


殖
産
興
業
を
推
し
進
め
る
当
時
の

日
本
は
、万
国
博
覧
会
に
参
加
す
る

こ
と
で
、西
洋
に
自
国
の
優
れ
た

工
芸
品
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、

西
洋
の
最
新
技
術
も
学
ん
で
い
ま
し
た
。

ま
た
、国
内
で
も
内
国
勧
業
博
覧
会
を

開
催
し
、産
業
の
振
興
に
努
め
ま
し
た
。

時
代
を
超
え
る
、

　
　
　
絶
品
の
日
本
の
意
匠
。

東
京
遷
都
で
人
口
が
激
減
し
た
京
都
で
は
、

技
芸
の
継
承
と
発
展
の
望
み
も
込
め
て

京
都
府
画
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

絵
画
を
教
育
の
中
心
に
据
え
て
い
ま
し
た
が
、

職
業
画
家
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

地
場
産
業
で
あ
る
工
芸
品
の
下
絵
を
描
く
こ
と
で

生
計
を
立
て
て
い
た
者
も
い
ま
し
た
。

日
本
画
家
に
よ
る
芸
術
性
の
高
い
下
絵
は
、工
芸
品
の

美
術
的
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。
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《
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彩
武
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図
大
花
瓶
》

明
治
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横
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術
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並
河
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図
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明
治
時
代

明
治
時
代
以
前
か
ら
西
洋
の
人
々
は

日
本
の
蒔
絵
や
陶
磁
器
な
ど
の「
美
術
品
」に

興
味
を
持
っ
て
お
り
、19
世
紀
後
半
か
ら

万
国
博
覧
会
に
お
い
て
日
本
の
文
物
が

紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
関
心
は
さ
ら
に
高
ま
り
ま
し
た
。

特
に
工
芸
品
に
対
す
る
関
心
が

高
か
っ
た
た
め
、数
多
く
の
工
芸
品
が

輸
出
さ
れ
る
こ
と
で
、外
貨
と
文
化
国
家
と
し
て
の

名
声
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、帝
室
技
芸
員
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
名
工
が

登
場
し
、日
本
工
芸
史
上
一
つ
の
頂
点
と
も
い
え
る

作
品
群
が
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
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ホ
ン
モ
ノ
？

フ
ェ
イ
ク
？

象
牙
で
造
ら
れ
た

リ
ア
ル
の
極
致
。
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1
8
6
8
年
に
明
治
時
代
に
入
る
と
、
政
府
主
導
の
も
と

殖
産
興
業
や
輸
出
振
興
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
、

明
治
6
年（
1
8
7
3
）の
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
へ

日
本
政
府
が
正
式
に
参
加
す
る
こ
と
で
、

日
本
の
工
芸
品
へ
の
関
心
が

世
界
的
に
高
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
政
府
も
国
家
戦
略
と
し
て

工
芸
図
案
指
導
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
り
、

全
国
の
工
芸
家
へ
与
え
る
図
案
の
制
作
、

あ
る
い
は
提
出
さ
れ
た
図
案
の
修
正
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
作
品
群
が
そ
の
後
の
万
国
博
覧
会
等
で

受
賞
を
重
ね
た
こ
と
も
あ
り
、
海
外
へ
の
工
芸
品
の

輸
出
は
さ
ら
に
勢
い
を
増
し
て
い
き
ま
し
た
。

政
治
の
中
心
が
東
京
へ
と
移
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

経
済
基
盤
を
失
い
、
衰
微
し
て
い
く
京
都
で
は
、

錦
光
山
宗
兵
衛
や
帯
山
与
兵
衛
ら
が

輸
出
用
陶
器
の
生
産
に
舵
を
き
る
と
と
も
に
、

地
場
産
業
の
振
興
を
目
的
の
一
つ
と
し
て

京
都
府
画
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
当
時
は
美
術
の
進
歩
が

図
案
の
改
良
に
つ
な
が
る
こ
と
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
工
芸
生
産
に
も
有
益
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
数
多
く
の
日
本
画
家
が

工
芸
図
案
制
作
に
携
わ
り
、
時
代
に
即
し
た

図
案
の
研
究
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

本
展
で
は
、『
温
知
図
録
』を
始
め
と
し
た

明
治
の
工
芸
図
案
と
と
も
に
、

明
治
の
工
芸
品
や
工
芸
図
案
を
描
い
た

日
本
画
家
た
ち
の
作
品
を
一
堂
に
展
示
す
る
こ
と
で
、

近
代
化
し
て
い
く
社
会
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た

明
治
の
美
術
品
を
紹
介
し
ま
す
。

加
藤
杢
左
衛
門

《
染
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文
大
燈
籠
》

明
治
時
代
前
期
|
中
期

個
人
蔵（
瀬
戸
蔵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
寄
託
）

所
蔵
表
記
の
な
い
も
の
は
、

す
べ
て
京
都
国
立
近
代
美
術
館
蔵

会
期
中
に
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

博
覧
会
の
時
代
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愛
知
県
陶
磁
美
術
館
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12

13

日
本
の
窯
業
技
術
の
改
良
に

大
き
な
功
績
を
遺
し
た
ワ
グ
ネ
ル
。

彼
は
最
新
技
法
の
釉
下
彩
を
用
い
て
、

日
本
画
の
繊
細
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を

絵
付
け
に
活
か
し
た
旭
焼
を

生
み
出
し
ま
し
た
。

殖
産
興
業
の

た
め
の
、

モ
ダ
ン
な

工
芸
の
意
匠
。

伝
統
的
絵
画
か
ら

近
代
絵
画
へ
！

工
芸
図
案
に
も
活
か
さ
れ
た

日
本
画
家
の
実
力
。

せ
ん     
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