長の
西秀記氏。まちづくりでは、市民
参加型の取り組みを進めている。

2019 年落成の市庁舎は自然採光など環境に配慮した設計
に加え、地場産品 PR のためのマルシェなど、市と市民の
共同催事ができる場が複数設けられている。
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「
青
森
」
が
生
ま
れ
た
が
、
史
実
が
胸
に

刻
ま
れ
て
い
な
い
市
民
も
多
い
と
い
う
。

　
「
小
中
学
校
で
は
ふ
る
さ
と
を
学
ぶ

教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
第
二

次
世
界
大
戦
の
空
襲
に
よ
っ
て
市
内
に

は
歴
史
的
建
造
物
が
ほ
ぼ
残
っ
て
い

な
い
た
め
、
歴
史
が
浅
い
と
誤
解
し

て
い
る
方
た
ち
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
認
識
を
修
正
す
る
た
め

に
も
、
青
森
開
港
四
〇
〇
年
を
迎
え
る

二
〇
二
五
年
に
向
け
て
記
念
事
業
の
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
」

周
遊
観
光
に
つ
な
が
る 

美
術
館
の
広
域
連
携

　

地
域
に
由
来
す
る
ア
ー
ト
も
、
西
氏

が
掘
り
起
こ
し
を
狙
う
テ
ー
マ
の
一

つ
。
要
と
な
る
の
は
、
青
森
市
出
身
の

版
画
家
・
棟
方
志
功
や
弘
前
市
出
身
の

美
術
家
・
奈
良
美
智
な
ど
、
県
ゆ
か
り

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
を
所
蔵
し
、

東
北
地
方
の
美
術
館
で
は
最
も
多
い
集

客
を
数
え
る
「
青
森
県
立
美
術
館
」
だ
。

館
長
の
杉
本
康
雄
氏
は
地
元
の
銀
行
の

頭
取
、
会
長
職
を
経
て
、
二
〇
一
五
年

か
ら
現
職
を
務
め
る
。

　
「
弊
館
で
最
も
高
い
人
気
を
誇
る
の

は
、
奈
良
美
智
さ
ん
の
作
品
で
す
。
来

館
者
の
半
数
が
彼
の
作
品
目
当
て
、
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
マ
ル
ク・シ
ャ

ガ
ー
ル
が
描
い
た
バ
レ
エ
の
舞
台
背
景

画
『
ア
レ
コ
』
の
展
示
ホ
ー
ル
で
は
、

コ
ン
サ
ー
ト
や
舞
踏
、
演
劇
と
い
っ
た

パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
が
展
開
で
き

る
の
も
、
弊
館
の
特
徴
で
す
」

　

公
立
美
術
館
は
一
般
的
に
教
育
委

員
会
の
傘
下
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い

が
、
青
森
県
立
美
術
館
は
県
の
観
光
国

際
戦
略
局
の
管
轄
で
あ
り
、
開
館
当
初

か
ら
観
光
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
そ

の
目
的
を
よ
り
広
域
で
展
開
す
る
た

め
に
杉
本
氏
が
牽
引
し
て
き
た
の
が
、

平
内
町

新
城
川

103

東
北
自
動
車
道

青森市

北
海
道
新
幹
線

あさむしおんせん

青森東 IC

十和田市

東北
新幹
線

七戸町

黒石市

藤崎町

板
柳
町

五
所
川
原
市

蓬田村

青森自動車道青森
JCT

奥
羽
本
線

津
軽
線

青い森
鉄道

青森空港

夏泊半島

青森湾

青森港 のない

やだまえ

こやなぎ

つつい
ひがしあおもり

あおもり

あぶらかわ

つがるみやた

おくない

ひだりせき

うしろがた

なかさわ

だいしゃか

つるがさか

つがるしんじょう

しんあおもり

なみおか

平川市

7

4

青森
IC

よもぎ た

なつどまり

「弊館、青森県、教育委員会を含む青森市の思いがつながり、垣根を超えて連動が進む現状は、
県内のほかの市町村にとってもプラスになっていくと思います」。そう語る青森県立美術館
館長・杉本康雄氏（棟方志功展示室にて撮影）。

市内南西部の浪岡地区をはじめ、青森
市内ではりんごの栽培が盛ん。秋から
冬にかけては、街中の青果店や土産物
店にりんご箱が並ぶ。

開館 10 周年を記念して制作された「Miss Forest / 森の
子」をはじめ、青森県立美術館は奈良美智氏の作品に関
して世界最大のコレクションを所蔵する。奈良美智《Miss 
Forest / 森の子》2016 年 Artwork © Yoshitomo Nara

え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
掘
り
起
こ
し
の
一
つ
が
、
ま
ち

の
歴
史
。
一
六
二
五
年
、
江
戸
幕
府
に

津
軽
藩
の
米
を
運
ぶ
拠
点
と
し
て
港
町
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二
〇
二
〇
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
五

館
が
五
感
を
刺
激
す
る
―A

O
M

O
RI 

GO
K

A
N

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

　

同
館
同
様
に
現
代
ア
ー
ト
を
主
軸
と

す
る
四
館
（「
青
森
公
立
大
学 

国
際
芸

術
セ
ン
タ
ー
青
森
」「
弘
前
れ
ん
が
倉
庫

美
術
館
」「
八
戸
市
美
術
館
」「
十
和
田

市
現
代
美
術
館
」）
と
の
連
携
に
よ
り
、

ア
ー
ト
を
旅
の
目
的
と
し
て
県
内
を
周

遊
す
る
楽
し
み
を
全
国
に
発
信
。
そ
の

効
果
は
徐
々
に
現
れ
て
い
る
が
、
立
ち

上
げ
に
は
苦
労
が
あ
っ
た
。

　
「
銀
行
業
務
に
お
い
て
合
併
、
統
合

の
お
手
伝
い
を
す
る
と
い
う
の
は
日
常

的
な
話
で
す
か
ら
、
公
立
の
美
術
施
設

が
五
つ
あ
る
な
ら
協
力
し
て
な
に
か
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
単
純
に
思
っ
た

ん
で
す
。
と
は
い
え
県
立
の
弊
館
を
含

め
て
そ
れ
ぞ
れ
に
管
轄
が
異
な
り
、
会

計
の
仕
組
み
や
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
も
違

う
。
ス
タ
ン
ス
が
そ
ろ
う
ま
で
に
は
時

間
を
要
し
ま
し
た
が
、
銀
行
時
代
の
経

験
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
扉
を
開
い
て

く
れ
ま
し
た
」

　

二
〇
二
四
年
四
月
か
ら
九
月
に

は
、
初
の
共
同
企
画
展
「A

O
M

O
RI 

GO
K

A
N

ア
ー
ト
フ
ェ
ス 2024

」
を
開

催
。
前
年
に
東
京
で
行
わ
れ
た
記
者
発

表
会
に
は
、
美
術
関
係
者
や
メ
デ
ィ
ア

だ
け
で
は
な
く
旅
行
業
界
か
ら
の
出
席

者
も
多
く
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
持
つ
高

い
可
能
性
を
実
感
し
た
と
い
う
。

　

杉
本
氏
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
美

術
館
巡
り
を
介
し
て
国
内
外
の
観
光
客

に
青
森
の
食
や
文
化
を
楽
し
ん
で
も
ら

う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
人
た
ち
に

も
県
内
の
地
域
性
の
違
い
に
触
れ
て
も

ら
う
こ
と
。

　
「
今
後
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

向
け
た
ア
ー
ト
教
育
も
広
げ
て
い
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
が

進
む
時
代
、
人
間
の
感
性
を
育
む
環
境

づ
く
り
が
今
ま
で
以
上
に
重
要
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
を
担
う
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
美
術
館
の
役
目
。
棟
方
志
功
の
影
響

も
あ
り
、
青
森
市
で
は
版
画
教
育
が
も

と
も
と
盛
ん
で
す
が
、
そ
の
仕
掛
け
を

あ
ら
た
め
て
見
直
す
こ
と
も
市
と
相
談

し
て
進
め
て
い
ま
す
」

ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
で 

縄
文
文
化
を
身
近
に

　

縄
文
文
化
も
ま
た
、
ア
ー
ト
と
並

ぶ
青
森
市
の
大
切
な
コ
ン
テ
ン
ツ
。

二
〇
二
一
年
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
「
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺

跡
群
」
の
一
七
の
構
成
資
産
の
う
ち
、

市
内
に
は
二
件
の
資
産
が
あ
る
。
大
規

模
な
集
落
跡
が
出
土
し
た
県
管
轄
の

「
三さ

ん
な
い内

丸
山
遺
跡
」
と
、
祭さ

い
祀し

の
場
と
さ

れ
る
市
管
轄
の
「
小こ

牧ま
き

野の

遺
跡
」
だ
。

　

後
者
の
小
牧
野
遺
跡
は
青
森
湾
を
望

む
高
台
に
位
置
し
、
直
径
五
五
メ
ー
ト

ル
の
環
状
列
石
と
と
も
に
二
〇
一
五
年

開
館
の
「
縄
文
の
学
び
舎
・
小
牧
野
館
」

の
展
示
を
見
学
で
き
る
。
加
え
て
館
内

の
シ
ョ
ッ
プ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
販

売
す
る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が
若
い

世
代
を
中
心
に
話
題
を
集
め
る
。
ニ
ッ

ト
帽
、
木
製
メ
ガ
ネ
、
け
ん
玉
な
ど
、

環
状
列
石
や
土
偶
が
モ
チ
ー
フ
の
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
は
多
彩
で
、
遊
び
心
の
あ
る

デ
ザ
イ
ン
だ
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
音
楽
系
ミ
ュ
ー

「縄文の学び舎・小牧野館」館長の竹中富之氏
は、ラジオやテレビなどメディアを介した情
報発信も積極的に行う。竹中氏がかぶる遮光
器土偶がモチーフのニット帽は、抽選販売が
行われるほどの人気の品。

建築家・青木淳氏が設計した
青森県立美術館の建物は、隣
接する「三内丸山遺跡」の発
掘現場に着想を得たという。

小牧野遺跡の出土品や縄文時代の変遷を案内する展示
施設は、説明文の振り仮名やパネルを設置する高さな
ど、子どもたちの視点を意識した工夫がなされている。

館内の案内表示は、水平・垂直・
斜め 45 度同幅の直線だけで
構成され分かりやすいオリジ
ナルフォントを使用。そのほ
か美術館のシンボルマークか
らピクトグラムまで、ヴィジュ
アル・アイデンティティーは
グラフィックデザイナー・菊
地敦己氏が担った。
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ジ
ア
ム
の
責
任
者
、
雑
貨
店
勤
務
を
経

て
東
京
か
ら
帰
郷
し
た
、
地
元
出
身
の

館
長
・
竹
中
富
之
氏
は
就
任
時
の
思
い

を
振
り
返
る
。

　
「
僕
ら
が
子
ど
も
の
頃
、
矢
じ
り
は

か
っ
こ
い
い
け
れ
ど
も
土
器
の
破
片
は

見
つ
け
て
も
要
ら
な
い
、
と
い
う
く
ら

い
に
縄
文
時
代
の
名
残
は
日
常
的
な
存

在
で
し
た
。
と
は
い
え
知
識
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
二
〇
年
以
上
故
郷
を

離
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
館
長
と
し

て
は
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た

が
、
歴
史
を
ひ
も
と
く
の
が
面
白
か
っ

た
で
す
ね
」

　

竹
中
氏
は
、
遺
跡
や
文
化
に
よ
り
深

く
触
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
入
り
口

の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
た
と
い
う
。

　
「
く
す
っ
と
笑
え
る
よ
う
な
、
ユ
ー

モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
グ
ッ
ズ
が
あ
れ

ば
、
縄
文
文
化
へ
の
関
心
の
裾
野
を
広

げ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
」

　

世
界
文
化
遺
産
登
録
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
真
っ
最
中
。
三
度
の
休
館
を
強
い
ら

れ
た
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中

心
に
発
信
を
続
け
、
規
制
が
解
除
さ
れ

た
現
在
は
来
訪
者
の
数
が
少
し
ず
つ
増

え
て
き
た
。
高
校
生
を
は
じ
め
、
グ
ッ

ズ
に
惹ひ

か
れ
て
と
い
う
人
も
多
い
そ
う

だ
。
イ
ベ
ン
ト
や
、
県
内
の
ク
ラ
フ
ト

作
家
と
組
ん
だ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開

催
さ
れ
て
い
る
。

　
「
縄
文
時
代
は
文
字
に
よ
る
記
録
が

残
っ
て
い
な
い
分
、
想
像
の
余
地
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
ロ
マ
ン
を
縄
文
が
大
好

き
な
小
学
生
は
、
正
解
が
な
い
か
ら
こ

そ
面
白
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。
ロ
マ

ン
と
考
古
学
の
両
輪
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

り
な
が
ら
、
小
牧
野
遺
跡
と
縄
文
文
化

の
旗
振
り
役
に
徹
し
、
さ
ら
に
フ
ァ
ン

層
を
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
津

軽
地
方
に
は
、『
モ
ツ
ケ
』
と
い
う
方

言
が
あ
り
ま
す
。
ノ
リ
が
よ
く
て
熱
し

や
す
い
お
調
子
者
と
い
う
意
味
で
す

が
、
楽
し
そ
う
に
旗
を
振
る
人
が
い
れ

ば
、
乗
っ
て
い
く
の
が
モ
ツ
ケ
。
ね
ぶ

た
祭
り
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
そ
の

パ
ワ
ー
は
強
力
で
す
」

多
角
的
な
展
開
を
生
む 

藍
が
秘
め
た
多
彩
な
力

　

青
森
市
の
あ
ら
た
な
特
産
品
と
し
て

は
、「
あ
お
も
り
藍
」
が
注
目
の
的
だ
。

二
〇
〇
六
年
に
発
足
し
た
「
あ
お
も
り

藍
産
業
協
同
組
合
」
で
は
休
耕
田
を
活

用
し
て
無
農
薬
で
藍
を
栽
培
し
、
藍
染

商
品
や
染
料
に
加
え
て
、お
茶
、石
け
ん
、

抗
菌
・
防
臭
ア
イ
テ
ム
な
ど
幅
広
い
商

品
を
販
売
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
初
の
目
的
は
違
っ
て
い
た
と
話
す
の

は
、
代
表
理
事
の
吉
田
久
幸
氏
だ
。

縄文時代後期前半 ( 約 4000 年前 ) に作られた、小
牧野遺跡の環状列石は三重構造 ( 一部は四重 )。こ
のほか 2 軒の竪穴建物跡、土器棺墓や土坑墓群な
どの遺構も見つかり、400 点以上の三角形岩版を
はじめ、祭祀に使われたと推測される多数の遺物
が出土している。
出典：JOMON ARCHIVES（青森市教育委員会撮影）

「藍の業界においてわれわれは後発ですから、なにかしら
新しいことをやらなければならない、という思いが挑戦
につながりました」と語る、あおもり藍産業協同組合代
表理事の吉田久幸氏。

藍染めの量産に加えて濃淡 8 色の染め分け、品質の均等化
や高い再現性もあおもり藍の特徴だ。衣料品から抗菌グッ
ズまで、オリジナル商品は多数。

環状列石や土偶をデザインした、オリジナルグッ
ズの数々。
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「
二
〇
〇
三
年
に
藍
の
花
を
目
に
す

る
機
会
が
あ
り
、
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ

ま
し
た
。
休
耕
田
で
栽
培
す
れ
ば
、
景

観
で
地
域
お
こ
し
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の

発
端
で
す
」

　

研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
大
学
や
金
融

機
関
の
協
力
を
得
て
独
自
の
染
料
生

成
・
染
色
技
術
を
確
立
。
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
天
然
な
が
ら
も
色
落
ち
し
に
く

い
染
料
の
開
発
、
抗
菌
・
防
臭
効
果
が

あ
る
無
色
透
明
の
成
分
の
抽
出
、
口
に

し
て
も
安
心
安
全
な
食
品
と
い
っ
た
多

く
の
ア
イ
デ
ア
が
実
り
、
あ
お
も
り
藍

の
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
。　

　
「
長
年
、
縫
製
業
界
に
携
わ
っ
て
き
た

私
を
は
じ
め
組
合
員
は
皆
、
異
業
種
か

ら
の
参
入
で
、
藍
に
関
し
て
は
素
人
で

し
た
。
失
敗
す
る
怖
さ
を
知
ら
ず
、
自

由
に
発
想
で
き
た
の
が
よ
か
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
が
ら
み
も
な
い
た

め
、
活
発
な
意
見
を
交
わ
す
こ
と
も
で

き
ま
し
た
」

　

二
〇
一
〇
年
、
あ
お
も
り
藍
の
抗
菌・

防
臭
性
が
認
め
ら
れ
、
宇
宙
飛
行
士
の

山
崎
直
子
氏
が
藍
染
め
の
ポ
ロ
シ
ャ
ツ

を
着
て
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
に
搭
乗
し

た
こ
と
で
大
き
な
飛
躍
が
訪
れ
る
。
市

民
の
認
知
度
は
高
ま
り
、
有
名
百
貨
店

や
国
内
外
の
人
気
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
生
ま
れ
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
マ
ス
ク
や
抗
菌
ス

プ
レ
ー
な
ど
の
需
要
が
急
増
。
藍
の
抽

出
成
分
は
農
業
や
医
療
の
分
野
で
も
効

力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
今
な

お
多
方
面
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。

　
「
藍
の
多
様
な
応
用
性
は
分
か
っ
て

き
ま
し
た
が
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
得
て
よ

り
広
く
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
は
時
間
が

か
か
る
と
思
い
ま
す
。
商
売
と
し
て
は

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
す
か
ら
、
次
世

代
に
つ
な
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

現
在
の
栽
培
面
積
は
、
全
国
三
位
。

幕
開
け
か
ら
わ
ず
か
二
〇
年
と
い
う
期

間
を
考
え
れ
ば
、
活
用
の
幅
は
さ
ら
に

広
が
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

高
校
生
と
地
域
を
つ
な
ぐ

商
店
街
で
学
ぶ
「
塾
」

　

若
い
世
代
も
ま
た
、
地
域
の
た
め
に

活
動
を
重
ね
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、

高
校
生
が
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え

る
二
〇
〇
九
年
発
足
の
「
あ
お
も
り
若

者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ク
リ
エ
イ
ト
」
だ
。

地
域
社
会
の
課
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
活
動
が
評

価
さ
れ
、
二
〇
二
三
年
に
は
東
北
電
力

が
主
催
す
る
「
東
北
・
新
潟
の
活
性
化

応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
最
優
秀

賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
今
後
の
取
り
組

み
へ
の
期
待
は
大
き
い
。

　

発
足
時
か
ら
ク
リ
エ
イ
ト
を
リ
ー
ド

し
て
き
た
の
は
、
代
表
の
久
保
田
圭
祐

氏
。
活
動
の
中
心
は
、メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
を
軸
に
広
が
る
商
店
街
の
協
力
を
得

て
二
〇
一
四
年
に
始
ま
っ
た
「
ク
リ
エ

イ
ト
ま
ち
塾
」
だ
。

　
「
例
年
、
ク
リ
エ
イ
ト
ま
ち
塾
は
六

月
に
ス
タ
ー
ト
し
、
ク
ラ
ス
分
け
の
後
、

「コロナ禍では、まち塾の活動が一時期中断されま
した。とはいえスタッフが先々について話し合い、
高校生が主役となって地域を巻き込んだ再生に取
り組んでいく『一人称のまちづくり』という活動
の原点を見つめ直す機会になりました」と振り返
る、あおもり若者プロジェクト クリエイト代表の
久保田圭祐氏。

あおもり藍の無農薬栽培には、新
規就農者が参入した。染料の材料
になるのは、葉の部分。吉田氏の
心を動かした鮮やかな色合いの
花は、秋に畑を彩る。
 写真提供：あおもり藍産業（株）

あ
お
も
り
若
者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ク
リ
エ
イ
ト
が
整
備

に
関
わ
っ
た
「
あ
お
も
り
駅
前
ビ
ー
チ
」
は
、
観
光

客
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
。
高
校
生
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
層

な
ど
、
若
い
世
代
が
集
う
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
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商
店
街
の
有
志
が
担
任
と
な
っ
て
意
見

を
出
し
合
い
な
が
ら
年
度
末
に
向
け
て

ま
ち
づ
く
り
の
企
画
を
提
案
し
て
い
き

ま
す
。
卒
業
生
は
役
所
や
銀
行
な
ど
、

地
域
と
密
接
に
関
わ
る
仕
事
に
就
く
こ

と
が
多
く
、
ク
リ
エ
イ
ト
ま
ち
塾
の
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
人
も

い
ま
す
」

　

二
〇
二
三
年
度
の
塾
生
は
一
八
人
。

活
動
に
は
、
外
部
講
師
に
よ
る
講
義
や

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
含
ま
れ
、
ト
ラ

イ
ア
ル
な
が
ら
企
画
が
採
用
さ
れ
て
、

高
校
生
が
商
店
街
の
魅
力
を
語
り
部
の

よ
う
に
伝
え
る
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
こ

と
も
あ
る
。
担
任
を
務
め
る
商
店
街
の

関
係
者
に
と
っ
て
も
、「
勉
強
に
な
る
」

「
新
し
い
視
点
を
も
ら
え
る
」
な
ど
、
刺

激
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

そ
ん
な
ク
リ
エ
イ
ト
の
立
ち
上
げ

は
、
二
〇
一
〇
年
の
東
北
新
幹
線
全
線

開
業
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
開
業
前
は
ス
ト
ロ
ー
現
象
へ
の
懸

念
が
多
く
聞
か
れ
、
地
元
の
人
が
地
域

の
魅
力
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。
な
ら
ば
自
分
た

ち
で
見
つ
け
、
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し

よ
う
と
試
み
た
の
が
、
発
足
の
き
っ
か

け
で
す
」

　

創
設
時
の
メ
ン
バ
ー
は
、
久
保
田
氏

の
中
学
校
や
高
校
の
同
級
生
だ
っ
た
五

人
。
企
業
の
助
成
金
を
得
て
ラ
ジ
オ
や

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
に
よ
る
情
報
発
信
を

進
め
る
過
程
で
、
商
店
街
と
の
つ
な
が

り
が
生
ま
れ
た
。
久
保
田
氏
自
身
は
、

二
〇
一
一
年
の
高
校
卒
業
後
に
東
京
の

大
学
に
進
学
。
現
在
は
東
京
で
公
務
員

と
し
て
働
く
傍
ら
、
地
元
に
定
期
的
に

帰
り
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
「
高
校
時
代
は
と
も
す
れ
ば
、
家
族

や
学
校
、
学
習
塾
の
先
生
ぐ
ら
い
し
か

大
人
と
の
接
点
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
地
域
へ
の
思
い
が
強
い
商
店
街

の
方
た
ち
に
接
す
る
こ
と
で
地
元
の
良

さ
に
触
れ
ら
れ
る
経
験
を
、
後
輩
た
ち

に
も
感
じ
て
ほ
し
い
。
ク
リ
エ
イ
ト
創

設
時
に
比
べ
青
森
の
ま
ち
の
姿
や
高
校

生
の
思
考
が
変
わ
っ
て
い
く
中
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
と
し
て
関
わ
れ
る
の
を
面
白
く

感
じ
て
い
る
の
も
、
活
動
を
続
け
て
い

る
理
由
で
す
」

産
学
金
官
が
手
を
組
み 

探
る
未
来
の
可
能
性

　

ま
ち
が
、
変
わ
っ
て
き
て
い
る
…
…
。

一
時
期
は
商
店
街
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
化

が
懸
念
さ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
「
新
町
商
店
街
」
で

は
空
き
店
舗
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

切
っ
て
い
る
と
、
市
長
の
西
氏
は
顔
を

ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

　
「
洒し
ゃ
れ落
た
店
が
生
ま
れ
て
、
そ
こ
か

ら
連
鎖
反
応
が
起
き
て
い
る
の
が
嬉
し

い
で
す
ね
。
Ｕ
タ
ー
ン
も
、
わ
ず
か
な

が
ら
増
え
て
い
ま
す
」

　

そ
の
た
め
の
仕
事
づ
く
り
を
ま
ち
を

挙
げ
て
考
え
た
い
、
と
西
氏
が
立
ち
上

げ
た
の
が
「
青
森
市
し
ご
と
創
造
会
議
」

だ
。
産
業
、
学
術
、
金
融
、
行
政
の
共

創
に
よ
る
今
後
の
新
し
い
産
業
振
興
の

具
体
的
な
戦
略
の
検
討
を
通
じ
、
市
民

所
得
の
向
上
や
雇
用
促
進
な
ど
地
域
経

済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

青森県青森市地域の底力

クリエイトまち塾の授業は、活動に賛同した商店街
の店主が営む店舗内で行われる。生徒たちがメッ
セージをつづった色紙には、担任を務めた店主への
感謝の思いがあふれている。 

J
R
青
森
駅
か
ら
続
く
商
店
街
で
は
、
車
止
め
に
縄

文
時
代
の
土
偶
オ
ブ
ジ
ェ
が
飾
ら
れ
て
お
り
目
を
引

く
。
写
真
は
ク
リ
ス
マ
ス
仕
様
。
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る
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
方
向
性
の
一

つ
が
、
青
森
市
が
遅
れ
て
い
る
分
野
で

も
あ
る
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）。

　
「
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
に
も
、
着
目
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
洋
上
風
力
発
電
が
進
む

と
言
わ
れ
る
の
が
、
北
海
道
か
ら
北
東

北
エ
リ
ア
の
日
本
海
側
と
津
軽
海
峡
。

青
森
港
は
そ
の
エ
リ
ア
の
真
ん
中
に
位

置
す
る
た
め
、
拠
点
港
と
し
て
の
指
定

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
仮
に
指
定
を
受

け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
リ
ペ
ア
と
い
っ
た
関
連
産
業
も
生
じ

る
で
し
ょ
う
」

　

観
光
面
で
は
ア
ー
ト
や
縄
文
遺
跡
な

ど
に
加
え
、
二
〇
二
三
年
だ
け
で
も
青

森
港
が
計
三
五
回
迎
え
た
、
国
内
外
の

ク
ル
ー
ズ
船
へ
の
期
待
も
高
ま
る
。

　
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
も
、
重
要
な
要
素

で
す
。
小
売
・
卸
売
業
に
携
わ
る
人
た

ち
が
持
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、

青
森
市
の
魅
力
あ
る
も
の
を
全
国
に
発

信
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
効
果
は
青
森

市
の
魅
力
の
拡
大
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市

の
財
政
に
と
っ
て
も
重
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
」

　

民
間
、
行
政
の
垣
根
を
超
え
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
次
の
舞
台
に
向
け
た
太

鼓
が
た
た
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
ス
タ
ン

ス
な
の
が
興
味
深
い
。
二
〇
二
四
年
度

に
は
、
Ｊ
Ｒ
青
森
駅
の
新
駅
ビ
ル
が
完

成
予
定
だ
。
進
化
す
る
ま
ち
の
姿
や
、

埋
も
れ
て
い
た
魅
力
を
意
識
す
る
状
況

が
生
ま
れ
れ
ば
、
市
民
の
モ
ツ
ケ
の
魂

が
騒
ぎ
だ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「青森市発祥の地」ともいわれる「善
う と う

知鳥神社」。市の中心部に
位置し、商店街の活性化を目的としたイベントも開催されている。

かつて津軽海峡を行き来した青函連絡船「八甲田丸」は、「青函
連絡船メモリアルシップ八甲田丸」として展示施設になり青森
港の景色を彩る。

鮮魚店に並ぶ新鮮な魚介類を選び、自分好みの海
鮮丼をつくる「元祖『青森のっけ丼』」が人気を集め、
JR 青森駅近くの市場「青森魚菜センター」は観光
客で賑わう。

青
森
湾
に
面
す
る
高
さ
七
六
メ
ー
ト
ル
の
「
青
森
県

観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
」
は
、
ま
ち
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
的
存
在
。
三
角
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
青
森
の
頭
文
字

「
A
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
雪
景
色
の
写
真
は
、

十
一
月
下
旬
の
撮
影
。

第
三
セ
ク
タ
ー
が
運
営
し
、
青
森
市
と
県
南
部
の
三
戸

町
を
結
ぶ
「
青
い
森
鉄
道
」。
市
内
に
は
七
つ
の
駅
が

あ
り
、
通
勤
、
通
学
の
利
用
客
は
多
い
が
、
よ
り
利
便

性
を
高
め
る
た
め
に
新
駅
の
誕
生
が
望
ま
れ
て
い
る
。

青森県青森市地域の底力
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中
央
銀
行
総
裁
の
仕
事
へ
の
使
命
感

─
─ 

二
〇
二
三
年
四
月
に
総
裁
に
就
任
さ
れ
て
一

年
ほ
ど
が
経
過
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
総
裁
の
職
を
受

け
る
に
あ
た
っ
て
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

総
裁　

思
い
返
し
て
み
る
と
、
二
％
の
物
価
安
定
の

目
標
を
達
成
で
き
て
い
な
い
状
況
が
ず
っ
と
続
い
て

い
ま
し
た
が
、
総
裁
就
任
の
要
請
が
あ
っ
た
の
は
、

達
成
で
き
る
可
能
性
が
少
し
出
て
き
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
頃
で
し
た
。
う
ま
く
そ
の
芽
が
育
っ
て
物

価
安
定
の
目
標
を
達
成
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
政

策
を
手
仕
舞
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
う
ま

く
で
き
な
け
れ
ば
元
の
状
況
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
厳

し
い
状
況
で
す
し
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
仕
事
で
す

が
、
挑
戦
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
以

前
、
私
は
日
銀
審
議
委
員
と
し
て
、
ゼ
ロ
金
利
政
策

（
一
九
九
九
年
）
や
量
的
緩
和
政
策
（
二
〇
〇
一
年
）

の
導
入
決
定
に
関
与
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
、
日

本
銀
行
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
工
夫
し
な
が
ら
ず
っ

植
田
総
裁
に
聞
く

総
裁
就
任
か
ら
約
一
年
。
戦
後
初
の
学
者
出
身
の
植
田

総
裁
に
、
こ
れ
ま
で
の
感
想
や
学
者
時
代
の
思
い
出
、

日
本
銀
行
の
課
題
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。

特別
インタビュー

写真  野瀬勝一
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特別
インタビュー

と
続
け
て
き
た
の
に
結
果
が
出
て
い
な
い
。
そ
の
中

で
、
私
に
総
裁
就
任
の
機
会
が
巡
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
に
、
あ
る
種
の
使
命
感
を
感
じ
ま
し
た
。

─
─ 

総
裁
の
仕
事
は
激
務
だ
と
思
い
ま
す
が
、

日
々
の
生
活
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

総
裁　

総
裁
就
任
以
来
と
て
も
忙
し
く
な
り
、
一
日

三
六
時
間
あ
れ
ば
い
い
の
に
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま

す
。私
は
時
間
の
使
い
方
と
し
て
一
番
好
き
な
の
は
、

考
え
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
海
外
出
張
で
飛
行
機

に
十
数
時
間
乗
る
場
合
で
も
、
本
や
映
画
な
ど
何
も

な
く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
頭
の
中
で
考
え
て

い
る
だ
け
で
十
分
な
ん
で
す
。
実
際
に
は
飛
行
機
の

中
で
も
仕
事
を
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
し
、
総
裁
就

任
後
は
そ
う
し
た
時
間
が
な
か
な
か
取
れ
な
い
の
が

悩
み
で
す
。

─
─ 

タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
工
夫
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

総
裁　

仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
自
体
は
自
分
で
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
部
分
も
多
い
の
で
、
時
間
を
有

効
に
使
う
た
め
、
目
先
の
仕
事
に
最
大
の
時
間
を
割

く
と
同
時
に
、
三
カ
月
先
の
こ
と
も
考
え
て
準
備

し
て
お
く
な
ど
、
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
頭
に

入
れ
て
同
時
並
行
的
に
進
め
て
い
く
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

─
─ 

気
分
転
換
な
ど
、
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

あ
る
で
し
ょ
う
か
。

総
裁　

毎
日
決
ま
っ
た
時
間
に
体
操
を
し
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
朝
の
シ
ャ
ワ
ー
の
後
と
午
後
に
は

─
─ 

そ
の
後
、マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
（
Ｍ

Ｉ
Ｔ
）
で
学
ば
れ
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
バ
ー
ナ
ン
キ
元
議
長

や
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
ド
ラ
ギ
前
総
裁
の
恩
師
で
あ
る
ス
タ
ン

レ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
に
師
事
し
た
わ
け
で
す

が
、
そ
の
間
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
教
え
は
あ
り
ま

す
か
。

総
裁　

一
九
七
六
年
に
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
大
学
院
に
進
学
し

ま
し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
が
授
業
で
、
い
わ
ゆ

る
貨
幣
の
中
立
性
（
貨
幣
供
給
量
を
増
や
し
た
分
、

物
価
も
同
じ
だ
け
上
昇
し
、
実
体
経
済
に
は
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
）
を
説
明
し
た
う
え
で
、「
貨
幣
の
中

立
性
が
成
立
す
る
よ
う
な
世
界
の
理
論
モ
デ
ル
を
作

る
の
は
簡
単
だ
し
、
理
論
的
に
す
っ
き
り
し
た
も
の

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
実
は
多
分
そ
う
し
た
世
界

で
は
な
い
。
現
実
に
焦
点
を
当
て
た
理
論
を
作
る
の

は
非
常
に
難
し
い
し
、
良
い
理
論
と
な
れ
ば
も
っ

と
難
し
い
」
と
言
っ
た
の
は
凄す

ご

く
印
象
に
残
っ
て

い
ま
す
。

─
─ 

そ
の
後
、
大
学
で
学
者
に
な
ら
れ
ま
す
が
、

大
学
に
こ
も
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や

政
策
の
現
場
を
経
験
さ
れ
ま
し
た
。

総
裁　

日
本
の
学
者
は
、
欧
米
の
学
者
が
作
っ
た
理

論
を
勉
強
し
、
そ
れ
を
日
本
に
当
て
は
め
て
論
文
に

す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
米
国
の
経
済
理
論
は

米
国
経
済
を
説
明
す
る
の
に
う
ま
く
で
き
た
理
論
で

す
。
日
本
経
済
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
無
理
が

あ
る
と
感
じ
、
日
本
経
済
の
現
実
を
見
て
、
そ
れ
に

合
っ
た
理
論
を
作
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
一
九
八
五
年
に

ラ
ジ
オ
体
操
で
す
。
こ
れ
は
効
果
て
き
め
ん
で
、
午

後
の
体
操
の
後
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
仕
事
が
捗は
か
どり

ま
す
。
夜
は
お
風
呂
に
少
し
長
め
に
入
っ
て
か
ら
、

一
五
分
ほ
ど
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
野

球
選
手
の
素
振
り
と
同
じ
で
、
毎
日
続
け
る
こ
と

と
、
自
分
に
合
う
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
重
要
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
座
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
て
背

筋
や
肩
が
凝
る
の
で
、
本
や
動
画
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
そ
の
部
分
に
効
果
が
あ
る
よ
う
に
自
分
で
工
夫

し
て
ス
ト
レ
ッ
チ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

政
策
の
現
場
を
重
視
す
る
経
済
学
者

─
─ 

戦
後
初
の
学
者
出
身
の
総
裁
で
す
が
、
経
済

学
者
を
目
指
さ
れ
た
き
っ
か
け
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

総
裁　

小
学
校
の
頃
か
ら
算
数
と
社
会
が
好
き
で
、

足
し
て
二
で
割
る
と
経
済
学
に
な
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
す
ね
。
最
初
は
数
学
者
の
道
に
進
ん
だ
の
で
す

が
、
途
中
で
経
済
学
者
を
目
指
し
て
い
る
大
学
の
友

達
が
増
え
て
き
て
、
最
終
的
に
経
済
学
者
の
道
に
移

り
ま
し
た
。
東
大
の
三
、四
年
生
の
頃
は
、
同
期
の

吉
川
洋
さ
ん
、
伊
藤
元
重
さ
ん
、
井
堀
利
宏
さ
ん
た

ち
と
一
緒
に
勉
強
会
を
し
て
い
ま
し
た
。
金
融
を
専

門
に
し
た
の
は
、
貨
幣
や
マ
ネ
ー
の
あ
る
種
の
神
秘

性
が
面
白
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
財
政
学
ほ
ど
実

践
的
な
レ
ベ
ル
の
理
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の

分
、
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
こ
そ
、
面

白
い
と
感
じ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
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大
蔵
省
か
ら
財
政
金
融
研
究
所
・
主
任
研
究
官
に

誘
わ
れ
た
時
は
、
日
本
経
済
の
現
場
を
み
る
良
い

チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
し
た
。
大
学
に
戻
っ
た
後
、

一
九
九
八
年
に
は
日
銀
の
審
議
委
員
に
就
任
す
る
わ

け
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
は
、
吉
川
さ
ん
が
経

済
財
政
諮
問
会
議
の
委
員
を
や
っ
た
り
、
伊
藤
隆
敏

政
策
と
業
務
を
通
じ
て
国
民
経
済
の 

健
全
な
発
展
に
貢
献
し
て
い
く

─
─ 

金
融
政
策
運
営
を
通
じ
て
目
指
し
て
い
る
の

は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
し
ょ
う
か
。

総
裁　

こ
れ
は
、
日
銀
法
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、

物
価
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
国
民
経
済
の
健

全
な
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
金
融

政
策
の
直
接
の
目
的
は
物
価
の
安
定
で
す
が
、
物
価

の
安
定
を
達
成
す
る
こ
と
で
、
個
人
や
企
業
が
消
費

や
投
資
の
意
思
決
定
を
的
確
に
で
き
る
な
ど
、
経
済

活
動
が
よ
り
健
全
な
も
の
と
な
っ
て
、
結
果
と
し
て

生
産
性
が
上
が
り
、
ひ
い
て
は
、
潜
在
成
長
率
の
上

昇
に
も
寄
与
し
ま
す
。
も
う
一
つ
、
日
銀
の
現
在
の

挑
戦
と
の
関
係
で
は
、
二
〇
年
以
上
続
い
て
き
た
物

価
上
昇
率
〇
％
の
均
衡
よ
り
も
今
目
指
し
て
い
る
物

価
上
昇
率
二
％
の
方
が
、
企
業
の
価
格
設
定
行
動
な

ど
幅
広
い
企
業
活
動
に
自
由
度
が
出
て
き
て
、
経
済

の
生
産
性
を
上
げ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方

に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。

─
─ 

こ
の
一
年
間
、
総
裁
と
し
て
金
融
政
策
運
営

を
担
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。

総
裁　

総
裁
就
任
後
、
特
に
感
じ
て
き
た
の
は
、
物

価
上
昇
や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
難
し
さ
で
す
。
消
費
者
物
価
指
数
で
は
目

標
の
二
％
を
上
回
る
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
そ

の
主
な
要
因
は
、
輸
入
物
価
の
急
激
な
上
昇
で
す
。

日
本
銀
行
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、景
気
が
回
復
し
、

さ
ん
が
財
務
省
の
副
財
務
官
を
や
っ
た
り
と
、
政
策

に
携
わ
っ
た
人
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

─
─ 

日
銀
と
は
審
議
委
員
就
任
前
か
ら
、
長
き
に

わ
た
り
関
り
が
あ
り
ま
し
た
。

総
裁　

日
銀
で
最
初
に
強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の

は
、Ｍ
Ｉ
Ｔ
留
学
時
代
、国
際
マ
ク
ロ
経
済
学
の
ド
ー

ン
ブ
ッ
シ
ュ
准
教
授
が
、
元
総
裁
の
白
川
方ま

さ
あ
き明

さ
ん

が
書
い
た
為
替
レ
ー
ト
に
関
す
る
論
文
の
表
を
授
業

で
説
明
し
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
元
日
銀
理
事
の
鈴

木
淑
夫
さ
ん
が
Ｍ
Ｉ
Ｔ
を
訪
れ
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教

授
、
フ
ラ
ン
コ
・
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
教
授
、
ポ
ー
ル
・

ク
ル
ー
グ
マ
ン
准
教
授
と
意
見
交
換
す
る
場
に
呼
ば

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
鈴
木
さ
ん
は
、
第
二
次
石

油
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
つ
つ
あ
っ
た
日
本
経
済
や

金
融
政
策
に
つ
い
て
、
明
快
な
説
明
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

最
初
に
日
銀
を
訪
問
し
た
の
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
助
教
授
だ
っ
た

一
九
八
一
年
で
す
。
特
別
研
究
室
（
現
・
金
融
研
究

所
）
の
黒
田
晁あ

き

生お

さ
ん
か
ら
セ
ミ
ナ
ー
に
呼
ば
れ
た

の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
帰
国
し
た
後
も
、
金
融
研

究
所
の
「
国
際
コ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
」
や
学
者
と
日
銀

幹
部
が
議
論
す
る
「
金
融
研
究
会
」
に
よ
く
参
加
し

ま
し
た
が
、
か
な
り
自
由
闊か

っ
た
つ達
に
議
論
し
て
い
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。
九
〇
年
に
「
資
産
価
格
変
動
と
日

本
経
済
」
と
い
う
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
際
に
は
、
当
時
副
総
裁
だ
っ
た
三み

え

の
重
野
康や

す
しさ

ん
（
元
総
裁
）
が
最
前
列
で
議
論
を
真
剣
に
聞
い
て

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
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賃
金
の
上
昇
を
伴
う
形
で
、
物
価
が
持
続
的
・
安
定

的
に
推
移
す
る
姿
で
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
現
時

点
で
は
、
基
調
的
な
物
価
上
昇
率
は
二
％
に
達
し
て

い
な
い
と
判
断
し
て
お
り
、
そ
れ
が
金
融
緩
和
を
続

け
る
最
大
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
賃
金

の
上
昇
が
イ
ン
フ
レ
率
に
追
い
付
く
ま
で
の
間
は
、

こ
れ
ま
で
よ
り
高
い
イ
ン
フ
レ
率
が
人
々
の
暮
ら
し

に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
頭
に
入

れ
な
が
ら
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
分
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
く
か
、
非
常
に
難
し
い
と
感

じ
て
き
ま
し
た
。

─
─ 

日
銀
は
金
融
政
策
だ
け
で
な
く
幅
広
い
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
の
変
化
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
お
感
じ
で
す
か
。

総
裁　

金
融
シ
ス
テ
ム
に
し
て
も
、決
済
に
し
て
も
、

発
券
業
務
や
国
庫
金
・
国
債
業
務
と
い
っ
た
中
央
銀

行
の
伝
統
的
な
業
務
に
お
い
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
化
に

よ
る
効
率
化
や
業
務
継
続
体
制
強
化
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
─ 

日
銀
の
政
策
や
業
務
運
営
を
実
行
し
て
い
く

上
で
は
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

総
裁　

日
銀
が
提
供
し
て
い
る
の
は
経
済
の
イ
ン
フ

ラ
で
す
の
で
、
水
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
同
じ
で
、
注
目

が
集
ま
る
時
は
何
か
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
残

念
な
が
ら
そ
う
し
た
状
況
が
長
く
続
い
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
本
来
は
日
銀
の
存
在
な
ど
意
識
せ
ず
に
暮

ら
せ
る
の
が
あ
る
べ
き
姿
だ
と
思
い
ま
す
。
今
は
、

う
ま
く
い
け
ば
そ
う
し
た
状
態
に
移
れ
る
過
渡
期
だ

と
思
い
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
、
日
銀
の
存
在
を
意
識

せ
ず
に
済
む
状
態
に
移
っ
た
後
は
、
物
価
の
安
定
で

も
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
で
も
そ
う
で
す
が
、
問
題

の
芽
が
出
た
時
に
未
然
に
摘
み
取
り
、
本
当
に
問
題

が
起
こ
っ
た
時
に
は
な
る
べ
く
小
さ
い
範
囲
で
消
火

作
業
を
す
る
。
こ
う
し
た
実
績
を
積
み
重
ね
て
い
っ

て
、
結
果
を
も
っ
て
国
民
の
信
認
を
得
て
い
く
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

─
─ 

本
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

 

（
聞
き
手
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
小
牧
義
弘
）

こ
の
五
年
か
ら
一
〇
年
で
、
国
際
会
議
な
ど
に
お
け

る
議
論
が
よ
り
一
層
専
門
的
で
難
し
く
な
っ
て
い
る

と
の
印
象
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
化

も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
以

前
は
存
在
し
な
か
っ
た
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
な
ど
が

出
現
し
て
い
ま
す
し
、
各
国
で
中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル

通
貨
（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
）
に
関
す
る
検
討
・
検
証
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
で
は
、
効
率
的
な
決
済
シ

ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
、
金
融
シ
ス
テ

ム
へ
の
影
響
を
ど
う
考
え
る
か
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
な
ど
多
く
の
論

点
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
深
い
知
見

と
最
新
の
技
術
へ
の
理
解
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
興
味
が
尽
き
な
い
分
野
で

す
。
ま
た
、
七
月
か
ら
新
し
い
お
札
が
発
行
さ
れ
る

※�

本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
昨
年
十
二
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

日本銀行総裁 植田和男 Kazuo Ueda

うえだ・かずお● 1951 年静岡県生まれ。1974 年東京大
学理学部卒業。同年東京大学経済学部入学。1980 年マサ
チューセッツ工科大学経済学部大学院博士号取得。同年
ブリティッシュ・コロンビア大学経済学部助教授に就任。
1982 年大阪大学経済学部助教授、1989 年東京大学経済
学部助教授、1993 年東京大学経済学部教授。1998 年か
ら 2005 年まで日本銀行政策委員会審議委員（2000 年再
任）を務める。2005 年東京大学大学院経済学研究科教授、
2017年共立女子大学教授、2023年4月日本銀行総裁就任。
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日
本
銀
行
が
事
務
局
を
務
め
る
「
金
融
広
報
中
央
委
員
会
」（
愛
称
：
知
る
ぽ
る
と
）
は
、
都
道
府
県

の
金
融
広
報
委
員
会
や
政
府
、
地
方
公
共
団
体
、
金
融
・
経
済
団
体
等
と
協
力
し
て
、
国
民
の
皆
さ
ま

に
対
し
て
、
中
立
・
公
正
な
立
場
か
ら
金
融
経
済
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。
当
委
員
会
の
機
能
は
、
本

年
中
に
、
法
律
に
基
づ
い
て
新
た
に
設
立
さ
れ
る
「
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
」
に
移
管
・
承
継
さ
れ

ま
す
。
同
機
構
で
は
、
官
民
の
力
を
結
集
し
て
、
金
融
経
済
教
育
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
前
身
で
あ
る
「
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
」
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
七
二
年
間

の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
る
当
委
員
会
の
歩
み
を
時
代
と
と
も
に
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
二
年
間
の
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
歩
み

金
融
広
報
中
央
委
員
会

戦
後
復
興
に
お
け
る

貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
の
設
立

　

第
二
次
世
界
大
戦
直
後
、
日
本
で
は
、
イ

ン
フ
レ
の
抑
制
の
た
め
に
政
府
と
日
本
銀
行

主
導
の
下
で
、
全
国
的
な
規
模
の
「
救
国
貯

蓄
運
動
」
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

貯
蓄
の
推
進
に
よ
っ
て
消
費
を
抑
制
し
て
、

イ
ン
フ
レ
の
収
束
を
図
る
と
と
も
に
、
通
貨

の
信
認
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
啓
蒙
活
動
を

目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
駅
や
路

面
電
車
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
人
の
目
に
付
く
と

こ
ろ
に
、
貯
蓄
を
奨
励
す
る
た
め
の
標
語
を

（上）岡山駅舎に掲げられた岡山地方通貨安
定推進委員会のポスター
（中）昭和 22年（1947）3月、岡山地方通
貨安定推進委員会による路面電車での救国
貯蓄運動の宣伝
（下）戦後、日本銀行の支店の職員がトラッ
クに乗り込み、市民に対してマイクで貯蓄を
呼びかける様子
� （出典：日本銀行金融研究所アーカイブ）
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掲
げ
て
い
ま
し
た
。「
イ
ン
フ
レ
の
波
に
流
す

な
汗
の
金
」
は
一
般
に
募
集
し
た
標
語
で
、

一
等
入
選
の
作
品
で
す
。	

　

貯
蓄
を
全
国
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
た

め
に
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
設

立
さ
れ
た
の
が
「
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
」

で
す
。
設
立
時
の
声
明
で
は
「
名
実
と
も
に

独
立
国
家
と
し
て
の
地
歩
を
築
き
、
経
済
基

盤
の
充
実
発
展
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
全

国
民
が
一
致
し
て
倹
約
貯
蓄
に
努
め
、
資
本

の
蓄
積
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
急
務
で
あ
る
」

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
委
員
会
発
足
当
初
に

実
施
さ
れ
た
「
独
立
記
念
特
別
貯
蓄
運
動
」

の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、「
独
立
の
基
礎
を
貯
蓄
で
」

「
み
な
さ
ん
一
日
十
円
は
貯
蓄
し
ま
し
ょ
う　

企
業
は
資
本
を
充
実
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う

標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と

日
本
は
高
度
成
長
期
へ
と
入
り
ま
す
。
そ
の

初
期
の
「
神
武
景
気
」
と
呼
ば
れ
る
景
気
拡

大
期
に
お
い
て
は
、
設
備
投
資
や
個
人
消
費

な
ど
の
国
内
需
要
が
高
ま
っ
て
輸
入
が
増
加

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
収
支

が
赤
字
に
な
っ
て
国
全
体
の
外
貨
が
不
足
し

ま
し
た
。
そ
の
頃
に
行
わ
れ
た
の
が
「
輸
出

振
興
・
外
貨
節
約
」
の
貯
蓄
運
動
で
す
。
当

時
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
「
貯
蓄
で
安
定　

輸
出

で
発
展
」「
あ
な
た
の
節
約
で
輸
入
を
へ
ら
し

　

あ
な
た
の
貯
蓄
で
輸
出
を
ふ
や
す
」
と
の

標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

貯蓄増強中央委員会による独立記念特別貯蓄運動のポスター（昭和
27年〈1952〉、左は第１次、右は第２次）（金融広報中央委員会所蔵）

貯蓄増強中央委員会のポスター（昭和 32年〈1957〉）
� （金融広報中央委員会所蔵）
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そ
の
後
も
経
済
成
長
は
続
き
、
昭
和

三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
十
二
月
に
は
、
当

時
の
池
田
勇
人
内
閣
が
「
国
民
所
得
倍
増
計

画
」
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
時
代
を

象
徴
す
る
言
葉
の
ひ
と
つ
に
「
消
費
は
美
徳
」

が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
家
庭
が
欧
米
並
み
の

豊
か
さ
を
求
め
た
こ
と
で
、「
三
種
の
神
器
」

と
言
わ
れ
た
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
、
白
黒
テ
レ

ビ
が
、
急
速
に
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
国

民
の
生
活
意
識
も
、
自
分
の
生
活
を
大
事
に

し
て
楽
し
む
方
向
に
傾
斜
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
下
、
貯
蓄
増
強
中

央
委
員
会
は
、
貯
蓄
と
消
費
は
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
現
在
の
貯
蓄
は
将
来
の
消
費

に
つ
な
が
る
と
し
て
、「
計
画
貯
蓄
」
を
奨
励

す
る
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
当
時
の
呼
び

か
け
の
言
葉
に
は
「
あ
す
の
し
あ
わ
せ
、
そ

だ
て
る
貯
蓄
」「
ゆ
た
か
な
く
ら
し
、
貯
蓄
で

き
ず
く
」
な
ど
貯
蓄
が
将
来
の
希
望
に
つ
な

が
る
よ
う
な
明
る
い
も
の
が
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

田
中
角
栄
内
閣
に
よ
る
「
日
本
列
島
改
造
」

ブ
ー
ム
の
中
、昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）、

第
一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
ま
し
た
。

日
本
は
、「
モ
ノ
不
足
」「
狂
乱
物
価
」
と
呼

ば
れ
る
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
、
国
内
の
需

要
を
抑
制
す
る
た
め
の
強
力
な
経
済
政
策
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会

は
、
こ
う
し
た
政
策
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
形

で
、
①
消
費
の
抑
制
と
貯
蓄
の
実
践
が
物
価

上
昇
に
強
力
な
抑
制
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
、

②
生
活
安
定
の
見
地
か
ら
、
国
民
一
人
ひ
と

り
が
い
ま
一
度
生
活
を
見
直
し
、
健
全
で
合

理
的
な
生
活
態
度
を
徹
底
し
、
物
も
お
金
も

大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
を
重
点
的

に
訴
え
る
「
物
価
抑
制
特
別
貯
蓄
運
動
」
を

全
国
的
・
集
中
的
に
展
開
し
ま
し
た
。
当
時

は
「
貯
蓄
で
守
ろ
う
わ
れ
ら
の
く
ら
し
」「
貯

蓄
で
築
こ
う
物
価
の
と
り
で
」
と
い
う
生
活

を
防
衛
す
る
た
め
に
貯
蓄
の
重
要
性
を
訴
え

る
標
語
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
は
第
二

次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
ま
し
た
。
二
度

に
わ
た
る
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
発
生
な
ど
、
経

済
環
境
の
変
化
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
を
受

け
て
、
国
民
は
、
経
済
全
般
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
、
情
報
を
選
別
す
る
必
要
性
を
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
長
期

生
活
設
計
へ
の
関
心
が
高
ま
る
と
と
も
に
、

経
済
・
金
融
全
般
に
関
す
る
知
識
・
情
報
に

対
す
る
ニ
ー
ズ
も
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
貯
蓄
増
強
中
央

委
員
会
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）

以
降
、
①
金
融
経
済
情
報
の
提
供
、
②
生
活

設
計
の
勧
め
、
③
金
銭
教
育
の
普
及
を
活
動

の
三
本
柱
と
し
ま
し
た
。

貿
易
黒
字
の
拡
大
と

貯
蓄
広
報
中
央
委
員
会
へ
の
名
称
変
更

　
一
九
八
〇
年
代
入
り
後
は
、
貿
易
黒
字
が
拡

大
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、諸
外
国
か
ら
は
、

個
別
品
目
ご
と
に
輸
入
促
進
や
市
場
開
放
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば

に
は
、
米
国
を
中
心
に
内
需
拡
大
政
策
の
実
施

（出典 :長岡市政ライブラリー「広報やまこし」昭和49年〈1974〉3月第69号）



24NICHIGIN 2024 NO.77

グ
バ
ン
」
が
提
唱
さ
れ
、
投
資
信
託
の
銀
行
窓

口
で
の
販
売
開
始
や
外
国
為
替
業
務
の
完
全
自

由
化
（
Ｆ
Ｘ
取
引
の
誕
生
）
な
ど
、
一
連
の
金

融
シ
ス
テ
ム
改
革
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
金
融
自
由
化
を
受
け
て
、
金
融
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
進
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
金
融
商

品
が
提
供
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
資
産
運
用
の
自
由
度
が
高
ま
る
半

面
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
自
己
責
任
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
中
立
・
公
正
な
立
場
か
ら
提
供
さ
れ
る
金

融
関
連
の
知
識
・
情
報
に
対
す
る
国
民
の
ニ
ー

ズ
が
一
層
増
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

金
融
自
由
化
の
中
で
の

金
融
広
報
中
央
委
員
会
へ
の
名
称
変
更

　

平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
六
月
の
大
蔵

省
の
金
融
審
議
会
の
答
申
（「
二
一
世
紀
を
支

え
る
金
融
の
新
し
い
枠
組
み
に
つ
い
て
」）
で

は
、「
消
費
者
が
主
体
的
に
商
品
を
選
択
し
、

そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
い
く
た
め
に
は
、

消
費
者
が
金
融
の
仕
組
み
や
取
引
ル
ー
ル
等

に
対
す
る
知
識
を
深
め
、
多
数
の
選
択
肢
の

中
で
そ
の
商
品
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と

が
基
本
で
あ
る
。（
中
略
）
貯
蓄
広
報
中
央
委

員
会
・
都
道
府
県
貯
蓄
広
報
委
員
会
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
、
消
費
者
教
育
を
体

系
的
・
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
の
下
、
平
成
十
三
年

（
二
〇
〇
一
）
四
月
に
、「
貯
蓄
広
報
中
央
委
員

会
」
は
「
金
融
広
報
中
央
委
員
会
」
に
名
称

変
更
し
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
対
し
て
中
立
・

公
正
な
立
場
か
ら
「
金
融
に
関
す
る
広
報
又

は
消
費
者
教
育
活
動
」
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
位
置
付
け
ま
し
た
。

　

平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
四
月
に
は
、

ペ
イ
オ
フ
が
全
面
解
禁
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
、
金
融
機
関
が
破
綻
し
て
も
、
一
時

的
な
措
置
と
し
て
預
金
は
全
額
保
護
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
ペ
イ
オ
フ
の
全
面
解
禁
後
は
、

定
期
預
金
や
利
息
の
付
く
普
通
預
金
等
の
一

般
預
金
等
で
あ
れ
ば
、
預
金
者
一
人
当
た

り
、
一
金
融
機
関
ご
と
に
合
算
さ
れ
、
元
本

一
〇
〇
〇
万
円
ま
で
と
破
綻
日
ま
で
の
利
息

等
の
み
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

金
融
広
報
中
央
委
員
会
は
、
こ
の
年
を
「
金

融
教
育
元
年
」
と
位
置
付
け
て
、
特
に
学
校

に
お
け
る
金
融
教
育
の
推
進
に
重
点
を
置
い

や
国
内
規
制
改
革
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
特
に
米
国
か
ら
は
、
日
本
の
高
水
準

の
貯
蓄
が
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
人
が
貯
蓄

を
減
ら
し
、
も
っ
と
物
を
買
え
ば
、
日
本
の
輸

入
は
増
加
し
て
、
日
本
の
産
業
の
輸
出
依
存
度

は
低
下
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
主
張
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
、
昭
和
六
十
三
年

（
一
九
八
八
）
四
月
に
、「
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
」

は
「
貯
蓄
広
報
中
央
委
員
会
」
に
名
称
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
声
明
文
で
は
、「『
貯
蓄

増
強
』
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
の
貯
蓄
運
動
の

内
容
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
当
中

央
委
員
会
は
、
活
動
の
実
態
が
よ
り
正
し
く
理

解
さ
れ
、
貯
蓄
運
動
が
一
層
の
高
ま
り
と
効
果

を
上
げ
る
た
め
、
活
動
の
実
態
に
ふ
さ
わ
し
い

名
称
に
改
め
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
し
た
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

貯
蓄
広
報
中
央
委
員
会
の
活
動
は
、
消
費
や

資
産
形
成
も
視
野
に
入
れ
た
合
理
的
な
生
活
設

計
づ
く
り
を
目
指
す
幅
広
い
広
報
活
動
を
展
開

す
る
も
の
で
し
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
金
融
自
由
化
が
進

展
し
ま
す
。
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
に
は
銀

行
・
信
託
・
証
券
の
相
互
参
入
、
平
成
六
年

（
一
九
九
四
）
に
は
預
金
金
利
の
完
全
自
由
化
、

平
成
八
年（
一
九
九
六
）に
は「
日
本
版
金
融
ビ
ッ
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リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
後
、
世
界
各
国
で

個
人
の
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
が
重
要

な
課
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
日
本
で
も
、
平
成
二
十
六
年

（
二
〇
一
四
）
に
金
融
広
報
中
央
委
員
会
が
事

務
局
を
務
め
る
「
金
融
経
済
教
育
推
進
会
議
」

が
「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
・
マ
ッ
プ
」
を
公
表

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
最
低
限
身
に
付
け
る

べ
き
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
内
容
を
具
体
化

し
て
、
年
齢
層
別
、
分
野
別
に
整
理
し
た
も

の
で
、
金
融
広
報
中

央
委
員
会
を
含
む
関

係
団
体
の
活
動
指
針

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
対
面

で
の
活
動
が
制
限
さ

れ
る
中
、
令
和
三
年

（
二
〇
二
一
）
に
は
、

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
講
座

「
マ
ネ
ビ
タ
」
を
制

作
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
金
融
広
報
中
央

委
員
会
の
ほ
か
、
日

本
証
券
業
協
会
、
全

国
銀
行
協
会
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
金

融
関
係
団
体
、さ
ら
に
は
金
融
庁
、消
費
者
庁
、

厚
生
労
働
省
と
い
っ
た
官
庁
な
ど
、
金
融
経

済
教
育
の
専
門
家
が
連
携
し
て
制
作
し
た
無

料
の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
で
す
。
基
本
的
な
内

容
が
分
か
り
や
す
く
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

ま
っ
て
い
ま
す
。
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
やY

ouT
ube

で
も
一
般
公

開
を
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
も
ぜ
ひ
ご
視
聴

く
だ
さ
い
。

金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
へ
の

移
管
・
承
継

　

金
融
広
報
中
央
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
七

年
（
一
九
五
二
）
の
設
立
以
来
、
時
代
の
変

化
と
と
も
に
名
称
と
活
動
内
容
を
変
化
さ
せ

て
き
ま
し
た
。
本
年
中
に
は
、
新
た
に
設
立

さ
れ
る
「
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
」
に
そ

の
機
能
が
移
管
・
承
継
さ
れ
、
そ
の
後
解
散

し
、
七
二
年
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
す
。
金

融
経
済
教
育
推
進
機
構
と
い
う
新
た
な
活
動

の
場
に
移
っ
て
も
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
対
し

て
、
中
立
・
公
正
な
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
充
実
し
た
金
融
経
済
教
育
を
お
届
け

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

た
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
成

果
の
ひ
と
つ
が
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）

に
公
表
し
た
「
金
融
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で

す
。
全
国
の
学
校
の
先
生
方
に
金
融
教
育
を

行
う
際
の
体
系
書
と
し
て
使
っ
て
い
た
だ
く

た
め
の
も
の
で
、
金
融
教
育
の
目
的
・
内
容
、

年
齢
層
別
の
目
標
、
学
校
の
授
業
で
金
融
教

育
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
の
方
法
や
実
践

事
例
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
に
発
生
し
た

金融経済教育推進会議の eラーニング講座「マネビタ」。詳細はこちらから
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「経済・物価情勢の展望」（展望レポート・ハイライト）

日
本
経
済
は

緩
や
か
な
回
復
を
続
け
る

　

日
本
経
済
は
、
海
外
経
済
の
回
復
の
鈍

さ
に
よ
り
下
押
し
さ
れ
ま
す
が
、
消
費
の

増
加
な
ど
に
支
え
ら
れ
て
、
緩
や
か
な
回

復
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

物
価
の
ト
レ
ン
ド
は

二
％
目
標
に
向
け
て
徐
々
に
高
ま
る

　

消
費
者
物
価
の
基
調
的
な
上
昇
率
は
、

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け
て

徐
々
に
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た

シ
ナ
リ
オ
が
実
現
す
る
可
能
性
は
、
引
き

続
き
、
少
し
ず
つ
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

2024 年 1月
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強
力
な
金
融
緩
和
を

継
続
す
る

　

日
本
銀
行
は
、
粘
り
強
く
金
融
緩
和
を

継
続
す
る
こ
と
で
、
賃
金
の
上
昇
を
伴
う

形
で
、
二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
を

持
続
的
・
安
定
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。

日
本
経
済
・
物
価
を
巡
る

不
確
実
性
は
高
い

　

海
外
の
経
済
・
物
価
動
向
、
資
源
価
格

の
動
向
、
企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
行
動

な
ど
、
日
本
経
済
・
物
価
を
巡
る
不
確
実

性
は
き
わ
め
て
高
い
状
況
で
す
。
ま
た
、

金
融
・
為
替
市
場
の
動
向
と
日
本
経
済
・

物
価
へ
の
影
響
に
も
十
分
注
意
を
払
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

政策委員の経済・物価見通し

（注）　は実績値、　は見通しです。
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日本銀行のレポートから
　日本銀行では、本支店・事務所が企業への聞き取り調査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、「地域経済報告」（さくらレポート）として、年 4回（1月、4月、
7月、10 月）の支店長会議の機会ごとに取りまとめています。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。https://www.boj.or.jp/research/brp/rer/index.htm

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）

各
地
域
の

景
気
判
断
の
概
要

　  
二
〇
二
四
年
一
月

　
各
地
域
の
景
気
の
総

括
判
断
を
み
る
と
、
海

外
経
済
の
回
復
ペ
ー
ス

鈍
化
や
物
価
上
昇
の
影

響
を
受
け
つ
つ
も
、
す

べ
て
の
地
域
で
、
景
気

は
「
持
ち
直
し
」、「
緩

や
か
に
回
復
」、「
着
実

に
回
復
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
一
地
域
で
は
、

輸
出
の
弱
さ
か
ら
「
持

ち
直
し
の
ペ
ー
ス
が
鈍

化
」
と
し
て
い
る
。

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

【 23/10 月判断 】 前回との
比較 【 24/ 1 月判断 】

北海道 持ち直している 持ち直している

東　北 持ち直している 持ち直している

北　陸 緩やかに回復している
今後、令和６年能登半島地震の影
響を注視する必要があるが、緩や
かに回復している

関　東
甲信越

緩やかに回復している 緩やかに回復している

東　海 持ち直している 緩やかに回復している

近　畿
一部に弱めの動きがみられるもの
の、持ち直している

持ち直しのペースが鈍化している

中　国 緩やかに回復している 緩やかに回復している

四　国 持ち直している 持ち直している

九州・
沖縄

緩やかに回復している 着実に回復している
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「
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
全
体

会
合（
第
二
回
）」
を
開
催
（
一
月
）

▼
日
本
銀
行
は
二
〇
二
三
年
四
月
よ

り
、
中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
Ｃ

Ｂ
Ｄ
Ｃ
）
に
関
す
る
「
パ
イ
ロ
ッ
ト

実
験
」
を
開
始
し
ま
し
た
。

▼
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
実
験
」
で
は
、
①

中
央
シ
ス
テ
ム
か
ら
エ
ン
ド
ポ
イ
ン

ト
デ
バ
イ
ス
ま
で
を
実
装
す
る
実
験

用
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
性
能
試
験

等
を
行
う
と
と
も
に
、
②
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

の
制
度
設
計
を
適
切
に
進
め
る
観
点

か
ら
「
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を

設
置
し
、
リ
テ
ー
ル
決
済
に
関
わ
る

民
間
事
業
者
の
参
加
を
得
な
が
ら
、

幅
広
い
テ
ー
マ
を
議
論
・
検
討
し
て

い
ま
す
。

▼
二
〇
二
四
年
一
月
十
一
・
十
二
日

に
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
し
た
標

記
会
合
で
は
、「
パ
イ
ロ
ッ
ト
実
験
」

に
お
け
る
実
験
用
シ
ス
テ
ム
の
準
備

状
況
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
運

営
状
況
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
に
関
す
る
海
外

主
要
国
の
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
日

本
銀
行
よ
り
説
明
し
、
参
加
者
の

方
々
と
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

九
月
二
十
四
日
（
火
）
ま
で

裁断前の新しい日本銀行券（大判）と、渋沢
栄一と小樽に関する展示

▼
こ
の
う
ち
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ

ム
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
は
、
既
に

議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
三
つ
の
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
①
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

シ
ス
テ
ム
と
外
部
イ
ン
フ
ラ
・
シ
ス

テ
ム
等
と
の
接
続
、
②
追
加
サ
ー
ビ

ス
と
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
、
③

Ｋ
Ｙ
Ｃ
〈
注
〉
と
ユ
ー
ザ
ー
認
証
・

認
可
）に
お
け
る
検
討
状
況
の
ほ
か
、

新
し
く
設
置
予
定
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
説

明
し
ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
の
議
論
・
検
討
を
通
じ
て
得

ら
れ
る
民
間
事
業
者
の
技
術
や
知
見

を
日
本
銀
行
に
お
け
る
実
証
実
験
と

制
度
設
計
面
の
検
討
に
活
か
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▼
本
会
合
の
議
事
概
要
や
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
最
新
情
報

は
、
日
本
銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館

特
別
展

「
新
し
い
日
本
銀
行
券
二
〇
二
四

―
匠
た
く
みの
技
と
デ
ザ
イ
ン
―
」開
催
中

▼
日
本
銀
行
は
、
七
月
三
日
に
、
新

し
い
日
本
銀
行
券
の
発
行
を
開
始
し

ま
す
。

▼
本
展
示
で
は
、
お
札
の
新
し
い
顔

と
な
る
渋
沢
栄
一
・
津
田
梅
子
・
北き
た

里さ
と
し
ば
さ
ぶ
ろ
う

柴
三
郎
の
紹
介
、
そ
し
て
新
し
い

お
札
と
外
国
の
お
札
の
偽
造
を
防
ぐ

技
術
な
ど
を
解
説
し
ま
す
。

▼
渋
沢
栄
一
は
、
一
九
〇
八
年
に
小

樽
を
往
訪
し
て
お
り
、
渋
沢
栄
一
の

日
記
か
ら
小
樽
往
訪
時
の
記
事
や
渋

沢
倉
庫
小
樽
支
店
の
写
真
な
ど
も
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。

▼
新
し
い
一
万
円
券
の
裏
に
描
か
れ

る
東
京
駅
の
設
計
者
は
、
金
融
資
料

館
（
日
本
銀
行
旧
小
樽
支
店
）
や
日

本
銀
行
本
店
を
設
計
し
た
辰た
つ

野の

金き
ん

吾ご

で
す
。
日
本
銀
行
本
店
は
こ
れ
ま
で

四
種
類
の
日
本
銀
行
券
に
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
て
お
り
、
今
回
そ
の
全
て
を
展

示
し
て
い
ま
す
。

（
注
）�

Ｋ
Ｙ
Ｃ
と
は
「Know

�Your�C
ustom

er

（
顧
客
を
知
る
）」
の
略
称
で
あ
り
、
本
人
確

認
を
含
む
継
続
的
顧
客
管
理
を
指
す
。

土 日も開 館
入 館 無 料

偽
造
を
防
ぐ
匠
の
技

最新の情報は
金融資料館HP
をご覧ください

2024年1月12日 金 9月24日 火

特別展示全景
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編 集 後 記

※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/about/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（https://www.boj.or.jp）
をご覧ください。
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印 刷　株式会社アイネット
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■年初の能登半島地震により犠牲になられた方々に哀悼の意
を表するとともに、被害に遭われた方々とそのご家族にお見
舞い申し上げます。今号の表紙は、昨年 11 月に新築移転し
た金沢支店の店舗です。免震構造を採用するなど業務継続力
の確保を重視した建物となっており、今回の地震でも被災地
の金融機能の維持と資金決済の円滑の確保の拠点となりまし
た。被害を受けられた地域の一刻も早い復旧・復興を願って
おります。
■東京港醸造・齊藤会長のインタビューに向かうため、東京
の真ん中の幹線道路から路地を入った先、間口の狭いビルを
見た時には、「えっ、こんなところで日本酒が造れるの」と
思わず声が出ました。常識にとらわれずに挑戦してきたから
こそ生まれた、都心の日本酒です。そこに江戸時代から紡い
できたストーリーが加わることで、一層おいしさが増したよ
うに感じました。酒蔵で働く方のライフワークバランス確保
や持続可能な日本酒業界のあり方など、将来を見据えた取り
組みからも目が離せません。
■今号では、10 年ぶりとなる総裁特別インタビューを掲載
しました。普段はなかなか聞くことが出来ない植田総裁の普
段の生活、学生や経済学者時代のエピソードなども語ってい
ただいています。ぜひご覧ください。 （小牧）

［アンケート募集中］
「にちぎん」に関するご意見・ご感想は、アン
ケートよりお寄せください。日本銀行のホ
ームページからインターネットでもアンケー
トにご回答いただけます。

▼
ま
た
、
日
本
銀
行
券
の
偽
造
防
止

技
術
の
淵え
ん
げ
ん源
は
、
日
本
各
地
で
お
札

が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸

時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
の
お
札
に
用
い
ら
れ
た
「
図
柄
に

隠
し
こ
ん
で
小
さ
な
文
字
を
印
刷
す 

る
」
と
い
っ
た
偽
造
を
防
ぐ
技
術

は
、
現
在
の
お
札
の
マ
イ
ク
ロ
文
字

と
い
っ
た
偽
造
防
止
技
術
に
も
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

▼
本
特
別
展
を
通
し
て
、
新
し
い
日

本
銀
行
券
の
特
徴
や
江
戸
時
代
か
ら

引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
て
き
た
お
札

の
偽
造
防
止
技
術
を
じ
っ
く
り
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

【
入
館
料
】
無
料

【
休
館
日
】
水
曜
日

【
開
館
時
間
】　

午
前
九
時
半
～
午
後

　

 

五
時
（
入
館
は
午
後
四
時
半
ま

で
）。
た
だ
し
三
月
中
は
午
前
十

時
～
午
後
五
時

※ 

最
新
の
情
報
は
金
融
資
料
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
所
在
地
】　

北
海
道
小
樽
市
色
内

　

一-

一
一-

一
六

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】　

日
本
銀
行
旧

特
別
展
入
口

　

 

小
樽
支
店
金
融
資
料

館  

〇
一
三
四-

二
一-

一
一
一
一

新
卒
採
用
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト

の
募
集
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、
三
月
一
日
か
ら
新
卒

採
用
（
総
合
職
、
特
定
職
、
一
般
職
）

の
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
募
集
を
開
始

し
ま
し
た
。
詳
細
は
、
日
本
銀
行
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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from  London

歴史ある金の保管庫

　 古くから金は、通貨やその価値を裏付ける資産

として用いられてきました。そうした役割を果たさ

なくなった現在も、金は資産として、国や中央銀行、

民間投資家といったさまざまな主体によって保有さ

れています。英国はまさに金本位制が始まった地で

あり、現在に至るまでロンドンは重要な金の取引市

場であり続けています。

　これまでに世界各地で採掘された金の総量は、オ

リンピックサイズのプール（長さ 50 メートル）の

4 杯程度と言われています。イングランド銀行 ( 英

国中央銀行 ) には、約 40 万本の金塊が保蔵されて

おり、その約 2 ～ 3％を占めます。これは、ニュー

ヨーク連邦準備銀行に次いで世界で 2 番目の保有量

です。もっとも、これらのうち、イングランド銀行

が所有権を持つのはたった 2 本のみ。その 2 本はイ

ングランド銀行博物館で見ることができ、実際に持

ち上げることも可能です。

　それでは残りの金塊は一体誰のものなのか。それ

は、英国政府と他国の中央銀行等が預託しているも

のです。イングランド銀行は、中央銀行向けに金を

預かる業務を提供しています。預け入れられた金塊

が市場で取引されて保有者が変わっても、現物を物

理的に動かすことなく取引できます。これにより、

安全に金塊を預託でき、いざという時には円滑な取

引が可能というわけです。当然かもしれませんが、

イングランド銀行の長い歴史の中で、金庫から金塊

が盗まれたことはないそうです。

　不換紙幣が用いられ、金が通貨の価値を裏付ける

ものでなくなった現在も、金は中央銀行の重要な資

産の一部となっています。金は株式などのように配

当を生み出すわけではないし、逆に現物を保有する

には保管コストがかかります。それでも、2023 年

12 月時点で、金の価格は史上最高値圏にあり、そ

の需要は力強いものとなっています。こうした金を

めぐる価値が、移り変わる経済情勢の中でどう変わ

っていくかということは興味深いものです。

 （イングランド銀行、ロンドン）

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

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
。
奥
の
ビ
ル
に
は
ロ
ン
ド
ン

貴
金
属
市
場
協
会
が
入
居
し
て
い
る
。

イングランド銀行内にある
博物館での金の展示風景。
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