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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

今
か
ら
三
〇
年
く
ら
い
前
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
「
悪
徳
サ
ラ
金
」
が
深
刻
な
社
会
問

題
に
な
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
法
外
な
金
利

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
返
済
を
迫
る
脅
迫
ま
が

い
の
電
話
、
執し
つ
よ
う拗

な
嫌
が
ら
せ
な
ど
に
つ
い
て

新
聞
や
テ
レ
ビ
は
連
日
取
り
上
げ
、
私
自
身
も

近
所
に
建
つ
ア
パ
ー
ト
の
一
室
に「
金
返
せ
」「
泥

棒
野
郎
」「
ブ
ッ
殺
す
ぞ
」
な
ど
と
い
っ
た
紙
が

無
数
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、

ぞ
っ
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
サ
ラ
金

の
社
長
が
ゲ
ス
ト
出
演
し
た
。
見
る
か
ら
に
人

相
の
悪
い
男
は
当
初
は
余
裕
の
あ
る
表
情
で「
私

は
人
助
け
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
な
ど
と
笑
っ

て
い
た
が
、
や
が
て
キ
ャ
ス
タ
ー
か
ら
の
辛し
ん
ら
つ辣

か
つ
執
拗
な
質
問
に
怒
り
出
し
、
突
如
と
し
て

手
元
の
ト
ラ
ン
ク
を
開
け
る
と
、
そ
こ
に
ぎ
っ

し
り
詰
ま
っ
て
い
た
一
万
円
札
を
ス
タ
ジ
オ
中

に
ば
ら
ま
き
始
め
た
。
確
か
「
金
の
あ
る
も
の

が
勝
つ
ん
だ
」「
自
分
の
金
を
ど
う
使
お
う
が
俺

の
勝
手
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
叫
ん
で
い

た
と
思
う
。

　

狂
っ
た
よ
う
に
札
を
ま
く
男
の
姿
は
、
テ
レ

ビ
画
面
を
通
し
て
見
て
も
不
快
極
ま
り
も
な
い

も
の
で
あ
り
、何
と
も
寒
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ

た
こ
と
を
今
も
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
は
「
お
金
の
に
お
い
」
の
す

る
人
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
職
種
に

関
係
な
く
、
そ
う
い
う
類た
ぐ

い
の
人
が
い
る
。
彼

ら
は
同
じ
に
お
い
を
さ
せ
て
い
る
仲
間
を
敏
感

に
か
ぎ
分
け
る
。
そ
し
て
、
必
ず
似
た
も
の
同

士
が
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
常
に
新
た
な
金
儲も
う

け
の
相
談
を
し
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
は
自
分
た

ち
の「
に
お
い
」に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
無
論
、

裕
福
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
ん
な
連
中
ば
か
り

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ「
お
金
の
に
お
い
」

を
さ
せ
て
い
る
人
た
ち
に
は
、
逆
に
本
当
の
お

金
持
ち
の
持
っ
て
い
る
雰
囲
気
は
決
し
て
身
に

つ
け
ら
れ
な
い
。

　

か
つ
て
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
見
た
サ
ラ
金
の
社

長
も
、「
お
金
の
に
お
い
」
を
さ
せ
て
い
る
人
た

ち
も
、
要
す
る
に
お
金
に
魂
を
売
り
渡
し
た
人

た
ち
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
お
金
が
恐

ろ
し
い
と
思
う
の
は
、そ
れ
な
の
だ
。
お
金
に
は
、

も
の
す
ご
い
魔
力
が
あ
る
。
人
の
怨お
ん
ね
ん念

を
吸
い

込
む
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
間
の
人
生
を
狂

わ
せ
、時
と
し
て
簡
単
に
命
さ
え
奪
う
。
だ
か
ら
、

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
い

つ
も
怖
い
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
う
ま
く
し

た
も
の
で
、
そ
ん
な
風
に
ビ
ク
ビ
ク
し
て
い
る

人
間
に
対
し
て
は
、
お
金
も
最
初
か
ら
魔
力
を

発
揮
す
る
ほ
ど
に
は
集
ま
っ
て
来
な
い
。

お金のにおい
乃南 アサ
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日
本
銀
行
那
覇
支
店
は
、
昭
和
四
十
七

年
（
一
九
七
二
）
五
月
、
沖
縄
の
本
土
復

帰
と
同
時
に
開
設
さ
れ
、
ド
ル
か
ら
円
へ

の
通
貨
交
換
と
い
う
歴
史
に
残
る
大
事
業

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
現
在
の
店
舗
は
、

二
代
目
と
し
て
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）

十
二
月
に
竣
工
。
那
覇
市
松
山
か
ら
同
市

北
部
の
再
開
発
地
区
で
あ
る
那
覇
新
都
心

の
一
画
、
お
も
ろ
ま
ち
に
移
転
し
た
も
の

で
す
。「
お
も
ろ
ま
ち
」
と
い
う
地
名
は
公

募
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、「
お

も
ろ
」
と
は
沖
縄
の
古
い
歌
謡
の
こ
と
で
、

沖
縄
方
言
の
「
思
い
」
が
転て

ん

訛か

し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

琉
球
瓦
の
赤
い
屋
根
が
象
牙
色
の
琉
球

石
灰
岩
に
映
え
る
建
物
は
、
地
上
三
階
建

て
で
、
地
元
ゆ
か
り
の
琉
球
ガ
ラ
ス
も
彩

り
を
添
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
南
国
の
強

い
日
射
し
を
遮

さ
え
ぎ
る
深
い
軒の
き

や
、
太
陽
光
発

電
や
水
の
再
利
用
設
備
な
ど
省
エ
ネ
対
策

も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
支
店
に
は
、
営
業
時
間
中
に
自
由
に

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
展
示
広
場
」

が
あ
り
、
訪
れ
る
お
客
様
を
、
玄
関
の
シ

ー
サ
ー
が
出
迎
え
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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小
山
薫
堂

放
送
作
家
・
脚
本
家

　
「
料
理
の
鉄
人
」な
ど
の
ヒ
ッ
ト
番
組
の
放
送
作
家
、ア
カ
デ
ミ
ー
賞
に
輝
く
映
画『
お

く
り
び
と
』
の
脚
本
家
、
そ
し
て
熊
本
県
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
く
ま
モ
ン
」
の
仕
掛
人
な

ど
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
幅
広
い
活
動
を
展
開
し
て
い
る
小
山
薫
堂
氏
。

　

数
多
く
の
ブ
ー
ム
を
生
み
出
す
ア
イ
デ
ア
の
基
本
は
、「
サ
プ
ラ
イ
ズ
」と「
和あ

え
る
」。

自
分
た
ち
が
気
付
か
な
か
っ
た
魅
力
に
光
を
当
て
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
新
し
い

価
値
を
生
み
出
す
。
く
ま
モ
ン
誕
生
か
ら
お
札
を
巡
る
話
題
ま
で
、
共
感
を
多
く
の
人

に
広
げ
る
小
山
マ
ジ
ッ
ク
の
一
端
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
―
小
山
さ
ん
が
手
掛
け
た
熊
本
県

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
く
ま
モ
ン
」
の

人
気
が
続
い
て
い
ま
す
。
日
銀
熊
本

支
店
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
年
間
で

一
二
四
四
億
円
の
経
済
効
果
が
あ
り
、

こ
れ
は
近
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を

大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
（
注
１
）。

小
山　

日
銀
に
数
字
を
出
し
て
も
ら
う

と
、
す
ご
く
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま

す
。
僕
は
く
ま
モ
ン
が
世
に
出
る
き
っ

か
け
を
作
っ
た
だ
け
で
す
が
、
当
時
は

こ
こ
ま
で
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
く
ま
モ
ン
が
大
き
く
成
長

し
た
背
景
に
は
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
意

識
の
変
化
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

誕
生
し
た
の
は
二
〇
一
○
年
、
九
州

新
幹
線
の
全
線
開
業
（
注
2
）
に
向
け

た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
と
き
で
す
。
熊
本

に
と
っ
て
待
望
の
新
幹
線
で
す
が
、
開

業
が
近
付
く
に
つ
れ
危
機
意
識
も
強
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
何
も
し
な
い
と
、

観
光
客
が
熊
本
を
素
通
り
し
て
鹿
児
島

に
行
っ
た
り
、
地
元
の
若
者
が
福
岡
に

出
て
行
っ
た
り
し
な
い
か
、
と
い
う
心

配
で
す
。
そ
こ
で
県
庁
か
ら
僕
に
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
展
開
の
依
頼
が
来
ま
し
た
。

　

僕
が
考
え
た
の
は
、「
こ
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
お
祭
り
に
し
よ
う
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
熊
本
の
良
さ
を
外
に
発

信
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
熊
本

県
民
の
心
が
内
側
に
向
く
よ
う
な
仕
掛

け
を
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

―
―
「
内
側
」
と
い
い
ま
す
と
。

小
山　

県
民
自
身
が
地
元
の
魅
力
に
改

め
て
気
付
く
こ
と
が
一
番
価
値
の
あ
る

こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。「
観
光
」
は
、

地
域
活
性
化
の
た
め
の
魔
法
の
杖
の
よ

う
に
言
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
う
ち
に

は
こ
れ
が
あ
り
ま
す
」
と
観
光
地
を
声

高
に
叫
ぶ
。
阿
蘇
や
天
草
は
い
い
な
と

思
い
ま
す
。
で
も
、
観
光
に
向
か
な
い

地
域
ま
で
「
何
が
何
で
も
観
光
だ
」
と

な
る
と
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
。

　

人
だ
っ
て
、
外
向
け
に
着
飾
っ
た
り

厚
化
粧
す
る
よ
り
も
、
素
の
ま
ま
の
方

が
魅
力
的
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
素
顔
の
魅
力
に
県
民
自

身
が
気
付
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な

い
か
。
中
途
半
端
に
観
光
に
お
金
を
投

じ
て
何
万
人
か
来
て
も
、
そ
の
経
済
効

果
は
一
部
の
人
に
し
か
及
ば
ず
、
そ
の

と
き
限
り
の
効
果
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
お
祭
り
騒
ぎ
が
終
わ
っ

て
も
、
県
民
が
「
熊
本
は
よ
か
と
こ
ば

い
ね
」
と
誇
り
を
持
て
る
よ
う
に
な
る

方
が
長
い
目
で
見
て
価
値
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
そ
の
方
が
土
地
の
本
当
の

良
さ
が
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん

な
風
に
考
え
た
ん
で
す
。

　

そ
こ
で
仕
掛
け
た
の
が
「
く
ま
も
と

サ
プ
ラ
イ
ズ
！
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
な
ん
で
す
。

―
―
「
サ
プ
ラ
イ
ズ
」
と
は
、「
当
た

り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
実
は
す
ご

い
こ
と
だ
と
気
付
く
」、
そ
う
い
う
こ

と
で
す
ね
。

小
山　

そ
う
で
す
。
実
は
こ
れ
に
は
個

人
的
な
体
験
が
あ
り
ま
す
。
熊
本
の
新

市
街
と
い
う
商
店
街
で
タ
ク
シ
ー
に

乗
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
お
ば
ち
ゃ

ん
の
運
転
手
さ
ん
、
タ
ク
シ
ー
が
走
り

始
め
て
い
る
の
に
メ
ー
タ
ー
を
倒
さ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
「
メ
ー
タ
ー

倒
し
忘
れ
て
ま
す
よ
」
と
言
っ
た
ら
、

運
転
手
さ
ん
、
振
り
返
っ
て
ニ
ヤ
ッ
と

笑
い
な
が
ら
「
知
っ
て
い
ま
す
よ
。
こ

の
先
に
必
ず
赤
で
止
ま
る
信
号
が
あ
る

ん
で
す
。
そ
の
信
号
で
止
ま
っ
た
ら
お

客
さ
ん
い
ら
い
ら
す
る
で
し
ょ
う
。
だ

か
ら
そ
の
信
号
を
越
え
て
か
ら
メ
ー

タ
ー
を
入
れ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」。

こ
れ
は
僕
に
と
っ
て
大
き
な
サ
プ
ラ
イ

ズ
で
し
た
。
そ
れ
で
「
そ
の
優
し
さ
、

お
客
へ
の
思
い
や
り
こ
そ
が
旅
の
思
い

出
、
財
産
に
な
る
」、
そ
ん
な
こ
と
を

く
ま
モ
ン
ブ
ー
ム
は

県
民
へ
の
仕
掛
け
か
ら
生
ま
れ
た

隠
れ
た
魅
力
に
光
を
当
て
共
感
を
呼
ぶ

 

「
く
ま
モ
ン
」に
込
め
た
も
の

C  2010 熊本県 くまモン
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話
し
た
ら
、
運
転
手
さ
ん
が
「
こ
の
辺

り
の
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
は
み
ん
な

そ
う
で
す
よ
。
走
り
始
め
て
あ
る
程
度

ス
ピ
ー
ド
が
出
な
い
と
メ
ー
タ
ー
は
倒

し
ま
せ
ん
」と
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
ま
す
ま
す
嬉う

れ
し
く
な

り
ま
し
た
。

―
―
お
客
さ
ん
を
も
て
な
そ
う
と
い

う
地
域
の
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
ね
。

小
山　

す
ば
ら
し
い
カ
ル
チ
ャ
ー
で

す
。
東
京
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
さ
さ

や
か
で
す
が
、
こ
う
し
た
嬉
し
く
な
る

こ
と
を
県
民
が
一
つ
ず
つ
身
の
回
り
で

見
つ
け
て
い
く
と
、
熊
本
が
変
わ
る
と

思
い
ま
し
た
。
地
元
で
当
た
り
前
と

思
っ
て
い
た
こ
と
に
他
県
か
ら
の
来
訪

者
が
び
っ
く
り
す
る
。
び
っ
く
り
さ
れ

る
こ
と
で
、
県
民
も
「
こ
れ
っ
て
そ
ん

な
に
い
い
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
」、「
熊

本
っ
て
い
い
か
も
」
と
思
う
よ
う
に
な

る
。
そ
う
い
う
循
環
が
生
ま
れ
る
と
い

い
な
、
と
い
う
思
い
で
「
く
ま
も
と
サ

プ
ラ
イ
ズ
」
を
企
画
し
た
ん
で
す
。

―
―
そ
こ
で
誕
生
し
た
の
が
「
く
ま

モ
ン
」
で
す
か
。

小
山　

実
は
、
く
ま
モ
ン
は
お
ま
け
と

し
て
付
い
て
き
た
ん
で
す
。
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
ロ
ゴ
を
作
っ
た
と
き
に
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
が
「
一
緒
に
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
作
り
ま
し
た
」
と

こやま・くんどう● 1964 年熊本県生まれ。株式会社オレンジ・アンド・
パートナーズ代表取締役社長兼 N35inc 代表。株式会社下鴨茶寮代表取
締役社長。東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長。日本大
学芸術学部放送学科在学中に放送作家としての活動を開始。「カノッサ
の屈辱」「料理の鉄人」など数々の名番組を手がける。2008 年公開の
映画『おくりびと』では脚本を手がけ、第 81 回アカデミー賞外国語映
画賞、第 32 回日本アカデミー賞最優秀作品賞などを受賞。現在は、テ
レビ、ラジオへの出演のほか、雑誌のエッセイ連載、小説、絵本翻訳、
作詞など幅広い執筆活動を展開している。主な著書に小説『フィルム』

（講談社）、絵本『いのちのかぞえかた』（千倉書房）、『小山薫堂　幸せ
の仕事術―つまらない日常を特別な記念日に変える発想法』（NHK 出版）
など多数。また、その企画力を請われ、熊本県地域プロジェクトアド
バイザー、日光金谷ホテル顧問、企業・地域のキャンペーンや商品開
発のアドバイザーなど活動分野は多岐にわたる。

言
っ
て
持
っ
て
来
て
く
れ
た
の
が
く
ま

モ
ン
で
す
。
び
っ
く
り
マ
ー
ク
の
代
わ

り
に
く
ま
モ
ン
が
驚
い
て
み
せ
る
、
そ

ん
な
県
民
の
身
近
な
幸
せ
の
発
見
の
お

手
伝
い
を
す
る
ア
イ
コ
ン
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
ら
、
県
庁
の
人
た
ち
が
ど

ん
ど
ん
盛
り
あ
が
っ
て
い
き
ま
し
て

…
…
。

―
―
県
庁
の
方
々
は
、
役
所
の
殻
を

破
る
よ
う
な
試
み
を
盛
ん
に
な
さ
っ
た

よ
う
で
す
ね
。

小
山　

そ
う
で
す
ね
。
く
ま
モ
ン
は
、

最
初
は
県
内
の
幼
稚
園
、
保
育
園
回
り

か
ら
始
め
ま
し
た
。
や
が
て
関
西
各
地

に
出
没
し
た
り
、
ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
情
報
発
信
し
た
り
、
ユ
ニ
ー
ク

な
名
刺
を
作
っ
て
配
っ
た
り
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て
、
メ
デ
ィ
ア

に
も
随
分
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

蒲か
ば

島し
ま

郁
夫
知
事
や
、
タ
レ
ン
ト
の
ス

ザ
ン
ヌ
さ
ん
（
注
３
）
と
一
緒
に
イ
ベ

ン
ト
参
加
す
る
こ
と
も
多
く
、
公
務
員

ら
し
か
ら
ぬ
仕
掛
け
づ
く
り
が
数
々
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
「
く
ま
モ
ン
を
探
せ
大
作
戦
！
」（
注

４
）
と
い
う
企
画
で
は
、
く
ま
モ
ン
が

失
踪
と
い
う
想
定
で
知
事
が
架
空
の
記

者
会
見
を
開
き
、
そ
の
様
子
を
動
画

で
公
開
し
ま
し
た
。
知
事
・
く
ま
モ

ン
・
ス
ザ
ン
ヌ
さ
ん
が
吉
本
新
喜
劇
で

「
ズ
ッ
コ
ケ
」
も
や
っ
て
い
ま
す
。
企

業
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
く
ま
モ

ン
を
用
い
た
商
品
が
多
数
作
ら
れ
た
の

も
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
仕
掛
け
を
し
た
の
が
熊
本

県
庁
の
「
チ
ー
ム
く
ま
モ
ン
」。「
初
め

て
」「
唯
一
」「
知
事
自
ら
」を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
で
き
た
県
庁
職
員
の
チ
ー
ム
で
す

が
、
彼
ら
が
リ
ー
ド
し
て
、
県
庁
の
部

署
間
の
垣
根
を
越
え
た
活
動
を
展
開
し

て
き
た
、
そ
れ
が
成
功
の
原
動
力
だ
と

思
い
ま
す
。
今
で
は
く
ま
モ
ン
の
活
動

の
場
も
広
が
り
、
熊
本
県
の
「
営
業
部

長
」
に
加
え
「
し
あ
わ
せ
部
長
」
も
兼

任
し
て
い
ま
す
。

―
―
「
チ
ー
ム
く
ま
モ
ン
」
の
活
動
記

録
を
拝
見
す
る
と
、
小
山
さ
ん
の
著
書

を
相
当
熟
読
さ
れ
、
そ
こ
を
ベ
ー
ス
に

戦
略
を
練
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
う
か

が
わ
れ
ま
す
が
、
何
が
職
員
の
方
々
の

意
識
や
思
考
を
変
え
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

小
山　

そ
れ
は
そ
の
人
自
身
の
成
功
体

験
だ
と
思
う
ん
で
す
。
サ
プ
ラ
イ
ズ
を

誰
か
に
仕
掛
け
て
楽
し
い
と
思
っ
た

ら
、
ま
た
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
り
ま

す
。
一
度
成
功
体
験
を
味
わ
う
こ
と
に
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「
和あ

え
て
」新
し
い
価
値
を
創
造
す
る

―
―
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
関

係
者
の
一
人
ひ
と
り
に
思
い
が
浸
透
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

小
山
さ
ん
自
身
が
、
チ
ー
ム
と
い
い
ま

す
か
、
人
の
「
和
」
を
大
切
に
さ
れ
て

き
た
結
果
の
よ
う
に
も
思
う
の
で
す

が
、
い
か
が
で
す
か
。

小
山　

そ
う
で
す
ね
。
い
ま
、「
和
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
和
風
」

の
「
和
」
は
、
和な

ご
み
の
和
で
あ
り
、
和や

わ

ら
げ
る
の
和
で
あ
り
、
和あ

え
る
の
和
だ

と
思
う
の
で
す
。
狭
い
国
土
の
中
で
自

分
た
ち
の
資
源
だ
け
で
や
っ
て
い
け
な

い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
良
い
も
の

を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
改
良
し
な
が

ら
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
日
本
と
い
う
国
は
生
き
延

び
て
き
た
。
こ
れ
が
日
本
文
化
の
成
り

立
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
「
自
分
た
ち
流
に
ア
レ
ン

ジ
を
す
る
」、「
ほ
か
の
も
の
と
和
え
て

違
う
も
の
を
作
り
出
す
」
と
い
う
こ
と

を
自
分
の
仕
事
の
中
で
も
や
っ
て
い
る

の
か
な
、
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
す
。

自
分
だ
け
で
何
か
を
作
り
出
す
の
で
は

な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
力
を
借
り

た
り
、
人
の
思
い
を
集
め
な
が
ら
一
つ

の
新
し
い
価
値
を
作
り
出
し
て
い
く
。

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

―
―
と
こ
ろ
で
、
人
の
「
和
」
と
い

う
点
で
は
、最
近
日
光
金
谷
ホ
テ
ル
（
注

５
）
の
顧
問
を
さ
れ
た
り
、
一
八
五
六

INTERVIEW

年
創
業
と
い
う
京
料
理
の
老
舗
下し

も
が
も鴨

茶さ

寮り
ょ
う（

注
６
）
の
社
長
に
就
任
さ
れ
る

な
ど
、
事
業
、
組
織
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を

強
め
た
活
動
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど

う
い
っ
た
こ
と
を
狙
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
か
。

小
山　

日
光
金
谷
ホ
テ
ル
の
場
合
は
、

最
初
は
純
粋
に
お
客
だ
っ
た
の
で
す
。

「
い
い
ホ
テ
ル
だ
な
」
と
気
に
入
っ
た

の
で
す
が
、
こ
こ
を
こ
う
す
れ
ば
も
っ

と
良
く
な
る
の
に
、
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
で「
勝
手
に
テ
コ
入
れ
」と
し
て
、

フ
ァ
ン
の
目
線
か
ら
提
案
を
し
た
こ
と

が
始
ま
り
で
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
下
鴨
茶
寮
、
こ
れ
は
、
僕
に

と
っ
て
は
テ
レ
ビ
局
を
買
う
ぐ
ら
い
の

意
味
合
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
日
本
料
理
、
と
り
わ
け
一
つ
の

ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
京
料
理
は
、
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
匹
敵
す
る
発
信
力
、
伝
え

て
い
く
力
を
持
つ
と
思
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
和
食
は
世
界
で

絶
対
に
注
目
を
集
め
る
で
し
ょ
う
し
、

人
が
集
ま
る
場
と
し
て
、
文
化
を
発
信

す
る
拠
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
、
先
日
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
コ
ッ

ポ
ラ
監
督
（
注
７
）
が
来
日
さ
れ
た
と

き
に
も
、
ワ
イ
ン
と
料
理
を
下
鴨
神
社

の
中
で
味
わ
う
企
画
を
開
催
し
た
と

こ
ろ
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

コ
ッ
ポ
ラ
監
督
が
興
味
を
持
っ
て
足
を

運
ん
で
く
れ
た
の
は
、
下
鴨
神
社
と
つ

な
が
っ
て
い
る
料
亭
の
企
画
だ
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

伝
統
や
文
化
に
は
人
を
引
き
つ
け
る
マ

グ
ネ
ッ
ト
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
集

ま
れ
ば
、
出
会
い
が
生
ま
れ
、
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
り
ま
す
。そ
し
て
、

ま
た
新
し
い
何
か
が
生
ま
れ
て
い
く
。

そ
う
い
う
場
所
は
、
ま
さ
に
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

―
―
世
界
に
向
け
た
日
本
文
化
の
発

信
と
い
う
点
で
は
、
二
〇
二
〇
年
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
大
イ
ベ
ン
ト

が
待
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

小
山　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
熊
本

に
と
っ
て
の
九
州
新
幹
線
と
同
じ
だ
と

僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
人
々
の
気
持
ち
が
ま
と
ま

る
と
い
う
点
で
は
最
高
の
イ
ベ
ン
ト
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
外
国
人
観
光

客
等
の
経
済
効
果
と
な
る
と
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
観
戦
チ
ケ
ッ
ト
の
数
に
は
限

り
が
あ
り
、
地
域
的
に
も
限
定
さ
れ
る

よ
っ
て
、
自
分
な
り
に
今
度
は
も
っ
と

大
き
な
成
功
を
し
た
い
と
思
っ
た
り
、

も
っ
と
複
雑
な
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
し
た
い

と
思
う
。
こ
れ
は
本
能
だ
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
使
命
な

り
、
仕
事
な
り
を
自
分
の
中
で
誰
か
の

幸
せ
と
い
う
価
値
に
変
え
て
、
そ
れ
を

自
分
の
楽
し
み
と
し
て
味
わ
う
と
い
う

こ
と
が
一
番
大
切
な
の
か
な
と
思
い
ま

す
。

注 

１　

日
本
銀
行
な
ど
が
調
査
し
た
近
年
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
は
、
最

大
値
が
二
〇
一
〇
年
「
龍
馬
伝
」
の
五
三
五
億

円
（
高
知
県
）、
直
近
一
一
年
間
の
平
均
値
は

二
〇
五
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

注 

２　

九
州
新
幹
線
の
鹿
児
島
ル
ー
ト
（
博
多
―

鹿
児
島
中
央
）
の
開
通
は
二
〇
一
一
年
三
月
。

博
多
・
鹿
児
島
中
央
間
を
約
一
時
間
二
〇
分
で

結
ぶ
。

注 

３　

熊
本
県
出
身
の
女
性
タ
レ
ン
ト
。

二
〇
〇
八
年
十
一
月
に
「
熊
本
県
宣
伝
部
長
」

に
就
任
し
た
。

注 

４　

蒲
島
県
知
事
か
ら
名
刺
を
一
万
枚
配
布
す

る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
課
せ
ら
れ
た
く
ま
モ
ン
が
大

阪
で
失
跡
し
た
と
い
う
設
定
を
、
知
事
が
架
空

の
緊
急
記
者
会
見
を
開
い
て
告
知
。「
く
ま
モ
ン

を
探
し
て
」
と
呼
び
か
け
た
。
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―
―
と
こ
ろ
で
、
著
書
で
「
勝
手
に

テ
コ
入
れ
」
を
よ
く
や
る
の
だ
と
書
か

れ
て
い
ま
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
サ
ー
ビ

ス
や
製
品
な
ど
に
触
れ
る
た
び
、「
こ

う
し
た
ら
も
っ
と
良
く
な
る
の
で
は
」

と
自
分
な
り
に
考
え
て
み
る
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
日
本
銀
行
に
つ
い
て
何
か

ご
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

小
山　

日
本
銀
行
の
製
品
と
い
う
の
は

紙
幣
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
持
っ
て
い
な

い
人
は
い
な
い
。
こ
ん
な
商
品
は
他
に

な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　

僕
は
こ
れ
は
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
だ
と

思
い
ま
す
。
み
ん
な
が
持
っ
て
い
て
注

目
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。
不
謹
慎
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
使
っ
た
面
白

い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
作
れ
そ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
お
金
の
行
方
を
追
え
る

ア
プ
リ
が
あ
っ
た
ら
面
白
い
だ
ろ
う

な
、
と
思
い
ま
す
。
お
札
の
記
番
号
を

入
力
す
る
と
、そ
の
お
札
が
ど
ん
な
人
、

ど
ん
な
土
地
を
経
由
し
て
現
在
に
至
っ

て
い
る
か
が
分
か
る
。

　

お
札
の
流
通
量
を
考
え
れ
ば
、
実
現

は
難
し
い
で
し
ょ
う
け
ど
。
そ
う
い
う

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
お
金
へ
の
接
し
方

が
変
わ
る
気
が
し
ま
す
。
自
分
が
九
州

で
使
っ
た
一
万
円
札
が
北
海
道
へ
行
っ

て
い
た
と
分
か
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
想
像

す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。「
何
で
あ
っ

ち
へ
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
」、「
ど
こ
で
ど

う
い
う
使
わ
れ
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
」

と
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
と
、
実

際
に
お
札
を
出
す
時
に
「
次
は
ど
ん
な

人
の
も
と
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
け

ど
、
お
ま
え
も
頑
張
れ
よ
」
と
い
っ
た

気
持
ち
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
要
す

る
に
、
お
金
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

実
は
僕
は
い
ま
絵
本
（
注
８
）
を
書

い
て
い
て
、
そ
れ
は
、
あ
る
日
突
然
宇

宙
人
が
や
っ
て
き
て
人
々
か
ら
お
金
を

奪
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
物
語
で
す
。

お
金
を
取
ら
れ
た
人
々
は
物
や
サ
ー
ビ

ス
を
や
り
取
り
す
る
と
き
に
お
金
の
代

わ
り
に
拍
手
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
が
、
こ
れ
は
「
思
い
の
こ
も
っ
た
仕

事
に
感
謝
の
拍
手
を
す
る
よ
う
な
気
持

ち
で
お
金
を
使
お
う
ね
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
く
て

書
い
て
い
ま
す
。

―
―
非
常
に
い
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す

ね
。「
資
金
」
と
い
う
言
葉
は
「
志
金
」

と
書
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
人
も
い
ま
す
。お
金
と
い
う
形
で
、

感
謝
や
思
い
の
や
り
取
り
が
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
良
い
社
会
が
生
ま
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
お
忙
し
い
な
か
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

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

感
謝
を
伝
え
る
よ
う
に
お
金
を
使
お
う

の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
む
し

ろ
国
内
外
の
観
光
客
が
東
京
に
集
中
し

て
し
ま
い
、
地
方
に
と
っ
て
は
経
済
的

に
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
、
あ
る

有
名
温
泉
地
の
市
長
さ
ん
が
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
需
要
を
期
待
し
て
前
回
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
と
き
の
新
聞
を
ひ
も

と
い
た
と
こ
ろ
、
当
時
温
泉
客
は
激
減

し
た
と
の
記
事
ば
か
り
だ
っ
た
そ
う
で

す
。

　

で
す
か
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
い
か

に
東
京
を
盛
り
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
ほ

か
の
地
域
ま
で
人
を
運
ん
だ
り
、
拡
散

さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
工
夫
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
な
く
、「
ジ
ャ
パ

ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
に
す
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。

―
―
先
ほ
ど
の
和
の
話
で
言
え
ば
、

東
京
と
地
方
が
う
ま
く
和
え
ら
れ
る

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
山　

そ
う
で
す
ね
。
両
方
の
文
化
が

合
わ
さ
れ
ば
、
日
本
文
化
の
価
値
が
さ

ら
に
高
ま
り
ま
す
。
東
京
や
京
都
は
そ

の
た
め
に
日
本
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
な

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

注 

５　

一
八
七
三
年
開
業
の
、
現
存
す
る
日
本
最

古
の
リ
ゾ
ー
ト
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
。
本
館
な

ど
が
二
〇
〇
五
年
に
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録

さ
れ
て
い
る
。

注 

６　

一
九
九
四
年
に
世
界
文
化
遺
産
登
録
さ
れ

た
京
都
・
下
鴨
神
社
（
賀か

も

み
茂
御
祖お
や
じ
ん
じ
ゃ

神
社
）
に
隣

接
す
る
京
料
理
の
老
舗
。

注 

７　
『
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
』
で
有
名
な
ア
メ
リ

カ
人
映
画
監
督
。
代
表
作
に
『
地
獄
の
黙
示
録
』

な
ど
。
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
も
知

ら
れ
る
。

注 

８　

自
身
が
初
め
て
子
ど
も
向
け
に
書
い
た
絵

本
『
パ
チ
パ
チ
の
ほ
し
』
が
３
月
中
旬
千
倉
書

房
よ
り
発
売
。
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地域の底力 近江八幡市

織
田
信
長
と
豊
臣
秀
次
が
基
盤
を
築
い
た
近
江
八
幡
市
に
は
、

城
下
町
の
名
残
を
と
ど
め
る
美
し
い
町
並
み
と
、

琵
琶
湖
周
辺
の
水
郷
地
域
を
は
じ
め
美
し
い
自
然
が
残
る
。

「
お
か
げ
さ
ん
で
」
と
い
う
言
葉
が
日
常
で
交
わ
さ
れ
る
、

近
江
八
幡
の
人
々
の
胸
に
は
今
な
お
、

古
く
か
ら
培
わ
れ
た
近
江
商
人
の
思
い
が
継
が
れ
て
い
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

桜の花が彩る、春の「八幡堀」

滋
賀
県
近
江
八
幡
市

近
江
商
人
の
発
祥
の
地
、

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
根
づい
た

自
立
自
助
の
ま
ち
づ
く
り
と

「
三
方
よ
し
」の
精
神

近
江
商
人
の
発
祥
の
地
、

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
根
づい
た

自
立
自
助
の
ま
ち
づ
く
り
と

「
三
方
よ
し
」の
精
神
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今
も
確
か
に
継
が
れ
る 

近
江
商
人
の
精
神

　

近
江
商
人
発
祥
の
地
で
あ
る
近
江
八

幡
市
は
、
琵
琶
湖
の
南
東
、
滋
賀
県
中

央
部
に
位
置
す
る
。
こ
の
地
が
歴
史
の

表
舞
台
に
登
場
す
る
の
は
、
天
下
統
一

を
目
指
し
た
織
田
信
長
が
安
土
城
を
築

城
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
豊
臣

秀
吉
の
甥
の
秀
次
が
八
幡
山
城
を
築
城

し
、
信
長
時
代
以
来
の
楽
市
楽
座
の
も

と
で
、
城
下
町
や
商
い
は
栄
え
た
。

　

八
幡
山
城
築
城
の
一
〇
年
後
、
豊
臣

家
の
跡
継
ぎ
争
い
を
巡
っ
て
秀
次
が

二
八
歳
の
若
さ
で
自
決
の
運
命
を
た
ど

る
と
、
秀
次
が
築
い
た
壮
麗
な
城
も
廃

さ
れ
た
が
、
交
通
の
要
所
、
商
い
の
拠

点
と
し
て
の
役
割
は
残
っ
た
。

　

そ
の
後
、
近
江
八
幡
は
実
質
的
に
商

人
た
ち
が
中
心
と
な
る
自
治
都
市
と
し

て
江
戸
時
代
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
殿
様

に
は
頼
れ
な
い
、
自
分
た
ち
だ
け
で
生

き
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
立
、
自
助
の
精

神
が
い
つ
し
か
育は

ぐ
くま

れ
、
そ
れ
が
や

が
て
全
国
に
散
る
近
江
商
人
の
礎

い
し
ず
えに

な
っ
て
い
く
。

　

彼
ら
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
理

念
は
、「
三
方
よ
し
」。
売
り
手
よ
し
、

買
い
手
よ
し
、
世
間
よ
し
。
自
分
た
ち

だ
け
が
も
う
け
る
の
で
は
な
く
、
お
客

さ
ま
が
喜
び
、
さ
ら
に
は
社
会
に
貢
献

で
き
る
商
い
を
、
と
い
う
も
の
だ
。

　

質
実
も
ま
た
、
近
江
商
人
の
心
得
の

ひ
と
つ
。
近
江
八
幡
市
に
は
昔
な
が
ら

の
瓦
屋
根
が
続
く
町
並
み
が
残
り
、
か

つ
て
の
豪
商
の
屋
敷
の
一
部
は
資
料
館

と
し
て
見
学
で
き
る
。
い
ず
れ
も
構
え

は
大
き
い
が
、
表
立
っ
て
華
美
な
印
象

は
受
け
な
い
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば

引
き
戸
に
大
き
な
一
枚
板
が
使
わ
れ
て

い
る
な
ど
、
よ
く
見
れ
ば
贅ぜ

い
が
尽
く
さ

れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

自
立
、
自
助
、
三
方
よ
し
、
質
実
。

そ
の
精
神
が
今
な
お
継
が
れ
て
い
る

と
、
取
材
を
重
ね
な
が
ら
追
々
気
づ
く

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
緒

い
と
ぐ
ちを

与

え
て
く
れ
た
の
は
、
近
江
八
幡
市
長
の

冨ふ

じ士
谷た

に

英え
い
し
ょ
う正
氏
だ
っ
た
。

　

一
〇
年
に
市
長
に
就
任
し
た
冨
士
谷

氏
は
、
思
い
き
っ
た
行
財
政
改
革
を
断

行
し
て
い
る
。
ま
ず
は
人
件
費
を
削
減

し
、
総
事
業
決
算
対
比
で
二
三
％
か
ら

一
七
％
へ
と
縮
小
さ
せ
た
。
単
に
職
員

を
解
雇
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
保
育
園

や
給
食
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
、
市
が
関

わ
っ
て
い
た
施
設
の
一
部
を
民
営
化
し

た
結
果
だ
。　

　

さ
ら
に
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
、
学

校
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
い
っ

た
教
育
、
文
化
関
連
の
建
物
を
集
結
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
学
校
と
渡

り
廊
下
で
つ
な
げ
ら
れ
、
災
害
時
に
は

避
難
施
設
に
な
る
。

　
「
ま
と
め
た
方
が
人
が
集
ま
っ
て
賑に

ぎ

わ
い
が
高
ま
る
。
そ
し
て
、
絶
対
に
安

八幡堀周辺には江戸時代末期建築の豪商の屋敷をはじ
め古い町並みが続いている。

JR草津線

名
神
高
速
道
路

東
海
道
新
幹
線

大津

琵琶湖

沖島

北
陸
自
動
車
道

J
R
湖
西
線

JR琵
琶
湖
線

八幡山城跡

近江八幡

草津

米原

滋賀県

J
R
北
陸
本
線

早朝からエネルギッシュに市政に取り組む冨
士谷英正市長。そのスタイルは就任以来、今
も変わらず続いている。

右／かつて城があっ
た八幡山の山麓「八
幡公園」には、豊臣
秀次の像が建つ。
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く
あ
が
る
。
僕
に
も
近
江
商
人
の
血
が

流
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
株
式
会
社

近
江
八
幡
、
自
治
体
経
営
も
本
質
は
企

業
経
営
と
同
じ
だ
と
言
っ
て
る
ん
で

す
。
が
め
つ
く
も
う
け
て
、
ス
マ
ー
ト

に
使
う
（
笑
）」　

　

冨
士
谷
市
長
は
冗
談
め
か
し
て
笑
っ

て
み
せ
た
が
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
よ
り

生
じ
た
「
も
う
け
」
は
、
福
祉
・
教
育

分
野
な
ど
に
注
が
れ
て
い
る
。

　
「
大
切
な
の
は
や
は
り
、
住
み
た
い

と
思
う
魅
力
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
こ

と
。
当
市
は
高
齢
者
の
た
め
の
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
、
特
別
養
護
施
設
、
老
健
施

設
な
ど
は
か
な
り
充
実
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
財
政
に
も
配
慮
し
て
、
や
り
す

ぎ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け

つ
つ
で
す
が
。一
方
、保
育
施
設
の
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
に
余
力
を
も
た
せ
る
よ
う
心

掛
け
て
い
ま
す
」

　

冨
士
谷
氏
が
市
長
に
な
っ
て
か
ら

転
入
者
が
増
え
、
人
口
は
現
在
約

八
万
二
五
〇
〇
人
に
ま
で
増
加
。
出
生

数
も
増
え
、
嬉う

れ
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い

る
。

　

も
っ
と
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
建
設
に
関
す
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
。
通
常
な
ら
ば
行
政
側
が

補
助
金
を
出
し
、
候
補
地
の
住
民
に
徹

底
し
て
頭
を
下
げ
、
な
ん
と
か
話
が
ま

と
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

市
長
が
と
っ
た
策
は
逆
だ
っ
た
。

　
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
受
け
入

れ
て
も
い
い
と
い
う
自
治
会
は
、
手
を

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
、
皆
さ
ん
に

投
げ
か
け
た
ん
で
す
」

　

受
け
入
れ
た
場
合
、
一
〇
年
で
一
億

円
が
自
治
会
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

支
給
さ
れ
る
。ほ
か
に
も
利
点
は
あ
る
。

廃
棄
物
は
単
な
る
ご
み
で
は
な
く
、
焼

却
の
余
熱
を
使
っ
て
発
電
や
温
水
プ
ー

ル
も
で
き
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
。
そ

ん
な
施
設
の
メ
リ
ッ
ト
を
、
市
は
積
極

的
に
住
民
に
宣
伝
し
て
き
た
。
果
た
し

て
、
三
つ
の
自
治
会
が
立
候
補
し
た
そ

う
だ
。住
民
の
意
見
の
と
り
ま
と
め
も
、

自
治
会
が
行
っ
た
。

　
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
人
間

の
経
済
活
動
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
。
火
葬
場
や
し
尿
処
理
施
設
も
同
じ

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
お
金
を
も
ら
っ

た
か
ら
引
き
受
け
る
と
い
う
発
想
は
人

間
を
悪
く
し
ま
す
。
損
か
得
か
の
世
界

な
ん
て
、
味
気
な
い
で
し
ょ
う
」

　

効
率
に
徹
し
て
改
革
を
進
め
て
い
る

よ
う
に
見
え
つ
つ
、
そ
の
裏
に
は
深
い

情
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
知
り
、
思
わ

ず
胸
が
熱
く
な
る
。

　
「
行
政
が
な
ん
と
か
せ
い
、
は
昔
の

話
。
皆
さ
ん
は
ど
う
し
た
い
ん
で
す

か
？　

ま
ず
は
そ
れ
を
教
え
て
く
だ
さ

い
、
と
僕
ら
は
言
う
ん
で
す
。
行
政
も

行
動
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
か
わ
り
、
皆

さ
ん
も
責
任
を
も
っ
て
く
だ
さ
い
と
」

（
冨
士
谷
市
長
）

「
い
い
も
の
」
を
守
れ
ば

お
の
ず
と 

商
い
に
な
る
と
の
思
い

　

シ
ビ
ア
に
も
聞
こ
え
る
が
、
近
江

八
幡
市
で
は
住
民
た
ち
が
自
分
で
考

え
、
自
ら
行
動
に
移
し
た
過
去
の
実
績

が
あ
っ
た
。
豊
臣
秀
次
の
時
代
に
つ
く

ら
れ
た
「
八は

ち
ま
ん
ぼ
り

幡
堀
（
全
長
約
五
キ
ロ
）」

の
再
生
の
取
り
組
み
だ
。
そ
の
名
の
と

お
り
八
幡
山
城
の
防
御
の
た
め
に
開
削

さ
れ
た
八
幡
堀
に
は
、
琵
琶
湖
の
水
が

直
接
引
き
込
ま
れ
、
運
河
と
し
て
の
役

割
も
あ
っ
た
。

　

琵
琶
湖
南
東
岸
を
通
る
船
は
す
べ
て

八
幡
浦
を
経
由
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
秀
次
の
お
達
し
以
来
、
近
江
八

幡
は
流
通
の
拠
点
と
な
り
、
同
時
に
多

く
の
情
報
と
物
資
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

し
か
し
、
時
代
の
変
化
や
水
位
の
低
下

と
と
も
に
琵
琶
湖
の
水
運
は
廃す

た
れ
、
堀

の
役
割
は
失
わ
れ
る
。

　

加
え
て
明
治
期
、
鉄
道
が
敷
か
れ
る

際
に
、
煙
を
吐
く
列
車
は
街
中
を
走
っ

て
欲
し
く
な
い
と
の
意
見
が
多
数
を
占

め
た
こ
と
が
、
後
に
大
き
く
影
響
す

る
。
八
幡
堀
か
ら
徒
歩
で
三
〇
分
近
く

か
か
る
場
所
に
建
っ
た
駅
を
中
心
に
新

近江八幡地域の底力

JR草津線

名
神
高
速
道
路

東
海
道
新
幹
線

大津

琵琶湖

沖島

北
陸
自
動
車
道

J
R
湖
西
線

JR琵
琶
湖
線

八幡山城跡

近江八幡

草津

米原

滋賀県

J
R
北
陸
本
線

しばしば時代劇の舞台となる「八幡堀」では、昔風の小
舟に乗り、ゆるり景色を楽しむ観光客の姿も見られる。
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し
い
町
が
広
が
り
、
城
下
町
だ
っ
た
古

い
町
並
み
や
八
幡
堀
の
存
在
を
知
ら
な

い
ま
ま
に
暮
ら
す
住
民
も
増
え
て
い
た

の
だ
。

　

無
用
と
な
っ
た
上
、
六
〇
年
代
に
は

ヘ
ド
ロ
の
悪
臭
が
あ
た
り
に
漂
う
ほ
ど

水
が
汚
れ
、
そ
の
対
策
と
し
て
埋
め
立

て
に
行
政
が
動
き
出
し
た
の
は
自
然
の

成
り
行
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
時
に
「
堀
を
埋
め
た
瞬
間
か
ら
後
悔

が
は
じ
ま
る
」
と
い
う
声
が
、
地
元
の

青
年
会
議
所
か
ら
あ
が
っ
た
。

　
「
ま
ち
が
今
あ
る
の
は
八
幡
堀
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。
八
幡
堀
は
み
ん
な

の
も
の
だ
」
と
い
う
意
識
が
地
元
の
若

者
の
間
で
甦
よ
み
が
え

っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
未

来
の
子
ど
も
に
歴
史
あ
る
景
色
を
残
す

た
め
に
、自
分
た
ち
で
汗
を
か
こ
う
と
、

再
生
の
た
め
の
活
動
が
始
ま
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
既
に
堀
の
埋
め
立
て
に

向
け
て
動
き
出
し
た
後
の
こ
と
、
す
ぐ

に
は
行
政
や
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
も
青
年
会
議
所
の
メ

ン
バ
ー
が
毎
週
八
幡
堀
へ
入
っ
て
清
掃

を
続
け
た
と
こ
ろ
、
次
第
に
市
民
の
目

が
変
化
し
、
清
掃
に
参
加
す
る
人
や
そ

の
人
た
ち
に
食
べ
物
等
を
差
し
入
れ
る

人
が
増
え
て
い
っ
た
。
近
江
八
幡
の
誇

り
を
自
ら
の
手
で
取
り
戻
す
事
業
と
し

て
、共
感
の
輪
が
広
が
り
始
め
た
の
だ
。

そ
の
結
果
、
滋
賀
県
は
進
み
か
け
て
い

た
改
修
工
事
を
中
止
し
、
国
に
そ
の
予

算
を
返
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

現
在
の
八
幡
堀
は
、
以
前
の
状
況
が

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
明
媚
さ
で
あ

る
。
風
情
あ
る
そ
の
姿
ゆ
え
に
、
テ
レ

ビ
や
映
画
の
時
代
劇
の
撮
影
場
所
と
し

て
頻
繁
に
使
わ
れ
、
大
勢
の
観
光
客
が

日
々
訪
れ
て
い
る
。

　

実
は
近
江
八
幡
市
は
、
〇
四
年
に
施

行
さ
れ
た
国
の
景
観
法
に
基
づ
き
、
最

初
に
景
観
計
画
を
策
定
し
た
自
治
体

だ
。
守
る
べ
き
美
し
い
景
色
は
、
大
き

く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
八
幡
堀
を
要
と

し
て
旧
家
が
続
く
街
中
と
、
水
郷
や
豊

か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
郊
外
の
エ
リ

ア
だ
。

　

水
郷
も
、
埋
め
立
て
て
整
備
す
る
話

が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
も

景
観
は
保
た
れ
、
今
や
葦よ

し
が
茂
る
な
か

を
小
舟
で
行
く
水
郷
め
ぐ
り
も
近
江
八

幡
観
光
の
目
玉
の
ひ
と
つ
に
。

　

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
創
業
以

来
、
近
江
牛
の
販
売
や
飲
食
店
を
手
が

け
る
「
毛も

り

し

ま

利
志
満
」
を
営
み
、
現
在
は

近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会
の
会
長
を
務

め
る
森
嶋
篤と

く

雄お

氏
が
語
る
。

　
「
こ
の
ま
ち
へ
の
観
光
入
込
客
数
は
、

八幡堀沿いは、観光客のみならず地元の人にとっ
ても癒やしを与えてくれる散歩道。町家を利用し
たカフェなど、若い世代の注目も集めている。

近江八幡観光物産協会会長を務める森嶋篤雄氏。
協会の事務局が置かれている登録有形文化財の「白
雲館」を背にして。

すだれの材料ともなる、葦が生い茂る水郷地域。この地
域の葦は上質で、かつて織田信長に献上されたことも。



NICHIGIN 2014 NO.3713

数
年
前
か
ら
年
間
二
五
〇
万
人
か
ら

三
〇
〇
万
人
に
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し

た
が
、
単
純
に
は
喜
ん
で
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。観
光
客
の
満
足
度
を
考
え
た
ら
、

む
や
み
に
人
数
を
増
や
そ
う
と
は
思
い

ま
せ
ん
。
ま
ち
の
受
け
入
れ
態
勢
を
超

え
て
大
勢
の
お
客
さ
ん
が
来
た
ら
ど
う

な
る
か
。
行
っ
た
け
ど
大
変
だ
っ
た
、

車
は
混
ん
で
い
る
し
、
停
め
る
と
こ
ろ

は
な
い
し
、
見
る
と
こ
ろ
も
見
な
い
で

疲
れ
て
帰
っ
て
き
た
わ
、
と
な
り
ま
す

ね
。
だ
か
ら
、
近
江
八
幡
の
魅
力
を
十

分
に
感
じ
て
も
ら
い
、ま
た
来
た
い
な
、

と
思
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
腹
八
分

目
が
肝
心
な
ん
で
す
」

　

大
が
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
巷

ち
ま
た

で
人
気
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
、
Ｂ
級
グ
ル
メ

を
創
り
出
す
打
ち
上
げ
花
火
の
よ
う
な

ア
イ
デ
ア
は
、
観
光
関
連
の
話
し
合
い

の
場
が
あ
っ
て
も
自
然
と
流
さ
れ
る
。

景
色
と
調
和
し
な
い
派
手
な
看
板
も
近

江
八
幡
で
は
見
か
け
な
い
。

　
「
仕
掛
け
で
宣
伝
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
も
の
を
少
し
磨
か
せ
て
い
た
だ
い

て
、
皆
さ
ま
の
目
に
つ
く
よ
う
に
し
よ

う
と
。
い
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
れ
ば

や
が
て
信
用
が
生
ま
れ
る
は
ず
。
消

費
す
る
よ
う
な
観
光
対
策
で
は
な
く
、

今
だ
け
良
け
れ
ば
い
い
の
で
も
な
く
、

先
々
ま
で
市
民
に
も
観
光
客
に
も
愛
さ

れ
る
ま
ち
で
あ
り
た
い
ん
で
す
」

人
任
せ
に
し
な
い 

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

　

そ
ん
な
近
江
八
幡
流
を
具
現
化
し
た

の
が
、
創
業
一
八
七
二
年
の
和
菓
子
舗

「
た
ね
や
」
だ
。
駅
か
ら
離
れ
た
旧
市

街
に
建
つ
日ひ

む

れ
牟
禮

八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
境け

い
だ
い内

に
、

飲
食
、
カ
フ
ェ
も

兼
ね
た
「
近
江
八

幡
日
牟
禮
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
」
を
オ
ー

プ
ン
し
た
の
は
、

〇
三
年
の
こ
と
。

か
つ
て
こ
の
地
に

暮
ら
し
た
、
建
築

家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
（
注
）
が
設
計
し
た
邸
宅
も
利
用
し

た
試
み
だ
。

　

た
ね
や
四
代
目
を
継
い
だ
山
本
昌ま

さ

仁ひ
と

氏
が
語
っ
て
く
れ
た
そ
の
背
景
は
、
な

る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

　
「
駅
の
よ
う
な
近
代
的
な
も
の
は
、

い
つ
か
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
、
お
宮
さ
ん
は
、
絶
対
に
揺
る
ぎ
な

い
と
い
う
考
え
で
し
た
」

　

日
牟
禮
八
幡
宮
は
正
月
と
も
な
れ
ば

賑
わ
う
が
、
そ
の
頃
は
ふ
だ
ん
、
界か

い
わ
い隈

の
人
通
り
が
多
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、「
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
」
と

の
声
も
聞
こ
え
た
そ
う
だ
。
実
際
、
し

ば
ら
く
は
苦
労
が
続
い
た
が
、「
た
ね

や
」
の
お
い
し
さ
と
知
名
度
が
あ
が
る

に
つ
れ
客
足
は
伸
び
、洋
菓
子
部
門（
ク

ラ
ブ
ハ
リ
エ
）
の
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の

人
気
も
相
ま
っ
て
、
現
在
で
は
県
内
外

か
ら
年
間
六
〇
万
人
も
の
客
が
こ
の
店

を
訪
れ
る
。

　

山
本
氏
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
も
積

極
的
に
関
わ
っ
て
お
り
、
一
三
年
に

は
「（
株
）
ま
っ
せ
」
を
立
ち
上
げ
た
。

一
〇
年
に
旧
近
江
八
幡
市
と
旧
安
土
町

と
が
合
併
し
た
が
、「
ま
っ
せ
」
で
は

双
方
を
結
ぶ
自
転
車
ル
ー
ト
を
設
け
、

観
光
客
の
散
策
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
い

う
プ
ラ
ン
実
現
に
動
い
て
い
る
。
企
業

形
態
に
し
た
こ
と
で
、
物
事
が
ス
ム
ー

ズ
に
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
補
助
金
だ
け
に
頼
っ
て
い
た
ら
、

が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
も
、
な
に
か
あ
れ
ば
行
政
の
責
任
、

政
治
の
責
任
に
な
る
。
で
も
、
選
ん
で

い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
な
の
だ
か
ら
、
自

分
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
任
せ
に
し
な
い
ま
ち

づ
く
り
。
こ
れ
か
ら
絶
対
に
重
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」　

　
「
ま
っ
せ
」
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ

近江八幡地域の底力

近江八幡で育った以上は、次世代の子どもが住
みたいと思うまちにしたいという「たねや」社長、
山本昌仁氏。「まっせ」の代表として、新しいま
ちづくりにも取り組んでいる。

古くから近江商人の信仰を集めてきた「日牟禮八幡宮」。古木が生い茂る境内には、
どっしりとした拝殿や本殿が静かにたたずんでいる。

（注）米国生まれ。明治後期に来日し、近江八幡を拠点に活動。
数多くの西洋建築を設計したほか、近江兄弟社、ヴォーリズ
記念病院などを創立した。
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に
、古
い
民
家
の
再
利
用
を
目
指
す「
町

家
バ
ン
ク
」
が
あ
る
。
住
人
が
い
な

い
、
実
質
空
き
家
状
態
の
古
い
町
家
は

約
五
〇
軒
。そ
れ
を
登
録
し
て
も
ら
い
、

建
物
の
保
存
の
た
め
に
も
、
他
県
を
ふ

く
め
て
広
く
借
り
る
人
を
募
る
と
い
う

シ
ス
テ
ム
だ
。

　

事
務
局
を
預
か
る
田
口
真
太
郎
氏
に

よ
れ
ば
、「
近
隣
景
観
形
成
協
定
地
区
」

に
指
定
さ
れ
る
と
自
治
体
や
国
か
ら
多

少
な
り
と
も
補
助
が
受
け
ら
れ
る
も
の

の
、
瓦
ひ
と
つ
に
し
て
も
受
注
生
産
と

な
る
だ
け
に
、
そ
の
維
持
は
大
変
な
の

だ
と
い
う
。
加
え
て
不
動
産
は
権
利
問

題
が
複
雑
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
バ
ン
ク

を
運
営
し
て
い
く
上
で
の
支
障
や
課
題

は
少
な
く
な
い
。
町
家
の
住
民
が
、
次

第
に
高
齢
化
し
て
き
て
い
る
の
も
否
め

な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
六
軒
の
契
約

が
成
立
し
、
う
ち
四
軒
は
カ
フ
ェ
や

べ
ー
カ
リ
ー
と
い
っ
た
洒し

ゃ
れ落
た
店
舗

に
。
若
い
世
代
が
ま
ち
に
新
風
を
吹
き

込
ん
だ
。
さ
ら
に
は
町
家
を
巡
る
イ
ベ

ン
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
影
響
も
と

も
な
い
、
地
元
の
人
た
ち
の
な
か
で
旧

市
街
や
町
家
の
認
知
が
高
ま
っ
た
と
、

田
口
氏
は
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

地
域
の
絆
を 

再
び
取
り
戻
す
た
め
に

　

そ
ん
な
田
口
氏
は
、
実
は
茨
城
県
の

新
興
住
宅
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
滋
賀

県
の
大
学
で
都
市
計
画
を
学
ん
だ
こ
と

か
ら
近
江
八
幡
と
縁
が
生
ま
れ
、
卒
業

後
に
移
り
住
ん
だ
。
町
家
暮
ら
し
も
体

験
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
大
変
さ
を
実
感

し
た
と
同
時
に
、
一
度
心
が
通
じ
合
え

ば
、
家
や
庭
の
手
入
れ
に
近
所
の
人
々

が
尽
力
し
て
く
れ
る
と
、
身
を
も
っ
て

知
っ
た
と
い
う
。

　
「
清
掃
活
動
や
お
祭
り
ま
で
、
地
元

の
人
に
と
っ
て
は
参
加
す
る
の
が
当
た

り
前
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
僕
ら
の
世

代
で
は
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
人
も
い
る
。
そ
の
橋
渡
し
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
と
に
町
家
の

保
存
と
お
祭
り
と
い
う
の
は
、
密
接
に

つ
な
が
る
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
「
ま
っ
せ
」
の
取
締
役
の
ひ
と
り
で

あ
り
、
近
江
八
幡
商
工
会
議
所
会
頭
の

秋
村
田た

つ

お
津
夫
氏
も
ま
た
、
祭
り
の
重
要

性
を
訴
え
る
。

　

近
江
八
幡
市
に
は
江
戸
時
代
か
ら
続

く
「
左さ

ぎ義
長ち

ょ
うま

つ
り
」、
応
神
天
皇
の

日
牟
禮
八
幡
宮
へ
の
参
拝
に
由
来
す
る

と
も
い
わ
れ
る
「
八
幡
ま
つ
り
」
と
い

う
、
い
ず
れ
も
国
の
無
形
民
俗
文
化
財

に
選
択
さ
れ
た
火
祭
り
が
継
が
れ
て
き

た
が
、
若
い
世
代
の
流
出
に
よ
り
、
そ

の
文
化
が
廃
れ
つ
つ
あ
る
地
域
も
見
ら

れ
る
。

　
「
祭
り
が
あ
る
と
集
落
が
か
た
ま
る
。

気
持
ち
を
ひ
と
つ
に
し
て
く
れ
る
ん
で

す
。
そ
の
た
め
に
も
保
存
会
を
立
ち
上

げ
た
い
ん
で
す
」

　

実
は
旧
近
江
八
幡
市
と
旧
安
土
町
、

双
方
の
地
域
で
共
通
す
る
祭
り
の
か
け

声
が
、「
ま
わ
せ
」と
い
う
意
味
の「
ま
っ

せ
」
な
の
だ
と
、
秋
村
さ
ん
は
話
す
。

「
左
義
長
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ
は
織
田
信

長
時
代
の
安
土
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

山だ

し車
を
引
き
回
す
と
き
の
か
け
声
が
、

『
ま
っ
せ
』
な
ん
で
す
」

　

祭
り
は
集
落
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
の

地
域
の
心
を
つ
な
げ
る
大
切
な
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
り
そ
う
だ
。

　

ま
た
、
商
工
会
議
所
で
は
伝
統
野
菜

「
北き

た
之の

庄し
ょ
う
菜な

」
の
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
江
戸
時
代
末

期
か
ら
昭
和
三
十
年
代
に
か
け
て
、
農

家
が
漬
物
用
に
栽
培
し
て
い
た
野
菜

「町家バンク」の要を担う田口真太
郎氏。町家暮らしに憧れる人は全国
でも少なくないが、新しい住人が近
江八幡の伝統や文化にほれ込むこと
こそが大切だと話す。

三
月
の
「
左
義
長
ま
つ
り
」（
左
）、四
月
の
「
八
幡
ま
つ
り
」（
上
）
と
、

春
は
近
江
八
幡
が
賑
わ
う
季
節
。
ま
つ
り
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
松
明
や
山
車
を
作
る
作
業
を
介
し
て
住
民
の
心
が
つ
な
が
る
。
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は
、食
生
活
の
変
化
に
と
も
な
い
、い
っ

た
ん
姿
を
消
し
た
が
、
偶
然
に
種
が
発

見
さ
れ
て
復
活
。
給
食
で
の
利
用
や
、

加
工
品
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、
そ
の
存

在
価
値
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
「
た
ね
や
」
で
は
、
今
秋
、
豊

か
な
自
然
が
残
る
郊
外
に「
ラ・コ
リ
ー

ナ
近
江
八
幡
」
と
い
う
新
し
い
施
設
を

オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
予
定
だ
。
菓
子
の
販

売
の
み
な
ら
ず
、
山さ

ん
野や

草そ
う
の
農
園
や
菜

園
な
ど
も
設
け
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
の

農
業
体
験
も
行
わ
れ
る
計
画
。

　

近
江
八
幡
の
個
性
や
魅
力
を
未
来
に

伝
え
る
た
め
の
、
い
わ
ば
種
ま
き
が
少

し
ず
つ
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と

を
思
い
な
が
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
務
め
て
五
年
目
に
な
る
と
い
う
平

松
清
廣
氏
と
と
も
に
、
旧
市
街
を
あ
ら

た
め
て
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
み
る
。

　

町
家
に
は
表
札
が
か
か
り
、
軒
先
に

は
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
植
木
鉢
が
並

ぶ
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
的
に
創
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
住
民
た
ち
が
こ
こ
で
生

活
し
つ
つ
、
昔
な
が
ら
の
景
色
を
今
も

紡つ
む
い
で
い
る
の
だ
。

　

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
語
る
平
松
氏
の

案
内
は
巧
み
な
が
ら
、
も
と
も
と
は
ふ

つ
う
の
会
社
員
だ
っ
た
と
い
う
。

「
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
協
会
主

催
の
『
近
江
八
幡
ふ
る
さ
と
観
光
塾
』

が
き
っ
か
け
で
す
。
自
分
が
住
ん
で
い

る
近
く
に
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い

景
色
が
残
っ
て
い
る
と
知
っ
て
感
動
し

た
。
自
分
で
も
そ
れ
を
広
め
ら
れ
た
ら

い
い
な
と
」

　

現
在
、
五
四
名
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
、

観
光
客
の
案
内
役
を
務

め
る
が
、
そ
の
多
く
は

近
江
八
幡
に
魅
せ
ら
れ

た
移
住
者
な
の
だ
そ
う

だ
。

　

移
住
者
の
動
向
で
注

目
し
た
い
の
は
、
駅
近

く
の
利
便
性
の
高
い
住
宅
地
で
は
な

く
、
自
然
が
残
る
郊
外
が
選
ば
れ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
京
都
ま
で
三
〇
分
、
大
阪

は
一
時
間
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
が

ら
美
し
い
景
色
が
広
が
り
、
場
所
に

よ
っ
て
は
家
の
窓
か
ら
琵
琶
湖
が
望
め

る
。

　
「
景
観
」、
近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会

の
森
嶋
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
い
い

も
の
」
を
守
る
選
択
を
し
た
近
江
八
幡

は
、図
ら
ず
も
人
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

　

森
嶋
氏
は
ま
た
、
こ
ん
な
話
も
し
て

く
れ
た
。

　
「
こ
の
ま
ち
の
商
家
に
は
、
共
通
す

る
姿
勢
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
ひ
と
つ
は

商
売
を
し
た
ら
店
を
つ
ぶ
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
皆

さ
ん
の
お
か
げ
で
商
売
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
」

近江八幡地域の底力

絶滅したと思われていた北之庄菜は、10 年ほど前に地元農家の
マッチ箱から種が発見され、再び栽培が始まった。

琵琶湖東南岸にある最大の内湖「西
にし

の湖
こ

」もまた、かつて
の水郷の景色を残す近江八幡の宝のひとつ。2008 年には
琵琶湖の「ラムサール条約湿地登録エリア」に追加された。

　

道
で
知
人
と
会
え
ば
、「
こ
ん
に
ち

は
、
ど
う
で
す
か
。
気き

ば張
っ
て
は
り
ま

す
か
」と
挨
拶
す
る
。そ
れ
に
対
し
、「
お

か
げ
さ
ん
で
」
と
返
す
の
が
近
江
八
幡

の
習
わ
し
だ
。

　
「
こ
の
地
の
考
え
方
と
文
化
が
守
ら

れ
て
い
れ
ば
、
永
久
に
安
泰
だ
と
思
い

ま
す
。
社
会
に
ど
ん
な
変
化
が
起
き
て

も
耐
え
て
い
け
る
」

　

秀
次
が
城
を
築
い
た
八
幡
山
を
仰
ぎ

見
な
が
ら
、
冨
士
谷
市
長
の
言
葉
を
思

い
出
し
た
。

　

商
い
の
才
覚
や
背
後
に
あ
る
歴
史

は
、
一
朝
一
夕
で
積
み
上
げ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
三
方
よ

し
」
の
気
配
り
を
は
じ
め
、
こ
の
地
に

根
づ
い
た
精
神
が
町
並
み
に
宿
り
、
輝

き
を
放
つ
。
今
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は

大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

「
若
手
が
活
動
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
の
が
自
分
の
役
目
」
と
語
る
近
江
八

幡
商
工
会
議
所
の
秋
村
田
津
夫
会
頭
。
生
物
の
も
つ
優
れ
た
機
能
を
工
学
に

応
用
す
る
バ
イ
オ
ミ
メ
テ
ィ
ク
ス
を
近
江
八
幡
で
育
て
る
活
動
に
も
取
り
組

ん
で
い
る
。
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岩田規久男

完
成
と
思
え
ば
成
長
な
し

岩
田　

二
人
と
も
昭
和
十
七
年

（
一
九
四
二
）
生
ま
れ
の
同
い
年
で
す
か

ら
、
肩
の
力
を
抜
い
て
や
り
ま
し
ょ
う
。

青
木　

そ
の
ほ
う
が
僕
も
安
心
し
て

し
ゃ
べ
れ
ま
す
。
か
し
こ
ま
っ
て
や
る

の
は
苦
手
な
の
で
…
…
。

岩
田　

日
本
銀
行
と
い
う
と
、
か
し

こ
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
が
ち
で
す

が
、
青
木
さ
ん
は
日
銀
に
ど
ん
な
イ

メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
す
か
。

青
木　

初
め
て
日
銀
に
来
ま
し
た
が
、

何
か
重
厚
な
雰
囲
気
を
感
じ
ま
す
。
こ

こ
が
金
融
の
中
心
で
、
僕
の
持
っ
て
い

る
お
札
が
こ
こ
か
ら
来
た
の
か
と
。

岩
田　

そ
う
お
っ
し
ゃ
る
青
木
さ
ん

は
、
長
年
ゴ
ル
フ
界
の
中
心
で
す
。
賞

金
王
五
回
、
日
本
、
世
界
で
ゴ
ル
フ
殿

堂
入
り
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は

六
度
目
の
エ
ー
ジ
シ
ュ
ー
ト
（
注
１
）
を

達
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

青
木　

ゴ
ル
フ
は
生
涯
現
役
。
実
は

僕
は
、
今
年
の
六
月
一
日
で
プ
ロ
生
活

五
〇
年
に
な
り
ま
す
。

岩
田　

で
は
、
プ
ロ
半
世
紀
を
振
り

返
っ
て
み
て
。

青
木　

ゴ
ル
フ
と
の
出
会
い
は
、
中

学
生
の
と
き
に
キ
ャ
デ
ィ
ー
を
や
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
就
職
先
も
ゴ

師
匠
の
技
を「
目
で
盗
む
」
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世
界
四
大
ツ
ア
ー
す
べ
て
で
優
勝
さ
れ
、

通
算
八
五
勝
と
偉
大
な
記
録
を
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ど
れ
が
一
番
記

憶
に
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

青
木　

そ
れ
ぞ
れ
思
い
出
が
あ
り
ま
す

が
、一
番
は
八
三
年
の
ハ
ワ
イ
ア
ン
オ
ー

プ
ン
で
す
ね
。日
本
人
初
の
全
米
ツ
ア
ー

初
優
勝
で
す
。

　

あ
の
と
き
は
ト
ッ
プ
タ
イ
で
パ
ー
５
の

最
終
ホ
ー
ル
ま
で
い
っ
た
ん
で
す
が
、
一

打
目
も
二
打
目
も
ミ
ス
し
て
ラ
フ
に
そ
れ

た
。一
方
、ト
ッ
プ
で
並
ん
で
い
た
相
手

は
四
打
で
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
僕
は
三
打

目
を
直
接
入
れ
て
勝
ち
ま
し
た
。

岩
田　

追
い
つ
く
の
が
精
い
っ
ぱ
い
の

状
況
で
逆
転
勝
ち
と
は
、
ま
さ
し
く
ミ

ラ
ク
ル
シ
ョ
ッ
ト
で
す
ね
。

青
木　

ピ
ン
ま
で
残
り
一
二
八
ヤ
ー
ド
。

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は
、
ま
ず
グ
リ
ー

ン
に
乗
せ
て
、
ワ
ン
パ
ッ
ト
で
沈
め
て
何

と
か
プ
レ
ー
オ
フ
に
持
ち
込
む
と
い
う
シ

ナ
リ
オ
で
す
。
パ
ッ
ト
に
は
自
信
が
あ
り

ま
し
た
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
に
乗
せ
ら
れ
る

か
が
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。

　

勝
利
を
決
め
た
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
キ
ャ

デ
ィ
ー
の
助
言
を
聞
か
ず
、
迷
わ
ず
飛

距
離
の
出
な
い
ピ
ッ
チ
ン
グ
ウ
エ
ッ
ジ

を
選
び
ま
し
た
。
こ
の
場
面
は
通
常
な

ら
九
番
ア
イ
ア
ン
で
す
。
手
前
に
バ
ン

カ
ー
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
。
で
す
が
あ

（
注 

２
）
戦
後
復
興
期
の
日

本
ゴ
ル
フ
界
を
支
え
た
プ

ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
。
引
退

後
は
解
説
者
、
指
導
者

と
し
て
活
躍
。
文
部
大

臣
ス
ポ
ー
ツ
功
労
者
顕

彰
な
ど
受
賞
。

ル
フ
場
で
し
た
。
お
世
話
に
な
っ
て
い

た
林
由
郎
さ
ん
（
注
２
）
が
、
六
一
年

の
日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
選
手
権
に
勝
っ
て

三
〇
万
円
を
獲
得
し
ま
し
た
。
当
時
だ

と
総
ヒ
ノ
キ
の
家
が
建
つ
金
額
で
す
。

そ
れ
で
、
よ
し
、
オ
レ
も
や
っ
て
や
ろ

う
と
プ
ロ
を
目
指
し
ま
し
た
。

岩
田　

ゴ
ル
フ
の
技
術
は
林
プ
ロ
に

習
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

青
木　

習
っ
た
と
い
う
か
、
師
匠
の
技

術
を
「
目
で
盗
め
」
で
す
よ
。
そ
も
そ

も
日
中
は
キ
ャ
デ
ィ
ー
の
仕
事
を
や
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
教
え
て
も
ら
う
時
間

も
な
か
っ
た
で
す
。

　

ゴ
ル
フ
に
も
基
本
は
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ダ
メ
。
大
事
な
の

は
応
用
力
。
人
に
よ
っ
て
体
つ
き
が
違

い
ま
す
か
ら
、
グ
リ
ッ
プ
や
ス
イ
ン
グ

も
一
人
ず
つ
違
っ
て
き
ま
す
。
試
行
錯

誤
で
自
分
の
ス
イ
ン
グ
を
見
つ
け
て
い

か
な
い
と
。

岩
田　

そ
う
で
す
か
。
私
が
取
り
組
ん

で
き
た
経
済
学
で
は
、
教
科
書
や
先
生

に
つ
い
て
基
礎
理
論
を
習
得
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
経
済
学
の
よ

う
な
社
会
科
学
の
世
界
は
、
共
通
の
土

俵
を
し
っ
か
り
持
た
な
い
と
先
に
進
ま

な
い
面
が
大
き
い
の
で
、
ゴ
ル
フ
の
よ

う
な
競
技
の
世
界
と
は
随
分
異
な
り
ま

す
ね
。
と
こ
ろ
で
、「
目
で
盗
む
」と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
一
瞬
の
動
作
を
ど

う
や
っ
て
盗
む
ん
で
す
か
。

青
木　

動
体
視
力
が
良
か
っ
た
で
す
か

ら
、
と
に
か
く
集
中
し
て
見
続
け
る
。

そ
れ
を
頭
の
中
で
再
現
す
る
ん
で
す
。

日
中
に
師
匠
の
ス
イ
ン
グ
を
盗
み
、
早

朝
な
ど
の
空
い
た
時
間
に
練
習
を
し
ま

し
た
。
一
日
も
休
ま
ず
、
ゴ
ル
フ
漬
け

の
生
活
を
四
、五
年
や
っ
て
力
を
つ
け
ま

し
た
。
教
わ
っ
た
も
の
よ
り
も
、
自
分

で
覚
え
た
ほ
う
が
絶
対
に
強
い
で
す
。

岩
田　

私
は
長
年
教
壇
に
立
ち
多
く
の

学
生
を
育
て
て
き
ま
し
た
の
で
、
教
師

の
役
割
へ
の
信
念
と
し
て
「
教
え
導
く

人
が
い
て
こ
そ
学
ぶ
人
も
育
つ
」
と
い

う
思
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
ど
う
い
っ
た
分
野
で
あ
れ
、

青
木
さ
ん
の
よ
う
に
自
分
の
技
術
で

も
っ
て
勝
負
す
る
レ
ベ
ル
ま
で
高
ま
っ

て
い
く
と
、
や
は
り
「
個
」
の
主
体
性

が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
き
ま
す
ね
。

　

と
は
い
え
、
誰
か
コ
ー
チ
ン
グ
す
る

人
が
い
な
い
と
、
遠
回
り
を
し
た
り
、

壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
り
し
が
ち
な
気
も

し
ま
す
が
。

青
木　

確
か
に
、
自
分
で
覚
え
た
と

言
っ
て
も
、
自
分
ひ
と
り
で
上
手
く

な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
プ
ロ

に
な
っ
て
数
年
は
、
軸
足
が
ぶ
れ
て

シ
ョ
ッ
ト
が
曲
が
る
癖
が
あ
り
ま
し

た
。
飛
ば
そ
う
と
し
て
手
首
を
ひ
ね
る

と
ま
す
ま
す
曲
が
る
。
そ
こ
で
中
学
の

同
級
生
の
鷹た

か

巣す

南な
み

雄お

プ
ロ
（
注
３
）
に
ス

イ
ン
グ
改
造
を
手
伝
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
ク
ラ
ブ
に
手
を
縛
り
つ
け
て
、
一

カ
月
以
上
、
毎
日
千
発
は
打
ち
込
み
ま

し
た
。
こ
れ
は
ゴ
ル
フ
人
生
の
転
機
と

な
り
ま
し
た
。
鷹
巣
プ
ロ
が
い
な
け
れ

ば
今
の
青
木
功
は
い
な
い
で
す
ね
。

岩
田　

青
木
さ
ん
は
人
と
の
出
会
い
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。
ほ
か
に
も
た
く

さ
ん
の
方
に
支
援
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
青
木
さ
ん
の
オ
ー
プ
ン
な
お
人
柄

の
な
せ
る
業
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す

が
、
い
か
が
で
す
か
。

青
木　

僕
は
い
つ
も
思
っ
た
ま
ま
に

行
動
し
て
る
だ
け
な
ん
で
す
が
、
ゴ
ル

フ
に
対
し
て
真
面
目
な
の
で
そ
れ
が
良

か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
つ
か

や
ろ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
や
る
と
き
は
今

す
ぐ
や
る
、
と
こ
と
ん
や
り
ま
す
。

　

結
果
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
『
あ
の

人
た
ち
の
お
か
げ
だ
な
』
と
つ
く
づ
く

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
人
の
世

界
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

岩
田　

と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
で
の
ご
活
躍

を
伺
い
た
い
の
で
す
が
、
日
米
欧
豪
の

直
感
と「
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
」で

勝
ち
取
っ
た
全
米
ツ
ア
ー
初
優
勝

（
注 

１
）
ゴ
ル
フ
の
一
ラ
ウ
ン

ド
（
一
八
ホ
ー
ル
、
パ
ー

七
二
）
を
自
分
の
年
齢
以

下
の
打
数
で
ホ
ー
ル
ア
ウ

ト
す
る
こ
と
。

（
注 

3
）
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
。

通
算
六
勝
。
二
〇
〇
八
年

か
ら
杉
並
学
院
ゴ
ル
フ
部

監
督
。
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の
瞬
間
「
九
番
だ
と
行
き
過
ぎ
る
」
と

思
っ
て
、
普
通
は
届
か
な
い
ピ
ッ
チ
ン
グ

ウ
エ
ッ
ジ
を
選
ん
だ
ん
で
す
。
三
打
目
、

僕
が
ク
ラ
ブ
を
抜
い
た
ら
、
キ
ャ
デ
ィ
ー

は
「
オ
ー
、
ノ
ー
」
と
言
い
ま
し
た
よ
。

岩
田　

ギ
リ
ギ
リ
の
場
面
で
、
普
通

じ
ゃ
な
い
選
択
を
し
た
。
ど
う
し
て
そ

う
判
断
し
た
ん
で
す
か
。

青
木　

プ
ロ
と
し
て
の
勘
で
す
。
ア
ド
レ

ナ
リ
ン
が
出
て
い
ま
し
た
。
昔
で
い
っ
た

ら
「
火
事
場
の
馬
鹿
力
」
で
す
。
国
内
で

は
何
回
か
勝
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
勝
つ

と
き
の
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
出
方
を
知
っ

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
九
番
で
は

オ
ー
バ
ー
す
る
と
分
か
っ
た
ん
で
す
。

岩
田　

大
事
な
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
を
す

る
と
き
の
プ
ロ
の
頭
の
働
き
は
、
分
析

と
か
計
算
よ
り
も
、
そ
の
瞬
間
の
直
感
、

身
体
の
感
覚
の
よ
う
な
も
の
で
分
か
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
確
か
に
誰
か

に
教
え
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
才
能

や
経
験
の
ほ
か
に
、
練
習
の
賜
物
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

青
木　

そ
う
で
す
ね
。
オ
レ
は
こ
れ
だ

け
や
っ
た
か
ら
負
け
る
わ
け
な
い
、
と
。

パ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
自
信
が
あ
っ
た
と
言

い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
だ
け
練
習
し
た
と
い
う
自
負
が
あ
る

か
ら
で
す
。
キ
ャ
デ
ィ
ー
を
し
て
い
た

研
修
時
代
は
、
誘ゆ

う

蛾が

灯と
う

を
頼
り
に
夜
遅

く
ま
で
パ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
練
習
し
ま
し

た
。
夜
警
の
方
に
「
寝
ら
れ
な
い
か
ら

早
く
帰
れ
」
と
言
わ
れ
た
り
し
た
も
の

で
す
。結
局
、負
け
ず
嫌
い
な
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
練
習
す
る
ん
で
す
。

　

そ
れ
と
気
持
ち
の
強
さ
も
大
事
。
勝

つ
に
つ
れ
て
自
信
が
つ
い
て
、
欲
が
出

て
き
ま
し
た
。「
平
常
心
」
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
平
常
心
で
は
物
事
は
成
し
遂

げ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。「
絶
対
に
勝
つ
ぞ
」

と
い
う
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
。

岩
田　

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
と
失
敗
も
あ

る
の
で
「
失
敗
す
る
リ
ス
ク
」
ば
か
り

意
識
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、実
は
「
何

も
し
な
い
リ
ス
ク
」
も
あ
る
ん
で
す
よ

ね
。
両
方
の
リ
ス
ク
を
公
平
か
つ
冷
静

に
考
え
抜
い
た
う
え
で
、
必
要
な
チ
ャ

レ
ン
ジ
は
果
断
に
行
う
。
何
事
に
も
こ

う
し
た
姿
勢
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

青
木　

僕
は
常
に
プ
ラ
ス
思
考
で
す
か

ら
、
失
敗
し
て
も
気
に
し
ま
せ
ん
。
ゴ

ル
フ
の
神
様
が
「
お
ま
え
下
手
だ
か
ら

も
う
一
回
や
れ
」
と
言
っ
て
い
る
ん
だ

な
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
ね
。

だ
か
ら
、
重
要
な
場
面
で
も
思
い
切
り

勝
負
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
と
面
白
い
も
の
で
、
ミ
ス
を
す

る
と
、
ど
う
し
て
ミ
ス
し
た
ん
だ
ろ
う

と
考
え
て
練
習
す
る
ん
で
す
。
ミ
ス
す

る
か
ら
う
ま
く
な
る
ん
で
す
。

岩
田　

経
済
学
で
は
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス

ピ
リ
ッ
ト
」
と
言
っ
て
、リ
ス
ク
を
取
っ

て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
企
業
家
精
神
こ
そ

が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
経

済
を
発
展
さ
せ
る
、
と
い
う
考
え
が
あ

り
ま
す
。
青
木
さ
ん
に
は
企
業
家
の
ア

ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
通
じ
る
も
の

を
感
じ
ま
す
。

岩
田　

最
近
は
世
界
に
出
る
日
本
選
手

も
多
く
な
り
ま
し
た
。
今
で
こ
そ
英
語

を
話
せ
る
日
本
人
選
手
も
増
え
ま
し
た

が
、
先
駆
者
と
し
て
や
っ
て
お
ら
れ
た

青
木
さ
ん
は
言
葉
の
壁
は
な
か
っ
た
の

で
す
か
。

青
木　

な
い
で
す
ね
。
こ
っ
ち
は
日
本

語
、
向
こ
う
は
英
語
で
話
し
て
も
通
じ

ま
す
よ
。
要
は
、
英
語
を
し
ゃ
べ
れ
な

い
ん
だ
け
ど
し
ゃ
べ
り
た
い
、
だ
か
ら

一
生
懸
命
片
言
で
も
し
ゃ
べ
っ
て
い
る

ん
だ
と
い
う
気
持
ち
を
相
手
に
分
か
っ

て
も
ら
う
。
ボ
デ
ィ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
も
あ

る
し
、
英
語
で
も
日
本
語
で
も
ど
ん
ど

ん
話
し
か
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
相
手
と

友
達
に
な
れ
ま
す
。
ゴ
ル
フ
の
試
合
も

や
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

岩
田　

学
者
の
世
界
で
は
、
い
く
ら
い

い
こ
と
を
考
え
て
い
て
も
、
相
手
に
伝
わ

ら
な
け
れ
ば
何
も
考
え
て
い
な
い
の
と
同

じ
で
す
。
外
国
人
に
考
え
を
正
確
に
伝
え

る
こ
と
に
は
特
に
意
を
用
い
ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
も
言
葉
の
不
自

由
さ
が
多
少
は
影
響
し
そ
う
で
す
が
、

青
木
さ
ん
の
よ
う
に
英
語
を
ス
ト
レ
ス

と
し
て
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
と
て

も
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。

青
木　

ゴ
ル
フ
の
ス
コ
ア
と
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
れ
に
「
火
曜
日
に

う
ち
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
る
か
ら
来
る

か
い
？
」
こ
ん
な
誘
い
に
乗
れ
た
ら
す

ぐ
に
友
達
が
で
き
ま
す
。
英
語
が
で
き

な
く
て
も
、
一
緒
に
ビ
ー
ル
を
飲
み
な

が
ら
適
当
に「
ふ
ん
ふ
ん
」な
ん
て
や
っ

て
お
い
て
、「
じ
ゃ
あ
な
」
と
帰
っ
て

き
た
っ
て
い
い
ん
で
す
か
ら
。
友
達
に

な
れ
ば
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
し
、
知
ら

な
い
う
ち
に
言
葉
も
覚
え
ま
す
よ
。

　

若
い
人
た
ち
に
言
っ
て
お
き
た
い
の

は
、
海
外
に
い
っ
て
も
、
日
本
人
同
士

の
集
団
だ
と
、
そ
う
い
う
誘
い
も
な
い

で
す
か
ら
日
本
人
だ
け
で
固
ま
っ
て
た

ら
ダ
メ
で
す
。

岩
田　

野
球
の
川
上
さ
ん
（
注
４
）
は
、

昔
「
ボ
ー
ル
が
止
ま
っ
て
見
え
る
」
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て

い
て
、そ
う
い
う
心
境
に
な
り
ま
す
か
。

青
木　

ゴ
ル
フ
が
全
部
分
か
っ
た
と
は

思
い
ま
せ
ん
が
、自
分
で
も
「
よ
し
っ
」

と
い
う
と
き
が
あ
り
ま
す
よ
。

海
外
で
は
言
葉
よ
り
も

気
持
ち
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

「
こ
の
道
し
か
な
い
」と

信
じ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る

（
注 

4
）
川
上
哲
治
。
プ
ロ

野
球
選
手
・
監
督
、
野

球
解
説
者
。
現
役
時
代

か
ら
「
打
撃
の
神
様
」
と

言
わ
れ
、
戦
時
中
か
ら
戦

後
に
お
け
る
プ
ロ
野
球
界

の
大
ス
タ
ー
と
し
て
活
躍

（
一
九
二
〇
～
二
〇
一
三
）。
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大
事
な
こ
と
は
理
屈
じ
ゃ
な
く
て
、

体
で
感
じ
る
か
ど
う
か
で
す
。
試
合
を
や

る
コ
ー
ス
で
も
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一
回
覚
え

た
ら
、
朝
ぱ
っ
と
起
き
た
と
き
に
「
き
ょ

う
は
西
風
だ
。
何
番
ホ
ー
ル
、何
は
難
し

い
」
と
、
自
分
が
鳥
に
な
っ
た
よ
う
に
、

上
か
ら
全
部
見
え
て
い
ま
す
。

岩
田　

そ
う
い
う
の
は
や
っ
て
い
る
う

ち
に
会
得
す
る
も
の
な
ん
で
す
か
。
努

力
し
て
も
そ
こ
ま
で
の
能
力
を
得
ら
れ

る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

青
木　

最
後
は
動
物
的
な
勘
で
す
よ
。

努
力
し
て
も
な
れ
な
い
人
も
い
れ
ば
、

努
力
し
な
く
て
も
な
れ
る
人
も
い
ま

す
。
た
だ
し
、
努
力
し
な
い
で
な
っ
た

人
は
頂
点
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ

う
。
努
力
し
た
人
は
、
ど
う
や
っ
て
自

分
が
こ
こ
ま
で
来
た
か
分
か
っ
て
ま
す

か
ら
、
一
回
勝
て
ば
頂
点
に
行
く
の
が

早
い
で
す
よ
。

岩
田　

青
木
さ
ん
は
後
進
の
指
導
に
も

力
を
入
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
若
者

世
代
に
対
し
て
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

青
木　

ま
ず
は
「
こ
の
道
し
か
な
い
」

と
信
じ
る
こ
と
。
僕
に
と
っ
て
は
ゴ
ル

フ
。
ゴ
ル
フ
の
神
様
が
「
お
ま
え
に
は

こ
れ
し
か
な
い
よ
」と
言
っ
て
く
れ
た
。

ゴ
ル
フ
は
天
職
な
ん
で
す
よ
。

　

そ
れ
と
、
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
で
も
自
分

が
一
番
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

を
常
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
ダ
メ
で

す
ね
。
簡
単
に
あ
き
ら
め
な
い
。
僕

は
八
五
勝
し
て
い
ま
す
が
、
二
位
が

二
〇
〇
回
ぐ
ら
い
。
悔
し
さ
は
喜
び
の

三
倍
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
よ
。

岩
田　

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に
な
る
た
め
に

は
、
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
が
何
回
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

青
木　

ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
を
何
回
か
経
験

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
上
の

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
が
狙
え
ま
す
か
ら
。
人

生
苦
も
あ
り
ゃ
楽
も
あ
る
。
苦
労
し
な

い
で
一
人
前
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
で
す
よ
。

　

そ
の
苦
労
を
人
に
言
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
人
は
助
け
て
く
れ
ま
せ
ん
。
認

め
て
は
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
助
け
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

な
せ
ば
な
る
し
、
な
ら
な
け
れ
ば
「
も

う
一
回
努
力
す
れ
ば
い
い
や
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

岩
田　

五
○
年
の
プ
ロ
生
活
で
は
、
ス

ラ
ン
プ
の
時
期
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

青
木　

勝
て
な
い
と
い
う
意
味
で
な

ら
、
六
五
歳
で
一
回
勝
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
六
〇
歳
ぐ
ら
い
か
ら
ず
っ
と
そ

う
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
常

に
前
を
向
い
て
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
そ

う
い
う
意
識
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
で

す
ね
。

岩
田　

幸
せ
な
ゴ
ル
フ
人
生
で
す
ね
。

ゴ
ル
フ
は
メ
ン
タ
ル
な
ス
ポ
ー
ツ
だ
と

言
い
ま
す
が
、
余
り
悩
み
は
な
か
っ
た

み
た
い
で
す
ね
。

青
木　

好
き
な
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
い
た

ら
悩
み
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
悩
ん
で

い
る
暇
が
な
い
で
す
よ
。

　

メ
ン
タ
ル
が
大
事
と
よ
く
い
い
ま
す

が
、
僕
は
体
が
す
べ
て
の
基
本
だ
と
思
い

ま
す
。
体
が
元
気
じ
ゃ
な
い
と
、
技
も
身

に
付
か
な
い
し
、
や
り
た
い
こ
と
も
や
れ

な
い
。
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め

て
心
も
充
実
す
る
と
思
い
ま
す
。

岩
田　

青
木
さ
ん
は「
心・技・体
」じ
ゃ

な
く
て
、「
体
・
技
・
心
」。「
肉
体
を

鍛
え
る
こ
と
で
心
も
鍛
え
ら
れ
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
何
か

心
が
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

青
木　

怪
我
が
一
番
怖
い
の
で
、
こ
こ

二
、三
年
す
ご
く
用
心
深
く
な
り
ま
し

た
。
若
い
と
き
だ
っ
た
ら
一
カ
月
で
治

る
怪
我
で
も
、
今
は
三
カ
月
た
っ
て
も

治
り
ま
せ
ん
。

　

日
頃
か
ら
体
調
維
持
の
た
め
に
肩
甲

骨
を
動
か
し
た
り
、
腹
筋
を
し
た
り
、

朝
汗
か
く
ほ
ど
散
歩
し
た
り
、
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
僕
は
ゴ
ル
フ
と

一
緒
に
生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
。

岩
田　

プ
ロ
生
活
で
何
か
や
り
残
し
た

こ
と
、
こ
れ
は
や
り
遂
げ
た
い
と
い
う

の
は
あ
り
ま
す
か
。

青
木　

あ
り
ま
す
よ
。
も
っ
と
う
ま
く

な
っ
て
、
も
っ
と
勝
ち
た
い
で
す
。
僕

の
場
合
に
は
進
む
べ
き
道
は
一
つ
し
か

な
い
ん
で
す
か
ら
。
ゴ
ル
フ
は
ま
だ
ま

だ
分
か
り
ま
せ
ん
。

岩
田　
「
完
成
し
た
」
と
思
っ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

青
木　

僕
の
気
持
ち
の
中
で
は
、「
完

成
と
思
え
ば
成
長
な
し
」。
こ
れ
以
上

先
へ
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か

ら
、
成
長
し
な
い
で
し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
、「
お
ま
え
幾
つ
ま
で
ゴ
ル

フ
や
る
ん
だ
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
答

え
は
「
決
め
て
な
い
」。
幾
つ
に
な
っ

て
も
挑
戦
心
を
忘
れ
た
く
な
い
で
す
。

岩
田　

我
々
世
代
も
ま
だ
ま
だ
頑
張
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
。
今
日
は
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
体
・
技
・
心
」で

生
涯
現
役
に
挑
む
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岡
山
支
店
の
開
設

　

江
戸
期
に
岡
山
藩
池
田
家
の
城
下
町
と
し

て
栄
え
た
岡
山
市
は
、
明
治
期
以
降
も
中
四

国
地
方
の
交
通
の
要
衝
の
地
と
し
て
発
展
を

続
け
ま
す
。

　

し
か
し
、
金
融
面
で
は
、
中
小
銀
行
が
乱

立
し
、
手
形
交
換
所
や
銀
行
集
会
所
も
設
置

さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
な
ど
、
必
ず
し

も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
地
の

管
轄
が
遠
方
の
日
銀
大
阪
支
店
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
大
正
期
よ
り

大
原
孫ま

ご

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
注
１
）
ら
銀

行
関
係
者
の
ほ
か
地
元
各

方
面
か
ら
、
岡
山
支
店
誘

致
の
運
動
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

（
注
１
）
大
原
孫
三
郎

　

 

岡
山
県
倉
敷
市
に
生
ま
れ
、
倉

敷
紡
績
（
ク
ラ
ボ
ウ
）、
倉
敷

絹
織
（
現
在
の
ク
ラ
レ
）、
中

国
合
同
銀
行
（
現
中
国
銀
行
）、

中
国
水
力
電
気
会
社
（
現
中
国

電
力
）
の
社
長
を
務
め
、
大
原

財
閥
を
築
き
上
げ
る
。

（
注
２
）
木
村
清
四
郎

　

 

第
四
代
日
本
銀
行
副
総
裁
（
大

正
八
年
〈
一
九
一
九
〉
三
月

～
大
正
十
五
年
〈
一
九
二
六
〉

十
一
月
）。
岡
山
県
生
ま
れ
。

中
外
商
業
新
報
（
現
日
本
経
済

新
聞
）を
経
て
日
本
銀
行
入
行
。

貴
族
院
議
員
。

（
注
３
）
専
売
局

　

 

大
蔵
大
臣
の
管
理
下
で
、
タ
バ

コ
・
塩
・
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
製
造
・

販
売
な
ど
に
関
す
る
事
務
を
担

当
し
た
官
庁
。

（
注
４
）
後
楽
園

　

 

江
戸
時
代
初
期
に
岡
山
藩
主
・

池
田
綱つ
な

政ま
さ

に
よ
っ
て
造
営
さ
れ

た
元
禄
文
化
を
代
表
す
る
庭

園
。
日
本
三
名
園
の
ひ
と
つ
。

　

岡
山
支
店
開
設
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で

に
山
陽
地
方
に
広
島
支
店
が
開
設
（
明
治

三
十
八
年
〈
一
九
〇
五
〉）
さ
れ
て
い
た
た

め
新
た
な
支
店
設
置
が
容
易
に
進
ま
な
い
な

か
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
三
月
に
、
岡

山
県
出
身
の
木
村
清せ

い

四し

郎ろ
う

（
注
２
）
が
、
第
四

代
日
本
銀
行
副
総
裁
と
な
り
ま
す
。

　

木
村
副
総
裁
は
、
支
店
開
設
の
実
現
に
大

い
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

岡
山
お
よ
び
善ぜ

ん

通つ
う

寺じ

（
香
川
）
に
置
か
れ

た
陸
軍
師
団
や
、
鉄
道
・
専
売
局
（
注
３
）
関

係
の
国
庫
金
取
り
扱
い
に
便
宜
を
図
る
た

め
、
大
蔵
省
（
現
財
務
省
）
を
説
得
し
、
大

正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
岡
山
支
店
の
設
置

が
決
定
し
ま
し
た
。

　

開
設
時
の
岡
山
支
店
は
管
轄
区
域
の
経
済

規
模
や
交
通
の
便
を
勘
案
し
、
岡
山
県
の
ほ

か
香
川
県
も
管
轄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
現
在
は
岡
山
県
の
み
）。

　

日
本
銀
行
は
支
店
の
用
地
選
定
に
あ
た

り
、
日
本
三
名
園
の
ひ
と
つ
で
あ
る
後
楽

園
（
注
４
）
に
ほ
ど
近
い
か
つ
て
の
岡
山
城
二

の
丸
内
、
家
老
屋
敷
な
ど
が
あ
っ
た
土
地
に

着
目
し
ま
し
た
。
こ
の
土
地
に
は
明
治
期
に

岡
山
医
学
専
門
学
校
と
岡
山
県
病
院
が
建
て

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
も
大
正
十
年

（
一
九
二
一
）
に
岡
山
市
鹿し

か

田た

町ち
ょ
う（
現
在
の

岡
山
大
学
医
学
部
の
所
在
地
）
に
移
転
し
た

た
め
、
そ
の
土
地
を
購
入
し
て
、
支
店
建
築

計
画
が
始
ま
り
ま
す
。（
図
１
）

岡
山
支
店
の
建
築

　

岡
山
支
店
の
設
計
は
、
長
野
宇
平
冶
（
写

真
１
）
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。

中
村
茂
樹 
日
本
銀
行
文
書
局
技
師

　
瀬
戸
内
海
の
温
暖
な
気
候
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
岡
山
は
、
古
代
の
吉
備
国
の
時
代
よ
り
、

多
様
な
文
化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

　
第
七
回
は
、
岡
山
市
に
立
地
す
る
旧
岡
山
支
店
の
建
物
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
銀
行
旧
岡
山
支
店

7

日
本
銀
行
の
支
店
建
物

写
真
上
（
現
在
の
外
観
）
／
下
（
新

築
時
の
外
観
）（
日
本
銀
行
金
融
研
究

所
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
）

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

（日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵）
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長
野
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に

日
本
銀
行
技
師
と
な
っ
て
以
降
、
同
建
築
顧

問
の
辰
野
金
吾
（
注
５
）
と
と
も
に
大
阪
、
京

都
、
小
樽
な
ど
明
治
期
に
建
て
ら
れ
た
日

本
銀
行
の
支
店
建
築
の
す
べ
て
に
関
わ
り
、

一
連
の
支
店
建
築
が
終
了
し
た
大
正
元
年

（
一
九
一
二
）
に
日
本
銀
行
技
師
長
を
辞
し
、

翌
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
自
ら
の
長
野

建
築
事
務
所
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

独
立
後
、
長
野
は
、
辰
野
の
教
え
を
受
け

継
い
だ
代
表
的
な
後
継
者
と
し
て
、
独
自
の

古
典
様
式
に
よ
る
多
く
の
民
間
銀
行
の
建
物

を
設
計
す
る
傍
ら
、
日
本
建
築
士
会
会
長
と

し
て
建
築
家
の
職
能
確
立
に
尽
力
し
ま
す
。

長
野
建
築
事
務
所
は
、
建
築
部
門
を
大
幅
に

縮
小
し
て
い
た
日
本
銀
行
の
建
築
関
係
者
の

多
く
を
引
き
入
れ
、
日
本
銀
行
の
外
郭
設
計

組
織
の
機
能
も
果
た
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
工
事
の
施
工
は
、
辰
野
の
教

え
子
で
日
本
銀
行
本
店
建
物
の
建
築
に
も
関

わ
っ
た
山
本
鑑
之
進
（
注
６
）
が
設
立
し
た
工

務
店
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
藤
木
工
務
店

（
注
７
）
が
、
長
野
の
強
い
信
頼
と
期
待
を
受
け

て
創
業
第
一
作
と
し
て
請
け
負
い
ま
し
た
。

　

岡
山
支
店
開
設
が
決
定
す
る
前
年
に
没
し

た
辰
野
の
遺
志
を
継
い
で
、
辰
野
に
深
く
関

わ
る
長
野
と
山
本
の
二
人
に
よ
り
建
築
さ
れ

た
建
物
と
も
い
え
ま
す
。

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
一
月
に
着
工
し

た
工
事
は
、
翌
十
一
年
（
一
九
二
二
）
三
月

に
完
成
し
ま
し
た
。

最
後
の
レ
ン
ガ
造
り
建
築

　

新
築
時
の
岡
山
支
店
は
本
館
、
金
庫
お
よ

び
機
械
室
・
宿
直
室
等
の
付ふ

属ぞ
く

家や

で
構
成
さ

れ
、
本
館
と
金
庫
は
金
庫
前
廊
下
で
接
続
さ

れ
て
い
ま
す
。（
図
２
）

　

本
館
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
柱
と
床

に
レ
ン
ガ
積
み
の
壁
を
併
用
す
る
複
合
構
造

の
二
階
建
て
で
、
レ
ン
ガ
積
み
壁
の
外
側
に

花か

崗こ
う

石せ
き

を
貼
っ
た
重
厚
な
石
造
り
風
古
典
様

式
の
建
物
で
す
。
建
物
正
面
の
三
角
ペ
デ
ィ

メ
ン
ト
（
注
８
）
や
、
外
壁
の
腰
部
分
に
一
列

に
彫
り
こ
ま
れ
た
波
状
模
様
（
写
真
２
）、
営

業
場
床
の
大
理
石
模
様
張
り
、
お
よ
び
同
一

階
天
井
の
漆し

っ

喰く
い

装
飾
（
写
真
３
）
な
ど
古
代
ギ

リ
シ
ャ
古
典
様
式
の
装
飾
に
も
特
徴
が
あ
り

ま
す
。ま
た
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
下
地
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
葺ぶ

き
の
屋
根
は
鉄
骨
ト
ラ
ス
構
造
（
注

９
）
の
小
屋
組
み
で
支
え
ら
れ
、
柱
の
な
い

二
層
吹
き
抜
け
の
広
い
営
業
場
や
（
写
真
４
）、

正
面
に
並
ぶ
巨
大
な
四
本
の
コ
リ
ン
ト
式

オ
ー
ダ
ー
（
注
10
）
の
独
立
円
柱
が
大
き
な
特

写真 3

（
注
５
）
辰
野
金
吾

　

 

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
工
部

大
学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
工
学

部
）
造
家
（
建
築
）
学
科
を
第
一

回
生
と
し
て
卒
業
。
近
代
日
本
建

築
界
の
先
覚
者
。
日
本
銀
行
建
築

顧
問
。
日
本
銀
行
本
店
本
館
の
ほ

か
、
東
京
駅
な
ど
明
治
大
正
期
の

日
本
を
代
表
す
る
建
築
物
を
数
多

く
手
掛
け
た
。

（
注
６
）
山
本
鑑
之
進

　

 

工こ
う

手し
ゅ

学
校
（
現
工
学
院
大
学
）

を
第
一
回
生
と
し
て
卒
業
。
辰

野
金
吾
の
下
で
日
本
銀
行
本

店
、
東
京
駅
、
日
本
生
命
旧
館

等
の
現
場
監
督
と
し
て
活
躍

し
、
の
ち
に
住
友
本
店
臨
時
建

築
部
を
経
て
、工
務
店
を
創
設
。

（
注
７
）
藤
木
工
務
店

　

 

大
阪
市
に
本
店
を
置
く
建
設
会

社
。
大
阪
の
山
本
鑑
之
進
工

務
店
に
勤
務
し
て
い
た
藤
木

正
一
が
、
山
本
鑑
之
進
の
事

業
を
継
承
し
て
、
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
創
業
。
主
な
施

工
例
／
大
原
美
術
館
、
旧
第
一

合
同
銀
行
本
店
（
中
国
銀
行
旧

本
店
）
ほ
か
。

（
注
８
）
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト

　

 

西
洋
建
築
の
切
り
妻
屋
根
に
お

け
る
妻
側
屋
根
下
部
と
水
平
材

に
囲
ま
れ
た
三
角
形
の
部
分
。

（
注
９
）
ト
ラ
ス
構
造

　

 

小
さ
な
三
角
形
を
多
数
組
み
合

わ
せ
た
鉄
骨
構
造
。

写真 2

図２　旧岡山支店の平面図（新築時）

図１　歴代岡山支店の所在地
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れ
る
長
野
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

岡
山
支
店
完
成
の
翌
年
に
起
き
た
関
東
大

震
災
以
降
、
耐
震
性
に
劣
る
レ
ン
ガ
造
り
は

用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
同
支
店
は
日
本
銀
行

最
後
の
レ
ン
ガ
造
り
建
築
と
な
り
ま
し
た
。

金
庫
館
の
増
築

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
六
月
、
岡
山

市
内
全
戸
数
の
八
割
を
焼
失
す
る
空
襲
に
よ

り
県
庁
・
市
役
所
を
始
め
ほ
と
ん
ど
の
行
政
・

金
融
機
関
が
全
焼
す
る
な
か
、
岡
山
支
店
は

木
造
の
付
属
家
等
を
焼
失
し
た
の
み
で
本
館
・

金
庫
館
等
は
被
災
を
免
れ
ま
し
た
。（
写
真
７
）

　

空
襲
直
前
に
、
店
舗
の
裏
側
に
あ
っ
た
支

店
長
宅
が
空
襲
時
の
延
焼
防
止
策
と
し
て
取

り
壊
さ
れ
て
い
た
た
め
、
店
舗
の
消
火
活
動

が
迅
速
に
運
ん
だ
こ
と
が
幸
い
し
ま
し
た
。

　

被
災
直
後
、
応
急
的
に
宿
直
室
等
の
復

旧
工
事
を
施
し
た
う
え
で
、
翌
二
十
一
年

（
一
九
四
六
）
か
ら
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）

に
か
け
て
、
店
舗
隣
接
の
支
店
長
宅
跡
地
を

取
り
込
ん
で
逐
次
付
属
家
の
増
改
築
を
施
し

ま
し
た
。（
図
3
）

　

一
方
、
戦
後
の
業
務
拡
大
に
よ
り
開
設
時

の
金
庫
館
の
み
で
は
狭

き
ょ
う
あ
い隘と

な
り
、
金
庫
を

順
次
増
築
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
戦
後
の
銀
行
券
保
管
量
の
著
し
い

増
加
に
伴
い
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）

七
月
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
倉
庫
を

写真 4　旧岡山支店の営業場風景
（日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵）

徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
５
・
６
）

　

こ
の
柱
は
、
日
本
の
古
典
様
式
建
築
の
中

で
一
番
均
整
の
取
れ
て
い
る
柱
と
も
い
わ

れ
、
古
典
様
式
建
築
家
と
し
て
高
く
評
価
さ

左／写真 5　正面玄関前に
並ぶ壮大なコリント式列柱

（
注
10
）
コ
リ
ン
ト
式
オ
ー
ダ
ー

　

 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
建
築
に
お
け
る

ド
ー
リ
ア
式
、
イ
オ
ニ
ア
式
と

並
ぶ
三
つ
の
主
要
建
築
様
式
の

ひ
と
つ
。
溝
が
彫
ら
れ
た
細
身

の
柱
身
と
、
ア
カ
ン
サ
ス
の
葉

が
か
た
ど
ら
れ
た
装
飾
的
な
柱
ち
ゅ
う

頭と
う

を
特
徴
と
す
る
。

（
注
11
）
水
島
工
業
地
帯

　

 

岡
山
県
倉
敷
市
に
所
在
す
る
工

業
地
帯
。
第
二
次
大
戦
中
の
三

菱
重
工
業
の
航
空
機
製
作
工
場

を
皮
切
り
に
戦
後
の
重
化
学
工

業
化
に
よ
り
発
展
し
、
全
国
的

に
も
有
数
の
巨
大
工
業
地
帯
の

ひ
と
つ
。

（
注
12
）
国
の
有
形
登
録
文
化
財

　

 

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
文

化
財
保
護
法
改
正
に
よ
り
、
従

来
の
文
化
財
指
定
制
度
（
重
要

文
化
財
）
に
加
え
て
創
設
さ
れ

た
文
化
財
登
録
制
度
。
急
激
に

消
滅
し
つ
つ
あ
る
近
代
の
建
造

物
の
保
護
に
あ
た
り
、
よ
り
緩

や
か
な
規
制
の
も
と
で
幅
広
く

保
護
の
網
を
か
け
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

下／写真 6　柱頭を飾るア
カンサスの葉模様

図 4　旧岡山支店の平面図
（昭和 42 年金庫館増築時）

図 3　旧岡山支店の平面図
（昭和 26 年付属家増築時）

写真 7　空襲焼け跡に立つタール塗りの旧岡山支店
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代
用
金
庫
に
改
造
し
て
対
応
し
ま
し
た
。　

　

続
い
て
、
開
設
時
の
金
庫
館
の
老
朽
化
対

応
の
た
め
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

九
月
に
同
金
庫
の
改
修
に
併
せ
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り
平
屋
建
て
の
金
庫
を
増
築
し
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、
水
島
工
業
地
帯
（
注
11
）
の
発
展

に
よ
り
岡
山
支
店
管
轄
の
経
済
規
模
が
急

速
に
伸
張
し
、
銀
行
券
保
管
量
の
更
な
る

増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
二
年

（
一
九
六
七
）
十
一
月
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
二
階
建
て
地
下
一
階
の
金
庫
館(

写

真
８)

を
増
築
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
併

せ
、
開
設
時
の
金
庫
は
取
り
壊
さ
れ
、
そ
の

跡
地
に
荷に

捌さ
ば
き

所
を
新
築
し
、
付
属
家
の
一

部
を
改
修
し
ま
し
た
。（
図
４
）

多
目
的
ホ
ー
ル
と
し
て
の 

保
存
再
生

　

更
に
、
昭
和
五
十
年
以
降
の
業
務
機
械
化

の
進
展
に
伴
い
、
既
存
営
業
所
建
物
の
狭
隘

化
が
著
し
く
な
り
業
務
に
支
障
が
出
て
き
た

た
め
、
適
地
を
求
め
て
新
築
移
転
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

新
築
用
地
と
し
て
、
既
存
営
業
所
か
ら

北
に
二
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
旧
岡
山
赤
十

字
病
院
跡
地
を
購
入
し
、
昭
和
六
十
一
年

（
一
九
八
六
）
二
月
に
工
事
に
着
手
、
昭
和

六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
九
月
に
新
営
業
所

が
完
成
し
、同
十
月
に
移
転
し
ま
し
た
。（写
真
９
）

　

旧
営
業
所
の
土
地
建
物
は
銀
行
と
し
て
の

役
割
を
終
え
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に

岡
山
県
に
売
却
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
初
、
県
に
よ
る
県
立
図
書
館
の
移
転
候

補
地
と
し
て
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
旧
岡
山
支
店
建
物
の
歴
史
的
建
造
物
と

し
て
の
保
存
手
法
と
し
て
県
民
か
ら
疑
問
の

声
が
上
が
り
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
に

再
利
用
計
画
は
白
紙
に
戻
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
地
元
住
民
を
含
む
市
民
組
織

に
よ
り
活
用
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

り
、
翌
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
「
旧
日
銀

岡
山
支
店
を
活
か
す
会
」
が
設
立
さ
れ
、
同

活
か
す
会
を
中
心
に
検
討
が
進
め
ら
れ
、
平

成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）、
県
は
「
生な

ま
お
と音

を

活
か
し
た
音
楽
を
中
心
と
す
る
多
目
的
ホ
ー

ル
」と
し
て
整
備
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。

　

歴
史
的
建
築
物
の
本
館
建
物
に
対
す
る
補

強
と
再
利
用
の

た
め
の
改
修
と

い
う
困
難
な
工

事
は
平
成
十
七

年
（
二
〇
〇
五
）

に
完
了
し
、
同

年
に
本
館
建
物

が
国
の
有
形
登

録
文
化
財
（
注
12
）

に
登
録
さ
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
平
成
二
十
三
年（
二
〇
一
一
）

に
は
、
金
庫
館
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
工
事
も

完
成
し
ま
し
た
。

　

歴
史
的
建
造
物
の
銀
行
建
築
を
、
耐
震
補

強
を
含
む
質
の
高
い
多
目
的
ホ
ー
ル
へ
と
改

修
工
事
を
施
し
た
こ
と
に
対
し
、
平
成
十
八

年
度
の
Ｂベ

ル

カ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ａ
賞
（
注
13
）、
さ
ら
に
市

民
組
織
と
地
方
自
治
体
の
連
携
に
よ
り
保
存

再
生
利
用
を
果
た
し
た
業
績
に
対
し
、
平
成

二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
日
本
建
築
学
会

賞
（
注
14
）
が
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
活
か
す
会
の
後
継
と
し
て
設
立
さ

れ
た
Ｂ
Ｏ
Ａ
岡
山
（
注
15
）
の
管
理
運
営
に
よ

り
、
市
民
か
ら
ル
ネ
ス
ホ
ー
ル
（
注
16
）
の
愛

称
で
親
し
ま
れ
な
が
ら
、幅
広
い
多
目
的
ホ
ー

ル
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。（
写
真
10
・
11
）

　

こ
れ
か
ら
も
、
旧
岡
山
支
店
建
物
が
、
岡

山
の
文
化
芸
術
の
発
信
地
と
し
て
保
存
・
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

（
注
13
）
Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ａ
賞

　

 

適
切
な
維
持
保
全
ま
た
は
優
れ

た
改
修
を
実
施
し
た
既
存
の
建

築
物
の
う
ち
、
特
に
優
秀
な
も

の
を
表
彰
し
、
わ
が
国
に
お
け

る
良
好
な
建
築
ス
ト
ッ
ク
の
形

成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
表
彰
制
度
。
ロ
ン
グ
ラ
イ

フ
と
ベ
ス
ト
リ
フ
ォ
ー
ム
の
二

部
門
か
ら
な
る
。

（
注
14
）
日
本
建
築
学
会
賞

　

 

日
本
建
築
学
会
が
設
け
て
い
る

国
内
で
最
も
権
威
の
あ
る
建
築

の
賞
。
論
文
、
作
品
、
技
術
、

業
績
の
四
部
門
か
ら
な
る
。

（
注
15
） 

Ｂ
Ｏ
Ａ
岡
山

　

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
バ
ン
ク 

オ
ブ 

ア
ー
ツ
岡
山
」
の
略
称
。「
旧

日
銀
岡
山
支
店
を
活
か
す
会
」

の
旧
メ
ン
バ
ー
有
志
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
「
お
か
や
ま
旧

日
銀
ホ
ー
ル
」
の
指
定
管
理

者
（
岡
山
県
よ
り
平
成
十
六
年

〈
二
〇
〇
四
〉
十
月
指
定
）。

（
注
16
） 

ル
ネ
ス
ホ
ー
ル

　

 「
お
か
や
ま
旧
日
銀
ホ
ー
ル
」

の
愛
称
。
飲
食
機
能
を
持
つ
多

目
的
ホ
ー
ル
と
し
て
、
岡
山
の

芸
術
文
化
の
育
成
・
発
信
を
目

的
と
す
る
用
途
に
使
用
。

写真 10　公文庫カフェ

写真 8　増築後の金庫館

写真 11　多目的ホール（旧営業場）

写真 9　現在の岡山支店
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◆
日
本
銀
行
大
阪
支
店
の
仕
事

10

歴
史
と
威
厳
を
漂
わ
せ
る
建
物
の
奥
で
は
、

暮
ら
し
に
密
着
し
た
仕
事
が
行
わ
れ
て
い
る

　

水
都
大
阪
の
水
運
の
要
を
担
っ
た
堂ど

う

島じ
ま

川
と
土と

佐さ

堀ぼ
り

川
に
挟
ま
れ
た
中
之
島
。
古
く
は
各
藩
蔵
屋
敷
が

立
ち
並
び
、
現
在
も
大
阪
を
代
表
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
街

で
す
。
そ
の
中
之
島
の
、
大
阪
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
・
御み

堂ど
う

筋す
じ
に
面
し
た
一
角
に
日
本
銀
行
大
阪
支
店

は
あ
り
、
大
阪
市
役
所
本
庁
舎
と
御
堂
筋
を
挟
ん
で

向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
大

阪
支
店
旧
館
は
、
本
店
と
同
じ
く
わ
が
国
近
代
建
築

の
第
一
人
者
・
辰
野
金
吾
が
設
計
し
た
ネ
オ
バ
ロ
ッ

ク
様
式
の
洋
風
建
築
で
す
。
緑ろ

く

青し
ょ
うが
美
し
い
ド
ー
ム

屋
根
な
ど
重
厚
な
外
観
は
、
支
店
が
築
い
て
き
た
歴

史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
市
民
に
も
親
し
ま
れ
、
年
間

五
千
人
の
見
学
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

旧
館
の
奥
に
あ
る
新
館
で
は
、
関
西
経
済
を
支
え

る
日
銀
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。お
札さ
つ

の
発
行
、

金
融
機
関
や
国
の
お
金
の
受
け
払
い
な
ど
、
い
ず
れ

も
地
域
の
暮
ら
し
の
基
盤
と
な
る
仕
事
で
す
。
大
阪

支
店
の
職
員
、
約
三
〇
〇
人
が
、
営
業
課
、
業
務
課
、

発
券
課
、
文
書
課
の
四
課
に
分
か
れ
て
、
こ
れ
ら
の

仕
事
を
担
っ
て
い
ま
す
。
順
を
追
っ
て
、
こ
れ
ら
の

仕
事
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

お
札
の
品
質
を
守
る 

─
─
西
日
本
の
現
金
供
給
の
一
大
拠
点

　

多
く
の
人
は
、日
本
銀
行
と
聞
く
と
お
札（
正
式
名

称
は「
日
本
銀
行
券
」）を
連
想
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
の
手
元
に
あ
る
お
札
は
、
国
立
印
刷
局
で

印
刷
さ
れ
、
日
本
銀
行
が
引
き
取
り
、
発
行
し
た
も

　
日
本
銀
行
に
は
、
東
京
の
本
店
の
ほ
か
、
全
国
に
三
二
の
支
店
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
、

経
済
活
動
に
必
要
な
お
金
の
循
環
の
「
心
臓
部
」
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
規
模
・
役
割
の
両
面
か
ら
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
西
日
本
の
母
店
機
能
を

持
つ
大
阪
支
店
で
す
。
日
本
銀
行
開
業
の
わ
ず
か
二
カ
月
後
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
十
二
月
に
開
設

さ
れ
た
大
阪
支
店
は
、
大
阪
府
、
和
歌
山
県
、
奈
良
県
を
担
当
区
域
と
し
、
全
支
店
中
最
大
の
規
模
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
店
が
災
害
等
で
本
来
の
機
能
を
十
分
果
た
せ
な
く
な
っ
た
際
に
業
務
を
代
替
す
る
拠

点
と
な
っ
て
お
り
、
日
ご
ろ
か
ら
業
務
継
続
の
た
め
の
訓
練
も
怠

お
こ
たり

ま
せ
ん
。
今
回
は
大
阪
支
店
の
日
ご
ろ

の
業
務
と
非
常
時
へ
の
備
え
に
つ
い
て
取
材
し
ま
し
た
。

「
西
の
母
店
」と
し
て
全
国
を
支
え
る

「
西
の
母
店
」と
し
て
全
国
を
支
え
る

大阪支店の外観

の
で
す
。
お
札
の
大
半
は
民
間
金
融
機
関
に
払
い
出

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
企
業
や
個
人
に
流
通
し
、
日
々
の

取
引
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
支
店
発
券
課
で
は
、

滋
賀
県
に
あ
る
国
立
印
刷
局
彦
根
工
場
か
ら
新
し
い

お
札
を
引
き
取
り
、
こ
れ
を
支
店
か
ら
発
行
す
る
ほ

か
、
大
阪
以
西
の
各
支
店
に
新
札
を
供
給
し
て
い
ま

す
。
大
阪
支
店
自
身
が
発
行
す
る
お
札
は
、
全
国
の

二
割
弱
に
の
ぼ
る
ほ
か
、
西
日
本
に
お
け
る
お
札
の

供
給
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

発
券
課
企
画
役
の
小
玉
建
心
さ
ん
は
、
話
し
ま
す
。

　
「
き
れ
い
な
お
札
を
世
の
中
の
す
み
ず
み
ま
で
届

け
る
こ
と
は
、偽
造
防
止
と
い
う
点
と
、気
持
ち
よ
く

お
金
を
使
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
点
で
非
常
に
重
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
お
金
の
価

値
や
日
本
銀
行
へ
の
信
頼
に
つ
な
が
り
ま
す
」

　

お
札
の
平
均
寿
命
は
、
五
千
円
券
と
千
円
券
で
一

年
程
度
、
一
万
円
券
で
も
四
～
五
年
で
す
。
企
業
や

個
人
の
取
引
で
利
用
さ
れ
た
お
札
は
、
金
融
機
関
を

け
ん
し
ん
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通
じ
て
日
銀
本
支
店
に
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。
日
銀
で

は
、
戻
っ
て
き
た
お
札
を
再
び
世
の
中
に
出
し
て
も

良
い
よ
う
に
、
一
枚
一
枚
、
偽
札
が
混
ざ
っ
て
い
な

い
か
、
傷
み
具
合
は
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

こ
の
仕
事
を
「
鑑か

ん
さ査

」
と
呼
び
ま
す
が
、
日
銀
に
は

毎
日
大
量
の
お
札
が
戻
っ
て
く
る
の
で
、
こ
の
仕
事

に
は
特
注
の
機
械
（
鑑
査
機
）
を
用
い
て
い
ま
す
。

大
量
の
お
札
を
迅
速
に
処
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
一
方
で
、
厳
格
な
チ
ェ
ッ
ク
を
き
ち
っ
と
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
鑑
査
機
に
は
高
度
な
セ
ン
サ
ー
技

術
な
ど
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
大
阪
支
店
に
お
け
る
鑑
査
処
理
量
は

一
日
に
九
〇
〇
万
枚
。
年
間
で
は
二
〇
億
枚
以
上
に

達
し
ま
す
。
偽
造
が
疑
わ
れ
る
お
札
は
鑑
査
機
か
ら

排
出
さ
れ
、
最
後
は
人
間
の
目
で
一
枚
ず
つ
真
偽
を

鑑
定
し
ま
す
。
大
阪
支
店
管
内
で
も
毎
年
偽
造
券
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
気
は
抜
け
ま
せ
ん
。
同
課

企
画
役
の
小こ

と戸
善
夫
さ
ん
は
こ
う
話
し
ま
す
。

　
「
ス
キ
ャ
ナ
ー
や
カ
ラ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
等
の
技
術

は
日
々
進
歩
し
て
い
ま
す
。
我
々
は
最
後
の
砦と

り
でで
す

か
ら
、
偽
札
鑑
定
技
術
の
研け

ん
さ
ん鑽

を
怠
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
」

　

税
金
等
国
の
お
金
の
計
理
処
理
で
は
、Ｏ
Ｃ
Ｒ（
光

学
式
文
字
読
み
取
り
装
置
）
と
呼
ば
れ
る
自
動
読
み

取
り
機
を
用
い
、
金
融
機
関
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
納

付
書
を
デ
ー
タ
処
理
し
て
い
ま
す
が
、そ
の
物
量
は
、

年
間
約
六
百
万
件
、
全
国
の
約
二
割
を
占
め
ま
す
。

関
係
官
庁
は
、
そ
の
デ
ー
タ
を
基
に
、
納
付
の
有
無

の
確
認
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
国
の
お
金
は
、
金
融
機
関
で
受
入
れ
た

日
の
翌
々
営
業
日
に
国
の
お
金
と
し
て
計
理
し
て
い

ま
す
。
年
間
で
最
も
集
中
す
る
日
は
、
大
阪
支
店
で

は
一
日
当
た
り
二
〇
万
件
も
の
計
理
処
理
を
行
い
ま

す
。
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
読
み
取
り
エ
ラ
ー
が
出
た
も
の
は
手

入
力
で
補
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
納
付
書
に
記
載
さ

れ
た
文
字
が
判
読
で
き
な
い
と
き
な
ど
は
、
一
件
一

件
金
融
機
関
に
電
話
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
か
ら
大
変
な
作
業
で
す
。

　

業
務
課
企
画
役
補
佐
の
竹
野
啓
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
一
円
た
り
と
間
違
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
一

日
た
り
と
も
遅
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
正
確
迅
速
に

デ
ー
タ
を
送
る
こ
と
で
『
政
府
の
銀
行
』
と
し
て
の

負
託
に
応
え
ら
れ
る
の
だ
と
責
任
感
を
持
っ
て
臨
ん

で
い
ま
す
。
地
味
で
外
か
ら
は
見
え
難
い
業
務
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
日
銀
の
仕
事
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
」

地
域
の
金
融
経
済
の
動
向
を
把
握
し
、 

分
か
り
や
す
い
情
報
発
信
に
取
り
組
む

　

日
本
銀
行
が
行
う
金
融
政
策
は
、
全
国
各
地
の
景

気
動
向
を
点
検
し
た
う
え
で
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
個
人
の
方
が
持
ち
込
ん
だ
、
傷
ん
だ
り
汚

れ
た
り
し
て
使
え
な
く
な
っ
た
お
札
の
引
き
換
え
も

大
切
な
業
務
で
す
。
同
課
企
画
役
の
福
島
博
司
さ
ん

は
こ
う
話
し
ま
す
。

　
「
不
安
な
面お
も

持も

ち
で
、
焼
け
て
灰
に
な
っ
た
お
札

を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私

た
ち
は
灰
の
中
か
ら
、
一
枚
で
も
多
く
の
お
札
を
見

分
け
よ
う
と
目
を
凝
ら
し
て
鑑
定
し
ま
す
。
鑑
定
が

終
わ
っ
て
最
後
に
新
し
い
お
札
を
お
渡
し
す
る
と
、

皆
さ
ん
ぱ
あ
っ
と
笑
顔
に
な
り
ま
す
し
、
ほ
っ
と
し

て
泣
き
出
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
た
ち
も

う
れ
し
く
な
り
ま
す
」

近
畿
・
四
国
の
金
融
機
関（
四
千
店
舗
）で 

受
入
れ
た
国
の
お
金
を
集
計
処
理

　

日
銀
が
「
政
府
の
銀
行
」
と
し
て
行
っ
て
い
る
国

の
お
金
の
受
払
い
も
、
私
た
ち
の
生
活
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
ま
す
。
お
金
の
受
入
れ
の
仕
事
を
例
に
と

る
と
、
私
た
ち
が
国
に
支
払
う
、
税
金
や
社
会
保
険

料
、
交
通
反
則
金
な
ど
は
、
通
常
、
金
融
機
関
が
受

入
れ
ま
す
が
、
実
は
金
融
機
関
は
日
銀
の
代
理
人
と

し
て
受
入
れ
て
い
る
の
で
す
。
受
入
れ
た
お
金
や
証

票
は
日
銀
に
集
め
ら
れ
、
そ
こ
で
国
の
お
金
と
し
て

計
上
さ
れ
ま
す
。

　

大
阪
支
店
で
は
、
業
務
課
が
こ
う
し
た
国
の
お
金

を
計
理
す
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
大
阪
支
店
は
管

内
だ
け
で
な
く
、
近
畿
二
府
四
県
と
四
国
等
の
金
融

機
関
（
約
四
千
店
舗
）
が
受
入
れ
た
お
金
に
つ
い
て

取
り
纏
め
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

■大阪支店の組織

支店長

副支店長

営業課

発券課

業務課

文書課
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大
阪
支
店
営
業
課
で
は
、
首
都
圏
に
次
ぐ
規
模
の

関
西
経
済
の
調
査
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

景
気
動
向
の
分
析
に
は
、
統
計
な
ど
の
経
済
指
標

や
企
業
か
ら
提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
と
、
面
談
な
ど
に
よ
り
景
況
感
を
聞
き
取
り

（「
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
い
ま
す
）、
得
た
情
報
を
分

析
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま
す
。
支
店
で
は
、
ど

の
よ
う
に
経
済
を
把
握
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

営
業
課
で
調
査
グ
ル
ー
プ
長
を
務
め
る
宇
野
洋
輔
さ

ん
に
聞
き
ま
し
た
。

　
「
地
域
の
経
済
指
標
や
デ
ー
タ
に
制
約
が
あ
る
中

で
、
緻
密
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
経
済

動
向
を
多
角
的
に
検
証
し
て
い
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
当
地
は
百
貨
店
が
多
い
と
い
う
特
徴
が

あ
り
ま
す
。百
貨
店
の
販
売
額
が
増
え
た
時
、
な
ぜ

増
え
た
の
か
、ど
ん
な
も
の
が
売
れ
て
い
る
の
か
、
ど

ん
な
人
が
買
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
デ
ー

タ
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
調
査
し
、
景
気
を
左
右

す
る
消
費
者
行
動
の
変
化
を
分
析
し
て
い
き
ま
す
」

　

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
支
店
長
が
企
業
の
ト
ッ
プ
と
面

談
し
た
り
、
若
手
担
当
者
が
生
産
や
販
売
の
担
当
者

の
方
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な

階
層
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
景
気
に
対
す
る
見
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
景
気
が

回
復
し
て
い
る
状
況
で
も
、
悪
い
と
思
う
人
は
必
ず

い
ま
す
。
様
々
な
経
済
指
標
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
情
報
か

ら
、
景
気
情
勢
の
変
化
の
兆き

ざ
し
を
察
知
し
、
管
内
全

体
の
景
気
の
先
行
き
を
予
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
断
片
的
な
ピ
ー
ス
の
一
つ

に
あ
る
口
座
に
お
金
を
送
金
す
る
場
合
、
最
終
的
に

は
送
金
し
た
金
融
機
関
と
入
金
さ
れ
る
金
融
機
関
の

間
で
お
金
の
決
済
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
と
き
金
融
機
関
は
、「
日
銀
ネ
ッ
ト
」
と

呼
ば
れ
る
日
銀
と
金
融
機
関
を
結
ぶ
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
決
済
処
理
し
ま
す
。

日
銀
ネ
ッ
ト
の
一
日
当
た
り
の
資
金
決
済
額
は
約

一
〇
〇
兆
円
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
割
に
相
当
す
る

金
額
で
す
。
仮
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
止
ま
れ
ば
、

日
本
中
の
お
金
の
流
れ
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
銀
ネ
ッ
ト
の
シ
ス
テ
ム
は
東
京
都
府
中
市
の
電

算
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、
万
が
一
、
大

規
模
災
害
な
ど
に
よ
り
府
中
セ
ン
タ
ー
が
機
能
し
な

く
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
大
阪
エ
リ
ア
に
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
大
阪
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
セ
ン
タ
ー
と
府
中
セ
ン
タ
ー
は
常
時
接
続
さ
れ
て

お
り
、
デ
ー
タ
を
同
期
す
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
こ
の
瞬
間
に
府
中
セ
ン
タ
ー

が
使
え
な
く
な
っ
て
も
、
直
ち
に
大
阪
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
セ
ン
タ
ー
へ
の
切
り
替
え
を
行
い
、
業
務
を
引
き

継
げ
る
体
制
を
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
円
滑
な
決
済
を
確
保
す
る
う
え
で
は
、
金

融
機
関
の
資
金
繰
り
も
重
要
で
す
。
大
規
模
災
害
時

に
、
金
融
機
関
が
努
力
を
尽
く
し
て
も
資
金
が
不
足

す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
日
本
銀
行

は
貸
付
等
に
よ
る
資
金
供
給
を
機
動
的
に
実
行
し
ま

す
が
、
本
店
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
首

都
圏
の
金
融
機
関
に
対
し
て
も
大
阪
支
店
か
ら
資
金

一
つ
が
き
ち
っ
と
は
ま
り
、
ク
リ
ア
な
分
析
結
果
が

導
か
れ
る
時
、
目
の
前
の
靄も
や
が
一
気
に
晴
れ
て
い
く

よ
う
な
感
覚
に
な
り
、
経
済
と
い
う
生
き
も
の
を
リ

ア
ル
に
感
じ
る
醍だ

い
醐ご

み味
が
あ
り
ま
す
」（
宇
野
さ
ん
）

　

こ
の
ほ
か
営
業
課
の
総
務・金
融
グ
ル
ー
プ
で
は
、

管
内
の
金
融
機
関
の
預
金
や
貸
出
の
動
き
、
さ
ら
に

は
資
金
繰
り
や
経
営
動
向
を
日
々
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し

て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
金
融
機
関
と
綿
密
な
コ
ン
タ

ク
ト
を
と
る
こ
と
で
、
関
西
地
区
の
金
融
の
情
勢
を

見
極
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
金
融
と
経
済
の
両
面
か
ら
分
析
を

行
っ
た
結
果
は
、
毎
月
の
支
店
長
記
者
会
見
で
公
表

さ
れ
る
ほ
か
、
四
半
期
に
一
度
本
店
で
行
わ
れ
る
支

店
長
会
議
な
ど
で
報
告
さ
れ
ま
す
。

　

支
店
長
を
は
じ
め
と
す
る
支
店
幹
部
は
、
大
学
や

経
済
団
体
な
ど
に
赴
い
て
講
演
も
行
っ
て
い
ま
す
。

営
業
課
で
は
情
報
発
信
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
お

り
、「
外
部
講
演
は
、
年
間
一
〇
〇
回
を
超
す
頻
度

で
行
っ
て
い
ま
す
」（
宇
野
さ
ん
）。

　

ま
た
、
最
近
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
た
情
報
発

信
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
昨

年
十
一
月
に
、
親
し
み
や
す
い
ビ
ジ
ュ
ア
ル
、
内
容

に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
大
阪
支
店
の
歴
史
に

触
れ
ら
れ
る
コ
ー
ナ
ー
や
支
店
長
と
大
阪
出
身
の
著

名
人
と
の
対
談
記
事
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

非
常
時
に
は 

本
店
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
担
う

　

私
た
ち
が
金
融
機
関
を
通
じ
て
、
別
の
金
融
機
関
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を
供
給
し
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
日
本
銀
行
は
、
外
国
中
央
銀
行
や
国

際
機
関
の
お
金
（
円
資
金
）
を
預
か
る
な
ど
、
外
国

中
央
銀
行
や
国
際
機
関
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま

す
。
大
規
模
災
害
な
ど
に
よ
り
本
店
で
外
国
中
央
銀

行
や
国
際
機
関
と
の
連
絡
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
海
外
市
場
の
混
乱
等
を
回
避
す
る
た
め
、
大
阪

支
店
か
ら
日
本
銀
行
の
被
災
状
況
を
的
確
に
知
ら
せ

る
な
ど
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

「
い
ざ
と
い
う
日
」
に
向
け
た 

業
務
継
続
計
画

　

も
っ
と
も
、
シ
ス
テ
ム
が
い
く
ら
万
全
で
も
、
そ

れ
を
動
か
す
人
間
が
し
っ
か
り
と
行
動
で
き
な
け
れ

ば
機
能
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
銀
本
店
が
被
災
し
た

場
合
に
は
、
最
低
限
の
本
部
機
能
を
ほ
か
の
場
所
に

お
い
て
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

本
店
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
金
融
シ
ス

テ
ム
の
安
定
の
た
め
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
仕

事
を
大
阪
支
店
が
引
き
継
ぎ
ま
す
。

　

非
常
時
に
全
職
員
が
な
す
べ
き
こ
と
を
ま
っ
と
う

で
き
る
か
。
あ
ら
ゆ
る
組
織
が
抱
え
る
課
題
で
す
。

大
阪
支
店
で
は
そ
の
課
題
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

業
務
課
企
画
役
の
関
貴
介
さ
ん
は
、
府
中
セ
ン

タ
ー
で
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
ま
し
た
。
そ
の
体

験
か
ら
「
い
ざ
と
い
う
と
き
は
日
頃
の
訓
練
が
も
の

を
い
い
ま
す
」
と
強
調
し
ま
す
。

　

大
阪
支
店
で
は
、
日
常
的
に
有
事
を
想
定
し
た
訓

ま
す
。

　
「
非
常
時
こ
そ
日

本
銀
行
の
役
割
が

問
わ
れ
ま
す
。
日

本
銀
行
が
機
能
し

な
く
な
れ
ば
、
金

融
機
関
や
金
融
市

場
に
は
深
刻
な
影

響
が
生
じ
、
経
済

活
動
も
停
滞
し
て

し
ま
い
ま
す
。
一

人
一
人
の
生
活
に

も
影
響
が
及
ぶ
で

し
ょ
う
。
日
本
の

金
融
を
守
る
こ
と

は
、
皆
さ
ん
の
生

活
を
守
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
い
ざ
と
い
う

日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
そ
の
時
で
き
る
最
善
の

こ
と
を
行
う
。
そ
の
た
め
に
日
々
の
積
み
重
ね
が
あ

る
と
信
じ
て
い
ま
す
」

　

ま
た
、
業
務
課
の
関
さ
ん
は
力
強
く
話
し
ま
す
。

「
大
阪
支
店
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
、『
本
店
が
機
能
で

き
な
く
な
っ
た
時
、
日
本
を
支
え
る
の
は
我
々
だ
』

と
い
う
責
任
感
や
矜
持
を
持
っ
て
仕
事
に
向
き
合
っ

て
い
ま
す
」

　

取
材
を
終
え
、
御
堂
筋
か
ら
旧
館
を
振
り
返
っ
た

時
、
取
材
前
に
見
た
明
治
時
代
の
建
物
は
、
周
囲
の

現
代
的
な
建
物
と
調
和
し
、
そ
れ
ら
の
重
し
と
し
て

落
ち
着
き
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
関
係
者
が
机
上
で
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
か
ら
、
本
番
さ
な

が
ら
に
シ
ス
テ
ム
を
実
際
に
動
か
す
訓
練
ま
で
、
そ

の
や
り
方
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
ま
す
。

有
事
の
際
に
は
慣
れ
な
い
業
務
も
整
斉
と
こ
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
訓
練
は
本
番
さ
な
が
ら
の

シ
ナ
リ
オ
で
経
験
を
積
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

日
銀
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
訓
練
は
、
平
日
に
は
実
施

で
き
な
い
た
め
休
日
に
行
い
ま
す
。
大
阪
支
店
を
中

心
に
行
う
も
の
と
、
本
支
店
合
同
の
も
の
が
そ
れ
ぞ

れ
年
に
一
回
ず
つ
あ
り
ま
す
。
合
同
訓
練
は
、
日
銀

ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
金
融
機
関
や
関
係
官
庁
も
参
加

す
る
本
番
さ
な
が
ら
の
大
掛
か
り
な
も
の
と
な
り
ま

す
。
今
年
は
、
さ
る
三
月
九
日
（
日
）
に
実
施
さ
れ

た
ば
か
り
で
す
。

　

さ
ら
に
、
最
近
は
、
シ
ナ
リ
オ
を
事
前
に
知
ら
せ

な
い
ま
ま
訓
練
を
行
う
「
シ
ナ
リ
オ
ブ
ラ
イ
ン
ド
訓

練
」
も
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
職
員
に

と
っ
て
は
極
度
に
緊
張
す
る
訓
練
で
す
が
、
そ
の
緊

張
状
態
で
冷
静
に
動
け
る
か
、
予
告
な
く
直
面
す
る

事
態
に
適
切
に
対
応
で
き
る
か
な
ど
、
底
力
を
養
う

の
に
非
常
に
有
効
な
訓
練
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
や
は
り
人
間
で
す
か
ら
、
大
き
な
災
害
に
直
面

す
る
と
、
緊
張
も
す
れ
ば
舞
い
上
が
り
も
し
ま
す
。

そ
の
中
で
自
分
が
今
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
訓
練
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

な
ん
で
す
」（
関
さ
ん
）

　

こ
う
し
た
訓
練
の
積
み
重
ね
に
つ
い
て
、
営
業
課

総
務
・
金
融
グ
ル
ー
プ
長
の
戸
田
博
之
さ
ん
は
語
り

休日に実施された日銀ネットの災害対策訓練の模様
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日本銀行のレポートから

Ⅰ
．
地
域
か
ら
み
た

　
　

景
気
情
勢

　

各
地
の
景
気
情
勢
を
み
る
と
、
国
内

需
要
が
堅
調
に
推
移
し
、
生
産
が
緩
や

か
に
増
加
し
て
い
る
中
で
、
雇
用
・
所

得
環
境
も
改
善
し
て
い
る
こ
と
を
背
景

に
、「
回
復
し
て
い
る
」、「
緩
や
か
に

回
復
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

前
回
（
一
三
年
十
月
）
と
比
較
す
る

と
、
四
地
域
（
東
北
、
関
東
甲
信
越
、

近
畿
、
九
州
・
沖
縄
）
で
景
気
の
改
善

度
合
い
に
関
す
る
判
断
に
変
化
は
な
い

と
し
て
い
る
ほ
か
、
五
地
域
（
北
海
道
、

北
陸
、
東
海
、
中
国
、
四
国
）
か
ら
は

雇
用
・
所
得
環
境
に
支
え
ら
れ
た
個
人

消
費
の
改
善
等
か
ら
判
断
を
引
き
上
げ

る
報
告
が
あ
っ
た
。

　

公
共
投
資
は
、
東
北
、
九
州
・
沖
縄

か
ら
、「
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
」
等
、

【13/10 月判断】 前回と
の比較 【14/ 1 月判断】

北海道 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復している

東北 回復している 回復している

北陸 着実に持ち直している 緩やかに回復しつつある

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 緩やかに回復している 回復している

近畿 緩やかに回復している 緩やかに回復している

中国 全体として緩やかに回復している 緩やかに回復している

四国 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復している

九州・沖縄 緩やかに回復している 緩やかに回復している

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

二
〇
一
四
年
一
月
［
抜
粋
］

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

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

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）
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六
地
域
（
北
海
道
、
北
陸
、
関
東
甲
信
越
、

近
畿
、
中
国
、
四
国
）
か
ら
、「
増
加
し
て

い
る
」、「
増
加
傾
向
を
維
持
し
て
い
る
」

と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、東
海
か
ら
は
、

「
高
め
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
」
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。

　

設
備
投
資
は
、四
地
域
（
北
海
道
、東
北
、

関
東
甲
信
越
、
東
海
）
か
ら
、「
増
加
し
て

い
る
」
等
、
四
地
域
（
近
畿
、
中
国
、
四
国
、

九
州・沖
縄
）
か
ら
、「
持
ち
直
し
て
い
る
」、

「
持
ち
直
し
の
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
」
等

の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、北
陸
か
ら
は「
底

堅
く
推
移
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ

た
。
こ
の
間
、企
業
の
業
況
感
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
地
域
か
ら
、「
改
善
し
て
い
る
」、「
広

が
り
を
伴
い
つ
つ
改
善
を
続
け
て
い
る
」

等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

個
人
消
費
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
が
改

善
し
て
い
る
こ
と
等
を
背
景
に
、
北
海
道

か
ら
、「
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」、
五

地
域
（
北
陸
、
東
海
、
近
畿
、
四
国
、
九
州・

沖
縄
）
か
ら
、「
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い

る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が

あ
っ
た
ほ
か
、
関
東
甲
信
越
か
ら
、「
底
堅

さ
を
増
し
て
お
り
、
都
心
部
で
は
強
め
の

動
き
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
東
北
、
中
国
か
ら
、「
底
堅
く

推
移
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

大
型
小
売
店
販
売
額
を
み
る
と
、
百
貨

店
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、
高
額
品
の
販

売
が
堅
調
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、「
持
ち
直

し
の
動
き
が
続
い
て
い
る
」、「
堅
調
に
推
移

し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ス
ー

パ
ー
は
、
複
数
の
地
域
か
ら
、「
概
ね
下
げ

止
ま
っ
て
い
る
」、「
持
ち
直
し
の
動
き
が
み

ら
れ
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

乗
用
車
販
売
は
、
新
型
車
投
入
効
果
や

消
費
税
率
引
き
上
げ
前
の
駆
け
込
み
需
要

等
を
背
景
に
、
多
く
の
地
域
か
ら
、「
増
加

し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

家
電
販
売
は
、
節
電
機
能
に
優
れ
た
白

物
家
電
が
堅
調
で
あ
る
こ
と
等
を
背
景
に
、

多
く
の
地
域
か
ら
、「
持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
」、

「
底
堅
い
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
。

　

旅
行
関
連
需
要
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
堅
調
に
推
移
し
て

い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
複

数
の
地
域
で
、
外
国
人
観
光
客
が
増
加
し

て
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

住
宅
投
資
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
前

の
駆
け
込
み
需
要
等
も
あ
っ
て
、
八
地
域

（
東
北
、北
陸
、関
東
甲
信
越
、東
海
、近
畿
、

中
国
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
）
か
ら
、「
増

加
し
て
い
る
」等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
一
方
、

北
海
道
か
ら
は
、「
持
ち
直
し
の
動
き
が
鈍

化
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

生
産
（
鉱
工
業
生
産
）
は
、
国
内
需
要

が
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
ほ
か
、
海
外
需

要
も
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
こ
と
を

背
景
に
、
五
地
域
（
北
海
道
、
北
陸
、
関

東
甲
信
越
、
近
畿
、
中
国
）
か
ら
、「
緩
や

か
に
増
加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ

た
ほ
か
、
東
北
、
四
国
か
ら
、「
持
ち
直
し

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

東
海
か
ら
は
、「
高
め
の
水
準
で
推
移
し
て

い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、

九
州
・
沖
縄
か
ら
は
、「
緩
や
か
な
増
加
の

動
き
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
」
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。

　

業
種
別
の
主
な
動
き
を
み
る
と
、
輸
送

機
械
は
、「
高
め
の
水
準
で
推
移
し
て
い

る
」、「
増
産
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ

っ
た
。
鉄
鋼
、
化
学
は
、「
高
操
業
を
続
け

て
い
る
」、「
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

は
ん
用
・
生
産
用
・
業
務
用
機
械
で
も
、「
持

ち
直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

金
属
製
品
、
窯
業・土
石
に
つ
い
て
も
、「
増

加
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ

の
間
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
は
、「
持
ち

直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、

「
増
勢
が
一
服
し
て
い
る
」
等
の
報
告
も
み

ら
れ
る
な
ど
、区
々
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。

　

雇
用
・
所
得
動
向
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

「
改
善
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地
域

か
ら
、「
労
働
需
給
は
改
善
し
て
い
る
」
等

の
報
告
が
あ
っ
た
。
雇
用
者
所
得
は
、九
州・

沖
縄
か
ら
、「
概
ね
横
ば
い
圏
内
と
な
っ
て

い
る
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
一
方
、
五
地

域
（
北
海
道
、
関
東
甲
信
越
、
東
海
、
近
畿
、

四
国
）
か
ら
、
所
定
外
給
与
や
賞
与
の
増

加
等
を
背
景
に
、「
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ

て
い
る
」、「
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ

て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

Ⅱ
．�

地
域
の
視
点

　
　
「
各
地
域
に
お
け
る
最
近
の

　
　

雇
用
・
賃
金
動
向
」

　
　

―
―�

人
手
不
足
感
が

　
　
　
　

�

強
ま
る
も
と
で
の
企
業
の
対
応

１
．�

地
域
か
ら
み
た
最
近
の
雇
用・
賃
金
動
向

　

最
近
の
各
地
域
の
雇
用
・
賃
金
動
向
を

み
る
と
、
労
働
需
給
が
全
国
的
に
改
善
傾

向
に
あ
る
ほ
か
、
賃
金
に
つ
い
て
も
都
市

圏
を
中
心
に
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
間
、
有
効
求
人
倍
率
は
、

北
海
道
、
東
北
、
北
陸
、
四
国
、
九
州
・

沖
縄
で
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
前
を
上

回
る
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
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２
．�
各
地
域
の
労
働
需
給
の
現
状
と

　
　

そ
の
背
景

（
１
）
需
要（
求
人
）サ
イ
ド
の
動
向

　

求
人
動
向
を
み
る
と
、
求
人
数
は
非
製

造
業
が
引
き
続
き
増
加
し
て
い
る
こ
と
に

加
え
、
製
造
業
で
も
増
加
に
転
じ
て
い
る
。

　

非
製
造
業
は
、
非
正
規
労
働
者
が
中
心

な
が
ら
、
幅
広
い
業
種
で
求
人
が
増
加
し

て
い
る
。
堅
調
な
内
需
を
背
景
に
建
設
や

個
人
消
費
の
関
連
業
種
の
求
人
が
多
く
の

地
域
で
増
加
し
て
い
る
ほ
か
、
医
療・福
祉
、

運
輸
、
Ｉ
Ｔ
関
連
、
金
融
な
ど
の
幅
広
い

業
種
に
お
い
て
も
、
即
戦
力
重
視
の
中
途

採
用
に
加
え
、
新
卒
採
用
も
積
極
化
す
る

動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
製
造
業
で
は
、
一
部
の
電
気
機

械
等
で
国
内
生
産
体
制
の
縮
小
・
再
編
を

図
る
動
き
が
継
続
し
て
い
る
も
の
の
、
自

動
車
等
で
増
産
対
応
の
た
め
の
期
間
従
業

員
等
を
大
量
採
用
し
て
い
る
ほ
か
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
向
け
電
子
部
品
等
で
も
採
用

を
増
や
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
省
エ
ネ

技
術
な
ど
成
長
分
野
へ
の
投
資
や
事
業
領

域
拡
大
に
向
け
、
技
術
系
を
中
心
に
正
社

員
の
採
用
に
注
力
す
る
動
き
も
み
ら
れ
て

い
る
。

（
２
）
供
給（
求
職
）サ
イ
ド
の
動
向

　

一
方
、
求
職
動
向
を
み
る
と
、
企
業
の

雇
用
調
整
圧
力
が
弱
ま
る
中
で
、
求
職
者

の
就
職
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
求

職
者
数
は
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
に
あ
る
。

加
え
て
、
団
塊
世
代
の
本
格
退
職
や
少
子

化
の
進
展
で
労
働
力
人
口
が
減
少
し
て
い

る
ほ
か
、
若
年
層
の
能
力
開
発
の
遅
れ
、
就

業
意
欲
の
低
さ
な
ど
求
職
者
の
質
の
低
下

を
指
摘
す
る
声
も
少
な
く
な
く
、
労
働
供

給
余
力
の
低
下
を
懸
念
す
る
声
も
聞
か
れ

始
め
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
最
近
の
特
徴
と
し
て
、
在
職

者
が
よ
り
良
い
労
働
条
件
や
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
を
求
め
て
転
職
活
動
を
行
う
動
き
や
、

主
婦
や
無
業
者
が
求
人
企
業
側
か
ら
提
示

さ
れ
る
就
労
条
件
の
多
様
化
や
職
種
の
増

加
に
触
発
さ
れ
て
求
職
を
始
め
る
動
き
が

活
発
と
な
っ
て
い
る
。

３
．�

人
手
不
足
感
の
強
ま
り
と

　
　

企
業
の
対
応

（
１
）�

人
手
不
足
感
の
強
ま
り
と

　
　

事
業
活
動
へ
の
影
響

　

こ
う
し
た
労
働
需
給
を
反
映
し
て
、
業

種
や
企
業
規
模
、
地
域
を
越
え
た
人
材
獲

得
競
争
が
激
化
し
て
い
る
ほ
か
、
様
々
な

雇
用
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
顕
在
化
し
て
お
り
、
一

部
の
企
業
か
ら
は
必
要
な
人
員
を
確
保
で

き
な
い
と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
る
な
ど
、
企

業
の
人
手
不
足
感
が
強
ま
っ
て
い
る
。
特

に
、
賃
金
や
就
労
条
件
で
ミ
ス
マ
ッ
チ
の

大
き
な
業
種
・
職
種
や
、
知
名
度
・
待
遇

面
で
大
企
業
に
見
劣
り
す
る
中
小
企
業
な

ど
で
は
、
人
材
確
保
が
困
難
化
し
て
お
り
、

時
間
外
労
働
や
休
日
出
勤
等
で
凌
い
で
い

る
と
の
声
が
強
ま
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
建
設
、
医
療
・
福
祉
、
小
売
、

製
造
業
等
で
必
要
な
人
材
を
確
保
で
き
ず
、

工
期
の
遅
延
や
事
業
の
縮
小
、
新
規
出
店

計
画
の
見
直
し
、
受
注
・
生
産
の
制
限
等

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
人
手
不
足
が

事
業
活
動
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
に
な
る
事
例

が
み
ら
れ
始
め
て
お
り
、
特
に
東
日
本
大

震
災
の
被
災
地
等
で
は
顕
著
と
な
っ
て
い

る
。

（
２
）
企
業
の
対
応

　

こ
う
し
た
状
況
下
、
人
手
不
足
感
の
強

い
業
種
を
中
心
に
、
求
職
者
の
実
情
に
合

わ
せ
て
採
用
要
件
を
緩
和
・
弾
力
化
す
る

動
き
や
、
未
経
験
者
の
資
格
取
得
支
援
な

ど
を
前
提
と
し
た
育
成
型
採
用
に
転
換
す

る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

非
正
規
労
働
者
の
正
社
員
化
に
よ
り
現
有

戦
力
を
一
層
活
用
す
る
動
き
や
、
就
労
条

件
の
多
様
化
に
よ
り
従
業
員
の
定
着
促
進

を
図
る
動
き
も
進
み
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
女
性
、
高
齢
者
、
外
国
人
の
活

用
を
積
極
化
・
多
様
化
す
る
動
き
が
広
が

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、女
性
に
つ
い
て
は
、

女
性
の
ニ
ー
ズ
を
意
識
し
た
営
業
・
研
究

開
発
分
野
な
ど
で
の
活
用
、
管
理
職
へ
の

登
用
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
高
齢
者
に
関
し

て
は
、
技
能
継
承
を
企
図
し
て
定
年
後
も

継
続
雇
用
す
る
動
き
が
広
範
化
し
て
い
る

こ
と
に
加
え
、
雇
用
期
間
の
再
々
延
長
や

退
職
後
の
復
職
雇
用
を
図
る
な
ど
、
労
働

力
と
し
て
な
お
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
も
う
か
が
わ
れ
る
。
外
国
人
に
つ
い
て

も
、
製
造
業
の
増
産
要
員
に
加
え
、
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
観
光
対
応
や
海
外
事
業
強
化
な

ど
を
企
図
し
て
、
戦
略
的
に
外
国
人
留
学

生
や
現
地
採
用
者
を
活
用
す
る
動
き
が
広

が
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
公
的
機
関
や
民
間
企
業
等
で

は
、
雇
用
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
改
善
に
向
け
て
、

求
職
者
に
対
す
る
支
援
の
一
層
の
充
実
を

進
め
て
い
る
。

４
．
各
地
域
の
賃
金
動
向

　

賃
金
動
向
を
み
る
と
、
正
社
員
の
定
例

給
与
を
改
定
し
て
賃
金
を
引
き
上
げ
る
動

き
は
、
現
時
点
で
は
一
部
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
時
間
外
給
与
に
つ
い

て
は
、
製
造
業
の
生
産
回
復
や
非
製
造
業

の
人
手
不
足
を
補
う
た
め
に
増
加
し
て
い

る
ほ
か
、
冬
季
賞
与
に
つ
い
て
も
、
企
業

業
績
の
改
善
に
伴
い
増
額
す
る
動
き
が
地
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域・業
種
を
問
わ
ず
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、

非
正
規
労
働
者
の
時
給
に
つ
い
て
は
、
建

設
労
働
者
や
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
小

売
、
宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
の
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
、
製
造
業
の
期
間
従
業
員
等

で
、
労
働
需
給
の
引
き
締
ま
り
や
最
低
賃

金
の
改
定
等
を
背
景
に
上
昇
し
て
い
る
と

の
指
摘
が
聞
か
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
直

接
的
な
給
与
支
給
だ
け
で
な
く
、
福
利
厚

生
の
拡
充
・
復
活
に
よ
り
処
遇
を
改
善
す

る
動
き
も
み
ら
れ
て
い
る
。

５
．
先
行
き
の
見
通
し

　

先
行
き
の
雇
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
経

営
合
理
化
を
進
め
て
い
る
製
造
業
や
消
費

増
税
後
の
反
動
減
の
影
響
を
懸
念
す
る
企

業
の
一
部
で
は
採
用
抑
制
姿
勢
を
み
せ
て

い
る
も
の
の
、
新
規
出
店
要
員
の
確
保
や

団
塊
世
代
の
退
職
者
補
充
、
技
能
継
承
の

必
要
も
あ
っ
て
、
採
用
を
積
極
化
す
る
企

業
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
面
は

労
働
需
給
の
改
善
傾
向
が
続
く
と
の
見
方

が
多
い
。

　

賃
金
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、
景
気

回
復
の
持
続
性
や
他
社
の
動
向
を
見
極
め

た
い
、
あ
る
い
は
固
定
費
の
増
加
は
回
避

し
た
い
な
ど
と
す
る
声
が
多
い
一
方
で
、
従

業
員
の
士
気
向
上
や
人
材
確
保
等
を
目
的

に
、
何
ら
か
の
形
で
の
対
応
を
前
向
き
に

検
討
す
る
動
き
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

公共投資 設備投資 個人消費 住宅投資 生産 雇用・所得

北
海
道

各種経済対策を
受けて増加傾向
を維持している

景気が緩やかに回
復する中、売上や
収益の改善を受け
て、増加している

消費者マインド
の改善に雇用環
境の緩やかな改
善も加わり、緩
やかに回復して
いる

持ち直しの動き
が鈍化している

国内外需要の増
加を背景に、緩
やかに増産して
いる

雇用・所得情勢をみると、労
働需給は改善している。雇用
者所得は、幅広い業種で所定
外給与や冬季賞与が増加す
るなど持ち直している

東
　
北

震災復旧関連工
事を主体に、大幅
に増加している

増加している 底堅く推移して
いる

震災に伴う建て
替え需要等から
増加している

持ち直している 雇用・所得環境は、改善して
いる

北
　
陸

増加傾向を維持
している

製造業を中心に底
堅く推移している

緩やかに持ち直
している

増加している 着実に増加して
いる

雇用・所得環境は、持ち直し
ている

増加している 非製造業を中心に
増加基調にある

底堅さを増して
おり、都心部で
は強めの動きと
なっている

消費税率引き上
げ前の駆け込み
需要等から、増
加している

緩やかに増加し
ている

雇用・所得情勢は、労働需給
面で改善しているほか、所得
面でも持ち直しの動きが続
いている

東
　
海

高めの水準で推
移している

一段と増加している 持ち直している 増加している 高めの水準で推
移している

雇用・所得情勢は、改善して
いる

近
　
畿

増加している 持ち直しの動きが
広がっている

消費者マインド
の改善などから、
緩やかに持ち直
している

増加している 緩やかに増加し
ている

雇用情勢をみると、労働需給
は改善している。こうしたも
とで、雇用者所得も改善の動
きがみられている

中
　
国

増加している 非製造業を中心に
持ち直している

底堅く推移して
いる

増加している 緩やかに増加し
ている

雇用情勢をみると、緩やかに
改善している。雇用者所得は、
弱めの動きとなっているも
のの、持ち直しに向けた動き
が広がっている

四
　
国

増加している 持ち直している 緩やかに持ち直
している

増加している 緩やかに持ち直
しつつある

雇用・所得情勢については、
労働需給は改善しており、雇
用者所得にも持ち直しの動
きがみられている

大幅な増加を続
けている

非製造業を中心に
持ち直している

消費者マインド
の改善などから、
持ち直しの動き
がみられている

低金利を背景とし
た潜在需要の掘り
起こしに加えて、
消費税率引き上げ
前の駆け込みも
あって、着実に増
加している

一部で生産体制
の見直し等の影
響もあって、緩
やかな増加の動
きに一服感がみ
られる

雇用・所得情勢は、厳しい状
態が続いているが、労働需給
面では、非製造業を中心に改
善している

九
州
・
沖
縄

関
東
甲
信
越

〈需要項目等〉
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ト ピ ッ ク ス

新
日
銀
ネ
ッ
ト�

第
一
段
階
開
発
分
の
稼
動
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、二
〇
一
四
年
一
月
六
日
、

新
日
銀
ネ
ッ
ト
第
一
段
階
開
発
分
の
稼
動

を
開
始
し
ま
し
た
。

【
日
銀
ネ
ッ
ト
の
概
要
】

▼
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
正
式
名
称
を
「
日
本

銀
行
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
」
と

い
い
、
日
本
銀
行
と
そ
の
取
引
先
金
融
機

関
と
の
間
の
資
金
や
国
債
の
決
済
を
オ
ン

ラ
イ
ン
処
理
に
よ
り
安
全
か
つ
効
率
的
に

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
構
築
さ
れ
た
、

日
本
銀
行
が
運
営
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
こ
と
で
す
。
基
幹
的
な
決
済
シ
ス
テ

ム
と
し
て
、
一
九
八
八
年
に
稼
動
を
開
始

し
て
以
来
、
約
二
五
年
に
わ
た
り
、
わ
が

国
金
融
市
場
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
て
い
ま
す
。

【
新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
構
築
】

▼
こ
の
日
銀
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
日
本
銀

行
で
は
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報

技
術
革
新
の
進
展
と
い
っ
た
環
境
変
化
の

下
で
、わ
が
国
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
・

効
率
性
を
一
層
向
上
さ
せ
る
観
点
か
ら
、

シ
ス
テ
ム
基
盤
や
対
象
業
務
・
機
能
を
抜

本
的
に
見
直
し
、「
新
日
銀
ネ
ッ
ト
」
と

し
て
新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
開
発
は
二
段
階
に
分

け
て
行
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
金
融
市
場

調
節
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
国
債
の
入
札

関
連
業
務
お
よ
び
国
債
系
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
の
受
渡
関
連
業
務
を
対
象
と
す

る
第
一
段
階
開
発
分
に
つ
い
て
、
予
定
ど

お
り
二
〇
一
四
年
初
に
稼
動
を
開
始
し
ま

し
た
。

　

現
在
は
、
二
〇
一
五
年
秋
か
ら
二
〇
一

六
年
初
を
予
定
し
て
い
る
第
二
段
階
開
発

分
の
稼
動
（
新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
全
面
稼

動
）
に
向
け
て
、準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

第
二
段
階
開
発
分
は
、
当
座
預
金
決
済
や

国
債
振
替
決
済
を
は
じ
め
と
す
る
幅
広
い

業
務
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
銀
行

で
は
、
取
引
先
金
融
機
関
な
ど
関
係
者
の

方
々
と
協
力
し
な
が
ら
、
今
後
も
着
実
に

開
発
関
連
作
業
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
、
日
本
銀
行
Ｈ
Ｐ
の
「
新
日
銀

ネ
ッ
ト
」の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

二
〇
一
三
年
十
一
月
よ
り
、
新
し

い
「
国
庫
金
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
事
務
」
を�

ス
タ
ー
ト

▼
日
本
銀
行
は
、
全
国
の
金
融
機
関
（
約

四
四
〇
先
）
と
と
も
に
、
国
の
税
金
や
社

会
保
険
料
な
ど
の
「
国
庫
金
」
の
受
入
事

務
を
取
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
二
〇
一
三
年

十
一
月
二
十
五
日
よ
り
、
国
庫
金
の
受
入

事
務
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
事
務
）
の
一
部
を
見
直
し

ま
し
た
。

【
国
庫
金
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
事
務
と
は
】

▼
国
民
や
企
業
な
ど
か
ら
金
融
機
関
に
持

ち
込
ま
れ
る
国
庫
金
の
受
入
件
数
は
、
年

間
一
億
四
千
万
件
程
度
あ
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
六
五
〇
〇
万
件
弱
は
、
紙
の
証
票
を

使
っ
て
店
頭
窓
口
で
納
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
銀
行
で
は
、
全
国
の
金
融
機
関
か

ら
集
め
ら
れ
た
証
票
と
現
金
を
受
け
取

り
、
証
票
を
電
子
デ
ー
タ
化
す
る
Ｏ
Ｃ
Ｒ

（
光
学
式
文
字
読
み
取
り
）
処
理
を
行
い
、

政
府
預
金
に
入
金
し
て
い
ま
す
。

【
事
務
見
直
し
の
内
容
】

▼
日
本
銀
行
で
は
、
こ
う
し
た
Ｏ
Ｃ
Ｒ
事

務
に
使
う
シ
ス
テ
ム
の
更
新
の
機
会
を
捉

え
て
、
事
務
の
一
部
を
見
直
す
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
近
年
の
物
流

機
能
の
発
展
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
は
、

地
域
金
融
機
関
等
の
一
部
店
舗
が
同
地
域

に
あ
る
金
融
機
関
の
取
扱
っ
た
証
票
や
現

金
を
取
り
ま
と
め
た
う
え
で
日
本
銀
行
に

持
ち
込
む
と
い
っ
た
流
れ
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
を
取
り
止
め
、
証
票
や
現
金

を
取
扱
っ
た
金
融
機
関
が
直
接
日
本
銀
行

に
持
ち
込
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

第
二
に
、
従
来
、
日
本
銀
行
の
す
べ
て

の
本
支
店
で
各
地
域
に
あ
る
金
融
機
関
の

取
扱
っ
た
証
票
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
事
務
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、一
部
の
支
店
（
二
六
店
舗
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
取
り
止
め
、
七
つ

の
本
支
店
に
事
務
を
集
約
し
ま
し
た
。
各

地
域
に
あ
る
金
融
機
関
の
取
扱
っ
た
証
票

や
現
金
は
、
こ
れ
ら
の
七
つ
の
本
支
店
に

送
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

【
金
融
機
関
と
の
「
対
話
」】

▼
新
し
い
事
務
を
始
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
全
国
の
金
融
機
関
の
実
務
へ
の
影
響

等
も
考
慮
し
、
約
三
年
半
を
か
け
て
全
国

の
金
融
機
関
と
意
見
交
換
を
行
い
な
が

ら
、
実
施
に
移
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
こ
う
し
た
実
務
に
つ
い
て
金

融
機
関
と
し
っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
し
な
が
ら
、
国
庫
金
事
務
な
ど
の
効
率

化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

（
二
〇
一
四
年
一
月
）
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日
本
銀
行
本
店
本
館
を
舞
台
に�

ド
ラ
マ
撮
影�

▼
二
〇
一
四
年
一
月
に
、
国
の
重
要
文
化

財
で
あ
る
日
本
銀
行
本
店
本
館
で
、
ド
ラ

マ
撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ド
ラ
マ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
日
本
で
国

産
自
動
車
産
業
を
育
て
た
い
と
の
夢
に
向

け
て
奔
走
す
る
企
業
家
の
挑
戦
で
す
。
日

本
銀
行
は
、そ
の
夢
が
潰つ

い

え
そ
う
に
な
っ
た

と
き
、日
本
経
済
の
発
展
を
支
え
る
た
め
、

銀
行
団
に
よ
る
協
調
融
資
を
取
り
ま
と
め

る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

日
本
銀
行
が
ド
ラ
マ
撮
影
に
協
力
す
る

こ
と
は
近
年
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の

ド
ラ
マ
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
在
職
し
た

一い
ち
ま万
田だ

総
裁
の
実
話
を
も
と
に
し
た
話
で

あ
る
う
え
、
金
融
政
策
遂
行
の
難
し
さ
な

ど
、
現
在
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
含
ま
れ
て

お
り
、
日
本
銀
行
に
親
し
ん
で
頂
け
る
一

助
と
な
っ
た
な
ら
幸
い
で
す
。

「
第
九
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ�

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

の
決
勝
開
催

▼
日
本
銀
行
で
は
、
昨
年
十
一
月
三
十
日
、

大
学
生
を
主
な
対
象
と
す
る
金
融
経
済
分

野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の

コ
ン
テ
ス
ト
「
第
九
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」
の
決
勝

を
本
店
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

▼
今
回
は
わ
が
国
の
金
融
に
関
す
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
全
国
の
三
九
大
学
か
ら
計

一
二
〇
編
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
、
一
次
審

査
（
書
類
審
査
）
の
結
果
、
五
チ
ー
ム
が

決
勝
に
進
出
し
ま
し
た
。

▼
決
勝
当
日
は
、
各
チ
ー
ム
が
そ
れ
ぞ
れ

一
五
分
間
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
後
、
審
査
員
か
ら
の
質
問
に
答
え

る
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

審
査
員
に
は
、
柏
木
斉
氏
（
経
済
同
友

会
副
代
表
幹
事
・
リ
ク
ル
ー
ト
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
取
締
役
相
談
役
）、
石
黒
不

二
代
氏
（
ネ
ッ
ト
イ
ヤ
ー
グ
ル
ー
プ
代
表

取
締
役
社
長 

兼 

Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
を
お
招
き
し

た
ほ
か
、
日
本
銀
行
か
ら
岩
田
規
久
男
副

総
裁
（
審
査
員
長
）、
佐
藤
健
裕
、
木
内

登
英
両
審
議
委
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

▼
審
査
の
結
果
、
最
優
秀
賞
に
は
、
武
蔵

大
学
チ
ー
ム
の
「
被
災
企
業
訪
問
か
ら

考
え
る
、
被
災
企
業
救
済
の
新
た
な
ス

キ
ー
ム
の
提
案 

～
災
害
に
強
い
国
づ
く

り
フ
ァ
ン
ド
～
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
本

提
言
は
、
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
糧
と

し
て
、
民
間
資
金
を
主
体
と
す
る
被
災
企

業
支
援
フ
ァ
ン
ド
お
よ
び
情
報
提
供
等
を

行
う
支
援
機
関
を
創
設
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。
こ
の
ほ
か
優
秀
賞
（
東
京
理
科
大

学
、
東
京
経
済
大
学
）、
敢
闘
賞
（
立
教

大
学
、
福
島
大
学
）
を
選
出
し
ま
し
た
。

▼
審
査
員
か
ら
、「
わ
が
国
の
金
融
に
関

し
て
健
全
な
問
題
意
識
を
持
ち
、
現
状
の

問
題
点
や
課
題
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
れ

を
補
強
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や

実
務
家
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い

た
。こ
う
し
た
地
道
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、

独
り
よ
が
り
に
な
ら
ず
、
地
に
足
の
着
い
た

提
言
に
結
び
つ
け
て
い
る
点
は
高
く
評
価

で
き
る
」
と
の
講
評
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
に
つ
い
て
は
、
日
本

銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
専
用
コ
ー
ナ
ー
を

設
け
て
、
概
要
、
決
勝
参
加
チ
ー
ム
の
発

表
論
文
全
文
お
よ
び
審
査
員
講
評
等
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
コ
ー
ナ
ー
や

Y
ouTube

で
は
、
今
回
の
決
勝
大
会
の

模
様
を
収
録
し
た
動
画
（
三
分
程
度
）
も

配
信
し
て
い
ま
す
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
二
〇
一
四
年
度
も
日

銀
グ
ラ
ン
プ
リ
を

開
催
す
る
予
定
で

す
。
た
く
さ
ん
の

ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

ドラマ（「リーダーズ」、TBS 系列で 2014 年 3
月に放映済み）の撮影の模様（左から、総裁役・
中村橋之介さん、名古屋支店長役・香川照之さ
ん、アイチ自動車工業社長役・佐藤浩市さん）

趣向をこらした
プレゼンテーションを展開

決勝進出チームの皆さん・審査員を囲んで
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■熊本県の営業部長「くまモン」が 1 月 6 日付で「し
あわせ部長」を兼務しました。「自分たちが気付か
なかった価値を再発見し、それを多くの人に伝えて
いく。そして自分たちの日常もより豊かにしてい
く」。小山薫堂氏の思いが、これからどのように地
域に根付き、更に新しい魅力を生み出していくのか、
今後の展開が楽しみです。
　小山氏にはお金を題材にした「勝手にテコ入れ」
も行って頂きました。お金に込められた思い、感謝
を大切にしていく、まさしく私ども日本銀行情報サ
ービス局が金融広報中央委員会事務局として推進し
ている「金融教育」の大事なポイントです。お金の
面から「生きる力」、「自立する力」を育むのが金融
教育です。小山氏のお話も参考にし、子供から大人
まで共感を得ながら「お金の知恵」を広めていけれ
ばと思っています。
　ちなみに、今回「地域の底力」で訪れた近江八幡
市。こちらでは住民が、埋め立てからお堀を守り、
水郷を守ったことが、今の観光の街

まちづく

造りの原動力に
なりました。「いいものを守ればおのずと商いにな
る」。小山氏のメッセージとも通じる取り組みでし
た。 （丹治）

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

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

編 集 後 記 「
日
本
銀
行
見
学
等
」
の
ご
案
内

▼
日
本
銀
行
で
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
本
店
本
館
（
旧
地
下
金
庫
エ

リ
ア
、
旧
営
業
場
、
史
料
展
示
室
）
お
よ

び
新
館
（
一
階
営
業
場
）
な
ど
の
見
学
案

内
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
銀
行

の
仕
事
や
建
物
、
貨
幣
の
歴
史
な
ど
を

テ
ー
マ
に
し
た
レ
ク
チ
ャ
ー
付
見
学
も
定

期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
（
無
料
）。

＊
詳
細
は
、
日
本
銀
行
Ｈ
Ｐ
の
「
広
報
イ

ベ
ン
ト
・
見
学
等
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

 

▼
ご
希
望
の
方
は
、
見
学
希
望
日
の
三
カ

月
前
か
ら
一
週
間
前
ま
で
に
、
電
話
で
ご

予
約
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
】

　

情
報
サ
ー
ビ
ス
局
（
見
学
受
付
）

　

〇
三
―
三
二
七
七
―
二
八
一
五

　
（
九
時
半
～
十
六
時
半
〈
月
～
金
〉）

▼
本
店
の
ほ
か
、全
国
の
支
店
で
も
、随
時

見
学
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
支
店
ご
と
に

予
約
方
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
お
手
数

で
す
が
、
見
学
を
ご
希
望
す
る
支
店
の
Ｈ

Ｐ
で
、
予
約
方
法
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
ま
た
、金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館（
①
）、

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
（
②
）
は
、
ご

予
約
な
し
で
ご
見
学
い
た
だ
け
ま
す
（
た

だ
し
、
二
〇
名
以
上
は
要
予
約
）。

＊
最
新
の
開
館
情
報
は
、
各
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

① http://w
w

w
.im

es.boj.or.jp/

cm
/

②http://w
w

w
3.boj.or.jp/otaru-m

/

▼
多
く
の
方
の
お
越
し
を
、
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

旧地下金庫エリア

史料展示室の模様



 

　金融街として知られるシティ・オブ・ロンドン（The 

City of London、通称「シティ」）はロンドン中心部に

あり、広さが約１平方マイル（１マイル≒ 1.6㎞）の

ためスクエア（平方）マイルとも呼ばれます。イング

ランド銀行をはじめとする古い建造物が建ち並ぶ一角

は、過去にタイムトリップしたような印象を受けます。

　シティは中世時代に王政の権力に対抗する自由都市

として発展しました。周囲には街壁（ロンドンウォ－ル）

が築かれ、英国王ですら市長の許可なく立ち入ること

ができないほどの独立性を得たと言われます。その街

壁の一部は現在もなお残り、ロンドン中心部には往時

の外観のまま補修維持して使い続けられている建物が

数多くあります。

　こうしたシティに代表される古きを良しとするロン

ドンでも、近年、街並みが変わりつつあります。ロン

ドン東部のカナリーワーフ地区では、90 年代以降、

大規模な再開発が行われ、シティからも多くの金融機

from London

関が移転しました。超高層ビルが建ち並ぶ光景は見る

人を圧倒しています。

　さらにロンドン中心部でも各所で再開発が進み、超

高層ビルが建てられるようになっています。昨年は西

ヨーロッパ一の高さ（310 メートル）を誇る複合ビル

「ザ・シャード」が開業しました。ザ・シャードは複数

の面が天高く伸びるデザインが印象的です。そのほか

にも近未来的で斬新なデザインの高層ビルが建てられ

ており、その形状から「ガーキン」（小きゅうりのピク

ルス）や「ウォーキー・トーキー」（トランシーバー）

のように個性的な愛称でロンドン市民に親しまれてい

ます。本年央には、「チーズ・グレーター」（チーズお

ろし器）のようなビルが竣工する予定です。

　このようにロンドンは中世時代の面影を残しつつも、

近未来を感じさせるデザインの超高層ビルも増えてお

り、過去と未来が息づく街として進化を続けています。

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

チーズ・グレータ―（左）
とガーキン（右）

過去と未来が息づく
ロンドン 今も残る昔の街壁、London Wall

西ヨーロッパ一高いビル、
ザ・シャード
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