
PDF issue: 2024-10-06

一八九〇年代の日銀信用

TSURUMI, Masayoshi / 靎見, 誠良

(出版者 / Publisher)
法政大学経済学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
経済志林 / The Hosei University Economic Review

(巻 / Volume)
57

(号 / Number)
4

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
63

(発行年 / Year)
1990-02-20
(URL)
https://doi.org/10.15002/00005721



１ 

一
八
九
○
年
代
の
日
本
信
用
機
構
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
堅
固
た
る
像
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
言
で
要
約
す
る
な
ら

ば
、
「
株
式
担
保
金
融
を
軸
に
日
銀
を
頂
点
と
す
る
縦
割
り
の
信
用
機
構
」
と
定
式
化
さ
れ
よ
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で
は
、
日

銀
は
帝
王
の
如
く
強
力
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
余
り
に
強
力
す
ぎ
て
、
こ
れ
ま
で
日
銀
信
用
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
立
ち

入
っ
た
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
通
説
は
、
も
う
一
度
具
体
的
事
実
を
も
っ
て
、
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の

小
論
の
課
題
を
お
く
。
こ
こ
で
は
と
く
に
中
央
銀
行
と
市
場
の
か
か
わ
り
に
重
き
を
お
い
て
、
九
○
年
代
日
銀
の
再
割
引
活
動
を
具
体

は
じ
め
に
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1890年代の日銀信用２

こ
う
し
た
空
白
状
況
の
な
か
で
大
蔵
省
は
、
他
に
先
駆
け
て
、
保
証
品
の
つ
か
な
い
商
業
手
形
の
振
興
策
に
、
舵
を
切
り
か
え
た
。

八
六
年
末
、
銀
行
局
次
長
の
上
床
熈
載
は
、
「
資
本
ノ
運
娠
ヲ
円
滑
」
に
す
る
に
は
、
貸
付
よ
り
手
形
割
引
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
「
融
通
手
形
ヲ
危
険
ナ
リ
ト
調
ツ
テ
併
セ
テ
真
正
手
形
ノ
発
達
ヲ
妨
ク
ル
勿
レ
」
、
要
は
「
円
滑
ヲ
貸
付
中
一
一
求
〆
沈
滞

（
１
）
 

ヲ
割
引
中
一
一
禦
ク
」
こ
と
こ
そ
が
「
今
日
当
業
者
ノ
急
務
ナ
リ
」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

こ
の
大
蔵
省
の
転
換
に
照
応
す
る
よ
う
に
、
民
間
で
は
八
五
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
手
形
割
引
が
急
増
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
日
銀
は
、
八
七
年
下
半
期
、
厳
し
い
貸
出
改
革
を
断
行
す
る
。

八
九
年
（
明
治
二
二
年
）
五
月
、
日
銀
総
裁
富
田
鉄
之
助
は
、
わ
ざ
わ
ざ
銀
行
集
会
所
へ
出
む
き
、
彼
の
政
策
方
針
を
強
い
調
子
で

一
八
八
四
年
の
官
民
挙
げ
て
の
商
品
担
保
付
手
形
割
引
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
は
、
金
融
界
と
く
に
大
蔵
省
・
日
銀
に
大
き
な
衝
撃
を
与

え
た
。
そ
れ
は
、
手
形
割
引
の
移
植
を
め
ぐ
る
漸
進
論
「
保
証
品
付
手
形
か
ら
信
用
商
業
手
形
」
戦
略
に
、
再
検
討
を
強
い
る
こ
と
と

な
っ
た
。
西
欧
流
の
金
融
制
度
の
導
入
を
急
ぐ
松
方
や
渋
沢
ら
官
民
の
指
導
者
は
、
再
び
新
た
な
模
索
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

的
に
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
前
半
で
、
日
銀
が
如
何
に
市
場
へ
架
橋
す
べ
く
調
節
ル
ー
ト
を
開
発
し
て
ゆ
く
か
、
明
治
二
○
年
代
の
金

融
政
策
を
吟
味
す
る
。
こ
れ
ま
で
株
式
担
保
ル
ー
ト
の
糸
光
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
が
、
保
証
品
付
手
形
あ
る
い
は
商
業
手
形
ル
ー
ト
の

意
義
を
強
調
す
る
。
つ
づ
く
後
半
で
、
こ
う
し
て
開
発
さ
れ
た
幾
つ
か
の
調
節
ル
ー
ト
が
、
実
際
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
結
果
浮
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
市
場
に
君
臨
す
る
日
銀
で
は
な
く
、
市
場
に
対
し
接
近
す
べ
く
模

索
を
つ
づ
け
る
日
本
銀
行
像
で
あ
る
。

っ
た
。

第
一
章
一
八
八
九
年
の
金
融
逼
迫
と
商
業
手
形
振
興
策



３ 

説
き
、
早
急
に
商
業
手
形
取
引
を
始
め
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
手
形
流
通
は
「
金
融
上
限
リ
ア
ル
抵
当
貸
借
二
優
ル
」
が
、
い
ま
の
と

こ
ろ
「
借
金
証
文
二
代
用
ス
ル
如
キ
手
形
」
多
く
、
こ
れ
ま
で
発
券
準
備
に
く
ゑ
入
れ
ら
れ
た
商
業
手
形
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
こ
う
し

た
状
況
の
な
か
で
日
銀
と
し
て
は
、
「
不
良
ナ
ル
手
形
ノ
取
引
」
を
な
し
「
不
融
通
ノ
責
ヲ
免
力
レ
ビ
よ
り
は
、
「
寧
口
真
正
確
実
ノ

（
２
）
 

取
引
ヲ
以
テ
金
融
渋
滞
ノ
責
二
甘
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
」
と
、
如
何
に
も
富
田
ら
し
い
苛
烈
な
言
葉
を
吐
い
て
い
る
。
大
蔵
省
が
、
融
通
手

形
を
お
そ
れ
ず
に
信
用
手
形
の
振
興
を
は
か
る
よ
う
、
比
較
的
鷹
揚
な
姿
勢
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
日
銀
は
真
正
手
形
主
義
の
厳
格
な

適
用
を
も
と
め
た
。
富
田
は
八
七
年
末
以
来
、
日
銀
再
割
引
手
形
の
期
限
厳
守
を
中
心
と
す
る
貸
出
改
革
を
断
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
実

需
に
ね
ざ
す
真
正
手
形
を
厳
格
に
求
め
、
そ
の
振
興
を
促
す
こ
と
こ
そ
が
、
長
い
眼
で
染
れ
ば
商
業
手
形
の
育
成
に
つ
な
が
る
と
考
え

し
か
し
商
業
手
形
を
も
と
め
手
形
審
査
を
厳
格
に
す
る
の
と
裏
腹
に
、
日
銀
は
、
商
業
手
形
な
ら
ざ
る
手
形
に
対
し
て
、
担
保
、
保

証
を
も
と
め
て
再
割
引
に
応
じ
た
。

日
銀
総
裁
の
富
田
は
、
さ
き
の
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
五
月
、
横
浜
正
金
銀
行
、
日
本
鉄
道
、
第
十
五
国
立
銀
行
な
ど
政
府
監

督
・
保
護
下
に
あ
る
企
業
株
式
を
、
定
款
に
あ
る
「
政
府
保
証
証
券
」
と
し
て
扱
い
、
日
銀
抵
当
品
に
く
み
入
れ
る
よ
う
、
そ
の
仮
認

（
３
）
 

可
を
当
時
の
蔵
相
松
方
正
義
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
富
田
は
、
「
追
々
事
業
拡
張
致
候
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
は
八
四
年
の

商
品
担
保
金
融
の
崩
壊
後
の
沈
滞
期
に
あ
り
、
企
業
勃
興
金
融
の
支
援
を
直
接
狙
っ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
日
銀
と
し
て
は
、
商
品

に
か
わ
る
新
た
な
動
産
担
保
ル
ー
ト
を
開
い
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
申
請
が
認
可
さ
れ
て
か
ら
五
カ
月
後
、
八
％
利
子
補
給
政
府
保
証
の
条
件
で
日
本
郵
船
が
成
立
、
日
銀
に
対
し
株
式
担
保
品
へ

の
繰
り
入
れ
を
再
々
も
と
め
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
日
銀
重
役
集
会
は
、
日
本
郵
船
の
経
営
状
態
と
株
価
が
良
好
で
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
一
貫
し
て
拒
否
し
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
松
方
の
「
内
論
」
に
対
し
、
さ
す
が
の
富
田
も
そ
れ
以
上
抗
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
八

て
い
た
の
で
あ
る
。



1890年代の日銀信用４

第１図大阪同盟銀行の手形取引金利（日歩）

六
年
一
一
一
月
、
松
方
は
日
本
鉄
道
並
象
の
担
保
価
格
で
受
け
入
れ
る
よ
う
命
じ
た
ｐ
日
銀
は
そ
の
運
用
に
さ
い
し
、
一
一
一
カ
月
以
上
の
廷

（
４
）
 

長
・
書
替
を
認
め
な
い
な
ど
、
三
項
目
の
厳
し
い
条
件
を
付
し
て
応
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
銀
は
、
貸
出
担
保
に
日
本
鉄
道
な
ど
の
民

間
企
業
株
式
を
繰
り
入
れ
る
端
緒
を
開
い
た
が
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
厳
格
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
日
銀
が
真
正
手
形
を
希
求
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
日
銀
の
貸
出
構
成
は
、
割
引
に
お
け
る
保
証
品
付
の
比
率
の
上
昇
、
割
引
よ
り
定
期
賃
へ
の
傾
斜
と
い
う
、
逆
の
方

（
５
）
 

向
へ
む
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
草
創
期
日
本
銀
行
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
厘
毛
）
弱
印
躯
蛆
弱
釦
溺
加
週
、
５

|所金利取弓
最罹最高

７’ 
日銀手形
割引金利

低最

1889年９０９１９２９３９４ 9５ 9６ 

注（１）取引所金利とは，大阪同盟銀行の手形取引日
歩。『銀行通信録』による。

（２）日銀金利は，大阪支店当所割引金利。

き
き
の
、
八
九
年
五
月
銀
行
集
会
所
に
お

け
る
富
田
の
商
業
手
形
勧
奨
策
は
、
八
七
年

末
以
来
の
日
銀
貸
出
改
革
に
よ
っ
て
金
融
が

逼
迫
気
味
の
と
こ
ろ
へ
、
企
業
勃
興
に
と
も

な
う
株
式
担
保
金
融
の
激
増
、
近
い
将
来
金

融
危
機
が
予
想
さ
れ
る
な
か
で
行
な
わ
れ
た

（
第
１
、
２
図
）
。
富
田
は
一
方
で
、
八
九
年

五
月
八
日
か
ら
九
月
三
日
に
か
け
て
連
続
五

回
金
利
を
引
上
げ
つ
つ
、
他
方
、
市
中
に
お

け
る
商
業
手
形
取
引
を
勧
奨
し
、
こ
れ
を
も

と
に
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
実
行
さ
れ
る
機
会

の
な
か
っ
た
日
銀
券
準
備
へ
の
商
業
手
形
の

（
６
）
 

繰
り
入
れ
ル
ー
ト
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、



５ 

駈口’日銀手形削引金利 Ｗ－Ｖ－ 
最低
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多
く
の
も
の
が
、
「
銀
行
は
株
券
〈
持
た
れ
ぬ
も
の
」
、
「
株
券
所
有
者
の
為
め
」
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
日
銀
に
「
危
険
を
踏
ま
し
む

（
７
）
 

る
も
の
」
と
、
商
業
銀
行
主
義
に
ね
ざ
す
反
対
論
が
続
出
、
結
局
陽
の
目
を
見
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
来
阪
し
た
川
田
は
、
次
の
如
き
方
策
を
提
示
し
た
。
大
阪
が
い
ま
苦
し
む
の
は
、
銀
行
が
「
株
式
会
社

の
媒
介
者
と
な
り
」
「
其
資
本
を
固
定
せ
し
め
た
る
」
こ
と
に
よ
る
。
こ
＠
」
と
を
「
将
来
篤
と
」
「
省
慮
す
る
」
な
ら
ば
、
日
銀
は
商

業
手
形
を
貸
出
の
抵
当
に
と
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
年
ま
え
富
田
が
開
陳
し
た
発
券
準
備
へ
の
商
業
手
形
繰
り
入
れ
方
針
を
再
び
提
起
し
、

事
態
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
の
財
界
首
脳
陣
は
、
さ
き
に
商
法
会
議
所
に
お
い
て
日
銀
担
保
株
拡
張
案

が
否
決
さ
れ
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
一
般
的
に
金
融
緩
和
策
を
提
起
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
力
関
係
の
も
と
で
、
川
田
は
二

（
８
）
 

月
初
旬
、
同
盟
銀
行
と
の
間
に
次
の
如
き
合
意
を
む
す
ん
だ
。

Ｕ
日
銀
大
阪
支
店
は
、
大
阪
府
下
国
立
銀
行
に
対
し
「
諸
公
債
を
抵
当
」
と
す
る
借
入
申
請
が
あ
れ
ば
、
「
従
来
の
貸
出
の
制
限
に
拘

②
同
盟
銀
行
に
対
し
て
は
、
「
純
正
な
る
商
業
手
形
」
割
引
の
依
頼
が
あ
れ
ば
応
ず
ろ
。

ま
た
大
阪
の
同
盟
銀
行
は
、
こ
う
し
た
川
田
の
商
業
手
形
主
義
に
そ
っ
て
、
次
の
如
き
相
互
申
合
せ
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
。

⑩
こ
れ
ま
で
取
引
の
あ
る
商
人
に
対
し
て
は
、
公
債
、
商
業
手
形
な
ど
確
実
な
抵
当
が
あ
る
と
き
は
「
勉
め
て
低
利
を
以
て
貸
付

②
現
存
の
諸
会
社
に
対
し
て
は
「
其
の
株
式
を
抵
当
と
し
て
貸
付
」
け
て
「
事
業
を
保
肋
す
る
」
三
」
と
。

③
こ
れ
か
ら
新
設
す
る
会
社
よ
り
は
「
今
後
可
成
現
在
の
会
社
を
保
助
す
べ
し
」
と
。

企
業
勃
興
に
よ
る
金
融
逼
迫
の
高
ま
り
に
対
し
、
八
九
年
二
月
初
旬
、
川
田
は
前
任
の
富
田
の
路
線
を
踏
襲
し
て
、
民
間
に
お
け

る
株
式
担
保
金
融
を
抑
制
し
つ
つ
、
日
銀
と
民
間
が
一
体
と
な
っ
て
商
業
手
形
貸
出
ル
ー
ト
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
乗
り
切
ろ
う
と

は
ら
す
」
応
ず
る
。

ヱ
》
」
》
」
し
」
。



７
 

た
。

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
化
の
た
め
に
、
蔵
相
の
松
方
は
二
月
八
日
、
銀
行
局
長
の
田
尻
稲
次
郎
を
大
阪
に
送
っ
た
。

田
尻
来
阪
の
目
的
は
、
東
京
・
大
阪
間
の
商
取
引
に
お
い
て
商
業
手
形
の
流
通
を
促
し
、
日
銀
が
再
割
引
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
逼

（
９
）
 

迫
し
が
ち
の
大
阪
の
金
融
を
円
滑
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
川
田
が
開
い
た
日
銀
商
業
手
形
割
引
ル
ー
ト
が
充
全
に
機
能
す
る

よ
う
に
、
そ
の
制
度
的
条
件
の
ひ
と
つ
を
整
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
狙
い
が
あ
っ
た
。
具
体
化
に
む
け
て
田
尻
は
、
ま
ず
大
阪
・
神
戸

の
銀
行
家
、
商
人
ら
と
精
力
的
に
意
見
を
交
換
し
、
つ
づ
い
て
帰
京
後
の
年
末
か
ら
翌
年
の
二
月
に
か
け
て
、
東
京
の
銀
行
家
。
商
人

に
自
ら
の
枇
想
を
呈
示
し
、
意
見
を
も
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
甲
信
地
方
に
も
で
か
け
、
生
糸
金
融
に
お
け
る
商
業
手
形
の
導
入
を
訴（
皿
）

田
尻
は
、
帳
簿
取
引
が
非
流
動
的
で
あ
る
の
に
比
べ
、
手
形
取
引
は
流
動
化
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
資
本
を
節
約
し
う
る
と
説
い
た

が
、
当
時
手
形
決
済
を
普
及
す
る
に
は
、
様
々
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
田
尻
と
民
間
の
銀
行
家
・
商
人
と
の
や
り
と
り
の
な
か

か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
。

「広く之を及すへきことに決した」という。、）
第
一
の
障
害
は
、
「
手
形
ヲ
作
ル
モ
ノ
ハ
資
力
簿
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
商
感
覚
に
あ
る
。
田
尻
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
そ
の
「
弊

習
を
一
洗
」
す
る
た
め
に
、
大
阪
の
呉
服
商
仲
間
で
は
、
「
越
後
屋
、
大
丸
、
丸
亀
等
の
大
店
よ
り
手
始
め
に
」
手
形
取
引
を
実
行
し
、

（
肥
）

第
二
の
問
題
は
、
契
約
厳
守
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
大
阪
の
木
綿
商
は
東
京
向
け
の
出
荷
に
さ
い
し
、
為
替
手
形
を
振
出
す
が
、
仕

払
人
が
手
形
引
受
に
応
ぜ
ず
、
ま
た
割
引
銀
行
も
仕
払
人
に
応
じ
て
期
限
を
猶
予
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
全
体
の
半
ば
を
占
め
て

い
た
と
い
う
。
ま
た
契
約
数
量
以
上
の
荷
物
を
送
り
「
注
文
外
の
手
形
を
発
行
す
る
」
こ
と
も
多
党
あ
っ
た
。
大
阪
の
問
屋
た
ち
は
、

（
皿
）

東
京
の
荷
受
人
と
の
間
に
「
為
換
手
形
取
引
上
の
約
束
を
締
結
し
」
「
相
互
に
確
守
履
行
す
る
」
こ
と
が
、
傘
←
ず
必
要
で
あ
る
と
訴
え

え
て
い
る
。
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以
上
の
応
答
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
商
業
手
形
普
及
を
は
ば
む
も
の
と
し
て
、
信
用
そ
の
の
も
の
不
安
定
さ
が
そ
の
基
底
に
横
た
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
信
用
の
不
安
定
さ
は
、
ど
こ
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
面
で
、
社
会
秩
序
が
ま
だ
不
安

定
さ
を
残
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
「
信
用
」
概
念
の
伝
統
と
革
新
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
伝
統
的
な
問

屋
を
軸
と
す
る
委
託
販
売
の
慣
行
の
も
と
で
は
、
決
済
時
期
、
数
量
、
価
格
を
送
荷
時
点
で
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
暖
昧
の
ま

ま
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
細
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
全
て
腹
に
の
ゑ
こ
む
と
こ
ろ
に
、
伝
統
的
な
「
信
用
」
概
念
の
核
心
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
事
前
に
条
件
を
定
め
、
厳
格
に
「
契
約
」
の
履
行
を
も
と
め
る
近
代
的
な
意
味
で
の
「
信
用
」
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

（
邸
）

問
題
点
の
第
三
は
、
「
手
形
の
期
限
の
短
い
」
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
東
京
・
大
阪
間
の
手
形
は
「
七
日
か
九
日
」
払
い
が
多
く
、
着

荷
し
な
い
う
ち
に
決
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
銀
行
に
対
し
て
「
期
限
が
厳
し
く
」
「
究
屈
で
あ
る
」
と
い
う
不
満
が
あ
る
の
も
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。
西
欧
な
ゑ
に
一
一
一
カ
月
払
い
に
、
序
々
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
四
に
、
手
形
取
引
普
及
の
た
め
に
は
、
商
工
業
者
「
相
互
ノ
信
用
ヲ
厚
ク
ス
ル
」
こ
と
が
不
可
欠
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
商
人

（
皿
）

達
が
、
株
や
土
地
家
屋
な
ど
の
身
代
を
銀
行
に
委
ね
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
。
田
尻
の
意
図
は
、
財
産
を
銀
行
に
預
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
銀
行
に
情
報
を
集
中
さ
せ
、
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理
を
介
し
、
手
形
リ
ス
ク
を
軽
減
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

（
Ⅲ
）
 

東
京
の
い
く
つ
か
の
商
業
組
合
が
提
出
し
た
意
見
書
は
、
一
歩
進
ん
で
、
「
根
抵
山
『
」
に
よ
る
金
融
方
式
を
主
張
し
て
い
た
。

五
番
目
の
問
題
点
は
、
田
尻
が
提
起
し
た
為
替
手
形
日
銀
再
割
引
の
便
宜
を
、
東
京
・
大
阪
間
以
外
に
も
及
ぼ
す
こ
と
。
大
阪
の
舶

来
物
品
商
は
、
横
浜
外
国
商
人
へ
の
支
払
を
「
即
金
正
貨
」
で
行
っ
て
い
る
か
ら
、
田
尻
提
案
の
便
益
は
大
き
い
。
し
か
し
大
阪
の
舶

来
品
商
や
呉
服
商
は
、
京
浜
か
ら
は
荷
物
を
引
き
取
る
ば
か
り
で
、
出
荷
は
中
国
、
四
国
、
九
州
向
け
が
多
い
。
現
在
の
大
阪
の
金
融

逼
迫
も
、
東
京
と
の
関
係
よ
り
も
「
寧
ろ
西
国
地
方
と
の
関
係
」
が
大
き
い
と
し
て
、
田
尻
案
を
日
銀
の
地
方
代
理
店
に
ま
で
ひ
ろ
げ

（
脳
）

》
ｏ
よ
う
求
め
た
。



９ 

え
商
業
手
形
の
導
入
は
、
単
に
制
度
技
術
上
の
問
題
で
は
な
く
、
「
契
約
」
概
念
の
導
入
と
い
う
社
会
慣
習
上
の
変
革
に
関
わ
る
問
題
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
き
に
み
た
、
八
七
年
末
の
貸
出
期
限
の
厳
守
を
中
心
と
す
る
日
銀
の
貸
出
改
革
は
、
こ
う
し
た
岩
盤
に
亀
裂

を
入
れ
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
上
床
熈
峨
（
大
蔵
省
銀
行
局
次
長
）
「
銀
行
者
ノ
注
意
」
『
銀
行
通
信
録
』
第
一
○
号
、
一
八
八
六
年
一
二
月
。

（
２
）
「
富
田
日
本
銀
行
総
裁
演
説
筆
記
」
（
東
京
銀
行
集
会
所
臨
時
集
会
、
一
八
八
九
年
五
月
二
十
五
日
）
同
誌
第
四
二
号
、
一
八
八
九
年
五
月
。

富
田
の
勧
奨
を
う
け
て
、
東
京
銀
行
集
会
所
は
翌
六
月
八
日
、
童
だ
っ
た
商
人
十
数
人
を
招
き
、
商
業
手
形
決
済
の
具
体
策
を
検
討
さ
せ
て
い

る
。
現
金
取
引
の
旧
憤
を
変
え
る
の
は
む
ず
か
し
い
こ
と
、
た
だ
米
、
酒
、
唐
糸
、
洋
反
物
で
は
手
形
取
引
が
便
利
で
あ
る
こ
と
、
銀
行
は
低

利
剖
引
す
べ
き
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。
概
し
て
商
人
達
は
及
び
腰
で
、
や
や
お
ざ
な
り
で
あ
っ
た
ｑ
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
六
巻
一
八
○

（
３
）
「
本
行
抵
当
品
柧
墹
加
ノ
件
」
（
爾
田
副
総
裁
、
四
月
一
一
一
日
）
並
び
に
「
指
令
」
（
松
方
大
蔵
卿
、
五
月
一
三
日
）
日
本
銀
行
『
秘
書
室
瓢

受
史
料
（
松
尾
総
裁
関
係
史
料
）
営
業
二
（
目
明
治
一
八
年
至
二
一
一
一
年
）
』
五
六
、
五
九
項
。

（
４
）
「
日
本
郵
船
株
本
行
抵
当
品
一
一
差
加
ノ
件
」
（
一
八
八
六
年
一
一
月
二
○
日
）
「
取
扱
方
」
（
一
二
月
六
日
）
同
史
料
『
営
業
二
』
九
七
、
九

八
項
。
但
露
三
項
と
は
以
下
の
と
お
り
。
側
三
ヶ
月
の
ほ
か
延
期
濁
替
を
認
め
な
い
。
②
他
人
所
有
の
も
の
は
認
め
な
い
。
③
国
庫
金
や
コ
ル

レ
ス
な
ど
一
切
の
根
抵
当
と
し
な
い
。

（
５
）
『
日
本
銀
行
百
年
史
』
第
一
巻
、
一
一
一
四
七
－
三
五
五
瓦
、
参
照
。

（
６
）
「
富
田
日
本
銀
行
総
裁
演
説
筆
記
」
『
銀
行
通
信
銀
』
第
四
二
号
、
一
八
八
九
年
五
月
。

（
７
）
大
阪
商
法
会
議
所
「
本
会
記
事
」
二
八
八
九
年
九
月
一
四
日
）
『
月
次
報
告
』
第
一
五
号
、
一
八
八
九
年
二
月
。

（
８
）
「
川
田
日
本
銀
行
総
裁
と
大
阪
同
盟
銀
行
」
、
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
四
九
五
号
、
一
八
八
九
年
二
月
九
日
、
な
ら
び
に
「
金
融
調
和
策
」

『
月
次
報
告
』
（
大
阪
商
法
会
議
所
）
第
一
六
号
一
八
八
九
年
一
二
月
、
を
参
照
。

（
９
）
こ
の
目
的
、
経
過
に
つ
い
て
は
、
松
方
大
蔵
大
臣
宛
、
田
尻
稲
次
郎
「
復
命
番
」
『
松
方
文
書
』
第
四
三
冊
を
参
照
。

（
、
）
田
尻
の
大
阪
、
東
京
で
の
演
説
の
詳
細
は
、
「
田
尻
銀
行
局
長
演
説
の
大
旨
」
（
大
阪
商
法
会
議
所
一
八
八
九
年
一
一
月
一
三
日
）
『
月
次
報

告
』
第
一
七
号
、
一
八
九
○
年
一
月
、
な
ら
び
に
「
田
尻
稲
次
郎
局
長
談
話
筆
記
」
（
東
京
銀
行
染
会
所
一
八
九
○
年
二
月
四
日
）
『
手
形
取
引

ｌ
一
八
一
頁
）
。
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（
１
）
 

一
八
八
七
年
（
明
治
二
○
年
）
夏
を
ざ
か
い
に
、
金
利
低
下
は
底
を
う
ち
、
金
利
上
昇
期
に
入
っ
た
。
と
／
、
に
八
七
年
末
以
降
は
、

企
業
勃
興
の
た
め
の
資
金
需
要
の
た
か
ま
り
と
日
銀
貸
出
整
理
・
貸
出
改
革
が
あ
い
ま
っ
て
、
金
融
は
引
き
締
り
、
季
節
変
動
を
と
も

な
い
な
が
ら
も
、
市
中
金
利
は
高
水
準
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
う
け
て
、
八
九
年
初
春
に
は
、
企
業
勃
興
を
支
え
て
き
た
さ
し

も
の
株
式
市
場
も
ピ
ー
ク
に
達
し
、
以
降
株
価
は
徐
危
で
あ
る
が
低
落
を
開
始
す
る
。
企
業
勃
興
ブ
ー
ム
の
反
動
が
始
ま
る
。
し
か
し

八
四
年
金
融
危
機
の
と
き
に
比
べ
、
八
九
、
九
○
年
の
金
利
上
昇
は
マ
イ
ル
ド
で
あ
っ
た
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
（
前
掲
第
１
、
２
図
）
。

同
し
て
、
幸

否
に
あ
る
。 ノ
義
付
取
調
書
類
』
（
商
工
図
書
館
所
蔵
）
収
録
を
参
照
。

（
巴
前
掲
田
尻
「
復
命
醤
」
『
松
方
文
掛
』
第
四
三
冊
。

（
辺
）
大
阪
商
法
会
議
所
「
商
業
手
形
の
事
」
『
月
次
報
告
』
第
一
七
号
、
一
八
九
○
年
一
月
。

（
咽
）
前
掲
「
田
尻
稲
次
郎
局
長
談
話
筆
記
」
『
手
形
取
引
ノ
義
付
取
調
書
類
』
収
録
。

（
Ｍ
）
『
東
京
商
工
会
を
外
諸
向
往
復
文
掛
』
第
四
号
に
お
さ
め
ら
れ
た
、
田
尻
演
説
に
対
す
る
諸
問
屋
組
合
意
見
集
に
よ
る
Ｓ
渋
沢
栄
一
伝
記

資
料
』
第
一
九
巻
、
三
七
九
’
一
一
一
八
八
頁
）
。
根
抵
当
方
式
に
つ
い
て
は
、
藤
田
金
之
助
（
油
問
屋
）
、
東
京
肥
料
問
屋
、
日
本
橋
四
日
市
組
魚

市
場
、
東
京
鰹
節
問
屋
組
合
が
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
も
の
と
し
て
、
翁
婆
生
「
融
通
貸
の
方
法
を
実
行
す
可
し
」
『
東
京
経
済
雑

誌
』
第
四
○
四
号
、
一
八
八
七
年
二
月
四
日
、
が
あ
る
。

（
嘔
）
前
掲
大
阪
商
法
会
議
所
「
商
業
手
形
の
事
」
『
月
次
報
告
』
第
一
七
号
、
一
八
九
○
年
一
月
。

八
八
九
年
、
迫
り
く
る
資
金
逼
迫
高
ま
り
の
な
か
で
、
日
本
銀
行
は
徒
手
空
拳
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
大
蔵
省
と
日
銀
は
共

て
、
市
場
へ
の
接
触
ル
ー
ト
と
し
て
商
業
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
を
開
く
一
」
と
で
、
事
態
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
。
問
題
は
そ
の
成

第
二
章
一
八
九
○
年
金
融
危
機
と
日
銀
株
式
担
保
再
割
引
の
導
入
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(
1
)
日
本
銀
行
『
半
季
報
告
材
料
書
類
』
（
各
季
）
よ
り
作
成
。

(
2
)
担
保
ｏ
ｒ
保
証
は
日
銀
保
管
品
の
価
額
で
，
そ
れ
に
掛
目
を
か
け
た
も
の
が
，
実
際
の
貸
出
額
。

(
3
)
1
8
9
0
年
東
京
本
店
の
商
品
保
証
5
,
2
8
7
は
推
定
。
推
定
方
法
は
後
掲
第
５
表
の
注
（
２
）
を
象
よ
･

［詞



1890年代の日銀信用１２

帥
（
百
万
円
）
印

Ｏ
ｕ
 

０
 

０
 

０
 

０
 

銀
は
、
八
八
年
九
月
一
一
五
日
、
大

４
 

３
 

２
 

１
 

蔵
省
に
対
し
当
座
預
金
七
百
万
円
を
臨
時
に
預
け
入
れ
る
よ
う
強
く
懇
請
し
、
一
」
の
援
助
に
よ
っ
て
辛
じ
て
息
を
つ
い
た
。
し
か
し
九

○
年
に
入
っ
て
株
価
下
落
の
ペ
ー
ス
が
徐
々
に
速
ま
る
に
つ
れ
、
危
機
は
一
触
即
発
の
も
の
と
な
っ
た
。
八
九
年
央
以
来
、
民
間
の
株

（
３
）
 

式
担
保
貸
出
は
「
頓
一
一
杜
絶
」
し
、
ま
た
銀
行
は
増
担
保
を
要
求
し
、
そ
れ
が
ま
た
株
価
の
一
層
の
下
落
を
呼
ぶ
と
い
う
悪
循
環
に
陥

り
つ
つ
あ
っ
た
。
日
銀
は
こ
う
し
た
袋
小
路
を
打
破
す
べ
く
、
一
一
月
二
六
日
、
制
限
外
発
行
の
認
可
を
急
遅
と
り
、
発
行
準
備
へ
の
商

業
手
形
繰
り
入
れ
を
三
九
五
万
円
に
拡
大
す
る
措
置
を
と
っ
た
。
制
限
外
発
行
は
一
時
五
○
万
円
（
一
一
一
月
一
一
一
日
）
に
達
し
た
。
し
か
し

日
銀
の
割
引
残
高
は
、
担
保
付
割
引
制
度
が
発
足
す
る
五
月
以
前
の
段
階
で
は
、
大
き
く
伸
び
る
》
」
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
民
間
に

商
業
手
形
振
興
を
促
し
つ
つ
、
商
業
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
を
開
発
す
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
泥
縄
の
感
を
否
め
な
か
っ
た
。
株
価

し
か
し
富
田
。
川
田
が
主
張
し
た
発
行
準
備
へ
の
商
業
手
形
の
繰
り
入
れ
は
、
八
九
年
一
二
月
に
な
っ
て
漸
く
行
わ
れ
、

は
一
○
○
万
円
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
銀
の
再
割
引
高
が
大
き
く
拡
大
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

｛麺》・口ⅢⅡ》、■鮒いい● 

1886 8７ 8８ 8９ 9０ 

し
か
も
そ
れ

「毎月末日免換銀行券保証準備

有商」『銀行営業報告』各年次版
より作成。



1３ 

の
全
面
崩
壊
に
も
と
ず
く
後
向
き
の
資
金
需
要
に
対
し
て
、
商
業
手
形
割
引
ル
ー
ト
の
拡
充
策
で
は
、
効
果
を
発
揮
し
え
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
九
○
年
三
月
『
東
京
経
済
雑
誌
』
は
、
民
間
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
日
銀
貸
出
抵
当
範
囲
の

拡
大
に
言
及
し
、
公
益
色
の
強
い
鉄
道
株
の
繰
り
入
れ
を
提
起
し
、
事
態
は
こ
こ
に
新
し
い
展
開
を
象
せ
る
。

三
月
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
増
加
し
つ
づ
け
て
き
た
正
貨
準
備
が
、
一
転
減
少
を
は
じ
め
た
。
ま
た
、
日
銀
に
対
す
る
政
府
預
金
の

預
け
入
れ
は
千
百
万
円
に
お
よ
び
、
そ
の
返
済
は
三
月
末
日
に
迫
っ
て
い
た
。
日
銀
は
、
横
浜
正
金
依
頼
再
割
引
手
形
に
よ
る
銀
貨
受

入
証
七
七
○
万
円
と
、
日
銀
が
ロ
ン
ド
ン
に
保
有
す
る
為
替
手
形
六
○
万
円
を
も
と
に
振
出
手
形
を
振
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
辛
ろ
う
じ

（
４
）
 

て
こ
の
窮
地
を
し
の
い
だ
。
こ
う
し
た
危
機
一
発
の
状
況
の
な
か
で
四
月
初
旬
、
今
度
は
金
融
「
救
済
」
の
た
め
に
蔵
相
松
方
が
直
と

釆
阪
し
、
九
日
に
は
そ
の
具
体
策
を
め
ぐ
っ
て
東
京
の
渋
沢
・
安
田
ら
に
来
阪
を
要
請
、
こ
こ
に
か
の
有
名
な
「
大
阪
会
議
」
が
招
集

さ
れ
た
。
会
議
に
先
だ
っ
て
、
東
京
と
大
阪
の
両
地
で
急
ぎ
戦
略
会
議
が
開
か
れ
、
各
を
対
策
が
協
議
が
さ
れ
た
が
、
双
方
に
大
き
な

大
阪
で
は
四
月
七
日
、
大
阪
同
盟
銀
行
集
会
所
、
つ
づ
く
四
月
一
三
日
、
大
阪
商
法
会
議
所
に
お
い
て
「
救
済
方
法
」
を
め
ぐ
っ
て

（
５
）
 

議
論
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
狭
陰
で
あ
っ
た
日
銀
の
貸
付
抵
当
を
「
国
立
銀
行
、
鉄
道
会
社
及
商
工
業
会
社
の
内
、
日
本
銀
行
一
一
於
テ

（
６
）
 

確
実
卜
認
メ
ラ
ル
ベ
キ
銀
行
、
会
社
ノ
株
式
」
に
ま
で
拡
充
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
商
法
会
議
所
で
は
前
年
の
九
月
に
、

こ
の
方
針
を
否
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
盟
銀
行
の
強
い
要
請
に
促
さ
れ
て
で
あ
ろ
う
、
総
会
を
開
く
こ
と
な
く
常
慨
委
員
会
の

判
断
で
、
松
方
・
川
田
両
首
脳
に
「
上
申
」
を
手
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。

（
７
）
 

一
方
、
東
一
昂
で
は
一
一
日
、
銀
行
集
会
所
に
お
い
て
凡
次
の
如
き
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

Ⅲ
同
盟
銀
行
は
「
各
自
日
本
銀
行
二
対
ス
ル
取
引
ノ
限
額
ニ
ョ
リ
担
保
品
ヲ
納
置
Ｚ
、
②
「
当
座
貸
借
ノ
手
続
」
に
よ
り
、
③
「
実

際
ノ
運
用
一
一
十
分
カ
ヲ
致
サ
シ
メ
」
「
余
裕
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
日
本
銀
行
へ
預
金
」
と
な
す
、
四
抵
当
と
し
て
「
九
州
、
山
陽
、
北
海
道

さ
れ
た
。
会
議
に
牛

違
い
が
み
ら
れ
た
。



1890年代の日銀信用１４

こ
う
し
て
四
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
、
松
方
蔵
相
、
川
田
総
裁
そ
れ
に
渋
沢
栄
一
、
安
田
善
次
郎
ら
東
京
側
代
表
と
田
中

（
９
）
 

市
丘
〈
術
、
松
本
童
太
郎
ら
大
阪
側
代
表
が
大
阪
に
会
し
、
救
済
策
を
め
ぐ
り
激
し
い
つ
ば
ぜ
り
あ
い
の
交
渉
を
展
開
し
た
。
彼
等
の
あ

い
だ
に
は
、
事
態
を
打
開
す
る
に
は
、
も
は
や
商
業
手
形
割
引
ル
ー
ト
で
は
不
充
分
で
、
株
式
担
保
金
融
ル
ー
ト
を
開
く
ほ
か
は
な
い

と
い
う
共
通
の
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
問
題
は
そ
の
方
法
に
あ
っ
た
。
争
点
は
以
下
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
。

山
一
定
額
の
特
別
融
資
を
保
証
す
る
か
否
か
。
②
日
銀
貸
出
抵
当
株
式
の
範
囲
を
拡
大
す
る
か
、
あ
る
い
は
株
式
を
根
抵
当
と
す
る

当
座
貸
借
方
式
と
い
う
新
し
い
資
金
ル
ー
ト
を
設
け
る
か
。
③
株
式
担
保
品
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
ひ
ろ
げ
る
か
。

大
阪
側
は
、
日
銀
貸
出
抵
当
株
式
の
範
囲
を
大
幅
に
拡
張
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
大
蔵
省
が
大
阪
同
盟
銀
行
に
三
カ
年
五
○
○
万

炭
鉱
ノ
ー
一
一
鉄
道
会
社
株
券
」
を
あ
て
る
。
⑤
会
議
の
状
況
に
よ
っ
て
は
「
甲
武
、
水
戸
、
両
毛
等
」
の
三
鉄
道
株
を
追
加
す
る
。

そ
れ
は
、
鉄
道
株
を
根
抵
当
と
す
る
日
銀
当
座
貸
借
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
一
時
的
な
救
済
策
と
は

異
な
る
。
田
尻
の
商
業
手
形
流
通
勧
奨
策
に
対
し
て
、
幾
つ
か
の
問
屋
組
合
が
提
起
し
た
根
抵
当
金
融
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
か
し
、
体

系
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
渋
沢
の
力
が
大
き
く
働
い
て
い
る
。
渋
沢
は
、
今
度
の
金
融
逼
迫
は
「
国
力
増
進
の
途
端
に
起

れ
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
「
自
重
忍
耐
」
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
通
貨
増
発
に
よ
る
救
済
な
ど
の
「
急
激
な
る
救
済
策
は
百
害
あ
り
て

一
利
な
し
」
と
糸
、
「
姑
息
な
る
手
段
を
避
け
」
、
「
根
本
に
著
目
」
し
た
改
革
を
櫛
想
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
榊
想
の
意
義
は
、
商
業

手
形
決
済
に
か
え
て
小
切
手
決
済
に
重
き
を
お
い
た
金
融
シ
ス
テ
ム
を
、
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
八
四
年
の
保
証
品
付

手
形
割
引
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
後
、
渋
沢
は
、
手
形
取
引
の
現
状
に
つ
い
て
「
皮
相
を
見
て
深
く
其
内
状
を
察
せ
ざ
る
」
と
深
く
慨
嘆
し

（
８
）
 

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
商
業
手
形
決
済
に
対
す
る
暗
婚
た
る
兇
透
し
が
、
手
形
か
ら
小
切
手
へ
の
亜
心
移
動
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ

る
。
日
銀
と
同
盟
銀
行
の
間
に
、
商
業
手
形
に
か
え
て
当
座
預
金
・
貸
越
に
よ
る
弾
力
的
な
決
済
・
融
資
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
、

る
。
日
銀
と
同
盟
銀
行
の
”

こ
こ
に
そ
の
核
心
が
あ
る
。
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円
の
特
別
融
資
を
供
与
す
る
よ
う
求
め
た
、
と
い
う
。
株
式
担
保
品
の
範
囲
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
鉄
道
な
ど
四
品
の
ほ
か
に
、
九
州

鉄
道
、
大
阪
商
船
な
ど
西
日
本
を
地
盤
と
す
る
二
一
会
社
の
株
を
追
加
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
松
方
は
、
財
政
上
の
理
由

か
ら
五
○
○
万
円
特
別
融
通
を
拒
否
し
、
焦
点
は
日
銀
貸
出
方
式
へ
移
っ
た
。
渋
沢
は
、
大
阪
側
の
大
規
模
な
救
済
要
求
に
強
く
異
を

唱
え
、
広
範
囲
に
及
ぶ
日
銀
貸
出
抵
当
範
囲
の
拡
大
に
か
え
て
、
株
式
を
根
抵
当
と
す
る
当
座
貸
借
と
い
う
限
定
的
な
方
式
を
共
同
し

て
推
す
よ
う
、
ね
ば
り
強
く
大
阪
側
を
説
得
し
た
。
そ
こ
に
は
東
西
両
市
場
に
お
け
る
資
金
逼
迫
の
強
弱
、
切
迫
感
の
違
い
が
現
わ
れ

一
一
一
月
以
降
、
大
阪
の
金
融
逼
迫
が
や
や
緩
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
（
第
１
図
）
、
大
阪
側
は
譲
歩
を
か
さ
ね
、
股
終
的
に
は
、
東
京
側
の

主
張
す
る
根
抵
当
Ⅱ
当
座
賛
越
方
式
に
歩
調
を
あ
わ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
根
抵
当
と
す
る
株
を
ど
こ
ま
で
ひ
ろ
げ
る
か
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
遂
に
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
東
西
共
通
の
銘
柄
は
、
九
州
。
山
陽
、
北
炭
の
一
一
一
鉄
道
株
で
あ
り
、
東
京
側
は
そ

れ
に
水
戸
、
甲
武
、
両
毛
を
加
え
た
六
鉄
道
銘
柄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
大
阪
側
は
さ
ら
に
大
阪
・
阪
堺
、
関
西
の
三
鉄
道
株
と
大

阪
・
天
満
・
平
野
の
一
一
一
紡
級
株
、
そ
れ
に
大
阪
商
船
、
大
阪
倉
庫
、
硫
酸
製
造
の
計
九
銘
柄
を
加
え
た
一
二
銘
柄
に
及
ん
だ
。

民
間
側
が
渋
沢
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
、
株
式
を
根
抵
当
と
す
る
当
座
貸
越
ル
ー
ト
を
開
く
よ
う
一
致
し
て
求
め
た
の
に
対

し
、
金
融
当
局
、
松
方
と
川
田
は
、
自
分
の
「
権
限
ニ
テ
確
定
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
」
と
即
答
を
避
け
た
。
こ
の
構
想
が
、
株
式
金
融
を
禁

止
し
た
日
本
銀
行
定
款
第
一
一
一
一
条
に
触
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
松
方
は
帰
京
す
る
や
四
月
一
一
六
日
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
閣
議
案
を
提
出

（
⑩
）
 

し
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⑩
日
銀
が
、
株
式
を
担
保
と
す
る
約
束
手
形
割
引
を
開
始
す
る
。
②
担
保
株
は
「
例
へ
〈
鉄
道
会
社
ノ
如
キ
モ
ノ
」
と
す
る
。
③
担

保
価
格
は
株
金
払
込
高
を
超
過
し
な
い
か
、
時
価
の
半
額
以
内
と
す
る
。
四
日
銀
の
株
抵
当
貸
出
は
「
条
例
二
違
背
ス
と
が
、
法
を

改
め
傷
つ
け
る
よ
り
、
担
保
付
の
「
融
通
手
形
」
を
用
い
る
方
が
よ
い
。
⑤
「
動
産
抵
当
銀
行
ヲ
起
シ
」
そ
こ
へ
切
り
か
え
る
べ
し
。

て
い
る
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
閣
議
案
が
、
民
間
が
一
致
し
て
主
張
し
た
根
抵
当
Ⅱ
当
座
貸
越
方
式
で
は
な
く
、
大
阪
会
議
で
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
株
式
担
保
手
形
割
引
方
式
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
ど
こ
で
切
り
か
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
月
八
日
、
日

（
ｕ
）
 

銀
総
裁
川
田
が
こ
の
件
に
関
し
松
方
蔵
相
に
正
式
「
上
申
し
」
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
株
券
ヲ
担
保
ロ
叩
ト
シ
テ
割
引
ヲ
拡
張
シ
、
且

シ
之
レ
ヲ
根
抵
当
ト
シ
テ
応
分
ノ
貸
越
ヲ
許
ル
シ
」
と
か
二
本
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
上
申
に
対
し
松
方
は
、
そ
の
ま
ま
承
認
し

て
い
る
が
、
同
時
に
次
の
如
き
「
指
令
」
を
下
し
て
い
る
。
「
同
盟
銀
行
一
般
二
予
定
シ
テ
当
座
ノ
取
引
ヲ
為
ス
７
〈
詮
議
二
及
上
難

（
⑫
）
 

シ
」
「
但
シ
各
行
ノ
請
求
ニ
依
り
日
本
銀
行
ノ
都
合
ヲ
以
テ
之
二
応
ス
ル
ハ
妨
ケ
ナ
シ
」
と
。
つ
ま
り
当
座
貸
越
で
あ
る
と
、
日
銀
は

限
度
額
ま
で
受
動
的
に
貸
出
に
応
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
手
形
割
引
で
あ
れ
ば
、
日
銀
は
自
主
性
を
発
揮
し
う
る
。
こ
の
救

済
は
あ
く
ま
で
も
過
渡
的
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
日
銀
は
こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
保
持
し
て
お
く
こ
と
、
こ
こ
に
松
方

が
当
座
賛
越
方
式
を
忌
避
し
た
根
拠
が
あ
る
。

五
月
二
二
日
、
日
銀
は
株
式
を
担
保
と
す
る
手
形
再
割
引
制
度
を
開
始
し
、
財
界
救
済
の
途
を
開
い
た
。
そ
れ
は
、
五
年
前
富
田
総

裁
が
政
府
監
督
下
に
あ
る
企
業
株
式
を
「
政
府
保
証
証
券
」
と
し
て
貸
出
抵
当
品
に
繰
承
入
れ
た
仮
措
置
を
公
然
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
公
然
化
に
あ
た
っ
て
、
割
引
適
格
担
保
品
は
、
公
債
、
日
本
郵
船
、
東
京
海
上
保
険
の
ほ
か
二
鉄
道
株
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
選

定
に
は
強
い
指
向
性
が
働
い
て
い
る
。

第
一
に
、
こ
れ
ま
で
割
引
保
証
・
貸
出
抵
当
品
枠
に
あ
っ
た
横
浜
正
金
、
第
十
五
な
ど
の
銀
行
株
が
、
こ
こ
で
は
対
象
外
に
お
か
れ

た
。
第
二
に
、
大
阪
財
界
の
強
い
要
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紡
績
株
あ
る
い
は
大
阪
商
船
な
ど
の
非
鉄
道
株
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ

た
。
第
三
に
、
こ
れ
に
比
し
鉄
道
株
に
対
し
て
は
柔
軟
で
、
東
京
・
大
阪
双
方
の
要
望
を
い
れ
た
う
え
、
さ
ら
に
讃
岐
鉄
道
株
が
採
用

（
皿
）

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鉄
道
は
、
「
帝
国
背
髄
幹
線
国
家
必
須
ノ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
愛
え
に
そ
れ
ら
の
株
は
準
国
債
と
し
て
扱

わ
れ
、
日
銀
適
格
担
保
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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大
阪
会
議
以
降
と
ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
施
策
は
、
前
年
二
月
以
来
、
田
尻
稲
次
郎
が
精
力
的
に
模
索
し
て
き
た
東
京
・

大
阪
間
商
業
手
形
流
通
構
想
の
具
体
化
で
あ
る
。
田
尻
提
案
以
来
七
ヵ
月
後
の
六
月
一
三
日
、
日
銀
は
東
京
・
大
阪
間
の
為
替
・
荷
為

（
Ⅲ
）
 

替
手
形
を
東
西
両
店
で
割
引
・
買
入
を
行
う
よ
う
、
そ
の
実
施
要
領
を
定
め
実
施
に
移
し
た
。
そ
の
狙
い
は
、
日
銀
信
用
が
介
在
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
と
大
阪
両
地
に
お
け
る
資
金
需
給
の
不
均
衡
を
な
ら
し
、
あ
わ
せ
て
商
業
手
形
の
振
興
を
は
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
方
法
は
、
九
一
年
五
月
に
岐
阜
・
和
歌
山
、
九
五
年
四
月
に
は
京
都
の
各
出
張
所
と
東
京
本
店
の
間
で
実
行
さ

れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
措
置
に
よ
っ
て
、
東
京
・
大
阪
両
金
融
市
場
の
あ
い
だ
に
残
っ
て
い
た
分
断
性
は
、
ほ
ぼ
解
消
さ

れ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
の
商
人
た
ち
が
強
く
望
ん
だ
大
阪
と
西
南
各
地
と
の
間
で
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ

の
間
の
分
断
性
の
解
消
は
、
一
八
九
三
年
の
日
銀
西
部
支
店
開
設
以
降
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
如
く
、
九
○
年
の
金
融
危
機
の
中
で
日
銀
は
、
鉄
道
株
担
保
と
商
業
手
形
の
二
つ
の
再
割
引
ル
ー
ト
を
開
い
た
。
九
○
年
五

月
一
七
日
に
は
、
こ
れ
ら
信
用
供
与
が
発
券
上
の
条
件
か
ら
規
制
を
う
け
な
い
よ
う
に
、
日
銀
保
証
準
備
発
行
限
度
を
七
千
万
円
よ
り

（
咽
）

八
五
○
○
万
円
へ
引
上
げ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
と
き
日
銀
は
、
そ
れ
ま
で
貸
付
金
利
よ
り
割
測
で
あ
っ
た
再
割
引
金
利
を
割
安
に
し
、

再
割
引
の
振
興
を
行
な
っ
た
（
第
５
図
参
照
）
。
そ
れ
で
は
こ
の
二
つ
の
再
剖
引
ル
ー
ト
は
、
金
融
危
機
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果

大
阪
商
法
会
議
所
は
、
九
○
年
六
月
現
在
、
大
阪
府
下
で
所
有
さ
れ
て
い
る
鉄
道
株
（
九
州
、
山
陽
、
大
阪
、
坂
堺
四
社
）
を
一
二

万
七
千
株
、
担
保
価
額
で
二
四
一
一
一
万
円
と
概
算
し
て
い
る
。
そ
れ
に
奈
良
・
兵
庫
県
（
九
州
ロ
山
陽
・
坂
堺
鉄
道
株
）
分
を
加
え
る
と
、

一
一
一
一
四
万
円
に
達
す
る
。
こ
の
と
き
大
阪
府
下
の
銀
行
に
あ
る
担
保
株
は
、
非
鉄
道
株
も
含
め
て
一
二
○
万
円
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち

（
嘔
）

の
八
○
％
を
国
立
銀
行
、
残
る
二
○
％
を
私
立
銀
行
が
も
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
日
銀
大
阪
支
店
の
株
式
担
保
割
引
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
第
２
表
に
掲
げ
た
（
当
時
大
阪
支
店
の
定
期

を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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第２表1890年における日銀本支店再割引担保の構成

九州鉄道

山陽〃

大阪〃

坂堺”

北炭〃

讃岐〃

関西〃

日本〃

両毛〃

水戸〃

甲武〃

日本郵船

横浜正金

東京海上

１
１
３
０
９
６
 

１
７
２
 

３
 

２
３
２
 

０
３
０
８
３
３
９
６
２
 

３
６
０
８
４
１
６
２
 

４
８
５
 

２
８
６
３
１
 

５
７
２
３
０
 

３
１
 

９
 

9,165 

24,620 

４，４５５ 

０ 

５８０ 

７１０ 

16,994 

55,345 

10,004 

８７６ 

１，４００ 

５９３ 

１，３１４ 

３００ 

４０ 

14,675 

14,953 

７３０ 

３３ 

３７，５２４ 

肥
、
印
沁
釦
、

１
４
１
２
３
７
 

７，８５０ 

６，７２８ 

４，２７４ 

６，７５５ 

8,260 

12,836 100 

３３ 

1０４７９ 

２３３ 

8６ 8６ 

計 849 2.167 3,729139,530188,5781114,704 

1）日本銀行『半季報告材料書類』（第一六，一七回）より作成。

2）担保以外に保証品も含む。ただし保証品株は，１２月末東京本店で，2,184株，
９２千円にすぎない。

貸
付
と
当
座
賛
越
は
、
微
々
た
る
も
の
で
あ

っ
た
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
九
○
年
六
月
末

の
段
階
で
は
、
株
式
担
保
割
引
は
八
五
万
円

で
、
そ
の
全
て
が
鉄
道
株
か
ら
な
り
、
そ
の

九
五
％
が
、
山
陽
、
大
阪
、
九
州
の
三
鉄
道

株
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
の
後
一
二
月
末
に

は
、
日
本
郵
船
、
横
浜
正
金
銀
行
あ
る
い
は

日
本
・
両
毛
鉄
道
な
ど
が
加
わ
り
、
銘
柄
は

や
や
多
様
化
し
た
が
、
さ
き
の
三
鉄
道
株
が

相
変
ら
ず
全
体
の
八
三
％
を
占
め
て
い
る
。

山
陽
鉄
道
株
の
大
阪
府
下
在
高
六
万
四
千
株

弱
の
実
に
八
七
％
、
大
阪
鉄
道
二
万
三
千
株

の
四
四
％
、
九
州
鉄
道
株
の
場
合
は
、
総
株

（
咽
）

の
四
分
の
一
が
大
阪
府
下
に
あ
る
と
ふ
て
、

そ
の
四
五
％
が
、
日
銀
大
阪
支
店
に
割
引
担

保
と
し
て
流
れ
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

九
○
年
末
、
日
銀
大
阪
支
店
の
株
式
担
保

再
割
引
残
高
は
、
二
一
七
万
円
に
達
し
た
。
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第４図株式担保再割引制度の

創設と株価変動

引
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。

る
鉄
道
株
を
吸
収
し
た
こ
と
に
な
る
。
日
銀
の
株
式
担
保
再
割
引
制
度
の
導
入
は
、
単
に
現
状
を
救
済
し
た
だ
け
で
な
く
、
民
間
に
お

（
Ⅳ
）
 

け
る
株
式
担
保
割
引
を
促
し
、
貸
出
市
場
の
あ
り
よ
う
に
バ
イ
ア
ス
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
銀
東
京
本
店
の
株
式
担
保
割
引
残
高
は
三
七
○
万
円
に
お
よ
び
、
金
融
危
機
の
中
心
地
と
も
い
う
べ
き
大
阪
支
店
よ
り
遙

か
に
大
き
い
。
し
か
し
、
東
京
の
資
金
カ
ー
銀
行
資
本
金
が
大
阪
の
実
に
五
倍
も
あ
っ
た
た
め
に
、
東
京
の
市
中
金
利
は
大
阪
ほ
ど
激

し
く
上
昇
し
て
い
な
い
（
前
掲
第
１
、
２
図
）
。
東
京
本
店
の
場
合
に
は
、
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
と
日
本
郵
船
の
二
株
が
際
だ
っ
て
多
く
、

全
体
の
四
六
％
を
占
め
る
。
つ
づ
い
て
日
本
、
甲
武
、
水
戸
の
三
鉄
道
が
多
い
。
ま
た
関
西
系
の
九
州
、
関
西
の
両
鉄
道
株
に
対
し
て

大
阪
支
店
を
上
回
る
貸
出
を
し
て
お
り
、
東
西
雨
店
あ
わ
せ
る
と
日
銀
は
、
九
州
、
関
西
両
鉄
道
と
も
総
株
の
二
割
弱
を
担
保
と
し
て

ゲー、

}ｑ 
、－－

日鉄

100 

9０ 

8０ 

7０ 

6０ 

鐘紡

5０ 

4０ 

3０ 

2０ 

10 

北炭
0 

９８９ 1888 9０ 9１ 

1）『銀行通信録』毎月褐iliiの証券

価格表より作成。

2）鐘紡，山陽鉄道，九州鉄道，北

海道炭鉱鉄道は途中から掲載。

さ
き
に
染
た
よ
う
に
六

月
末
大
阪
府
下
の
銀
行

が
か
か
え
る
担
保
株
は
、

鉄
道
株
以
外
も
ふ
く
め

一
○
二
万
円
で
あ
っ
た

と
い
う
。
日
銀
は
こ
の

府
下
担
保
株
の
多
く
を

吸
収
し
た
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
以
外
に
新
た

に
一
○
○
万
円
を
超
え
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鉄
道
株
を
介
し
た
こ
う
し
た
日
銀
に
よ
る
信
用
供
与
は
、
一
方
で
適
格
担
保
株
の
価
格
の
低
下
を
直
接
阻
止
す
る
。
他
方
、
そ
れ
を

所
有
す
る
株
主
の
金
繰
り
を
緩
め
る
こ
と
で
適
格
外
株
式
の
供
給
を
抑
え
、
間
接
的
に
株
価
の
下
落
を
阻
止
す
る
と
い
う
効
果
を
及
ぼ

す
。
こ
の
直
接
効
果
の
際
だ
っ
た
例
を
、
北
炭
と
鐘
紡
の
株
価
の
対
照
的
な
軌
跡
に
承
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
４
図
）
。
日
銀
信
用
の

恩
恵
を
最
も
享
受
し
た
北
炭
の
株
価
は
、
九
○
年
中
一
途
上
昇
を
つ
づ
け
、
他
方
、
適
格
担
保
と
な
ら
な
か
っ
た
鐘
紡
株
は
、
逆
に
五

○
円
か
ら
二
二
円
、
さ
ら
に
一
五
円
へ
と
止
め
ど
も
な
く
低
落
を
つ
づ
け
た
。
北
炭
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
株
価
が
上
昇
す
る
の
は
特

異
で
あ
る
が
、
日
本
・
九
州
・
山
陽
鉄
道
な
ど
適
格
担
保
株
は
、
鐘
紡
に
ふ
る
連
続
的
な
急
落
に
比
べ
や
や
緩
や
か
で
あ
る
。
日
銀
株

式
担
保
割
引
の
出
動
は
、
鉄
道
株
を
中
心
と
す
る
適
格
株
の
価
格
急
落
に
一
時
歯
止
め
を
か
け
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
非
適
格
株

を
含
む
株
価
の
全
般
低
落
は
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
独
り
担
保
品
の
承
大
に
融
通
を
得
て
共
以
外
の
も
の
は
為
め
に
信
用
な
き

（
肥
）

も
の
Ｌ
如
く
な
り
」
と
い
う
極
端
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
た
。
と
は
い
え
、
矛
盾
の
中
心
点
へ
の
信
用
供
与
に
よ
っ
て
、
市
中
金
融

は
円
滑
化
し
、
、
ハ
ニ
ッ
ク
の
総
発
は
防
が
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
金
融
危
機
に
対
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
日
銀
施
策
で
あ
る
商
業
手
形
割
引
ル
ー
ト
は
、
株
式
担
保
割
引
の
陰
に
あ
っ
て
め
だ
た

な
い
が
、
一
段
と
拡
充
を
み
、
切
迫
す
る
流
通
信
用
の
円
滑
化
に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
第
３
図
に
象
た
よ
う
に
、
九
○
年
八
、

九
月
に
か
け
て
、
日
銀
発
行
準
備
繰
り
入
れ
商
業
手
形
は
急
増
し
、
一
○
月
に
は
一
、
五
一
五
万
円
に
達
し
、
公
債
証
書
を
抜
き
、
同

時
期
新
た
に
保
証
準
備
に
繰
糸
入
れ
ら
れ
た
政
府
紙
幣
に
つ
ぐ
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
六
月
に
開
始
し
た
東
西
間
為
替
手
形

の
割
引
・
買
入
が
、
九
○
年
中
ど
れ
ほ
ど
の
実
績
を
示
し
た
か
確
認
で
き
な
い
が
、
九
○
年
日
銀
大
阪
支
店
が
割
引
い
た
東
京
払
為
替

（
⑬
）
 

手
形
は
、
六
月
末
の
一
七
枚
一
五
万
円
か
ら
一
一
一
月
末
に
は
三
九
○
枚
五
一
一
一
四
万
円
に
急
増
し
て
い
る
。
こ
れ
が
東
京
・
大
阪
間
の
資

金
交
流
、
需
給
均
等
化
に
大
き
な
効
果
を
も
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
、
通
説
が
強
調
す
る
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
、
な
ら
び
に
商
業
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
の
二
つ
の
ル
ー
ト
を
介
す
る
日
銀
信
用
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鏑
一
に
、
株
式
に
由
来
す
る
資
金
需
要
に
対
す
る
株
式
担
保
貸
出
、
第
二
に
、
商
品
流
通
に
ね
ざ
す
厳
密
な
意
味
で
の
商
業
手
形
割

引
、
第
三
に
、
商
陥
流
通
に
も
と
づ
き
な
が
ら
厳
格
な
意
味
で
商
業
手
形
で
は
な
い
、
保
証
品
（
商
品
）
付
手
形
割
引
の
三
つ
の
ル
ー

ト
で
あ
る
。
金
融
市
場
と
の
間
に
、
こ
う
し
た
三
つ
の
介
入
ル
ー
ト
を
榊
築
し
え
た
と
き
、
日
本
銀
行
は
漸
く
暗
中
模
索
の
不
安
定
な

草
創
期
を
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。

の
供
与
に
よ
っ
て
、
大
阪
の
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
金
利
は
、
急
落
を
つ
づ
け
た
。
と
こ
ろ
が
九
○
年
秋
に
入
る
や
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

恐
慌
の
勃
発
、
銀
政
簾
の
あ
お
り
を
う
け
て
生
糸
輸
出
が
停
滞
、
横
浜
の
在
荷
が
急
増
し
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
余
裕
の
あ
っ
た
東
京
金

融
市
場
が
緊
迫
す
る
と
い
う
新
た
な
状
況
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
危
機
に
対
し
、
日
銀
は
九
月
以
降
、
生
糸
を
保
証
品
と
す
る

（
、
）

貸
出
ル
ー
ト
を
介
し
、
「
殊
更
二
貸
出
ノ
門
一
円
ヲ
拡
張
」
す
る
方
策
を
と
っ
た
。
東
京
本
店
に
お
け
る
生
糸
を
保
証
品
と
す
る
割
引
残

尚
は
、
八
九
年
下
期
末
、
九
○
年
上
期
末
に
百
万
円
の
水
準
か
ら
九
○
年
下
期
末
に
は
五
百
万
円
へ
と
激
増
し
て
い
る
（
後
掲
三
九
頁

第
５
表
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
金
利
の
暴
騰
、
ひ
い
て
は
株
価
下
落
の
加
速
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
ふ
る
な
ら
ば
、
大
蔵
省
・
日
銀
当
局
は
、
八
○
年
の
激
し
い
金
融
危
機
に
対
し
、
様
☆
た
資
金
ル
ー
ト
を
開
発
し
な
が
ら
、

市
中
に
巨
額
の
流
動
性
を
供
給
す
る
こ
と
で
、
激
し
い
金
融
．
ハ
ー
ー
ヅ
ク
の
勃
発
を
防
い
だ
と
言
え
よ
う
。
さ
き
の
八
四
年
金
融
危
機
の

さ
い
突
然
日
銀
貸
出
を
閉
め
、
流
動
性
の
供
給
ル
ー
ト
を
断
っ
た
こ
と
が
、
如
何
に
金
利
の
暴
騰
を
招
い
た
か
、
そ
の
撤
を
踏
む
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
日
銀
が
市
中
金
融
市
場
と
漸
く
、
以
下
の
如
き
三
つ
の
接
触
ル
ー
ト
を
も
つ
に
至
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

（
１
）
一
八
九
○
年
金
融
恐
慌
の
原
因
、
な
ら
び
に
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
長
岡
新
吉
『
明
治
恐
慌
史
序
説
』
Ｃ
九
七
一
年
）
、
高
村
直
助
『
日

本
資
本
主
義
史
論
』
Ｃ
九
八
○
年
）
を
象
よ
・
金
融
逼
迫
の
原
因
は
、
八
七
年
来
の
企
業
勃
興
に
よ
る
株
式
払
込
の
急
増
に
あ
る
が
、
株
式

企
業
勃
興
を
も
た
ら
し
た
遠
因
と
し
て
、
八
六
年
二
月
の
整
理
公
債
に
よ
る
五
％
低
利
誘
導
策
も
考
慮
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。



1890年代の日銀信用２２

（
３
）
大
蔵
省
『
銀
行
局
第
一
二
次
報
告
』
一
八
九
九
年
、
五
九
頁
。

（
４
）
一
八
八
九
年
九
月
二
五
日
、
九
○
年
一
月
一
七
日
、
二
月
一
九
日
、
一
一
一
月
一
九
日
「
大
蔵
大
臣
へ
内
申
案
」
日
本
銀
行
『
秘
書
室
譲
受
史
料

（
松
尾
総
裁
関
係
史
料
等
）
営
業
一
一
』
一
一
一
一
四
、
一
一
一
一
八
、
一
四
○
、
一
四
五
項
。

（
５
）
大
阪
商
法
会
議
所
「
金
融
円
滑
ヲ
図
ル
儀
二
付
上
申
」
Ｃ
八
九
○
年
四
月
一
七
日
付
）
『
大
阪
経
済
史
料
架
成
』
（
大
阪
商
エ
会
議
所
）
第

一
一
巻
、
七
八
一
’
七
八
四
頁
、
詳
し
く
は
大
阪
商
法
会
議
所
『
月
次
報
告
』
第
二
○
、
二
一
号
、
一
八
九
○
年
四
、
五
月
、
を
参
照
。
な
ら
び

に
大
阪
同
盟
銀
行
集
会
所
「
金
融
逼
迫
救
済
策
二
付
上
申
ノ
顛
末
」
『
銀
行
報
告
誌
』
第
五
号
、
一
八
九
○
年
五
月
。

（
６
）
大
阪
銀
行
集
会
所
「
録
事
」
（
一
八
九
○
年
四
月
一
一
日
臨
時
集
会
）
『
銀
行
通
信
録
』
第
五
三
号
、
一
八
九
○
年
四
月
。

（
７
）
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
五
巻
、
二
一
○
’
一
一
一
一
頁
、
お
よ
び
同
溌
第
一
九
巻
、
四
二
六
’
四
二
七
頁
。

（
８
）
渋
沢
栄
一
「
船
田
三
郎
氏
洋
行
送
詞
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
一
八
八
七
年
三
月
一
○
日
。

（
９
）
以
下
「
大
阪
会
議
」
の
経
過
は
、
東
京
銀
行
染
会
所
「
録
事
」
Ｃ
八
九
○
年
五
月
一
五
日
、
定
式
架
会
）
『
銀
行
通
信
録
』
第
五
四
号
、
一

八
九
○
年
五
月
・
な
ら
び
に
大
阪
同
盟
銀
行
集
会
所
「
金
融
逼
迫
救
済
策
二
付
上
申
ノ
顛
末
」
『
銀
行
報
告
誌
』
第
五
号
、
一
八
九
○
年
五
月
。

（
、
）
「
日
本
銀
行
二
於
テ
約
束
手
形
割
引
ノ
件
閣
議
案
伺
」
（
一
八
九
○
年
四
月
一
一
六
日
）
『
松
尾
家
文
書
』
第
八
一
一
冊
。
付
菱
に
よ
れ
ば
、
こ
の

閣
識
案
は
四
月
一
一
九
日
上
提
さ
れ
、
二
、
一
一
一
の
大
臣
の
検
印
が
す
ん
だ
あ
と
「
是
〈
別
段
閣
議
ヲ
要
七
〆
当
大
臣
限
り
執
行
相
成
り
可
然
」
と

（
２
）
こ
の
時
期
、
日
銀
は
不
渡
り
を
お
そ
れ
、
商
業
手
形
再
割
引
に
さ
い
し
て
も
、
商
品
な
ど
の
保
証
品
を
要
求
し
た
ｓ
日
本
銀
行
百
年
史
』

第
一
巻
、
一
一
一
五
○
頁
）
・
こ
れ
に
対
し
、
一
八
九
○
年
五
月
以
降
の
株
式
担
保
再
割
引
は
、
株
式
を
担
保
と
し
て
融
通
手
形
の
再
割
引
を
認
め

（
ｕ
）
「
株
券
ヲ
担
保
品
ト
シ
テ
剖
引
拡
張
ノ
件
」
（
松
方
宛
川
田
、
五
月
四
日
）
「
日
本
銀
行
指
令
案
」
『
松
尾
家
文
書
』
第
八
二
冊
。

（
、
）
東
京
銀
行
集
会
所
「
録
事
」
二
八
九
○
年
五
月
一
五
日
、
定
式
集
会
）
『
銀
行
通
信
録
』
第
五
四
号
、
一
八
九
○
年
五
月
。

（
皿
）
「
山
陽
鉄
道
会
社
特
別
保
護
金
二
関
ス
ル
意
見
（
一
ビ
（
松
方
大
蔵
大
臣
か
ら
黒
田
清
隆
総
理
大
臣
宛
、
一
八
八
九
年
二
月
一
○
日
）
『
松
方

伯
財
政
論
策
集
』
合
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
五
五
五
頁
所
収
）
。

（
Ｍ
）
『
日
本
銀
行
沿
革
史
』
第
一
集
第
二
巻
、
一
七
四
－
一
八
二
頁
。

（
過
）
「
免
換
券
条
例
改
正
に
付
き
大
蔵
大
臣
の
意
見
」
大
阪
商
法
会
議
所
『
月
次
報
告
』
第
二
二
号
、
一
八
九
○
年
六
月
。

第
一
巻
、
三
五
（

た
も
の
で
あ
る
。

な
っ
た
。
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金
融
が
緩
み
は
じ
め
た
九
一
年
春
、
一
一
一
月
二
日
、
日
銀
は
早
速
「
金
融
市
場
ノ
整
理
」
の
一
環
と
し
て
、
金
利
を
二
厘
引
上
げ
、
同

（
１
）
 

時
に
「
担
保
口
中
ヲ
以
テ
其
融
通
ヲ
請
求
ス
ル
モ
轍
ク
承
諾
セ
サ
ル
」
態
度
を
と
っ
た
。
こ
う
し
た
九
一
年
春
の
日
銀
に
よ
る
金
融
市
場

九
○
年
の
金
融
危
機
の
な
か
で
日
銀
は
、
漸
く
金
融
市
場
と
の
あ
い
だ
に
、
金
融
調
節
の
た
め
の
ル
ー
ト
、
調
節
手
段
を
見
出
し
つ

つ
あ
っ
た
。
忠
づ
ま
る
危
機
の
な
か
で
、
、
ハ
ニ
ッ
ク
を
防
止
す
る
う
え
で
、
肢
も
効
果
が
あ
っ
た
の
は
、
株
式
担
保
割
引
ル
ー
ト
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ル
ー
ト
は
、
一
時
的
な
危
機
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
早
晩
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
に
あ

っ
た
。
も
し
そ
れ
が
日
銀
に
と
っ
て
、
単
な
る
一
時
の
救
済
策
に
す
ぎ
ず
、
他
の
調
整
ル
ー
ト
（
た
と
え
ば
商
業
手
形
）
に
代
替
し
う

る
も
の
な
ら
ば
、
短
期
で
終
る
で
あ
ろ
う
。
株
式
担
保
か
商
業
手
形
か
、
真
正
手
形
主
義
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
後
の
展
開
を
次
に
見
て

お
こ
う
。

（
咽
）
大
阪
商
法
会
議
所
細
『
不
蛾
凱
ノ
源
因
井
二
救
済
紫
』
Ｃ
八
九
○
年
七
月
八
日
）
四
七
’
四
九
頁
（
商
工
図
書
館
蔵
）
。

（
Ⅳ
）
た
と
え
ば
第
十
五
国
立
銀
行
は
、
翌
九
一
年
八
月
に
北
炭
、
水
戸
、
両
毛
の
三
鉄
道
株
を
貸
出
担
保
品
に
追
加
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
担

保
品
で
確
認
で
き
た
も
の
は
、
日
銀
、
日
鉄
、
東
京
海
上
、
横
浜
正
金
株
の
な
ら
び
に
東
京
市
憤
で
あ
る
『
日
本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九

一
年
八
月
、
九
二
年
二
月
、
八
月
）
。

（
嘔
）
大
阪
商
法
会
議
所
「
本
会
記
事
」
（
一
八
九
○
年
六
月
一
七
日
、
臨
時
総
会
）
『
月
次
報
告
』
第
二
二
号
、
一
八
九
○
年
六
月
。
こ
こ
で
、
日

銀
担
保
品
拡
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
株
価
低
落
、
金
融
逼
迫
が
と
ま
ら
な
い
の
は
何
故
か
、
議
長
よ
り
提
起
さ
れ
、
一
方
で
、
日
銀
が
担
保
品

を
一
方
的
に
設
定
す
る
こ
と
の
ひ
ず
ゑ
が
強
調
さ
れ
、
同
盟
銀
行
が
自
主
的
に
適
格
担
保
師
を
設
定
す
る
「
地
担
保
品
」
方
式
が
議
論
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
ひ
ず
ふ
が
、
以
降
大
阪
商
法
会
議
所
を
し
て
日
銀
担
保
品
の
拡
充
を
主
張
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。

（
、
）
「
明
治
二
三
年
下
半
季
大
阪
支
店
割
引
表
」
『
日
本
銀
行
半
季
報
告
材
料
醤
類
』
（
一
八
九
○
年
下
季
）
。

（
卯
）
『
日
本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九
○
年
一
二
月
。

第
三
章
一
八
九
一
年
以
降
の
金
融
市
場
整
理
と
日
本
銀
行
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第５図日銀束〕;(・大阪両店金利

整
理
は
、
何
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
条
例
違
反
を
お
か
し
て
ま
で
九
○
年
臨
時
の
方
策
と
し
て
行
わ
れ
た
、
株
式
担
保
再
割
引

の
整
理
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
月
一
一
一
日
、
当
時
筆
頭
雷
記
で
あ
っ
た
山
木
達
雄
は
、
総
裁
川
田
小
一
郎
の
意
を
う
け
て
、
東
京
交
換
所
メ
ン
バ
ー
一
○
行
に
対
し

（
２
）
 

て
、
組
〈
ロ
銀
行
が
一
丸
と
な
っ
て
金
融
市
場
整
理
に
あ
た
る
よ
う
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
金
利
引
上
げ
は
、
市
中
企

（
通
）
２
１
０
１
２

利
と
の
差
を
縮
め
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
世

４
２
 

２
２
 

（
厘
毛
）

2０ 

８
６
４
 

…
！
）
》
：
宮
－
．
１
－
ノ
ー
’
１
－
０
Ｚ
ｉ
－
ノ
『
ノ
ー
Ｊ
Ｃ
Ｊ
７

１
１
１
 

１
 

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
き
の
第
２
図
に
よ
っ
て
も
、
一
」
の

わ
よ
う
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
金
利
引
上
げ
は
、
市
中
金

利
と
の
差
を
縮
め
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
世

集１
 

間
普
通
ノ
利
子
ト
ノ
間
二
笹
シ
キ
懸
隔
ヲ
生
ス
ル
〈
金
融
伸

妬
第
ｊ
 

縮
ノ
逆
ヲ
健
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
ガ
為
〆
二
太
ダ
面
白
カ
ラ
サ

狐
越

ル
」
と
。
そ
れ
ゆ
え
山
木
は
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
市
中
の
銀

沿

３
行

行
が
日
銀
に
追
随
し
て
金
利
を
上
げ
な
い
よ
う
求
め
て
い

り
銀本

る
。
市
中
の
金
融
が
再
び
逼
迫
し
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を

日

蛇
ｒ

払
い
つ
つ
、
日
銀
の
金
融
調
整
力
を
回
復
す
る
と
こ
ろ
に
、

ｊ
 

節
１
鯛

そ
の
狙
い
が
あ
っ
た
。

勺
其並

と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
金
利
引
上
げ
は
、
東
京

０
況

勺
慨
脚
本
店
で
行
わ
れ
た
だ
け
で
、
九
○
年
金
融
危
機
の
震
央
と
も

椥
錨
聯
い
う
べ
き
大
阪
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
奇
妙
な
こ

８
般
ょ

８
一
巻
と
に
、
こ
の
東
京
で
の
金
利
引
上
げ
は
、
わ
ず
か
一
一
ヶ
月
し

旧
ｒ
２第
か
つ
づ
か
ず
、
五
月
六
日
に
は
旧
の
水
準
六
・
九
五
％
へ
戻

｢llLn 「

'1吋」 貸付金利一割引金利
(右目盛）
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と
き
の
東
京
で
の
金
利
引
上
げ
は
、
如
何
に
も
異
常
に
写
る
。

第
一
に
、
東
京
本
店
だ
け
が
金
利
を
引
上
げ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
５
図
か
ら
、
そ
れ
が
日
銀
東
西
両
店
の
金
利
格
差
縮
小

（
３
）
 

の
一
コ
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
大
阪
の
財
界
が
こ
れ
ま
で
執
勧
に
批
判
し
て
き
た
よ
う
に
、
何
故
か
日
銀
金
利
は
、
東
一
昂
に
比
べ

大
阪
の
方
が
常
に
商
か
つ
た
。
九
一
年
三
月
の
東
京
で
の
引
上
げ
は
、
こ
う
し
た
関
係
を
一
時
逆
転
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
、

東
西
両
店
の
金
利
差
は
縮
小
し
、
九
四
年
七
月
末
の
格
差
完
全
解
消
に
連
ら
な
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
八
六
、
七
年
以

降
、
日
銀
東
京
本
店
金
利
は
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
金
利
を
恒
常
的
に
下
回
る
「
低
金
利
」
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
九
一
年
三
月
の
一
一
厘
引

上
げ
は
、
こ
う
し
た
「
低
金
利
」
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
の
第
１
、
２
図
に
よ
っ
て
、
東
西
両
都
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
パ
ン
ク
金
利
と
日
銀
金
利
の
関
係
を
追
っ
て
み
よ
う
。
大
阪
で
は

八
九
年
以
降
、
日
銀
の
金
利
は
、
ほ
ぼ
イ
ン
タ
ー
バ
ソ
ク
金
利
に
沿
っ
て
動
い
て
い
る
。
九
一
年
三
月
の
時
点
で
日
銀
が
金
利
を
引
上

げ
る
状
況
に
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
東
京
で
は
、
一
貫
し
て
日
銀
金
利
は
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
ク
金
利
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
山
本
達

雄
が
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
九
一
年
三
月
の
金
利
引
上
げ
は
、
こ
う
し
た
Ⅱ
銀
東
京
本
店
の
「
低
金
利
」
を
幾
分
で
も
修
正
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
日
銀
東
京
本
店
の
「
低
金
利
」
は
生
糸
金
融
優
遇
錐
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
日
銀
の
狙
い
は
、

九
○
年
に
開
か
れ
た
株
式
担
保
金
融
一
般
の
盤
理
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
九
○
年
秋
、
生
糸
在
荷
の
急
増
に
対
し
生
糸
向
け
金
融
を
大

幅
に
緩
め
た
が
、
そ
の
整
理
に
重
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
何
故
大
阪
で
金
利
が
引
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

三
月
、
日
銀
の
整
理
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
、
つ
づ
く
四
月
こ
ろ
よ
り
生
糸
輸
出
が
復
調
し
は
じ
め
た
こ
と
、
金
禄
公
債
四

三
八
万
円
が
償
還
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
融
は
緩
象
は
じ
め
、
こ
れ
を
機
に
日
銀
は
、
五
月
初
旬
金
利
を
引
上
げ
、
旧
に
戻
し
た
。

の
か
、
合
点
が
ゆ
く
。
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九
○
年
末
に
八
七
五
万
円
あ
っ
た
東
京
本
店
再
割
引
残
高
は
、
翌
年
の
四
月
末
に
は
四
九
九
万
円
へ
と
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

大
阪
支
店
で
は
、
一
一
一
七
五
万
円
か
ら
一
一
二
四
万
円
へ
減
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
株
式
を
担
保
と
す
る
再
割
引
は
、
九
○
年
か
ら
九

（
４
）
 

一
年
に
か
け
て
東
西
両
店
と
も
増
準
え
こ
そ
す
れ
減
り
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
生
糸
を
保
証
と
す
る
再
割
引
は
、
逆
に
、
九
○
年
末
の

五
百
万
円
（
一
二
、
五
○
○
梱
）
か
ら
九
一
年
六
月
末
に
は
僅
か
一
万
円
（
一
一
一
○
○
梱
弱
）
へ
と
激
減
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

九
一
年
春
の
金
融
市
場
の
整
理
が
、
株
式
担
保
再
割
引
の
整
理
・
解
消
を
め
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
大
に
ふ
く
ら
ん
だ
生

糸
救
済
金
融
の
回
収
に
、
そ
の
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
問
題
は
む
し
ろ
、
市
中
金
利
と
の
格
差
縮
小
を
め
ざ
し
た
金
利
引
上
げ
が
、
こ
れ
ま
で
の
生
糸
金
融
優
遇
の
た
め
の
「
低

金
利
」
政
策
を
覆
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
の
点
に
移
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
残
念
な
こ
と
に
、
九
四
年
の
東
京
交
換
所
改

革
の
一
蹴
と
し
て
手
形
取
引
所
は
解
消
し
、
そ
の
結
果
、
東
京
の
取
引
所
イ
ソ
タ
し
〈
ソ
ク
金
利
は
、
一
一
一
月
以
来
姿
を
消
す
。
し
か
し

そ
の
後
も
イ
ソ
タ
ー
パ
ソ
ク
取
引
は
個
別
的
に
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
伝
え
ら
れ
た
九
一
年
六
月
の
イ
ン
タ
ー
．
ハ
ン

ク
気
配
金
利
は
、
日
歩
一
一
銭
で
あ
り
、
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
金
利
よ
り
僅
か
一
一
厘
商
い
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
き
の
第
５
図
に
ふ

る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
日
銀
金
利
に
お
け
る
東
京
と
大
阪
の
差
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
・
七
五
％
以
上
か
ら
一
％
以
内
へ
と
半
減
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
推
し
て
、
生
糸
金
融
優
遇
を
目
的
と
す
る
「
低
金
利
」
の
程
度
は
、
か
な
り
縮
小
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

九
一
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
、
金
融
緩
慢
化
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
や
、
日
銀
は
金
融
市
場
と
の
関
係
に
お
い
て
、
新
た
な
問
題
に

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
株
式
担
保
再
割
引
廃
止
の
動
き
で
あ
る
。

久
次
米
銀
行
の
破
綻
、
第
一
、
三
井
両
行
の
預
金
取
付
け
な
ど
金
融
不
安
が
収
ま
っ
た
九
二
年
二
月
、
豊
川
良
平
（
第
百
十
九
）
、

（
５
）
 

小
泉
信
吉
（
横
浜
正
金
）
、
池
田
謙
三
（
第
百
）
ら
は
、
日
銀
「
鉄
道
株
券
担
保
価
格
廃
止
」
を
う
ち
だ
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
金
融

緩
慢
下
、
日
銀
借
入
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
日
銀
が
、
あ
る
と
き
は
そ
の
ル
ー
ト
を
開
き
、
あ
る
と
き
は
閉
め
、
一
定
し



2７ 

な
い
。
今
の
よ
う
に
自
由
に
融
通
を
う
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
他
に
途
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
廃
止
案
は
東
京
の
同
盟
銀
行
の
臨
時
総
会
に
動
議
と
し
て
提
起
す
べ
く
計
画
さ
れ
た
が
、
結
局
陽
の
目
を
見
る
に
至
ら
な
か
っ

た
。
前
年
の
五
月
に
お
け
る
久
次
米
銀
行
の
破
綻
、
つ
づ
く
七
月
の
第
一
、
三
井
両
行
に
対
す
る
預
金
取
付
な
ど
、
恐
慌
勃
発
を
目
前

に
し
た
金
融
不
安
の
直
後
に
お
い
て
は
、
他
の
賛
同
を
う
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
時
期
に
、

民
間
大
銀
行
を
中
心
に
こ
う
し
た
案
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
日
体
、
興
味
深
い
。
当
時
、
三
菱
系
の
第
百
十
九
国
立
銀
行
は
、
鉄
道
株
を

（
６
）
 

担
保
に
日
銀
か
ら
融
資
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
日
銀
に
よ
る
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
う
え
で
、

銀
行
間
に
大
き
な
鯵
ハ
ラ
ッ
キ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
大
阪
商
業
会
議
所
の
動
き
で
あ
る
。
大
阪
の
商
法
会
議
所
な
ら
び
に
同
盟
銀
行
は
、
九
○
年
春
以
来
一
貫

し
て
、
鉄
道
株
以
外
に
日
銀
再
割
引
適
格
担
保
を
ひ
ろ
げ
る
よ
う
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
。
九
一
年
七
月
に
も
同
盟
銀
行
は
、
大
阪
商

（
７
）
 

船
、
大
阪
紡
績
、
神
戸
桟
橋
、
硫
酸
製
挫
垣
の
四
株
を
担
保
品
に
繰
り
入
れ
る
よ
う
「
再
願
」
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
大
阪
商
業
会
議
所

（
８
）
 

理
財
部
は
九
一
二
年
五
月
、
「
手
形
流
通
の
発
達
策
」
を
決
議
、
そ
こ
で
、
融
通
手
形
の
廃
止
、
約
束
手
形
を
為
替
手
形
に
か
え
る
こ
と
、

手
形
取
引
の
区
域
を
他
府
雌
ま
で
広
げ
る
こ
と
な
ど
と
並
ん
で
「
担
保
付
手
形
の
受
渡
を
廃
す
る
事
」
と
い
う
一
項
を
提
起
し
て
い
る
。

そ
の
群
議
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
九
三
年
の
未
曾
有
の
金
融
緩
慢
、
日
銀
依
存
の
低
下
が
、
こ
う
し
た
決
議
を
生
む
も
と
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
陽
の
目
を
象
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
決
議
案
は
大
阪
同
盟
銀
行
へ
回
付
さ
れ
た

（
９
）
 

が
、
同
盟
銀
行
側
は
「
精
神
二
於
テ
ハ
賛
成
ス
レ
ト
モ
」
「
実
施
上
困
難
ナ
リ
」
と
「
不
同
意
ノ
回
答
」
を
よ
せ
た
。
具
体
的
に
ど
の

項
目
が
受
け
入
れ
が
た
い
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
盟
銀
行
に
と
っ
て
融
通
手
形
お
よ
び
担
保
付
手
形
の
廃
止
は
、
い
ず
れ

も
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
た
民
間
に
お
け
る
動
き
に
対
し
て
、
金
融
当
局
ｌ
大
蔵
省
、
日
銀
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。



1890年代の日銀信用２８
一
八
九
一
一
年
（
明
治
一
一
五
年
）
’
一
月
、
日
銀
は
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
大
き
な
変
更
を
行
っ
た
。
民
間
の
一
部

で
金
融
緩
慢
に
乗
じ
て
そ
の
廃
止
が
主
張
さ
れ
た
の
に
対
し
、
日
銀
は
逆
に
そ
の
拡
張
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
は
担
保
品
の
拡
張
で
あ
る
。
一
一
月
一
二
日
、
日
銀
総
裁
の
川
田
は
当
時
の
大
蔵
大
臣
渡
辺
国
武
に
対
し
て
、
担
保
価
格
の
改

一
訂
と
な
ら
ん
で
、
大
阪
商
船
株
の
追
加
、
な
ら
び
に
日
本
郵
船
、
日
本
・
大
阪
・
山
陽
鉄
道
「
等
ヨ
リ
発
行
ノ
社
債
券
」
も
「
株
券
同

（
、
）

様
ノ
取
扱
」
を
な
す
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
渡
辺
は
、
翌
二
一
一
日
承
認
を
与
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
国
立
銀
行
が
地
方
償
を
売
買

す
る
こ
と
を
も
許
可
し
た
。
こ
れ
ま
で
国
立
銀
行
は
、
国
債
以
外
の
証
券
売
買
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
禁
が
破
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
日
銀
は
、
大
阪
商
船
株
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
債
あ
る
い
は
地
方
俄
と
い
う
新
し
い
領
域
を
担
保
品
の
う

（
ｕ
）
 

ち
に
と
り
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
に
、
日
銀
は
九
二
年
一
一
月
、
そ
れ
ま
で
格
差
を
つ
け
て
い
た
担
保
付
再
割
引
金
利
を
大
幅
に
引
下
げ
、
商
業
手
形
金
利
と
同

率
に
し
た
。
九
○
年
導
入
当
初
、
担
保
付
再
割
引
金
利
は
商
業
手
形
金
利
に
対
し
て
、
日
歩
一
一
厘
高
で
あ
っ
た
が
、
九
一
年
七
月
、
一

風
差
と
な
り
、
二
月
同
率
と
さ
れ
た
。
東
京
で
は
、
当
初
か
ら
一
厘
差
で
あ
り
、
九
一
年
七
月
に
は
五
毛
差
と
な
り
、
同
率
と
な
っ

た
の
は
、
大
阪
に
や
や
お
く
れ
て
九
一
一
一
年
五
月
で
あ
っ
た
。
九
一
年
七
月
の
措
置
は
、
第
一
、
三
井
両
行
に
対
す
る
預
金
取
付
、
．
〈
一
一

ツ
ク
勃
発
を
阻
止
す
る
た
め
の
臨
時
救
援
策
と
い
う
狙
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
危
機
は
遠
の
き
、
む
し
ろ
格
差
を
も
と
の

一
座
に
戻
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
の
な
か
で
、
同
率
化
が
行
わ
れ
た
。

第
三
は
、
株
式
担
保
価
格
の
改
訂
で
あ
る
。
日
銀
は
九
一
年
六
月
に
つ
づ
い
て
九
二
年
一
一
月
、
九
品
目
に
お
よ
ぶ
担
保
価
格
を
引

第
三
は
、
株
李

き
下
げ
て
い
る
。

（
池
）

（
川
）

こ
う
し
た
渡
辺
・
川
田
に
よ
る
日
銀
貸
山
山
「
寛
開
」
方
針
に
対
し
て
、
前
大
蔵
大
臣
の
松
方
正
義
は
激
し
い
批
判
を
浴
せ
た
。
第
一

に
、
か
つ
て
大
蔵
大
臣
在
任
中
、
農
商
務
、
内
務
両
省
よ
り
し
き
り
に
地
方
債
の
売
買
を
国
立
銀
行
に
対
し
認
め
る
よ
う
請
求
し
て
き
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大
蔵
省
は
、
現
行
制
度
の
創
設
理
念
で
あ
る
金
融
分
業
主
義
を
守
謎
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
殖
産
興
業
の
た
め
に
は
、
興
業

銀
行
が
成
立
し
な
い
段
階
で
は
、
日
銀
の
株
式
担
保
金
融
を
認
め
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
点
で
大
蔵
省
の
立
場
は
暖
昧
た
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
暖
昧
さ
が
、
松
方
と
渡
辺
の
新
旧
大
蔵
大
臣
の
間
に
足
並
承
の
乱
れ
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
し
、
こ
れ
に
乗
じ
て
、
日
銀
は

担
保
品
の
拡
張
・
優
遇
策
を
積
極
的
に
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
日
銀
は
、
こ
の
時
期
、
株
式
担
保
制
の
廃
止
で
は
な
く
、

拡
張
優
遇
策
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
カ
ギ
は
、
日
銀
金
融
調
整
力
の
確
保
に
あ
っ
た
。
九
○
年
の
金
融
危
機
以
降
、
貸
出
整
理
、
金
融
緩
慢
が
進
み
、
市
中
金
利

は
低
下
し
公
定
歩
合
を
下
回
る
に
つ
れ
て
、
日
銀
の
貸
出
残
高
は
激
減
し
て
い
っ
た
。
九
○
年
一
二
月
の
一
一
一
、
七
三
九
万
円
か
ら
九
一
一

た
の
に
対
し
、
拒
否
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
然
る
に
渡
辺
は
東
京
市
公
債
を
許
せ
し
と
云
ふ
は
何
の
理
由
あ
り
て
」
と
痛
篤
し

て
い
る
。
第
二
に
、
社
債
の
発
行
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
．
ハ
ニ
ッ
ク
を
ひ
き
お
こ
す
か
も
知
れ
な
い
。
は
や
く
会
社
法
を
実
施
す
る
こ
と
、

そ
し
て
関
係
者
が
充
分
の
注
意
を
払
う
よ
う
訴
え
て
い
る
。
第
三
に
、
金
利
引
下
げ
に
つ
い
て
は
、
殖
産
興
業
の
た
め
に
そ
の
重
要
性

を
認
め
つ
つ
、
そ
の
方
策
を
め
ぐ
っ
て
、
興
業
農
業
銀
行
の
設
立
が
「
最
も
急
務
」
と
主
張
す
る
。

松
方
の
批
判
は
痛
烈
で
あ
っ
た
が
、
一
面
で
や
や
微
妙
で
あ
っ
た
。
松
方
に
と
っ
て
、
分
業
主
義
原
則
に
ふ
れ
る
点
で
地
方
債
売
買

の
認
可
に
強
く
反
発
し
、
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
や
や
ト
ー
ン
が
落
ち
て
い
る
。
逆
に
渡
辺
の
方
も
暖
昧
で
あ
っ
た
。
渡
辺
は
、

日
銀
適
格
担
保
の
拡
張
に
応
じ
た
一
一
月
二
二
日
、
川
田
に
対
し
て
「
該
担
保
品
ノ
制
〈
漸
次
廃
止
ノ
義
卜
心
得
」
「
見
込
相
立
上
申

（
Ｍ
）
 

ス
ヘ
シ
」
と
い
う
大
蔵
大
臣
指
令
を
発
し
て
い
る
。
金
融
緩
慢
下
、
こ
の
と
き
が
廃
止
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
日
銀
が
ど
の
よ
う
に
応
じ
た
か
判
ら
な
い
が
、
こ
の
と
き
の
担
保
品
の
拡
張
・
金
利
優
遇
策
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
渡
辺
の

指
令
は
お
そ
ら
く
、
大
蔵
省
の
掲
げ
る
原
則
を
再
度
確
認
す
る
に
と
ど
ま
り
、
日
銀
の
抵
抗
を
つ
き
破
る
ほ
ど
の
力
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
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年
一
一
月
に
は
二
、
一
一
一
一
九
万
円
、
九
一
一
一
年
五
月
に
は
実
に
一
、
一
五
二
万
円
へ
と
落
ち
込
ん
だ
。
日
銀
が
、
民
間
と
の
調
整
ル
ー
ト

を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
恐
れ
を
い
だ
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

第
６
図
は
、
当
時
の
日
銀
大
阪
支
店
に
お
け
る
割
引
金
利
の
変
更
と
、
担
保
・
保
証
品
付
・
商
業
手
形
再
割
引
毎
月
残
高
の
推
移
を

対
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
九
○
年
代
日
銀
貸
出
の
内
容
の
一
隅
を
伝
え
る
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
興
味
深
い

事
実
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
は
、
九
二
年
二
月
の
「
貸
出
寛
開
」
方
針
の
効
果
に
関
し
て
で
あ
る
。
九
二
年
初
か
ら
九
三
年
夏
ま
で
の
あ
い
だ
、
金
融
緩

和
の
進
行
と
と
も
に
、
日
銀
大
阪
支
店
は
三
回
金
利
を
下
げ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
日
銀
大
阪
支
店
の
再
割
引
残
高
は
、
著
し
い
落
ち

込
永
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
九
二
年
二
月
の
「
寛
開
」
方
針
に
よ
っ
て
、
大
阪
支
店
再
割
引
残
商
は
大
き
く
急
増
し
、
減
少
傾
向

に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
日
銀
が
民
間
金
融
市
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
避
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
と
く
に
担
保
付
祁
割
引
の
伸
び
は
大
き
く
、
担
保
品
拡
張
・
優
遇
策
が
効
力
を
発
揮
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
が
金
融
緩
慢
の
勢
い
が
強
く
、
こ
う
し
た
措
隠
も
一
時
的
な
効
果
を
発
揮
し
た
だ
け
で
、
そ
の
後
再
び
日
銀
再
割
引
は
急
減

し
、
九
一
一
一
年
五
月
に
は
担
保
付
、
保
証
品
付
は
ゼ
ロ
、
商
業
手
形
一
一
○
万
円
と
い
う
低
水
準
へ
落
ち
込
ん
だ
。
こ
こ
で
三
度
目
の
金
利

引
下
げ
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
機
に
日
銀
再
割
引
は
漸
く
、
回
復
基
調
へ
転
じ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
時
日
銀
再
割
引
が
金
利
の
変
化
に
対
し
非
常
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
か
で
も
通
説
に
お
い
て
固
定
的
と

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
な
株
式
担
保
付
再
割
引
が
金
利
弾
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
日
銀
再
割
引
高
が
市
場
の
動
き
に
圧
倒
さ

れ
、
な
か
な
か
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
と
れ
な
か
っ
た
様
が
う
か
が
え
る
。
日
銀
再
割
引
ル
ー
ト
が
金
利
に
対
し
感
応
的
で
あ
れ
ば
、
市

中
金
利
と
の
関
係
次
第
で
は
、
日
銀
は
金
融
市
場
と
の
接
触
を
失
う
可
能
性
も
あ
る
。
市
場
か
ら
の
孤
立
を
さ
け
る
た
め
に
日
銀
は
、

市
中
の
担
保
付
再
割
引
制
廃
止
の
声
を
よ
そ
に
、
逆
に
そ
の
拡
張
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
一
時
的
救
済
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第６図日銀大阪支店の商業手形再割弓

の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
日
銀
の
株
式
担
保
再
割
引
制
は
、
廃
止
の
絶
好
機
を
の
が
す
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
脇
に
お
ち
な
い
の
は
、
何
故
日
銀
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
市
場
か
ら
の
孤
立
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
で
あ
る
。

7０ 

6０ 

０
０
 

５
４
 

シ
ェ
ア
％

担保
シェア

金
利
％
７

3０ 

2０ 
担保

日銀当所商手割引金利１０ 

６
５
 

２
０
 

２
２
 

（
ｎ
万
円
）

０ 

1８ 

1６ 

1２ 

０
８
６
４
２
０
 

１
 

１２３４５６７８９１０１１１２１２３４５６７８９月
1892年1893年

1）日銀大阪支店（営業係）『利益豫算醤半期報告財産目録綴』より
作成。
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こ
の
現
実
は
、
「
絶
大
な
日
銀
を
頂
点
と
す
る
縦
割
り
の
信
用
機
構
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
日
銀
の
再
割
引
活

動
に
拮
抗
、
あ
る
い
は
凌
駕
す
る
巨
き
な
マ
ネ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
明
治
二
○
年
代
の
日
銀
は
、
す
で

に
存
在
す
る
市
場
に
対
し
如
何
に
架
橋
す
る
か
、
そ
の
点
で
実
に
不
安
定
な
状
況
に
あ
り
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
日
銀
再
割
引
の
激

減
は
、
日
銀
か
ら
自
立
し
た
市
中
の
マ
ネ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
膨
張
を
意
味
し
、
日
銀
に
と
っ
て
金
融
調
整
刀
の
低
下
、
喪
失
の
恐
れ
を

い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九
二
年
一
一
月
に
と
ら
れ
た
担
保
付
再
割
引
金
利
優
遇
措
置
は
、
さ
ほ
ど
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
九
四
年
七
月
二
六
日
、
日
銀
東

西
雨
店
に
お
い
て
、
同
時
に
担
保
付
金
利
を
商
業
手
形
金
利
よ
り
一
厘
高
と
す
る
格
差
が
復
活
し
た
。
こ
の
時
期
に
何
故
こ
う
し
た
措

置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
根
拠
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
九
二
、
三
年
の
同
率
化
措
置
は
、
日
銀
が
金
融
市
場

か
ら
孤
立
す
る
の
を
何
と
か
し
て
避
け
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
拠
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
九
三
年
八
月
の
金
利
引
上
げ
を
機
に
、
金
融

市
場
は
緩
和
傾
向
を
脱
し
、
日
銀
貸
出
も
徐
交
に
回
復
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
率
化
措
置
と
い
う
特
別
の
テ
コ
入
れ
を
継
統
す

る
必
要
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
公
信
用
上
の
要
請
で
あ
る
。
格
差
復
活
措
綴
が
と
ら
れ
た
の
は
、
九
四
年
、
日
本
が
淌
国
へ
宣
戦
布
告
し
た

日
の
僅
か
六
日
前
の
七
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
布
告
し
て
一
五
日
後
の
八
月
一
六
日
に
は
、
軍
事
公
伎
条
例
が
公
布
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
勢
を
念
頭
に
お
く
と
、
七
月
二
六
日
の
金
利
引
上
げ
、
担
保
付
優
遇
金
利
の
解
消
は
、
戦
時
金
融
上
の
要

請
に
沿
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
歴
大
な
軍
事
公
債
の
消
化
の
た
め
に
は
、
民
間
金
融
を
抑
制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
担

保
付
優
遇
金
利
の
解
消
は
、
そ
の
た
め
の
金
融
政
策
の
サ
ポ
ー
ト
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
日
銀
に
お
け
る
、
担
保
付
金
融
の
優
遇
か
商
業
手
形
の
優
遇
か
と
い
う
、
民
間
金
融
の
あ
り
よ
う
を
左
右
す
る
政
策
選
択
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が
、
公
信
用
上
の
要
請
と
む
す
び
つ
い
て
行
わ
れ
た
と
い
う
点
で
、
注
目
に
価
す
る
。
そ
れ
以
降
大
蔵
省
は
、
財
政
問
題
、
国
債
管
理

を
第
一
義
に
考
え
、
た
び
た
び
民
間
金
融
抑
制
を
迫
っ
た
。
日
銀
の
金
融
政
策
は
、
大
蔵
省
に
よ
る
国
債
管
理
上
の
強
い
制
約
を
う
け

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
八
六
年
整
理
公
債
の
金
利
が
公
定
歩
合
を
制
約
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
散
発

的
に
ふ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
以
降
次
第
に
常
態
化
し
て
ゆ
く
。
民
間
金
融
の
抑
制
を
市
中
に
迫
る
と
き
、
金
融
当
局
は
、
一
方
で
国
債
管

理
上
の
要
請
を
説
き
つ
つ
、
他
方
で
松
方
以
来
の
商
業
金
融
の
理
念
を
掲
げ
た
。
彼
等
に
と
っ
て
、
日
本
信
用
機
構
創
設
の
理
念
で
あ

る
商
業
金
融
主
義
に
よ
っ
て
民
間
金
融
を
抑
制
す
れ
ば
、
国
伏
管
理
政
策
は
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
く
。
大
蔵
省
の
基
圃
に
流
れ
る
伝
統
的
な

商
業
金
融
理
念
と
、
新
し
い
時
代
の
要
諦
で
あ
る
国
伏
管
理
思
想
は
、
こ
こ
に
融
合
し
、
民
間
の
産
業
金
融
優
先
の
要
求
を
抑
え
て
ゆ

く
。

（
１
）
大
蔵
省
『
第
一
四
次
銀
行
営
業
報
告
』
一
八
九
一
年
、
七
二
頁
。

（
２
）
「
日
本
銀
行
金
融
談
」
（
一
一
一
月
三
日
）
『
銀
行
通
信
録
』
第
五
五
号
、
一
八
九
一
年
三
月
。

（
３
）
大
阪
商
法
会
議
所
は
、
九
○
年
六
月
の
「
救
済
策
」
七
項
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
日
本
銀
行
本
支
店
ノ
金
利
歩
合
ヲ
均
一
ナ
ラ
シ
ム
ル
ュ
を

掲
げ
、
八
月
に
は
日
銀
大
阪
支
店
長
に
か
け
あ
い
、
「
爾
今
〈
可
成
従
来
ノ
加
キ
固
着
的
様
ノ
観
ヲ
脱
却
ス
ル
ー
ー
カ
ム
ベ
こ
と
い
う
言
辞
を
え

て
い
る
（
大
阪
商
法
会
識
所
『
月
次
報
告
』
第
二
五
号
、
一
八
九
○
年
九
月
）
。
第
５
図
に
よ
る
と
、
九
○
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
日

銀
大
阪
支
店
の
三
厘
に
お
よ
ぶ
大
綱
切
り
下
げ
で
、
東
西
公
定
歩
合
金
利
は
一
時
縮
小
し
た
が
、
一
○
月
に
再
び
二
厘
引
上
げ
ら
れ
、
東
京
本

店
と
の
格
差
は
一
厘
商
と
な
っ
た
。

（
４
）
一
八
九
○
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て
年
間
株
式
担
保
再
割
引
取
引
高
は
、
東
京
本
店
で
「
○
四
一
万
円
か
ら
一
、
七
七
七
万
円
へ
、
大
阪

支
店
で
五
四
八
万
円
か
ら
一
、
二
五
五
万
円
へ
と
い
ず
れ
も
ふ
え
て
い
る
（
『
銀
行
営
業
報
告
』
よ
り
）
。

（
５
）
「
各
鉄
道
株
券
担
保
価
格
廃
止
の
計
画
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
六
二
五
号
、
一
八
九
二
年
五
月
二
八
日
。

（
６
）
「
川
田
小
一
郎
氏
の
答
弁
」
同
上
誌
第
六
○
八
号
、
一
八
九
二
年
一
月
三
○
日
。
関
西
鉄
道
株
の
売
買
が
蛾
烈
を
極
め
、
こ
れ
に
対
し
日

銀
総
裁
の
川
田
が
、
三
菱
の
名
儀
で
日
銀
、
十
五
両
行
よ
り
資
金
を
え
買
入
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
疑
い
を
も
た
れ
た
こ
と
に
対
し
、
川
田
目
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１
日
銀
貸
出
の
概
観

一
八
九
○
年
以
前
、
商
業
手
形
と
よ
べ
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
日
銀
と
し
て
は
不
渡
り
リ
ス
ク
を
嫌
い
、
公
債
、
商
品
さ
ら
に

は
株
式
を
保
証
品
に
と
っ
て
、
細
点
と
手
形
再
割
引
を
行
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
八
九
、
九
○
年
の
金
融
危
機
に
対
処
す
べ
く
、
日

銀
は
商
業
手
形
の
育
成
、
株
式
担
保
金
融
の
公
然
化
に
踏
糸
切
り
、
こ
れ
を
機
に
日
銀
の
信
用
供
給
ル
ー
ト
は
、
担
保
品
の
種
類
に
よ

っ
て
仕
切
ら
れ
た
幾
つ
か
の
流
れ
に
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

ら
答
え
た
も
の
。
川
田
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
三
菱
の
百
十
九
銀
行
は
設
令
ひ
日
本
銀
行
に
向
て
金
融
を
要
す
る
こ
と
あ
る
も
未
だ
曾

て
鉄
道
株
（
其
種
類
の
何
た
る
を
間
は
ず
）
を
以
て
し
た
る
こ
と
あ
る
を
聞
か
す
」
。
も
ち
ろ
ん
第
百
十
九
銀
行
は
、
関
西
、
山
陽
、
九
州
、
甲

武
、
北
炭
な
ど
の
鉄
道
株
を
貸
出
担
保
に
と
っ
て
い
る
弓
日
本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九
二
年
二
月
）
。

（
７
）
大
阪
同
盟
銀
行
集
会
所
「
担
保
品
増
加
之
義
二
付
再
願
」
『
銀
行
報
告
誌
』
第
一
九
号
、
一
八
九
一
年
七
月
。

（
８
）
「
手
形
流
通
の
発
展
策
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
六
七
七
号
、
一
八
九
三
年
六
月
三
日
。

（
９
）
『
日
本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九
三
年
六
月
。

（
、
）
渡
辺
大
蔵
大
臣
宛
川
田
総
裁
上
申
「
大
阪
商
船
会
社
株
券
ノ
担
保
品
中
二
差
加
云
為
ノ
件
」
『
松
尾
家
文
惑
』
節
八
○
冊
。

（
ｕ
）
「
府
県
市
俄
ヲ
抵
当
齢
二
加
ｚ
「
社
俄
券
亦
日
本
銀
行
抵
当
又
担
保
品
ト
ナ
ル
」
『
銀
行
通
償
録
』
第
八
四
号
、
一
八
九
二
年
二
月
。
大

蔵
省
は
、
九
二
年
一
○
月
、
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
、
日
本
郵
船
社
俄
発
行
に
対
し
、
国
立
銀
行
、
正
金
銀
行
が
引
受
け
の
動
き
を
糸
せ
た
の
に
対

し
、
「
条
例
ニ
依
り
社
俄
二
応
募
ス
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
事
」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
『
東
京
銀
行
架
会
所
半
季
報
告
』
第
八
三
号
）
。

（
辺
）
『
日
本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九
三
年
二
月
。

（
週
）
「
松
方
伯
の
財
政
意
見
」
『
東
京
経
済
誌
』
第
六
五
一
号
、
一
八
九
二
年
二
月
。

（
ｕ
）
川
田
日
銀
総
裁
宛
渡
辺
国
武
「
大
蔵
大
臣
指
令
」
（
一
八
九
二
年
一
一
月
二
二
日
）
『
松
方
家
文
書
』
第
八
○
冊
。

第
四
章
九
○
年
代
に
お
け
る
日
銀
の
再
割
引
活
動
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第
一
は
、
公
債
担
保
を
主
軸
と
す
る
定
期
債
と
当
座
賃
越
ル
ー
ト
。
第
二
に
、
商
業
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
。
第
三
に
、
商
業
手
形
で

は
な
い
が
商
品
流
通
に
ね
ざ
す
手
形
で
、
商
品
を
保
証
と
す
る
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
。
第
四
に
、
全
く
資
金
融
通
の
た
め
に
振
出
さ
れ

た
手
形
で
、
株
式
を
担
保
と
す
る
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
。
第
五
は
、
横
浜
正
金
銀
行
を
介
す
る
外
国
為
替
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
。

九
○
年
代
日
銀
信
用
を
め
ぐ
っ
て
通
説
は
、
第
四
の
株
式
担
保
金
融
ル
ー
ト
に
焦
点
を
お
き
、
日
銀
の
「
産
業
金
融
」
を
強
調
す
る
。

産
業
資
本
の
形
成
発
展
に
お
い
て
日
銀
信
用
が
如
何
に
積
極
的
な
役
割
を
は
た
し
た
か
、
後
進
国
中
央
銀
行
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
象
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
製
糸
、
紡
織
、
鉄
道
、
鉱
山
な
ど
の
主
要
産
業
金
融

（
１
）
 

の
実
態
が
次
角
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
集
約
す
べ
き
日
銀
信
用
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
お
不
明
の
部
分
が
多
い
。
勿
論
そ
れ

は
資
料
上
の
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
論
理
が
先
行
し
す
ぎ
て
い
る
感
を
否
め
な
い
。
こ
こ
で
は
も
う
一
度
、
明
治
二
○
年

代
日
銀
信
用
の
実
態
を
よ
り
ひ
ろ
い
立
場
か
ら
見
直
す
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
日
銀
信
用
を
と
お
し
て
逆
に
、
形
成
期
金
融
市
場
の
あ

り
よ
う
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

松
方
が
創
設
の
時
点
で
掲
げ
た
「
再
割
引
銀
行
」
の
体
裁
を
、
と
も
か
く
も
盤
え
た
の
は
一
八
九
○
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

は
、
日
銀
信
用
供
給
ル
ー
ト
の
主
流
は
定
期
賛
に
あ
っ
た
。
八
四
年
の
手
形
振
興
策
が
失
敗
に
終
り
、
日
銀
と
し
て
は
公
債
あ
る
い
は

株
券
を
担
保
と
す
る
当
座
賛
越
と
定
期
賛
し
か
、
市
場
に
架
橋
す
る
ル
ー
ト
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
八
九
、
九
○
年
の
金
融
危
機
対
策

と
し
て
、
商
業
手
形
、
株
式
担
保
手
形
、
商
品
保
証
手
形
の
三
つ
の
再
割
引
ル
ー
ト
が
開
発
・
拡
充
さ
れ
る
や
、
定
期
賛
は
急
減
し
て

ゆ
く
。
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
が
開
か
れ
た
あ
と
も
、
以
前
か
ら
の
日
本
郵
船
、
日
本
鉄
道
、
横
浜
正
金
銀
行
の
三
株
は
定
期
賛
の

抵
当
品
と
し
て
残
っ
た
が
、
定
期
賃
担
保
の
大
勢
は
公
債
に
集
中
し
、
日
銀
に
お
け
る
株
式
担
保
金
融
の
主
力
が
手
形
再
割
引
ル
ー
ト

へ
移
っ
た
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
九
五
年
以
降
ふ
た
た
び
定
期
賛
が
急
増
し
、
手
形
再
割
引
に
迫
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
九
○
年
以
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降
の
「
再
割
引
中
央
銀
行
」
に
と
っ
て
逆
行
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
時
点
で
も
、
九
○
年
以
来
の
日
銀
信
用

の
ル
ー
ト
別
担
保
の
脇
分
け
に
変
化
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
九
五
年
以
降
の
定
期
賛
の
膨
張
は
、
公
債
担
保
金
融
の
拡
大
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
銀
の
産
業
金
融
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国
債
管
理
政
策
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
九

○
年
以
前
へ
の
逆
行
と
い
う
よ
り
も
、
新
た
な
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
定
期
賛
の
盛
衰
が
あ
る
に
し
て
も
、
九
○
年
以
降
日
本
銀
行
は
一
応
「
手
形
再
割
引
銀
行
」
の
体
裁
を
と
っ
た
。
問
題

は
そ
の
実
態
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
銀
再
割
引
ル
ー
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
作
動
し
て
い
た
か
、
統
計
的
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
第
４
表
は
、
日
清
戦
前
後
に
お
け
る
日
銀
再
割
引
活
動
を
総
括
的
に
示
す
数
少
な
い
統
計
で
あ
る
。
以

下
こ
の
表
を
も
と
に
、
当
時
の
日
銀
再
割
引
ル
ー
ト
の
姿
を
鳥
鰍
し
て
お
こ
う
。

日
銀
再
割
引
は
、
四
つ
の
ル
ー
ト
か
ら
な
る
。
そ
の
う
ち
三
つ
が
内
国
金
融
む
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
外
国
為
替
手
形
ル
ー
ト
だ
け

が
対
外
金
融
む
け
で
あ
る
。
こ
の
外
国
為
替
再
割
引
は
、
八
九
年
松
力
と
腐
田
の
抗
争
の
す
え
に
、
輸
出
振
興
、
正
貨
痩
得
、
手
形
取

引
振
興
の
狙
い
か
ら
、
横
浜
正
金
銀
行
に
対
し
年
二
％
の
低
利
で
輸
出
入
手
形
を
一
定
枠
再
割
引
す
る
と
い
う
、
特
別
優
遇
ル
ー
ト
で

（
２
）
 

あ
る
。
再
割
引
枠
は
、
一
千
万
円
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
こ
の
日
銀
再
割
引
が
輸
出
決
済
、
外
為
取
引
に
対
し
ど
の
よ
う
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
た
か
、
見
て
お
こ
う
。
第
３
表
か
ら
浮

び
上
っ
て
く
る
の
は
、
公
的
金
融
の
比
重
の
低
下
で
あ
る
。

第
一
に
、
輸
出
決
済
に
占
め
る
横
浜
正
金
銀
行
の
ウ
ェ
イ
ト
の
低
下
。
輸
出
品
代
価
が
八
六
年
以
降
着
実
に
の
び
た
の
に
対
し
、
正

金
銀
行
の
外
為
割
引
高
は
八
六
年
ま
で
急
増
し
た
あ
と
伸
び
が
止
ま
り
、
そ
の
結
果
、
輸
出
決
済
に
占
め
る
正
金
の
シ
ェ
ア
は
、
八
七

年
の
三
八
％
を
ピ
ー
ク
に
、
し
ば
ら
く
足
踏
み
し
、
そ
の
後
九
一
年
以
降
、
二
割
水
準
へ
落
ち
込
む
。

第
二
に
、
正
金
銀
行
の
外
為
取
引
に
対
す
る
日
銀
の
正
金
向
け
再
割
引
シ
ェ
ア
の
低
下
。
正
金
に
対
す
る
公
的
外
為
金
融
は
当
初
政
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節３表明治20年代における輸出為替手形再割引

(単位8万円）

輸出
(６ 

Ａ 

横浜正金
為替割引高

Ｂ 

にＩ

ｍｍ 

ｍｉ 
公的
再割引高

Ｃ 
Ｃ/Ｂ 
(％） 

Ｂ/Ａ 
(％） 

年４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
 

８
 
１
 ３，３８７ 

３，７１５ 

４，８８８ 

５，２４１ 

６，５７１ 

7,006 

５，６６０ 

７，９５３ 

９，１１０ 

8,971 

11,325 

13,611 

６
５
２
０
２
１
０
２
７
９
４
６
 

０
１
３
９
７
６
３
０
６
７
０
８
 

５
９
８
９
１
３
９
２
０
０
２
３
 

９
Ｐ
Ｊ
９
９
９
９
９
１
Ｊ
 

１
１
２
２
１
２
２
２
４
３
 

９
６
５
０
１
７
１
７
７
２
１
９
 

●
●
■
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
●
 

Ｍ
型
諏
銘
記
羽
拠
町
犯
鋼
師
型

５０６ 

915 

1,832 

1,009 

５０６ 

７４４ 

０
０
０
７
３
５
９
５
９
６
０
１
 

●
Ｃ
Ｏ
●
０
●
、
●
●
０
●
●

０
０
０
０
３
１
０
５
５
６
１
７
 

０
０
０
５
２
３
７
７
７
７
３
３
 

１
１
１
 

1．３６８ 

1.662 

1.568 

1．５９３ 

1.304 

1.256 

(1)「経済備考（明治29年12月)」『松尾家文書』第56冊より作成。

(2)公的再割引は，1889年10月までは政府御用為替，それ以降は日銀再割引。８９
年は，政府199万円と，日銀545万円の合計。

次
に
、
内
国
金
融
に
関
す
る
三
つ
の
再
割
引
ル
ー
ト
ー
商

業
手
形
、
商
品
担
保
付
手
形
、
株
式
担
保
手
形
に
つ
い
て
承

て
ゑ
よ
う
。

第
４
表
を
一
望
し
て
ま
ず
眼
に
つ
く
の
は
、
商
業
手
形
ル

府
御
用
為
替
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
八
九
年
一
○
月
に
は

日
銀
再
割
引
に
切
り
か
え
ら
れ
た
。
正
金
の
外
為
取
引
は
、

は
じ
め
政
府
か
ら
の
委
託
事
業
で
あ
り
、
八
七
年
に
な
っ
て

漸
く
自
己
の
勘
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八

六
年
ま
で
一
○
○
％
で
あ
っ
た
正
金
外
為
割
引
に
対
す
る
日

銀
・
政
府
勘
定
の
比
率
は
、
八
八
、
八
九
年
の
ゆ
れ
も
ど
し

の
あ
と
、
九
○
年
以
降
し
ば
ら
く
七
○
％
水
準
に
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
日
清
戦
期
以
降
の
輸
出
拡
大
、
正
金
外
為
割
引
の

膨
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
銀
再
割
引
は
の
び
ず
、
三
割
水

準
に
落
ち
た
。

そ
の
結
果
、
日
銀
信
用
は
、
九
○
年
輸
出
代
価
の
実
に
四

分
の
一
を
、
横
浜
正
金
を
介
し
て
金
融
し
て
い
た
の
に
、
九

五
年
に
は
僅
か
一
割
を
切
る
ま
で
に
、
そ
の
役
割
を
さ
げ
た

の
で
あ
る
。



第４表日清戦前後における日銀再割引の構成（半期取引高）駕
墨
唾
騒
垣
Ｑ
ど
燈
。
認
【

－－-－ 

商業手形保証品付手形 外国割引

手形(正金向）

取引高(千円）

(千円）(千円）

枚数枚数

取引高|差た管取引高|また客

剛年幸豐｜
￣－－ 

|襄謝

0.4 

0.5 

12,735 

12,398 

5,353 

5,733 

582 5.867 10.1 199 1.124 

６
１
 

ｓ
●
 

［
、
５

540 5.493 10.2 359 7１ 

０．４ 

（0.4） 

１．４ 

２．５ 

３，６３４ 

(2,884） 

12,276 

22,646 

5.026 １０．８ 

（135） 

17.0 

１７．４ 

８，６６エ

(7,058） 

９，０１０ 

８，９３５ 

467 2３ 138 ６．０ 

（8.2） 
大阪

（252） (3,396） 

19.617 

（387） 47） 

1.153 

2０ 845 1.195 

、
］
Ｐ
Ｒ
■
【
Ｒ
ｕ

ロ■

1893 
]５６１０－８１ＩＣ O９ＦＲｌＺｌｌ 

Ｂ’： 1895 

1896 

】．：1１東京
5．０３０１４６.図

SＯ５１４８－７１１．６８８ Ｂｌ乙一Ⅱ｡凸

（１）日本銀行『半季報告材料書類』ならびに日銀大阪支店『利益予算書半期報告財産ロ録綴』より作成。外国割引手形は『日
本銀行半季報告』（『日本金融史資料明治大正篇』第八巻所収）による。

－－墳窯窒室全一一理憤余旦謹や蝿雪隠釦屯勾Ｆ１押避や穐蝿。穏墨や運′遷鵜胖警堂興圭之ミーー｣J壁迩逗鵜警

i1J業鞠」樫。１侭′裟鵺ｅ僅隷蛉肇ミーー廷EEｴ鴬暮渥〆黒窒室｡壁璽計金型十珈掛長｡裡墳′篝謹憲型頓漂Ｋうき閂

詮’型鼈牟汁豐ｅ壁遥早′＜罰砦響旦劇･樫。頁○貯翠軍鶏蓮’篝緕鞘壁陣覇忘廷負一瞑對ｖ′運絲叶警陣詞忘ミ



3９ 

－
卜
の
拡
充
に
つ
と
め
、
株
式
担
保
に
匹
敵
す
る
活
動
、
規
模
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、
保
証
励
付
手
形
の
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
明
治
二
○
年
代
日
銀
再
割
引
の
な
か
で
保
証
品
（
商
品
）

付
手
形
が
ど
れ
ほ
ど
の
比
重
を
占
め
た
か
、
統
計
的
に
明
ら
か
で
な
く
、
明
治
三
○
年
代
初
頭
の
数
字
を
そ
の
ま
ま
逆
に
延
長
し
て
、

（
３
）
 

か
な
り
低
い
も
の
と
暗
黙
の
う
ち
に
推
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
明
治
三
○
年
代
初
頭
は
、
保
証
品
（
商
品
）
付
再
割
引
が
消
失
す
る

時
期
で
あ
っ
て
、
二
○
年
代
に
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
そ
の
ウ
ェ
イ
ト
が
ふ
え
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
第
４
表
の
断
片
的
な
数

字
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。
東
京
本
店
に
お
け
る
再
割
引
取
引
の
な
か
で
、
保
証
品
付
ル
ー
ト
は
四
分
の
一
か
ら

三
分
の
一
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
、
他
の
二
つ
の
ル
ー
ト
と
充
分
肩
を
並
べ
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
大
阪
に
つ
い
て
は
統
計
が
そ
ろ
わ
な

い
が
、
後
掲
の
第
５
表
か
ら
推
し
て
も
、
保
証
品
付
再
割
引
ル
ー
ト
が
著
し
く
低
位
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
の
結
果
、
日
銀
東
京

本
店
に
お
い
て
は
、
再
割
引
は
担
保
付
、
保
証
品
付
、
商
業
手
形
の
三
つ
の
ル
ー
ト
を
と
お
し
て
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
大
阪
で
は
事

災
上
、
担
保
付
と
商
業
手
形
の
二
つ
の
ル
ー
ト
を
と
お
し
て
行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
一
枚
当
り
金
額
に
眼
を
移
し
て
み
る
と
、
断
然
商
業
手
形
が
小
口
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
日
清
戦
前
に
は
大
阪
四
百
円
、
東

京
は
千
円
近
辺
に
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
東
西
と
も
に
二
千
円
台
に
収
敵
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
担
保
付
手
形
は
、
日
清
戦
を
は

さ
ん
で
、
大
阪
で
一
万
円
か
ら
一
万
七
千
円
へ
、
東
京
で
二
万
五
千
円
か
ら
四
万
七
千
円
へ
と
大
口
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
商
業

手
形
と
担
保
付
手
形
の
あ
い
だ
に
お
け
る
金
額
の
違
い
は
、
了
解
可
能
で
あ
る
。
商
業
手
形
ル
ー
ト
が
商
陥
流
通
の
実
需
に
ね
ざ
す
通

常
小
口
の
真
正
手
形
を
割
引
き
、
担
保
付
手
形
が
資
金
需
給
調
整
の
た
め
の
大
口
手
形
を
割
引
く
と
い
う
、
手
形
発
生
根
拠
の
違
い
に

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
東
西
両
店
の
間
で
保
証
品
付
手
形
の
一
枚
当
り
金
額
に
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
点
で
あ
る
。
東
京
で
は

担
保
付
手
形
と
ほ
ぼ
同
水
準
に
あ
る
の
に
、
大
阪
で
は
担
保
付
と
商
業
手
形
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
瞳
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
と

由
来
す
る
。



1890年代の日銀信用４０

２
保
証
品
付
手
形
再
割
引

日
銀
保
証
品
と
し
て
は
、
一
八
九
○
年
以
前
に
は
公
償
や
株
式
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
か
っ
た
が
、
九
○
年
以
降
は
微
々
た
る
も
の
と
な

り
、
商
品
に
純
化
し
て
い
っ
た
。
商
品
保
証
は
倉
庫
預
り
証
の
形
態
で
行
わ
れ
た
。
東
京
倉
庫
会
社
は
八
二
年
一
二
月
、
大
阪
倉
庫
会

（
４
）
 

社
は
九
○
年
五
月
に
、
そ
の
預
り
証
が
日
銀
保
証
品
に
く
ゑ
こ
ま
れ
て
い
る
。

い
ま
第
５
表
に
、
一
八
九
○
年
代
の
日
銀
東
京
・
大
阪
両
店
に
お
け
る
、
商
品
を
保
証
品
と
す
る
手
形
再
割
引
の
主
要
品
目
を
掲
げ

た
。
数
字
は
各
期
末
の
保
証
品
総
価
額
で
あ
っ
て
、
日
銀
再
割
引
残
高
で
は
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
再
割
引
残
高
は
、
こ
の
保
証

品
価
額
に
担
保
掛
目
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
股
後
尾
に
、
掛
目
を
七
○
％
と
し
た
と
き
の
推
定
値
を
掲
げ
て
お
い
た
。
九
○
年

末
で
四
○
○
万
円
、
九
五
、
九
六
年
末
で
六
○
○
万
円
弱
に
及
ぶ
。
こ
の
表
か
ら
も
、
保
証
品
付
手
形
ル
ー
ト
に
お
い
て
、
東
京
本
店

が
圧
倒
的
比
重
を
占
め
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
大
勢
を
生
糸
が
占
め
る
点
で
あ
る
。
東
京
本
店
の

保
証
品
と
し
て
は
、
九
○
年
に
米
穀
、
豆
、
肥
料
、
粕
、
砂
糖
、
鉄
類
な
ど
様
点
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
以
降
、
漸
次
姿
を
消
す
。
恒
常

的
に
は
生
糸
、
絹
ハ
ン
カ
チ
、
米
穀
が
残
る
が
、
東
京
の
保
証
品
付
手
形
ル
ー
ト
は
生
糸
金
融
の
た
め
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

生
糸
保
証
品
額
が
下
期
に
膨
む
の
は
、
生
糸
が
甲
信
養
蚕
地
方
か
ら
京
浜
へ
運
ば
れ
、
倉
庫
に
入
庫
し
た
あ
と
船
積
ま
で
の
あ
い
だ

い
え
ば
東
京
の
保
証
品
付
手
形
が
担
保
付
手
形
に
近
い
性
質
を
も
ち
、
大
阪
で
は
商
業
手
形
に
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
）
」
と
を
暗
示

し
て
い
る
。
大
阪
で
保
証
品
付
手
形
ル
ー
ト
の
ウ
ェ
イ
ト
が
低
い
の
は
、
そ
の
多
く
が
、
商
品
保
証
を
必
要
と
し
な
い
商
業
手
形
へ
転

じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
低
さ
は
、
手
形
取
引
に
お
け
る
大
阪
の
先
進
性
を
物
語
る
。

以
上
の
概
観
を
下
敷
き
に
し
て
、
次
に
こ
れ
ら
三
つ
の
内
国
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
立
ち

入
っ
た
検
討
を
行
う
。



(単位：千円）第５表1890年代における日銀保証品付手形再割引

貸付額
(Ａ＋Ｂ） 
Ｘ０．７ 

東京 総額

Ａ＋Ｂ 

２０７ 

１，１９４ 
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５，６７１ 

４１７ 
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２１１ 
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７４ 
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４，４２０ 
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８，５０６ 

大阪

生糸'二二事｜繭｜穀類 Ａ｜生綿|紡績糸|砂糖|穀類ｌＢ

1889年６月末
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１２ 
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１２ 
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０
０
蛇
舶
伯
蛆
舩
妬
？
Ｍ
獅
棚
卿
蝿

辿
期
妬
〃
２
９
１
１

４
 

Ｌ
ａ
 

２
 

３
 
３
１
５
２
５
 

Ｊ
９
Ｊ
分
り

１
４
３
６
９
０
０
０
０
輪
？
佃
畑
捌
脇
州

３
９
６
９
０
０
 

４
 

１
１
８
９
１
６
 

１
 

４
 

２
 

９
 

Ｊ
 

Ｐ
 

Ｐ
？
，
Ｐ
Ｐ
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０
０
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０
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０
０
別
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０
０
０
０
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０
０
４

８
 

戸
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８
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３８ 
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２
１
５
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０
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０
０
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５
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３
３
６
２
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８
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８
１
１
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０
０
町
巧
虹
弱
〃
０
０
１
０
０
４
０
９
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４
 

１
 

７
９
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０ 

０ 

３５１ 

３８３ 
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６５７ 

１７３ 

２４ 

１７ 

７９６ 

１，２９０ 

３９３ 

４４２ 

９９６ 

６８０ 

１，２１７ 

(1)日本銀行『半季報告材料書類』（各季）より作成。

(2)－部推計を含む。生糸については，1870年上期から93年下期まで梱数しかわからないが，１梱400円として推計した。

400円の根拠は，８９年下期400円，９４年下期395円であったことにもとずく。他の品目の推計は鑑も近い期の価格による。

(3)上記品目以外に，菜種，豆，砂糖，肥料，織物，粕，ガラス，紙，セメント，煙草，金巾，海草，鉄などがある。

【
『



1890年代の日銀信用４２

し
か
し
こ
の
シ
ス
テ
ム
だ
と
、
日
銀
は
季
節
調
整
な
ら
び
に
発
券
統
制
の
点
で
、
む
ず
か
し
い
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
に
、
公
債
担
保
を
重
視
す
る
と
、
購
繭
資
金
供
給
量
が
銀
行
の
国
債
保
有
量
に
制
約
さ
れ
、
硬
直
化
し
て
し
ま
う
。
第
二
に
、
夏

か
ら
秋
に
か
け
て
膨
張
す
る
現
金
需
要
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
と
、
常
に
発
行
余
力
を
残
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
日
銀
券
発
行

の
弾
力
性
が
そ
こ
な
わ
れ
、
非
効
率
で
あ
る
。
ま
た
第
三
に
、
過
剰
に
日
銀
券
を
供
給
し
す
ぎ
る
と
、
物
価
騰
貴
を
ひ
き
お
こ
し
て
し

（
６
）
 

ま
う
。
日
銀
は
季
節
金
融
調
整
と
物
価
管
理
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
高
度
の
「
術
」
を
要
し
た
。

東
京
・
大
阪
間
商
業
手
形
決
済
の
振
興
に
つ
と
め
た
田
尻
稲
次
郎
は
、
一
八
九
一
年
、
こ
う
し
た
日
銀
に
依
存
し
た
製
糸
金
融
を
商

（
７
）
 

業
手
形
決
済
へ
切
り
換
陽
え
る
よ
う
甲
信
地
方
の
銀
行
家
・
実
業
家
に
促
し
て
い
る
。
地
方
銀
行
と
製
糸
業
者
が
く
ん
で
養
蚕
農
家
に
商

業
手
形
を
振
出
さ
せ
、
地
方
銀
行
が
割
引
く
。
そ
の
代
金
は
売
込
商
振
出
約
束
手
形
（
あ
る
い
は
売
込
商
に
宛
て
た
為
替
手
形
）
の
割

の
倉
荷
金
融
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
料
繭
に
対
す
る
再
割
引
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

製
糸
が
生
産
ざ
れ
輸
出
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ま
ず
製
糸
業
者
の
購
繭
資
金
に
は
じ
ま
り
、
次
に
生
産
さ
れ
た
製
糸
を
横
浜
ま
で
運
ぶ

（
５
）
 

ま
で
の
荷
為
替
金
融
、
つ
。
つ
い
て
横
浜
ま
で
の
倉
荷
金
融
、
最
後
に
船
積
後
の
外
国
為
替
金
融
に
至
る
一
連
の
金
融
が
必
要
で
あ
る
。

明
治
二
○
年
代
の
製
糸
金
融
で
は
、
ま
だ
手
形
取
引
が
さ
ほ
ど
普
及
し
て
お
ら
ず
、
金
融
の
方
法
は
荷
為
替
あ
る
い
は
生
糸
担
保
の

形
で
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
日
銀
は
、
横
浜
の
倉
荷
を
保
証
品
と
す
る
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
、
あ
る
い
は
横
浜
正
金
銀
行
を
介
す

る
外
国
為
替
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
、
生
糸
金
融
の
円
滑
化
を
は
か
っ
た
。
ま
ず
商
品
再
生
産
に
お
け
る
事
後
金
融
と
い
う
べ

き
方
法
が
と
ら
れ
、
そ
の
資
金
が
購
繭
資
金
に
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
購
繭
金
融
の
円
滑
化
に
役
立
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
間
接
的
と
い

う
制
約
を
免
れ
ず
、
そ
れ
を
う
め
る
も
の
と
し
て
横
浜
売
込
問
屋
に
よ
る
製
糸
家
む
け
前
貸
金
融
が
行
わ
れ
た
。
繭
購
入
の
た
め
に
は

歴
大
な
現
金
が
必
要
で
あ
り
、
問
屋
は
そ
の
資
金
を
横
浜
の
諸
銀
行
に
も
と
め
、
最
終
的
に
は
公
債
等
を
担
保
に
日
銀
か
ら
供
給
さ
れ

た
◎ 



３
 

４
た
の
で
あ
る
。

引
で
支
払
う
。
宛
込
商
は
外
国
商
宛
為
替
手
形
を
正
金
銀
行
で
割
引
い
て
も
ら
い
、
製
系
家
に
支
払
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
銀
は
生

糸
金
融
の
季
節
性
か
ら
く
る
負
担
制
約
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
に
生
糸
金
融
は
商
品
流
通
に
ね
ざ
し
て
お
り
、
商
業

手
形
決
済
へ
移
行
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
当
時
の
養
蚕
農
家
の
経
営
状
態
か
ら
す
れ
ば
、
繭
代
金
を
現
金
で
な
く
手

形
で
う
け
と
る
余
力
は
な
い
。
た
だ
売
込
商
の
信
用
を
パ
ッ
ク
に
手
形
決
済
が
導
入
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
実
性
と
い

う
点
で
田
尻
の
提
起
は
や
や
問
題
を
含
む
が
、
こ
れ
を
機
に
生
糸
金
融
に
手
形
決
済
が
徐
変
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
看
過
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
８
）
 

石
井
寛
治
氏
は
、
生
糸
金
融
を
商
業
手
形
決
済
で
な
い
こ
と
を
ｊ
も
っ
て
、
商
業
金
融
な
《
し
ざ
る
「
産
業
金
融
」
と
位
櫛
づ
け
て
い
る
。

明
治
一
一
○
年
代
の
生
糸
金
融
に
お
い
て
は
、
荷
為
替
手
形
あ
る
い
は
商
品
担
保
金
融
が
主
力
で
あ
り
、
そ
こ
で
振
出
さ
れ
る
手
形
は
厳

密
な
意
味
で
商
業
手
形
で
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
株
式
払
込
や
起
業
資
金
調
達
の
た
め
に
振
出
さ
れ
る
手
形
と

一
緒
に
「
産
業
金
融
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
田
尻
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
生
糸
金
融
は
商
品
流
通
に
基
盤
を
お
き
、
条
件
さ
え
整

え
ば
商
業
手
形
決
済
へ
転
換
し
う
る
。
こ
の
点
で
、
株
式
払
込
な
ど
固
定
資
本
投
資
の
た
め
の
資
本
信
用
と
一
線
を
画
す
。
石
井
「
産

業
金
融
」
論
は
、
産
業
革
命
期
に
お
け
る
日
本
金
融
の
特
殊
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
力
点
を
お
い
て
い
る
が
、
日
本
金
融
の
一

般
性
と
特
殊
性
を
鯵
ハ
ラ
ソ
ス
を
と
っ
て
位
樋
づ
け
る
た
め
に
は
、
流
通
信
用
と
資
本
信
用
の
区
分
を
あ
い
ま
い
に
は
で
き
な
い
。
こ
の

区
分
に
そ
っ
て
商
業
金
融
と
産
業
金
融
を
区
分
す
る
な
ら
ば
、
生
糸
金
融
は
商
業
金
融
に
属
す
。
「
商
業
金
融
」
概
念
を
流
通
信
用
と

し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
商
業
手
形
信
用
と
な
ら
ん
で
、
問
屋
に
よ
る
延
払
金
融
（
ず
。
◎
屍
日
の
＆
（
）
あ
る
い
は
商
品
担
保
金
融
な
ど
、

（
９
）
 

商
品
流
通
に
沿
っ
て
発
生
し
た
過
渡
的
な
信
用
形
態
ｑ
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
松
方
・
渋
沢
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
明
治
の
金
融
変
革
の
焦

点
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
過
渡
的
な
問
屋
信
用
を
如
何
に
近
代
的
な
商
業
手
形
信
用
へ
切
り
か
え
る
か
、
商
業
金
融
自
体
の
再
編
に
あ
っ
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こ
こ
で
再
び
第
５
表
に
も
ど
っ
て
、
日
銀
大
阪
支
店
に
お
け
る
保
証
品
付
手
形
再
割
引
の
展
開
を
検
討
す
る
。
東
京
本
店
に
比
べ
、

大
阪
支
店
に
お
け
る
保
証
品
付
再
割
引
の
規
模
は
遙
か
に
小
さ
い
。
も
と
も
と
一
八
九
○
年
以
前
、
東
京
本
店
が
公
債
、
株
券
、
諸
商

品
な
ど
を
保
証
品
に
く
ぷ
入
れ
、
先
行
的
に
保
証
品
付
再
割
引
を
行
っ
て
い
た
と
き
で
も
、
大
阪
支
店
で
は
そ
の
実
績
が
な
い
。
お
そ

ら
く
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
○
年
に
認
め
ら
れ
て
以
来
、
紡
織
糸
、
米
穀
、
砂
糖
、
菜
種
、
織
物
な
ど
、
そ
の
対
象
範

囲
は
多
品
目
に
お
よ
ん
だ
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
そ
の
な
か
で
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
紡
績
関
係
で
あ
る
。
し
か

し
、
東
の
生
糸
金
融
、
西
の
紡
紙
金
融
と
い
う
通
念
か
ら
す
る
と
、
そ
の
規
模
は
小
さ
す
ぎ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

日
銀
大
阪
支
店
が
保
証
品
付
手
形
、
商
業
手
形
の
再
割
引
を
は
じ
め
た
一
八
九
○
年
は
、
紡
織
金
融
に
と
っ
て
も
重
要
な
画
期
を
な

す
年
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
現
金
払
で
あ
っ
た
原
綿
決
済
が
、
こ
の
と
き
手
形
決
済
へ
移
行
し
、
大
阪
・
鐘
淵
両
紡
績
の
貸
借
対
照
表
に

支
払
約
束
手
形
が
姿
を
現
わ
す
。
こ
の
転
換
は
、
八
九
年
以
降
に
お
け
る
原
綿
の
国
産
・
中
国
綿
か
ら
イ
ン
ド
綿
へ
の
転
換
、
そ
れ
に

（
、
）

と
も
な
う
輸
入
商
社
と
の
間
の
綿
花
一
手
版
奉
沁
特
約
の
普
及
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
八
九
年
、
川
田
・
松
力
・
田
尻
ら
金
融
首

（
ｕ
）
 

脳
が
金
融
危
機
対
策
と
し
て
東
西
財
界
に
迫
っ
た
商
業
手
形
振
興
策
も
、
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

綿
花
支
払
手
形
が
現
わ
れ
る
九
○
年
以
前
、
原
綿
決
済
は
現
金
払
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
資
金
は
ど
こ
か
ら
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
は
や
く
か
ら
原
綿
買
掛
金
は
計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
お
そ
ら
く
綿
糸
を
担
保
と
す
る
銀
行
借
入
に
よ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
九
○
年
を
機
に
紡
績
金
融
は
、
商
品
担
保
金
融
の
段
階
か
ら
商
業
手
形
決
済
の
段
階
へ
、
そ
の
重
心
を
移
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
紡
績
金
融
は
決
済
の
点
で
、
生
糸
金
融
と
段
階
を
異
に
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
推
転
こ
そ
が
、
日
銀
の
保
証
品
付
再
割

引
に
お
い
て
、
生
糸
金
融
に
比
し
紡
績
金
融
が
著
し
く
少
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
。

さ
き
の
日
銀
保
証
品
付
再
割
引
表
（
第
５
表
）
か
ら
、
九
○
年
に
年
間
四
○
万
円
を
記
録
し
た
紡
績
糸
保
証
品
が
そ
れ
以
降
ほ
ぼ
姿

を
消
し
、
か
わ
り
に
生
綿
保
証
品
が
拡
大
す
る
と
い
う
変
化
を
よ
ゑ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
○
年
恐
慌
下
滞
貨
の
急
増
に
と
も
な
い
、
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紡
績
糸
を
担
保
と
す
る
銀
行
借
入
が
増
大
し
、
こ
れ
を
う
け
て
、
日
銀
の
紡
績
糸
保
証
品
再
割
引
が
膨
む
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
慮
し

て
も
、
紡
績
業
を
め
ぐ
る
商
品
担
保
金
融
に
、
商
業
手
形
決
済
へ
の
移
行
と
共
通
す
る
変
化
が
起
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
完
成

品
に
対
す
る
事
後
金
融
か
ら
原
材
料
に
対
す
る
事
前
金
融
へ
の
移
行
で
あ
る
。
事
前
金
融
へ
の
移
行
に
は
、
二
つ
の
段
階
が
あ
る
。
最

初
の
段
階
は
過
渡
形
態
で
、
原
材
料
を
担
保
・
保
証
と
す
る
金
融
で
あ
り
、
次
の
段
階
が
無
担
保
の
商
業
手
形
決
済
で
あ
る
。
ど
の
段

階
ま
で
進
む
か
は
、
紡
績
会
社
の
信
用
力
に
依
存
す
る
。
一
八
九
○
年
代
の
紡
績
金
融
は
、
こ
の
二
つ
の
事
前
金
融
の
形
態
が
共
存
し

て
お
り
、
こ
れ
を
う
け
て
日
銀
再
割
引
も
、
商
品
保
証
品
付
手
形
と
並
ん
で
商
業
手
形
の
ル
ー
ト
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
銀
保

証
品
付
再
割
引
に
お
い
て
、
東
京
に
比
べ
大
阪
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
の
は
、
む
し
ろ
大
阪
金
融
市
場
の
先
進
性
を
示
し
て
い
る
。

３
商
業
手
形
再
割
引

日
銀
に
よ
る
商
業
手
形
再
割
引
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
に
も
判
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
ま
た
ま
日
銀
大

阪
支
店
資
料
の
な
か
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
い
た
一
統
計
資
料
を
も
と
に
、
一
八
九
二
年
一
月
か
ら
翌
九
三
年
九
月
に
至
る
日
銀
大
阪
支
店

の
商
業
手
形
取
引
の
実
態
に
光
を
あ
て
る
。
こ
の
時
期
は
金
融
緩
慢
下
に
あ
り
、
日
銀
再
割
引
が
極
端
に
減
少
し
た
時
期
で
あ
る
が
、

商
業
手
形
再
割
引
の
一
端
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

い
ま
九
二
年
に
お
け
る
日
銀
大
阪
支
店
の
商
業
手
形
保
証
品
付
再
割
引
を
整
理
し
た
も
の
が
、
第
６
表
と
第
７
図
で
あ
る
。
九
二
年

一
年
間
に
お
け
る
商
業
手
形
取
引
は
、
一
一
一
一
一
一
行
、
一
一
五
、
一
一
一
○
九
枚
、
一
、
二
六
一
一
万
円
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
保
証
品
付
手
形
は
二
七

○
枚
、
一
四
八
万
円
、
全
体
の
一
一
％
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
翌
九
三
年
の
一
月
か
ら
九
月
に
お
け
る
保
証
品
付
取
引
に
お
い
て
は
、
共

立
銀
行
の
比
重
が
高
く
、
そ
れ
に
、
第
百
四
十
七
と
第
百
十
九
両
支
店
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
が
、
商
業
手
形
取
引
の

実
態
を
ほ
ぼ
示
し
て
い
る
と
ふ
て
い
い
。
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1892年における日銀大阪支店の商業手形再割引

（金額：千円）

第６表

ヨ銀大阪壷2店再割引（1892毎邑止

坂｜鬮立’4,948

『
Ｊ

Ｐ
Ｐ
Ｌ
 

【１３１５．８５Ｃ

、１３７．６１１４．１６と

川
．
】
。
【
１
Ｊ

５２２１１００．０１２５．３０９１１００.Ｃ 

豚

1）日銀大阪支店（営業係）『利益予算書半期報告財産目録綴』
年２月から12月までの各月取引高を合計した。

より作成。 1892 

ま
ず
取
引
先
か
ら
ゑ
て
お
こ
う
。
日
銀
大
阪
支
店
の
商
業
手

形
お
よ
び
保
証
品
付
手
形
取
引
先
は
三
一
一
一
行
、
そ
の
う
ち
大
阪

府
下
に
本
店
を
お
く
銀
行
は
一
三
行
、
支
店
の
象
を
お
く
銀
行

一
四
行
、
店
を
お
か
な
い
近
隣
の
銀
行
六
行
で
あ
る
。
注
目
さ

れ
る
の
は
、
本
店
銀
行
一
三
行
の
う
ち
国
立
銀
行
が
一
一
行
を

占
め
、
私
立
銀
行
が
僅
か
二
行
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
る
。
当
時
、

大
阪
府
下
の
国
立
銀
行
は
二
行
、
私
立
銀
行
二
○
行
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
日
銀
大
阪
支
店
の
商
業
手
形
取
引
先

が
偏
っ
て
い
た
と
い
う
印
象
を
免
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
取
引
金
額
に
眼
を
移
す
と
、
大
阪
の
国
立
銀
行
、
私

立
銀
行
そ
れ
に
支
店
銀
行
の
三
つ
に
、
ほ
ぼ
一
一
一
分
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
る
。
本
店
国
立
銀
行
と
支
店
銀
行
が
各
を
四
○
％
弱
、

あ
わ
せ
て
全
体
の
四
分
の
三
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
僅
か
二

行
の
本
店
私
立
銀
行
が
全
体
の
二
○
％
を
占
め
、
大
阪
府
近
隣

銀
行
は
六
行
で
僅
か
三
％
に
す
ぎ
な
い
。

枚
数
に
つ
い
て
は
、
支
店
銀
行
が
最
も
多
く
、
つ
ぎ
に
本
店

私
立
、
本
店
国
立
銀
行
が
つ
づ
き
、
近
隣
銀
行
は
極
め
て
少
な

い
。
枚
数
の
高
を
反
映
し
て
、
一
枚
当
り
の
金
額
は
、
支
店
銀
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第７図1893年大阪市中銀行の日銀商業手形割引（年間取引高）

５
（
、
万
円
）
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ｊ
１
に
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、
×
し
役
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２４６８１０１２１４１６１８２０２２２４(10万円）
ｌ]銀商業手形再割引

1）第６表と同じ。Ｏは大阪府に本店をもつ銀行。それ以外は×。

行
、
本
店
私
立
銀
行
が
五
百
円
を
切
り
、
本
店
国
立
銀

行
は
千
円
と
大
き
い
。
そ
れ
で
も
保
証
品
付
手
形
の
五

分
の
一
、
担
保
付
手
形
の
一
○
分
の
一
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
取
引
先
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
お
こ

う
。
第
７
図
の
横
軸
（
な
ら
び
に
第
７
表
冒
頭
の
Ａ

欄
）
に
、
日
銀
大
阪
支
店
商
業
手
形
（
お
よ
び
保
証
品

付
手
形
）
主
要
取
引
先
の
年
間
再
割
引
高
を
掲
げ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
百
三
十
国
立
銀
行
が
二
四
○
万
円

と
ト
ッ
プ
を
占
め
、
つ
ぎ
に
第
一
、
共
立
、
第
七
十
八
、

逸
身
の
四
行
が
百
万
円
台
に
つ
づ
き
、
そ
の
あ
と
第
四

十
二
、
第
三
十
一
一
、
第
二
十
一
一
、
第
百
四
十
八
、
第
十

二
の
五
行
が
連
ら
な
る
。
以
上
一
○
行
を
の
ぞ
く
二
一
一
一

行
は
年
間
二
○
万
円
に
達
し
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
三

井
、
第
三
あ
る
い
は
第
十
一
一
一
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
住
友
は
ま
だ
銀
行
を
分
離
設
立
し
て
い
な
い
。
以

上
の
よ
う
な
構
成
は
、
既
知
の
大
正
期
と
大
き
く
異
な

（
坦
）

る
。
お
そ
ら
く
明
治
三
四
年
金
融
恐
慌
後
の
事
情
と
も

大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
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問
題
は
、
大
阪
に
お
け
る
こ
う
し
た
手
形
割
引
の
浸
透
と
日
銀
と
の
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
手
形
割
引
に
は
、
商
業
手
形
と
担
保

付
手
形
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
各
行
の
手
形
割
引
の
な
か
で
、
日
銀
に
よ
っ
て
再
割
引
さ
れ
た
商
業
手
形
の
比
率
を
掲
げ
た
。
商

業
手
形
再
割
引
の
回
転
を
年
四
回
（
期
間
三
ヶ
月
）
と
し
て
、
年
間
取
引
高
（
Ａ
欄
）
か
ら
残
高
（
Ｂ
欄
）
を
推
定
し
た
。
日
銀
に
再

割
引
さ
れ
た
手
形
は
、
手
形
割
引
残
高
（
Ｃ
欄
）
に
残
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
因
、
（
国
十
Ｏ
、
商
業
手
形
再
削
／
手
形
割
引
残

高
を
（
商
手
）
再
割
引
比
率
と
す
る
。

こ
う
し
て
計
算
し
た
同
盟
銀
行
全
体
の
「
再
割
引
」
比
率
は
、
二
七
％
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
銀
が
割
引
い
た
商
業
手
形
は
、
同
盟

一
八
九
○
年
代
の
金
融
市
場
に
つ
い
て
多
く
の
情
報
を
も
っ
て
い
な
い
。
い
ま
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
も
と
に
多
少
の
検
討
を
加
え

る
こ
と
で
、
形
成
期
割
引
市
場
の
一
端
に
光
を
あ
て
る
。

第
７
表
の
Ｂ
か
ら
Ｆ
欄
に
、
大
阪
府
下
主
要
銀
行
一
四
行
の
調
達
運
用
の
概
要
を
掲
げ
た
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
貸
出
全

体
に
占
め
る
手
形
割
引
の
ウ
ェ
イ
ト
の
高
さ
で
あ
る
。
九
二
年
末
、
大
阪
同
盟
銀
行
の
割
引
比
率
は
六
割
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

事
情
が
一
部
大
銀
行
特
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
中
小
銀
行
に
お
い
て
も
平
均
五
五
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
割
引
比

率
、
残
高
の
双
方
を
ゑ
て
、
大
阪
金
融
市
場
に
お
け
る
手
形
劉
引
振
興
の
先
進
部
分
は
、
第
百
一
一
一
十
と
第
一
、
つ
づ
い
て
第
四
十
一
一
、

共
立
、
第
百
四
十
八
の
五
行
で
あ
ろ
う
。
本
店
大
銀
行
で
割
引
比
率
が
と
く
に
低
い
の
は
、
第
十
一
一
一
国
立
銀
行
で
あ
り
、
支
店
大
銀
行

で
は
三
井
銀
行
で
あ
る
。
一
一
一
井
支
店
は
、
同
盟
全
体
の
二
二
％
に
あ
た
る
一
七
四
万
円
を
預
金
と
し
て
吸
収
し
な
が
ら
、
手
形
割
引
を

含
め
た
貸
出
は
振
わ
ず
、
六
○
万
円
に
す
ぎ
な
い
。
百
万
円
を
こ
え
る
差
額
は
、
東
京
本
店
へ
回
送
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
第

一
国
立
銀
行
支
店
の
経
営
は
、
三
井
支
店
と
対
照
的
で
、
第
百
一
一
一
十
や
第
四
十
一
一
な
ど
大
手
の
本
店
銀
行
と
全
く
遜
色
が
な
い
。
ま
た

支
店
銀
行
の
な
か
で
、
鍬
十
二
、
第
七
十
八
両
支
店
の
割
引
比
率
が
、
八
割
以
上
と
際
立
っ
て
商
い
が
、
織
物
金
融
関
係
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。



⑲
そ
れ
で
は
日
銀
は
、
各
行
に
対
し
て
商
業
手
形
再
割
引
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
７
図
に
よ
っ
て
、
日
銀

個
別
に
み
て
み
る
と
、
大
銀
行
の
な
か
で
は
一
一
一
井
、
第
三
、
第
三
十
四
、
第
十
一
一
一
の
四
行
は
、
ほ
と
ん
ど
商
業
手
形
を
日
銀
大
阪
支

店
へ
も
ち
こ
む
こ
と
が
な
い
。
三
井
、
第
一
一
一
両
支
店
に
お
け
る
商
業
手
形
の
再
割
引
は
、
あ
る
い
は
東
京
で
一
括
し
て
行
わ
れ
て
い
た

か
も
知
れ
な
い
。
第
十
三
、
第
三
十
四
両
行
の
割
引
比
率
は
極
端
に
低
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
行
の
「
再
割
引
」
比
率
の
極
端
な

低
さ
は
、
両
行
が
商
業
手
形
を
割
引
か
な
い
か
、
あ
る
い
は
商
業
手
形
で
あ
ろ
う
と
担
保
付
で
あ
ろ
う
と
日
銀
信
用
に
依
存
し
な
い
か
、

そ
の
い
ず
れ
か
を
意
味
す
る
。

一
方
、
こ
の
「
再
割
引
」
比
率
が
同
盟
平
均
を
上
回
る
の
は
、
第
七
十
八
、
第
二
十
一
一
、
第
十
二
、
第
一
の
四
支
店
と
、
第
百
三
十

と
共
立
の
両
本
店
行
で
あ
る
。
と
く
に
地
方
銀
行
の
第
七
十
八
、
第
二
十
二
、
第
十
一
一
支
店
の
比
率
が
際
立
っ
て
高
い
。
第
七
十
八
は

六
四
％
に
も
達
す
る
。
こ
こ
で
第
七
十
八
と
第
十
二
両
支
店
の
割
引
比
率
が
八
、
九
割
と
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
こ
と
を
想
い
起
す
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
地
銀
支
店
の
活
動
が
、
と
く
に
商
業
手
形
を
割
引
き
、
そ
の
多
く
を
日
銀
再
割
引
へ
回
す
と
い
う
、
．
〈
イ
ブ
の
役
割
を
は

た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
第
百
三
十
、
共
立
、
第
一
の
一
一
一
行
の
「
再
割
引
」
比
率
は
、
や
や
下
が
っ
て
一
一
一
五
％
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
一
一
一

行
の
日
銀
に
再
割
さ
れ
た
商
業
手
形
は
、
各
行
手
形
割
引
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
行
の
割
引
比
率
は
六
五

％
と
商
い
。
こ
こ
で
は
掲
げ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
再
割
引
」
比
率
と
割
引
比
率
の
関
係
を
ゑ
て
承
る
と
、
ゆ
る
い
正
の
相
関
が
染
て

と
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
市
中
に
お
け
る
手
形
割
引
の
浸
透
と
、
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
と
の
間
に
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を

銀
行
手
形
割
引
の
四
分
の
一
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
大
手
一
四
行
は
二
八
％
、
そ
の
他
の
中
小
一
一
行
は
一
一
○
％
と
、
八
ポ
イ
ン
ト
の

差
が
あ
る
。

と
れ
る
。
こ
の
）

示
唆
し
て
い
る
。
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商
業
手
形
再
割
引
推
定
残
高
と
資
本
金
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
意
味
の
あ
る
関
係
は
魂
ら
れ
な
い
。
し
か
し
注
目
す
べ
き

は
、
第
百
三
十
、
共
立
銀
行
の
よ
う
に
、
商
業
手
形
再
割
引
だ
け
で
資
本
金
を
大
き
く
上
回
る
と
推
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
点
で
あ

る
（
第
７
表
Ｂ
、
下
欄
）
。
こ
の
こ
と
は
、
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
が
取
引
先
の
資
本
金
額
に
制
約
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
お

（
皿
）

そ
ら
く
商
業
手
形
の
再
割
引
は
、
適
格
条
件
さ
陰
え
満
た
せ
ば
事
実
上
無
制
限
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
市
中
銀
行
は
商
業
手
形
を
積
極

的
に
割
引
き
、
そ
の
多
く
を
日
銀
に
持
ち
込
ん
だ
。
さ
き
の
「
再
割
引
」
率
と
割
引
比
率
の
相
関
関
係
は
、
こ
う
し
た
日
銀
再
割
引
の

あ
り
よ
う
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
の
問
題
は
、
手
形
供
給
サ
イ
ド
の
問
題
で
あ
る
。
日
銀
の
厳
格
な
適
格
条
件
を
満
た
す
商
業
手
形
は
、
ど
こ
か
ら
供
給
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
は
全
く
な
い
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
紡
績
支
払
手
形
で
あ
る
。

第
８
表
は
、
大
手
紡
績
一
○
社
の
原
綿
決
済
に
つ
い
て
ふ
た
も
の
で
あ
る
。
九
○
年
、
大
阪
紡
、
鐘
紡
の
一
一
社
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ

た
紡
績
支
払
手
形
は
、
九
二
年
四
社
、
五
六
万
円
、
九
四
年
に
は
五
社
、
百
万
円
の
大
台
に
達
し
、
九
七
年
に
は
、
九
社
、
一
一
三
○
万

円
へ
と
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
一
体
、
日
銀
再
割
引
商
業
手
形
の
う
ち
紡
績
手
形
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
比
重
を
占
め
た
で
あ
ろ
う
か
。

戸
｝
ロ
儲
刺
壁
型
一
戸
『
竺
琳
瓢
鰄
噸
器
遵
舗
箙
毒
婦
皿
熱
鐡
』
（
汁
商
掛
扇
）
》
が
ｓ
盲
一
汁
「
汁
聞
國
鴎
幾
コ
珊
碩
議
醗
譲
潮
」
『
霞
。
慰
亦
難
』
丙

片
が
。
爾
升
貯
再
「
覇
司
」
俳
轡
藤
遍
搬
（
墨
誌
Ⅱ
削
桧
丹
）
」
『
鶴
譲
鴎
激
Ｈ
』
Ｓ
篭
汁
周
枡
勗
蠅
鵜
頭
）
職
１
１
温
割
言
・

一
画
一
画
篭
刺
些
皿
一
笥
叩
一
冷
仇
鶚
回
鴎
繭
コ
ト
Ｆ
八
一
汁
騨
弊
ｓ
諏
菖
、
謎
Ⅲ
＋
ン
画
目
幾
可
戟
駁
が
鷺
竹
亜
呂
・
『
串
四
一
、
今
峨
斧
一
Ｓ
ｄ
ｎ
Ｓ

船
§
ひ
颪
阿
片
ｓ
叔
勺
汁
・

｛
四
一
ｍ
蔑
刺
蝦
勗
｜
昇
函
絲
瓠
憲
什
索
欝
郡
専
柵
憩
ご
ツ
ワ
汗
猷
・
粛
鷲
勧
二
拙
韻
一
汁
］
冷
剴
四
＄
。
。

｛
吟
一
瀞
冊
鴎
馴
国
一
敬
蝋
慰
刺
塑
皿
一
ｓ
枅
國
回
撤
鵠
酔
（
回
院
ｒ
八
》
畳
型
一
醜
シ
サ
⑪
蕉
牢
Ｆ
汁
。

議
牢

】
』
》
⑭
一
画
一

ｍ
や
、
い
①
｜

『』『』①一
切
・
◎
画
①
｜

『
や
『
①
←
’

四や⑬酉。｜
山
。
。
①
｜

①
◎
。
⑰
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第８表1890年代における紡績会社振出支払手形（上期末）
（単位：千円）

支払約束手形 原綿買掛金

社数 10社計 うち
大阪紡

うち
鐘紡

数社

、社冒

1890年

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

２
３
４
４
５
７
８
９
９
 

３１９ 

３８９ 

５６０ 

98 

1,088 

1,078 

1,287 

2,355 

1,290 

ｕ
羽
的
兜
酩
砺
乃
氾
拠

３
３
３
 
３
４
２
２
２
 

５ 

４０ 

５
２
１
５
 

１
５
２
２
 

188 

６ 

３４１ 169 

297 128 

431 257 

848 119 

366 235 

(1)山口和雄編『日本産業金融史研究紡績金融篇』（1970年）巻末資料より作
成。

(2)大阪，三重,鐘淵，尼崎，摂津，福島，岸和田，郡山，堺，倉敷紡績の10社
について承尤もの。

(3)９０年上期以前に支払手形は，８３年下期に119千円あるの承。原綿買掛金は８４
年上期まで遡ることができる。

も
し
、
当
時
の
紡
績
手
形
の
期
限
が
通
常
三
○
日
で

（
Ｍ
）
 

あ
っ
た
と
い
う
記
述
に
し
た
が
陰
え
ば
、
九
二
年
一
年
間

に
、
大
阪
周
辺
の
大
手
紡
績
会
社
が
振
出
し
た
約
束
手

形
は
、
残
高
の
一
二
倍
、
六
七
二
万
円
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
全
て
が
日
銀
で
再
割
引
さ
れ
た
と
し
て
、
日
銀
大

阪
支
店
が
再
割
引
し
た
商
業
手
形
Ｃ
、
一
一
○
万
円
）

の
六
割
に
達
す
る
。
一
方
、
当
時
の
日
銀
再
割
引
紡
績

手
形
の
期
限
が
三
ヶ
月
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
し
た

が
え
ば
、
九
二
年
末
の
推
定
残
高
は
二
七
八
万
円
と
な

る
。
こ
の
と
き
、
大
手
紡
績
会
社
が
振
出
し
た
約
束
手

形
残
高
の
全
て
を
日
銀
が
再
割
引
し
た
と
し
て
も
、
日

銀
再
割
引
商
業
手
形
の
二
割
に
す
ぎ
な
い
。

二
つ
の
推
定
値
に
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
紡
績
手
形

の
回
転
率
が
不
確
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
を
と
る

に
せ
よ
、
紡
績
会
社
振
出
約
束
手
形
の
全
て
が
日
銀
再

割
引
に
回
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

日
銀
大
阪
支
店
再
割
引
商
業
手
形
の
う
ち
紡
績
手
形
は
、

多
く
見
積
っ
て
も
そ
の
半
ば
に
達
し
な
か
っ
た
で
あ
る
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う
。
残
り
の
半
分
は
、
紡
績
手
形
以
外
の
砂
糖
、
肥
料
、
織
物
な
ど
諸
手
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

九
○
年
大
阪
に
お
け
る
商
業
手
形
取
引
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
伝
え
る
資
料
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
。
こ
こ
で
は
以
下
、

幾
つ
か
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

第
一
の
点
は
、
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
の
大
手
銀
行
の
頭
取
は
じ
め
首
脳
陣
は
、
単
な
る
銀
行
家
で
は
な
く
、
有
力
商
人
、
企
業
家

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
百
三
十
国
立
銀
行
の
頭
取
は
、
有
力
洋
反
物
商
で
あ
っ
た
松
本
童
太
郎
で
、
彼
は
ま
た
大
阪
紡
績
を
は
じ

め
毛
斯
倫
紡
織
、
日
本
精
糖
、
さ
ら
に
麗
州
、
山
陽
、
阪
堺
、
南
海
な
ど
諸
鉄
道
の
社
長
を
兼
ね
て
い
る
。
ま
た
共
立
銀
行
頭
取
の
金

沢
仁
兵
術
は
、
有
力
米
穀
・
肥
料
商
で
あ
り
、
同
時
に
平
野
紡
績
、
日
本
紡
績
の
社
長
を
兼
任
し
て
い
る
。
第
四
十
二
国
立
銀
行
頭
取

は
有
力
肥
料
商
の
田
中
市
兵
衛
で
、
大
阪
商
船
、
日
本
綿
花
、
神
戸
桟
橋
、
浪
華
紡
績
、
日
本
醸
酒
の
社
長
で
も
あ
っ
た
。
取
締
役
、

（
塒
）

監
査
役
ま
で
含
め
る
と
切
り
が
な
く
、
相
互
に
錯
綜
し
て
い
る
。
兼
任
関
係
を
介
し
て
、
こ
れ
ら
大
企
業
が
振
出
し
た
商
業
手
形
の
多

く
が
、
三
行
に
集
中
し
て
割
引
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
兼
任
で
め
だ
つ
の
は
、
紡
績
会
社
と
の
関
係
で
あ
る
。
第
百
三
十
は
大
阪
紡
、
共
立
は
平
野
紡
・
日
紡
、
第
四
十

二
は
浪
華
紡
、
日
本
綿
花
と
の
関
係
が
深
い
。
ま
た
逸
身
銀
行
は
尼
崎
紡
績
と
因
縁
が
あ
蕊
。
お
そ
ら
く
、
第
百
三
十
、
共
立
、
第
四

十
一
一
、
逸
身
の
四
行
は
紡
績
手
形
割
引
の
比
重
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
共
立
銀
行
ひ
と
り
商
品
保
証
品
付
再
割
引
の
比
重
が
高
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
共
立
銀
行
の
前
身
が
八
四
年
に
破
綻
し
た

大
阪
融
通
会
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兄
弟
会
社
の
大
阪
倉
庫
会
社
は
鴻
池
の
傘
下
に
入
っ
た
が
、
そ
の
倉
荷
金

融
は
、
鴻
池
系
の
第
十
三
国
立
銀
行
で
は
な
く
、
共
立
銀
行
が
継
続
し
て
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
こ
の
四
本
店
銀
行
と
な
ら
ん
で
、
第
一
、
第
七
十
八
の
両
行
が
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
の
上
位
に
並
ぶ
。
第
一
は
大
阪
紡

績
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
七
十
八
は
八
王
子
に
本
店
を
お
き
、
大
阪
に
支
店
を
も
つ
。
そ
の
活
動
は
不
明
だ
が
、
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織
物
関
係
の
為
替
手
形
割
引
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

第
五
に
、
近
隣
の
銀
行
の
な
か
で
は
、
灘
酒
家
興
業
銀
行
が
一
八
九
○
年
五
月
以
来
、
恒
常
的
に
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
の
益
を
う

け
て
い
る
・
日
銀
大
阪
支
店
は
そ
の
取
立
て
を
、
第
一
、
三
井
両
神
戸
支
店
を
介
し
て
行
っ
た
。
東
京
酒
問
屋
と
灘
酒
造
家
の
決
済
は
、

八
四
、
五
年
ご
ろ
、
年
一
一
回
払
（
五
、
一
○
月
）
か
ら
毎
月
六
日
払
へ
と
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
お
そ
ら
く
田
尻
の
歓
奨
を
う
け
て

で
あ
ろ
う
、
九
○
年
、
東
京
酒
問
屋
（
一
一
五
軒
）
の
合
意
を
え
て
約
束
手
形
決
済
へ
進
ん
だ
。
そ
し
て
東
京
の
酒
問
屋
よ
り
約
束
手
形

を
う
け
と
っ
た
灘
の
酒
造
家
は
、
そ
れ
に
裏
書
し
て
灘
酒
家
あ
る
い
は
西
宮
恵
美
酒
、
第
一
銀
行
に
割
引
を
依
頼
す
る
。
そ
し
て
横
浜

（
Ⅳ
）
 

正
金
あ
る
い
は
日
銀
が
そ
の
手
形
を
再
割
引
す
る
ル
ー
ト
が
つ
く
ら
れ
た
。

第
六
に
、
大
阪
木
綿
商
で
は
約
束
手
形
決
済
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
九
三
年
一
○
月
大
阪
木
綿
商
の
恐
慌
勃
発
に
よ
っ

て
確
認
し
う
る
。
そ
れ
は
数
十
名
の
木
綿
商
を
ま
き
こ
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
阪
割
引
会
社
と
い
う
木
綿
商

（
肥
）

の
手
形
仲
買
を
専
業
と
す
る
会
社
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。

４
株
式
担
保
付
手
形
再
割
引

日
銀
の
株
式
担
保
金
融
と
し
て
は
、
九
○
年
以
前
か
ら
あ
る
定
期
貸
ル
ー
ト
と
、
九
○
年
に
新
設
さ
れ
た
手
形
再
割
引
ル
ー
ト
の
二

つ
が
あ
る
が
、
九
○
年
以
降
大
勢
は
再
割
引
ル
ー
ト
に
移
っ
て
い
る
。
定
期
賛
担
保
と
し
て
は
日
本
郵
船
、
日
本
鉄
道
の
一
部
と
横
浜

正
金
銀
行
が
残
り
、
残
り
の
株
は
全
て
再
割
引
担
保
と
さ
れ
た
。

適
格
担
保
品
は
、
九
二
年
一
一
月
の
拡
張
以
降
、
九
七
年
六
月
に
至
る
ま
で
何
ら
変
動
は
み
ら
れ
な
い
。
九
一
一
年
、
新
た
に
適
格
担

保
と
し
て
社
償
が
認
め
ら
れ
た
が
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
徴
を
た
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
日
銀
の
株
式
担
保

ル
ー
ト
に
お
い
て
、
如
何
な
る
銘
柄
が
如
何
な
る
シ
ニ
ア
を
占
め
た
か
、
そ
の
構
成
を
見
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
再
割
引
と
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第８図日銀貸出の株式担保構成

(％） 大阪 来京０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
 

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
 

１
 

１８９０，９１，９２１９３，９４，９５，９６’９７９０，９１，９２，９３，９４，９５，９６’９７ 
(1)各季『日本銀行半季報告材料書類』より作成。

(2)各年末，日銀本支店担保株を払込金額ペースで算出し，百分率を図示した．

貸
付
・
賛
越
を
含
め
た
全
体
を
み
る
。

第
８
図
は
、
東
京
・
大
阪
両
店
そ
れ
ぞ
れ
に
担
保
と

し
て
差
出
さ
れ
た
株
式
数
の
内
訳
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
東
京
で
は
、
日
本
郵
船
と
九
州
、
北
炭
、
日
本
の

三
鉄
道
か
ら
な
る
四
銘
柄
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
。
し
か

し
九
○
年
当
初
、
日
本
郵
船
の
ウ
ェ
イ
ト
が
と
く
に
高

か
っ
た
が
、
そ
の
後
そ
の
重
心
は
、
日
本
郵
船
↓
九
州

↓
北
炭
↓
日
本
鉄
道
へ
と
移
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、

こ
の
四
株
の
集
中
度
は
四
分
の
三
か
ら
二
分
の
一
へ
と

低
下
し
、
分
散
化
が
ゑ
ら
れ
た
。
一
方
、
大
阪
で
は
山

陽
、
九
州
、
大
阪
、
関
西
の
四
鉄
道
と
大
阪
商
船
の
五

銘
柄
へ
の
集
中
度
が
高
く
、
全
体
の
八
、
九
割
を
占
め

て
い
た
が
、
九
五
年
以
降
集
中
度
は
お
ち
、
分
散
化
し

た
。
な
か
で
も
眼
を
ひ
く
の
は
、
大
阪
商
船
株
の
膨
張

で
あ
り
、
山
陽
、
九
州
両
鉄
道
株
の
比
重
低
下
を
埋
め

あ
わ
せ
て
い
る
。
大
阪
商
船
株
の
適
格
担
保
化
は
、
紡

績
株
と
並
ん
で
大
阪
財
界
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
。
九
二

年
二
月
、
大
阪
商
船
株
の
象
が
繰
盈
込
ま
れ
、
以
来

山陽鉄道

０，ロ■DB

その他

HUGOロﾛ
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第９図1890年代における日銀貸出担保株の推移

調］＃｢----

百
万
川
）
妬

3５ 

3０ 

2０ 

2５ 

その他その他その他

1５ 

2０ 

商船商船商船

1５ 
10 

山鉄山鉄
その他

斤蔚WiiP
/一

山鉄

'ﾌＺｉ寵

2iFiiY 
郵船

１０ 

九鉄
５ 

峰
峨
一
“

５ 

０ 

1890’91,92,93,94,95,96 9６ 9７ 9４ 9５ 9２ 9３ 1890’9１ 

1）第８図と同じ。

つ
ぎ
に
東
西
両
店
あ
わ
せ
た
金

額
と
株
数
の
構
成
を
染
て
み
る
と

（
第
９
図
）
、
北
炭
、
日
本
、
九
州
、

山
陽
の
四
鉄
道
株
と
、
日
本
郵
船
、

汚
阪
商
船
の
二
海
運
株
の
六
銘
柄

に
大
き
く
集
中
し
て
い
る
。
こ
の

六
つ
の
銘
柄
の
集
中
度
は
高
く
、

出
入
が
少
な
い
。
九
七
年
六
月
、

岩
崎
新
総
裁
の
も
と
新
た
に
総
武
、

Ｔ
 

房
総
、
成
田
、
豊
州
、
奈
良
、
参

宮
の
六
鉄
道
株
が
適
格
担
保
に
追

加
さ
れ
る
ま
で
の
七
年
間
、
こ
の

六
つ
の
銘
柄
が
全
体
の
七
○
％
近

く
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
日
銀
は
、
こ
れ
ら
特
定

銘
柄
を
長
期
固
定
的
に
保
有
し
つ

ま
た
た
く
ま
に
、
大
き
な
ウ
ェ
イ

卜
を
②
占
め
る
に
至
っ
た
。



５７ 

第９表1890年代における日銀の大口株式担保と払込資本

但保

謝

7,02 

8091 

1.65 

Ｅ
馴

鞭
飛
一
犯
犯
卿

叙
一
皿
皿
醐

Ｂ
｜
Ⅸ
肌
肥

ｊ
０
８
 

兜
妬
”

234.000 702 75.364 32.2 

山陽鉄道 780 260.000 43.268 16.6 

1.439.2 479.723 92,744 19.3 

兜
妬
飾

180 72.000 43,348 60.2 

大阪商船 194 77.600 38,985 50.2 

516.4 206.560 35,639 17.3 

卵
兜
町

880 215,000 5,673 2.6 

日本郵船 880 27,636 176.000 15.7 

18,694 176.000 55,502 ３１．５ 

1）日銀担保は『日本銀行半季報告材料書類』。払込資本金は，『日本国有鉄道百
年史』第４巻（1972年）ならびに『大阪商船株式会社八十年史』〔1966年)，
『日本郵船七十年史』〔1956年）による。

2）1897年，山陽，商船，郵船の日銀担保株数には，新株も１株として算入。

づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
９
図
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
九
○
年
代
は
一
連
の
局
面
で
は
な
く
、
二
つ

の
局
面
か
ら
な
る
。
九
○
年
の
残
高
一
千
万
円
に
及

ぶ
日
銀
の
株
式
担
保
再
割
引
は
、
九
二
年
ま
で
に
そ

の
多
く
が
回
収
さ
れ
て
お
り
、
九
三
、
四
年
以
降
の

拡
大
は
新
た
な
局
面
を
な
す
。
少
な
く
と
も
日
銀
は
、

九
○
年
救
済
以
来
七
年
間
、
特
定
銘
柄
を
保
有
し

「
買
い
」
支
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
九

四
年
以
降
の
拡
大
は
累
積
的
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
逆
に
企
業
側
か
ら
み
て
、
日
銀
へ
担
保

と
し
て
回
さ
れ
た
株
は
、
払
込
資
本
の
ど
れ
ほ
ど
を

占
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
口
の
四
銘
柄
に
つ
い
て
見

て
ゑ
た
も
の
が
第
９
表
で
あ
る
。
九
○
年
救
済
の
整

理
が
つ
い
た
あ
と
、
日
銀
担
保
株
の
な
か
で
シ
ェ
ア

を
の
ば
し
た
の
が
、
北
炭
鉄
道
と
大
阪
商
船
で
あ
っ

た
が
、
対
払
込
資
本
比
率
か
ら
象
て
も
両
銘
柄
は
際

だ
っ
て
い
る
。

日
銀
は
九
○
年
の
救
済
に
さ
い
し
、
北
炭
株
を
三
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以
上
の
よ
う
に
日
銀
は
、
再
割
引
担
保
と
し
て
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
と
大
阪
商
船
の
比
重
を
潤
め
た
が
、
そ
の
結
果
、
発
行
総
株
式
の

過
半
を
保
有
し
、
融
通
を
与
え
る
と
い
う
事
態
ま
で
生
じ
る
に
至
っ
た
。
北
炭
と
商
船
の
事
例
は
極
端
で
あ
る
。
山
陽
鉄
道
あ
る
い
は

日
本
郵
船
株
な
ど
の
日
銀
担
保
／
総
株
比
率
は
一
段
低
い
が
、
そ
れ
で
も
一
割
か
ら
三
割
に
お
よ
ぶ
。

こ
う
し
た
日
銀
株
式
担
保
金
額
の
少
数
銘
柄
へ
の
集
中
が
、
形
成
途
上
の
鉄
道
・
海
運
会
社
の
資
金
調
達
、
株
式
金
融
を
円
滑
に
し

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
影
響
は
株
価
の
動
き
に
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
銀
担
保
／
総
株
比
率
の
格
差
は
、
株
価
の
動

き
に
差
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
北
炭
・
商
船
の
ト
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
と
山
陽
・
日
本
鉄
道
グ
ル
ー
プ
、
さ
ら
に
鐘
紡
な
ど
日
銀
適
格

担
保
と
な
ら
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
株
価
変
動
の
あ
い
だ
に
、
さ
ほ
ど
際
立
っ
た
差
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
九
二
年
一
一
月
か
ら
翌
二
月
に
か
け
て
、
大
阪
商
船
の
株
価
が
三
○
円
台
か
ら
五
○
円
台
へ
急
上
昇
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大

阪
商
船
の
日
銀
適
格
担
保
組
糸
入
れ
の
効
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
直
後
、
大
阪
商
船
は
額
面
を
五
○
円
か
ら
二
五
円
へ
半
減
し
た
た
め
、

株
価
も
再
び
三
○
円
近
辺
へ
下
が
っ
た
が
、
そ
の
後
の
動
き
は
、
他
と
さ
ほ
ど
際
立
っ
た
差
は
な
い
。
九
六
年
末
を
ピ
ー
ク
に
株
価
は

低
落
を
つ
づ
け
た
が
、
大
阪
商
船
株
の
低
落
の
度
合
が
強
い
。
九
七
年
、
北
炭
や
山
陽
鉄
道
に
比
べ
、
大
阪
商
船
の
株
価
低
落
は
目
立

万
七
千
株
を
担
保
に
と
っ
た
が
、
そ
の
後
、
九
三
年
に
か
け
て
二
万
七
千
株
へ
と
減
ら
し
た
。
こ
の
と
き
、
総
株
式
の
二
七
％
で
あ
っ

た
。
日
清
戦
期
か
ら
再
び
増
大
し
、
九
五
年
に
は
四
万
九
千
株
、
実
に
総
株
式
の
半
分
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
。

一
方
、
九
二
年
末
に
日
銀
適
格
担
保
と
な
っ
た
大
阪
商
船
株
は
、
翌
年
末
に
は
早
く
も
、
総
株
式
七
万
二
千
株
の
う
ち
四
万
一
一
一
千
株

余
、
実
に
六
○
％
も
が
日
銀
再
割
引
の
担
保
と
し
て
差
し
出
さ
れ
、
融
資
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
九
六
年
末
に
か
け
て
の

増
資
に
よ
っ
て
、
総
株
式
は
二
○
万
六
千
株
余
へ
増
大
し
、
日
銀
担
保
は
一
七
％
へ
落
ち
た
。
こ
の
と
き
日
銀
は
、
担
保
株
数
を
減
ら

し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
増
資
払
込
金
が
最
終
的
に
日
銀
株
式
担
保
金
融
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
と
い
う
、
通
説
を
支
持
し

な
い
◎ 



5９ 

つ
。
あ
る
い
は
九
二
年
末
の
大
増
資
に
と
も
な
う
日
銀
担
保
／
総
株
比
率
の
低
下
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
日
銀

担
保
／
総
株
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
郵
船
株
の
株
価
は
大
阪
商
船
と
同
様
の
低
落
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
。

九
六
年
以
降
の
商
船
と
郵
船
の
株
価
急
落
は
、
日
清
戦
終
了
に
と
も
な
う
海
運
需
要
の
ス
ト
ッ
プ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
日
銀
担
保
／

総
株
比
率
の
影
響
は
目
立
た
な
い
。
株
式
市
場
と
日
銀
信
用
の
か
か
わ
り
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
す
る
。

一
方
、
銀
行
に
と
っ
て
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に

掲
げ
た
第
６
図
（
三
一
頁
）
が
興
味
深
い
。
金
利
の
変
動
に
対
し
て
、
日
銀
株
式
担
保
再
割
引
が
極
め
て
弾
力
的
に
変
動
し
て
い
る
。

三
つ
の
ル
ー
ト
の
な
か
で
、
肢
も
金
利
硬
直
的
な
の
は
商
品
保
証
付
手
形
で
あ
り
、
株
式
担
保
手
形
は
、
商
業
手
形
に
匹
敵
す
る
か
、

そ
れ
を
上
回
る
金
利
感
応
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
銀
行
に
と
っ
て
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
が
、
商
業
手
形
再
割
引
と
並

ぶ
か
、
そ
れ
以
上
に
流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
大
口
の
短
期
資
金
需
給
調
節
の
機
能
を
は
た
し
た

●
●
●
■
●
●
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
銀
に
と
っ
て
株
式
担
保
再
割
引
が
少
数
銘
柄
に
集
中
し
よ
う
と
問
題
で
は
な
い
。
日
銀

担
保
に
お
い
て
、
不
足
し
な
い
か
ぎ
り
国
債
の
銘
柄
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

（
１
）
伊
牟
田
敏
充
『
明
治
期
金
融
構
造
分
析
序
説
』
（
一
九
七
六
年
）
、
石
井
寛
治
「
日
本
銀
行
の
産
業
金
融
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
三
八
巻
二

号
、
一
九
七
二
年
、
山
口
和
雄
編
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
』
製
糸
・
紡
績
・
織
物
篇
（
一
九
六
六
、
七
○
、
七
四
年
）
、
野
田
正
穂
『
日
本
証

券
市
場
成
立
史
』
Ｃ
九
八
○
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
松
方
は
免
換
正
貨
吸
収
の
た
め
、
一
八
八
八
年
九
月
、
横
浜
正
金
銀
行
に
対
し
、
限
度
一
ヶ
年
三
○
○
万
円
、
年
三
％
の
特
別
融
通
を
開
始
、

翌
八
九
年
三
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
政
府
に
よ
る
御
用
外
国
為
替
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
特
別
融
通
は
八
九
年
一
○
月
、
横
浜
正

金
銀
行
に
対
す
る
外
国
手
形
再
割
引
へ
切
り
か
え
ら
れ
た
ｓ
日
本
銀
行
沿
革
史
』
第
一
集
第
二
巻
第
二
章
第
二
節
を
参
照
）
。

（
３
）
石
井
寛
治
「
日
本
銀
行
の
産
業
金
融
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
三
八
巻
二
号
、
一
九
七
二
年
、
四
九
、
五
○
頁
。

（
４
）
大
阪
同
盟
銀
行
「
上
願
謹
」
『
銀
行
報
告
誌
』
第
六
号
、
一
八
九
○
年
六
月
。

（
５
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
和
雄
編
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
』
紡
織
篇
二
九
七
○
年
）
を
ゑ
ょ
。
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（
７
）
田
尻
稲
次
郎
は
九
一
年
七
月
、
群
馬
県
前
橋
に
赴
き
、
有
力
銀
行
家
・
実
業
家
を
集
め
、
生
糸
金
融
に
商
業
手
形
決
済
を
導
入
す
る
よ
う
訴

え
て
い
る
。
『
手
形
取
引
に
関
す
る
田
尻
博
士
の
談
話
』
Ｃ
八
九
一
年
九
月
、
群
馬
経
済
協
会
）
が
そ
の
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
田

尻
は
こ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
信
州
の
第
十
九
銀
行
頭
取
黒
沢
鷹
次
郎
に
会
い
、
手
形
取
引
振
興
を
訴
え
て
い
る
。
一
八
九
○
年
に
、
黒
沢
に
よ

っ
て
一
流
の
売
込
間
屋
と
一
流
製
糸
家
の
間
で
為
替
手
形
決
済
方
法
が
開
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
田
尻
の
啓
蒙
指
導
に
よ
る
。

（
８
）
石
井
寛
治
「
日
本
銀
行
の
産
業
金
融
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
三
八
巻
二
号
、
一
九
七
二
年
。

（
９
）
杉
山
和
雄
「
金
融
」
『
流
通
史
Ⅱ
』
（
古
島
・
安
藤
編
、
体
系
日
本
史
叢
脅
ｕ
、
一
九
七
五
年
〕
三
九
一
一
一
、
四
頁
に
お
け
る
石
井
批
判
を
み
よ
。

（
、
）
山
口
和
雄
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
』
紡
績
金
融
篇
、
第
三
章
第
一
節
「
大
阪
紡
績
会
社
」
（
高
村
直
助
穂
）
三
四
七
頁
。

（
ｕ
）
同
上
書
に
よ
れ
ば
、
内
外
綿
が
大
阪
紡
織
と
一
手
宛
込
特
約
を
む
す
ん
だ
の
は
、
九
○
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
紡
の
負
伎

欄
に
約
束
手
形
が
記
戦
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
先
だ
つ
九
○
年
上
期
か
ら
で
あ
る
。

（
⑫
）
同
上
書
第
一
章
第
三
節
「
紡
織
会
社
の
手
形
発
行
と
市
中
銀
行
」
（
杉
山
和
雄
稿
）
一
四
三
頁
、
第
七
四
表
。

（
過
）
日
銀
は
、
国
立
銀
行
条
例
第
五
六
条
の
大
口
貸
出
規
制
は
貸
付
の
承
適
用
さ
れ
、
割
引
は
適
用
外
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
日
銀
文
書
局
長
三
野
村
利
助
に
よ
る
川
上
佐
七
郎
大
阪
支
店
長
の
照
会
に
対
す
る
「
回
答
」
（
一
八
九
○
年
一
二
月
一
○
日
）
『
事
務
鶴

類
四
』
（
日
銀
大
阪
支
店
営
業
係
）
第
二
類
一
目
（
ご
第
五
項
、
に
よ
る
。

ま
た
日
銀
が
一
八
八
五
年
当
時
と
っ
た
、
手
形
割
引
に
つ
い
て
極
度
を
き
め
な
い
と
い
う
方
針
は
、
依
然
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

同
上
資
料
第
二
類
、
第
一
目
（
四
）
第
四
項
、
を
染
よ
。

（
ｕ
）
紡
織
手
形
の
支
払
期
間
、
再
割
引
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
上
、
一
二
六
頁
に
よ
る
。

（
応
）
商
業
興
信
所
『
大
阪
市
・
京
都
市
・
神
戸
市
商
工
業
老
資
産
録
』
（
第
三
回
、
明
治
三
○
年
一
二
月
調
）
に
よ
る
。

（
焔
）
平
野
紡
の
金
沢
仁
兵
衛
、
摂
津
紡
の
平
野
平
兵
衛
、
尼
崎
紡
の
福
本
元
之
助
の
関
係
は
、
新
田
直
蔵
編
『
菊
池
恭
三
翁
傅
』
二
九
四
八
年
）

を
承
よ
・
福
本
元
之
助
は
、
富
豪
逸
身
佐
兵
術
の
三
男
で
あ
り
、
逸
身
銀
行
頭
取
佐
一
郎
は
次
兄
で
あ
る
。
元
之
助
は
一
八
八
九
年
尼
紡
取
締

役
、
九
三
年
社
長
に
就
任
す
る
一
方
、
逸
身
銀
行
の
実
権
を
握
っ
た
と
い
う
。

（
Ⅳ
）
「
摂
津
灘
酒
家
興
業
銀
行
再
割
手
形
二
関
ス
ル
件
」
『
事
務
護
類
二
』
（
日
銀
大
阪
支
店
営
業
係
）
第
二
類
第
一
目
（
二
一
一
）
第
一
項
。
し
か

（
６
）
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
田
尻
稲
次
郎
（
前
大
蔵
次
官
〕
「
大
に
地
方
銀
行
の
発
達
を
望
む
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
六
○
八
号
、
一
八
九

二
年
二
月
、
を
参
照
。



6１ 

以
上
、
九
○
年
代
日
銀
信
用
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ま
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
「
再
割
引
中
央
銀
行
」
と
し
て
の
活
動
に
具
体

的
実
証
的
な
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
の
異
同
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
の
論
点
は
、
日
本
銀
行
の
「
産
業
金
融
」
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
通
説
は
、
九
○
年
以
来
の
日
銀
株
式
担
保
再
割
引
を
強

調
す
る
が
、
日
銀
信
用
ル
ー
ト
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
が
公
償
担
保
、
商
品
保
証
付
手
形
、
商
業
手
形
と
な
ら
ぶ
四
つ
の
ル
ー
ト
の
一

つ
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ま
で
商
業
手
形
、
商
品
付
手
形
ル
ー
ト
を
過
少
に
評
価
し
す
ぎ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
八
九
○
年
（
明
治
一
一
一
一
一
年
）

金
融
恐
慌
下
、
日
銀
は
株
式
担
保
再
割
引
ル
ー
ト
を
開
い
た
が
、
こ
の
と
き
同
時
に
商
業
手
形
ル
ー
ト
も
開
き
、
ま
た
商
品
保
証
手
形

再
割
引
ル
ー
ト
の
拡
充
を
行
っ
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
九
○
年
代
の
日
銀
信
用
の
特
徴
と
し
て
、
株
式
担
保
金
融
と
い
う

産
業
金
融
に
従
事
し
た
と
い
う
点
だ
け
に
光
を
あ
て
る
こ
と
は
、
・
ハ
ラ
ソ
ス
を
失
す
る
。
む
し
ろ
、
商
品
保
証
手
形
、
商
業
手
形
、
株

●
●
 

式
担
保
手
形
、
公
債
担
保
賛
と
い
う
異
な
っ
た
信
用
段
階
の
ル
ー
ト
を
同
時
に
行
っ
た
占
い
に
こ
そ
、
そ
の
際
だ
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
に

し
九
二
年
一
○
月
、
東
京
酒
問
屋
（
打
田
）
の
破
綻
に
よ
り
、
灘
酒
造
一
円
は
恐
慌
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。
打
田
の
振
出
手
形
は
、
常
に
一
一
、
一
一
一

○
万
円
に
お
よ
び
、
全
て
灘
酒
家
銀
行
が
割
引
た
と
い
う
。
そ
れ
以
外
の
関
係
銀
行
は
、
日
銀
、
正
金
、
第
一
の
一
一
一
支
店
で
あ
っ
た
。
こ
の
と

き
正
金
の
灘
酒
家
銀
行
に
対
す
る
負
俄
は
、
一
一
一
五
万
円
に
達
し
た
。
そ
れ
以
降
、
日
銀
大
阪
支
店
は
同
行
に
対
し
て
商
業
手
形
割
引
を
行
っ
て

い
な
い
。
『
横
浜
正
金
銀
行
史
』
（
一
九
二
○
年
）
一
四
一
一
一
、
四
頁
、
お
よ
び
商
業
興
信
所
『
一
一
一
十
年
之
回
顧
』
（
一
九
二
二
年
）
四
、
五
頁
『
日

本
銀
行
統
計
月
報
』
一
八
九
三
年
二
月
に
よ
る
。

（
昭
）
恐
慌
の
原
因
は
、
融
通
手
形
の
濫
発
に
あ
っ
た
。
こ
の
大
阪
割
引
会
社
は
こ
の
と
き
損
失
を
こ
う
む
り
、
後
年
解
散
し
た
と
い
う
（
商
業
興

信
所
『
一
一
一
十
年
之
回
顧
』
（
一
九
二
二
年
）
一
一
、
一
一
頁
）
。
九
六
年
七
月
に
も
木
綿
商
は
恐
慌
を
お
こ
し
て
い
る
。
原
因
は
ま
た
し
て
も
融
通

手
形
の
濫
用
に
あ
り
、
商
業
興
信
所
は
九
四
年
以
来
警
告
し
て
い
た
（
同
上
、
一
一
○
、
一
一
一
一
、
二
一
一
一
頁
）
。

お
わ
り
に
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し
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
保
証
手
形
を
商
業
手
形
で
な
い
と
い
う
理
由
で
、
株
式
担
保
と
一
緒
に
「
産
業
金
融
」
と
一
括
す
る
こ
と
は
、

日
銀
の
し
っ
こ
う
し
た
段
階
的
特
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。
商
品
保
証
手
形
は
商
業
手
形
へ
の
過
渡
形
態
で
あ
り
、
と
も
に
商
品
流

通
に
ね
ざ
し
、
流
通
信
用
に
属
す
。
こ
の
点
で
設
備
金
融
に
ね
ざ
す
株
式
担
保
手
形
な
ど
の
資
本
信
用
と
段
階
を
異
に
す
る
。

第
二
の
論
点
は
、
日
銀
と
市
場
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
通
説
は
、
市
場
に
対
し
て
日
銀
の
帝
王
の
如
き
優
越
性
、
指
導
性

を
強
調
す
る
。
し
か
し
一
九
○
○
年
以
前
に
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
日
銀
は
、
自
生
的
に
動
く
市
場
に
対
し
、
如
何
に
架
橋
し
影
響
力
を
行

使
し
う
る
か
、
懸
命
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
銀
は
、
市
場
に
対
し
て
強
力
に
支
配
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
市
場
に
追

随
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
色
彩
が
強
い
。
第
１
図
の
大
阪
イ
ン
タ
ー
鯵
ハ
ン
タ
金
利
と
日
銀
商
業
手
形
再
割
引
金
利
を
比
較
し
て

も
、
日
銀
が
低
金
利
政
策
を
と
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
市
場
優
位
の
も
と
で
、
日
銀
は
市
場
追
随
型
の
金
利
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な

第
三
の
論
点
は
、
当
時
の
日
銀
が
如
何
な
る
信
用
調
整
方
法
を
と
っ
た
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
日
銀
は

殖
産
興
業
の
た
め
に
重
点
的
集
中
的
資
金
配
分
を
行
っ
た
と
い
う
。
横
浜
正
金
銀
行
に
対
す
る
外
国
為
替
手
形
特
別
再
割
引
制
度
、
あ

る
い
は
、
株
式
担
保
再
割
引
適
格
と
し
て
こ
の
鉄
道
株
と
一
一
海
運
株
、
一
海
上
保
険
株
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
運
用
に
お
い
て

も
、
保
証
品
手
形
ル
ー
ト
で
は
生
糸
、
商
業
手
形
ル
ー
ト
で
は
紡
績
、
株
式
担
保
手
形
ル
ー
ト
で
は
鉄
道
・
海
運
に
集
中
し
て
い
た
こ

と
な
ど
を
考
え
る
な
ら
ば
、
通
説
の
よ
う
に
日
銀
が
優
先
的
資
金
配
分
、
質
的
統
制
を
行
っ
て
い
た
と
見
る
の
も
一
概
に
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
次
の
点
は
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
日
銀
は
、
生
糸
や
紡
繊
、
鉄
道
業
に
由
来
す
る
資
金
需
要
に
応
え
よ
う

と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
特
別
枠
を
つ
く
っ
て
特
別
融
通
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
商
業
手
形
の
ほ
か
に
貨
物
預
り
証
、
公

債
、
株
式
を
ふ
く
む
、
四
つ
の
流
動
証
券
を
介
す
る
信
用
供
与
ル
ー
ト
を
つ
く
っ
て
、
金
融
調
整
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
日
銀

が
調
節
ル
ー
ト
を
商
業
手
形
に
限
定
し
て
い
た
な
ら
ば
、
紡
績
金
融
に
応
え
て
も
、
生
糸
金
融
や
鉄
道
金
融
の
巨
大
な
資
金
需
要
に
応

し
、
日
銀
が
低
金
到

か
つ
た
の
で
あ
る
。
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ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
金
融
市
場
の
資
金
需
給
を
均
す
と
い
う
日
銀
本
来
の
機
能
を
果
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。
市
場
の
大
き

な
変
動
を
さ
け
る
た
め
に
、
日
銀
は
一
時
的
な
資
金
需
要
に
応
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
日
銀
は
、
生
糸
金
融
に
対
し
て
個

別
的
仁
応
ず
る
の
で
は
な
く
、
商
業
手
形
に
か
わ
る
貨
物
預
り
証
に
よ
る
適
格
条
件
を
定
め
、
生
糸
以
外
の
商
品
か
ら
も
接
近
で
き
る

よ
う
一
般
化
し
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
商
業
手
形
や
商
品
保
証
付
手
形
の
再
割
引
に
お
い
て
、
紡
績
や
生
糸

が
大
き
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、
日
銀
に
と
っ
て
は
、
資
金
の
優
先
的
配
分
、
質
的
統
制
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
市
場
に
お
け
る
資

金
需
給
の
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

株
式
担
保
再
割
引
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
適
格
担
保
は
一
三
の
個
別
銘
柄
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
適
格
条
件
の
一
般

化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
翻
っ
て
ふ
る
に
、
大
阪
財
界
の
強
い
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
紡
績
株
は
、
何
故
適
格

と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
の
よ
う
に
、
日
銀
に
お
け
る
資
金
の
優
先
的
配
分
が
輸
出
産
業
の
振
興
に
む
け
ら
れ
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
紡
績
株
も
適
格
担
保
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
株
式
担
保
の
適
格
条
件
は
、
政
府
の
特
別
補
助
を
受

け
て
い
る
半
ば
官
営
の
色
彩
を
も
つ
企
業
の
株
式
で
あ
り
、
い
わ
ば
準
国
債
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
大
阪
商
船
と
大
阪

紡
績
の
分
岐
点
が
あ
る
。
日
銀
な
ら
び
に
一
般
の
銀
行
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
大
口
の
短
期
資
金
需
給
調
節
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な

い
。

（
本
稿
作
成
に
お
い
て
、
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
を
う
け
た
）


