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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

ず
貯
蓄
だ
ね
”
と
考
え
る
た
ち
だ
か
ら
、
義
父
の
教

え
に
従
い
や
す
か
っ
た
。
そ
れ
な
り
に
消
費
を
抑
え

て
老
齢
と
な
り
、
過
日
、
老
後
資
金
に
関
し
て
話
題

に
な
っ
た
二
〇
〇
〇
万
円
く
ら
い
は
お
金
を
残
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
目
下
投
資
信
託
に
委
ね
、
毎
朝
、

見
る
と
も
な
し
に
経
済
新
聞
の
オ
ー
プ
ン
基
準
価
格

欄
を
瞥
見
し
て
い
る
。
わ
ず
か
な
お
金
を
委
ね
て
い

る
だ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
日
そ
の
日
で
値
上
が

り
や
値
下
が
り
が
あ
る
。

　

私
の
委
ね
た
銘
柄
に
黒
い
三
角
が
記
さ
れ
て
値
下

が
り
し
て
い
る
日
は
、
も
ち
ろ
ん
つ
ら
い
。

　

―
―
え
っ
！　

二
〇
万
円
も
損
し
て
い
る
の
か
―
―

　

今
日
一
日
こ
つ
こ
つ
原
稿
を
書
い
て
収
入
を
得
る

努
力
が
ば
か
ら
し
く
な
る
。
逆
に
白
い
三
角
が
つ
い

て
値
上
が
り
し
て
る
日
に
は
、

　

―
―
お
お
、
二
五
万
円
も
う
か
っ
た
の
か
―
―

　

う
れ
し
い
け
れ
ど
、
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
、

　

―
―
こ
れ
だ
け
得
し
た
ん
だ
か
ら
、
仕
事
、
や
め

て
お
く
か
な
―
―

　

原
稿
料
で
二
五
万
円
得
る
の
は
楽
で
は
な
い
。
つ

い
、
つ
い
怠
け
て
朝
か
ら
テ
レ
ビ
の
囲
碁
番
組
を
見

入
っ
た
り
し
て
し
ま
う
。

　

お
金
は
と
て
も
大
切
で
す
。
元
金
を
増
や
せ
ば
い

い
ん
だ
、
と
思
い
な
が
ら
実
行
は
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で

は
な
く
、
さ
ほ
ど
の
実
績
も
な
い
。

　

で
も
、
ま
、
い
い
か
。

あとうだ・たかし●作家。1935 年、東京生まれ。早
稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら
執筆活動を続け、78 年『冷蔵庫より愛をこめて』で
デビュー。79 年「来訪者」で日本推理作家協会賞、
同年、短編集『ナポレオン狂』で直木賞。95 年『新
トロイア物語』で吉川英治文学賞。著書は多数。日
本ペンクラブ会長、文化庁文化審議会会長、山梨県
立図書館長などを歴任。2018 年、文化功労者。

阿刀田 高

金利を
二倍にしたかったら

　

私
の
妻
の
父
親
は
長
く
実
業
界
に
あ
っ
て
経
済
に

つ
い
て
も
、
そ
こ
そ
こ
に
明
る
い
人
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
日
、
あ
る
時
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
話
題

に
な
っ
た
の
か
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、茶
の
間
で
、

　
「
金
利
を
二
倍
に
し
た
か
っ
た
ら
…
…
」

　

と
呟つ

ぶ
やく

。
私
は
こ
の
方
面
の
知
識
に
う
と
く
、
義

父
な
ら
ば
な
に
か
す
ば
ら
し
い
知
恵
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
と
、
さ
り
げ
な
く
、

　
「
は
い
？
」

　

と
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
と
、
義
父
は
ひ
と
く
ち

茶
を
す
す
り
、

　
「
元
金
を
二
倍
に
す
れ
ば
い
い
」

　

な
ー
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
、
当
た
り
前
だ
ろ
、
と

思
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
、

　

―
―
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
本
当
な
ん
だ
―
―

　

と
悟
っ
た
。
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
、
ほ
ぼ

一
定
の
金
利
で
（
配
当
な
ど
も
同
じ
だ
が
）
ビ
ジ
ネ

ス
を
進
め
て
い
る
。そ
れ
が
世
の
中
の
水
準
で
あ
り
、

そ
れ
を
超
え
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か

に
無
理
が
あ
る
。
ひ
ど
け
れ
ば
詐さ

わ話
や
犯
罪
の
お
そ

れ
さ
え
あ
る
。「
配
当
が
二
倍
に
な
り
ま
す
よ
」
な

ん
て
、お
い
し
い
話
に
は
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

義
父
の
言
葉
は
身
に
染
み
た
。

　

元
来
、
私
は
ケ
イ
ン
ズ
よ
り
二
宮
金
次
郎
に
与く

み

す

る
た
ち
な
の
で
…
…
不
確
か
な
知
識
で
申
し
わ
け
な

い
け
れ
ど
、“
消
費
が
経
済
を
活
性
化
す
る
”よ
り“
ま
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日
本
銀
行
松
本
支
店
は
、大
正
三
年（
一
九
一
四
）

に
日
本
銀
行
一
〇
番
目
の
支
店
と
し
て
、
長
野
県

松
本
市
本
町
三
丁
目
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

支
店
設
置
場
所
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
長
野
市

も
候
補
に
挙
が
り
ま
し
た
が
、
当
時
、
長
野
県
だ

け
で
な
く
山
梨
県
も
管
轄
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら

の
中
心
部
に
位
置
し
関
東
や
関
西
と
の
ア
ク
セ
ス

が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
わ
が
国
の
重
要
な
産

業
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
製
糸
業
の
集
積
地
に
近
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
松
本
市
が
選
ば
れ
ま
し
た
（
現

在
は
長
野
県
の
み
管
轄
）。

　

初
代
店
舗
は
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
洋
館
で
、

近
代
の
学
校
建
築
で
初
め
て
の
国
宝
指
定
と
な
る

旧
開か

い

智ち

学
校
と
並
び
称
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
な
建
築

で
し
た
。

　

表
紙
の
現
店
舗
は
、
初
代
店
舗
の
老
朽
化
に
伴

い
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
松
本
市
丸

の
内
三
丁
目
に
新
築
移
転
し
た
も
の
で
す
。
堀
を

ひ
と
つ
隔
て
て
国
宝
松
本
城
が
あ
り
、
そ
の
漆
黒

と
あ
で
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　

現
店
舗
竣
工
か
ら
六
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

松
本
支
店
は
松
本
の
街
を
見
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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INTERVIEW

Y
asuko K

im
ura

木
村
泰
子

大
阪
市
立
大
空
小
学
校 

初
代
校
長

　

障
が
い
の
あ
る
子
も
な
い
子
も
、
み
ん
な
が
同
じ
教
室
で
学
び
、
互
い
に
刺
激
を
受
け
な
が
ら

成
長
し
て
い
く
。
そ
ん
な
理
想
を
実
現
し
た
「
奇
跡
の
学
校
」、
大
阪
市
立
大
空
小
学
校
。
大
空

小
学
校
の
日
常
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
み
ん
な
の
学
校
』
と
し
て
公
開
さ
れ
、
四
年
た

っ
た
今
で
も
全
国
各
地
で
上
映
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
大
空
小
学
校
初
代
校
長
と
し
て
、
理
想

の
実
現
に
奔
走
し
た
木
村
泰
子
さ
ん
。
木
村
さ
ん
は
「
大
空
小
学
校
で
で
き
た
こ
と
は
ど
こ
で
も

で
き
る
」
と
事
も
な
げ
に
語
る
。
学
校
と
は
？　

学
び
と
は
？　

学
力
と
は
？　

木
村
さ
ん
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
教
育
の
基
本
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
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―
― 

木
村
先
生
が
教
員
に
な
ら
れ
た

一
九
七
〇
年
当
時
、
私
は
小
学
生
で

し
た
。
そ
の
頃
の
先
生
は
「
怖
い
」

存
在
で
し
た
。

木
村　

七
〇
年
代
の
多
く
の
小
学
校

で
は
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
知
識
を
効

率
よ
く
生
徒
に
教
え
て
い
く
か
で
先

生
の
良
し
悪
し
を
は
か
る
風
潮
が
あ

り
ま
し
た
。
先
生
は
た
だ
「
正
解
」

を
教
え
る
、
生
徒
も
親
も
物
申
せ

な
い
存
在
で
し
た
。
逆
に
、
先
生
が

そ
う
し
た
教
育
を
す
る
の
に
差
し
障

り
の
あ
る
子
、
例
え
ば
重
度
の
障
が

い
の
あ
る
子
は
、
通
常
の
学
校
に
い

な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
「
い

な
か
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
障
が
い

の
あ
る
子
ど
も
が
学
校
で
み
ん
な
と

同
じ
よ
う
に
学
ぶ
「
当
た
り
前
が
な

か
っ
た
」
ん
で
す
。
そ
う
し
た
障
が

い
の
あ
る
子
に
平
等
に
教
育
の
機
会

が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
昭
和
の
終
わ
り
頃
。
平
成
に
入

る
と
、
そ
れ
が
「
特
別
支
援
教
育
」

に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

―
― 

最
近
よ
う
や
く
、
障
が
い
の
あ

る
子
も
、
そ
う
で
な
い
子
も
共
に
学

ぶ
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
」
と
い

う
考
え
方
が
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。

木
村　

日
本
で
よ
う
や
く
特
別
支
援

教
育
が
始
ま
っ
た
頃
、
世
界
で
は
す

で
に
新
た
な
理
念
で
あ
る
イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教
育
が
提
唱
さ
れ
て
い
た

す
べ
て
の
子
の
学
習
権
を
保
障
す
る

「
み
ん
な
の
学
校
」を
率
い
た
校
長
の
挑
戦

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　
写
真 

野
瀬
勝
一

ん
で
す
。
日
本
政
府
は
ユ
ネ
ス
コ（
国

連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
に
、
イ
ン

ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
進
め
る
と
約
束

し
て
い
る
の
で
す
が
、
現
状
は
「
学

校
に
特
別
支
援
学
級
が
や
っ
と
で
き

た
」
程
度
で
す
。
で
も
、
特
別
支
援

教
育
が
導
入
さ
れ
て
も
結
局
、
障
が

い
を
理
由
に
、
み
ん
な
が
一
緒
に
学

ぶ
機
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
。
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
み
ん
な
が
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
の

大
切
さ
は
理
解
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

す
が
、
実
際
は
「
特
別
な
ケ
ア
が
必

要
だ
か
ら
」
と
い
う
名
目
で
障
が
い

の
あ
る
子
と
な
い
子
を
分
け
隔
て
し

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

―
― 
大
空
小
学
校
で
は
、
特
別
支
援

教
育
の
対
象
と
な
る
子
も
、
そ
う
で

な
い
子
と
同
じ
教
室
で
学
び
ま
す
。

木
村
先
生
が
初
代
校
長
に
就
任
さ
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
イ
ン

ク
ル
ー
シ
ブ
と
い
う
考
え
方
を
現
場

で
実
践
し
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

木
村　

そ
も
そ
も
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

と
い
う
言
葉
す
ら
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
し
、
開
校
か
ら
九
年
間
校
長
を
務

め
ま
し
た
が
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
と

い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
す
ら
あ
り

ま
せ
ん
。
周
り
の
皆
さ
ん
が
大
空
小

学
校
の
教
育
を
そ
う
い
う
言
葉
で
伝

え
て
く
だ
さ
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。

大
空
小
学
校
は
理
想
の
学
校
と
か
奇

跡
の
学
校
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
本
当

に
普
通
の
小
学
校
で
す
。

―
― 

木
村
先
生
が
校
長
を
務
め
ら
れ

た
大
空
小
学
校
は
、
大
規
模
な
小
学

校
が
分
か
れ
て
で
き
た
学
校
だ
と
か
。

木
村　

元
々
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
生

徒
が
い
る
マ
ン
モ
ス
校
が
あ
っ
た
の

障
が
い
が
あ
る
子
も
、そ
う
で
な
い
子
も
、

一
緒
の
教
室
で
学
ぶ
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―
― 

紆う

よ余
曲
折
を
経
て
、
大
空
小

学
校
が
開
校
し
た
の
は
二
〇
〇
六
年

で
す
。

木
村　

新
し
い
学
校
が
で
き
る
こ
と

に
反
対
の
声
も
な
お
根
強
い
、
完
全

ア
ウ
ェ
ー
で
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。「
絶

対
に
良
い
学
校
に
し
よ
う
」
と
教
職

員
の
誰
も
が
意
欲
を
か
き
立
て
ま
し

た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
全
校
で
一
八
〇
人

ほ
ど
。
大
空
の
校
区
外
か
ら
も
、
学

校
に
自
分
の
居
場
所
が
な
い
と
い
う

子
た
ち
が
大
勢
来
た
ん
で
す
。

　

そ
の
中
に
、
一
年
生
の
時
の
最
初

の
二
週
間
し
か
学
校
に
通
っ
て
い
な

い
と
い
う
、
当
時
小
学
六
年
生
の
子

が
い
ま
し
た
。
六
年
生
ま
で
学
校
に

行
け
な
か
っ
た
子
ど
も
で
す
。
こ
の

子
は
広
汎
性
発
達
障
害
（
注
）
で
強

い
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
食
事
は
白
い

ご
は
ん
し
か
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
小
学
校
に
入
学
し
て
二
週
間
後

に
始
ま
っ
た
給
食
で
出
さ
れ
た
キ
ュ

ウ
リ
が
、
ど
う
し
て
も
食
べ
ら
れ
ま

せ
ん
。
で
も
担
任
か
ら
食
べ
る
よ
う

指
導
さ
れ
、
結
局
、
食
べ
ず
に
帰
宅
。

先
生
の
指
導
に
お
び
え
る
よ
う
に
な

り
、
次
の
日
か
ら
学
校
に
行
け
な
く

な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
子
は

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害
）
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
空
小
学
校
が
今
の
よ
う
な
学
校

に
な
れ
た
の
は
、
こ
の
子
が
い
て
く

れ
た
か
ら
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ほ
ど
困
っ
て
い
る
子
が
安

心
し
て
学
校
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
す

学
校
は「
み
ん
な
」が
主
体
的
に
つ
く
る
も
の

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ
れ

を
原
点
に
、
全
教
職
員
が
チ
ー
ム
と

な
っ
て
出
発
で
き
た
か
ら
で
す
。

―
― 

障
が
い
が
あ
る
子
と
そ
う
で
な

い
子
が
同
じ
教
室
で
学
ぶ
こ
と
の
意

義
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

木
村　

障
が
い
を
、
病
気
の
よ
う
に
、

治
療
す
べ
き
も
の
、
切
除
す
べ
き
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
捉
え
る
向
き
が
あ
り
ま
す
が
、
障

が
い
は
治
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
子
の
特
性
で
あ
り
、
個
性

な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
個
性
を
持
っ

た
子
と
周
り
の
子
ど
も
た
ち
が
対
等

に
学
び
合
う
場
が
学
校
で
す
。
障
が

い
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
み
ん

な
一
緒
に
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
障
が

い
が
な
い
子
が
、
障
が
い
が
あ
る
子

の
た
め
に
我
慢
す
る
と
い
う
構
図
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
一
緒
が
当

た
り
前
と
い
う
空
気
が
浸
透
し
て
く

れ
ば
、
障
が
い
が
な
い
子
た
ち
が
、

ど
う
し
た
ら
障
が
い
が
あ
る
子
と

や
っ
て
い
け
る
か
を
自
分
た
ち
で
考

え
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、

で
す
が
、
生
徒
数
が
増
え
て
教
室
が

足
り
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に

対
応
す
る
た
め
に
新
設
さ
れ
た
学
校

が
大
空
小
学
校
で
し
た
。
た
だ
、
当

時
、
住
民
の
地
域
へ
の
こ
だ
わ
り
や

区
割
り
の
関
係
な
ど
で
二
〇
年
以
上

も
も
め
て
、
大
空
小
学
校
は
や
っ
と

開
校
し
た
ん
で
す
。
そ
の
過
程
で
は
、

大
人
た
ち
が
自
分
の
嫌
な
も
の
、
困

る
も
の
を
排
除
す
る
空
気
が
ま
ん
延

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
空
気
は
、
ま

さ
に
大
空
小
学
校
を
開
校
す
る
ま
で

の
間
、
大
人
た
ち
が
持
ち
続
け
て
い

た
も
の
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
地
域

や
人
を
「
く
く
り
」
で
決
め
つ
け
て

見
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
そ

う
い
う
態
度
を
大
人
が
見
せ
て
い
た

ら
、
そ
れ
が
子
ど
も
に
伝
わ
り
、
学

校
も
、
ひ
い
て
は
地
域
も
衰
退
す
る

と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
学
校
関

係
者
や
地
域
の
偉
い
方
が
集
ま
る
会

合
で
、「
皆
さ
ん
が
良
い
地
域
に
暮
ら

し
た
い
と
思
う
な
ら
、
こ
の
大
空
小

学
校
を
良
い
学
校
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
、
も
っ
と
偉
そ
う
に
言
い
ま
し
た

（
笑
）。

―
― 

新
し
く
で
き
た
学
校
に
赴
任
す

る
校
長
先
生
と
し
て
は
、
非
常
に
勇

気
の
い
る
行
動
で
す
ね
。

木
村　

校
長
の
責
任
は
た
だ
一
つ
、

「
学
校
の
す
べ
て
の
子
ど
も
の
学
習

権
を
保
障
す
る
」
こ
と
で
す
。
そ
の

責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
ど
う
し
て

も
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
重

い
障
が
い
が
あ
ろ
う
と
、
家
庭
が
貧

困
で
あ
ろ
う
と
、
つ
い
友
だ
ち
に
暴

力
を
振
る
っ
て
し
ま
う
子
で
あ
ろ
う

と
、
み
ん
な
地
域
の
宝
で
す
。
ど
ん

な
子
も
学
校
で
は
学
習
権
が
保
障
さ

れ
、
そ
の
子
ら
し
く
過
ご
す
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
そ
も
そ
も
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。
特
別
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
） 

広
汎
性
発
達
障
害
／
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
や
社
会
性
に
関
連
す
る
脳
の
領

域
に
関
係
す
る
発
達
障
害
の
総
称
。
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INTERVIEW

きむら・やすこ● 1950 年大阪市生まれ。武庫川学院女子短期大学
（現・武庫川女子大学短期大学部）教育学部卒業。70 年小学校教員に。
大阪市立高松小学校、墨江小学校などを経て、2006 年から 15 年ま
で新設の大阪市立大空小学校校長を務める。すべての子どもを多方
面から見つめ、全教職員のチーム力で「すべての子どもの学習権を
保障する学校をつくる」ことに情熱を注いだ。15 年に定年退職後は、
全国各地で講演活動や教育研修を行う。著書に『「みんなの学校」が
教えてくれたこと』（小学館）などがある。大空小学校の取り組みを
描いたドキュメンタリー映画『みんなの学校』は 15 年に劇場公開
され、各地で上映が続いている。映画の公開に先立ち放送されたテ
レビ版『みんなの学校』は 13 年度文化庁芸術祭大賞を受賞した。

何
物
に
も
代
え
が
た
い
、
子
ど
も
同

士
の
大
切
な
学
び
で
す
。
大
空
小
学

校
は
こ
う
し
た
学
び
を
最
上
位
の
目

的
に
置
い
て
い
ま
し
た
。

―
― 

障
が
い
が
な
い
子
た
ち
が
、
障

が
い
が
あ
る
子
か
ら
学
ぶ
。

木
村　

そ
う
で
す
。
大
空
小
学
校
を

巣
立
っ
て
、
大
学
生
や
社
会
人
に

な
っ
た
子
た
ち
に
会
う
と
、「
大
空
小

学
校
で
い
ろ
ん
な
や
つ
と
一
緒
に
学

ん
だ
お
か
げ
で
、
自
分
た
ち
が
も
の

す
ご
く
得
を
し
て
い
る
」
と
言
い
ま

す
。
自
分
の
思
い
通
り
に
い
か
な
い

人
た
ち
と
接
す
る
際
、
避
け
た
り
せ

ず
、
ど
う
や
っ
た
ら
良
好
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
か
を
考
え

る
癖
が
つ
い
て
い
る
ん
で
す
。
こ
う

し
た
力
は
点
数
化
で
き
る
「
見
え
る

学
力
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
見
え

な
い
学
力
」
と
し
て
社
会
に
出
て
か

ら
生
き
て
働
く
力
な
ん
で
す
。
こ
の

「
見
え
な
い
学
力
」
を
、
学
校
で
ど

う
や
っ
て
伸
ば
し
て
い
く
か
が
問
わ

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
― 

新
し
い
学
校
を
つ
く
り
上
げ
て

い
く
に
あ
た
り
、
実
際
に
生
徒
と
接

す
る
教
職
員
の
方
々
に
は
、
何
を
伝

え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

木
村　

私
が
最
初
に
教
職
員
の
全
員

に
伝
え
た
こ
と
は
、「
す
べ
て
の
子

が
安
心
し
て
学
べ
る
よ
う
に
、
学
習

権
の
保
障
を
大
空
小
学
校
に
お
け
る

最
も
上
位
の
目
的
に
掲
げ
る
」
こ
と

で
す
。
こ
の
目
的
に
反
対
で
き
る
人

は
誰
一
人
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
し

て
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段

は
問
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て

伝
え
ま
し
た
。
手
段
は
み
ん
な
で
考

え
、
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
。
教
員
だ

け
で
な
く
、
給
食
調
理
員
や
事
務
職

員
な
ど
す
べ
て
の
教
職
員
で
考
え
ま

し
た
。
で
も
誰
か
ら
も
案
が
出
て
こ

な
い
ん
で
す
。
そ
の
負
担
や
責
任
が

全
部
自
分
に
降
り
掛
か
っ
て
く
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
子
ど
も
の
学
習
権
の
保

障
を
脅
か
す
悪
し
き
習
慣
を
挙
げ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、

出
る
わ
出
る
わ
（
笑
）。
み
ん
な
山

の
よ
う
に
挙
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

―
― 

そ
う
し
た
悪
し
き
習
慣
の
な
い

学
校
に
し
よ
う
と
。

木
村　

断
ち
切
っ
て
い
っ
た
ん
で

す
。
過
去
を
ベ
ー
ス
に
改
革
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
う
ま
く
い
か
な
い
と
、

過
去
に
し
か
戻
る
と
こ
ろ
が
な
い
か

ら
で
す
。
で
も
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
つ
く

れ
ば
、
失
敗
し
て
も
戻
る
と
こ
ろ
が

な
い
の
で
、
自
分
た
ち
で
考
え
な
が

ら
つ
く
り
直
す
し
か
な
い
。

　

子
ど
も
は
、
学
校
が
あ
る
か
ら
学

校
に
行
く
―
―
こ
れ
は
過
去
の
考
え

方
で
す
。
学
校
は
そ
こ
に
あ
る
も
の

で
は
な
く
、
つ
く
る
も
の
な
ん
で
す
。

誰
が
つ
く
る
か
。
学
び
の
主
体
で
あ

る
子
ど
も
が
、
自
分
た
ち
が
学
ぶ
学

校
を
つ
く
る
。
保
護
者
が
、
自
分
の

子
が
学
ぶ
学
校
を
つ
く
る
。
地
域
住

民
が
、
地
域
の
宝
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
が
学
ぶ
学
校
を
つ
く
る
。
教
職
員

が
、
自
分
が
働
く
学
校
を
つ
く
る
。

こ
う
し
た
主
体
的
で
、
当
事
者
意
識

を
持
っ
た
「
自
分
」
た
ち
が
集
ま
り
、

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
「
み
ん
な
の
学

校
」
を
つ
く
っ
て
い
く
ん
で
す
。

―
― 

大
空
小
学
校
に
校
則
は
な
く
、

子
ど
も
た
ち
は
「
自
分
が
さ
れ
て
嫌

な
こ
と
は
人
に
し
な
い
、
言
わ
な
い
」

と
い
う
約
束
が
一
つ
あ
る
だ
け
だ
と

か
。

木
村　

す
べ
て
の
子
ど
も
の
学
習
権

を
保
障
で
き
る
校
則
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
校
則
に
子
ど
も
を
は

め
込
も
う
と
す
る
。
破
る
と
罰
則
が

あ
る
。
で
も
、
人
は
約
束
を
破
っ
て
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―
― 

保
護
者
の
方
や
地
域
の
方
に

は
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

木
村　

私
が
校
長
に
な
っ
て
か
ら
、

（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

月
に
一
回
、
ス
ク
ー
ル
レ
タ
ー
を
地

域
の
回
覧
板
で
流
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。

　

原
稿
は
す
べ
て
校
長
の
私
が
書
き

ま
す
。
良
い
こ
と
は
一
つ
も
書
き
ま

せ
ん
。
困
っ
て
い
る
こ
と
、
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
発

信
し
ま
し
た
。
今
、
し
ん
ど
い
子
が

い
っ
ぱ
い
い
る
ん
で
す
と
…
…
。
回

覧
板
で
す
か
ら
、
保
護
者
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
そ
の
地
域
の
人
も
読
み

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、読
ん
だ
方
が
、

ひ
と
り
、
ま
た
ひ
と
り
と
学
校
に
来

て
子
ど
も
た
ち
を
見
て
く
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
輪
が
広
が
っ
て
い
き

ま
し
た
。
大
事
な
の
は
教
職
員
と
保

護
者
、
地
域
住
民
で
「
一
緒
に
」
子

ど
も
を
育
て
る
こ
と
。
い
つ
で
も
学

校
に
来
て
く
だ
さ
い
。
困
っ
て
い
る

子
が
い
た
ら
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
い

と
。学
校
は
い
つ
も
オ
ー
プ
ン
で
す
。

　

私
は
大
空
小
学
校
の
入
学
式
で
、

保
護
者
の
皆
さ
ん
に
毎
年
、
同
じ
話

を
し
て
い
ま
し
た
。「
学
校
に
は
自

分
の
お
子
さ
ん
の
ほ
か
に
た
く
さ
ん

の
子
が
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
今
日

か
ら
大
空
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の

『
サ
ポ
ー
タ
ー
』
に
変
わ
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
」
と
。

―
― 

学
校
で
は
自
分
の
子
ど
も
以
外

に
も
目
を
向
け
て
欲
し
い
と
。

木
村　

そ
う
で
す
。「
自
分
の
子
を

育
て
た
か
っ
た
ら
、
自
分
の
子
の
周

り
の
子
を
育
て
に
学
校
に
行
こ
う
」

と
い
う
合
言
葉
も
で
き
た
ん
で
す
。

自
分
の
子
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
た

ら
、い
じ
め
て
い
る
子
に
寄
り
添
う
。

そ
の
子
に
信
頼
さ
れ
た
ら
、
な
ぜ
い

じ
め
た
か
を
語
り
始
め
る
。
他ひ

と人
事

が
自
分
事
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す

ね
。
こ
れ
も
大
き
な
学
び
で
す
。

―
― 
公
立
の
小
学
校
は
、
私
立
に
比

べ
て
何
か
と
制
約
が
多
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
よ

く
で
き
た
、
と
い
う
声
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

木
村　

テ
レ
ビ
や
映
画
で
大
空
小
学

校
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
流
れ
て

以
来
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
多
い
感

想
で
す
ね
。
そ
の
た
び
に
、「
公
立
」

の
意
味
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
校
風
が
あ
り
方
針
が
決
め
ら

れ
て
い
る
私
立
と
は
違
っ
て
、
税
金

で
賄
わ
れ
て
い
る
公
立
の
学
校
と
い

う
の
は
、「
す
べ
て
の
人
た
ち
の
も

の
」
で
し
ょ
う
。
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
ど
ん

な
実
践
も
可
能
な
は
ず
で
す
。
み
ん

な
の
学
校
だ
か
ら
で
す
。

　

た
だ
現
実
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
し

が
ら
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
、

「
学
校
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
」

と
い
う
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
。
す

べ
て
の
子
ど
も
が
安
心
し
て
学
べ
る

学
校
を
つ
く
る
―
―
そ
の
目
的
の
た

め
に
は
い
か
な
る
手
も
尽
く
す
、
と

い
う
覚
悟
が
あ
る
か
ど
う
か
が
大
事

で
す
。
そ
の
覚
悟
さ
え
あ
れ
ば
、
大

空
小
学
校
で
で
き
た
こ
と
は
、
全
国

ど
こ
で
も
で
き
る
と
確
信
し
て
い
ま

す
。

―
― 

本
日
は
興
味
深
い
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

し
ま
う
も
の
で
す
。
実
際
、
子
ど
も

た
ち
は
約
束
を
破
る
ん
で
す
。
人
を

傷
つ
け
た
り
、
不
快
な
思
い
に
さ
せ

た
り
、
学
校
の
中
で
毎
日
経
験
し
ま

す
。
そ
の
と
き
は
「
や
り
直
し
」
を

す
る
。
約
束
を
破
る
と
、
子
ど
も
は

校
長
室
に
や
り
直
し
に
来
ま
す
。
心

底
納
得
し
て
い
な
い
と
、
ま
た
や
り

直
し
。
自
分
の
た
め
に
や
り
直
し
が

で
き
た
か
ど
う
か
、
大
事
な
分
か
れ

目
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
案
外
正
直

に
「
や
り
直
し
」
を
す
る
ん
で
す
。

子
ど
も
が
主
体
的
に
や
り
直
し
を
す

る
の
は
、
学
校
の
中
に
怒
号
も
力
に

よ
る
強
制
も
な
い
か
ら
で
す
。
失
敗

し
て
も
や
り
直
し
が
で
き
ま
す
し
、

大
人
が
「
い
つ
で
も
こ
こ
に
い
る
よ
」

と
待
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

公
立
小
だ
か
ら
こ
そ
、

ど
ん
な
実
践
も
で
き
る

INTERVIEW
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何
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち
に
、

都
会
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
宝
物
が
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
や
大
規
模
な
水
害
を
経
た
今
、

岩
手
県
久
慈
市
は
あ
ら
た
め
て
地
元
の
魅
力
を
発
見
し
、

不
屈
の
精
神
で
前
進
を
は
か
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 岩手県久慈市 苦
難
を
乗
り
越
え

地
道
な
努
力
を
重
ね
な
が
ら

未
来
を
切
り
拓
く
岩
手
県
久
慈
市

久慈駅と大船渡市盛駅を結ぶ、第三セクター三陸鉄道の「リア
ス線」。2011 年の東日本大震災で大きな被害を受けたが、2014
年に全線復旧。2019 年 3 月には、JR 東日本管轄となっていた
宮古駅～釜石駅間の経営が移管され、新たなスタートをきった。
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久
慈
の
人
々
に
自
信
を
与
え
た 

「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
の
放
送

　

岩
手
県
北
東
部
、
人
口
約
三
万
五
〇
〇

〇
人
の
久く

じ慈
市
は
太
平
洋
に
面
し
、
約

八
五
％
を
森
林
が
占
め
る
。
そ
の
た
め
、

美
し
い
海
岸
が
続
く
三
陸
復
興
国
立
公
園

や
、
日
本
一
と
も
い
わ
れ
る
白し

ら
か
ば樺林

が
広

が
る
久
慈
平ひ

ら
に
わ庭

県
立
自
然
公
園
と
い
っ

た
豊
か
な
自
然
資
産
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

　

二
○
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、

市
内
約
九
〇
〇
軒
が
全
半
壊
す
る
な
ど
大

き
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
れ
に
追
い
打
ち

を
か
け
る
よ
う
に
、
二
○
一
六
年
に
は
台

風
の
影
響
に
よ
り
、
市
街
地
を
含
め
た
広

い
地
域
が
水
害
に
み
ま
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
は
、
Ｊ

Ｒ
東
日
本
管
轄
と
な
っ
て
い
た
宮
古
駅

～
釜
石
駅
間
が
復
旧
し
、復
興
の
象
徴
の

一
つ
「
三
陸
鉄
道
」
に
経
営
移
管
。「
三

陸
鉄
道
リ
ア
ス
線
」（
久
慈
駅
～
盛さ

か
り

駅
）

と
し
て
全
線
開
通
し
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト

を
き
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ン
フ
ラ
が
回
復

し
、日
常
の
生
活
は
確
実
に
戻
り
つ
つ
あ

る
と
話
す
の
は
、久
慈
市
で
生
ま
れ
育
っ

た
と
い
う
市
長
の
遠
藤
譲じ

ょ
う
じ一

氏
だ
。

　
「
私
が
子
ど
も
の
頃
、
久
慈
に
は
お
店

も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た

ん
で
す
。
た
だ
少
子
高
齢
化
の
波
も
あ
っ

て
徐
々
に
そ
の
に
ぎ
わ
い
が
失
わ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
東
日
本
大
震
災
、

台
風
に
よ
る
水
害
。
こ
れ
は
久
慈
市
に

と
っ
て
本
当
に
つ
ら
い
経
験
で
し
た
」

　

全
国
各
地
の
例
に
も
れ
ず
、
人
口
減

少
・
高
齢
化
へ
の
対
応
は
大
き
な
課
題

の
ひ
と
つ
だ
と
遠
藤
氏
は
言
う
。

　
「
少
子
高
齢
化
と
人
口
の
減
少
と
い
う

こ
の
大
き
な
流
れ
は
、
一
自
治
体
の
力

で
は
到
底
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
状
況
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
若
い
世

代
が
久
慈
で
仕
事
に
就
き
、
家
庭
を
持
っ

て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
人

口
減
少
に
よ
る
地
域
へ
の
影
響
を
な
る

べ
く
減
ら
す
た
め
に
、
今
や
れ
る
こ
と

を
や
っ
て
い
き
た
い
」

　

対
策
と
し
て
遠
藤
氏
が
打
ち
出
し
た

の
が
、
中
学
生
、
高
校
生
た
ち
に
地
元

企
業
に
就
職
し
た
い
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
も
ら
う
た
め
の
取
り
組
み
だ
。

　
「
地
元
に
仕
事
が
な
く
出
稼
ぎ
が
当
た

り
前
だ
っ
た
時
代
が
長
か
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
た
め
、
久
慈
で
多
く
の
求
人
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
な
い
方
が

多
い
。
地
元
企
業
の
魅
力
と
人
手
不
足

の
現
状
を
、
子
ど
も
た
ち
に
知
っ
て
欲

し
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

企
業
側
も
学
校
へ
出
向
い
て
説
明
す

る
な
ど
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、

三
割
未
満
だ
っ
た
高
卒
の
地
元
就
職
率

は
五
割
ま
で
高
ま
っ
た
と
い
う
。

　
「
高
校
の
先
生
方
も
意
識
が
変
わ
り
、

積
極
的
に
地
元
就
職
を
勧
め
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
七
割
ま
で

上
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
大
卒
者
の
採
用
を
想
定
し
て
い

な
か
っ
た
企
業
に
は
、
将
来
を
見
据
え
、

会
社
の
幹
部
候
補
と
し
て
の
求
人
を
考

え
て
欲
し
い
と
話
し
て
い
ま
す
」

　
久
慈
と
い
え
ば
多
く
の
方
が
思
い
出
す

の
は
、
二
○
一
三
年
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
だ

ろ
う
。
年
間
五
〇
万
～
八
〇
万
人
だ
っ
た

　久慈市

青森県

八戸市

盛岡市

宮古市

太平洋

平庭高原

小袖海岸

●

くじ

にのへ

安代JCT

●

●

●

はちのへ

もりおか

八
戸
自
動
車
道

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
鉄
道
リ
ア
ス
線

い
わ
て
銀
河
鉄
道
線

東
北
新
幹
線

八
戸
線

秋
田
県

みやこ
●

岩手県

東
北
自
動
車
道

●

●
八戸IC●
八戸JCT

●めとき

青い森鉄道線

山田線

「財政が非常に厳しいため、市民すべての声
に行政が応えることは難しい。まちを元気
にするために何ができるか一緒に考え、進
めていきましょうと、市民の皆さんに呼び
かけています」と話す市長の遠藤譲一氏。

久
慈
市
南
西
部
に
広
が
る
久
慈
平
庭
県

立
自
然
公
園
は
約
三
一
万
本
の
白
樺
林

が
約
四
・
五
キ
ロ
に
わ
た
り
続
き
、
林
間

を
ぬ
っ
て
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ス
ノ
ー

シ
ュ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
。

三
陸
復
興
国
立
公
園
小
袖
海
岸

の
奇
岩
「
つ
り
が
ね
洞
」。
か
つ

て
洞
穴
に
、
釣
り
鐘
の
よ
う
な

形
の
岩
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。
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観
光
客
は
、
放
送
時
に
は
約
一
一
三
万

人
を
数
え
た
。
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
等

一
〇
カ
国
以
上
に
お
い
て
も
放
映
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
今
で
も
台
湾
ほ
か
海
外
か
ら

多
く
の
フ
ァ
ン
が
訪
れ
る
と
い
う
。
そ
の

影
響
は
交
流
人
口
だ
け
で
は
な
い
と
、
遠

藤
氏
の
顔
が
ほ
こ
ろ
ぶ
。

　
「
久
慈
は
遠
い
、
寒
い
、
何
に
も
な
い

と
い
う
の
が
、
地
元
の
お
年
寄
り
の
口
癖

だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』

を
き
っ
か
け
に
、
久
慈
に
来
て
く
だ
さ
っ

た
方
か
ら『
こ
ん
な
に
い
い
ま
ち
は
な
い
』

と
言
わ
れ
て
自
分
た
ち
の
ま
ち
に
自
信

を
持
ち
、
前
向
き
に
思
う
人
が
増
え
ま
し

た
。
ま
ち
に
人
を
呼
ぶ
に
は
、
ま
ず
住
ん

で
い
る
人
が
ま
ち
を
誇
ら
し
く
思
う
こ

と
が
大
事
。
久
慈
へ
の
誇
り
を
持
つ
人
が

増
え
た
の
は
、
経
済
的
な
効
果
以
上
に
大

き
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

観
光
客
が
エ
ー
ル
を
送
る 

歴
史
あ
る
海
女
の
活
動

　
「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
で
一
躍
脚
光
を
浴

び
た
久
慈
の
観
光
資
源
が
、
明
治
初
頭

か
ら
続
く
北
限
の
海あ

ま女
だ
。
現
役
の
海

女
で
あ
る
中
川
や
え
子
氏
、
欠か

け
は
た畑
き
わ

子
氏
に
よ
れ
ば
、
最
盛
期
に
は
一
〇
〇

人
以
上
の
海
女
が
い
た
も
の
の
、
現
在

は
一
〇
～
二
〇
人
程
度
だ
と
い
う
。

　

拠
点
と
な
る
小
袖
海
女
セ
ン
タ
ー

は
、
震
災
後
の
二
○
一
五
年
春
に
復
旧

さ
れ
た
建
物
。
以
前
の
海
女
セ
ン
タ
ー

は
二
○
一
○
年
に
新
築
し
て
か
ら
約
七

カ
月
後
に
基
礎
部
分
だ
け
を
残
し
て
津

波
に
流
さ
れ
、
海
に
潜
る
際
の
衣
装
や

展
示
し
て
い
た
昔
の
道
具
類
な
ど
貴
重

な
品
々
も
失
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
震

災
後
に
行
わ
れ
た
海
女
の
総
会
で
は
、

活
動
休
止
の
声
も
あ
が
っ
た
と
中
川
氏

は
話
す
。

　
「
一
度
活
動
を
や
め
て
し
ま
う
と
、
状

況
が
変
わ
っ
て
再
開
と
な
っ
て
も
、
手

を
あ
げ
る
人
は
い
な
く
な
り
、
途
絶
え

て
し
ま
う
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　

観
光
客
の
声
に
も
後
押
し
さ
れ
、
自

ら
が
率
先
し
て
ふ
た
た
び
海
に
潜
っ
た

と
き
の
記
憶
を
中
川
氏
は
振
り
返
る
。

　
「
津
波
の
こ
と
が
胸
に
あ
り
、
何
が

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
怖
さ
か

ら
、
最
初
の
一
歩
が
な
か
な
か
踏
み
出

せ
な
か
っ
た
。
震
災
後
の
海
は
す
っ
か

り
変
わ
り
果
て
、
海
に
入
っ
た
あ
と
は
、

手
ぬ
ぐ
い
も
足
袋
も
顔
も
ヘ
ド
ロ
で

真
っ
黒
に
な
り
ま
し
た
」

　

欠
畑
氏
が
続
け
る
。

　
「
最
初
に
入
っ
た
中
川
さ
ん
た
ち
の

勇
気
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。
私
が
震

災
後
に
初
め
て
潜
っ
た
と
き
も
、
同
じ

よ
う
に
怖
さ
を
覚
え
ま
し
た
。
海
の
な

か
が
シ
ー
ン
と
し
て
い
る
感
じ
で
す
。

以
前
は
海
藻
や
ウ
ニ
で
に
ぎ
や
か
だ
っ

た
の
が
、
何
も
な
い
。
地
形
も
す
っ
か

り
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
周
囲
の
支
援
を
受
け
て
体

制
が
整
え
ら
れ
、「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
効
果

に
よ
り
観
光
客
は
一
気
に
増
え
た
。
昼

食
を
食
べ
る
暇
も
な
か
っ
た
と
語
り
な

が
ら
、
中
川
氏
は
笑
顔
に
な
っ
た
。

　
「
私
た
ち
が
海
に
潜
る
の
を
見
て
、
拍

手
や
応
援
し
て
く
れ
る
気
持
ち
が
あ
り

が
た
か
っ
た
で
す
ね
。
見
に
来
て
く
だ

さ
る
方
が
い
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
た

ち
が
あ
る
ん
で
す
」

三陸鉄道リアス線は通学する生徒たち
を含め、久慈市民にとって欠かせない
足。三陸鉄道久慈駅は、「あまちゃん」
の北三陸駅のロケに使われた。駅構内
で販売されている 1 日 20 食限定の「ウ
ニ弁当」もまた、ドラマに登場して観
光客の注目の的に。

2014 年にオープンの「あまちゃんハウス」
では、ドラマの衣装やジオラマなどの小道
具を展示。全国からファンが訪れる“聖地”
のひとつになっている。

「久慈地下水族科学館もぐらんぴあ」は、地
下石油備蓄基地の作業用トンネルを活用し
た日本初の地下水族館。北限の海女の素潜
りや、潜水服を着る「南部もぐり」のショー
が水中で行われる。



岩手モリヤ代表取締役社長の森奥信孝氏は一般社
団法人北いわてアパレル産業振興会の代表理事も
務め、学生によるファッションショーを支援する
など、未来の人材育成にも力を注ぐ。

上／北限の海女として海に潜る、中川やえ子氏
（左）と欠畑きわ子氏。素潜りの実演が行われる
のは、毎年 7 ～ 9 月。下／ 2015 年に再建され
た「小袖海女センター」。海女の歴史等の展示コー
ナーに加え、特産品を販売するショップや、生
ウニ丼などが食べられる喫茶スペースもある。

小袖海岸では、地元
でとれた新鮮なホタ
テの貝焼きも観光客
の人気を集めている。
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欠
畑
氏
も
冗
談
め
か
し
て
語
る
。

　
「
芸
能
人
の
気
分
が
わ
か
り
ま
し
た

よ
。
海
面
に
上
が
っ
た
と
き
の
声
援
で
、

元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。
お
客
さ
ま
の

喜
び
が
、
自
分
た
ち
の
喜
び
に
な
っ
た

ん
で
す
。
こ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
経

験
で
し
た
」

　

後
継
者
不
足
の
問
題
を
抱
え
る
な

か
、
二
○
一
八
年
に
は
久
し
ぶ
り
に
地

元
の
若
手
が
海
女
デ
ビ
ュ
ー
し
た
と
い

う
明
る
い
話
題
に
も
う
れ
し
さ
が
こ
み

あ
げ
た
。

縫
製
業
を
支
え
る 

久
慈
の
人
々
の
堅
実
な
気
質

　

久
慈
を
含
む
北
岩
手
の
主
要
産
業
の

代
表
格
が
、
縫
製
業
。
そ
の
ひ
と
つ
、

高
級
婦
人
服
を
手
が
け
る
「
岩
手
モ
リ

ヤ
」
は
も
と
も
と
東
京
の
企
業
だ
っ
た

が
、
一
九
七
四
年
に
久
慈
工
場
を
設

け
た
後
、
一
九
八
八
年
に
現
地
法
人
化

す
る
こ
と
に
。
社
名
の
「
岩
手
」
に
は

地
元
に
根
付
き
た
い
と
の
思
い
を
込
め

た
と
話
す
の
は
、
代
表
取
締
役
社
長
の

森も
り
お
く奥

信
孝
氏
だ
。
設
立
を
決
め
た
大
き

な
理
由
は
、
久
慈
の
人
の
気
質
だ
と
い

う
。

　
「
東
京
で
は
住
み
込
み
で
働
く
東
北

出
身
の
女
性
社
員
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
な
か
で
も
久
慈
の
人
た
ち
は
優
秀

で
し
た
。
何
事
に
対
し
て
も
真
面
目
で
、

責
任
感
が
強
く
、
作
業
は
緻
密
。
と
は

い
え
、
技
術
を
積
ん
で
も
、
多
く
の
人

は
結
婚
な
ど
で
地
元
に
戻
り
辞
め
て
い

く
。
こ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
」

　

久
慈
で
順
調
に
業
績
を
上
げ
て
い
た

も
の
の
、
震
災
に
よ
り
困
難
に
み
ま
わ

れ
た
。
森
奥
氏
や
社
員
は
し
ば
ら
く
避

難
所
生
活
を
強
い
ら
れ
た
が
、
幸
い
に

し
て
全
員
無
事
。
工
場
も
津
波
が
玄
関

先
ま
で
で
浸
水
を
逃
れ
て
一
週
間
で
操

業
を
再
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全

国
的
な
買
い
控
え
の
影
響
で
受
注
が
激

減
し
た
。
そ
の
頃
に
つ
い
て
、
森
奥
氏

は
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
こ
の
逆
境
を
な
ん
と
か
将
来
に
つ

な
げ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
、
一
カ

月
以
上
仕
事
が
な
い
分
、
雇
用
調
整
助

成
金
（
注
１
）
を
活
用
し
、
社
員
の
教

育
訓
練
を
行
い
技
術
力
向
上
を
図
り
ま

し
た
。
ま
た
、
水
や
電
気
が
止
ま
っ
た

経
験
か
ら
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
徹
底
に

も
取
り
組
み
ま
し
た
。
水
道
光
熱
費
は

全
社
員
一
丸
と
な
り
震
災
前
に
比
べ

五
二
％
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」

　

日
本
の
縫
製
業
界

が
現
在
、
海
外
で
の

安
価
な
生
産
に
お
さ

れ
て
苦
戦
す
る
一
方

で
、
岩
手
モ
リ
ヤ
の

取
引
先
は
名
だ
た
る

ブ
ラ
ン
ド
ば
か
り
。

信
頼
の
理
由
は
、
確

か
な
技
術
力
だ
。

　
「
発
注
元
か
ら
の
縫
製
依
頼
書
を
そ

の
ま
ま
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
縫
製

や
ア
イ
ロ
ン
が
け
な
ど
の
工
程
で
独
自

の
工
夫
を
加
え
て
立
体
感
を
出
し
、
よ

り
付
加
価
値
を
高
め
て
仕
上
げ
る
ん
で

す
。
生
産
性
は
下
が
る
も
の
の
、
他
社

と
の
差
別
化
が
図
れ
ま
す
。
メ
ー
ド
・

イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
と
し
て
誇
れ
る
商
品

で
す
」

　

約
一
〇
〇
名
の
従
業
員
の
ほ
と
ん
ど

が
地
元
採
用
で
、
九
割
が
女
性
。
賃
金

は
お
さ
え
ら
れ
て
も
三
年
で
帰
国
し
て

し
ま
う
外
国
人
研
修
生
や
実
習
生
に
は

頼
ら
な
い
。

（
注 

１
）
雇
用
調
整
助
成
金
／
景
気
の
変
動
な
ど
で

事
業
縮
小
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
に
対

し
、
従
業
員
を
解
雇
せ
ず
、
一
時
的
に
休
業
さ

せ
た
り
、
教
育
訓
練
を
受
け
さ
せ
た
り
し
た
場

合
な
ど
に
国
が
休
業
手
当
や
賃
金
な
ど
の
一
部

を
助
成
す
る
制
度
。
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岩手モリヤの工場では、服のパ
ターン作成のための 3D CAD

（立体的な形状を作っていく支
援ツール）から縫製機器まで最
新技術を導入し、作業の効率化
と安定した品質確保を目指す。

左から総合農舎山形村の取締役・所長の川村周氏、Ｊ
Ａ新いわてくじ短角牛肥育部会長の中屋敷稔氏、ＪＡ
新いわて久慈営農経済センターの泉山祐介氏。加工を
担う人々、生産者、ＪＡがひとつになり、短角牛の未
来を拓こうとしている。下／自然のなかでのびのびと
育つ山形町の短角牛。

　
「
久
慈
の
人
で
あ
れ
ば
、結
婚
、出
産
、

子
育
て
を
し
な
が
ら
で
も
、
末
永
く
働

い
て
も
ら
え
ま
す
。
技
術
者
を
育
て
る

必
要
が
あ
る
製
造
業
の
場
合
は
、
そ
れ

が
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
高
品
質
な

商
品
を
生
む
、
ま
さ
し
く
『
人
財
』
な

ん
で
す
」

健
や
か
に
育
つ
短
角
牛
の

美
味
な
る
魅
力
を 

広
め
る
た
め
に

　

久
慈
の
第
一
次
産
業
で
は
、
農
業
、

漁
業
に
加
え
、
畜
産
業
が
昔
か
ら
盛
ん

に
行
わ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
注
目
し

た
い
の
は
、
二
○
○
六
年
に
久
慈
市
と

合
併
し
た
旧
山
形
村
（
現
・
久
慈
市
山

形
町
）
で
飼
育
さ
れ
る
短
角
牛
（
日
本

短
角
種
）
だ
。

　

そ
の
加
工
を
担
う
「
総
合
農
舎
山
形

村
」
は
、
東
京
の
大
手
自
然
派
食
品
宅

配
企
業
、
久
慈
市
、
さ
ら
に
は
新
岩
手

農
業
協
同
組
合
（
Ｊ
Ａ
新
い
わ
て
）
が

出
資
し
、
一
九
九
四
年
に
設
立
さ
れ
た

と
語
る
の
は
、
取
締
役
・
所
長
の
川
村

周し
ゅ
う

氏
だ
。
う
ま
味
調
味
料
や
保
存
料

を
使
わ
ず
、「
安
心
で
お
い
し
い
」
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
短
角
牛
を

使
っ
た
ハ
ン
バ
ー
グ
や
パ
ス
タ
ソ
ー

ス
、
カ
レ
ー
な
ど
の
加
工
食
品
の
製
造

販
売
を
手
掛
け
る
。

　
Ｊ
Ａ
新
い
わ
て
久
慈
営
農
経
済
セ
ン

タ
ー
の
泉
山
祐
介
氏
は
、
三
者
の
連
携

の
実
情
を
こ
う
語
る
。

　
「
総
合
農
舎
山
形
村
は
、
生
産
者
か

ら
短
角
牛
を
一
頭
買
い
で
仕
入
れ
て
加

工
を
行
う
。
そ
の
仲
介
役
と
な
る
の
が
、

Ｊ
Ａ
で
す
」

　

す
な
わ
ち
、
Ｊ
Ａ
を
介
し
た
六
次
産

業
化
（
注
２
）
だ
。
生
産
者
の
ひ
と
り
、

Ｊ
Ａ
新
い
わ
て
く
じ
短
角
牛
肥
育
部
会

長
の
中な

か
や
し
き

屋
敷
稔
氏
は
、
山
形
町
の
短
角

牛
に
つ
い
て
こ
う
説
明
す
る
。　

　
「
夏な

つ
や
ま
ふ
ゆ
さ
と

山
冬
里
…
…
山
形
町
の
短
角
牛

は
、
夏
は
広
大
な
牧
草
地
に
放
牧
さ
れ
、

自
然
交
配
を
経
て
冬
に
牛
舎
に
帰
っ
て

く
る
。
放
牧
地
は
起
伏
の
激
し
い
山
間

地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
牛
は
足
腰
が
鍛

え
ら
れ
、
引
き
締
ま
っ
た
肉
質
に
な
る

ん
で
す
」

　

牧
草
は
無
農
薬
で
、
肥
育
時
は
国
産

一
〇
〇
％
の
飼
料
が
使
わ
れ
る
。
山
形

町
の
短
角
牛
は
徹
底
し
て
健
や
か
に
育

て
ら
れ
る
と
、
川
村
氏
が
続
け
る
。

　
「
短
角
牛
は
サ
シ
が
入
ら
な
い
赤
身

肉
で
、
か
み
し
め
て
お
い
し
さ
が
立
つ
。

さ
ら
に
は
健
康
に
育
っ
た
牛
な
の
で
、

脂
身
の
旨
み
も
や
さ
し
い
ん
で
す
」

　

実
際
、
ハ
ン
バ
ー
グ
や
パ
ス
タ
ソ
ー

ス
は
、
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
旨
さ

だ
っ
た
。
若
い
頃
は
牧
場
の
跡
を
継
ぐ

つ
も
り
が
な
か
っ
た
と
い
う
中
屋
敷
氏

が
短
角
牛
に
関
わ
る
こ
と
を
決
め
た
の

も
、
そ
の
旨
さ
ゆ
え
の
こ
と
。

　
「
久
慈
を
い
っ
た
ん
離
れ
、
あ
ら
た

め
て
食
べ
た
と
き
に
素
直
に
『
お
い
し

い
！
』
と
感
じ
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
後
継
者
や
短
角
牛
の
数
が
大
き
く

減
少
し
た
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
、

何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
ん
で

す
。
短
角
牛
の
お
い
し
さ
を
知
っ
て
も

ら
え
れ
ば
、
ま
だ
十
分
チ
ャ
ン
ス
は
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

中
屋
敷
氏
を
は
じ
め
四
〇
代
の
生
産

者
は
四
名
。
一
三
軒
あ
る
牧
場
の
多
く

は
跡
継
ぎ
が
い
な
い
。
ま
た
、
首
都
圏

を
は
じ
め
短
角
牛
や
赤
身
肉
の
人
気
・

需
要
は
確
実
に
高
ま
っ
て
い
る
が
、
知

名
度
や
市
場
価
格
は
黒
毛
和
牛
や
霜
降

（
注 

２
）
六
次
産
業
化
／
農
林
水
産
物
を
収
穫
・
漁

獲（
第
一
次
産
業
）す
る
だ
け
で
な
く
、加
工（
第

二
次
産
業
）
し
、
流
通
・
販
売
（
第
三
次
産
業
）

ま
で
を
総
合
的
に
手
が
け
、
農
山
漁
村
の
豊
か

な
地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
付
加
価
値
を

生
み
出
す
取
り
組
み
。

岩手県久慈市地域の底力



上／ほうれん草の出荷を手伝う農業体験。子どもたち
の表情は真剣だ。左上／ヘルスツーリズムのプログラ
ムには、樹齢 700 年ほどのけやきが見守る神社で行
うヨガも含まれる。左／グリーンツーリズムの体験プ
ログラムのひとつ「シャワークライミング」。川の流
れに逆らい、大小の滝を登り上流を目指す。

（写真提供：久慈市）

総
合
農
舎
山
形
村
の
製
造
は
、
ほ
ぼ

手
作
り
に
近
い
工
程
。
左
／
短
角
牛

の
シ
チ
ュ
ー
や
カ
レ
ー
な
ど
の
レ
ト

ル
ト
食
品
は
久
慈
駅
や
街
中
の
「
道

の
駅
く
じ 

や
ま
せ
土
風
館
」
な
ど
で

販
売
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
通
信
販
売
に
も
対
応
。

14NICHIGIN 2019 NO.59

り
肉
に
及
ば
な
い
。
こ
う
し
た
現
状
を

踏
ま
え
つ
つ
、
川
村
氏
は
未
来
を
見
据

え
る
。

　
「
総
合
農
舎
山
形
村
の
加
工
ス
タ
ッ

フ
も
高
齢
化
が
進
む
な
か
、
次
の
世
代

に
短
角
牛
の
取
り
組
み
を
ど
う
つ
な
げ

る
か
が
私
た
ち
の
課
題
で
す
。
短
角
牛

は
も
と
も
と
希
少
で
す
し
、
無
理
に
安

売
り
し
て
も
続
か
な
い
。
自
分
た
ち
の

足
を
使
っ
て
、
細
く
と
も
長
く
つ
き

あ
っ
て
く
だ
さ
る
消
費
者
を
見
つ
け
、

ブ
ラ
ン
ド
力
、
認
知
度
を
少
し
ず
つ
上

げ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

と
並
行
し
て
、
畜
産
関
連
業
が
採
算
の

と
れ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
若
い
世
代

に
見
せ
て
い
く
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
大

事
な
使
命
で
す
」

　
Ｊ
Ａ
の
泉
山
氏
も
厳
し
い
現
実
を
理

解
し
つ
つ
、
前
向
き
に
と
ら
え
る
。

　
「
短
角
牛
を
め
ぐ
る
基
盤
は
決
し
て

盤
石
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
食
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
伸
び
伸

び
と
健
や
か
に
育
て
る
私
た
ち
の
取
り

組
み
を
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
消
費
者

に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
生
産
数

の
増
加
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
久
慈
で
は
短
角
牛
に

よ
る
闘
牛
も
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
も
情
報
発
信
に
活
用
し
た
い
。
結

果
的
に
、
地
道
で
多
様
な
活
動
が
、
新

規
就
業
者
の
な
り
手
を
増
や
す
こ
と
に

つ
な
が
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

　

短
角
牛
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
、
関
係
者
は

市
内
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
も
積

極
的
に
参
加
。
ま
た
、商
品
の
パ
ッ
ケ
ー

ジ
に
は
短
角
牛
が
健
や
か
に
育
つ
環
境

が
丁
寧
に
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

ひ
か
れ
て
山
形
町
へ
と
訪
れ
る
消
費
者

も
い
る
そ
う
だ
。

　

実
際
に
豊
か
な
緑
が
広
が
る
牧
場
を

訪
れ
た
際
に
は
、
の
ん
び
り
草
を
食
む

牛
た
ち
の
や
さ
し
い
顔
つ
き
と
脚
の
た

く
ま
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
。
帰
り
際
、

「
こ
の
景
色
を
な
く
し
た
く
な
い
ん
で

す
」
と
つ
ぶ
や
い
た
中
屋
敷
氏
の
言
葉

も
ま
た
、
深
く
胸
に
刻
ま
れ
た
。

豊
か
な
自
然
を
活
用
す
る

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

　

久
慈
市
内
の
各
所
で
受
け
継
が
れ
て

き
た
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
た
取
り
組

み
が
、
官
民
が
協
力
し
て
行
う
グ
リ
ー

ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
だ
。
久
慈
市
観
光
交
流

課
交
流
推
進
係
長
の
中
村
武た
け
し志

氏
に
よ

れ
ば
、
そ
の
発
端
は
山
形
村
短
角
牛
の

故
郷
で
あ
る
旧
山
形
村
だ
と
い
う
。

　
「
旧
山
形
村
で
は
早
く
か
ら
高
齢
化

や
人
口
減
少
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
当
時
の
村

長
が
交
流
人
口
拡
大
と
地
域
活
性
化
の

た
め
、
ま
ち
の
資
源
を
活
か
し
た
取
り

組
み
と
し
て
始
め
た
の
が
グ
リ
ー
ン

ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ん
で
す
」

　

二
○
○
五
年
度
か
ら
本
格
的
に
ス

タ
ー
ト
し
た
そ
の
内
容
は
、
小
中
学
生

を
対
象
に
し
て
山
の
渓
流
を
逆
行
し
な

が
ら
進
む
シ
ャ
ワ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、

ロ
ー
プ
で
木
登
り
を
す
る
ラ
イ
ン
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
と
い
っ
た
自

然
体
験
、畜
産
や
農
業
、

林
業
な
ど
の
産
業
体
験

と
多
岐
に
わ
た
る
。
さ

ら
に
は
久
慈
市
と
の
合

併
に
よ
り
、
漁
業
や

琥こ
は
く珀
採
掘
も
加
わ
り
、

二
○
一
八
年
度
は
首
都

圏
の
学
校
に
よ
る
教
育

旅
行
を
は
じ
め
延
べ
約

五
〇
〇
〇
人
が
参
加
し

て
い
る
。

　

こ
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
片
翼
を
担
う
民

間
団
体
「
岩
手
県
久
慈
市
ふ
る
さ
と
体

験
学
習
協
会
」
の
菊
池
一
弘
氏
が
そ
の

魅
力
を
語
る
。

　
「
本
物
を
体
験
し
て
も
ら
う
、
と
い
う

の
が
わ
れ
わ
れ
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
。

た
と
え
ば
久
慈
の
特
産
品
で
あ
る
ほ
う
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久慈市交流推進係長の中村武志氏 ( 右 ) とふるさと体
験学習協会の菊池一弘氏。官民の連携により、市民を
巻き込んだグリーンツーリズムやヘルスツーリズムに
取り組む。「地元の人が自分たちのまちを好きになっ
て初めて、地域づくりは進んでいくのだと思います」
と中村氏は話す。

琥珀採掘現場跡に建つ「久慈琥珀
博物館」では、昆虫の化石が入っ
た琥珀を展示。採掘体験場では
ティラノサウルスほか恐竜の化石
も多数見つかっており、未来の観
光資源として期待がかかる。

上空から見た、短角牛の放牧風景。この広い牧草
地で牛たちは自由に、ストレスなく夏場を過ごす。

れ
ん
草
の
農
家
で
は
、
実
際
に
販
売
さ

れ
る
も
の
の
収
穫
を
手
伝
っ
て
も
ら
う

の
で
、
現
場
で
の
丁
寧
な
仕
事
を
体
感

で
き
る
ん
で
す
」

　
「
こ
こ
ろ
の
体
験
」
と
銘
打
た
れ
た

教
育
旅
行
は
民
泊
も
含
ま
れ
る
が
、
そ

こ
に
は
予
想
外
の
効
果
が
あ
っ
た
と
中

村
氏
は
話
す
。

　
「
緑
や
川
、
星
空
が
き
れ
い
、
ご
飯

が
お
い
し
い
、
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の

声
を
聞
き
、
久
慈
に
住
む
わ
れ
わ
れ
が

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
に
価

値
が
あ
る
と
、
民
泊
を
受
け
入
れ
た
地

元
の
方
た
ち
が
気
づ
い
た
ん
で
す
。
こ

れ
は
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
地
元
の
良

さ
を
都
会
の
人
が
教
え
て
く
れ
た
。
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
担
う
の
は
私
た

ち
市
の
役
割
で
す
が
、
地
元
の
方
に
対

し
て
は
、
久
慈
の
良
さ
を
再
認
識
し
て

も
ら
い
つ
つ
、
自
ら
が
地
域
づ
く
り
に

貢
献
す
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」

　

菊
池
氏
が
解
説
し
て
く
れ
た
、「
学

校
の
森
づ
く
り
体
験
」
も
興
味
深
い
。

　
「
学
校
単
位
で
山
を
丸
ご
と
貸
し
出

し
、
達
人
と
相
談
し
な
が
ら
時
間
を
か

け
て
自
分
た
ち
の
森
を
育
む
と
い
う
企

画
で
、
現
在
三
校
が
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
木
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
伐
採

も
必
要
な
森
の
し
く
み
を
体
感
し
て
も

ら
う
。
さ
ら
に
は
間
伐
し
た
木
を
使
い
、

ベ
ン
チ
や
花
壇
づ
く
り
、
シ
イ
タ
ケ
の

植
菌
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
」

　

よ
り
裾
野
を
広
げ
る
た
め
に
現
在
、

準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
女
性

を
中
心
に
大
人
を
対
象
と
し
た
ヘ
ル
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
だ
。
地
元
の
飲
食
店
の
協

力
を
得
た
ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー
も
考
案

さ
れ
た
。
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
取

り
組
み
は
市
民
の
意
識
改
革
も
視
野
に

入
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
市
民
向
け
と
し
て
、
健
康
づ
く
り

の
意
識
を
高
め
る
ツ
ア
ー
を
催
行
し
て

い
ま
す
。
ガ
イ
ド
が
指
導
す
る
健
康
に

効
果
的
な
歩
き
方
を
学
ん
だ
り
、
塩
分

が
控
え
め
の
食
事
の
良
さ
を
認
識
し
た

り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
介
し
て
毎
日
の
生

活
を
少
し
で
も
改
善
し
て
も
ら
う
の
が

目
的
で
す
」

　

観
光
事
業
と
し
て
の
ツ
ア
ー
は
、
二

○
二
○
年
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る
。
健

康
を
意
識
し
て
久
慈
を
訪
れ
る
人
々

は
、
ま
た
新
た
な
気
づ
き
を
地
元
の
人

に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

広
域
連
携
を
確
実
に
す
る

復
興
道
路
へ
の
期
待

　

未
来
へ
と
つ
な
が
る
希
望
の
種
は
、

ま
だ
ま
だ
あ
る
。
市
長
の
遠
藤
氏
に
よ

れ
ば
復
興
道
路
の
一
環
と
し
て
、
二
○

二
○
年
度
末
に
は
仙
台
市
と
八
戸
市
を

結
ぶ
三
陸
沿
岸
道
路
（
無
料
高
速
道
路
）

が
開
通
す
る
と
い
う
。

　
「
交
流
人
口
を
増
や
す
た
め
に
は
、
久

慈
市
や
岩
手
県
で
と
い
う
発
想
で
は
な

く
、
隣
接
す
る
宮
城
県
や
青
森
県
、
秋

田
県
も
含
め
て
広
域
で
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
道
路
が
つ
な
が
れ

ば
、
よ
り
広
く
連
携
が
生
ま
れ
る
は
ず

で
す
」

　

そ
の
開
通
を
ふ
ま
え
、
大
型
の
工
場

建
設
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
久

慈
市
ほ
か
岩
手
県
、
青
森
県
、
福
島
県

の
一
二
市
町
村
が
連
携
し
て
電
力
を
横

浜
市
に
提
供
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
事
業
も
進
行
中
だ
。「
あ
ま
ち
ゃ

ん
」
に
続
く
ロ
ケ
地
誘
致
も
積
極
的
に

行
わ
れ
、
二
○
二
○
年
に
は
多
く
の
久

慈
市
民
が
エ
キ
ス
ト
ラ
と
し
て
関
わ
っ

た
映
画
『
星
屑
の
町
』
が
公
開
さ
れ
る
。

　

多
方
面
で
ま
か
れ
た
種
は
、
岩
手
モ

リ
ヤ
の
森
奥
氏
が
魅
せ
ら
れ
た
何
事
に

も
真
摯
に
取
り
組
む
久
慈
の
人
々
の
気

質
と
相
ま
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か

し
着
実
に
芽
吹
く
こ
と
だ
ろ
う
。
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　映画というメディアは、その作品が生まれた時代と社会を色
濃く映し出すものだ。半世紀以上、古今東西の知られざる傑作
を見いだしてきた映画評論家・佐藤忠男氏が、映画を通じて見
たものとは。映画批評を書いていた経験もある原田泰審議委員
が佐藤氏に、映画で世界を理解することはできるのかを問う。

佐藤忠男
1930 年新潟県生まれ。新潟市立工業高等学校（現・新潟市立高志
高等学校）卒業。57 年『映画評論』編集者、『思想の科学』編集
長を経てフリー。56 年『日本の映画』でキネマ旬報賞を受賞。他
に芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、勲四等旭日小綬章、韓国王冠
文化勲章、フランス芸術文化勲章シュバリエ章受章、モンゴル国
政府優秀文化人賞等受賞多数。96 年日本映画学校校長、2011 年
日本映画大学学長、現在同大学名誉学長を務める。著書に『日本
映画史　全四巻』（岩波書店）、『世界映画史　上下巻』（第三文明社）、

『大島渚の世界』（筑摩書房）、『恋愛映画小史』（中日映画社）等多数。

Tadao Sato

映画評論家・日本映画大学名誉学長

1950 年東京都生まれ。74 年東京大学農学部卒業後、経
済企画庁入庁。国民生活局国民生活調査課長、調査局海外
調査課長、財務省財務総合政策研究所次長、株式会社大和
総研専務理事チーフエコノミスト、早稲田大学政治経済学
術院教授などを経て、2015 年 3 月より現職。著書に『日
本国の原則』（日経ビジネス人文庫／石橋湛山賞）、『昭和
恐慌の研究』（共著、東洋経済新報社／日経・経済図書文
化賞）、『ベーシック・インカム　国家は貧困問題を解決で
きるか』（中公新書）等多数。

Yutaka Harada

日本銀行政策委員会 審議委員

原田 泰

知
ら
れ
ざ
る
映
画
に
光
を
当
て

「
批
評
の
力
」で
世
界
へ
伝
え
る

原
田　

佐
藤
先
生
は
、
映
画
を
通
じ
て
、

自
分
た
ち
は
何
者
な
の
か
、
日
本
と
い

う
社
会
は
何
な
の
か
と
い
う
問
い
に
答

え
よ
う
と
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

黒
澤
明
、
溝
口
健
二
、
小
津
安
二
郎
、

大
島
渚
と
い
っ
た
主
要
な
監
督
の
作
家

論
、
全
四
巻
の
『
日
本
映
画
史
』
を
は

じ
め
と
し
た
多
く
の
著
作
を
上
梓
さ
れ

て
い
ま
す
。
映
画
評
論
家
の
中
で
こ
れ

ほ
ど
た
く
さ
ん
の
本
を
書
か
れ
た
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

書
き
続
け
る
情
熱
が
ど
こ
に
お
あ
り
な

の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
お
聞
き
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

佐
藤　

情
熱
が
あ
っ
て
書
い
た
ん
で
す

か
ね
。
ま
ず
、
私
と
映
画
の
出
会
い
か

ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
戦
争

中
、
海
軍
の
予
科
練
、
海
軍
飛
行
予
科

練
習
生
に
行
き
ま
し
た
。
特
別
に
愛
国

的
情
熱
に
燃
え
て
行
っ
た
わ
け
で
は
な

く
て
、
当
時
は
誰
で
も
行
く
も
の
だ
っ

た
か
ら
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で

中
学
、
高
校
と
進
む
進
学
コ
ー
ス
か
ら

外
れ
た
。
予
科
練
か
ら
帰
っ
て
き
て
、

ま
だ
十
四
、五
歳
で
す
。
非
常
に
半
端

な
形
で
社
会
に
出
て
し
ま
っ
た
。

生
き
る
希
望
を
教
え
た

戦
後
の
二
本
の
ア
メ
リ
カ
映
画

写真 野瀬勝一
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こ
ち
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
二
、三
本
書

い
た
の
で
す
が
、
結
論
と
し
て
、
自
分

に
は
シ
ナ
リ
オ
作
家
に
な
る
才
能
が
な

い
と
わ
か
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
た
め
に
映

画
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
休
日
に

は
、
夜
行
列
車
で
東
京
に
行
っ
て
、
古

本
屋
街
を
歩
い
て
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク

に
い
っ
ぱ
い
昔
の
映
画
雑
誌
な
ど
を
買

い
込
ん
で
、
そ
の
晩
の
夜
行
で
帰
っ
て

く
る
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
ま

し
た
。
伊い

た
み丹
万ま
ん
さ
く作
監
督
が
、
戦
争
中
、

『
日
本
映
画
』
と
い
う
雑
誌
で
シ
ナ
リ

オ
の
批
評
を
書
い
て
い
た
。
こ
れ
が
非

常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
映
画
を
論

ず
る
こ
と
を
伊
丹
万
作
か
ら
学
び
ま
し

た
ね
。

　

そ
れ
で
、
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
才
能
は

な
い
け
れ
ど
も
、
映
画
を
観
て
議
論
を

す
る
才
能
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。
映
画
雑
誌
に
投
書
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
投
書
の
常
連
に
な
り

ま
し
た
。
映
画
雑
誌
だ
け
で
は
つ
ま
ら

な
い
と
思
い
、『
思
想
の
科
学
』
と
い

う
雑
誌
に
も
投
書
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ

を
鶴
見
俊
輔
さ
ん
が
読
ん
で
絶
賛
し
て

く
れ
ま
し
た
。
鶴
見
さ
ん
は
、
当
時
、

若
手
の
哲
学
者
の
中
で
一
番
有
名
で
し

た
。
鶴
見
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
当
時
の

原田 泰

な
、
あ
あ
、
い
い
娘
だ
な
と
い
う
よ
う

な
感
じ
で
振
り
返
っ
て
い
く
。
非
常
に

楽
し
そ
う
な
若
者
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
に

は
い
る
。
そ
れ
で
病
み
つ
き
に
な
っ
た
。

　
『
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
』
で
は
、
ム
ッ

シ
ュ
・
キ
ュ
リ
ー
が
、
自
分
の
弟
子
で

学
生
だ
っ
た
彼
女
に
求
婚
す
る
。
非
常

に
女
性
を
立
て
て
、
ひ
ざ
ま
ず
く
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
で
求
婚
す
る
。
こ
れ
は
す

ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か

ら
、
人
生
い
い
恋
愛
が
で
き
れ
ば
そ
れ

で
い
い
、
そ
う
信
じ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。

　

自
分
は
小
学
校
だ
け
で
軍
隊
に
行
っ

て
、
進
学
し
そ
び
れ
て
、
出
世
コ
ー
ス

に
は
も
う
向
い
て
い
な
い
。
で
は
人
生

に
希
望
が
な
い
か
と
い
え
ば
、
恋
愛
し

て
、
ア
イ
・
ラ
ブ
・
ユ
ー
と
男
の
ほ
う

が
ひ
ざ
ま
ず
く
よ
う
に
し
て
彼
女
に
言

う
、
こ
う
い
う
経
験
を
す
る
た
め
に
人

生
が
あ
る
、
そ
う
思
い
込
ん
だ
。
こ
れ

は
成
功
し
ま
し
た
。

原
田　

す
て
き
な
奥
様
で
す
か
ら
ね
。

佐
藤　

そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
。
だ
か

ら
、
私
の
人
生
は
成
功
し
た
ん
で
す
。

　

学
校
に
戻
っ
た
ら
、
先
生
が
昨
日
と

は
違
っ
て
民
主
主
義
を
教
え
始
め
た
。

私
の
同
世
代
は
大
体
そ
う
い
う
経
験
を

持
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
裏
切
ら

れ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
別
の

人
生
の
目
標
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
が
恋
愛
で
す
。
目
の
前
に
恋

人
が
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
恋
愛
を
空

想
さ
せ
て
く
れ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
映
画

で
す
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
映
画
を
夢

中
に
な
っ
て
観
た
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
鉄
道
教
習
所
に
三
年
い

て
、
卒
業
し
て
職
場
に
出
る
と
す
ぐ
、

公
務
員
を
対
象
に
一
〇
万
人
ぐ
ら
い
の

首
切
り
が
あ
り
、
私
は
真
っ
先
に
首
に

な
り
ま
し
た
。

原
田　

戦
後
一
九
四
九
年
の
ド
ッ
ジ
の

大
緊
縮
策
で
す
ね
。

佐
藤　

そ
こ
で
、
地
元
新
潟
の
電
信
電

話
公
社
（
現
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）
の
電
話
機
の
修

理
工
場
で
働
き
ま
し
た
が
、
そ
の
仕
事

に
情
熱
は
感
じ
な
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り

映
画
に
か
か
わ
り
の
あ
る
仕
事
を
し
た

い
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
助
監
督
に
な

れ
る
の
は
、
私
の
同
世
代
で
い
う
と
、

大
島
渚
と
か
山
田
洋
次
と
か
今
村
昌
平

と
か
、
一
流
大
学
の
優
秀
な
卒
業
生
な

ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
で
な
い
と
な

れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
で
、
シ
ナ
リ
オ
な
ら
書
け
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
シ
ナ
リ

オ
作
家
養
成
所
み
た
い
な
機
関
が
あ
ち

　

そ
こ
で
、
郷
里
の
新
潟
の
鉄
道
教
習

所
に
行
っ
た
。
も
と
も
と
若
い
鉄
道
員

が
入
学
す
る
学
校
だ
か
ら
、
わ
ず
か
だ

け
れ
ど
も
国
鉄
（
日
本
国
有
鉄
道
、
現

Ｊ
Ｒ
）
か
ら
給
料
を
も
ら
え
る
ん
で
す
。

生
徒
に
給
料
を
払
う
学
校
で
す
。
後
か

ら
考
え
た
ら
、
非
常
に
い
い
学
校
に

入
っ
た
と
い
う
べ
き
で
す
が
、
そ
の
当

時
は
わ
か
ら
な
い
。
給
料
を
も
ら
っ
て

勉
強
す
れ
ば
い
い
の
で
、
そ
の
給
料
を

ひ
た
す
ら
映
画
に
使
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
そ
う
し
た
か
と
い
う
と
、
敗
戦

後
、
自
分
で
物
の
考
え
方
を
ど
う
切
り

か
え
て
い
い
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
終

戦
の
翌
年
の
春
ぐ
ら
い
に
、
ア
メ
リ
カ

映
画
が
何
年
ぶ
り
か
で
輸
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
そ
の
と
き
に
観
た
の
が
、

『
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
』
と
い
う
真
面
目

な
伝
記
映
画
と
、『
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

少
女
』
で
主
演
し
た
デ
ィ
ア
ナ
・
ダ
ー

ビ
ン
が
二は

た

ち
十
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
出

て
い
る
娯
楽
映
画
『
春
の
序
曲
』。
こ

れ
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
映
画
が
こ
ん
な
に
楽
し
い
も

の
だ
っ
た
の
か
と
驚
い
た
ん
で
す
。
例

え
ば
、
若
い
女
性
が
街
を
歩
く
の
に
、

ち
ょ
っ
と
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
、
非
常
に

楽
し
そ
う
な
歩
き
方
を
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
通
り
す
が
り
の
男
た
ち
が
み
ん

任
侠
映
画
の
評
論
か
ら
始
ま
っ
た
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思
想
界
の
若
手
の
間
で
私
の
名
前
が
知

れ
渡
っ
て
、『
思
想
の
科
学
』
の
編
集

に
も
携
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
、
私
が
書
い
て
一
番
評
判
に

な
っ
た
の
は
、
任
侠
映
画
を
思
想
的
に

論
じ
た
「
任
侠
に
つ
い
て
」
で
す
。
こ

れ
も
始
ま
り
は
、
鶴
見
さ
ん
が
似
た
よ

う
な
論
文
を
書
い
て
い
た
か
ら
、
そ

れ
の
ま
ね
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
私
の
ほ

う
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
と
思
わ
れ

た
。
鶴
見
さ
ん
の
書
く
チ
ャ
ン
バ
ラ
論

は
怪
し
い
と
思
わ
れ
た
。

原
田　

こ
ん
な
イ
ン
テ
リ
が
本
当
に
理

解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
感
じ
で
し
ょ

う
か
。
鶴
見
さ
ん
は
戦
前
に
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
に
留
学
し
て
い
た
ぐ
ら
い
の
人

で
す
か
ら
ね
。

佐
藤　

鶴
見
さ
ん
に
絶
賛
さ
れ
た
の

で
、
ほ
か
の
雑
誌
か
ら
も
原
稿
の
依
頼

が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
た
ば
た
喜

劇
の
エ
ノ
ケ
ン
（
榎
本
健
一
）
に
も
、

通
俗
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
も
思
想
が
あ
る
と

書
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
注
目
さ
れ
、
映

画
雑
誌
の
編
集
部
に
入
れ
て
も
ら
っ
て

批
評
家
に
な
り
ま
し
た
。
民
衆
の
思
想

と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
私
が

論
じ
た
ら
、
こ
れ
が
時
代
の
先
端
を
行

く
よ
う
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
分
に
書
け
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
、
庶
民
的
な
大

衆
映
画
を
分
析
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
大
衆
映
画
論
と
い
う
評
論
の
分

野
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ば

か
り
書
い
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

　

映
画
評
論
は
、
専
ら
も
う
少
し
高
尚

な
映
画
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
ル
ネ
・

ク
レ
ー
ル
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ヴ
ィ

ヴ
ィ
エ
と
か
。
だ
か
ら
、そ
れ
は
私
だ
っ

て
論
じ
ら
れ
る
と
言
っ
て
そ
う
い
う
も

の
も
書
い
た
ら
、
そ
っ
ち
も
通
用
し
た
。

原
田　

フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ベ
ル
バ
ー
グ

の
批
評
も
書
か
れ
ま
し
た
ね
。

佐
藤　

そ
う
い
う
も
の
を
書
い
て
い
る

う
ち
に
、
大
島
渚
が
私
に
目
を
つ
け

て
、「
自
分
は
も
う
じ
き
監
督
に
な
っ

て
、
独
特
の
流
れ
を
つ
く
り
出
す
。
そ

の
流
れ
を
褒
め
る
の
は
佐
藤
だ
」
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
、
学
生
運

動
の
理
論
的
根
拠
み
た
い
な
も
の
を
書

い
た
。
誰
に
も
書
け
な
い
大
島
渚
論
を

書
い
た
。
大
島
は
ち
ゃ
ん
と
そ
う
い
う

計
算
を
し
て
私
を
自
分
の
代
弁
者
に
し

た
ん
で
す
。
私
も
そ
れ
に
乗
り
気
に
な

り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
低
学
歴
の

通
俗
映
画
評
論
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が

消
え
て
、
難
し
い
映
画
も
論
じ
ら
れ
る

批
評
家
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
映
画
の
解
説
者
と
し
て
私
は
一

応
認
め
ら
れ
て
、
国
際
交
流
基
金
が
日
本

映
画
の
宣
伝
の
た
め
に
ア
ジ
ア
諸
国
の

あ
ち
こ
ち
で
映
画
会
を
や
る
、
そ
の
講
師

に
派
遣
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

映
画
論
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
社
会
、
文

化
ま
で
論
じ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

原
田　

世
界
に
映
画
を
広
め
始
め
る
わ

け
で
す
ね
。

佐
藤　

最
初
は
、
山
田
洋
次
監
督
の

『
幸し

あ
わ
せ福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
を
持
っ

て
、監
督
ご
本
人
と
二
人
で
タ
イ
、フ
ィ

リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
上
映
し
て

回
り
ま
し
た
。
山
田
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん

『
幸
福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
の
話
を

し
、
私
は
そ
れ
と
一
緒
に
上
映
し
た
小

津
、
溝
口
、
黒
澤
の
作
品
の
解
説
を
し

ま
し
た
。　

　

そ
し
て
、
行
く
先
々
で
大
抵
、「
あ

し
た
は
観
光
で
ご
案
内
し
ま
す
」
と
言

わ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
山
田
さ
ん
と
私

は
、「
観
光
は
い
い
で
す
か
ら
、
あ
な

た
の
国
の
最
近
一
番
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画

を
観
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
み
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
国
の
ヒ
ッ
ト
映
画
を
観
る

と
、
い
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

タ
イ
に
行
っ
た
と
き
、
最
近
の
タ
イ

の
映
画
で
は
何
が
お
も
し
ろ
い
で
す
か

と
聞
い
た
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
来
た

記
者
が
、
タ
イ
の
知
識
層
は
タ
イ
の
映

画
を
観
ま
せ
ん
と
言
っ
た
。

原
田　

昔
、
日
本
で
も
そ
う
い
う
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

佐
藤　

日
本
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

に
そ
れ
を
終
え
た
ん
で
す
。
昭
和
二
年

と
は
ど
う
い
う
年
か
。
伊
藤
大
輔
の

『
忠

ち
ゅ
う

次じ

旅
日
記
』
と
、
翌
年
に
は
五ご
し
ょ所

平へ
い
の
す
け

之
助
の
『
村
の
花
嫁
』、
こ
の
二
本

の
傑
作
が
あ
ら
わ
れ
て
、
日
本
映
画
も

よ
う
や
く
世
界
の
水
準
に
達
し
た
と
、

み
ん
な
が
そ
う
言
っ
た
頃
で
す
。
こ
れ

は
飯
島
正
先
生
か
ら
聞
い
た
の
で
す

が
、
昭
和
二
年
に
日
本
の
知
識
層
は
―

―
知
識
層
と
い
う
の
は
中
学
生
以
上
、

要
す
る
に
、
英
語
を
習
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
映
画
を

観
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
済
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
タ
イ
の
人
の
話

を
聞
い
た
と
き
に
、
義
憤
を
感
じ
ま
し

た
ね
。

　

そ
こ
で
、
日
本
の
国
際
交
流
基
金
の

出
張
所
の
人
に
タ
イ
の
ヒ
ッ
ト
作
を
聞

い
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
ビ
デ
オ

を
届
け
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
山
田

さ
ん
と
二
人
で
観
て
、
結
構
い
い
じ
ゃ

ア
ジ
ア
の
映
画
を
発
掘
し

批
評
の
力
で
世
界
に
広
め
る
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な
い
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
そ
れ
を

読
売
新
聞
で
小
さ
な
原
稿
に
書
い
た
と

こ
ろ
、
後
日
そ
の
監
督
か
ら
電
話
が
あ

り
ま
し
た
。
日
本
に
留
学
し
て
い
た
青

年
が
、
タ
イ
の
新
聞
に
、「
東
京
の
新

聞
に
タ
イ
の
映
画
の
記
事
が
出
た
」
と

書
い
た
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
監
督
が
喜

ん
で
、
訪
ね
て
き
た
ん
で
す
。
ち
な
み

に
、
そ
の
と
き
私
は
彼
と
義
兄
弟
の
縁

を
結
び
ま
し
た
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
記
事
を
書
い
た
だ
け

な
の
だ
け
ど
、
タ
イ
映
画
が
日
本
の
大

新
聞
の
記
事
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で

タ
イ
に
と
っ
て
は
大
変
な
事
件
で
す
。

非
常
に
喜
ん
で
、
彼
は
そ
れ
か
ら
熱
心

に
努
力
し
て
、
岩
波
ホ
ー
ル
で
上
映
さ

れ
た
映
画
も
つ
く
り
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
、
日
本
で
ア
ジ
ア
の
映
画

の
話
を
す
る
だ
け
で
も
大
変
な
影
響
が

あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
九
五
一
年

に
『
羅
生
門
』
が
ベ
ニ
ス
国
際
映
画
祭

で
グ
ラ
ン
プ
リ
（
金
獅
子
賞
）
を
と
っ

た
と
き
に
私
が
感
じ
た
こ
と
で
す
。
日

本
映
画
は
決
し
て
悪
く
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
国
際
的
に
評
判
に
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
や
っ
と
日
本
映
画
が

国
際
的
に
認
め
ら
れ
る
時
代
が
来
た
。

黒
澤
さ
ん
も
喜
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

私
も
そ
の
と
き
も
の
す
ご
く
喜
ん
だ
。

だ
か
ら
、
い
い
映
画
を
観
た
ら
、
や
っ

ぱ
り
褒
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

　

そ
し
て
、
国
際
交
流
基
金
に
、「
南

ア
ジ
ア
映
画
祭
」
を
開
催
し
て
欲
し
い

と
頼
ん
だ
の
で
す
。「
す
る
の
は
い
い

で
す
が
、
そ
こ
に
そ
ん
な
い
い
映
画

が
あ
り
ま
す
か
」
と
言
う
か
ら
、「
あ

り
ま
す
、
私
が
保
証
し
ま
す
。
決
し
て

友
好
関
係
の
た
め
に
お
世
辞
で
南
ア
ジ

ア
の
映
画
を
持
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
本
当
に
い
い
。
そ
し
て
、
日
本
で

全
国
規
模
の
映
画
祭
を
し
て
欲
し
い
」

と
進
言
し
た
ら
や
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
国
際
交
流
基
金
の
ほ
う
で
調

べ
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
映
画
も
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
や
日
本
に
い
て
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
映
画
も
セ
ネ
ガ
ル
映
画
も
、
注
意
し

て
い
れ
ば
誰
で
も
観
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
『
ア

ン
ノ
ウ
ン
・
ソ
ル
ジ
ャ
ー
』
は
素
晴
ら

し
い
。

原
田　

大
国
を
利
用
す
る
つ
も
り
が
翻

弄
さ
れ
る
。
小
国
の
普
通
の
人
々
が
ど

う
戦
争
と
向
き
合
っ
た
か
を
描
い
た
、

ひ
た
す
ら
悲
し
い
戦
争
映
画
で
す
ね
。

佐
藤　

非
常
に
伝
統
の
あ
る
国
、
フ
ラ

ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
が
つ
く
っ
て

い
る
映
画
だ
け
が
映
画
じ
ゃ
な
い
、
東

南
ア
ジ
ア
に
も
観
る
価
値
の
あ
る
映
画

が
あ
る
。
な
ぜ
か
私
、
ア
ジ
ア
諸
国
に

講
演
に
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
て
、
韓

国
と
か
中
国
に
呼
ば
れ
て
、
そ
こ
で

そ
の
国
の
映
画
を
発
見
し
て
は
絶
賛
す

る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
国
で
一
つ
の

伝
説
が
生
ま
れ
ま
す
。
例
え
ば
中
国
映

画
な
ん
て
、
六
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
ほ

と
ん
ど
世
界
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
韓
国
も
そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
国
に
も
世
界
的
な
水
準
で
い

い
映
画
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
。

非
常
に
や
り
が
い
を
感
じ
ま
し
た
ね
。

原
田　

四
〇
年
代
の
中
国
映
画
を
発
掘

さ
れ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
ね
。

佐
藤　

七
〇
年
代
、
中
国
映
画
界
と
親

し
か
っ
た
の
は
徳と

く

間ま

書
房
の
徳
間
康や
す
よ
し快

さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
六
六
年
に

始
ま
っ
た
文
化
大
革
命
の
た
め
に
中
国

は
一
〇
年
間
鎖
国
状
態
に
な
っ
て
、
外

国
映
画
の
情
報
が
全
く
入
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
中
国
が
、
世

界
の
映
画
情
勢
に
つ
い
て
話
が
で
き
る

人
を
紹
介
し
て
欲
し
い
と
徳
間
さ
ん
に

頼
ん
で
、
私
が
中
国
に
行
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
中
国
で
は
当
時
の
社
会

主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
新
作
が
い
ろ
い

ろ
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
に
観
せ
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
私
は
、「
中
国
に
は
、

日
中
戦
争
の
直
前
そ
れ
か
ら
直
後
、
こ

の
頃
に
い
い
映
画
が
あ
る
と
聞
い
た
、

そ
れ
を
観
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
熱
心
に

頼
ん
だ
ら
、
探
し
て
き
て
一
〇
本
ば
か

り
観
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
が
素
晴
ら
し

か
っ
た
。

　

第
二
次
大
戦
直
後
は
、
世
界
の
新
し

い
映
画
と
い
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
ネ
オ
リ

ア
リ
ズ
ム
が
評
判
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

四
九
年
、
社
会
主
義
に
な
る
直
前
に
つ

く
ら
れ
た
『
カ
ラ
ス
と
雀
』
は
、
ネ
オ

リ
ア
リ
ズ
ム
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
作
品

と
比
べ
て
も
決
し
て
劣
ら
な
い
、
非

常
に
す
ぐ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
映
画
で

す
。
私
は
こ
う
い
う
映
画
を
観
て
絶
賛
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本
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
タ
イ
の

映
画
が
ど
う
だ
と
か
、
メ
キ
シ
コ
の
映

画
が
ど
う
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
書
い
て
あ
っ
て
、
偉
大
な
る

ル
ノ
ワ
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
は
誰
で
も

が
書
け
る
よ
う
な
程
度
に
し
か
書
い
て

な
い
か
ら
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
う
な
る
と
私
も
意
地
で

す
ね
。
よ
く
探
せ
ば
世
界
中
ど
こ
に
で

も
い
い
映
画
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と

が
常
識
に
な
る
ま
で
頑
張
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
は
、
デ
リ
ー
と
ム
ン
バ
イ

で
、
古
く
か
ら
歌
と
踊
り
の
映
画
が

い
っ
ぱ
い
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実

は
イ
ン
ド
で
映
画
を
つ
く
っ
て
い
る

土
地
は
二
〇
カ
所
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
の
映
画
で
リ
ア
リ
ズ
ム
の
映

画
が
あ
る
。
私
が
イ
ン
ド
の
映
画
で
一

番
好
き
な
の
は
、
南
の
端
っ
こ
の
イ
ン

ド
洋
側
に
あ
る
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
マ
ラ

ヤ
ー
ラ
ム
語
映
画
。
年
間
二
〇
本
か

三
〇
本
は
つ
く
っ
て
い
る
。
私
が
「
あ

な
た
の
映
画
史
上
の
ベ
ス
ト
ワ
ン
、
生

涯
の
ベ
ス
ト
ワ
ン
は
何
で
す
か
」
と
問

わ
れ
た
ら
、
普
通
の
場
所
で
は
小
津

の
『
東
京
物
語
』
で
す
と
答
え
ま
す
が
、

少
し
常
識
外
の
知
識
も
持
っ
て
い
る
よ

う
な
人
に
は
、
イ
ン
ド
の
ケ
ー
ラ
ラ
州

の
Ｇ
・
ア
ラ
ビ
ン
ダ
ン
と
い
う
監
督
の

『
魔
法
使
い
の
お
じ
い
さ
ん
』
で
す
と

答
え
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら

な
い
映
画
で
す
が
、
日
本
で
も
三
度
ぐ

ら
い
深
夜
に
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
児
童
映
画
で
す
が
、

童
心
と
い
う
も
の
を
こ
ん
な
に
天て

ん

衣い

無む

縫ほ
う

に
描
い
た
映
画
は
、
私
の
長
い
映
画

人
生
で
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
で
す

ね
。

原
田　

映
画
で
日
本
を
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
た
と
思
い
ま
す

が
、
今
や
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
世
界
を
理
解
で
き
た
と

思
わ
れ
ま
す
か
。

佐
藤　

ま
だ
ま
だ
。
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
く

こ
と
も
容
易
じ
ゃ
な
い
の
は
イ
ス
ラ
ム

世
界
で
す
。
だ
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
系
の

映
画
を
観
る
機
会
を
一
生
懸
命
狙
っ
て

い
ま
す
。
で
も
恋
愛
映
画
が
な
い
。
し

か
し
、
よ
く
よ
く
探
せ
ば
あ
る
。
イ
ラ

ン
な
ん
か
に
多
い
の
で
す
が
、
例
え

ば
、
テ
ヘ
ラ
ン
の
街
角
で
若
い
男
女
が

し
ば
ら
く
立
ち
話
を
し
て
い
る
。
す
る

と
、
通
行
人
か
誰
か
が
民
警
を
呼
ん
で
、

怪
し
い
と
密
告
す
る
。
親
が
呼
び
出
さ

れ
て
、
親
は
早
速
病
院
に
娘
を
連
れ
て

い
く
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
処
女
性
が

失
わ
れ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め

な
ん
で
す
。
イ
ラ
ン
で
は
町
な
か
で
立

ち
話
を
す
る
ぐ
ら
い
で
し
か
男
女
交
際

が
で
き
な
い
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
問
題

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
テ
ー
マ
の
映

画
が
イ
ラ
ン
で
は
結
構
あ
り
ま
す
。
私

は
、
そ
う
い
う
映
画
人
た
ち
こ
そ
世
界

を
良
く
す
る
た
め
の
同
志
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
映
画
を
も
っ
と
広
め
な
い
と

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
、
イ
ラ
ン
は
恋
愛
の
自

由
も
な
い
国
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
多

い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
イ
ラ
ン
に

は
恋
愛
の
自
由
を
求
め
る
映
画
が
あ

り
、
そ
れ
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
自
由

と
真
実
と
寛
大
さ
を
求
め
る
さ
ま
ざ
ま

な
国
の
映
画
を
、
世
界
に
広
め
、
褒
め

た
た
え
る
こ
と
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

世
界
の
映
画
は
、
実
に
一
部
分
し
か

観
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
世
界
に
は
、
誰

も
知
ら
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
誰
も
知

ら
な
い
傑
作
を
つ
く
っ
て
い
る
映
画
人

が
存
在
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
映
画
批
評

を
書
く
こ
と
は
や
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
。

原
田　

本
日
は
大
変
興
味
深
い
お
話
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

す
る
。
中
国
語
も
英
語
も
で
き
な
い
の

に
、
何
か
熱
狂
的
に
褒
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
け
は
中
国
人
に
も
伝
わ
る
。

批
評
は
け
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を

及
ぼ
す
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
人
は
け
な
し
た
批
評
を
信
じ
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
褒
め
る
こ
と
が
確
実
に
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
世
界
に
全

く
知
ら
れ
て
い
な
い
中
国
映
画
も
、

一
九
四
〇
年
代
に
は
世
界
的
水
準
の
作

品
が
一
〇
本
や
二
〇
本
は
あ
る
、
そ
う

い
う
こ
と
が
国
際
的
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
で
中

国
映
画
の
古
い
作
品
だ
け
を
一
〇
〇
本

ほ
ど
集
め
た
上
映
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
知
ら
れ
ざ
る
映
画
史
の
発
掘
競
争

み
た
い
な
も
の
が
行
わ
れ
て
、
私
は
そ

の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
頃
映
画

批
評
家
と
し
て
先
頭
を
走
っ
て
い
る
一

人
だ
と
い
う
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
一
度
そ
う
い
う
自
覚
を
持
つ
と
、

い
い
か
げ
ん
に
や
め
ら
れ
な
い
で
す

ね
。

　

し
か
し
、『
日
本
映
画
史
』
は
原
田

さ
ん
も
褒
め
て
く
れ
ま
し
た
が
、『
世

界
映
画
史
』
と
い
う
ば
か
で
か
い
本
は
、

私
の
書
い
た
本
の
中
で
一
番
売
れ
な
い

映
画
は
世
界
を
結
ぶ
文
化

人
々
は
理
解
し
あ
え
る
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多
方
面
と
の
連
携
を
図
り 

Ｇ
20
ほ
か
国
際
会
議
を
支
え
る

　

国
内
外
で
主
に
日
本
銀
行
総
裁
や
国
際
担
当

理
事
が
参
加
す
る
国
際
会
議
に
お
い
て
窓
口
と

な
り
、
企
画
や
調
整
の
役
割
を
担
う
の
が
国
際

局
国
際
連
携
課
で
す
。
課
名
の
と
お
り
国
を
ま

た
が
る
「
連
携
」
が
主
な
仕
事
で
す
。
課
長
の

上
原
博
人
さ
ん
は
こ
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
最
近
の
国
際
会
議
は
専
門
的
な
話
題
が
増

え
て
い
ま
す
の
で
、
議
題
に
応
じ
て
担
当
す
る

行
内
の
他
の
関
係
部
署
か
ら
知
見
を
得
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
経
費
や
シ
ス
テ
ム
に
関

わ
る
部
署
を
含
め
た
行
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
部

署
、
そ
し
て
関
係
す
る
省
庁
等
と
も
相
談
し
な

が
ら
準
備
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で

日
本
銀
行
国
際
局　

国
際
連
携
課
の
仕
事

　

二
○
一
九
年
六
月
、
福
岡
県
福
岡
市
で
「
Ｇ
20
財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
日
本
が
初
め
て
議
長
国
と
し
て
開
催
す
る
Ｇ
20
を
、
財
務
省
や
金
融
庁
を

は
じ
め
多
方
面
の
関
係
者
と
協
力
し
つ
つ
水
面
下
で
支
え
た
の
が
「
国
際
局
国
際
連
携
課
」

で
す
。
同
課
は
、
毎
年
、
国
内
外
で
多
数
開
催
さ
れ
る
国
際
会
議
に
お
け
る
日
本
銀
行
の

窓
口
的
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
広
く
報
道
さ
れ
た
表
舞
台
の
裏
で
は
、
準
備
や
調
整
、

当
日
の
進
行
、
各
国
中
央
銀
行
総
裁
ほ
か
来
日
し
た
代
表
団
の
お
も
て
な
し
、
滞
在
の
サ

ポ
ー
ト
な
ど
、
国
際
局
国
際
連
携
課
を
は
じ
め
日
本
銀
行
の
ス
タ
ッ
フ
が
全
力
を
尽
く
し
、

会
議
を
成
功
へ
と
導
き
ま
し
た
。

日
本
初
開
催
の
Ｇ
20
を

総
力
を
あ
げ
て
サ
ポ
ー
ト

◆29

各国財務大臣・中央銀行総裁が集合しました（写真出典：財務省・日本銀行）
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す
か
ら
当
課
で
は
、
日
々
、
国
内
外
の
関
係
者

と
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
綿
密
な
や
り
取
り
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
」　　

　

一
年
を
通
し
て
、
多
く
の
国
際
会
議
が
世
界

各
国
で
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
二
○
一
九
年
に
国

際
連
携
課
が
総
力
を
あ
げ
て
準
備
を
進
め
た
の

が
、
六
月
八
〜
九
日
に
福
岡
県
福
岡
市
で
行
わ

れ
、
日
本
が
初
め
て
議
長
国
を
担
っ
た
「
Ｇ

20
財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
」
で
し

た
。
Ｇ
20
と
は
、Group of T

w
enty

の
略
で
、

カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
の
Ｇ
７

に
加
え
、ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ブ
ラ
ジ
ル
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

韓
国
、メ
キ
シ
コ
、ロ
シ
ア
、サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

南
ア
フ
リ
カ
、
ト
ル
コ
、
さ
ら
に
は
欧
州
連
合

（
Ｅ
Ｕ
）・
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
を
加
え

た
二
○
カ
国
・
地
域
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
の
大
規
模
な
会
議
の
開
催
に
携
わ

る
こ
と
は
日
銀
と
し
て
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
約
三
〇
名
の
国
際
連
携
課
ス
タ
ッ

フ
が
中
心
と
な
り
つ
つ
、
福
岡
支
店
を
含
め
た

行
内
部
署
間
の
垣
根
を
超
え
た
体
制
づ
く
り
や

準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
議
長
国

な
ら
で
は
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
に
、
会
議
の

議
題
の
設
定
が
あ
り
ま
す
。

　
「
現
下
の
国
際
的
な
議
論
に
貢
献
で
き
る
話

題
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、
Ｇ
20
財
務
大
臣
・

た
り
ま
す
。
一
月
の
東
京
、
四
月
の
ワ
シ
ン
ト

ン
Ｄ
．Ｃ
．と
事
前
に
大
小
の
会
議
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
行
わ
れ
、
少
し
ず
つ
本
会
議
に
向
け
て

認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
課
題
と
し
て
注
力
し
た
の
は
、
①

世
界
経
済
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
課
題
の
整
理
、

②
成
長
力
強
化
の
た
め
の
具
体
的
取
り
組
み
、

③
技
術
革
新
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
経

済
社
会
の
構
造
変
化
へ
の
対
応
、
と
い
う
三
つ

中
央
銀
行
総
裁
会
議
は
単
発
の
会
合
で
は
な

く
、
Ｇ
20
サ
ミ
ッ
ト
と
い
う
首
脳
会
合
に
向
け

た
一
連
の
関
係
閣
僚
会
合
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

一
九
九
九
年
の
第
一
回
会
議
か
ら
継
続
さ
れ
て

き
た
話
し
合
い
を
受
け
継
ぐ
こ
と
も
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
過
去
の
議
長
国

か
ら
学
び
つ
つ
、
そ
の
流
れ
を
今
年
は
日
本
が

担
い
、
次
に
バ
ト
ン
を
渡
す
感
覚
で
す
」

人
口
高
齢
化
と
い
う
課
題
に
対
し 

活
か
さ
れ
た
日
銀
の
知
見

　

議
題
の
設
定
に
関
し
て
は
、
日
本
で
の
開
催

が
決
定
し
て
か
ら
、
五
〜
六
人
の
専
門
の
チ
ー

ム
を
つ
く
り
、
対
応
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で

総
括
を
担
っ
た
の
が
、
国
際
局
審
議
役
（
Ｇ
20

関
係
）
の
中
村
康こ
う

治じ

さ
ん
で
す
。

　
「
各
国
か
ら
集
ま
る
財
務
大
臣
や
中
央
銀
行

総
裁
に
討
議
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
材
料
提
供

と
し
て
、
日
銀
、
財
務
省
、
金
融
庁
の
事
務
方

レ
ベ
ル
で
テ
ー
マ
を
出
し
、
す
べ
て
の
議
事
を

決
め
て
い
く
の
が
大
き
な
仕
事
で
し
た
。
国
際

会
議
は
基
本
的
に
、
う
ま
く
い
っ
て
あ
た
り
ま

え
。
そ
う
し
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
、
気
を
配

る
べ
き
こ
と
は
数
多
く
あ
り
、
多
方
面
に
注
意

を
払
い
ま
し
た
ね
」

　

議
長
国
と
し
て
の
役
割
は
、
福
岡
で
の
Ｇ
20

本
番
の
二
日
間
だ
け
で
は
な
く
、
丸
一
年
に
わ

財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
の
模
様

（
写
真
出
典
：
財
務
省
・
日
本
銀
行
）
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の
柱
で
す
。
な
か
で
も
日
銀
の
知
見
が
活
か
さ

れ
た
の
は
、
①
に
含
ま
れ
る
人
口
高
齢
化
と
い

う
課
題
で
し
た
。

　
「
人
口
高
齢
化
は
日
本
に
限
ら
ず
、
今
や
世

界
的
な
課
題
で
す
。
日
銀
は
高
齢
化
が
経
済
に

与
え
る
影
響
を
長
年
に
わ
た
っ
て
研
究
し
、
多

く
の
知
見
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
知
見
を
活

か
し
、
教
訓
を
各
国
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
世

界
経
済
の
成
長
力
の
押
し
上
げ
に
貢
献
し
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
」

だ
け
で
も
約
六
○
人
。
随
行
す
る
代
表
団
が
約

四
〇
〇
人
。
移
動
や
食
事
の
手
配
か
ら
日
本
を

紹
介
す
る
文
化
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
ま
で
、
多
岐

に
わ
た
る
お
も
て
な
し
の
準
備
に
携
わ
り
つ

つ
、
予
算
管
理
や
契
約
な
ど
を
幅
広
く
担
っ
た

の
が
柳
や
な
ぎ
う
ち内
健
吾
さ
ん
で
す
。

　
「
海
外
か
ら
の
参
加
者
に
加
え
、
わ
れ
わ
れ

日
銀
ス
タ
ッ
フ
、
財
務
省
、
警
察
、
報
道
関
係

者
な
ど
を
含
め
る
と
、
二
〇
〇
〇
人
程
度
が
福

岡
県
に
集
結
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
し
た
。

開
催
地
で
あ
る
福
岡
県
、
福
岡
市
、
福
岡
県
警
、

福
岡
財
務
支
局
と
も
連
携
を
取
る
必
要
が
あ
っ

た
た
め
、
事
前
段
階
に
お
け
る
調
整
が
一
番
大

変
で
し
た
ね
。
書
類
バ
ッ
グ
の
よ
う
な
備
品
を

は
じ
め
、何
を
ど
れ
く
ら
い
調
達
す
る
か
な
ど
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
議
論
し
ま
し
た
が
、
な
に
し
ろ

決
め
る
べ
き
こ
と
が
大
量
に
あ
り
ま
し
た
」

　

綿
密
な
準
備
の
か
い
あ
っ
て
、
開
催
中
は
大

き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
進
み
、
や
ぶ
さ
め
や

纏
ま
と
い

（
戦
や
消
防
の
際
に
用
い
ら
れ
た
旗
印
の

一
種
）、
各
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た

着
物
の
披
露
な
ど
、
文
化
イ
ベ
ン
ト
は
好
評
を

博
し
ま
し
た
。
そ
の
陰
で
は
、
代
表
団
向
け
の

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
つ
い
て
、
菜
食
主
義
の
参
加
者

向
け
の
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
っ

た
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
り
、
事
前
に
渡
さ
れ

た
Ｉ
Ｄ
パ
ス
を
ホ
テ
ル
に
忘
れ
た
ゲ
ス
ト
が
い

た
り
と
、
想
定
外
の
要
望
や
対
応
に
追
わ
れ
た

　

実
際
の
運
営
で
は
、
大
臣
・
総
裁
レ
ベ
ル
で

の
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
た
と
え
ば

人
口
高
齢
化
の
議
論
に
お
い
て
は
、
各
国
の
高

齢
化
の
程
度
の
違
い
に
応
じ
て
三
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
る
な
ど
の
工
夫
を
し
ま
し
た
。
会
議

期
間
中
は
、
議
事
の
運
営
が
円
滑
に
進
む
よ

う
、
麻
生
太
郎
財
務
大
臣
と
と
も
に
共
同
議
長

を
務
め
た
黒
田
東は
る
ひ
こ彦
日
銀
総
裁
の
サ
ポ
ー
ト
に

専
念
。
ま
た
、
会
議
が
始
ま
る
前
か
ら
、
中
村

さ
ん
ほ
か
日
銀
、
財
務
省
、
金
融
庁
の
担
当
者

は
合
意
文
書
作
成
の
た
め
の
調
整
を
行
い
ま
し

た
。

　
「
大
臣
総
裁
会
議
の
終
了
後
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

（
公
式
声
明
）
が
発
表
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
た

め
に
は
、
全
員
が
納
得
す
る
文
書
を
作
成
す
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
無
事
に
す
べ
て
を

終
え
て
あ
ら
た
め
て
思
う
の
は
、
議
題
の
設
定

を
は
じ
め
、
と
に
か
く
事
前
の
綿
密
な
準
備
が

重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
経
済
の
情
勢

に
つ
い
て
は
日
銀
の
海
外
事
務
所
か
ら
の
情
報

に
加
え
、
国
際
会
議
で
の
場
を
含
め
て
、
各
国

当
局
と
常
に
率
直
な
意
見
交
換
を
行
い
、
地
道

に
認
識
の
共
有
を
図
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
継

続
的
な
努
力
が
大
事
な
の
だ
と
実
感
し
ま
し

た
」

　

議
題
の
設
定
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
の
は
、

ロ
ジ
（
後
方
支
援
）
の
業
務
で
す
。
今
回
の
参

加
者
は
、
財
務
大
臣
、
中
央
銀
行
総
裁
ク
ラ
ス

会議期間中の日本銀行作業室



24NICHIGIN 2019 NO.59

ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
八
〜
九
日
の
本
会
議
の
直
前
に
は
、

代
表
団
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
原
案
作
成
作
業

が
明
け
方
に
ま
で
お
よ
ん
だ
た
め
、
帰
り
の
タ

ク
シ
ー
の
手
配
な
ど
で
ス
タ
ッ
フ
も
遅
く
ま
で

待
機
し
ま
し
た
。
裏
方
の
ス
タ
ッ
フ
の
苦
労
と

配
慮
は
想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
し

た
。

　
「
終
了
後
に
痛
感
し
た
の
は
、
情
報
共
有
の

で
は
緊
張
し
た
も
の
の
、
お
会
い
し
て
最
初
に

フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
で
呼
ん
で
く
だ
さ
い
、
と

言
わ
れ
た
ん
で
す
。
リ
エ
ゾ
ン
の
も
て
な
し
は

日
本
式
の
細
や
か
な
気
配
り
も
重
要
で
す
が
、

受
け
身
で
あ
っ
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
積
極
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
や
す
く
し
て
く

だ
さ
っ
た
総
裁
の
心
配
り
に
感
動
し
ま
し
た

ね
」　

　

ま
た
、
担
当
し
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行

総
裁
を
は
じ
め
、
参
加
者
、
関
係
者
の
様
子
も

印
象
深
く
心
に
刻
ま
れ
た
そ
う
で
す
。

　
「
時
に
は
遅
い
時
間
ま
で
、
会
議
以
外
で
も

各
国
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う
人
と
人
と
の
関
係
が

し
っ
か
り
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
会
議

で
は
白
熱
し
た
議
論
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
会
議

に
集
中
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
私
た
ち
が

リ
エ
ゾ
ン
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
割
の
重
さ

を
実
感
し
ま
し
た
」

　

Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
金
融
安
定
理
事
会
）
の
リ
エ
ゾ
ン

を
担
当
し
た
庄し
ょ
う
じ子

可
那
子
さ
ん
の
場
合
は
、
Ｆ

Ｓ
Ｂ
が
所
在
す
る
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
だ
け
で

は
な
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
代
表
団
が
来
日
。
双

方
の
要
望
を
う
ま
く
く
み
取
る
た
め
に
、
詳
細

が
決
ま
っ
て
い
な
い
事
項
を
細
か
く
箇
条
書
き

に
し
て
や
り
取
り
を
す
る
な
ど
事
前
の
確
認
に

努
め
た
そ
う
で
す
。

　

加
え
て
庄
子
さ
ん
は
、
八
日
に
行
わ
れ
た
財

大
切
さ
で
す
。
食
事
や
輸
送
に
関
す
る
情
報
の

一
部
が
末
端
の
担
当
者
ま
で
届
い
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
一
〇
〇
〇
人
規
模
の

情
報
共
有
は
容
易
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
仕

組
み
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
個
人
的
に
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
福

岡
県
で
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
携
わ
れ
た
の
が
、

得
が
た
い
経
験
で
し
た
」

各
国
の
中
央
銀
行
総
裁
に
同
行
し 

陰
な
が
ら
会
議
を
支
え
る
リ
エ
ゾ
ン

　

会
議
中
、リ
エ
ゾ
ン（
要
人
の
誘
導
・
案
内
役
）

と
呼
ば
れ
る
二
五
名
の
専
任
ス
タ
ッ
フ
が
日
銀

か
ら
派
遣
さ
れ
、
来
日
し
た
各
国
中
央
銀
行
総

裁
に
同
行
し
ま
し
た
。
万
全
を
期
す
た
め
、
フ

ラ
イ
ト
の
確
認
、
ホ
テ
ル
ま
で
の
移
動
手
段
の

調
整
な
ど
事
前
の
準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
木
村
百
合
子
さ
ん
が
担
当
し
た
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
総
裁
の
場
合
、
間
際
ま

で
来
日
に
関
す
る
連
絡
が
な
く
、
は
ら
は
ら
し

た
と
振
り
返
り
ま
す
。

　
「
随
行
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
ず
、
総
裁
が
お

ひ
と
り
で
東
京
か
ら
新
幹
線
で
博
多
に
移
動
す

る
と
わ
か
っ
た
の
が
、
前
日
で
し
た
。
博
多
駅

で
警
備
を
担
う
福
岡
県
警
に
伝
達
す
る
必
要

も
あ
り
、
直
接
ご
本
人
に
お
電
話
を
差
し
上

げ
、
乗
車
さ
れ
る
新
幹
線
の
時
間
や
座
席
の
位

置
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。
お
目
に
か
か
る
ま

福岡市美術館における夕食会の様子（写真出典：財務省・日本銀行）
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務
大
臣
や
中
央
銀
行
総
裁
が
参
加
し
た
公
式
夕

食
会
の
司
会
と
い
う
大
役
も
務
め
ま
し
た
。
財

務
省
ほ
か
の
関
係
者
に
確
認
を
取
り
つ
つ
、
司

会
の
原
稿
作
成
等
の
事
前
準
備
も
周
到
に
行
い

ま
し
た
。

　
「
参
加
者
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
は

な
い
方
が
大
半
な
の
で
、
司
会
進
行
の
発
言
に

あ
た
っ
て
は
過
度
に
洗
練
さ
れ
た
表
現
や
難
し

い
単
語
を
避
け
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
を
使
う

よ
う
心
が
け
ま
し
た
。
ま
た
上
司
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
、
普
段
よ
り
も
ゆ
っ
く
り
話
す
練
習

を
重
ね
ま
し
た
」

　

夕
食
会
の
翌
朝
、「
す
っ
き
り
し
た
顔
を
し

て
い
る
ね
」
と
Ｆ
Ｓ
Ｂ
代
表
団
の
方
に
言
わ
れ

た
と
庄
子
さ
ん
は
笑
顔
を
見
せ
ま
し
た
。
リ
エ

ゾ
ン
と
の
兼
務
で
、
当
日
ま
で
か
な
り
多
忙

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

金
融
市
場
局
総
務
課
の
野
嶋
文あ
や

乃の

さ
ん
の
よ

う
に
、
国
際
連
携
課
以
外
の
部
署
か
ら
派
遣
さ

れ
た
リ
エ
ゾ
ン
も
い
ま
し
た
。
野
嶋
さ
ん
が
担

当
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
中
央
銀
行
の
代

表
団
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事

前
の
準
備
で
は
と
く
に
ハ
ラ
ル
（
イ
ス
ラ
ム
法

で
食
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
料
理
）
が

し
っ
か
り
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
を
使
っ

た
と
話
し
ま
す
。
会
議
中
は
事
前
の
予
定
に

な
い
面
談
が
急
に
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
刻
々
と
変
わ
る
た
め
、
気
が
抜
け

光
景
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
程
変
更
へ
の
対

応
を
は
じ
め
大
変
な
業
務
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、副
総
裁
か
ら
は
感
謝
の
言
葉
も
い
た
だ
き
、

最
後
に
は
ア
ヤ
ノ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
中
央
銀
行

の
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
一
員
だ
よ
と
言
わ
れ
て
、
本

当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」

　
　
　
　

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

福
岡
の
Ｇ
20
は
、
会
議
の
内
容
か
ら
進
行
、

お
も
て
な
し
ま
で
、
各
方
面
の
参
加
者
か
ら
高

い
評
価
を
得
て
終
了
し
た
と
、
課
長
の
上
原
さ

ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
滞
り
な
く
終
え
ら
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
を
活
か
し
つ
つ
、
効

率
的
に
会
議
運
営
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

が
大
き
な
成
果
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
に

と
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
む
実
り
多

い
会
議
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、
国
際

会
議
の
議
長
国
の
運
営
を
担
う
こ
と
が
で
き
る

人
材
を
地
道
に
育
て
て
い
く
日
々
の
努
力
が
必

要
だ
と
も
再
認
識
し
ま
し
た
」

　

議
長
国
と
し
て
の
最
後
の
務
め
は
、
十
月
に

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．で
開
催
さ
れ
る
会
合
で
す
。

今
回
得
ら
れ
た
経
験
は
今
後
に
活
か
さ
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
国
際
連
携
課
の
「
連
携
」
は
、

Ｇ
20
が
終
わ
っ
て
も
続
き
ま
す
。

（
肩
書
は
取
材
当
時
）

な
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
長
時
間
一
緒
に
行

動
す
る
な
か
で
、
野
嶋
さ
ん
の
目
に
映
っ
た
の

も
ま
た
、
会
議
に
真し
ん

摯し

に
取
り
組
む
参
加
者
の

姿
で
し
た
。

　
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
含
め
、
代
表
団
が
集
ま

る
と
、
常
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
緊

張
感
も
あ
る
な
か
で
お
疲
れ
だ
っ
た
と
思
う
の

で
す
が
、
皆
さ
ん
、
会
議
が
終
わ
っ
て
か
ら
も

精
力
的
に
参
加
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
姿
は
リ
エ
ゾ

ン
だ
か
ら
こ
そ
間
近
で
拝
見
で
き
た
、
貴
重
な

会
議
室
前
で
議
論
す
る
代
表
団
（
写
真
出
典
：
財
務
省
・
日
本
銀
行
）
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「
経
済
・
物
価
情
勢
の
展
望
」（
展
望
レ
ポ
ー
ト
）

二
〇
一
九
年
七
月

二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
）

【
景
気
】

　

当
面
、
海
外
経
済
の
減
速
の
影
響
を

受
け
る
も
の
の
、
二
〇
二
一
年
度
ま
で

の
見
通
し
期
間
を
通
じ
て
、
景
気
の
拡

大
基
調
が
続
く
と
み
ら
れ
る
。

　

輸
出
は
、
当
面
、
弱
め
の
動
き
と
な

る
も
の
の
、
海
外
経
済
が
総
じ
て
み
れ

ば
緩
や
か
に
成
長
し
て
い
く
も
と
で
、

基
調
と
し
て
は
緩
や
か
に
増
加
し
て
い

く
と
考
え
ら
れ
る
。
国
内
需
要
も
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
な
ど
の
影
響
を
受
け

つ
つ
も
、
き
わ
め
て
緩
和
的
な
金
融
環

境
や
政
府
支
出
に
よ
る
下
支
え
な
ど
を

背
景
に
、
増
加
基
調
を
た
ど
る
と
見
込

ま
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
（
除
く
生
鮮
食
品
）
の

前
年
比
は
、
プ
ラ
ス
で
推
移
し
て
い
る

が
、
景
気
の
拡
大
や
労
働
需
給
の
引
き

締
ま
り
に
比
べ
る
と
、
弱
め
の
動
き
が

続
い
て
い
る
。
中
長
期
的
な
予
想
物
価

上
昇
率
は
横
ば
い
圏
内
で
推
移
し
て
い

る
。

　

も
っ
と
も
、
マ
ク
ロ
的
な
需
給

ギ
ャ
ッ
プ
が
プ
ラ
ス
の
状
態
が
続
く
も

と
で
、
企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
ス
タ

ン
ス
が
次
第
に
積
極
化
し
、
家
計
の
値

上
げ
許
容
度
が
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
価

格
引
き
上
げ
の
動
き
が
拡
が
り
、
中
長

期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
も
徐
々
に
高

ま
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
消
費

者
物
価
の
前
年
比
は
、
二
％
に
向
け
て

徐
々
に
上
昇
率
を
高
め
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
。

リ
ス
ク
バ
ラ
ン
ス

�　

経
済
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
海
外

経
済
の
動
向
を
中
心
に
下
振
れ
リ
ス
ク

の
方
が
大
き
い
。
物
価
の
見
通
し
に
つ

い
て
は
、
経
済
の
下
振
れ
リ
ス
ク
に
加

え
て
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率

の
動
向
の
不
確
実
性
な
ど
か
ら
、
下
振

れ
リ
ス
ク
の
方
が
大
き
い
。
二
％
の「
物

価
安
定
の
目
標
」
に
向
け
た
モ
メ
ン
タ

ム
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
力
強

さ
に
欠
け
て
お
り
、
引
き
続
き
注
意
深

く
点
検
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

金
融
政
策
運
営

�　

二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
実

現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続

す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、「
長

短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩

和
」
を
継
続
す
る
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
物
価
指
数

（
除
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
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ま
で
、
拡
大
方
針
を
継
続
す
る
。
政
策

金
利
に
つ
い
て
は
、
海
外
経
済
の
動
向

や
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
を
含
め

た
経
済
・
物
価
の
不
確
実
性
を
踏
ま
え
、

当
分
の
間
、
少
な
く
と
も
二
〇
二
〇
年

春
頃
ま
で
、
現
在
の
き
わ
め
て
低
い
長

短
金
利
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
金
融
政
策

運
営
の
観
点
か
ら
重
視
す
べ
き
リ
ス
ク

の
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、
経
済
・
物

価
・
金
融
情
勢
を
踏
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
。
特
に
、
海
外
経
済
の
動
向
を

中
心
に
経
済
・
物
価
の
下
振
れ
リ
ス
ク

政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
（１）実質ＧＤＰ

（２）消費者物価指数（除く生鮮食品）

（注１） 実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。

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

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

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

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

な影響を除いたベース。
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が
大
き
い
も
と
で
、
先
行
き
、「
物
価

安
定
の
目
標
」
に
向
け
た
モ
メ
ン
タ
ム

が
損
な
わ
れ
る
惧
れ
が
高
ま
る
場
合
に

は
、
躊
躇
な
く
、
追
加
的
な
金
融
緩
和

措
置
を
講
じ
る
。

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

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

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

（前年比、％） （前年比、％）

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

図表２　政策委員見通しの中央値 （対前年度比、％）

実質GDP 消費者物価指数
 （除く生鮮食品）

2019 年度 ＋ 0.7 ＋ 1.0 ＋ 0.8

　（4 月時点の見通し） （＋ 0.8） （＋ 1.1） （＋ 0.9）

2020 年度 ＋ 0.9 ＋ 1.3 ＋ 1.2

　（4 月時点の見通し） （＋ 0.9） （＋ 1.4） （＋ 1.3）

2021 年度 ＋ 1.1 ＋ 1.6

　（4月時点の見通し） （＋ 1.2） （＋ 1.6）

（参考）消費税率引き上げ・教育
無償化政策の影響を除くケース

2014 年度  2015　　 2016　    2017　   2018　    2019　    2020       2021　
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日本銀行のレポートから

Ⅰ
．
各
地
域
の

　
　

 

景
気
判
断
の
概
要

　
　
　

  
二
〇
一
九
年
七
月

　

各
地
域
の
景
気
の
総
括
判
断

を
み
る
と
、全
て
の
地
域
で「
拡

大
」
ま
た
は
「
回
復
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、

輸
出
・
生
産
面
に
海
外
経
済
の

減
速
の
影
響
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
企
業
・
家
計
両
部
門
に
お

い
て
、
所
得
か
ら
支
出
へ
の
前

向
き
な
循
環
が
働
く
も
と
で
、

国
内
需
要
の
増
加
基
調
が
続
い

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　

前
回
（
一
九
年
四
月
時
点
）

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

「
地
域
経
済
報
告
」（
さ
く
ら
レ
ポ
ー
ト
）

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

【19/4月判断】
前回と
の比較

【19/7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
一部に弱めの動きがみられるもの
の、緩やかな回復を続けている

一部に弱めの動きがみられるもの
の、緩やかな回復を続けている

北　陸 緩やかに拡大している 緩やかに拡大している

関　東
甲信越

輸出・生産面に海外経済の減速の
影響がみられるものの、緩やかに
拡大している

輸出・生産面に海外経済の減速の
影響がみられるものの、緩やかに
拡大している

東　海 拡大している 拡大している

近　畿 緩やかな拡大を続けている
一部に弱めの動きがみられるもの
の、緩やかな拡大を続けている

中　国 緩やかに拡大している 緩やかに拡大している

四　国 回復している 回復している

九州・
沖縄

緩やかに拡大している 緩やかに拡大している
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（図表１）訪日外国人旅行者数の推移
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（注）2018年および2019年１、２月は暫定値。2019年３、４月は推計値。
（出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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（図表１）訪日外国人旅行者数の推移
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と
比
較
す
る
と
、
全
て
の
地
域
で
総

括
判
断
に
変
更
は
な
い
と
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
米
中
貿
易
摩
擦
な
ど

を
受
け
て
、
海
外
経
済
の
先
行
き
不

透
明
感
の
高
ま
り
や
そ
の
影
響
を
指

摘
す
る
声
が
幾
分
増
え
て
い
る
。

実
施
し
た
。
以
下
で
は
、
ま

ず
最
近
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需

要
の
動
向
や
特
徴
点
に
つ
い

て
確
認
す
る
。
次
に
、
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
需
要
の
獲
得
に
向

け
た
企
業
や
自
治
体
等
の
取

り
組
み
を
紹
介
す
る
。
最
後

に
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
を

地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
る
う

え
で
の
課
題
を
整
理
し
、
先

行
き
を
展
望
す
る
。

２
．�

最
近
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

需
要
の
動
向
や
特
徴
点

（
１
）�

訪
日
外
国
人
旅
行
者
数

の
動
向

　

二
〇
一
八
年
の
訪
日
外
国

人
旅
行
者
数
は
三
一
一
九
万

人
と
な
り
、
過
去
最
高
を
記

録
し
た
（
図
表
１
）。
二
〇
〇

〇
年
代
入
り
後
を
振
り
返
る

と
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
流
行
等
が

１
．�

は
じ
め
に

　

わ
が
国
を
訪
れ
る
外
国
人
旅
行

者
数
は
、
着
実
な
増
加
を
続
け
て

い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
政
府
が

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
含
む
観
光
の
振

興
を
「
成
長
戦
略
と
地
方
創
生
の

大
き
な
柱
」
と
位
置
付
け
、
誘
客

に
向
け
た
様
々
な
施
策
を
進
め
て

い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
企
業
や

自
治
体
等
で
も
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

需
要
の
取
り
込
み
を
図
る
動
き
が

広
が
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
地
方

で
は
、
急
速
に
進
行
す
る
高
齢
化

や
人
口
減
少
に
対
す
る
危
機
感
か

ら
拡
大
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要

へ
の
期
待
感
が
大
き
い
。
二
〇
一
九

年
の
ラ
グ
ビ
ー
Ｗ
杯
や
二
〇
二
〇

年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
っ
た
世
界
的
な

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
、
さ
ら
に
は

二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博

の
開
催
も
、
そ
う
し
た
動
き
を
加

速
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
銀
行
の
本
支
店
・

事
務
所
で
は
、「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の

現
状
：
企
業
等
の
取
り
組
み
と
地

域
活
性
化
の
注
目
点
」
を
テ
ー
マ

に
、
全
国
約
一
三
〇
〇
先
の
企
業

や
自
治
体
等
に
聞
き
取
り
調
査
を

Ⅱ
． 

別
冊
「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
現
状
：

　
　
　
　
　

企
業
等
の
取
り
組
み
と
地
域
活
性
化
の
注
目
点
」　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
 　　　　
二
〇
一
九
年
六
月
 

図表1　訪日外国人旅行者数の推移

（注）2018 年および 2019 年１、２月は暫定値 。 2019 年３、４月は推計値。
（出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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あ
っ
た
二
〇
〇
三
年
と
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
後
の
二
〇
〇
九
年
、
東
日

本
大
震
災
が
発
生
し
た
二
〇
一
一
年

を
除
き
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者
数
は

一
貫
し
て
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
規

模
は
直
近
一
〇
年
間
で
三
・
七
倍
に

拡
大
し
た
。

　

伸
び
率
を
み
る
と
、
近
年
は
前
年

比
二
桁
台
の
高
い
伸
び
を
続
け
て
き

た
。
二
〇
一
八
年
は
、
夏
場
に
相
次

い
だ
自
然
災
害
の
影
響
に
よ
り
マ
イ

ナ
ス
に
転
じ
た
月
も
あ
っ
た
が
、
秋

以
降
は
プ
ラ
ス
圏
で
推
移
し
て
い

る
。

（
２
）
最
近
の
特
徴
点

①
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
観
光
客
の
増
加

　

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
国
籍
を
み

る
と
、
東
ア
ジ
ア
が
全
体
の
七
割
強

を
占
め
て
い
る
（
図
表
２
）。
地
域
別

構
成
比
を
五
年
前
と
比
べ
る
と
、
東

ア
ジ
ア
が
半
分
以
上
を
占
め
る
こ
と

に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
こ
こ
数
年

に
お
け
る
中
国
か
ら
の
観
光
客
の
大

幅
な
増
加
に
よ
り
、
そ
の
シ
ェ
ア
が

一
段
と
高
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

企
業
等
か
ら
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は

欧
米
豪
や
中
東
等
か
ら
の
来
訪
客
が

増
加
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
聞
か

れ
て
い
る
。

②  
個
人
旅
行
の
増
加
と
訪
問
・
宿

泊
地
の
広
が
り

　

近
年
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
注
１
）
と
呼
ば

れ
る
個
人
旅
行
客
が
増
加
し
て
い

る
。
旅
行
形
態
の
変
化
を
み
る
と
、

個
人
旅
行
の
比
率
は
、
政
府
に
よ
る

個
人
観
光
客
向
け
の
ビ
ザ
緩
和
や
オ

ン
ラ
イ
ン
の
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
な
ど

個
々
人
の
多
様
な
観
光
ニ
ー
ズ
を
実

現
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
進
ん

で
き
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
こ
の

五
年
間
で
二
〇
％
ポ
イ
ン
ト
程
度
上

昇
し
、
約
八
割
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
３
）。

　

個
人
旅
行
へ
の
シ
フ
ト
が
進
む
も

と
で
、
地
方
に
お
け
る
延
べ
宿
泊

者
数
も
増
加
し
て
い
る
。
地
方
宿

泊
の
シ
ェ
ア
は
、
こ
の
五
年
間
で

五
％
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
昇
し
て
お

り
、
訪
問
・
宿
泊
地
に
広
が
り
が

み
ら
れ
て
い
る
（
図
表
４
）。

③  「
モ
ノ
消
費
」の
落
ち
着
き
と「
コ

ト
消
費
」
の
拡
大

　

訪
日
外
国
人
旅
行
者
に
よ
る
旅

行
消
費
額
は
、
旅
行
者
数
の
伸
び

に
つ
れ
て
、
こ
こ
数
年
増
加
傾
向

に
あ
る
が
、
一
人
当
た
り
の
旅
行

消
費
額
は
、
横
ば
い
圏
内
で
推
移

し
て
い
る
（
図
表
５
）。
一
人
当
た
り

旅
行
消
費
額
の
変
化
を
み
る
と
、
最

大
の
支
出
項
目
で
あ
る
「
買
物
代
」

が
、
二
〇
一
六
年
以
降
、
マ
イ
ナ

ス
に
寄
与
し
て
い
る
（
図
表
６
）。
中

国
か
ら
の
観
光
客
に
よ
る
「
爆
買

い
」
が
終
息
し
、「
モ
ノ
消
費
」
に

落
ち
着
き
が
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
飲
食
費
・
娯
楽
等
サ
ー

ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
足
も
と
で

は
プ
ラ
ス
に
寄
与
し
て
い
る
。
訪

日
リ
ピ
ー
タ
ー
の
増
加
や
後
述
す

る
企
業
や
自
治
体
等
に
お
け
る
「
コ

ト
消
費
」
の
拡
大
を
受
け
た
取
り

組
み
が
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
サ

ー
ビ
ス
関
連
消
費
の
増
加
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

３
．�

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の

      

獲
得
に
向
け
た
企
業
や

      

自
治
体
等
の
取
り
組
み

（
１
）
基
本
ス
タ
ン
ス

　

わ
が
国
で
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

を
含
む
観
光
の
振
興
を
「
成
長
戦

略
と
地
方
創
生
の
大
き
な
柱
」
と

位
置
付
け
、「
観
光
先
進
国
」
の
実

現
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

も
と
で
、
二
〇
二
〇
年
の
訪
日
外

（
注�

1
）
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
はForeign�Independent�Tour�

の
頭
文
字
の
略
。Free�Individual(Independent)�

Traveler�

と
も
い
う
。
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（注）1. 2018 年は暫定値 。
　　 2. 東アジアは、韓国、中国、台湾、香港。東南アジアは、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィ

リピン、ベトナム。欧米豪は、豪州、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン。
その他は、それ以外の国・地域。

（出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

（注） 2018 年から調査手法等が変更されたため、 2017 年までの旅行消費額や一人当たり旅行消費額の数値と単純比較がで
きない点には留意が必要。

（出所）観光庁

図表2　訪日外国人旅行者の地域別・国籍別構成比等（図表２）訪日外国人旅行者の地域別・国籍別構成比等

0

20

40

60

80

100

2013 年 2018 年
その他 欧米豪
東南アジア 東アジア

（％）

（注）1.2018年は暫定値。
2.東アジアは、韓国、中国、台湾、香港。東南アジアは、タイ、シンガポール、マレーシア、

インドネシア、フィリピン、ベトナム。欧米豪は、豪州、米国、カナダ、英国、フランス、
ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン。その他は、それ以外の国・地域。

（出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

（％、万人）

構成比

2018年 2013年 2018年 ５年前比

1 中国 26.9 131 838 6.4倍

2 韓国 24.2 246 754 3.1倍

3 台湾 15.3 221 476 2.2倍

4 香港 7.1 75 221 3.0倍

5 米国 4.9 80 153 1.9倍

訪日外国人旅行者数

（注）観光・レジャー目的の訪日外国人の回答。
（出所）観光庁

（図表３）旅行形態の構成比 （図表４）地方部での延べ宿泊者数
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（注）観光・レジャー目的の訪日外国人の回答。
（出所）観光庁

（注）地方部は、三大都市圏（東京、神奈川、千
葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）以外。
以下同じ。

図表3　旅行形態の構成比

図表6　一人当たり旅行消費額の変化
（図表５）旅行消費額の推移 （図表６）一人当たり旅行消費額の変化
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（注） 地方部は、三大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、
愛知、大阪、京都、兵庫）以外。以下同じ。

図表4　地方部での延べ宿泊者数（図表３）旅行形態の構成比 （図表４）地方部での延べ宿泊者数
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葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫）以外。
以下同じ。

図表5　旅行消費額の推移
（図表５）旅行消費額の推移 （図表６）一人当たり旅行消費額の変化
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国
人
旅
行
者
数
四
〇
〇
〇
万
人
等
の

具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定
し
、
国

を
挙
げ
て
誘
客
や
消
費
喚
起
に
取
り

組
ん
で
い
る
（
図
表
７
）。

　

企
業
や
自
治
体
等
で
も
、
そ
う
し

た
政
府
の
施
策
に
呼
応
す
る
か
た
ち

で
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
を
積
極
的
に

獲
得
し
て
い
く
と
の
ス
タ
ン
ス
が
大

勢
で
あ
る
。
特
に
地
方
で
は
、
急
速

に
進
行
す
る
高
齢
化
や
人
口
減
少
に

対
す
る
危
機
感
が
強
く
、
地
域
活
性

化
の
視
点
か
ら
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要

を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
す

る
声
が
多
く
聞
か
れ
た
。

　

一
方
、
一
部
で
は
あ
る
が
、
需
要

変
動
の
大
き
さ
へ
の
不
安
感
や
、
外

国
語
人
材
の
不
足
、
日
本
人
の
客
離

れ
に
対
す
る
懸
念
な
ど
か
ら
、
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
需
要
の
取
り
込
み
に
慎
重

な
先
も
み
ら
れ
た
。

（
２
）
最
近
の
取
り
組
み
の
特
徴
点

①  

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
を
受
け
入
れ

る
環
境
整
備
の
進
捗

　

訪
日
外
国
人
旅
行
者
が
快
適
に
観

光
を
満
喫
で
き
る
環
境
を
整
え
る
た

め
、
多
言
語
対
応
や
外
国
人
ス
タ
ッ

フ
の
採
用
、
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
環
境
の
整

備
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
対
応
な
ど

様
々
な
取
り
組
み
が
み
ら
れ
て
い

る
。
最
近
で
は
、
行
政
等
に
よ
る
支

援
や
音
声
翻
訳
技
術
を
は
じ
め
と
す

る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
普
及
に
よ
り
、

中
小
・
零
細
企
業
も
含
め
て
環
境
整

備
が
進
捗
し
て
い
る
と
の
声
が
聞
か

れ
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、
客

単
価
の
上
昇
や
免
税
販
売
額
の
増
加

な
ど
実
際
に
成
果
が
上
が
っ
て
い
る

と
の
声
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、
訪
日

外
国
人
旅
行
者
を
対
象
と
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
も
改
善
が
み
ら
れ
て

い
る
（
図
表
８
）。

　

受
入
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、

関
連
業
界
か
ら
は
積
極
的
な
設
備
投

資
を
実
施
し
て
い
る
と
の
声
が
多
く

聞
か
れ
た
。
特
に
宿
泊
業
で
は
、
異

業
種
か
ら
の
参
入
を
含
め
て
、
ホ

テ
ル
や
旅
館
等
の
新
規
開
業
や
既

存
施
設
の
改
修
と
い
っ
た
動
き
が

み
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
五
年
間
で
外
国
人
延
べ
宿

泊
者
数
は
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、

三
大
都
市
圏
だ
け
で
な
く
地
方
部

も
含
め
て
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要

は
宿
泊
業
に
お
け
る
設
備
投
資
の

増
加
に
相
応
に
寄
与
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
（
図
表
９
）。

②  

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活

用
強
化
、
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
の
導
入

　

観
光
業
界
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
拡
大
に
伴
い
、
こ
れ

ま
で
も
外
国
語
対
応
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
整
備
や
Ｐ
Ｒ
動
画
の
配
信
な

ど
デ
ジ
タ
ル
広
告
を
利
用
し
た
情

報
発
信
を
進
め
て
き
た
。
最
近
で

は
、
旅
行
先
で
の
ス
マ
ホ
の
利
用

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、

ア
プ
リ
の
活
用
・
開
発
を
強
化
す

る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
個

人
旅
行
が
増
加
す
る
中
、
海
外
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
を
起
用
し
Ｓ

Ｎ
Ｓ
等
で
情
報
発
信
を
強
化
す
る

動
き
も
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
行
政
機

関
等
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
、
デ

ジ
タ
ル
広
告
の
活
用
か
ら
一
歩
進

化
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る

先
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ス
マ

ホ
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
デ
ー
タ
や
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
決
済
情
報
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
の
口
コ
ミ
情
報
な
ど
の
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
需
要
の
動
向
を
分
析
す
る
「
デ

ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
の
手

法
を
導
入
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
は
ま
だ
緒
に
就

い
た
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
今
後

活
用
が
進
め
ば
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
明

確
化
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
結
果
の
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図表7　インバウンド関連における政府の目標値

（出所）観光庁

2018 年 2020 年目標 2030 年目標

訪日外国人旅行者数 3,119 万人 4,000 万人 6,000 万人

訪日外国人旅行消費額 4.5 兆円 ８兆円 15 兆円

地方部での外国人延べ宿泊者数 3,636 万人泊 7,000 万人泊 1億 3,000 万人泊

外国人リピーター数 1,938 万人 2,400 万人 3,600 万人

数
値
化
、
計
画
進
捗
の
可
視
化
を
通

じ
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
効
性

が
高
ま
り
、
観
光
産
業
の
生
産
性
向

上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

③  「
コ
ト
消
費
」
の
拡
大
を
受
け
た

取
り
組
み
の
積
極
化

　

い
わ
ゆ
る
「
コ
ト
消
費
」
に
つ
い

て
は
、
中
国
か
ら
の
観
光
客
に
よ
る

「
爆
買
い
」
の
終
息
以
降
、
様
々
な

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

と
り
わ
け
地
方
で
は
、「
モ
ノ
消
費
」

に
お
け
る
都
市
部
の
優
位
性
が
揺
る

が
な
い
中
で
、「
コ
ト
消
費
」
の
取

り
込
み
に
対
す
る
意
識
は
高
い
。
今

回
の
調
査
で
も
、
増
加
す
る
訪
日
リ

ピ
ー
タ
ー
や
個
人
旅
行
客
の
消
費
を

喚
起
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
が
持
つ
観
光
資
源
の
磨
き
上
げ
や

医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
テ
ー
マ

別
観
光
の
企
画
な
ど
、
多
種
多
様
な

取
り
組
み
が
み
ら
れ
て
い
る
。

図表9　宿泊業の工事費予定額と外国人延べ宿泊者数
〈三大都市圏〉 〈地方部〉

（図表８）訪日外国人旅行者の「旅行中に困ったこと」（主な項目）

（注）回答件数は、2016年度5,332件、2018年度4,037件。
（出所）観光庁

（複数選択、％、％Ｐ）

2016年度 2018年度

（Ａ） （Ｂ） Ｂ-Ａ

施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない 32.9 20.6 ▲12.3

無料公衆無線ＬＡＮ環境 28.7 18.7 ▲10.0

公共交通の利用 18.4 16.6 ▲1.8

多言語表示の少なさ・わかりにくさ（観光案内板・地図等） 23.6 16.4 ▲7.2

クレジット／デビットカードの利用 13.6 10.0 ▲3.6

鉄道の割引きっぷ 10.6 7.2 ▲3.4

両替 16.8 6.5 ▲10.3

困ったことはなかった 30.1 36.6 ＋6.5

（図表９）宿泊業の工事費予定額と外国人延べ宿泊者数
＜三大都市圏＞ ＜地方部＞
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図表8　訪日外国人旅行者の「旅行中に困ったこと」（主な項目）

（注）回答件数は、 2016 年度 5,332 件、 2018 年度 4,037 件。
（出所）観光庁

（出所）国土交通省、 観光庁

（図表９）宿泊業の工事費予定額と外国人延べ宿泊者数
＜三大都市圏＞ ＜地方部＞

4.7倍

3.1倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 年 2018 年

（万人泊）
8.3倍

2.4倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 年 2018 年

宿泊業の工事費予定額

（左目盛）
外国人延べ宿泊者数

（右目盛）

（億円）

（出所）国土交通省、観光庁

（億円） （万人泊）

（図表９）宿泊業の工事費予定額と外国人延べ宿泊者数
＜三大都市圏＞ ＜地方部＞

4.7倍

3.1倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 年 2018 年

（万人泊）
8.3倍

2.4倍

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 年 2018 年

宿泊業の工事費予定額

（左目盛）
外国人延べ宿泊者数

（右目盛）

（億円）

（出所）国土交通省、観光庁



34NICHIGIN 2019 NO.59

　

ま
た
、「
コ
ト
消
費
」
の
拡
大
に

向
け
た
取
り
組
み
の
中
で
は
、
地

方
を
中
心
に
懸
案
と
な
っ
て
い
る

耕
作
放
棄
地
や
空
き
家
、
閉
鎖
施

設
な
ど
の
不
稼
働
資
産
を
有
効
活

用
す
る
取
り
組
み
も
み
ら
れ
た
。

４
． 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
を

      

地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
る

      

う
え
で
の
課
題 

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
獲
得
に

関
す
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

フ
ラ
整
備
の
遅
れ
や
人
材
・
デ
ー

タ
不
足
な
ど
、
企
業
や
自
治
体
等

に
よ
っ
て
様
々
な
声
が
聞
か
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
中
、
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
需
要
を
地
域
活
性
化
に
つ
な

げ
る
う
え
で
の
課
題
に
つ
い
て
、

「
連
携
」、「
分
散
」、「
共
生
」
と
い

う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
整
理
す

る
と
、
以
下
の
と
お
り
。

て
、
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
が
そ
の
役
割
を

適
切
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。

②
分
散

　

訪
日
外
国
人
旅
行
者
数
に
つ
い
て

は
今
後
も
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中

で
、
二
〇
三
〇
年
の
目
標
が
実
現
す

れ
ば
現
在
の
倍
近
い
人
数
を
受
け
入

れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
記
２
．（
２
）

の
特
徴
点
で
整
理
し
た
と
お
り
、
近

年
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
（
注
2
）

で
の
観
光
に
偏
っ
た
状
態
は
緩
和
さ

れ
つ
つ
あ
る
が
、
先
行
き
を
見
据
え

る
と
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
か
ら
そ

れ
以
外
の
地
方
へ
、
さ
ら
に
地
方
の

中
で
も
よ
り
広
範
な
地
域
へ
の
分
散

を
一
層
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

の
指
摘
が
聞
か
れ
て
い
る
。

　

地
方
へ
の
一
層
の
分
散
を
図
る
う

え
で
は
、
地
方
空
港
へ
の
Ｌ
Ｃ
Ｃ
等

の
就
航
促
進
に
加
え
、
空
港
や
鉄
道

駅
か
ら
観
光
地
ま
で
の
移
動
手
段
で

①
連
携

　

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
誘
客
や

消
費
喚
起
を
行
っ
て
い
く
う
え
で

は
、
地
域
全
体
と
し
て
様
々
な
主

体
の
連
携
が
不
可
欠
と
の
指
摘
が

多
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
長
年
の

競
争
関
係
や
関
係
者
間
の
意
識
の

ズ
レ
か
ら
、
必
ず
し
も
十
分
な
連

携
が
と
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は

地
域
の
稼
ぐ
力
を
高
め
て
い
く
う

え
で
、
関
係
者
間
で
一
層
の
連
携

を
進
め
て
い
く
余
地
は
相
応
に
あ

る
と
の
声
が
一
部
か
ら
聞
か
れ
て

い
る
。

　

こ
の
点
、
政
府
で
は
、
日
本
版

Ｄ
Ｍ
Ｏ
（Destination M

anagem
ent

/M
arketing O

rganization
）
の

登
録
制
度
を
設
け
て
お
り
、
観
光

庁
が
定
め
た
登
録
要
件
を
満
た
し

た
法
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
観

光
地
域
づ
く
り
の
舵
取
り
役
と
し

て
、
地
域
の
多
様
な
関
係
者
と
の

連
携
や
観
光
資
源
の
活
用
に
向
け

あ
る
「
二
次
交
通
」
の
整
備
が
カ
ギ

と
な
る
。
こ
の
点
、
路
線
バ
ス
な
ど

の
公
共
交
通
機
関
を
拡
充
す
る
場

合
、
財
源
や
採
算
性
等
が
問
題
に
な

る
こ
と
か
ら
、
解
決
は
容
易
で
は
な

い
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
最
近
は
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
（
注
3
）

や
自
動
運
転
の
実
証
実
験
が
行
わ
れ

る
な
ど
、
進
化
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

を
活
用
し
て
課
題
の
解
決
に
つ
な
げ

て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
一
部
で
み

ら
れ
て
い
る
。

③
共
生

　

企
業
等
の
中
に
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン

（
注�

2
）
ゴ
ー
ル
デ
ン
ル
ー
ト
と
は
、
東
京
、
箱
根
、

富
士
山
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
な
ど
を
巡
る
広

域
の
観
光
周
遊
ル
ー
ト
。
初
め
て
日
本
を
訪
れ
る

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
に
と
っ
て
主
要
な
観
光
都
市
を

周
遊
で
き
る
と
し
て
人
気
が
あ
る
。

（
注�

3
）
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
（M

obility�as�a�S
ervice

）
は
、

運
営
主
体
を
問
わ
ず
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
自
家
用
車
以
外
の
全
て
の
交
通
手

段
に
よ
る
移
動
を
一
つ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
捉
え
、

シ
ー
ム
レ
ス
に
つ
な
ぐ
新
た
な
「
移
動
」
の
概
念
。

ク
ラ
ウ
ド
対
応
を
含
め
て
定
義
す
る
場
合
も
あ
る
。
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（図表10）観光庁関係の予算
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文化資源を活用したインバ

ウンドのための環境整備
5.0 100.0 20倍

円滑な出入国の環境整備 12.0 70.6 6倍

公共交通利用環境の革新等 0.0 55.0 皆増

ＩＣＴの活用等による先進

的プロモーションの実施
13.0 51.5 4倍

国立公園のインバウンドに

向けた環境整備
2.5 50.8 20倍

2018年度 2019年度 前年比

図表10　観光庁関係の予算

（注）予算額は当初予算（復興枠を含む）。右図は前年度予算対比の増加額上位５施策を表示。
（出所）観光庁

ド
需
要
の
獲
得
を
意
識

し
つ
つ
も
、
国
内
観
光

客
や
住
民
と
の
共
生
の

面
で
不
安
を
訴
え
る
先

も
相
応
に
み
ら
れ
る
。

一
部
の
観
光
地
で
は
、

ゴ
ミ
の
散
乱
や
混
雑
・

渋
滞
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

「
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ

ム
」
と
呼
ば
れ
る
問
題

が
発
生
し
て
い
る
と
の

指
摘
も
聞
か
れ
る
。

　

観
光
に
よ
る
地
域
経

済
の
持
続
的
な
発
展
の

た
め
に
は
、
住
民
や
環

境
に
対
す
る
負
荷
を
抑

え
な
が
ら
経
済
効
果
を

高
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
一
部
の
地
域
で
は
、

課
題
解
決
の
た
め
に
規

制
や
税
の
導
入
を
検
討

す
る
動
き
も
み
ら
れ

る
。
税
の
導
入
を
巡
っ

て
は
、
需
要
面
へ
の
影
響
な
ど
慎
重

な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
の
声

も
聞
か
れ
る
が
、
そ
う
し
た
対
応
が

観
光
資
源
の
「
質
」
を
維
持
・
向
上

さ
せ
、
観
光
地
の
持
続
可
能
性
を
高

め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
か
が
注

目
さ
れ
る
。

５
． 

お
わ
り
に

　

 

～ 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
よ
る

　
　

 

観
光
振
興
か
ら

       

地
域
活
性
化
へ
～

　

先
行
き
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
に

つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
の
ラ
グ
ビ

ー
Ｗ
杯
や
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
さ

ら
に
は
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西

万
博
も
あ
っ
て
、
当
面
は
増
加
傾
向

が
続
く
と
み
ら
れ
る
。
受
入
環
境
の

整
備
に
つ
い
て
も
、
企
業
等
の
自
主

的
な
努
力
に
加
え
、
行
政
に
お
け
る

財
源
整
備
に
伴
う
各
種
補
助
の
充
実

化
や
、音
声
翻
訳
技
術
や
自
動
運
転
、

デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
進

化
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
普
及
・
活

用
な
ど
に
よ
り
、
着
実
に
進
捗
し
て

い
く
と
思
わ
れ
る
（
図
表
10
）。
こ
う

し
た
点
か
ら
も
、わ
が
国
全
体
が「
観

光
先
進
国
」
の
実
現
に
向
け
て
着
実

に
歩
を
進
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
実
際
に
地
域

活
性
化
に
つ
な
が
っ
た
明
る
い
動
き

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
地
域
に
と
っ

て
観
光
は
、
地
域
活
性
化
に
つ
な
が

る
成
長
戦
略
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
。

様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
連
携
や
地
方
へ

の
分
散
、
住
民
や
環
境
と
の
共
生
を

実
現
し
つ
つ
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
起

点
と
し
た
地
域
活
性
化
の
動
き
が
さ

ら
に
広
が
っ
て
い
く
か
、
今
後
も
注

意
深
く
み
て
い
き
た
い
。

文化資源を活用したインバウンド
のための環境整備

円滑な出入国の環境整備

公共交通利用環境の革新等

ICTの活用等による先進的プロ
モーションの実施

国立公園のインバウンドに向けた
環境整備
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ト ピ ッ ク ス

福
島
支
店
は
開
設
一
二
〇
周
年

を
迎
え
ま
し
た

▼
福
島
支
店
は
、

七
月
十
五
日
に
開

設
一
二
〇
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。
東
北
で
最
初
、
全

国
で
は
七
番
目
の
店
舗
（
本
店
を

除
く
）
と
し
て
、
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）
七
月
に
福
島
出
張

所
が
開
設
さ
れ
、
明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
一
）
六
月
に
支
店
に
昇
格

し
ま
し
た
。

▼
福
島
出
張
所
が
、
全
国
的
に
見
て

も
比
較
的
早
い
時
期
に
開
設
さ
れ
た

の
は
、
当
時
、
福
島
が
重
要
輸
出
品

で
あ
っ
た
生
糸
や
米
穀
の
集
散
地

で
、
東
北
の
物
流
と
金
融
の
中
心
で

ジ
に
掲
載
予
定
で
す
。

▼
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
原
発
事
故

か
ら
八
年
余
り
を
経
て
、
福
島
県
の

復
興
は
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
。
福

島
支
店
は
、
震
災
当
時
を
含
め
、
決

済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
や
現
金
供
給
等

を
通
じ
て
県
内
の
経
済
活
動
を
支
え

て
き
ま
し
た
。
今
後
も
地
域
と
と
も

に
歩
み
を
重
ね
、
そ
の
一
層
の
発
展

に
貢
献
し
て
ま
い
り
ま
す
。

金
融
市
場
調
節
事
務
の 

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に 

取
り
組
ん
で
い
ま
す

▼
金
融
市
場
局
市
場
調
節
課
で
は
、

二
〇
一
九
年
四
月
の
金
融
政
策
決
定

会
合
で
決
定
さ
れ
た
「
強
力
な
金
融

緩
和
の
継
続
に
資
す
る
諸
措
置
」
の

一
環
と
し
て
、「
国
債
補
完
供
給
」

事
務
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

▼
現
在
日
銀
が
行
っ
て
い
る
金
融
政

策
（
注
１
）
の
た
め
に
、
当
課
が
行
う

国
債
の
買
い
入
れ
と
い
っ
た
金
融
市

場
調
節
事
務
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

は
、
年
間
一
〇
〇
〇
回
を
超
え
ま

す
。
特
に
、
日
銀
が
保
有
し
て
い
る

国
債
を
、
一
時
的
か
つ
補
完
的
に
市

場
参
加
者
に
貸
し
付
け
る
「
国
債
補

完
供
給
」
の
利
用
が
大
き
く
増
え
て

い
ま
す
（
注
２
）。
こ
の
国
債
補
完
供

給
事
務
を
行
う
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま

で
金
融
機
関
と
日
銀
と
の
や
り
と
り

は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
通
じ
て
書
面
で

行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
利
用
先
・
日

銀
の
双
方
に
と
っ
て
、
負
担
の
大
き

さ
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

▼
そ
こ
で
、
今
般
、「
市
場
オ
ン
ラ

イ
ン
」
を
利
用
し
た
電
子
ベ
ー
ス
の

事
務
に
移
行
す
る
こ
と
で
、利
用
先
・

日
銀
双
方
の
負
担
軽
減
、
お
よ
び
利

便
性
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

▼
今
後
も
、
円
滑
な
金
融
市
場
調
節

の
た
め
、
Ｒ
Ｐ
Ａ
（
注
３
）
な
ど
の
新

し
い
技
術
を
活
用
し
つ
つ
、
他
の
市

あ
っ
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

福
島
支
店
の
旧
店
舗
は
、
辰た

つ
の野
金き
ん
ご吾

博
士
（
日
銀
本
店
本
館
や
東
京
駅
丸

の
内
駅
舎
等
を
設
計
）
ら
が
設
計
し

た
福
島
市
を
代
表
す
る
明
治
洋
風
建

築
で
し
た
が
、
老
朽
化
等
を
受
け
、

地
元
の
方
々
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
も
、

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
現

店
舗
に
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

▼
開
設
一
二
〇
周
年
を
迎
え
、
地
元

の
方
に
支
店
の
歴
史
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
出
張
所
や
旧
店
舗
当
時

の
写
真
、
旧
店
舗
の
模
型
、
支
店
周

辺
の
旧
市
街
地
地
図
等
を
展
示
し
た

「
記
念
パ
ネ
ル
展
」
を
支
店
ロ
ビ
ー

で
開
催
し
ま
し
た
。
多
く
の
方
に
ご

来
場
い
た
だ
い
た
こ
の
パ
ネ
ル
展
の

模
様
は
、
福
島
支
店
Ｈ
Ｐ
の
開
設

一
二
〇
周
年
を
記
念
し
た
特
設
ペ
ー旧店舗の模型（株式会社福島まちづく

りセンターより借用）

パネル展に展示した出張所、旧店舗などの写真

ペーパーレス化初日、順調に進捗してホッ
と一息
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場
調
節
事
務
に
つ
い
て
も
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
を
一
段
と
推
進
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
な
取
り
組
み
事
例
等
が
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。
議
論
を
通
じ
、「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
対
応
は
金
融
機
関
の
本
来
の

役
割
と
親
和
的
で
、
何
か
特
別
な
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
の
見
方
が
共
有
さ
れ
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
七
月
三

日
に
は
、「
第
二

回
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」
を
開
催
し
、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
改

革
と
内
部
監
査
の
高
度
化
―
経
営
監

査
の
実
践
と
社
外
取
締
役
の
役
割

―
」
を
テ
ー
マ
に
、
講
演
や
議
論
を

行
い
ま
し
た
。
経
営
層
を
含
む
実
務

家
や
専
門
家
、
当
局
か
ら
、「
経
営

に
資
す
る
監
査
」
に
つ
い
て
示
唆
に

富
む
意
見
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

▼
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
講
演

資
料
等
は
日
銀
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

本
館
見
学
を 

部
分
再
開
し
ま
し
た

▼
本
店
本
館
（
国
指
定
重
要
文
化

財
、
一
八
九
六
年
竣
工
）
の
見
学
を

二
〇
一
九
年
八
月
か
ら
部
分
的
に
再

開
し
ま
し
た
。
本
館
の
中
庭
を
一
般

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
／
Ｅ
Ｓ
Ｇ
金
融
に 

関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」 

お
よ
び
「
第
二
回
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催

▼
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化
セ
ン

タ
ー
は
、
六
月
十
一
日
に
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
／
Ｅ
Ｓ
Ｇ
金
融
に
関
す
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

世
界
的
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
注
）

を
踏
ま
え
た
金
融
の
動
き
が
広
が
る

な
か
、
わ
が
国
金
融
機
関
が
こ
れ
に

ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
を
探
る

た
め
、
先
行
し
て

対
応
す
る
金
融
機

関
や
専
門
家
か
ら
、

（
注�
１
）「
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的

金
融
緩
和
」
の
こ
と
。
詳
細
は
日
銀
Ｈ
Ｐ

「
教
え
て
！
に
ち
ぎ
ん
」
を
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

（
注�

２
）
二
〇
一
八
年
度
に
行
っ
た
国
債
補
完

供
給
の
回
数
は
、
全
て
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
う
ち
最
多
の
年
間
三
六
二
回
に
の
ぼ

り
、
申
請
銘
柄
数
は
二
三
九
五
銘
柄
と
な

り
ま
し
た
。

（
注�

３
）R

obotic�P
rocess�A

utom
ation

の
略
。
パ
ソ
コ
ン
に
組
み
込
ま
れ
た
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
り
定
型
的

で
単
純
な
業
務
を
自
動
化
す
る
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
指
し
ま
す
。

（
注��

）
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（S

ustainable�D
evelop-

　

�m
ent�G

oals

：
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）

と
は
、二
〇
三
〇
年
ま
で
に
、貧
困
や
飢
餓
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
気
候
変
動
、
平
和
的
社
会

な
ど
の
諸
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
国
際

連
合
が
主
導
す
る
活
動
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
は
、

環
境
（E

nvironm
ent

）、社
会
（S

ocial

）、

企
業
統
治
（G

overnance

）
の
頭
文
字
を

取
っ
た
も
の
。

第2回ガバナンス・ワークショップの模様（撮影：野瀬�勝一）

ＳＤＧｓ／ＥＳＧ金融に関するワーク
ショップの模様

見
学
（
要
事
前
予

約
）
で
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

▼
二
〇
二
〇
年
春
頃
に
は
本
館
見
学

を
全
面
再
開
し
、
中
庭
に
加
え
、
本

館
の
建
物
内
を
ご
案
内
す
る
予
定
で

す
。
地
下
金
庫
や
旧
営
業
場
（
ロ

ビ
ー
）
の
中
に
お
入
り
い
た
だ
け
る

よ
う
に
す
る
ほ
か
、
本
館
の
建
物
内

で
写
真
撮
影
す
る
機
会
を
新
た
に
設

け
る
方
向
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

▼
建
物
内
の
展
示
と
し
て
は
、
日
本

人
建
築
家
が
手
掛
け
た
最
初
の
国
家

的
近
代
建
築
で
あ
る
本
館
の
建
物
の

魅
力
や
そ
の
歴
史
に
関
す
る
内
容
の

充
実
を
図
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
世
界
最
初
と
い
わ
れ
る

銀
行
券
自
動
鑑
査
機
（
日
銀
に
還
流

本店本館（重要文化財）
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■私は昭和40年生まれなので、社会人になるまで
のほとんどは昭和の時代でした。なぜ突然昭和？�
と思われるかもしれませんが、今回ご紹介したいく
つかの話題は、私にとってまさに昭和を象徴するも
のでした。大空小学校初代校長の木村様から、障が
いを持つ子もそうでない子も一緒に学ぶインクルー
シブ教育についてお話を伺いましたが、自分の小学
校時代を思い返し、今更ながら多くの気づきや反省
がありました。映画評論家の佐藤様と原田審議委員
の対談では、私も学生時代に映画をよく観ていて、
自分の感想と専門家の評論の違いに戸惑いつつも、
その度に視野が広がっていったことを思い出しまし
た。作家の阿刀田様のエッセイを拝読し、昭和の時
代は資産運用にあまり知恵を絞る必要もなかったな
ぁ、などと振り返りました。令和の時代が始まって
約5カ月になりますが、将来の夢や成長期待にあ
ふれ、そして平和に向けて世界が動いていた、私が
青春を過ごした昭和のような時代になって欲しいも
のです。� （中川）

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

編 集 後 記

にちぎん　2019 年秋号
編集・発行人　中川　忍
発行　日本銀行情報サービス局
〒 103-8660　
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デザイン　株式会社市川事務所
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し
て
き
た
銀
行
券
の
真
偽
・
枚
数
・

汚
損
度
を
点
検
す
る
機
械
）
等
を
新

た
に
展
示
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い

ま
す
。

▼
見
学
ご
希
望
の
方
は
、
本
店
見
学

予
約
サ
イ
ト
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。
見
学
希
望
日
の
九
〇
日
前
か
ら

七
日
前
ま
で
、
予
約
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も 

特
別
見
学
会
二
〇
一
九
」
を
開
催

▼
日
本
銀
行
本
店
で
は
、
夏
休
み
期

間
中
の
七
月
二
十
九
日
（
月
）
～
八

月
二
日
（
金
）
の
五
日
間
に
わ
た
り

「
日
銀
夏
休
み
子
ど
も
特
別
見
学
会

二
〇
一
九
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
見
学
会
で
は
、
本
店
見
学
や
お
札

に
関
す
る
体
験
学
習
な
ど
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
中
学
生
を
対
象
に
「
金
融
政

策
を
決
め
る
の
は
、
君
だ
！
」
と
題

し
た
模
擬
金
融
政
策
決
定
会
合
を
実

施
し
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
架
空
の
経
済
ニ
ュ
ー
ス
を
も
と

に
、
景
気
・
物
価
の
動
向
と
そ
れ
を

踏
ま
え
た
金
融
政
策
に
つ
い
て
議
論

し
、
最
後
に
は
実
際
の
金
融
政
策
決

定
会
合
と
同
様
に
、
議
長
が
政
策
を

提
案
、
メ
ン
バ
ー
の
多
数
決
で
決
定

し
ま
し
た
。

▼
毎
回
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
見
学
会
の
次
回
の
開
催
は
、
来
年

の
春
休
み
期
間
中
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
皆
さ
ま
の
お

越
し
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

金
融
政
策
に
つ
い
て
議
論
す
る
様
子
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from London

イギリスの底力——
日本文化受容の「広がり」と「深さ」

　ある日の職場での昼食時、各自で思い思いのランチ

を購入して集まったところ、私以外の同僚全員がスシ、

カツカレーといった日本食で、日本人の私一人がフィ

ッシュ・アンド・チップスだったことに、全員が笑っ

てしまいました。日本食の人気は年々高まり、ヘルシ

ー志向の人向けにスシ、ボリューム重視の人向けにカ

ツカレーなどをイギリス人の嗜
し

好
こう

に合わせて提供する

チェーン店がロンドン市内だけでも100店舗以上あ

ります。味が「ブリティッシュ」な点を惜しむ声も在

英日本人の中にはありますが、日本食はイギリスの物

価水準を考えればお手頃な価格で、現地に根付いて見

事に英国文化の一部となっています。

　このような日本食人気が日本文化受容の「広がり」

を示すものだとすれば、「深さ」を示しているのが、

2019年 5月～8月まで大英博物館で開催されてい

た日本のマンガの企画展でしょう。企画展の冒頭の

インタビュー映像では、手
て

塚
づか

治
おさ

虫
む

が鳥
ちょう

獣
じゅう

戯
ぎ が

画（注１）

にはじまる日本文化におけるマンガの伝統について

語っていました。また、別の展示コーナーでは、

仮
か な

名垣
がき

魯
ろ

文
ぶん

（注２）から現代の作家まで幅広く紹介さ

れていました。このほか、コスプレやマンガなどの

同人誌の即売会についても取り上げるなど、日本の

マンガをさまざまな角度から、深く掘り下げた内容

となっていました。この企画展に合わせて、大英博

物館の学芸員による研究成果をまとめた350ページ

以上もある本も出版されており、付け焼き刃的なも

のではないことが分かりました。また、大英博物館

を舞台にしたマンガのグッズも販売するなど、この

企画展は柔軟さとしたたかさを併せ持つイギリスら

しさが存分に感じられるものとなっていました。こ

のように外国という鏡に映る自国の姿から、その国

の価値観を知るのも面白いものです。

� �（イングランド銀行、ロンドン）

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

ロンドン中心部を流れるテムズ川に架かる
タワーブリッジ

今
回
の
マ
ン
ガ
展
に
展
示
さ
れ
て
い
た
「
新し
ん
と
み富
座ざ

妖よ
う
か
い怪
引ひ
き
ま
く幕
」。
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
仮
名
垣
魯
文
の
友
人
で
あ
る
河か
わ
な
べ鍋

暁き
ょ
う
さ
い

斎
が

描
い
た
縦
四
メ
ー
ト
ル
、横
は
一
七
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
お
よ
ぶ
大
作
。

（注�１）鳥獣戯画：平安後期～鎌倉初期の時代に描かれた京都市高山寺所蔵の絵巻。サル・

ウサギ・カエルなどの動物が擬人化して描かれ、日本最古の漫画といわれる。

（注�２）仮名垣魯文：江戸末期～明治初期の戯作者・新聞記者。風刺のきいた戯文に長じた。

『仮名読新聞』『魯文珍報』を創刊。著書に『安愚楽鍋』『西洋道中膝栗毛』など。大英博物館正面にはマンガ展「Manga」の垂れ幕
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