
取
扱
高
も
、

と
も
に

趨
勢
的
に

増
大
し
て
い

る
。

ま
た
、

と
く
に
、

貿
易
高
に

占

め
る
外
国
為
替
取
扱
高
の

割
合
も
上
昇
傾
向
を
示
し
、

明
治
二

十
年
代
後
半
以
後

は
五

〇
㌫
台
を
維
持
し
て
い

る
。

外
国
為
替
取
扱
高
を
示
し
た
な
か
で

は
、

一

八

九
〇
年
が
特
筆
さ
れ
る
。

同
年
に

は
、

原
頭
取
か
ら
園
田
孝
吉
頭
取
へ

と
引
き
継

が
れ
た
が
、

た
ま
た
ま
前
年
の

凶
作
に

よ
る
米
価
の

騰
貴
と
国
内
商
工

業
の

不
振

が
相
次
ぎ
、

ま
た
外
国
為
替
相
場
が
変
動
し
、

外
国
貿
易
が
は
な
は
だ
し
い

打
撃

を
受
け
た
年
に

あ
た
っ

た
。

外
国
為
替
相
場
に

は
、

世
界
の

銀
価
の

暴
騰
が
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。

そ
し
て
、

世
界
的
な
銀
価
の

暴
騰
は
、

ア

メ
リ
カ
の

「
シ

ャ

ー
マ

ン

法
（
銀
貨
自
由
鋳
造
法
）」
の

成
立
に

よ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

同
法
成
立
に

と
も
な
い
ロ

ン

ド
ン

の

銀
塊
相
場
は
騰
貴
し
、

わ
が
国
の

外
国
為
替
相
場
も
対
米

・

対
英
と
も
騰
貴
し
た
。

し
か
し
同
年
末
に
は
ア

メ
リ
カ
の

「
シ

ャ

ー
マ

ン

法
」

も
そ
の

遂
行
が
頓
挫
し
、

一

八
九
一

年
に

入
る
と
、

銀
価
の

下
落
と
為
替
相
場
の

安
定
が
も
た
ら
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

政
府
・

日
本
銀

行
と

の

関

係

政
府
と
の

関
係
で

は
、

ま
ず
一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
に

お
け
る
「
横
浜
正
金
銀
行
条
例
」
の

改
正
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ

れ
に
よ
っ

て
、

大
蔵
省
が
監
理
官
を
お
い

て

特
別
の

監
督
を
お
こ

な
う
こ

と
、

同
行
取
締
役
の

就
任
は
大
蔵
大
臣
の

認
可
を
要
す
る
こ

と
、

同
行
に
お
い

て

条
例

表3－59　わが国の総輸出入高と同行内地各店外国為替取扱高

（仕向高および被仕向高）
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・

定
款
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ

た
時
は
、

大
蔵
大
臣
は
こ

れ
を
制
止
し
う
る
ば
か
り
か
、

場
合
に

よ
っ

て
は
取
締
役
の

改
選
を
命
じ
う
る
こ

と
な

ど
が
規
定
さ
れ
る
に

い

た
っ

た
。

こ

う
し
て
正
金
銀
行
は
政
府
の

い
っ

そ
う
の

強
い

監
督
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ

た
が
、

反
面
の

ち
に

述
べ

る
よ
う

に
、

手
厚
い

保
護
が
こ

れ
に

と
も
な
っ

て
い

た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。

つ

ぎ
に
、

御
用
外
国
荷
為
替
制
度
の

廃
止
が
あ
げ
ら
れ
る
。

御
用
外
国
為
替
制
度
が
正
金
銀
行
の

業
績
の

発
展
に

寄
与
し
て

き
た
こ

と
は
、

こ

れ

ま
で

に

ふ

れ
た
と
お
り
で

あ
る
。

し
か
し
、

一

八
八
九
年
三

月
で

満
期
と
な
り
、

廃
止
さ
れ
る
に
い

た
っ

た
。

そ
こ

で
、

松
方
蔵
相
は
輸
出
を
奨
励

し
、

正
貨
の

吸
収
策
を
継
続
す
る
た
め
、

日

本
銀
行
に

対
し
て
正
金
銀
行
と
の

外
国
為
替
手
形
再
割
引
契
約
を
結
ぶ
よ
う
要
請
し
た
。

日

本
銀
行
が

こ

れ
を
受
け
入
れ
、

一

〇
〇
〇
万
円
を
限
度
と
し
、

日
銀
は
正
金
銀
行
所
有
の

外
国
為
替
手
形
を
年
二

㌫
の

利
息
で

再
割
引
し
、

正
金
銀
行
は
日

銀

の

た
め
に
こ

れ
を
取
り
立
て

る
こ

と
、

ま
た
日
銀
の

希
望
に

よ
っ

て
は
、

銀
塊
ま
た
は
メ
キ
シ

コ

銀
を
買
い

入
れ
て

わ
が
国
に

回
送
す
る
こ

と
の

契

約
を
正
金
銀
行
と
締
結
し
た
。

日

銀
と
の

間
に

は
、

す
で

に

条
例
制
定
時
か
ら
密
接
な
関
係
が
あ
っ

た
が
、

御
用
荷
為
替
制
度
の

廃
止
、

外
国
為
替

手
形
再
割
引
契
約
の

締
結
に

よ
っ

て
い
っ

そ

う
緊
密
な
も
の

と
な
っ

た
。

も
っ

と
も
、

日
銀
の

低
利
資
金
（
年
三

㌫
）
の

正
金
銀
行
へ

の

融
資
は
、

こ

れ
よ
り
先
の
一

八
八
八
年
に
、

一

か
年
三

〇
〇
万
円
を
限
り
お
こ

な
わ
れ
て
い

た
。

そ
の

時
も
、

返
済
は
海
外
か
ら
銀
塊
を
購
入
し
て

充
て

る
こ

と
と
な
っ

て

い

た
。

こ

の

制
度
は
八
九
年
三

月
で

終
わ
り
、

前
記
の

新
し
い

再
割
引
制
度
に

受
け
継
が
れ
た
の
で

あ
る
。

一

八
九
二

年
に
、

正
金
銀
行
は
日

銀
と
の

間
に

当
座
借
越
契
約
を
結
ん
だ
。

そ
も
そ
も
外
国
荷
為
替
の

買
入
れ
を
す
る
に
は
、

そ
の

振
出
人
が
荷

物
を
買
い

取
り
船
積
み
を
完
了
す
る
ま
で
、

為
替
銀
行
が
為
替
資
金
の

前
貸
し
を
お
こ

な
う
慣
例
が
あ
っ

た
。

正
金
銀
行
も
外
国
銀
行
と
の

競
争
上

前
貸
し
を
認
め
る
場
合
が
で

て

き
た
の

で
、

そ
の

た
め
の

資
金
を
年
二

㌫
で
日
銀
か
ら
当
座
借
越
の

か
た
ち
で

融
通
を
受
け
る

契
約
を
結
ん
だ
の

で

あ
る
。

当
初
は
、

そ
の

借
入
れ
限
度
も
二

〇
〇
万
円
で

あ
っ

た
が
、

徐
々

に

拡
大
し
て
い
っ

た
。

さ
ら
に

明
治
三

十
年
代
に

入
る
と
、

正
金
銀
行
は
外
債
事
務
に

関
し
て
日
銀
の

代
理
店
と
な
っ

た
り
、

政
府
か
ら
イ
ギ
リ
ス

の

ポ
ン

ド

貨
の

預
託
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を
ロ

ン

ド
ン

支
店
に

受
け
、

そ
の

資
金
で

為
替
業
務
の

拡
張
を
お
こ

な
っ

た
り
し
た
。

以
上
、

正
金
銀
行
の

政
府
・

日
銀
と
の

関
係
の

展
開
を
な
が
め
て
み
た
。

こ

の

過
程
を
通
じ
て
、

政
府
は
正
金
銀
行
を
日

銀
の

代
理
店
と
し
て
、

同
行
と
の

密
接
な
関
係
を
維
持
し
つ

つ
、

外
国
為
替
業
務
の

責
任
者
と
し
て

位
置
づ

け
て
い
っ

た
よ
う
に

み
え
る
。

こ

の

結
果
、

正
金
銀
行
は
自
己

責
任
で

外
国
為
替
業
務
を
お
こ

な
い
、

為
替
相
場
の

変
動
に

よ
る
リ
ス

ク
に

対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。

前
述
の

よ
う
に
、

ロ

ン

ド
ン

支

店
に

ポ
ン

ド

貨
の

預
託
を
受
け
た
り
、

「
為
替
出
合
法
」
を
実
施
し
た
の

も
こ

れ
に

対
処
す
る
た
め
の

方
策
で

あ
っ

た
。

な
お
、

「
為
替
出
合
法
」
は

正
金
銀
行
の

内
外
店
舗
を
金
貨
国
と
銀
貨
国
と
に

分
か
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
ロ

ン

ド
ン

支
店
と
横
浜
本
部
で

集
中
管
理
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

リ
ス

ク
を
防

ご
う
と
す
る
制
度
で
あ
っ

た
。

一

八
九
七
（
明
治
三

十
）
年
清
国
か
ら
得
た
賠
償
金
を
も
と
に
、

「
貨
幣
法
」
を
制
定
し
、

わ
が
国
は
金
本
位
制
度
に

移
行
し
た
。

こ

れ
以
後
、

金

貨
国
と
の

為
替
相
場
は
安
定
し
た
が
、

外
国
為
替
の

取
扱
高
の

約
三

分
の
一

を
占
め
る
清
国
（
銀
貨
国
）
と
の

間
の

為
替
相
場
は

か
な
り
の

変
動
が

予
想
さ
れ
た
。

正
金
銀
行
は
前
述
の

金
貨
国
・

銀
貨
国
と
に

店
舗
を
分
か
つ

制
度
を
廃
止
し
、

各
店
銀
為
替
お
よ
び
清
国
内
の

各
店
舗
の

資
金
の

持

ち
高
を
少
な
く
す
る
よ
う
に

努
め
た
。

ま
た
、

各
店
舗
に

資
金
を
配
置
し
、

各
店
舗
間
の

利
息
を
と
も
な
う
貸
借
制
度
を
採
用
し
て
、

独
立
採
算
制

を
と
っ

た
。

当
時
の

正
金
銀
行
の

資
金
は
、

払
込
資
本
金
・

積
立
金
・

預
金
の

ほ
か
、

政
府
か
ら
の

借
入
金
、

日

銀
か
ら
の

再
割
引
資
金
、

当
座
借

越
金
等
で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
ら
調
達
資
金
を
各
店
舗
に

割
り
当
て
、

為
替
業
務
の

た
め
の

資
金
と
し
て

保
有
せ
し
め
た
。

政
府
・

日

銀
か
ら
の

資
金

が
、

大
き
な
役
割
を
も
っ

て
い

た
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

外
債
の

発
行

外
債
発
行
事
務
に

関
し
、

正
金
銀
行
が
日

本
銀
行
の

代
理
店
と
な
っ

た
こ

と
は
す
で

に

述
べ

た
。

そ
の

お
も
な
も
の

と
し
て

ま

ず
、

政
府
の

四
分
利
付
ポ
ン

ド

貨
公
債
一

〇
〇
〇
万
ポ
ン

ド
の
ロ

ン

ド
ン

で
の

発
行
に
、

当
地
の
パ

ー
ス

＝

バ

ン

ク
、

香
港
上
海

銀
行
な
ど
と
と
も
に
シ

ン

ジ

ケ
ー
ト

団
を
組
織
し
て

引
き
受
け
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ

の

資
金
の

用
途
は
、

鉄
道
敷
設
お
よ
び
そ
の

改
良
、

製
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鋼
所
設
立
な
ら
び
に

電
話
事
業
拡
張
で

あ
っ

た
。

さ
ら
に
、

第
一

回
か
ら
第
四
回
に
い

た
る
軍
事
外
債
の

引
受
け
募
集
を
お
こ

な
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

一

九
〇
四
年
に

は
七
分
利
付
政
府
軍
事
外
債

を
二

回
に

わ
た
り
、

合
計
二

二

〇
〇
万
ポ
ン

ド

発
行
し
た
が
、

正
金
銀
行
は
シ

ン

ジ
ケ
ー
ト

団
の
一

員
と
な
り
、

こ

れ
を
引
き
受
け
、

ロ

ン

ド
ン

と

ニ

ュ

ー
ヨ

ー
ク
で

半
額
ず
つ

売
却
す
る
こ

と
に

成
功
し
た
。

さ
ら
に

同
じ
方
法
で
、

第
三
、

四
回
の

軍
事
外
債
を
翌
一

九
〇
五

年
に
そ
れ
ぞ
れ
三

〇

〇
〇
万
ポ
ン

ド

ず
つ

引
き
受
け
、

売
却
し
た
。

加
え
て

同
年
に
は
、

六
分
利
付
の

高
利
軍
事
外
債
の

借
換
債
を
四
分
利
付
で
二

五

〇
〇
万
ポ
ン

ド

発

行
し
た
。

ま
た
、

一

九
〇
七
年
に

は
五

分
利
付
借
換
債
を
二

三

〇
〇
ポ
ン

ド

引
き
受
け
、

そ
の

売
却
に

成
功
し

て
い

る
。

い

ず
れ
の

ケ
ー
ス

に
お

い

て

も
、

正
金
銀
行
は
シ

ン

ジ

ケ
ー
ト

団
の

有
力
な
一

員
と
な
っ

て
い

る
。

明
治
後
期
の

横
浜
正
金
銀
行
の

営
業
が
、

中
国
大
陸
に

広
が
っ

て
い
っ

た
こ

と
も
大
き
な
特
色
と
な
っ

て
い

る
。

同
地
域
に

お
け
る
支
店
・

出
張

所
の

設
置
数
の

増
加
、

満
州
地
域
に
お
け
る
金
庫
事
務
の

取
扱
い
、

軍
票
預
金
お
よ
び
為
替
業
務
、

さ
ら
に
は
銀
行
券
の

発
行
と
多
岐
に

わ
た
る
営

業
を
お
こ

な
っ

た
。

し
か
し
、

貿
易
金
融
と
の

直
接
的
関
連
は
弱
い

の

で
、

本
項
で
は
こ
の

点
の

指
摘
の

み
に

と
ど
め
て

お
き
た
い
。

第
三
節
　
明
治
後
期
の

地
方
銀
行

一

　
普
通
銀
行
の

発
展

明
治
前
期
の

神
奈
川
県
下
に
お
け
る
銀
行
の

発
達
が
国
立
銀
行
と
私
立
銀
行
の
二

つ

を
軸
と
し
て

な
さ
れ
た
こ

と
は
、

す
で
に

第
二

編
で

指
摘
し

た
と
お
り
で

あ
る
。

日
本
銀
行
の

創
設
に

よ
り
、

銀
行
券
を
発
行
し
て
い

た
国
立
銀
行
も
私
立
銀
行
と
同
様
の

預
金
銀
行
に

転
形
し
、

一

八
八
七
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（
明
治
二

十

）
年
こ

ろ
に

は
、

ほ
ぼ
日

本
銀
行
－
預
金
銀
行
の

銀
行
体
系
が
制
度
的
に

形
成
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
銀
行
業
そ
の

も
の

を
制
度

的
に
整
備
す
る
の

は
、

日
銀
が
そ
の

依
拠
す
る
「
日

本
銀
行
条
例
」
を
も
っ

て
い

た
の

に

比
較
し
て
立
ち
遅
れ
て
い

た
。

そ
こ

で
、

次
の

課
題
は
預
金

銀
行
を
い

か
に

制
度
的
に
整
備
し
て
い

く
か
で

あ
っ

た
。

明
治
後
期
に

お
い

て
は
、

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
公
布
の

「
銀
行
条
例

」
に
よ
っ

て

預
金
銀
行
を
普
通
銀
行
と
し
て

位
置
づ

け
、

そ
の

健
全
な
発
展
を
は
か
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
た
。

「
銀
行
条
例

」
に

よ
っ

て

制
度
的
な
基
盤
を
与
え

ら
れ
た
普
通
銀
行
は
、

そ
の

後
日

清
戦
争
後
の

ブ
ー
ム

を
背
景
に

数
多
く
設
立
さ
れ
、

一

九
〇
一

（
明
治
三

十
四

）
年
に

は
全
国
合
わ
せ
て
一

八
六
七

行
の
ピ

ー
ク
に

達
す
る
。

し
か
し
、

な
か
に
は
経
営
基
盤
の

貧
弱
な
も
の

も
少
な
く
な
く
、

や
が
て

恐
慌
時
に

産
業
界
の

変
動
を
支
え
き
れ
ず
、

倒

産
や
合
併
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
い

た
る
の

で

あ
る
。

強
固
な
経
営
基
盤
の

下
に

健
全
な
発
展
を
と
げ
る

普
通
銀
行
と
劣
弱
な
経
営
基
盤
の

下
で

低

迷
を
続
け
る
普
通
銀
行
と
の

間
に
、

格
差
が
生
ま
れ
て

く
る
。

と
も
あ
れ
、

明
治
後
期
の

産
業
の

発
展
に

寄
与
し
た
普
通
銀
行
の

役
割
は
大
き
い
。

わ
が
国
の

普
通
銀
行
の

多
く
が
個
々

の

産
業
・

企
業
と
密
接
に

結
び
つ

い

て
い

た
だ
け
に
、

こ

の

こ

と
が
強
調
さ
れ
る
の

で

あ
る
。

銀
行
条
例
の

制
定
と

普
通
銀

行
の

発

展

「
銀
行
条
例
」
は
、

当
初
「
普
通
私
立
銀
行
条
例
」
と
し
て

す
べ

て
の

私
立
銀
行
に

適
用
さ
れ
る
法
律
と
な
る
予
定
で

あ

っ

た
。

し
か
し
、

そ
の

後
貯
蓄
銀
行
な
ど
に

は
特
別
法
を
別
に

制
定
す
る
こ

と
と
な
り
、

「
銀
行
条
例
」
と
し
て
、

私
立

の

普
通
銀
行
の

み
を
規
制
す
る
も
の

と
な
っ

た
。

「
銀
行
条
例
」
は
、

わ
ず
か
に
一

一

条
の

み
で

あ
っ

た
。

第
一

条
は
、

「
公
ニ

開
キ
タ
ル

店
舗
ニ

於
テ

営
業
ト
シ

テ

証
券
ノ

割
引
又
ハ

為
替
事
業
ヲ

為
シ

又
ハ

諸
預
リ
及
貸
付
ヲ

併
セ

為
ス

モ

ノ

」
と
、

銀
行
を
定
義
し
て
い

る
。

こ

の

条
文
は
銀
行

固
有
の

業
務
を
規
定
し
て
い

る
の

で

あ
り
、

そ
の

内
容
は
ほ
ぼ
預
金
銀
行
と
か
商
業
銀
行
と
か
と
い

わ
れ
て
い

る
銀
行
の

基

本
的

業
務
を
含
ん
で

い

る
が
、

の

ち
の

「
銀
行
法
」（
一

九
二

七
年
制
定

）
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
。

す
な
わ
ち
、

「
銀
行
法
」
で

は
、

銀
行
と
は
銀
行
業
務
を
お
こ

な

う
も
の

と
し
、

銀
行
業
務
と
は
、

（一）
預
金
の

受
入
れ
と
金
銭
の

貸
付
け
も
し
く
は
手
形
の

割
引
、

（二）
為
替
取
引
、

を
な
す
こ

と
の

二

つ

と
さ
れ
て
い

る
。

預
金
の

受
入
れ
と
そ
の

運
用
が
基
本
で

あ
る
と
い

う
考
え
方
は
、

い

わ
ゆ
る
「
銀
行
法
」
に
お
い

て

よ
り
明
確
に

さ
れ
て
い

る
。
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つ

ぎ
に
、

「
銀
行
条
例

」
に
お
い

て

大
口

融
資
規
制
の

規
定
が
な
さ
れ
て
い

る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

第
五

条
に

「
銀
行
ハ

一

人
又

ハ

一

会
社
に

対
シ

資
本
金
高
ノ

十
分
ノ
一

ヲ

超
過
ス

ル

金
額
ヲ

貸
付
又
ハ

割
引
ノ

為
ニ

使
用
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ス

」
と
い

う
条
文
が
あ
る
。

こ

の

規
制

は
今
日
の

大
口

融
資
規
制
に

比
較
し
て

も
き
び
し
い

も
の

で
、

銀
行
経
営
の

健
全
性
に

対
す
る
配
慮
が
強
か
っ

た
こ

と
を
物
語
っ

て
い

る
。

し
か
し

反
面
、

後
述
の

よ
う
に
、

明
治
後
期
に

お
け
る
普
通
銀
行
が
日

銀
か
ら
多
額
の

借
入
金
を
受
け
て
い

た
こ

と
は
、

政
府
か
ら
の

大
き
な
保
護
を
意
味

し
、

健
全
性
の

内
容
に

問
題
が
あ
っ

た
こ

と
も
指
摘
で

き
よ
う
。

ま
た
、

大
口

融
資
規
制
に

つ

い

て
は
銀
行
界
か
ら
の

批
判
が
強
く
、

つ

い

に
一

八

九
五

年
の「
銀
行
条
例

」の
改
正
に

よ
っ

て

規
制
が
は
ず
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
。

普
通
銀
行
が
産
業
・

企
業
の

育
成
に

貢
献
す
る
た
め
に

は
、

普
通

銀
行
の

自
己
資
本
を
増
や
す
こ

と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い

た
。

し
か
も
、

明
治
後
期
に

は
紡
績
業
を
は
じ
め
産
業
・

企
業
の

側
に

も
資
本
の

集
中

傾
向
が
強
か
っ

た
の

で

あ
る
か
ら
、

そ
の

要
請
は
い
っ

そ
う
強
ま
っ

た
と
い

え
よ
う
。

こ

う
し
て
一

八
九
六（
明
治
二

十
九

）
年
公
布
・

施
行
さ
れ
た

「
銀
行
合
併
法

」
の

意
義
が
大
き
く
認
め
ら
れ
る
の

で

あ
る
。

い

わ
ゆ
る
「
雨
後
の

筍

」
の

よ
う
に

乱
立
さ
れ
た
普
通
銀
行
の

大
部
分
は
、

中
小
規

模
で

あ
り
、

な
か
に

経
営
内
容
の

阻
悪
な
も
の

も
少
な
く
な
か
っ

た
。

そ
こ

で

同
法
に
、

「
既
存
ノ

銀
行
ヲ

シ

テ

可
及
的
に

合
同
セ

シ

メ
、

以
テ
過

度
ノ

競
争
ヲ

避
ケ
、

資
力
ヲ

充
実
セ

シ

ム

ル

コ

ト
ニ

努
メ

」
と
規
定
し
た
の

で

あ
る
。

こ

の

結
果
、

銀
行
合
併
は
促
進
さ
れ
、

前
述
の

よ
う
に
、

普

通
銀
行
数
は
一

九
〇
二
（
明
治
三

十
五

）
年
以
後
激
減
傾
向
を
示
す
の

で

あ
る
。

普
通
銀
行
は
制
度
の

整
備
以
後
、

預
金
の

調
達
力
を
急
速
に

高
め
て
い

く
。

一

八
九
三

年
に

は
三

八
四
二

万
円
（
一

行
当
た
り
平
均
七
〇
・

五
万
円

）

で

あ
っ

た
も
の

が
、

一

九
〇
一

年
に

は
四
億
五

〇
一

八
万
円
（
一

行
当
た
り
平
均
二

四
一

・

一

万
円

）と
約
一

二

倍
の

預
金
増
加
が
み
ら
れ
る
。

し
か
も

銀
行
数
が
減
少
す
る
そ
の

後
も
、

預
金
残
高
は
増
大
を
続
け
た
。

こ

の

よ
う
に

預
金
の

伸
び
も
著
し
か
っ

た
が
、

同
時
に

貸
出
し
に

対
す
る
需
要
の

伸
び
も
大
き
く
、

こ

の

間
の

普
通
銀
行
の

貸
出
残
高
規
模
は
約
一

三

倍
に

も
ふ

く
れ
た
の

で

あ
る
。

さ
ら
に

こ

の

ほ
か
に
、

有
価
証
券
引
受
け
の

伸

長
も
あ
っ

た
の

で
、

預
金
と
今
日

よ
り
比
重
の

高
い

払
込
資
本
金
と
積
立
金
を
合
わ
せ
た
貸
付
資
金
だ
け
で

は
、

と
て

も
ま
か
な
う
こ

と
が
で

き
な
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か
っ

た
。

そ
れ
ほ
ど
産
業
資
金
の

需
要
は
、

大
き
か
っ

た
と
い

え
る
の

で

あ
る
。

こ

の

結

果
、

普
通
銀
行
は
多
額
の

借
入
金
、

と
く
に

日
銀
か
ら
の

借
入
金
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
。

一

八
九
三

年
は
ま
だ
借
入
金
ゼ
ロ

で

あ
っ

た
が
、

そ
の

後
は
借
入
金
が
拡
大
し
、

い

わ
ゆ
る
オ
ー
バ

ー
・

ロ

ー
ン

に
な
っ

た
の

で

あ
る
。

普
通
銀
行
の

設
立
ブ
ー
ム

神
奈
川
県
下
に

お
い

て

も
例
外
で

な
く
、

一

九
〇
〇
－
〇
一

年
こ

ろ
ま

で

普
通
銀
行
数
の

急
激
な
膨
張
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

一

八
八
七

年
ま
で

は
、

の

ち
に

国
立
銀
行
か
ら
普
通
銀
行
に

転
形
す
る
第
二
、

第
七
十
四
両
銀
行
の

ほ

か
、

私
立
銀
行
と
し
て

共
洽
社
・

江
陽
銀
行
・

積
小
社
・

誠
資
社
・

共
益
社
・

上
溝
銀

行
の

設
立
が
数
え
ら
れ
る
に

す
ぎ
な
か
っ

た
し
、

ま
た
そ
の

後
「
銀
行
条
例

」
制
定
前
の

一

八
九
二

年
ま
で

を
と
っ

て

も
、

相
模
銀
行
・

秦
野
銀
行
・

厚
木
会
社
・

藤
沢
銀
行
・

横

浜
銀
行
を
数
え
る
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

条
例
制
定
の
一

八
九
三

年
以
後
は
銀
行

の

設
立
が
相
次
ぎ
、

乱
立
の

傾
向
す
ら
み
ら
れ
る
に

い

た
っ

た
。

つ

ま
り
神
奈
川
県
下
に

も
、

銀
行
設
立
ブ
ー
ム

が
到
来
し
た
の

で

あ
る
。

そ
こ

で
、

一

八
九
三

年
か
ら
一

九
〇
二

年
に
い

た
る
間
に

設
立
さ
れ
た
お
も
な
銀
行
名
を
、

次
に

あ
げ
て

お
こ

う
。

（一）
　
一

八
九
三

－
九
七
（
明
治
二

十
六
－
三

十

）
年
に

設
立
さ
れ
た
銀
行

小
田
原
銀
行
（
一

八
九
三
年
設
立
、

足
柄
下
郡
小
田
原
町
に

設
立

）

横
浜
若
尾
銀
行
（
一

八
九
三

年
設
立
、

横
浜
市
本
町

）
若尾商店および若尾銀行 『横浜商業会議所月報』より
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当
初
若
尾
幾
造
が
個
人
銀
行
と
し
て

設
立
し
た
が
、

そ
の

後
一

八
九
九
年
に

資
本
金
四
〇
万
円
の

合
名
組
織
に

変
更
し
た
。

生
糸
貿
易
・

製
糸
業

を
は
じ
め
、

多
方
面
の

事
業
を
お
こ

な
っ

て
い

た
若
尾
家
の

機
関
銀
行
で

あ
っ

た
。

共
益
社
（
一

八
九
三

年
設
立
、

九
五
年
に
は
相
陽
銀
行
と
改
名
）

横
浜
商
業
銀
行
（
一

八
九
五

年
設
立
、

横
浜
市
弁
天
通
）

木
村
利
右
衛
門（
洋
糸
織
物
商
、

の

ち
に

横
浜
共
同
電
燈
等
各
社
の

社
長
に
就
任

）、
佐
藤
政
五
郎
（
銅
鉄
商

）
な
ど
が
、

「
横
浜
綿
糸
綿
花
金
属
株
式
取

引
所
」
の

機
関
銀
行
と
し
て

資
本
金
二

五
万
円
で

設
立
し
た
。

根
方
銀
行
（
一

八
九
五
年
設
立
、

翌
年
駿
東
実
業
銀
行
と
改
称
）

左
右
田
銀
行
（
一

八
九
五

年
設
立
、

横
浜
市
南
仲
通
）

左
右
田
金
作
が
資
本
金
三

〇
万
円
（
左
右
田
一

族
が
、

う
ち
二

〇
万
円
を
出
資
）
で

設
立
し
た
。

茂
木
銀
行
（
一

八
九
五
年
設
立
、

横
浜
市
弁
天
通
）

二

代
目
茂
木
惣
兵
衛
が
茂
木
商
店
の

機
関
銀
行
と
し
て
、

資
本
金
一

〇
〇
万
円
で

設
立
し
た
。

な
お
、

第
七
十
四
銀
行
も
茂
木
の

出
資
率
が
最
も

高
く
、

頭
取
に

も
就
任
し
た
。

松
田
銀
行
（
一

八
九
六
年
設
立
、

足
柄
上
郡
松
田
町
）

資
本
金
五

万
円
で

設
立
さ
れ
た
。

設
立
時
の

頭
取
は
地
元
の

吉
田
清
太
郎
、

取
締
役
は
同
じ
く
中
村
規
矩
平
・

中
村
直
次
郎
で

あ
っ

た
。

神
奈
川
銀
行
（
一

八
九
六
年
設
立
、

横
浜
市
青
木
町
）

資
本
金
二

〇
万
円
で

設
立
さ
れ
た
が
、

頭
取
に

は
米
塩
雑
穀
問
屋
商
加
藤
八
郎
右
衛
門
、

取
締
役
に

は
米
穀
商
水
橋
太
平
、

和
洋
酒
商
伊
藤
与
右

衛
門
、

米
穀
肥
料
商
渡
辺
喜
八
郎
等
が
就
任
し
て
い

た
。
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横
浜
人
民
銀
行
（
一

八
九
五
年
、

横
浜
市
に

資
本
金

三

〇
万
円
で

設
立
）

伊
勢
原
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

中
郡
伊
勢
原
町
に

資
本

金
一

〇
万
円
で

設
立
）

平
塚
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

中
郡
平
塚
町
に

資
本
金
五

万
円
で
設
立
）

取
締
役
に

藤
沢
の

豪
商
稲
元
屋
の

分

家
今

井

政
兵
衛
（
呉
服
商
、

書
籍
・

紙
商
）
が
就
任
し
て
い

た
。

武
蔵
商
業
銀
行

（
一

八
九
六
年
、

横
浜
市
元
浜
町
に

資
本
金
一

五
万
円
で

設
立
）

頭
取
は
大
谷
幸
兵
衛
、

取
締
役
は

黒

部
与
八

（
回
米
問
屋

）、

稲
垣
弥
三

郎
（
回
米
問
屋
、

米
穀
肥
料
輸
入
商
）
が
就
任
し
て
い

た
。

積
塵
（
一

八
九
六
年
、

足
柄
上
郡
川
村
山
北
に

資
本
金
二

万
円
で

設
立

）

そ
の

後
一

九
〇
〇
年
に
川
村
銀
行
と
改
称
し
、

資
本
金
も
五

万
円
に

引
き
上
げ
た
。

横
浜
蚕
糸
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

横
浜
市
南
仲
通
に

資
本
金
一

〇
〇
万
円
で

設
立

）

「
横
浜
蚕
糸
外
四
品
取
引
所
」
の

機
関
銀
行
で

あ
っ

た
が
、

頭
取
に

は
平
沼
専
蔵
、

取
締
役
に

は
若
尾
幾
造
・

安
部
幸
兵
衛
・

浅
川
広
湖
が
就
任

神奈川銀行と横浜貿易銀行の広告
『横浜商業会議所月報』より

©神奈川県立公文書館



し
て
い

た
。

横
浜
貿
易
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

横
浜
市
相
生
町
に

資
本
金
三

〇
万
円
で

設
立
）

同
行
は
主
と
し
て

生
糸
金
融
を
お
こ

な
っ

て

い

た
が
、

専
務
取
締
役
に

金
子
政
吉
（
生
糸
売
込
商

）、

取
締
役
に

原
富
太
郎
、

古
谷
徳
兵
衛
（
呉
服

太
物
商
）
が
就
任
し
て

い

た
。

大
雄
銀
行
（
一

八
九
六
年
設
立
）

横
浜
起
業
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

横
浜
市
に

設
立
）

の

ち
（
一

九
〇
一

年

）、
本
店
を
東
京
の

日

本
橋
区
吉
川
町
に

移
し
、

起
業
銀
行
と
改
称
し
た
。

酒
田
銀
行
（
一

八
九
七
年
、

足
柄
上
郡
酒
田
村
に

資
本
金
三

万
円
で

設
立
）

専
務
取
締
役
に

地
元
の

草
柳
善
太
郎
、

取
締
役
に

中
野
仁
右
衛
門
・

草
柳
政
吉
が
就
任
し
て
い

た
。

鎌
倉
銀
行
（
一

八
九
七
年
、

鎌
倉
郡
鎌
倉
町
に

資
本
金
九
万
円
で

設
立
）

足
柄
銀
行
（
一

八
九
七
年
、

足
柄
上
郡
足
柄
村
に
設
立
）

小
田
原
通
商
銀
行
（
一

八
九
七
年
、

足
柄
下
郡
小
田
原
町
に

設
立
）

大
正
初
期
の

資
本
金
は
五

〇
万
円
、

頭
取
は
内
野
種
三

郎
で

あ
っ

た
。

（二）
　
一

八
九
八
－
一

九
〇
二

（
明
治
三

十
一

－
三

十
五

）
年
に

設
立
さ
れ
た
銀
行

吉
浜
銀
行
（
一

八
九
八
年
、

足
柄
下
郡
吉
浜
村
に

資
本
金
一

〇
万
円
で

設
立
）

の

ち
に
、

称
号
を
改
め
て

東
京
に

移
転
し
た
。

金
田
興
業
銀
行
（
一

八
九
八
年
、

足
柄
上
郡
金
田
村
に

資
本
金
一

〇
万
円
で
設
立
）
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の

ち
に
、

頭
取
に

は
地
元
の

名
士
善
最
倉
蔵
が
、

ま
た
監
査
役
に

は
渡
辺
幸
造
が
就
任
し
た
。

中
原
銀
行
（
一

八
九
八
年
、

橘
樹
郡
中
原
村
に

資
本
金
六
万
円
で

設
立
）

頭
取
に

は
地
元
の

朝
山
信
平
（
後
藤
毛
織
経
営
）
が
就
任
し
て
い

た
。

桜
井
共
益
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

足
柄
上
郡
桜
井
村
に

資
本
金
三

万
円
で

設
立
）

専
務
取
締
役
に

地
元
の

石
井
良
平
が
、

取
締
役
に

同
じ
く
石
井
文
右
衛
門
・

二

宮
格
郎
が
就
任
し
て

い

た
。

相
模
共
栄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

高
座
郡
藤
沢
町
に

資
本
金
六
万
円
で

設
立
）

戸
塚
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

鎌
倉
郡
戸
塚
町
に

資
本
金
一

〇
万
円
で

設
立
）

頭
取
に
は
内
山
敬
三

郎
（
横
須
賀
商
業
銀
行
の

頭
取
な
ど
を
歴
任
）
が
就
任
し
た
。

浦
賀
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

鎌
倉
郡
浦
賀
町
に

資
本
金
二

〇
万
円
で

設
立
）

設
立
者
は
浦
賀
町
の

豪
商
臼
井
儀
兵
衛
ほ
か
六
名
で

あ
っ

た
。

高
津
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

橘
樹
郡
高
津
村
に

設
立
）

鞠
子
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

足
柄
上
郡
谷
ケ
村
に

資
本
金
三

万
円
で
設
立

）

専
務
取
締
役
に

は
地
元
の

武
尾
善
間
太
が
、

取
締
役
に
は
武
尾
善
之
助
・

岩
田
光
太
郎
・

山
崎
佐
右
衛
門
・

山
崎
徳
次
郎
が
就
任
し
た
。

吾
妻
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

中
郡
吾
妻
村
に

設
立
）

大
磯
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

中
郡
大
磯
町
に

設
立
）

横
浜
実
業
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

横
浜
市
不
老
町
に

資
本
金
三

〇
万
円
で
設
立
）

専
務
取
締
役
に

は
石
川
半
右
衛
門
（
回
漕
問
屋
）
が
、

取
締
役
に

は
田
中
利
喜
蔵
（
銅
鉄
器
械
船
具
商
）・
間
宮
勇
左
衛
門
（
貸
地
貸
家
業
）・
中
山
新
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平
（
回
漕
業
、

石
炭
商
）、

田
中
林
蔵
（
製
茶
売
込
商
）
が
就
任
し
て

い

た
。

国
府
津
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

足
柄
下
郡
国
府
津
町
に
設
立
）

足
柄
農
商
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

足
柄
上
郡
福
沢
村
に

資
本
金
一

〇
万
円
で

設
立
）

川
崎
共
立
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

橘
樹
郡
川
崎
町
に

設
立
）

川
崎
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

橘
樹
郡
川
崎
町
に

設
立
）

大
師
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

橘
樹
郡
大
師
河
原
村
に

資
本
金
六
万
円
で
設
立
）

石
橋
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

橘
樹
郡
中
原
村
に

資
本
金
三

万
円
で

設
立
）

原
伝
蔵
の

個
人
銀
行
的
色
彩
が
強
か
っ

た
と
い

わ
れ
る
。

相
生
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
に

設
立
さ
れ
、

一

九
〇
三

年
に
廃
業
し
た

）

横
浜
中
央
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

横
浜
市
扇
町
に

資
本
金
二

〇
万
円
で

設
立
）

頭
取
に

は
平
沼
専
蔵
（
生
糸
売
込
商
）、
専
務
取
締
役
に

浅
井
房
吉
（
煙
草
商
）、
取
締
役
に

堀
田
隆
治
（
菓
子
商
）・
大
貫
房
吉
（
材
木
商
）
・

松
永
吉

左
衛
門
（
材
木
商
）
・

鈴
木
善
兵
衛
（
醤
油
酒
商
）
が
就
任
し
て
い

た
。

曾
我
銀
行
（
一

九
〇
一

年
、

足
柄
下
郡
下
曾
我
村
に

資
本
金
五
万
円
で

設
立
）

以
上
、

「
銀
行
条
例

」
制
定
か
ら
一

九
〇
二
（
明
治
三

十
五

）
年
ま
で
の

時
期
を
二

つ

に

分
け
、

県
下
で

設
立
さ
れ
た
銀
行
名
を
あ
げ
て

み
た
が
、

そ
の

数
は
第
一

期
が
二

〇
行
、

第
二

期
が
二
一

行
の

多
き
に

達
し
た
。

ま
さ
に

神
奈
川
県
下
も
、

銀
行
設
立
の

ブ
ー
ム

に

わ
い

た
と
い

え
る
。

と
く

に
、

経
済
界
の

中
心
的
位
置
に

立
っ

た
横
浜
市
が
全
体
の

約
半
分
を
占
め
、

そ
の

他
の

地
域
で

は
足
柄
上
・

下
両
郡
、

橘
樹
郡
な
ど
に
比
較
的
多
い

の

が
目
に
つ

く
。

銀
行
の

設
立
数
も
明
治
三

十
年
代
の

後
半
以
後
は
き
わ
め
て

少
な
く
な
り
、

設
立
に

当
た
っ

て

も
き
わ
め
て

慎
重
な
態
度
で

臨
む
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こ

と
と
な
っ

た
。

こ

れ
は
軽
率
に

開
業
し
た
も
の

の
、

経
営
不
振
に

陥
る
も
の

も
少
な
く
な
か
っ

た
こ

と
に

よ
る
も
の

で

あ
ろ
う
。

な
お
、

一

九
〇

三

年
以
後
の

明
治
年
間
に

お
い

て
、

県
下
に

設
立
さ
れ
た
銀
行
は

次
の

六
行
で

あ
っ

た
。

渡
辺
銀
行
（
一

九
一

二

年
、

横
浜
市
元
浜
町
に

資
本
金
一

〇
〇
万
円
で

設
立
）

同
行
は
渡
辺
福
三

郎
を
は
じ
め
、

渡
辺
一

族
が
役
員
と
な
っ

た
同
家
の

機
関
銀
行
で

あ
っ

た
。

渡
辺
福
三

郎
は
海
産
物
貿
易
商
で

あ
っ

た
。

平
沼
銀
行
（
一

九
一

〇
年
、

横
浜
市
本
町
に

資
本
金
一

〇
〇
万
円
で

設
立
）

平
沼
専
蔵
が
頭
取
を
し
て
い

た
横
浜
銀
行
を
解
散
し
て
、

そ
の

あ
と
に

設
立
し
た
銀
行
で

あ
っ

た
。

同
行
の

設
立
に

は
、

若
尾
幾
造
・

石
野
義
次

な
ど
も
加
わ
っ

た
。

瀬
谷
銀
行
（
一

九
〇
七
年
、

鎌
倉
郡
瀬
谷
村
に

資
本
金
五
〇
万
円
で

設
立

）

同
行
の

取
締
役
に
は
、

小
島
政
五

郎
（
小
島
景
為
、

神
中
鉄
道
の

代
表
者
）
や
川
口

義
久
（
神
中
鉄
道
取
締
役
）
が
就
任
し
て
い

た
。

横
須
賀
商
業
銀
行
（
一

九
〇
六
年
、

横
須
賀
市
元
町
に

資
本
金
五
〇
万
円
で
設
立
）

設
立
者
は
平
沼
延
次
郎
（
横
浜
の

資
産
家
）、

戸
塚
千
太
郎
、

横
須
賀
の

浅
羽
長
左
衛
門
（
横
須
賀
土
地
・

横
須
賀
介
立
社
常
務
）
な
ど
で

あ
っ

た
。

玉
川
銀
行
（
一

九
〇
三

年
、

橘
樹
郡
中
原
村
に

設
立
）

東
陽
銀
行
（
一

九
〇
七
年
、

横
浜
市
尾
上
町
に

資
本
金
一

〇
〇
万
円
で

設
立
）

設
立
者
は
平
沼
亮
三
、

岡
野
欣
之
助
な
ど
で

あ
っ

た
。

普
通

銀

行

経
営
の

特
質

明
治
後
期
の

県
下
の

銀
行
経
営
の

性
格
を
み
る
と
、

い

く
つ

か
の

特
徴
を
あ
げ
る
こ

と
が
で

き
る
。

ま
ず
第
一

は
、

銀
行
の

設
立

者
の

多
く
が
事
業
経
営
者
、

と
く
に

商
社
の

経
営
者
で

あ
る
こ

と
で

あ
る
。

な
か
に

は
、

銀
行
業
そ
の

も
の

に

関
心
が
あ
っ

て

銀

行
経
営
に

専
念
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の

も
あ
っ

た
が
、

大
部
分
は
他
に

事
業
を
も
ち
、

い

わ
ば
そ
の

事
業
の

機
関
銀
行
と
し
て

銀
行
を
設
立
す
る
タ
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イ
プ
が
多
か
っ

た
の

が
特
徴
と
な
っ

て
い

る
。

と
く
に
、

役
員
を
一

族
で

占
め
て
、

自
家
の

事
業
の

資
金
調
達
機
関
と
し
て

銀
行
を
利
用
し
よ
う
と

す
る
も
の

も
あ
っ

た
ほ

ど
で

あ
る
。

左
右
田
銀
行
の

よ
う
に
、

銀
行
業
に

専
念
し
た
の

は
む
し
ろ
珍
し
い

例
で

あ
っ

た
。

第
二

に
、

銀
行
の

預
金
・

貸
出
残
高
の

伸
長
が
著
し
か
っ

た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

横
浜
銀
行
集
会
所
組
合
銀
行
に
つ

い

て
、

そ
の

預
金
・

貸
出

残
高
を
み
る
と
、

一

八
九
八
（
明
治
三

十
一

）
年
末
で
は
、

預
金
残
高
一

一

七
六
万
円
に

対
し
て
、

貸
出
残
高
は
一

五
六
九
万
円
、

一

九
〇
二

年
末
で

は
預
金
残
高
一

六
〇
一

万
円
に

対
し
て
、

貸
出
残
高
二

二
一

六
万
円
、

一

九
一

〇
年
末
で
は
預
金
残
高
三

六
八
二

万
円
に

対
し
て
、

貸
出
残
高
は
五

九
〇
二

万
円
と
な
っ

て
い

る
。

こ

の

間
、

預
金
の

伸
び
も
著
し
か
っ

た
が
、

そ
れ
以
上
に

貸
出
残
高
の

伸
び
が
大
き
く
、

オ
ー
バ

ー
・

ロ

ー
ン

の

度

合
が
高
く
な
っ

て

い

る
こ

と
が
わ
か
る
。

事
実
、

預
貸
率
は
第
二

銀
行
二

九
二

㌫
、

茂
木
銀
行
一

七
九
㌫
、

七
十
四
銀
行
一

四
六
㌫
と
か
な
り
高

く
、

一

〇
〇
㌫
以
下
は
左
右
田
銀
行
（
六
九
㌫
）
の

み
で

あ
っ

た
と
い

わ
れ
る
。

銀
行
は
貸
出
し
の

ほ
か
に

有
価
証
券
投
資
を
お
こ

な
っ

て

お
り
、

資
金
の

不
足
額
は
き
わ
め
て

大
き
か
っ

た
。

そ
こ

で
、

各
銀
行
は
自
己
資
本
で
こ

れ
を
埋
め
る
べ

く
、

増
資
を
活
発
に

お
こ

な
っ

た
。

当
時
の

普
通

銀
行
に

お
い

て

自
己
資
本
の

果
た
し
た
役
割
は
、

今
日

よ
り
か
な
り
大
き
か
っ

た

と

い

え

る
。

と
く
に
、

郡
部
の

銀
行
ほ

ど
こ

の

傾
向
が
強
か
っ

た
。

し
か
し
、

そ
れ
で

も
十
分
に

資
金
を
ま
か
な
う
こ

と
が
で

き
ず
、

比
較
的
大
規
模
の

銀
行
は
日

本
銀
行
か
ら
の

借
入
金
に

依
存
し
、

中
小
規
模

の

銀
行
は
よ
り
大
き
な
銀
行
か
ら
の

借
入
れ
に

よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。

こ

の

よ
う
に
、

普
通
銀
行
に

対
す
る

資
金
需
要
は
大
き
く
、

そ
れ
だ
け

銀
行
の

産
業
発
展
に

果
た
し
た
役
割
の

大
き
い

こ

と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

普
通
銀
行
の

動
揺
と
合
併

景
気
変
動
に

対
応
し
て
、

県
下
の

普
通
銀
行
も
大
き
な
波
動
を
受
け
た
。

し
か
し
そ
の

度
合
は
、

当
初
全
国
的
レ

ベ

ル

の

も
の

よ

り
も
か
な
り
小
さ
か
っ

た
。

た
と
え
ば
、

一

九
〇
〇
－
〇
一

年
の

恐
慌
に
お
い

て
、

県
下
の

銀
行
も
影
響
を
受
け
た
。

横
浜
蚕
糸
銀

行
の

休
業
を
は
じ
め
、

か
な
り
の

銀
行
が
取
付
け
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、

そ
の

打
撃
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ

た
。

し
か
し
、

一

九
〇
七

（
明
治

四
十

）
年
の

銀
行
界
の

動
揺
に
は
、

県
下
の

銀
行
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。

同
年
、

取
付
け
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の

に
、

鎌
倉
銀
行
・

大
磯
銀
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行
・

左
右
田
銀
行
・

神
奈
川
銀
行
な
ど
が
あ
り
、

さ
ら
に

神
奈
川
銀
行
が
一

週
間
の

休
業
を
お
こ

な
っ

た
り
、

中
原
銀
行
が
解
散
し
た
り
、

さ
ら
に

は
厚
木
銀
行
が
減
資
し
た
り
し
て

動
揺
が
相
次
い

だ
。

そ
の

ほ
か
に

も
、

貸
出
し
の

焦
付
き
か
ら
取
付
け
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の

が
あ
っ

た
。

こ

の

傾
向
は
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
か
ら
大
正
初
年
ま
で

続
い

た
。

中
小
普
通
銀
行
の

経
営
不
振
を
打
開
す
る
た
め
、

「
銀
行
合
併
法
」
を
制
定
し
た
こ

と
は
、

前
に

も
ふ

れ
た
。

神
奈
川
県
下
に

お
け
る
当
期
の

合

併
の

事
例
と
し
て
は
、

浦
賀
銀
行
・

藤
沢
銀
行
・

相
模
共
栄
銀
行
（
そ
れ
ぞ
れ
資
本
金
二

〇
万
円

）
の

合
併
に

よ
る

関
東
銀
行
（
一

九
一

〇
年
設
立
、

資

本
金
一

五
〇
万
円
）
が
あ
る
の

み
で

あ
る
。

付
記

本
項
の

執
筆
に

際
し
て
は
、

日

本
銀
行
『
神
奈
川
地
方
金
融
史
概
説
』
Ⅱ
、

『
横
浜
市
史
』
第
四
巻
（
上
）
を
参
照
し
た
。

二

　
貯
蓄
銀
行
の

発
展

貯

蓄

銀

行

条
例
の

制
定

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
に

東
京
貯
蔵
銀
行
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、

全
国
的
に

貯
蓄
銀
行
が
数
多
く
設
立
さ
れ
た
こ

と
、

神
奈

川
県
下
に

お
い

て

も
、

い

く
つ

か
の

貯
蓄
銀
行
の

設
立
さ
れ
た
こ

と
な
ど
は
、

第
二

編
で

述
べ

た
と
お
り
で

あ
る
。

し
か
し
な
が

ら
、

当
時
の

貯
蓄
銀
行
は
、

（一）
高
利
貸
し
的
で

あ
り
、

不
健
全
で

あ
っ

た
こ

と
、

（二）
有
力
な
国
立
銀
行
な
ど
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い

た
こ

と
、

（三）
信
用
に

対
す
る
不
安
が
強
く
、

貯
蓄
吸
収
面
に

お
い

て

も
実
績
は
低
く
、

資
本
金
額
を
下
回
る
預
金
量
し
か
な
か
っ

た
も
の

が
半
数
以
上
も
あ
っ

た
こ

と
、

な
ど
経
営
面
に

大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
状
況
の

下
で
、

明
治
二

十
年
代
に

入
っ

て
、

貯
蓄
銀
行
の

新
設
や
、

普
通
銀

行
に

よ
る
兼
営
の

要
望
が
高
ま
っ

た
。

そ
こ

で
、

政
府
は
「
貯
蓄
銀
行
条
例

」
を
制
定
し
、

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
施
行
す
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

©神奈川県立公文書館



貯
蓄
銀
行
制
度
の

整
備
に

努
め
た
。

「
貯
蓄
銀
行
条
例
」
に

お
い

て

は
、

貯
蓄
銀
行
が
庶
民
の

零
細
小
口

な
貯
蓄
預
金
の

安
全
確
実
な
保
管
機
関
で

あ
る
こ

と
を
規
定
し
、

預
金
者
保

護
に

徹
し
た
貯
蓄
銀
行
の

健
全
性
維
持
に

重
点
が
お
か
れ
た
。

そ
し
て
、

こ

の

よ
う
な
理
念
の

下
で

経
営
に

対
す
る

厳
格
な
制
限
を
加
え
た
。

す
な

わ
ち
、

（一）
貯
蓄
銀
行
を
複
利
の

方
法
で

公
衆
の

た
め
に

預
金
の

受
入
れ
を
す
る
も
の

と
定
義
、

（二）
貯
蓄
銀
行
は
資
本
金
三

万
円
以
上
の

株
式
会
社
に

限
ら
れ
る
、

（三）
資
本
金
の

半
額
以
上
を
国
債
で

借
託
、

（四）
資
金
運
用
を
、

貸
付
け
、

公
債
の

引
受
け
、

証
券
の

割
引
に

制
限
す
る
、

（五）
普
通
銀
行
が

貯
蓄
銀
行
業
務
を
兼
営
す
る
時
は
大
蔵
大
臣
の

許
可
が
必
要
で

あ
る
こ

と
、

な
ど
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
に
、

経
営
の

健
全
性
を
基
本
に

し
た
「
貯
蓄
銀
行
条
例
」
は
、

一

八
九
五
（
明
治
二

十
八

）
年
に

早
く
も
改
正
さ
れ
る
に
い

た
っ

た
。

と

く
に

問
題
に

な
る
の

は
、

資
金
運
用
に

対
す
る
制
限
の

い
っ

さ
い

の

撤
廃
で

あ
る
。

こ

れ
に
よ
っ

て
、

貯
蓄
銀
行
の

量
的
拡
大
が
は
か
ら
れ
る
こ

と

と
な
っ

た
が
、

健
全
経
営
・

非
営
利
理
念
は
実
質
的
に

消
滅
し
て

し
ま
っ

た
。

こ

う
し
て
、

貯
蓄
銀
行
と
貯
蓄
銀
行
業
務
を
兼
営
す
る

普
通
銀
行
と
が
同
質
化
す
る
と
と
も
に
、

貯
蓄
銀
行
数
は
急
増
を
示
し
た
（
一

八
九
三

年
末
、

専
業
二

三

行
、

兼
業
一

行
、

合
計
二

四
行
↓
一

九
〇
〇
年
末
、

専
業
四
一

九
行
、

兼
業
二

六
二

行
、

合
計
六
八
一

行
）。

ま
た
、

資
金
運
用
制
限
の

撤
廃
は
貯
蓄

銀
行
経
営
を
不
健
全
な
も
の

と
し
、

た
と
え
ば
普
通
銀
行
と
親
子
関
係
を
結
ん
で

親
銀
行
の

預
金
吸
収
の

た
め
の

機
関
と
な
っ

た
り
、

担
保
の

な
い

も
の

や
不
確
実
な
も
の
へ

の

貸
出
し
を
親
銀
行
に

代
わ
っ

て

お
こ

な
う
と
い

う
補
完
的
役
割
を
果
た
し
た
り
し
た
。

利
用
者
の

な
か
に
は
勤
労
者
や

恩
給
生
活
者
が
多
く
、

一

口

当
た
り
の

預
金
高
は
普
通
銀
行
の

そ
れ
よ
り
小
さ
か
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
貯
蓄
銀
行
の

経
営
上
の

脆
弱
性
は
、

明
治
後

期
の

た
び
重
な
る
金
融
恐
慌
に

よ
る
影
響
を
大
き
く
し
、

取
付
け
・

休
業
・

吸
収
合
併
・

廃
業
等
に

追
い

込
ま
れ
た
も
の

が
少
な
く
な
か
っ

た
。

と

く
に
、

弱
小
貯
蓄
銀
行
に

そ
の

傾
向
が
強
か
っ

た
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。
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神
奈
川
県
下

の

貯
蓄
銀
行

明
治
初
年
に

横
浜
貯
蓄
銀
行
が
存
在
し
て
い

た
こ

と
は
す
で

に
述
べ

た
が
、

そ
の

後
設
立
さ
れ
た
貯
蓄
銀
行
名
を
あ
げ
れ
ば
、

次

の

と
お
り
で

あ
る
。

金
叶
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
〇
年
設
立
）

藤
沢
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
六
年
、

高
座
郡
藤
沢
町
に

資
本
金
五

万
円
で

藤
沢
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て

設
立
、

そ
の

後
一

九
一

〇
年
に
関
東
貯
蓄
銀
行
と
改
称
）

武
蔵
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
七
年
、

横
浜
市
元
浜
町
に

武
蔵
商
業
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て

資
本
金
三

万
円
で

設
立

）

横
浜
実
業
貯
蓄
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

横
浜
市
太
田
町
に
横
浜
実
業
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て
設
立

）

野
毛
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
横
浜
市
野
毛
町
に

資
本
金
三

万
円
で

設
立
、

設
立
者
は
清
水
栄
ほ
か
四
名
で

あ
っ

た

）

戸
部
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
戸
部
町
に

設
立
）

元
町
貯
蓄
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

横
浜
市
元
町
に

資
本
金
三

万
円
で
設
立
、

設
立
者
は
田
辺
嘉
平
ほ
か
四
名
で
あ
っ

た

）

左
右
田
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
南
仲
通
に
左
右
田
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て

資
本
金
五
万
円
で

設
立

）

武
相
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
青
木
町
に

資
本
金
一

〇
万
円
で

設
立
、

頭
取
は
中
郡
成
瀬
村
の

石
井
虎
之
助
で

あ
っ

た

）

横
浜
中
央
貯
蓄
銀
行
（
一

九
〇
〇
年
、

横
浜
市
扇
町
に

横
浜
中
央
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て

資
本
金
三

万
円
で

設
立

）

東
洋
貯
金
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
南
仲
通
に

資
本
金
一

〇
万
円
で

設
立
、

設
立
者
は
若
尾
幾
造
ほ
か
五
名
で

あ
っ

た

）

川
崎
共
立
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

橘
樹
郡
川
崎
町
に

川
崎
共
立
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て
、

資
本
金
五
万
円
－
大
正
初
期
－
で

設
立

）

石
井
貯
蓄
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
神
奈
川
町
に

設
立
）

横
浜
貯
蔵
銀
行
（
一

八
九
九
年
、

横
浜
市
花
咲
町
に

資
本
金
五
万
円
で

設
立
）

以
上
の

ほ
か
、

な
お
い

く
つ

か
の

小
規
模
貯
蓄
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
、

資
料
的
に

明
ら
か
で

な
い
。

こ

の

時
期
に

設
立
さ
れ
た
県
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下
の

貯
蓄
銀
行
の

特
徴
と
し
て
は
、

大
部
分
が
普
通
銀
行
の

子
銀
行
と
し
て

資
金
調
達
の

役
割
を
演
じ
た
こ

と
、

地
域
別
に

み
て

横
浜
市
の

比
重
が

圧
倒
的
に

高
い

こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

神
奈
川
県
下
の

貯
蓄
銀
行
も
経
営
基
盤
が
脆
弱
で

あ
っ

た
の

で
、

一

九
〇
〇
（
明
治
三

十
三

）
年
以
降
の

金
融
恐
慌
に

際
し
て

は
、

大
き
な
波
を
受

け
る
こ

と
と
な
っ

た
。

た
と
え
ば
、

神
奈
川
貯
蓄
銀
行
の

休
業
、

野
毛
貯
蓄
銀
行
の

臨
時
休
業
、

戸
部
貯
蓄
・

武
相
貯
蓄
両
銀
行
の

取
付
け
な
ど
、

普
通
銀
行
と
ほ
ぼ

同
様
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
。

と
く
に
、

親
銀
行
の

不
振
に

影
響
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ

た
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

う

し
た
動
揺
を
き
り
ぬ

け
る
た
め
、

減
資
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
貯
蓄
銀
行
も
あ
っ

た
ほ

ど
で

あ
る
。

三
　
神
奈
川
県
農
工

銀
行
の

設
立
と
そ
の

性
格

不
動
産
金
融
機

構
設
立
の
理
念

明
治
初
期
に

お
け
る
経
済
政
策
の

中
心
が
、

殖
産
興
業
政
策
に

お
か
れ
て
い

た
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

の

殖
産
興
業
政

策
の
一

環
と
し
て
、

長
期
資
金
供
給
の

機
能
を
も
つ

専
門
金
融
機
関
設
立
の

要
望
が
、

朝
野
に
お
い

て

早
く
か
ら
叫
ば
れ
た
。

そ
の

主
要
な
経
過
を
た
ど
る
と
、

次
の

と
お
り
で

あ
る
。

（一）
松
方
正
義
（
当
時
内
務
卿
）
は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
九
月
に

勧
業
銀
行
の

設
立
を
建
議
し
た
。

こ

の

銀
行
は
民
立
で

あ
り
、

そ
の

目
的

は
「
専
パ

ラ

資
本
流
通
ノ

便
ヲ

謀
リ
物
産
ヲ

興
隆
シ

事
業
ヲ

進
渉
セ

シ

ム

ル

」
こ

と
と
さ
れ
た
。

（二）
次
い

で
、

大
蔵
卿
に

転
じ
た
松
方
正
義
は
、

翌
八
二

年
三

月
、

紙
幣
整
理
政
策
の
一

環
と
し
て「
日

本
銀
行
創
立
趣
意
書
」を
建
議
し
た
と
き
、

そ
の

最
後
に

中
央
銀
行
と
相
助
け
合
う
「
興
業
銀
行
」
の

設
立
を
強
く
主
張
し
て
い

る
。

（三）
さ
ら
に
、

一

八
八
五

年
七
月
に

い

た
っ

て
、

松
方
正
義
は
「
日
本
興
業
銀
行
条
例
」
の

発
布
を
上
申
し
た
。
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（四）
他
方
、

民
間
に

も
不
動
産
銀
行
設
立
の

要
望
は
強
ま
っ

た
。

こ

れ
は
、

資
本
主
義
経
済
へ

の

移
行
に

と
も
な
っ

て

蓄
積
さ
れ
た
遊
休
資
金
を
、

「
農
工
者
」
に

供
給
す
る
媒
介
業
務
を
お
こ

な
う
金
融
機
関
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

諸
外
国
、

と
く
に

ド
イ
ツ
・

フ

ラ
ン

ス

で
は
早
く
か
ら
不
動
産
金
融
機
関
等
の

長
期
金
融
制
度
が
発
展
し
て
い

た
。

す
な
わ
ち
、

不
動
産
金
融
機

関
は
フ

ラ
ン

ス

・

ド

イ
ツ

に

お
い

て

最
も
典
型
的
に

発
達
し
て
い

た
。

そ
こ

で
、

こ

れ
ら
の

制
度
が
わ
が
国
で

調
査
研
究
さ
れ
、

さ
ら
に

わ
が
国
の

土
壌
、

と
く
に

殖
産
興
業
政
策
に

あ
っ

た
か
た
ち
で

移
殖
さ
れ
る
に

い

た
っ

た
。

わ
が
国
の

不
動
産
金
融
制
度
の

草
案
に

は
、

一

貫
し
て
フ

ラ
ン

ス

不
動
産
銀
行
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て

お
り
、

部
分
的
に

ド

イ
ツ

の

制
度
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い

た
。

前
掲
一

八
八
五

年
の

条
例
草
案
は
、

フ

ラ

ン

ス

の

制
度
を
母
法
と
し
、

こ

れ
に

わ
が
国
独
自
の

も
の

を
盛
り
込
ん
だ
も
の

と
な
っ

て

い

る
。

す
な
わ
ち
、

銀
行
の

貸
付
け
は
農
業
お
よ
び
工

業

の

改
良
発
達
を
目
的
と
す
る
事
業
に

限
ら
れ
、

そ
の

貸
付
対
象
も
輸
出
産
業
や

豪
農
等
に

主
と
し
て

お
か
れ
た
。

と
こ

ろ
が
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
の

恐
慌
以
後
、

不
動
産
金
融
機
構
の

設
立
構
想
は
大
き
な
転
換
を
と
げ
た
。

日

本
興
業
銀
行
（
の

ち
の

日

本
勧
業
銀
行

）、
動
産
銀
行
（
の

ち
の

日

本
興
業
銀
行

）、
農
業
銀
行
（
の

ち
の

農
工
銀
行

）
の

い

わ
ゆ
る
三

本
立
構
想
が
う
ま
れ
た
。

こ

の

う
ち
動
産
銀

行
は
フ

ラ
ン

ス

の

ク
レ

デ
ィ

＝

モ

ビ

リ
エ

を
、

日

本
興
業
銀
行
は
同
じ
く
フ

ラ
ン

ス

の

ク
レ

デ
ィ

＝

フ

ォ

ン

シ

エ

を
、

農
業
銀
行
は
ド
イ
ツ

の
シ

ュ

ル

ツ

エ

あ
る
い

は
ラ

イ
フ

ァ

イ
ゼ

ン

式
の

農
業
信
用
組
合
の

制
度
を
と
り
入
れ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

と
く
に
、

興
業
銀
行
と
農
業
銀
行
の

関
係
は
、

次
の

よ
う
に

考
え
ら
れ
た
。

ま
ず
、

農
業
銀
行
は
各
地
方
に

設
置
さ
れ
て

中
小
農
民
や
下
級
地
方
団
体
に

融
資
す
る

も
の

で

あ
り
、

信
用
組
合
と
関

連
を
も
つ

と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

こ
の

農
業
銀
行
に

対
し
て

中
央
の

機
関
と
し
て

援
助
す
る
の

が
、

興
業
銀
行
の

役
割
と
さ
れ
た
。

こ

の

三

本
立
構
想
に

も
と
づ

い

て
、

「
日

本
勧
業
銀
行
法
」（
先
の

興
業
銀
行
構
想

）
と
「
農
工

銀
行
法
」（
先
の

農
業
銀
行
構
想

）
と
が
、

一

八
九
六

（
明
治
二

十
九

）
年
に

成
立
し
た
。

そ
し
て
、

同
年
末
か
ら
具
体
的
に

設
立
手
続
に

入
り
、

一

八
九
七
年
か
ら
一

九
〇
〇
年
に

か
け
て
、

日

本
勧
業
銀
行

と
各
府
県
の

農
工

銀
行
が
相
次
い

で

設
立
さ
れ
る
に
い

た
っ

た
。

日
本
勧
業
銀
行
は
、

殖
産
興
業
を
目
的
と
し
、

割
増
金
付
債
券
の

発
行
に

よ
っ

て
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得
た
資
金
で
、

農
業
・

工

業
の

改
良
発
達
の

た
め
の

資
金
を
貸
し
付
け
る
こ

と
と
な
っ

た
。

ま
た
、

貸
付
方
法
は
長
期
年
賦
の

不
動
産
抵
当
貸
付
ま

た
は
地
方
公
共
団
体
に

対
す
る
無
抵
当
貸
付
に

限
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、

日
本
勧
業
銀
行
は
全
国
農
工

銀
行
に

資
金
の

援
助
を
与
え
る
中
央
機
関
と
し

て
の

機
能
を
果
た
す
も
の

で

あ
っ

た
。

他
方
、

農
工
銀
行
は
信
用
組
合
（
当
時
ま
だ
法
制
化
さ
れ
て
い

な
か
っ

た

）の
親
銀
行
と
な
る
べ

き
で

あ
る
と
考

え
ら
れ
た
。

勧
業
銀
行
と
農
工

銀
行
は
、

い

わ
ゆ
る
「
唇
歯
輔
車

」
の

親
密
な
関
係
に

立
つ

も
の

と
さ
れ
た
。

二

元
的
な
組
織
で

あ
っ

た
両
銀
行
の

具
体
的
な
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、

次
の

と
お
で

あ
る
。

（一）
農
工

銀
行
は
、

資
金
調
達
に

お
い

て

払
込
資
本
金
の

五

倍
ま
で
の

債
券
発
行
を
認
め
ら
れ
た
が
、

こ

の

債
券
を
勧
銀
が
引
き
受
け
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

両
者
が
責
任
は
別
で

あ
る
と
同
時
に

同
一

の

目
的
に

向
か
い
、

そ
の

役
割
を
果
た
す
関
係
に

立
つ

こ

と
、

（二）
農
工

銀
行
に

は
、

小
作
金
融
・

小

農
保
護
・

直
接
生
産
者
保
護
の

た
め
、

二

〇
人
以
上
連
帯
貸
付
制
度
の

よ
う
な
対
人
信
用
貸
付
を
認
め
た
こ

と

（
勧
銀
は
あ
く
ま
で

も
対
物
信
用
の

原

則
を
守
っ

た

）、
（三）
農
工
業
者
の

貯
蓄
を
奨
励
す
る
も
の

と
し
て
、

農
工

銀
行
に

は
勧
銀
に

認
め
ら
れ
な
か
っ

た
定
期
預
金
業
務
が
と
く
に

認
め
ら
れ

た
こ

と
、

な
ど
で

あ
る
。

農
工

銀
行
の

主
要
業
務
は
、

こ

の

ほ
か
三

〇
か
年
以
内
の

年
賦
償
還
の

方
法
に

よ
り
不
動
産
抵
当
貸
付
を
な
す
こ

と
、

年
賦
貸
付
金
の

五
分
の
一

に

相
当
す
る
金
額
に

限
り
、

不
動
産
を
抵
当
と
し
て

五
か
年
以
内
の

定
期
償
還
貸
付
を
な
す
こ

と
、

市
町
村
ま
た
は
法
律
を
も
っ

て

組
織
さ
れ
た
公

共
団
体
に

対
し
て

無
抵
当
貸
付
を
な
す
こ

と
、

な
ど
で

あ
っ

た
。

神
奈
川
県
農
工

銀

行
の

設

立

神
奈
川
県
農
工

銀
行
は
、

一

八
九
八
（
明
治
三

十
一

）
年
五
月
二

十
日
に

開
業
し
た
が
、

そ
の

設
立
経
過
は
、

次
の

と
お
り
で

あ

る
。

（一）
　
一

八
九
六
年
十
一

月
、

神
奈
川
県
知
事
が

神
奈
川
県
農
工
銀
行
設
立
委
員
一

三

名
を
任
命
し
た
。

設
立
委
員
長
に

は

県
書
記
官
李
家
隆
介

が
、

ま
た
幹
事
に
は
浅
野
長
道
が
、

さ
ら
に

常
任
委
員
に
は
永
島
亀
代
司
・

岡
野
欣
之
助
・

梅
原
修
平
が
選
任
さ
れ
た
。
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（二）
　
設
立
委
員
会
は
資
本
金
額
を
四
〇
万
円
と
決
定
し
た
う
え
で
、

定
款
を
定
め
た
。

そ
し
て
、

こ

の

定
款
が

認
可
を

受
け
た

九
六
年
十
二

月

に
、

株
式
の

募
集
を
お
こ

な
っ

た
。

（三）
　
株
式
の

募
集
に

当
た
っ

て

は
、

県
か
ら
各
市
町
村
に

対
し
て
、

人
口
・

土
地
面
積
・

地
価
を
基
準
に

し
て

算
定
し
た
募
集
勧
誘
の

基
準
を
示

し
た
。

こ

の

結
果
、

好
調
裡
に

株
式
の

募
集
を
お
こ

な
う
こ

と
が
で

き
、

株
式
総
数
二

万
株
か
ら
県
引
受
け
分
六
二

四
二

株
を
控
除
し
た
公
募
株
式

一

万
三

七
五

八
株
に

対
し
て
、

約
二

万
八
〇
〇
〇
株
の

応
募
が
あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

設
立
委
員
は
農
工
銀
行
設
立
の

意
図
に

も
と
づ

い

て
、

な
る
べ

く
多
数
の

者
に

株
式
を
配
分
す
る
方
針
を
採
用
し
、

五

株
以
下
の

申
込
み
は
す
べ

て
こ

れ
を
認
め
、

五

株
を
こ

え
る
も
の

に

は

按
分
比
例
に
よ
っ

て

割
り
当
て

た
。

（四）
　
一

八
九
八
年
二

月
に
、

神
奈
川
県
農
工
銀
行
の

創
立
総
会
が
開
か
れ
た
。

翌
三

月
に

設
立
免
許
を
取
得
し
、

五

月
に

第
一

回
の

株
式
払
込
み

が
完
了
し
た
う
え
で
、

前
述
の

よ
う
に

開
業
に
い

た
っ

た
。

（五）
　
設
立
当
初
の

役
員
は
不
明
だ
が
、

第
二

期
営
業
報
告
書
（
一

八
九
八
年
十
二

月
三

十
一

日

）
に

よ
る
と
、

頭
取
に

梅
原
修
平
、

取
締
役
に

岡
野

欣
之
助
・

永
島
亀
代
司
・

原
清
兵
衛
が
就
任
し
て

い

る
。

ま
た
監
査
役
と
し
て
、

原
善
三

郎
・

福
井
直
吉
・

露
木
昌
平
が
名
を
連
ね
、

監
理
官
に
は

神
奈
川
県
書
記
官
李
家
隆
介
（
設
立
委
員
長
）
が
あ
た
り
、

随
時
監
督
し
て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

（六）
　
本
店
は
一

八
九
八
年
十
二

月
末
に

新
築
落
成
し
た
が
、

そ
の

場
所
は
横
浜
市
平
沼
町
三

丁
目
三

十
四
番
地
で

あ
っ

た
。

そ
れ
ま
で
は
、

仮
社

屋
が
他
の

場
所
に

あ
っ

た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

神
奈
川
県
農
工

銀
行

の

経
営
上

の

性

格

ま
ず
は
じ
め
に
、

神
奈
川
県
農
工

銀
行
の

銀
行
資
本
の

構
成
と
資
金
運
用
を
、

同
行
の

貸
借
対
照
表
に

よ
っ

て

分
析
し
て

み
よ
う
。

（一）
　
銀
行
資
本
の

構
成
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神
奈
川
県
農
工
銀
行
の

銀
行
資
本
の

構
成
を
、

五
つ

の

決
算
期
に

つ

い

て

示
し
て

み
る
と
、

表
三
－

六
〇
の

と
お
り
で

あ
る
。

当
時
期

に

お
け
る
銀
行
資
本
に

お
い

て

は
、

株
式
資
本
金
が
中
心
的
な
位
置

を
占
め
て
い

る
。

株
式
資
本
金
四
〇
万
円
の

う
ち
、

当
初
は
二

〇
万

円
の

払
込
み
で

出
発
し
た
同
行
も
、

第
八
期
に

は
全
額
の

払
込
み
を

完
了
し
て
い

る
。

そ
し
て
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
に
い

た
っ

て
、

よ
う
や
く
倍
額
増
資
を
お
こ

な
っ

て

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

そ

れ
ま
で

は
四
〇
万
円
の

株
式
資
本
金
に

農
工

債
券
の

発
行
に

よ
っ

て

得
た
資
金
を
加
え
た
も
の

が
銀
行
資
本
の

主
成
分
と
な
っ

て
い

る
。

こ

の

う
ち
、

農
工

債
券
は
、

表
三
－

六
〇
に

示
さ

れ

て

い

る
よ
う

に
、

第
一

四
期
を
ピ

ー
ク
に

減
少
し
て

お
り
、

代
わ
っ

て
日
本
勧
業

銀
行
代
理
貸
付
基
金
・

年
賦
償
還
貸
付
金
保
証
が
比
較
的
大
き
な
比

重
を
占
め
る
に
い

た
っ

て
い

る
。

一

九
〇
〇
年
の

「
農
工

銀
行
法
」

改
正
に

よ
り
、

一

九
〇
三

年
か
ら
日
本
勧
業
銀
行
の

代
理
貸
付
け
を

お
こ

な
う
こ

と
が
で

き
る
よ
う
に

な
っ

た
の
で
、

農
工

債
券
の

発
行

高
を
減
ら
し
、

勧
業
債
券
の

引
受
け
と
勧
銀
の

代
理
貸
付
け
を
増
加

さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

銀
行
経
営
の

健
全
性
を
は
か
っ

た
も
の

と

表3－60　神奈川県農工銀行の銀行資本の構成
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