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絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

た
蒔
き
物
を
分
配
し
て
、
師
匠
方
に
お
持
ち
帰
り
い

た
だ
く
。
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
っ
た
金
額
の
、
発
表

会
の
出
演
料
を
お
支
払
い
し
た
う
え
で
で
あ
る
。

　私
は
純
邦
楽
系
の
習
い
事
を
し
た
の
は
は
じ
め
て

だ
っ
た
の
で
、
会
の
た
び
に
お
金
が
飛
ん
で
い
く
な

あ
と
思
っ
て
い
た
。
日
本
舞
踊
を
習
っ
て
い
た
妹
弟

子
に
聞
い
た
ら
、

　「日
舞
は
大
変
で
し
た
」

　と
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
師
匠
に
よ
っ
て
も
違
う
の

だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
日
舞
の
舞
台
と
な
る
と
、
音
曲

も
必
要
で
、
お
化
粧
や
ら
衣
裳
や
ら
拵こ

し
らえ
も
多
い
た

め
、
自
分
の
出
演
す
る
舞
台
に
関
わ
る
人
が
と
て
も

多
く
な
る
。
な
の
で
私
が
発
表
会
で
お
支
払
い
す
る

一
〇
倍
く
ら
い
、
毎
回
、
支
払
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　へ
え
、
そ
う
な
の
か
と
、
他
の
和
物
の
習
い
事
の

し
き
た
り
も
知
っ
た
の
だ
が
、
師
匠
の
年
齢
が
若
く

な
る
に
つ
れ
、
な
る
べ
く
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
は
負

担
を
か
け
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
そ

う
だ
。
一
般
的
な
習
い
事
に
は
な
い
ル
ー
ル
も
含
め

て
、
和
物
の
習
い
事
な
の
だ
。
入
門
し
て
き
た
ば
か

り
の
二
〇
代
の
妹
弟
子
が
、
発
表
会
に
出
演
す
る
と

師
匠
に
返
事
を
し
た
後
、
無
邪
気
な
笑
顔
で
、

　「私
の
ギ
ャ
ラ
は
い
く
ら
な
ん
で
す
か
」

　と
聞
い
て
、
一
同
の
度
肝
を
抜
い
て
い
た
の
も
、

い
い
思
い
出
で
あ
る
。
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　今
は
お
休
み
し
て
い
る
が
、
小
唄
と
三
味
線
を

習
っ
て
い
た
と
き
、
そ
こ
で
の
お
金
の
使
い
方
が
新

鮮
だ
っ
た
と
い
う
か
、
純
邦
楽
と
は
縁
が
な
く
、
普

通
の
生
活
を
し
て
い
た
ら
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ

た
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
月
謝
の
支
払
い
は
ピ
ア
ノ
の

レ
ッ
ス
ン
な
ど
と
同
じ
だ
が
、
内
輪
の
会
を
含
め
発

表
会
と
な
る
と
、
ま
ず
結
婚
式
に
招
か
れ
た
時
く
ら

い
に
し
か
使
わ
な
か
っ
た
祝
儀
袋
を
、
何
枚
も
用
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　舞
台
で
私
の
三
味
線
で
唄
っ
て
く
だ
さ
る
著
名
な

師
匠
へ
の
謝
礼
、
同
じ
く
私
の
唄
の
三
味
線
を
弾
い

て
く
だ
さ
る
兄
弟
子
へ
お
渡
し
す
る
額
を
師
匠
に
う

か
が
い
、
祝
儀
袋
に
「
御
礼
」、「
御
糸
代
」、
そ
し

て
自
分
の
名
前
を
慣
れ
な
い
筆
文
字
で
書
い
た
。
楽

屋
に
待
機
し
て
三
味
線
を
調
弦
し
て
く
だ
さ
る
三

味
線
屋
さ
ん
に
も
同
様
の
「
御
礼
」
を
お
渡
し
す

る
。
師
匠
へ
の
御
礼
の
額
は
御
本
人
に
は
聞
け
な
い

の
で
、
姉
弟
子
に
こ
っ
そ
り
聞
い
た
。
金
額
的
に
は

一
万
円
か
ら
五
万
円
の
間
だ
っ
た
。

　

    

　そ
の
他
、会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
師
匠
方
へ
、

「
蒔ま

き
物
」
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
額

的
に
は
ひ
と
箱
千
円
程
度
の
、
お
菓
子
だ
っ
た
り
タ

オ
ル
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
箱
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に

外
の
し
を
か
け
て
自
分
の
名
前
を
書
く
。
そ
れ
が
毎

回
、三
〇
個
ほ
ど
あ
っ
た
。紙
袋
に
弟
子
が
持
ち
寄
っ
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　日
本
銀
行
静
岡
支
店
は
、
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
六
月
に
日
本
銀
行
の
二
三
番
目
の

支
店
と
し
て
静
岡
市
下し

も
ご
く
ち
ょ
う

石
町
（
現
在
の
葵
区

常と
き
わ
ち
ょ
う

磐
町
）
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　最
初
の
店
舗
は
、
開
設
か
ら
わ
ず
か
二
年
後

の
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
六
月
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
大
空
襲
に
よ
り
、
金
庫
館
を
残
し

て
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
日
か
ら
、
焼

失
を
免
れ
た
静
岡
銀
行
本
店
等
を
仮
営
業
所
と

し
て
業
務
を
再
開
し
ま
し
た
。

　表
紙
の
二
代
目
店
舗
は
、
初
代
店
舗
が
焼
失

し
た
年
の
十
一
月
、
呉ご

ふ
く
ち
ょ
う

服
町
に
あ
っ
た
静
岡
銀

行
の
店
舗
を
買
い
入
れ
、
移
転
し
た
も
の
で
す
。

移
転
直
後
、
こ
の
建
物
の
二
、三
階
を
進
駐
軍
が

連
隊
本
部
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
が
、
翌
年
に
は
同
軍
が
他
県
に
移
っ
た
た
め
、

再
び
全
館
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
建
物
内
が
手
狭
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
金
庫
館
や
倉
庫
等
を
増
築
し
ま
し
た
。

昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
十
月
に
三
代
目

と
な
る
現
在
の
店
舗
（
葵
区
金き

ん
ざ
ま
ち

座
町
）
に
移
転

す
る
ま
で
の
二
七
年
に
わ
た
り
、
二
代
目
店
舗

は
静
岡
の
ま
ち
を
見
守
り
続
け
ま
し
た
。

表
紙
の
こ
と
ば
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INTERVIEW

取
材
・
文 

小
堂
敏
郎

　写
真 

野
瀬
勝
一

IK
EID

O
 Jun

池
井
戸 

潤

作
家

　『
半
沢
直
樹
』
シ
リ
ー
ズ
や
『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
な
ど
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
小
説
の
第
一
人
者
で
あ
る
作
家
の
池
井
戸
潤
さ
ん
。
息
を
も
つ
か
せ
な

い
展
開
や
痛
快
な
決
め
ゼ
リ
フ
で
読
者
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
作
品
は
、
ど
の

よ
う
に
生
ま
れ
る
の
か
。
大
学
卒
業
後
七
年
勤
め
た
都
市
銀
行
で
の
経
験
と
、

こ
れ
ま
で
の
読
書
体
験
が
作
家
と
し
て
の
「
武
器
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

人
気
小
説
の
創
作
に
か
け
る
秘
め
た
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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―
― 

池
井
戸
さ
ん
は
一
九
八
八
年
に

大
学
を
卒
業
後
、
都
市
銀
行
に
就
職

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
銀
行
業

界
は
人
気
の
就
職
先
で
し
た
ね
。

池
井
戸
　
当
時
、
都
市
銀
行
は
一
三

行
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
人
気
業
種
で

し
た
か
ら
競
争
率
は
高
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
銀
行
を
志
望
し
た
の
は
、

為
替
や
融
資
、
国
際
業
務
な
ど
い
ろ

ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
う
え
に
、

何
と
な
く
華
や
か
で
、
魅
力
的
に

映
っ
た
か
ら
で
す
。

―
― 

最
初
に
作
家
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
の
は
、
本
好
き
の
少
年
時
代

だ
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。
銀
行
に
勤

め
な
が
ら
も
小
説
を
書
き
た
い
と
い

う
思
い
は
お
持
ち
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

池
井
戸
　
そ
の
気
持
ち
は
ず
っ
と

持
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
あ

ま
り
銀
行
員
ら
し
く
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。
み
ん
な
う
ち

へ
帰
る
と
仕
事
や
資
格
取
得
関
係
の

勉
強
を
し
て
い
る
の
に
、
私
は
小
説

を
書
い
て
い
ま
し
た
か
ら
。

―
― 
そ
の
都
市
銀
行
を
退
職
さ
れ
た

九
五
年
ご
ろ
か
ら
銀
行
業
界
は
苦
し

い
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
ま
し
た
。

池
井
戸
　
そ
の
こ
ろ
、
私
自
身
、
銀

行
と
い
う
組
織
と
合
わ
な
い
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
株
価

も
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
い
く
、
そ
ん

な
時
期
で
し
た
か
ら
、
結
果
的
に
は

辞
め
て
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

―
― 

九
八
年
に
江
戸
川
乱
歩
賞
を
受

賞
し
て
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
さ
れ
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説
は

登
場
人
物
の
数
だ
け
人
生
が
あ
る

近
年
で
は
企
業
を
舞
台
に
し
た
作
品

を
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
井
戸
　
企
業
を
舞
台
に
し
た
小
説

は
、
書
け
そ
う
で
意
外
に
書
け
な
い

ん
で
す
。
読
み
手
の
多
く
が
企
業
で

働
い
て
い
る
の
に
、
書
き
手
の
作
家

に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
経
験
の
あ
る
人

が
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
そ
の
点
、
私

は
銀
行
で
融
資
の
担
当
を
し
て
い
た

経
験
も
あ
り
、
中
小
企
業
か
ら
上
場

し
て
い
る
大
企
業
ま
で
、
一
〇
〇
〇

社
以
上
は
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
だ
け
の
数
の
企
業
の
雰
囲
気
や
銀

行
と
の
や
り
取
り
を
知
っ
て
い
る
の

は
、
企
業
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書

く
う
え
で
、
大
き
な
武
器
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
『
半
沢
直
樹
』
シ
リ
ー
ズ
な
ど

を
読
む
と
、
銀
行
を
含
め
、
会
社
組

織
と
い
う
の
は
ひ
ど
い
所
だ
と
思
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
ね
。

池
井
戸
　
作
家
と
し
て
は
そ
れ
が

な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
し
て

…
…
。
私
の
小
説
は
基
本
的
に
は
サ

ス
ペ
ン
ス
の
手
法
で
書
い
て
い
き
ま

す
。
何
か
謎
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
決

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

な
が
ら
物
語
を
進
め
、
最
後
に
は
巨

悪
が
倒
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
ミ
ス
テ

リ
ー
的
な
展
開
を
読
者
に
味
わ
っ
て

も
ら
う
た
め
に
、「
盛
っ
て
い
る
」
と

こ
ろ
も
あ
る
。
い
わ
ば
脚
色
す
る
わ

け
で
す
ね
。

　
例
え
ば
銀
行
が
舞
台
の
小
説
で
、

銀
行
員
の
方
で
あ
れ
ば
そ
の
盛
っ
て

い
る
部
分
を
読
め
ば
、「
脚
色
し
て
あ

る
な
」
と
い
う
の
が
わ
か
る
は
ず
で

す
。
し
か
し
、
銀
行
の
こ
と
を
よ
く

知
ら
な
い
読
者
は
「
こ
ん
な
ひ
ど
い

組
織
な
の
か
」
と
思
い
込
み
、
義
憤

に
か
ら
れ
る
。
実
際
、
私
が
「
盛
っ

た
」
部
分
を
、「
銀
行
は
と
ん
で
も
な

い
」
と
真
に
受
け
た
声
が
届
く
こ
と

も
あ
る
ん
で
す
。

読
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に

と
こ
と
ん
人
間
ド
ラ
マ
を
描
く
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いけいど・じゅん● 1963 年岐阜県生まれ。慶應義塾大学卒業。
98 年に『果つる底なき』（講談社文庫）で江戸川乱歩賞を受賞し
作家デビュー。2010 年『鉄の骨』（講談社文庫）で吉川英治文学
新人賞、11 年『下町ロケット』（小学館文庫）で直木賞を受賞。『ル
ーズヴェルト・ゲーム』（講談社文庫）、『民王』（角川文庫）、『陸王』

（集英社文庫）など数多くの作品がドラマ化され、『空飛ぶタイヤ』
（講談社文庫）と『七つの会議』（集英社文庫）は映画化された。
近刊に『半沢直樹３　ロスジェネの逆襲』『半沢直樹４　銀翼の
イカロス』（講談社文庫）。同二作品はドラマ「半沢直樹」の続編
として、20 年４月から TBS 日曜劇場で放映される。

小
説
の
致
命
傷
に
な
る

登
場
人
物
の「
破
綻
」

　
そ
れ
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

と
し
て
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、

私
な
り
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
雑
誌
連
載
か
ら
単
行
本
に
し
た

『
半
沢
直
樹
』
シ
リ
ー
ズ
で
、
銀
行

の
経
営
状
態
を
検
査
す
る
金
融
庁
の

検
査
官
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
検
査

官
は
、
雑
誌
の
と
き
に
は
典
型
的
な

切
れ
者
の
エ
リ
ー
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

だ
っ
た
の
で
す
が
、
読
者
が
現
実
の

検
査
官
も
そ
う
い
う
人
物
に
思
う
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
る
た
め
に
、
単
行
本
に
す
る
際

に
は
、
こ
の
検
査
官
を
全
く
別
の
、

エ
リ
ー
ト
ら
し
く
な
い
個
性
的
な

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
変
え
た
ん
で
す
。

こ
れ
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
だ

か
ら
、
真
に
受
け
た
り
し
な
い
で
く

だ
さ
い
、
と
い
う
意
味
を
込
め
て
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
作
品
が
世
に
出
る

や
、「
あ
あ
い
う
検
査
官
は
信
頼
が
置

け
ず
、
け
し
か
ら
ん
」
と
金
融
庁
に

ク
レ
ー
ム
が
来
た
と
か
。
ど
ん
な
に

脚
色
し
て
も
真
に
受
け
て
し
ま
う
人

は
い
る
ん
だ
と
思
い
知
り
ま
し
た
。

―
― 

二
〇
一
九
年
は
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
本
で
開
催
さ
れ
、

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
池
井
戸
さ
ん

―
― 
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説

は
人
間
を
書
く
も
の
、
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

池
井
戸
　
ま
ず
人
あ
り
き
で
す
。
私

の
場
合
、
最
初
に
主
人
公
の
簡
単
な

プ
ロ
フ
ィ
ル
を
設
定
し
ま
す
。
例
え

ば
大
阪
の
支
店
に
い
る
、
う
る
さ
い

支
店
長
が
上
司
に
い
て
大
変
な
目
に

の
作
品
で
も
、
自
動
車
会
社
の
ラ
グ

ビ
ー
チ
ー
ム
が
廃
部
の
危
機
か
ら
立

ち
上
が
る
作
品
を
書
い
て
お
ら
れ
ま

す
。
社
会
派
と
も
い
え
る
作
品
に
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
的
な
要
素

を
加
え
て
い
く
の
は
難
し
い
の
で
は

な
い
で
す
か
。

池
井
戸
　
そ
も
そ
も
私
自
身
は
社
会

派
的
な
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
て
作
品

を
書
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
小
説
の
作
家
だ
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た

ら
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
ま
ず
考
え
て
、
そ
れ
か
ら
物
語

を
紡
い
で
い
き
ま
す
。

　
ラ
グ
ビ
ー
を
題
材
に
し
た
小
説

『
ノ
ー
サ
イ
ド
・
ゲ
ー
ム
』
の
場
合
、

日
本
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会

副
会
長
の
清
宮
克
幸
さ
ん
と
初
め
て

お
会
い
し
た
と
き
に
、
清
宮
さ
ん
が

社
会
人
ラ
グ
ビ
ー
チ
ー
ム
の
話
を
熱

く
語
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

が
す
ご
く
面
白
く
て
、
い
つ
か
小
説

に
し
よ
う
と
、
自
分
の
中
で
ず
っ
と

温
め
て
い
ま
し
た
。

　
私
自
身
は
、
企
業
が
ど
う
す
る
か

と
い
う
こ
と
よ
り
、
企
業
の
中
の
人

間
ド
ラ
マ
を
描
き
た
い
。
読
者
の
皆

さ
ん
は
勉
強
の
た
め
に
小
説
を
読
む

の
で
は
な
く
、
通
勤
電
車
の
中
で
暇

つ
ぶ
し
に
読
む
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
社
会
派
の
小
説
、
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
的
な
切
り
口
の
小
説
と
い

う
の
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
の
に
は
限
界

が
あ
る
。
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、
喜

怒
哀
楽
と
い
う
人
間
の
基
本
的
な
感

情
に
ま
で
訴
え
る
よ
う
に
書
か
な
い

と
、
読
者
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
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あ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
め
げ
ず
に

仕
事
を
す
る
気
骨
あ
る
課
長
…
…
な

ど
と
設
定
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
段

階
で
は
背
格
好
と
か
、
性
格
は
想
定

し
ま
せ
ん
。
最
初
は
い
わ
ば
「
透
明

人
間
」
み
た
い
な
存
在
な
ん
で
す
。

そ
こ
か
ら
事
件
と
か
、
登
場
人
物
同

士
の
や
り
と
り
な
ど
を
通
じ
て
、
主

人
公
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
徐
々
に
肉

づ
け
さ
れ
、
人
間
の
姿
に
な
っ
て
い

く
。
読
者
も
読
み
進
め
る
う
ち
に
、

最
初
は
名
前
だ
け
だ
っ
た
人
物
に

「
こ
の
人
は
こ
う
い
う
人
な
ん
だ
な
」

と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

―
― 

池
井
戸
さ
ん
の
小
説
で
は
、
反

骨
精
神
が
あ
っ
て
、
組
織
と
戦
う
人

物
が
多
く
登
場
し
ま
す
。

池
井
戸
　
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

小
説
に
は
対
立
構
造
が
必
要
な
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
支
店
長
や
上
司
な
ど

の
敵
役
を
つ
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
も

強
い
権
力
を
持
っ
て
い
る
な
ど
敵
役

が
パ
ワ
フ
ル
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
対

立
構
造
が
鮮
明
に
な
り
効
果
的
で

す
。
一
方
で
そ
れ
と
戦
う
の
は
弱
い

人
間
で
す
。
最
初
は
弱
い
人
間
だ
け

ど
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
気
持
ち
が

切
り
替
わ
り
、
相
手
に
立
ち
向
か
っ

て
い
く
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　
私
は
い
ろ
ん
な
パ
タ
ー
ン
で
ス

ト
ー
リ
ー
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
が
で

き
る
の
は
銀
行
員
時
代
の
経
験
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
読
書
体
験
の
影

響
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
み
た
い
な
も
の
が

頭
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。
銀
行
員
と

し
て
の
勤
務
経
験
は
確
か
に
貴
重
で

す
が
、
そ
う
し
た
経
験
に
頼
っ
て
書

い
て
も
す
ぐ
に
ネ
タ
切
れ
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
よ
り
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
パ

タ
ー
ン
を
ど
れ
だ
け
頭
に
蓄
積
し
て

い
る
か
、
そ
こ
か
ら
う
ま
く
そ
の
小

説
に
あ
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
引
き
出

せ
る
か
が
重
要
で
、
そ
の
土
台
の
う

え
に
ラ
グ
ビ
ー
や
銀
行
の
話
を
乗
せ

て
書
く
わ
け
で
す
。

―
― 

池
井
戸
さ
ん
の
作
品
に
は
銀
行

と
企
業
の
や
り
取
り
な
ど
リ
ア
ル
な

場
面
も
出
て
き
ま
す
が
、
事
前
に
綿

密
な
取
材
を
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

池
井
戸
　
事
前
の
取
材
は
ほ
と
ん
ど

し
ま
せ
ん
。
書
こ
う
と
す
る
ス
ト
ー

リ
ー
が
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
程
度
で

す
。

　
例
え
ば
『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
と
い

う
作
品
を
作
る
際
に
は
、
大
田
区
の

中
小
企
業
が
力
を
合
わ
せ
た
ら
大
型

ロ
ケ
ッ
ト
を
開
発
で
き
る
、
と
い
う

仮
説
の
う
え
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み

立
て
ま
し
た
。
た
だ
そ
の
仮
説
自
体

の
真
偽
は
、
話
の
真
実
味
に
大
き
く

影
響
し
ま
す
の
で
、
絶
対
に
事
前
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
執
筆
前
に
大
田
区
の
ロ
ケ
ッ

ト
関
連
企
業
の
方
に
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
そ
の
仮
説
に
は
無
理
が
あ
る
」

と
の
こ
と
。
た
だ
、「
大
田
区
の
小

さ
な
会
社
が
エ
ン
ジ
ン
の
特
許
を
持

ち
、
大
企
業
に
そ
の
特
許
技
術
を
供

与
す
る
と
い
う
話
で
あ
れ
ば
現
実
的

か
？
」
と
聞
く
と
、「
そ
れ
な
ら
、
あ

り
え
る
」
と
。
な
の
で
、
取
材
で
お

聞
き
し
た
話
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
に
変
え
た
ん
で
す
。

　
私
自
身
、
事
前
取
材
が
綿
密
な
ほ

ど
い
い
小
説
が
書
け
る
、
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
。
最
初
に
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
で
大
事
な
こ
と
だ
け
押
さ
え
て
お

き
、
書
き
進
め
る
間
に
確
認
す
べ
き

部
分
が
出
て
く
れ
ば
後
で
調
べ
れ
ば

い
い
。
私
は
そ
う
し
て
い
ま
す
。

　
小
説
に
と
っ
て
、
事
実
に
関
す
る

間
違
い
は
大
し
た
傷
に
は
な
ら
な
い

の
で
す
が
、
作
家
都
合
に
よ
る
登
場

人
物
の
破
綻
は
致
命
傷
に
な
り
ま

す
。

　
小
説
と
い
う
の
は
、
い
ろ
ん
な
登

場
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
ら
し
く
、

普
通
の
人
と
同
じ
よ
う
に
動
き
、
考

え
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
の

作
品
は
ど
れ
も
登
場
人
物
が
多
い
の

で
す
が
、
三
〇
人
登
場
し
た
ら
そ
の

数
だ
け
人
生
が
あ
る
。
私
は
、
そ
れ

を
小
説
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で

の
期
間
で
「
輪
切
り
」
に
し
て
書
い

て
い
る
。
端
役
の
登
場
人
物
も
、
そ

の
人
な
り
の
人
生
を
背
負
っ
て
小
説

に
現
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
読

者
は
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
感
情

移
入
し
て
楽
し
む
。
と
こ
ろ
が
、
作

家
が
こ
う
書
き
た
い
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
を
な
ぞ
る
た
め
に
、
登
場
人
物

の
言
動
が
捻ね

じ
曲
げ
ら
れ
る
と
「
こ

ん
な
人
い
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
ん
」
と

読
者
は
本
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
小
説
は
人
間
ド
ラ
マ
で
す
か
ら
、

そ
う
し
た
登
場
人
物
の
破
綻
は
、
事

実
の
間
違
い
な
ど
と
は
異
な
り
、
最

も
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場

人
物
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
書
い
て

い
く
こ
と
が
本
当
に
大
事
で
す
。
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（
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長 

中
川
忍
）

セ
ー
ジ
は
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

池
井
戸
　
私
自
身
、
小
説
に
あ
ま
り

メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
持
た
せ
ま
せ
ん

が
、
あ
え
て
言
え
ば
、「
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
小
説
は
面
白
い
」
と
い

う
こ
と
が
伝
わ
れ
ば
う
れ
し
い
で
す

ね
。一
日
を
終
え
て
疲
れ
た
人
た
ち
が
、

夜
、
テ
レ
ビ
を
見
る
の
で
は
な
く
小
説

を
読
も
う
と
思
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、

小
説
に
は
奥
深
い
面
白
さ
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

私
の
使
命
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
書

く
こ
と
だ
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。

　
私
の
こ
と
を
社
会
派
の
作
家
と
誤

解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
か
ら
、

手
紙
で
「
理
不
尽
な
こ
と
が
あ
っ
た
、

ぜ
ひ
そ
れ
を
糾
弾
す
る
よ
う
な
小
説

を
書
い
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
を
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
に

と
っ
て
一
番
大
事
な
の
は
、
世
の
中

を
よ
い
方
向
に
も
っ
て
い
く
と
い
っ

た
こ
と
で
は
な
く
て
、
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
小
説
の
面
白
さ
を
広
く

伝
え
る
こ
と
な
ん
で
す
。

―
― 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が

INTERVIEW

さ
ら
に
浸
透
し
て
い
く
と
、
小
説
の

あ
り
方
も
変
わ
る
で
し
ょ
う
か
。

池
井
戸
　
す
で
に
小
説
は
、
嗜
好
品

の
域
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
夜
、

お
酒
を
飲
み
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
す
る

と
か
、
そ
ん
な
時
間
の
嗜
好
品
に
近

い
。
そ
も
そ
も
、
小
説
と
い
う
の
は

あ
る
程
度
時
間
が
な
い
と
読
め
な
い

し
、
単
行
本
だ
と
そ
れ
な
り
に
値
も

張
り
ま
す
か
ら
ね
。

―
― 

世
の
中
で
は
小
説
離
れ
が
進
ん

で
い
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

池
井
戸
　
小
説
を
作
る
側
、
読
む
側

双
方
に
要
因
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
最
近
の
読
者
は
変
わ
り
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私
た
ち

の
世
代
は
、
小
説
と
は
た
だ
楽
し
む

た
め
だ
け
の
も
の
で
し
た
が
、
こ
の

頃
は
小
説
か
ら
何
か
を「
知
り
た
い
」、

小
説
を
何
か
に
「
役
立
て
た
い
」
と
い

う
読
者
が
、
と
く
に
若
い
世
代
に
増
え

て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
サ
イ
ン
会

で
、
本
に
付ふ
せ
ん箋

を
貼
っ
て
く
る
読
者

の
方
が
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に

も
表
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
箇
所

に
貼
っ
て
い
る
の
か
尋
ね
る
と
、
一

番
多
い
答
え
が
「
自
分
の
仕
事
に
役

立
つ
と
こ
ろ
」
だ
と
。
つ
ま
り
私
の

小
説
を
読
む
の
は
、
楽
し
み
つ
つ
も

一
方
で
役
に
立
つ
情
報
を
得
た
い
か

ら
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
こ
う

い
う
「
お
勉
強
」
の
読
書
が
間
違
っ

て
い
る
と
は
一
概
に
言
え
ま
せ
ん

が
、
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
自
分
の
仕
事
や
社
会
生
活

と
は
無
関
係
な
本
と
は
次
第
に
疎
遠

に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
一
方
、
小
説
を
作
る
側
が
、
こ
う
し

た
読
書
傾
向
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る

と
は
思
え
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識

し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

小
説
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
い

う
事
情
も
あ
り
ま
す
。
小
説
と
は
そ

う
い
う
も
の
で
す
か
ら
。
結
果
的
に

作
家
が
書
き
た
い
も
の
と
読
者
が
読

み
た
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
乖か
い
り離
し
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
小
説
離
れ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し

た
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

―
― 

今
後
も
池
井
戸
さ
ん
の
作
品
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
貴

重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

―
― 

小
説
を
書
く
際
、
池
井
戸
さ
ん

な
り
の
流
儀
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

池
井
戸
　
小
説
を
商
品
と
し
て
売
ら

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
お

の
ず
と
求
め
ら
れ
る
基
準
が
あ
る

わ
け
で
す
よ
ね
。
手
あ
か
の
つ
い
て

い
な
い
「
新
し
い
」
も
の
で
あ
る
こ

と
、
自
分
に
し
か
書
け
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
る
程
度
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
感
―
―
こ
の
三
つ
を
自
分

に
課
し
て
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。

―
― 

読
者
に
伝
え
て
い
き
た
い
メ
ッ

「
知
り
た
い
」読
者
が

強
め
る
小
説
の
嗜
好
性
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「
平
成
二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨
」
は
、

福
岡
県
東
峰
村
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
半
の
歳
月
が
過
ぎ
た
今
、

逆
境
を
バ
ネ
に
前
進
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、

人
々
の
熱
い
思
い
が
村
に
は
あ
ふ
れ
て
い
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 福岡県朝倉郡東峰村

東峰村東部に位置する竹地区の、標高差約 160 ｍの谷間に
広がる約 400 枚の石積みの棚田。毎年 6 月には「竹棚田の
火祭り」が行われ、一帯をトーチが照らす幻想的な景色が見
られる。農林水産省による「日本の棚田百選」に認定された。

厳
し
い
苦
難
に
立
ち
向
か
い

復
興
を
目
指
す
福
岡
県
東と

う
ほ
う峰
村

厳
し
い
苦
難
に
立
ち
向
か
い

復
興
を
目
指
す
福
岡
県
東と

う
ほ
う峰

村
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人
口
二
○
○
○
人
の
村
の 

経
験
を
広
く
伝
え
て 

未
来
に
生
か
し
た
い

　
福
岡
県
南
東
部
、
大
分
県
日
田
市
に

隣
接
す
る
人
口
約
二
○
○
○
人
の
朝
倉

郡
東
峰
村
は
、
二
○
○
五
年
に
旧
小こ

い
し石

原わ
ら

村
と
旧
宝ほ

う
し
ゅ
や
ま

珠
山
村
が
合
併
し
て
生

ま
れ
た
。
小
石
原
地
区
は
江
戸
時
代
か

ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
陶
器
の
小
石
原

焼
、
宝
珠
山
地
区
は
「
日
本
の
棚
田
百

選
」
に
も
選
ば
れ
た
竹た

け
地
区
の
棚
田
を

は
じ
め
と
す
る
美
し
い
風
景
で
知
ら

れ
、「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
連
合
」
に

も
加
盟
し
て
い
る
。

　
一
五
〇
〇
年
も
の
歴
史
が
あ
る
岩
屋

神
社
、
樹
齢
数
百
年
の
杉
の
巨
木
群
、

特
産
品
の
ユ
ズ
、
シ
イ
タ
ケ
、
米
な
ど
、

東
峰
村
に
は
数
多
く
の
宝
が
あ
る
と
語

る
の
は
、
二
○
一
三
年
か
ら
村
長
を
務

め
る
澁し
ぶ
谷や

博
昭
氏
だ
。

　「
長
年
村
外
で
勤
務
し
て
い
ま
し
た

が
、
幾
度
も
故
郷
の
景
色
の
夢
を
見
て

思
い
を
は
せ
て
い
ま
し
た
。
い
い
と
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
生
か
さ
れ

て
い
な
い
。
何
と
か
東
峰
村
を
活
発
に

し
た
い
と
思
い
村
長
に
名
乗
り
を
上
げ

た
ん
で
す
」

　
澁
谷
氏
の
も
と
で
少
し
ず
つ
活
性
化

が
図
ら
れ
る
な
か
、
二
○
一
七
年
七

月
五
日
に
村
を
襲
っ
た
の
が
「
平
成

二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨
」
だ
っ

た
。
九
時
間
で
七
四
○
ミ
リ
を
超
え
る

記
録
的
短
時
間
豪
雨
で
生
じ
た
土
石
流

に
よ
り
三
名
が
命
を
奪
わ
れ
、
家
屋
、

農
地
、
河
川
、
道
路
な
ど
村
全
体
が
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
。

　「
台
風
の
場
合
は
進
路
や
時
間
が
大

体
わ
か
る
の
で
前
も
っ
て
避
難
準
備
が

進
め
ら
れ
ま
す
が
、
今
回
の
よ
う
に
、

過
去
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
急
激
な
線

状
降
水
帯
の
発
達
に
よ
る
豪
雨
で
は
、

そ
う
し
た
事
前
準
備
の
余
裕
が
な
く
、

ま
さ
に
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
状
況

で
し
た
」

　
災
害
か
ら
二
年
以
上
が
過
ぎ
た
現
在

も
河
川
工
事
な
ど
の
復
旧
作
業
が
村
内

各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
併

せ
て
澁
谷
氏
が
力
を
注
い
で
い
る
の

は
、
災
害
の
検
証
と
そ
こ
か
ら
学
ん
だ

経
験
を
未
来
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
だ

と
言
う
。

　
九
州
大
学
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
各

地
区
で
防
災
マ
ッ
プ
や
、
時
間
ご
と

に
取
る
べ
き
避
難
行
動
を
ま
と
め
た

村
長
の
澁
谷
博
昭
氏
は
、「
災
害
後
不
通
に
な
っ
て
い
る
J

R
日
田
彦
山
線
の
開
通
に
向
け
力
を
尽
く
し
た
い
」
と
話
す
。

手
に
し
て
い
る
の
は
、
被
災
後
に
再
建
さ
れ
た
大だ
い
ぎ
ょ
う
じ

行
司
駅
の

あ
た
ら
し
い
看
板
。
駅
名
に
ち
な
み
、
大
相
撲
立た
て
ぎ
ょ
う
じ

行
司
の
第

四
一
代
式
守
伊
之
助
氏
に
書
を
依
頼
し
た
。

東峰村や隣接する朝倉市、日田市に甚大な被害
をもたらした九州北部豪雨のさなか、福岡市内
から撮影された巨大な積乱雲。その周囲に広が
る青空を見れば、豪雨がいかに局地的に降った
のかがわかる。 （写真提供 : 東峰村役場）

　東峰村

日田IC

●

日
田
彦
山
線

筑
豊
本
線

大分県

九
州
新
幹
線

●

朝倉市

は
か
た

ちくぜんいわや

そえだ
福岡空港

大分自動車道

●

●

●

●

●

九
州
自
動
車
道

久大本線

嘉麻市
添田町

佐賀県

福岡県

長崎自
動車道 筑後川

だいぎょうじ

ほうしゅやま

ひた

鳥栖JCT●

鹿児島本線

長崎本
線

●よあけ

JR 日田彦山線の不通区間の駅の一つ
で、東峰村にある筑前岩屋駅。敷地内
にあり、環境省による「平成の名水百
選」に選ばれている「岩屋湧水」（右）
は災害の影響で一時閉鎖されていたが、
2018 年 7 月に利用が再開され、多く
の人が訪れている。
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計
画
書
（
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
）
を
作
成

し
、
連
絡
体
制
を
整
え
た
上
で
防
災
訓

練
を
徹
底
。
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
が

四
二・
九
％
と
福
岡
県
内
で
は
も
っ
と

も
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
避
難
所
へ
の

移
動
が
難
し
い
場
合
に
地
区
内
で
安
全

を
確
保
で
き
る
場
所
も
指
定
さ
れ
た
。

　
東
峰
村
の
事
例
を
ほ
か
の
地
域
で
も

参
考
に
し
て
ほ
し
い
、
人
口
二
〇
〇
〇

人
の
村
だ
か
ら
こ
そ
モ
デ
ル
地
区
に
な

り
得
る
と
の
思
い
か
ら
、
内
閣
府
に
よ

る
防
災
科
学
研
究
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
参
加
す
る
な
ど
し
て
、
澁
谷
氏
は
広

く
発
信
に
努
め
る
。
災
害
の
記
憶
を
風

化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
当
時
の
様
子
を

伝
え
る
「
東
峰
村
災
害
伝
承
館
」
も
設

け
ら
れ
た
。

　「
被
害
は
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
こ

れ
を
機
に
あ
ら
た
め
て
前
を
向
い
て
い

こ
う
と
話
し
て
い
る
ん
で
す
。
東
峰
村

に
は
祭
り
が
数
多
く
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
人
の
つ
な
が
り
、
す

な
わ
ち
地
域
力
が
残
っ
て
い
ま
す
。
な

に
よ
り
も
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」

人
々
の
心
に
元
気
を
与
え
た

人
間
国
宝
認
定
の
報し

ら
せ

　
人
の
つ
な
が
り
は
、
各
方
面
で
そ
れ

ぞ
れ
に
前
向
き
な
動
き
を
生
ん
で
い

る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
江
戸
時
代
か
ら

四
〇
〇
年
に
わ
た
り
続
い
て
き
た
小
石

原
焼
だ
。
黒
田
藩
の
庇ひ

ご護
を
受
け
た
後
、

水み
ず
が
め瓶

や
壺つ

ぼ

な
ど
暮
ら
し
を
彩
る
民
陶
が

つ
く
ら
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

か
つ
て
は
一
〇
軒
ほ
ど
の
窯
元
が
一
子

相
伝
で
技
を
継
い
で
い
た
が
、
昭
和

三
十
年
代
の
民
陶
ブ
ー
ム
に
よ
り
あ
ら

た
な
窯
が
生
ま
れ
、
現
在
は
約
五
〇
軒

に
ま
で
増
え
て
い
る
。
そ
ん
な
背
景
を

語
る
の
は
、「
ち
が
い
わ
窯
」
一
六
代

目
の
陶
芸
家
・
福
島
善ぜ
ん
ぞ
う三

氏
だ
。

　
豪
雨
か
ら
二
週
間
後
、
福
島
氏
は
重

要
無
形
文
化
財
「
小
石
原
焼
」
保
持

者
、
す
な
わ
ち
人
間
国
宝
の
認
定
を
受

け
る
。
周
辺
二
二
軒
の
窯
元
が
被
害
を

受
け
た
中
に
あ
っ
て
は
、
光
差
す
朗
報

だ
っ
た
。
小
石
原
焼
は
一
般
的
に
日
常

で
使
う
た
め
の
雑
器
、
民
芸
品
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
作
品
と

し
て
評
価
さ
れ
る
人
間
国
宝
認
定
に
福

島
氏
は
、
喜

び
と
同
時
に

驚
き
を
も
っ

た
と
い
う
。

　
窯
業
地
と

し
て
あ
ら
た

め
て
注
目
さ

　東峰村

日田IC

●

日
田
彦
山
線

筑
豊
本
線

大分県

九
州
新
幹
線

●

朝倉市

は
か
た

ちくぜんいわや

そえだ
福岡空港

大分自動車道

●

●

●

●

●

九
州
自
動
車
道

久大本線

嘉麻市
添田町

佐賀県

福岡県

長崎自
動車道 筑後川

だいぎょうじ

ほうしゅやま

ひた

鳥栖JCT●

鹿児島本線

長崎本
線

●よあけ

村
役
場
近
く
に
あ
る
「
東
峰
村
災
害
伝
承

館
」
で
は
、
被
災
時
や
そ
の
後
の
様
子
を

伝
え
る
映
像
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
全
国
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
励
ま
し
の
寄
せ
書
き
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

547 年に落ちた流れ星
を御神体とする岩屋神
社（上右・左）。1698

年に福岡藩第 4 代藩主黒田綱
つなまさ

政が建立した本殿
は、国の重要文化財指定。毎年 4 月には神輿が
村を巡る「岩屋まつり」が行われる。岩屋神社内
は見所が多く、「針の耳と梵

ぼ ん じ

字岩」（下左）には、
役
えんのぎょうじゃ

行 者 小
お づ ぬ

角が彫ったと伝えられる梵字が残る。
「馬の首

こ う ね

根岩と洞門」の洞門（下右）は、江戸時
代末期の山伏の手によりつくられたという。

福岡県の陶芸家として初めて人間国宝に認定され
た福島善三氏。4月14日～20日はそごう横浜店、
5 月 19 日～ 25 日はそごう千葉店で個展が開催
される予定。



宝珠山川の水を利用した河川プール「棚田親水公園」は
2018年7月に再開。以前のように多くの人出でにぎわった。

「
山
村
文
化
交
流
の
郷 

い
ぶ
き
館
」
の
建
物
は
も
と

も
と
、
炭
坑
王
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
藤
伝
右
衛
門

の
本
邸
の
一
部
を
福
岡
県
飯
塚
市
か
ら
移
築
し
た

も
の
。
館
内
に
は
村
の
特
産
品
に
加
え
、
宝
珠
山

炭
坑
の
歴
史
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
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れ
た
こ
と
が
刺
激
に
な
り
、
若
い
世
代

が
あ
ら
た
な
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
る

な
ど
周
囲
に
も
変
化
が
訪
れ
る
。
二
○

一
八
年
に
は
福
島
氏
を
中
心
と
し
た
作

家
一
〇
人
に
よ
る
「
小
石
原
現
代
陶
芸

展
」
が
復
興
を
祈
念
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　「
作
品
が
持
つ
オ
ー
ラ
は
直
接
見
な

い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
質
感
や
触
感

な
ど
、
器
は
五
感
を
通
じ
て
選
ぶ
も
の
。

東
峰
村
に
来
て
く
だ
さ
い
と
言
う
ば
か

り
で
は
な
く
、
小
石
原
焼
の
良
さ
を
感

じ
て
い
た
だ
く
た
め
に
わ
れ
わ
れ
も
積

極
的
に
出
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
人
口
約
二
〇
〇
〇
人
の
村
に
、
窯

元
が
五
〇
軒
。
人
口
に
対
し
て
窯
元
の

割
合
が
一
番
高
い
村
と
し
て
東
峰
村
は

も
っ
と
宣
伝
し
て
も
い
い
の
で
は
と
、

村
長
の
澁
谷
氏
に
話
し
て
い
ま
す
」

　
自
分
に
と
っ
て
の
村
お
こ
し
は
、
全

国
に
小
石
原
焼
を
広
め
る
こ
と
だ
と
も

福
島
氏
は
話
す
。

　「
自
分
ら
し
い
表
現
を
追
求
し
た
結

果
、
私
が
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
い
る

の
は
、
小
石
原
で
と
れ
る
原
料
を
使
っ

て
小
石
原
で
焼
く
こ
と
。
旧
小
石
原
村

が
合
併
後
に
東
峰
村
に
な
り
、
小
石
原

焼
と
産
地
名
が
一
致
し
な
い
お
客
さ
ま

も
ま
だ
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、
作
品

を
見
て
い
た
だ
き
、
東
峰
村
の
小
石
原

焼
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
多
く
の
方
に

知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
小
石
原
焼

を
通
じ
て
、
東
峰
村
を
元
気
に
し
て
い

け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
ね
」

 

復
興
イ
ベ
ン
ト
を
介
し 

広
ま
り
つ
つ
あ
る 

特
産
品
の
数
々

　
平
成
二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨

で
は
、
観
光
施
設
も
大
き
な
被
害
を
受

け
た
。
そ
う
話
す
の
は
、
か
つ
て
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
た
宝
珠
山
炭
坑
幹
部
職
員

の
社
交
場
を
復
元
し
た
文
化
交
流
施
設

「
山
村
文
化
交
流
の
郷
　
い
ぶ
き
館
」
な

ど
の
施
設
管
理
運
営
を
担
う
「
宝
珠
山

ふ
る
さ
と
村
」
専
務
取
締
役
の
大
坪
勝

二
氏
だ
。
東
峰
村
の
隣
に
位
置
す
る
朝

倉
市
出
身
の
大
坪
氏
は
旅
行
業
に
長
く

携
わ
り
、
福
岡
・
大
阪
や
海
外
で
の
勤

務
を
経
て
現
職
に
至
る
。

　「
前
職
の
時
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー

な
ど
で
、
東
峰
村
に
は
頻
繁
に
来
て
い

た
ん
で
す
。
美
し
い
景
色
が
と
て
も
印

象
に
残
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
環
境
の

な
か
で
仕
事
を
し
た
い
と
の
思
い
が
こ

こ
で
働
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
」

　
観
光
施
設
の
管
理
運
営
に
加
え
て
進

め
て
き
た
の
が
、
そ
の
施
設
の
Ｐ
Ｒ
と

特
産
品
を
使
っ
た
あ
ら
た
な
商
品
開
発

だ
。

　「
特
産
品
の
六
次
産
業
化
（
注
）
は
そ

れ
ま
で
も
企
業
や
個
人
で
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
連
携
が
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

で
取
り
組
ん
で
い
た
ん
で
す
。
た
だ
そ

れ
で
は
力
が
分
散
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
東
峰
村
の
存
在
を
認
知
し
て
も
ら

う
た
め
に
は
、
個
々
の
取
り
組
み
を
連

携
さ
せ
、
ま
と
ま
る
こ
と
が
大
事
で
、

そ
れ
を
特
産
品
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
す

こ
と
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

　
旧
小
石
原
村
、
旧
宝
珠
山
村
の
名
に

は
馴
染
み
が
あ
っ
て
も
、
合
併
後
の
東

峰
村
は
、
県
内
で
も
そ
の
名
を
聞
い
て

ピ
ン
と
来
る
人
が
当
初
は
少
な
か
っ
た

そ
う
だ
。

　
夏
は
河
川
プ
ー
ル
に
な
る
棚
田
親
水

公
園
、「
平
成
の
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ

た
岩
屋
湧
水
、
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校

飛び鉋
かんな

や刷
は け

毛目などの独自の手法で
装飾を施す小石原焼の特徴や、歴史
をたどる資料が展示された「小石原
焼伝統産業会館」。登り窯の見学や
作陶体験もできる。　

福島氏の窯元、ちがいわ
窯。ギャラリーでは、青
白色の釉薬の色合いに心
地よさを覚える作品を間
近に見ることができる

（要予約）。

（ 注 ）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、あらたな付加価値を生み出す取り組み（１×２×３＝６）。 
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「身近にあるものの魅力は、なかなか
気づきにくい。東峰村にはまだまだ
宝が眠っているはず」と話す、宝珠
山ふるさと村専務取締役の大坪勝二
氏。宝珠山ふるさと村が開発した商
品の一部。左から「柚子と米酢のド
レッシング」「柚子ジンジャー」「村
の柚子ポン酢」。

を
利
用
し
た
宿
泊
施
設
、
キ
ャ
ン
プ
場

な
ど
を
九
州
北
部
各
地
で
案
内
し
、
手

応
え
を
感
じ
て
い
た
矢
先
に
村
は
濁
流

に
飲
み
込
ま
れ
た
。

　
再
建
を
断
念
し
た
施
設
も
あ
っ
た
ほ

ど
の
被
害
の
な
か
、
商
品
の
加
工
場
だ

け
は
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
一

週
間
後
に
は
出
荷
を
再
開
。
そ
の
後
の

復
興
イ
ベ
ン
ト
へ
の
出
店
が
、
前
進
す

る
力
と
な
っ
た
。

　「
毎
週
の
よ
う
に
販
売
に
出
向
き
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
新
し
い
取
引
先
が

増
え
ま
し
た
。
売
り
上
げ
が
増
え
、
村

や
商
品
の
認
知
度
も
上
が
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
ず
は
福
岡
県
内
で
地
盤
を
固
め

て
か
ら
、
さ
ら
に
県
外
へ
の
出
荷
へ
つ

な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
棚
田
親
水
公
園
、
岩
屋
湧
水
、
キ
ャ

ン
プ
場
な
ど
の
施
設
は
再
ス
タ
ー
ト
を

き
り
、
現
在
は
棚
田
の
景
色
を
望
め
る

宿
泊
施
設
の
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
、
大
坪
氏
は
顔
を
輝
か
せ
た
。

 

特
産
品
の
シ
イ
タ
ケ
が 

東
峰
村
の 

フ
ァ
ン
を
増
や
す
力
に

　
宝
珠
山
ふ
る
さ
と
村
と
も
連
動
し
、

シ
イ
タ
ケ
で
東
峰
村
の
名
を
広
め
よ
う

と
数
々
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
重
ね
て
い
る

の
が
、「
農
事
組
合
法
人
宝
珠
山
き
の
こ

生
産
組
合
」。
そ
の
要
は
曽
祖
父
の
代

か
ら
続
く
シ
イ
タ
ケ
栽
培
を
継
ぎ
、
農

学
博
士
の
肩
書
を
持
つ
理
事
の
川
村
倫と

も

子こ

氏
だ
。

　
組
合
の
シ
イ
タ
ケ
栽
培
は
、
粉
砕
し

た
樹
木
な
ど
か
ら
つ
く
ら
れ
る
完
全
無

農
薬
の
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
に
菌
を
植
え
付

け
る
こ
と
か
ら
始
め
、
温
度
や
湿
度
の

管
理
を
徹
底
し
た
ハ
ウ
ス
の
な
か
で
三

〜
四
カ
月
か
け
、
シ
イ
タ
ケ
は
ゆ
っ
く

り
と
肉
厚
に
育
っ
て
い
く
。
現
在
は
東

京
の
百
貨
店
と
の
取
引
も
あ
る
が
、
原

木
シ
イ
タ
ケ
栽
培
に
こ
だ
わ
る
消
費
者

が
少
な
く
な
く
、
苦
労
を
重
ね
て
き
た

と
い
う
。

　「
菌
床
に
何
が
入
っ
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
か

ら
か
、
原
木
栽
培
信
仰
が
根
強
い
ん
で

す
。
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
、
農
学
部

で
学
ん
だ
経
験
が
幸
い
し
た
と
思
い
ま

す
。
自
信
を
持
っ
て
菌
床
栽
培
の
安
全

性
と
魅
力
を
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と

で
、
だ
ん
だ
ん
と
信
頼
し
て
く
だ
さ
る

方
が
増
え
て
き
ま
し
た
」

　
そ
の
信
頼
を
、
東
峰
村
の
存
在
が
陰

な
が
ら
支
え
た
の
が
興
味
深
い
。

　「
市
や
町
で
は
な
く
、
村
で
あ
る
こ

と
が
ブ
ラ
ン
ド
に
な
る
ん
で
す
。
自
然

が
豊
か
で
素
朴
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
安
心

感
が
あ
る
。
村
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま

し
た
ね
」

　
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
、
食
の
安

全
や
環
境
保
全
に
取
り
組
む
農
場
に
与

え
ら
れ
る
Ｊジ

ェ
イ
ギ
ャ
ッ
プ

Ｇ
Ａ
Ｐ
の
認
証
を
得
、
輸

入
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
差

別
化
の
た
め
に
、
福
岡
県

産
の
認
証
シ
ー
ル
を
貼
る

な
ど
、
確
固
た
る
ブ
ラ
ン

ド
化
に
も
努
め
る
。
調
味

料
や
菓
子
な
ど
、
シ
イ
タ

ケ
を
使
っ
た
商
品
も
開
発

さ
れ
た
。

　
川
村
氏
の
活
動
は
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
地
元

を
元
気
に
す
る
目
的
で
村

の
女
性
た
ち
が
世
代
や
職

業
を
超
え
て
集
ま
っ
た
、「
東
峰
ム
ラ

ガ
ー
ル
ズ
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。

福
岡
市
内
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
開

店
し
た
の
に
加
え
、
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど

イ
ベ
ン
ト
も
企
画
し
て
き
た
。

　「
東
峰
村
の
景
色
や
お
い
し
い
も
の

を
、
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。
さ

ら
に
は
、
私
た
ち
に
代
わ
っ
て
村
の
魅

力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
く
だ
さ
る
東
峰
村
の

フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
く
の
が
大
切
だ

と
思
い
、
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
」

　
豪
雨
の
際
に
は
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ

ウ
ス
な
ど
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
一

時
期
は
出
荷
も
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
が
、

一
カ
月
後
に
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
を

復
活
。
商
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
手
ぬ
ぐ
い
し
か
な
い
状
況
だ
っ

宝珠山きのこ生産組合理事の川村倫子氏。全国各地で行わ
れるイベントへの参加を重ねながら東峰村の認知度を上げ
て地盤を固め、将来的には地元でそうしたイベントを開催
したいと意気込む。　



菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
で
栽
培
さ
れ
た
シ
イ
タ
ケ
は

地
元
の
女
性
た
ち
に
よ
り
丁
寧
に
選
別
、
袋

詰
め
さ
れ
て
出
荷
さ
れ
る
。
左
は
サ
イ
ズ
の

小
さ
な
シ
イ
タ
ケ
を
乾
燥
さ
せ
た
商
品
。

「東峰村棚田まもり隊」代表の和田将幸氏（右）と、和田氏を支え
る事務局の梶原寛暢氏。棚田米の売り上げの一部は現在、村の復興
支援に使われているという。 14NICHIGIN 2020 NO.61

た
も
の
の
、
反
響
は
予
想
以
上
に
大
き

か
っ
た
と
い
う
。

　「
東
峰
村
と
聞
き
、
い
て
も
立
っ
て

も
い
ら
れ
な
く
て
注
文
し
た
な
ど
、
コ

メ
ン
ト
欄
に
書
か
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

読
み
な
が
ら
涙
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
方
た
ち
が
東
峰
村
に
思
い
を

寄
せ
て
く
れ
て
い
る
と
わ
か
り
、
本
当

に
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
思

い
に
何
と
し
て
で
も
応
え
、
恩
返
し
が

し
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　
施
設
が
あ
ら
た
に
整
っ
た
今
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
活
動
を
再
開
。
し
い

た
け
カ
レ
ー
、
柚ゆ

ず子
胡ご

し
ょ
う

椒
を
ア
ク
セ
ン

ト
に
き
か
せ
た
ア
ヒ
ー
ジ
ョ
な
ど
、
あ

ら
た
な
商
品
も
生
ま
れ
て
い
る
。

　「
逆
境
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ニ
ュ
ー

ス
を
通
し
て
東
峰
村
の
名
が
全
国
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
村
内
で

も
水
害
へ
の
受
け
止
め
方
は
そ
れ
ぞ
れ

だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
は
村
の
知

名
度
が
上
が
っ
た
こ
と
を
前
向
き
に
捉

え
、
こ
れ
か
ら
も
村
の
魅
力
を
発
信
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」　

山
間
を
彩
る
美
し
い
棚
田
を

未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に

　
集
中
豪
雨
で
も
っ
と
も
大
き
な
被
害

を
受
け
た
東
峰
村
の
宝
が
、
村
内
に
あ

る
棚
田
だ
っ
た
。
田
畑
の
土
が
流
さ
れ

た
だ
け
で
は
な
く
農
業
機
械
や
水
路
な

ど
も
土
石
流
の
被
害
を
受
け
、
離
農
を

考
え
る
人
も
い
た
な
か
、
若
手
の
有
志

が
集
ま
り
、
棚
田
復
活
の
た
め
に
立
ち

上
が
っ
た
の
が
「
東
峰
村
棚
田
ま
も
り

隊
」
だ
。

　
代
表
を
務
め
る
和
田
将
幸
氏
は
、
そ

の
発
足
を
こ
う
振
り
返
る
。

　「
災
害
前
の
自
分
た
ち
は
、
村
の
こ

と
や
米
作
り
を
親
の
世
代
に
任
せ
が
ち

で
、
こ
の
東
峰
村
の
こ
と
を
真
剣
に
考

え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
農
業
に
携
わ
る
人
の
高
齢
化
を
は

じ
め
数
多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
自
分
た
ち

の
こ
と
と
し
て
向
き
合
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
災
害
を
き
っ
か
け

に
、
自
分
た
ち
の
世
代
が
動
か
な
け
れ

ば
、
東
峰
村
の
農
業
は
立
ち
行
か
な
く

な
る
と
い
う
強
い
危
機
感
が
募
っ
た
ん

で
す
。
今
回
の
災
害
は
、
時
計
の
針
を

一
〇
年
早
め
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
災
害
か
ら
四
カ
月
ほ
ど
た
っ
た
十
一

月
、
活
動
の
突
破
口
と
し
て
棚
田
親
水

公
園
で
開
催
し
た
の
が
、「
ち
い
さ
な

収
穫
祭
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
だ
。
地
元

の
食
材
を
使
っ
た
鍋
料
理
や
新
米
の
お

に
ぎ
り
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
野
菜
の
販
売
、

器
を
つ
く
る
ろ
く
ろ
体
験
な
ど
も
行
わ

れ
た
と
話
す
の
は
「
東
峰
村
棚

田
ま
も
り
隊
」
事
務
局
の
梶
原

寛ひ
ろ
の
ぶ暢
氏
だ
。

　「
災
害
の
際
に
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
は
じ
め
本
当
に
多
く

の
人
た
ち
に
助
け
て
い
た
だ
い

た
の
で
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
感

謝
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
東
峰

村
に
は
実
り
が
あ
る
、
お
い
し

い
も
の
が
あ
る
、
元
気
も
失
っ

て
い
な
い
と
い
う
発
信
が
し
た

か
っ
た
ん
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
が

終
わ
っ
た
と
き
、
皆
が
笑
顔
だ
っ
た
の

が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
れ
ほ

ど
の
災
害
の
後
で
し
た
が
、
あ
の
日
の

僕
た
ち
は
笑
っ
て
い
ま
し
た
」

　
一
時
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
終
わ
ら
せ
る

こ
と
な
く
、
農
業
を
観
光
に
す
る
形
で

訪
れ
る
人
た
ち
と
継
続
し
な
が
ら
絆
を

深
め
て
交
流
人
口
を
増
や
し
て
い
き
た

い
と
、
二
○
一
八
年
か
ら
は
田
植
え
体

験
を
実
施
。
災
害
前
か
ら
お
い
し
さ
に

は
定
評
が
あ
っ
た
棚
田
米
は
、
親
類
縁

者
に
配
っ
て
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
た
状
況

を
変
え
、
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
や
販
売
も
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
梶
原
氏
は

語
る
。

　「
あ
の
災
害
が
な
け
れ
ば
会
話
を
し
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JR 日田彦山線筑前岩屋駅～大行司駅間には写真の「宝
珠山橋梁」を含む 3 つのめがね橋が架かる。年末の
ライトアップや四季折々の景色が彩る姿を求め、災
害前は多くの鉄道ファンや観光客が訪れていた。

村の人々の毎日の移動を支えていた JR
日田彦山線は、東峰村内の 3 つの駅を含
む添田駅～夜明駅が復旧していない。

な
い
で
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
人
た

ち
を
含
め
、
災
害
を
き
っ
か
け
に
広
く

意
見
を
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
正

直
な
と
こ
ろ
、
く
じ
け
そ
う
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
亡
く
な
っ
た
方

が
い
る
の
に
何
も
し
な
か
っ
た
ら
そ
れ

こ
そ
申
し
訳
が
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
れ
に

負
け
て
は
い
け
な
い
と
、
い
つ
も
仲
間

と
話
し
て
い
ま
す
」　

　
和
田
氏
が
続
け
る
。

　「
災
害
を
機
に
、
同
年
代
は
も
ち
ろ

ん
、
年
配
の
人
た
ち
や
村
長
と
も
腹
を

割
っ
て
話
す
こ
と
が
本
当
に
増
え
ま
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
が
一
つ
ず

つ
実
を
結
び
、
自
分
た
ち
の
行
動
が
状

況
を
好
転
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

と
い
う
思
い
は
強
い
で
す
ね
」

　
現
在
は
「
東
峰
村
遊
休
農
地
活
用
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
休
耕
田
に
さ
つ

ま
芋
を
植
え
、
宮
崎
県
の
焼
酎
蔵
で
芋

焼
酎
を
仕
込
む
試
み
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
さ
つ
ま
芋
に
加
え
て
米
や
水
も
村

か
ら
運
び
、
こ
の
春
に
完
成
予
定
だ
と

梶
原
氏
が
笑
顔
を
見
せ
た
。

　「
原
材
料
が
東
峰
村
産
の
焼
酎
な
ら
、

村
で
つ
く
っ
た
器
で
飲
め
た
ら
い
い
の

で
は
な
い
か
と
、
小
石
原
焼
の
焼
酎
の

器
と
の
限
定
セ
ッ
ト
の
販
売
も
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
以
前
は
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
、
小
石
原
、
宝
珠
山
と
、
合
併
前
の

地
区
ご
と
に
わ
か
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
オ
ー
ル
東
峰
村
！
　
村
全

体
が
ま
と
ま
っ
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
の

ぐ
ら
い
の
力
が
出
る
の
だ
ろ
う
と
期
待

し
て
い
ま
す
」

　
う
れ
し
そ
う
に
語
る
梶
原
氏
の
言
葉

を
、
和
田
氏
が
継
い
だ
。

　「
焼
酎
が
で
き
た
ら
、
田
植
え
や
収

穫
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
村
外
の
方
々
と

一
緒
に
飲
み
た
い
で
す
ね
」

復
旧
で
は
な
く
復
興
を
目
指
し

東
峰
村
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
続
く

　
和
田
氏
、
梶
原
氏
の
ひ
た
む
き
な
姿

を
目
の
当
た
り
に
し
て
思
い
出
し
た
の

は
、
独
自
の
表
現
を
生
み
出
す
た
め
に

幾
度
と
な
く
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
と
い

う
陶
芸
家
の
福
島
氏
の
話
だ
。

　「
技
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
の
が
伝

承
だ
と
す
れ
ば
、
伝
統
と
は
、
今
ま
で

の
も
の
に
自
分
が
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で

な
に
か
を
足
し
な
が
ら
、
時
代
と
と
も

に
変
わ
り
行
く
も
の
な
ん
で
す
。
器
を

作
る
に
は
、
粘
土
づ
く
り
か
ら
焼
き
上

が
る
ま
で
何
カ
月
も
か
か
り
ま
す
が
、

途
中
で
全
部
廃
棄
し
て
や
り
直
す
こ
と

も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
も
の

を
つ
く
る
、
な
に
か
に
挑
む
と
い
う
こ

と
は
そ
う
い
う
苦
労
が
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
の
積
み
重
ね
が
未
来
へ
の
糧
、

あ
た
ら
し
い
伝
統
を
生
む
こ
と
に
つ
な

が
る
ん
で
す
」

　
こ
の
先
に
ど
ん
な
困
難
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
東
峰
村
で
今
行
わ
れ
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
福
島
氏

の
言
う
あ
た
ら
し
い
伝
統
を
各
分
野
で

生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
村
を
歩
い
て
お
会
い
し
た
方
々
の
多

く
が
、
目
指
す
の
は
も
と
の
状
態
に
戻

す
復
旧
で
は
な
く
、
将
来
に
向
け
た
あ

ら
た
な
村
の
形
を
作
る
復
興
だ
と
話
し

て
い
た
の
も
印
象
深
か
っ
た
。
村
長
の

澁
谷
氏
の
話
も
ま
た
、
胸
に
深
く
刻
ま

れ
て
い
る
。

　「
若
い
世
代
に
は
、
東
峰
村
を
受
け

継
ぐ
あ
な
た
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
村
を

つ
く
っ
て
い
く
の
だ
と
、
言
っ
て
い
ま

す
。
景
観
や
特
産
品
を
生
か
し
て
い
け

ば
、
必
ず
で
き
る
と
」

福岡県朝倉郡東峰村地域の底力

村
の
北
部
に
は
樹
齢
二
〇
〇
～
六
〇
〇
年
と
伝
え
ら
れ
る
杉
の
巨
木
群

が
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
わ
た
り
広
が
る
。
写
真
は
巨
木
群
の
な
か
で
も

威
風
堂
々
と
し
た
大
き
さ
を
誇
り
、
林
野
庁
に
よ
る
「
森
の
巨
人
た
ち

百
選
」
に
選
定
さ
れ
て
い
る
「
大
王
杉
」。
こ
の
あ
た
り
は
か
つ
て
修

験
の
場
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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　グローバル化やデジタル化が急速に進展し、先行きが見通しにくくなっ
ているこの時代に、社会を導くリーダーをどう育成するか。記憶重視の日
本の偏差値教育はこのままでいいのか。少年時代から音楽に触れ、作曲家
でもある浜田宏一・イェール大学名誉教授と、日本舞踊の稽古に励みなが
ら映画で子役も務めた経験のある櫻井眞審議委員。それぞれの体験をもと
に、次世代を担う人材の育て方について語り合った。

浜田宏一
1936 年東京都生まれ。54 年東京大学法学部入学、57 年に
司法試験第二次試験合格。58 年同大学経済学部へ学士入学。
65 年経済学 Ph.D.（博士号）取得（イェール大学）。東京大
学経済学部教授等を経て、86 年イェール大学経済学科教授。
2001 年から 03 年まで内閣府経済社会総合研究所長。現在
イェール大学、東京大学名誉教授。12 年からは内閣官房参
与も務める。『経済成長と国際資本移動――資本自由化の経
済学』（東洋経済新報社）、『グローバル・エリートの条件』

（PHP 研究所）、『国際金融の政治経済学』（創文社）など著
書多数。16 年 1 月にはＣＤ『平和の鳩』（アート・ユニオン）
を発表し、作曲家としてデビュー。

HAMADA Koichi

イェール大学名誉教授・東京大学名誉教授・
内閣官房参与

1946 年東京都生まれ。69 年中央大学経済学部卒業、76 
年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学、同
年日本輸出入銀行入行、80 年イェール大学経済成長セン
ター客員研究員、89 年日本輸出入銀行海外投資研究所調
査研究グループ・開発経済グループ主任研究員、同年㈱大
正海上基礎研究所研究部長主席研究員、90 年㈱大正海上
基礎研究所研究部長主席研究員、大蔵省財政金融研究所特
別研究官、96 年㈱三井海上基礎研究所国際金融研究セン
ター所長、2007 年サクライ・アソシエイト国際金融研究
センター代表、16 年より日本銀行政策委員会審議委員。

SAKURAI Makoto

日本銀行政策委員会 審議委員

櫻井 眞

偏
差
値
エ
リ
ー
ト
は
も
う
い
ら
な
い

芸
事
に
触
れ
て「
真し

ん
ぜ
ん善
美び

」を
学
べ

写真 野瀬勝一
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ろ
か
ら
女
形
の
歌
舞
伎
役
者
の
よ
う
な

雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
う
か
が
う
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
岸
惠
子
さ
ん
や
若
尾

文あ
や
こ子

さ
ん
な
ど
大
女
優
と
と
も
に
映
画

で
子
役
を
演
じ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
ね
。

櫻
井
　
小
さ
い
こ
ろ
の
私
は
浜
田
先
生

と
好
対
照
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
と
い
っ
た
教

育
は
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
、
六
歳
の
こ
ろ
か
ら
日
本

舞
踊
の
お
稽
古
を
始
め
て
、
そ
れ
が
す

ご
く
お
も
し
ろ
く
て
中
学
に
上
が
る
ま

で
続
け
て
い
た
か
ら
で
す
。
映
画
に
子

役
で
出
演
し
た
の
も
、
日
本
舞
踊
の
お

稽
古
の
延
長
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
撮

影
は
長
い
と
二
カ
月
近
く
続
く
ん
で

す
。
学
校
は
休
む
こ
と
に
な
り
ま
す
か

ら
、
落
第
し
な
い
よ
う
に
出
席
日
数
を

数
え
な
が
ら
撮
影
所
通
い
を
し
て
い
ま

し
た
。

　
た
だ
、
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
そ

う
し
た
お
稽
古
事
を
続
け
る
う
ち
に
学

校
で
は
学
べ
な
い
こ
と
が
身
に
つ
い
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
日
本

舞
踊
の
稽
古
場
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
年

代
の
方
が
い
て
、
踊
り
の
上
手
な
人
や

良
い
形
を
見
て
、
そ
れ
を
ま
ね
な
が
ら

櫻井 眞

が
正
し
い
と
思
う
な
ら
相
手
が
誰
で
あ

ろ
う
が
、
屈
す
る
こ
と
な
く
主
張
す
る

覚
悟
を
持
て
」
と
い
う
意
を
舘
先
生
は

伝
え
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た

恩
師
か
ら
の
教
え
は
、
そ
の
後
の
学
者

人
生
の
大
き
な
糧
と
な
り
ま
し
た
。

　
櫻
井
さ
ん
と
は
一
九
七
〇
年
代
半

ば
、
共
著
で
世
界
の
一
流
誌
に
共
同
論

文
を
寄
稿
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
櫻
井
さ
ん
は
経
済
・
金
融
情
勢

な
ど
の
師
で
あ
り
ま
す
。

櫻
井
　
当
時
は
、
私
た
ち
の
研
究
が
そ

の
ま
ま
当
時
の
世
の
中
に
当
て
は
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
市
場
や
制
度
が
整
備
さ
れ
、
当

時
の
研
究
の
成
果
が
有
効
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。研
究
は
、し
っ

か
り
と
将
来
を
見
据
え
な
が
ら
行
わ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
浜
田
先
生
は
、
あ
く
な
き
探
求
心
を

持
ち
続
け
、
経
済
学
に
多
大
な
貢
献
を

さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
国
際
金
融
へ

の
ゲ
ー
ム
理
論
（
注
）
の
応
用
は
、
浜

田
先
生
が
世
界
で
初
め
て
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

浜
田
　
私
の
専
売
特
許
と
ま
で
は
言
い

す
ぎ
で
す
。
私
が
イ
ェ
ー
ル
大
学
に

留
学
し
た
時
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
カ
ー

フ
教
授
が
ゲ
ー
ム
理
論
を
講
義
し
て
い

て
、
そ
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
ゲ
ー

ム
理
論
で
は
社
会
を
構
成
す
る
人
や
企

業
（
国
家
）
を
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
動

す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
み
な
し
ま
す
。
囲

碁
や
将
棋
で
駒
を
戦
わ
せ
る
よ
う
に
、

金
融
政
策
の
世
界
で
も
、
自
分
の
国
が

あ
る
政
策
を
打
て
ば
相
手
の
国
も
打
ち

手
を
変
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
複
数
の

国
々
が
お
互
い
に
影
響
を
与
え
合
う
こ

と
を
考
慮
す
べ
き
な
の
で
す
。
現
実
社

会
で
ゲ
ー
ム
理
論
が
応
用
さ
れ
て
い
る

の
は
主
に
経
済
の
分
野
で
す
が
、
本
来

人
間
社
会
の
科
学
的
な
理
解
を
目
的
に

生
ま
れ
た
学
問
で
す
か
ら
、
国
際
紛
争

な
ど
の
政
治
の
問
題
や
社
会
の
多
く
の

課
題
に
も
活
用
で
き
る
は
ず
で
す
。

櫻
井
　
浜
田
先
生
も
私
も
歳
を
重
ね
た

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
最
近
は
趣
味
の
お

話
を
す
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

浜
田
　
宇
沢
先
生
が
、
櫻
井
さ
ん
の
こ

と
を
「
艶つ
や

の
あ
る
人
」
と
評
し
て
い
た

よ
う
に
、
櫻
井
さ
ん
は
大
学
院
生
の
こ

覚
悟
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ

金
融
論
の
研
究
と
政
策
提
言

櫻
井
　
浜
田
先
生
と
の
お
付
き
合
い

は
、
私
が
学
生
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、

半
世
紀
近
く
に
な
り
ま
す
。
私
は
東
京

大
学
で
先
生
に
学
ん
だ
後
、
政
府
系
の

銀
行
等
に
勤
め
ま
し
た
。
そ
の
間
、
国

際
金
融
に
関
係
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
大
学
を
離
れ
て
か

ら
も
浜
田
先
生
に
は
折
々
に
ご
意
見
を

う
か
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

浜
田
　
思
い
返
す
と
、
櫻
井
さ
ん
が
東

京
大
学
の
院
生
で
お
ら
れ
た
こ
ろ
の
教

授
陣
は
本
当
に
豪
華
で
し
た
。
理
論
経

済
学
で
は
宇う

沢ざ
わ
ひ
ろ
ふ
み

弘
文
先
生
や
根
岸
隆
た
か
し

先
生
、
戦
後
日
本
の
経
済
学
を
牽け
ん
い
ん引

し

た
小
宮
隆
太
郎
先
生
、
そ
れ
か
ら
、
私

の
恩
師
で
金
融
論
の
舘た
ち

龍
一
郎
先
生
も

活
躍
し
て
お
ら
れ
た
。
舘
先
生
は
、
私

が
法
学
部
か
ら
経
済
学
部
に
学
士
入
学

し
た
こ
ろ
、
当
時
ま
だ
め
ず
ら
し
か
っ

た
近
代
経
済
学
に
基
づ
く
金
融
論
を
講

義
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
も
忘
れ

ら
れ
な
い
の
は
、
講
義
の
冒
頭
に
ダ
ン

テ
『
神し
ん
き
ょ
く曲
』
か
ら
、「
こ
の
門
よ
り
入

る
者
は
一
切
の
希
望
を
捨
て
よ
」
が
引

用
さ
れ
、
そ
の
言
葉
で
「
自
分
の
意
見

幼
少
期
の
芸
事
で
養
わ
れ
た

冷
静
な
視
線
と
豊
か
な
心
象

（注）�ゲーム理論／複数の主体が関わる環境下で、各々の行動や
意思決定が自分以外の利害に影響を及ぼす場合において、
いかなる行動や選択が最適かを解明しようとする理論。
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舞
踊
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
し
か

習
得
の
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
お

か
げ
で
立
ち
居
振
る
舞
い
や
礼
儀
だ
け

で
な
く
、
も
の
を
全
体
と
し
て
捉
え
る

こ
と
、
そ
し
て
自
分
で
考
え
る
力
が
養

わ
れ
た
気
が
し
ま
す
。

　
浜
田
先
生
は
作
曲
家
で
も
あ
り
ま
す

が
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
音
楽
に
親
し
ん

で
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

浜
田
　
両
親
が
英
語
の
教
師
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
目

や
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
が
自
分

の
中
に
自
然
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
私
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
父
は
バ
イ

オ
リ
ン
、
母
は
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
い
て

い
て
、
音
楽
に
囲
ま
れ
た
、
恵
ま
れ
た

環
境
で
育
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私

が
小
学
生
の
こ
ろ
、
父
が
埼
玉
県
熊
谷

市
で
女
子
高
校
の
校
長
に
転
任
し
、
家

族
で
郊
外
の
荒
川
の
近
く
に
移
っ
た
の

で
す
が
、
田
畑
の
一
面
に
レ
ン
ゲ
草
が

咲
い
て
い
る
風
景
や
秩
父
の
山
並
み

は
、
私
に
と
っ
て
良
い
情
操
教
育
に
も

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
作
曲
に
興
味
が

湧
き
、
北
原
白は
く
し
ゅ
う
秋
の
詩
に
メ
ロ
デ
ィ
ー

を
つ
け
た
り
し
て
い
ま
し
た
ね
。
父
の

学
校
の
先
生
か
ら
音
楽
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。

櫻
井
　
そ
の
後
も
音
楽
を
続
け
て
こ
ら

れ
、
八
〇
歳
で
自
作
曲
を
収
録
し
た
Ｃ

Ｄ
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

浜
田
　
親
か
ら
「
音
楽
は
趣
味
に
」
と

言
わ
れ
て
学
者
の
道
を
選
ん
だ
の
で

す
が
、
情
景
の
浮
か
ぶ
詞
が
あ
る
と

曲
を
つ
け
た
く
な
る
ん
で
す
。
東
京
大

学
在
学
中
に
は
応
援
歌
を
作
曲
し
、
そ

れ
が
大
学
内
の
公
募
で
入
賞
し
て
、
神

宮
球
場
で
歌
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
応

援
歌
を
東
大
野
球
部
出
身
で
、
日
銀

の
理
事
も
さ
れ
た
南な
ん
ば
ら原

晃あ
き
らさ

ん
に
東

大
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
イ
（
大
学
の

交
流
イ
ベ
ン
ト
）
で
聴
い
て
い
た
だ

き
、
も
う
一
度
神
宮
で
歌
っ
て
あ
げ
る

と
の
う
れ
し
い
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
残
念
な
が
ら
、
個
性
豊
か
な
南

原
さ
ん
は
故
人
と
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
。
Ｃ
Ｄ
は
、
日
本
開
発
銀
行

（
現
・
日
本
政
策
投
資
銀
行
）
を
経
て

音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
な
っ
た
中
野

雄た
け
し

先
生
に
お
世
話
に
な
っ
た
ん
で
す
。

私
の
楽
譜
を
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

世
に
出
し
て
い
た
だ
く
運
び
に
な
り
ま

し
た
。

　
各
国
中
央
銀
行
に
も
音
楽
を
愛
す

る
方
が
多
い
。
日
銀
の
雨
宮
正
佳
副

総
裁
は
音
楽
に
造
詣
が
深
く
、
ア
メ

リ
カ
の
中
央
銀
行
で
あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
米

連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
の
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ク
ラ
リ
ダ
副
議
長
も
音
楽
好
き
で

す
ね
。
彼
と
私
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
同

僚
だ
っ
た
時
期
が
あ
り
、
こ
の
間
久
し

ぶ
り
に
会
っ
て
、
私
の
曲
の
Ｃ
Ｄ
を
手

渡
し
た
ら
、
す
ぐ
引
き
出
し
か
ら
彼
の

作
曲
し
た
Ｃ
Ｄ
を
お
返
し
に
く
れ
ま
し

た
。「
一
生
懸
命
に
Ｃ
Ｄ
を
作
っ
た
け

ど
、
こ
れ
で
は
百
ド
ル
も
稼
げ
な
い
」

と
笑
っ
て
い
ま
し
た
が
。

櫻
井
　
浜
田
先
生
の
お
話
か
ら
も
、
私

自
身
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、

お
稽
古
事
や
趣
味
の
源
泉
に
は
知
的
好

奇
心
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
浜
田
先
生

は
音
楽
を
通
し
て
、
私
の
場
合
は
日
本

舞
踊
が
上
達
す
る
過
程
で
、
そ
の
心
が

満
た
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
し
ま
す
。

浜
田
　
舞
踊
や
音
楽
な
ど
を
習
う
の

は
、
多
様
な
発
想
が
で
き
る
人
に
な
る

た
め
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。「
か
わ

い
い
子
に
は
お
稽
古
事
を
さ
せ
よ
」
と

言
い
た
い
で
す
ね
。

櫻
井
　
浜
田
先
生
は
以
前
か
ら
日
本
の

偏
差
値
教
育
を
批
判
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。

浜
田
　
偏
差
値
を
重
ん
じ
す
ぎ
る
と
、

記
憶
重
視
で
創
造
性
を
軽
視
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
暗
記

や
計
算
を
偏
重
し
、
と
に
も
か
く
に
も

点
数
が
高
け
れ
ば
良
い
生
徒
と
さ
れ

る
。
そ
う
い
う
人
ば
か
り
が
官
庁
や
大

企
業
に
入
り
、
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
に

な
っ
て
い
く
、
そ
の
構
造
が
問
題
な
の

で
す
。
点
数
で
選
ば
れ
た
エ
リ
ー
ト
層

だ
け
で
は
、
先
行
き
の
予
測
が
難
し
い

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
乗
り
切
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
正
直
い
う
と
私
の
キ
ャ
リ
ア
は
読
み

書
き
偏
重
、
成
績
重
視
の
日
本
の
教
育

シ
ス
テ
ム
に
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
い

る
の
で
自
分
か
ら
は
言
い
に
く
い
の
で

す
け
れ
ど
、
読
み
書
き
記
憶
の
得
意
な

人
は
、
六
、七
十
％
く
ら
い
は
創
造
性

や
応
用
力
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中

に
は
成
績
だ
け
が
看
板
み
た
い
な
エ

リ
ー
ト
も
少
な
く
な
い
。
真
に
創
造
性

の
あ
る
人
が
、
テ
ス
ト
の
点
数
が
良
く

な
い
が
た
め
に
「
エ
リ
ー
ト
か
ら
外
れ

て
い
る
」よ
う
な
状
況
は
、社
会
に
と
っ

て
マ
イ
ナ
ス
で
す
。

　
ゼ
ミ
生
た
ち
を
見
る
と
、
ど
ち
ら
か

既
存
の
も
の
に
捉
わ
れ
る
な

新
し
い
発
見
か
ら
創
造
せ
よ
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と
い
う
と
、
成
績
優
秀
だ
っ
た
人
よ
り

も
、成
績
は
そ
れ
ほ
ど
良
く
な
く
て
も
、

創
造
性
が
あ
る
人
、
人
柄
に
魅
力
が
あ

る
人
が
大
き
く
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
登
場
で
大
量

の
デ
ー
タ
解
析
な
ど
が
可
能
に
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
Ａ
Ｉ
に
何
を

記
憶
さ
せ
、
計
算
さ
せ
る
べ
き
か
を
、

先
行
き
を
予
想
し
な
が
ら
、
私
た
ち

が
判
断
で
き
な
い
と
意
味
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
テ
ス
ト
勉
強
を

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
幼
い
こ
ろ
か
ら

芸
事
な
ど
を
通
じ
た
学
び
も
必
要
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

櫻
井
　
同
感
で
す
。
感
動
や
驚
き
な
ど

は
芸
事
に
触
れ
る
な
か
で
出
会
う
こ
と

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
学
校
で

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い

う
と
な
か
な
か
難
し
い
。
読
み
書
き
そ

ろ
ば
ん
の
点
数
だ
け
で
は
測
れ
な
い
力

を
ど
れ
だ
け
育
め
る
か
が
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。

　
私
が
や
っ
て
き
た
日
本
舞
踊
は
独
り

で
演
じ
ま
す
の
で
、
す
べ
て
自
分
次
第

で
す
。
そ
う
い
っ
た
日
本
舞
踊
を
通
じ

て
身
に
付
い
た
も
の
が
自
分
の
中
に
し

み
込
ん
で
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
仕

事
に
お
い
て
も
、
周
り
が
ど
う
と
い
う

よ
り
、
ま
ず
自
分
が
ど
う
し
た
い
の
か

を
自
分
で
考
え
て
表
現
し
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
と
常
に
思
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
う
し
た
姿
勢
や
考
え
方
が
自

分
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
成
長
さ

せ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

浜
田
　
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
で

し
ょ
う
ね
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
は
、
医

学
生
が
入
学
す
る
と
、
ま
ず
大
学
の

ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
連
れ
て
行
き
、

絵
画
を
見
せ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ

は
何
期
印
象
派
の
絵
だ
と
か
教
え
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
絵
が
な
ぜ
人
に
訴
え

る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
の
だ
と
。
デ
ジ

タ
ル
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、
ア
ナ
ロ

グ
的
な
力
も
鍛
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で

す
ね
。
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
の
能
力
を

鍛
え
る
教
育
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
否

定
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
不

十
分
で
す
。
先
ほ
ど
の
櫻
井
さ
ん
の
話

に
も
通
じ
ま
す
が
、
芸
事
か
ら
得
た
ア

ナ
ロ
グ
な
思
考
力
が
も
っ
と
大
事
に
さ

れ
る
べ
き
で
す
。

櫻
井
　
学
生
時
代
、
浜
田
先
生
は
学
生

に
何
度
も
「
あ
な
た
は
、『
何
か
新
し

い
こ
と
』
を
発
見
で
き
た
か
」
と
問
う

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
宇
沢
先
生

は
「
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
発
想
を

し
て
は
い
け
な
い
」
が
口
癖
で
し
た
。

お
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
既
存

の
在
り
方
に
捉
わ
れ
ず
、
新
し
い
も
の

を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う

姿
勢
。
そ
う
い
う
生
き
方
の
基
本
を
、

私
は
恩
師
か
ら
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
た

ん
で
す
。

浜
田
　
そ
う
思
っ
て
も
ら
え
て
い
た
と

し
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。
自
分
で
発

見
し
、
何
か
を
創
り
上
げ
る
力
を
、
学

生
の
う
ち
か
ら
鍛
え
て
も
ら
い
た
い
。

ま
た
、
周
囲
に
矛
盾
が
あ
れ
ば
、
け
ん

か
せ
ず
に
そ
れ
を
指
摘
し
、
説
得
す
る

能
力
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
日

本
は
画
一
的
す
ぎ
る
今
の
教
育
を
変
え

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
学
校
だ
け
で

な
く
親
も
で
す
。
子
ど
も
が
や
り
た
い

こ
と
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
思
う
存
分
発

揮
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。

　
先
ほ
ど
、
成
績
は
そ
れ
ほ
ど
良
く
な

く
て
も
、
創
造
性
の
あ
る
、
魅
力
的
な

人
が
卒
業
後
活
躍
し
て
い
る
話
を
し
ま

し
た
が
、
ど
う
し
た
ら
そ
う
し
た
人
に

な
れ
る
の
か
。
独
立
研
究
者
の
山
口

周
氏
の
い
う
よ
う
に
、
若
い
こ
ろ
何
か

に
夢
中
に
な
っ
て
、「
真
善
美
」
を
追

求
す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
も
勝
つ
こ
と
だ

け
で
な
く
、
同
様
の
意
味
で
極
め
て
重

要
で
す
。
良
き
教
育
の
中
で
育
っ
て
き

た
人
材
は
、
や
が
て
現
実
の
上
に
理
想

を
追
求
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
で
思
い

切
っ
た
決
断
が
で
き
る
人
に
な
る
。
そ

う
し
た
人
材
が
技
術
革
新
を
生
み
、
経

営
で
も
行
政
で
も
政
治
で
も
、
こ
れ
か

ら
世
の
中
に
も
っ
と
必
要
に
な
る
と
確

信
し
て
い
ま
す
。

櫻
井
　
本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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現
地
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
等
を 

読
み
解
き
状
況
を
的
確
に
捉
え
る

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、

パ
リ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
香
港
、
北
京
。
日

本
銀
行
に
は
現
在
、
五
カ
国
計
七
カ
所
に
海
外

事
務
所
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
ひ
と
つ
、

北
京
事
務
所
は
北
京
市
の
ビ
ジ
ネ
ス
街
に
あ

り
、
北
京
随
一
の
高
さ
を
誇
る
「
中チ
ャ
イ
ナ
ズ
ン

国
尊
」
な

ど
高
層
ビ
ル
群
を
見
渡
せ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

「
中
国
の
経
済
発
展
を
実
感
で
き
る
職
場
」
と

話
す
の
は
、
二
○
一
八
年
五
月
に
事
務
所
長
と

し
て
赴
任
し
た
東
あ
ず
ま

善よ
し
あ
き明
さ
ん
で
す
。

　
東
さ
ん
含
め
日
本
人
駐
在
員
が
三
名
、
現
地

ス
タ
ッ
フ
二
名
と
い
う
北
京
事
務
所
の
役
割
の

一
つ
は
、
中
国
の
金
融
・
経
済
状
況
の
調
査
。

幅
広
い
。
駐
在
員
の
数
が
限
ら
れ
る
中
、
絶
え

ず
優
先
順
位
を
判
断
し
な
が
ら
調
査
を
進
め
、

タ
イ
ム
リ
ー
に
情
報
を
本
店
に
発
信
す
る
よ
う

努
め
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
情
報
が
支
店
長
会

議
で
も
報
告
さ
れ
、
中
国
の
現
状
の
理
解
を
深

め
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」

　
中
国
で
情
報
収
集
を
す
る
上
で
特
に
気
を
遣

う
の
は
、
国
営
メ
デ
ィ
ア
や
、
党
・
政
府
が
開
催

す
る
重
要
な
会
議
の
扱
い
だ
と
か
。
そ
れ
ら
は
、

党
・
政
府
の
考
え
を
代
弁
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
考
慮
し
な
が
ら
読
み
解
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
し
つ
つ
、
東
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
す
。

　「
国
営
メ
デ
ィ
ア
は
党
・
政
府
の
意
思
や
論

理
を
正
確
に
発
信
し
て
い
ま
す
か
ら
、
情
報
収

集
の
出
発
点
で
す
。
し
か
し
当
然
、
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
（
主
張
の
宣
伝
）
的
な
側
面
も
あ
り
ま
す

国
際
局
を
は
じ
め
日
本
銀
行
本
店
で
も
同
様
の

調
査
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
店
で
は
主
に

公
表
さ
れ
た
統
計
や
レ
ポ
ー
ト
に
基
づ
く
分
析

が
中
心
で
、
日
本
語
や
英
語
を
通
じ
た
情
報
が

ベ
ー
ス
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
北
京
事

務
所
が
担
う
の
は
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
や
現
地

の
識
者
等
を
介
し
た
情
報
収
集
で
す
。
そ
う
し

た
情
報
収
集
の
悩
ま
し
さ
と
醍だ
い

醐ご

み味
に
つ
い
て

東
さ
ん
は
こ
う
語
り
ま
す
。

　「
北
京
事
務
所
と
し
て
頭
を
悩
ま
せ
る
の
は
、

調
査
テ
ー
マ
が
常
に
山
積
し
て
い
る
中
で
、
収

集
す
る
情
報
を
い
か
に
取
捨
選
択
す
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
景
気
動
向
や
金
融
政
策
に
限

ら
ず
、
金
融
シ
ス
テ
ム
か
ら
政
治
・
外
交
、
社

会
問
題
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
ま
で
、
日
本
銀
行
と

し
て
中
国
に
対
し
関
心
を
寄
せ
る
分
野
は
実
に

日
本
銀
行
北
京
事
務
所

　海
外
事
務
所
の
仕
事

　金
融
・
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
海
外
の
動
向
を
迅
速
か
つ
的
確
に
捉
え
る
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
、
現
地
な
ら
で
は
の
情
報
を
収
集
し
て
各
種
の
調
査
を
行
っ
た
り
、
日
本
銀
行
の
連
絡
拠
点
と
し
て
現

地
当
局
等
と
の
調
整
を
担
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
本
店
の
業
務
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
海
外
事
務
所
。
今
回
は
そ
の

ひ
と
つ
、
北
京
事
務
所
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

刻
々
と
変
化
す
る
海
外
の
実
像
に
迫
る

◆31
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の
で
、
そ
の
妥
当
性
を

他
の
メ
デ
ィ
ア
や
識
者

の
見
方
な
ど
を
通
じ
て

確
認
す
る
姿
勢
が
必
要

で
す
。
ま
た
定
期
的
に

開
催
さ
れ
る
党
・
政
府

の
重
要
な
会
議
に
つ
い

て
は
、
会
議
後
に
公
表

さ
れ
る
文
書
の
、
前
回

か
ら
の
変
化
に
注
目
し

ま
す
。
強
調
ポ
イ
ン
ト

が
変
化
し
た
り
、
新
た

な
表
現
が
加
わ
っ
た
り
。

そ
の
ひ
と
言
ひ
と
言
に
党
・
政
府
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
漢
字
で
数

文
字
の
抽
象
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
も
少
な
く
な

く
、
具
体
的
な
解
釈
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要

に
な
り
ま
す
」

　
こ
の
た
め
情
報
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
メ

デ
ィ
ア
の
論
調
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
政
策

当
局
の
関
係
者
や
識
者
と
直
接
面
談
し
、
情
報

の
読
み
方
を
知
る
こ
と
も
大
事
な
仕
事
。
そ
う

し
た
現
地
の
生
き
た
情
報
は
、
日
本
銀
行
全
体

と
し
て
の
調
査
に
一
層
の
厚
み
を
与
え
る
と
と

も
に
、
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。

　
北
京
事
務
所
が
作
成
す
る
レ
ポ
ー
ト
は
、
年

に
七
〇
〜
九
〇
本
。
広
大
な
国
土
を
持
ち
、
ダ

違
い
に
速
い
こ
と
だ
と
東
さ
ん
は
力
説
し
ま
す
。

　「
私
が
最
初
に
中
国
に
語
学
留
学
し
た

二
〇
〇
〇
年
前
後
は
、
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
企

業
が
、
低
賃
金
の
労
働
力
を
求
め
て
中
国
に
工

場
を
つ
く
り
、『
世
界
の
工
場
』
と
言
わ
れ
て

い
た
頃
。
二
度
目
に
中
国
で
生
活
し
た
二
○
一

○
年
頃
は
、
国
全
体
の
所
得
水
準
が
上
が
っ
て

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
広
が
り
、『
世
界
の
市
場
』
と

も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
折
し
も
北
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク（
二
○
○
八
年
）や
上
海
万
博（
二

○
一
○
年
）
が
開
催
さ
れ
、
劇
的
な
変
化
を
遂

げ
る
様
子
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
回
の
赴
任
で
は
、
モ
バ
イ
ル
決
済
や
顔

認
証
シ
ス
テ
ム
な
ど
新
し
い
分
野
に
お
い
て
中

国
独
自
の
急
速
な
発
展
が
見
ら
れ
、『
世
界
の

実
験
室
』と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
」

　
目
覚
ま
し
い
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
進
展
も
、
こ
の

間
の
目
に
見
え
る
大
き
な
変
化
だ
と
い
い
ま
す
。

　「
昨
年
、
一
〇
年
ぶ
り
に
四
川
省
の
田
舎
を

訪
問
し
た
時
に
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
村
々
が

舗
装
道
路
で
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
が
届
き
、
農
民
が
自
動
車
を
購
入
し
、
工
場

も
進
出
で
き
る
。
国
土
が
広
く
、
一
国
の
中
で

も
地
域
に
よ
っ
て
発
展
段
階
が
大
き
く
異
な

る
。
そ
う
い
う
多
様
性
を
実
感
で
き
る
の
は
中

国
な
ら
で
は
の
こ
と
で
、
興
味
深
い
で
す
ね
」

　
統
計
デ
ー
タ
の
背
後
に
あ
る
社
会
構
造
の
変

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
遂
げ
る
中
国
に
つ
い
て

週
一
本
以
上
の
ペ
ー
ス
で
レ
ポ
ー
ト
を
作
る
の

は
大
変
で
す
。
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
本
店
の

関
係
部
署
の
問
題
意
識
を
事
前
に
把
握
し
た

り
、
他
の
海
外
事
務
所
と
連
携
し
て
作
成
し
た

り
、
と
い
っ
た
工
夫
も
あ
る
の
だ
と
か
。
例
え

ば
、
現
在
中
国
で
発
行
に
向
け
た
準
備
が
進
め

ら
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
つ
い
て
は
決
済

機
構
局
（
注
１
）
と
、
中
国
と
米
国
の
貿
易
摩

擦
に
つ
い
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
事
務
所
と
、
な
ど

と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　「
役
員
や
本
店
の
各
部
署
が
求
め
る
ニ
ー
ズ

に
合
っ
た
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
発
信
す
る
こ

と
が
、
海
外
事
務
所
に
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

役
に
立
っ
た
、
興
味
深
か
っ
た
と
い
う
反
応
が

あ
る
と
、
励
み
に
な
り
ま
す
ね
」

現
地
で
し
か
得
ら
れ
な
い
情
報
を 

的
確
に
収
集
す
る
目
利
き
力

　
東
さ
ん
が
語
学
留
学
の
た
め
に
初
め
て
北
京

に
滞
在
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
の
一
年
間
。

そ
の
後
、
二
○
○
七
〜
一
○
年
に
は
北
京
事
務

所
の
調
査
担
当
者
と
し
て
赴
任
、
そ
し
て
事
務

所
長
と
し
て
の
今
回
の
赴
任
。
こ
の
よ
う
に
東

さ
ん
は
三
度
中
国
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
た
び
に
金
融
・
経
済
や
社
会
状
況
は
大
き
く

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
中
国
に
関
し
て
特
筆
す

べ
き
は
、
そ
の
変
化
・
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
が
桁

事務所を支えるバイリンガルの
現地スタッフ

（注 �1）決済機構局の業務については本誌
2014年 40号および2017年 50号
のFOCUS→BOJをご覧ください。
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化
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、
中
国
各
地
へ
の
出

張
を
積
極
的
に
行
い
、
国
情
の
理
解
に
努
め
る

こ
と
も
大
事
な
役
目
で
す
。

　「
景
気
の
変
動
を
把
握
す
る
こ
と
も
大
事
で

す
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
社
会
の
仕
組
み
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
的
確
に
捉
え
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
中
国
独
特
の
難

し
さ
と
、
そ
し
て
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。『
社

会
主
義
を
維
持
し
つ
つ
市
場
経
済
を
目
指
す
』

と
い
う
中
国
独
自
の
取
り
組
み
は
、
改
革
と
呼

ば
れ
る
社
会
実
験
的
な
制
度
変
更
の
連
続
な
の

で
す
」

　
調
査
と
並
ぶ
海
外
事
務
所
の
重
要
な
任
務

が
、
現
地
で
の
連
絡
や
対
外
活
動
。
中
国
の
中

央
銀
行
に
あ
た
る
中
国
人
民
銀
行
の
ほ
か
、
金

融
当
局
や
政
府
関
係
者
、
識
者
に
加
え
、
中
国

に
進
出
し
て
い
る
日
系
企
業
と
も
、
頻
繁
に
意

見
交
換
を
重
ね
、継
続
的
に
交
流
を
深
め
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
中
国
側
か
ら
日
本
銀
行
本
店

へ
の
訪
問
の
要
望
を
受
け
る
こ
と
も
多
く
、
国

際
局
国
際
連
携
課
（
注
２
）
等
の
協
力
を
仰
ぎ

な
が
ら
、そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
過
去
の
日
本
の
経
験
に
つ
い
て
聞

か
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
依
頼
も
多
く
、
事
務

所
長
と
し
て
講
演
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
中
国
は
、
モ
バ
イ
ル
決
済
や
人
工
知
能
な

ど
世
界
の
最
先
端
と
も
評
さ
れ
る
分
野
が
あ
る

一
方
、
日
本
に
と
っ
て
は
過
去
の
も
の
と
も
映

変
な
ん
で
す
。
な
か
な
か
予
定
を
決
め
て
く
れ

な
い
上
に
、
決
ま
っ
た
は
ず
の
日
程
の
時
間
の

変
更
や
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
面
談
が
始
ま
る
ま
で
気
が
抜

け
ま
せ
ん
。
日
本
や
欧
米
で
は
そ
う
い
う
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
、中
国
独
特
の
事
情
で
す
ね
」

　
そ
う
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
慣
行
の
背
景
に
は
、
何

を
置
い
て
も
最
優
先
の
重
要
な
会
議
な
ど
が
、

必
要
と
あ
ら
ば
突
然
開
催
さ
れ
る
組
織
文
化
が

あ
る
の
だ
と
か
。中
国
特
有
の
事
情
と
は
い
え
、

本
店
の
各
部
署
か
ら
の
出
張
者
対
応
時
な
ど
、

気
を
も
む
こ
と
は
多
い
と
の
こ
と
。
た
だ
、
東

さ
ん
に
よ
る
と
、そ
う
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
慣
行
は
、

中
国
の
方
の
気
質
に
よ
る
部
分
も
あ
り
そ
う
だ

と
言
い
ま
す
。

　「
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
、
中

国
の
方
は
、突
然
来
訪
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

る
問
題
、
例
え
ば
、
貿
易
摩
擦
、
金
融
自
由
化
、

市
場
開
放
な
ど
は
現
在
進
行
形
の
問
題
と
し
て

対
策
を
迫
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
う
し
た
問

題
に
つ
い
て
、
日
本
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て

き
た
の
か
、
そ
の
経
験
を
学
び
た
い
と
い
う
声

は
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
内
容
は
違
え
ど
、
他
の

海
外
事
務
所
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
い

ま
す
。
欧
米
の
海
外
事
務
所
で
は
、
日
本
が
世

界
に
先
駆
け
て
実
施
し
て
き
た
非
伝
統
的
と
呼

ば
れ
る
金
融
政
策
を
知
り
た
い
と
い
う
声
が
あ

る
と
聞
き
ま
す
。
日
本
の
経
験
を
そ
の
国
の
当

局
者
・
識
者
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
も
、
海
外

事
務
所
の
大
切
な
任
務
な
ん
で
す
」

　
自
国
の
経
験
を
中
国
と
共
有
す
る
こ
と
は
、

現
地
に
お
け
る
関
係
者
と
の
連
携
強
化
に
つ
な

が
る
上
、
日
本
が
歩
ん
で
き
た
道
を
振
り
返
る

こ
と
で
広
い
視
点
を
養
う
機
会
に
も
な
る
、
と

東
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

現
地
の
文
化
を
深
く
学
び 

独
自
の
流
儀
を
受
け
と
め
る

　
中
国
は
英
語
が
あ
ま
り
通
じ
な
い
社
会
ゆ

え
、
仕
事
を
す
る
た
め
に
中
国
語
の
習
得
は
必

須
。
そ
う
し
た
言
語
環
境
だ
け
で
な
く
、
ビ
ジ

ネ
ス
慣
行
や
文
化
に
お
い
て
も
、
日
本
や
欧
米

と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
踏
ま
え

る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
か
。

　「
政
府
関
係
者
と
面
談
を
設
定
す
る
の
は
大

中国人民銀行に向かう時は天安門前を通ります

（注 �2）国際連携課の業務については本誌
2016 年 48号および 2019 年 59号
のFOCUS→BOJをご覧ください。
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日
本
の
感
覚
か
ら
す
る
と
失
礼
だ
な
と
も
感
じ

ま
す
が
、不
在
で
あ
れ
ば
、ま
た
今
度
、と
あ
っ

さ
り
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
。
欧
米
ほ
ど
形
式
張

ら
ず
に
人
の
往
来
が
あ
る
。
一
見
、
自
由
気
ま

ま
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
悪
気
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
互
い
の
わ
が
ま
ま
を
許
容
し
、

尊
重
す
る
寛
容
な
社
会
、
と
言
え
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
」　

　
過
去
、
未
来
と
も
に
、
時
に
は
一
〇
〇
年
単

位
の
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
る
の
も
中
国
流
だ
と

東
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　「
何
も
な
か
っ
た
農
村
に
巨
大
ス
マ
ー
ト
シ

テ
ィ
を
建
設
す
る
、『
雄ゆ
う
あ
ん
し
ん
く

安
新
区
』
計
画
（
注
３
）

が
河か

北ほ
く

省
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
国
政

府
は
五
年
、
一
〇
年
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
長
期
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
た
て
、
早
く
決
断
し
、
そ
し
て
大

胆
な
行
動
力
を
持
っ
て
物
事
を
進
め
て
い
く
。

こ
そ
、
中
国
の
方
が
『
あ
り
が
と
う
』
と
い
う

時
、
そ
の
気
持
ち
は
強
い
と
も
言
え
ま
す
。
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
重
い
ん
で
す
」

　
海
外
事
務
所
で
働
く
上
で
文
化
や
人
に
対
す

る
理
解
が
大
切
に
な
る
と
い
う
東
さ
ん
は
こ
う

言
い
ま
す
。

　「
新
任
の
駐
在
員
に
は
、
ま
ず
中
国
の
生
活

を
楽
し
み
、
中
国
を
好
き
に
な
る
こ
と
が
一
番

大
事
だ
と
伝
え
て
い
ま
す
。
好
き
に
な
ら
な
い

と
、
そ
の
国
の
こ
と
を
知
ろ
う
、
学
ぼ
う
と
い

う
意
欲
も
湧
き
ま
せ
ん
か
ら
」

　
　
　
　
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　
今
後
も
、
役
員
や
関
係
部
署
に
、
中
国
で
起

き
て
い
る
多
く
の
変
化
の
何
を
伝
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
、
そ
の
洞
察
力
を
養
う
こ
と
が
重

要
だ
と
話
す
東
さ
ん
は
、
最
後
に
こ
う
付
け
加

え
ま
し
た
。

　「
日
本
や
欧
米
の
感
覚
で
中
国
を
見
る
と
、

ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
、
中
国
は

わ
れ
わ
れ
が
知
る
価
値
観
と
は
違
う
進
化
を
遂

げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
頭
に

入
れ
つ
つ
、
こ
の
国
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
正

確
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
激
動
の
中
に
身
を
お
き
つ
つ
、
北
京
事
務
所

の
職
員
は
、
今
日
も
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
張
り
巡

ら
せ
、
情
報
収
集
、
現
地
で
の
交
流
に
努
め
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
中
国
の
政
治
体
制
な
ら
で
は
だ
と
感
じ

ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
一
党
政
治
に
は
負
の
部
分

も
あ
り
ま
す
が
、
一
四
億
人
が
暮
ら
す
社
会
、

経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
生
活
水
準
を
向
上

さ
せ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
い

る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
国
で
す
ね
」

　
そ
ん
な
東
さ
ん
が
日
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る

の
は
、
中
国
古
来
の
漢
詩
を
多
く
覚
え
る
こ
と

だ
と
か
。
面
談
や
宴
会
の
席
で
、
覚
え
た
漢
詩

を
使
っ
て
話
を
す
る
と
、
先
方
と
の
距
離
が

ぐ
っ
と
縮
ま
り
、
同
じ
漢
字
を
使
う
国
で
あ
る

日
本
に
親
近
感
を
感
じ
て
く
れ
る
の
だ
と
か
。

　
中
国
に
三
度
、
計
六
年
滞
在
し
て
い
る
東
さ

ん
に
、
中
国
の
一
番
の
魅
力
を
伺
う
と
こ
ん
な

答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

　「
友
情
に
厚
い
こ
と
、
で
す
ね
。
も
う
一
〇

年
来
の
付
き
合
い
と
な
る
中
国
の
友
人
は
、
私

が
以
前
中
国
か
ら
日
本
に
帰
任
し
た
後
も
、
彼

が
所
用
で
日
本
に
来
る
た
び
に
必
ず
会
い
に
来

て
く
れ
ま
し
た
。
会
わ
な
い
時
期
が
何
年
あ
ろ

う
と
も
、
友
情
を
継
続
す
る
こ
と
に
労
を
惜
し

み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
る

の
も
魅
力
で
す
。
中
国
の
方
は
、
親
し
い
人
に

対
し
て
め
っ
た
に
『
あ
り
が
と
う
』
と
言
い
ま

せ
ん
。『
あ
り
が
と
う
』
と
い
う
言
葉
は
、
そ

の
人
と
の
間
で
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
、『
水
く

さ
い
』
感
じ
が
す
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら

東さんが講演等で定期的に訪れる上海のビル群

（注 �3）「雄安新区」計画／広東省の深
しんせん

圳経済特区や、自由貿易試験区とし
て大胆な規制緩和等が進められている上海市の浦

ほとう

東新区などに続く国
家プロジェクト。1000年大計（1000年にわたる大計画）とも呼ばれる。
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　日本銀行は、１、４、７、10月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・物価見
通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・物
価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2020年１月の展望レポート（基
本的見解は１月21日、背景説明を含む全文は１月22日公表）のポイントを解説します。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/

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

二
〇
二
〇
年
一
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

残
る
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
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
、
足

も
と
で
は
消
費
税
率
引
き
上
げ
や
自
然

災
害
な
ど
の
影
響
か
ら
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、
き
わ
め
て
緩
和
的
な
金
融
環

境
や
積
極
的
な
政
府
支
出
な
ど
を
背
景

に
、
所
得
か
ら
支
出
へ
の
前
向
き
の
循

環
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
持
続
す
る
も
と
で
、

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
、
既
往
の
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
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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
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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。

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
。
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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
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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 ＋ 0.8 ＋ 0.6 ＋ 0.4

　　 （10 月時点の見通し） （＋ 0.6） （＋ 0.7） （＋ 0.5）

2020 年度 ＋ 0.9 ＋ 1.0 ＋ 0.9

　　 （10 月時点の見通し） （＋ 0.7） （＋ 1.1） （＋ 1.0）

2021 年度 ＋ 1.1 ＋ 1.4

（＋ 1.5）　　 （10月時点の見通し） （＋ 1.0）

（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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Ⅰ
．
各
地
域
の

　
　 

景
気
判
断
の
概
要

　
　
　  

　
　
二
〇
二
〇
年
一
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
、

海
外
経
済
の
減
速
や
自
然
災
害

な
ど
の
影
響
か
ら
輸
出
・
生
産

や
企
業
マ
イ
ン
ド
面
に
弱
め
の

動
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
企

業
・
家
計
の
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
、
設
備
投

資
や
個
人
消
費
と
い
っ
た
国
内

需
要
が
増
加
基
調
を
続
け
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。

　「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。

【19/10 月判断】
前回との

比較
【20/ 1 月判断】

北海道 緩やかに拡大している 緩やかに拡大している

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

弱めの動きが広がっているものの、
緩やかな回復を続けている

北　陸 緩やかに拡大している
引き続き拡大基調にあるが、その
速度は一段と緩やかになっている

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

海外経済の減速や自然災害などの
影響がみられるものの、基調とし
ては緩やかに拡大している

東　海 拡大している 緩やかに拡大している

近　畿
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

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
一部に弱めの動きがみられるもの
の、緩やかに拡大している

幾分ペースを鈍化させつつも、基
調としては緩やかに拡大している

四　国 回復している
一部に弱めの動きがみられるもの
の、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



NICHIGIN 2020 NO.6127

　
前
回
（
二
〇
一
九
年
十
月
時
点
）

と
比
較
す
る
と
、
三
地
域
（
北
陸
、

東
海
、
中
国
）
が
判
断
を
引
き
下

げ
た
一
方
、
残
り
の
六
地

域
で
は
判
断
に
変
更
は
な

い
と
し
て
い
る
。

１
．�

は
じ
め
に

　
わ
が
国
で
は
、
企
業
等
の
人
手
不

足
感
の
強
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。

人
手
不
足
の
背
景
に
は
、
景
気
の
回

復
・
拡
大
基
調
に
加
え
て
、一
九
九
〇

年
代
半
ば
以
降
、
生
産
年
齢
人
口
が

減
少
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
東
京
圏
と
地
方
圏
を
分
け
る

と
（
注
１
）、
特
に
地
方
圏
に
お
け
る

減
少
が
目
立
つ
。
先
行
き
に
つ
い
て

も
、
二
〇
一
五
年
を
起
点
と
し
た
五

年
ご
と
の
累
積
変
化
を
み
る
と
、
東

京
圏
が
二
〇
二
五
年
ま
で
は
ほ
ぼ
横

ば
い
と
な
る
中
、
地
方
圏
は
三
〇
年

間
で
約
三
割
減
少
す
る
予
測
と
な
っ

て
い
る
（
図
表
１
）。

　
地
方
圏
で
は
、
若
年
層

を
中
心
と
し
た
東
京
圏
へ

の
人
口
転
出
が
生
産
年
齢

人
口
の
下
押
し
に
効
い
て

い
る
。
地
方
圏
か
ら
東
京

圏
へ
の
転
出
超
過
数
は
、

こ
こ
数
年
は
景
気
の
回
復
・

拡
大
が
続
く
も
と
で
増
加

傾
向
に
あ
る
。
二
〇
一
八

年
の
人
口
移
動
を
年
齢
階

層
別
に
み
る
と
、
一
五
歳

か
ら
二
九
歳
の
若
年
層
の

転
出
が
多
い
（
図
表
２
）。
こ

れ
は
進
学
・
就
職
を
機
に

東
京
圏
に
転
出
す
る
こ
と

Ⅱ
． 

別
冊
「
地
域
に
お
け
る
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
た

　
　
　
企
業
等
の
取
り
組
み
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
二
〇
一
九
年
十
二
月
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（
注 

１
）
本
稿
で
は
「
東
京
圏
」
と
は
東
京
都
、
神
奈
川
県
、

埼
玉
県
、
千
葉
県
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
「
地
方
圏
」
と

い
う
場
合
は
、
東
京
圏
以
外
の
道
府
県
を
指
す
。
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を
示
し
て
い
る
（
図
表
３
）。

　
人
口
の
減
少
は
、
地
域
経
済
に
と

っ
て
消
費
市
場
の
縮
小
と
労
働
力
の

減
少
と
い
う
需
要
・
供
給
の
両
面
か

ら
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
う
し
た

構
造
的
な
下
押
し
圧
力
に
対
し
て
、

地
方
圏
を
中
心
に
企
業
等
か
ら
強
い

危
機
感
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

と
い
う
逆
風
の
も
と
で
、
企
業
や
自

治
体
、
教
育
機
関
等
は
、
人
材
の
確

保
・
育
成
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
企
業
等
を

取
り
巻
く
環
境
は
、
こ
う
し
た
構
造

的
な
下
押
し
圧
力
だ
け
で
な
く
、
働

き
方
に
関
す
る
人
々
の
考
え
方
の
多

様
化
な
ど
に
よ
り
、
大
き
く
変
化
し

て
い
る
面
も
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
日
本
銀
行
本
支
店
・

事
務
所
が
実
施
し
た
全
国
約
一
八
〇

〇
先
の
企
業
等
に
対
す
る
聞
き
取
り

調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
個
別
の
企

業
等
の
取
り
組
み
や
地
域
に
人
を
呼

び
込
む
と
い
う
視
点
か
ら
の
関
係
者

間
で
の
連
携
の
動
き
、
そ
れ
に
よ
る

成
果
、
そ
し
て
地
域
全
体
の
課
題
や

展
望
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

２
．�

人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け

た
具
体
的
な
取
り
組
み

（
１
）�

個
別
企
業
の
取
り
組
み

　
ま
ず
、
個
別
の
企
業
等
か
ら
聞

か
れ
た
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向

け
た
取
り
組
み
を
概
観
す
る
。
企

業
等
の
取
り
組
み
は
、
相
互
に
重

な
り
合
う
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
以

下
の
と
お
り
、
大
き
く
五
つ
の
特

徴
的
な
動
き
に
整
理
で
き
る
。

①�

企
業
の
認
知
度
向
上
に
よ
る
中
長

期
的
な
採
用
力
の
強
化

　
第
一
は
、
企
業
の
認
知
度
向
上

に
よ
る
中
長
期
的
な
採
用
力
の
強

化
で
あ
る
。
小
中
学
生
な
ど
を
対

象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど

幅
広
い
世
代
に
対
し
て
情
報
発
信

を
強
化
し
、
企
業
の
認
知
度
向
上

を
通
じ
て
中
長
期
的
な
採
用
力
を

強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら

れ
る
。

②�

採
用
範
囲
の
拡
大
と
自
前
の
人
材

育
成
の
強
化

　
第
二
は
、
人
材
の
採
用
範
囲
を

拡
大
し
つ
つ
、
必
要
な
人
材
を
自

前
で
育
成
す
る
動
き
で
あ
る
。
ス

キ
ル
の
あ
る
人
材
の
需
給
が
タ
イ

ト
化
す
る
中
、
入
社
後
に
自
社
内

等
で
必
要
な
ス
キ
ル
を
習
得
さ
せ

る
こ
と
を
前
提
に
、
幅
広
い
人
材

を
採
用
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い

る
ほ
か
、
将
来
の
幹
部
等
を
自
社

内
で
戦
略
的
に
育
成
す
る
ケ
ー
ス

も
み
ら
れ
る
。

③
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
推
進

　
第
三
は
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を

高
め
、
事
業
拡
大
に
つ
な
げ
る
動

き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
女
性
や

高
齢
者
の
採
用
を
積
極
化
し
て
き

た
中
で
、
最
近
は
外
国
人
材
の
活

用
を
進
め
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
活

用
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
な
国
内
の
労
働
力
の
代

替
に
加
え
、
最
近
で
は
海
外
へ
の

図表3　進学・就職の際の東京圏への転出
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（図表３）進学・就職の際の東京圏への転出
＜地方圏の高校生の進学地域＞ ＜地方圏の大学生の就職地域＞

（出所）文部科学省「学校基本調査」、内閣官房「東京一極集中の要因分析に関する関連データ集」
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新
た
な
事
業
展
開
を
見
据
え
た
採
用

も
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ

イ
ン
ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た

無
業
者
や
自
社
を
一
度
退
職
し
た
人

な
ど
、
従
来
の
枠
を
超
え
て
広
く
多

様
な
人
材
を
採
用
し
、
戦
力
化
す
る

先
も
あ
る
。

④�

就
労
意
識
の
変
化
へ
の
制
度
・
運

用
面
の
き
め
細
か
な
対
応

　
第
四
は
、
近
年
の
就
労
意
識
の
変

化
等
を
踏
ま
え
、
給
与
や
勤
務
体
系

等
を
き
め
細
か
く
見
直
す
動
き
で
あ

る
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を

重
視
す
る
傾
向
な
ど
を
踏
ま
え
、
働
き

手
の
ニ
ー
ズ
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に

応
じ
て
給
与
や
勤
務
体
系
等
を
柔
軟

に
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
離
職
抑
制

等
に
取
り
組
む
動
き
が
み
ら
れ
る
。

⑤�

給
与
・
人
事
制
度
の
見
直
し
等
を

通
じ
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上

　
最
後
は
、
給
与
・
人
事
制
度
や
経

営
の
あ
り
方
を
思
い
切
っ
て
見
直
す

こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
向
上
を
図
る
動
き
で
あ

る
。
経
営
へ
の
参
画
機
会
や
現
場
の

裁
量
の
拡
大
、
能
力
開
発
の
機
会
の

提
供
な
ど
に
よ
っ
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
通
じ
て
、

生
産
性
の
向
上
や
離
職
抑
制
を
図
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
手
不
足
感
が
強

い
中
、
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け

た
取
り
組
み
を
具
体
化
さ
せ
る
企
業

は
、地
域
を
問
わ
ず
存
在
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
企
業
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
が
人
材
を
確
保

す
る
必
要
条
件
で
あ
る
と
の
認
識
や
、

自
社
で
獲
得
し
得
る
人
材
を
自
前
で

し
っ
か
り
と
育
成
し
て
い
か
な
け
れ

ば
企
業
と
し
て
の
成
長
は
難
し
い
と

い
う
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
関
係
者
と
連
携
し
た
取
り
組
み

　
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
た
動

き
は
個
別
企
業
に
限
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
地
域
に
人
を
呼
び
込
む
と
い

う
視
点
か
ら
、
企
業
が
地
域
の
教
育

機
関
や
自
治
体
等
と
連
携
し
て
取
り

組
む
動
き
も
あ
る
。
特
徴
的
な
取
り

組
み
と
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
が
挙

げ
ら
れ
る
。

①
教
育
機
関
等
と
の
連
携
の
強
化

　
第
一
は
、
教
育
機
関
等
と
の
連
携

の
強
化
で
あ
る
。
地
域
に
お
け
る
人

材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
て
、
企
業

と
教
育
機
関
等
、
あ
る
い
は
地
域
の

企
業
間
で
連
携
を
強
化
し
、
や
や
長

い
目
で
み
て
地
域
で
活
躍
す
る
人
材

の
育
成
・
定
着
に
つ
な
げ
て
い
こ
う

と
す
る
取
り
組
み
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
企
業
と
教
育
機
関
等
の
連

携
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
連
携
と
言
え

ば
、
企
業
が
自
治
体
と
連
携
し
て
Ｕ

タ
ー
ン
等
を
促
進
す
る
取
り
組
み
が

多
く
み
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
そ

う
し
た
回
帰
を
促
す
た
め
の
連
携
に

加
え
、
転
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
連

携
が
み
ら
れ
て
い
る
。具
体
的
に
は
、

教
育
機
関
が
地
元
企
業
の
技
術
者
を

講
師
と
し
て
招
い
て
リ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
強
化
し
た
り
、
地
元
企
業
へ
の
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
連
携
し
て
企

画
し
た
り
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
若
年
層
の
目
を
地
域
に
向
け

さ
せ
、
広
く
地
域
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。

　
次
に
、
企
業
間
の
連
携
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
人
的
資
源
を
地
域
内
で
効

率
的
に
活
用
す
る
た
め
に
、
季
節
的

な
繁
閑
に
応
じ
て
企
業
間
の
派
遣
に

よ
り
人
材
を
融
通
し
た
り
、
副
業
を

認
め
る
こ
と
で
人
手
不
足
に
悩
む
地

元
企
業
を
支
援
し
た
り
す
る
動
き
が

み
ら
れ
て
い
る
。

②�

地
域
の
「
強
み
」
を
活
か
し
た
事

業
や
起
業
へ
の
支
援

　
第
二
は
、
地
域
の
「
強
み
」
を
活

か
し
た
既
存
の
事
業
や
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
を
支
援
す
る
取
り
組
み
で
あ

る
。
農
業
や
観
光
な
ど
地
域
の
「
強
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み
」
を
活
か
し
た
事
業
の
拡
大
や
成

長
性
の
高
い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
地

域
が
一
体
と
な
っ
て
支
援
し
、
地
域

全
体
と
し
て
雇
用
創
出
力
を
高
め
よ

う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　
生
産
性
の
高
い
企
業
が
新
規
か
つ

継
続
的
に
参
入
す
る
こ
と
は
、
地
域

経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
つ
な
が

る
。
現
時
点
で
は
地
方
圏
に
お
け
る

開
業
率
は
東
京
圏
と
比
べ
て
低
い
が

（
図
表
４
）、
今
後
、
関
係
者
の
取
り

組
み
に
よ
り
差
別
化
さ
れ
た
製
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
事
業
の
起
業

が
増
え
、
地
域
全
体
の
雇
用
創
出
力

の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
注
目

さ
れ
る
。

３
．�

お
わ
り
に

　
　 

～
課
題
と
展
望
～

　
地
方
圏
に
お
け
る
人
材
確
保
の
状

況
は
、
東
京
圏
へ
の
人
口
シ
フ
ト
が

続
い
て
い
る
こ
と
が
示
す
と
お
り

（
前
掲
図
表
２
）、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
引
き
続
き
厳
し
い
。
し
か
し
、
前

節
で
み
た
よ
う
に
、
個
別
に
み
れ
ば

人
材
の
確
保
・
育
成
に
一
定
の
効
果

を
上
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
取
り
組

み
が
地
域
を
問
わ
ず
存
在
す
る
。

　
人
材
の
確
保
・
育
成
を
進
め
て
い

く
う
え
で
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
個

社
レ
ベ
ル
の
も
の
も
含
め
る
と
、
業

種
や
地
域
を
問
わ
ず
数
多
く
の
指
摘

が
聞
か
れ
た
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、

「
地
域
全
体
」
か
つ
「
中
長
期
」
の
視

点
か
ら
指
摘
さ
れ
た
課
題
を
大
き
く

整
理
す
る
と
、
①
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど

の
環
境
変
化
へ
の
対
応
、
②
地
域
の

基
礎
体
力
の
向
上
、
③
粘
り
強
い
取
り

組
み
と
い
う
三
点
に
分
類
で
き
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
の
克
服
は
容
易

で
は
な
い
が
、
前
節
で
整
理
し
た

様
々
な
取
り
組
み
の
ほ
か
に
も
、
テ

レ
ワ
ー
ク
（
注
２
）
や
５
Ｇ
の
活
用
、

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
や
教
育
環

境
の
整
備
な
ど
、
地
域
全
体
の
底
上

げ
に
つ
な
が
る
前
向
き
な
取
り
組
み

は
数
多
く
聞
か
れ
て
お
り
、
一
部
か

ら
は
実
際
に
成
果
が
上
が
り
つ
つ
あ

る
と
の
声
も
聞
か
れ
て
い
る
。

　
政
府
は
地
方
創
生
の
第
二
期

（
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
四
年
度
）「
総

合
戦
略
」
の
策
定
に
向
け
て
、
施
策

の
方
向
性
を
示
し
た
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
基
本
方
針
」
を
二
〇
一

九
年
六
月
に
閣
議
決
定
し
た
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
特
定
の
地
域
と
関
わ
り

続
け
る
「
関
係
人
口
」
の
創
出
に
加

え
、Society 5.0

（
注
３
）
の
実
現
に

向
け
た
技
術
の
活
用
な
ど
の
新
た
な

視
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
企
業

等
の
前
向
き
な
取
り
組
み
が
、
こ

の
戦
略
に
基
づ
く
各
種
政
策
と
相

俟
っ
て
、
地
方
圏
に
お
け
る
人
材

の
確
保
・
育
成
と
と
も
に
、
中
長

期
的
な
地
域
活
性
化
に
つ
な
が
っ

て
い
く
か
注
目
さ
れ
る
。

図表4　開業率の推移

（出所）法務省「登記統計」、国税庁「国税庁統計年報」
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（図表３）進学・就職の際の東京圏への転出
＜地方圏の高校生の進学地域＞ ＜地方圏の大学生の就職地域＞

（出所）文部科学省「学校基本調査」、内閣官房「東京一極集中の要因分析に関する関連データ集」
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（図表４）開業率の推移

（出所）法務省「登記統計」、国税庁「国税庁統計年報」
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（
注 

２
）
一
般
社
団
法
人
日
本
テ
レ
ワ
ー
ク
協
会
に
よ

る
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
「
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
、
場
所
や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な

働
き
方
の
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は

次
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
注 

３
）「
第
５
期
科
学
技
術
基
本
計
画
」（
二
〇
一
六 

年

一
月
策
定
）
で
は
、
人
類
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
き

た
社
会
を
、
狩
猟
社
会
（S

ociety 1.0

）、
農
耕
社

会
（S

ociety 2.0

）、
工
業
社
会
（S

ociety 3.0

）、

情
報
社
会
（S

ociety 4.0

）
と
呼
び
、
こ
れ
ら
に
続

く
べ
き
新
た
な
社
会
を
「S

ociety 5.0

」
と
名
付
け

た
。
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よ
る
副
業
・
兼
業
の
拡
大
を
後
押
し
す
る

動
き
な
ど
か
ら
増
加
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
（
図
表
B3
、
B4
）。

　
も
っ
と
も
、
利
用
企
業
か
ら
は
、
ク
ラ

ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
な
ど
に
よ
る
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
活
用
に
つ
い
て
、
労
務
管
理
が
煩

雑
に
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
や
外
部
人
材
を

活
用
す
る
こ
と
へ
の
不
安
を
指
摘
す
る
声

な
ど
が
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
企
業
か
ら
は
、
地

域
に
お
け
る
人
材
確
保
の
考
え
方
を
変
え

て
い
く
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
は
ま
だ
黎
明
期

に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
が
、
ス
キ
ル

シ
ェ
ア
を
通
じ
て
地
方
と
都
市
が
つ
な
が

る
仕
組
み
は
、
地
方
圏
の
企
業
等
に
お
け

る
新
た
な
人
材
確
保
の
か
た
ち
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用
に
よ
る
新
し
い
働
き
方
の
実
現

形態 勤務場所による区分

雇用型

在宅勤務（自宅）

モバイルワーク（外出先）

サテライトオフィス（本来
の勤務先以外の場所）

自営型 （自宅や共用オフィスなど）

図表B2　テレワークの形態

図表B3　副業・兼業のスタンス
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（図表B1）テレワークの導入状況
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（出所）総務省「通信利用動向調査」

図表B4　クラウドワーカー数
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［
B
0
X
］

（
注 

４
）
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
と
は
、
不
特
定
の

人
（crow

d=

群
衆
）
に
業
務
委
託
（sourcing

）

す
る
と
い
う
意
味
の
造
語
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
て
必
要
な
時

に
必
要
な
人
材
を
調
達
す
る
仕
組
み
の
こ
と
。

（万人）

（出所）総務省「通信利用動向調査」
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（図表 B3）副業・兼業のスタンス 
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近
年
、
働
き
方
の
多
様
化
や
情
報
通
信

技
術
の
進
化
な
ど
を
受
け
て
、
企
業
に
お

い
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
動
き
が
広

が
っ
て
い
る
（
図
表
B1
）。
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、

企
業
等
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
よ

る「
雇
用
型
」と
個
人
事
業
主
に
よ
る「
自

営
型
」
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
（
図
表
B2
）。

地
方
圏
の
企
業
か
ら
は
、
人
材
の
離
職
抑

制
な
ど
を
目
的
に
前
者
の
導
入
を
積
極
的

に
進
め
る
と
の
声
が
聞
か
れ
て
い
る
。

　
自
治
体
で
も
、
地
域
へ
の
人
の
流
れ
を

作
り
出
す
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
誘
致

に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
目
立
つ
。
一

部
の
自
治
体
か
ら
は
誘
致
に
よ
り
人
口
の

社
会
増
を
実
現
し
た
と
の
声
も
聞
か
れ
て

い
る
。

　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
ク

ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
（
注
４
）
の
可
能
性

が
注
目
さ
れ
る
。
仕
事
の
受
注
者
と
な
る

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
（
副
業
・
兼
業
を
含
む
）

の
人
口
は
、
働
き
方
の
多
様
化
や
政
府
に

４



32NICHIGIN 2020 NO.61

ト ピ ッ ク ス

「
Ｆ
Ｓ
Ｂ
レ
ポ
統
計
の 

日
本
分
集
計
結
果
」
の 

公
表
を
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、
一
月
二
十
七
日
に

「
Ｆ
Ｓ
Ｂ
レ
ポ
統
計
の
日
本
分
集
計

結
果
」
の
公
表
を
開
始
し
ま
し
た
。

　「
レ
ポ
」
と
は
、
資
金
と
証
券
を

取
引
の
相
手
方
と
交
換
し
、
一
定
期

間
後
に
返
還
す
る
取
引
の
こ
と
で

す
。
こ
の
統
計
は
、
金
融
危
機
時
の

教
訓
を
踏
ま
え
た
国
際
的
な
取
り
組

み
の
一
環
と
し
て
、
金
融
機
関
か
ら

収
集
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
個
別
の

レ
ポ
取
引
の
デ
ー
タ
を
、
市
場
の
透

明
性
を
一
段
と
向
上
さ
せ
る
た
め

に
、
集
計
・
公
表
す
る
も
の
で
す
。

▼
こ
の
統
計
で
は
、
従
来
の
調
査
や

統
計
で
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
通
貨

別
や
取
引
相
手
の
所
在
地
別
の
情
報

な
ど
を
、
月
次
の
頻
度
で
公
表
し
て

い
ま
す
。

▼
レ
ポ
取
引
は
、
市
場
に
お
い
て
活

発
な
取
引
を
行
う
う
え
で
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
機
能
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
日
本
銀
行
は
、
こ
の

統
計
の
公
表
が
、
金
融
市
場
の
機
能

能
面
、
技
術
面
で
の
設
計
の
選
択
肢

を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
先
端
的
な

技
術
に
つ
い
て
知
見
を
共
有
し
、
関

連
す
る
機
関
等
と
緊
密
に
連
携
し
て

い
く
予
定
で
す
。

「
N
G
F
S
」へ
の
参
加
に
つ
い
て

▼
日
本
銀
行
は
、二
〇
一
九
年
十
一
月

に
、NGFS

（N
etw

ork for G
reening  

the Financial S
ystem

）
の
メ
ン

バ
ー
と
な
り
ま
し
た
。NGFS   

は

気
候
変
動
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、メ
ン
バ
ー
間
で
経
験
を
共
有
し
、

検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
中

央
銀
行
・
金
融
監
督
当
局
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
す
。

　
日
本
銀
行
で
は
、
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
気
候
変
動

リ
ス
ク
に
対
す
る
理
解
を
高
め
、
国

際
的
な
議
論
へ
参
画
し
て
い
き
ま

す
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・ 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催

▼
金
融
研
究
所
で
は
、
二
〇
一
九
年

十
一
月
二
十
八
日
に
、「
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
・
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
リ
ス
ク
計

測
・
分
析
」
と
題
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま

し
た
。

▼
六
回
目
の
開
催
と
な
る
今
回
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
論
に
詳
し
い
研
究
者
・
実
務
家

の
ほ
か
、
日
本
銀
行
関
係
者
を
含
め

約
七
〇
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
基
調

講
演
に
続
い
て
、
金
融
研
究
所
の
ス

タ
ッ
フ
に
よ
り
、
三
本
の
研
究
論
文

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

▼
一
橋
大
学
の
大
橋
和
彦
教
授
に
よ

る
基
調
講
演
で
は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

と
Ａ
Ｉ
に
関
連
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

研
究
に
つ
い
て
、
最
近
の
事
例
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
新
し
い
デ
ー
タ
、
新

度
や
安
定
性
の
維
持
・
向
上
に
資
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
日
本
銀

行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主
要
中
央
銀
行
に
よ
る 

中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の 

活
用
可
能
性
を
評
価
す
る
た
め

の
グ
ル
ー
プ
の
設
立

▼
カ
ナ
ダ
銀
行
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀

行
、
日
本
銀
行
、
欧
州
中
央
銀
行
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
リ
ク
ス
バ
ン
ク
、

ス
イ
ス
国
民
銀
行
、
国
際
決
済
銀
行

（
B
I
S
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
・

地
域
に
お
い
て
中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル

通
貨
の
活
用
可
能
性
の
評
価
に
関
す

る
知
見
を
共
有
す
る
た
め
に
、
グ

ル
ー
プ
を
一
月
に
設
立
し
ま
し
た
。

▼
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
中
央
銀
行
デ

ジ
タ
ル
通
貨
の
活
用
の
あ
り
方
、
ク

ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
（
国
境
を
ま
た
ぐ
）

の
相
互
運
用
性
を
含
む
経
済
面
、
機

（
注�

）FSB

（Financial�Stability�Board

：

金
融
安
定
理
事
会
）
は
、
主
要
二
五
カ
国
・

地
域
の
中
央
銀
行
等
が
参
加
し（
二
〇
一
九

年
末
現
在
）、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
へ

の
対
応
や
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
担
う

当
局
間
の
協
調
の
促
進
に
向
け
た
活
動
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

開会挨拶を行う関根金融研究所長（左）と基調講演を
行う大橋和彦教授（右）

N
G
F
S

F
S
B

N
G
F
S
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て
注
目
を
集
め
て
い
る
分
散
リ
ス
ク
・

プ
レ
ミ
ア
ム
と
将
来
株
価
収
益
率
の

関
係
を
実
証
・
理
論
の
両
面
で
分
析

し
た
研
究
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

▼
最
後
の
報
告
で
は
、
企
業
の
倒
産

予
測
を
対
象
と
し
て
、
機
械
学
習
と

人
間
の
予
測
精
度
が
相
違
す
る
要
因

を
、
膨
大
な
個
社
デ
ー
タ
の
分
析
を

通
じ
て
考
察
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。

▼
各
研
究
報
告
の
後
に
は
、
参
加
者

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
コ
メ
ン
ト
や
質
問

が
寄
せ
ら
れ
、
白
熱
し
た
議
論
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

▼
当
日
の
議
事
要
旨
お
よ
び
基
調
講

演
は
、
金
融
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

第
二
一
回
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

▼
金
融
研
究
所
情
報
技
術
研
究
セ

ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｓ
）
で
は
、

二
〇
一
九
年
十
二
月
九
日
に
、「
暗

号
資
産
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
を
テ
ー

マ
と
す
る
第
二
一
回
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま

し
た
。
参
加
者
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
技
術
に
関
わ
る
金
融
機
関
関
係

者
や
大
学
な
ど
の
研
究
者
、
暗
号
資

産
（
注
）
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
企
業
の
実
務
者
な
ど
、
約

九
〇
名
に
上
り
ま
し
た
。講
演
で
は
、

暗
号
資
産
を
構
成
す
る
技
術
や
そ
れ

ら
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
最
新

の
研
究
動
向
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

暗
号
資
産
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
学
術
的
な
研
究
成
果
を
実
務
へ
活

用
し
て
い
く
上
で
の
課
題
や
対
応
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
四
名
の
外
部
の

し
い
手
法
、
新
し
い
課
題
と
い
う
三

つ
の
切
り
口
か
ら
、
論
点
整
理
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

▼
金
融
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
行
っ

た
一
本
目
の
報
告
で
は
、
解
釈
可
能

な
深
層
学
習
モ
デ
ル
を
株
価
収
益
率

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（
変
動
性
）
予
測

に
応
用
し
、
そ
の
予
測
精
度
を
伝
統

的
な
モ
デ
ル
と
比
較
し
た
研
究
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
。

▼
同
二
本
目
の
報
告
で
は
、
不
確
実

性
や
リ
ス
ク
回
避
の
代
理
変
数
と
し

会場の様子（撮影：野瀬勝一）

有
識
者
に
よ
る
活
発
な
議
論
が
交
わ

さ
れ
ま
し
た
。

▼
近
年
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

は
、
暗
号
技
術
や
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
技
術
が
果
た
す
役
割
が
一
段
と

大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
情
報
技
術

研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
金
融
業
界
が

情
報
化
社
会
に
お
い
て
直
面
す
る
新

た
な
課
題
に
適
切
に
対
処
し
て
い
け

る
よ
う
に
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

「
第
一
五
回 

日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ 

～
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」

の
決
勝
大
会
を
開
催

▼
大
学
生
を
主
な
対
象
と
す
る
金

融
・
経
済
分
野
の
小
論
文
・
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
テ
ス
ト
「
第

一
五
回
　
日
銀
グ
ラ
ン
プ
リ
～
キ
ャ

ン
パ
ス
か
ら
の
提
言
～
」
に
、
今
回

は
全
国
各
地
の
四
二
校
か
ら
一
〇
四

編
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
、
一
次
審

査
を
通
過
し
た
五
チ
ー
ム
に
よ
り

（
注�

）
暗
号
資
産
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
電
子
的
に
や
り
と
り
で
き
る
財
産
的
価

値
で
あ
り
、
法
定
通
貨
（
建
て
）
で
は
な

い
も
の
で
す
。
代
表
的
な
暗
号
資
産
と
し

て
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
や
イ
ー
サ
リ
ア
ム
が

あ
り
ま
す
。

職員による研究報告の様子
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二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
三
日
に
決

勝
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

▼
決
勝
大
会
で
は
、
橋
本
圭
一
郎

氏
（
経
済
同
友
会
副
代
表
幹
事
・

専
務
理
事
）、
桜
井
恵
理
子
氏
（
ダ

ウ
・
東
レ
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会

長
・
C
E
O
）
の
他
、
日
本
銀
行
の

若わ
か

田た

べ部
昌ま
さ
ず
み澄
副
総
裁
（
審
査
員
長
）、

原
田
泰

ゆ
た
か
・
布
野
幸
利
両
政
策
委
員

会
審
議
委
員
の
五
名
の
審
査
員
を
前

に
、
各
チ
ー
ム
と
も
堂
々
と
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答
を
行
い

ま
し
た
。

査
員
講
評
お
よ
び
奨
励
賞
論
文
の
要

旨
、
決
勝
大
会
の
模
様
を
収
録
し
た

動
画
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

新
卒
採
用
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト

の
募
集
開
始

▼
日
本
銀
行
は
、
三
月
一
日
か
ら
新

卒
採
用
（
総
合
職
、
特
定
職
、
一
般

職
）
の
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
募
集

を
開
始
し
ま
し
た
。

詳
細
は
、
日
本
銀

行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
最
優
秀
賞
に
は
、
東
京
経
済
大
学

経
済
学
部
チ
ー
ム
の
「
大
学
の
大
学

生
に
よ
る
小
学
生
の
た
め
の
学
童
保

育
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
他
、

優
秀
賞
に
学
習
院
大
学
経
済
学
部

チ
ー
ム
・
東
京
理
科
大
学
経
営
学
部

チ
ー
ム
、
敢
闘
賞
に
京
都
大
学
経
済

学
部
チ
ー
ム
・
日
本
大
学
経
済
学
部

チ
ー
ム
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

▼
日
本
銀
行
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

決
勝
参
加
チ
ー
ム

の
作
品
全
文
と
審

■今号が発刊される３月下旬といえば、季節は春。
学校は春休みに入り、人も動植物も活動が盛んにな
り始めます。春という言葉から、皆さまは何を連想
されますか。私がまず思い浮かぶのは、正月を新春
というように、「物事の始まり」です。子供のころに
スペイン語、大学生の時にフランス語を少々勉強し
ましたが、春はそれぞれプリマベーラ（Primavera）、
プランタン（Printemps）。ともに、接頭語のプリ（Pri）
は第一を意味します。次に、厳しく辛い冬の次に来
ることから、「抑圧からの解放、自由の到来」の代名
詞でもあります。「ようやくわが家にも春がきた」と
喜ばれますし、世界史的には「プラハの春」などが
有名です。他にも色々とありますが、今回の対談、
インタビュー、そして地域の底力は、それぞれ創造力、
大きな力に立ち向かう人間力、自然災害からの復興
力と、まさに春を象徴する内容だと思います。まも
なく新年度が始まりますが、本誌の記事が少しでも
皆さまのやる気や勇気、そして力添えとなれば幸い
です。 （中川）

決勝進出 5 チームと審査員の皆さん（撮影：野瀬勝一）
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from Washington, D.C.

グローバルな街ワシントンD.C.
　米国の首都ワシントン D.C. についてのイメージと

いえば、ホワイトハウスと議会に代表される「政治の

町」という方が多いかと思いますが、国際通貨基金（Ｉ

ＭＦ）と世界銀行グループ（注）の本部を有する国際

都市としての一面も持っています。昨年、体制発足

75 周年を迎えた両機関の本部ビルは、ワシントン

D.C. 北西部の 19 番街の両脇に建っています。

　普段は物静かで落ち着いた雰囲気の両ビルの近辺

が、人でごった返し、にぎやかになる時期が、例年、

4 月と 10 月にあります。国際通貨基金および世界銀

行のオーナー（出資国）である加盟各国を代表して、

財務大臣や中央銀行総裁等が集ういわば「株主総会」

が開催される時です。ちなみに、4 月の会合は春季会

合、10 月の会合が年次総会と呼ばれています。

　加盟 189 カ国の財務大臣と中央銀行総裁、その随

行者、会合を取材する各国メディア、会合とリンクし

て開催されるもろもろのイベントに参加する金融機関

関係者等を合わせて 1 万人を超える人々がやって来

る 4 月と 10 月は、19 番街の一角が文字通り人種の

るつぼ状態となります。

　こうした一大イベントの開催に向けて建物のデコレ

ーションや会場設営等が、ごく短期間で行われること

も大きな特徴です。金曜日までは何もなかったビルの

壁に、月曜日に出勤してみると大型垂れ幕が掲示され

ているといった具合です。もちろん、その背後には、

円滑な会合開催に向けた何カ月にも及ぶ入念な事前準

備があるわけです。

　毎年4月と10月という季節の変わり目にあたって、

大型垂れ幕や各国からの多数かつ多様な会合参加者で

にぎわう 19 番街を目にするたびに、ワシントン D.

C. のグローバルな側面と米国が元来持っている包容

力を感じます。

 （国際通貨基金本部、ワシントン D.C.）

＊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。

世界銀行ビルに掲示された大型垂れ幕

（注） 世界銀行グループ／貧困削減や開発支援を目的とした国際復興開発銀行や国際開
発協会など 5 機関から構成される。1944 年に設立が決定、翌年に正式発足。

19 番街交差点（左のビルが世界銀行、右の手前の二つのビルが国際通貨基金）
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