
　

今
回
は
、
日
銀
ら
し
く
、
お
札
の
話
を
し
た

い
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
に
お
札
（
日
銀
券
）
の

肖
像
に
描
か
れ
た
歴
史
上
の
人
物
の
中
で
、
下

関
に
ゆ
か
り
の
地
を
持
つ
人
は
三
人
い
る
。
不

思
議
な
こ
と
に
そ
れ
ら
の
史
跡
は
、
岬
之
町
の

日
銀
下
関
支
店
か
ら
ほ
ど
近
い
、
南
部
町
（
な

べ
ち
ょ
う
）の
西
側
に
集
中
し
て
い
る
。
現
在
、

市
役
所
が
建
つ
南
部
町
の
高
台
は
、
室
町
時
代

に
、
豪
族
厚
東
氏
（
こ
と
う
し
）
に
よ
っ
て
南

部
城
（
な
べ
じ
ょ
う
）
と
い
う
山
城
が
築
か
れ

た
地
だ
。
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
の
南
部
町
を
中

心
に
、
お
札
に
な
っ
た
先
人
三
人
の
史
跡
を
訪

ね
て
下
関
を
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

そ
の
一
人
目
は
、
戦
前
の
五
円
札
や
二
十
円

札
に
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
菅
原
道
真
、
つ
ま
り

天
神
様
で
あ
る
。
道
真
公
は
幼
少
か
ら
詩
歌
に

才
能
を
発
揮
し
、
そ
の
学
識
を
も
っ
て
宇
多
天

皇
の
信
任
を
受
け
、
従
二
位
・
右
大
臣
に
ま
で

昇
進
し
た
が
、
讒
言
（
ざ
ん
げ
ん
）
に
よ
り
大

宰
権
帥
（
だ
ざ
い
の
ご
ん
の
そ
つ
）
に
左
遷
さ

れ
、
九
〇
三
年
、
太
宰
府
で
死
去
し
て
い
る
。

　

山
口
県
で
道
真
公
ゆ
か
り
の
地
と
い
え
ば
防

府
天
満
宮
が
有
名
だ
。
道
真
公
の
祟
り
を
恐
れ

た
朝
廷
が
、
九
四
七
年
に
京
都
の
北
野
天
満
宮

を
建
立
し
、
そ
の
後
全
国
各
地
に
天
満
宮
が
建

て
ら
れ
た
の
だ
が
、
実
は
防
府
天
満
宮
の
縁
起

は
北
野
天
満
宮
よ
り
も
な
お
古
い
。
当
事
、
防

府
に
い
た
周
防
国
司
、
土
師
信
貞
（
は
じ
の
ぶ

さ
だ
）
は
道
真
公
と
同
族
で
あ
っ
た
た
め
、
朝

廷
よ
り
も
早
く
道
真
公
の
御
霊
を
祀
り
、
そ
の

社
が
防
府
天
満
宮
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　

防
府
は
周
防
の
国
府
だ
が
、
長
門
側
に
も
天

神
様
を
祀
る
神
社
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
南

部
町
は
専
念
寺
の
隣
に
あ
る
菅
原
神
社
だ
。
防

府
天
満
宮
の
周
防
天
神
に
対
し
て
、
俗
に
長
門

天
神
と
呼
ば
れ
る
こ
の
神
社
の
由
緒
に
よ
れ

ば
、
十
世
紀
末
、
正
暦
（
し
ょ
う
り
ゃ
く
）
年

中
に
建
立
さ
れ
た
ら
し
い
。
社
殿
の
規
模
か
ら

み
て
も
特
段
大
き
な
神
社
で
は
な
い
。む
し
ろ
、

同
じ
社
殿
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
恵
比
寿
神
社
の

方
が
有
名
か
も
し
れ
な
い
。
毎
年
二
月
九
日
の

「
ふ
く
の
日
」
に
、
こ
の
神
社
で
フ
ク
祈
願
祭

が
行
わ
れ
、
下
関
ふ
く
連
盟
が
大
き
な
ト
ラ
フ

グ
を
お
供
え
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

菅
原
神
社
の
境
内
の
南
端
に
小
さ
な
石
灯
籠

と
植
え
込
み
が
あ
り
、
そ
の
根
元
に
大
き
な
岩

が
半
ば
埋
ま
っ
て
い
る
。
横
に
あ
る
石
碑
に
は

「
菅
公
腰
掛
石
（
か
ん
こ
う
こ
し
か
け
い
し
）」

の
文
字
が
あ
る
。
今
を
去
る
千
百
余
年
前
、
道

真
公
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
て
い
く
際
に
、
下
関

に
立
ち
寄
り
、
こ
の
石
に
腰
を
掛
け
て
歌
を
詠

ん
だ
の
だ
と
い
う
。
こ
の
た
め
、
こ
の
神
社
の

あ
る
辺
り
を
暁
詠
山
（
ぎ
ょ
う
え
い
ざ
ん
）
と

呼
ぶ
。
伝
説
の
類
と
考
え
る
べ
き
話
だ
が
、
こ

の
腰
掛
石
の
辺
り
か
ら
は
関
門
海
峡
の
景
色
が

き
れ
い
に
見
通
せ
る
。
当
時
は
周
囲
に
家
も
な

く
、
見
晴
ら
し
は
今
よ
り
も
更
に
良
か
っ
た
は

ず
だ
か
ら
、
道
真
公
で
な
く
て
も
歌
の
ひ
と
つ

も
詠
み
た
く
な
る
風
景
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

商
工
会
議
所
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
に
あ
る
こ
の
史

跡
が
、
下
関
に
お
け
る
道
真
公
ゆ
か
り
の
地
で

あ
る
。

　

二
人
目
は
、
一
九
六
三
年
発
行
の
千
円
札
に

肖
像
が
使
用
さ
れ
た
伊
藤
博
文
で
あ
る
。
初
代

を
含
め
て
四
回
も
内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
た
大

物
だ
。
出
身
地
は
山
口
県
光
市
。
後
に
萩
に
移

り
住
ん
で
松
下
村
塾
で
学
び
、
長
州
フ
ァ
イ
ブ

の
一
人
と
し
て
ひ
そ
か
に
英
国
に
留
学
し
た

が
、
欧
米
列
強
に
よ
る
下
関
攻
撃
が
計
画
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
、
一
八
六
四
年
六
月
、
急

ぎ
帰
国
す
る
。
彼
が
下
関
で
活
躍
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
そ
の
頃
か
ら
だ
。

　

当
時
の
長
州
藩
は
、
幕
府
と
も
対
立
し
、
朝

廷
か
ら
は
見
放
さ
れ
、
欧
米
列
強
に
も
戦
い
を

仕
掛
け
る
な
ど
、
ま
さ
に
四
面
楚
歌
の
状
況
に

あ
っ
た
。
僅
か
半
年
間
の
見
聞
で
は
あ
る
が
、

欧
州
の
文
化
に
触
れ
、
攘
夷
の
無
理
を
悟
っ
た

博
文
は
、
高
杉
晋
作
、
井
上
馨
と
と
も
に
、
戦

い
を
止
め
よ
う
と
藩
首
脳
を
必
死
で
説
得
し
、

岬之町だより
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四
カ
国
艦
隊
の
下
関
砲
撃
後
に
は
停
戦
交
渉
に

尽
力
し
た
。

　

当
時
の
記
録
を
読
む
と
、
晋
作
に
し
ろ
博
文

に
し
ろ
、
よ
く
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
も
の

だ
と
思
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
脅
威
は
、
む
し

ろ
身
内
に
あ
っ
た
。
欧
米
列
強
と
の
停
戦
交
渉

を
進
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
弱
腰
と
み
な
さ

れ
、
味
方
に
斬
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
下
関
を
萩

本
藩
の
管
轄
と
し
た
上
で
開
港
し
、
欧
米
と
の

貿
易
で
富
国
強
兵
を
図
る
と
い
う
構
想
は
、
攘

夷
と
い
う
思
想
と
相
容
れ
ず
、
か
つ
下
関
の
権

益
が
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
支
藩
の
抵
抗
も
あ

り
、
命
を
狙
わ
れ
る
日
々
が
続
く
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
博
文
は
、
下
関
の
亀
山
八

幡
宮
境
内
で
刺
客
に
襲
わ
れ
た
。
そ
の
時
、
茶

店
の
お
茶
子
が
博
文
を
ご
み
溜
め
に
か
く
ま

い
、
そ
の
上
に
座
っ
て
刺
客
を
や
り
過
ご
し
、

博
文
の
命
を
救
っ
た
。
こ
の
お
茶
子
が
、
後
に

博
文
の
夫
人
と
な
る
木
田
梅
子
で
あ
る
。
こ
の

事
件
は
、一
八
六
五
年
春
頃
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

南
部
町
に
あ
る
寿
公
園
横
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の

外
壁
に
、「
伊
藤
博
文
公
夫
妻
史
蹟
・
梅
子
夫

人
の
実
家
跡
」
と
い
う
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
二
人
の
馴
れ
初
め
や
当
時
の
様
子

が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
博
文
が
潜
伏
し

て
い
た
紅
屋
喜
八
の
家
の
土
蔵
も
、
こ
の
す
ぐ

近
く
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
博
文
は
萩
で
暮
ら
し
て
い
た
妻
を

離
縁
し
、
一
八
六
六
年
春
、
梅
子
を
正
妻
と
し

て
迎
え
入
れ
る
。
博
文
が
梅
子
と
新
婚
生
活
を

過
ご
し
た
の
は
、
現
在
の
田
中
町
、
名
池
の
井

戸
の
近
く
で
あ
っ
た
。博
文
は
国
事
に
奔
走
し
、

各
地
を
転
々
と
し
て
い
た
が
、
梅
子
夫
人
は
下

関
に
在
留
の
ま
ま
、
二
人
の
娘
を
産
み
育
て
て

い
る
。

　

一
八
六
八
年
（
明
治
元
年
）、
博
文
は
初
代

兵
庫
県
知
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
家
族
と
も
ど
も
下

関
を
離
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
博
文
が
下
関
に

戻
っ
て
き
た
記
録
は
何
回
か
あ
る
が
、
最
大
の

イ
ベ
ン
ト
は
下
関
条
約
（
日
清
講
和
条
約
）
の

締
結
交
渉
で
あ
ろ
う
。
春
帆
楼
前
の
日
清
講
和

記
念
館
に
は
博
文
の
書
や
条
約
へ
の
署
名
が
飾

ら
れ
、
館
外
に
は
博
文
と
陸
奥
宗
光
の
胸
像
が

置
か
れ
て
い
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
の
「
世
に
棲
む
日
々
」
に
、
博

文
が
そ
の
晩
年
に
下
関
を
訪
れ
た
際
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。
博
文
は
、
下
関
の

酒
席
で
芸
者
が
歌
う
唄
を
聞
き
、
そ
れ
が
か
つ

て
博
文
と
晋
作
が
下
関
で
遊
ん
だ
際
に
晋
作
が

即
興
で
作
っ
た
唄
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い

た
。
下
関
で
は
、
晋
作
が
作
っ
た
こ
と
は
忘
れ

ら
れ
て
、
唄
だ
け
が
残
っ
て
い
た
の
だ
。
博
文

は
そ
の
唄
を
再
び
歌
わ
せ
、
往
時
を
思
い
出
し

て
涙
を
う
か
べ
た
と
い
う
。

　

三
人
目
は
、
一
九
五
一
年
発
行
の
五
十
円
札

に
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
高
橋
是
清
で
あ
る
。
日

銀
総
裁
を
経
て
総
理
大
臣
、大
蔵
大
臣
を
務
め
、

金
融
恐
慌
か
ら
経
済
を
立
て
直
す
た
め
に
奮
闘

し
た
が
、
一
九
三
六
年
、
二
・
二
六
事
件
で
暗

殺
さ
れ
た
。

　

是
清
は
、
一
八
九
三
年
、
新
設
さ
れ
た
日
銀

西
部
支
店
の
初
代
支
店
長
と
し
て
下
関
に
赴
任

し
た
。
一
八
九
五
年
ま
で
下
関
に
勤
務
し
、
そ

の
後
東
京
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
経
験
が

「
高
橋
是
清
自
伝
」
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
我
々
は
当
時
の
彼
の
活
動
内
容
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

当
時
、
是
清
が
勤
め
て
い
た
日
銀
西
部
支
店

は
、「
赤
間
関
市
西
南
部
町
五
二
番
の
一
」
に

あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
南
部
町
に
あ
る
明
治

安
田
生
命
下
関
ビ
ル
の
辺
り
で
あ
る
。た
だ
し
、

前
記
の
二
人
と
違
っ
て
、
是
清
の
ゆ
か
り
の
地

を
示
す
案
内
や
石
碑
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
当
時
是
清
が
ど
こ
に
住
居
を
置
い
て
い
た

の
か
も
記
録
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

道
真
公
が
太
宰
府
に
下
る
途
中
で
下
関
に
立

ち
寄
っ
た
の
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な
日
数
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
博
文
は
一
時
期
、
下
関
に
居

を
構
え
て
は
い
た
も
の
の
留
守
が
ち
で
、
下
関

で
過
ご
し
た
時
間
が
そ
う
長
か
っ
た
と
も
考
え

に
く
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
是
清
は
、
正
味
一
年
十
カ
月
、

下
関
に
在
任
し
、
か
つ
支
店
長
は
任
地
を
離
れ

な
い
の
が
原
則
な
の
で
、
三
人
の
中
で
は
多
分

最
も
長
い
時
間
を
下
関
で
過
ご
し
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
自
伝
に
下
関
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

数
多
く
書
き
残
し
て
い
る
の
で
、
正
確
な
情
報

が
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
是
清
の
下
関
で
の
活

動
は
、
地
元
で
も
っ
と
広
く
知
ら
れ
て
も
良
い

と
思
う
。
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
是
清
が

去
っ
た
後
、
日
銀
が
一
旦
下
関
を
離
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
次

回
は
、
こ
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
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