
序

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

合
名
会
社
三
井
呉
服
店
(
現
株
式
会
社
三
越
)
(
図
1
)
は
'
日
活
戦
争
後
の

一
八
九
五
　
(
明
治
二
八
)
年
よ
-
､
旧
来
の
呉
服
店
か
ら
新
し
い
小
売
形
態
で

(
-
)

あ
る
百
貨
店
へ
の
改
革
を
は
じ
め
た
｡
三
井
呉
服
店
は
同
業
の
白
木
屋
と
競
う

三井呉服店東京本店

よ
う
に
百
貨
店
化
を
進
め
､
他
の
呉
服
店

の
改
革
を
も
牽
引
し
た
｡
1
九
〇
四
　
(
覗

治
三
七
)
　
年
に
は
株
式
会
社
三
越
呉
服
店

と
し
て
独
立
､
一
九
一
〇
年
代
に
は
日
本

を
代
表
す
る
百
貨
店
と
な
っ
て
ゆ
-
｡
そ

の
過
程
で
､
学
者
や
画
家
･
作
家
な
ど
を

ブ
レ
イ
ン
と
し
な
が
ら
新
機
軸
を
打
ち
出

(
2
)

し
､
都
市
文
化
形
成
の
一
角
を
に
な
っ
た
｡

と
り
わ
け
画
家
と
の
交
流
か
ら
は
､
美
術

展
覧
会
の
企
画
や
画
廊
の
開
設
､
ま
た
画

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

向
　
後
　
恵
里
子

家
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
が
実
現
さ
れ
た
｡
こ
う
し
た
今
日
に
至
る
百
貨
店

事
業
の
萌
芽
は
､
土
蔵
造
り
の
三
井
呉
服
店
時
代
に
は
じ
め
ら
れ
た
改
革
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
改
革
に
理
事
と
し
て
指
揮
を
執
っ
た
の
が
高
橋
義
雄
(
一
八
六
一
-
一

九
三
七
)
　
で
あ
る
｡
高
橋
は
､
座
売
-
を
陳
列
販
売
へ
､
大
福
帳
を
洋
式
簿
記

へ
､
年
季
奉
公
を
給
料
制
へ
t
と
い
っ
た
大
幅
な
変
革
を
断
行
し
た
｡
商
品
や

広
告
に
つ
い
て
も
､
従
来
の
あ
-
方
を
改
め
'
新
し
い
方
針
を
導
入
し
た
｡
そ

:ra:

の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
部
局
の
一
つ
が
､
意
匠
係
で
あ
る
｡
意
匠
係
に
は
画
家

が
雇
用
さ
れ
'
三
井
呉
服
店
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
作
成
に
従
事
し
た
｡

意
匠
係
が
三
井
呉
服
店
の
百
貨
店
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
作
ら
れ
た
部
局
で

(
4
)

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
す
で
に
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
意
匠
係
自

体
の
調
査
は
不
足
し
て
お
-
､
そ
の
全
貌
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
'
百
貨
店
化

に
と
も
な
う
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
つ
い
て
も
､
橋
口
五
葉
の
懸
賞
当
選
ポ
ス
タ
ー

《
此
美
人
》
　
(
図
2
)
　
以
前
､
す
な
わ
ち
一
九
二
　
(
明
治
四
四
)
　
年
以
前
の
研

究
は
不
十
分
で
あ
る
｡
だ
が
'
三
井
呉
服
店
の
活
発
な
改
革
を
ふ
ま
え
れ
ば
､

高
橋
の
も
と
で
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
は
注
目
す
る
必
要
が
十
分
あ
る
だ
ろ
う
｡

二
八
一



図3　高橋義雄

二
八
二

人
物
ヲ
採
用
シ
'
業
務
ヲ
処
理
セ

J
L
･
,
A
;

シ
ム
ル
｣
必
要
が
生
じ
た
｡
そ
こ

に
､
井
上
馨
の
推
挙
を
受
け
て
三

井
へ
入
-
三
井
銀
行
の
改
革
に
従

事
し
て
い
た
'
高
橋
義
雄
の
名
が

(
6
)

浮
上
し
た
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
､
三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係
に
焦
点
を
当
て
'
こ

れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
そ
の
活
動
と
意
義
を
探
る
｡
対
象
と

す
る
期
間
は
'
高
橋
が
呉
服
店
で
の
仕
事
に
専
心
し
て
い
た
1
八
九
五
　
(
明
治

二
八
)
年
か
ら
一
九
〇
〇
　
(
明
治
三
三
)
年
前
後
ま
で
と
す
る
O
　
こ
の
五
年
間

の
三
井
呉
服
店
を
顧
み
る
こ
と
は
ま
た
'
当
時
の
社
会
と
画
家
と
の
関
係
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡

一
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

三
井
呉
服
店
の
改
革
は
､
一
八
九
五
(
明
治
二
八
)
年
八
月
の
高
橋
義
雄
(
図

3
)
　
の
理
事
就
任
か
ら
本
格
化
し
た
｡
呉
服
店
は
一
八
九
三
　
(
明
治
二
六
)
年

に
経
営
形
態
の
変
更
に
よ
-
越
後
屋
か
ら
合
名
会
社
三
井
呉
服
店
へ
と
改
称
し
､

三
井
の
名
を
冠
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
｡
呉
服
業
は
三
井
家
に
と
っ
て
先
祖

伝
来
の
家
業
で
あ
る
も
の
の
'
三
井
銀
行
･
三
井
物
産
二
二
井
鉱
山
の
三
社
と

比
較
す
る
と
は
る
か
に
経
営
の
規
模
が
小
さ
-
､
｢
時
勢
適
当
ノ
新
知
見
ア
ル

高
橋
は
実
業
家
'
ま
た
等
庵
の
号
を
持
つ
茶
人
･
茶
道
研
究
家
と
し
て
知
ら

(
7
)

れ
る
｡
水
戸
藩
下
級
武
士
出
身
で
'
新
聞
社
設
立
を
計
画
し
た
福
沢
諭
吉
に
誘

わ
れ
､
l
八
八
一
(
明
治
l
四
)
年
か
ら
慶
応
義
塾
に
入
塾
し
た
｡
l
年
余
-!

o
r
,
i

学
ん
だ
後
､
時
事
新
報
記
者
と
な
-
､
福
沢
の
信
頼
を
得
て
論
説
を
手
が
け
た
｡

し
か
し
､
実
業
に
携
わ
る
こ
と
を
望
み
'
一
八
八
七
　
(
明
治
二
〇
)
年
に
商
業

視
察
の
た
め
ア
メ
リ
カ
へ
渡
る
｡

高
橋
は
イ
ー
ス
ト
マ
ン
商
業
学
校
に
学
ん
だ
後
､
各
地
で
視
察
に
励
ん
だ
｡

こ
の
時
､
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
百
貨
店
ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
を
三
日
間
視
察
し
､

日
本
の
小
売
営
業
も
､
百
貨
店
と
い
う
業
態
を
取
-
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

(
9
)

う
思
い
を
抱
-
｡
ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
は
当
時
ア
メ
リ
カ
有
数
の
百
貨
店
で
あ
-
､

活
発
な
宣
伝
活
動
が
特
徴
で
あ
っ
た
｡
高
橋
は
お
そ
ら
-
そ
う
し
た
広
告
戦
略

も
学
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

一
八
八
八
　
(
明
治
二
一
)
　
年
四
月
に
渡
英
､
当
地
で
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行

(S)

に
接
し
､
美
術
､
と
り
わ
け
日
本
の
書
画
骨
董
に
開
眼
し
た
｡
高
橋
の
目
を
開

l‖=

か
せ
た
の
は
､
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
日
本
美
術
蒐
集
家
ボ
ウ
ズ
で
あ
る
｡
高
橋
は

1
月
ほ
ど
の
ボ
ウ
ズ
邸
逗
留
中
に
彼
の
日
本
美
術
談
を
傾
聴
し
､
そ
の
後
も
ボ



ウ
ズ
邸
内
の
私
設
美
術
館
を
頻
繁
に
訪
れ
た
｡
翌
年
に
は
パ
リ
万
国
博
覧
会
を

観
覧
し
'
ま
た
フ
ラ
ン
ス
･
ベ
ル
ギ
ー
･
オ
ラ
ン
ダ
等
の
美
術
館
を
見
学
し
て

い
る
｡

こ
の
よ
う
な
体
験
が
､
高
橋
の
美
術
工
芸
観
を
形
成
し
た
｡
一
八
八
九
　
(
明

治
二
二
)
年
九
月
の
帰
国
後
に
著
し
た
　
『
商
政
一
新
』
は
､
洋
行
の
経
験
を
も

と
に
商
業
の
刷
新
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
'
仝
五
章
の
う
ち
≡
早
が
工
芸
の

(2)

奨
励
に
割
か
れ
て
い
る
｡
高
橋
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
や
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
状

況
を
ふ
ま
え
て
｢
人
民
美
術
の
思
想
に
富
ん
で
工
芸
の
発
達
著
し
き
と
き
は
国

(
1
3
)

に
格
別
の
天
産
な
-
し
て
其
経
済
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
べ
し
｣
と
述
べ
､
官

立
製
造
所
､
美
術
博
物
館
､
政
府
に
よ
る
美
術
組
織
の
設
立
を
提
言
す
る
｡
高

橋
は
本
書
で
'
商
業
と
美
術
工
芸
と
を
同
じ
地
平
で
語
-
､
新
し
い
商
業
形
式

樹
立
の
た
め
に
は
､
美
術
工
芸
の
制
度
を
含
む
刷
新
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
見
せ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
経
験
を
経
て
､
高
橋
は
一
八
九
一
(
明
治
二
四
)
年
よ
-
三
井
銀

行
へ
勤
め
'
一
八
九
五
　
(
明
治
二
八
)
年
八
月
に
三
井
呉
服
店
へ
入
っ
た
｡
洋

行
に
よ
っ
て
培
っ
た
　
｢
西
洋
百
貨
店
式
に
依
-
て
､
日
本
の
小
売
商
法
に
一
大

(3)

革
新
を
加
へ
ん
と
す
る
理
想
｣
　
の
も
と
､
早
速
改
革
が
始
め
ら
れ
､
意
匠
係
は
､

最
初
の
改
革
で
あ
る
帳
簿
改
正
と
陳
列
形
式
採
用
に
引
き
続
い
て
同
年
内
に
設

(｣)

立
さ
れ
た
｡
高
橋
は
後
年
'
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
｡

従
来
東
京
の
各
呉
服
店
は
'
婦
人
服
の
裾
模
様
を
注
文
せ
ら
る
,
場
合
に
､

模
様
見
本
帳
な
る
者
を
備
へ
置
い
て
､
其
中
よ
-
逮
-
出
さ
せ
る
方
法
な

の
で
'
(
略
)
染
色
織
方
の
型
本
を
繰
-
返
へ
す
に
過
ぎ
ず
'
(
略
)
斯
か

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

る
流
行
後
れ
の
型
式
は
､
早
速
打
破
せ
ざ
る
可
ら
ず
と
思
ひ
､
私
は
染
織

物
模
様
改
善
の
為
め
'
新
に
意
匠
部
と
云
へ
る
一
局
を
設
け
､
住
吉
派
の

老
画
家
片
山
貫
道
､
又
当
時
の
新
進
画
家
福
井
江
享
､
島
崎
柳
鳴
､
高
橋

玉
淵
等
を
傭
ひ
入
れ
､
新
規
に
様
々
の
裾
模
様
､
長
橋
祥
模
様
等
の
見
本

を
作
-
､
或
は
客
の
好
み
に
応
じ
て
､
即
座
に
新
図
案
を
作
成
す
る
事
と

(S)

為
し
た
｡

高
橋
は
｢
染
織
物
模
様
改
善
｣
　
の
目
的
の
た
め
に
意
匠
係
を
設
置
し
､
画
家

を
起
用
し
て
そ
れ
に
当
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
高
橋
は
'
新
し
い
模
様

作
成
の
た
め
に
､
古
画
か
ら
図
案
を
採
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
｡

遍
ね
-
古
画
を
渉
猟
し
て
'
優
秀
な
る
衣
服
模
様
を
蒐
集
し
､
上
は
古
土

佐
､
住
吉
よ
-
､
又
平
､
宗
達
'
光
琳
に
及
び
､
下
は
師
宣
､
春
章
､
歌

麿
､
雪
鼎
､
条
之
に
至
る
ま
で
､
凡
そ
図
様
の
面
白
き
者
は
'
風
俗
絵
巻
､

小
袖
犀
風
或
は
秘
画
の
末
ま
で
も
､
悉
皆
伝
写
し
て
､
模
様
集
帖
を
作
つ

(S)

て
置
い
た

こ
の
古
画
に
よ
る
模
様
の
作
成
も
ま
た
､
す
な
わ
ち
型
に
は
ま
-
が
ち
で

あ
っ
た
従
来
の
呉
服
模
様
を
刷
新
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
-
'
時
代

と
媒
体
､
文
脈
を
飛
び
越
え
た
模
様
の
採
用
に
よ
っ
て
､
新
し
い
呉
服
を
作
-

出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
洋
行
時
の
見
聞
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
｡
先
の
　
『
商
政
1
新
』
　
に
は
､
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
城
東
工
場
に

お
い
て
､
有
田
焼
の
茶
瓶
に
措
か
れ
た
図
案
を
も
と
に
四
君
子
を
織
-
出
し
て

(2)

い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
意
匠
係
の
方
針
は
､
高
橋
入
店
直
後
の
八
月
に
発
さ
れ
た
服
務
心
得

一
六
三



に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
｡

六
　
日
本
古
今
ノ
切
地
及
西
洋
流
行
ノ
色
物
稿
形
見
本
ヲ
集
メ
之
ヲ
取
捨

シ
テ
地
柄
模
様
等
二
新
意
匠
ヲ
凝
ラ
シ
衆
評
ノ
上
真
善
美
ナ
ル
者
ヲ
取

リ
テ
染
織
方
を
命
ス
ル
事

七
　
画
工
又
ハ
意
匠
家
二
就
キ
模
様
形
附
等
時
々
新
工
風
ヲ
為
サ
シ
ム

(S)

ル
事

古
今
東
西
の
見
本
を
集
め
て
｢
新
意
匠
｣
を
作
-
出
す
こ
と
'
｢
画
工
又
ハ
意

匠
家
｣
　
に
｢
新
工
風
｣
さ
せ
る
こ
と
'
こ
れ
が
す
な
わ
ち
､
意
匠
係
が
担
当
す

る
職
務
と
な
っ
た
｡
こ
の
意
匠
係
の
職
務
に
は
'
呉
服
模
様
の
改
良
と
い
う
形

で
美
術
を
商
業
に
直
接
的
に
活
用
し
､
経
営
の
改
善
を
目
指
す
と
い
う
高
橋
の

明
確
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

(
2
0
)

こ
の
高
橋
の
姿
勢
は
､
一
八
九
九
　
(
明
治
三
二
)
　
年
の
　
｢
模
様
の
説
｣
と
い

う
文
章
か
ら
も
よ
-
わ
か
る
｡
こ
の
文
章
は
三
井
呉
服
店
の
最
初
の
顧
客
向
け

冊
子
で
あ
る
『
花
衣
』
　
の
巻
頭
を
占
め
'
高
橋
､
ひ
い
て
は
三
井
呉
服
店
の
方

針
の
表
明
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡
高
橋
は
｢
模
様
の
説
｣

に
お
い
て
､
ま
ず
｢
日
本
が
美
術
国
を
以
て
自
ら
任
じ
､
世
界
各
回
も
亦
稽
之

を
承
認
す
る
所
あ
る
は
､
装
飾
模
様
の
意
匠
に
富
ん
で
不
規
則
の
問
に
雅
致
を

存
じ
其
奇
想
妙
案
の
優
に
一
頭
地
を
抜
-
の
一
事
に
在
-
｣
と
し
て
日
本
の
模

様
の
歴
史
的
な
概
略
と
優
秀
性
を
講
じ
､
｢
今
や
欧
米
諸
国
人
は
巧
に
此
好
材

料
を
奪
ふ
て
之
を
自
家
の
薬
寵
中
に
収
め
ん
と
欲
す
｣
と
い
う
状
況
を
指
摘
す

る
｡
し
か
し
日
本
に
お
い
て
は
｢
新
に
機
軸
を
出
す
者
な
き
の
み
な
ら
ず
古
人

の
規
矩
を
守
-
て
其
遺
緒
を
継
ぐ
者
す
ら
も
な
-
｣
と
嘆
き
､
｢
今
日
の
急
務
は

二
八
四

工
芸
家
自
ら
発
意
し
て
力
を
此
方
面
に
用
ゆ
る
と
同
時
に
世
間
有
識
の
人
々
も

亦
此
辺
に
注
意
し
て
大
に
奨
励
の
道
を
講
じ
｣
　
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
｡
こ

れ
は
　
『
商
政
1
新
』
　
で
説
い
た
美
術
の
奨
励
に
よ
る
商
業
振
興
の
再
説
で
あ
る
｡

ま
た
､
歴
史
的
な
美
術
の
結
果
と
し
て
今
日
の
　
｢
装
飾
模
様
｣
が
あ
る
と
す
る

高
橋
の
認
識
は
､
古
画
に
基
づ
い
て
新
図
案
を
作
-
出
す
意
匠
係
の
職
務
に
む

す
び
つ
け
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
活
動
を
は
じ
め
た
意
匠
係
は
､
設
立
の
翌
年
一

八
九
六
(
明
治
二
九
)
年
一
月
二
日
付
の
年
頭
広
告
(
図
4
)
右
下
に
｢
画
工

あ
-
　
御
好
に
応
じ
て
珍
奇
高
尚
の
模
様
類
を
案
出
可
致
候
｣
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
｡
設
立
直
後
か
ら
､
画
工
の
存
在
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

(3)

同
年
に
発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
｢
御
案
内
｣
(
図
5
)
に

お
い
て
は
､
意
匠
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

◎
模
様
類
御
注
文
の
事

s
ォ
a
冒
E
S
K
3
娼

1
ゑ
ち
ご
や
は
画
工
数
多
を
雇
入
れ
内
外
今
古
の
切
地
を
集
め
土
佐
'
住

吉
､
宗
達
､
光
琳
､
若
-
は
浮
世
絵
等
の
内
よ
り
珍
奇
高
尚
の
模
様
を

写
し
之
を
御
模
様
類
其
他
に
応
用
し
御
来
客
の
御
面
前
に
て
御
好
次
第

に
意
匠
を
凝
し
御
注
文
を
受
け
べ
-
候

◎
新
柄
見
本
の
事

ゑ

か

き

1
ゑ
ち
ご
や
は
右
の
如
-
内
外
今
古
の
切
地
を
集
め
画
工
の
新
工
夫
を
以

て
新
奇
の
縞
柄
模
様
柄
を
案
出
し
機
屋
又
は
染
屋
に
命
じ
て
新
調
致
さ

せ
候
都
度
其
き
れ
見
本
を
作
-
御
一
覧
に
供
へ
て
御
用
を
伺
ひ
申
す
ベ

3砺E

-
候



脚
e
m
i

｢
画
工
｣
雇
用
､
｢
内
外
今
古
の
切
地
｣
｢
珍
奇
高
尚
の
模
様
｣
収
集
､
｢
新
杏

の
縞
柄
模
様
柄
｣
作
成
は
'
す
で
に
確
認
し
た
高
橋
の
方
針
と
合
致
す
る
｡
そ

れ
に
加
え
て
､
来
店
客
が
見
本
を
自
由
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
'
そ
れ
ら
を

も
と
に
意
匠
係
へ
直
接
注
文
で
き
た
こ
と
も
わ
か
る
｡
高
橋
に
よ
る
座
売
り
か

ら
陳
列
場
へ
の
変
更
は
､
客
た
ち
に
商
品
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
さ

せ
た
が
､
意
匠
係
と
顧
客
と
の
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
､
こ
の
顧
客

図4　新聞広告(『都新聞』1896年

1月2日)
パンフレット｢御案内｣[1896

年]ゑちごや三井呉服店

本
位
の
購
買
シ
ス
テ
ム
を
促
進
し
て
い
る
｡
意
匠
係
は
消
費
形
態
の
新
し
い
あ

-
方
に
も
関
与
し
た
の
で
あ
る
｡

一
九
〇
〇
　
(
明
治
三
三
)
　
年
に
は
､
｢
独
立
独
行
､
自
ら
考
へ
､
自
ら
織
-
､

自
ら
染
め
､
斯
業
界
に
一
生
面
を
開
け
る
｣
意
匠
係
は
､
｢
衣
類
の
総
模
様
裾
模

様
よ
-
､
浴
衣
地
､
長
橋
梓
､
染
め
帯
､
裸
紗
､
風
呂
敷
､
縞
､
帯
模
様
､
卓

子
掛
､
及
び
紋
､
其
他
1
切
に
関
す
る
考
案
を
作
-
､
独
-
絵
画
の
み
な
ら
ず
､

(8)

引
幕
の
文
字
等
に
至
る
迄
､
皆
之
を
司
る
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
｡
多
-
の
商
品

を
扱
う
百
貨
店
を
目
指
す
展
開
に
つ
れ
商
品
の
範
囲
が
拡
大
し
､
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
､
意
匠
係
の
手
が
け
る
｢
考
案
｣
が
呉
服
類
の
み
に
留
ま
ら
な
-
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
　
｢
引
幕
の
文
字
｣
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

以
上
の
考
察
か
ら
､
意
匠
係
の
創
設
に
関
し
て
は
､
高
橋
が
洋
行
時
に
滴
養

し
た
商
業
と
美
術
を
む
す
び
つ
け
る
理
念
が
強
-
働
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
意

匠
係
は
い
わ
ば
'
彼
の
理
念
を
体
現
す
る
部
局
で
あ
っ
た
｡
ま
た
意
匠
係
の
活

動
は
､
当
初
の
目
的
で
あ
る
呉
服
模
様
改
良
の
み
な
ら
ず
陳
列
場
形
式
と
い
う

他
の
改
革
に
同
調
し
､
高
橋
が
構
想
し
た
百
貨
店
へ
の
改
革
の
一
端
を
積
極
的

に
に
な
っ
て
い
た
｡

二
　
意
匠
係
在
籍
者

図5

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

次
に
'
意
匠
係
に
在
籍
し
た
人
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
従
来
､
意
匠
係
の

画
工
に
つ
い
て
は
､
前
章
中
に
引
用
し
た
高
橋
の
回
想
記
『
等
の
あ
と
』
　
に
登

場
す
る
数
名
の
名
が
紹
介
さ
れ
る
に
留
ま
-
'
多
-
の
部
分
が
不
明
で
あ
っ
た

二
八
五



表　意匠係在籍画工一覧(1895-1902)

勤 務 地 1名 (生没 年) 在籍期 間

東京

島崎 柳鳴 1865 -1937 18 95-190 1

福 井 江亭 1865 -1937 189 5-190 1

片 山貫道 1830 7-1905 189 5-97

高橋 玉淵 (1858 -? 189 5-97

藤井 忠 弘 (25) 18 97-99

紫藤 玉亭 19 00-02

田 中音五 郎 19 00

京都

戸 田玉秀 ? -1933 18 97

浅 田鶴文 187 1-? 18 97

田 中青 山 189 7

伊藤 玉峰 189 7

大 阪
毛利 延年 189 7-1902 ※

北村 麓舟 19 01

※1897年のみ京都支店在籍

(5)

た
め
'
三
井
文
庫
所
蔵
の
職
員
名
簿
を
も
と
に
在
籍
者
を
整
理
し
た
　
(
右
表
参

照
)
｡
勤
務
地
別
に
､
在
籍
期
間
の
長
い
順
に
記
載
し
て
い
る
｡

1
八
九
六
　
(
明
治
二
九
)
年
の
名
簿
は
不
明
で
あ
る
が
'
一
八
九
七
年
l
月

の
名
簿
か
ら
は
画
工
が
登
場
す
る
｡
こ
れ
以
降
､
交
代
は
あ
る
も
の
の
､
常
に

四
･
五
人
ほ
ど
が
在
籍
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
あ
-
ま
で
名
簿
が
作
成

さ
れ
た
時
点
の
デ
ー
タ
な
の
で
､
こ
れ
以
外
に
も
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
｡

三
井
呉
服
店
に
長
-
勤
務
し
た
林
幸
平
は
､
同
時
期
に
在
籍
し
た
画
工
と
し
て

(S)

さ
ら
に
佐
川
百
臥
と
花
田
義
方
の
名
を
挙
げ
て
い
る
｡
一
九
〇
〇
(
明
治
三
三
)

(S)

年
に
は
八
人
が
従
事
し
て
い
る
と
い
う
記
事
も
あ
-
､
短
期
的
に
か
か
わ
っ
た

人
物
は
こ
れ
以
上
に
の
ぼ
る
と
推
察
さ
れ
る
｡

〓
ハ
六

当
時
の
意
匠
係
を
構
成
し
た
の
は
､
ほ
ぼ
日
本
画
､
し
か
も
旧
派
と
呼
ば
れ

る
画
派
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
｡

前
章
の
高
橋
の
引
用
で
最
初
に
言
及
さ
れ
て
い
る
画
家
･
片
山
貰
道
(
一
八

(
2
8
)

三
〇
-
-
一
九
〇
五
)
は
住
吉
弘
貫
の
門
人
で
あ
る
｡
高
橋
は
意
匠
係
に
つ
い

て
語
る
と
き
､
ま
ず
住
吉
派
の
名
を
挙
げ
て
い
る
｡
や
ま
と
絵
の
伝
統
を
受
け

継
ぐ
住
吉
派
の
画
風
が
､
意
匠
係
の
特
色
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
古
画
に
学
ぶ

と
い
う
方
針
に
よ
-
適
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
住
吉
派
を
代
表

す
る
同
門
の
山
名
貫
義
は
､
同
時
期
に
東
京
美
術
学
校
教
授
､
帝
室
技
芸
員
に

任
命
さ
れ
て
い
る
｡
黄
道
は
民
間
の
企
業
に
在
籍
L
t
　
貫
義
と
は
仝
-
異
な
る

道
を
歩
ん
だ
わ
け
だ
が
､
住
吉
派
と
い
う
画
派
に
期
待
さ
れ
た
古
画
の
伝
承
者

と
し
て
の
役
割
は
'
彼
自
身
も
違
う
分
野
で
は
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

島
崎
柳
鳴
(
一
八
六
五
-
一
九
三
七
)
､
福
井
江
亭
(
一
八
六
五
-
一
九
≡

七
)
､
高
橋
玉
淵
(
一
八
五
八
-
-
)
､
戸
田
玉
秀
　
(
一
八
七
三
-
一
九
三
三
)

は
'
と
も
に
川
端
玉
章
門
下
の
円
山
派
の
画
家
で
あ
-
､
後
に
は
四
人
と
も
川

(8)

端
画
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
た
｡
円
山
派
は
'
意
匠
係
の
な
か
で
主
流
を
な
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
｡
意
匠
係
に
は
､
江
戸
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
伝
統
的
画
風

の
住
吉
派
と
､
上
方
で
十
八
世
紀
に
う
ま
れ
た
円
山
派
の
画
人
た
ち
が
そ
ろ
え

ら
れ
､
こ
こ
に
東
西
新
旧
の
図
様
を
生
み
出
せ
る
体
制
が
と
と
の
え
ら
れ
た
と

言
っ
て
よ
い
｡

円
山
派
の
な
か
で
も
､
江
亭
と
柳
鴇
は
最
も
長
-
在
籍
し
て
お
-
､
三
井
呉

服
店
意
匠
係
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
｡
江
亭
に
よ
れ
ば
､
一
八
九
五
　
(
明

治
二
八
)
年
の
入
店
後
｢
島
崎
柳
鳴
君
と
と
も
に
染
色
研
究
の
為
め
京
都
に
赴



き
､
一
年
間
紺
屋
の
下
職
と
な
っ
て
､
刷
毛
を
手
に
し
て
布
を
染
め
た
傍
ら
'

(g)

新
し
き
図
案
を
試
み
､
三
越
式
の
模
様
を
組
み
立
て
た
｣
と
い
う
｡
一
八
九
五

年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
､
友
禅
の
本
場
京
都
の
支
店
に
お
も
む
き
､
染
色
方
法

と
図
案
の
研
究
に
励
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
在
籍
中
の
1
九
〇
〇
　
(
明
治

三
三
)
　
年
に
は
二
人
と
も
売
声
会
の
発
会
員
と
な
っ
て
お
-
'
若
手
日
本
画
家

と
し
て
の
活
動
も
見
せ
て
い
る
｡
同
年
代
の
同
門
で
あ
る
柳
嶋
と
江
亭
は
､
｢
福

井
江
亭
氏
は
､
多
年
応
用
美
術
に
志
あ
り
と
称
し
､
三
井
呉
服
店
に
在
-
て
､

(S)

島
崎
柳
鳴
氏
と
共
に
､
意
匠
模
様
の
図
案
意
匠
に
従
事
し
っ
ゝ
あ
-
し
｣
と
い

う
よ
う
に
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
し
か
し
､
江
亭
は
応
用
図
案
､

柳
鴇
は
美
人
画
に
､
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
の
中
心
が
あ
っ
た
｡

江
亭
は
一
八
八
九
　
(
明
治
二
二
)
年
の
皇
居
造
営
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
き
っ

(S)

か
け
に
｢
美
術
と
工
芸
は
一
致
す
可
き
も
の
で
あ
る
｣
と
自
覚
し
た
と
述
べ
て

お
-
'
工
芸
へ
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
｡
三
井
呉
服
店
に
在
籍

し
て
か
ら
は
'
高
橋
義
雄
ら
と
と
も
に
東
北
･
北
越
の
機
業
地
を
巡
回
し
､
意

匠
係
員
と
し
て
た
だ
1
人
当
地
の
模
様
を
調
査
し
て
も
い
る
｡
一
九
〇
1
　
(
明

治
三
四
)
　
年
に
意
匠
係
を
辞
去
し
た
の
ち
に
は
｢
美
術
界
に
其
の
名
を
馳
す
る

(co)

こ
と
を
止
め
､
献
身
的
工
芸
に
接
触
｣
す
る
た
め
､
名
古
屋
に
お
い
て
工
業
学

校
の
教
鞭
を
執
-
つ
つ
織
物
と
陶
器
の
図
案
改
良
に
取
-
組
む
道
を
選
ん
だ
｡

一
方
の
柳
嶋
は
､
儒
学
者
の
家
系
に
生
ま
れ
漢
学
と
詩
書
画
に
長
じ
､
と
-

わ
け
書
は
高
田
竹
山
に
学
び
､
能
筆
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
絵
画
に
お
い
て
は
円

山
派
以
外
に
､
洋
画
･
南
画
･
菊
池
容
斎
派
を
習
う
な
ど
､
広
い
素
養
を
有
し

て
い
た
｡
一
八
八
五
　
(
明
治
十
八
)
年
か
ら
九
二
　
(
明
治
二
五
)
年
ま
で
は
大

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

蔵
省
印
刷
局
へ
出
仕
し
､
図
案
や
印
刷
に
携
わ
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
経
歴
が
'

三
井
呉
服
店
で
の
活
動
へ
と
む
す
び
つ
-
と
考
え
ら
れ
る
｡
柳
鳩
は
一
八
九
五

年
よ
-
｢
碑
せ
ら
れ
て
三
越
呉
服
店
意
匠
図
案
を
担
当
し
､
美
人
画
に
興
味
を

'
'
-
7
-
i

発
し
､
美
人
画
家
と
し
て
名
あ
-
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
｡
次
章
で
述
べ
る
よ
う

に
､
柳
鳩
は
三
井
呉
服
店
に
お
い
て
美
人
画
の
広
告
を
多
-
手
が
け
､
三
井
呉

服
店
の
商
業
戦
略
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
が
､
こ
の
仕
事
は
ま
た
美
人
画

(
｣
)

家
と
し
て
の
柳
嶋
の
名
を
世
間
に
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
｡
｢
三
越
呉
服

店
意
匠
部
に
入
っ
て
満
都
の
流
行
の
源
泉
を
作
っ
た
｡
君
の
風
俗
美
人
を
措
い

(
8
)

た
好
美
百
態
の
出
版
せ
ら
れ
た
時
に
湧
く
が
如
き
好
評
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
の

(
f
t
)

も
､
其
れ
が
為
て
あ
ろ
う
｣
と
い
う
評
価
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡

一
八
九
七
(
明
治
三
〇
)
年
に
は
､
戸
田
玉
秀
を
は
じ
め
､
京
都
店
に
五
人

の
画
工
が
所
属
し
て
い
る
｡
こ
の
京
都
店
と
は
'
小
売
店
舗
で
は
な
-
仕
入
店

で
あ
る
｡
し
か
し
京
都
に
は
､
三
井
呉
服
店
の
染
物
店
で
あ
る
紅
店
が
あ
-
､

せ
ん
こ
う
ば

こ
の
紅
店
は
同
年
秋
に
染
工
場
と
し
て
一
新
さ
れ
た
｡
参
考
に
し
た
職
員
名
簿

は
一
八
九
七
年
一
月
時
点
の
も
の
な
の
で
'
工
場
開
設
と
の
時
間
的
関
連
が
想

起
さ
れ
る
｡
こ
の
う
ち
の
1
人
､
浅
田
鶴
文
は
明
治
四
年
京
都
生
ま
れ
で
'
森

(
8
)

川
曾
文
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
､
四
条
派
の
画
風
と
類
推
さ
れ
る
｡

そ
れ
以
外
の
画
工
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
､
お
そ
ら
-

は
日
本
画
系
の
画
家
が
多
数
を
し
め
た
と
推
察
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
明
治
時
代

に
お
い
て
'
日
本
画
と
応
用
図
案
と
の
結
び
つ
き
が
非
常
に
強
か
っ
た
た
め
で

あ
る
｡
万
国
博
覧
会
を
き
っ
か
け
と
し
た
美
術
工
芸
の
輸
出
奨
励
政
策
の
影
響

(
8
)

下
で
'
多
く
の
日
本
画
出
身
者
が
図
案
の
作
成
に
た
ず
さ
わ
っ
た
｡
染
織
図
案

二
八
七



に
お
い
て
も
､
こ
う
し
た
趨
勢
は
無
縁
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
京
都
で
は
'
友
禅

の
下
絵
を
画
家
に
託
す
こ
と
が
盛
行
し
て
い
た
｡
実
際
'
京
都
の
高
島
屋
で
は
'

(ァ)

一
八
八
八
年
か
ら
画
室
を
設
け
画
工
を
雇
入
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
働
い
た
代
表

'

蝣

-

I

的
な
画
家
に
､
竹
内
栖
鳳
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
､
画
工
で
は
な
い
が
､
意
匠
係
を
考
察
す
る
上
で
述
べ
ね
ば
な
ら
な

い
人
物
が
い
る
｡
そ
れ
は
'
こ
の
意
匠
係
の
係
長
を
長
期
に
わ
た
っ
て
勤
め
た(9)

籾
山
邦
季
(
l
八
五
八
-
?
)
　
で
あ
る
｡
三
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
履
歴
書

に
よ
れ
ば
､
安
政
五
年
江
戸
生
ま
れ
の
士
族
で
あ
-
､
一
八
八
六
(
明
治
一
九
)

年
か
ら
海
軍
省
に
十
年
間
在
職
'
文
官
と
し
て
録
事
や
書
記
を
歴
任
し
て
い
る
｡

一
八
九
六
　
(
明
治
二
九
)
年
よ
り
手
代
三
等
と
し
て
三
井
呉
服
店
に
入
店
､
秘

(3)

書
記
兼
意
匠
係
員
と
し
て
勤
務
を
は
じ
め
､
翌
年
に
は
意
匠
係
長
と
な
っ
た
｡

係
長
職
は
長
期
に
わ
た
-
､
少
な
-
と
も
一
九
〇
八
年
ま
で
は
依
然
と
し
て
意

(3)

匠
係
長
を
務
め
て
い
た
よ
う
だ
｡

彼
が
注
目
に
値
す
る
の
は
､
係
長
と
し
て
意
匠
係
を
指
揮
す
る
の
み
な
ら
ず
'

束
洲
と
号
し
､
自
ら
筆
を
ふ
る
っ
た
た
め
で
あ
る
｡
後
に
三
越
の
初
期
広
告
部

を
担
う
こ
と
に
な
る
浜
田
四
郎
は
'
東
洲
を
｢
下
修
柱
谷
の
門
弟
に
し
て
か
ね

て
書
を
能
く
す
'
吉
田
晩
稼
風
の
真
梢
は
堂
に
入
っ
た
も
の
で
､
雄
涯
な
る
筆

I']=l

致
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
｣
と
評
し
て
い
る
｡
浜
田
に
よ
れ
ば
､
今

も
残
る
一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
建
築
の
三
越
本
館
入
口
に
刻
ま
れ
た
｢
三
越
｣

の
字
は
､
東
洲
の
揮
毒
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
｡
意
匠
係
創
設
当
時
を
よ
-
知

る
林
幸
平
が
当
時
の
東
洲
を
活
写
し
て
い
る
の
で
､
少
し
長
い
が
引
用
す
る
｡

先
生
は
下
候
柱
谷
氏
の
門
人
､
嘱
託
の
画
家
に
､
夫
々
売
場
か
ら
注
文
し

一
六
八

て
来
る
模
様
の
図
案
を
割
-
当
て
､
又
1
万
で
は
参
考
書
を
各
方
面
に
求

め
て
之
を
整
理
し
､
何
-
れ
と
事
務
を
取
っ
て
屠
る
｡
先
生
は
絵
も
書
か

ぬ
の
で
は
な
い
が
､
余
-
裾
模
様
な
ど
に
は
適
せ
ぬ
樵
で
あ
っ
た
｡
然
し

書
が
非
常
に
達
者
で
殊
に
大
字
が
得
意
で
あ
っ
た
｡
其
頃
売
出
し
の
看
板

や
､
地
方
行
商
の
広
告
立
札
は
幅
十
尺
高
さ
十
五
尺
も
あ
る
､
白
キ
ャ
ラ

コ
に
'
墨
痕
淋
酒
と
大
字
を
踊
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
先
生
色
浅
く
媛
躯

四
尺
八
寸
三
分
､
グ
ツ
ー
と
一
杯
き
こ
し
召
し
た
勢
ひ
に
乗
じ
て
'
件
の

白
布
を
延
べ
た
る
上
に
'
丈
け
な
す
大
筆
を
か
つ
い
で
踊
-
歩
る
く
､
寒

山
が
雪
の
庭
で
も
掃
い
て
居
る
様
で
あ
る
｡
然
し
よ
く
駿
ま
っ
て
実
に
達

者
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
何
か
書
-
物
と
し
云
へ
ば
帳
面
の
表
紙
迄
先
生
の

所
へ
持
っ
て
行
-
｡
先
生
は
無
頓
着
に
水
の
流
る
､
が
如
-
何
で
も
サ
ツ

{̂
)

サ
と
片
付
け
る
｡

文
字
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
'
お
よ
そ
看
板
の
大
字
か
ら
帳
面
の
表
紙
ま
で

を
手
が
け
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
｡
書
家
と
し
て
活
動
し
た
こ
の
係
長
の

存
在
は
､
次
章
で
述
べ
る
呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
を
意
匠
係
が
手
が
け
た
こ

と
と
密
接
に
む
す
び
つ
-
｡

束
洲
の
師
'
下
修
柱
谷
(
1
八
四
二
-
1
九
二
〇
)
は
､
海
軍
省
に
勤
務
し
､

貴
族
院
議
員
も
務
め
る
一
方
､
龍
池
会
の
設
立
に
参
加
し
｢
美
術
界
の
守
旧
派

'
'
-
T
>

に
対
し
て
大
き
な
政
治
勢
力
を
持
っ
て
ゐ
た
｣
旧
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ

3mE

る
｡
高
橋
は
柱
谷
と
親
密
な
関
係
に
あ
-
､
そ
の
評
伝
を
残
し
て
い
る
が
'
ふ

た
-
の
交
友
は
一
八
九
六
　
(
明
治
二
九
)
年
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
よ
う
で
あ

S柁Eる
｡
前
後
関
係
は
不
明
だ
が
､
海
軍
省
に
勤
務
し
た
東
洲
の
三
井
へ
の
採
用
は
'



高
橋
と
柱
谷
を
結
ぶ
線
上
に
位
置
す
る
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
｡

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
日
本
画
に
お
け
る
新
旧
の
村
立
が
顕
在
化
し
っ
つ

あ
る
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
､
意
匠
係
に
画
工
と
し
て
在
籍
し
活
動
し

て
い
た
の
は
い
-
つ
か
の
画
派
に
ま
た
が
る
旧
派
日
本
画
家
た
ち
で
あ
っ
た
｡

ま
た
意
匠
係
長
は
書
家
と
し
て
の
面
を
有
し
､
三
井
呉
服
店
の
文
字
表
象
を
手

が
け
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
三
井
呉
服
店
意
匠
係
在
籍
者
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
､

次
章
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
深
-
か
か
わ
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
意
匠
係
を
通
じ

て
つ
ち
か
わ
れ
た
高
橋
と
旧
派
日
本
画
家
た
ち
と
の
結
び
つ
き
は
'
こ
の
の
ち

も
継
承
さ
れ
､
高
橋
の
絵
画
人
脈
の
成
立
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

三
　
意
匠
係
に
よ
る
三
井
呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
形
成

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
､
意
匠
係
の
主
な
仕
事
は
新
作
衣
装
図
案
の
創
出

で
あ
っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
､
広
告
分
野
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割

を
こ
の
部
局
は
担
っ
て
い
た
｡
本
章
で
は
､
そ
う
し
た
広
告
図
像
を
考
察
し
'

意
匠
係
に
よ
る
三
井
呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
｡

そ
も
そ
も
､
広
告
活
動
を
推
進
し
た
の
も
高
橋
で
あ
っ
た
｡
高
橋
自
身
､
｢
内

部
の
仕
事
が
稽
緒
に
就
-
や
'
今
度
は
営
業
広
告
の
方
面
に
向
つ
て
､
伸
展
を

試
み
た
｡
其
方
法
は
欧
米
遊
歴
の
際
に
見
聞
し
た
所
の
考
案
を
､
日
本
風
に
焼

〔

マ

マ

〕

　

　

　

　

　

(

g

)

き
直
し
た
者
が
多
か
つ
た
｣
と
述
懐
し
て
い
る
｡
高
橋
が
視
察
し
た
百
貨
店
ワ

ナ
メ
ー
カ
ー
は
､
そ
の
奇
抜
な
宣
伝
に
特
色
が
あ
-
､
停
車
場
に
ペ
ン
キ
で
措

い
た
看
板
を
掲
げ
'
ま
た
新
開
広
告
に
斬
新
な
絵
画
を
用
い
世
間
の
注
目
を
集

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

(
S
)

め
た
と
い
う
｡
さ
か
の
ぼ
れ
ば
'
高
橋
の
師
で
あ
る
福
沢
諭
吉
も
広
告
の
必
要

'
i
>
!
i

を
説
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た
広
告
の
展
開
に
つ
い
て
は
'
そ
の
新
奇
さ
か
ら

｢
広
告
な
ど
を
為
さ
ぬ
方
が
却
っ
て
呉
服
業
者
の
重
き
を
な
す
所
以
で
あ
る
｣

(
5

3
)

と
い
う
反
対
意
見
も
内
部
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
高
橋
は
宣
伝
広
告
に
つ
い
て

も
新
機
軸
を
打
ち
出
す
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
｡

こ
の
積
極
性
に
は
､
地
方
へ
の
販
売
網
の
拡
大
と
い
う
経
営
方
針
が
大
き
-

は
た
ら
い
た
｡
当
時
の
三
井
呉
服
店
は
､
出
張
販
売
と
通
信
販
売
の
二
つ
の
新

¥
i
n
)

規
事
業
を
開
始
し
'
年
々
そ
の
業
務
を
拡
張
し
て
い
る
｡
こ
の
経
営
方
針
の
も

と
､
一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
八
月
に
｢
地
方
通
信
販
売
ハ
勧
誘
状
其
他
広

(
K
)

告
等
ヲ
利
用
シ
尚
一
層
拡
張
ヲ
計
ル
事
｣
と
い
う
布
告
が
示
さ
れ
､
｢
地
方
得
意

の
開
拓
の
為
め
に
毎
月
発
行
の
雑
誌
を
出
し
て
各
地
に
配
布
す
る
｡
或
は
全
国

(
I
D
}

の
停
車
場
に
美
人
の
広
告
看
板
を
出
す
｣
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
雑
誌
と
絵
看

板
に
加
え
て
'
木
版
絵
ビ
ラ
､
新
聞
･
雑
誌
広
告
が
当
時
の
三
井
呉
服
店
の
広

告
媒
体
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
広
告
を
主
に
手
が
け
た
の
が
､
前
章
で
登
場
し
た

意
匠
係
の
島
崎
柳
鴇
で
あ
っ
た
｡

当
該
期
の
広
告
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
､
陳
列
場
開
場
時
の
絵
ビ
ラ

で
あ
る
(
図
6
)
｡
木
版
の
多
色
刷
で
'
一
八
九
六
(
明
治
二
九
)
年
九
月
の
日

付
が
入
っ
て
い
る
｡
上
段
の
広
告
文
は
意
匠
係
長
籾
山
東
洲
に
よ
り
､
図
に
例

示
し
た
近
在
向
け
と
地
方
向
け
の
二
種
類
が
確
認
で
き
た
｡
絵
は
柳
嶋
に
よ
-
､

中
段
は
階
上
陳
列
場
､
下
段
は
階
下
の
座
充
の
光
景
の
中
に
､
女
性
や
子
供
の

姿
が
大
き
-
措
か
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
女
性
が
家
族
と
と
も
に
訪
れ
､
気

楽
に
商
品
を
見
､
ま
た
購
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
t
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
託

〓
ハ
九
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図6　島崎柳鳴､籾山東洲筆絵ビラ1896年

さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
絵
ビ
ラ
に
よ
っ
て
､
二
一
井
呉
服
店
は
､
い
わ
ば
女
性
や
家

族
連
れ
の
新
し
い
遊
興
の
地
と
し
て
客
を
招
き
い
れ
た
の
で
あ
る
｡

l
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
1
月
に
は
､
『
花
衣
』
が
発
行
さ
れ
て
い
る
O
こ

{
i
n
!

れ
は
｢
我
国
に
於
け
る
呉
服
店
の
案
内
書
と
し
て
最
初
の
も
の
｣
で
あ
る
｡
｢
案

内
書
｣
と
は
い
え
､
前
述
し
た
高
橋
の
｢
模
様
の
説
｣
を
巻
頭
に
､
下
田
歌
子

と
大
槻
如
電
に
よ
る
衣
服
に
関
す
る
文
章
や
'
中
山
白
峰
･
尾
崎
紅
葉
に
よ
る

小
説
｢
む
さ
う
裏
｣
を
お
さ
め
､
そ
の
他
案
内
･
カ
タ
ロ
グ
等
で
構
成
さ
れ
た

四
〇
〇
頁
に
近
い
大
部
の
も
の
で
あ
る
｡
非
売
品
で
あ
-
得
意
先
に
の
み
配
布

さ
れ
た
が
､
三
井
呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
伝
達
の
役
割
を
は
た
L
t
　
こ
の
後
同
様

の
冊
子
が
順
次
発
刊
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
｡
柳
鴇
は
『
花
衣
』
　
の
木
版
口
絵

一
七
〇

｢
当
世
紳
士
並
美
人
画
｣
(
図
7
)
を
手
が
け
て
い
る
｡
こ
れ
は
｢
む
そ
う
裏
｣

の
挿
絵
で
あ
-
､
当
時
の
文
芸
雑
誌
の
木
版
口
絵
の
形
式
に
な
ら
っ
た
も
の
で

あ
る
｡
目
次
に
は
｢
本
店
画
師
島
崎
柳
鳴
筆
｣
と
あ
-
､
美
人
画
家
と
し
て
の

柳
垢
が
巻
頭
を
飾
る
形
に
な
っ
て
い
る
｡

同
年
に
は
'
絵
看
板
(
図
8
)
も
登
場
し
た
｡
高
橋
は
'
洋
行
中
に
見
た
金

髪
の
青
年
が
描
か
れ
た
｢
ペ
イ
ヤ
ス
･
ソ
ー
プ
｣
の
看
板
か
ら
絵
看
板
作
成
を

思
い
立
ち
､
｢
呉
服
屋
の
看
板
で
あ
る
か
ら
'
美
人
の
正
装
し
た
図
案
で
な
け
れ

∴
f
.
I

ば
な
ら
ぬ
｣
と
考
え
た
｡
そ
こ
で
新
橋
の
芸
妓
小
ふ
み
を
モ
デ
ル
と
し
､
好
み

の
衣
服
を
作
ら
せ
て
､
柳
嶋
に
等
身
大
で
描
か
せ
た
の
で
あ
る
｡
当
時
三
井
呉

服
店
は
､
自
ら
の
作
-
出
す
衣
装
を
芸
妓
に
着
せ
､
花
柳
界
か
ら
流
行
を
発
信

(
5

9
)

す
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
は
流
行
衣
装
の
美
人
を
描

い
た
も
の
と
t
亭
え
る
｡
夏
物
の
売
出
し
を
控
え
た
六
月
よ
り
､
新
橋
､
上
野
､

(
6
0
)

梅
田
各
駅
の
客
室
壁
面
に
掲
げ
ら
れ
た
｡
そ
の
様
子
は
'
｢
三
井
呉
服
店
に
て
は

東
京
大
坂
横
浜
等
の
繁
華
な
る
場
所
に
四
季
交
る
ぐ
流
行
衣
服
の
雛
形
を
示

さ
ん
為
め
､
流
行
品
を
着
飾
-
た
る
婦
人
絵
を
掲
示
す
る
の
計
画
に
て
先
づ
去

る
六
月
九
日
よ
-
新
橋
停
車
場
に
其
一
例
を
示
し
た
-
今
其
図
様
を
見
れ
ば
一

(
6
1
)

は
紳
士
の
令
閏
に
し
て
1
は
芸
妓
の
類
な
る
べ
し
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
後
､
柳
鴇
の
措
-
絵
看
板
は
､
全
国
的
に
掲
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

新
潟
･
長
岡
で
出
張
販
売
が
行
わ
れ
た
折
に
は
､
｢
沼
垂
(
ぬ
つ
た
る
)
長
岡
等

の
重
な
る
停
車
場
内
に
は
同
店
の
意
匠
に
な
れ
る
今
様
美
人
画
(
油
絵
)
の
額

mを
掲
げ
ん
と
て
此
程
店
員
籾
山
邦
季
氏
来
県
せ
ら
れ
た
-
｣
と
い
う
記
事
が
見

ら
れ
る
｡
こ
の
記
事
か
ら
､
絵
看
板
が
地
方
販
売
と
と
も
に
巡
回
し
た
こ
と
､



図7　島崎柳鳴｢当世紳士並美人画｣ 『花衣』木版口
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油
彩
で
措
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
籾
山
東
洲
の
訪
問
か
ら
は
､
絵
看
板

に
意
匠
係
が
責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

三
井
呉
服
店
で
は
い
-
つ
か
の
絵
看
板
が
作
成
さ
れ
､
季
節
ご
と
に
架
け
替

(
t
o
)

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
｢
冬
小
袖
を
着
用
せ
し
両
令
嬢
の
額
面
｣
へ
の
架
け
替

え
を
報
じ
る
記
事
が
残
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
記
事
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
ら
の
絵

看
板
は
'
柳
鴫
の
手
に
よ
る
流
行
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
女
性
の
図
で
あ
り
､
高

(3)

橋
の
着
想
に
柳
鴇
の
図
様
は
即
し
て
い
た
｡
柳
鴇
は
｢
満
都
の
流
行
の
源
泉
を

(B)

作
っ
た
｣
と
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
'
そ
の
よ
う
な
評
価
は
こ
の
三
井
呉
服

店
絵
看
板
に
拠
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
の
三
井
呉
服
店
の
広
告
活
動
を
概
観
す
る
と
､
ま
ず
､
江
戸
時
代
以
来

の
絵
ビ
ラ
や
絵
看
板
と
い
う
広
告
媒
体
を
活
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡

ま
た
そ
の
際
'
新
た
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
し
､
顧
客
の
視
覚
に
う
っ
た
え

か
け
る
こ
と
を
重
視
し
た
が
､
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
'
自
社
内
の
一
部
局

で
あ
る
意
匠
係
で
あ
っ
た
｡
意
匠
係
は
､
三
井
呉
服
店
の
商
品
や
店
全
体
の
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
戦
略
を
牽
引
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
百

貨
店
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
道
の
-
に
お
い
て
'
意
匠
係
の
果
た
し
た
役

割
は
甚
大
で
あ
っ
た
｡

三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係

以
上
､
三
井
呉
服
店
に
お
け
る
高
橋
義
雄
と
意
匠
係
に
つ
い
て
､
い
-
つ
か

の
点
か
ら
考
察
し
た
｡
高
橋
は
洋
行
時
の
経
験
か
ら
商
業
と
美
術
工
芸
双
方
の

一
七
一



刷
新
を
重
視
す
る
理
念
を
養
い
､
そ
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
意
匠
係
を
設
置
し

た
｡
意
匠
係
に
集
め
ら
れ
た
の
は
旧
派
の
日
本
画
家
で
あ
-
､
そ
の
中
心
を
占

め
た
の
は
円
山
派
の
画
家
で
あ
る
｡
な
か
で
も
島
崎
柳
鴇
は
'
意
匠
係
と
し
て

美
人
画
の
広
告
を
多
-
手
が
け
､
当
時
の
三
井
呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
大

き
な
役
割
を
は
た
し
た
｡
総
じ
て
､
高
橋
と
意
匠
係
の
日
本
画
家
た
ち
は
､
相

互
に
協
力
し
な
が
ら
三
井
呉
服
店
の
百
貨
店
化
を
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
意
匠
係
の
活
発
な
活
動
は
､
逆
に
'
高
橋
に
よ
る
三
井
呉
服
店
の

改
革
が
'
｢
呉
服
店
の
刷
新
｣
と
い
う
段
階
を
経
て
展
開
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
｡
呉
服
を
手
が
け
る
意
匠
係
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
､
す
な
わ
ち
､

呉
服
を
中
心
に
す
え
た
こ
の
時
期
の
三
井
呉
服
店
の
改
革
の
あ
-
方
に
他
な
ら

な
い
｡
呉
服
模
様
の
改
良
を
重
視
す
る
､
高
橋
に
よ
る
旧
派
日
本
画
家
の
活
用

は
､
意
匠
係
の
特
色
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
'
当
該
期
の
三
井
呉
服
店
の
改
革
の

特
徴
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡

そ
れ
は
'
本
稿
で
考
察
し
た
高
橋
と
意
匠
係
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
'
一
九

〇
〇
年
前
後
か
ら
終
息
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
一
八
九
八
　
(
明
治

三
一
)
年
に
高
橋
は
三
井
鉱
山
理
事
を
兼
任
し
､
呉
服
店
で
の
仕
事
を
徐
々
に

支
配
人
日
比
翁
助
へ
譲
る
｡
柳
鴇
と
江
享
が
意
匠
係
を
辞
し
た
の
は
一
九
〇
一

年
で
あ
っ
た
｡
彼
ら
が
去
り
､
日
比
に
よ
る
百
貨
店
化
が
進
む
に
つ
れ
､
三
井

呉
服
店
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
そ
の
様
相
を
大
き
-
変
え
る
｡
積
極
的
に
活
用
さ

れ
た
の
は
洋
画
家
で
あ
っ
た
｡
と
は
い
え
､
三
井
呉
服
店
は
日
比
の
時
代
に
お

い
て
も
､
画
家
と
結
び
つ
き
な
が
ら
百
貨
店
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て

い
-
｡
高
橋
の
築
い
た
画
家
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
流
れ
は
継
承
さ
れ
､
次

一
七
二

の
時
代
に
即
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
｡

注

(
-
)
　
主
に
以
下
を
参
照
｡
『
株
式
会
社
三
越
八
五
年
の
記
録
』
三
越
､
一
九
九
〇
年
｡
初
田

亨
『
百
貨
店
の
誕
生
』
三
省
堂
'
一
九
九
三
年
｡
山
本
武
利
･
西
沢
保
編
『
百
貨
店
の

文
化
史
-
日
本
の
消
費
革
命
』
世
界
思
想
社
t
 
l
九
九
九
年
｡

(
2
)
　
神
野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生
　
百
貨
店
が
つ
-
つ
た
テ
イ
ス
-
』
勤
葦
書
房
'
一
九
九

四
年
｡
山
口
昌
男
『
｢
敗
者
｣
の
精
神
史
』
岩
波
書
店
､
一
九
九
五
年
｡
玉
島
敏
子
『
生

き
つ
づ
け
る
光
琳
‥
イ
メ
ー
ジ
と
言
説
を
は
こ
ぶ
《
乗
-
物
》
と
そ
の
軌
跡
(
シ
リ
ー

ズ
近
代
美
術
の
ゆ
-
え
)
』
吉
川
弘
文
館
､
二
〇
〇
四
年
｡

(
3
)
　
当
初
は
意
匠
係
と
呼
ば
れ
､
の
ち
に
三
越
呉
服
店
時
代
に
意
匠
部
と
改
称
さ
れ
た
た

め
'
引
用
文
で
は
呼
び
名
が
混
在
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は
意
匠
係
に
統
一
す
る
｡

(
4
)
　
前
掲
『
株
式
会
社
三
越
八
五
年
の
記
録
』
三
三
頁
｡

(
5
)
　
｢
報
告
書
二
八
九
五
年
七
月
十
三
日
)
｣
『
三
井
銀
行
･
鉱
山
会
社
･
物
産
会
社
･
呉

服
店
･
工
業
部
提
出
議
案
』
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
､
追
二
〇
一
三
｡

(
6
)
　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
(
本
篇
第
二
巻
)
』
三
井
文
庫
'
一
九
八
〇
年
､
四
四
二

-
g
川
-
.
 
'
|
C
"

(
7
)
　
高
橋
義
雄
の
経
歴
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
を
参
照
｡
高
橋
義
雄
『
実
業
俄
悔
』
等
文

社
､
1
九
1
五
年
.
同
『
箸
の
あ
と
(
上
･
下
)
』
秋
豊
園
､
1
九
三
三
年
｡
大
窪
満
男

編
『
茶
人
高
橋
等
庵
と
水
戸
』
筑
波
書
林
､
一
九
九
四
年
｡
中
川
清
｢
文
人
実
業
家
高

橋
義
雄
の
生
涯
｣
『
白
鴎
法
学
』
六
㌧
　
l
九
九
六
年
'
二
〇
三
-
二
九
二
頁
.
熊
倉
功
夫

『
近
代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』
一
九
九
七
年
｡

(
8
)
　
平
山
洋
『
福
沢
論
告
の
真
実
』
文
芸
春
秋
'
二
〇
〇
四
年
｡

(
9
)
　
高
橋
義
雄
｢
三
井
中
興
事
情
｣
　
1
九
1
八
年
､
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
'
追
二
一

E
E
T

(
3
)
　
高
橋
義
雄
『
英
国
風
俗
鏡
』
大
倉
保
五
郎
'
一
八
九
〇
年
､
二
三
九
-
二
四
五
頁
｡

同
『
我
楽
多
寵
』
芳
文
社
､
一
九
一
四
年
'
一
H
I
 
1
-
九
頁
｡

(
^
!
)
　
T
a
m
e
s
L
o
r
d
B
o
w
e
s
(
一
八
三
四
-
一
八
九
九
)
'
リ
ヴ
ア
プ
ー
ル
に
お
い
て
羊
毛



(3)
姐
張
内

(3)
(
1
5
)

19 18 17 16

取
引
業
を
営
む
か
た
わ
ら
､
日
本
名
誉
領
事
を
つ
と
め
､
日
本
美
術
に
か
ん
す
る
研
究

書
を
執
筆
し
J
a
p
a
n
e
s
e
B
o
w
e
s
と
ま
で
呼
ば
れ
た
｡
次
の
論
文
を
参
照
｡
北
政
巳
｢
日

英
交
流
史
の
一
視
点
-
幕
末
･
明
治
初
期
の
リ
バ
プ
ー
ル
市
記
録
を
中
心
と
し
て
-
｣

『
創
大
平
和
研
究
』
二
､
l
九
八
〇
年
'
八
三
1
一
〇
二
頁
　
C
r
r
i
s
t
i
n
a
B
a
i
r
d
,
J
a
p
a
n

a
n
d
L
i
v
e
r
p
o
o
l
;
J
a
m
e
s
L
o
r
d
B
o
w
e
s
a
n
d
h
i
s
l
e
g
a
c
y
,
J
o
u
r
n
a
l
o
f
t
h
e
H
i
s
t
o
r
y
o
f
C
o
l
-

l
e
c
t
i
o
n
s
1
2
n
o
.
1
(
2
0
0
0
)
,
p
p
.
1
2
7
-
1
3
7
.

高
橋
義
雄
｢
第
四
章
　
工
芸
奨
励
の
事
｣
『
商
政
一
新
』
大
倉
書
店
､
一
八
九
〇
年
｡

同
前
'
一
六
八
･
九
頁
｡

前
掲
『
箸
の
あ
と
　
(
上
)
』
､
二
五
七
頁
｡

一
八
九
五
年
九
月
九
日
付
の
職
員
名
簿
に
は
画
工
の
記
載
が
無
い
の
で
､
意
匠
係
の

実
際
の
設
立
は
そ
れ
以
降
で
あ
ろ
う
(
｢
合
名
会
社
三
井
呉
服
店
職
員
名
簿
(
明
治
二
八

年
九
月
九
日
現
在
)
｣
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
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簿
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｣
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〇
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叢
話
』
賢
二
冊
､
1
九
1
二
年
､

1
五
-
n
J

(
8
)
　
高
橋
義
雄
｢
模
様
の
説
｣
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｢
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