
　

現
在
、
私
は
上
田
中
町
に
住
み
、
岬
之
町
の

日
銀
下
関
支
店
ま
で
通
勤
し
て
い
る
。
気
候
が

良
け
れ
ば
で
き
る
だ
け
歩
く
よ
う
に
し
て
い
る

が
、
雨
の
日
や
寒
い
朝
は
バ
ス
を
使
う
こ
と
も

あ
る
。
サ
ン
デ
ン
交
通
の
唐
戸
方
面
か
ら
下
関

駅
に
向
か
う
バ
ス
は
本
数
も
多
く
、
い
つ
も
座

れ
る
の
で
快
適
だ
。

　
「
西
の
端
」
と
い
う
名
前
の
停
留
所
か
ら
バ

ス
に
乗
っ
て
、
唐
戸
、
海
響
館
前
、
三
百
目
と

通
過
す
る
。
い
つ
も
は
そ
こ
で
降
り
る
が
、
そ

の
ま
ま
乗
っ
て
い
れ
ば
、
入
江
口
、
細
江
町
、

豊
前
田
、下
関
駅
と
運
ば
れ
る
。
あ
る
朝
ふ
と
、

こ
れ
ら
の
バ
ス
停
の
名
称
に
使
わ
れ
て
い
る
地

名
の
ど
れ
が
古
い
か
が
気
に
な
っ
た
。

　

歴
史
上
の
人
物
や
事
件
を
「
古
い
順
に
並
び

変
え
よ
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
試
験
や
ク
イ

ズ
で
よ
く
あ
る
問
題
だ
。
普
通
の
町
な
ら
バ
ス

停
の
名
称
に
そ
れ
ほ
ど
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
歴
史
の
町
下
関
で
は
、
こ
ん

な
と
こ
ろ
で
も
一
味
違
う
素
材
を
提
供
し
て
く

れ
る
。

　

細
か
な
部
分
に
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
バ
ス
停
の
名
称
を
古
い
順
に

並
べ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
こ
う
い
う
順
番
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

西
の
端
→
細
江
町
→
豊
前
田
→
三
百
目
→
入

江
口
→
唐
戸
→
下
関
駅
→
海
響
館
前

　

以
下
で
は
、
各
々
の
地
名
の
由
来
と
、
地
名

が
成
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
地
名
の
中
で
最
も
古
い
の

は
、
西
の
端
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
バ
ス
停

「
西
の
端
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
市
役
所
の

す
ぐ
北
側
、
下
関
市
の
中
心
部
だ
。
ど
う
考
え

て
も
西
の
は
し
っ
こ
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
、

西
の
端
と
い
う
名
前
が
付
い
た
の
か
。

　

そ
れ
は
、
こ
の
地
名
が
付
い
た
当
時
、
下
関

の
市
街
地
の
西
端
が
こ
こ
だ
っ
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
下
関
で
最
初
に
人
口
が
集
中
し
、
町

を
形
作
っ
た
の
は
、
阿

弥
陀
寺
（
現
在
の
赤
間
神

宮
）
の
周
辺
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
古
い
地
名
で
い
う

阿
弥
陀
寺
町
、
外
浜
町
、

中
ノ
町
、
西
之
端
町
、
赤

間
町
の
五
か
町
で
形
成
さ

れ
る
地
域
が
「
本
関
（
ほ

ん
ぜ
き
）」
と
呼
ば
れ
、

下
関
の
も
と
も
と
の
区
域

で
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
。

　

か
つ
て
、
現
在
の
唐
戸

町
の
辺
り
は
、
関
門
海
峡

か
ら
内
陸
部
に
深
く
入
り

込
ん
だ
湾
だ
っ
た
。
下
関

に
定
住
し
た
人
々
は
、
こ

の
湾
の
ほ
と
り
を
西
端

と
し
て
市
街
地
を
形
成
し

た
。
だ
か
ら
、
そ
の
ほ
と

り
が
西
之
端
町
と
呼
ば
れ

た
の
だ
。
こ
こ
よ
り
も
さ

ら
に
西
側
の
地
域
は
、
そ

の
後
の
時
代
に
都
市
化
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
地
名
も
よ
り
新
し
い

と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
的
に
は
、
遅
く
と
も
室

町
時
代
初
期
に
、「
に
し
の
は
し
」
の
地
名
が

書
か
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

次
に
古
い
地
名
は
細
江
町
だ
ろ
う
。
も
と
も

と
は
「
細
い
入
江
」
と
い
う
意
味
の
地
名
で
、

そ
の
入
江
が
徐
々
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
市
街
地

と
な
り
、
町
名
が
付
い
た
。
現
在
の
岬
之
町
か

岬之町だより
第５回「西の端からバスに乗って」

日本銀行　下関支店長　岩下　直行



ら
豊
前
田
付
近
に
か
け
て
の
広
い
地
域
が
細
江

町
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
江
戸
時
代
の
古

い
地
図
を
見
る
と
、
現
在
の
岬
之
町
の
辺
り
が

東
細
江
町
、
現
在
の
細
江
町
の
辺
り
が
西
細
江

町
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
隣
の
豊
前
田
も
古
い
地
名
で
、
江
戸
中

期
の
下
関
の
絵
地
図
で
も
そ
の
名
前
を
み
か
け

る
が
、
江
戸
時
代
の
文
献
「
豊
府
志
略
」
に

は
、
細
江
の
名
前
が
あ
る
一
方
、
豊
前
田
は
独

立
し
た
町
名
と
し
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
地
名
と
し
て
は
細
江
よ
り
も
若
干
新
し

い
も
の
ら
し
い
。

　

豊
前
田
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
下
関

駅
か
ら
豊
前
田
商
店
街
に
入
る
入
口
の
道
端
に

置
か
れ
た
石
碑
の
裏
側
に
、
詳
し
い
説
明
が
彫

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
豊
前

田
周
辺
は
長
府
藩
の
一
部
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

の
直
轄
地
で
は
な
く
、
長
府
藩
家
老
細
川
家
の

領
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
細
川
家
が
豊
前
国
の
出

身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
領
地
の
田
圃
と

い
う
意
味
で
、
豊
前
田
と
い
う
名
前
が
付
け
ら

れ
た
と
い
う
。

　

バ
ス
停
三
百
目
は
、
こ
の
連
載
の
第
一
回
で

紹
介
し
た
と
お
り
、
江
戸
時
代
に
架
け
ら
れ
た

橋
の
名
前
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
る
。
そ
の
橋

が
明
治
初
年
頃
ま
で
残
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
地
名
の
成
立
は
江
戸
時
代
末
期
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

バ
ス
停
入
江
口
と
い
う
の
は
、
王
江
小
学
校

な
ど
山
側
に
ふ
く
ら
ん
で
い
る
入
江
町
の
入
り

口
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。明
治
時
代
ま
で
、

こ
の
入
江
町
の
辺
り
は
文
字
通
り
深
い
入
江
に

な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
は
西
細
江
町
の
一
部
で

あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
に
分
離
し
て
入
江
町
が

で
き
た
。
下
関
の
地
名
と
し
て
は
比
較
的
新
し

い
部
類
に
入
る
。
と
は
い
え
、
当
時
は
ま
だ
入

江
の
奥
に
集
落
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
現
在
の
よ

う
な
姿
に
な
る
の
は
、
明
治
期
に
海
岸
の
埋
め

立
て
が
進
ん
で
か
ら
だ
。

　

唐
戸
と
い
う
地
名
は
も
っ
と
新
し
い
。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
唐
戸
の
辺
り
は

か
つ
て
は
湾
に
な
っ
て
い
た
。
下
関
市
は
、

一
八
九
四
年
に
市
独
自
の
手
に
よ
る
初
の
港
湾

整
備
と
し
て
、
こ
の
湾
の
埋
め
立
て
工
事
に
着

手
し
た
。
こ
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
誕
生
し
た

の
が
唐
戸
町
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
高
橋
是
清
が

日
銀
西
部
支
店
長
と
し
て
下
関
に
勤
務
し
て
い

た
頃
の
こ
と
だ
。

　

唐
戸
と
い
う
地
名
の
由
来
は
、
こ
の
地
が
ま

だ
湾
で
あ
っ
た
頃
、
そ
の
湾
口
に
潮
の
干
満
に

よ
っ
て
変
化
す
る
水
位
を
調
整
す
る
た
め
の
水

門
、
唐
樋
（
か
ら
ひ
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
た

め
、
そ
れ
を
起
源
と
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

近
く
の
田
中
町
の
田
中
川
に
架
か
る
橋
の
ひ
と

つ
に
、「
樋
之
戸
橋（
ひ
の
と
ば
し
）」が
あ
る
が
、

こ
れ
も
同
じ
起
源
か
も
し
れ
な
い
。
唐
戸
と
い

う
地
名
が
町
名
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
埋
め

立
て
工
事
が
完
了
し
た
一
八
九
六
年
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。

　

バ
ス
停
下
関
駅
の
名
称
を
地
名
と
呼
ぶ
の

は
、
ち
ょ
っ
と
不
自
然
で
あ
る
が
お
許
し
頂
き

た
い
。「
下
関
」
と
い
う
地
名
だ
け
で
あ
れ
ば
、

上
関
町
に
あ
る
上
関
、
防
府
市
に
あ
る
中
関
と

並
ぶ
海
上
の
関
所
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
赤
間

関
と
い
う
呼
称
と
同
様
に
、
古
い
時
代
か
ら
使

わ
れ
て
い
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
京
都
か
ら
の

鉄
道
が
開
通
し
た
一
九
〇
一
年
当
時
は
、
市
の

名
前
は
赤
間
関
市
、
駅
の
名
前
は
馬
関
駅
で

あ
っ
た
。「
下
関
駅
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ

始
め
た
の
は
、
翌
一
九
〇
二
年
に
市
名
変
更
さ

れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
の
下
関
駅
は
細
江
町
に
あ
っ
た
。
鉄
道

で
下
関
ま
で
来
た
乗
客
の
多
く
は
、
下
関
か
ら

船
に
乗
り
、九
州
や
大
陸
に
向
か
っ
た
。
現
在
、

取
り
壊
し
工
事
が
進
ん
で
い
る
旧
山
陽
ホ
テ
ル

は
、
当
時
の
に
ぎ
わ
い
の
記
憶
を
と
ど
め
る
建

物
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
下
関
駅
が
現
在
の
場
所
に
移
っ
た
の
は

一
九
四
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
関
門
鉄
道
ト
ン

ネ
ル
が
開
通
し
、
門
司
に
向
か
う
鉄
道
が
敷
設

さ
れ
た
の
に
合
わ
せ
て
駅
も
移
転
し
、
三
角
屋

根
の
駅
舎
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
伝
統
の
あ
る

木
造
の
駅
舎
は
二
〇
〇
六
年
の
放
火
事
件
で
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在
、
こ
の
地
に
三
階

建
て
の
商
業
ビ
ル
を
建
設
し
、
駅
舎
内
も
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
「
に
ぎ
わ
い
空
間
」
を
つ
く

ろ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。

　

今
回
取
り
上
げ
た
バ
ス
停
の
名
称
の
う
ち
、

最
も
新
し
い
の
は
海
響
館
前
で
あ
る
。
こ
の
名

称
は
、
下
関
市
立
し
も
の
せ
き
水
族
館
・
海
響

館
が
新
築
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
以
降
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
も
と
も
と
の
バ
ス

停
の
名
称
は
「
西
南
部
（
に
し
な
べ
）」
で
あ
っ

た
。市
役
所
の
場
所
に
建
っ
て
い
た
南
部
城（
な

べ
じ
ょ
う
）に
由
来
す
る
古
い
地
名
に
代
え
て
、

二
十
一
世
紀
に
現
在
の
名
称
が
新
し
く
命
名
さ

れ
た
。

　

新
し
い
公
共
施
設
の
名
称
で
バ
ス
停
や
駅
の

名
前
を
付
け
替
え
る
の
は
陳
腐
に
な
り
や
す
い

も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
改
名
は
成
功
し
て
い
る

と
思
う
。
な
に
よ
り
、「
海
響
館
」
と
い
う
ネ
ー

ミ
ン
グ
の
セ
ン
ス
が
良
い
。関
門
海
峡
に
臨
み
、

響
灘
に
も
近
い
場
所
柄
を
的
確
に
表
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
海
の
さ
ざ
め
き
が
響
き
あ
う
巨

大
な
展
示
水
槽
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
出
て
く
る

よ
う
な
、
素
敵
な
名
称
だ
と
思
う
。

　

昨
年
三
月
に
新
た
に
日
本
最
大
規
模
の
ペ
ン

ギ
ン
プ
ー
ル
を
設
け
て
新
装
な
っ
た
海
響
館
で

は
、
三
月
か
ら
十
二
月
の
十
か
月
間
で
、
前
年

同
期
を
五
十
三
％
も
上
回
る
目
覚
ま
し
い
集
客

力
を
示
し
た
。隣
接
す
る
唐
戸
市
場
と
と
も
に
、

下
関
観
光
の
中
核
と
し
て
の
役
割
を
立
派
に
果

た
し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
た
ま
た
ま
自
分
が
通
勤
で
利
用
す

る
バ
ス
の
停
留
所
の
名
称
を
並
べ
て
み
た
だ
け

だ
っ
た
が
、中
世
か
ら
二
十
一
世
紀
ま
で
、様
々

な
時
代
の
歴
史
を
訪
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
改

め
て
下
関
の
歴
史
の
奥
深
さ
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。


