


金

）
兌
換
と
な
っ

て
い

た
た
め
、

準
備
金
の

制
約
が
あ
っ

て
、

現
実
に

は
多
額
の

金
券
を
発
行
す
る
に
は
い

た
ら
な
か
っ

た
。

初
期
に

お
い

て

は
ほ

と
ん
ど
流
通
せ
ず
、

そ
の

た
め
東
京
為
替
会
社
の

為
替
札
を
借
り
入
れ
て
い

た
が
、

そ
の

後
、

徐
々

に

流
通
し
は
じ
め
た
。

し
か
し
、

そ
の

金
額
は
わ
ず
か
で
、

た
と
え
ば
明
治
六
年
四
月
に

お
い

て
は
わ
ず
か
二

九
万
四
八
七
二

両
が
流
通
し
た
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

洋
銀

券
と
し
て
は
、

一

〇
〇
ド
ル

・

一

〇
ド
ル

の

二

種
類
が
発
行
さ
れ
た
。

当
時
の

貿
易
通
貨
と
し
て
の

洋
銀
の

相
場
は
、

外
国
商
品
の

輸
出
入
高
に
よ

っ

て

騰
落
し
た
の

で
、

外
国
商
人
が
自
由
に

相
場
を
あ
や
つ

る
こ

と
が
で

き
た
。

そ
こ

で
、

政
府
は
洋
銀
相
場
の

権
利
を
わ
が
国
の

側
に

も
持
た
せ

る
た
め
、

横
浜
為
替
会
社
の

み
に

洋
銀
券
発
行
を
許
可
し
た
。

通
商
司
に

対

し
て

会
社
が
提
出
し
た
洋
銀
券
発
行
の

請
願
書
（
明
治
二

年
十
一

月
）
に
よ
れ

ば
、

洋
銀
券
発
行
の

理
由
と
し
て
は
、

横
浜
商
人
が
外
国
人
の

手
形
を
受
け

取
り
長
く
も
っ

て
い

て

も
、

そ
の

外
国
人
の

帰
国
ま
た
は
不
慮
の

災
難
等
の

出
来
事
に

よ
り
洋
銀
に

引
き
換
え
ら
れ
な
い

も
の

が
あ
り
、

つ

い

に

は
破
産

し
た
も
の

も
あ
る
の

で
、

日

本
側
で

洋
銀
券
を
発
行
し
た
い

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

洋
銀
券
発
行
額
が
ど
の

程
度
か
は
資
料
的
に

明
ら
か
で

な
い

が
、

か
な
り

利
用
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

こ

の

業
務
が
の

ち
の

第
二

国
立
銀
行
に

引

き
継
が
れ
た
こ

と
か
ら
も
、

そ
の

重
要
性
が
う
か
が
え
る
。

資
金
の

運
用
に

お
い

て

最
も
重
要
な
も
の

は
、

貸
付
け
で
あ
っ

た
。

「
為

替
会
社
規
則
」
に

よ
る
と
、

（一）
原
則
と
し
て

担
保
貸
付
（
貸
付
金
額
は
担
保
価
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値
の

七
〇
㌫
ま
で

）
に

限
定
さ
れ
、

二

人
の

保
証
人
を
要
す
る
こ

と
、

（二）
あ
る
種
の

貸
付
け
に
つ

い

て

は
、

と
く
に

担
保
品
が
な
く
と
も
、

頭
取
・

組
合
役
員
等
が
連
名
で

申
し
出
れ
ば
貸
し
付
け
て

よ
い
、

（三）
諸
地
方
か
ら
集
荷
し
た
商
品
を
担
保
と
す
る
貸
付
け
も
証
人
が
い

れ
ば
可
能
で

あ
る
こ

と
、

（四）
貸
付
金
利
息
は
月
一

・

五

㌫
と
す
る
、

な
ど
が
当
時
の

貸
付
け
の

主
要
な
性
格
で
あ
っ

た
。

横
浜
為
替
会
社
の

貸
付
け
の

全
貌
を
理
解
す
る

資
料
は
な
い
。

た
だ
、

為
替
会
社
の

重
要
な
機
能
の

ひ
と
つ

が
太
政
官
札
の

貸
付
け
に

あ
っ

た
こ

と
か
ら
、

あ
る
程
度
の

役
割
を
果
た
し
て

い

た
も

の

と
思
わ
れ
る
。

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
九
月
の

第
二

国
立
銀
行
移
行
の

際
の

「
引
当
貸
之
調
書
」
と

「
貸
金
損
金
高
貸
付
明
細
書
」
に

よ
っ

て

貸
付
け
の

内
容

を
検
討
し
て

み
よ
う
。

ま
ず
担
保
別
で

は
、

四
〇
㌫
が
地
券
地
所
引
当
、

一

九
㌫
が
生
糸
呉
服
類
引
当
、

三

㌫
が
二

分
利
引
当
と
な
っ

て

お
り
、

残

り
は
水
道
会
社
・

商
法
社
貸
付
で

あ
っ

た
。

ま
た
、

貸
付
対
象
は
主
と
し
て

横
浜
商
人
・

地
方
商
人
で

あ
っ

た
。

一

八
七
三

年
九
月
末
の

貸
付
金
損

金
日
込
額
一

八
万
三

八
八
一

円
の

う
ち
、

社
中
分
（
一

四
人

）
は
六
八
㌫
に

当
た
る
一

二

万
三

五
一

五

円
と
な
っ

て
い

る
。

そ
の

引
当
て

は
、

生
糸

・

茶
・

油
等
で

あ
っ

た
こ

と
を
考
え
る
と
、

横
浜
商
人
・

地
方
商
人
の

運
転
資
金
と
し
て

貸
付
額
が
使
用
さ
れ
、

彼
ら
は
横
浜
為
替
会
社
の

媒
介
を
、

経
済
上
の

地
位
上
昇
の
一

手
段
と
し
て
い

た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

こ

の

ほ
か
、

為
替
業
務
も
活
発
で
、

当
時
の

横
浜
を
中
心
と
し
た
商
取
引
の

決
済
機
構
と
し
て

重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。

こ

れ
は
東
京
為
替
会
社

を
は
じ
め
、

新
潟
・

西
京
・

大
阪
・

神
戸
各
為
替
会
社
と
の

間
の
コ

ル

レ

ス

取
引
を
通
じ
て

お
こ

な
わ
れ
た
。

以
上
を
通
じ
て
、

横
浜
為
替
会
社
が
形
式
的
に

も
実
質
的
に

も
き
わ
め
て

不
完
全
な
金
融
機
関
で

あ
っ

た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の

性
格
は
、

預

金
銀
行
と
い

う
よ
り
発
券
銀
行
と
い
っ

た
方
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
金
融
機
関
で

あ
る
。

そ
し
て
、

造
出
し
た
資
金
と
政
府
か
ら
の

借
入
金
を
、

横

浜
商
人
に

貸
し
与
え
る
貸
付
機
関
で

あ
っ

た
と
い

え
る
。

こ

の

よ
う
に
、

横
浜
為
替
会
社
は
他
の

為
替
会
社
と
異
な
り
、

横
浜
商
人
に

と
っ

て

ひ
と
つ

の

存
在
理
由
を
も
っ

た
金
融
機
関
で

あ
っ

た
た
め
、
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前
述
の

よ
う
に
、

他
の

為
替
会
社
が
解
散
し
て
い

く
な
か
で
、

ひ
と
り
第
二

国
立
銀
行
に

そ
の

業
務
を
引
き
継
ぐ
こ

と
と
な
っ

た
。

二

　
第
二

国
立
銀
行

為
替
会
社
が
会
社
組
織
の

不
完
全
性
と
経
営
の

非
近
代
化
に

よ
っ

て

行
き
詰
ま
っ

た
の

ち
、

政
府
は
商
業
金
融
機
関
の

新
し
い

形
態
と
し
て

国
立

銀
行
を
設
立
す
べ

く
、

「
国
立
銀
行
条
例

」（
明
治
五

年
十
一

月

）
を
制
定
し
た
。

こ

の

条
例
に

も
と
づ

い

て

当
初
神
奈
川
県
下
に

設
立
さ
れ
た
の

は
、

横
浜
の

第
二

国
立
銀
行
の

み
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

本
項
で

は
第
二

国
立
銀
行
の

設
立
経
過
と
初
期
の

性
格
に
つ

い

て

述
べ

て

み
よ
う
。

第
二

国
立
銀
行

の

設

立

経

過

「
国
立
銀
行
条
例

」
に
は
、

（一）
資
本
金
（
五

万
円
以
上

）
の

六
割
に

相
当
す
る
政
府
紙
幣
を
政
府
に

上
納
せ

し

め
、

政
府
は
こ

れ
と
引
き
換
え
に

六
分
利
付
金
札
引
換
公
債
証
書
を
下
付
し
、

銀
行
は
こ

の

公
債
証
書
を
さ
ら
に

発
行
紙
幣
の

抵
当
と
し
て

政

府
に

預
け
入
れ
、

同
額
の

銀
行
紙
幣
の

下
付
を
受
け
、

こ

れ
を
営
業
資
金
に

あ
て

る
こ

と
、

（二）
銀
行
は
そ
の

準
備
と
し
て
、

資
本
の
一

〇
分
の

四
に

相
当
す
る
正
貨
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と
、

が
規
定
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、

一

方
で

は
民
間
の

金
融
を
円
滑
に

し
よ
う
と
し
、

他
方
で

は

政
府
発
行
の

不
換
紙
幣
を
銀
行
の

兌
換
紙
幣
に

お
き
か
え
る
こ

と
を
国
立
銀
行
に

期
待
し
た
。

同
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
直
ち
に
、

横
浜
為
替
会
社
は
第
二

国
立
銀
行
へ

改
業
し
た
い

旨
の

願
書
を
提
出
し
た
。

そ
の

な
か
に

は
、

横
浜
港
が
他

の

地
方
と
異
な
り
、

外
国
人
と
の

商
取
引
を
多
く
抱
え
て
い

る
事
情
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。

田
中
平
八
・

増
田
嘉
兵
衛
・

茂
木
惣
兵
衛
・

吉
田
幸
兵

衛
・

金
子
平
兵
衛
・

原
善
三

郎
の

六
名
が
発
起
人
で

あ
る
こ

と
か
ら
、

地
方
出
身
の

横
浜
商
人
が
そ
の

推
進
力
で

あ
っ

た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ

の

願

書
に

対
し
て
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
一

月
に

至
っ

て

よ
う
や
く
許
可
が
お
り
た
が
、

そ

の

後
、

生
糸
暴
落
、

貿
易
不
振
な
ど
が
あ
り
、

実
際
に

資
本
金
が
集
ま
っ

て

設
立
さ
れ
た
の

は
、

一

八
七
四
年
七
月
で

あ
っ

た
。

以
上
の

経
過
を
み
て
、

第
二

国
立
銀
行
が
横
浜
商
人
に

と
っ

て
、

そ
の

商
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