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金
融
資
料
館
設
立
の
概
要

　

日
本
銀
行
旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
は
、

日
本
近
代
建
築
の
父
と
さ
れ
、
東
京
駅
や
日

本
銀
行
本
店
本
館
を
手
掛
け
た
辰
野
金
吾
と
、

そ
の
弟
子
の
長
野
宇
平
治
ら
の
設
計
に
よ
り
、

一
九
一
二
年
に
完
成
し
た
日
本
銀
行
旧
小
樽

支
店
当
時
の
建
物
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
小

樽
支
店
は
、
小
樽
の
発
展
と
共
に
歩
み
、
小

樽
の
人
た
ち
か
ら
「
北
の
ウ
ォ
ー
ル
街
」
と

呼
ば
れ
、
当
地
金
融
街
の
中
心
と
し
て
機
能

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
に
業
務

を
札
幌
支
店
に
移
管
し
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

長
年
地
元
に
親
し
ま
れ
た
建
物
が
小
樽
で
引

き
続
き
役
立
つ
も
の
と
な
る
よ
う
、
日
本
銀

行
の
広
報
施
設
と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
開
館

し
た
の
が
、
金
融
資
料
館
で
す
。

金
融
資
料
館
の
魅
力

　

こ
の
金
融
資
料
館
の
魅
力
と
し
て
、
第
一

に
歴
史
あ
る
建
物
の
内
外
装
を
そ
の
ま
ま
残

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
建
築
に

三
年
も
の
期
間
が
掛
け
ら
れ
、
構
造
や
装
飾

に
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

外
観
は
、
出
入
り
口
周
り
や
腰こ
し
か
べ壁

部
分
に

本
店
本
館
と
同
様
に
花
こ
う
岩
が
用
い
ら
れ
、

屋
根
に
は
小
樽
港
を
眺
望
す
る
望
楼
を
含
め

五
つ
の
ド
ー
ム
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
重
厚

な
印
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
外
壁
の

表
面
は
、
モ
ル
タ
ル
塗
り
に
よ
り
石
造
り
風

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
構
造
は
レ
ン
ガ

造
り
と
な
っ
て
お
り
、
約
二
四
五
万
個
も
の

大
量
の
レ
ン
ガ
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
外
壁
を
飾
る
一
八
体
の
レ
リ
ー
フ
は
、

日
本
銀
行
旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館

　
日
本
銀
行
旧
小
樽
支
店
金
融
資
料
館
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
に
日
本
銀
行
の
広
報
施
設
と
し
て
開
館

し
て
以
来
、
毎
年
一
〇
万
人
も
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
小
樽
の
人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
、
開
館
二
〇
周
年
を
迎
え
た
機
会
を
捉
え
て
、
資
料
館
の
特
徴
と
そ
れ

を
支
え
る
職
員
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

開
館
二
〇
年
を
迎
え
て

ア
イ
ヌ
の
守
り
神
で
あ
る
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
を

模
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

内
部
に
入
る
と
、
一
階
カ
ウ
ン
タ
ー
に
は

大
理
石
が
用
い
ら
れ
、
二
階
ま
で
柱
の
な
い

吹
き
抜
け
構
造
が
目
を
引
き
ま
す
。
こ
の
吹

き
抜
け
構
造
は
、
鉄
骨
小
屋
組
み
と
い
わ
れ

る
当
時
の
先
端
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
可
能

屋根の 5つのドームが特徴的な旧小樽支店金融資料館。
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と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
鉄
骨
に
は
官

営
八
幡
製
鐵
所
の
初
期
の
鋼
材
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
屋
根
裏
の
鉄
骨
の
構
造
を
直
接

ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
館

内
建
物
探
訪
コ
ー
ナ
ー
で
は
写
真
付
き
パ
ネ

ル
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
旧
小
樽
支
店
時
代
に
支
店
長
室
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
展
示
室
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
天

アイヌの守り神である
シマフクロウを模した
とされるレリーフ。

旧小樽支店の窓口として使用していたカウンターには、岐阜県赤坂産の大理石が使用され
ている。

当時の先端技術を用いることにより実現した柱のない吹き抜けの空間。2階部分の回廊か
らは 1階の業務エリアを見渡すことができる。

井
に
は
、
銀
行
券
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
る
日

本
銀
行
の
マ
ー
ク
の
装
飾
が
施
さ
れ
る
な
ど

細
か
な
つ
く
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

第
二
の
魅
力
と
し
て
、
展
示
内
容
が
、
小

樽
の
特
色
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

展
示
エ
リ
ア
は
、
歴
史
関
係
と
業
務
関
係

の
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
歴
史

展
示
ゾ
ー
ン
で
は
、
明
治
時
代
以
降
の
小
樽

の
経
済
発
展
の
流
れ
と
街
並
み
の
様
子
、
そ

し
て
そ
れ
と
共
に
歩
ん
だ
旧
小
樽
支
店
の
歴

史
が
パ
ネ
ル
や
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
に
よ
っ
て
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
落
ち
着
い
た
た

た
ず
ま
い
を
見
せ
る
小
樽
の
街
が
、
か
つ
て
、

輸
出
額
で
道
内
一
位
を
誇
り
、
ま
た
銀
行

店
舗
数
で
函
館
や
札
幌
を
も
上
回
る
な
ど
、
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北
海
道
経
済
・
金
融
の
中
心
と
し
て
大
い

に
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
を
実
感
で
き
、
当

時
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

業
務
展
示
ゾ
ー
ン
で
は
、
日
本
銀
行
の
各

種
業
務
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
紹
介
に
加
え
て
、

支
店
営
業
当
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
金
庫
の

内
部
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
庫
入
り
口

の
厚
い
扉
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
一
億
円
の
銀
行
券
の
重
さ
を
体
験
す
る

コ
ー
ナ
ー
も
あ
っ
て
、
人
気
の
撮
影
ス
ポ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
銀
行
券
が
印
刷
を
終
え
た
裁

断
前
の
大
判
の
状
態
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
非
常
に
珍
し
く
、
当
金
融
資
料
館

の
目
玉
の
一
つ
で
す
。

　

展
示
に
関
し
て
は
、
常
設
展
示
の
ほ
か
に
、

毎
年
異
な
る
テ
ー
マ
で
の
特
別
展
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
当
金
融
資
料
館
と
し
て
は
、
ご

来
館
い
た
だ
く
皆
さ
ま
に
、
普
段
あ
ま
り
金

融
に
馴な

じ染
み
が
な
く
て
も
ご
満
足
い
た
だ
け

る
よ
う
、
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

現
在
、
開
館
二
〇
周
年
特
別
展
示
「
日
本
銀

行
の
あ
る
街
並
み　

小
樽
支
店
と
銀
行
街
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
特
別
展
で
は
、

旧
小
樽
支
店
や
銀
行
街
の
古
い
写
真
等
を
通

じ
て
当
時
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

かつての銀行街を再現したジオラマ展示。

館内各所に日本銀行のロゴマークが装飾と
して施されている（赤枠内）。

左：�旧小樽支店時代の支店長室の天井飾り。
中央：正面玄関の扉。
右：階段手すりの支柱。

旧
小
樽
支
店
で
使
用
さ
れ
て
い
た
金
庫
は
現
在
展
示

ス
ペ
ー
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
中
へ
入
る
こ

と
が
で
き
る
。
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い
つ
ま
で
も
親
し
み
を
持
っ
て 

い
た
だ
く
た
め
の
取
り
組
み

　

金
融
資
料
館
が
い
つ
ま
で
も
親
し
ん
で
い
た

だ
け
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
館
内
に
は
職
員
が

常
駐
し
て
、
運
営
実
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

展
示
エ
リ
ア
で
は
、
ご
来
館
い
た
だ
い
た

皆
さ
ま
か
ら
の
質
問
な
ど
に
お
答
え
す
る
ほ

か
、
定
期
的
に
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
開
催
す
る

な
ど
、
初
め
て
い
ら
し
た
方
も
充
実
し
た
見

学
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
ご
来
館
い
た
だ
い
た

皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ご
質

問
に
適
切
に
お
答
え
し
、
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
職
員
間
で
最
新
情
報
を
共

内装にも当時のさまざまな技巧が凝らされている。

上段左：�幾何学的な模様が施された歴史展示ゾーン（旧
営業場）の板張り天井。

上段中央：�優雅な曲線の装飾が施された回廊を支える
金具。

上段右：階段室天井の木組み。
右：�正面玄関内側に設けられた風除室（冬季の風雪を
室内へ流入させないための小部屋）。

来館者へのガイドツアーの様子。
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有
す
る
こ
と
な
ど
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
地
域
の
重
要
な
観
光
資
源
と

し
て
の
役
割
を
意
識
し
て
、
観
光
情
報
誌
を

作
成
す
る
出
版
社
な
ど
か
ら
の
要
望
に
応
じ

て
当
金
融
資
料
館
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う

ほ
か
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
番
組
取
材
に
も

対
応
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
行
政
機
関

や
観
光
関
連
団
体
と
協
力
し
た
観
光
イ
ベ
ン

ト
へ
の
参
加
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

建
物
の
管
理
も
大
事
な
役
割
で
す
。
金
融

資
料
館
の
建
物
は
、
歴
史
的
価
値
の
高
さ
か

ら
小
樽
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
築
一
一
〇
年
を
超
え
る
歴
史
的
建
物

を
使
用
し
な
が
ら
保
存
・
維
持
す
る
た
め

に
、
き
め
細
か
な
施
設
管
理
を
行
っ
て
い
ま

す
。
身
近
な
例
で
は
、
窓
ガ
ラ
ス
に
使
わ
れ

て
い
る
手
吹
き
ガ
ラ
ス
は
、
今
と
な
っ
て
は

代
替
品
の
入
手
が
で
き
な
い
た
め
、
破
損
防

止
フ
ィ
ル
ム
を
張
っ
て
保
護
し
、
異
常
が
見

ら
れ
な
い
か
日
頃
の
点
検
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
米
国
製
シ
ャ
ッ
タ
ー

な
ど
建
築
時
に
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
部
材

が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て

は
、
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
使
用
し
て

い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
施
設
の
維
持
・
管

理
や
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
た
対
応
と
し
て

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
金
融
資
料
館
を

管
理
す
る
日
本
銀
行
札
幌
支
店
や
本
店
が
補

修
工
事
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

も
、
経
年
劣
化
が
見
ら
れ
た
外
壁
の
補
修
や

空
調
機
器
の
更
新
を
行
う
な
ど
、
よ
り
安
心
・

安
全
に
、
そ
し
て
快
適
に
見
学
時
間
を
過
ご

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
に
つ
い
て

は
、
二
〇
〇
三
年
の
開
館
当
初
か
ら
車
い
す

用
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
な
ど
を
図
っ
て
い
る
ほ

か
、
最
近
で
は
正
面
玄
関
に
点
字
ブ
ロ
ッ
ク

を
設
置
す
る
な
ど
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
が

不
安
な
く
ご
来
館
い
た
だ
け
る
よ
う
取
り
組

み
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
〇
年
か
ら
続
い
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
当
金
融
資
料
館

は
二
〇
二
〇
年
か
ら
二
〇
二
一
年
に
か
け
て

断
続
的
に
臨
時
閉
館
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
来

館
者
数
は
大
幅
に
落
ち
込
み
ま
し
た
が
、
最

近
に
な
っ
て
徐
々
に
回
復
し
、
週
末
に
は
コ

ロ
ナ
禍
以
前
の
賑に
ぎ

わ
い
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

　

当
金
融
資
料
館
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
築

一
一
○
年
を
超
え
た
歴
史
的
建
物
を
大
切
に

維
持
・
管
理
す
る
と
と
も
に
、
ご
来
館
い
た

だ
く
皆
さ
ま
の
安
心
・
安
全
に
配
慮
し
な
が

ら
、
親
し
ま
れ
る
広
報
施
設
と
し
て
歩
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

当
金
融
資
料
館
は
、
入
館
無
料
、
原
則
、

予
約
不
要
で
お
越
し
い
た
だ
け
ま
す
。
開
館

日
は
、
毎
週
水
曜
日
を
除
く
毎
日
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

【
入
館
料
】
無
料

【
休�

館
日
】
水
曜
日
（
た
だ
し
、

祝
日
の
場
合
は
開
館
）

【
開�

館
時
間
】
四
月
～
十
一
月　

九
時
三
十
分
～

十
七
時
、
十
二
月
～
三
月　

十
時
～
十
七
時

　

�（
入
館
は
通
年
で
十
六
時
半
ま
で
）

　

最
新
の
情
報
は
金
融
資
料
館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
住�

所
】
北
海
道
小
樽
市
色
内
一
―
一
一
―
一
六

【
電�

話
】
〇
一
三
四
―
二
一
―
一
一
一
一

明
治
時
代
に
造
ら
れ
た
平
面
ガ
ラ
ス
越
し
に
見
た
外
の
風

景
。
円
筒
形
に
吹
き
膨
ら
ま
し
た
ガ
ラ
ス
を
切
り
開
き
、

板
状
に
し
て
造
っ
て
い
た
た
め
表
面
が
滑
ら
か
で
は
な
く
、

道
路
標
識
の
支
柱
（
写
真
中
央
）
が
波
打
っ
て
見
え
る
。




