
　

全
国
の
日
銀
の
支
店
に
は
、
寄
贈
を
受
け
た

り
購
入
し
た
り
し
た
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
図

書
が
置
か
れ
て
い
る
。
岬
之
町
の
日
銀
下
関
支

店
に
も
か
な
り
の
蔵
書
が
あ
る
。
歴
史
の
町
下

関
だ
け
あ
っ
て
、
市
史
や
地
元
企
業
の
社
史
、

地
元
の
作
家
や
郷
土
史
家
に
よ
る
評
論
や
随
筆

な
ど
、下
関
の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多
い
。

私
は
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
蔵
書
か

ら
手
ご
ろ
な
本
を
一
冊
取
り
出
し
て
読
む
の
を

常
と
し
て
い
る
。

　
「
文
学
の
中
の
下
関
」
と
い
う
本
も
、
そ
の

蔵
書
の
中
か
ら
み
つ
け
た
も
の
だ
。
発
行
は
昭

和
四
十
四
年
。
下
関
が
登
場
す
る
文
学
作
品
が

網
羅
的
に
紹
介
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
た
下
関
が
、
い
か
に
多
く
の
文
学
作

品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
か
よ
く
分
か
る
。

　

筆
者
は
中
原
雅
夫
氏
。
下
関
市
役
所
に
長
く

勤
務
し
て
下
関
市
史
の
編
纂
に
携
わ
り
、
広
報

係
長
や
社
会
教
育
課
長
、
下
関
図
書
館
館
長
な

ど
を
務
め
、
平
成
元
年
に
六
十
八
歳
で
亡
く

な
っ
た
。
郷
土
史
家
と
し
て
も
名
高
く
、
幕
末

に
志
士
を
支
援
し
た
豪
商
、
白
石
正
一
郎
を
世

に
知
ら
し
め
た
功
労
者
で
も
あ
る
。
中
原
氏
は

白
石
家
文
書
の
出
版
な
ど
を
手
掛
け
、
地
元
で

し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
彼
の
業
績
を
、
作

家
大お

さ
ら
ぎ佛
次
郎
に
紹
介
し
た
。
そ
れ
が
契
機
と

な
っ
て
白
石
正
一
郎
が
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
描
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

現
在
、
竹
崎
町
の
中
国
電
力
下
関
営
業
所
の

敷
地
に
建
っ
て
い
る
「
白
石
正
一
郎
宅
跡
」
の

石
碑
は
、
元
々
は
昭
和
三
十
七
年
に
中
原
氏
ら

有
志
が
同
営
業
所
の
裏
門
近
く
に
小
さ
な
石
標

を
建
て
さ
せ
て
貰
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

そ
の
後
、
テ
レ
ビ
で
白
石
正
一
郎
が
有
名
に
な

る
と
、
中
国
電
力
が
現
在
の
立
派
な
石
碑
を
用

意
し
、
昭
和
四
十
二
年
に
玄
関
正
面
に
移
し
て

く
れ
た
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
七
年
に
は
、
中
原

氏
が
碑
文
を
書
い
た
「
高
杉
晋
作
奇
兵
隊
結
成

の
地
」
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
毎
年
、
白
石
正

一
郎
の
命
日
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
の
前
後

に
、
こ
れ
ら
の
石
碑
の
前
で
、
彼
の
遺
徳
を
し

の
ぶ
「
資し

風ふ
う
さ
い祭

」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

中
原
氏
が
関
与
し
た
石
碑
は
他
に
も
あ
る
。

関
門
橋
の
つ
け
根
、
壇
ノ
浦
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
の
展
望
台
に
置
か
れ
た
「
関
門
自
動
車
道
の

碑
」
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

　

こ
の
碑
は
、
表
側
に
は
関
門
橋
の
工
事
完
了

を
記
念
し
、
関
係
者
を
顕
彰
す
る
内
容
が
彫
ら

れ
て
い
る
が
、
裏
側
に
回
っ
て
み
る
と
中
原
氏

の
手
に
な
る
関
門
海
峡
の
歴
史
を
綴
っ
た
詩
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
今
で
は
植
込
み
が
邪
魔
で
裏

側
の
碑
文
を
読
む
の
も
一
苦
労
だ
が
、
建
て
ら

れ
た
当
初
は
周
囲
も
整
然
と
し
て
い
た
ら
し

い
。
中
原
氏
自
身
が
、
関
門
橋
を
背
景
に
こ
の

石
碑
を
ペ
ン
画
で
描
い
た
絵
も
残
っ
て
い
る
。

美
し
い
背
景
に
石
碑
が
映
え
て
見
え
る
の
で
、

む
し
ろ
詩
が
彫
ら
れ
た
側
が
正
面
の
よ
う
に
思

え
る
。

　

中
原
氏
は
当
時
、
推
敲
を
重
ね
て
こ
の
詩
を

書
い
た
が
、
石
材
屋
に
乞
わ
れ
て
作
成
途
上
の

案
文
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
一
番
最
初
に
書
い
た

案
が
彫
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
と
は

い
え
、
中
原
氏
は
特
に
う
ら
み
が
ま
し
い
こ
と

は
書
い
て
い
な
い
。
ど
の
案
に
す
る
か
を
石
材

屋
が
選
ん
だ
と
い
う
の
も
当
時
の
実
態
が
分

か
っ
て
微
笑
ま
し
く
、
石
碑
に
彫
ら
れ
た
文
字

は
味
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
良
い
石
碑
だ
と
思

う
。

　

さ
て
、こ
の
中
原
氏
の
「
文
学
の
中
の
下
関
」

の
中
に
、評
論
家
の
江
藤
淳
と
中
原
氏
と
の「
論

争
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
と
て
も
興
味
深
い
。

こ
の
話
は
、
昭
和
三
十
七
年
に
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ

ル
の
取
材
で
下
関
を
訪
れ
た
江
藤
淳
が
福
田
泰

三
下
関
市
長
と
対
談
す
る
際
に
、
中
原
氏
が
陪

席
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。江
藤
淳
と
い
え
ば
、

当
時
ま
さ
に
売
り
出
し
中
の
新
進
気
鋭
の
文
芸

評
論
家
で
あ
り
、
週
刊
誌
に
日
本
各
地
の
訪
問

記
を
連
載
し
て
い
た
。
中
原
氏
は
、
市
職
員
と

し
て
江
藤
淳
に
親
切
に
応
接
し
、
様
々
な
資
料

を
提
供
し
た
。
同
時
に
中
原
氏
は
、
文
学
愛
好

者
と
し
て
こ
の
中
央
論
壇
の
ホ
ー
プ
に
好
意
的

な
眼
を
向
け
て
い
た
。
し
か
し
、
江
藤
淳
が
週

刊
誌
に
掲
載
し
た
下
関
の
訪
問
記
は
、
中
原
氏

の
期
待
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

江
藤
淳
は
、
下
関
と
門
司
の
印
象
を
、「
時

流
に
置
去
ら
れ
た
こ
の
両
港
」
と
か
、「
『
落
日
』

の
光
景
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
」
と
書
い
た
。
あ

ま
つ
さ
え
、
市
長
と
の
対
談
の
様
子
を
、
市
長

が
鼻
を
か
む
様
子
を
擬
音
語
ま
で
入
れ
て
下
品

に
描
写
す
る
な
ど
、
今
読
ん
で
も
明
ら
か
に
礼

を
失
し
て
い
る
文
章
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

　

中
原
氏
は
、
こ
の
記
事
に
対
す
る
遺
憾
の
意

を
、
下
関
で
発
行
さ
れ
て
い
た
同
人
雑
誌
「
午

後
」
に
掲
載
し
た
。
中
原
氏
は
、
単
に
下
関
を

け
な
し
た
の
が
け
し
か
ら
ん
、
と
い
う
書
き
方

で
は
な
く
、
江
藤
淳
が
文
芸
時
評
で
掲
げ
る
物

岬之町だより
第７回「ある郷土史家の貢献」

日本銀行　下関支店長　岩下　直行

18



書
き
と
し
て
の
理
念
、哲
学
を
肯
定
し
た
上
で
、

今
回
の
訪
問
記
が
そ
れ
に
反
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
、
江
藤
淳
に
批
評
家
と
し
て
の
自
覚
を

促
す
文
章
を
書
い
た
の
だ
。

　

江
藤
淳
は
、
こ
の
直
後
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大

学
に
留
学
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
中
原
氏
が
地

方
の
同
人
誌
に
掲
載
し
た
批
判
を
目
に
と
め
る

こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
中
原
氏
の
文
章
を
読
ん
で
反
応
し
た
作
家

が
い
た
。
そ
れ
は
、「
日
本
沈
没
」
で
名
高
い

Ｓ
Ｆ
作
家
の
小
松
左
京
で
あ
っ
た
。
小
松
左
京

は
、
昭
和
四
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
地
図
の
思

想
」
と
い
う
Ｓ
Ｆ
仕
立
て
の
旅
行
記
で
下
関
を

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
こ
の
江
藤
淳
と

中
原
氏
と
の
や
り
取
り
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し

て
い
る
。

…
下
関
の
お
そ
ら
く
知
識
人
文
学
愛
好
者

の
手
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る『
午
後
』

と
い
う
同
人
雑
誌
…
の
中
で
、
中
原
雅
夫

と
い
う
人
が
、「
下
関
を
訪
れ
た
人
々
」

と
い
う
の
を
連
載
し
、
下
関
に
講
演
や
ル

ポ
取
材
に
来
た
、
中
央
の
有
名
文
化
人
の

ス
ケ
ッ
チ
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
…
中
で

も
あ
る
新
進
気
鋭
の
若
手
評
論
家
が
、
某

週
刊
誌
の
ル
ポ
取
材
に
や
っ
て
き
た
時
の

こ
と
は
特
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
中
原
氏

の
眼
は
、
こ
の
新
進
評
論
家
に
対
し
て
終

始
謙
虚
で
好
意
的
に
接
し
て
い
る
し
、
そ

の
鋭
敏
な
セ
ン
ス
に
対
し
て
は
、
忌
憚
な

く
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
だ
が
―
―
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
若
い
評
論
家
が
、
し

ご
く
無
責
任
な
態
度
で
、
下
関
印
象
記
を

ま
と
め
て
い
る
の
を
見
て
、
勃
然
と
怒
る

の
で
あ
る
。
そ
の
怒
り
は
決
し
て
単
な
る

郷
土
に
対
す
る
盲
目
的
な
愛
に
よ
っ
て
さ

さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

若
手
評
論
家
が
、
そ
の
著
作
に
あ
ら
わ
し

た
、
り
っ
ぱ
な
言
葉
を
つ
か
ま
え
て
、
そ

れ
と
ま
っ
た
く
裏
腹
な
、
軽
薄
で
不
誠
実

な
取
材
態
度
を
、
す
る
ど
く
難
詰
し
て
い

る
の
だ
。―
―
そ
の
論
点
は
正
確
で
あ
り
、

批
判
は
ま
っ
と
う
で
、
し
か
も
決
し
て
礼

を
失
し
て
い
な
い
。
も
し
こ
の
あ
ざ
や
か

な
批
判
が
中
央
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
そ
の

時
掲
載
さ
れ
て
い
た
ら
、
大
む
こ
う
は
、

ま
さ
し
く
「
一
本
！
」
と
さ
け
ん
で
い
た

と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
…
…
い
か
ん
せ
ん
、
時

期
は
大
き
く
う
し
な
わ
れ
、
の
っ
て
い
る

の
も
さ
さ
や
か
な
地
方
同
人
誌
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
そ
の
評
論
家
の
下
関
論
と
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
、
現
実
の
中
で

ま
っ
た
く
バ
ラ
ン
ス
を
う
し
な
い
、
批
判

が
い
さ
さ
か
遠
吠
え
じ
み
て
見
え
て
し
ま

う
の
は
、
や
む
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
小
松
左
京
と
い
う
立
会
人
を
得

て
、
中
原
氏
の
江
藤
淳
批
判
は
ひ
と
つ
の
「
論

争
」
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

本
州
の
西
の
端
、
下
関
は
、
や
は
り
特
別
な

町
で
あ
る
。
こ
の
町
を
訪
れ
る
人
々
は
、
そ
の

風
物
に
物
見
高
い
関
心
を
抱
い
て
や
っ
て
く

る
。
慌
た
だ
し
い
訪
問
の
中
で
、
中
央
の
論
理

に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
下
関
像
を
探
し
て
文
章
に
す

る
の
だ
。
下
関
と
い
う
町
は
、よ
そ
者
か
ら「
見

ら
れ
る
」
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
応
接
す
る
側
は
、
も
ち
ろ
ん
健
全
な
郷
土

愛
に
基
づ
い
て
地
元
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
が
「
見
る
」
側
の
気
に
入
る
と

は
限
ら
な
い
。中
原
氏
と
江
藤
淳
の「
論
争
」は
、

も
う
五
十
年
も
昔
の
事
件
で
は
あ
る
が
、
こ
の

町
の
良
さ
を
ど
う
伝
え
て
い
く
か
、
そ
の
た
め

に
我
々
が
ど
の
よ
う
な
準
備
を
し
て
お
け
ば
よ

い
か
を
考
え
さ
せ
る
も
の
だ
と
思
う
。

　

今
回
紹
介
し
た
中
原
氏
の
著
作
は
、
い
ず
れ

も
下
関
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
係
の
女
性
は
、
か
つ
て
館
長
で

あ
っ
た
中
原
氏
の
仕
事
を
お
手
伝
い
し
た
こ
と

が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
親
身
に
な
っ
て
図
書
を

探
し
て
下
さ
っ
た
。
中
原
氏
が
晩
年
に
執
筆
さ

れ
た
「
叢そ

う
し
ょ書
」
は
、
ワ
ー
プ
ロ
印
刷
を
コ
ピ
ー

し
、
リ
ボ
ン
で
止
め
た
小
冊
子
が
十
六
集
も

あ
っ
て
、
昭
和
四
〇
年
頃
か
ら
の
詩
や
短
歌
、

俳
句
、
随
筆
に
加
え
、
中
原
氏
自
身
の
ペ
ン
画

の
表
紙
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
か

ら
幕
末
ま
で
の
歴
史
が
溢
れ
る
下
関
で
は
あ
る

け
れ
ど
、
中
原
氏
の
よ
う
な
比
較
的
新
し
い
先

人
た
ち
の
歴
史
を
語
り
継
い
で
い
く
こ
と
も
、

ま
た
大
切
だ
と
思
う
。

　

さ
て
、
こ
の
岬
之
町
だ
よ
り
は
今
回
で
最
終

回
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
す

が
に
岬
之
町
周
辺
だ
け
で
は
ネ
タ
に
詰
ま
り
、

後
半
は
随
分
範
囲
を
広
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
岬

之
町
の
日
銀
下
関
支
店
か
ら
普
通
に
歩
い
て
行

け
る
範
囲
内
で
話
題
を
見
つ
け
る
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
は
何
と
か
死
守
で
き
た
と
思
う
。

　
「
会
議
所
だ
よ
り
」
の
な
か
に
更
に
「
岬
之

町
だ
よ
り
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
格
好
が
悪
い

と
も
思
っ
た
の
だ
が
、
無
理
を
言
っ
て
こ
の
連

載
タ
イ
ト
ル
を
付
け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の

タ
イ
ト
ル
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
南
木
佳
士
の

「
阿
弥
陀
堂
だ
よ
り
」
と
い
う
小
説
の
題
名
と
、

何
と
な
く
語
感
が
似
て
い
た
か
ら
だ
。

　

こ
の
小
説
は
寺
尾
聡
主
演
で
映
画
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
長
野
県
の
山
奥
の
村
で
、
阿
弥
陀
堂

を
守
り
な
が
ら
生
き
る
仙
人
の
よ
う
な
老
女
の

言
葉
を
、
町
役
場
の
若
い
女
性
職
員
が
聞
き
書

き
し
て
毎
月
の
広
報
紙
に
載
せ
る
、
そ
の
連
載

の
タ
イ
ト
ル
が
「
阿
弥
陀
堂
だ
よ
り
」
で
あ

る
。
物
語
も
良
い
が
、
劇
中
に
登
場
す
る
「
阿

弥
陀
堂
だ
よ
り
」
の
連
載
の
文
章
が
、
日
々
の

生
活
に
密
着
し
て
い
な
が
ら
哲
学
的
な
テ
ー
マ

を
語
る
、
素
晴
ら
し
い
文
章
で
あ
っ
た
。
あ
あ

い
う
生
活
に
密
着
し
た
含
蓄
の
あ
る
文
章
が
書

け
れ
ば
、
と
い
う
思
い
か
ら
付
け
た
タ
イ
ト
ル

で
あ
っ
た
が
、
含
蓄
と
い
う
よ
り
薀う

ん
ち
く蓄
を
傾
け

る
に
終
わ
っ
て
い
る
感
じ
で
、
お
恥
ず
か
し
い

限
り
で
あ
る
。

　

半
年
間
、
薀
蓄
話
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
い

た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。
も
し
ま
た
機
会
が
あ

れ
ば
、
よ
り
含
蓄
の
あ
る
文
章
を
書
け
る
よ
う

に
努
力
し
た
い
と
思
う
。
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