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“おかね”を語る

　

僕
は
「
書
道
家
」
と
し
て
、
日
頃
お
仕
事
を
さ

せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
仕
事
内
容
は
、

お
家
や
オ
フ
ィ
ス
に
飾
る
書
作
品
の
オ
ー
ダ
ー
を

頂
き
、
書
い
て
納
め
た
り
、
書
道
教
室
の
生
徒
さ

ん
に
書
の
技
術
や
知
恵
を
伝
え
て
、
お
月
謝
を
頂

く
。
他
に
は
企
業
の
ロ
ゴ
や
商
品
の
ロ
ゴ
の
オ
ー

ダ
ー
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
ス
ー
パ
ー
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
「
京
」
の
ロ
ゴ
や
、
N
H
K
大
河

ド
ラ
マ
「
天
地
人
」
な
ど
の
題
字
は
多
く
の
人
が

目
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
に
は
、
イ

ベ
ン
ト
に
呼
ば
れ
て
大
き
な
書
を
書
い
た
り
、
講

演
会
や
本
の
執
筆
、
メ
デ
ィ
ア
出
演
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
大
企
業
を
や
め
て
書
道
家
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
の
が
二
五
歳
。
一
六
年
前
に
な
り
ま

す
。
母
親
か
ら
一
〇
〇
万
円
を
借
り
て
貯
金
し
て

い
た
一
〇
〇
万
円
を
足
し
て
、
二
〇
〇
万
円
の
資

金
で
湘
南
は
辻
堂
の
築
一
〇
〇
年
近
い
日
本
家
屋

を
借
り
て
教
室
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
し
か
し

生
徒
さ
ん
は
集
ま
ら
ず
、
お
金
は
ど
ん
ど
ん
減
る

ば
か
り
。
時
間
だ
け
が
余
っ
て
い
た
の
で
、
お
店

が
閉
ま
っ
た
商
店
街
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
ゴ
ザ
を

敷
い
て
ス
ト
リ
ー
ト
書
道
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ

の
ス
ト
リ
ー
ト
書
道
で
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
体

験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ゴ
ザ
を
敷
い
て

作
品
ら
し
き
も
の
を
地
べ
た
に
並
べ
て
お
客
さ
ん

を
待
っ
て
い
て
も
誰
も
足
を
止
め
ず
。
話
し
か
け

て
く
れ
て
も
緊
張
し
て
、
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
ず
。
焦
り
は
増
す
ば
か
り
。
お
金

も
な
い
か
ら
、
お
客
さ
ん
か
ら
お
金
を
も
ら
い
た

い
と
か
、
バ
カ
に
さ
れ
た
く
な
い
と
か
、
失
敗
し

た
ら
ど
う
し
よ
う
と
か
、
邪
心
が
心
を
支
配
し
は

じ
め
ま
す
。
す
る
と
や
は
り
う
ま
く
い
か
な
い
。

そ
し
て
だ
ん
だ
ん
諦
め
に
も
似
た
気
持
ち
に
な
っ

て
、
静
か
に
目
の
前
を
通
る
人
々
を
眺
め
て
い
ま

し
た
。
ボ
ー
ッ
と
眺
め
て
い
る
と
、だ
ん
だ
ん「
あ

の
人
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
生
き
て
い
る
の
だ
ろ

う
、な
ん
か
辛
そ
う
だ
な
、僕
の
書
で
元
気
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
な
」
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
湧

い
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
不
思
議
と
人
が
足
を
止

め
る
よ
う
に
な
り
、「
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
書
い
た
ら
涙
を
流
し
て

く
れ
る
人
ま
で
現
れ
ま
し
た
。
僕
は
ハ
ッ
と
気
づ

き
ま
し
た
。
僕
の
心
の
変
化
と
起
こ
る
出
来
事
が

リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
に
。
お
金
や
様
々
な
心
配

を
減
ら
し
、
自
分
と
人
の
心
を
整
え
る
こ
と
に
集

中
す
る
ほ
ど
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
う
ま
く
流
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
金
も
書
の
作
品
も
つ

ま
り
は
「
心
」
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
構
え
が
美
し
く
な
る
ほ

ど
に
、
お
金
だ
け
で
な
く
人
間
関
係
や
健
康
な
ど

の
流
れ
が
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
れ
か
ら

心
を
整
え
る
修
行
の
旅
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
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インタビュー／扉を開く

坂　茂  建築家 

世界の被災地を救う「紙の建築」

地域の底力—— 山梨県北杜市
山梨県北杜市の未来への活力は
自然の恵みとよみがえる農地
貨幣の世界—— ❹　［形  その3］
現代の貨幣—国もいろいろ形もいろいろ—（1）

特別記事
日本銀行ウェブサイトのリニューアル 

日本銀行のレポートから
「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）—2017 年1 月—

「地域経済報告」（さくらレポート）—2017 年1月—
地域の視点「各地域における住宅投資の動向と関連企業等の対応状況」

日本銀行旧小樽支店
金融資料館と銀行の街小樽
トピックス
名古屋支店が開設120周年ほか
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日
本
銀
行
青
森
支
店
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

末
期
の
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
五
月
に
、

当
初
は
秋
田
支
店
管
轄
の
青
森
駐
在
員
事
務

所
と
し
て
、
旧
日
本
勧
業
銀
行
（
現
み
ず
ほ
銀

行
）
青
森
支
店
内
に
間
借
り
す
る
か
た
ち
で
設

置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
地
元
経
済
界
や
金

融
界
か
ら
の
強
い
要
望
を
受
け
支
店
昇
格
が

決
定
し
、
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
十
一

月
に
、
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
に
開
設
さ
れ

た
最
初
の
支
店
で
す
。

　
表
紙
の
店
舗
は
、
旧
板
柳
銀
行
（
現
青
森
銀

行
）
の
店
舗
を
購
入
し
、
増
改
築
し
た
初
代
店

舗
で
す
。
戦
後
の
人
手
・
物
資
不
足
を
背
景
に

工
事
は
遅
延
し
、
一
部
の
工
事
が
終
わ
ら
な
い

ま
ま
営
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戦
災

か
ら
の
復
興
と
と
も
に
、
事
務
取
扱
量
が
増
加

し
、
次
第
に
店
舗
が
手
狭
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
十
一
月
に
、

現
在
の
場
所
に
新
築
移
転
さ
れ
ま
し
た
。

　
青
森
支
店
は
、
昨
二
〇
一
六
年
に
開
設
七
〇

周
年
を
む
か
え
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
青
森
経

済
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば

SPRING 2017 　NO.49 CONTENTS



4NICHIGIN 2017 NO.49

Shigeru Ban

坂  

茂

建
築
家

INTERVIEW

災
害
支
援
の
現
場
で
、
建
築
家
と
し
て
役
に
立
ち
た
い
―
―
。

紙
や
木
を
素
材
に
し
た
大
胆
か
つ
優
美
な
建
築
物
で
国
際
的
評
価
を
受
け
る
坂 

茂
氏
は
、

ル
ワ
ン
ダ
か
ら
始
ま
り
最
近
で
は
熊
本
や
イ
タ
リ
ア
な
ど

国
内
外
の
あ
ま
た
の
被
災
地
支
援
の
た
め
に
尽
力
し
、「
行
動
す
る
建
築
家
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

建
築
家
と
し
て
の
そ
う
し
た
活
動
も
評
価
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
、

建
築
界
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
と
称
さ
れ
る
プ
リ
ツ
カ
ー
建
築
賞
を
受
賞
し
た
。

坂
氏
の
社
会
的
貢
献
へ
の
意
志
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
き
た
の
か
。

建
築
家
の
あ
り
方
、
建
築
教
育
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
―
坂
さ
ん
の
「
歴
史
を
見
て
も
建

築
家
は
特
権
階
級
と
仕
事
を
し
て
き

た
。
建
築
家
よ
り
も
医
者
や
弁
護
士

の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
社
会
の
役
に
立
っ

て
い
る
」
と
い
う
発
言
は
大
変
印
象

的
で
す
。

坂

　
最
初
は
医
者
や
弁
護
士
と
比
べ

て
建
築
家
は
何
て
運
が
良
い
仕
事
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は

病
気
や
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て

い
る
人
達
と
仕
事
を
し
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
建
築
家
は
、
家
を
建
て
た

り
会
社
の
ビ
ル
を
建
て
た
り
と
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
の
人
生
の
最
高
の
時
に
お

付
き
合
い
を
し
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
建
築
家
は
恵
ま
れ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
建
築
の
仕
事
を
始
め

て
一
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
頃
、
僕
は
、

幸
運
な
人
達
の
た
め
に
仕
事
を
し
て

い
る
だ
け
で
、
社
会
に
貢
献
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
気
が
つ
い
た

ん
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
医
者
や
弁
護

士
は
常
に
弱
者
の
た
め
に
働
い
て
い

る
。
一
方
、
建
築
家
は
、
過
去
も
現

在
も
特
権
階
級
の
た
め
の
仕
事
を
し

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
。
財
力
や

権
力
を
手
に
し
た
人
達
は
、
そ
れ
を

世
界
の
被
災
地
を
救
う「
紙
の
建
築
」

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

谷
山 

實

目
に
見
え
る
よ
う
に
社
会
に
示
し
た

い
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
建
築
家

が
雇
わ
れ
、
立
派
な
建
築
が
造
ら
れ

て
き
た
。
大
聖
堂
の
よ
う
な
宗
教
建

築
も
、
大
企
業
の
建
物
も
同
じ
だ
と

思
い
ま
す
。

　
誤
解
が
無
い
よ
う
に
言
え
ば
、
僕

は
建
築
家
が
特
権
階
級
の
仕
事
を
す

る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
僕
も
そ
う
い
う
仕
事
を

し
て
お
り
、特
権
階
級
の
た
め
で
あ
っ

て
も
、街
の
宝
や
市
民
の
誇
り
に
な
っ

て
い
る
記
念
碑
的
な
建
築
は
数
多
く

あ
り
ま
す
。
で
も
、
僕
は
自
分
の
経

験
や
知
識
を
も
う
少
し
社
会
一
般
の

た
め
に
、
あ
る
い
は
自
然
災
害
で
家

を
失
っ
た
人
達
の
た
め
に
使
え
な
い

世
界
中
の
被
災
地
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
巡
る

紙の簡易間仕切りシステム４
災害発生後、仮設住宅に移転するま
で数カ月間、多くの被災者は学校体
育館等でプライバシーの無い生活を
送らざるを得ない。そうした生活を
少しでも快適にするべく坂氏は、
2004 年に発生した中越地震以降、
ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク

（VAN）を通じて、紙の間仕切りシ
ステムを提供している。2011 年に
発生した東日本大震災に際して提供
されたシステム４は、紙管の柱と梁
のジョイント部分は、一方を一方の
穴に差し込んでガムテープで留める
だけという簡単な仕組みとしている。

（Voluntary Architects' Network）
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―
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
被
災

地
に
「
紙
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」「
紙
の
教

会
」
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
つ
く
り
ま

し
た
。

坂　

あ
れ
だ
け
の
大
震
災
だ
っ
た
の

で
、
ど
こ
で
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か

わ
か
ら
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
う
し

た
中
、
新
聞
報
道
で
、
ベ
ト
ナ
ム
難

民
達
が
集
ま
る
カ
ト
リ
ッ
ク
鷹
取
教

会
（
神
戸
市
長
田
区
、
二
〇
〇
五
年

よ
り
「
カ
ト
リ
ッ
ク
た
か
と
り
教
会
」

に
変
更
）
が
被
災
し
た
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
難
民

の
人
達
は
日
本
人
以
上
に
大
変
な
生

活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
と
思

い
、
そ
こ
に
向
か
っ
た
ん
で
す
。

　

教
会
は
焼
失
し
、
た
き
火
を
囲
ん

で
ミ
サ
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

焦
土
に
建
て
た
仮
設
住
宅「
紙
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」

か
と
考
え
た
の
で
す
。

―
― 

世
界
中
の
被
災
地
を
回
り
、
復

興
が
始
ま
る
ま
で
の
一
番
苦
し
い
時

に
、
建
築
家
と
し
て
被
災
者
支
援
に

尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

坂　

例
え
ば
、
地
震
そ
の
も
の
で
人

が
亡
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

建
築
が
崩
れ
て
人
が
死
ぬ
、
つ
ま
り

建
築
家
の
責
任
な
ん
で
す
。
そ
し
て

被
災
者
は
、
建
築
の
せ
い
で
親
族
を

失
い
、
自
分
自
身
も
怪
我
を
し
、
さ

ら
に
避
難
所
や
仮
設
住
宅
と
い
う
居

心
地
の
悪
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
ら
れ

る
。
し
か
し
特
権
階
級
の
仕
事
で
大

忙
し
の
建
築
家
は
そ
の
現
場
に
い
な

い
。
避
難
所
や
仮
設
住
宅
の
設
計
・

改
善
に
建
築
家
は
誰
も
携
わ
っ
て
こ

な
か
っ
た
ん
で
す
。
さ
ら
に
、
被
災

地
の
復
興
時
に
は
多
く
の
建
築
の
仕

事
が
出
る
の
で
、
そ
れ
を
楽
し
み
に

す
る
建
築
家
も
い
る
。
自
分
達
の
責

任
で
人
に
怪
我
を
さ
せ
な
が
ら
、
仕

事
が
出
る
ま
で
指
を
く
わ
え
て
待
っ

て
い
る
。

―
― 

建
築
家
は
被
災
者
の
支
援
に
関

わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

坂　

避
難
所
も
仮
設
住
宅
も
「
住
環

境
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
改
善
に
建
築
家
が
参
加

す
れ
ば
、
も
う
少
し
居
心
地
の
良
い

空
間
が
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
被
災
地

を
回
り
始
め
た
ん
で
す
。

―
―
被
災
者
支
援
の
き
っ
か
け
は
、

何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

坂　

最
初
は
、
一
九
九
四
年
の
ル
ワ

ン
ダ
難
民
へ
の
支
援
で
す
。
ル
ワ
ン

ダ
国
内
の
民
族
紛
争
で
、
二
〇
〇
万

人
以
上
の
難
民
が
近
隣
諸
国
に
流
入

し
ま
し
た
。
そ
の
悲
惨
な
難
民
キ
ャ

ン
プ
の
写
真
を
、
た
ま
た
ま
週
刊
誌

で
見
た
ん
で
す
。
雨
季
に
雨
風
を
し

の
げ
ず
、
難
民
達
は
毛
布
に
包
ま
り

震
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
い
く

ら
医
療
支
援
を
し
て
も
、
住
環
境
の

改
善
な
し
に
は
救
え
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

　

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所

（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
の
東
京
事
務
所
に
行

く
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
本
部
に
コ
ン

タ
ク
ト
を
取
れ
と
だ
け
言
わ
れ
ま
し

た
。
す
ぐ
に
資
料
を
添
え
て
手
紙
を

送
っ
た
も
の
の
、
一
カ
月
た
っ
て
も

何
の
返
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
業
を
煮

や
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本
部
に
ア
ポ
な

し
で
乗
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
運
よ
く
、

シ
ェ
ル
タ
ー
担
当
の
ド
イ
ツ
人
建
築

家
に
会
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
提
案
を

認
め
ら
れ
て
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
採

用
さ
れ
た
ん
で
す
。

UNHCR 用の紙のシェルター（Shigeru Ban Architects）

―
― 

そ
の
時
に
提
案
し
た
の
が
「
紙

の
シ
ェ
ル
タ
ー
」
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

坂　

再
生
紙
の
紙
管
を
使
っ
た
難
民

用
テ
ン
ト
で
す
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
で
は

難
民
に
テ
ン
ト
用
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

シ
ー
ト
だ
け
を
支
給
し
て
い
ま
し
た

が
、
難
民
た
ち
は
テ
ン
ト
の
骨
組
み

を
調
達
す
る
た
め
に
周
辺
の
木
々
を

大
量
に
伐
採
し
、
そ
の
影
響
で
森
林

破
壊
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。か
と
い
っ

て
ア
ル
ミ
の
支
柱
を
支
給
す
る
と
、

難
民
た
ち
は
換
金
目
的
で
売
っ
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
紙
管
な
ら
ア
フ
リ

カ
で
も
安
価
で
手
に
入
り
、
捨
て
ら

れ
て
も
ゴ
ミ
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
紙
の
シ
ェ
ル
タ
ー
の
提
案

が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。
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―
―
紙
管
を
建
築
に
取
り
入
れ
る

き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

坂　

開
発
を
始
め
た
の
は
一
九
八
六

年
で
す
。
当
時
は
リ
サ
イ
ク
ル
と
か

エ
コ
ロ
ジ
ー
に
ほ
と
ん
ど
誰
も
興
味

を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ

か
け
は
、
そ
の
年
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

を
代
表
す
る
建
築
家
ア
ル
ヴ
ァ
・
ア

ア
ル
ト
（
注
１
）
の
展
覧
会
の
会
場
設

計
を
手
が
け
た
時
で
す
。
彼
の
建
物

の
よ
う
に
ふ
ん
だ
ん
に
木
を
使
っ
て

展
示
場
を
造
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

れ
を
見
て
僕
は
建
築
家
と
し
て
役
に

立
ち
た
い
と
思
い
、神
父
さ
ん
に
「
紙

で
教
会
を
再
建
し
ま
し
ょ
う
」
と
提

案
し
た
ん
で
す
。「
火
事
で
焼
け
た
後

に
紙
の
建
物
な
ん
て
」
と
相
手
に
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
諦
め
ず
に
毎

週
日
曜
日
、
東
京
か
ら
始
発
の
新
幹

線
で
被
災
地
で
の
ミ
サ
に
通
い
続
け

ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
に
ベ
ト
ナ
ム
の
人
達
と

親
し
く
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
郊
外

に
造
ら
れ
た
仮
設
住
宅
に
移
ら
ず
、

公
園
で
テ
ン
ト
生
活
を
続
け
て
い
た
。

劣
悪
な
住
環
境
で
す
。
そ
れ
で
も「
僕

達
は
長
田
区
の
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ

紙のログハウス・神戸（Takanobu Sakuma）

工
場
で
し
か
仕
事
が
な
い
。
一
時
間

も
通
勤
に
か
か
る
仮
設
住
宅
に
移
っ

た
ら
雇
っ
て
も
ら
え
な
く
な
る
」
と

言
う
の
で
す
。

　

震
災
か
ら
数
カ
月
し
て
イ
ン
フ
ラ
も

整
っ
て
く
る
と
、
近
隣
住
民
が
公
園

の
テ
ン
ト
村
に
苦
情
を
言
い
始
め
ま

し
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
僕
は
彼
ら
の

た
め
に
「
紙
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」
―
―
壁

に
紙
管
を
利
用
し
た
仮
設
住
宅
―
―

を
設
計
し
た
の
で
す
。
き
れ
い
な
外

観
の
仮
設
住
宅
を
き
れ
い
に
配
置
す

れ
ば
、
住
民
も
彼
ら
が
も
う
少
し
こ

こ
に
住
み
続
け
る
こ
と
を
認
め
て
く

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら

で
す
。

―
―
「
紙
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
」
は
衛
生

的
で
夏
冬
の
断
熱
性
能
を
有
し
、
し

か
も
組
み
立
て
も
解
体
も
短
時
間
で

で
き
ま
す
ね
。

坂　

仮
設
住
宅
と
し
て
非
常
に
出
来

が
良
く
、
お
か
げ
で
神
父
さ
ん
の
信

頼
も
得
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
で
集
め

た
義
援
金
を
建
設
費
に
し
て
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
手
で
建
て
る
な
ら
、
教

会
を
建
て
て
も
い
い
と
許
可
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
五
九
本
の
紙
管
を
建

物
の
主
要
構
造
体
に
使
っ
た
「
紙
の

教
会
」
で
す
。

紙の教会・神戸（Hiroyuki Hirai）

使
用
者
の
愛
情
が
建
物
を
恒
久
化
す
る

注
1 

ア
ル
ヴ
ァ
・
ア
ア
ル
ト

（Alvar Aalto

）

一
八
九
八-
一
九
七
六

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
建
築
家
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
。
北
欧
屈
指
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
家
と
し
て
機

能
性
を
重
視
し
つ
つ
も
、「（
病

院
や
葬
儀
場
等
）
人
生
に
は
物

事
の
組
織
化
が
あ
ま
り
に
も
残

忍
に
感
じ
ら
れ
る
例
が
多
い
。

よ
っ
て
、
建
築
家
の
仕
事
は
わ

れ
わ
れ
の
生
活
パ
タ
ー
ン
を
優

し
い
も
の
に
す
る
こ
と
だ
と
、

私
は
思
う
」
と
自
身
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
有
機
的
で
人
間

的
な
デ
ザ
イ
ン
を
反
映
し
た
建

築
で
知
ら
れ
る
。
代
表
的
な
建

築
物
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
・

ホ
ー
ル
、
マ
イ
レ
ア
邸
。
ち
な
み

に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
有
数
の
デ

ザ
イ
ン
企
業
イ
ッ
タ
ラ(iittala

）

社
の
定
番
商
品
で
あ
り
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
湖
沼
の
よ
う
な
形
の

「
ア
ア
ル
ト
・
ベ
ー
ス(Aalto 

Vase)

」
は
、
一
九
三
六
年
に

ア
ル
ヴ
ァ
・
ア
ア
ル
ト
に
よ
っ

て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
。
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予
算
も
限
ら
れ
、
ま
た
、
数
週
間
の

展
覧
会
の
た
め
に
木
を
使
い
捨
て
る

の
は
、
も
っ
た
い
な
い
。
何
か
代
わ

り
に
な
る
材
料
は
な
い
か
、
と
見
渡

し
た
と
こ
ろ
、
紙
管
に
出
会
っ
た
の

で
す
。図
面
を
描
く
時
に
使
う
ト
レ
ー

シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
や
フ
ァ
ク
ス
用
紙

の
芯
の
紙
管
が
な
ぜ
か
捨
て
ら
れ
ず
、

事
務
所
に
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い
た
。

「
あ
、
こ
れ
だ
！
」
と
。
木
の
よ
う
な

温
か
み
が
あ
る
う
え
に
、
固
く
て
折

れ
な
い
。
こ
れ
を
展
覧
会
に
使
え
な

い
か
と
実
験
を
始
め
た
の
で
す
。

―
― 

紙
管
は
、
建
築
材
料
と
し
て

十
分
な
耐
久
性
が
あ
る
の
で
す
か
。

坂　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
で
す
ら

地
震
で
壊
れ
る
よ
う
に
、
材
料
の
強

度
と
建
築
の
強
度
は
関
係
な
い
ん
で

す
。
建
築
の
強
度
や
耐
久
性
は
、
そ

の
材
料
を
ど
う
構
造
設
計
し
て
使
う

か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の

「
紙
の
教
会
」
は
「
仮
設
」
と
し
て
造

り
ま
し
た
が
、
建
築
基
準
法
に
則
り
、

耐
震
性
も
考
え
て
設
計
し
て
い
る
の

で
、
恒
久
的
な
建
築
と
同
じ
仕
様
で

す
。
実
は
「
紙
の
教
会
」
は
台
湾
の

大
震
災
（
一
九
九
九
年
）
の
後
、
神

戸
か
ら
台
湾
に
移
築
さ
れ
、
約
二
〇

年
た
っ
た
今
も
地
元
の
人
々
に
利
用

さ
れ
て
真
に
恒
久
的
な
建
物
と
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
方
、
有
名
建
築

家
の
設
計
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建

物
で
あ
っ
て
も
商
業
建
築
は
、
三
〇

年
も
た
た
ず
に
壊
さ
れ
た
り
し
ま

す
。
つ
ま
り
建
築
は
、
建
築
材
料
や

設
計
者
の
名
声
で
は
な
く
、
そ
れ
を

使
う
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
か
ど
う
か

で
恒
久
的
な
存
在
に
な
る
か
、「
仮
設
」

の
存
在
と
な
る
か
が
決
ま
る
気
が
し

ま
す
。

―
― 

そ
れ
に
し
て
も
、
紙
管
を
建

築
に
使
う
発
想
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

で
す
ね
。

坂　

新
し
い
構
造
の
開
発
を
建
築
家

は
積
極
的
に
試
み
ま
せ
ん
。
歴
史
を

振
り
返
る
と
、
バ
ロ
ッ
ク
で
あ
れ
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
で
あ
れ
、
大
建
築
家
で

あ
っ
て
も
そ
の
時
に
流
行
し
た
ス
タ

イ
ル
に
影
響
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
、

米
国
の
バ
ッ
ク
ミ
ン
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ー

（
注
２
）
や
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
・
オ
ッ

ト
ー
（
注
３
）
等
、
独
自
の
構
造
形
式

を
持
つ
こ
と
で
時
代
に
流
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
新
し
い
建
築
を
生
み
出
し

て
い
る
建
築
家
も
い
ま
す
。
僕
も
学

生
時
代
か
ら
他
人
の
ま
ね
は
し
た
く

な
い
、
い
つ
か
自
分
な
り
の
建
築
材

料
や
構
造
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
た
い

と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。

　

建
築
材
料
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切

な
使
い
方
が
あ
り
、
適
材
適
所
を
考

え
て
い
ま
す
。
被
災
地
を
支
援
す
る

時
も
、
現
地
で
手
に
入
る
材
料
を
活

用
し
ま
す
。
建
築
で
一
番
重
要
な
事

の
ひ
と
つ
に
は
、
地
域
性
が
あ
り
ま

す
。
ル
ワ
ン
ダ
で
も
東
北
地
方
で
も
、

気
候
、
環
境
、
風
土
に
合
っ
た
設
計
、

そ
し
て
な
る
べ
く
地
元
の
素
材
を
使

う
。
そ
の
方
が
輸
送
コ
ス
ト
等
も
節

約
で
き
ま
す
。

―
― 

日
本
に
当
て
は
め
れ
ば
、
木

造
建
築
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

坂　

そ
こ
に
は
誤
解
が
あ
っ
て
、
木

造
と
は
フ
レ
ー
ム
の
話
で
す
。
最
近

は
、
ち
ょ
っ
と
木
を
使
っ
て
「
和
風
」

と
思
わ
せ
る
だ
け
の
意
味
の
無
い
木

造
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
気
候
や
風
土

に
合
わ
せ
る
意
味
で
は
、
内
壁
・
外

注
2 

バ
ッ
ク
ミ
ン
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ー

（B
uckm

inster Fuller

）

一
八
九
五-

一
九
八
三

　

ア
メ
リ
カ
の
建
築
家
、
発
明

家
。
大
量
生
産
に
向
い
た
軽
量

プ
レ
ハ
ブ
住
宅
の
提
唱
者
と
し

て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、レ
ー
ダ
ー

の
ド
ー
ム
等
に
使
わ
れ
る
正
三

角
形
を
組
み
合
わ
せ
た
支
柱
の

無
い
ド
ー
ム
（
ジ
オ
デ
シ
ッ
ク
・

ド
ー
ム
）
構
造
を
考
案
し
た
。

ち
な
み
に
、
彼
の
ド
ー
ム
建
築

を
、
友
人
の
建
築
家
フ
ラ
イ
・

オ
ッ
ト
ー
（
後
注
参
照
）
は
、

「
前
例
か
ら
制
約
を
受
け
ず
に

開
発
さ
れ
た
全
く
新
し
い
軽
量

構
造
体
の
中
に
は
、
生
物
学
的

な
物
体
に
非
常
に
近
い
類
似
性

を
も
っ
て
い
る
」
と
評
し
た
。

注
3 

フ
ラ
イ
・
オ
ッ
ト
ー
（Frei O

tto

）

一
九
二
五-

二
〇
一
五

　

ド
イ
ツ
の
建
築
家
。「
膜
」
を

用
い
た
吊
り
屋
根
、
大
テ
ン
ト

等
の
軽
量
構
造
建
築
の
パ
イ
オ

ニ
ア
の
一
人
。
ま
た
、
大
量
生

産
の
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
を
反
自
然

的
な
建
築
と
評
し
、
そ
の
時
そ

の
場
の
環
境
に
即
し
た
（
融
け

込
ん
だ
）「
自
然
な
建
築
」
を

提
唱
し
た
。
二
〇
〇
二
年
ド
イ

ツ
・
ハ
ノ
ー
バ
ー
万
博
日
本
館

（
紙
管
と
紙
の
膜
に
よ
る
建
築

物
）
で
は
、
坂
氏
の
共
同
制
作

者
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五

年
プ
リ
ツ
カ
ー
建
築
賞
を
受
賞
。

ポンピドー・センター・メス（フランス・メス）
2010 年竣工。フランス北東部ロレーヌ地方のメス市に設立されたパリにある近現代芸術の殿堂「ポ
ンピドーセンター」の分館。構造用集成材を、六角形を基本パターンにして編み上げ、テフロンコー
トを施したガラスファイバー製の半透明膜が屋根として覆っている。晴れれば中に柔らかな日差しが
入ってくる。（Didier Boy de la Tour）
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大
学
で
の
建
築
教
育
に
も
携
わ
り
、

社
会
に
恩
返
し

―
― 

建
築
家
と
し
て
活
動
さ
れ
る

一
方
で
、
国
内
外
で
大
学
教
育
に
も

継
続
的
に
携
わ
る
理
由
は
何
で
し
ょ

う
か
。

坂　

僕
が
建
築
家
に
な
れ
た
の
は
米

国
の
大
学
で
非
常
に
良
い
教
育
を
受

け
た
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
建
築
の
仕
事
と
の

日
程
調
整
は
大
変
で
す
し
、
収
益
的

に
は
し
な
い
方
が
良
い
。
し
か
し
、

僕
も
次
世
代
の
建
築
家
を
育
て
る
こ

と
で
米
国
の
先
生
方
に
恩
返
し
を
し

た
い
し
、
そ
れ
が
自
分
の
社
会
的
な

使
命
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。

―
― 

日
本
の
大
学
と
米
国
の
大
学

で
は
建
築
教
育
に
何
か
違
い
が
あ
り

ま
す
か
。

坂　

教
育
も
学
生
の
レ
ベ
ル
も
日
本

は
米
国
に
完
全
に
負
け
て
い
ま
す
。

米
国
の
学
生
は
ス
タ
ジ
オ
で
学
び
ま

す
。
そ
こ
で
は
自
分
専
用
の
デ
ス
ク

を
与
え
ら
れ
、
課
題
に
対
し
て
そ
こ

で
一
日
中
デ
ザ
イ
ン
や
製
図
に
取
り

組
め
ま
す
。
ま
た
、
ス
タ
ジ
オ
で
他

の
学
生
と
議
論
も
で
き
ま
す
。
日
本

の
ほ
と
ん
ど
の
学
生
に
は
そ
う
し
た

ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

建
築
学
科
の
学
生
に
だ
け
そ
の
よ
う

な
ス
ペ
ー
ス
を
与
え
ら
れ
な
い
と
い

う
理
由
か
ら
で
す
。
結
果
、
課
題
を

家
に
持
ち
帰
り
、
授
業
が
あ
る
時
だ

け
模
型
を
持
っ
て
く
る
。
ま
た
、
教

育
環
境
だ
け
で
な
く
学
生
の
意
識
も

違
い
ま
す
。
大
学
で
自
分
を
鍛
え
る

と
い
う
意
識
が
、
日
本
の
学
生
は
米

国
の
学
生
よ
り
薄
く
、
サ
ボ
っ
て
バ

イ
ト
に
行
っ
た
り
す
る
者
も
い
る
。

建
築
家
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
プ
ロ
に
な

る
の
と
同
じ
で
す
。
将
来
プ
ロ
を
目

指
す
人
は
学
生
時
代
も
遊
ん
だ
り
し

ま
せ
ん
。

　

た
だ
日
本
の
大
学
教
育
に
は
ゼ
ミ

制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
米
国
に
は
な

い
素
晴
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
で
す
。
米

国
で
は
、
ス
タ
ジ
オ
の
課
題
を
一
セ

メ
ス
タ
ー
（
二
学
期
制
の
一
学
期
）

単
位
で
取
り
組
む
ケ
ー
ス
が
多
く
、

中
長
期
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
日
本
の
大
学
の
ゼ
ミ
で

は
担
当
教
員
が
テ
ー
マ
を
示
し
、
そ

れ
に
興
味
を
持
っ
た
学
部
・
修
士
・

女川町コンテナ多層仮設住宅
東日本大震災後、従来の平屋
の仮設住宅建設に際して問題
になったことは、被災地であ
る東北沿岸地域には、津波が
来ないような高台が少ないこ
とであった。その問題を、丈
夫で重ねられ、運びやすく量
産できるコンテナを活用して
多層化することで解決を図っ
た。（Hiroyuki Hirai）

壁
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重

要
で
す
。
ま
た
、
日
本
は
木
造
建
築

に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
発
を
戦
後
全

く
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
、

火
災
に
対
す
る
過
剰
規
制
等
か
ら
、

世
界
的
に
見
て
非
常
に
遅
れ
て
い
ま

す
。
欧
州
で
は
大
規
模
な
木
造
の
建

築
物
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ

た
木
製
品
を
造
れ
る
企
業
が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
使
い
こ
な
せ
る
技
術
者
も

育
て
て
い
ま
す
。

INTERVIEW
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博
士
の
学
生
達
が
、
毎
年
、
入
れ
替

わ
り
な
が
ら
在
籍
す
る
。
そ
こ
で
皆

が
中
長
期
的
に
、
ゼ
ミ
独
自
の
課
題

に
取
り
組
む
の
は
非
常
に
良
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

大
学
を
出
た
後
は
、
む
し
ろ

日
本
の
ほ
う
に
建
築
家
が
育
つ
環
境

が
あ
る
と
い
う
お
話
を
さ
れ
て
い
ま

す
。

坂

　
先
進
国
で
も
途
上
国
で
も
建
築

家
に
住
宅
の
設
計
を
依
頼
す
る
の
は

お
金
持
ち
だ
け
で
す
。
一
方
、
日
本

で
は
「
中
間
層
」
が
若
手
建
築
家
に

依
頼
す
る
こ
と
が
意
外
と
多
い
の
で

す
。
そ
れ
が
若
手
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
工
さ
ん

な
ど
施
工
者
が
「
良
い
建
築
を
つ
く

ろ
う
」
と
い
う
意
識
が
高
い
の
で
、

若
い
建
築
家
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ

ま
す
。
も
う
一
つ
、
米
国
は
行
き
過

ぎ
た
訴
訟
社
会
な
の
で
、
施
主
も
施

工
者
も
リ
ス
キ
ー
な
こ
と
を
や
り
た

が
ら
な
い
。
も
う
米
国
で
は
良
い
建

築
家
が
生
ま
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
で
す
が
、
日
本
は
そ
の
点
で
も
良

い
建
築
家
が
生
ま
れ
や
す
い
他
国
に

な
い
環
境
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

―
― 

建
築
家
が
自
分
の
や
り
た
い

仕
事
を
世
界
で
実
現
し
よ
う
と
思
っ

た
ら
、
人
を
説
得
す
る
論
理
が
必
要

だ
と
い
う
お
話
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

坂

　
建
築
を
設
計
し
て
「
こ
れ
、
格

好
い
い
で
し
ょ
う
」と
言
っ
て
も
、「
格

好
い
い
」
は
抽
象
的
か
つ
個
人
的
な

感
性
で
あ
り
、
皆
が
そ
う
思
う
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
海
外
で
仕
事
を
す
る
と
、

文
化
や
宗
教
な
ど
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
の
違
う
人
を
説
得
し
、
理
解
を
得

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
の
デ

ザ
イ
ン
が
必
要
か
、
こ
の
形
に
す
る

と
何
が
良
い
の
か
、
感
性
だ
け
で
説

明
せ
ず
に
、
論
理
を
構
築
し
て
説
明

す
る
。
そ
の
能
力
は
建
築
家
に
と
っ

て
重
要
で
、
学
生
時
代
か
ら
訓
練
を

受
け
、
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

―
― 

本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

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

タメディア新社屋（スイス・チューリヒ）
右／建設中。左／完成後の建物内。スイスのメディア会社タメディアの新社屋として建てられ
た七階建ての木造建築。柱と梁とのジョイントも、梁を楕円形にして固定化することで鉄を使
わないようにしている。なお、ポンピドー・センター・メスおよび当オフィスビルの構造用木
材の加工は、いずれもスイスで行われた。（Didier Boy de la Tour）

（Blumer-Lehmann AG）

INTERVIEW

ばん・しげる● 1957 年、東京生まれ。84 年、クーパー・ユニオン（ニ
ューヨーク）建築学部卒業。85 年、坂茂建築設計設立。95 年、国連
難民高等弁務官事務所（UNHCR）コンサルタントを務め、NPO 法人
ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN）設立。ルワンダ
難民キャンプの支援をきっかけに、世界中の被災地において災害支援
プロジェクトを展開する。阪神・淡路大震災では「紙の教会」などを
被災地に建設。東日本大震災後には避難所で暮らす被災者のプライバ
シーを確保するための「簡易間仕切りシステム」を提供した。芸術選
奨文部科学大臣賞、朝日賞など国内各賞のほか、2014 年にプリツカー
建築賞受賞、フランス芸術文化勲章（コマンドール）受章。近年の主
な作品に、フランス国立近代美術館分館「ポンピドゥー・センター・
メス」、「大分県立美術館」など。建築教育にも積極的に携わり、現在、
慶應義塾大学環境情報学部特別招聘教授を務める。著書に『紙の建築 
行動する』（岩波書店）、『NA 建築家シリーズ 07　坂茂』（日経 BP 社）
などがある。
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上／耕作放棄地を区画整理し、農業法人に貸し出すことで
農地をよみがえらせた北杜市の景色。背景を彩るのは、長
野県との境に広がる八ヶ岳。下／日本名水百選に選ばれた、
南アルプス山脈と甲斐駒ヶ岳に端を発する尾白川の清流。

地域の底力

山
梨
県
北
杜
市
の
未
来
へ
の
活
力
は

自
然
の
恵
み
と
よ
み
が
え
る
農
地

美
し
い
景
観
、
水
資
源
、
太
陽
の
力
。

日
本
一
の
「
山
紫
水
明
」
が
、

北
杜
市
の
農
地
と
人
々
の
暮
ら
し
に

新
た
な
息
吹
を
も
た
ら
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子



上／尾白川渓谷にかかる吊り橋を渡って進むルー
トは、人気のトレッキングコース。下／日照時間
日本一という自然の恵みを最大限活用する「北杜
サイト太陽光発電所」。

7 町村が合併した 2004 年から市政を担ってきた北杜市前市長の
白倉政司氏は、「北杜市の人は何事にも一生懸命なんです」と市民
の生真面目な気質を語る。
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北
杜
市
の
宝
も
の
は 

日
本
一
の
山
紫
水
明

　
山
梨
県
北
杜
市
は
、
県
最
北
端
に
位

置
す
る
人
口
約
四
万
八
○
○
○
人
の
自

治
体
だ
。
二
○
○
四
年
に
明
野
村
、
須

玉
町
、
高
根
町
、
長
坂
町
、
大
泉
村
、

白は
く

州し
ゅ
う
ま
ち

町
、
武む

川か
わ
む
ら村の

七
町
村
が
合
併
し
、

さ
ら
に
は
そ
の
二
年
後
に
小
淵
沢
町
と

合
併
し
て
現
在
に
至
る
。

　
首
都
圏
か
ら
は
中
央
自
動
車
道
や
中

央
本
線
を
利
用
す
れ
ば
二
時
間
ほ
ど
と
、

日
帰
り
で
往
復
で
き
る
距
離
に
あ
り
な

が
ら
、
八
ヶ
岳
や
南
ア
ル
プ
ス
の
甲
斐

駒
ヶ
岳
、
茅
ヶ
岳
な
ど
の
山
々
が
周
囲

を
と
り
ま
く
美
し
い
眺
め
は
圧
巻
。
そ

の
豊
か
な
自
然
が
生
む
北
杜
市
の
か
け

が
え
の
な
い
宝
は
、「
山
紫
水
明
」
だ
と

話
し
て
く
れ
た
の
は
、
一
二
年
に
わ
た

り
市
政
に
取
り
組
ん
で
き
た
前
市
長
の

白
倉
政
司
氏
だ
（
取
材
時
は
退
任
前
）。

　

「
北
杜
市
は
『
山
紫
水
明
』
が
日
本
一

な
ん
で
す
。『
山
』
は
文
字
通
り
、
山
岳

景
観
。
日
本
の
百
名
山
の
う
ち
、
八
ヶ

岳
を
は
じ
め
八
つ
の
山
が
望
め
ま
す
。

『
紫
』
は
国
蝶
に
選
定
さ
れ
た
、
オ
オ
ム

ラ
サ
キ
の
こ
と
で
す
」

　
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
名
は
、
雄
の
羽
が

紫
色
に
輝
く
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
の

華
麗
な
姿
は
国
内
各
地
で
見
ら
れ
る
が
、

な
か
で
も
旧
長
坂
町
は
日
本
一
の
生
息

地
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

「
山
紫
水
明
の
『
水
』
は
、
日
本
の
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
三
分
の
一
以
上

を
北
杜
市
が
産
出
し
て
い
ま
す
」

　
北
杜
市
は
、
日
本
百
名
水
が
三
カ
所

選
定
さ
れ
て
い
る
全
国
で
唯
一
の
自
治

体
で
も
あ
る
。
そ
の
名
水
や
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
ォ
ー
タ
ー
と
源
が
同
じ
伏
流
水
を
、

市
民
が
ご
く
当
た
り
前
に
生
活
用
水
と

し
て
使
え
る
暮
ら
し
は
羨
ま
し
い
限
り

だ
。

　

「『
明
』
は
日
照
時
間
が
日
本
一
な
ん

で
す
。
県
会
議
員
の
時
代
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
北
杜
市
市
長
に
な
っ

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
太
陽
光
発
電
に

関
す
る
世
界
初
の
国
の
研
究
所
誘
致
に

取
り
組
み
ま
し
た
」

　
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
の
導
入

は
積
極
的
に
行
わ
れ
、
市
営
の
太
陽
光

発
電
所
に
加
え
小
水
力
発
電
所
も
設
け

ら
れ
た
。　

「
今
、
日
本
の
若
者
の
価
値
観
が
確
実

●

●

●

●

●

尾白
川

北杜市

甲府市

中
央
自
動
車
道

釜
無
川

須玉 IC

長坂 IC

▲
八ヶ岳

こうふ

こぶちざわ

きよさと

小海
線

▲
茅ヶ岳

▲
甲斐駒ヶ岳

中
部
横
断

自
動
車
道

甲斐市

韮崎市

長野県

中央本線

●増富地区

●旧白州町

山梨県
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「転居の際、こんなに美しいところに住
んでいいのかと思いました」と話す、北
杜市企画部長濱井和博氏。左は「世界に
誇る水の山」プロジェクトのポスター。

尾
白
川
近
く
の
一
七
五
〇
年
創
業
の
「
山
梨
銘
醸
」

は
、
初
代
が
水
の
良
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
こ
の
地
で
酒

造
り
を
始
め
た
。

のどかな田園風景を南
アルプス山脈が彩る「水
車の里公園」。

に
自
然
志
向
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る

な
か
、
北
杜
市
の
『
山
紫
水
明
日
本
一
』

は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
他
と
の
差
別
化
と
し
て
私
た
ち

が
掲
げ
る
看
板
は
、『
一
流
の
田
舎
ま
ち

北
杜
市
』。
住
ん
で
い
る
人
が
誇
り
を
持

ち
、
都
会
の
人
の
足
や
心
が
北
杜
市
に

向
か
う
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
き
ま
し
た
」

耕
作
放
棄
地
が 

企
業
誘
致
の
て
こ
に

　

白
倉
氏
の
言
葉
ど
お
り
、
実
際
に
今
、

北
杜
市
に
は
全
国
か
ら
熱
い
ま
な
ざ
し

が
注
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
耕
作
放

棄
地
の
有
効
利
用
に
関
す
る
動
き
だ
。

山
梨
県
は
、
耕
作
放
棄
地
率
が
全
国
第

二
位
。
北
杜
市
で
も
荒
廃
農
地
が
増
大

し
て
い
た
が
、
状
況
は
好
転
し
つ
つ
あ

る
。
そ
の
経
緯
を
、
北
杜
市
企
画
部
長

の
濱
井
和
博
氏
に
伺
っ
た
。

　
「
か
つ
て
は
養
蚕
業
が
盛
ん
な
地
域

で
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
衰
退
し

は
じ
め
、
併
せ
て
農
業
従
事
者
の
高
齢

化
に
よ
り
荒
廃
農
地
が
増
加
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
一
九
九
○
年
か
ら
問
題
解
消

の
検
討
が
本
格
化
し
、
区
画
整
理
を
含

め
た
農
地
の
再
編
や
換
地
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
一
九
九
六
年
に
、
農
地

を
預
か
る
農
業
振
興
公
社
が
設
立
さ
れ

た
ん
で
す
」

　

公
益
財
団
法
人
で
あ
る
北
杜
市
農
業

振
興
公
社
と
は
、
行
政
サ
イ
ド
が
遊

休
農
地
を
ま
と
め
て
預
か
り
、
農
業
法

人
を
誘
致
す
る
調
整
役
を
担
う
組
織

だ
。
た
と
え
耕
作
放
棄
地
の
権
利
者
が

一
〇
〇
人
い
て
も
、
農
業
法
人
は
市
・

農
業
振
興
公
社
・
県
と
交
渉
す
る
だ
け

で
済
む
上
、
貸
す
側
も
借
り
る
側
も
双

方
と
も
に
、
行
政
が
関
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
安
心
感
が
生
ま
れ
る
効
果

も
あ
る
。

　
「
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
た
二
○
○

九
年
、
勝
沼
の
ミ
サ
ワ
ワ
イ
ナ
リ
ー
さ

ん
が
北
杜
の
土
地
が
す
ば
ら
し
い
と
評

価
し
て
く
だ
さ
り
、
ぶ
ど
う
の
栽
培
を

始
め
た
ん
で
す
。
さ
ら
に
は
ス
プ
ラ
ウ

ト
（
新
芽
野
菜
）
の
栽
培
で
知
ら
れ
る

広
島
の
村
上
農
園
さ
ん
が
参
入
し
た
こ

と
で
、
北
杜
市
で
の
農
業
法
人
の
農
地

利
用
に
ギ
ア
が
入
り
ま
し
た
」

　

白
倉
前
市
長
も
挙
げ
て
い
た
北
杜
市

の
日
照
時
間
の
長
さ
は
、
雨
が
少
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
農
業
に

適
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
定
説
だ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
か
つ
て
は
養
蚕
に
特
化

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
野
菜
や
果
物

の
場
合
は
た
っ
ぷ
り
陽
を
浴
び
る
こ
と

で
、
採
れ
高
が
増
え
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
。
そ
の
他
豊
富
な
水
、
昼
夜
の

寒
暖
の
差
な
ど
、
農
業
に
お
け
る
北
杜

市
の
優
位
点
は
少
し
ず
つ
世
間
に
広
ま

り
、
現
在
ま
で
に
一
七
社
が
参
入
を
決

め
て
い
る
。

　

農
水
省
か
ら
の
出
向
で
二
年
前
に
こ

の
地
に
転
勤
し
、
全
国
の
事
情
に
も
詳

し
い
濱
井
氏
は
こ
う
も
話
す
。

　
「
耕
作
放
棄
地
の
解
消
対
策
は
全
国
的

に
行
わ
れ
て
お
り
、
土
地
改
良
事
業
ま

で
は
な
ん
と
か
進
ん
で
も
、
農
業
法
人

を
連
れ
て
く
る
と
こ
ろ
ま
で
は
な
か
な

か
至
ら
な
い
ん
で
す
。
北
杜
市
の
ケ
ー

●

●

●

●

●

尾白
川

北杜市

甲府市

中
央
自
動
車
道

釜
無
川

須玉 IC

長坂 IC

▲
八ヶ岳

こうふ

こぶちざわ

きよさと

小海
線

▲
茅ヶ岳

▲
甲斐駒ヶ岳

中
部
横
断

自
動
車
道

甲斐市

韮崎市

長野県

中央本線

●増富地区

●旧白州町

山梨県

北杜市地域の底力



（注）土を使わずに、肥料を水に溶かした液
（培養液）によって作物を栽培する栽培法。

アグリマインド代表取締役会長の藤巻眞
史氏は、「北杜市農業企業コンソーシア
ム」の会長でもあり、「北の杜フードバ
レー」のプロジェクトを推し進めている。

ア
グ
リ
マ
イ
ン
ド
の
ガ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
は
、
ア
ジ
ア
で
は

初
の
オ
ラ
ン
ダ
K
U
B
O
社
製
。
害
虫
が
侵
入
し
に

く
い
構
造
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
加
え
、
入
室
に
関
し
て

食
品
工
場
レ
ベ
ル
の
徹
底
し
た
衛
生
管
理
を
行
い
、
減

農
薬
で
の
栽
培
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
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ス
は
か
な
り
め
ず
ら
し
い
」

　

進
ん
で
い
る
理
由
と
し
て
、
濱
井
氏

は
市
の
対
応
の
早
さ
を
挙
げ
る
。

　
「
も
の
ご
と
に
じ
っ
く
り
取
り
組
む
深

み
が
あ
る
一
方
、
企
業
参
入
に
つ
い
て

は
、
平
均
で
二
年
も
あ
れ
ば
話
が
進
む

ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
る
ん
で
す
。
た
と
え

ば
国
で
こ
ん
な
制
度
が
あ
る
と
わ
か
れ

ば
、『
よ
し
明
日
行
く
ぞ
』
と
な
る
、
こ

こ
ぞ
と
い
う
時
の
勢
い
も
す
ご
い
。
必

要
で
あ
れ
ば
、
議
論
す
る
前
に
も
う
動

い
て
い
る
。
ま
さ
に
武
田
軍
の
風
林
火

山
そ
の
も
の
で
す
」

　

首
都
圏
か
ら
二
時
間
、
と
い
う
距
離

も
メ
リ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
だ
。

　
「
観
光
の
分
野
で
は
、
こ
れ
く
ら
い
の

近
さ
を
『
神
距
離
』『
神
時
間
』
と
言

う
そ
う
で
す
が
、
朝
採
れ
の
レ
タ
ス
を
、

二
時
間
後
に
は
首
都
圏
で
食
べ
て
も
ら

う
こ
と
が
、
将
来
的
に
北
杜
な
ら
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

実
は
中
京
圏
か
ら
も
、
三
時
間
ほ
ど

の
距
離
。
今
後
は
太
平
洋
と
日
本
海
を

結
ぶ
中
部
横
断
自
動
車
道
も
開
通
し
、

北
杜
市
で
中
央
自
動
車
道
と
ク
ロ
ス
す

る
予
定
だ
と
い
う
。
現
在
三
カ
所
あ
る

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
も
増
え
る
未
来
、

北
杜
市
に
は
流
通
の
ハ
ブ
と
し
て
の
期

待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

未
来
を
担
う 

フ
ー
ド
バ
レ
ー
構
想

　

実
際
に
北
杜
市
に
参
入
し
た
農
業
法

人
の
一
つ
で
あ
る
ア
グ
リ
マ
イ
ン
ド

代
表
取
締
役
会
長
の
藤
巻
眞し

ん

史じ

氏
に
も

経
緯
を
伺
っ
た
。
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
等

で
知
ら
れ
る
食
品
メ
ー
カ
ー
の
カ
ゴ
メ

と
の
技
術
、
販
売
提
携
の
も
と
、
二
○

一
四
年
か
ら
ト
マ
ト
の
栽
培
を
行
っ
て

い
る
。

　
「
日
照
時
間
が
長
い
、
気
温
差
が
あ
る

な
ど
、
北
杜
市
は
実
は
日
本
一
ト
マ
ト

作
り
に
適
し
て
い
る
地
な
ん
で
す
。
し

か
も
栽
培
の
た
め
の
広
大
な
土
地
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
市
に
相
談
し
た
の
で

す
が
、
計
画
か
ら
造
成
ま
で
、
二
年
か

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
市
に
農
業
企
業

誘
致
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
あ
り
、

土
地
や
技
術
、
補
助
金
関
係
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
し
た
上
、
候

補
地
の
提
案
か
ら
地
権
者
で
あ
る
農
家

と
の
交
渉
ま
で
、
す
べ
て
進
め
て
く
れ

ま
し
た
」

　

ア
グ
リ
マ
イ
ン
ド
の
ト
マ
ト
は
オ
ラ

ン
ダ
の
最
先
端
技
術
を
取
り
入
れ
た
養

液
栽
培
（
注
）
で
、
ハ
ウ
ス
の
面
積
は
約

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
先
が
見
通
せ
な
い
ほ

ど
の
規
模
に
圧
倒
さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス
張

り
の
屋
根
を
彩
る
の
は
、
ま
ぶ
し
い
青

空
。
日
照
時
間
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
長
け

れ
ば
、
ト
マ
ト
の
収
穫
量
も
同
じ
割
合

で
増
え
る
と
い
う
。

　

収
穫
量
だ
け
で
は
な
く
、
お
い
し
さ

も
ま
た
違
う
。
真
っ
赤
に
熟
し
た
ト
マ

ト
は
歯
ご
た
え
が
あ
り
濃
厚
な
味
わ
い
。

甘
み
と
酸
味
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
い

く
ら
で
も
手
が
伸
び
る
。
ち
な
み
に
、

抗
酸
化
作
用
の
あ
る
リ
コ
ピ
ン
の
含
有

量
も
高
い
そ
う
だ
。

　

現
在
、
こ
の
ア
グ
リ
マ
イ
ン
ド
を
は

じ
め
北
杜
市
に
参
入
し
た
企
業
が
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム（
企
業
連
合
）を
立
ち
上
げ
、

農
業
の
六
次
産
業
化
や
物
流
の
効
率
化

な
ど
に
つ
い
て
共
同
で
取
り
組
む
事
業

が
進
ん
で
い
る
の
も
興
味
深
い
。
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N
P
O
法
人
「
え
が
お
つ
な
げ
て
」
の
代
表
理
事
を
務
め
る
曽
根
原
久
司
氏

の
活
動
に
つ
い
て
は
、『
日
本
の
田
舎
は
宝
の
山
｜
農
村
起
業
の
す
す
め
』（
日

本
経
済
新
聞
出
版
社
）
ほ
か
著
書
も
ご
一
読
を
。

信
玄
餅
で
知
ら
れ
る
北
杜
市
の
老
舗
菓
子

店
、
一
九
〇
二
年
創
業
の
「
金
精
軒
」
で
は
、

「
え
が
お
つ
な
げ
て
」
と
提
携
協
定
を
結
び
、

二
〇
一
二
年
か
ら
社
員
が
自
ら
市
の
地
大
豆
と

し
て
知
ら
れ
る
青
大
豆
栽
培
を
手
が
け
る
。

神奈川県の農業生産法人グランパファームと地元地権者が出
資した「ドームファーム北杜」では、40 棟のドーム型のハ
ウスでレタスの水耕栽培が行われている。

　
「
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
全
体
で
今
、
約

五
〇
〇
人
の
雇
用
を
生
ん
で
い
る
ん
で

す
。
北
杜
市
内
だ
け
で
は
人
員
が
足
り

ず
に
近
隣
か
ら
通
っ
て
い
る
人
も
い
ま

す
。
た
だ
、
働
き
手
の
メ
イ
ン
は
団
塊

の
世
代
。
将
来
的
に
も
っ
と
若
い
人
た

ち
に
も
働
い
て
も
ら
う
た
め
、
き
ち
ん

と
利
益
が
出
る
農
業
を
目
指
し
た
い
。

さ
ら
に
は
飲
食
店
か
ら
医
療
関
係
ま
で
、

北
杜
に
は
魅
力
的
な
施
設
が
そ
ろ
っ
て

い
る
、
と
い
う
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
て

い
ま
す
。
最
終
的
に
は
き
ち
ん
と
オ
ー

ル
北
杜
で
、食
や
農
業
を
核
と
し
た
フ
ー

ド
バ
レ
ー
を
作
ろ
う
と
。
そ
れ
が
次
第

に
山
梨
県
全
体
に
広
ま
っ
て
い
け
ば
い

い
な
と
い
う
の
が
、
将
来
の
夢
で
す
ね
」

農
村
が
都
市
と
連
携
す
る

モ
デ
ル
ケ
ー
ス

　

ア
グ
リ
マ
イ
ン
ド
を
は
じ
め
大
手
企

業
の
参
入
同
様
、
全
国
か
ら
注
目
さ
れ

て
い
る
の
は
、
ご
く
早
い
時
期
か
ら
耕

作
放
棄
地
を
資
源
と
み
な
し
、
こ
つ
こ

つ
と
地
道
な
活
動
を
積
み
重
ね
て
き
た

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
え
が
お
つ
な
げ
て
」
の

代
表
理
事
を
務
め
る
曽
根
原
久
司
氏

だ
。
曽
根
原
氏
は
も
と
も
と
東
京
で
経

営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
営
ん
で
い
た
が
、

一
九
九
五
年
に
旧
白
州
町
に
移
住
し
て

き
た
。

　
「
耕
作
放
棄
地
が
多
い
中
、
な
に
か
新

し
い
価
値
や
ニ
ー
ズ
が
結
び
つ
け
ば
事

業
に
な
る
と
い
う
発
想
か
ら
で
し
た
」

　

当
初
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し

て
の
拠
点
は
東
京
に
残
し
つ
つ
一
〇
〇

坪
の
自
給
農
園
を
耕
す
こ
と
か
ら
ス

タ
ー
ト
。
そ
の
後
、
数
年
か
け
て
開
墾

地
を
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
広
げ
て
い
く
。

こ
の
期
間
は
、
知
識
や
技
術
を
習
得
す

る
学
び
の
時
期
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
立
ち
上
げ
を
見
据
え
た

準
備
期
間
で
も
あ
っ
た
。

　
「
農
村
の
資
源
を
生
か
す
に
は
都
市
と

の
連
携
や
共
存
が
必
須
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
都
会
の
人
も
田
舎
の
人

も
関
心
が
あ
れ
ば
誰
で
も
参
加
で
き
る

異
業
種
交
流
会
を
定
期
的
に
開
い
て
い

た
ん
で
す
」

　

そ
し
て
二
○
○
一
年
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「
え
が
お
つ
な
げ
て
」を
設
立
。

そ
の
活
動
が
脚
光
を
浴
び
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
旧
須
玉

町
内
の
限
界
集
落
、
増
富
地

区
の
復
活
劇
だ
っ
た
。
役
場

か
ら
相
談
を
受
け
て
曽
根
原

さ
ん
が
提
案
し
た
の
は
、
都

会
に
住
み
な
が
ら
も
農
業
に

関
心
を
持
つ
若
者
た
ち
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
「
開
墾
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
募
集
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
か
ら

ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。

　
「
耕
作
放
棄
地
の
開
墾
に
、

都
会
か
ら
若
者
が
来
ま
す
。

北杜市地域の底力



デザイナーの鈴木真穂子氏は、2007
年に「NAVY.WO」を設立。2016 ～
17 年秋冬は、春を待つ冬山のエネ
ルギーをテーマにした新作「♡ AND 
MOUNTAINS」を発表した。

名
水
百
選
の
ひ
と
つ
「
八
ヶ
岳
南
麓
高
原
湧
水
群
」

に
含
ま
れ
る
、
川
俣
川
渓
谷
の
吐ど

竜り
ゅ
うの

滝
。

川俣川渓谷にかかる、長さ 90 メートルの東沢大橋。
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こ
の
地
区
は
交
流
の
拠
点
に
な
り
ま
す
。

そ
う
話
し
た
ら
皆
さ
ん
が
ぽ
か
ん
と
し

た
表
情
に
な
っ
て
、
こ
ん
な
限
界
集
落

に
人
が
来
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ

れ
ま
し
た
」

　

地
域
住
民
へ
の
説
明
会
を
何
度
も
行

い
、
よ
う
や
く
曽
根
原
さ
ん
の
プ
ラ
ン

の
承
諾
が
得
ら
れ
た
の
は
半
年
後
の
こ

と
だ
。

　
「
開
墾
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
、
最
初
の

三
年
間
だ
け
で
も
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が

参
加
。
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
誰
か

が
来
て
、
耕
作
放
棄
地
が
み
る
み
る
よ

み
が
え
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
若
者
た
ち
が
お
年
寄
り
と
話
を
し

た
り
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ
り
と
い
っ
た

密
な
交
流
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
」

　

開
墾
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
増
富
地
区
の

人
の
心
を
も
耕
し
、
元
気
を
も
た
ら
し

て
く
れ
た
の
だ
。

　

そ
の
後
も
、
耕
作
放
棄
地
を
利
用
し
、

首
都
圏
の
企
業
と
連
携
し
て
社
員
の
人

材
育
成
や
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
農

業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
「
企

業
フ
ァ
ー
ム
」
の
仕
組
み
を
構
築
。
農

地
は
次
々
と
息
を
吹
き
返
し
、
一
方
で

都
会
か
ら
訪
れ
た
人
々
は
豊
か
な
自
然

の
な
か
で
の
農
作
業
に
よ
っ
て
心
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
相
互
作
用
が
生
ま
れ

た
。
農
業
を
媒
介
と
し
て
、
ま
さ
し
く

笑
顔
が
つ
な
が
っ
て
い
る
状
況
だ
。　

　

都
市
と
農
村
と
の
交
流
に
よ
り
地
域

や
農
業
を
活
性
化
さ
せ
る
「
え
が
お
つ

な
げ
て
」
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
は
全
国
的

に
広
ま
り
、
曽
根
原
氏
が
考
案
し
た
農

村
起
業
家
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
三
重

県
庁
や
北
海
道
庁
の
研
修
に
も
採
用
さ

れ
て
い
る
。
曽
根
原
氏
は
山
梨
県
立
農

業
大
学
校
で
新
規
就
農
希
望
者
の
た
め

の
コ
ー
ス
で
講
師
を
担
当
し
て
い
る
が
、

こ
の
一
二
年
の
間
に
三
〇
〇
人
ほ
ど
が

実
際
に
就
農
し
た
と
の
話
も
、
印
象
深

く
胸
に
刻
ま
れ
た
。
希
望
の
光
。
農
業

に
興
味
を
も
っ
て
い
る
若
者
は
、
決
し

て
少
な
く
な
い
。

東
京
に
は
な
い 

自
然
の
活
力
を
得
る
暮
ら
し

　

最
後
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
全
国

で
計
五
店
舗
を
展
開
す
る
レ
デ
ィ
ー

ス
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
「
Ｎ
Ａ
Ｖ

Ｙ.

Ｗ
Ｏ
」
の
創
業
者
で
あ
り
、
自
ら

デ
ザ
イ
ナ
ー
を
務
め
る
鈴
木
真
穂
子
氏

だ
。
ア
ト
リ
エ
兼
直
営
店
か
ら
ほ
ど
近

い
世
田
谷
区
在
住
だ
っ
た
が
、
現
在
は

そ
こ
の
住
ま
い
は
そ
の
ま
ま
に
生
活
の

本
拠
地
を
北
杜
市
に
移
し
、
と
も
に
ブ

ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
た
ご
主
人
と
北
杜

市
─
東
京
間
を
行
き
来
。
鈴
木
氏
の
よ

う
な
二
地
域
居
住
者
は
最
近
、
北
杜
市

で
少
し
ず
つ
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
子
ど
も
が
ぜ
ん
そ
く
を
も
っ
て
い
た

た
め
、
空
気
の
い
い
と
こ
ろ
で
過
ご
さ

せ
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
て
。
三
歳

に
な
っ
た
と
き
に
思
い
切
っ
て
市
に
情

報
を
求
め
て
、
一
軒
家
を
借
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
北
杜
市
と
は
と
く
に
ご
縁
は

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
山
並
み
が
素
晴

ら
し
い
の
で
通
る
た
び
に
い
い
場
所
だ

な
あ
と
は
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」

　

当
初
は
休
日
に
北
杜
市
で
過
ご
す
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
は
状
況
が
逆

転
し
、
忙
し
い
時
期
を
除
い
て
は
、
週

二
回
ほ
ど
東
京
に
行
く
生
活
。
お
子
さ

ん
も
北
杜
市
の
保
育
園
に
通
っ
て
い
る
。

　
「
住
ん
で
み
て
ま
ず
、
子
ど
も
の
ぜ
ん

そ
く
が
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
日
々
変

わ
る
景
色
も
、
何
事
に
も
替
え
難
い
な
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南アルプス山脈と復活した耕作
放棄地。自然に恵まれた市内の
景色は四季折々、趣きを変えな
がら生活を彩る。

と
思
っ
て
い
ま
す
。
水
も
野
菜
も
お
い

し
い
の
で
、
野
菜
を
た
だ
切
っ
て
食
べ

る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
食
事
に
い
つ
も

感
動
し
て
い
ま
す
」

　
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
面
で
も
多
く
の
変
化
が
あ
っ

た
と
い
う
。

　

「
対
照
的
な
こ
と
は
、
夜
が
遅
く
な
っ

て
も
街
が
明
る
い
東
京
と
は
異
な
り
、

こ
ち
ら
で
は
六
時
を
過
ぎ
る
と
真
っ
暗

に
な
り
ま
す
。
北
杜
市
の
星
空
は
、
と

て
も
き
れ
い
で
す
し
、
自
然
に
身
体
を

オ
フ
へ
と
切
り
替
え
て
く
れ
る
環
境
が

あ
る
ん
で
す
。
ま
た
、
東
京
で
は
仕
事

の
事
を
考
え
す
ぎ
た
り
で
な
か
な
か
寝

付
け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

ち
ら
で
は
夜
、
緑
の
香
り
で
気
が
ふ
っ

と
抜
け
る
。
そ
う
い
う
神
経
が
休
ま
る

時
間
が
と
て
も
大
事
だ
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
仕
事
に
対
す
る
集
中
力

が
出
て
き
ま
し
た
し
、
今
ま
で
と
は
違

う
角
度
か
ら
の
発
想
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

感
じ
ま
す
」

　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業
界
で
は
最
近
、
き

れ
い
な
景
色
の
中
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
提

案
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
鈴
木
氏
も

ま
た
、
新
た
な
こ
と
を
手
が
け
ら
れ
な

い
か
と
思
案
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

「
便
利
な
東
京
で
は
、
た
と
え
ば
電
車

は
何
本
も
来
る
し
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
る
。
毎
日
漫
然
と

し
て
い
て
も
な
ん
と
な
く
生
き
て
い
け

る
。
で
も
、
子
ど
も
や
未
来
を
育
て
て

い
く
た
め
に
は
、
大
人
が
き
ち
ん
と
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
そ
の
た
め
の
活
力

を
満
た
す
、
何
か
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
こ
の
場
所
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提

供
し
て
、
何
か
で
き
な
い
か
な
と
」

人
が
生
き
て
い
く
た
め
の

原
点
が
北
杜
市
に
は
あ
る

　
雲
や
山
並
み
な
ど
、
北
杜
市
の
景
色

を
織
り
込
ん
だ
や
さ
し
い
デ
ザ
イ
ン
の

生
地
を
拝
見
し
な
が
ら
、
白
倉
前
市
長

の
お
話
が
胸
を
よ
ぎ
っ
た
。

　

「
人
類
に
は
、
四
つ
の
赤
信
号
が
あ
り

ま
す
。
食
料
、環
境
、資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

そ
し
て
水
。
生
き
て
い
く
た
め
の
原
点

で
あ
る
そ
の
す
べ
て
が
、
北
杜
市
の
潜

在
力
で
あ
り
能
力
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

れ
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
」

　
市
で
は
二
○
一
四
年
に
「
安
全
・
安

心

　
日
本
の
台
所
」
と
い
う
宣
言
を
行

い
、
農
業
に
根
ざ
し
た
市
政
と
市
民
生

活
の
ス
タ
ン
ス
を
よ
り
明
確
に
し
た
。

ま
た
、
同
年
に
登
録
さ
れ
た
「
南
ア
ル

プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
」
に
北
杜

市
の
甲
斐
駒
ヶ
岳
や
白
州
・
尾お

白じ
ら

川が
わな

ど
が
含
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
水
資
源
の
保
全

活
動
に
力
を
注
ぐ
「
世
界
に
誇
る
『
水

の
山
』」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
が
っ

て
い
る
。　

「
財
政
健
全
化
な
ど
、
実
現
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
で
も
北
杜
市
に
は
、
夢
も
ま
た
た

く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
」

　
白
倉
氏
が
語
っ
た
「
生
き
て
い
く
原

点
」で
あ
る「
山
紫
水
明
」の
宝
と
夢
は
、

こ
れ
か
ら
も
北
杜
市
の
人
々
に
受
け
継

が
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

尾白川の川底は砂地ではなく花こう岩でできているため
に清らかな流れが保たれ、晴れた日には緑色にきらめく。
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三
角
形

　
「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
」
と
は
夏
目
漱
石
の

小
説
『
草
枕
』
の
一
節
で
す
が
、
三
角
形
の
貨
幣

で
は
、
角
が
立
ち
過
ぎ
て
指
に
ひ
っ
か
か
り
そ
う

で
す
し
、
転
が
り
に
く
い
の
で
自
動
販
売
機
で
詰

ま
り
そ
う
で
す
し
、
日
常
使
い
の
貨
幣
の
形
と
し

て
扱
い
づ
ら
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
三
角
形
の
貨
幣
を
日
常
的
に
使
う
貨
幣

に
採
用
し
た
国
が
世
界
に
た
だ
一
カ
国
あ
り
ま

す
。
日
本
か
ら
は
る
か
南
に
八
○
○
○
キ
ロ
、
南

太
平
洋
に
浮
か
ぶ
島
国
ク
ッ
ク
諸
島
で
す
（
写
真
１
）。

　

記
念
貨
幣
で
あ
れ
ば
、
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
な
い
た
め
か
、
世
界
を
見
渡
す
と
い

く
つ
か
の
国
か
ら
三
角
形
の
貨
幣
が
発
行
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
バ
ル
ト
海
に
臨
む
北
欧

の
国
エ
ス
ト
ニ
ア
の
貨
幣
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う

（
写
真
２
）。

四
角
形

　

四
角
形
の
貨
幣
は
、
日
本
で
は
近
代
以
前
の
江

戸
幕
府
が
発
行
し
た
一
分
金
程
度
で
す
が
、
諸
外

国
で
は
、
近
現
代
に
お
い
て
も
日
常
的
に
使
用
さ

れ
る
貨
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中

か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
オ
ラ
ン
ダ
の
貨
幣
を
紹
介

し
ま
し
ょ
う
（
写
真
３
、４
）。

　

ま
た
、収
集
家
向
け
記
念
貨
幣
に
は
、正
四
角
形
だ

け
で
な
く
、長
方
形
の
も
の
も
み
ら
れ
ま
す
（
写
真
５
）。

五
角
形

　
「
★
」
や
五ご

芒ぼ
う

星せ
い

も
含
め
れ
ば
よ
く
み
か
け
る

五
角
形
も
、
こ
と
貨
幣
と
な
る
と
三
角
形
同
様
に

希
少
で
す
。
日
常
使
い
の
貨
幣
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半

島
の
南
端
に
位
置
す
る
イ
エ
メ
ン
に
お
い
て
使
わ

れ
て
い
た
程
度
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
６
）。

六
角
形

　

四
角
形
同
様
に
、
イ
ン
ド
等
の
南
ア
ジ
ア
諸
国
で

日
常
的
に
六
角
形
の
貨
幣
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
そ
れ
と
同
じ
形
の
記
念
貨
幣
を
ご
紹
介
し

ま
す
（
写
真
７
）。

　

次
回
は
さ
ら
に
「
角
」
が
立
ち
ま
す
。

明
治
以
降
、日
本
で
使
わ
れ
る
貨
幣
は
、基
本
的
に
「
円
形
」
で
す
。
日
本
の
通
貨
単
位
が
「
円

（
圓
）」
と
な
っ
た
理
由
が
、
維
新
の
英
傑
の
一
人
で
早
稲
田
大
学
を
創
設
し
た
大
隈
重
信
が
、

指
で
輪
を
作
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。
し
か
し
、
広
く

世
界
を
見
渡
す
と
、
貨
幣
同
士
の
識
別
を
簡
単
に
す
る
た
め
や
偽
造
防
止
の
た
め
に
、
あ
る

い
は
、
貨
幣
収
集
家
向
け
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
貨
幣
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

近
現
代
に
登
場
し
た
角
が
あ
る
形
「
多
角
形
」
の
貨
幣
に
注
目
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

❹

貨
幣
の
世
界現

代
の
貨
幣 

国
も
い
ろ
い
ろ
形
も
い
ろ
い
ろ

形
そ
の
３

（1）

角こそ丸めているものの、正三角形です。表面は、他の多くの英
連邦諸国同様に元首であるエリザベス二世女王です。裏面は、同
国の伝統的民具である「すりこぎ」とそのためのテーブルがデザ
インされています。ちなみに、同じデザイン、大きさ、額面で白
銅貨も発行されていました。（直径約23.9mm、重量7.6g）

写真１ クック諸島  2 ドルアルミ青銅貨（2015年発行）
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（写真はすべて個人蔵）

ほぼ純金のこの貨幣は、エストニアの通貨単位クローン (Kroon）
が、同国で再導入されて 15 周年を記念して発行されました。エ
ストニアは、1918 年にロシアから独立し、クローンを通貨単
位として採用しました。1940 年、ソビエト連邦に占拠され、
1990 年に再独立しました。なお、エストニアは、2011 年よ
りユーロを導入しています。（一辺約 27mm、重量 7.78g）

写真２ エストニア  100 クローン金貨（2007 年発行）

この貨幣にデザインされている男性は、その面に小さく印されて
いる Lapu Lapu という名の人です。彼の名を冠したフィリピン 
Lapu-Lapu 市のホームページによると、1521 年、世界一周の
途上のマゼランを打ち負かした同地のムスリム（イスラム教徒）
の王とのことです。（一辺約 19mm、重量 1.22g）

写真３ フィリピン  1 センティモ アルミニウム貨
（発行期間 1975 〜 1978 年）

オランダ王国という旨の刻印がオレンジの花を囲んでいます。ち
なみに、オランダ王室オラニェ＝ナッサウ家のオラニェは、英語
ならばオレンジです。（直径約 21.3mm、重量 4.5g）

写真４ オランダ   ５セント白銅貨（発行期間 1913 〜 1940 年）

長方形を絵のキャンバスに見立てた貨幣です。フランス第三共和国期
に活躍した画家エドガー・ドガの肖像および彼の代表作の一つである

「エトワール」（1878 年頃作）の一部が使われています。なお、こ
の銀貨はユーロ貨幣ですが、フランス国内でのみ通用するものです。
フランスは自他ともに認める芸術の国だけあって、美術関係のテーマ
に基づく収集家向け貨幣が多数発行されています。この形の貨幣に
限っても、ルノワール、カンディンスキー、ブラック、ピカソといっ
た画家が取り上げられています。（21 × 30mm、重量 15g）

写真５ フランス  1/4 ユーロ銀貨（2007 年発行）

（直径約 19.9mm）
注 :�ヒジュラ暦（イスラム暦）1367 年 1 月 1 日は、西暦 1947 年

11 月 15 日。また、ヒジュラ暦 1380 年 12 月 31 日は、西暦
1961 年 6 月 14 日となります。

写真６ イエメン  1/8 アーマドリアル銀貨
（発行期間ヒジュラ歴（イスラム歴）1367 〜 1380 年 注）

貨幣の表面にＦＩＳＨＥＲＩＥＳ、ＦＡＯという文字が見えま
す。1984 年、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）がローマにおいて
漁業に関する国際会議を開催することを記念し、インドをはじ
めいくつかの国が、1983 〜 1984 年にかけて記念貨幣を発
行しました。（直径約 26mm、重量 2.3g）

写真７ インド  20 パイサアルミニウム貨（1983 年発行）



NICHIGIN 2017 NO.49 20

歴代トップページ
2016年まで

　日本銀行は、2016年の大みそかに、ウェブサイトをリニューアルしました。今回のリ
ニューアルでは、デザインを変更し、トップページには、1. 日本銀行が当サイトを通じて
発信したい情報、当サイトを利用する多くの方が関心をお持ちと思われる情報、および日
本銀行をより身近に感じていただける情報を掲載していく領域を設置しました。
　当サイトの利便性向上のために、2. 探したい情報に分かりやすくアクセスできる工夫を
したほか、3. スマートフォン等の小さな画面でも最適なレイアウトで表示されるようにし
ました。さらに、当サイトのリニューアルに対応して4. 時系列統計データ検索サイトの利
便性も向上しました。

日本銀行ウェブサイトの
リニューアル

歴代トップページ
2016年まで

2010年まで

2006年まで



http://www.boj.or.jp/
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　これまで、当サイトのトップページを通じて発信してきた更新情報の多くは、数日
経過すると、トップページから情報にアクセスできませんでした。スライドショー（トッ
プページ Ａ ）には、日本銀行が当サイトを通じて特に発信したい情報、当サイトを
利用する多くの方が関心をお持ちと思われる情報、および日本銀行をより身近に感じ
ていただける情報を一定の期間掲載しています。また、スライドショーに掲載する情
報に準じるものは、ピックアップニュース（トップページ B ）に掲載しています。

スライドショーとピックアップニュース1

リニューアル後の日本銀行ウェブサイトのトップページ（全体像）

グローバルナビゲーション（説明は次ページへ）

「探す」ページへ
の入口（どんな
ページが現れる
かは、次ページへ）

Ｂピックアップニュース

この線から下は、
スクロールする
ことで表示され
る箇所

Ａ スライドショー
画像が切り替わります
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グローバルナビゲーションの例（決済・市場）

「探す」ページ：ここからさまざまな資料にアクセス可能

　日本銀行のウェブサイトに掲載している各種情報へアクセスする方法の一つに、各
ページ上部にあるグローバルナビゲーションからたどる方法があります。グローバル
ナビゲーションの項目にマウスをかざすと、各グローバルナビゲーション配下のコン
テンツにたどれるリンクが表示されるようになりました。
　しかし、グローバルナビゲーションからたどる方法は、ある程度、当サイトにおけ
る情報の分類を知らないと難しいという意見が寄せられました。こうした意見も踏ま
え、利用の目的に応じて資料を探せるよう、例えば、グローバルナビゲーションの分
類を意識することなく、目的の情報にたどり着けるよう「探す」ページを新設しました。
トップページには「探す」ページ（前ページ参照）への入口を設置しています。

2 探したい情報へのアクセスの工夫



NICHIGIN 2017 NO.4923

スマートフォン対応
　リニューアル後の日本銀行ウェブサイトでは、利用す
る画面の大きさに応じ、最適なレイアウトでコンテンツ
が表示されます。
　これまでも、日本銀行ではスマートフォンで見やすい
ページを作成してきました。しかし、このようなスマー
トフォン専用ページは、一部にとどまっており、多くの
ページでは、スマートフォンのように小さな画面で閲覧
すると、文字が小さく閲覧しづらいという意見が寄せら
れました。こうした意見を受け、当サイト内のほぼすべ
てのページにおいて、画面サイズに応じてレイアウトを
自動的に調整するようにしました。

3

　日本銀行では、さまざまな統計データを公表しているほか、統計の解説ページを掲
載しています。個別統計の解説等を掲載しているページと長期時系列データを掲載し
ているページ間の往来を改善しました。
　また、当サイトの統計ページについては、従来の制度別分類に加え、統計分野別の
新たな分類での情報発信も行っています。
　なお、当サイトの利用に関するご意見等は、情報サービス局までメールにてお願い
します。prd.hp-mds@boj.or.jp

4 時系列統計データ検索サイトの利便性向上

スマートフォンで表示した
ときのトップページ

パソコンで表示したときのトップページ
タブレットで表示した
ときのトップページ
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　日本銀行は、１月、４月、７月および10月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・
物価見通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・
物価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2017年１月の展望レポート（基
本的見解は１月31日公表、背景説明を含む全文は２月１日公表）のポイントを解説します。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/

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

二
〇
一
七
年
一
月

二
〇
一
六
～
二
〇
一
八
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

海
外
経
済
の
成
長
率
が
緩
や
か
に

高
ま
る
も
と
で
、
き
わ
め
て
緩
和
的

な
金
融
環
境
と
政
府
の
大
型
経
済
対

策
の
効
果
を
背
景
に
、
二
〇
一
八
年

度
ま
で
の
見
通
し
期
間
を
通
じ
て
、

潜
在
成
長
率
を
上
回
る
成
長
を
続
け

る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
（
除
く
生
鮮
食
品
）

の
前
年
比
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の

動
き
を
反
映
し
て
0
％
程
度
か
ら
小

幅
の
プ
ラ
ス
に
転
じ
た
あ
と
、
マ
ク

ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス
が
改
善
し
、

中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も
高

ま
る
に
つ
れ
て
、
二
％
に
向
け
て

上
昇
率
を
高
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス

�　

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス
を
み
る
と
、
経

済
・
物
価
と
も
に
下
振
れ
リ
ス
ク
の

方
が
大
き
い
。
物
価
面
で
は
、
二
％

の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
に
向
け
た

モ
メ
ン
タ
ム
は
維
持
さ
れ
て
い
る

が
、
な
お
力
強
さ
に
欠
け
、
引
き
続

き
注
意
深
く
点
検
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

金
融
政
策
運
営

�　

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の

実
現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に

持
続
す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま

で
、「
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質

的
金
融
緩
和
」
を
継
続
す
る
。
消
費

者
物
価
指
数
（
除
く
生
鮮
食
品
）
の

前
年
比
上
昇
率
の
実
績
値
が
安
定

的
に
二
％
を
超
え
る
ま
で
、
マ
ネ
タ

リ
ー
ベ
ー
ス
の
拡
大
方
針
を
継
続
す

る
。
今
後
と
も
、
経
済
・
物
価
・
金

融
情
勢
を
踏
ま
え
、「
物
価
安
定
の
目

標
」
に
向
け
た
モ
メ
ン
タ
ム
を
維
持

す
る
た
め
、
必
要
な
政
策
の
調
整
を

行
う
。
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▽政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

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

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

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

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

（前年比、％） （前年比、％）

年度

（前年比、％） （前年比、％）

年度

（注 1） 2015 年 1 月の中間評価以降、原油価格が消費者物価
に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、各政策
委員は、見通し作成に当たって同じ原油価格の前提
を用いるとしてきたが、消費者物価（除く生鮮食品）
の前年比に対するエネルギー価格の寄与度が縮小し
てきたことから、今回、各政策委員がそれぞれの前
提を用いて見通しを作成する扱いとしている。なお、
寄与度については、2016 年度は－ 0.6％ポイント程
度であるが、2017 年初に概ねゼロとなり、その後、
若干のプラスに転じていくと試算される。

（注 2） 各政策委員は、消費税率については、2019 年 10 月
に 10％に引き上げられることを前提として、見通し
を作成している。

図表２　政策委員見通しの中央値

実質ＧＤＰ   消費者物価指数
 （除く生鮮食品）

2016 年度 ＋ 1.4 － 0.2

　　　（10 月時点の見通し） （＋ 1.0） （－ 0.1）

2017 年度 ＋ 1.5 ＋ 1.5

　　　（10 月時点の見通し） （＋ 1.3） （＋ 1.5）

2018 年度 ＋ 1.1 ＋ 1.7

　　　（10月時点の見通し） （＋ 0.9） （＋ 1.7）

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

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

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

図表1　政策委員の経済・物価見通しとリスク評価

（1）実質 GDP

（2）消費者物価指数（除く生鮮食品）
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（前年比、％）
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2011年度    2012　　   2013　     2014　    2015　     2016　  　 2017        2018　
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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
域
か
ら
の
報
告
を
み
る
と
、
東
海

で
、「
緩
や
か
に
拡
大
し
て
い
る
」
と
し

て
い
る
ほ
か
、
残
り
八
地
域
で
は
、「
緩

や
か
な
回
復
基
調
を
続
け
て
い
る
」
等
と

し
て
い
る
。
こ
の
背
景
を
み
る
と
、
海
外

経
済
が
緩
や
か
な
成
長
を
続
け
る
も
と

で
、
所
得
か
ら
支
出
へ
の
前
向
き
な
循
環

が
働
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

各
地
の
景
気
情
勢
を
前
回
（
一
六
年
十

月
）
と
比
較
す
る
と
、
三
地
域
（
東
北
、

関
東
甲
信
越
、
東
海
）
か
ら
、
判
断
を
引

き
上
げ
る
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
を

み
る
と
、
三
地
域
と
も
、
昨
年
初
以
降
の

株
価
下
落
や
夏
場
の
天
候
不
順
の
影
響
が

薄
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
個
人
消
費
の
判
断

を
引
き
上
げ
て
い
る
ほ
か
、
東
北
、
関
東

甲
信
越
で
は
、
新
興
国
経
済
の
減
速
の
影

響
が
和
ら
い
で
い
る
こ
と
等
か
ら
、
生
産

に
つ
い
て
も
判
断
を
引
き
上
げ
て
い
る
。

一
方
、
残
り
六
地
域
で
は
、
景
気
の
改
善

（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
七
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
）

度
合
い
に
関
す

る
判
断
に
変
化

は
な
い
と
し
て

い
る
。　

公
共
投
資
は
、

三
地
域（
北
海
道
、

北
陸
、
関
東
甲
信

越
）
が
「
増
加
」

と
い
う
表
現
を

用
い
て
い
る
ほ

か
、
東
北
は
「
高

水
準
で
推
移
」
と

し
て
い
る
。ま
た
、

四
国
が
「
持
ち
直

し
」
と
い
う
表
現

を
、
三
地
域
（
東

海
、近
畿
、中
国
）

が「
下
げ
止
ま
り
」

と
い
う
表
現
を
、

そ
れ
ぞ
れ
用
い

て
い
る
。
一
方
、

九
州
・
沖
縄
で
は

「
持
ち
直
し
の
動

【16 /10 月判断】 前回と
の比較 【17/ 1 月判断】

北海道 緩やかに回復している 緩やかに回復している

東　北 生産面に新興国経済の減速に伴う影響などがみられるも
のの、基調としては緩やかな回復を続けている 緩やかな回復基調を続けている

北　陸 一部に鈍さがみられるものの、回復を続けている 回復を続けている

関　東
甲信越

輸出・生産面に新興国経済の減速に伴う影響などがみら
れるものの、緩やかな回復を続けている 緩やかな回復基調を続けている

東　海 幾分ペースを鈍化させつつも緩やかに拡大している 緩やかに拡大している

近　畿 緩やかに回復している 緩やかに回復している

中　国 緩やかに回復している 緩やかに回復している

四　国 緩やかな回復を続けている 緩やかな回復を続けている

九州・沖縄 熊本地震の影響が和らぐもとで、緩やかに回復している 緩やかに回復している
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き
が
一
服
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

　
設
備
投
資
は
、
七
地
域
（
東
北
、
北
陸
、

関
東
甲
信
越
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
）

が
「
増
加
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

一
方
、
二
地
域
（
北
海
道
、
九
州
・
沖
縄
）

で
は
、「
高
め
の
水
準
な
が
ら
減
少
し
て
い

る
」
等
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
企
業
の
業
況
感
に
つ
い
て
は
、

五
地
域
（
北
陸
、東
海
、近
畿
、中
国
、九
州・

沖
縄
）
が
「
改
善
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て

い
る
ほ
か
、
三
地
域
（
北
海
道
、
東
北
、
関

東
甲
信
越
）
が
「
横
ば
い
」
等
と
い
う
表
現

を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
四
国
が
「
総
じ
て

良
好
な
水
準
を
維
持
し
て
い
る
が
、
製
造
業

を
中
心
に
や
や
慎
重
な
動
き
も
み
ら
れ
る
」

と
し
て
い
る
。

　
個
人
消
費
は
、
近
畿
が
「
一
部
に
弱
め
の

動
き
も
み
ら
れ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
全
体
と

し
て
は
、
二
地
域
（
北
海
道
、
九
州
・
沖
縄
）

が「
回
復
」と
い
う
表
現
を
、三
地
域（
北
陸
、

東
海
、
四
国
）
が
「
持
ち
直
し
」
と
い
う
表

現
を
、四
地
域
（
東
北
、関
東
甲
信
越
、近
畿
、

中
国
）
が
「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
と
い

う
表
現
を
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
る
。

　

百
貨
店
販
売
額
は
、「
高
額
品
販
売
を
中

心
に
弱
め
の
動
き
が
み
ら
れ
る
」、「
衣
料
品

を
中
心
に
や
や
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い

る
」
等
の
報
告
が
引
き
続
き
み
ら
れ
た
も
の

の
、
昨
年
初
以
降
の
株
価
下
落
や
夏
場
の
天

候
不
順
の
影
響
が
薄
れ
た
こ
と
等
か
ら
「
前

年
割
れ
の
状
況
が
続
い
て
い
る
が
、
秋
口
頃

に
比
べ
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
幅
が
幾
分
縮
小
し

つ
つ
あ
る
」、「
持
ち
直
し
て
い
る
」、「
底
堅

く
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
ス
ー
パ
ー
販
売
額
は
、
天
候
不
順
の

影
響
が
薄
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
地

域
か
ら
、「
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
」、「
持
ち

直
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
の

ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
販
売
額
は
、

多
く
の
地
域
か
ら
「
増
加
し
て
い
る
」、「
堅

調
に
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

乗
用
車
販
売
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、
新

型
車
投
入
効
果
も
あ
っ
て
「
持
ち
直
し
て
い

る
」
等
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

家
電
販
売
は
、「
堅
調
な
動
き
が
続
い
て
い

る
」、「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告

が
あ
っ
た
一
方
、「
前
年
を
下
回
っ
て
い
る
」

等
の
報
告
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
地
域
に
よ
っ

て
区
々
と
な
っ
て
い
る
。

　

旅
行
関
連
需
要
は
、
多
く
の
地
域
か
ら
、

国
内
旅
行
を
中
心
に「
堅
調
と
な
っ
て
い
る
」、

「
底
堅
く
推
移
し
て
い
る
」
等
の
報
告
が
あ
っ

た
一
方
、「
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
」
等

の
報
告
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
外
国
人
観
光

客
は
、
引
き
続
き
「
増
加
し
て
い
る
」
と
の

報
告
が
あ
っ
た
。

　
住
宅
投
資
は
、
三
地
域
（
北
陸
、
中
国
、

九
州
・
沖
縄
）
が
「
増
加
」
と
い
う
表
現
を

用
い
て
い
る
ほ
か
、
東
北
が
「
高
水
準
で
推

移
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
地

域
（
北
海
道
、
関
東
甲
信
越
、
東
海
、
近
畿
、

四
国
）
が
「
持
ち
直
し
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
。

　

生
産
（
鉱
工
業
生
産
）は
、四
地
域（
北
陸
、

東
海
、
近
畿
、
九
州
・
沖
縄
）
が
「
増
加
」

と
い
う
表
現
を
、
東
北
が
「
持
ち
直
し
」
と

い
う
表
現
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
る
。ま
た
、

三
地
域
（
北
海
道
、
関
東
甲
信
越
、
中
国
）

が
「
横
ば
い
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

一
方
、
四
国
は
「
持
ち
直
し
が
一
服
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。

　

雇
用・所
得
動
向
は
、全
て
の
地
域
が
「
改

善
し
て
い
る
」
等
と
し
て
い
る
。

　

雇
用
情
勢
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
地
域
が

「
労
働
需
給
が
着
実
な
改
善
を
続
け
て
い

る
」、「
引
き
締
ま
っ
て
い
る
」
等
と
し
て
い

る
。
雇
用
者
所
得
に
つ
い
て
も
、
全
て
の
地

域
が
「
改
善
を
続
け
て
い
る
」、「
緩
や
か
に

増
加
し
て
い
る
」
等
と
し
て
い
る
。

Ⅱ
．�
地
域
の
視
点

　

�

「
各
地
域
に
お
け
る
住
宅
投
資
の
動
向
と

　
　

関
連
企
業
等
の
対
応
状
況
」

１
．�

各
地
域
に
お
け
る
最
近
の

�������

住
宅
投
資
の
動
向
と
そ
の
背
景

（
１
）�

概
要

　

各
地
域
の
住
宅
投
資
（
着
工
ベ
ー
ス
）
は
、

全
体
と
し
て
持
ち
直
し
を
続
け
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。
利
用
関
係
別
に
み
る
と
、貸
家
は
、

堅
調
に
増
加
し
て
い
る
と
す
る
先
が
多
い
。

ま
た
、
持
家
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
の
消
費

税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要
の
反

動
減
で
落
ち
込
ん
だ
水
準
に
比
べ
る
と
改
善

し
て
き
て
い
る
と
す
る
先
が
多
い
。
分
譲
戸

建
は
、
多
く
の
先
が
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

い
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
は
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
先

が
目
立
つ
。

（
２
）�

利
用
関
係
別
の
着
工
動
向
の

�������

特
徴
と
そ
の
背
景

  

利
用
関
係
別
の
着
工
動
向
の
特
徴
と
そ
の

　

背
景
は
以
下
の
と
お
り
。

① 

持
家

・ 

全
国
的
に
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う

駆
け
込
み
需
要
の
反
動
減
で
落
ち
込
ん
だ

水
準
に
比
べ
る
と
改
善
し
て
き
て
い
る
と

す
る
先
が
多
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、

雇
用
・
所
得
環
境
の
改
善
、
住
宅
ロ
ー
ン

金
利
の
低
下
、
住
宅
資
金
贈
与
の
非
課
税

制
度
等
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
従
来
は
持
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家
に
手
が
届
か
な
か
っ
た
若
年
層
等
へ
と

購
買
層
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
の
声
も
多

い
。
た
だ
し
、
一
部
の
先
か
ら
は
、
消
費

税
率
の
再
引
き
上
げ
の
延
期
で
顧
客
の
購

入
を
促
す
要
因
が
減
り
、
商
談
が
長
引
い

て
い
る
と
の
声
も
聞
か
れ
て
い
る
。
こ
の

間
、
リ
フ
ォ
ー
ム
需
要
も
、
高
齢
化
に
伴

う
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

等
を
背
景
に
、
売
上
全
体
に
占
め
る
シ
ェ

ア
は
小
さ
い
な
が
ら
も
増
加
し
て
い
る
と

の
声
が
聞
か
れ
て
い
る
。

② 

貸
家

・�

都
道
府
県
単
位
で
み
る
と
、
人
口
が
減
少

に
転
じ
て
い
る
地
方
も
含
め
て
、
幅
広
い

地
域
で
着
工
が
増
加
し
て
い
る
と
の
声
が

聞
か
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
を
み
る
と
、

東
京
等
の
大
都
市
だ
け
で
な
く
地
方
で
も
、

都
市
部
や
、
郊
外
に
あ
る
工
場
の
近
隣
な

ど
、
単
身
世
帯
等
が
増
加
し
て
い
る
エ
リ

ア
が
あ
り
、
そ
う
し
た
エ
リ
ア
を
中
心
に
、

入
居
需
要
へ
の
期
待
と
相
続
税
節
税
や
低

金
利
下
で
の
資
産
運
用
ニ
ー
ズ
と
が
相
俟

っ
て
地
主
等
が
積
極
的
に
貸
家
経
営
に
乗

り
出
し
て
い
る
と
の
声
が
多
い
。
加
え
て
、

こ
う
し
た
「
追
い
風
」
を
背
景
に
、
貸
家

の
建
築
請
負
・
サ
ブ
リ
ー
ス
を
手
が
け
る

業
者
が
積
極
的
な
営
業
ス
タ
ン
ス
に
あ
る

こ
と
も
、
着
工
を
後
押
し
し
て
い
る
と
の

声
が
多
い
。

・�

た
だ
、
半
面
で
は
、
多
く
の
地
主
等
が
短

期
間
の
う
ち
に
貸
家
経
営
に
乗
り
出
し
た

結
果
、
貸
家
市
場
全
体
で
み
る
と
、
需
給

が
緩
み
つ
つ
あ
る
と
の
声
が
聞
か
れ
て
い

る
。
実
際
、
賃
貸
物
件
の
仲
介
業
者
等
か

ら
は
、
郊
外
の
築
古
物
件
な
ど
相
対
的
に

魅
力
の
乏
し
い
物
件
を
中
心
に
、
空
室
率

の
上
昇
や
家
賃
の
下
落
が
み
ら
れ
る
と
の

声
が
聞
か
れ
て
い
る
。

・�
こ
の
間
、
企
業
か
ら
は
、
金
融
機
関
の
貸

家
向
け
の
融
資
姿
勢
は
積
極
的
と
の
声
が

多
く
聞
か
れ
て
い
る
が
、
一
部
に
は
供
給

過
剰
懸
念
か
ら
慎
重
化
し
つ
つ
あ
る
と
の

声
も
あ
る
。

③ 

分
譲
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）

・�

東
京
な
ど
大
都
市
の
中
心
部
で
は
、
用
地

取
得
費
の
上
昇
等
に
伴
う
物
件
価
格
の
上

昇
に
よ
り
販
売
が
減
速
す
る
も
と
で
、
新

規
の
着
工
は
、
用
地
取
得
難
も
あ
っ
て
弱

め
と
な
っ
て
い
る
と
の
声
が
多
い
。
一
方
、

地
方
で
は
、
販
売
価
格
の
上
昇
が
比
較
的

緩
や
か
な
も
と
で
、
高
齢
者
を
中
心
に
郊

外
の
持
家
か
ら
利
便
性
の
高
い
都
市
部
の

マ
ン
シ
ョ
ン
へ
住
み
替
え
る
動
き
が
み
ら

れ
て
お
り
、
販
売
・
着
工
と
も
に
底
堅
く

推
移
し
て
い
る
と
の
声
が
多
い
。

④ 

分
譲
（
戸
建
）

・�

販
売
・
着
工
と
も
、
住
宅
ロ
ー
ン
金
利
の

低
下
等
に
伴
い
、
若
年
層
等
へ
購
買
層
が

広
が
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
幅
広
い
地
域
で

緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
と
の
声
が
多

く
聞
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
価
格
上
昇
が

目
立
つ
大
都
市
中
心
部
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を

諦
め
、
割
安
感
の
あ
る
郊
外
の
分
譲
戸
建

を
購
入
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
と
の
声
も

聞
か
れ
て
い
る
。

２
．�

先
行
き
の
住
宅
投
資
の
見
通
し

　

先
行
き
も
、
各
地
域
の
都
市
部
を
中
心
に

世
帯
数
の
増
加
が
続
く
中
で
、
緩
和
的
な
金

融
環
境
、
相
続
税
節
税
ニ
ー
ズ
等
の
「
追
い

風
」
に
加
え
、住
宅
関
連
企
業
が
環
境
性
能・

耐
震
性
に
優
れ
た
住
宅
や
低
価
格
住
宅
の
提

供
等
に
よ
り
需
要
の
掘
り
起
こ
し
に
注
力
し

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
住
宅
投
資
は
持
ち

直
し
が
続
く
と
見
込
む
先
が
多
い
。

　

こ
の
う
ち
貸
家
に
つ
い
て
は
、
地
主
等
の

節
税
志
向
や
資
産
運
用
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
に

加
え
、
建
築
請
負
・
サ
ブ
リ
ー
ス
業
者
等
の

積
極
的
な
営
業
も
あ
っ
て
、
当
面
は
堅
調
に

推
移
す
る
と
の
声
が
多
く
聞
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
都
市
部
で
貸
家
建
設
に
適
し
た
遊

休
地
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
郊
外

を
中
心
に
供
給
過
剰
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る

こ
と
を
理
由
に
、
先
行
き
を
慎
重
に
み
る
先

が
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
う
か
が
わ

れ
る
。

３
．�

住
宅
関
連
企
業
に
と
っ
て
の

������

経
営
課
題
等

��

関
連
企
業
に
経
営
課
題
を
伺
う
と
、
足
も

と
で
は
、職
人
不
足
を
指
摘
す
る
声
が
多
い
。

こ
う
し
た
中
、
自
社
内
で
の
職
人
育
成
や
プ

レ
カ
ッ
ト
部
材
の
活
用
に
よ
る
省
力
化
等
の

取
り
組
み
が
み
ら
れ
て
い
る
が
、
課
題
解
決

に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
先
が
多
い
。

　

中
長
期
的
に
は
、
世
帯
数
の
減
少
に
伴
い

新
築
需
要
の
縮
小
が
避
け
ら
れ
な
い
と
み
る

先
が
多
い
。
一
方
で
、
既
存
物
件
の
リ
フ
ォ

ー
ム
・
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
需
要
は
、
空
き
家

の
有
効
活
用
に
向
け
た
機
運
の
高
ま
り
も
あ

り
、
今
後
の
更
な
る
増
加
に
期
待
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
多
く
の
先

で
は
、
既
存
物
件
の
リ
フ
ォ
ー
ム
・
リ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
事
業
の
強
化
が
課
題
と
し
て
、
専

担
部
署
の
設
置
等
の
体
制
整
備
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
こ
の
間
、
今
後
の
更
な
る
リ
フ
ォ

ー
ム
・
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
需
要
の
喚
起
の
た

め
に
は
、
中
古
住
宅
に
つ
い
て
、
資
産
価
値

が
適
正
に
評
価
さ
れ
る
仕
組
み
を
作
り
、
適

正
価
格
で
の
売
買
を
容
易
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
の
声
が
多
く
聞
か
れ
て
い
る
。
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（注）1.（１）、（２）の 2016/4Q は、10 ～ 11 月の値。
　　 2 .（３）は、新築および中古物件が調査対象（マンションは主として中古物件）。戸建住宅は、持家（土地売買を伴うもの）と分譲戸建が対象。

（出所）国土交通省

　10 年　  　　　 11　　　　　  12　          　 13                  14                 15              16

（季節調整済年率換算、万戸） （季節調整済年率換算、万戸）

（季節調整済年率換算、万戸） （季節調整済年率換算、万戸）

15 年              1601年 02  03   04   05  06   07  08  09  10   11  12  13  14  15  16

15 年              1601年 02  03   04   05  06   07  08  09  10   11  12  13  14  15  16
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日
本
銀
行
は
、
一
八
九
三
年
に
小
樽
支
店

の
前
身
で
あ
る
「
小
樽
派
出
所
」
を
設
置
し
、

一
八
九
七
年
に
「
小
樽
出
張
所
」
へ
昇
格
さ
せ

ま
し
た
。
同
年
日
本
は
、金
本
位
制
度
へ
移
行
し
、

金
準
備
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
日
本
銀
行
は
、
一
九
〇
〇
年
に
小
樽
出

張
所
内
に
砂
金
分
析
室
を
設
置
し
、
道
内
産
の

砂
金
買
い
入
れ
を
開
始
し
ま
し
た
。
現
在
、
金

融
資
料
館
の
歴
史
展
示
ゾ
ー
ン
で
は
、
当
時
の

砂
金
買
い
入
れ
の
際
に
使
用
し
て
い
た
砂
金
計

量
器
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
小
樽
は
国
際
貿
易
港
へ
の
指
定
（
一
八
九
九

年
）
や
鉄
道
の
発
達
に
伴
う
商
圏
の
拡
大
な

ど
に
よ
り
、
貿
易
港
と
し
て
発
展
を
続
け
、

一
九
〇
〇
年
代
に
入
る
と
そ
れ
ま
で
北
海
道
商

業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
函
館
を
凌
ぐ
ほ
ど
に
な

り
ま
し
た
。

　
小
樽
が
発
展
を
つ
づ
け
る
中
で
、
一
九
〇
六

年
に
日
本
銀
行
小
樽
出
張
所
は
、「
小
樽
支
店
」

と
な
り
ま
し
た
。
日
本
銀
行
は
小
樽
の
発
展
を

金
融
面
で
支
え
、
そ
う
し
た
中
で
、
一
九
一
二

年
に
辰
野
金
吾
ら
の
手
に
よ
る
建
物
が
建
て
ら

れ
た
の
で
す
。

　
銀
行
が
増
え
手
形
流
通
も
増
加
し
た
た
め
、

そ
の
取
引
の
円
滑
と
安
全
の
た
め
に
一
九
一
三

年
に
は
手
形
交
換
所
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

現在も近代銀行建築が立ち並ぶ色内町の十字路

　
「
小
樽
」
と
聞
い
て
何
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま

す
か
？　

運
河
や
ガ
ラ
ス
な
ど
で
有
名
な
小

樽
で
す
が
、
近
代
銀
行
建
築
が
数
多
く
残
る

「
銀
行
の
街
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
建
築
家
辰

野
金
吾
ら
に
よ
り
手
掛
け
ら
れ
一
九
一
二
年

（
明
治
四
五
年
）
に
竣
工
し
た
日
本
銀
行
旧
小

樽
支
店
の
建
物
は
、
歴
史
的
な
銀
行
建
築
の

一
つ
で
す
（
小
樽
市
指
定
有
形
文
化
財
）。
現

在
は
金
融
資
料
館
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
、

観
光
客
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。
今
回
は
同

館
の
魅
力
を
、
そ
の
歴
史
に
関
す
る
展
示
か

ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

小
樽
の
発
展
と

日
本
銀
行
小
樽
支
店

日本銀行旧小樽支店
金融資料館と銀行の街小樽
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第
一
次
世
界
大
戦
期
、
各
地
の
貿
易
業
者
が
小

樽
に
進
出
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
会
社
数
が
急
増

し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
資
金
需
要
も
増
加
し
、
多

く
の
有
力
銀
行
が
小
樽
に
支
店
を
持
つ
よ
う
に

な
り
、
小
樽
の
金
融
界
は
活
況
を
呈
し
ま
し
た
。

一
九
二
二
年
に
小
樽
の
銀
行
数
は
二
〇
行
を
数
え
、

小
樽
は
北
海
道
に
お
け
る
金
融
の
中
枢
と
な
り
ま

す
。
小
樽
と
他
の
地
域
の
資
金
決
済
が
盛
ん
に
な

り
、
日
本
銀
行
小
樽
支
店
は
そ
れ
を
支
え
ま
し
た
。

　
明
治
・
大
正
期
に
小
樽
の
小
学
校
の
校
長
で
あ
っ

た
稲
垣
益
穂
の
日
記
（『
稲
垣
日
誌
』
小
樽
市
総
合

博
物
館
所
蔵
）
（
注
１
）
に
は
、
日
本
銀
行
小
樽
支

　
日
記
が
描
写
し
て
い
る
日
本
銀
行
小
樽
支
店

の
建
物
は
、
現
在
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち

で
残
さ
れ
て
お
り
、
金
融
資
料
館
と
し
て
内
部

を
見
学
で
き
ま
す
。

　
金
融
資
料
館
は
日
本
銀
行
の
業
務
を
紹
介
す

る
業
務
展
示
ゾ
ー
ン
と
日
本
銀
行
や
旧
小
樽
支

店
の
歴
史
を
紹
介
す
る
歴
史
展
示
ゾ
ー
ン
か
ら

な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
歴
史
展
示
ゾ
ー
ン
は
、

初
期
の
国
産
鉄
骨
（
八
幡
製
鉄
所
製
）
を
使
用

し
た
屋
根
に
支
え
ら
れ
実
現
し
た
、
柱
の
無
い

店
や
銀
行
の
街
小
樽
が
造
ら
れ
て
い
く
様
子
が

克
明
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
稲
垣
益
穂
は
竣
工
一
年
前
の
一
九
一
一
年
六

月
に
、
建
築
中
の
日
本
銀
行
小
樽
支
店
の
見
学

に
訪
れ
、
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

ま
す
。

「
…
午
後
日
本
銀
行
の
佐
久
間
長
次
郎
か
ら
電

話
で
見
に
来
い
と
い
っ
て
来
た
。
…
諸
氏
と
同

行
し
て
見
物
に
出
か
け
た
。
ま
だ
落
成
は
し
て

を
ら
ぬ
が
な
か
な
か
宏
壮
な
建
築
で
あ
る
。
着

手
は
二
三
年
前
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
…
先
つ

第
一
に
金
庫
の
大
な
る
に
驚
い
た
。
…
玄
関
か

ら
這
入
っ
た
處
は
広
い
用
を
弁
ず
る
處
で
、
其

周
囲
は
美
し
い
大
理
石
で
あ
る
。
装
飾
ま
で
出

来
上
っ
た
ら
立
派
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

建
築
費
は
四
十
万
円
と
い
う
か
ら
、
小
樽
で
第

一
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
恐
ら
く
は
北
海
道

第
一
で
あ
ろ
う
。」（
一
九
一
一
年
六
月
二
二
日
）

　
当
時
、
小
樽
は
北
海
道
の
海
の
玄
関
口
と
し

て
発
展
し
つ
つ
あ
り
、
日
本
銀
行
は
、
小
樽
支

店
の
店
舗
を
新
築
す
る
に
あ
た
り
、
大
阪
支
店

に
次
ぐ
建
築
費
を
か
け
、
大
正
期
の
近
代
建
築

の
先
駆
け
と
な
る
技
術
を
用
い
て
い
ま
す
。
明

治
か
ら
大
正
へ
の
近
代
建
築
技
術
の
推
移
を
示

す
貴
重
な
建
物
で
す
。

色内町十字街　1924 年頃の様子。工事中の第一銀行の様子が
見て取れる。左手前角 三菱銀行（1922 年）、左奥角 第一銀行

（1924 年）、坂上奥左手 日本銀行（1912 年）、右手前角 北海
道拓殖銀行（1923 年）（カッコ内は竣工年）

日
本
銀
行
小
樽
支
店
の
建
築

（
注 

１
）
本
年
一
月
ま
で
金
融
資
料
館
で
開
催
し
て
い
た
特

別
展
「
銀
行
の
街
小
樽　

大
正
時
代
の
モ
ノ
の
値
段
と

小
樽
の
く
ら
し
」（
小
樽
市
総
合
博
物
館
と
共
催
）
で
展

示
。

日本銀行旧小樽支店金融資料館。日本銀行や旧小樽支店の歴
史を紹介する展示ゾーン
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旧
営
業
場
の
空
間
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
建
物
の
特
徴
、
棟
札
の
実
物
や
上
棟
式

の
様
子
な
ど
建
築
史
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

辰
野
金
吾
と
と
も
に
日
本
銀
行
小
樽
支
店
の

設
計
に
深
く
携
わ
っ
て
い
た
建
築
家
長
野
宇
平

治
は
、
同
じ
時
期
に
日
本
銀
行
小
樽
支
店
斜
め

前
の
北
海
道
銀
行
本
店
（
注
２
）
の
設
計
も
手
掛

け
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
こ
の
辺
り
が
小

樽
の
銀
行
街
の
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

日
本
銀
行
小
樽
支
店
が
竣
工
し
て
お
よ
そ

一
〇
年
後
に
小
樽
経
済
は
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
。

そ
の
頃
、
日
本
銀
行
小
樽
支
店
前
の
坂
を
下
っ

た
十
字
路
に
銀
行
街
が
造
ら
れ
て
い
く
様
子
が

先
ほ
ど
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
…
浜
町
か
ら
埋
立
地
に
出
て
、
富
岡
町
を
散

歩
し
た
。
僅
に
見
な
い
間
に
、
変
化
し
て
を
る

に
は
驚
い
た
。
三
菱
銀
行
、
第
一
銀
行
、
拓
殖

銀
行
の
建
築
も
、
着
々
進
行
し
て
を
る
。
…
」

（
一
九
二
二
年
九
月
一
日
）

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
銀
行
の
建
物
は
、

そ
れ
ぞ
れ
用
途
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
現
在
も

使
わ
れ
て
い
ま
す
（
い
ず
れ
も
小
樽
市
指
定
歴

史
的
建
造
物
）。
こ
の
ほ
か
旧
北
海
道
拓
殖
銀
行

の
並
び
に
あ
る
旧
三
井
銀
行
な
ど
も
含
め
、
往

時
の
銀
行
街
の
景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

の
も
小
樽
観
光
の
魅
力
で
す
。
金
融
資
料
館
で

は
、
大
正
期
の
銀
行
街
の
建
物
を
復
元
し
た
ジ

オ
ラ
マ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
の
小
樽
に
は
、
往
時
を
し
の
ば
せ
る
運

河
の
周
辺
に
数
多
く
の
歴
史
的
建
造
物
が
立
ち

並
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
旧
銀
行
街
の

中
心
に
位
置
す
る
日
本
銀
行
旧
小
樽
支
店
金
融

資
料
館
は
、
小
樽
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
と

し
て
、
国
内
外
か
ら
訪
れ
る
観
光
客
の
ほ
か
、

地
域
の
皆
様
に
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

金
融
資
料
館
で
旧
小
樽
支
店
の
歴
史
や
日
本

銀
行
の
歴
史
・
現
在
の
日
本
銀
行
の
役
割
を
学

ん
だ
後
、「
銀
行
の
街 

小
樽
」
の
散
策
を
楽
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

【
入
館
料
】
無
料

【
開
館
時
間
・
休
館
日
等
】
金
融
資
料
館
Ｈ
Ｐ

（http://w
w

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

/

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

銀
行
の
街 

小
樽

（
注
２
）
現
在
の
北
海
道
銀
行
と
は
無
関
係
。

銀行建築が進行する様子を記した小樽市民の日誌「稲垣日誌」
33 巻 1922 年（小樽市総合博物館蔵）

小樽運河

小樽文学館
小樽美術館

オーセントホテル小樽●

JR小樽駅

小樽臨
港線
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名
古
屋
支
店
が 

開
設
一
二
〇
周
年

▼
名
古
屋
支
店

は
、
東
海
経
済

の
発
展
を
願
う

地
元
政
財
界
か

ら
の
要
請
も
あ
っ
て
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
年
）、
日
本
銀
行
の
六
番

目
の
支
店
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
の
業
務
区
域
は
愛
知
、
岐

阜
、
三
重
の
三
県
で
す
。

▼
一
二
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、
名
古

屋
支
店
は
市
内
を
数
度
に
わ
た
っ
て

移
転
し
て
き
ま
し
た
。
明
治
三
十
九

年
（
一
九
〇
六
年
）
に
完
成
し
た
二

代
目
営
業
所
は
、
日
本
銀
行
本
店
本

館
と
同
じ
辰
野
金
吾
博
士
が
設
計
し

た
重
厚
な
建
物
で
し
た
が
、
昭
和

二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
の
空
襲
で

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昭
和

三
十
九
年
（
一
九
六
四
年
）
に
完
成

し
た
現
在
の
店
舗
は
六
代
目
と
な
り

ま
す
。

▼
東
海
経
済
は
大
き
な
発
展
を
遂

げ
、
今
や
製
造
業
を
中
心
に
世
界
有

数
の
競
争
力
を
有
す
る
産
業
の
集
積

地
と
な
り
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
次

世
代
産
業
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
支

店
は
、
活
力
に
あ
ふ
れ
る
東
海
経
済

の
歩
み
を
金
融
面
か
ら
し
っ
か
り
支

え
る
た
め
、
銀
行
券
供
給
な
ど
の
中

央
銀
行
業
務
の
着
実
な
遂
行
、
金
融

シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
確
保
に
努
め
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
皆

様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
責
務
を
果

た
し
て
い
き
ま
す
。

企
業
物
価
指
数
・
二
〇
一
五
年

基
準
指
数
の
公
表
を
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、
企
業
物
価
指
数
の

五
年
に
一
度
の
基
準
改
定
を
実
施

し
、
本
年
二
月
十
日
か
ら
二
〇
一
五

年
基
準
指
数
の
公
表
を
開
始
し
ま
し

た
。

▼
今
回
の
基
準
改
定
で
は
、
二
〇
一
五

年
十
二
月
に
基
本
方
針
を
公
表
し
、

皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意

見
も
踏
ま
え
、
本
年
二
月
三
日
に
「
企

業
物
価
指
数
・
二
〇
一
五
年
基
準
改

定
結
果
」
を
公
表
し
ま
し
た
。
基
準

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
経
済
・
産

業
構
造
の
変
化
を
物
価
指
数
に
的
確

に
反
映
す
る
た
め
の
新
し
い
財
（
例

え
ば
燃
料
電
池
な
ど
）の
取
り
込
み
、

②
外
部
デ
ー
タ
の
積
極
的
な
活
用
に

よ
る
報
告
者
負
担
の
軽
減
や
、
通
関

を
経
由
し
な
い
輸
出
入
取
引
の
新
た

な
取
り
込
み
、
③
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
法
の

適
用
範
囲
の
拡
充
や
、
調
査
先
企
業

か
ら
の
情
報
に
依
存
し
な
い
新
た
な

品
質
調
整
方
法
の
導
入
、
④
基
礎
資

料
に
制
約
が
あ
る
状
況
の
も
と
、
ウ

エ
イ
ト
の
算
定
に
代
替
的
な
デ
ー
タ

を
用
い
る
こ
と
に
よ
る
タ
イ
ム
リ
ー

な
基
準
改
定
の
実
現
、の
四
つ
で
す
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
統
計
ユ
ー
ザ
ー

の
皆
様
に
と
っ
て
よ
り
使
い
や
す
い

統
計
を
提
供
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら

も
努
力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

▼ 

詳
細
は
日
銀
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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「
第
一
二
回
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

の
決
勝
大
会
開
催

▼
大
学
生
を
主
な
対
象
と
す
る
金
融

経
済
分
野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ス
ト
「
日
銀

グ
ラ
ン
プ
リ
」
に
、
今
回
は
全
国

三
八
大
学
か
ら
一
一
八
編
の
論
文
が

寄
せ
ら
れ
、
一
次
審
査
を
通
過
し
た

五
チ
ー
ム
に
よ
り
決
勝
大
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

▼
決
勝
大
会
で
は
、朝
田
照
男
氏（
経

済
同
友
会
副
代
表
幹
事
、
丸
紅
株
式

二
〇
一
六
年
十
二
月
三
日
（
土
）

2 代目営業所の外観（日本銀行金融研究所アーカ
イブ所蔵）

現営業所（昭和 39 年に完成後、
昭和 55 年に増築）

120 周年記念ロ
ゴ（地域への感
謝を込めて対外
公表物等に掲載）
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■インタビュー「扉を開く」のインタビュアーと
して、これまで三人の方のお話を伺う貴重な機会
を頂きました。最初の将棋棋士・羽生善治氏は、
年齢を重ねる中で「直観」、「読み」、「大局観」の
比重を変化させ、さらにコンピューター・人工知
能を使いこなし自らの実力をさらに高めようとさ
れています。続くプロサッカー監督・高倉麻子氏
は、テクニック、状況判断力に磨きをかければ世
界で勝てるという確信を踏まえ、各選手が激しく
かつ論理的に自己主張し合い理解し合うことで、
組織と個の力を高めて世界一を目指しています。
今号の建築家・坂茂氏は、建築家は弱者のために
も貢献すべきとの信念のもと、世界の被災地で「紙
管」という全く新しい建築素材を用いて被災者を
支援され、さらに独自の建築材料や構造システム
の開発を目指しています。三人の方に共通するの
は、蓄積された経験を基に本質を見極め、イノベ
ーションを興し、自ら新しいスタイルを築こうと
する未来志向の姿勢です。このインタビュアーの
仕事は、こうした賢人の前向きな姿勢に大きな刺
激を受ける素晴らしい役得です。次回夏号は天皇
陛下の手術を執刀された心臓外科医・天野篤氏に
お願いする予定です。ご期待下さい。 （鶴海）

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

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

点
や
課
題
を
把
握
し
、
統
計
デ
ー
タ

に
加
え
、
実
務
家
へ
の
聞
き
取
り
調

査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
通
じ
て
、
自

身
の
抱
い
た
問
題
を
解
決
し
て
お

り
、
具
体
的
で
実
現
可
能
性
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
の
総
評
が

あ
り
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、
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員
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信
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て
い
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す
。

決勝進出５チームと審査員の皆さん （写真：野瀬勝一）



　「アメリカン・ドリーム」という言葉は、良く知

られています。生まれや育ちに関わりなく、誰でも、

才能や努力次第で、栄誉や富をつかむチャンスがあ

ることを表す言葉です。「フレンチ・ドリーム」と

いう言葉も時折目にしますが、多くの場合、ある程

度の財産を持った人がフランスに移住して、洗練さ

れた家具や絵画、おいしい食事に囲まれ、優雅な暮

らしを送ることを意味するようです。

　もちろん「アメリカン・ドリーム」に似た世界も

あります。私自身がそれを感じるのはサッカーです。

フランスには、旧フランス領を中心に多くのアフリ

カ系の人々が、サッカーを通じて成功を収めること

を夢見て暮らしています。実際、2000年前後には

ジダンというアルジェリア系の選手が大活躍をして

スーパースターとなりましたし、現在のフランス代

表には、ポグバというギニア系の選手をはじめ、何

人ものアフリカ系の選手が名を連ねています。私の

息子が所属するサッカークラブでも、多くのアフリ

from Paris

カ系の子供たちがプレーし、ゴールを決めるたびに

ポグバ選手のまねをしています。

　ただ、フランスはアメリカに比べ、伝統や文化に

対するこだわりが強く、階層意識と批判的精神も根

強いため、こうした意味での「フレンチ・ドリーム」

の実現は、容易ではないようです。近年は、失業率

の高止まりやテロの発生も影響し、移民に対する反

感が強まっているのでなおさらです。

　「アメリカン・ドリーム」の象徴とされるニュー

ヨークの自由の女神像は、フランスから贈呈された

ものです。そして、パリのセーヌ川にかかる橋のた

もとには、少し小さめですが、やはり自由の女神像

が立っています。この国で、多くの「フレンチ・ド

リーム」が実現することを願っています。

� （経済協力開発機構、本部：パリ）

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

毎週土曜日は試合の日。クラブの月謝は安く、
ユニフォームも安価で支給されます

アメリカから返礼として寄贈された自由の女神像

ポグバ選手がゴールを決めた後にとる「ダブ」
というポーズ。世界的に流行しました

フレンチ・ドリーム
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