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は
じ
め
に

竹
内
幸
絵

『
広
告
の
夜
明
け
』
と
大
阪

日
本
の
広
告
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
夜
明
け
」
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
さ
が
し
、
つ
ま
り
近
代
広
告
の
黎
明
期
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
近
年
少
し
ず
つ
増
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
あ
る
疑
問
を
持
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
単
に
疑
問
と
い
う
よ
り
も
不
満
、
あ
る
い
は
異
議
申
し
立
て
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
疑
問
が
本
書
編
纂
の
動
機
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
広
告
に
興
味

が
あ
り
『
広
告
の
夜
明
け
』
と
い
う
題
名
に
魅
か
れ
て
本
書
を
手
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
読
者
に
、
私
た
ち
の
そ
の
疑
問
は
な
か
な
か

理
解
し
て
も
ら
え
そ
う
に
な
い
。
最
初
に
少
し
字
数
を
頂
い
て
解
説
し
て
お
き
た
い
。

ロ
ー
カ
ル

題
名
に
魅
か
れ
て
本
書
を
手
に
さ
れ
た
読
者
は
、
続
く
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
大
阪
」
を
見
て
、
地
方
か
ら
広
告
史
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
の
だ
な
、
と
理
解
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
な
ぜ
「
大
阪
」
な
の
？

と
、
違
和
感
を
覚
え
た
方
も
お
ら
れ
る
こ
と

だ
ろ
う
。
現
在
の
広
告
業
界
に
精
通
し
て
お
ら
れ
れ
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
「
東
京
」＝

中
央
の
話
、
で
は
な
い
の
？

と
。

現
在
の
日
本
の
広
告
業
界
を
見
渡
す
と
、
広
告
制
作
会
社
か
ら
テ
レ
ビ
局
や
新
聞
社
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
、

そ
し
て
印
刷
会
社
や
シ
ス
テ
ム
会
社
な
ど
の
技
術
集
団
ま
で
、
つ
ま
り
制
作
の
始
ま
り
か
ら
拡
散
に
到
る
終
り
ま
で
、
す
べ
て
が

「
東
京
」
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
の
広
告
業
界
の
�
あ
た
り
ま
え
�
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
九
州
や
名
古
屋
、
そ
し
て
大
阪
に

５



広
告
業
者
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
差
は
圧
倒
的
。
テ
レ
ビ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
新
聞
で
。

私
た
ち
が
日
々
眼
に
す
る
広
告
の
殆
ど
す
べ
て
が
今
や
「
東
京
発
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
広
告
を
め
ぐ
る
研
究
の
多
く
が
、
今
日
の
広
告
の
影
響
力
分
析
に
力
を
注
ぐ
。
広
告
は
実
利
を
求
め
る
存
在
だ
か
ら
そ
れ

が
社
会
に
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
広
告
研
究
が
行
う
社
会
的
・
文
化
的
影
響
力
の
分
析
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
「
東
京
発
」
の
パ
ワ
ー
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
の
広
告
研
究
の
�
あ
た
り
ま
え
�
な
の
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
�
あ
た
り
ま
え
�
に
沿
わ
ず
、「
大
阪
」
を
「
広
告
」
に
組
み
合
わ
せ
た
本
書
の
眼
目
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。『

広
告
の
夜
明
け
』＝

近
代
広
告
黎
明
期
の
研
究
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
、
主
眼
は
東
京
の
事
象
の
掘
り
起
こ
し
に
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
私
自
身
も
博
士
論
文
で
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
東
京
で
出
版
さ
れ
た
本
や
雑
誌
に
注
目
し
て
広
告
の
近
代

史
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
は
必
要
な
仕
事
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
調
査
の
過
程
で
見
出
し
た
記
事
や
広
告
現
物
や
書
籍
は
、
今
の

�
あ
た
り
ま
え
�
と
は
大
き
く
異
な
る
常
識
を
示
し
て
い
た
。
広
告
黎
明
期
の
東
京
と
大
阪
に
は
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
均

衡
し
た
関
係
が
あ
っ
た
。
大
阪
が
先
行
し
て
広
告
事
業
を
拡
大
し
、
新
た
な
広
告
表
現
手
法
を
編
み
出
す
な
ど
東
京
を
リ
ー
ド
す
る

局
面
も
多
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
広
告
と
い
う
新
し
い
分
野
開
拓
へ
の
挑
戦
を
繰
り
返
し
、
切
磋
琢
磨
し
て
互
い
を
刺
激
し

合
う
存
在
だ
っ
た
。

一
方
、
広
告
周
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
様
々
な
分
野
の
研
究
が
、
当
時
の
大
阪
の
活
力
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
今
日
の

日
本
に
あ
る
一
般
的
な
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
姿
は
、
こ
の
時
代
に
大
阪
の
有
力
二
紙
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
新
聞
に
広

告
を
発
注
す
る
消
費
財
企
業
や
百
貨
店
も
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
に
実
力
者
が
存
在
し
た
。
印
刷
分
野
で
は
細
密
な
色
刷
り
を
求
め
れ
ば

大
阪
に
白
羽
の
矢
が
た
つ
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
広
告
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
東
西
に

６



拮
抗
し
て
存
在
し
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
近
代
的
な
広
告
表
現
を
求
め
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
の
動
き
も
、
東
西
双
方
に
重
要
な
柱

が
あ
っ
た
。
東
に
は
広
告
研
究
の
専
門
雑
誌
と
し
て
『
広
告
界
』
が
あ
っ
た
が
、
西
に
は
『
プ
レ
ス
ア
ル
ト
』
誌
が
あ
っ
た
。
広
告

表
現
に
影
響
を
与
え
る
芸
術
運
動
も
東
西
に
屹
立
し
影
響
し
合
っ
て
い
た
。
都
市
の
出
現
と
呼
応
す
る
大
正
期
新
興
美
術
運
動
で
も

東
の
「
マ
ヴ
ォ
」
と
、
西
の
運
動
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
新
た
に
「
三
科
造
形
美
術
協
会
」
が
結
成
さ
れ
た
し
、
新
聞
広
告
と
も
深
く

か
か
わ
る
新
興
写
真
運
動
に
お
い
て
も
、
大
阪
に
一
九
〇
四
年
と
い
う
極
め
て
早
い
時
期
に
「
浪
華
写
真
俱
楽
部
」
が
創
立
し
て
い

る
。
こ
こ
に
属
し
た
写
真
家
た
ち
は
近
代
都
市
を
切
り
取
る
重
要
な
作
品
群
を
生
み
出
し
た
。
彼
ら
は
戦
時
期
に
は
報
道
写
真
家
と

な
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
期
の
東
京
で
写
真
史
に
画
期
を
刻
ん
だ
雑
誌
『
光
画
』
と
も
肩
を
並
べ
る
重
要
な
近
代
前
衛
写
真
運
動
と
し

て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

広
告
は
社
会
的
で
あ
り
芸
術
的
で
も
あ
る
複
合
的
な
存
在
で
あ
る
。
多
面
性
を
持
つ
広
告
の
周
辺
に
あ
っ
た
こ
の
よ
う
な
「
状
況

証
拠
」
か
ら
み
て
も
、
大
阪
が
『
広
告
の
夜
明
け
』
を
開
い
て
い
っ
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
確
か
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
予
見
で
き
る
だ
ろ
う
。

レ
ジ
ェ
ン
ド

メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
先
達
た
ち
（「
お
わ
り
に
」
参
照
）
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
こ
の
東
西
の
均
衡
を
い
ち
早
く
指
摘
し
大
著
を

著
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
の
成
果
か
ら
少
し
の
時
を
経
る
う
ち
に
、
過
剰
な
ま
で
に
進
ん
だ
広
告
の
東
京
一
極
集
中
が
、
先

達
ら
の
提
言
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
。
現
前
す
る
東
京
主
導
の
力
が
強
靭
で
、
強
固
な
�
あ
た
り
ま
え
�
を
形
づ
く
っ
て
お

り
、
史
的
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
枠
か
ら
出
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
こ
れ
で
は
『
広
告
の
夜
明
け
』
の
事
実
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
大
阪
が
『
広
告
の
夜
明
け
』
の
対
角
を
担
っ
て
い
た
時
代

に
つ
く
ら
れ
た
機
能
や
枠
組
み
や
組
織
、
思
考
や
精
神
そ
し
て
表
現
、
い
ず
れ
も
が
、
今
日
の
広
告
の
原
型
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
広
告
の
文
化
的
・
社
会
的
影
響
力
を
問
う
た
め
に
も
、『
広
告
の
夜
明
け
』
の
時
代
に
起
き
た
諸
事
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は

は じ め に
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で
き
な
い
。
現
在
の
大
き
な
不
均
衡
を
き
ち
ん
と
差
し
引
い
た
う
え
で
の
『
広
告
の
夜
明
け
』
の
再
認
識
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
本
書

の
出
版
意
図
で
あ
り
、
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。

本
書
の
特
徴
と
構
成

『
広
告
の
夜
明
け
』
で
は
、
執
筆
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
細
部
」
に
こ
だ
わ
っ
て
論
じ
て
い
る
。「
細
部
」
を
掘
り
起
こ
す
作
業
で
し
か

現
在
の
強
力
な
東
京
の
引
力
を
引
き
は
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
考
の
背
骨
に
は
、
大
阪
で
発
祥
し
た
広
告
代
理
店
、
萬
年
社
の
資
料
「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
置
い
て

い
る
。
同
社
は
今
日
誰
も
が
そ
の
名
を
知
る
日
本
の
巨
大
広
告
代
理
店
よ
り
も
古
い
歴
史
を
持
ち
、
長
ら
く
そ
れ
と
肩
を
並
べ
る
存

在
だ
っ
た
。
同
社
の
創
業
期
間
一
一
〇
年
の
間
に
膨
大
な
「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
が
形
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
興
味
を
持
ち
、

前
述
の
疑
問
に
賛
同
し
て
『
広
告
の
夜
明
け
』
の
発
掘
に
共
鳴
し
た
研
究
者
が
集
う
こ
と
で
本
書
は
形
づ
く
ら
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、

歴
史
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
、
デ
ザ
イ
ン
史
な
ど
様
々
な
研
究
領
域
を
足
場
と
す
る
、
広
告
と
い
う
多
角
的
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
面
々
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
前
出
の
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
先
達
二
人
の
力
も
加
わ
っ
て
い
る
。

第
一
部
の
四
つ
の
章
は
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
萬
年
社
の
詳
細
な
活
動
を
軸
と
し
て
、
黎
明
期
の
広
告
の
諸

相
に
光
を
あ
て
て
い
る
。
早
く
か
ら
海
外
進
出
を
実
現
し
て
い
た
萬
年
社
の
動
向
を
、
残
さ
れ
た
新
聞
資
料
か
ら
検
証
し
（
土
屋
礼

子
）、
複
数
の
企
業
の
広
告
が
ひ
と
つ
の
紙
面
を
形
づ
く
る
「
連
合
広
告
」
の
成
り
立
ち
を
分
析
す
る
（
熊
倉
一
紗
）。
萬
年
社
が
外

資
ト
ッ
プ
企
業
と
専
属
契
約
を
結
ん
で
い
た
事
実
を
掘
り
起
こ
し
（
難
波
功
士
）、
屋
外
広
告
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
萬
年
社
と
大
阪

ロ
ー
カ
ル

の
活
動
を
探
索
す
る
（
竹
内
幸
絵
）。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
に
大
阪
と
い
う
地
方
の
一
現
象
を
回
顧
す
る
も
の
で
は
な

く
、
黎
明
期
の
広
告
業
界
を
け
ん
引
し
た
先
駆
事
例
で
あ
る
。
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第
二
部
で
は
「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
か
ら
発
掘
し
た
資
料
に
基
づ
き
、
視
野
を
戦
前
の
広
告
業
界
全
体
に
広
げ
て
『
広
告
の

夜
明
け
』
を
検
証
し
て
い
る
。
最
初
期
の
博
覧
会
と
広
告
代
理
店
と
の
密
接
な
関
係
（
村
瀬
敬
子
）、
広
告
業
者
ら
の
合
従
連
衡
と
そ

の
意
味
の
検
証
（
木
原
勝
也
）。
萬
年
社
が
発
行
し
た
先
駆
的
な
年
鑑
『
広
告
年
鑑
』
か
ら
雑
誌
広
告
を
読
み
解
く
（
石
田
あ
ゆ
う
）。

そ
し
て
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
新
出
資
料
に
基
づ
く
、
戦
時
期
に
国
家
宣
伝
に
協
力
し
た
民
間
団
体
の
活
動
（
中
嶋
晋
平
）。
そ
れ
ぞ

れ
が
、
広
告
の
興
隆
を
目
指
し
て
邁
進
し
た
人
び
と
の
行
動
や
記
録
を
掘
り
起
こ
し
、
黎
明
期
の
広
告
に
あ
っ
た
多
角
的
な
側
面
を

見
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
に
先
立
つ
本
書
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
先
達
で
あ
る
山
本
武
利
、
そ
し
て
津
金
澤
聰
廣
の
二
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
山
本
稿
は
、
萬
年
社
の
固
有
性
を
経
営
成
績
を
も
織
り
込
み
な
が
ら
俯
瞰
す
る
と
と
も
に
、
創
業
者
高
木
貞

衛
の
手
腕
や
思
想
を
も
広
い
視
野
か
ら
示
し
て
い
る
。
津
金
澤
稿
は
そ
の
高
木
の
個
人
像
を
た
お
や
か
に
描
き
、
日
本
の
広
告
を
け

ん
引
し
た
明
治
の
実
力
者
を
彷
彿
さ
せ
る
魅
力
的
な
一
文
で
あ
る
。

「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て

最
後
に
「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

先
に
示
し
た
通
り
長
い
歴
史
を
誇
っ
た
萬
年
社
だ
が
、
一
九
九
九
年
に
残
念
な
が
ら
自
己
破
産
し
た
。
こ
の
際
に
残
さ
れ
た
様
々

な
資
料
を
譲
り
受
け
た
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
準
備
室
（
現
・
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
）
の
菅
谷
富
夫
の
協
力
を
得
て
、
二
〇
〇

九
年
よ
り
お
よ
そ
五
年
を
か
け
て
土
屋
を
リ
ー
ダ
ー
に
、
菅
谷
と
竹
内
、
中
嶋
、
大
阪
市
立
大
学
の
石
田
佐
恵
子
を
メ
ン
バ
ー
と
し

て
膨
大
な
未
整
理
（
1
）

資
料
の
目
録
を
完
成
（
2
）

し
た
。

目
録
で
は
全
体
を
紙
・
印
刷
資
料
と
ビ
デ
オ
テ
ー
（
3
）

プ
類
に
大
別
し
、
紙
・
印
刷
資
料
を
さ
ら
に
、
戦
前
資
料
と
戦
後
資
料
（
注：

営

業
資
料
・
博
覧
会
資
料
な
ど
）
と
に
分
類
し
た
。
本
書
は
お
よ
そ
一
万
点
あ
る
戦
前
資
料
を
主
に
参
照
し
て
い
る
が
、
本
文
随
所
で
示

は じ め に
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す
通
り
、
こ
れ
ら
は
同
社
が
自
身
の
業
務
の
た
め
に
ス
ク
ラ
ッ

プ
な
ど
し
て
保
存
し
て
い
た
広
告
や
新
聞
資
料
、
あ
る
い
は
創

業
期
の
大
福
帳
な
ど
経
営
資
料
や
書
簡
、
会
合
記
録
な
ど
極
め

て
多
様
で
雑
多
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
分
類
で
は
こ
の
戦
前

資
料
を
さ
ら
に
「
大
型
古
資
料
」
と
「
社
史
資
料
」
と
に
区
分

し
た
。
執
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
に
引
き
込
ん
で
こ
れ
ら
を

参
照
し
、
各
章
を
書
き
上
げ
た
。
難
波
、
竹
内
、
木
原
、
中
嶋

の
各
章
は
、
主
に
「
社
史
資
料
」
を
、
土
屋
、
熊
倉
、
村
瀬
、

石
田
の
各
章
は
、「
大
型
古
資
料
」
を
主
要
な
資
料
と
し
て
い

る
。広

告
、
大
阪
、
萬
年
社
。

本
書
の
表
題
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
二
〇
歳
前
後
の
大
学
生
に
見

せ
た
な
ら
、
彼
ら
は
萬�

年�

と
い
う
言
葉
の
持
つ
響
き
か
ら
く
る

古
め
か
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

古
め
か
し
い
名
前
を
持
つ
歴
史
の
長
い
広
告
会
社
の
活
動
を
軸

に
、『
広
告
の
夜
明
け
』
を
ひ
も
と
く
。
そ
れ
は
大
阪
の
広
告

ロ
ー
カ
ル

の
み
な
ら
ず
日
本
の
近
代
広
告
の
力
の
源
泉
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
。
決
し
て
地
方
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
中
央
」
で
あ
っ

た
大
阪
を
手
が
か
り
に
日
本
の
近
代
広
告
史
を
開
く
。
本
書
は
そ
う
い
う
本
を
目
指
し
て
い
る
。

萬年社コレクション概要

（大阪新美術館建設準備室が管理）

9954点
610点

204冊
312点
57点
376点

169点
266種

8636点

※ 3）、4）の目録はウェブサイトにて公開。
※ 「企業別ファイル」は冊子内に多数の資料が保存されている。
※ 「古ポスター」は19世紀末～20世紀初頭のもの。

小分類

大型古資料
社史資料

企業別ファイル
イベント資料
広告作品
営業活動

古ポスター
1990年代ポスター

中分類

戦前資料

戦後資料（実務資料）

ポスター類

大分類

1）図書類

2）引札類

3）紙・印刷資料

4）ビデオテープ類
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（
1
）
二
〇
〇
九
年
時
点
で
整
理
済
み
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
図
書
類
・
引
札
類
が
あ
っ
た
。

（
2
）
完
成
し
た
資
料
目
録
は
、「
お
わ
り
に
」
に
示
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
検
索
可
能
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
現
在
）。
大
阪
新
美
術
館
が
開
館
す

る
二
〇
二
一
年
度
（
予
定
）
以
降
は
、
同
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
資
料
の
柱
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
目
録
に
注（
1
）に
示
し
た
図
書
類
・
引
札
類
の

目
録
を
加
え
て
ま
と
め
て
検
索
で
き
る
仕
組
み
を
実
現
す
る
予
定
。

（
3
）
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
類
を
含
む
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
体
の
所
蔵
点
数
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
石
田
論
文
が
詳
説
し
て
い
る
。
石
田
佐
恵
子
「
エ

フ
ェ
メ
ラ
メ
デ
ィ
ア
を
凝
視
す
る
―
―
萬
年
社
ア
ー
カ
イ
ブ
・
Ｃ
Ｍ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
事
例
か
ら
」（
水
島
久
光
・
原
田
健
一
編
『
デ
ジ
タ
ル

映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
の
現
在
（
仮
題
）』
学
文
社
、
二
〇
一
八
年
一
月
刊
行
予
定
）。

〈
付
記
〉
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
整
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
紙
・
印
刷
資
料
）
は
以
下
の
助
成
金
に
よ
っ
て
実
現
し
ま
し
た
。

・
吉
田
秀
雄
記
念
事
業
財
団
（
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
〇
年
度
）

・（
株
）毎
日
エ
ス
・
ピ
ー
・
シ
ー
か
ら
の
研
究
寄
付
金
（
二
〇
一
〇
―
二
〇
一
一
年
度
）

・
大
阪
市
立
大
学
重
点
研
究
、
新
産
業
創
生
研
究
（
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
四
年
度
）
ほ
か

・
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
「
旧
萬
年
社
所
蔵
資
料
に
よ
る
大
阪
の
広
告
史
研
究
」
基
盤
研
究（
Ｃ
）、
課
題
番
号24530638

（
二
〇
一
二

―
二
〇
一
五
年
度
）

は じ め に
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【
凡

例
】

本
書
で
用
い
た
萬
年
社
に
つ
い
て
の
お
も
な
基
本
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
本
文
注
記
に
あ
た
っ
て
は
、
一
部
の
書
誌
情
報
は
省
略

し
た
。

・『
新
聞
広
告
十
七
講
』
出
口
郁
郎
編

萬
年
社

一
九
二
八
年

・『
萬
年
社
創
業
録
』
上
・
中
・
下
巻
、
目
録

萬
年
社

一
九
三
〇
年

・
高
木
貞
衛
『
広
告
界
の
今
昔
』
萬
年
社

一
九
三
〇
年

・『
萬
年
社
四
十
年
史
要
』
萬
年
社

一
九
三
〇
年

・『
高
木
貞
衛
翁
伝
』
萬
年
社

一
九
五
〇
年

・『
萬
年
社
広
告
100
年
史
』
萬
年
社
100
年
史
編
纂
委
員
会
編

萬
年
社

一
九
九
〇
年

・『
広
告
論
叢
』（
戦
前
）
第
一
〜
三
〇
輯

萬
年
社
編
・
刊

一
九
二
三
年
四
月
〜
一
九
四
〇
年

・『
広
告
年
鑑
』
大
正
四
年
〜
昭
和
四
四
年
版

萬
年
社
編
・
刊

一
九
二
五
年
〜
六
九
年

・『
旧
萬
年
社
・
社
史
資
料
集
』
二
〇
一
一
・
一
二
・
一
五
年
度
版

萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
集
・
発
行

・「
大
阪
広
告
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

萬
年
社
会
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

http://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/m
annensha/

（
萬
年

社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
局
運
営
）



お
わ
り
に

難
波
功
士

最
後
に
、
本
書
の
母
体
と
な
っ
た
「
大
阪
メ
デ
ィ
ア
文
化
史
研
究
会
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
以
下
、
個
人

的
な
回
顧
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
で
、
文
体
や
敬
称
な
ど
、
や
や
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
な
る
こ
と
を
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

こ
と
の
発
端
を
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
と
も
い
う
べ
き
津
金
澤

聰
廣
先
生
・
山
本
武
利
先
生
・
有
山
輝
雄
先
生
が
関
西
の
大
学
に
そ
ろ
っ
て
お
ら
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
成
果
が
、
津
金
澤

聰
廣
・
山
本
武
利
・
有
山
輝
雄
・
吉
田
曠
二
『
近
代
日
本
の
新
聞
広
告
と
経
営
―
―
朝
日
新
聞
を
中
心
に
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七

九
年
）
で
す
。
主
と
し
て
大
阪
朝
日
新
聞
社
を
題
材
と
し
た
同
書
は
、
戦
前
の
メ
デ
ィ
ア
界
が
、
東
京
に
大
き
な
比
重
が
お
か
れ
て

い
た
出
版
業
界
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
関
東
・
関
西
の
二
つ
の
中
心
点
を
も
つ
、
楕
円
構
造
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
山
本
先
生
・
有
山
先
生
は
関
東
の
大
学
に
移
ら
れ
ま
し
た
が
、
各
先
生
方
が
新
聞
史
・
広
告
史
、
さ
ら

に
は
メ
デ
ィ
ア
史
全
般
に
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
関
西
の
メ
デ
ィ
ア
界
が
有
し
て
い
た
存
在
感
の
大
き
さ
は
、
津
金
澤
聰
廣
編
著
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン

ト
』（
同
文
舘
出
版
、
一
九
九
六
年
）、
津
金
澤
聰
廣
・
有
山
輝
雄
編
著
『
戦
時
期
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
』（
世
界
思
想
社
、
一

九
九
八
年
）、
津
金
澤
聰
廣
編
著
『
戦
後
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
―
―
1
9
4
5
―
1
9
6
0
年
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二

年
）
の
三
部
作
な
ど
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
史
（
研
究
）
の
土
壌
と
、
大
阪
市
立
大
学
に
土
屋
礼
子
さ
ん
が
着
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
が
あ
い
ま
っ
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て
、
今
世
紀
に
入
り
、
関
西
に
も
メ
デ
ィ
ア
史
関
係
の
研
究
会
を
と
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
土
屋
さ
ん
は
関
東
に
移

ら
れ
ま
し
た
が
、
当
時
は
ま
だ
サ
ン
ト
リ
ー
勤
務
だ
っ
た
竹
内
幸
絵
さ
ん
を
事
務
局
に
「
戦
時
期
広
告
史
研
究
会
」
が
立
ち
上
が
り
、

津
金
澤
先
生
、
時
に
は
東
京
か
ら
山
本
先
生
や
土
屋
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
の
研
究
会
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
一

連
の
研
究
会
で
の
報
告
が
、
井
上
祐
子
『
戦
時
グ
ラ
フ
雑
誌
の
宣
伝
戦
―
―
十
五
年
戦
争
下
の
「
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
』（
青
弓
社
、
二

〇
〇
九
年
）、
竹
内
幸
絵
『
近
代
広
告
の
誕
生
―
―
ポ
ス
タ
ー
が
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
頃
』（
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
）、
加
島
卓

『「
広
告
制
作
者
」
の
歴
史
社
会
学
―
―
近
代
日
本
に
お
け
る
個
人
と
組
織
を
め
ぐ
る
揺
ら
ぎ
』（
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
四
年
）、
石
田

あ
ゆ
う
『
戦
時
婦
人
雑
誌
の
広
告
メ
デ
ィ
ア
論
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
五
年
）、
熊
倉
一
紗
『
明
治
・
大
正
の
広
告
メ
デ
ィ
ア
―
―
「
正

月
用
引
札
」
が
語
る
も
の
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）、
田
島
奈
都
子
『
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
・
ポ
ス
タ
ー
に
み
る
日
本
の
戦
争
―
―

135
枚
が
映
し
出
す
真
実
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
う
し
た
動
き
と
、
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
（
当
時
は
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
準
備
室
）
所
蔵
「
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の

整
理
作
業
が
大
阪
市
立
大
学
な
ど
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
と
が
連
動
を
始
め
ま
す
。
同
室
の
菅
谷
富
夫
主
任
学
芸
員
の
ご
案
内
で
、

萬
年
社
が
集
め
た
引
札
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
目
に
す
る
機
会
を
得
た
り
も
し
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
「
大
阪
メ
デ
ィ
ア
文
化

史
研
究
会
」
と
し
て
、
津
金
澤
先
生
を
中
心
に
『
広
告
論
叢
』
を
読
み
直
す
研
究
会
な
ど
が
続
け
ら
れ
、
時
に
は
メ
ン
バ
ー
の
多
く

が
香
港
大
学
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
東
ア
ジ
ア
の
広
告
に
関
す
る
歴
史
研
究
」
に
参
加
す
る
な
ど
の
出
来
事
も
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
石
田
佐
恵
子
さ
ん
（
大
阪
市
立
大
学
）
を
中
心
に
進
捗
し
て
い
る
、
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
ラ
ジ
オ
Ｃ
Ｍ
や
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ

な
ど
、
映
像
・
音
声
資
料
の
整
理
の
経
過
報
告
会
に
、
研
究
会
メ
ン
バ
ー
で
参
加
・
出
席
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
緯
の

な
か
で
、
本
書
に
執
筆
し
て
い
る
顔
ぶ
れ
が
研
究
会
に
揃
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

せ
っ
か
く
の
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
研
究
成
果
を
世
に
出
し
た
い
。
と
く
に
、
整
理
の
進
ん

で
い
る
戦
前
の
紙
資
料
を
ベ
ー
ス
に
し
た
研
究
か
ら
本
に
ま
と
め
た
い
。
そ
ん
な
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
思
文
閣
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出
版
の
大
地
亜
希
子
さ
ん
が
、
同
志
社
大
学
の
竹
内
研
究
室
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
ま
す
。
本
書
に
あ
る
よ
う
に
同
志
社
大
学
と
萬
年

社
と
は
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
大
地
さ
ん
が
母
校
同
志
社
大
を
訪
れ
た
こ
と
も
何
か
の
因
縁
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
の
ち
に
大
地

さ
ん
と
熊
倉
さ
ん
が
同
じ
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
も
発
覚
し
ま
し
た
）。

そ
こ
か
ら
の
研
究
会
活
動
の
中
心
は
、
本
書
の
各
論
文
や
コ
ラ
ム
の
分
担
執
筆
者
が
構
想
を
発
表
す
る
場
と
な
っ
て
い
き
、
萬
年

社
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
山
本
先
生
・
津
金
澤
先
生
か
ら
も
ご
寄
稿
い
た
だ
く
よ
う
編
集
作
業
へ
と
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

間
、
よ
く
伴
走
い
た
だ
い
た
大
地
さ
ん
と
、
研
究
会
の
実
施
を
サ
ポ
ー
ト
い
た
だ
い
た
北
廣
麻
貴
さ
ん
（
同
志
社
大
学
社
会
学
研
究

科
）
に
は
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ま
た
も
っ
と
も
感
謝
す
べ
き
は
、
倒
産
し
た
萬
年
社
の
資
料
が
大
阪
か
ら
散
逸
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
篤
志
家
の
方
々
、
な
ら
び
に

萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
整
理
に
助
成
い
た
だ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
・
団
体
の
皆
様
で
す
。
詳
細
は
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/m
annensha/index.php

）
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
が
、
皆
様
の
お

力
添
え
な
し
に
本
書
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
萬
年
社
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
西
に
は
数
多
く
の
広
告
史
研
究

の
資
源
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
山
田
奨
治
編
『
文
化
と
し
て
の
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
高
野
光
平
・
難
波

功
士
編
『
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
考
古
学
―
―
昭
和
30
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
と
文
化
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
〇
年
）な
ど
参
照
）。
本
書
の
出

版
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ら
の
活
用
が
い
っ
そ
う
進
む
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
国
の
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
系
が
、
多
く
の
中
心
を
も
つ
同
心
円
の
重
な
り
、
も
し
く
は
多
く
の
中
心
の
多
様

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
一
極
集
中
の
弊
害
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
戦
前
の
関
西
メ
デ
ィ
ア

史
は
、
た
ん
な
る
懐
古
で
は
な
く
、
未
来
へ
の
知
恵
と
な
り
う
る
も
の
で
す
。
萬
年
社
の
挫
折
か
ら
、
関
西
メ
デ
ィ
ア
界
の
栄
枯
盛

衰
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
ま
だ
多
く
を
学
び
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
か
け
を
も
っ
て
、
本
書
の
結
び
に
か
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

お わ り に
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クラブ化粧品 124，191，239
クリスチャン

33，38，39，83，88，91，96，99，240～242
栗原伸 297

け

京華社 17～19，131，164，170，181，185，
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