
　

日
銀
下
関
支
店
は
、
下
関
市
岬
之
町
に

あ
る
。
ト
ウ
カ
エ
デ
（
唐
楓
）
の
並
木
が

続
く
中
通
り
の
一
角
、
西
を
入
江
町
、
東

を
観
音
崎
町
に
挟
ま
れ
た
、
東
西
に
長
い

三
角
形
の
敷
地
で
あ
る
。

　

こ
の
岬
之
町
と
い
う
地
名
を
「
は
な
の

ち
ょ
う
」
と
正
し
く
読
め
る
人
は
、
地
元

以
外
に
は
な
か
な
か
い
な
い
だ
ろ
う
。
山

口
県
に
は
難
読
地
名
が
多
い
け
れ
ど
、
こ

れ
は
か
な
り
難
度
が
高
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
な
ぜ
こ
の
地
に
岬
之
町
と
い
う
名
前

が
付
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

中
通
り
を
商
工
会
議
所
前
か
ら
豊
前
田
ま

で
歩
く
と
し
よ
う
。
そ
の
道
は
お
お
む
ね
平

坦
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
日
銀
の
南
側
を
通
る
と

こ
ろ
が
少
し
だ
け
高
く
な
っ
て
い
て
、
東
西

に
延
び
る
ゆ
る
や
か
な
坂
道
の
頂
上
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
時
代
の
こ
の
辺
り
は
、

現
在
の
王
江
小
学
校
か
ら
国
道
の
南
に
ま
で

張
り
出
し
た
丘
の
一
部
だ
っ
た
が
、
明
治
時

代
に
掘
削
さ
れ
て
道
が
通
っ
た
ら
し
い
。
今

も
残
る
ゆ
る
や
か
な
坂
道
は
、
そ
う
し
た
古

い
地
形
の
名
残
り
で
あ
る
。

　

新
旧
の
地
図
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
現

在
の
中
通
り
は
、
南
部
か
ら
細
江
、
豊
前

田
へ
と
抜
け
る
江
戸
時
代
の
街
道
と
ほ
ぼ

重
な
り
合
う
。
た
だ
し
、
岬
之
町
の
辺
り

は
丘
だ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
街
道
は
こ
こ

だ
け
は
海
側
に
迂
回
し
て
い
た
。
国
道
九

号
線
を
越
え
た
南
側
、
現
在
の
プ
ラ
ザ
ホ

テ
ル
裏
側
を
通
る
道
が
、
南
部
町
か
ら
細

江
に
抜
け
る
当
時
の
街
道
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
こ
の
古
い
道
は
、
現
在
も
国
道
か
ら

南
に
出
て
そ
の
ま
ま
国
道
に
戻
る
細
い
道

路
に
な
っ
て
い
て
、
岬
之
町
の
地
図
に
馬

蹄
形
の
不
思
議
な
形
を
刻
ん
で
い
る
。

　

こ
の
馬
蹄
形
の
道
に
囲
ま
れ
た
丘
の
海

側
の
先
端
は
、
か
つ
て
「
王
子
の
鼻
」
と

呼
ば
れ
た
岬
で
あ
り
、
江
戸
時
代
は
そ
こ

に
長
府
藩
の
番
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
江

戸
時
代
の
下
関
を
描
い
た
絵
地
図
「
長
州

赤
間
関
名
町
」（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
収
蔵
）

を
見
る
と
、
現
在
の
日
銀
下
関
支
店
の
辺

り
か
ら
海
に
突
き
出
し
た
丘
の
先
に
、「
王

子
ノ
ハ
ナ
」
と
「
番
所
」
の
文
字
が
書
き

込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
確
認
で
き

る
。
そ
し
て
、
岬
之
町
と
い
う
漢
字
は
地

形
が
岬
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
読
み
方

は
「
王
子
の
鼻
」
と
い
う
岬
の
古
い
呼
び

名
か
ら
来
て
い
る
ら
し
い
。

　

こ
の
絵
地
図
を
眺
め
る
と
、
更
に
面
白

い
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
の
入
江
町
の
辺

り
は
、
江
戸
時
代
に
は
文
字
通
り
深
い
入

り
江
に
な
っ
て
い
て
、
現
在
の
国
道
の
北

側
辺
り
ま
で
海
が
入
り
込
ん
で
い
た
。
明

治
時
代
に
、
岬
之
町
の
丘
を
切
り
崩
し
た

土
砂
な
ど
で
、
こ
の
入
り
江
が
埋
め
立
て

ら
れ
、
入
江
町
か
ら
細
江
町
に
か
け
て
の

地
所
が
海
側
に
広
が
っ
た
。
そ
の
後
、
細

江
町
に
国
鉄
の
下
関
駅
が
置
か
れ
、
こ
の

付
近
は
大
分
賑
わ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に

今
も
残
る
旧
山
陽
ホ
テ
ル
の
建
物
を
見
れ

ば
、
当
時
の
繁
栄
が
し
の
ば
れ
る
。

　

目
を
岬
之
町
の
東
側
に
転
じ
て
み
よ
う
。

現
在
、
国
道
九
号
線
の
岬
之
町
と
観
音
崎

町
の
間
に
、
バ
ス
停
「
三
百
目
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
日
銀
下
関
支
店
の
最
寄
り
の
バ
ス

停
で
あ
る
。
最
初
に
そ
の
名
前
を
聞
い
た

と
き
、
何
度
か
聞
き
返
し
た
覚
え
が
あ
る
。

水
木
し
げ
る
の
妖
怪
百
科
に
、
目
が
百
個

あ
る
「
百
目
」
と
い
う
名
前
の
妖
怪
が
載
っ

て
い
た
が
、
そ
の
親
玉
の
名
前
か
と
思
っ

た
の
だ
。

　

三
百
目
と
い
う
地
名
は
、
か
つ
て
こ
の

辺
り
に
架
け
ら
れ
て
い
た
橋
の
名
前
に
由

来
す
る
ら
し
い
。
岬
之
町
と
観
音
崎
町
の

境
界
線
は
、
三
百
目
の
交
差
点
か
ら
、
丸

山
町
の
中
山
寺
や
名
池
町
方
面
に
登
っ
て

い
く
坂
道
だ
が
、
明
治
時
代
、
こ
の
道
は

三
百
目
通
り
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
更
に
そ

れ
以
前
の
江
戸
時
代
に
は
、
こ
こ
に
谷
川

が
流
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
前
述
の
江
戸
時

代
の
絵
地
図
で
も
、
こ
の
辺
り
に
幅
の
広

い
川
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
現
在
は
水

路
が
地
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
が
、
豪
雨

が
降
る
と
こ
の
道
に
水
が
溢
れ
、
ま
る
で

川
の
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
昔
の
地

形
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
、
油
屋
仁
左
衛
と
い
う
人
が

こ
の
川
に
橋
を
架
け
て
貰
お
う
と
し
て
、

長
府
藩
に
銀
三
百
匁
（
も
ん
め
）
を
寄
進

し
た
。
そ
の
結
果
、
架
け
ら
れ
た
橋
の
名

前
が
「
三
百
目
橋
」
と
な
っ
た
。
当
時
の

お
金
の
数
え
方
で
は
、
銀
を
一
匁
、
二
匁

と
数
え
て
い
っ
て
、
百
匁
と
切
り
の
良
い

数
字
に
な
る
と
「
百
目
」
と
い
う
。
だ
か

岬之町だより
第1回「三百目の謎」

日本銀行　下関支店長　岩下　直行
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（金沢美術工芸大学収蔵『晝典通考巻之二　長州赤間関名町』より）
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ら
、
三
百
匁
は
「
三
百
目
」
だ
。
つ
ま
り
、

三
百
目
と
い
う
の
は
金
額
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
銀
六
十
匁
は
金
一
両
だ
か
ら
、
銀

三
百
目
は
金
五
両
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

年
代
が
特
定
で
き
な
い
の
で
現
在
の
貨
幣

価
値
に
換
算
し
て
幾
ら
に
な
る
か
、
正
確

な
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。

　

こ
の
三
百
目
橋
と
お
ぼ
し
き
橋
が
、
前

述
の
絵
地
図
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
橋

は
明
治
初
年
ま
で
は
残
っ
て
い
た
と
伝
え

ら
れ
る
が
、
周
囲
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
川

も
覆
わ
れ
て
、
現
在
は
影
も
形
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
名
前
だ
け
は
地
名
と
し
て

残
り
、
現
在
で
も
、
交
差
点
や
バ
ス
停
、

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
で
、
様
々
な

三
百
目
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
岬
之
町
の
地
名
に
「
藪

之
内
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
日
銀
下
関
支

店
の
北
側
に
、
功
徳
院
と
い
う
お
寺
が
あ

り
、
そ
の
石
段
の
登
り
口
に
「
藪
之
内
弁

財
天
」
と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
立
っ
て
い
る
。

こ
の
弁
財
天
は
、
か
つ
て
田
中
町
に
祠
が

あ
っ
た
弁
財
天
を
移
設
し
た
も
の
ら
し
く
、

功
徳
院
の
中
の
一
室
に
弁
財
天
像
が
祭
ら

れ
て
い
る
。

　

こ
の
辺
り
が
藪
之
内
と
呼
ば
れ
た
の

は
、
江
戸
時
代
、
現
在
の
日
銀
の
北
側
に
、

三
百
目
か
ら
岬
之
町
の
反
対
側
に
抜
け
る

山
越
え
の
道
が
あ
っ
た
た
め
ら
し
い
。
藪

の
中
を
通
り
抜
け
る
山
道
な
の
で
藪
之
内
、

と
い
う
分
か
り
や
す
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
。

で
は
、
な
ぜ
藪
の
中
を
通
り
抜
け
る
必
要

が
あ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
山
道
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
王
子

の
鼻
」
を
巡
る
街
道
を
通
ら
な
い
で
済
む

た
め
の
近
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
街
道
に

は
番
所
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
避
け
る

道
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
三
百
目

か
ら
岬
之
町
の
反
対
側
に
抜
け
る
」
こ
と

を
、「
目
か
ら
ハ
ナ
に
抜
け
る
」
と
言
い
、

カ
ラ
シ
が
辛
い
と
き
の
描
写
に
似
て
い
る

の
で
、
こ
の
道
の
別
名
を
「
芥
子
小
路
」

と
洒
落
た
ら
し
い
。そ
う
い
う
話
が
伝
わ
っ

て
い
る
程
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
使
わ
れ

た
山
道
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
時
代
に
は
丘
が
掘
削
さ
れ
、
山
道

は
平
ら
な
広
い
道
に
な
っ
た
。
日
銀
の
北

側
を
通
る
そ
の
道
は
、
藪
之
内
通
り
と
呼

ば
れ
た
が
、
現
在
で
は
弁
財
天
の
石
碑
に

そ
の
名
を
と
ど
め
る
程
度
で
あ
る
。

　

日
銀
周
辺
の
ご
く
狭
い
領
域
だ
け
で
、
こ

れ
だ
け
多
様
な
地
名
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ

て
い
る
こ
と
は
、
下
関
の
歴
史
の
奥
深
さ
を

物
語
る
も
の
だ
と
思
う
。

　

今
回
、
エ
ッ
セ
イ
の
連
載
を
さ
せ
て
頂

く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
岬
之
町
に
あ
る

日
銀
下
関
支
店
の
周
辺
を
中
心
に
、
下
関

の
風
物
や
歴
史
を
巡
る
話
題
な
ど
を
と
り

あ
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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