
十
八
銀
行
旧
公
会
堂
前
出
張
所
二
Ｆ

四
三
八
号
　
平
成
三
十
一
年
一
月
十
日

　
平
成
三
十
一
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
ご
祝
詞
申
し
上
げ
ま
す
。

　
旧
年
中
は
、
当
協
会
が
主
催
い
た
し
ま
し
た
講
演
会
・
学
習
会
を
は
じ
め
研
修
な

ど
の
諸
行
事
に
対
し
、
皆
様
方
か
ら
多
大
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
か
げ
さ
ま
で
、当
協
会
の
活
動
も
三
十
七
年
目
を
迎
え
、こ
の『
な
が
さ
き
の
空
』

も
四
三
八
号
を
刻
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
皆
様
ご
承
知
の
通
り
昨
年
六
月
の
役
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
越
中
哲
也
理

事
長
が「
高
齢
の
た
め
今
年
度
末
を
も
っ
て
理
事
長
を
退
任
し
、
当
協
会
を
閉
じ
た

い
」と
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
理
事
長
に
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
当
協
会
設
立
以
来
、

長
崎
学
の
研
究
に
ご
貢
献
頂
く
と
と
も
に
、
私
ど
も
会
員
の
指
導
に
大
変
ご
尽
力
頂

き
ま
し
た
。
当
協
会
と
致
し
ま
し
て
は
、
理
事
長
の
ご
意
向
を
尊
重
し
二
〇
一
九
年

三
月
三
十
一
日
を
も
ち
ま
し
て
活
動
を
終
了
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

　
協
会
と
し
て
は
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
皆
様
方
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
三
十
一
年 

正
月

　
　
新
年
に
あ
た
っ
て	

越
中
　
哲
也

　
先
ず
は
新
年
の
御
祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
目
出
と
う
御
座
い
ま
す
。
本
年
も
良
呂
敷
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
会
も
十
八
銀
行
の
御
支
援
に
よ
り
創
立
さ
せ
て
戴
い
て
か
ら
三
十
七
年
と
な

り
、
毎
週
開
催
し
て
参
り
ま
し
た
各
種
講
座
も
盛
会
俚
に
運
営
で
き
ま
し
た
事
、

一
重
に
皆
様
方
の
御
支
援
の
御
蔭
と
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の「
な
が
さ
き
の
空 

四
三
八
号
」は
、
新
年
の
御
挨
拶
と
い
う
こ
と
で
会
員
の
皆

様
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
書
い
て
戴
き
ま
し
た
。
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
日
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
数
々
の
想
い
出
を
感
慨
深
く

心
に
想
い
浮
か
べ
て
い
ま
す
。
越
中
先
生
を
は
じ
め
、
数
多

く
の
先
生
方
の
ご
指
導
や
ご
教
授
、
歴
史
散
歩
等
々
、
貴
重

な
も
の
で
し
た
。
郷
土
の
歴
史
や
文
化
を
知
り
、
益
々
郷
土

愛
が
昂
ま
り
、
更
に
深
く
知
ろ
う
と
す
る
意
欲
も
深
ま
り
、

そ
れ
が
宝
物
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
各
々
の
恩
恵
を
拠
に

活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

　
長
崎
人
は
古
来
よ
り
外
国
人
と
の
付
き
合
い
も
古
く
、
身

構
え
る
こ
と
も
少
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
な
性
格
と
自
負
し
て
い

ま
す
。
明
治
生
ま
れ
だ
っ
た
父
も
商
売
を
通
じ
て
ト
ミ
ー
・

グ
ラ
バ
ー
さ
ん
と
交
際
が
あ
っ
た
と
時
折
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
時

勢
も
人
間
性
も
変
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
安
寧
を
求
め
る
気
持
ち
は
今
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
皆
様
の
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。�
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
長
崎
の
茂
木
が
一
五
七
一
年
イ
エ
ズ
ス
会
の
領
地
と
な
っ
た
八
年
間
は
、
住
民
全
て
が
切

支
丹
で
し
た
。
明
治
時
代
の
布
告
に
よ
り
国
教
が
神
道
と
な
り
、
僧
侶
も
全
て
諏
訪
の
氏
子

と
な
り
廃
仏
毀
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
ま
し
た
が
、
今
は
八
百
万
の
神
様
の
も
と
で
新
年
を
迎

え
て
い
ま
す
。
毎
年
、
伊
良
林
に
あ
る
光
源
寺
の
除
夜
の
鐘
つ
き
に
は
四
百
人
も
の
老
若
男

女
が
集
ま
り
、
鐘
の
余
韻
に
ひ
た
り
、
次
い
で
三
社
詣
の
お
諏
訪
さ
ん
、
お
伊
勢
さ
ん
、
松

の
森
に
出
か
け
ま
す
。
帰
り
は
四
百
の
石
段
が
あ
る
ザ
ボ
ン
発
祥
の
地
・
西
山
神
社
で
元
日

桜
を
仰
ぎ
曙
光
を
待
ち
、
そ
れ
か
ら
熱
い
心
と
冷
え
た
身
体
で
お
節
が
待
つ“
え
ん
ち
”へ
急

い
で
と
ん
ぼ
返
り
し
、
プ
チ
プ
チ
の
数
の
子
、
鯨
の
小
腸
百
尋
、
西
山
木
場
の
唐
人
菜
他
十

三
種
の
具
が
あ
る
長
崎
雑
煮
を
堪
能
し
無
病
息
災
を
祈
り
ま
す
。
正
月
参
り
は
他
に
、穴
弘
法
、

黒
崎
の
教
会
、
浦
上
教
会
、
七
面
山
、
延
命
寺
等
と
色
々
有
難
い
名
所
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
年
は
私
に
と
っ
て
九
十
二
回
目
の
正
月
で
す
。
定
年
の
時
は
八
十
歳
位
ま
で
生
き
れ
ば

…
と
思
っ
て
い
た
の
が
九
十
二
歳
…
。
伊
達
政
宗
の
詩
に
、「
馬
上
少
年
過
ぐ
世
平
ら
か
に
し

て
　
白
髪
多
し
残ざ
ん
く軀
天
の
赦
す
所
　
楽
し
ま
ず
し
て
是
を
如
何
せ
ん
」と
云
う
の
が
あ
り
ま

す
。
残
軀
は
大
い
に
楽
し
み
、
九
十
二
歳
と
長
生
き
出
来
た
の
は
長
崎
歴
史
文
化
協
会
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
後
は
天
の
赦
す
所
ま
で
…

　
今
年
の
干
支
は「
つ
ち
の
と
の
亥
」己き

亥が
い

で
す
。
猪
は“
山
の
神
”の
化
身
と
云
わ
れ
て
お
り
、

昨
年
諫
早
市
の
百
歳
以
上
の
方
は
九
十
九
人
で
男
九
人
、
女
九
十
人
だ
そ
う
で
す
。“
山
の
神
”

の
時
代
到
来
で
す
。“
山
の
神
”の
皆
さ
ん
、
大
い
に
楽
し
ん
で
下
さ
い
。

　
ま
た
今
年
は
天
皇
の
代
替
わ
り
、
平
成
と
も
お
さ
ら
ば
…
そ
し
て
歴
文
も
役
目
を
果
た
し
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
良
き
新
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
！�
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
最
後
の
年
と
な
る
今
年
の
お
正
月
、
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が
過
ご
さ
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
中
国
の
旧
正
月
を
祝
う
行
事「
春
節
祭
」を
起
源
と
す
る
長
崎
の
冬
の
風
物
詩「
長
崎

ラ
ン
タ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」が
、
今
年
は
二
月
五
日
か
ら
二
月
十
九
日
ま
で
新
地
中
華
街
や

湊
公
園
を
中
心
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
新
地
中
華
街
と
湊
公
園
に
程
近
い
旧
長
崎
村
十
善
寺
郷
に
あ
っ
た「
唐
人
屋
敷
」内（
現
在
は

館
内
町
）の
土ど

神じ
ん
ど
う堂
前
広
場
で
は
、
江
戸
時
代
、
旧
暦
一
月
十
五
日（
上
元
の
日
）に
は
、
唐
人

さ
ん
に
よ
る
龍じ
ゃ

踊お
ど
り

や
唐
人
踊
り
が
行
わ
れ
、
長
崎
奉
行
や
諸
役
人
達
も
招
待
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
夜
に
な
る
と
無
数
の
燈
篭
に
火
が
灯
さ
れ
、
着
飾
っ
た
丸
山
遊
女
達
も
訪
れ
て
大
い
に

賑
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
現
在
、「
唐
人
屋
敷
」内
の
四
つ
の
お
堂（
福
建
会
館
・
土
神
堂
・
天
后
堂
・
観
音
堂
）に
は
、

期
間
中「
ロ
ウ
ソ
ク
祈
願
」の
た
め
、
赤
い
ロ
ウ
ソ
ク
片
手
に
観
光
客
が
お
参
り
に
来
ら
れ
ま

す
。（
四
堂
巡
り
…
所
要
時
間
十
五
分
、
ロ
ウ
ソ
ク
四
本
・
五
百
円
）ご
利
益
有
り
の
四
堂
巡
り

祈
願
に
は
、
ぜ
ひ
皆
様
も
一
度
お
越
し
下
さ
い
ま
せ
。
因
み
に
四
堂
の
一
つ「
観
音
堂
」は
、

我
が
家
の
真
下
で
ご
ざ
い
ま
す
。�
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
ま
た
新
し
い
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
君
が
た
め
　
春
の
野
に
出
て
若
菜
摘
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
衣
手
に
　
雪
は
降
り
つ
つ�

光
孝
天
皇
　

　
小
学
生
の
頃
、
我
家
の
お
正
月
は
強
引
な
母
に
強
い
ら
れ
て
加
わ
る「
百
人
一
首
」の
か
る

た
取
り
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
強
い
腕
力
、
し
か
も
手
が
早
い
し
、
下
の
句
を
覚
え
て
い
る

姉
に
敵
う
筈
の
な
い
私
が
、
自
分
の
目
の
前
に
並
べ
る
作
戦
で
勝
ち
取
っ
た
一
枚
が
こ
の
句

で
し
た
。
あ
れ
か
ら
ほ
ん
の
数
十
年
…
。
意
味
の
解
る
年
齢
も
過
ぎ
て
、
更
に
物
忘
れ
は
特

技
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
、
昨
日
の
事
の
よ
う
に
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
か
ら
新
し
い
時
代
に
向
か
う
若
者
や
子
供
た
ち
が
、
日
本
文
化
の
一
つ
で
あ
る「
百
人

一
首
」や「
か
る
た
遊
び
」に
、
よ
り
身
近
で
親
し
み
、
そ
し
て
楽
し
め
る
お
正
月
で
あ
っ
た
ら

大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。�
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
長
崎
を
う
た
っ
た
唄
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
新
し
い
も
の
も
あ
る
の
で
す
が
、
明
治
・

　
　
新
年
の
ご
挨
拶	

長
崎
歴
史
文
化
協
会
会
長
　
小
川
　
　
洋

大
正
に
作
ら
れ
て
今
も
唄
わ
れ
て
い
る
も
の
に「
ぶ
ら
ぶ
ら
節
」「
浜
節
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
他
に
も「
春
雨
」「
長
崎
小
唄
」「
長
崎
甚
句
」な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
今
で
は
料
亭
で
芸げ
い
こ子
衆し

の
踊
り
で
し
か
出
会
う
事
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。「
傘
を
忘
れ
た
蛍
の
茶
屋
で
」と
か「
彦

山
に
出
る
月
を
合
図
に
思
案
橋
」と
か
風
情
の
あ
る
素
敵
な
文
句
で
す
。
長
崎
に
は
特
殊
な
歴

史
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
ド
ラ
マ
が
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。
是
非
知
っ
て
頂
き
た
い
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
長
崎
歴
史
文
化
協
会
で
は
、
多
く
の
話
を
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
自
身

が
歴
史
の
中
に
い
る
事
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
時
で
も
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
方
達
と
の
出
会
い
が

あ
り
ま
し
た
。�
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
ソ
ム
リ
エ
協
会
の
ワ
イ
ン
エ
キ
ス
パ
ー
ト
認
定
試
験
に
合
格

致
し
ま
し
た
。試
験
で
は
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
二
十
五
ヶ
国
の
ワ
イ
ン
の
歴
史
、ブ
ド
ウ
品
種
、

栽
培
地
域
等
の
ほ
か
、チ
ー
ズ
・
料
理
・
日
本
酒
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
知
見
が
求
め
ら
れ
、筆
記

の
一
次
試
験
と
テ
ィ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
二
次
試
験
に
合
格
し
、認
定
証
書
と
バ
ッ
ジ
を
授
か
り
ま

し
た
。

　
さ
て
、
日
本
の
文
献
上
ワ
イ
ン
が
登
場
す
る
の
は
、
室
町
時
代
後
期
の『
後
報
興
院
記
』で

「
珍ち
ん
た陀
と
い
う
酒
を
飲
ん
だ
」と
の
記
述
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ブ
ド
ウ
品
種
にTinta・

Roriz

（
テ
ィ
ン
タ・ロ
リ
ス
）と
い
う
品
種
が
あ
り
、赤
ワ
イ
ン
をTinto

（
テ
ィ
ン
ト
）と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
長
崎
市
中
に
散
宿
し
た
事
や
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
会
で
ワ
イ
ン
が
供
さ
れ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
長
崎
人
の
D
N
A
に
は
き
っ
と
赤
ワ
イ
ン
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
は
ず
！

そ
う
考
え
る
と
今
宵
も
赤
ワ
イ
ン
と
共
に
夜
を
過
ご
し
た
く
な
り
ま
す
。�
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
　

　
私
は
お
正
月
と
い
う
と
必
ず「
暮
れ
の
お
餅
つ
き
」を
思
い
出
し
ま
す
。

　
私
が
育
っ
た
町
は
以
前
、
城
山
二
丁
目
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
畑
が
宅
地
と
な
り
、
今
で

い
う
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
。
若
い
夫
婦
が
移
り
住
み
、
新
し
い
家
が
ど
ん
ど
ん
建
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
み
ん
な
、
手
持
ち
の
お
金
が
少
な
い
生
活
で
し
た
が
、
お
正
月
の
神
様
を
迎
え
る
為
の

お
餅
は
ガ
ン
バ
っ
て
搗
い
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
近
所
の
空
き
地
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
て
臼
を
置

き
、
賃
搗
き
の
男
の
人
が
各
家
の
餅
を
次
々
に
搗
き
ま
し
た
。
餅
つ
き
の
日
は
朝
か
ら
夕
方
ま

で
大
変
な
重
労
働
で
、
奥
さ
ん
達
も
白
い
カ
ッ
ポ
ウ
着
で
手
伝
い
ま
す
。
子
ど
も
会
の
年
中
行

事
で
も
な
く
、
イ
ベ
ン
ト
の
お
土
産
で
も
な
く
、
神
事
と
し
て
餅
搗
き
を
す
る
の
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
大
人
の
領
分
な
の
で
子
ど
も
達
は
見
て
い
る
の
が
せ
い

ぜ
い
。
煙
の
向
こ
う
で
、
大
き
な
掛
け
声
で
餅
搗
き
を
し
て
い

る
様
子
を
思
い
出
す
と
、
あ
の
頃
の
大
人
は「
カ
ッ
コ
良
か
っ

た
な
」と
し
み
じ
み
思
い
ま
す
。�

（
村
本
　
京
）

（イラスト：入内リョウ治	作）


