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日
本
銀
行
設
立
の
立
役
者

　

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
十
月
、
ち
ょ
う
ど
今

か
ら
一
三
〇
年
前
、
日
本
唯
一
の
「
中
央
銀
行
」
で

あ
る
日
本
銀
行
（
日
銀
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
紙

幣
の
発
行
、「
銀
行
の
銀
行
」、
政
府
へ
の
資
金
融
資
、

金
融
政
策
の
運
営
を
主
な
業
務
と
す
る
中
央
銀
行
の

設
立
は
、
資
本
主
義
経
済
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
し

た
。
日
銀
の
設
立
に
よ
っ
て
、
日
本
経
済
は
や
っ
と

近
代
資
本
主
義
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
新
設
早
々
の
日
銀
を
切
り
盛
り
し
た
の
が
、

仙
台
藩
出
身
の
富と
み
た
て
つ
の
す
け

田
鉄
之
助
で
し
た
。
こ
の
時
、
日

銀
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
総
裁
に
は
、
大お
お
く
ら
し
ょ
う
ゆ
う

蔵
少
輔
（
大
蔵

次
官
）
で
あ
っ
た
薩
摩
出
身
の
吉よ
し
は
ら
し
げ
と
し

原
重
俊
が
任
じ

ら
れ
た
の
で
す
が
、
病
気
が
ち
で
あ
り
、
副
総
裁
の

富
田
鉄
之
助
が
事
実
上
、
日
銀
の
総
裁
的
な
立
場

に
あ
っ
た
の

で
す
。
日
銀

が
設
立
後
に

お
し
進
め
た
、

日
本
銀
行
券

の
発
行
開
始

や
金
融
政
策

の
基
幹
づ
く

り
、
近
代
的

な
手
形
・
小

切
手
取
り
引

き
の
普
及
と

い
っ
た
施
策

の
ほ
と
ん
ど
は
、
富
田
副
総
裁
が
主
導
し
た
も
の
で

し
た
。

　

明
治
二
十
年
十
二
月
に
吉
原
が
病
没
す
る
と
、
翌

年
二
月
、
鉄
之
助
は
日
銀
の
第
二
代
総
裁
に
就
任
し

ま
し
た
。
名
実
と
も
に
日
銀
の
ト
ッ
プ
の
座
に
就
い
た

の
で
す
が
、
大お

お
く
ら
き
ょ
う

蔵
卿
（
大
臣
）
松ま
つ
か
た
ま
さ
よ
し

方
正
義
と
経
済
政

策
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
節
を
曲
げ
る
こ
と
を
潔
い
さ
ぎ
よし

と
し
な
か
っ
た
鉄
之
助
は
、
明
治
二
十
二
年
九
月
に

辞
任
し
た
の
で
す
。
在
位
わ
ず
か
に
一
年
半
で
し
た
。

仙
台
藩
の
俊
秀

　

富
田
鉄
之
助
は
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
、
仙

台
城
下
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
生
家
は
二
千
石
の
禄
を

有
す
る
重
臣
の
家
柄
で
、
父・実さ
ね
や
す保

は
藩
の
奉
行
（
家

老
）
職
に
も
就
い
て
い
ま
す
。

　

幼
い
頃
か
ら
頑
健
な
体
力
と
明
晰
さ
を
あ
ら
わ
し

た
鉄
之
助
は
、
四
男
だ
っ
た
た
め
跡
取
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
儒
学
に
加
え
て
、
剣
術
、
居
合

術
、
弓
術
、
槍
術
、
馬
術
と
、
文
武
と
も
に
一
流
の

師
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
二
十
二
歳
の
時
に
は
、
西
洋
砲
術
を
学
ぶ
こ
と
を

藩
か
ら
命
じ
ら
れ
、
江
戸
へ
赴
き
、
同
時
に
蘭
学
も

学
ん
で
い
ま
す
。
い
か
に
鉄
之
助
が
将
来
を
嘱し
ょ
く
ぼ
う望さ

れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

三
年
の
修
学
後
、
い
っ
た
ん
仙
台
に
戻
っ
た
鉄
之

助
は
、
今
度
は
海
軍
術
と
蒸
気
機
関
の
習
得
を
命
じ

ら
れ
、
幕
臣
・
勝か
つ
か
い
し
ゅ
う

海
舟
の
塾
生
に
な
り
ま
す
。
こ
の

頃
の
鉄
之
助
は
、
藩
命
で
京
・
大
坂
へ
の
出
張
を
命

じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
坂
本
龍
馬
を
は
じ
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
物
と
幅
広
い
交
流
を
も
っ
た
よ
う
で
す
。

　

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
、
三
三
歳
に
な
っ
た
富

田
鉄
之
助
は
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
海
舟
の
子
息
・
勝か

つ
こ
ろ
く

小
鹿
の
ア
メ
リ

カ
留
学
に
同
行
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
鉄
之

助
が
勝
小
鹿
の
留
学
に
同
行
す
る
こ
と
は
、
海
舟
じ

き
じ
き
の
指
名
で
あ
っ
た
と
い
い
、
ま
た
仙
台
藩
は

年
間
一
千
両
の
学
費
を
鉄
之
助
に
支
給
す
る
こ
と
を

決
し
て
い
ま
す
。
鉄
之
助
の
才
能
に
、
海
舟
、
仙
台

藩
と
も
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
す
。

　

七
月
に
日
本
を
出
発
し
た
鉄
之
助
は
、
二
ヵ
月
後

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
達
し
、
ボ
ス
ト
ン
で
英
語
の
習

得
に
努
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
、
日
本
は

ま
さ
に
戊
辰
戦
争
の
真
っ
最
中
で
、
急
速
に
時
代
が

動
い
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
情
勢
を
知
っ
た
鉄
之

助
は
、
藩
の
危
急
に
応
ず
べ
く
、
一
時
帰
国
を
決
意

し
、
五
ヶ
月
の
旅
路
の
後
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

十
一
月
に
横
浜
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
鉄
之
助
を
待
っ
て
い
た
の
は
「
今
回
の

留
学
は
、
人
材
育
成
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
幕

府
や
出
身
藩
の
浮
沈
を
気
に
し
て
学
半
ば
で
帰
国
す

る
の
は
心
得
違
い
」
と
い
う
勝
海
舟
の
厳
し
い
叱
責

で
し
た
。
こ
の
海
舟
の
言
に
目
を
覚
ま
し
た
鉄
之
助

が
、
改
め
て
留
学
の
志
を
海
舟
に
告
げ
る
と
、
海
舟

は
旅
費
や
今
後
の
学
費
の
手
配
を
し
て
、
再
び
鉄
之

助
を
ア
メ
リ
カ
に
送
り
出
し
た
の
で
す
。

　

渡
米
し
た
鉄
之
助
は
、
勉
学
に
励
み
、
と
く
に
経

済
や
金
融
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
ま
し
た
。
そ
の
精

励
ぶ
り
を
ア
メ
リ
カ
公
使
森も
り
あ
り
の
り

有
礼
に
認
め
ら
れ
、
明

治
五
年
に
岩
倉
使
節
団
が
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
際
、

応
接
役
と
し
て
力
量
を
発
揮
し
た
鉄
之
助
は
、
明
治

六
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
副
領
事
に
大
抜
擢
さ
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
鉄
之
助
は
、「
朝
敵
」
出
身
者
な

が
ら
、
そ
の
才
能
と
努
力
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
の

官
僚
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
の
で
す
。  （
つ
づ
く
）
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