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エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

て
こ
ま
か
い
金
額
が
な
い
と
気
づ
い
た
り
し
て
、「
あ
っ
、

い
や
、ち
ょ
っ
と
、あ
の
」
な
ど
と
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
て
や
っ
ぱ
り
、
コ
イ
ン
で
あ
ろ

う
と
少
額
で
あ
ろ
う
と
、
何
に
も
包
ま
れ
て
い
な
い
お
金

を
見
知
ら
ぬ
人
に
手
渡
す
こ
と
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
抵
抗

が
あ
る
。
渡
さ
な
い
ほ
う
が
見
苦
し
い
場
合
も
あ
る
と
頭

で
は
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
の
抵
抗
は
な
か
な
か
拭
え

な
い
。

　

少
し
前
に
、
仕
事
で
上
海
を
訪
れ
た
の
だ
が
、
み
ご
と

な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
驚
い
た
。
み
ん
な
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
に
ア
プ
リ
を
入
れ
て
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
メ
ニ
ュ
ー

を
見
る
に
も
注
文
を
す
る
の
も
支
払
い
を
す
る
の
も
そ
れ

を
使
っ
て
い
る
。
タ
ク
シ
ー
を
呼
ぶ
の
も
ア
プ
リ
だ
し
、

電
車
の
予
約
な
ど
も
ア
プ
リ
だ
と
い
う
。私
も
、コ
ー
ヒ
ー

シ
ョ
ッ
プ
に
入
っ
て
ふ
つ
う
に
注
文
し
た
と
こ
ろ
、「
ア

プ
リ
が
な
い
と
う
ち
で
は
注
文
で
き
な
い
ん
で
す
」
と
お

店
の
男
の
子
に
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
た
。
ア
プ
リ
を
持

た
な
い
私
は
現
金
の
使
え
る
お
店
し
か
い
け
な
か
っ
た
の

だ
が
、
ふ
と
、
チ
ッ
プ
っ
て
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う

な
あ
、
と
思
っ
た
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
と
同
じ
よ

う
に
、そ
の
ア
プ
リ
に
は
チ
ッ
プ
欄
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
チ
ッ
プ
専
用
の
ア
プ
リ
が
あ
っ
て
、
い
く
ら
払
う

か
の
判
断
も
計
算
も
、
ぜ
ん
ぶ
や
っ
て
く
れ
、
自
動
的
に

払
っ
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
ら
、
も
し
や
私
に
は
た
い
へ
ん

あ
り
が
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
考
え
、
そ
の
前

に
、
電
子
マ
ネ
ー
や
ア
プ
リ
関
係
に
詳
し
く
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
気
づ
い
た
。

かくた・みつよ●作家。1967 年
生まれ。1990 年『幸福な遊戯』
でデビュー。主な著書に『対岸の
彼女』『八日目の蟬』など。近著に
エッセイ集『いきたくないのに出
かけていく』など。

角田光代

スマートにできない

　

ど
う
し
て
も
慣
れ
な
い
習
慣
の
ひ
と
つ
に
、
チ
ッ
プ
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
に
払
う
お

金
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
常
的
に
こ
れ
が
習
慣
で
あ
る
国

や
地
域
と
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
が
生
ま
れ

て
育
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
日
本
で
は
、基
本
的
に
は
な
い
。

だ
か
ら
、
チ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
感
覚
的
に
と
ら
え
が
た
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

チ
ッ
プ
の
習
慣
が
あ
る
国
を
旅
す
る
際
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
を
読
む
と
、
い
つ
、
ど
ん
な
場
で
、
い
く
ら
く
ら
い
の

チ
ッ
プ
を
払
う
べ
き
か
が
書
い
て
あ
る
。
は
っ
き
り
い
く

ら
と
書
い
て
あ
る
と
、
ほ
っ
と
す
る
。
私
に
と
っ
て
難
し

い
の
は
飲
食
店
だ
。
会
計
の
際
レ
シ
ー
ト
を
確
認
し
て

サ
ー
ビ
ス
料
が
含
ま
れ
て
い
た
ら
チ
ッ
プ
は
不
要
、と
か
、

合
計
金
額
の
二
五
％
を
支
払
う
べ
し
、
と
か
、
こ
ま
か
い

文
字
の
レ
シ
ー
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
も
面
倒
な
ら
、
合

計
金
額
の
二
五
％
を
割
り
出
す
の
も
、
数
字
の
苦
手
な
私

に
は
一
苦
労
だ
。

　

も
っ
と
も
難
易
度
が
高
い
の
は
「
心
地
よ
い
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
た
ら
そ
れ
に
見
合
っ
た
チ
ッ
プ
を
払
え
ば
よ
い
、

そ
う
で
な
い
な
ら
チ
ッ
プ
は
不
要
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス

だ
。
旅
先
の
、
は
じ
め
て
訪
れ
た
町
の
、
は
じ
め
て
訪
れ

た
店
の
対
応
の
、
良
し
悪
し
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
そ

れ
に
「
見
合
っ
た
」
額
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
だ
か

お
ろ
お
ろ
し
て
し
ま
う
。

　

チ
ッ
プ
を
支
払
う
際
も
ス
マ
ー
ト
に
振
る
舞
え
な
い
。

コ
イ
ン
な
り
紙
幣
な
り
を
さ
っ
と
出
そ
う
と
思
い
つ
つ
、

入
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
に
な
か
っ
た
り
、
財
布
を
出
し
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日
本
銀
行
函
館
支
店
は
明
治
二
十
六
年

（
一
八
九
三
）
に
出
張
所
と
し
て
開
設
さ
れ

ま
し
た
。
継
続
し
て
存
在
す
る
日
本
銀
行
の

拠
点
と
し
て
は
大
阪
に
次
い
で
二
番
目
に
古

い
歴
史
を
持
ち
ま
す
。

　

末
広
町
に
あ
っ
た
初
代
店
舗
は
、
明
治

四
十
年
（
一
九
〇
七
）
の
函
館
大
火
に
よ
り

焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治

四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
支
店
と
な
り
、

直
後
に
建
設
さ
れ
た
二
代
目
店
舗
は
、
辰
野

金
吾
博
士
ら
の
設
計
に
よ
る
本
格
的
な
洋
風

建
築
で
し
た
。
し
か
し
、
竣
工
か
ら
一
三
年

後
、
大
火
に
よ
り
再
び
焼
失
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
跡
地
に
建
設
さ
れ
た
三
代
目
店
舗
は
、

耐
震
・
耐
火
構
造
の
建
物
で
、
現
在
も
「
函

館
市
北
方
民
族
資
料
館
」
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

四
代
目
と
な
る
表
紙
の
店
舗
は
、
昭
和

六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
に
東し

の
の
め雲
町
に
新
築

さ
れ
た
も
の
で
す
。
建
物
外
壁
に
は
薄
い
小

豆
色
の
花か

崗こ
う

岩
を
採
用
し
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

な
雰
囲
気
が
漂
う
函
館
の
歴
史
的
街
並
み
と

の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
北
海
道
開
拓
の

玄
関
口
で
あ
る
函
館
に
ふ
さ
わ
し
い
明
る
さ

と
落
ち
着
き
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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A
yana M

isaw
a

三
澤
彩
奈

中
央
葡
萄
酒
株
式
会
社 

取
締
役
・
栽
培
醸
造
部
長

　

日
本
を
代
表
す
る
ワ
イ
ン
の
産
地
、
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
で
大
正
時
代
か
ら
一
〇
〇

年
近
い
歴
史
を
紡
い
で
き
た
中
央
葡
萄
酒
は
、
二
〇
一
四
年
に
世
界
最
高
峰
の
コ
ン
ク
ー

ル
で
金
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
、
国
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の

ワ
イ
ン
を
造
っ
た
の
は
、
世
界
的
に
も
数
少
な
い
女
性
醸
造
家
と
し
て
活
躍
す
る
三
澤
彩

奈
さ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
ご
苦
労
や
日
本
の
ワ
イ
ン
が
世
界
的
に
認
め
ら
れ
た
理
由
、
さ
ら

に
は
地
元
勝
沼
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
将
来
の
展
望
を
、
三
澤
さ
ん
に
伺
っ
た
。
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―
― 

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
創

業
の
歴
史
あ
る
ワ
イ
ナ
リ
ー
「
中
央

葡
萄
酒
」
を
営
む
ご
家
庭
に
生
ま
れ
、

お
じ
い
様
や
お
父
様
が
ワ
イ
ン
造
り

に
い
そ
し
む
お
姿
を
ご
覧
に
な
り
な

が
ら
育
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
小
さ

い
頃
か
ら
醸
造
家
と
し
て
跡
を
継
ご

う
と
考
え
て
い
ま
し
た
か
。

三
澤　

小
さ
い
頃
か
ら
ワ
イ
ン
造
り

を
し
て
い
る
祖
父
や
父
の
姿
を
見
て

育
ち
、
ワ
イ
ン
造
り
の
仕
事
に
は
と

て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
を
感
じ

て
い
ま
し
た
し
、
憧
れ
て
も
い
ま
し

た
の
で
、
ほ
か
の
道
に
進
む
こ
と
は

考
え
な
か
っ
た
で
す
ね
。
た
だ
、
私

が
子
ど
も
の
頃
は
女
性
の
醸
造
家
が

日
本
に
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
、

自
分
が
ワ
イ
ン
醸
造
家
に
な
る
こ
と

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
難
し
か
っ
た

で
す
ね
。

―
― 

二
〇
〇
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ボ

ル
ド
ー
大
学
醸
造
学
部
に
留
学
さ
れ

女
性
醸
造
家
の
熱
い
思
い
が
生
ん
だ

世
界
に
羽
ば
た
く
山
梨
・
勝
沼
の
ワ
イ
ン

取
材
・
文 

山
内
史
子

　
写
真 

野
瀬
勝
一

ま
し
た
。

三
澤　

渡
仏
す
る
と
き
に
、
醸
造
家

に
な
る
と
決
め
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ワ
イ
ン
造
り

に
は
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
日
常
会
話
も
ま
ま
な
ら
な

か
っ
た
の
で
、
留
学
当
初
は
語
学
学

校
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
な
が
ら
大

学
に
通
い
ま
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
大

学
は
、
ワ
イ
ン
業
界
に
お
い
て
は
ス

タ
ー
の
よ
う
な
教
授
が
多
か
っ
た
の

で
、
ど
の
授
業
も
聞
き
逃
す
ま
い
と

必
死
で
し
た
ね
。
一
番
前
に
座
り
、

授
業
を
全
部
録
音
し
て
通
学
の
往
復

に
聞
い
て
い
ま
し
た
。
発
酵
や
微
生

物
に
関
す
る
こ
と
、
ま
た
、
い
い
ワ

イ
ン
を
造
る
た
め
に
科
学
を
ど
う
駆

使
す
る
か
な
ど
を
学
ん
だ
ほ
か
、
レ

ベ
ル
の
高
い
テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
経

験
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
ワ
イ

ン
の
原
料
で
あ
る
ブ
ド
ウ
の
栽
培
へ

の
興
味
が
わ
い
て
き
た
ん
で
す
。
ボ

ル
ド
ー
大
学
で
の
一
年
半
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
終
え
た
後
、
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
の
専
門
学
校
に
進
み
、
結
局
、

留
学
は
三
年
近
く
に
及
び
ま
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
ワ
イ
ン
の
伝

統
国
だ
け
で
は
な
く
、
ワ
イ
ン
業
界

で
は
「
新
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
新
興

国
の
ワ
イ
ン
造
り
も
学
ん
で
み
た
い

ワ
イ
ン
の
伝
統
国
か
ら
新
興
国
ま
で

世
界
各
国
を
訪
ね
て
知
識
と
技
術
を
研け
ん
さ
ん鑽
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―
― 

海
外
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
で
は
、
女

性
の
醸
造
家
は
多
い
の
で
す
か
。

三
澤　

海
外
で
も
、
ま
だ
ま
だ
少
な

い
で
す
ね
。
一
〇
年
ほ
ど
前
で
す
が
、

ワ
イ
ン
造
り
が
盛
ん
な
西
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
リ
バ
ー
と

い
う
産
地
で
働
い
た
と
き
、「
女
性
の

醸
造
家
を
雇
っ
た
の
は
初
め
て
だ
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
醸
造
期
の
約
三

カ
月
間
、
醸
造
家
は
み
ん
な
で
近
く

の
宿
舎
に
泊
ま
り
な
が
ら
過
ご
す
の

で
す
が
、
靴
下
な
ど
が
散
ら
か
し
て

あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
本
当
に
男
性

的
な
職
場
で
し
た
。
私
は
い
つ
も
、

朝
起
き
て
掃
除
す
る
役
割
。
二
四

時
間
ほ
と
ん
ど
働
き
づ
め
の
時
期
に

は
、
夜
中
に
な
り
疲
れ
て
く
る
と
、

ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
「
よ
し
、
も

う
一
丁
が
ん
ば
る
か
」
と
い
う
雰
囲

気
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
体

育
会
系
で
男
性
的
な
テ
ン
シ
ョ
ン
に

憧
れ
つ
つ
も
、
仲
間
に
入
れ
な
い
部

分
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

　

女
性
が
少
な
い
理
由
と
し
て
は
、

や
は
り
ワ
イ
ン
造
り
が
体
力
勝
負
と

い
う
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
社
員
の
誰
よ
り
も
体
力

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
（
笑
）。

男
性
中
心
、体
力
勝
負
の
世
界
で
き
ら
め
く

ブ
ド
ウ
と
ワ
イ
ン
を
慈
し
む
女
性
の
感
性

た
だ
、
で
き
上
が
っ
た
ワ
イ
ン
や
ブ

ド
ウ
に
対
し
て
、
男
性
が
持
っ
て
い

な
い
母
性
的
な
感
覚
で
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
女
性
特
有
の
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
― 

日
本
で
は
、
男
性
よ
り
女
性
の

ワ
イ
ン
フ
ァ
ン
の
方
が
多
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
女
性
の
醸
造
家
が
造

る
ワ
イ
ン
の
方
が
、
消
費
者
の
感
覚

が
合
い
そ
う
で
す
ね
。
と
は
い
え
ご

著
書
に
よ
れ
ば
、
醸
造
家
に
な
る
こ

と
を
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
社
長
で
あ
る

お
父
様
に
伝
え
た
際
、「
地
獄
に
よ
う

こ
そ
」
と
言
わ
れ
た
と
か
。

三
澤　

醸
造
期
の
忙
し
さ
は
本
当
に

地
獄
。
生
活
の
す
べ
て
が
ワ
イ
ン
優

先
で
、休
み
も
な
く
、毎
日
必
死
で
す
。

で
も
、
ひ
た
す
ら
い
い
ブ
ド
ウ
、
い

い
ワ
イ
ン
を
造
る
た
め
の
日
々
な
の

で
、
充
実
し
て
い
ま
す
。
父
は
、
日

本
の
ワ
イ
ン
が
ま
だ
無
名
だ
っ
た
頃

か
ら
、
勝
沼
で
根
付
い
て
い
た
棚
栽

培
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
般

に
行
わ
れ
て
い
る
樹
を
上
に
伸
ば
し

て
い
く
垣
根
栽
培
を
取
り
入
れ
る
な

ど
、
世
界
に
向
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
父
と
一
緒
に
、

い
い
ワ
イ
ン
を
造
る
た
め
に
、
今
で

も
試
行
錯
誤
の
日
々
で
す
。

世
界
最
高
峰
の
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
が

認
め
た
日
本
の
ブ
ド
ウ「
甲
州
」の
実
力

―
― 

そ
も
そ
も
山
梨
が
ワ
イ
ン
造

り
に
適
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。

三
澤　

ワ
イ
ン
造
り
は
、
ブ
ド
ウ
の

栽
培
が
八
〇
％
を
占
め
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
山
梨
の
気
候
は
昼
夜
の

寒
暖
差
が
大
き
く
、
晴
天
率
が
高
い

た
め
、
ブ
ド
ウ
の
栽
培
に
適
し
て
い

る
ん
で
す
。

―
― 

そ
の
山
梨
の
地
で
造
ら
れ

た
「
キ
ュ
ヴ
ェ
三
澤 

明
野
甲
州

２
０
１
３
」
が
、
二
〇
一
四
年
、
ロ

ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
世
界
最
高
峰

の
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
「
デ
キ
ャ
ン

タ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ン
・
ア
ワ
ー

ド
」
で
、
日
本
初
の
金
賞
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

三
澤　

賞
を
い
た
だ
い
た
の
は
「
甲

と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ

ン
ス
か
ら
の
帰
国
後
、
縁
あ
っ
て
、

一
カ
月
間
南
ア
フ
リ
カ
の
大
学
院
で

ブ
ド
ウ
樹
の
生
理
学
を
学
ぶ
機
会
を

得
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
栽
培
方

法
や
醸
造
法
な
ど
が
法
律
で
決
ま
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
南
ア
フ
リ
カ
は

そ
う
し
た
点
が
比
較
的
緩
や
か
で
、

い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
て
お

も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。
醸
造
家
と

し
て
働
き
だ
し
て
か
ら
も
、
日
本
で

の
ワ
イ
ン
醸
造
の
閑
散
期
に
、
南
半

球
、
具
体
的
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
チ
リ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ふ
た
た
び
南
ア
フ

リ
カ
で
、
ワ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
で
の
仕

込
み
の
修
業
を
重
ね
ま
し
た
。「
新
世

界
」
で
の
ワ
イ
ン
造
り
を
も
っ
と
知

り
た
い
と
い
う
強
い
思
い
に
突
き
動

か
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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みさわ・あやな●山梨県甲州市勝沼町で 4 代続くワイン醸造所オーナー
の長女として生まれる。2005 年ボルドー大学ワイン醸造学部入学。卒業
後、ブルゴーニュの専門学校に通い、06 年フランス栽培醸造上級技術者
資格を取得。帰国後、実家の中央葡萄酒株式会社に入社。14 年に「キュ
ヴェ三澤 明野甲州 2013」がデキャンター・ワールド・ワイン・アワー
ドで日本初の金賞を受賞。以降、グレイスワインの甲州が 6 年連続で金
賞を受賞。また、16 年の同アワードでは「Grace Extra Brut 2011」「Grace 
Koshu Private Reserve 2015（グレイス甲州）」でアジア初のプラチナ賞・
ベストアジア賞を受賞。現在、中央葡萄酒株式会社取締役、栽培醸造部長
を務める。父、三澤茂計氏との共著で『日本のワインで奇跡を起こす 山
梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで』（ダイヤモンド社）がある。

州
」
と
い
う
日
本
固
有
の
品
種
の
ブ

ド
ウ
で
造
っ
た
ワ
イ
ン
で
す
。
こ
の

品
種
は
も
と
も
と
、
南
コ
ー
カ
サ
ス

で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
沿
い
に
中
国
大
陸
を
通
っ
て

日
本
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
が
Ｄ
Ｎ

Ａ
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ワ
イ
ン

用
の
ブ
ド
ウ
品
種
は
、
南
コ
ー
カ
サ

ス
で
発
祥
し
て
い
ま
す
。
ワ
イ
ン
用

の
ブ
ド
ウ
と
し
て
同
じ
よ
う
に
生
ま

れ
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
播

し
た
他
の
品
種
と
、
日
本
に
伝
播
し

た
甲
州
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
異

な
る
用
途
に
使
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
山
梨
の
地
で
、
日
本
に
伝

播
し
た
甲
州
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
播

し
た
品
種
と
同
じ
よ
う
に
育
て
た
ら

ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
試
し

た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
突
拍
子
も
な

い
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
く
、
誰
も

挑
戦
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
ご
く
当

た
り
前
の
こ
と
を
や
っ
た
、
と
い
う

の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
、

そ
れ
ぞ
れ
に
伝
播
し
た
ブ
ド
ウ
が
異

な
る
用
途
に
使
わ
れ
た
と
言
い
ま
し

た
が
、
日
本
で
も
ブ
ド
ウ
と
と
も
に

ワ
イ
ン
を
造
る
技
術
や
キ
リ
ス
ト

教
の
よ
う
に
ワ
イ
ン
と
密
接
に
関
わ

り
の
あ
る
文
化
が
入
っ
て
き
て
い
た

ら
、
早
々
か
ら
ワ
イ
ン
造
り
に
適
し

た
ブ
ド
ウ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
一
二
〇
〇
年
ほ

ど
前
の
日
本
で
は
、
ブ
ド
ウ
ほ
ど
糖

度
が
高
く
て
甘
い
も
の
は
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
日
本
に
入
っ
て
き
た

ブ
ド
ウ
は
、
食
用
や
薬
と
し
て
根
付

い
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
日
本
で
ワ

イ
ン
造
り
が
始
ま
っ
た
の
は
た
か
だ

か
約
一
四
〇
年
前
の
明
治
初
期
。
そ

う
し
た
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
選
ば

れ
て
き
た
甲
州
の
枝
は
、
ワ
イ
ン
造

り
に
必
ず
し
も
適
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
― 

枝
を
選
ぶ
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
意
味
で
す
か
。

三
澤　

ブ
ド
ウ
は
種
か
ら
植
え
る
の

で
は
な
く
、
樹
か
ら
植
え
ま
す
。
ワ

イ
ン
造
り
を
す
る
場
合
は
、
糖
度
が

高
い
房
や
粒
が
小
さ
く
て
な
る
べ
く

凝
縮
し
た
実
を
つ
け
る
樹
を
選
ん
で

苗
木
に
し
ま
す
。
ワ
イ
ン
用
と
、
食

用
と
で
は
目
的
が
異
な
り
ま
す
か

ら
、
か
つ
て
は
ワ
イ
ン
に
す
る
と
い

う
目
線
で
苗
木
を
増
や
し
て
い
た
人

は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
も
と
も

と
は
ワ
イ
ン
用
と
し
て
生
ま
れ
た
ブ

ド
ウ
の
品
種
な
の
に
、
歴
史
を
経
る

中
で
、
日
本
の
甲
州
は
本
来
持
っ
て

い
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
か
ら
離
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

―
― 

そ
の
甲
州
で
、
こ
れ
ま
で
誰
も

や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
勝
ち

取
っ
た
金
賞
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
受

賞
し
た
時
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

三
澤　

大
手
と
違
っ
て
広
告
費
に
コ

ス
ト
を
か
け
ら
れ
な
い
私
た
ち
の
よ

う
な
中
小
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
に
と
っ

て
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
品
し
て
評
価

を
し
て
も
ら
う
の
は
、
宣
伝
効
果
が

大
き
い
ん
で
す
。
な
か
で
も「
デ
キ
ャ

ン
タ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ン
・
ア

ワ
ー
ド
」
は
、あ
ま
た
あ
る
コ
ン
ク
ー

ル
の
中
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
か

ら
、
ロ
ン
ド
ン
で
受
賞
し
た
後
、
甲

州
へ
の
注
目
度
が
大
き
く
高
ま
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す

ね
。
甲
州
の
伸
び
し
ろ
と
秘
め
た
可

能
性
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。

甲
州
を
使
っ
た
日
本
の
ワ
イ
ン
自
体

も
、
今
後
は
も
っ
と
も
っ
と
発
展
し

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

―
― 

今
、
日
本
で
は
全
国
的
に
地

域
経
済
に
元
気
が
な
く
、
若
い
人
が

地
元
か
ら
流
出
す
る
状
況
が
見
ら
れ

ま
す
。
地
元
勝
沼
の
振
興
や
活
性
化

に
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
こ
う

と
思
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

三
澤　

ワ
イ
ン
新
興
国
、
例
え
ば
中

国
で
今
一
番
有
名
な
の
は
寧
夏
（
ニ

ン
シ
ャ
）
と
い
う
産
地
で
す
け
れ
ど

も
、
寧
夏
は
女
性
の
オ
ー
ナ
ー
が

多
い
ら
し
く
て
、
生
産
者
が
一
体
と

な
っ
て
、
ワ
イ
ン
の
本
場
フ
ラ
ン
ス

な
ど
に
追
い
付
き
、
追
い
越
そ
う
と

が
ん
ば
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

今
の
勝
沼
で
は
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
同
士

の
仲
は
い
い
の
で
す
が
、
連
携
し
た

取
り
組
み
に
乏
し
い
ん
で
す
。
自
社

の
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
産
地
の
た
め

に
、
と
い
う
ロ
マ
ン
を
持
っ
て
生
き

て
い
た
父
の
世
代
と
は
少
し
状
況
が

異
な
り
ま
す
ね
。

　

そ
う
し
た
中
、
私
自
身
が
や
る
べ

き
こ
と
は
、
醸
造
家
と
し
て
い
い
も

の
を
造
っ
て
海
外
に
も
ア
ピ
ー
ル
す

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、Ｇ
Ｉ（
ジ

オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
・
イ
ン
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
）
へ
の
対
応
に
も
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
Ｇ

Ｉ
は
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
地
理
的
表
示

を
す
る
国
の
基
準
で
、
二
〇
一
三
年

に
ワ
イ
ン
と
し
て
は
初
め
て「
山
梨
」

が
認
定
さ
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で

海
外
に
輸
出
す
る
と
き
に
「
メ
ー

ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」「
ワ
イ
ン
・

オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
し
か
書
け
な

か
っ
た
も
の
が
、「
ワ
イ
ン
・
オ
ブ
・

ヤ
マ
ナ
シ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
書
け

INTERVIEW

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
か
ら
あ

る
種
の
財
産
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な

感
覚
で
し
た
。
こ
の
Ｇ
Ｉ
で
保
護
さ

れ
た
産
地
特
性
を
、
ワ
イ
ン
の
味
わ

い
に
表
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
将
来
的
に

は
、
二
〇
代
、
三
〇
代
と
い
っ
た
若

い
世
代
の
、
小
さ
な
ワ
イ
ナ
リ
ー
の

醸
造
家
と
一
緒
に
、「
勝
沼
」
と
い

う
Ｇ
Ｉ
を
つ
く
ろ
う
と
。
例
え
ば
ブ

ド
ウ
は
甲
州
し
か
使
え
な
い
と
い
っ

た
き
ち
ん
と
し
た
ル
ー
ル
を
設
け
、

勝
沼
な
ら
で
は
の
特
性
を
出
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
造
り
手

に
と
っ
て
、
地
域
の
価
値
を
未
来
に

つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
と
て
も
重
要

で
す
。
そ
れ
が
勝
沼
に
と
っ
て
は
将

来
的
な
財
産
に
な
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
大
き
な
目
標
と
し
て
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、地
元
の
方
限
定
で
、

無
料
の
ワ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
を
開
催
し

て
い
ま
す
。日
本
産
だ
け
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
国
の
ワ
イ
ン
を
皆
さ
ん

に
試
飲
し
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ワ
イ
ン
に
も
っ
と
親

し
ん
で
も
ら
え
た
ら
い
い
な
と
。
ワ

イ
ン
を
知
り
、ワ
イ
ン
の
産
地
山
梨
、

勝
沼
の
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に

し
て
い
た
だ
け
た
ら
、
と
い
う
思
い

が
あ
り
ま
す
。

―
― 

ワ
イ
ン
に
対
す
る
評
価
が
高
ま

り
、
世
界
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
、
事

業
規
模
を
大
き
く
す
る
と
い
う
選
択

肢
も
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
が
、
い

か
が
で
す
か
。

三
澤　

私
が
こ
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
継

ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は

全
く
考
え
て
い
な
い
で
す
ね
。
生
ま

れ
育
っ
た
勝
沼
の
地
と
、
そ
し
て
祖

父
や
父
が
守
っ
て
き
た
ブ
ド
ウ
「
甲

州
」
や
ワ
イ
ン
の
歴
史
と
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
自
分

の
美
学
で
あ
る
「
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・

ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」
を
貫
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
― 

ち
な
み
に
、
今
年
の
ワ
イ
ン
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。

三
澤　

今
年
は
梅
雨
の
時
期
が
長

く
、
気
温
も
あ
ま
り
上
が
ら
な
か
っ

た
も
の
の
、
夏
に
な
っ
て
か
ら
好
転

し
た
の
で
、
ブ
ド
ウ
の
実
り
は
期
待

が
持
て
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

―
― 

味
わ
う
の
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。
本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

勝
沼
の
ブ
ラ
ン
ド
力
ア
ッ
プ
と

ワ
イ
ン
造
り
を
次
世
代
に
継
ぐ
た
め
に
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一
三
〇
〇
年
の
歴
史
あ
る
美
濃
和
紙
を
要
に
、

大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
文
化
を
今
、

ま
ち
の
誇
り
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
信
。

岐
阜
県
美
濃
市
は
次
の
千
年
を
思
い
、

さ
ら
な
る
地
域
の
活
性
化
を
は
か
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 岐阜県美濃市 地
域
の
伝
統
を
守
り

未
来
を
見
据
え
る

「
う
だ
つ
の
上
が
る
ま
ち
」

岐
阜
県
美
濃
市

1999 年に重要伝統的建造物群保存地区に指定された、美濃市の
歴史ある町並み。古くからの特産品だった美濃和紙関連で財を
なした商家など江戸時代建築の屋敷も多く残り、日が暮れれば
和紙を用いたやわらかな灯りにあたりが照らされる。 
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大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た 

誇
れ
る
美
濃
の
伝
統
文
化

　

岐
阜
県
中
央
部
に
位
置
す
る
美
濃
市
の

ま
ち
と
し
て
の
骨
格
作
り
は
、関
ヶ
原
の

戦
い
で
の
功
績
に
よ
り
飛
驒
高
山
藩
初
代

藩
主
と
な
っ
た
金か

な
も
り森
長な

が
ち
か近
が
一
六
○
五

年
に
隠
居
し
、長な

が
ら良

川
沿
い
に
小お

ぐ
ら
や
ま

倉
山
城

を
築
い
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。そ
の
後
、

尾お
わ
り張
藩
領
と
な
っ
た
後
も
、市
内
を
流
れ

る
長
良
川
が
人
や
物
資
、そ
し
て
文
化
を

運
び
、ま
ち
の
繁
栄
に
寄
与
し
て
き
た
。 

　

約
四
〇
年
に
及
ぶ
岐
阜
県
庁
で
の
勤

務
を
経
て
二
○
一
四
年
か
ら
市
長
を
務

め
て
い
る
武
藤
鉄
弘
氏
は
、
自
ら
の
故

郷
で
も
あ
る
地
元
へ
の
思
い
を
語
る
。 

　
「
美
濃
市
に
は
、
数
々
の
誇
る
べ
き
も

の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
外
か
ら

見
て
い
る
と
、
地
元
の
方
が
そ
れ
を
誇

り
と
思
わ
ず
、
生
か
し
切
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
、
そ
う
し
た
状
況

を
何
と
か
し
た
い
と
思
っ
て

い
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
市

長
と
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
と

接
す
る
う
ち
に
、
非
常
に
心

が
豊
か
で
文
化
力
が
高
い
な
、

と
の
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
取

り
組
み
に
対
し
て
協
力
的
で
、

市
民
の
力
も
感
じ
て
い
ま
す
」 

　

武
藤
氏
の
い
う
美
濃
市
の

誇
り
の
代
表
格
が
、
美
濃
和

紙
だ
。
東
大
寺
正し

ょ
う
そ
う倉
院
に
は

八
世
紀
に
こ
の
地
域
一
帯
で
つ
く
ら
れ

た
と
い
わ
れ
る
和
紙
が
収
蔵
さ
れ
て
お

り
、
少
な
く
と
も
一
三
〇
〇
年
前
に
は

美
濃
周
辺
で
手
す
き
和
紙
文
化
が
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

　
「
本
美
濃
紙
の
技
術
が
二
○
一
四
年

に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
と
な
り
、

さ
ら
に
は
二
○
二
○
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
表
彰
状

に
美
濃
手
す
き
和
紙
が
採
用
さ
れ
ま

し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
そ
の
す
ば
ら

し
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
ね
」 

　

そ
の
和
紙
や
原
料
を
扱
う
商
家
を
は

じ
め
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
建
て
ら
れ
た
家
々
が
残
る
か
つ
て

の
城
下
町
も
ま
た
、
美
濃
市
の
誇
り
だ
。

一
九
九
九
年
に
は
国
か
ら
「
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
の
認
定
を
受

け
、
電
柱
の
地
中
化
整
備
な
ど
が
進
め

ら
れ
て
き
た
。 

　

そ
の
事
業
が
進
め
ら
れ
た
理
由
の
ひ

と
つ
に
、
人
口
減
が
あ
る
と
武
藤
氏
は
語

る
。
現
在
の
美
濃
市
の
人
口
は
約
二
万

　美濃市

愛知県

郡上市

板取川

なごや

美濃IC

●

東
海
北
陸
道

高
山
本
線

長
良
川

岐阜県

東
海
道
新
幹
線

●

関市

岐阜市

ぎふ

みのおおた

ぐじょうはちまん

みのし

せき

下呂温泉

名古屋空港

東海
道本
線

長
良
川
鉄
道

東
海
環
状
道

中
央
道

●

●

●

●

●

東
名
高
速

●
たじみ

太
多
線

木
曽
川

飛
騨
川

中央本線

美濃和紙の扇子を手にする市長の
武藤鉄弘氏。和紙を使った商品開
発や古民家の活用など、「民間の力
を生かしながら、市がそのサポー
トをしていきたい」と話す。 

金
森
長
近
が
建
て
た
小
倉
山
城
跡
は
現
在「
小

倉
公
園
」
と
し
て
市
民
の
憩
い
の
場
に
。
ま

ち
な
か
や
長
良
川
を
眺
め
る
格
好
の
ビ
ュ
ー

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
春
は
約
一
〇
〇
〇
本
の

桜
で
彩
ら
れ
る
。 

1916（大正 5）年竣工。現存する吊り橋
では日本最古とされる橋長 113 ｍの「美濃
橋」。国指定重要文化財。現在工事中。
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人
。
約
三
万
人
を
数
え
た
一
九
五
五
年

以
降
、
減
少
を
続
け
て
い
る
。 

　
「
人
が
減
れ
ば
、
商
い
が
滞
り
ま
す
。

市
民
を
相
手
に
す
る
だ
け
で
は
地
域
は
活

力
を
失
う
。
な
ら
ば
利
便
性
や
生
活
を
維

持
す
る
た
め
に
外
か
ら
人
を
呼
ぼ
う
、
海

外
か
ら
の
旅
行
客
を
含
め
た
観
光
産
業
に

力
を
注
ご
う
と
い
う
発
想
で
す
」 

　
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
が
歳
月
を
経
た
家
を

大
切
に
思
い
、暮
ら
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し

て
認
め
ら
れ
た
と
武
藤
氏
が
話
す
古
い

町
並
み
は
現
在
、「
う
だ
つ
の
上
が
る
ま

ち
」
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。「
う

だ
つ
」
と
は
江
戸
時
代
に
屋
根
の
両
端

に
設
け
ら
れ
た
防
火
壁
の
こ
と
で
、
今
で

も
ま
ち
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。富
裕
の
象

徴
と
も
い
わ
れ
、
豪
商
た
ち
が
か
つ
て
そ

の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
た
と
い
う
。 

　

当
初
、
観
光
産
業
を
推
し
進
め
る
上

で
の
課
題
は
、
宿
泊
施
設
や
飲
食
店
の

不
足
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
古
民
家
を

活
用
し
た
ホ
テ
ル
の
誕
生
や
、
寄
贈
さ
れ

た
古
民
家
を
市
が
整
備
し
、
商
業
施
設

と
し
て
無
償
で
貸
し
出
す
官
民
が
連
携

し
た
取
り
組
み
の
開
始
に
よ
り
、
人
の
流

れ
や
思
い
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。 

長
良
川
の
水
の
良
さ
を
生
か
し

旨う
ま
し
酒
造
り
を
目
指
す

　

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

の
一
角
に
は
、
安
永
年
間
初
期
の
建

築
で
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
た

一
七
七
二
年
創
業
の
小こ

さ
か坂

酒
造
場
が

あ
る
。
美
濃
市
に
残
る
唯
一
の
酒
蔵
。

一
二
代
目
を
担
う
代
表
取
締
役
の
小
坂

善よ
し
の
り紀

氏
は
、
代
表
銘
柄
「
百

ひ
ゃ
く

春し
ゅ
ん」

に
つ

い
て
こ
う
語
る
。 

　
「
赤
だ
し
み
そ
が
食
生
活
を
支
え
る

岐
阜
県
の
酒
は
全
般
的
に
濃
い
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
う
ち
は
と
り
わ
け
し
っ
か

り
し
た
味
わ
い
で
す
。
仕
込
み
に
使
わ

れ
る
の
は
長
良
川
水
系
の
地
下
水
。
長

良
川
は
肥ひ

よ
く沃
な
土
壌
を
流
れ
る
た
め
、

ミ
ネ
ラ
ル
分
が
豊
富
で
発
酵
が
進
み
や

す
く
、
香
り
も
出
や
す
い
と
い
う
特
徴

が
あ
る
ん
で
す
」 

　

小
坂
酒
造
場
で
は
長
年
に
わ
た
り
、

越
後
杜と
う
じ氏

や
南
部
杜
氏
を
招
い
て
酒
造

り
を
行
っ
て
い
た
が
、
後
継
者
不
足
の

問
題
な
ど
か
ら
蔵く

ら
び
と人

（
酒
蔵
の
醸
造
職

人
）
の
ひ
と
り
が
杜
氏
を
務
め
る
こ
と

と
な
り
八
年
目
を
迎
え
た
と
い
う
。 

　
「
二
〇
〇
年
も
の
長
い
間
商
い
を
営

ん
で
い
る
と
、
そ
う
い
う
困
難
や
変
革

の
時
期
が
必
ず
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
酒
の
売
り
上
げ
は
、
昭
和

五
十
年
代
が
ピ
ー
ク
で
、
今
は
一
番
大

変
な
と
き
。
一
方
で
各
蔵
の
味
わ
い
が

百
花
繚り

ょ
う
ら
ん乱
で
、
こ
ん
な
に
個
性
あ
る
日

本
酒
が
飲
め
る
時
代
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
幸
い
、
う
ち
は
杜
氏
が
旨
い
酒
を

造
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
ト
レ
ン

ド
を
気
に
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ

か
ら
も
個
性
あ
る
酒
を
地
道
に
造
り
、

ほ
か
の
酒
と
の
差
別
化
を
常
に
図
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

　

試
飲
し
た
仕
込
み
水
は
や
わ
ら
か
で

上／鮎釣りで知られる長良川は、水の供
給源として市民の暮らしを支える一方、
子どもたちにとっては格好の遊び場。市
長の武藤氏は「美濃市民の生活の一部」
と語る。下／ 1910（明治 43）年築、長
良川流域ではもっとも古い歴史を誇る

「長良川発電所」。国登録有形文化財。 

かつて美濃市内に複数あった酒蔵は現在、小坂酒造場
のみ。代表取締役の小坂善紀氏は、岐阜県内のほかの
酒蔵とともにイベントなどに参加し、PR活動に努める。

左上・左下／「うだつの上がるまち」目当ての
観光客の姿も見られる重要伝統的建造物群保存
地区。もともと防火目的だったうだつはやがて、
家の繁栄を表すようになり、「うだつが上がる」
の語源になった。右／江戸時代の町医者の住居
を利用し、和紙やちぎり絵の作品を展示する「町
並みギャラリー山田家住宅」など、古民家を利
用した観光施設がまちなかに点在する。 



上／岐阜県美濃加茂市美濃太田駅～郡上市
北濃駅間を結び、長良川の眺めを楽しめる
長良川鉄道。重要伝統的建造物群保存地区
は美濃市駅から至近距離だ。下／奈良時代
創建といわれる「洲

す

原
はら

神社」は、かつて美
濃国における白山信仰の要的存在だった。 

右／令和元年全国新酒鑑評会で金賞を受
賞した代表銘柄「百春」と、低農薬栽
培の酒米で仕込む「さんやほう」。下／
1772（安永元）年築とされる建物は、
職人技が生む曲線を描いた「むくり屋根」
がその特徴のひとつ。右端はうだつ。

上／満開の桜を彷彿とさせる花みこし。和紙でで
きた花は、ひとつひとつ手作業で染められる。下
／町の辻々で演じられる美濃流し仁輪加。笑いを
誘うその展開には、話題性の高いニュースが盛り
込まれることも多い。  （写真提供 : 美濃市）
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甘
み
が
あ
り
、
酒
も
ま
た
懐
深
い
ふ
く

ら
み
が
感
じ
ら
れ
る
お
い
し
さ
。
和
食

に
限
ら
ず
、
洋
食
や
中
華
料
理
と
も
相

性
が
良
さ
そ
う
な
印
象
だ
っ
た
が
、
実

際
、
小
坂
酒
造
場
の
酒
は
中
国
、
ス
イ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
二
○
一
八
年
に
は
国
際
的

な
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
「
Ｉ
Ｗ
Ｃ
（
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ワ
イ
ン
チ
ャ
レ
ン

ジ
）」
の
「
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
部
門
」
で
銀
賞
、

銅
賞
を
受
賞
し
た
の
に
加
え
、
二
○

一
九
年
十
月
に
は
、
日
本
酒
人
気
が
高

ま
る
パ
リ
の
イ
ベ
ン
ト
「
サ
ロ
ン
・
ド
・

サ
ケ
」
に
出
展
す
る
な
ど
、
海
外
で
高

い
評
価
を
得
て
い
る
。 

　

地
元
に
向
け
て
は
二
○
○
四
年
か
ら

毎
年
蔵
開
き
が
行
わ
れ
、ま
た
、例
年
六

月
に
開
催
さ
れ
る
日
本
酒
を
使
用
し
た
梅

酒
づ
く
り
も
人
気
の
的
だ
。
通
常
で
も

蔵
の
一
部
は
見
学
が
可
能
で
、
美
濃
を

訪
れ
た
観
光
客
の
多
く
が
立
ち
寄
る
。 

　
「
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
特
別
な
意
識

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
が
酒
を

造
り
続
け
る
こ
と
自
体
が
観
光
に
つ
な

が
る
の
か
な
と
。
目
先
の
こ
と
に
は
と

ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
将
来
を
見
据
え
て

し
っ
か
り
と
構
え
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

　

小
坂
氏
は
控
え
め
に
語
る
が
、「
百
春
」

の
旨
さ
は
、
味
わ
っ
た
人
と
美
濃
を
結

ぶ
架
け
橋
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

先
人
の
知
恵
が
救
っ
た 

伝
統
芸
能
を
未
来
へ
と
継
ぐ

　

美
濃
市
が
一
年
で
も
っ
と
も
に
ぎ
わ

う
の
は
、
江
戸
時
代
の
雨
乞
い
を
ル
ー

ツ
と
す
る
四
月
の
「
美
濃
ま
つ
り
」
だ
。

桜
色
に
染
め
た
美
濃
和
紙
で
飾
っ
た

三
〇
基
ほ
ど
の
「
花
み
こ
し
」
や
山だ

し車
、

練
り
物
な
ど
が
ま
ち
を
華
や
か
に
盛
り

上
げ
る
。
そ
の
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
の

が
、
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
の
即
興

劇
「
美
濃
流
し
仁に

わ

か
輪
加
」。
町
内
会
が

母
体
と
な
っ
た
一
五
団
体
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
と
語
る
の
は
、
美
濃
市
仁

輪
加
連
盟
副
会
長
の
中
村
辰
也
氏
だ
。 

　
「
仁
輪
加
は
江
戸
時
代
に
大
阪
や
京

都
を
は
じ
め
広
く
見
ら
れ
た
大
衆
の
娯

楽
で
、
美
濃
に
は
天
保
年
間
（
一
八
三

○
～
四
四
年
）
の
頃
に
入
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
各
地
に
そ
の
名

残
は
あ
り
ま
す
が
、
美
濃
市
仁
輪
加
連

盟
の
よ
う
な
保
存
団
体
が
存
在
し
、
そ

の
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の

は
、
全
国
で
も
数
少
な
い
よ
う
で
す
」 

　

祭
り
の
夜
、
美
濃
流
し
仁
輪
加
は
、

笛
、
鼓
、
三
味
線
、
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ

た
太
鼓
な
ど
を
演
奏
し
な
が
ら
町
を
練

り
歩
く
。
決
め
ら
れ
た
会
場
で
披
露
さ

れ
る
寸
劇
で
は
、
時
に
社
会
を
風
刺
し

つ
つ
「
地じ

ぐ
ち口
落
ち
」
と
い
う
同
音
異
義

語
を
重
ね
た
落
ち
で
笑
い
を
取
る
。
昔

な
が
ら
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
た
め
、
失
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美濃市仁輪加連盟副会長の中村辰也氏
は、コンクールにおいて多数の優勝回
数を誇る町内会で脚本を担う仁輪加作
家でもある。お話を伺ったのは江戸時
代に建てられた商家で、市指定有形文
化財の「旧今井家住宅・美濃史料館」。 

右
／
ア
ー
ト
展
で
の
受
賞
作
品
な
ど
を
展
示
す
る
「
美
濃

和
紙
あ
か
り
ア
ー
ト
館
」
の
作
品
。
下
／
紙
す
き
用
の
舟
。

コ
ウ
ゾ
と
水
、
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
を
入
れ
、
竹た
け
す簀

で
舟
の
中
の

液
を
す
く
っ
て
揺
す
り
、
一
枚
ず
つ
紙
を
す
い
て
い
く
。 

毎年 10 月に開催される美濃和紙あかりアート展は、隣の関
市で日中に開催される「刃物まつり」と連携し、集客をはかる。
  （写真提供 : 美濃市）

わ
れ
つ
つ
あ
る
方
言
の
保
存
に
も
一
役

買
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
伝
統
の

継
承
と
人
材
の
確
保
が
課
題
だ
と
中
村

氏
は
話
す
。 

　
「
か
つ
て
は
美
濃
和
紙
で
財
を
な
し

た
旦
那
衆
が
、
お
金
と
運
営
の
両
面
で

仁
輪
加
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
娯
楽
の

多
様
化
な
ど
の
影
響
か
ら
一
時
期
は

途
絶
え
て
い
た
地
区
も
あ
り
ま
し
た

が
、
昭
和
四
十
年
代
に
『
仁
輪
加
コ
ン

ク
ー
ル
』
が
始
ま
り
、
地
区
で
出
来
を

競
い
合
う
土
壌
が
で
き
た
こ
と
で
、
現

在
ま
で
残
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
お
囃は

や
し子
や
言
い
回
し
の
工
夫
や

研
究
も
進
み
、
地
区
ご
と
に
特
色
が
あ

り
ま
す
。
今
後
、
こ
う
し
た
伝
統
文
化

を
守
り
つ
つ
、
い
か
に
若
い
世
代
に
興

味
を
も
っ
て
も
ら
う
か
、
あ
ら
た
に
考

え
て
い
く
の
が
わ
れ
わ
れ
の
役
目
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」　 

　

現
在
、
美
濃
市
で
は
小

学
校
の
授
業
に
仁
輪
加
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
仁
輪
加
を
演
じ
る

の
は
成
人
の
男
性
に
限
ら

れ
る
が
、
囃
子
や
リ
ヤ

カ
ー
引
き
な
ど
に
は
女
性

や
子
ど
も
た
ち
を
参
加
さ

せ
る
な
ど
、
時
代
に
即
し

た
柔
軟
な
対
応
が
進
み
つ
つ
あ
る
。 

　

二
○
一
九
年
十
一
月
に
は
、
文
化
庁

の
補
助
事
業
と
し
て
東
京
で
開
催
さ
れ

た
「
全
国
民
俗
芸
能
大
会
」
で
、
美
濃

流
し
仁
輪
加
が
演
じ
ら
れ
た
。
大
舞
台

へ
の
招し

ょ
う
へ
い

聘
と
客
席
か
ら
の
拍
手
は
、
関

係
者
の
活
力
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

 
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
追
い
風
の
な
か 

努
力
を
重
ね
る
美
濃
和
紙
職
人

　

美
濃
流
し
仁
輪
加
を
は
じ
め
と
す
る

祭
り
や
ま
ち
の
繁
栄
と
文
化
を
担
っ
て

き
た
和
紙
産
業
も
ま
た
、
後
継
者
不
足

の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
現
在
、
手
す

き
和
紙
職
人
は
約
二
〇
名
。
そ
の
多
く

が
、
美
濃
和
紙
に
魅
せ
ら
れ
て
他よ

そ所
か

ら
移
住
し
た
方
々
。
岐
阜
県
笠
松
町
出

身
の
家
田
美
奈
子
氏
の
場
合
は
、
日
本

画
を
学
ん
で
い
た
学
生
時
代
に
素
材
と

な
る
和
紙
に
興
味
を
覚
え
、
美
濃
和
紙

の
魅
力
に
惹ひ

か
れ
た
の
が
人
生
の
転
機

に
な
っ
た
。 

　
「
和
紙
は
産
地
に
よ
っ
て
特
徴
が
異

な
り
ま
す
。
日
本
画
で
通
常
使
わ
れ
る

越え
ち

前ぜ
ん

和
紙
が
厚
め
な
の
に
対
し
て
、
美

濃
和
紙
は
薄
く
て
透
か
し
た
と
き
に
コ

ウ
ゾ
の
樹
皮
の
繊
維
が
と
て
も
き
れ
い

で
印
象
に
残
り
ま
し
た
」 

　

家
田
氏
は
本
美
濃
紙
保
存
会
会
長
の

和
紙
職
人
澤
村
正
氏
の
も
と
に
弟
子
入

り
し
、
四
年
間
の
修
業
を
経
て
二
○
○

○
年
に
独
立
し
た
。 

　
「
今
で
こ
そ
一
年
中
紙
す
き
は
行
わ

れ
ま
す
が
、
か
つ
て
は
冬
場
、
冷
た
い

水
を
使
う
つ
ら
い
作
業
。
稼
ぎ
の
い
い

生な
り
わ
い業

で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
子
ど
も

た
ち
に
家
業
を
継
が
せ
な
か
っ
た
職
人

も
多
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
私
の
よ
う
な
外
か
ら
入
っ
て
き
た
職

人
も
多
く
、
そ
れ
が
美
濃
和
紙
に
新
し

い
風
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
面
は

あ
る
と
思
い
ま
す
」 

　

季
節
や
気
温
な
ど
環
境
に
よ
り
、
紙

を
す
く
舟
の
状
態
は
異
な
る
た
め
、
調

整
し
て
均
一
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
最

終
的
な
仕
上
が
り
は
、
干
し
て
み
な
け

れ
ば
わ
か
ら
な
い
難
し
さ
も
あ
る
と
家

岐阜県美濃市地域の底力



左／美濃和紙職人の家田美奈子氏と、繊細な美しさをた
たえた作品。1 日にすくのは 80 ～ 150 枚で、前後の作
業を含めると完成まで 2 週間程度要する。下／和紙づく
りの工程のひとつ、コウゾの「ちり」と呼ばれる黒皮や
変色した部分を流水のなかで取り除く「ちりとり」。

ラフティングやカヤック、川原でのバーベキューなど、長
良川はアウトドアの場としても人気。今後、さらなる誘客
を目指すための、観光コンテンツとしても期待される。 
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田
氏
は
話
す
。 

　
「
思
っ
た
通
り
の
紙
が
す
け
な
い
、
も

う
一
揺
り
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
今
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
す
れ

ば
よ
か
っ
た
の
か
と
考
え
る
。
そ
の
繰

り
返
し
で
す
」 

　

家
田
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
手
す
き

和
紙
の
未
来
を
切
り
拓ひ

ら

く
た
め
、
地
元

の
小
学
生
が
和
紙
づ
く
り
を
学
び
、
卒

業
証
書
を
自
分
で
す
く
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
毎
年
十
月
、
古

い
町
並
み
を
和
紙
の
灯
籠
が
飾
る
「
美

濃
和
紙
あ
か
り
ア
ー
ト
展
」
で
の
手
す

き
実
演
を
は
じ
め
、
国
内
外
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
も
職
人

が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
「
私
は
子
ど
も
が
い
る
の
で
行
け
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
イ
タ
リ
ア
や
イ
ギ
リ

ス
に
赴
い
た
職
人
も
い
ま
す
。
海
外
の

人
は
和
紙
に
さ
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
の

で
、
そ
の
質
感
に
驚
か
れ
た
よ
う
で
す
。

職
人
と
し
て
も
尊
敬
し
ま
す
と
言
わ
れ

た
、
と
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の

昔
、
職
人
は
紙
を
す
く
だ
け
で
済
み
ま

し
た
が
、
今
は
、
私
も
含
め
て
多
く
の

職
人
が
お
客
様
か
ら
直
接
注
文
を
受
け

る
等
、
販
売
も
手
が
け
て
い
ま
す
。
伝

統
を
守
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、『
こ

ん
な
紙
を
つ
く
っ
て
よ
』
と
い
う
気
軽

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
で
き
る
よ

う
、
少
し
ず
つ
商
い
の
や
り
方
を
進
化

さ
せ
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
」 

　

家
田
氏
は
、
顔
料
な
ど
を
用
い
た
和

紙
の
加
工
も
手
が
け
て
い
る
と
か
。
穏

や
か
な
が
ら
、
そ
の
口
調
に
は
、
自
分

が
惹
か
れ
た
美
濃
和
紙
を
多
く
の
人
が

手
に
取
り
、
そ
の
良
さ
を
実
感
し
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
、
感
慨

深
く
胸
に
刻
ま
れ
た
。 

多
角
化
経
営
で
目
指
す
の
は 

住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り

　

ピ
ー
ク
時
の
明
治
時
代
に
は
大
小

三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
軒
あ
っ
た
手
す
き

和
紙
の
業
界
も
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変

化
や
洋
紙
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
台
頭

に
よ
る
和
紙
の
需
要
低
下
等
に
よ
り
、

今
で
は
二
〇
人
ほ
ど
ま
で
職
人
が
減
っ

た
。
し
か
し
そ
の
逆
境
に
極
め
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
が
、

機
械
す
き
和
紙
を
手
が
け
る
丸

ま
る
じ
ゅ
う重
製
紙

企
業
組
合
代
表
理
事
の
辻
晃
一
氏
だ
。 

　

東
京
と
名
古
屋
で
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
勤
務
を
経
て
、
二
○
○
九
年
に
家
業

を
継
い
だ
後
、
辻
氏
が
自
ら
に
課
し
た

テ
ー
マ
は
「
美
濃
と
和
紙
を
元
気
に
す

る
」。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
自
社
の
情
報
発
信
を
徹

底
し
た
上
、
職
人
に
よ
る
工
房
へ
の
案

内
や
工
場
見
学
の
実
施
を
重
ね
た
こ
と

が
、
旅
行
社
に
よ
る
美
濃
和
紙
ツ
ア
ー

の
開
催
に
ま
で
至
っ
た
。
二
○
一
三
年

に
は
、
毎
年
の
美
濃
和
紙
あ
か
り
ア
ー

ト
展
に
合
わ
せ
て
和
紙
や
加
工
品
の
販

売
を
行
う「
み
の
紙
ま
つ
り
」を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。 

　

二
○
一
九
年
七
月
に
は
県
外
の
企
業

と
提
携
し
て
市
か
ら
古
民
家
を
借
り
、

宿
泊
施
設
「
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ａ 

美
濃

商
家
町
」
を
オ
ー
プ
ン
。「
世
界
に
美
濃

和
紙
を
発
信
し
た
い
」
と
の
思
い
か
ら
、

当
ホ
テ
ル
の
施
設
内
に
多
彩
な
和
紙
を

そ
ろ
え
た
和
紙
専
門
店W

ashi-nary

も
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。　

 

　

そ
れ
に
先
立
つ
二
○
一
七
年
に
は
、

電
力
会
社
「
み
の
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

を
設
立
。
現
在
は
日
本
卸
電
力
取
引
所

か
ら
仕
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
将
来
的

に
は
地
元
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

地
産
地
消
モ
デ
ル
を
作
る
計
画
が
あ

る
。
美
濃
和
紙
の
手
す
き
職
人
、
機
械

す
き
事
業
者
だ
け
で
は
な
く
、
原
料
と

な
る
コ
ウ
ゾ
や
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
の
栽
培

者
も
減
少
す
る
状
況
を
危
惧
す
る
辻
氏
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上／辻晃一氏が代表理事を務める丸重製紙企業組合は、
1951 年に辻氏の祖父が手すき和紙職人と共同で出資し創
業。高度成長期でも 24 時間体制は取らないなど職人を第一
に思う姿勢は、形を変えて辻氏に受け継がれている。下／
辻氏が代表を務める宿泊施設「NIPPONIA 美濃商家町」は
和紙の原料問屋であった旧松久才治郎邸の蔵や屋敷を改修。

（写真提供：NIPPONIA 美濃商家町）

は
、
将
来
的
に
は
農
業
生
産
法
人
を
立

ち
上
げ
た
い
と
の
構
想
も
描
く
。 

　

そ
ん
な
辻
氏
の
信
条
と
な
っ
て
い
る

の
は
、二
〇
一
五
年
に
国
連
（
国
際
連
合
）

で
採
択
さ
れ
た「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
注
）の「
住

み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
」
だ
。 

　
「
僕
の
中
で
は
和
紙
も
古
民
家
も
電

力
も
す
べ
て
本
業
。
地
域
を
守
る
た
め

の
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
。
お
金
を
稼
ぐ
だ
け

で
な
く
、
地
域
内
で
お
金
や
資
源
を
回

す
と
い
う
意
識
が
強
い
。
僕
は
、『
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
』
の
達
成
を
通
じ
た
住
み
続
け

ら
れ
る
美
濃
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
ま
す
」 

　

辻
氏
が
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、
卒

業
し
た
小
学
校
と
中
学
校
が
廃
校
に

な
っ
た
こ
と
。 

　
「
僕
も
同
級
生
も
故
郷
を
思
う
気
持

ち
は
強
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
教
育

を
考
え
た
ら
学
校
が
な
い
場
所
に
は
、

帰
り
に
く
い
。
で
す
か
ら
、
学
校
を
つ

く
る
教
育
事
業
の
ビ
ジ
ョ
ン
も
自
分
の

な
か
に
は
あ
り
ま
す
」 

　

数
々
の
活
動
を
続
け
る
な
か
、
古
民

家
の
活
用
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
な

ど
、
周
囲
の
意
識
が
変
わ
り
は
じ
め
た

こ
と
を
辻
氏
は
実
感
し
て
い
る
と
い
う
。 

　
「
明
る
い
情
報
が
あ
れ
ば
、
ま
た
別
の

誰
か
の
勇
気
や
あ
ら
た
な
一
歩
に
つ
な

が
る
か
も
し
れ
な
い
。
飲
食
店
、
雑
貨

店
、
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
な
ど
古
民
家
を

再
活
用
で
き
た
ら
、
間
違
い
な
く
ま
ち

は
元
気
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

美
濃
を
元
気
な
ま
ち
に
し
て
、
子
ど
も

た
ち
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
い
で
す
」 

さ
ら
な
る
千
年
先
を
思
い 

ま
ち
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
続
く

　

市
長
の
武
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
二
○
二

○
年
に
は
外
資
系
の
ホ
テ
ル
が
オ
ー
プ

ン
す
る
予
定
だ
と
か
。
二
○
一
五
年
に

「
清
流
長
良
川
の
鮎
」
が
世
界
農
業
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
美
濃
市
、

郡ぐ
じ
ょ
う上

市
、
関せ

き

市
、
そ
し
て
岐
阜
市
が
連

携
し
た
誘
客
も
進
行
中
だ
。 

　

周
遊
、
滞
在
型
の
観
光
へ
の
扉
は
、

少
し
ず
つ
開
い
て
い
る
。
武
藤
氏
の
話

に
明
る
い
未
来
を
思
い
描
き
な
が
ら
辞

そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
市
長
室
に
飾
ら

れ
た
花
々
が
す
べ
て
美
濃
和
紙
で
で

き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
質
感
の

あ
る
美
し
さ
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
て
い
る
と

「
美
濃
和
紙
で
つ
く
っ
た
、
私
の
名
刺
を

破
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
武
藤
氏
。
と

ま
ど
い
な
が
ら
も
試
し
た
と
こ
ろ
、
力
を

入
れ
て
も
し
な
る
だ
け
で
、
裂
け
目
が
生

じ
な
い
。
武
藤
氏
の
顔
が
綻
ん
だ
。 

　
「
正
倉
院
の
収
蔵
品
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
美
濃
和
紙
は
千
年
以
上
も
つ

ほ
ど
丈
夫
な
ん
で
す
」 

　

美
濃
市
で
は
そ
の
手
す
き
和
紙
の
技

術
を
さ
ら
な
る
千
年
先
に
伝
え
る
た

め
、「『
美
濃
和
紙
』
伝
承
千
年
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
技
術
の
継

承
と
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
と
武
藤
氏

は
話
す
。
後
継
者
の
育
成
や
業
界
の
振

興
に
加
え
、
加
工
等
で
付
加
価
値
を
つ

け
た
新
商
品
の
開
発
に
も
補
助
金
を
出

す
な
ど
力
を
注
ぐ
と
い
う
。 

　

市
長
を
は
じ
め
美
濃
市
を
思
う
方
々

の
大
小
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
よ
り
、
あ
ら
た

な
流
れ
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
様

は
、
舟
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
す
か
れ
、

コ
ウ
ゾ
の
繊
維
が
組
み
合
っ
て
で
き

る
、
薄
く
と
も
丈
夫
な
美
濃
和
紙
づ
く

り
と
重
な
っ
た
。
美
濃
の
ま
ち
の
最
大

の
誇
り
は
、
和
紙
同
様
に
し
な
や
か
だ

が
強
い
人
の
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
注
）Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（S

ustainable 
D

evelopm
ent G

oals

）
／
持

続
可
能
な
開
発
目
標
と
し
て
、

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
。
一
七
の
大
き

な
目
標
と
、
そ
れ
ら
を
達
成
す

る
た
め
の
具
体
的
な
一
六
九
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
、
目
標

の
一
一
番
目
に「
住
み
続
け
ら
れ

る
ま
ち
づ
く
り
を
」
が
あ
る
。 

岐阜県美濃市地域の底力
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　島根半島の西部、日本海からほど近い場所に鎮座し、年間600万人を超える
参拝客が訪れる出雲大社。その「縁結び」信仰の由来は何か？　時代とともに
「遷
せんぐう

宮」を繰り返す意義はどこにあるか。出雲大社の祭
さい

祀
し

に仕える千家和比古権
ごん

宮
ぐう

司
じ

と、出雲出身の布野幸利審議委員が、神話を読み解きながら古代ロマンに満ち
た大社の歴史を振り返りつつ、時代を経ても変わらぬ使命に話が及んだ。

千家和比古
1950 年島根県出雲市生まれ。島根県立大社高校卒業。國學院大學
大学院文学研究科（日本史考古学専攻）修士課程修了。國學院高
等学校教諭を経て、85 年から出雲大社に奉職。現在、権宮司。千
家家は出雲大社の祭神である大国主大神に仕え、大社の祭祀を担
う出雲国

こくそう

造を代々勤めている家系である。共著に『出雲大社　日
本の神祭りの源流』（柊風舎）、『古代を考える出雲』（吉川弘文館）
などがある。

Yoshihiko Senge

出雲大社権宮司

1947 年島根県出雲市生まれ。島根県立大社高校卒業。
神戸大学経営学部卒業。米国コロンビア大学経営大学院

（MBA）修了。2000 年トヨタ自動車（株）取締役、03 
年米国トヨタ自動車販売（株）社長、05 年同社会長、
06 年トヨタモーターノースアメリカ（株）取締役会長
を経て、09 年トヨタ自動車（株）代表取締役副社長に。
13 年、（株）国際経済研究所代表取締役就任。15 年よ
り日本銀行政策委員会審議委員。

Yukitoshi Funo

日本銀行政策委員会 審議委員

布野幸利

古
代
の
神
々
が
現
代
に
息
づ
く

「
出い

づ
も雲
大お

お
や
し
ろ社
」の
悠
久
な
る
信
仰

布
野　

千
家
家
は
代
々
、
出
雲
大
社
の

宮
司
職
を
務
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、

権
宮
司
は
古
代
史
に
も
造
詣
が
深
く
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
家
柄
の
関
係

か
な
と
想
像
も
し
ま
す
が
、
ど
う
い
う

経
緯
で
古
代
史
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に

な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

小
さ
い
頃
、
父
か
ら
「
大
き
く

な
っ
た
ら
神
主
に
な
る
か
」
と
聞
か
れ

た
と
き
、
三
人
の
男
兄
弟
の
中
で
私
だ

け
が
「
は
い
、
な
り
ま
す
」
と
、
訳
も

分
か
ら
ず
調
子
の
い
い
こ
と
を
言
っ

た
よ
う
で
す
。
記
憶
に
な
い
の
で
す
が

（
笑
）。
と
こ
ろ
が
、
大
学
進
路
で
迷
い

ま
し
た
。
父
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
回

り
道
も
い
い
経
験
だ
。
学
問
に
も
い
ろ

い
ろ
あ
る
」
と
、
一
冊
の
本
を
与
え
て

く
れ
ま
し
た
。「
祭
祀
考
古
学
」
の
本
で

し
た
。
勉
学
の
道
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
育
っ
た
環
境
で
し
ょ
う
か
、
も
と

も
と
歴
史
に
は
興
味
が
あ
り
、
歴
史
学

を
専
攻
し
よ
う
と
決
め
た
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
父
が
く
れ
た
本
に
影
響
さ
れ

た
の
か
、
大
学
で
は
考
古
学
を
専
攻
し
、

各
地
の
発
掘
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
古
代
へ
の
扉
を
開
け
ま
し
た
。

本
殿
境
内
か
ら
出
土
し
た

四
世
紀
後
半
の
祭
祀
具

写真 野瀬勝一
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練
を
受
け
ら
れ
る
話
が
あ
り
ま
す
。
大

国
主
大
神
は
、
須
佐
之
男
命
の
娘
神
の

須す

せ

り

び

め

勢
理
毘
売
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
試
練

を
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
か
れ
ま
す
。
実

は
そ
こ
ま
で
神
名
は
オ
オ
ナ
ム
チ
と
い

う
お
名
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、
つ
い
に

須
佐
之
男
命
は
オ
オ
ナ
ム
チ
に
向
か
っ

て
「
わ
が
娘
・
須
勢
理
毘
売
を
正
妻
と

し
、〝
大
国
主
〟
と
な
っ
て
国
づ
く
り

に
励
め
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
は
じ
め
て
大
国
主
大
神
と

な
ら
れ
て
国
づ
く
り
の
た
め
に
、
各
地

に
出
か
け
ら
れ
女
神
た
ち
と
結
ば
れ
ま

す
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
出
雲
を
中
心

と
す
る
地
域
連
合
の
様
相
を
神
話
と
し

て
語
っ
た
も
の
で
す
が
、
と
う
と
う
須

勢
理
毘
売
が
嫉
妬
を
起
こ
さ
れ
た
た

め
、
大
国
主
大
神
は
「
も
う
出
か
け
る

の
は
や
め
、
こ
れ
か
ら
は
妻
・
須
勢
理

毘
売
と
ず
っ
と
一
緒
に
い
る
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
契
り
の
酒
盃
を
交

わ
し
て
互
い
に
首
に
手
を
か
け
合
い
、

今
も
出
雲
大
社
に
鎮
ま
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
強
い
絆
が
縁
結
び
の
最
も
古
い

伝
承
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
国
譲
り
」

の
神
話
も
縁
結
び
に
つ
な
が
り
ま
す
。

大
国
主
大
神
は
地
上
の
国
づ
く
り
を
さ

れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
天
津
神
グ
ル
ー

布野幸利

滑か
っ
せ
き石
製
の
臼う
す
だ
ま玉
と
い
う
極
め
て
小
さ

な
玉
で
、
形
態
か
ら
四
世
紀
後
半
の
祭

祀
具
で
し
た
。
そ
れ
が
出
土
し
た
こ
と

で
、
少
な
く
と
も
四
世
紀
後
半
に
は
出

雲
大
社
の
境
内
地
で
神
祭
り
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
滑
石
製
の
祭
祀
具
は
中

央
政
府
（
大や

ま
と和
朝
廷
）
が
発
信
展
開
し

た
も
の
で
す
が
、
四
世
紀
後
半
段
階
で

の
出
土
例
は
全
国
的
に
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
茨
城
県
の
鹿
島
、
千
葉
県
の
香
取
、

安あ

わ房
、
福
岡
県
の
宗む
な
か
た像
沖
ノ
島
、
そ
し

て
出
雲
大
社
な
ど
数
カ
所
に
点
的
に
存

在
し
て
い
く
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
神
々
を
大
ま
か
に
区
分
す

る
と
、
神
話
的
に
は
「
天
」
を
故
郷
・

出
自
と
す
る
天あ

ま
つ
か
み

津
神
の
グ
ル
ー
プ
と
、

「
地
」
を
故
郷
・
出
自
と
す
る
国く

に
つ
か
み

津
神

の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
天
津
神
と

は
中
央
権
力
と
内
部
的
に
そ
れ
を
支
え

連
な
る
有
力
豪
族
関
係
の
神
々
。
一
方

で
国
津
神
は
地
域
の
地
主
的
な
土
着
的

な
神
々
で
す
。
面
白
い
の
は
、
こ
う
し

た
四
世
紀
後
半
の
祭
祀
具
が
出
土
し
た

所
の
お
社
の
祭
神
は
、
出
雲
大
社
を
除

け
ば
ど
こ
も
天
津
神
の
系
統
、
つ
ま
り

中
央
権
力
に
内
部
的
に
関
わ
る
神
で
あ

る
こ
と
で
す
。
五
世
紀
に
な
る
と
こ
う

し
た
祭
祀
具
は
全
国
的
に
広
く
展
開
し

ま
す
が
、
出
雲
大
社
の
出
土
は
そ
れ
以

前
で
す
。『
古
事
記
』
の
神
話
で
出
雲
に

関
す
る
話
は
お
よ
そ
五
分
の
二
を
占
め

ま
す
が
、
そ
う
し
た
神
話
上
の
み
な
ら

ず
歴
史
的
に
も
出
雲
大
社
が
古
く
か
ら

国
津
神
の
中
心
格
と
し
て
重
要
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

布
野　

出
雲
大
社
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ

ま
す
ね
。

千
家　

そ
う
で
す
ね
。
境
内
の
外
、
東

へ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
命

い
の
ち

主ぬ
し
の
や
し
ろ
社
と
い
う
出
雲
大
社
の
関
係
社
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
二
〇
〇
〇
年

前
の
祭
祀
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
頃
か
ら
広
く
境
内
を
含
む
一

帯
が
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。

布
野　

出
雲
大
社
は
「
縁
結
び
の
神
社
」

と
し
て
有
名
で
す
が
、
出
雲
大
社
と
縁

結
び
に
ど
う
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

千
家　

ま
ず
一
つ
に
祭
神
の
大お

お
く
に
ぬ
し
の

国
主

大お
お
か
み神

に
ま
つ
わ
る
ロ
マ
ン
ス
伝
承
が
あ

り
ま
す
。『
古
事
記
』
の
出
雲
神
話
の

中
に
、
大
国
主
大
神
が
須す

さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
の

治
め
る
世
界
を
訪
ね
ら
れ
、
数
々
の
試

　

卒
業
後
し
ば
ら
く
教
員
生
活
を
し
て

い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
父
祖
の
道
に

と
再
び
大
学
に
通
い
神し

ん
と
う道

学
を
学
び
出

雲
大
社
に
勤
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
と

く
に
神
話
伝
承
な
ど
と
絡
み
な
が
ら
の

古
代
史
へ
の
関
心
も
深
ま
っ
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
出
雲
大
社
は
古
代
だ

け
で
は
な
く
、
現
代
に
至
る
そ
れ
ぞ
れ

の
歴
史
過
程
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史

的
役
割
を
担
っ
て
存
在
し
続
け
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
古
代
を
中
心
と
し
な

が
ら
も
現
代
に
至
る
歴
史
の
営
み
を
探

る
こ
と
で
、
歴
史
全
体
を
見
通
す
目
も

養
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

布
野　

私
も
出
雲
の
生
ま
れ
な
の
で
、

歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
出
雲
大

社
は
『
古
事
記
』『
出い

ず
も
の
く
に

雲
国
風ふ

ど

き
土
記
』
に

も
出
て
く
る
非
常
に
古
い
神
社
で
す
け

れ
ど
も
、
起
源
は
ど
の
く
ら
い
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

二
〇
〇
〇
年
に
出
雲
大
社
の
境

内
か
ら
巨
大
な
柱
が
出
土
し
て
、
古
代

の
高
層
神
殿
が
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
た

と
全
国
紙
の
一
面
を
飾
り
話
題
に
な
り

ま
し
た
。
実
は
そ
の
時
、
も
う
一
つ

別
の
重
要
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
巨

大
柱
と
は
真
逆
の
小
さ
な
祭
祀
用
の

玉
類
で
す
。
赤
メ
ノ
ウ
の
勾ま

が
た
ま玉
、
そ
し

て
ち
く
わ
を
輪
切
り
に
し
た
よ
う
な

「
縁
結
び
」
の
二
つ
の
由
来
と

「
遷
宮
」
で
初
め
に
返
る
苦
労
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プ
の
中
心
の
天あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
か
ら
そ
の
国
を

譲
る
よ
う
言
わ
れ
承
諾
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
歴
史
的
に
は
地
上
の
行
政
権
を

中
央
の
政
治
権
力
に
譲
渡
す
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
一
方
、
大
国
主
大
神
は

神
々
の
世
界
を
治
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
大
国
主
大
神
側
か
ら
は

「
国
譲
り
」、
天
津
神
側
か
ら
は
「
神
譲

り
」
に
な
る
わ
け
で
す
。
縁
結
び
は
見

え
な
い
糸
で
結
ば
れ
云
々
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
見
え
な
い
糸
の
縁
結
び
こ
そ

神
の
仕
業
と
し
て
大
国
主
大
神
の
治
め

ら
れ
る
見
え
ざ
る
神
々
の
世
界
の
出
来

事
で
、
そ
の
象
徴
的
中
心
が
神
譲
り
さ

れ
た
大
国
主
大
神
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
旧
暦
十
月
は
通
常
、「
神か

ん
な無
月づ
き

」

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
全
国
の
神
様
が
こ

の
時
期
に
集
ま
ら
れ
る
と
い
う
出
雲
で

は
「
神か

み
あ
り
づ
き

在
月
」
と
呼
び
ま
す
。
見
え
な

い
糸
の
縁
結
び
を
行
う
「
出
雲
大
会
議
」

が
、
神
々
の
世
界
を
治
め
ら
れ
る
大
国

主
大
神
の
も
と
で
行
わ
れ
る
と
い
う
縁

結
び
信
仰
に
つ
な
が
り
ま
す
。

布
野　

二
〇
〇
八
年
か
ら
今
年
（
二
〇

一
九
）
の
三
月
ま
で
「
平
成
の
大
遷
宮
」

が
行
わ
れ
、
出
雲
大
社
は
建
物
な
ど
が

修
造
さ
れ
ま
し
た
。
遷
宮
の
意
義
や
ご

苦
労
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

千
家　

大
国
主
大
神
を
お
祀ま

つ

り
す
る
と

い
う
常
設
の
本
殿
建
物
の
造
営
の
始
ま

り
は
、
少
な
く
と
も
六
五
九
年
に
は
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
来
、
造
営

遷
宮
を
繰
り
返
し
て
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
が
、
時
代
ご
と
に
神
様
を
お
祀
り

す
る
に
は
ど
う
い
う
形
が
最
も
ふ
さ
わ

し
い
か
を
人
々
は
考
え
工
夫
を
し
、
さ

ら
に
新
た
な
創
造
も
加
え
て
、
造
営
を

繰
り
返
し
つ
な
い
で
き
た
の
で
す
。
昔

の
や
り
方
が
そ
の
ま
ま
、
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

遷
宮
に
込
め
ら
れ
た
一
つ
の
意
義

は
、「
理
想
の
始
ま
り
の
初
発
に
返
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
始
ま
り
の
勢
い
あ
る

状
態
を
い
つ
ま
で
も
維
持
し
続
け
る
こ

と
は
困
難
で
す
か
ら
、
一
旦
リ
セ
ッ
ト
し

て
始
ま
り
の
心
に
想
い
を
寄
せ
、
そ
の

生
命
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
清
新
に
復
活
、

よ
み
が
え
ら
せ
て
再
出
発
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
高
層
神
殿
時

代
の
古
代
で
は
何
年
ご
と
と
い
う
式
年

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
規

模
の
縮
小
し
た
中
世
で
は
お
よ
そ
三
〇

年
ご
と
、
建
築
仕
様
が
掘
立
柱
式
か
ら

礎
石
立
柱
式
に
変
わ
っ
た
一
六
〇
九
年

か
ら
は
六
〇
年
ご
と
の
基
準
で
遷
宮
を

行
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
六
〇
年
に
一
回
と
い
う
の
は
、

技
術
の
伝
承
と
い
う
面
で
非
常
に
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
神
宮
は

二
〇
年
に
一
回
で
す
か
ら
人
生
時
間
の

中
で
ノ
ウ
ハ
ウ
が
経
験
蓄
積
で
き
ま

す
。
し
か
し
出
雲
大
社
の
場
合
は
人
生

時
間
の
中
で
遷
宮
に
出
会
え
る
か
不
明

で
す
。
記
録
は
あ
り
ま
す
が
、
記
録
の

「
行
間
」
に
あ
る
現
場
感
覚
を
つ
か
む

に
は
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
屋
根
は
檜ひ

わ
だ皮
で
葺ふ

き
上
げ

ま
す
が
、
出
雲
大
社
の
本
殿
は
大
き
い

で
す
か
ら
、
長
さ
四
尺
（
約
一・二
メ
ー

ト
ル
）
の
も
の
が
使
用
さ
れ
ま
す
。
ほ

か
の
神
社
仏
閣
で
は
檜
皮
は
長
く
て
も

そ
の
半
分
程
度
。
四
尺
と
い
う
規
格
外

の
も
の
を
扱
っ
た
経
験
の
あ
る
檜
皮
葺

き
職
人
は
、
今
回
の
場
合
、
六
〇
年

前
の
遷
宮
に
従
事
し
た
方
に
な
り
ま
す

が
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
結
局
、

現
場
に
原
寸
大
の
模
型
を
設
け
、
職
人

さ
ん
た
ち
が
試
し
葺
き
の
訓
練
を
重
ね

て
本
作
業
に
入
り
ま
し
た
。

布
野　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
る
と
、

大
国
主
大
神
は
正
妻
の
須
勢
理
毘
売
を

は
じ
め
、
九
州
・
宗
像
の
多た

き

り

び

め

紀
理
毘
売
、

山
陰
・
因い

な
ば幡

の
八や
が
み
ひ
め

上
比
売
、
北
陸
・
高こ

志し

の
沼ぬ
な
か
わ
ひ
め

河
比
売
な
ど
多
く
の
妻
を
持
ち

ま
す
。
こ
れ
は
「
国
造
り
」
を
通
じ
て

出
雲
は
各
地
と
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

千
家　

か
つ
て
、
出
雲
大
社
は
ラ
グ
ー

ン
（
潟せ

き

湖こ

）
の
ほ
と
り
に
位
置
し
ま
し

た
。
八
世
紀
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
出
雲

国
風
土
記
』
で
は
神か

ん
ど
の門
水み
ず
う
み海
と
い
う
名

前
で
出
て
き
ま
す
が
、
大
き
な
汽
水

湖
（
注
１
）
で
、
天
然
の
港
の
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
し
た
。
九
州
～
北
陸
の
日

本
海
沿
岸
航
路
の
結
節
点
に
あ
た
り
ま

す
。
日
本
海
や
河
川
を
通
し
て
各
地
へ

船
で
移
動
す
る
人
の
交
流
が
古
く
か
ら

あ
っ
た
の
で
す
。

　

交
流
の
際
、
人
々
の
頭
の
中
に
は
情

報
が
あ
り
、
手
に
は
技
術
が
あ
り
、
船

に
は
物
を
積
み
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、

日
本
海
文
化
圏
の
一
大
拠
点
と
し
て
出

雲
は
存
在
性
を
高
め
て
い
く
わ
け
で

す
。
先
に
、
出
雲
大
社
の
命
主
社
で
祭

祀
遺
物
が
出
土
し
た
と
お
話
し
し
ま
し

た
が
、
一
つ
は
新
潟
県
糸い

と
い
が
わ

魚
川
市
を
流

れ
日
本
海
に
注
ぐ
姫
川
の
渓
谷
で
産
出

す
る
ヒ
ス
イ
の
勾
玉
、
一
つ
は
北
部
九

州
産
の
青
銅
製
の
戈か

で
、
ご
例
示
の
神

話
伝
承
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
、
九
州

か
ら
、
北
陸
か
ら
と
い
う
往
来
交
流
を

示
す
明
瞭
な
物
証
で
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
関
東
で
も
、
埼
玉
で
古

ヒ
ス
イ
や
管く
だ
た
ま玉

が
物
語
る

日
本
海
文
化
圏
と
の
交
流

（注１）汽水湖／淡水中に海水が浸入している湖沼。
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墳
時
代
前
期
の
出
雲
の
特
徴
的
な
土
器

で
あ
る
鼓つ

づ
み
が
た
き
だ
い

形
器
台
と
、
出
雲
的
技
法
の

管
玉
（
注
２
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ

の
管
玉
は
碧

へ
き
ぎ
ょ
く玉の
産
地
に
近
く
、
古
代

の
玉
作
り
工
房
遺
跡
が
あ
る
、〝
美
肌
〟

で
著
名
な
出
雲
の
玉

た
ま
つ
く
り造
温
泉
の
一
帯
で

つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
ほ
か

の
地
域
で
は
両
側
か
ら
穴
を
穿う

が

ち
ま
す

が
、
出
雲
は
片
側
か
ら
う
ま
く
穴
を
開

け
て
つ
く
る
な
ど
技
術
的
に
も
特
異
な

も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に

埼
玉
に
は
出
雲
系
の
古
い
神
社
も
あ
り

ま
す
。

布
野　

玉
作
り
と
い
う
最
先
端
の
技
術

を
持
っ
た
人
々
が
、
出
雲
か
ら
関
東
に

移
動
し
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。
出
雲
が

交
流
の
起
点
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

今
で
は
、
日
本
各
地
か
ら
観
光
客
の

方
々
が
出
雲
大
社
に
お
参
り
に
来
る
よ

う
に
な
り
、
一
大
交
流
拠
点
と
な
っ
て

い
ま
す
。
年
間
参
拝
者
数
は
ど
れ
く
ら

い
で
す
か
。

千
家　

六
〇
〇
万
人
台
で
推
移
し
て
い

ま
す
。
最
近
は
お
参
り
の
方
々
の
生
の
声

を
聞
こ
う
と
、
よ
く
境
内
現
場
に
出
て
歩

い
て
い
る
の
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域

か
ら
お
越
し
に
な
る
方
々
も
多
い
で
す

ね
。
欧
州
地
域
は
ま
だ
少
な
い
印
象
で

す
。

布
野　

山
陰
地
方
も
い
ろ
い
ろ
な
観
光

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り

出
雲
大
社
の
ブ
ラ
ン
ド
力
、
吸
引
力
は

強
い
と
思
い
ま
す
。
地
元
で
観
光
に
携

わ
る
方
々
と
、
出
雲
大
社
は
ど
の
よ
う

な
形
で
連
携
し
て
い
ま
す
か
。

千
家　

明
治
時
代
当
初
、
地
元
の
大
社

の
町
は
沈
滞
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
当

時
の
新
聞
に
、
原
因
は
富
く
じ
（
昔
の

宝
く
じ
）
に
あ
る
と
問
題
指
摘
さ
れ
て

い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

は
富
く
じ
の
興
行
が
特
別
に
認
め
ら
れ

て
、
誘
客
の
自
助
努
力
を
し
な
く
て
も

一い
っ
か
く
せ
ん
き
ん

攫
千
金
目
当
て
の
お
客
さ
ん
で
暮
ら

し
て
行
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ

が
、
明
治
維
新
で
富
く
じ
は
廃
止
、
誘

客
の
自
助
努
力
不
足
と
い
う
課
題
が
顕

在
化
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

遷
宮
を
機
縁
と
し
て
「
神
門
通
り
甦

り
の
会
」
と
い
う
門
前
通
り
の
活
性
化

組
織
が
結
成
さ
れ
て
積
極
的
に
活
動
を

さ
れ
て
も
い
ま
す
が
、
一
過
性
の
遷
宮

効
果
で
は
な
く
深
く
根
を
は
っ
た
も
の

に
と
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
方
々

と
協
力
し
合
い
、「
点
」
で
は
な
く
「
線
」

に
な
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

重
要
な
の
は
地
元
だ
け
で
な
く
、
外
部

か
ら
の
積
極
的
な
参
加
や
声
で
す
。
そ

う
し
た
新
し
い
力
、
発
想
を
導
入
す
る

こ
と
で
も
出
雲
の
活
性
化
を
進
め
ら
れ

た
ら
良
い
で
す
ね
。

布
野　

現
在
の
神
門
通
り
で
は
、
私
が

育
っ
た
こ
ろ
か
ら
商
売
を
続
け
て
お
ら

れ
る
お
店
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し
く
来
て

事
業
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
増

え
て
い
ま
す
ね
。
新
し
い
波
が
届
い
て
い

る
感
じ
が
し
ま
す
。
出
雲
大
社
も
変
わ
っ

て
い
く
部
分
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

神
様
に
対
し
て
ど
う
し
た
ら
一

番
良
い
お
祀
り
が
で
き
、
喜
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
時
代

時
代
で
考
え
る
。
同
時
に
、
人
々
が
ど

こ
に
幸
せ
を
感
じ
喜
び
、
安
心
を
得
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
時
代
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
そ
う

し
た
こ
と
を
的
確
に
捉
え
て
し
っ
か
り

お
応
え
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
お
祭
り
に
つ
い
て
も
、

柔
軟
に
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

前
近
代
ま
で
は
基
本
的
に
農
事
暦
に

沿
っ
て
お
祭
り
が
構
成
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
近
代
に
入
り
産
業
構
造
は
変
容

し
、
高
度
成
長
以
降
さ
ら
に
顕
著
で
す
。

出
雲
大
社
の
神か

み
あ
り
さ
い

在
祭
も
昔
ど
お
り
の
奉

仕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
稲い

な
さ佐
の
浜
で
の

神
迎
え
神
事
は
、
一
昔
前
は
ひ
そ
や
か

に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
全

国
か
ら
約
一
万
人
の
方
々
が
さ
ま
ざ
ま

な
縁
結
び
を
求
め
て
、
夜
陰
の
浜
辺
に

参
列
さ
れ
る
中
で
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

布
野　

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
神
迎
え

の
夜
は
家
を
出
て
は
い
け
な
い
と
か
、

テ
レ
ビ
も
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
ま
し
た
。

神
職
の
方
々
だ
け
が
稲
佐
の
浜
で
神
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
の
お
祭
り

も
変
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

わ
け
で
す
ね
。

千
家　

無
意
味
に
時
代
に
迎
合
す
る
こ

と
な
く
、
人
々
に
幸
せ
や
喜
び
、
安
心

を
生
み
成
し
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
私

ど
も
の
一
つ
の
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
場
の
時
空
を
提
供
す
る
お
祭

り
、
境
内
環
境
も
固
定
的
で
は
な
く
柔

軟
に
考
え
て
不
断
に
醸
成
し
て
い
か
な

け
れ
ば
と
感
じ
て
い
ま
す
。

布
野　

本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（注２）�管玉／円柱状の玉で、穿った穴に糸を通し複
数を連結して腕飾りや首飾りなどに用いる。
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富
田
鐵
之
助
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に

仙
台
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）、
藩
命
に
よ
り
江
戸
で
西
洋
砲
術
を

学
び
、
帰
藩
後
に
藩
の
西
洋
砲
術
の
先
生
に
な
り

ま
し
た
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、
再
度
、
藩

の
命
で
江
戸
に
上
り
、
幕
府
の
海
軍
奉
行
で
あ
っ

た
勝か

つ

安あ
わ
の
か
み

房
守
（
勝か
つ
か
い
し
ゅ
う

海
舟
）
の
私
塾
「
氷
ひ
ょ
う
か
い
じ
ゅ
く

解
塾
」
に

入
り
ま
す
。
そ
の
勝
の
推
薦
に
よ
り
、
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
に
は
、
米
国
に
留
学
し
、
主
と
し

て
経
済
学
を
学
び
ま
し
た
。
な
お
、
米
国
に
留
学

す
る
際
に
乗
船
し
た
米
国
船
コ
ロ
ラ
ド
号
に
は
、

後
の
第
二
〇
代
内
閣
総
理
大
臣
・
第
七
代
日
本
銀

行
総
裁
の
高
橋
是こ

れ
き
よ清

も
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

　

米
国
留
学
の
翌
年
、
明
治
維
新
を
迎
え
、
幕
府

か
ら
の
留
学
生
は
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
中
、

富
田
は
学
業
優
秀
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま

ま
明
治
政
府
の
留
学
生
と
し
て
認
め
ら
れ
、
留
学

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

ち
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
の
「
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
小
史
」
の
コ
ー

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

り
組
ん
だ
事
跡
や
当
時
の
日
本
銀
行
の
歴
史
な
ど
を
ご
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
今
回
は
第
二
代
総
裁
の
富
田
鐵
之
助
で
す
。

第
二
代
総
裁 
富
田
鐵
之
助 

と
み
た 

て
つ
の
す
け

【総裁任期】
明治21年（1888）2月21日～明治22年（1889）9月3日

第
二
回



NICHIGIN 2019 NO.6021

を
続
け
ま
し
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
領
事
心
得
に
抜
擢
さ
れ
、
副
領
事

に
昇
格
し
た
後
、
在
英
国
公
使
館
一
等
書
記
官
を

務
め
、帰
国
。帰
国
後
は
大
蔵
省（
現
在
の
財
務
省
）

に
移
り
、
日
本
銀
行
創
立
の
事
務
を
担
当
し
ま
し

た
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
の
日
本
銀
行
設

立
と
と
も
に
、日
本
銀
行
副
総
裁
に
就
任
し
ま
す
。

初
代
総
裁
吉よ

し
は
ら原
重し
げ
と
し俊
と
と
も
に
、
大
阪
支
店
の
設

置
や
不
換
紙
幣
（
注
１
）
の
整
理
、兌だ

換か
ん

銀
行
券
（
注

２
）
の
発
行
な
ど
重
要
案
件
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

初
代
の
吉
原
総
裁
逝
去
後
の
明
治
二
十
一
年

（
一
八
八
八
）、
第
二
代
総
裁
に
就
任
し
ま
す
。
総

裁
就
任
後
も
副
総
裁
時
代
か
ら
の
懸
案
事
項
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
従
前
大
蔵
大
臣
か
ら

要
請
さ
れ
て
い
た
、
外
国
為
替
専
門
銀
行
で
あ
る

横
浜
正し

ょ
う
き
ん金
銀
行
へ
の
低
利
融
資
枠
の
大
幅
拡
大

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
拒
否
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
辞
任
し
ま
す
。
総
裁
在
任
期
間
は
一

年
半
と
短
い
も
の
で
し
た
が
、
副
総
裁
在
任
時
か

ら
通
算
七
年
に
わ
た
り
、
富
田
は
、
日
本
銀
行
の

創
業
期
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

総
裁
辞
任
後
の
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）、

帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
た
際
に
は
、
貴
族
院
議
員

に
勅
撰
さ
れ
、
そ
の
職
を
二
五
年
に
わ
た
り
務
め

た
ほ
か
、
東
京
府
（
現
・
東
京
都
）
知
事
も
歴
任

し
ま
し
た
。経
済
界
に
お
い
て
は
、富
士
紡
績（
現
・

富
士
紡
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
や
横
浜
火
災
海
上

明治 22年（1889）発行のお札の左側には富田鐵之
助の筆跡で「日本銀行」と記されている。

横浜正金銀行は、国立銀行条例により明治 13 年
（1880）に設立された。写真は明治 37 年（1904）
に建てられた同行本店。現在、神奈川県立歴史博物
館として利用され、国の重要文化財・史跡に指定さ
れている。� （写真提供：神奈川県立歴史博物館）

富田の故郷宮城県仙台市にある東
華学校（宮城英学校が改称）の遺

い

址
し

碑
ひ

。富田のほか、新
にいじまじょう

島襄など学校
設立関係者の氏名が刻まれている。
� （写真提供：同志社東京校友会）

保
険
（
現
・
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
）

の
創
立
に
尽
力
し
ま
し
た
。
ま
た
、
共
立
女
子
職

業
専
門
学
校
（
現
・
共
立
女
子
学
園
）
や
宮
城
英

学
校
（
後
に
東
華
学
校
と
改
称
〈
明
治
二
十
五
年

閉
校
〉）
の
設
立
に
関
わ
る
な
ど
、
人
材
の
育
成

に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
自
身
の
結
婚
に
際
し
て
、
日
本
で

初
め
て
と
い
わ
れ
る
夫
婦
契
約
証
を
取
り
交
わ

し
、
当
時
の
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

富
田
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
二
月
、
満

八
〇
歳
で
死
去
し
ま
し
た
。
同
年
五
月
、
故
郷
宮

城
県
仙
台
市
で
追
悼
会
が
催
さ
れ
、
政
官
財
界
人

を
は
じ
め
多
く
の
人
が
別
れ
を
惜
し
み
ま
し
た
。

（
注�

１
）�

不
換
紙
幣
／
正
貨
（
金
貨
・
銀
貨
な
ど
）
と
引
き
換

え
る
保
証
の
な
い
紙
幣
。

（
注�

２
）
兌
換
銀
行
券
／
同
額
の
正
貨
と
引
き
換
え
る
こ
と
の

で
き
る
銀
行
券
。
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国
民
の
生
活
に
も
つ
な
が
る 

日
本
銀
行
の
シ
ス
テ
ム

　

金
融
政
策
運
営
や
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

国
庫
・
国
債
事
務
、
さ
ら
に
は
一
般
的
な
事
務

処
理
ま
で
、
日
本
銀
行
の
業
務
の
多
く
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。そ
の
シ
ス
テ
ム
の
開
発
や
安
定
し
た
運
行
、

管
理
な
ど
を
担
う
の
が
、
全
六
課
・
一
七
グ

万
一
、
日
銀
ネ
ッ
ト
の
運
行
に
大
き
な
問
題
が

生
じ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
金
融
機
関
を

通
じ
日
々
行
わ
れ
て
い
る
お
金
の
や
り
取
り
が

滞
る
な
ど
、
日
本
の
金
融
基
盤
の
安
定
が
損
な

わ
れ
、
ひ
い
て
は
国
民
生
活
に
も
悪
影
響
が
及

び
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
安
定
運
行
の
確

保
の
た
め
の
取
り
組
み
は
大
変
重
要
で
す
」

　

日
銀
ネ
ッ
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
に
ど
う

関
わ
っ
て
い
る
の
か
想
像
が
つ
き
に
く
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、個
人
に
関
わ
る
お
金
の
動
き
、

例
え
ば
国
か
ら
の
年
金
支
給
や
、
家
賃
の
振
り

込
み
な
ど
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
な
決
済
は
日

銀
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か

ル
ー
プ
か
ら
な
る「
シ
ス
テ
ム
情
報
局
」。現
在
、

大
小
含
め
て
一
〇
〇
以
上
の
シ
ス
テ
ム
が
稼
動

し
て
い
る
と
、
同
局
シ
ス
テ
ム
企
画
課
長
の　

松ま
つ

裕
司
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
日
本
銀
行
が
現
在
運
用
し
て
い
る
シ
ス
テ

ム
の
中
で
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
日
本
銀

行
と
金
融
機
関
を
接
続
し
て
、
資
金
や
国
債
の

決
済
を
行
う
日
銀
ネ
ッ
ト
（
日
本
銀
行
金
融

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
）が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

日
本
銀
行
シ
ス
テ
ム
情
報
局
　
日
本
銀
行
が
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の
安
定
稼
動
に
向
け
た
取
り
組
み

　
日
本
銀
行
で
は
他
の
金
融
機
関
と
連
携
す
る
決
済
シ
ス
テ
ム
を
柱
と
し
て
、
そ
の
他
も
含
め
て

一
〇
〇
以
上
も
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
毎
日
の
業
務
を
支
え
て
い
ま
す
。
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
三
六
五
日
、
二
四
時
間
体
制
で
管
理
し
、
安
定
し
た
運
行
を
担
っ
て
い
る
の
が
「
シ
ス
テ

ム
情
報
局
」
の
ス
タ
ッ
フ
。
シ
ス
テ
ム
の
開
発
か
ら
、
想
定
し
う
る
多
種
多
様
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト

に
向
け
た
対
策
、
万
が
一
の
際
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
構
築
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

の
職
員
へ
の
啓
発
活
動
、
技
術
の
劇
的
な
進
化
に
対
応
す
る
細
や
か
な
情
報
収
集
ま
で
、
社
会
的

な
要
請
に
応
え
な
が
ら
、
日
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を

二
四
時
間
、
陰
な
が
ら
支
え
る

◆30

あ
べ

システム運行の様子
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ら
こ
そ
日
銀
ネ
ッ
ト
の
安
定
的
な
運
行
は
、
国

民
の
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
「
情
報
通
信
技
術
の
世
界
は
日
進
月
歩
。
今

年
三
月
に
公
表
し
た
日
本
銀
行
の
中
期
経
営
計

画
（
二
○
一
九
〜
二
○
二
三
年
度
）
に
お
い
て

も
、『
情
報
技
術
が
金
融
経
済
に
広
範
か
つ
多

様
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
情
報
技
術
に
か
か
る
取
り
組
み
を
適
切
に

進
め
て
い
く
こ
と
が
、
業
務
・
組
織
運
営
の
両

面
で
重
要
』
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ス
テ

ム
情
報
局
は
、
そ
う
し
た
情
報
通
信
技
術
の
活

用
を
通
じ
、
日
本
銀
行
が
行
う
業
務
の
高
度
化

や
効
率
化
、
安
定
化
に
取
り
組
む
な
ど
、
日
本

銀
行
の
業
務
を
シ
ス
テ
ム
面
か
ら
支
え
る
、
極

め
て
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
部
署
で
す
」

　

状
況
の
急
激
な
変
化
を
追
う
た
め
に
は
、
常

に
情
報
通
信
技
術
の
動
向
に
目
を
光
ら
す
こ
と

が
必
須
で
す
。

　
「
昨
今
の
情
報
通
信
技
術
の
進
歩
の
ス
ピ
ー

ド
を
考
え
れ
ば
、
情
報
収
集
は
普
段
か
ら
欠
か

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
各
国
の
中
央
銀
行
や

国
内
の
公
的
機
関
等
と
も
連
絡
を
取
り
合
い
、

最
新
の
情
報
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
自
然
災
害

や
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（
注
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
脅

威
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
脅
威
の
度
合
い
が

刻
々
と
変
化
し
て
い
く
な
か
、
自
分
た
ち
が
得

体
制
の
シ
フ
ト
が
組
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
「
シ
ス
テ
ム
障
害
な
ど
が
発
生
し
た
と
き
に

大
切
な
の
は
、
そ
の
発
生
原
因
と
影
響
範
囲
を

迅
速
か
つ
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
。
障
害
の
原

因
は
必
ず
あ
り
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
の
専
門
ス

タ
ッ
フ
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ

を
ま
ず
探
っ
て
い
く
。
必
要
に
応
じ
て
、
シ
ス

テ
ム
を
使
う
現
場
か
ら
情
報
を
収
集
し
て
状
況

を
判
断
し
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
原
因
の
究

明
を
行
い
ま
す
」

　

時
に
は
、
夜
間
や
休
日
に
呼
び
出
さ
れ
る
こ

と
も
。
二
○
一
八
年
の
北
海
道
胆い
ぶ
り振

東
部
地
震

で
は
、
朝
の
三
時
台
に
寺
中
さ
ん
の
携
帯
電
話

が
鳴
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は
幸
い
に
し
て
シ
ス

テ
ム
は
滞
り
な
く
運
行
で
き
ま
し
た
が
、
停
電

に
よ
り
道
内
の
決
済
シ
ス
テ
ム
が
使
え
な
く

な
っ
た
場
合
、
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
、
内
外
の
関
係
先
と

連
携
し
つ
つ
、
情
報
の
収
集
に
努
め
た
そ
う
で

す
。

　
「
歯
科
治
療
中
に
電
話
が
鳴
っ
た
と
き
は
、

焦
り
ま
し
た
ね
」
と
苦
笑
し
な
が
ら
振
り
返
る

の
は
、
同
グ
ル
ー
プ
企
画
役
の
有
田
真
理
子
さ

ん
。
緊
張
感
の
あ
る
場
面
で
難
し
い
判
断
が
迫

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
か
。

　
「
今
の
グ
ル
ー
プ
に
配
属
さ
れ
た
際
、
何
か

あ
っ
た
ら
『
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
』『
声

を
出
し
て
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
助

た
情
報
の
活
用
の
仕
方
も
し
っ
か
り
考
え
、
必

要
と
あ
ら
ば
、
関
係
部
署
と
連
携
し
な
が
ら
対

策
を
講
じ
て
い
く
。
そ
う
し
た
力
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
」

三
六
五
日
、
二
四
時
間
体
制
で 

シ
ス
テ
ム
の
運
行
を
見
守
る

　

シ
ス
テ
ム
の
安
定
運
行
の
た
め
、
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
機
器
や
回

線
の
故
障
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
ト
ラ
ブ
ル
は
つ

き
も
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応

す
る
の
が
日
銀
ネ
ッ
ト
構
築
運
行
課
シ
ス
テ
ム

運
行
グ
ル
ー
プ
で
す
。
グ
ル
ー
プ
長
の
寺
中

毅た
け
しさ

ん
に
よ
れ
ば
、
各
種
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的

な
運
行
管
理
の
た
め
、
三
六
五
日
、
二
四
時
間

（注）�サイバー攻撃／コンピューターネットワークに侵入し、
システムを破壊したりデータを盗んだりする行為。

海外中銀との意見交換
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言
も
踏
ま
え
、
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
と
き

に
は
、
遠
慮
せ
ず
周
囲
に
相
談
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
障
害
対
応
は
、
関
係
者

の
皆
が
知
恵
を
絞
れ
ば
必
ず
良
い
対
応
策
が
出

る
ん
で
す
。
個
々
人
の
力
で
は
な
く
チ
ー
ム
で

ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
対
応
し
よ
う
と
い
う
意
識
が

グ
ル
ー
プ
に
浸
透
し
て
い
ま
す
」

　

シ
ス
テ
ム
障
害
の
対
応
部
署
と
い
う
こ
と

で
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
は
心
安
ま
る
と
き
が

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
い
か
け
に
寺
中

さ
ん
が
笑
顔
で
こ
う
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
確
か
に
、
皆
、
常
に
緊
張
感
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
銀
行
の
仕
事
の
土
台
で

あ
る
シ
ス
テ
ム
を
守
っ
て
い
る
、
と
い
う
自
負

が
あ
る
の
で
、
大
変
さ
よ
り
も
む
し
ろ
や
り
が

い
の
方
が
大
き
い
ん
で
す
」

定
期
的
な
大
規
模
訓
練
で 

組
織
の
実
践
力
を
向
上
さ
せ
る

　

シ
ス
テ
ム
の
安
定
運
行
の
た
め
に
は
、
い
ざ

と
い
う
と
き
へ
の
備
え
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
シ

ス
テ
ム
企
画
課
総
務
グ
ル
ー
プ
企
画
役
の
藤
原

裕ゆ
う
い
ち一

さ
ん
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
業
務
継
続
計
画
）
体

制
の
整
備
の
た
め
の
取
り
組
み
の
一
例
を
こ
う

語
り
ま
す
。

　
「
例
え
ば
想
定
外
の
自
然
災
害
を
は
じ
め
大

規
模
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
生
じ
て
も
シ
ス
テ
ム

を
継
続
し
て
稼
動
さ
せ
て
い
く
体
制
づ
く
り
が

日
銀
ネ
ッ
ト
な
ど
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム

を
立
ち
上
げ
、
金
融
機
関
も
日
本
銀
行
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
に
接
続
先
を
切
り
替
え
た

り
、
自
社
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
を
立
ち

上
げ
た
り
し
ま
す
。
こ
う
し
た
大
規
模
な
訓
練

を
定
期
的
に
行
う
こ
と
で
、
実
際
に
災
害
が
起

き
た
と
き
に
、
金
融
機
関
も
含
め
た
関
係
者
が

円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
体
制
を
整
え
な
が

ら
実
践
力
を
高
め
て
い
ま
す
」

　

業
務
の
処
理
は
シ
ス
テ
ム
が
行
い
ま
す
が
、

障
害
な
ど
が
起
き
た
場
合
に
備
え
て
も
っ
と
も

重
要
な
の
は
、
常
日
頃
か
ら
の
連
携
と
事
前
の

想
像
力
だ
と
藤
原
さ
ん
は
言
い
切
り
ま
す
。

　
「
各
金
融
機
関
、
官
公
庁
な
ど
の
担
当
者
と

日
々
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
取
り
な
が

ら
、
情
報
、
経
験
を
共
有
す
る
。
シ
ス
テ
ム
が

担
う
部
分
は
年
々
増
し
て
い
ま
す
が
、
シ
ス
テ

ム
を
動
か
す
の
は
人
。
い
ざ
と
い
う
と
き
の
対

応
と
い
う
点
で
は
、
関
係
者
同
士
の
連
携
が
何

よ
り
大
切
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
想
像
力
。
ア
ク

シ
デ
ン
ト
が
起
こ
っ
て
い
な
い
通
常
時
か
ら
、

最
悪
の
事
態
へ
の
対
応
を
、
想
像
力
を
フ
ル
に

働
か
せ
て
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
難
し
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
仕
事
の
醍だ
い
ご
み

醐
味
で
も
あ

り
ま
す
。
醍
醐
味
と
思
え
る
の
は
、
国
民
生
活

を
支
え
続
け
る
シ
ス
テ
ム
を
担
っ
て
い
る
、
と

い
う
強
い
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

す
」

大
事
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
関
西
に
設
け
ら

れ
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
（
通
常
の
シ
ス

テ
ム
が
使
え
な
く
な
っ
た
際
の
予
備
の
シ
ス
テ

ム
）
で
す
。
仮
に
大
き
な
災
害
で
メ
イ
ン
セ
ン

タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
や
機
器
が
利
用
で
き
な
く

な
っ
た
り
、
関
東
で
通
信
が
遮
断
さ
れ
た
場
合

は
、
関
西
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム
を
立
ち
上
げ
、
通
常
の
運
行
が
引
き

継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

備
え
は
机
上
の
空
論
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
迅
速
か
つ
確
実
に
対

処
で
き
る
よ
う
、
例
年
春
頃
に
は
「
シ
ス
テ
ム

障
害
対
策
訓
練
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
「
日
銀
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
約
五
〇
〇
の
金

融
機
関
も
参
加
し
て
行
い
ま
す
。日
本
銀
行
は
、

金
融
機
関
と
の
連
絡
体
制
を
確
認
し
な
が
ら
、

障害対応の様子
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セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
に 

日
々
重
ね
ら
れ
る
啓
発
活
動

　

シ
ス
テ
ム
の
安
定
運
行
の
た
め
に
は
、
レ
ベ

ル
の
高
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
安
全
）
対
策
を
施

し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
外
部
か
ら
の
侵
入

な
ど
を
防
ぐ
こ
と
も
重
要
で
す
。
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
課
企
画
役
補
佐
の
中
村
啓
佑
さ
ん
は
、

担
当
業
務
に
つ
い
て
こ
う
語
り
ま
す
。

　
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
課
は
、
日
本
銀
行
の

シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に
か
か
る
施
策

の
企
画
、
立
案
お
よ
び
実
務
を
担
当
し
て
い
ま

す
。
行
内
外
の
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
の
指
針
を
策
定
し
て
お
り
、
そ
の

関
な
ど
は
、
二
○
二
○
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
、
気
を
引
き
締

め
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
「
国
際
的
に
注
目
を
集
め
る
イ
ベ
ン
ト
で
す

の
で
、
開
催
ま
で
の
間
、
公
的
機
関
や
関
連
す

る
事
業
者
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
増
え
る

と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
も
起
き
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
、
ひ
そ
か
に
攻
撃
あ

る
い
は
攻
撃
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
対
応
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
は
情

報
が
命
。
常
日
頃
か
ら
官
公
庁
は
も
ち
ろ
ん
、

海
外
の
中
央
銀
行
な
ど
と
幅
広
く
連
携
し
、
情

報
を
共
有
す
る
の
も
重
要
な
業
務
で
す
」

　
　
　
　

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

勉
強
会
や
研
修
、
訓
練
を
繰
り
返
し
行
い
、

常
に
情
報
や
体
制
を
更
新
。
シ
ス
テ
ム
情
報
局

は
、
技
術
や
社
会
環
境
が
刻
々
と
変
化
す
る
な

か
で
、
中
央
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
で
効

率
的
な
運
行
を
実
現
す
べ
く
強
い
使
命
感
を

持
っ
て
日
々
尽
力
し
て
い
ま
す
。
業
務
の
処
理

に
シ
ス
テ
ム
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
、
動
か
す
の
は
人
。
日
本
銀

行
の
業
務
は
今
日
も
、
シ
ス
テ
ム
情
報
局
の
ス

タ
ッ
フ
の
地
道
な
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

重
要
性
を
研
修
等
を
通
じ
て
、
日
本
銀
行
の
職

員
に
説
明
し
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
指
針
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
内
へ
の

地
道
な
啓
発
活
動
も
私
た
ち
の
大
き
な
仕
事
で

す
」

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ウ
イ
ル
ス
等
の
侵
入
経
路

が
多
岐
に
わ
た
り
、
偽
メ
ー
ル
ひ
と
つ
と
っ
て

も
手
口
が
巧
妙
に
な
っ
て
い
る
今
の
時
代
、
シ

ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
は
、
逐

次
更
新
さ
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
特
化
し
た
強
化
月
間
を
設

け
、
重
点
的
な
啓
発
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
が
、
中
央
銀
行
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
維
持
・
向
上
に
貢
献
し
て
い

ま
す
。

　
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
侵
害
に
よ
り
機
密
情
報
が

流
出
し
た
り
、
シ
ス
テ
ム
運
行
が
滞
る
と
、
日

本
銀
行
の
業
務
に
支
障
を
来
し
、
国
民
生
活
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
事

態
を
招
か
な
い
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
で
の

職
員
の
理
解
度
が
高
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
同
時
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
は
バ
ラ
ン
ス

が
大
事
。
必
要
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
を
確

保
し
つ
つ
、
コ
ス
ト
と
効
果
、
業
務
の
効
率
性

や
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
な
ど
を
考
え
な
が
ら
適

切
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
」

　

現
在
、
日
本
銀
行
に
限
ら
ず
国
内
の
公
的
機

情報セキュリティに関する研修の様子
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「
経
済
・
物
価
情
勢
の
展
望
」（
展
望
レ
ポ
ー
ト
）

二
〇
一
九
年
十
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
が

続
く
も
の
の
、
国
内
需
要
へ
の
波
及
は

限
定
的
と
な
り
、
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
が
続

く
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
、
当
面
、
原
油
価
格
の
下
落

の
影
響
な
ど
を
受
け
つ
つ
も
、
見
通

し
期
間
を
通
じ
て
マ
ク
ロ
的
な
需
給

ギ
ャ
ッ
プ
が
プ
ラ
ス
の
状
態
を
続
け
る

こ
と
や
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率

が
高
ま
る
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
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



NICHIGIN 2019 NO.6027

績
値
が
安
定
的
に
二
％
を
超
え
る
ま

で
、
拡
大
方
針
を
継
続
す
る
。
政
策
金

利
に
つ
い
て
は
、「
物
価
安
定
の
目
標
」

に
向
け
た
モ
メ
ン
タ
ム
が
損
な
わ
れ
る

惧
れ
に
注
意
が
必
要
な
間
、
現
在
の
長

短
金
利
の
水
準
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
下

回
る
水
準
で
推
移
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
が
大

（１） 実質ＧＤＰ 
 

 
（２） 消費者物価指数（除く生鮮食品） 
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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
。

（１） 実質ＧＤＰ 
 

 
（２） 消費者物価指数（除く生鮮食品） 
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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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（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、％）

2014 年度  2015　　 2016　    2017　   2018　    2019　    2020       2021　

（ 注）教育無償化政策については、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 ＋ 0.6 ＋ 0.7 ＋ 0.5

　　 （7 月時点の見通し） （＋ 0.7） （＋ 1.0） （＋ 0.8）

2020 年度 ＋ 0.7 ＋ 1.1

（＋ 1.3）

＋ 1.0

　　 （7 月時点の見通し） （＋ 0.9） （＋ 1.2）

2021 年度 ＋ 1.0 ＋ 1.5

（＋ 1.6）　　 （7月時点の見通し） （＋ 1.1）

（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
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
次
の
三
つ
に

力
点
を
置
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
第
一

に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
危
機
以
降
、
大

手
行
等
を
中
心
に
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
ド
ロ
ー

ン
や
C
L
O
を
含
め
た
海
外
貸
出
・
海

外
ク
レ
ジ
ッ
ト
投
資
が
拡
大
し
、
そ
れ
に

伴
い
海
外
と
の
連
関
性
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
邦
銀
の
海
外
向
け
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
潜
在
的
な
リ

ス
ク
や
脆
弱
性
を
分
析
・
評
価
し
た
。
第

二
に
、
地
域
金
融
機
関
に
つ
い
て
、
近
年

収
益
力
の
低
下
が
続
く
も
と
で
、
経
費
の

節
減
や
非
資
金
利
益
の
拡
大
と
い
っ
た
経

営
効
率
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
が
み

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
営
効
率

二
〇
一
九
年
十
月
号
の

特
徴
と
問
題
意
識

性
の
動
向
や
同
一
業
態
内
の
ば
ら
つ
き
、

そ
の
要
因
の
分
析
を
行
っ
た
。
ま
た
、
分

析
結
果
を
踏
ま
え
て
、
マ
ク
ロ
・
ス
ト
レ

ス
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
先
行
き
一
段
の
経

営
効
率
の
改
善
が
行
わ
れ
た
場
合
の
収
益

効
果
を
織
り
込
ん
で
、
中
長
期
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
将
来
の
ス
ト
レ
ス
発
生
を

想
定
し
た
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。
第
三
に
、

足
も
と
地
域
金
融
機
関
を
中
心
に
国
内
の

信
用
コ
ス
ト
率
が
低
水
準
な
が
ら
上
昇
し

始
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
信
用
コ
ス

ト
増
加
の
背
景
や
先
行
き
の
見
通
し
に
つ

い
て
、
整
理
し
た
。
な
お
、
レ
ポ
ー
ト
の

構
成
と
し
て
、
今
回
か
ら
、
国
内
外
の
金

融
脆
弱
性
を
総
括
的
に
点
検
す
る
章
（
Ⅳ

章
）
を
設
け
た
。
ま
た
、
各
種
リ
ス
ク
の

評
価
に
当
た
り
、
従
来
の
信
用
・
市
場
・

流
動
性
リ
ス
ク
に
加
え
、
近
年
重
要
性
が

増
し
て
い
る
リ
ス
ク
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
、
反
マ
ネ
ー
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、

デ
ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
等
）

に
つ
い
て
項
目（
Ⅴ
章
六
節
）を
設
け
た
。

要
旨
は
以
下
の
と
お
り
。

　

日
本
銀
行
の
金
融
緩
和
を
背
景
に
、
金

融
仲
介
活
動
は
貸
出
・
証
券
市
場
の
両
面

で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
国
内
貸
出

は
、
貸
出
金
利
が
既
往
ボ
ト
ム
圏
で
推
移

す
る
も
と
で
、
経
済
成
長
を
上
回
る
前
年

比
二
%
程
度
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い

る
。
C
P
・
社
債
市
場
で
も
、
き
わ
め
て

低
い
発
行
レ
ー
ト
の
も
と
で
、
大
企
業
の

資
金
調
達
が
増
加
し
て
い
る
。
国
際
金
融

市
場
で
は
、
世
界
経
済
の
減
速
懸
念
や
地

政
学
的
不
確
実
性
を
背
景
に
、
株
価
は
や

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

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」

二
〇
一
九
年
十
月

金
融
仲
介
活
動
の
動
向
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な
が
ら
も
信
用
コ
ス

ト
が
地
域
金
融
機
関

を
中
心
に
増
加
し
始

め
て
い
る
。
背
景
に

は
、
①
金
融
機
関
が

長
く
支
え
て
き
た
業

況
不
芳
企
業
の
経
営

再
建
の
遅
れ
、
②
近

年
の
貸
出
増
加
過
程

に
お
け
る
一
部
審

査
・
管
理
の
緩
み
な

ど
が
あ
る
。
不
動
産

業
向
け
の
貸
出
は
バ

ブ
ル
期
を
上
回
っ

て
増
加
し
て
お
り
、

対
G
D
P
比
率
の

ト
レ
ン
ド
か
ら
の
乖

離
幅
は
バ
ブ
ル
期
以

来
の
水
準
と
な
っ
て

い
る
（
図
表
３
）。
不

動
産
市
場
全
体
に
過

熱
感
は
窺
わ
れ
な
い

が
、
人
口
や
企
業
数

減
少
の
下
で
賃
貸
用

物
件
投
資
向
け
の
長

期
貸
出
が
増
加
し
て

い
る
な
ど
、
バ
ブ
ル

や
不
安
定
な
動
き
と
な
っ
た
が
、
米
欧

の
金
融
緩
和
期
待
な
ど
か
ら
長
期
金
利

は
大
幅
に
低
下
し
、
利
回
り
追
求
の
動

き
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
市
場
の
ス
プ
レ
ッ

ド
は
タ
イ
ト
な
状
況
が
続
い
た
。
そ
う

し
た
も
と
で
、
わ
が
国
金
融
機
関
の
海

外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
緩
や
か
な
増

加
基
調
を
続
け
て
い
る
。

　

以
上
の
金
融
仲
介
活
動
を
背
景
に
、

金
融
循
環
の
拡
張
的
な
動
き
が
継
続

し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
期
の
よ

う
な
過
熱
感
は
窺
わ
れ
て
い
な
い
（
図

表
１
）。

　

た
だ
し
、
金
融
循
環
の
拡
張
的
な
動

き
が
継
続
す
る
下
で
の
脆
弱
性
の
蓄
積

に
は
引
き
続
き
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

国
内
で
は
、「
総
与
信
の
対
G
D
P
比

率
」
が
上
昇
を
続
け
て
お
り
、
バ
ブ
ル

期
に
比
べ
水
準
は
低
め
で
あ
る
が
、
ト

レ
ン
ド
か
ら
の
上
方
乖
離
幅
は
当
時

に
近
づ
い
て
い
る
（
図
表
２
）。
そ
う
し

た
下
で
、
利
鞘
の
薄
い
低
採
算
の
貸
出

が
増
加
し
て
お
り
、
足
も
と
、
低
水
準

金
融
循
環
と

金
融
脆
弱
性
の
点
検

図表 1  ヒートマップ

（注）�「赤」は指標が上限の閾値を超えて過熱していることを、「青」は指標が下限の閾値を下回って停滞していることを、「緑」はそれ以外を示す。
「白」はデータがない期間を示す。

（資料）�Bloomberg、財務省「法人企業統計」、東京証券取引所「信用取引残高等」、内閣府「国民経済計算」、日本不動産研究所「市街地価格指数」、
日本銀行「貸出先別貸出金」「資金循環統計」「全国企業短期経済観測調査」「マネーサプライ」「マネーストック」
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図表 3  不動産業向け貸出の対 GDP 比率

（資料）内閣府「国民経済計算」、日本銀行「貸出先別貸出金」
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吸
収
力
低
下
が
想
定
さ
れ
、
金
融
仲
介
機

能
の
低
下
を
通
じ
て
実
体
経
済
へ
の
下
押

し
圧
力
が
強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
に
求
め
ら

れ
る
経
営
課
題
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
収
益
力
向
上
に
向
け
た
取
り
組

み
の
強
化
で
あ
る
（
図
表
７
）。
具
体
的
に

は
、
①
企
業
の
課
題
解
決
や
家
計
の
資
産

形
成
支
援
等
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
力
の

強
化
、
②
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
貸
出
金
利

の
確
保
や
非
資
金
利
益
の
拡
大
、
③
経
費

構
造
の
見
直
し
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金

融
機
関
は
、
戦
略
的
に
必
要
な
投
資
は
行

い
つ
つ
、
近
年
取
り
組
ん
で
い
る
こ
れ
ら

の
経
営
効
率
改
善
策
を
一
段
と
積
極
化

し
、
基
礎
的
収
益
力
の
向
上
を
通
じ
て
、

将
来
に
わ
た
る
ス
ト
レ
ス
耐
性
を
確
保
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
効
果
的
な
推

進
の
観
点
か
ら
、
経
営
統
合
や
ア
ラ
イ
ア

ン
ス
も
有
効
な
選
択
肢
と
な
り
得
る
。
第

二
は
、
積
極
的
に
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
進
め

て
い
る
分
野
に
お
け
る
リ
ス
ク
対
応
力
の

強
化
で
あ
る
。
地
域
金
融
機
関
で
は
、
ミ

ド
ル
リ
ス
ク
企
業
・
不
動
産
業
向
け
貸
出

や
、
投
資
信
託
な
ど
有
価
証
券
投
資
面
の

期
と
は
異
な
る
リ
ス
ク
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。国
内
与
信
の
増
加
は
、

足
も
と
の
景
気
拡
大
基
調
を
下
支
え
し
て

い
る
一
方
、
や
や
長
い
目
で
み
て
わ
が
国

経
済
の
成
長
が
高
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、

以
上
の
よ
う
な
脆
弱
性
が
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
調
整
圧
力
と
し
て
働
く
こ
と
で
、
負
の

シ
ョ
ッ
ク
発
生
時
の
下
押
し
圧
力
を
強
め

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

国
際
金
融
面
で
は
、
邦
銀
の
海
外
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
拡
大
と
と
も
に
、
わ
が
国

金
融
シ
ス
テ
ム
が
外
貨
調
達
面
も
含
め
て

海
外
金
融
循
環
の
影
響
を
受
け
や
す
く

な
っ
て
い
る
。
と
く
に
近
年
、
大
手
行
等

を
中
心
に
、
借
り
手
の
信
用
力
が
低
い
レ

バ
レ
ッ
ジ
ド
ロ
ー
ン
や
こ
れ
を
裏
付
け

と
す
る
証
券
化
商
品
（
C
L
O
）
へ
の

投
融
資
が
増
加
し
て
い
る
（
図
表
４
、５
）。

邦
銀
の
海
外
貸
出
は
、
全
体
と
し
て
質

の
高
い
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
維
持
さ
れ

て
お
り
、
保
有
C
L
O
の
ほ
と
ん
ど
は

A
A
A
格
で
あ
る
。
た
だ
し
、レ
バ
レ
ッ

ジ
ド
ロ
ー
ン
の
借
り
手
は
景
気
悪
化
に
脆

弱
で
あ
る
ほ
か
、
近
年
、
貸
付
条
件
の
引

き
緩
み
が
続
い
て
お
り
、
C
L
O
に
つ

い
て
も
、
経
済
・
市
場
急
変
時
の
格
付
け

低
下
、
市
場
価
格
下
落
等
の
リ
ス
ク
に
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
全
体
と
し

て
安
定
性
を
維
持
し
て
い
る
。
金
融
機
関

は
、
上
記
の
よ
う
な
脆
弱
性
を
考
慮
し
て

も
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
テ
ー

ル
イ
ベ
ン
ト
の
発
生
に
対
し
て
、
資
本
と

流
動
性
の
両
面
で
相
応
の
耐
性
を
備
え
て

い
る
（
図
表
６
）。

　

も
っ
と
も
、国
内
預
貸
業
務
を
中
心
に
、

金
融
機
関
の
収
益
性
が
低
下
を
続
け
て
い

る
。
こ
の
背
景
に
は
、
低
金
利
環
境
の
長

期
化
に
加
え
、
よ
り
長
い
期
間
で
み
れ

ば
、
人
口
減
少
や
成
長
期
待
低
下
に
伴
う

借
入
需
要
の
趨
勢
的
な
減
少
と
い
っ
た
構

造
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
も

と
で
、
大
手
金
融
機
関
は
グ
ロ
ー
バ
ル
展

開
と
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
の
総
合
金
融
戦
略

を
推
進
し
て
お
り
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
重

要
性
を
高
め
て
い
る
。地
域
金
融
機
関
は
、

国
内
貸
出
・
有
価
証
券
投
資
面
で
リ
ス
ク

テ
イ
ク
を
積
極
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

見
合
っ
た
リ
タ
ー
ン
を
確
保
で
き
ず
、
自

己
資
本
比
率
が
緩
や
か
な
低
下
を
続
け
て

い
る
。
先
行
き
も
こ
う
し
た
状
況
が
長
引

く
と
、
将
来
の
ス
ト
レ
ス
発
生
時
の
損
失

リ
ス
ク
管
理
強
化
で
あ
る
。
大
手
金
融
機

関
で
は
、
海
外
投
融
資
や
こ
れ
に
伴
う
外

貨
調
達
の
拡
大
へ
の
対
応
の
ほ
か
、
グ

ロ
ー
バ
ル
か
つ
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
の
経
営

管
理
強
化
が
求
め
ら
れ
る
。
第
三
は
、
デ

ジ
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
で
あ

る
。
金
融
機
関
は
戦
略
リ
ス
ク
を
意
識
し

つ
つ
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
方
針
を
明

確
化
す
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
や
反
マ
ネ
ー
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の

体
制
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
四
は
、
適
切
な
資
本
政
策
の
実
施
で
あ

る
。
金
融
機
関
は
自
己
資
本
の
適
正
水
準

や
、
配
当
、
有
価
証
券
評
価
益
の
活
用
な
ど

の
あ
り
方
を
含
め
た
資
本
政
策
を
明
確
に

定
め
、
株
主
な
ど
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
と
対
話
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

日
本
銀
行
は
、
考
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等

を
通
じ
て
上
記
の
金
融
機
関
の
対
応
を
後

押
し
し
て
い
く
と
と
も
に
、
マ
ク
ロ
プ
ル
ー

デ
ン
ス
の
視
点
か
ら
、
金
融
機
関
に
よ
る

多
様
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
が
金
融
シ
ス
テ
ム

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
く
。

ま
た
、
金
融
機
関
が
構
造
的
な
課
題
克
服

に
取
り
組
ん
で
い
く
う
え
で
重
要
な
要
素

と
な
る
金
融
制
度
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て

も
、
関
係
者
と
議
論
を
行
っ
て
い
く
。

金
融
機
関
の
課
題

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
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図表５　大手行等の海外クレジット投資残高

 投資適格債ハイイールド債CLO その他
15 399143.4 50486.21 50619.22 56503.44
16 416409.1 60010.63 57895.65 77796.64
17 444803.2 64967.43 70705.14 87270.39
18 460401.1 68969.69 127159.6 102778.6
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兆円

（注）�「投資適格先向け」はBBB格以上のシ・ローン、「レバローン」
はBB格以下のシ・ローン。

（資料）Dealogic

図表７　当期純利益 ROA（中長期のベースライン）

図表６　CET1 比率とコア資本比率の要因分解（2022 年度）

（注）�シミュレーション期間の終期（2022 年度末）における、ベースラインとテールイベント・シナリオ下の自己資本比率の乖離要
因を表示。「その他」は、税金・配当、CET1調整項目等の寄与の合計。

図表４　邦銀のシンジケート・ローン（シ・ローン）引受動向

（注）�大手行等の保有するCLOのうち、99％が AAA格ト
ランシェ。

（資料）日本銀行

（注）シャドーは効率性上昇ケース、細点線は効率性不変ケースの 10-90％点。
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令
和
元
年
十
月 

台
風
第
一
九
号
に
伴
う
災
害
に

対
す
る
日
本
銀
行
の
対
応

▼
こ
の
た
び
の
令
和
元
年
台
風
第

一
九
号
に
伴
う
災
害
に
よ
り
被
害
を

受
け
ら
れ
た
被
災
者
の
皆
さ
ま
に
対

し
ま
し
て
、
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。

▼
日
本
銀
行
で
は
、
令
和
元
年
台
風

第
一
九
号
に
伴
う
被
害
に
よ
り
災
害

救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
岩
手
県
、
宮

城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、

群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京

都
、
神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
、

長
野
県
お
よ
び
静
岡
県
の
金
融
機
関

等
に
対
し
、
各
地
の
財
務
局
等
と
と

も
に
、
預
金
通
帳
や
印
鑑
を
紛
失
し

た
場
合
に
お
け
る
預
金
の
払
い
戻
し

な
ど
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講

じ
る
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。

旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は

特
別
展
を
開
催
中

▼
明
治
・
大
正
期
に
日
本
銀
行
の
本

店
や
小
樽
支
店
の
ほ
か
東
京
駅
な
ど

米
各
国
の
銀
行

建
築
を
視
察
し

ま
し
た
。
帰
国

後
、
一
八
九
〇
年

よ
り
建
築
工
事
監

督
と
し
て
日
本

銀
行
本
店
本
館

（
一
八
九
六
年
竣

工
、
国
指
定
重
要

文
化
財
）
の
建
築

を
行
い
ま
し
た
。

▼
そ
の
後
も
日
本

銀
行
の
建
築
顧
問
と
し
て
大
阪
支

店
（
一
九
〇
三
年
竣
工
、部
分
保
存
）

や
京
都
支
店
旧
店
舗
（
一
九
〇
六
年

竣
工
、
国
指
定
重
要
文
化
財
、
現
・

京
都
文
化
博
物
館
）、
そ
し
て
小
樽

支
店
（
一
九
一
二
年
竣
工
、
小
樽
市

指
定
有
形
文
化
財
）
な
ど
各
地
の
支

店
の
建
築
を
担
い
ま
し
た
。
辰
野
金

吾
が
日
本
銀
行
の
建
築
に
関
与
し
た

期
間
は
二
五
年
に
お
よ
び
、
辰
野
金

吾
の
建
築
家
人
生
の
重
要
な
パ
ー
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。

▼
今
回
の
特
別
展
で
は
辰
野
金
吾
が

ど
の
よ
う
な
歩
み
を
経
て
日
本
銀
行

の
本
店
や
各
地
の
支
店
を
設
計
す
る

に
至
っ
た
か
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

▼
ま
た
、
辰
野
金
吾
が
最
初
に
建
築

を
学
ん
だ
工
部
大
学
校
造
家
学
科

（
一
八
七
七
年
に
『
工
学
寮
』
か
ら

改
組
）
の
同
期
に
は
佐さ

立た
ち

七
次
郎
、

曽
禰
達
蔵
、片
山
東と

う
く
ま

熊
が
い
ま
し
た
。

小
樽
に
は
、
辰
野
に
よ
る
日
本
銀
行

旧
小
樽
支
店
の
ほ
か
、
佐
立
に
よ
る

旧
日
本
郵
船
小
樽
支
店
（
一
九
〇
六

年
竣
工
、
国
指
定
重
要
文
化
財
）、

曽
禰
に
よ
る
旧
三
井
銀
行
小
樽
支
店

（
一
九
二
七
年
竣
工
、
小
樽
市
指
定

有
形
文
化
財
）
も
現
存
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
建
築
に
つ
い
て
も
併
せ
て

ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

を
設
計
し
、
日
本
近
代
建
築
の
礎

い
し
ず
え

を
築
い
た
辰た
つ
の
き
ん
ご

野
金
吾
（
一
八
五
四

～
一
九
一
九
年
）。
二
〇
一
九
年
は
、

辰
野
金
吾
の
没
後
一
〇
〇
年
に
あ
た

り
ま
す
。
そ
の
節
目
の
年
に
、
旧
小

樽
支
店
金
融
資
料
館
で
は
、
辰
野
金

吾
没
後
一
〇
〇
年
特
別
展
「
辰
野
金

吾
と
日
本
銀
行
建
築 

― 

同
級
生
と

協
演
の
ま
ち 

小
樽 

―
」
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

▼
辰
野
金
吾
は
日
本
銀
行
本
店
の

設
計
の
た
め
一
八
八
八
年
よ
り
欧

旧
三
井
銀
行
小
樽
支
店　

辰
野
金
吾
の
同
級
生
曽そ

ね禰
達
蔵
に
よ
る
設
計

二
〇
二
〇
年
二
月
十
八
日（
火
）ま
で
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京
都
支
店
が
「
に
ち
ぎ
ん
京
都

の
休
日
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

▼
京
都
支
店
は
、
九
月
二
十
一
日
、

二
十
二
日
に
、
旧
店
舗
で
あ
る
京
都

文
化
博
物
館
に
お
い
て
、
辰
野
金
吾

没
後
一
〇
〇
年
イ
ベ
ン
ト
「
に
ち
ぎ

ん
京
都
の
休
日
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
京
都
支
店
の
旧
店
舗

は
、
日
本
銀
行
本
店
や
東
京
駅
と
同

様
に
辰
野
金
吾
が
建
築
を
手
が
け
ま

し
た
。
明
治
三
十
九
年（
一
九
〇
六
）

か
ら
約
六
〇
年
に
わ
た
り
利
用
さ

れ
、
現
在
は
京
都
文
化
博
物
館
と
し

て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト

当
日
は
、
二
日
間
で
延
べ
約
四
五
〇

名
の
皆
さ
ま
に
、
ご
来
場
い
た
だ
き

ま
し
た
。

▼
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
肥
後
雅
博
京
都

支
店
長
が
「
日
本
銀
行
京
都
支
店
旧

店
舗
時
代
の
京
都
経
済
」と
題
し
て
、

旧
店
舗
で
営
業
を
行
っ
て
い
た
時

代
（
一
九
〇
六
～
六
六
年
）
を
中
心

と
す
る
明
治
維
新
以
降
の
京
都
経
済

の
歴
史
に
つ
い
て
講
演
を
行
い
ま
し

た
。
講
演
で
は
、
近
代
都
市
化
を
進

め
る
中
で
の
第
二
琵
琶
湖
疏
水
を
は

じ
め
と
し
た
社
会
資
本
整
備
か
ら
、

世
界
大
戦
や
世
界
恐
慌
、
高
度
経
済

成
長
期
の
京
都
経
済
に
つ
い
て
、
当

　

皆
さ
ま
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

【
入
館
料
】
無
料

【 
休
館
日
】
水
曜
日
、
年
末
年
始

 

（
二
〇
一
九
年
十
二
月
二
十
九
日 

（
日
）～
二
〇
二
〇
年
一
月
五
日（
日
））

【 

開
館
時
間
】
午
前
十
時
～
午
後
五      

時（
入
館
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
）

※ 

最
新
の
情
報
は
金
融
資
料
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【 

所
在
地
】
北
海
道
小
樽
市
色
内

  

一
―
一
一
―
一
六

【 

お
問
い
合
わ
せ
先
】
金
融
資
料
館

   

〇
一
三
四
―
二
一
―
一
一
一
一

辰野金吾が手掛けた京都支店旧店舗
（現・京都文化博物館〈国指定重要文化財〉）

時
の
写
真
や
経
済
の
動
き
が
分
か
る

グ
ラ
フ
を
盛
り
込
ん
だ
ス
ラ
イ
ド
を

交
え
つ
つ
振
り
返
り
ま
し
た
。
一
時

間
で
約
一
〇
〇
年
間
の
京
都
経
済
の

歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
内
容
で
、

受
講
さ
れ
た
方
々
は
興
味
深
く
聴
講

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

▼
支
店
長
講
演
の
ほ
か
に
も
、
支
店

の
歴
史
や
日
本
銀
行
の
業
務
の
紹

介
、
お
札
の
偽
造
防
止
技
術
や
豆
知

識
に
関
す
る
講
座
の
ほ
か
、
辰
野
金

吾
が
設
計
し
た
日
本
銀
行
本
支
店
の

建
物
を
紹
介
す
る
ミ
ニ
講
座
も
開
催

し
ま
し
た
。
受
講
者
に
は
、
日
本
銀

行
京
都
支
店
を
身
近
に
感
じ
て
い
た お札の偽造防止技術の紹介コーナー

肥後支店長による特別講演の様子
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だ
け
た
ほ
か
、
現
存
す
る
辰
野
金
吾

設
計
の
建
物
を
肌
で
感
じ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
京
都
府
金
融
広
報
委
員
会

と
も
連
携
し
、
金
融
広
報
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
に
よ
る
暮
ら
し
に
役
立
つ
お
金

の
講
座
も
開
き
ま
し
た
。
健
康
寿
命

を
踏
ま
え
た
老
後
資
金
の
見
積
も
り

方
や
確
保
の
仕
方
、
金
銭
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め
の
注
意
点

な
ど
に
つ
い
て
丁
寧
に
解
説
し
ま
し

た
。

▼
会
場
内
に
は
、
常
設
の
展
示
・
体

験
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
一
億
円
（
模

擬
券
パ
ッ
ク
）
や
小
判
（
レ
プ
リ

カ
）
の
重
さ
体
験
、
金き

ん
か
い塊
や
古
い
お

札
の
レ
プ
リ
カ
展
示
、
世
界
最
大
の

お
金
な
ど
の
パ
ネ
ル
展
示
を
行
い
ま

し
た
。
会
場
入
り
口
に
は
、
京
都
支

店
の
広
報
マ
ス
コ
ッ
ト
で
あ
る
「
円ま

ど

香か

ち
ゃ
ん
」
と
猫
の
「
一
之
助
」
や

お
札
の
顔
出
し
パ
ネ
ル
を
設
置
し
ま

し
た
。
来
場
者
か
ら
は
、「
日
本
の

お
金
の
偽
造
防
止
技
術
が
と
て
も
高

度
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
良
か
っ

た
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
ま
し

▼
京
都
支
店
で
は
、
こ
う

し
た
地
域
と
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
し
、
今
後
も
地

域
経
済
の
発
展
に
貢
献
し

て
い
き
ま
す
。

た
。
来
場
者
に
は
、
職
員
が
デ
ザ
イ

ン
・
作
成
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
銀
行

券
の
裁
断
片
入
り
栞

し
お
りを
記
念
品
と
し

て
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。

来場者には銀行券
の裁断片入り栞を
プレゼント

会
場
入
り
口
で
は
京
都
支
店
広
報
マ
ス
コ
ッ
ト
の
円
香
ち
ゃ
ん
と

一
之
助
が
お
出
迎
え

■ 5 月より令和の時代が始まりました。早いもので、
もう年末を迎えようとしています。平成31年も含め、
皆さまにとって今年はどんな一年だったでしょう
か。昨年に続き、いくつもの大きな自然災害に見舞
われました。被害を受けられた方々には、謹んでお
見舞い申し上げます。一方、喜ばしい出来事もあり
ました。ラグビーワールドカップでは、日本代表チ
ームが初のベスト 8 に進出したことに加え、日本の
関係者やファンに対して海外から称賛の声が多く寄
せられました。天皇陛下の即位礼正殿の儀や後日の
パレードでは、伝統と新しい時代との調和を感じま
した。長い歴史の中で、日本は幾多の困難に直面し
てきましたが、その都度、伝統をしっかりと守りつつ、
新しい時代に柔軟に対応し、今日の発展を成し遂げ
ました。今号で取り上げた出雲大社、勝沼のワイン、
美濃和紙などは、こうした伝統の維持（ディフェンス）
と変化への取り組み（オフェンス）を感じ取れる話
題だと思います。ぜひお楽しみください。 （中川）
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from Brussels

ベルギー釣り日誌

　私のベルギーでの生活の一部を日誌風にご紹介しま

す。

【 5 月某日／晴れのち雨のち曇り】
　南部のワロン地方スモア渓谷でマス釣りをしました。

釣り人が少ないせいか、腕が良いせいか、たくさん釣

れました。ベルギーではニジマスよりブラウントラウ

ト（注1）が主流のはずなのに、釣れるのはなぜかニジ

マスばかり。通りすがりのおじいさんに聞くと、近く

にニジマスの養殖施設があり、時々放流しているとの

こと。少なくとも腕が良いわけではなかったのか、と

少しがっかりしました。

　バター焼きにしたマスは、空気中の天然酵母を取り

込んで醸すランビックビール（注2）によく合います。

むしろビールの方が天然物。そういえば、ベルギーで

はもうじき総選挙。義務投票制を採用しているこの国

では、国民の多くがいやでも応でも国の行く末に大き

な関心を寄せています。

【 6 月某日／曇りのち晴れのち雨】
　ここ最近忙しかった仕事が一段落。今度は同じワロ

ン地方でもオルヴァル村でマス釣りをしました。今に

も大物がかかりそうなポイントが山ほどあるのに、こ

の日はアタリが全くありませんでした。やはり私は釣

りが下手なのでしょうか。

　仕方がないので、近くの修道院で買ったトラピストビ

ール（注3）を楽しみました。アルコール度数が高いため

すぐに酔いましたが、その分飲む量は控えめにできて、

アウトドアにぴったり。先日の総選挙では、文化や経

済力が異なる北と南の分断が一層明らかになった、と

盛んに報道されていました。サッカーであれば、北・

南の別なく国民が結束できるので、サッカーの国際試

合を頻繁にやったらいいのに……と思ってしまいます。

【10 月某日／雨のち曇りのち晴れ】
　今日は、北部のフランダース地方ゲント市近郊でコ

イ釣りをしました。ほとんど座りっぱなしのため、地

元のとてもおいしいウイスキーをじっくり飲めました。

ベルギー人でも国産ウイスキーの存在を知る人は少な

いので、積極的に周りの人にお裾分け。「日本のウイス

キーに比べたら大したことないって内心思ってるでし

ょ？」と勘繰られたように感じました。やはり欧州の

小国で生き抜いてきた人たちは用心深い気がします。

5月の総選挙の結果、組閣協議が難航して政治空白が

続いていますが、それでもこの国の人たちは何とかや

っていくのだと思います。

� �（国際金融情報センター、ブラッセル）

＊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。

ランビックビールは少し原始的な酸味が魅力です。

（注1）��ブラウントラウト／ヨーロッパ原産のサケ科の淡水魚。
（注2）��ランビックビール／ブラッセル近郊等でしか造られないベルギービールの一種。

野生酵母を使い、強い酸味が特徴。
（注3）��トラピストビール／カトリック修道会の一つトラピスト会の修道院で独自に造ら

れるビール。イヴォワール近郊にて。政治は滞っていても、川は流れ続けます。�
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