
「
圓
」の
誕
生
と
日
本
銀
行

　

日
本
銀
行
は
、
１
８
８
２
年
（
明
治

15
年
）、
わ
ず
か
55
人
で
中
央
区
箱
崎

の
永
代
橋
の
た
も
と
に
開
業
し
ま
し
た＊

（
画
像
１
）。
今
年
で
開
業
１
４
０
年
を

迎
え
ま
す
。
中
央
銀
行
は
、
銀
行
券
の

発
行
や
金
融
政
策
を
決
定
す
る
機
関
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
最
初
か
ら
こ
の

よ
う
な
か
た
ち
で
設
立
さ
れ
る
の
は
近

年
の
欧
州
中
央
銀
行
（
１
９
９
８
年
設

立
）
な
ど
、
先
進
国
で
は
ご
く
少
数
で

す
。
中
央
銀
行
の
成
立
の
経
緯
を
み
る

と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
（
１
６
９
４

年
）
や
世
界
最
古
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

リ
ク
ス
バ
ン
ク
（
１
６
６
８
年
）
は
、

政
府
が
財
政
資
金
を
調
達
す
る
た
め
の

機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、

貨
幣
や
金
融
制
度
の
混

乱
を
収
め
る
た
め
に
設

立
さ
れ
た
例
も
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
、
革

命
以
来
の
幣
制
の
混
乱

を
収
拾
す
る
た
め
に
設

立
さ
れ
ま
し
た
（
１
８

０
０
年
）。
日
本
銀
行

も
フ
ラ
ン
ス
銀
行
同
様
、

幣
制
の
混
乱
を
収
め
る

た
め
に
設
立
さ
れ
た
事

例
で
す
。

　

わ
が
国
の
近
代
的
な

貨
幣
・
銀
行
制
度
は
、

１
８
７
１
年
（
明
治
４

年
）
の
新
貨
条
例
、
銀

行
制
度
は
、
１
８
７
２

年
（
明
治
５
年
）
の
国

立
銀
行
条
例
に
遡
れ
ま

す
。
し
か
し
、
両
者
と

も
設
立
当
初
は
大
き
く

混
乱
し
日
本
銀
行
の
設

立
後
に
収
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
新
貨
条
例
で
は
、
江
戸
時
代
の

両
・
文
な
ど
の
貨
幣
単
位
が
改
め
ら
れ
、

貨
幣
単
位
は
「
圓
」
と
定
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、10
進
法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
「
圓
」
は
後
日
「
円
」
と
表

記
さ
れ
ま
す
が
、
現
在
で
も
、
中
国
の

元
、
韓
国
の
ウ
オ
ン
の
ほ
か
、
香
港
ド

ル
、台
湾
ド
ル
も
漢
字
表
示
で
は
「
圓
」

と
表
記
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
漢
字

の
う
え
で
は
共
通
の
通
貨
単
位
を
持
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
初
は
１
圓
＝
金

１
・
５
ｇ
の
金
本
位
制
が
と
ら
れ
、
ま

た
１
圓
＝
１
ド
ル
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

金
本
位
制
の
採
用
は
当
時
米
国
に
派

遣
さ
れ
て
い
た
伊
藤
博
文
の
提
言
で
す

が
、
日
本
経
済
の
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い

も
の
で
し
た
。
当
時
東
ア
ジ
ア
で
は
、

貿
易
通
貨
を
中
心
に
銀
が
用
い
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
の
金
本
位
制

の
採
用
は
、
わ
が
国
で
は
そ
の
後
も

度
々
行
わ
れ
て
き
て
い
る
海
外
の
事
例

の
直
接
適
用
が
そ
ぐ
わ
な
い
事
例
で
し

た
。
日
本
は
も
と
も
と
、
マ
ル
コ
ポ
ー

ロ
の
東
方
見
聞
録
（
13
世
紀
）
に
あ
っ

た
よ
う
に
金
が
豊
富
で
、
こ
の
た
め
銀

に
対
し
て
金
が
安
い
国
で
し
た
。
そ
し

て
金
が
安
い
状
態
は
幕
末
ま
で
の
鎖
国

状
態
で
続
き
ま
し
た
が
、
幕
末
の
開
国

で
、
こ
れ
に
注
目
し
た
海
外
商
人
が
、

銀
を
持
ち
込
み
金
と
交
換
し
た
こ
と
か
＊現在（2021年3月）の職員数は4,634人。
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ら
、
わ
が
国
か
ら
大
量
の
金
が
流
出
し

金
本
位
制
を
運
用
す
る
こ
と
は
無
理
に

な
り
ま
し
た
。
な
お
そ
の
後
も
明
治
初

期
の
大
幅
な
貿
易
収
支
の
逆
超
か
ら
、

銀
も
流
出
し
銀
本
位
を
運
用
す
る
こ
と

も
無
理
な
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
銀
行
制
度
も
こ
れ
も
伊
藤
博
文

の
提
言
を
受
け
て
、
米
国
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
バ
ン
ク
制
度
を
模
倣
し
た
国
立
銀
行

制
度
を
採
用
し
、
各
銀
行
が
紙
幣
を
発

行
し
経
済
発
展
に
必
要
と
な
る
通
貨
を

供
給
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
米
国
の

中
央
銀
行
で
あ
る
連
邦
準
備
制
度
が
設

立
さ
れ
る
の
は
１
９
１
３
年
で
す
か
ら
、

こ
の
国
立
銀
行
制
度
は
中
央
銀
行
の
存

在
し
な
い
制
度
で
す
。
当
初
兌だ

換か
ん

制
度

に
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
発
行
さ
れ
た
政

府
紙
幣
の
整
理
等
が
企
画
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
紙
幣
不
足
の
解
消
や
、
秩
禄

処
分
の
金
銭
公
債
の
銀
行
へ
の
利
用
な

ど
の
政
治
的
な
要
請
か
ら
、
銀
行
の
設

立
基
準
が
緩
め
ら
れ
兌
換
は
停
止
し
不

換
紙
幣
が
増
発
さ
れ
、
金
貨
等
に
比
し

た
紙
幣
の
価
値
の
下
落
（
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
）
な
ど
の
混
乱
が
生
じ
ま
し
た
。

　

明
治
期
の
幣
制
の
混
乱
に
は
、
巷こ

う

間か
ん

西
南
戦
争
の
戦
費
調
達
に
よ
る
紙
幣
の

増
発
な
ど
が
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
実
態

に
合
わ
な
い
金
本
位
制
の
採
用
や
、
中

央
集
権
国
家
を
目
指
し
た
わ
が
国
で
分

散
的
な
米
国
の
国
立
制
度
を
採
用
す
る

な
ど
の
政
策
の
失
敗
も
大
き
い
よ
う
に

思
え
ま
す
。
ま
た
こ
れ
は
あ
ま
り
指
摘

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
政
策
が
経
済
に
疎
い

旧
武
士
階
級
で
企
画
さ
れ
、
商
人
が
参

加
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代

の
日
本
は
大
坂
の
両
替
商
の
活
躍
な
ど

世
界
屈
指
の
金
融
経
済
を
誇
っ
て
い
ま

し
た
。
両
替
商
は
、
幕
末
・
維
新
時
の

戦
費
調
達
や
、
貨
幣
と
し
て
の
銀
を
排

除
す
る
と
の
誤
解
を
呼
ん
だ
「
銀
目
廃

止
」
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
が
没
落
し
ま

し
た
が
、
そ
の
後
も
活
躍
し
た
三
井
な

ど
の
商
人
が
政
策
に
参
画
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
市
場
の
声
を
聴

か
な
い
こ
と
が
失
政
を
呼
ん
だ
と
い
う

こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

混
乱
を
招
い
て
し
ま
っ
た
大
蔵
卿
の

大
隈
重
信
は
明
治
14
年
の
政
変
で
政
府

を
去
り
、
後
任
の
松
方
正
義
に
よ
っ
て

日
本
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
幣
制
の
混
乱

は
収
束
さ
れ
ま
し
た
。
松
方
の
イ
ン
フ

レ
収
束
の
た
め
の
緊
縮
財
政
は
「
松
方

デ
フ
レ
」
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
国

際
収
支
の
改
善
に
よ
り
金
銀
等
の
正
貨

の
蓄
積
を
図
っ
た
こ
と
も
重
要
で
し
ょ

う
。
イ
ン
フ
レ
の
収
束
に
よ
り
紙
幣
の

価
値
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、
正
貨

の
蓄
積
で
兌
換
制
度
の
実
施
に
備
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
日
本
銀
行
は
、
開
業
時
か

ら
支
店
の
展
開
の
ほ
か
民
間
銀
行
と
の

取
引
開
始
な
ど
「
銀
行
の
銀
行
」
と
し

て
の
機
能
や
国
庫
金
の
扱
い
な
ど
「
政

府
の
銀
行
」
と
し
て
の
機
能
を
備
え
ま

し
た
が
、
不
換
紙
幣
の
整
理
な
ど
に
時

間
を
要
し
、
銀
行
券
の
発
行
は
開
業
か

ら
３
年
遅
れ
ま
し
た
。
ま
た
当
初
は
銀

貨
と
の
兌
換
券
で
あ
り
、
金
兌
換
の
発

行
は
日
清
戦
争
で
多
額
の
賠
償
金
を
得

る
１
８
９
７
年
（
明
治
30
年
）
ま
で
時

間
を
要
し
ま
し
た
。

明
治
の
日
銀
条
例

　

フ
ラ
ン
ス
の
大
蔵
大
臣
セ
ー
の
忠
告

を
受
け
て
松
方
正
義
が
ベ
ル
ギ
ー
中
央

銀
行
を
モ
デ
ル
に
日
銀
条
例
を
立
法
し

た
こ
と
は
賢
明
で
し
た
。
わ
が
国
で
は

海
外
の
事
例
と
い
う
と
米
国
の
よ
う
な

大
国
に
倣
い
が
ち
で
す
が
、
国
力
に
衰

え
が
み
ら
れ
る
現
在
で
は
む
し
ろ
中
小

国
の
ほ
う
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
当
時
ベ
ル
ギ
ー
は
小
国
で
独
立

間
も
な
い
状
況
で
か
つ
農
業
国
か
ら
産

業
革
命
を
経
て
工
業
化
を
歩
む
点
で
は

日
本
に
似
て
い
ま
し
た
が
、
す
で
に
有

力
な
民
間
の
金
融
機
関
が
存
在
し
た
点

で
は
経
営
が
脆
弱
な
国
立
銀
行
等
を
か

か
え
る
わ
が
国
と
は
異
な
り
ま
し
た
。

明
治
期
の
日
本
銀
行
に
つ
い
て
は
、
国

家
の
統
制
が
強
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
総
裁
は
勅
任
、
役
員
も
最
終
的

に
政
府
の
任
命
が
必
要
と
さ
れ
る
ほ
か
、

政
府
は
広
範
な
監
督
権
限
を
持
つ
な
ど

ベ
ル
ギ
ー
と
比
べ
て
も
国
家
統
制
が
強

い
面
が
あ
り
ま
し
た
が
、
株
主
総
会
が

存
在
し
役
員
が
選
出
さ
れ
る
ほ
か
、
金

融
政
策
も
重
役
集
会
で
議
決
さ
れ
る
な

ど
、
株
式
会
社
に
似
た
自
主
性
や
民
主

的
な
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

中
央
銀
行
の
設
立
は
、
憲
法
、
議
会
、

内
閣
制
度
発
足
な
ど
国
の
立
憲
的
な
統

治
機
構
の
整
備
の
一
環
と
い
う
面
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
点
は
明
治
期
の
日
本
銀

行
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
が
、
一
方
中

央
銀
行
は
官
庁
で
は
な
く
政
府
か
ら
離

れ
た
会
社
形
態
で
出
発
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
当
時
資
本
主
義
に
必
要
な
工
業
を

官
営
工
場
で
整
備
し
た
こ
と
に
似
て
い

ま
す
。
ま
た
、
世
界
の
標
準
的
な
モ
デ

ル
に
従
い
中
央
銀
行
は
、
運
転
資
金
を

供
給
す
る
手
形
割
引
で
資
金
を
供
給
す

る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
、
条
例
で
は
株

式
や
不
動
産
を
担
保
と
す
る
貸
出
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
株

式
等
を
担
保
と
す
る
手
形
割
引
が
広
く

行
わ
れ
た
ほ
か
、
貸
付
も
多
用
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵

と
い
う
国
家
目
的
の
実
現
の
た
め
の
工

業
化
が
急
速
に
進
展
し
、
民
間
銀
行
が

い
ま
だ
脆
弱
な
な
か
で
中
央
銀
行
自
身

が
資
金
供
給
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
い

う
経
済
の
実
情
に
応
じ
た
も
の
で
し
た



が
、
中
央
銀
行
が
産
業
発
展
に
介
入
す

る
こ
と
は
、
本
来
行
政
的
な
機
能
を
担

わ
な
い
中
央
銀
行
の
姿
を
変
え
て
し
ま

う
怖
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
明

治
期
の
日
本
銀
行
は
、
国
家
の
監
督
権

限
等
は
強
か
っ
た
も
の
の
、
中
央
銀
行

を
通
じ
て
経
済
を
統
制
す
る
と
い
う
政

府
の
意
識
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
市
場
経
済
に
必
要
な
機
関
と
し

て
設
立
さ
れ
た
面
が
強
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

昭
和
の
旧
日
銀
法

　

第
２
次
世
界
大
戦
中
の
１
９
４
２
年

（
昭
和
17
年
）
に
制
定
さ
れ
た
日
銀
法

は
「
日
本
銀
行
ハ
専
ラ
国
家
目
的
ノ
達

成
ヲ
使
命
ト
ス
」
る
と
の
文
言
（
第
２

条
）
の
よ
う
に
戦
時
統
制
色
の
強
い
も

の
で
、
業
務
面
で
は
日
銀
条
例
で
問
題

と
な
っ
た
手
形
割
引
の
範
囲
拡
大
な
ど

の
資
金
供
給
の
幅
が
広
が
り
産
業
資
金

の
供
給
な
ど
が
当
然
と
な
っ
た
ほ
か
、

政
策
の
決
定
も
役
員
は
議
決
権
を
失
い

総
裁
の
決
定
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し

た
独
裁
制
の
採
用
は
、
政
治
的
に
は
立

憲
制
や
民
主
主
義
を
否
定
す
る
前
年
か

ら
の
翼
賛
政
治
の
開
始
を
映
じ
て
い
る

と
と
も
に
、
経
済
的
に
は
１
９
３
８
年

（
昭
和
13
年
）
の
国
家
総
動
員
法
以
降

の
戦
時
経
済
体
制
を
映
じ
た
も
の
で
し

た
。
ま
た
戦
時
経
済
体
制
で
は
、
金
融

統
制
会
の
発
足
に
伴
い
日
銀
は
そ
の
頂

点
に
立
ち
、
民
間
銀
行
の
融
資
の
斡
旋
、

指
導
な
ど
の
金
融
行
政
を
直
接
担
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
法
改
正
に

よ
り
産
業
資
金
へ
の
信
用
供
与
が
可
能

と
な
っ
た
こ
と
は
、
軍
需
産
業
へ
の
資

金
供
給
と
い
う
面
を
除
け
ば
、
重
工
業

の
ウ
エ
イ
ト
が
増
し
て
き
た
日
本
経
済

の
変
化
に
即
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ

は
明
治
期
の
日
銀
条
例
で
は
直
接
間
接

を
問
わ
ず
工
業
に
関
す
る
こ
と
を
禁
止

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
１
８
０
度
の
姿

勢
の
転
換
で
し
た
。
ま
た
、
総
裁
へ
の

一
任
体
制
に
伴
い
株
式
会
社
制
度
は
見

直
さ
れ
株
主
総
会
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
政
府
と
の
関
係
で
は
、
人
事
面

で
は
総
裁
・
副
総
裁
は
内
閣
任
命
、
役

員
は
大
蔵
大
臣
任
命
と
な
っ
た
ほ
か
、

政
府
に
よ
る
役
員
の
解
任
権
が
明
定
さ

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
政
府
は
全
般
的
な

業
務
命
令
権
を
も
ち
日
銀
は
業
務
の
改

正
等
の
広
範
な
分
野
で
政
府
の
認
可
が

必
要
と
さ
れ
ま
し
た
（
画
像
２
）。

　

日
本
銀
行
と
政
府
の
一
体
化
が
進
み

ま
し
た
が
、統
制
色
の
強
い
当
時
で
も
、

日
本
銀
行
は
法
人
と
し
て
は
私
法
人
と

さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
政
府
と
日

銀
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
注
目
さ

れ
ま
す
。一
方
経
済
面
で
重
要
な
の
は
、

こ
れ
ま
で
何
度
か
の
金
本
位
制
の
中
止

を
経
て
、
兌
換
制
度
が
管
理
通
貨
制
度

に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
金
融
政
策
は
、
制
約
を
失
い
政
府
の

意
向
を
反
映
し
て
裁
量
的
に
運
営
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

本
来
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
戦
後
改

正
さ
れ
る
べ
き
で
し
た
が
、
大
き
な
修

正
は
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
年
）
の
政

策
委
員
会
の
設
置
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

政
策
委
員
会
設
置
以
降
も
、
政
策
の
決

定
権
は
実
質
的
に
総
裁
に
一
任
さ
れ
て

い
る
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
旧
来
の
制

度
の
継
続
に
つ
い
て
は
、
戦
時
金
融
体

制
が
戦
後
の
経
済
発
展
で
は
開
発
独
裁

体
制
に
姿
を
変
え
、
経
済
成
長
を
リ
ー

ド
す
る
産
業
部
門
へ
の
集
中
的
な
資
金

提
供
に
貢
献
す
る
な
ど
経
済
の
実
態
に

即
し
て
機
能
し
た
こ
と
か
ら
、
法
改
正

が
差
し
迫
っ
た
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
と

の
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
戦
時
体
制
で
は
軍
需
企
業
に

対
し
て
指
定
金
融
機
関
が
設
置
さ
れ
、

資
金
供
給
の
体
制
が
確
立
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
戦
後
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
と
し

て
、
資
金
の
効
率
的
・
安
定
的
な
供
給

に
よ
る
経
済
成
長
に
貢
献
し
、
一
時
期

は
海
外
か
ら
も
「
経
済
成
長
の
成
功
モ

デ
ル
」
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　

金
融
政
策
面
で
は
、
１
９
７
０
年
代

初
頭
ま
で
は
、
為
替
の
固
定
相
場
制
と

財
政
当
局
の
保
守
的
な
均
衡
財
政
が
、

政
策
運
営
を
規
律
づ
け
裁
量
性
を
排
除

し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
変
動
相
場
制

へ
の
移
行
や
財
政
支
出
の
拡
大
、
金
融

資
産
、
不
動
産
な
ど
の
資
産
市
場
の
拡

大
、
政
治
状
況
の
変
化
な
ど
難
し
い
状

況
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
特
に
、
１
９
８

０
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
経
済
の
興
隆
と

崩
壊
は
、
金
融
政
策
の
失
敗
に
起
因
し

ま
す
が
、
こ
れ
は
国
際
収
支
の
黒
字
是

正
の
た
め
の
内
需
拡
大
と
い
う
政
府
と

の
政
策
協
調
や
国
際
協
調
に
よ
る
と
こ

ろ
も
大
き
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。一
方
、

１
９
９
０
年
代
以
降
、
低
成
長
経
済
へ

の
移
行
の
な
か
で
企
業
の
資
金
不
足
が

解
消
さ
れ
、
資
金
の
流
れ
は
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
済
構
造
の

変
化
で
は
開
発
独
裁
型
の
中
央
銀
行
像

は
大
き
く
見
直
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て

い
ま
し
た
。

　

な
お
昭
和
の
日
銀
法
は
戦
時
色
の
強

い
も
の
で
し
た
が
、
第
２
次
大
戦
直
後
、

米
国
は
政
府
と
の
ア
コ
ー
ド
、
英
国
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
国
有
化
と
い
う

か
た
ち
で
世
界
的
に
も
政
府
と
の
協
調

体
制
が
強
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
、
日
本
は
旧
来
の
枠
組
み
の
中

で
も
経
済
の
実
情
に
即
し
て
運
用
し
、

成
果
を
挙
げ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

平
成
の
新
日
銀
法

　

１
９
９
８
年
に
施
行
さ
れ
た
現
在
の

日
銀
法
で
は
、
物
価
の
安
定
を
目
的
と



定
め
金
融
政
策
の
独
立
性
が
確
立
し
ま

し
た
。
同
時
に
重
要
な
の
は
、
業
務
全

般
の
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
、
金
融
政
策

に
限
ら
ず
業
務
一
般
が
委
員
会
制
の
政

策
委
員
会
で
の
合
議
制
と
い
う
民
主
的

プ
ロ
セ
ス
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
民
間
会
社

の
取
締
役
会
に
似
て
、
日
銀
は
明
治
期

の
株
式
会
社
形
態
に
戻
っ
た
よ
う
で
し

た
。
政
策
の
独
立
性
を
回
復
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
責
任
も
ま
た
重
く
な
り
説

明
責
任
な
ど
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
も
強

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

中
央
銀
行
の
独
立
性
に
は
多
く
の
国

で
、
立
憲
的
な
分
権
の
活
性
化
の
一
環

と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
英

国
で
は
、
同
時
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や

ウ
エ
ー
ル
ズ
の
議
会
の
設
置
な
ど
の
分

権
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
し
、
わ
が
国

も
当
時
中
央
省
庁
の
改
編
の
ほ
か
、
三

位
一
体
の
改
革
と
い
う
地
方
分
権
の
推

進
、
裁
判
員
制
度
の
採
用
な
ど
の
司
法

改
革
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
中
央
銀
行
の
独
立
性
に
は
、

民
主
主
義
・
立
憲
主

義
の
活
性
化
と
い
う

政
治
社
会
構
造
の
大

き
な
変
革
の
ひ
と
つ

と
い
う
面
が
あ
り
ま

す
。
中
央
銀
行
の
独

立
性
を
め
ぐ
る
現
在

の
状
況
は
、
地
方
分

権
や
行
財
政
・
司
法

改
革
の
現
況
と
相
通

じ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

　

日
銀
法
の
改
正
で

は
こ
の
ほ
か
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
背
景
に
世

界
標
準
と
し
て
中
央

銀
行
の
独
立
性
が
強

調
さ
れ
ま
し
た
。
実

際
、
そ
の
後
の
イ
ン

フ
レ
目
標
で
は
世
界
標
準
と
し
て
２
％

が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
バ
ブ

ル
崩
壊
の
後
遺
症
に
苦
し
ん
だ
と
は
い

え
、
日
本
経
済
は
成
長
が
停
滞
し
賃
金

も
上
昇
せ
ず
国
民
の
生
活
の
改
善
が
進

ま
な
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
一
時

金
融
政
策
が
デ
フ
レ
の
元
凶
と
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
世
界

標
準
と
さ
れ
た
２
％
目
標
の
欧
米
の
金

融
政
策
は
、
イ
ン
フ
レ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
わ
が
国
経
済
の
問
題
は
イ
ン

フ
レ
で
は
な
く
経
済
成
長
の
低
迷
で
あ

り
、
本
当
は
金
融
政
策
の
枠
組
み
を
超

え
た
異
な
っ
た
処
方
箋
が
必
要
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
欧
米
で
は

金
融
政
策
の
独
立
性
の
条
件
と
し
て
財

政
均
衡
が
法
制
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
わ

が
国
で
は
法
律
は
廃
止
さ
れ
財
政
規
律

が
弛
緩
し
た
こ
と
も
問
題
で
し
た
。
金

融
危
機
や
コ
ロ
ナ
危
機
で
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
経
済
の
非
常
事
態
で
は
財
政
支

出
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
一
方

財
政
規
律
が
意
識
さ
れ
れ

ば
、
支
出
を
吟
味
す
る
と

い
う
賢
い
支
出
（
ワ
イ
ズ

ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
へ
の

工
夫
も
行
わ
れ
ま
す
。
財

政
規
律
の
弛
緩
は
、
財
政

支
出
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

も
弱
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
さ
ら
に
欧
米
で
は
、
金
融
政

策
に
限
ら
ず
政
策
一
般
に
対
し
議
会
か

ら
の
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
の
ほ
か
、
第
三

者
に
よ
る
検
証
の
仕
組
み
も
強
化
さ
れ

て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
中
央
銀
行
法
の

改
正
で
は
、
中
央
銀
行
と
り
わ
け
金
融

政
策
の
部
分
の
み
が
切
り
と
ら
れ
そ
れ

を
取
り
巻
く
制
度
全
般
に
十
分
な
目
配

り
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
ま

す
。
平
成
の
法
改
正
を
活
か
す
た
め
に

は
、
海
外
の
事
例
に
学
び
な
が
ら
も
い

ま
一
度
よ
り
大
き
な
視
点
で
、
日
本
の

実
情
に
即
し
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

わ
が
国
経
済
の
再
生
の
た
め
に
は
、

日
銀
法
の
改
正
も
そ
の
一
環
で
あ
る
行

財
政
改
革
の
理
念
で
あ
っ
た
「『
こ
の

国
の
か
た
ち
』
を
問
い
直
す
」
こ
と
が

必
要
で
し
ょ
う
。
経
済
低
迷
か
ら
の
打

開
の
道
が
見
え
な
い
だ
け
に
、
歴
史
の

大
き
な
目
か
ら
問
い
直
す
こ
と
も
決
し

て
無
意
味
で
は
な
い
状
況
が
来
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。髙橋  亘（たかはし わたる）
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