
内
村
鑑
三
の
教
え
、
横
浜
正
金
銀
行
入
社
、
海
外
へ

の
飛ひ

し
ょ
う翔

　

加
納
久
朗
に
は
、
学
習
院
中
等
科
（
旧
制
中
学
校

に
相
当
）
の
学
生
時
代
に
宿
命
的
な
出
会
い
が
あ
っ

た
。
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
内
村
鑑
三

（
１
８
６
１
‐
１
９
３
０
）
と
の
巡
り
合
い
で
あ
る
。

久
朗
は
内
村
の
唱
導
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
と

な
っ
た
。
宗
教
哲
学
者
・
社
会
評
論
家
内
村
鑑
三
の

門
下
生
と
な
っ
た
、
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
。
内
村

の
講
演
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
才
知
あ
る
青
年
は
、

生
涯
「
内
村
イ
ズ
ム
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
久
朗
は
、そ
の
間
の
経
緯
を
熱
意
を
込
め
て『
回

想
の
内
村
鑑
三
』（
鈴
木
俊
郎
編
）
に
投
稿
し
て
い

る
。
執
筆
当
時
久
朗
は
60
歳
代
後
半
で
あ
っ
た
。（
以

下
原
文
の
マ
マ
）

　
「　

内
村
先
生　
　
　
　
　
　
　
　

加
納
久
朗

　

私
は
今
年
初
め
参
議
院
選
挙
に
出
た
（
昭
和
29
年

（
１
９
５
４
））。
そ
れ
で
落
選
し
た
。
選
挙
の
当
時

千
葉
新
聞
は
４
人
の
候
補
に
『
自
分
の
尊
敬
す
る
人

物
』
を
問
合
わ
せ
た
。
私
は
『
内
村
鑑
三
』
と
書
い

た
。
そ
の
為た

め
一
人
の
老
年
が
あ
ら
わ
れ
、『
お
前

は
内
村
先
生
を
師
事
す
る
か
、
そ
れ
な
ら
わ
し
は
お

前
に
票
を
入
れ
る
』
と
云
う
て
く
れ
た
。
少

す
く
な
く
共
１

票
は
か
せ
い
だ
。
内
村
先
生
は
此こ

の

汚
れ
た
日
本
に
未

だ
生
き
て
居い

る
、
否い

な

、
こ
れ
か
ら
ま
だ
広
く
生
き
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
」

お
な
く
な
り
に
な
る
迄
『
聖
書
之
研
究
』
を
購
読
し

た
。
あ
れ
程
自
分
を
教
え
た
も
の
は
無
い
。

　

第
二
次
大
戦
に
敗
れ
た
時
自
分
は
『
興
国
史
談
』

を
思
出
し
て
一
読
し
た
。
そ
し
て
先
生
の
預
言
者
的

大
存
在
で
あ
る
こ
と
の
深
く
し
た
」

　
「
あ
る
時
私
は
先
生
に
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
は
難

解
で
す
ね
』
と
申
上
げ
た
処
、
先
生
は
『
あ
れ
は
世

の
苦
労
と
困
難
を
身
に
体
験
し
た
も
の
の
み
よ
く
わ

か
る
』
と
返
事
さ
れ
た
。
自
分
の
至
ら
ぬ
こ
と
を
は

じ
た
。

　

ル
ツ
子
さ
ん
（
内
村
愛ま
な
む
す
め
娘
）
の
御
葬
儀
の
時
に
先

生
は
天
真
爛
漫
に
振
舞
わ
れ
た
。
最
後
の
棺
を
閉
づ

る
時
先
生
は
『
グ
ッ
ド
バ
イ
、
グ
ッ
ド
バ
イ
』
と
云

わ
れ
た
。
そ
し
て
『
此こ

の
こ子
が
生
れ
た
時
は
自
分
は
貧

乏
の
ど
ん
底
に
居
た
、
今
日
こ
ん
な
に
大
勢
の
人
々

か
ら
世
話
さ
れ
幸
福
に
天
国
に
行
く
の
は
幸
せ
だ
』

と
叫
ば
れ
た
。

　

先
生
の
事
は
書
け
ば
い
く
ら
も
あ
る
。
た
だ
一
と

言
、
先
生
は
今
日
の
日
本
に
未
だ
生
き
て
居
る
、
生

か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

内
村
の
唱
導
し
た
無
教
会
主
義
と
は
、
ど
ん
な
教

え
な
の
か
、
ど
ん
な
実
践
を
す
る
の
か
、
既
存
の
キ

リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
ど
う
違
う
の
か
、
そ
し
て
久
朗

は
な
ぜ
そ
の
教
え
を
生
涯
守
り
通
し
た
の
か
。（
以

下
、
内
村
の
直
弟
子
で
あ
る
矢
内
原
忠
雄
東
大
元
総

長
の
著
作
を
参
考
に
す
る
）。
無
教
会
主
義
と
は
、

人
は
教
会
員
（
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
信
者
）
に
な

ら
な
く
て
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
り
え
る
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
教
会
の
伝
承
に
よ
る
と
、
有
資
格
の
牧
師

か
ら
洗
礼
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
式
に
教

会
の
会
員
と
な
り
、そ
れ
で「
求
道
者
」か
ら「
信
者
」

に
昇
格
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
が
公
認

さ
れ
る
。
従
っ
て
教
会
員
で
な
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は

あ
り
え
ず
、「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」
と
い
う
の

が
教
会
側
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
は

キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
信
仰
だ
け
で
必

要
か
つ
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
な
ん
の
制
度
的
ま

た
は
儀
礼
的
な
条
件
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
意
味

か
ら
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
く
教
会
員

と
な
る
に
も
及
ば
な
い
、
と
主
張
す
る
の
が
無
教
会

主
義
で
あ
る
。

　
「
教
会
が
伝
承
と
制
度
と
を
重
ん
じ
る
の
に
対
し
、

無
教
会
が
自
由
と
生
命
と
を
重
ん
じ
る
の
は
明
白
で

あ
る
」
と
矢
内
原
元
総
長
は
強
調
す
る
。
さ
ら
に
矢

内
原
は
「
内
村
鑑
三
は
教
会
破
壊
者
と
し
て
現
わ
れ

た
の
で
は
な
く
、
教
会
改
革
者
と
し
て
立
っ
た
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
教
会
の
外
に
立
っ
て
キ
リ
ス

ト
の
福
音
を
説
い
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
断
言
す
る
。

無
教
会
主
義
に
よ
っ
て
、
人
は
教
会
と
い
う
制
度
か

ら
全
く
自
由
と
な
り
、
神
と
信
者
と
の
間
に
何
ら
の

中
間
的
権
威
を
認
め
ず
、
各
自
が
直
接
神
に
結
合
す

る
自
由
人
と
な
っ
た
、と
内
村
は
唱
え
た
。（
拙
書『
技

師
青
山
士あ

き
ら
　

そ
の
精
神
の
軌
跡
』
参
照
）。
久
朗
は
、

内
村
の
教
え
を
心
の
柱
と
し
た
敬け

い

虔け
ん

な
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
で
あ
っ
た
。そ
の
精
神
は「
民
衆
へ
の
愛
と
奉
仕
」、

「
社
会
正
義
」、「
非
戦
思
想
」
で
あ
る
。「
全
て
深
遠

な
る
も
の
は
詩
的
な
り
」（
内
村
鑑
三
「
ヨ
ブ
記
研

究
」）。久
朗
は
こ
の
内
村
の
こ
と
ば
も
終
生
愛
し
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

明
治
45
年
（
１
９
１
２
）
３
月
７
日
、
内
村
鑑
三

は
久
宜
に
招
か
れ
、
大
森
倶く

楽ら

部ぶ

で
講
演
し
た
。
内

村
は
当
時
50
歳
、
久
宜
は
63
歳
で
一
宮
町
長
に
就
任

直
後
で
あ
っ
た
。
同
ク
ラ
ブ
は
大
森
地
区
及
び
周
辺

の
知
識
人
・
文
化
人
の
交
流
の
場
で
あ
り
、
久
宜
は

ク
ラ
ブ
運
営
の
責
任
者
の
一
人
だ
っ
た
。
久
宜
は
内

村
を
自
邸
（
東
京
府
入
新
井
村
、
現
東
京
都
大
田
区

山
王
３
丁
目
）
に
招
待
し
食
事
を
と
も
に
し
た
後
、

大
森
倶
楽
部
で
講
演
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
日
は
大

森
倶
楽
部
の
創
立
記
念
日
で
も
あ
っ
た
。
内
村
の
演

題
は
「
基キ

リ
ス
ト督

教
と
其そ

の

信
仰
～
イ
エ
ス
を
友
と
す
る
に

外
な
ら
ず
～
」で
、講
演
内
容
は「
聖
書
之
研
究
」（
第

１
４
１
号
）
に
「
大
森
に
て
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ

た
。（
現
代
語
表
記
と
す
る
）。

　
「
基
督
教
が
何
で
あ
る
か
は
、
不
信
者
の
み
な
ら

ず
信
者
に
も
度た

び

々た
び

起
る
問
題
で
あ
る
。
基
督
教
は
キ

リ
ス
ト
と
唱
え
ら
れ
し
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
で
あ
る
、

し
か
し
て
基
督
教
を
信
ず
る
と
は
イ
エ
ス
を
友
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
い
た
っ
て
単
純
で
あ
る
。
別
に
難

し
い
事
で
は
な
い
、
教
会
に
入
る
と
か
教
義
を
探
る

と
か
云
う
こ
と
は
基
督
教
に
入
る
た
め
の
必
要
条
件

で
は
な
い
。

　

イ
エ
ス
を
友
と
し
て
基
督
教
に
関
す
る
す
べ
て
の

事
は
判わ
か

る
の
で
あ
る
、
イ
エ
ス
さ
え
判
れ
ば
其
れ
で

基
督
教
は
悉

こ
と
ご
とく

判
る
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
を
友
と
す
る
前
に
勿
論
彼
に
就
い
て
知
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
て
イ
エ
ス
に
就
い
て
詳
し
く

我
等
に
告
げ
る
者
は
聖
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て

か
聖
書
研
究
の
必
要
が
起
る
の
で
あ
る
。
聖
書
、
殊こ

と

に
新
約
聖
書
は
イ
エ
ス
の
伝
記
で
あ
る
、
彼
を
す
べ

て
の
方
面
よ
り
伝
え
ん
と
し
た
者
、
そ
れ
が
新
約
聖

書
で
あ
る
。
故
に
聖
書
を
読
ま
ず
し
て
イ
エ
ス
は
判

ら
な
い
、
従
っ
て
基
督
教
は
判
ら
な
い
、
聖
書
の
研

究
を
な
お
ざ
り
に
し
て
基
督
教
を
語
る
は
天
を
仰
が

ず
し
て
天
文
を
語
る
と
同
然
で
あ
る
、
し
か
も
か
か

る
事
は
無
い
事
で
は
な
い
」

　
「
イ
エ
ス
を
友
と
し
て
の
み
人
は
歓
喜
と
希
望
と

を
以
て
死
ぬ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
死
は
小
事

で
は
な
い
、
大
事
で
あ
る
、
死
は
少
数
の
不
幸
者
に

の
み
臨
む
事
で
は
な
い
、何
人
に
も
来
る
事
で
あ
る
。

人
は
何
人
も
平
安
を
以
て
死
を
迎
う
る
の
準
備
を
為

す
の
必
要
が
あ
る
、
彼
は
単
独
で
死
の
河
を
渡
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
其
時
医
師
も
牧
師
も
彼
に
何
の

用
を
も
為な

さ
な
い
、
又
哲
学
も
宗
教
も
彼
の
援
助
と

は
成
ら
な
い
、
死
の
河
を
渡
る
時
の
唯
一
の
伴
侶
、

唯
一
の
慰
藉
者
は
イ
エ
ス
で
あ
る
、
彼
に
携
え
ら
れ

て
死
の
旅
行
は
寂さ

み
し
く寥

な
い
の
で
あ
る
、
イ
エ
ス
の
み

が
現
世
と
來
世
と
に
跨

ま
た
が

る
友
人
で
あ
る
、
此
の
人
の

み
が
無
限
の
大
海
に
乗
出
す
時
の
唯
一
の
水
先
案
内

で
あ
る
。

　

実
に
人
の
生
涯
に
取
り
イ
エ
ス
を
知
り
彼
を
友
と

す
る
程
大
切
な
こ
と
は
な
い
、
し
か
し
て
是
れ
難
い

よ
う
で
至
っ
て
易や

す

い
事
で
あ
る
、
基
督
教
を
信
じ
基

督
教
会
に
入
る
と
云
え
ば
至
っ
て
困

む
ず
か
し
い難

よ
う
で
あ
る

が
、
然
し
イ
エ
ス
を
友
と
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
為

N
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「
私
は
明
治
34
年
頃
（
今
日
の
高
校
生
の
年
齢
）、

大
森
に
住
ん
で
居
た
。
大
森
か
ら
通
学
の
途
次
警
醒

社
書
店
主
人
福
永
氏
に
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
警
醒

社
で
は
私
は
内
村
先
生
の
本
を
よ
く
買
っ
て
居
た
の

で
、
あ
る
日
福
永
さ
ん
は
自
宅
で
内
村
先
生
の
聖
書

の
研
究
会
を
や
る
か
ら
来
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
。
自

分
の
胸
は
お
ど
っ
た
。
ど
ん
な
先
生
だ
ろ
う
、
ど
ん

な
話
を
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
楽
し
み
に
し
て
出
掛
け

た
。
30
人
ば
か
り
の
人
は
畳
の
上
に
坐
っ
た
。
先
生

は
椅
子
に
か
け
て
話
さ
れ
た
。
ど
ん
な
お
話
だ
っ
た

か
記
憶
せ
ぬ
。
し
か
し
ラ
イ
オ
ン
が
ほ
え
る
様
な
感

が
有
っ
た
。
そ
の
日
私
の
宅い

え

で
私
の
両
親
兄
弟
妹
な

ど
と
一
所
に
食
事
を
し
た
。
私
の
父
（
久
宜
）
が
農

村
改
良
、
信
用
組
合
に
熱
心
に
働
い
て
居お

っ
た
の

で
、
先
生
と
大
に
共
鳴
し
て
話
し
て
居
た
。
私
は
あ

ん
な
に
う
れ
し
い
日
は
な
か
っ
た
。（
警
醒
社
は
日

本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
最
初
の
超
教
派
の
出
版

社
で
、
内
村
鑑
三
の
著
作
も
出
版
し
て
い
る
）」

　
「
そ
の
後
、
私
の
大
森
の
宅
や
郷
里
千
葉
県
一
宮

町
の
婦
人
会
・
青
年
会
に
来
て
戴

い
た
だ

い
て
先
生
の
御
話

を
伺
っ
た
。
其そ

の

都つ

度ど

ピ
シ
ピ
シ
と
胸
を
打
っ
た
。
あ

る
御
話
は
小
冊
子
に
し
て
発
行
し
た
。『
ニ
コ
ラ
イ

師
の
話
』『
ど
う
し
た
ら
楽
に
死
ね
る
か
』
等
、
そ

れ
で
あ
る
。

　

私
は
『
聖
書
之
研
究
』（
内
村
創
刊
の
機
関
誌
）

を
70
号
か
ら
読
み
始
め
た
の
で
１
号
か
ら
揃そ

ろ

え
て
書

斎
に
置
い
た
。
私
の
海
外
生
活
25
年
、
其
間
先
生
の

※�ニューイングランドの名門大学
�����内村は同校に留学した

内村鑑三肖像画
（アメリカ・アマスト大学※図書館蔵、筆者撮影）

～
貴た

か

き
者
の
責
務
～
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貨
）
す
な
わ
ち
正
銀
の
運
用
供
給
に
よ
り
、
外
国
銀

行
に
対
抗
し
て
日
本
商
人
の
貿
易
発
達
を
目
的
と
し

た
正
金
銀
行
が
創
立
さ
れ
た
。
国
立
銀
行
条
例
に
準

拠
し
た
資
本
金
３
０
０
万
円
の
一
大
銀
行
で
あ
り
、

銀
行
紙
幣
発
行
の
特
権
を
除
い
て
大
蔵
省
の
許
可
を

得
て
、
翌
13
年
２
月
28
日
、
国
際
港
湾
都
市
へ
の
飛

躍
が
約
束
さ
れ
た
横
浜
の
中
心
街
に
開
業
し
た
。
明

治
15
年
、
日
本
銀
行
が
開
業
し
た
。
18
年
に
兌だ

換か
ん

銀

行
券
を
発
行
し
、
19
年
か
ら
政
府
紙
幣
の
銀
貨
兌
換

を
し
て
お
り
、
横
浜
正
金
銀
行
は
こ
の
兌
換
銀
貨
の

海
外
か
ら
の
蓄
積
に
貢
献
し
た
。

　

明
治
17
年
東
洋
銀
行
破
産
の
た
め
、
従
来
同
行
が

扱
っ
て
い
た
日
本
政
府
外
国
債
の
元
利
払
や
官
金
受

払
に
つ
い
て
は
正
金
ロ
ン
ド
ン
支
店
が
政
府
委
託
銀

行
と
な
っ
た
。
以
後
正
金
が
す
べ
て
政
府
、
日
銀
の

対
外
関
係
を
受
託
し
た
の
で
正
金
の
地
位
は
著
し
く

向
上
し
た
。
国
内
支
店
は
神
戸
（
明
治
13
年
）
の
み

で
、
海
外
店
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
同
13
年
、
後
年

久
朗
勤
務
）、ロ
ン
ド
ン（
同
14
年
、後
年
久
朗
勤
務
）、

リ
ヨ
ン
（
同
15
年
）、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（
同
19
年
）

で
あ
っ
た
。

　

同
20
年
（
１
８
８
７
）
７
月
、
政
府
は
勅
令
第
29

号
に
よ
り
横
浜
正
金
銀
行
条
例
を
制
定
し
、
公
布
し

た
。
明
治
13
年
設
立
の
際
は
国
立
銀
行
条
例
（
た
だ

し
兌
換
銀
行
券
発
行
の
項
を
除
く
）
に
準
拠
し
た
の

で
あ
る
が
、
同
行
が
日
本
有
数
の
銀
行
と
な
り
、
外

国
関
係
の
業
務
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
政
府
は
特
殊
銀
行
で
あ
る
性
質
を
明
確
に
す
る
た

め
、
特
に
条
例
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。

〈
金
本
位
制
成
立
〉

　

明
治
30
年
（
１
８
８
７
）、
金
０
・
75
ｇ
を
１
円

と
す
る
貨
幣
法
が
公
布
さ
れ
、
日
本
の
金
本
位
制
は

確
立
し
た
。
償
金
の
保
管
、
回
収
、
運
用
に
よ
り
正

し
得
る
こ
と
で
あ
る
、
し
か
し
て
彼
と
友ゆ
う
ぎ誼
を
続
け

れ
ば
続
け
る
ほ
ど
彼
に
就
い
て
深
い
事
が
段
々
と
判

つ
て
来
り
、
別
に
宗
教
や
神
学
を
研
究
す
る
と
云
う

に
あ
ら
ず
と
雖

い
え
ど
も
、
人
生
の
奥
義
が
段
々
と
彼
に

由
っ
て
示
さ
る
る
の
で
あ
る
。
…
（
以
下
略
）」

　

誰
も
が
死
ぬ
が
、
イ
エ
ス
を
友
に
す
れ
ば
恐
れ
る

こ
と
は
な
い
、
と
内
村
は
力
説
し
た
。
講
演
の
２
か

月
ほ
ど
前
の
１
月
12
日
、
内
村
は
身
内
の
死
に
直
面

し
た
。愛
娘
の
ル
ツ
子
を
病
で
亡
く
し
た
の
で
あ
る
。

内
村
の
悲
し
み
は
深
か
っ
た
。当
時
の
書
簡
に
は「
私

た
ち
は
今
も
悲
し
ん
で
お
り
、
わ
が
子
を
失
っ
て
泣

き
叫
ぶ
母
ラ
ケ
ル
（Rachel

）
の
心
は
慰
め
ら
れ
る

こ
と
を
拒
み
ま
す
」（
明
治
45
年
１
月
24
日
・
ア
メ

リ
カ
の
友
人
ベ
ル
宛
英
文
書
翰
）
と
あ
る
。
内
村
は

悲
し
み
を
信
仰
で
乗
り
越
え
る
。
内
村
は
ル
ツ
子
の

葬
儀
の
際
「
ル
ツ
子
さ
ん
、
万
歳
」
と
叫
ん
だ
。
大

森
倶
楽
部
で
講
演
し
た
内
村
は
「
死
」
に
言
及
し
た
。

彼
に
と
っ
て
「
死
」
は
実
に
生
々
し
い
現
実
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
父
久
宜
と
子
息
久
朗
は
熟
知
し
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
講
演
の
結
び
の
言
葉
に
烈
し
く

打
た
れ
た
の
で
あ
る
。

　

青
年
時
代
の
久
朗
が
心
に
刻
ん
だ
内
村
の
言
葉
に

「
２
つ
の
Ｊ
」
が
あ
る
。

　
「
私
共
に
取
り
ま
し
て
は
愛
す
べ
き
名
と
し
て
天

上
天
下
唯
二
つ
あ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
其そ

の

一
つ

が
イ
エ
ス
で
あ
り
ま
し
て
其
他
の
者
は
日
本
で
あ

り
ま
す
。
是
を
英
語
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
其
第
一

はJesus

で
あ
り
ま
し
て
、
其
第
二
はJapan

で
あ

り
ま
す
。
二
つ
と
も
Ｊ
の
字
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
居

り
ま
す
か
ら
、
私
は
之こ

れ

を
称
し
てTw

o J's 

即
ち
二

つ
の
Ｊ
の
字
と
申
し
ま
す
」（『
内
村
鑑
三
全
集
第
14

巻
』）。「
２
つ
の
Ｊ
」
の
教
え
は
彼
の
海
外
勤
務
に

お
い
て
一
層
重
要
性
を
増
す
の
で
あ
る
。

金
の
地
位
は
さ
ら
に
向
上
し
、
英
蘭
銀
行
は
正
金
の

預
金
勘
定
開
設
を
快
諾
し
た
。
店
舗
増
設
は
、
国
内

店
は
東
京
、長
崎
（
い
ず
れ
も
明
治
32
年
）
で
あ
り
、

海
外
店
は
ホ
ノ
ル
ル
（
同
25
年
）、上
海
（
同
26
年
）、

ボ
ン
ベ
イ
（
同
27
年
、
後
年
久
朗
勤
務
）、
香
港
（
同

30
年
）、天
津
（
同
32
年
）、牛
荘
（
営
口
）（
同
33
年
）

で
あ
っ
た
。

〈
近
代
建
築
を
代
表
す
る
本
社
社
屋
〉

　

横
浜
正
金
銀
行
本
店
の
壮
麗
な
建
物
は
今
日
も
な

お
威
容
を
誇
っ
て
国
際
都
市
横
浜
市
の
中
心
街
に

立
っ
て
い
る
。
本
社
社
屋
は
地
上
３
階
建
て
地
下
１

階
の
見
上
げ
る
よ
う
な
あ
た
り
を
払
う
堂
々
た
る
洋

風
建
築
で
、建
坪
６
５
２
坪
２
合
（
１
坪
３
・
３
㎡
）、

軒
高
54
尺
５
寸
（
１
尺
33
㎝
、１
寸
３
・
03
㎝
）、ド
ー

ム
の
尖
頭
ま
で
１
１
９
尺
（
約
40
ｍ
）
も
あ
る
。
そ

の
概
要
は
、設
計
：
工
学
博
士
妻つ

ま

木き

頼よ
り

黄な
か（
１
８
５
９

‐
１
９
１
６
）、
工
事
：
明
治
32
年
３
月
25
日
に
地

盤
工
事
着
手
、
同
年
12
月
13
日
本
館
建
築
着
工
、
同

37
年
７
月
竣
工
。
ド
イ
ツ
・
ゴ
チ
ッ
ク
様
式
。
工
費
：

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

久
朗
は
、
明
治
44
年
７
月
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒

業
し
翌
年
10
月
横
浜
正
し
ょ
う

金き
ん

銀
行
に
入
社
し
た
。
東

京
帝
大
法
科
卒
の
幹
部
候
補
生
（
エ
リ
ー
ト
）
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
前
の
同
年
５
月
次
男
久ひ

さ

次つ
ぐ
※

が
誕
生

し
た
。
久
次
は
後
に
中
村
家
の
養
子
と
な
る
。
横
浜

正
金
銀
行
は
戦
前
日
本
を
代
表
す
る
世
界
的
外
国

為か
わ
せ替

銀
行
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
己
の
人
生
の
半
数
近

く（
34
年
間
）を
同
行
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。し
か
も
、

そ
の
大
半
（
25
年
間
）
を
海
外
支
店
勤
務
で
活
躍
す

る
国
際
派
銀
行
マ
ン
で
あ
っ
た
。
同
行
は
戦
後
間
も

な
く
役
割
を
終
え
て
閉
店
し
、
東
京
銀
行
を
経
て
今

日
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
と
な
っ
て
い
る
。
戦
前
日

本
銀
行
と
肩
を
並

べ
た
横
浜
正
金
銀

行
は
、
今
日
存
在

を
忘
れ
ら
れ
て
い

る
。
創
設
か
ら
久

朗
入
社
頃
ま
で
の

同
社
の
歩
み
を
確

認
す
る
。『
横
浜
正

金
銀
行
全
史
』、『
横

浜
正
金
銀
行
』（
土

方
晋
）
な
ど
を
参

考
に
す
る
。

〈
横
浜
正
金
銀
行
の
誕
生
〉

　

文
明
開
化
期
の
明
治
12
年
（
１
８
７
９
）
11
月
、

中
村
道
太（
１
８
３
６
‐
１
９
２
１
、三
河
吉
田
藩
士
・

幕
臣
、
後
に
横
浜
正
金
銀
行
初
代
頭
取
）
ほ
か
22
人

が
発
起
人
と
な
り
、
横
浜
、
神
戸
な
ど
の
開
港
場
で

正し
ょ
う
き
ん
金
（
英
語specie

の
和
訳
で
紙
幣
に
対
す
る
正

１
１
０
万
円
（
当
時
）。
現
在
：
神
奈
川
県
立
歴
史

博
物
館
、
昭
和
44
年
３
月
、
国
指
定
重
要
文
化
財
。

施
工
は
「
概
し
て
常
備
職
工
を
用
い
て
直
接
に
経
営

し
特
に
分
業
請
負
を
利
便
と
す
る
も
の
に
限
り
其
専

門
当
業
者
を
し
て
之
を
請
負
わ
し
む
る
の
方
法
を
採

り
た
り
」（「
横
浜
正
金
銀
行
建
築
要
覧
」）
と
あ
る

こ
と
か
ら
直
営
の
事
業
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
は
碇て
い

聯れ
ん

鉄
骨
レ
ン
ガ
造
り
で
あ
る
。
碇
聯
鉄
骨
法
と
は
、

レ
ン
ガ
積
み
の
壁
補
強
材
と
し
て
横
方
向
に
鉄
材
を

配
筋
し
、
垂
直
方
向
の
主
要
部
分
に
鉄
柱
を
建
て
耐

震
性
を
向
上
さ
せ
る
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
工
法

で
あ
る
。
屋
根
は
銅
板
葺
き
で
荘
重
な
イ
メ
ー
ジ
を

高
め
て
い
る
。
設
計
者
の
妻
木
頼
黄
は
幕
府
旗
本
の

家
筋
生
ま
れ
で
、
政
府
営
繕
組
織
の
基
礎
を
築
い
た

明
治
建
築
界
の
偉
才
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
横

浜
正
金
銀
行
本
店
や
横
浜
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
な
ど
が
現

存
す
る
代
表
作
で
あ
る
。

〈
日
露
戦
争
の
外
債
募
集
と
清
国
進
出
〉

　

明
治
33
年
（
１
９
０
０
）
に
は
、
横
浜
正
金
銀
行

は
第
３
回
目
倍
額
増
資
の
半
額
払
込
に
よ
り
、
払
込

資
金
が
１
８
０
０
万
円
と
な
り
、
当
時
の
三
井
、
三

菱
、
安
田
、
住
友
、
第
一
の
５
大
銀
行
の
合
計
資
本

金
を
上
回
る
日
本
最
大
の
資
本
を
有
す
る
銀
行
と

な
っ
た
。
日
露
戦
争
中
よ
り
正
金
は
大
連（
関
東
州
、

後
年
久
朗
勤
務
）、奉
天
等
満
州（
現
中
国
東
北
地
方
）

各
地
に
支
店
・
出
張
所
を
開
設
し
、
対
清
貿
易
金
融

を
行
っ
た
。
同
39
年
（
１
９
０
６
）
勅
令
第
２
４
７

号
に
よ
り
、
関
東
州
及
び
清
国
に
お
い
て
正
金
の
銀

行
券
に
関
す
る
勅
令
が
公
布
施
行
さ
れ
、
清
国
各
地

に
お
い
て
銀
行
券
を
発
行
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
で
に
満
州
、
上
海
、
天
津
等
で
発
行
し
た
も
の
も

こ
の
勅
令
の
下
で
発
行
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
正
金
銀
行
券
は
関
東
州
及
び
清
国
に

お
け
る
公
私
一
切
の
取
引
に
無
制
限
に
通
用
す
る
法

貨
の
効
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

〈
第
一
次
世
界
大
戦
と
巨
額
買
持
〉

　

大
正
４
年
（
１
９
１
４
）
８
月
、
第
一
次
世
界
大

戦
が
勃
発
し
、
日
本
も
対
独
宣
戦
し
た
。
日
本
は
戦

闘
の
局
外
に
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
物
資
補
給
の
立
場
に

あ
っ
た
の
で
、
同
８
年
（
１
９
１
９
）
ま
で
の
５
年

間
は
貿
易
の
飛
躍
時
代
で
あ
っ
た
。
横
浜
正
金
銀
行

の
海
外
支
店
網
も
拡
大
す
る
一
方
だ
っ
た
。北
京（
後

年
久
朗
勤
務
）、
漢
口
、
大
連
（
後
年
久
朗
勤
務
）、

奉
天
、
長
春
、
カ
ル
カ
ッ
タ
（
後
年
久
朗
勤
務
）
な

ど
に
増
設
し
、
明
治
末
年
の
久
朗
入
社
時
に
は
20
店

に
達
し
て
い
た
。第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
か
け
て
、

青
島
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、ス
ラ
バ
ヤ
、バ
タ
ビ
ア
（
現

ジ
ャ
カ
ル
タ
）、マ
ニ
ラ
、ラ
ン
グ
ー
ン
、シ
ド
ニ
ー
、

シ
ア
ト
ル
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ

イ
ロ
の
各
店
を
開
設
、
全
店
30
店
に
も
達
し
世
界
的

為
替
銀
行
と
な
っ
た
。
大
正
９
年
の
第
５
回
増
資
に

よ
り
、
資
本
金
１
億
円
と
い
う
日
本
最
大
の
資
本
金

を
有
す
る
銀
行
と
な
り
、
香
港
上
海
銀
行
や
チ
ャ
ー

タ
ー
ド
銀
行
（
後
半
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
テ
ィ
銀
行

が
代
わ
る
）
と
共
に
世
界
３
大
為
替
銀
行
と
言
わ
れ

た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
久
朗
は
大
阪
支
店

勤
務
の
後
大
正
３
年
大
連
支
店
勤
務
と
な
っ
た
。
妻

多
津
と
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
中
国
大
陸
に
渡
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
最
中
で
あ
っ
た
。
海
外
へ
の
飛

翔
の
始
ま
り
で
あ
る
。（
大
正
２
年
８
月
長
女
多
恵

子
誕
生
、
後
に
山
之
内
三
郎
夫
人
）。

（
参
考
文
献
：
千
葉
県
一
宮
町
教
育
委
員
会
蔵
「
加
納
家
史

料
」、『
加
納
久
宜
集
』（
松
尾
れ
い
子
編
）、『
横
浜
正
金
銀

行
全
史
』、『
横
浜
正
金
銀
行
』（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
）、

『
横
浜
正
金
銀
行
』（
土
方
晋
）、
横
浜
市
立
図
書
館
資
料
、

伊
藤
恵
子
様
（
ロ
ン
ド
ン
在
住
）
提
供
文
献
な
ど
）。

（
つ
づ
く
）。

横
浜
正
金
銀
行
初
任
給

（
大
正
元
年
11
月
、
一
宮
町
教
委

「
加
納
家
史
料
」）

旧横浜正金銀行本店（現神奈川県立歴史博物館）
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