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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
開
と
活
用
方
法
に
つ
い
て
の
事
例
報
告

お
よ
び
試
論
の
一
つ
で
あ
る
。
対
象
は
専
修
大
学
が
所
蔵
す
る
蜂
谷
家
文
書

で
、
こ
の
文
書
は
明
治
期
に
専
修
大
学
を
卒
業
し
た
今
村
力
三
郎
家
に
保
管
さ

れ
て
い
た
文
書
群
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
公
開
に
つ
い
て
話
を
す
る
と
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
が
、
今
村

力
三
郎
の
生
誕
一
五
〇
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

専
修
大
学
で
は
今
村
力
三
郎
に
関
す
る
記
念
事
業
を
い
く
つ
か
行
っ
た
。
一
つ

は
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
が
主
催
し
て
学
内
で
開
催
し
た
記
念
展
示

「「
反
骨
」
の
弁
護
士　

今
村
力
三
郎
」、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
専
修
大
学
創
立

一
五
〇
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
編
纂
し
て
い
る
『
専
修
大
学
史
資
料
集
』

の
う
ち
第
八
巻
を
「「
反
骨
」
の
弁
護
士　

今
村
力
三
郎
」
と
題
し
、
今
村
に
関

わ
る
資
料
集
と
し
て
刊
行
し
た
こ
と
で
あ
る
１
。
そ
の
ほ
か
、
学
外
に
お
い
て

も
飯
田
市
美
術
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
田
中
芳
男
没
後
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展

「
日
本
の
近
代
化
に
挑
ん
だ
人
び
と
‐
田
中
芳
男
と
南
信
州
の
偉
人
た
ち
‐
」２

の
な
か
で
も
今
村
力
三
郎
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
今
村
力
三
郎
の
名
前
と

業
績
が
学
内
外
に
向
け
て
発
信
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
記
念
事
業
に
お
い
て
蜂
谷
家
文
書
を
展
示
、
ま
た
は
翻
刻
掲
載
し

た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
を
「
蜂
谷
家
文
書
の
翻
刻
と
調
査
・
研
究
」
と

題
し
て
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、
平
成
二
八
年
に
急
逝
さ
れ
た
矢
野
建
一
氏

（
前
専
修
大
学
長
、
専
修
大
学
文
学
部
教
授
）
と
、
辻
達
也
氏
（
元
専
修
大
学

教
授
、
横
浜
市
立
大
学
名
誉
教
授
）、
そ
し
て
大
庭
邦
彦
氏
（
聖
徳
大
学
教

授
、
当
時
は
専
修
大
学
非
常
勤
講
師
）
で
あ
る
３
。
そ
の
解
題
に
お
い
て
「
力

三
郎
の
法
曹
・
教
育
活
動
を
支
え
た
思
想
的
骨
格
は
飯
田
時
代
に
形
成
さ
れ
て

い
た
と
見
る
の
が
自
然
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
資
料
群
を
翻
刻
・
紹
介

し
た
と
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻
』
も

そ
の
考
え
を
踏
襲
し
、
蜂
谷
家
文
書
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
も
今
村
家
お
よ
び
蜂

谷
家
の
ご
子
孫
の
方
々
の
ご
協
力
・
ご
厚
意
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
心
か
ら
御

　
瀬
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礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
は
蜂
谷
家
文
書
と
、
そ
れ
を
保
管
す
る
専
修
大
学
大
学
史
資
料

課
を
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
定
義
し
、
そ
の
活
動
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
で
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
使
命
も
し
く
は
役
割
と
は
何

か
。
携
わ
る
機
関
や
人
々
の
立
場
に
よ
っ
て
様
々
な
解
答
が
あ
る
と
は
思
う

が
、
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
西
山
伸
氏
に
よ
る
「
現
在
に
至
る
大
学
の
機
関

と
し
て
の
営
み
を
表
す
記
録
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
大
学
内
外
の
研

究
・
教
育
お
よ
び
大
学
の
管
理
運
営
に
寄
与
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
社
会
に

貢
献
す
る
こ
と
」４
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
「
親

組
織
の
運
営
の
た
め
の
資
料
（
の
う
ち
歴
史
的
資
料
と
な
っ
た
も
の
）
を
扱
」

い
、
そ
れ
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
５
。

　

確
か
に
西
山
氏
の
言
う
通
り
で
あ
る
が
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
在
り
方
は

国
公
立
大
学
と
私
立
大
学
と
は
同
じ
よ
う
に
語
れ
な
い
と
い
う
意
見
も
、
多
く

の
国
公
立
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
携
わ
る
人
々
か
ら
も
出
さ
れ
て
い
る
６
。

そ
の
違
い
の
一
つ
と
し
て
、
私
立
大
学
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
、
創
立
者

や
中
興
の
祖
な
ど
の
顕
彰
を
通
し
て
各
学
校
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形

成
・
確
認
・
周
知
が
そ
の
役
割
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
慶
応
義
塾
大
学
の
「
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
」、
津
田
塾
大
学
の
「
津
田
梅

子
資
料
室
」
の
よ
う
な
創
立
者
の
名
前
を
冠
し
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
私

立
大
学
に
は
設
立
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
「
情
報
公
開
法
」
や
「
公
文
書
管
理
法
」
に
縛
ら
れ
な
い
私

立
大
学
に
お
け
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
在
り
方
は
、
各
校
が
そ
れ
ぞ
れ
に
模

索
し
な
が
ら
、
よ
り
良
い
方
法
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
、
各
校
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
ど
の
よ
う
な
資
料
を
収
集
す
れ
ば
良
い
の

か
。
こ
の
問
題
も
長
年
、
議
論
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
現
状
、
組
織
運
営
に
直

接
、
関
係
し
て
な
い
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
機
関
も
多
く
あ
る
。
そ
の
一
つ
が

大
学
関
係
者
の
入
学
前
の
幼
青
年
期
や
祖
先
に
関
す
る
資
料
で
あ
ろ
う
。
蜂
谷

家
文
書
は
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
意
味
で
は
蜂
谷
家
文
書
は
必
ず
し
も

「
親
組
織
の
運
営
の
た
め
の
資
料
」
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
専
修
大
学
が
保

管
す
る
資
料
群
で
あ
る
限
り
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
、
社
会
貢
献
に
資

す
る
よ
う
に
保
存
・
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
必
要
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
自
ら
の
組
織
運
営
の
た
め
で
な
い
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
け
ば
、
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を

考
え
て
い
き
た
い
。

１
．
蜂
谷
家
の
概
略
と
今
村
力
三
郎
の
略
歴

　

蜂
谷
家
文
書
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
今
村
力
三
郎
に
つ
い
て
説
明
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
今
村
力
三
郎
の
生
涯
と
蜂
谷
家
に
触
れ
て

お
く
。
前
述
し
た
蜂
谷
家
文
書
を
最
初
に
紹
介
し
た
矢
野
建
一
氏
の
解
題
７
に

よ
る
と
、
今
村
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
年
五
月
二
日
に
長
野
県
下
伊
那

郡
上
飯
田
村
字
箕
瀬
（
現
・
長
野
県
飯
田
市
）
に
お
い
て
蜂
谷
重
蔵
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
実
は
今
村
力
三
郎
と
な
っ
た
の
は
、
後
年
の
こ
と
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で
、
も
と
も
と
は
蜂
谷
力
三
郎
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
蜂
谷
家
と

は
今
村
力
三
郎
の
生
家
で
、
蜂
谷
家
文
書
と
は
そ
の
蜂
谷
家
が
所
蔵
し
て
い
た

文
書
群
の
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
蜂
谷
家
と
は
ど
ん
な
家
だ
っ
た
の
か
。
先
祖
に
つ
い
て
今
村
自
身
が

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
僕
の
生
家
は
、
南
信
の
一
農
家
で
、
先
祖
は
光

秀
と
同
じ
く
、
美
濃
の
土
岐
源
氏
の
一
族
で
、
戦
国
時
代
戦
に
敗
れ
て
、
信
濃

へ
落
ち
た
」。ま
た
「
幕
府
時
代
に
は
代
々
庄
屋
の
家
柄
で
あ
つ
た
」
と
い
う
８
。

　

さ
ら
に
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
に
当
時
の
蜂
谷
家
の
当
主
・
徹
氏
（
故

人
）
が
、
蜂
谷
家
の
過
去
帳
の
写
し
を
菩
提
寺
で
あ
る
阿
弥
陀
寺
（
長
野
県
飯

田
市
丸
山
町
）
に
納
め
た
際
、
次
の
よ
う
な
文
章
９
を
書
き
残
し
て
い
る
。

美
濃
国
（
現
岐
阜
県
武
儀
郡
）
蜂
屋
村
（
現
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
）
の
一

族
で
あ
つ
た
当
家
の
先
祖
は
、
永
禄
十
年
（
西
暦
一
五
六
七
年
）
美
濃
稲

葉
城
が
織
田
信
長
に
よ
つ
て
攻
略
さ
れ
た
際
、
城
主
斎
藤
義（
マ
マ
）龍に

組
し
た

た
め
、
敗
北
後
、
伊
那
谷
に
逃
れ
て
上
飯
田
村
に
定
住
し
、
屋
号
を
弓
矢

と
称
し
て
代
々
生
計
を
営
ん
で
き
た
も
の
と
伝
聞
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
、
蜂
谷
家
は
、
も
と
は
美
濃
国
加
茂
郡
蜂
屋
村
の
出
身

で
あ
っ
た
が
、
永
禄
一
〇
年
、
稲
葉
山
城
主
・
斎
藤
龍
興
が
信
長
に
敗
れ
た
際

に
、
伊
那
谷
に
敗
走
、
そ
し
て
上
飯
田
村
に
定
住
し
た
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
屋
号
は
「
弓
矢
」。
そ
し
て
代
々
、
庄
屋
を
務
め
る
ほ
ど
の
家
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
本
人
は
「
貧
乏
は
つ
き
も
の
で
、
何
れ
の
時
代
に
も
、
豪
農

と
か
、
金
持
と
か
謂
ふ
べ
き
歴
史
は
無
か
つ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

今
村
力
三
郎
（
当
時
は
蜂
谷
で
あ
る
が
、
繁
雑
を
さ
け
る
た
め
に
本
稿
で
は

今
村
姓
で
通
す
）
が
、
実
家
の
破
産
の
た
め
に
、
親
子
三
人
で
長
野
か
ら
東
京

府
神
田
区
猿
楽
町
一
丁
目
（
元
・
千
代
田
区
）
に
上
京
し
た
の
は
明
治
一
七
年

（
一
八
八
四
）
四
月
の
こ
と
で
、
一
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
父
・
重
蔵
は
壮
年

の
頃
に
江
戸
に
住
ん
で
い
た
経
験
が
あ
り
、
蜂
谷
家
再
興
が
そ
の
目
的
だ
っ
た

と
い
う
。
そ
し
て
当
時
、
飯
田
で
は
こ
う
し
て
没
落
し
た
人
間
が
江
戸
に
出
稼

ぎ
に
い
く
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、「
江
戸
稼
ぎ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

と
も
書
き
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
猿
楽
町
一
丁
目
時
代
の
蜂
谷
家
は
病
気
に
な
っ
て
も
薬
代
す
ら
払
え
な

い
ほ
ど
の
「
貧
乏
の
ド
ン
底
」
で
あ
っ
た
が
、
懸
命
に
働
い
た
甲
斐
も
あ
り
、

貯
え
も
で
き
、
パ
ン
屋
を
開
業
。
よ
う
や
く
生
活
も
落
ち
着
い
た
こ
と
か
ら
、

今
村
は
念
願
で
あ
っ
た
陸
軍
を
志
願
す
る
も
体
格
検
査
で
落
第
す
る
。
こ
の

時
、
父
・
重
蔵
が
息
子
の
将
来
に
つ
い
て
相
談
し
た
の
が
、
飯
田
藩
で
家
老
を

務
め
て
い
た
石
沢
謹
五
郎
（
こ
の
時
期
、
小
菅
に
あ
っ
た
東
京
集
治
監
の
典
獄

を
務
め
て
い
た
）
で
あ
っ
た
。
石
沢
か
ら
は
す
ぐ
に
今
村
を
「
押
丁
」（
旧
監

獄
官
制
に
よ
る
職
名
で
下
級
官
吏
）
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
返
事
が
あ
っ
た

と
い
う
。

　

結
局
は
、
こ
の
話
を
断
り
、
明
治
一
八
年
に
大
審
院
判
事
・
伴
正
臣
の
書
生

と
な
り
、
そ
し
て
翌
一
九
年
三
月
に
大
審
院
の
書
記
も
し
く
は
判
事
補
を
目
指

し
法
律
を
勉
強
す
る
た
め
に
専
修
学
校
法
律
科
（
現
・
専
修
大
学
）
に
入
学
。

昼
は
書
生
、
夜
が
学
生
と
二
足
草
鞋
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、
専
修
学
校
に
通
う

多
く
の
学
生
は
そ
う
だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

明
治
二
一
年
、
在
学
中
に
先
輩
と
と
も
に
代
言
人
試
験
を
受
験
し
た
と
こ
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ろ
、
見
事
に
合
格
。
卒
業
試
験
も
優
秀
な
成
績
で
合
格
し
、
法
律
科
を
首
席
で

卒
業
し
た
。

　

弁
護
士
と
し
て
初
め
て
法
廷
に
立
っ
た
の
は
明
治
二
二
年
、
二
三
歳
の
時

で
、
以
降
、
故
郷
・
飯
田
や
群
馬
県
高
崎
で
短
期
間
、
判
事
と
し
て
働
い
た
以

外
は
、
弁
護
士
と
し
て
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
長
き
に
渡
り
活
躍
し
た
。
戦
後

は
高
齢
の
た
め
ほ
と
ん
ど
事
件
に
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
亡
く
な
る
ま

で
約
六
五
年
間
、
法
曹
界
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

今
村
の
担
当
し
た
主
な
事
件
の
名
前
の
み
を
挙
げ
る
と
、
大
逆
事
件
、
金
剛

事
件
、
五
・
一
五
事
件
、
血
盟
団
事
件
、
神
兵
隊
事
件
、
帝
人
事
件
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
は
、
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室

が
翻
刻
ま
た
は
影
印
に
し
て
刊
行
し
て
い
る
が
、
著
名
な
事
件
を
数
々
と
手
掛

け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
生
涯
を
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
、
当
時
と
し
て
は
「
東
京
弁
護

士
界
の
花
形
十
人
」
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
有
名
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
蜂
谷
家
文
書
を
専
修
大
学
が
保
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。

　

今
村
は
、
た
ん
に
専
修
大
学
出
身
の
著
名
な
弁
護
士
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
専
修
大
学
の
経
営
に
も
深
く
関
与
し
て
い
る
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

七
月
に
社
団
法
人
専
修
大
学
と
組
織
変
更
し
た
際
、
社
員
（
役
員
）
に
選
出
さ

れ
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
思
わ
れ
る
が
、
以
後
、
戦
前
は
評
議
員
・
監
事
・
理

事
に
も
就
任
し
て
い
る
。

　

終
戦
後
、
授
業
の
再
開
と
と
も
に
始
ま
っ
た
学
生
た
ち
に
よ
る
学
園
改
革
運

動
は
激
し
さ
を
増
し
、
時
の
総
長
・
小
泉
嘉
章
に
対
す
る
退
陣
要
求
に
ま
で
発

展
し
た
。
こ
れ
を
受
け
小
泉
は
辞
任
す
る
。
こ
の
時
、
学
生
・
卒
業
生
・
教
職

員
が
一
丸
と
な
っ
て
次
の
総
長
に
と
推
挙
し
た
の
が
今
村
力
三
郎
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
民
主
的
な
大
学
運
営
を
今
村
に
託
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
声
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
八
〇
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
り
な
が
ら
総
長

に
就
任
し
た
今
村
は
、
積
極
的
に
教
学
・
法
人
の
両
組
織
の
整
備
を
図
る
。
さ

ら
に
は
自
宅
や
別
荘
を
売
り
払
い
、
そ
の
お
金
を
大
学
に
寄
付
す
る
な
ど
財
政

難
に
苦
心
す
る
大
学
の
た
め
に
私
財
を
な
げ
う
ち
、
母
校
の
復
興
に
尽
力
し

た
。
現
在
の
文
系
総
合
大
学
・
専
修
大
学
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
人
物
の
一
人

で
、
専
修
大
学
に
と
っ
て
は
著
名
な
卒
業
生
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
中
興
の

祖
」
に
あ
た
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

２
．
専
修
大
学
に
よ
る
今
村
力
三
郎
の
顕
彰
と
関
係
資
料
の
収
集

　

今
村
力
三
郎
が
、
学
内
に
お
い
て
専
修
大
学
発
展
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
専
修
大
学
は
今
村

の
存
命
中
か
ら
、
名
前
を
冠
し
た
研
究
所
を
設
立
し
て
い
る
。
専
修
大
学
が
新

制
大
学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。

実
は
専
修
大
学
に
は
創
立
者
の
名
前
を
冠
し
た
建
物
や
部
屋
は
も
ち
ろ
ん
研
究

所
も
な
い
。
し
か
し
今
村
だ
け
は
「
今
村
法
律
研
究
室
」「
今
村
力
三
郎
記
念

ホ
ー
ル
」
と
名
前
を
冠
し
た
研
究
所
や
部
屋
が
存
在
す
る
。
い
か
に
今
村
が
専

修
大
学
に
と
っ
て
重
要
な
人
物
と
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
今
村
に
関
す
る
資
料
も
早
く
か
ら
収
集
し
、
専
修
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大
学
内
に
分
散
さ
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
⓾
。
と
く
に
専
修
大
学
図
書
館
神
田

分
館
が
所
蔵
す
る
資
料
は
、
今
村
力
三
郎
が
生
前
、
総
長
時
代
に
大
学
に
寄
贈

し
た
資
料
群
で
、
自
ら
が
関
わ
っ
た
訴
訟
に
関
す
る
文
書
資
料
と
蔵
書
を
中
心

と
し
た
図
書
資
料
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
葉
書
類
、
帰
一
協
会
や
護
国
共

済
会
に
関
す
る
資
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、
弁
護
士
と
し
て
の
今
村
力
三
郎
を
研

究
す
る
際
の
基
本
資
料
群
で
あ
る
。

　

こ
の
資
料
群
を
翻
刻
・
紹
介
し
て
い
る
の
が
、
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室

で
、
昭
和
五
二
年
に
刊
行
し
た
『
今
村
力
三
郎
訴
訟
記
録
一　

金
剛
事
件　

第

一
巻
』
を
皮
切
り
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
今
村
が
関
わ
っ
た
日
本
近
代
史
上
の

重
要
な
事
件
を
選
び
、
訴
訟
記
録
を
翻
刻
・
影
印
本
と
し
て
刊
行
し
続
け
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
今
村
力
三
郎
の
顕
彰
・
研
究
を
主
導
し
て
き
た
の
は
こ
の

研
究
所
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
ヶ
所
、
専
修
大
学
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
担
う
大
学
史
資

料
課
に
も
今
村
力
三
郎
に
関
す
る
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
昭
和

五
九
年
に
今
村
力
三
郎
の
ご
遺
族
か
ら
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
そ
の
内
容

は
、
硯
や
盃
、
衣
類
（
法
衣
な
ど
）、
写
真
（
ア
ル
バ
ム
）、
家
族
宛
て
の
葉

書
、
自
筆
の
草
稿
な
ど
で
あ
る
。
賞
状
や
辞
令
の
類
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。
形

態
も
種
別
も
様
々
で
あ
り
、
弁
護
士
と
し
て
で
は
な
く
今
村
個
人
を
知
る
う
え

で
貴
重
な
資
料
群
で
あ
る
。
蜂
谷
家
文
書
も
現
在
、
大
学
史
資
料
課
に
移
管
さ

れ
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
今
村
に
関
す
る
資
料
群
の
概
略
を
記
し
た
が
、
大
き
な
課
題
と
し

て
、
大
学
が
所
蔵
す
る
資
料
群
を
一
括
し
て
検
索
・
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
は
資
料
群
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
目
録
が
な
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
今
村
研
究
の
今
後
を
考
え
て
い
く
う
え
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

３
．
蜂
谷
家
文
書
の
概
要
と
蜂
谷
家
お
よ
び
今
村
家
の
関
連
に
つ
い
て

　

本
題
で
あ
る
蜂
谷
家
文
書
に
話
を
戻
そ
う
。
蜂
谷
家
文
書
の
来
歴
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
矢
野
建
一
氏
の
解
題
⓫
に
よ
る
と
、
今
村
力
三
郎
の
令
孫
か
ら
元

専
修
大
学
文
学
部
教
授
の
辻
達
也
氏
に
寄
託
さ
れ
た
と
あ
る
。
総
点
数
は
八
六

点
。「
時
代
的
に
は
江
戸
中
期
か
ら
大
正
時
代
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
力
三
郎

の
育
っ
た
幕
末
維
新
期
の
上
飯
田
村
や
蜂
谷
家
の
様
子
を
物
語
る
史
料
も
多

い
」
と
記
し
て
い
る
が
、
昭
和
期
の
史
料
も
あ
る
。
な
ぜ
今
村
力
三
郎
が
、
生

家
で
あ
る
蜂
谷
家
当
主
が
代
々
大
事
に
保
管
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
文
書
群
を

持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

明
治
期
以
降
の
蜂
谷
家
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
前
述
し
た
蜂
谷
徹
氏
が

写
さ
れ
た
「
上
飯
田
町
羽
場
区
共
有
保
権
会
抜
書
」⓬
に
よ
る
と
、
力
三
郎
が

父
・
重
蔵
の
退
隠
に
よ
り
家
督
を
継
い
だ
の
は
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
九

月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
年
後
に
は
一
家
全
員
で
上
京
し
、
同
一
九
年

に
専
修
学
校
に
入
学
し
た
際
は
蜂
谷
力
三
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
。
今
村
家
に
養

子
に
入
っ
た
の
は
在
学
中
の
明
治
一
九
年
一
二
月
一
五
日
、
二
〇
歳
の
時
で
、

そ
の
際
、
蜂
谷
家
の
家
督
は
再
び
父
・
重
蔵
が
再
相
続
し
て
い
る
。
重
蔵
は
明

治
三
九
年
一
二
月
二
三
日
に
死
去
し
、
当
主
は
重
蔵
の
妻
で
あ
る
「
し
な
」
が

相
続
。
そ
し
て
そ
の
後
、
同
郷
・
上
飯
田
村
出
身
の
北
原
早
苗
が
今
村
力
三
郎
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の
長
女
・
富
貴
子
と
結
婚
し
、
蜂
谷
家
に
養
子
に
入
っ
た
こ
と
で
、
蜂
谷
早
苗

と
な
り
当
主
と
な
っ
た
。
現
在
は
早
苗
の
令
孫
が
蜂
谷
家
を
守
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
今
村
自
身
は
蜂
谷
家
を
離
れ
た
が
、
自
身
の
長
女
を
蜂
谷
家
に

嫁
が
せ
る
こ
と
で
、
蜂
谷
家
を
存
続
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
来
、
蜂
谷
家
が

代
々
保
管
す
べ
き
文
書
を
今
村
家
が
保
管
し
て
い
た
の
は
、
今
村
自
身
が
一
時

期
で
は
あ
る
が
、
蜂
谷
家
の
当
主
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
。
蜂
谷
家
の
長
男
に
生
ま
れ
た
力
三

郎
が
な
ぜ
今
村
姓
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
二
八
年
（
二
〇

一
六
）
一
二
月
に
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
に
宛
て
て
手
紙
⓭
を
送
付
い
た

だ
い
た
飯
田
市
出
身
の
方
が
祖
父
な
ど
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、
今
村
力
三
郎
は

蜂
谷
家
の
長
男
で
は
な
く
三
男
だ
っ
た
と
い
う
。
力
三
郎
と
い
う
名
前
か
ら
し

て
も
十
分
に
あ
り
う
る
話
で
あ
り
、
蜂
谷
家
の
方
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
「
過

去
帳
」
の
写
し
に
も
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
正
月
に
「
重
蔵
忰
」
が
亡
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
史
料
に
は
「
文
久
元
年
酉
四
月
七

日
」
に
「
蜂
谷
重
造
妻
」
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
昭
和
五
年
五

月
」
に
は
「
重
造
後
妻
今
村
力
三
郎
母
」
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
記
述
も

あ
る
の
で
、
蜂
谷
重
蔵
に
は
先
妻
の
も
と
に
夭
逝
し
た
息
子
が
い
た
と
考
え
ら

れ
、
力
三
郎
は
、
後
妻
で
あ
る
「
し
な
」
の
長
男
で
は
あ
っ
た
が
、
蜂
谷
重
蔵

の
子
息
と
し
て
は
三
男
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
村
家
に
養
子
に
い
っ
た
明
治
一
九
年
の
段
階
で

は
、
力
三
郎
は
蜂
谷
家
に
と
っ
て
唯
一
の
男
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
辻
達
也
氏
お
よ
び
先
に
手
紙
を
紹
介
し
た
飯
田
市
出

身
の
方
も
、
徴
兵
免
除
を
ね
ら
っ
て
「
う
め
」
と
い
う
寡
婦
一
人
き
り
で
あ
っ

た
今
村
家
に
長
男
と
し
て
養
子
に
入
っ
た
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
る
⓮
。
確
か

に
こ
の
時
期
、
間
も
な
く
二
〇
歳
を
迎
え
る
力
三
郎
の
徴
兵
問
題
は
蜂
谷
家
に

と
っ
て
も
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

当
時
、
戸
主
で
あ
れ
ば
徴
兵
を
回
避
で
き
た
と
辻
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、
先

に
挙
げ
た
よ
う
に
今
村
力
三
郎
は
明
治
一
六
年
に
す
で
に
蜂
谷
家
の
家
督
を
継

い
で
い
る
。
力
三
郎
が
今
村
家
に
養
子
に
入
っ
た
時
、
重
蔵
は
す
で
に
六
〇
歳

近
い
年
齢
で
あ
っ
た
。
唯
一
の
跡
継
ぎ
で
あ
る
力
三
郎
が
、
か
つ
て
は
庄
屋
ま

で
務
め
た
蜂
谷
家
の
当
主
と
い
う
立
場
を
捨
て
、
今
村
家
に
養
子
に
入
っ
た
理

由
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
、
徴
兵
免
除
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
当
該

期
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
今
村
家
の
調
査
、
そ
し
て
蜂
谷
家
や
今
村
家
が
飯
田
地

域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査

を
行
い
、
再
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
点
、
力
三
郎
の
今
村
家
へ
の
養
子
に
つ
い
て
、
矢
野
建
一
氏
に
よ
る

仮
説
⓯
を
紹
介
し
て
お
く
。
矢
野
氏
は
力
三
郎
の
今
村
家
の
養
子
入
り
を
明
治

期
の
飯
田
地
域
に
お
け
る
地
域
経
済
の
変
遷
と
松
方
デ
フ
レ
と
の
関
係
で
捉
え

よ
う
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
蜂
谷
家
の
破
産
は
松
方
デ
フ
レ
経
済
政
策
に

よ
る
も
の
で
、
蜂
谷
家
の
負
債
を
力
三
郎
に
引
き
継
が
せ
な
い
よ
う
に
他
家
へ

養
子
に
出
し
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

『
飯
田
・
上
飯
田
の
歴
史
』⓰
で
も
、
松
方
デ
フ
レ
が
飯
田
の
地
域
経
済
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
、「
米
・
繭
な
ど
物
価
が
下
落
し
、
深
刻
な
不
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況
が
全
国
に
及
ぶ
と
、
農
民
の
負
担
は
著
し
く
重
く
な
り
、
土
地
を
手
放
し
て

没
落
す
る
農
民
が
増
加
」
し
た
と
あ
り
、
下
伊
那
は
商
品
経
済
が
浸
透
し
て
い

た
た
め
、
そ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
蜂
谷
家
も
そ
の

一
例
で
あ
る
と
矢
野
氏
は
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
蜂
谷
家
が
東
京
に
出
て
来
た

こ
と
も
、
江
戸
時
代
、「
椋
鳥
」
と
称
さ
れ
た
信
州
人
の
出
稼
ぎ
の
伝
統
を
引

き
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
を
進
め
て
い
る
。

　

残
念
な
が
ら
矢
野
氏
は
急
逝
さ
れ
た
た
め
、
ご
本
人
で
こ
の
説
を
証
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
近
代
に
お
け
る
飯
田
地
域
の
特
徴
を
考
え
る
う
え
で

も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
調
査
も
進
め
て
い
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

４
．
上
飯
田
村
の
研
究
の
現
状
と
蜂
谷
家
文
書
利
用
の
可
能
性

　

本
章
で
は
今
村
力
三
郎
の
生
涯
お
よ
び
蜂
谷
家
文
書
を
通
し
て
上
飯
田
村
、

ま
た
は
飯
田
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
手
が
か
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

当
該
地
域
に
お
け
る
研
究
は
、
古
く
は
市
村
咸
人
氏
や
平
沢
清
人
氏
の
よ
う

な
郷
土
に
根
付
い
た
研
究
者
や
、
近
世
の
伊
那
地
方
で
み
ら
れ
た
社
会
お
よ
び

農
業
制
度
で
あ
る
「
御
館
・
被
官
制
度
」
を
明
ら
か
に
し
た
古
島
敏
雄
氏
を
は

じ
め
非
常
に
多
い
。
さ
ら
に
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
設
立
さ
れ
た
飯
田

市
歴
史
研
究
所
の
方
々
に
よ
り
研
究
は
深
化
し
て
い
る
。
と
く
に
上
飯
田
地
域

に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
多
和
田
雅
保
氏
の
研
究
が
も
っ
と
も
大
き
な
成

果
を
挙
げ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
⓱
。
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
成

果
に
学
び
つ
つ
、
問
題
を
整
理
し
て
い
き
た
い
。

　

蜂
谷
家
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
今
村
は
、
蜂
谷
家
は

「
幕
府
時
代
に
は
代
々
庄
屋
の
家
柄
」
と
述
べ
て
い
る
が
、『
羽
場
曙
友
会
誌
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
歴
代
の
庄
屋
」⓲
を
見
る
と
、
上
飯
田
村
に
お
い
て
蜂

谷
家
が
庄
屋
を
務
め
て
い
た
の
は
力
三
郎
の
父
・
重
蔵
が
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
と
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
務
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
飯

田
市
歴
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
慶
応
四
年
三
月
の
「
借
家
浄
土
宗
門
人
別
御
改

帳
」
に
は
「
上
飯
田
村
庄
屋　

重
蔵
下
」、
同
じ
く
同
年
三
月
の
「
浄
土
宗
門

人
別
御
改
帳
」
に
も
「
上
飯
田
村
庄
屋　

重
蔵
下
」
と
、
そ
の
名
前
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
蜂
谷
家
文
書
に
入
っ
て
い
る
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
「
上
郷
中

六
ヶ
村
割
合
高
覚
帳
」
に
も
「
庄
屋
重
蔵
」
の
文
字
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
少

な
く
と
も
、
元
治
元
年
・
慶
応
二
年
・
慶
応
四
年
・
明
治
四
年
は
、
重
蔵
が
上

飯
田
村
の
庄
屋
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
羽
場
曙
友
会
誌
』
の
村
役

人
一
覧
は
、
羽
場
曙
友
会
が
所
蔵
し
て
い
た
資
料
や
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を

踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
度
、
再
検
討
す
る
必
要
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
上
飯
田
村
の
村
政
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
蜂
谷
家
文
書
に
も
関
連
す

る
史
料
が
入
っ
て
い
る
。
上
飯
田
村
は
、
近
世
中
期
ま
で
は
、
羽
場
・
丸
山

（
中
山
道
）・
東
野
と
い
う
三
つ
の
地
区
が
交
代
で
庄
屋
を
務
め
て
い
た
が
、
宝

暦
七
年
（
一
七
五
七
）
の
村
分
け
に
よ
り
羽
場
と
丸
山
・
東
野
で
は
別
々
に
村

役
人
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
⓳
。
こ
の
村
分
け
に
つ
い
て
は
『
飯
田
・

上
飯
田
の
歴
史
』⓴
で
も
「
上
飯
田
村
の
内
分
け
」
と
題
し
た
項
目
を
立
て
、

『
羽
場
曙
友
会
誌
』『
丸
山
誌
』
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
丸
山
・
東
野
の
百
姓
九
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名
を
差
出
人
と
す
る
郡
奉
行
宛
て
の
願
書
の
下
書
き
を
史
料
と
し
て
、
そ
の
意

義
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
分
析
内
容
に
つ
い
て
は
本
文
を
見
て
も
ら
い

た
い
が
、
こ
の
「
上
飯
田
村
の
内
分
け
」
を
執
筆
し
た
多
和
田
氏
も
こ
の
願
書

下
書
き
に
見
ら
れ
る
丸
山
・
東
野
側
の
「
主
張
が
事
実
か
ど
う
か
は
別
で
す

し
、
こ
れ
に
対
す
る
羽
場
の
側
の
反
論
も
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
村
分
け
に
関
連
し
て
、
蜂
谷
家
文
書
に
は
「
覚
書
（
東
野
仲
山
道
百
姓

出
入
に
付
）」
と
題
さ
れ
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
宝
暦
六
年
七

月
か
ら
こ
の
同
七
年
一
一
月
に
こ
の
問
題
が
ま
と
ま
る
ま
で
を
日
記
形
式
で
記

し
た
も
の
で
、
羽
場
の
村
役
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
協
議
す
る
様
子
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
だ
け
で
は
、
個
々
の
詳
細
な
動
き
を
知
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
こ
の
問
題
の
全
体
像
を
掴
む
こ
と
が
で
き
な
い
。『
羽
場
曙
友

会
誌
』『
丸
山
誌
』
そ
し
て
『
飯
田
・
上
飯
田
の
歴
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

宝
暦
六
年
の
村
分
け
関
連
史
料
と
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
初
め
て
蜂
谷
家
文
書

収
録
の
史
料
が
歴
史
的
分
析
を
行
う
う
え
で
役
立
つ
の
で
あ
る
。

　

詳
細
は
目
録
を
見
て
も
ら
い
た
い
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
ほ
か
の
史
料

も
同
様
で
あ
る
。
蜂
谷
家
に
は
村
を
知
る
う
え
で
重
要
な
史
料
と
な
る
検
地

帳
・
永
引
帳
・
物
成
勘
定
帳
の
ほ
か
、
助
郷
・
伝
馬
・
人
足
役
に
関
す
る
史
料

も
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
補
う
に
足
る
資
料
群
で
あ
る
。
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
蜂
谷
家
文
書
と
地
域
に
残
る
史
料
を
合
わ
せ
て
見
る
こ
と

で
そ
の
歴
史
的
変
遷
の
解
明
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

蜂
谷
家
に
話
を
戻
す
と
、
山
田
居
麓
氏
の
『
上
飯
田
村
村
役
人
と
そ
の
文
献

及
伝
承
』㉑
を
見
る
と
、
上
飯
田
に
は
蜂
谷
家
が
二
軒
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
軒
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
今
村
力
三
郎
の
本
家
で
あ
る
蜂
谷
氏
。
そ

の
系
図
は
「
蜂
谷
氏
。
重
蔵
‐
十
蔵
‐
忠
蔵
‐
市
右
衛
門
‐
新
助
‐
重
蔵
（
羽

場
、
屋
号
・
弓
矢
）」
と
あ
る
。
も
う
一
軒
は
「
蜂
谷
氏　

権
四
郎
‐
利
兵
衛

（
丸
山
、
屋
号
柚
ノ
木
）
羽
場
弓
矢
蜂
谷
氏
ノ
分
家
ト
伝
フ
。
権
四
郎
ハ
同
家

歴
代
ノ
通
称
ナ
リ
」
と
い
う
。
つ
ま
り
上
飯
田
村
に
は
羽
場
に
居
を
構
え
、
弓

矢
と
号
し
た
本
家
と
丸
山
に
居
を
構
え
、
柚
ノ
木
と
号
し
た
分
家
の
二
軒
の
蜂

谷
家
が
あ
っ
た
。

　

弓
矢
・
蜂
谷
家
は
前
述
し
た
通
り
、
美
濃
の
出
身
で
戦
国
期
に
上
飯
田
村
に

移
住
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
系
図
を
見
る
限
り
、
六
代
し
か
記

さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
上
飯
田
町
羽
場
区
共
有
保
権
会
抜
書
」㉒
に
も
宝

暦
六
年
に
加
入
し
た
忠
蔵
の
名
前
が
最
初
に
登
場
し
、
重
蔵
は
数
え
て
七
代
目

に
あ
た
る
。
た
だ
し
羽
場
曙
友
会
は
宝
暦
六
年
に
設
立
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宝

暦
以
前
の
蜂
谷
家
の
当
主
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ

う
。

　

そ
の
点
、
蜂
谷
家
に
残
る
過
去
帳
の
写
し
に
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に

逝
去
し
た
人
物
と
し
て
「
心
誉
一
法
信
士
」
の
戒
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
蜂
谷

家
の
歴
史
が
少
な
く
と
も
近
世
初
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
で
は
蜂

谷
家
は
い
つ
頃
か
ら
上
飯
田
村
に
お
い
て
村
役
人
を
務
め
て
い
た
の
か
。

　

蜂
谷
家
文
書
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
寛
文

一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
「
上
飯
田
村
新
井
筋
引
方
帳
写
」
と
題
さ
れ
た
橫
丁

で
あ
る
。
辻
氏
は
「
年
代
の
古
い
も
の
の
多
く
は
、
近
世
中
頃
（
年
代
は
明
ら
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か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
享
保
～
寛
保
〈
１
９
（
マ
マ
）１
６
～
43
〉
頃
）
上
飯
田
村
の

庄
屋
を
勤
め
て
い
た
蜂
谷
十
蔵
が
、
自
分
の
手
控
え
と
し
て
写
し
て
お
い
た
村

方
文
書
の
一
部
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
根
拠
を
何
点
か
の
文
書
の
表
紙
に
記

さ
れ
て
い
る
「
此
張
紙
、
十
蔵
自
分
入
用
ニ
写
置
、
自
今
以
後
余
仁
江
相
渡
ス

帳
ニ
而
ハ
無
之
候
、
延
宝
ゟ
寛
保
二
戌
迄
、
廿
八
冊
之
内
」
と
い
う
文
言
に
求

め
て
い
る
㉓
。

　

し
か
し
、
こ
の
文
言
は
、
自
分
が
庄
屋
を
務
め
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
文
書

を
あ
く
ま
で
も
自
分
が
村
政
を
行
う
う
え
で
の
参
考
と
し
て
庄
屋
在
職
期
間
に

写
し
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
の
文
書
は
引
継
文
書
に
は
含
め
な
い
よ
う
に

但
し
書
き
を
し
た
、
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
と
い
う
の
も
『
上
飯
田
村
村
役

人
と
そ
の
文
献
及
伝
承
』
に
も
近
世
中
期
ま
で
蜂
谷
家
の
当
主
に
該
当
す
る
よ

う
な
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
少
な
く
と
も

宝
暦
六
年
の
村
分
け
以
降
、
新
た
に
村
役
人
と
し
て
追
加
さ
れ
た
家
と
も
考
え

ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
但
し
書
き
を
文
書
に
書
き
入
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

『
上
飯
田
村
村
役
人
と
そ
の
文
献
及
伝
承
』
に
は
編
者
で
あ
る
山
田
が
、
蜂

谷
重
蔵
に
聞
い
た
話
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

松
沢
新
太
郎
、
松
下
平
左
衛
門
の
二
人
は
、
出
来
分
に
も
長
百
姓
を
定
む

る
を
便
宜
な
り
と
て
、
後
に
追
加
御
届
せ
し
由
、
故
人
の
蜂
谷
重
蔵
翁
生

前
に
語
ら
れ
た
り

こ
の
よ
う
に
上
飯
田
村
で
は
、
長
百
姓
を
務
め
る
家
を
追
加
し
て
い
る
例
が
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
は
調
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

　

明
治
五
年
四
月
、
太
政
官
布
告
に
よ
り
、
旧
来
の
庄
屋
（
名
主
）
な
ど
村
役

人
の
呼
称
は
廃
止
さ
れ
、
戸
長
・
副
戸
長
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
重
蔵

は
、
上
飯
田
村
羽
場
地
域
に
お
け
る
最
後
の
庄
屋
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
蜂
谷
家
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
庄
屋
と
し
て
上
飯
田

村
の
村
政
を
担
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
蜂
谷
家
が

幕
末
に
な
っ
て
、
庄
屋
を
務
め
る
家
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
幕
末
維
新
期
の
上
飯
田
村
の
一
つ
の
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
う
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
．
近
代
に
お
け
る
今
村
力
三
郎
と
飯
田
地
域
と
の
繋
が
り

　

最
後
に
今
村
力
三
郎
お
よ
び
蜂
谷
家
と
飯
田
地
域
に
お
け
る
明
治
期
以
降
の

繋
が
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
と
い
う
の
も
蜂
谷
家
文
書
は
近
世
だ
け
で
な

く
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
書
か
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
矢
野
氏
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
九
月
か
ら
同
五
年
三
月
に
か
け
て
上

飯
田
村
の
村
民
か
ら
出
さ
れ
た
二
〇
件
の
願
書
を
ま
と
め
た
「
諸
願
書
扣
帳
」

の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
な
か
に
酒
造
業
・
醤
油
製
造
業
・
油
絞
り
業
な
ど
営

業
継
続
認
可
、
ま
た
は
新
規
許
可
を
求
め
る
願
書
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
、
当

該
地
域
は
近
世
よ
り
農
村
商
工
業
が
発
達
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
可

能
に
し
た
交
通
網
の
発
達
を
評
価
し
、
そ
れ
が
明
治
初
期
に
も
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
を
評
価
し
て
い
る
㉔
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
地
域
経
済
の
発
展
が
今
村
力

三
郎
の
思
想
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
こ
れ
を
今
後
の
大
き
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な
課
題
と
し
た
。

　

今
村
が
飯
田
を
離
れ
た
の
は
前
述
の
通
り
、
明
治
一
七
年
の
こ
と
で
、
同
年

二
月
に
は
、
宅
地
二
畝
余
（
地
価
七
円
余
）
を
売
却
。
そ
の
際
の
住
所
は
「
信

濃
国
下
伊
那
郡
飯
田
村
六
百
八
十
八
番
」。
続
け
て
翌
三
月
に
は
畑
地
一
畝
余

（
地
価
四
円
余
）、
宅
地
八
畝
余
（
地
価
三
十
六
円
余
）
を
売
却
し
て
い
る
㉕
。

そ
し
て
四
月
に
一
家
で
上
京
し
、
神
田
区
猿
楽
町
に
居
を
構
え
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
蜂
谷
家
の
よ
う
に
飯
田
を
離
れ
た
村
民
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
の
か
、

ま
た
彼
ら
は
離
村
後
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
の
か
に
つ
い
て
調
査
す
る

こ
と
も
、
近
代
に
お
け
る
飯
田
地
域
を
考
え
る
う
え
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
だ

ろ
う
。

　

専
修
大
学
卒
業
後
の
今
村
と
飯
田
と
の
繋
が
り
は
、
一
つ
は
明
治
二
七
年
の

飯
田
区
裁
判
所
判
事
へ
の
就
任
で
あ
る
。
飯
田
へ
戻
っ
た
理
由
と
し
て
両
親
の

「
望
郷
の
念
」
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
上
飯
田
の
か
つ
て
の
土
地
・
建
物
は

売
却
し
て
お
り
、
住
む
家
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
住
宅
を
用
意
す
る
必

要
が
あ
り
、
自
分
も
一
緒
に
郷
里
に
帰
る
の
が
好
都
合
と
考
え
た
と
回
顧
し
て

い
る
㉖
。
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
中
央
自
動
車
道
の
建
設
工
事
に
よ
り
撤

去
さ
れ
た
蜂
谷
家
住
宅
は
明
治
中
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
当
時
、
司
法
省
は
判
事
を
郷
里
の
裁
判
所
に
は
任
命
し
な
い
方

針
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
身
も
こ
の
就
任
は
例
外
措
置
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
今
村
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
飯
田

に
戻
り
た
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
繋
が
り
は
、
飯
田
町
へ
の
寄
付
金
で
あ
る
。
明
治
二
六
年
に
追

手
町
に
お
い
て
発
生
し
た
火
事
の
罹
災
者
の
た
め
の
寄
付
金
の
感
謝
状
や
昭
和

一
二
年
に
飯
田
町
制
施
行
の
際
の
寄
付
金
に
対
す
る
感
謝
状
が
専
修
大
学
に

残
っ
て
い
る
。
今
村
家
や
蜂
谷
家
の
ご
子
孫
の
方
々
か
ら
も
今
村
が
故
郷
・
飯

田
に
一
方
な
ら
ぬ
愛
着
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
話
を
お
聞
き
し
た
が
、
こ
れ
ら

の
感
謝
状
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

今
村
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
に
お
い
て
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で

あ
り
、
そ
の
名
前
は
新
聞
紙
上
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
ほ
ど
著
名
な
人
物
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
今
村
の
奉
仕
活
動
を
、
地
域
の
人
々
は
知
っ
て
い
た
の

か
。
ま
た
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
。
地
域
新
聞
で

あ
る
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
な
ど
か
ら
今
村
に
関
す
る
記
事
を
拾
い
上
げ
る
作
業

も
今
後
の
必
須
な
課
題
と
考
え
て
い
る
。

　

飯
田
地
域
が
多
く
の
「
偉
人
」
を
生
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
中
芳
男
没

後
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展
「
日
本
の
近
代
化
に
挑
ん
だ
人
び
と
‐
田
中
芳
男
と

南
信
州
の
偉
人
た
ち
‐
」（
飯
田
市
美
術
博
物
館
）
に
詳
し
く
、
そ
の
図
録
の

な
か
で
「
偉
人
の
生
ま
れ
る
風
土
」
と
し
て
、「
東
西
の
人
や
物
資
、
文
化
や

情
報
が
行
き
交
う
場
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
、「
人
材
を
輩
出
し
つ
づ
け
る
た
め

の
教
育
、
養
成
機
関
」
が
整
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

今
村
力
三
郎
に
つ
い
て
も
こ
う
し
た
指
摘
が
当
て
は
ま
る
の
か
。
ま
た
先
に

今
村
が
元
飯
田
藩
家
老
・
石
沢
謹
五
郎
に
就
職
の
相
談
を
し
た
と
述
べ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
飯
田
地
域
か
ら
上
京
し
た
人
々
を
繋
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
存
在
し

た
の
か
。
今
村
自
身
は
、
同
郷
の
後
輩
の
面
倒
を
見
て
お
り
、
保
証
人
に
も

な
っ
て
い
る
㉗
。
明
治
・
大
正
期
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
県
人
会
」
的
な
繋



― 81 ―

《研究論文》今村力三郎および蜂谷家と信濃国下伊那郡上飯田村について

が
り
を
持
つ
事
例
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
飯
田
地
域
の

近
代
を
見
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
ど
の
よ
う
に
歴
史
学
研
究
の
な
か
に
位
置
付
け
て
い

け
ば
良
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
方
法
も
様
々
で
、
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
専
修
大
学
卒
業
生
で
後
に
総
長
を
務
め
た
今
村
力
三
郎
家
が
保
管

し
て
い
た
蜂
谷
家
文
書
を
地
域
史
研
究
に
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
何
を
す
れ
ば
良
い
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
み

た
。

　

こ
れ
ま
で
の
今
村
力
三
郎
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
進
ん
で
い
な
い
の
が
、

蜂
谷
力
三
郎
と
し
て
の
事
蹟
で
あ
る
。
幼
年
期
に
ど
こ
の
学
校
に
学
ん
だ
の

か
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か

に
つ
い
て
の
研
究
は
な
い
。
今
村
自
身
も
上
京
後
の
こ
と
は
話
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

　

蜂
谷
家
お
よ
び
蜂
谷
力
三
郎
時
代
の
事
蹟
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
専
修
大
学

に
学
ん
だ
一
学
生
の
歴
史
を
解
明
す
る
と
同
時
に
上
飯
田
地
域
の
歴
史
を
解
明

す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
専
修
大
学

が
所
蔵
し
て
い
た
今
村
力
三
郎
に
関
す
る
資
料
群
の
目
録
を
整
備
し
、
き
ち
ん

と
公
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
飯
田
地
域
の
歴
史
研
究
に
蜂
谷
家

文
書
が
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
蜂
谷
家
文
書
の
存
在
を
知

る
方
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
文
書
を
所
蔵
し
て
い

た
専
修
大
学
の
責
任
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
本
稿
で
は
蜂
谷
家
文
書
に
焦
点

を
あ
て
、
活
用
の
試
論
を
述
べ
て
み
た
。

　

近
年
、
著
名
な
創
立
者
を
持
つ
早
稲
田
大
学
や
慶
応
義
塾
大
学
以
外
の
大
学

で
も
、
創
立
者
と
生
誕
の
地
域
を
結
ぶ
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
学

祖
・
山
田
顕
義
の
生
涯
を
地
元
の
萩
市
に
紹
介
し
た
日
本
大
学
や
、
社
会
連
携

機
構
の
も
と
、
創
立
者
の
出
身
地
（
鳥
取
県
、
山
形
県
天
童
市
、
福
井
県
鯖
江

市
）
と
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、
連
携
事
業
を
推
進
す
る
明
治
大

学
な
ど
、
こ
れ
も
国
公
立
大
学
に
は
見
ら
れ
な
い
私
立
大
学
に
よ
る
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
活
動
の
一
つ
と
言
え
よ
う
㉘
。
そ
し
て
そ
れ
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
利
用
し
た
地
域
の
人
々
、
在
校
生
、
保
護
者
、
卒
業
生
に
向
け
た
広
報
活
動

に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

　

今
回
、
専
修
大
学
が
行
っ
た
今
村
力
三
郎
生
誕
一
五
〇
年
記
念
展
も
、
何
社

か
の
新
聞
社
に
も
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
飯
田
市
に
本
社
を

置
く
南
信
州
新
聞
社
も
あ
っ
た
。
こ
の
記
事
を
見
た
と
言
っ
て
専
修
大
学
に
来

て
い
た
だ
い
た
飯
田
市
在
住
の
方
も
い
た
。
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。
今
村
力
三

郎
と
い
う
人
物
を
通
し
て
飯
田
の
方
々
に
専
修
大
学
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え

れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
果
た
す
一
つ
の
役
割
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
、
本
稿
で
提
示
し
た
数
多
く
の
問
題
点
や
課
題
は
、
飯
田
市
歴
史
研
究

所
や
飯
田
市
立
中
央
図
書
館
な
ど
が
所
蔵
す
る
資
料
群
と
専
修
大
学
が
所
蔵
す

る
蜂
谷
家
文
書
を
合
わ
せ
て
見
て
い
く
こ
と
で
解
決
で
き
る
こ
と
が
多
々
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
各
機
関
に
協
力
を
お
願
い
し
な
が
ら
で
き
る
限
り
の
調
査
を
進

め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
そ
し
て
今
後
の
飯
田
と
い
う
地
域
史
研
究
の
進
展
の
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一
助
と
な
る
た
め
に
も
ま
ず
は
、
専
修
大
学
が
所
蔵
す
る
今
村
力
三
郎
に
関
す

る
資
料
群
の
統
一
的
な
目
録
の
作
成
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
容
易
に
閲
覧
す
る
こ

と
の
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
で
、
社
会
貢
献
を
担
う
と
い
う
大
学
の
責
務

を
果
た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
史
料
を
ほ
と
ん
ど
提
示
し
な
か
っ
た

が
、
関
心
の
あ
る
方
は
蜂
谷
家
文
書
の
う
ち
三
六
点
分
の
翻
刻
お
よ
び
今
村
力

三
郎
に
関
す
る
資
料
を
収
録
し
た
『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻　

「
反

骨
」
の
弁
護
士　

今
村
力
三
郎
』
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

1
『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻　

「
反
骨
」
の
弁
護
士　

今
村
力
三
郎
』

（
専
修
大
学
出
版
局　

二
〇
一
七
）

2
展
示
図
録
と
し
て
『
田
中
芳
男
没
後
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展　

日
本
の
近
代

化
に
挑
ん
だ
人
び
と
‐
田
中
芳
男
と
南
信
州
の
偉
人
た
ち
‐
』（
飯
田
市
美

術
博
物
館　

二
〇
一
八
）
が
あ
り
、
専
修
大
学
が
所
蔵
す
る
今
村
力
三
郎
に

関
す
る
資
料
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

3
矢
野
建
一
「
蜂
谷
家
文
書
の
翻
刻
と
調
査
・
研
究
（
一
）」（『
専
修
大
学
今

村
法
律
研
究
室
報　

第
二
九
号
』
一
九
九
七
）、
矢
野
建
一
・
辻
達
也
「
蜂

谷
家
文
書
の
翻
刻
と
調
査
・
研
究
（
二
）」（『
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室

報　

第
三
〇
号
』
一
九
九
八
）

4
西
山
伸
「
京
都
大
学
大
学
文
書
館
‐
設
置
・
現
状
・
課
題
‐
」（『
研
究
叢
書　

第
三
号
』（
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会　

二
〇
〇
二
）

5
西
山
伸
「
第
一
部
第
一
章
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
」
の
現
状
と
今
後
」（
全

国
大
学
史
資
料
協
議
会
編
『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』
京
都
大
学
学
術

出
版
会　

二
〇
〇
五
）

6
小
池
聖
一
『
近
代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
』（
現
代
史
料
出
版　

二
〇 

〇
八
）、
菅
真
城
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』（
大
阪
大
学
出
版
会　

二
〇

一
三
）
な
ど

7
矢
野
建
一
「
前
掲
論
文
」

8
今
村
力
三
郎
「
僕
の
貧
乏
時
代
」（『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻
』（
専

修
大
学
出
版
局　

二
〇
一
七
）。
以
後
、
今
村
に
よ
る
回
想
談
は
、
こ
の
資

料
に
拠
っ
た
。

9
蜂
谷
家
所
蔵

10
今
村
力
三
郎
に
関
す
る
資
料
情
報
に
つ
い
て
は
、『
近
現
代
日
本
人
物
史
料

情
報
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
）
に
収
録
さ
れ
た
「
今
村
力
三

郎
」
の
項
目
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
執
筆
当
時
と
状
況
が
少
し
変
わ
っ
て

い
る
。

11
矢
野
建
一
「
前
掲
論
文
」

12
『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻
』p116

13
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室
所
蔵

14
辻
達
也
「
反
骨
‐
今
村
力
三
郎
の
背
景
‐
」（
専
修
大
学
今
村
法
律
研
究
室

編
『
今
村
力
三
郎
「
法
廷
五
十
年
」』
専
修
大
学
出
版
局　

一
九
九
三
）

15
矢
野
建
一
「
歴
史
を
「
か
が
み
」
に
～
戦
後
の
専
修
大
学
と
今
村
力
三

郎
～
」（『
専
修
大
学
史
紀
要　

第
九
号
』（
二
〇
一
七
）
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16
飯
田
市
歴
史
研
究
所
編
『
飯
田
・
上
飯
田
の
歴
史　

下
巻
』（
飯
田
市
教
育

委
員
会　

二
〇
一
三
）p73

17
飯
田
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
整
理
や
問
題
点
、
さ
ら
に
は
研
究
成
果
に
つ
い

て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。
飯
田
市
歴
史

研
究
所
の
刊
行
物
（『
年
報
』
や
叢
書
な
ど
に
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
を
参
照

い
た
だ
き
た
い
。
多
和
田
氏
の
業
績
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

18
『
羽
場
曙
友
会
誌
』（
羽
場
曙
友
会
生
産
森
林
組
合　

一
九
八
四
）

19
『
飯
田
市
丸
山
誌
』（
丸
山
誌
刊
行
委
員
会　

二
〇
〇
〇
）p89

20
飯
田
市
歴
史
研
究
所
編
『
飯
田
・
上
飯
田
の
歴
史　

上
巻
』（
飯
田
市
教
育

委
員
会　

二
〇
一
二
）p222

～227

21
山
田
居
麓
編
『
上
飯
田
村
村
役
人
と
そ
の
文
献
及
伝
承
』（
一
九
三
八
）　

飯

田
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵

22
『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻
』p116

23
矢
野
建
一
・
辻
達
也
「
前
掲
論
文
」

24
矢
野
建
一
・
辻
達
也
「
前
掲
論
文
」。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
吉
田
伸
之

氏
や
多
和
田
雅
保
氏
な
ど
も
『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
に
お
い
て
当
該

地
域
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

25
『
明
治
十
七
年
分　

地
券
書
換　

下
伊
那
郡
上
飯
田
村
戸
長
役
場
』（
飯
田

市
歴
史
研
究
所
所
蔵
）

26
今
村
力
三
郎
「
一
代
の
失
策
」（『
専
修
大
学
史
資
料
集　

第
八
巻
』） 

p123

27
蜂
谷
明
「
公
私
の
別
に
は
非
常
に
厳
格
で
あ
つ
た
」（『
今
村
力
三
郎
翁
追
想

録
』（
専
修
大
学　

一
九
五
五
）。
蜂
谷
明
氏
は
「
柚
ノ
木
」
と
呼
ば
れ
た
分

家
の
蜂
谷
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
村
の
長
野
県
出
身
者
へ
の
援
助
活

動
の
一
つ
と
し
て
、
大
正
一
一
年
、
専
修
大
学
に
お
い
て
長
野
県
人
会
が
創

立
さ
れ
た
際
に
相
談
役
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

28
日
本
大
学
の
展
示
に
つ
い
て
は
『
生
誕
一
七
〇
年
記
念
特
別
展　

山
田
顕
義

と
近
代
日
本
』（
萩
博
物
館　

二
〇
一
四
）
と
題
し
た
図
録
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
専
修
大
学
も
こ
れ
ま
で
創
立
者
の
出
身
地
で
あ
る
三
重
県
桑
名

市
、
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
、
東
京
都
墨
田
区
に
お
い
て
、
博
物
館
と
連
携
し

て
創
立
者
の
事
蹟
を
紹
介
す
る
展
示
を
開
催
し
て
い
る
。
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整理番号 表題(内容) 差出 受取 年代

Ⅰ-１ 上飯田村新井筋引方帳写 西村半四郎
上飯田村
理右衛門

寛文12年3月

Ⅰ-２
(大坂大番衆交替に付、中山道通過の際、助
郷割付廻状写)

馬籠宿問屋島崎
吉左衛門等

村々名主
衆中ほか

(享保13年)7月25日

Ⅰ-３
(二条大番衆交替、江戸下向に付、中山道四
宿助郷割付廻状写)

妻籠宿問屋島崎
市右衛門等

村々名主
衆中ほか

(享保13年)4月1日

Ⅰ-４
(二条大番衆交替、上京に付、中山道四宿助
郷割付廻状写)

三留野宿問屋勝
野善右衛門等

助郷村々
名主百姓中

(享保13年)4月13日

Ⅰ-５ 上飯田村永流引帳 杉本八郎兵衛等 上飯田村 享保14年9月

Ⅰ-６ 上飯田村新田畑検地帳 束原三右衛門等 上飯田村 享保15年3月

Ⅰ-７ 上飯田村当流引帳 元文2年9月

Ⅰ-８ 江戸路用金請払目録帳 元文5年1月1日

Ⅰ-９ 江戸出府御用請払目録 元文5年閏7月26日

Ⅰ-１０ 上飯田出来分永引帳 寛保3年8月

Ⅰ-１１ 上飯田村出来分新田畑検地帳 寛延4年3月

Ⅰ-１２ 覚書(東野仲山道百姓出入に付) 宝暦6年7月5日

Ⅰ-１３ 松洞田地通道作人足 宝暦7年8月

Ⅰ-１４ 上飯田村荒地永引帳扣 宝暦8年8月

Ⅰ-１５ 観音堂普請入用覚 明和5年11月1日

Ⅰ-１６ 書物目録(村絵図一枚ほか七品) (寛政6年･文化13年)

Ⅰ-１７ 亥年役米割帳 蜂谷市右衛門 享和3年12月16日

Ⅰ-１８
殿様御入城ニ付献上銭幷新町籾蔵囲杭上郷
割合帳

弘化4年6月

Ⅰ-１９ 上郷中六ヶ村割合高覚帳 庄屋重蔵 元治元年9月

Ⅰ-２０ 上飯田村重蔵下丑御物成請払通 慶応元年8月

Ⅰ-２１
上飯田村杢三郎脇小屋幷車屋共焼失ニ付口
書幷御請書

慶応元年10月30日

Ⅰ-２２ 江戸表歎願ニ付町方両郷割合帳 慶応元年11月

Ⅰ-２３ 殿様大坂表御警衛ニ付御用金取集帳 (重蔵) 慶応2年7月

Ⅰ-２４ 上飯田村重蔵下卯御物成請払通 慶応3年11月

Ⅰ-２５
乍恐奉願上候口上書之事(夫役伝馬役御用金
賦課に付嘆願書)

上郷村々庄屋 御上様 慶応4年1月

Ⅰ-２６ 江戸夫拾四人･京夫拾人･惣代日掛り割合帳 慶応4年2月

Ⅰ-２７ 京夫拾人･江戸夫拾四人･惣代日掛り割合帳 慶応4年2月

Ⅰ-２８ 京夫拾人割･京夫四人増給金割 割合取集帳 慶応4年2月

Ⅰ-２９ 高掛御用金集帳 慶応4年4月

Ⅰ-３０ 高掛御用金集帳 慶応4年4月

Ⅰ-３１ 京都･関東･松代夫人足取集帳 慶応4年4月5月

Ⅱ-１ 御見舞諸納帳 明治2年8月10日

Ⅱ-２ 斧鋸札願人名前扣帳 明治3年1月

Ⅱ-３ 上飯田村蜂谷重蔵下未御収納米諸払帳 明治4年8月

Ⅱ-４ 諸願書扣帳 庄屋蜂谷重蔵 明治4年9月

Ⅱ-５ 役米割附帳 明治4年12月

Ⅱ-６ 初御上納金取集帳 蜂谷重蔵 明治5年10月

Ⅱ-７ 落木運上割合帳 明治5年6月

Ⅱ-８ 詔書写(太陽暦御布令書) 明治5年11月

Ⅱ-９ 租税三納収納金帳 蜂谷重蔵 明治6年3月11日

Ⅲ-１ (菓子代ほか金銭出納簿) (明治32年)

Ⅲ-２ 払物人名書抜帳 蜂谷重蔵 明治33年8月22日

Ⅲ-３ 普請祝儀受納帳 蜂谷 明治27年8月31日

Ⅲ-４ (垣根直しほか人足覚) (明治33年)

Ⅲ-５ 桑買入覚 (6月5日)

Ⅲ-６ (炭購入につき代金ほか覚) 明治33年1月1日

Ⅲ-７ (村金割合定候につき取斗の件) (明治32年5月5日)

Ⅲ-８ 上飯田村永引幷ニ出来分永引 束原三右衛門等 上飯田村へ 享保3年8月

Ⅲ-９ (京夫出金につき村割覚)

Ⅲ-１０ (金銭人名覚書)

Ⅲ-１１ (金銭人名覚書) (2月29日～8月23日)

蜂谷家文書目録

逬

逬
逬

逬



― 85 ―

《研究論文》今村力三郎および蜂谷家と信濃国下伊那郡上飯田村について

整理番号 表題(内容) 差出 受取 年代

Ⅲ-１２
従明治廿九年一月 日記出入帳(人足金銭出
納ほか覚)

蜂谷 明治29年1月

Ⅲ-１３-１ 松川入山名所付

Ⅲ-１３-２ 覚(宿泊料〆99歩の旨) 一ノせ重太郎 卯10月

Ⅲ-１４ 金銀出入帳 明治30年1月

Ⅲ-１５ (原鈝三郎預米ほか覚) (明治32年～明治33年)

Ⅲ-１６ (祝儀ほか金銭出納覚) (明治31年～明治32年)

Ⅲ-１７ (村役場入用ほか金銭支払覚) (明治31年)

Ⅲ-１８ 県道修繕出納簿 蜂谷重蔵 明治30年1月

Ⅲ-１９ 地代受取証
(大正10年10月13日～
昭和7年2月20日)

Ⅲ-２０ 大正六年五月起 地代領収之通
杉並村共有地総
代田島幸次郎等

今村
力三郎殿

(大正8年12月2日～大
正14年1月20日)

Ⅳ-１ 昭和十五年一月吉日 精米通
米穀問屋精米業
立川長太郎商店

今村様
(昭和15年1月17日～10
月21日)

Ⅳ-２ 大正十年十一月吉日 蒔絵之通(金15円受取) 外谷得春 大正10年11月19日

Ⅳ-３ 通(北海炭鉱株ほか株式売買につき覚) 滝鼻様 (明治40年)

Ⅳ-４ 昭和八年五月吉日 精米通
米穀問屋精米業
立川長太郎商店

今村様
(昭和8年5月14日～昭
和9年8月20日)

Ⅳ-５ 明治三十年酉一月吉日 菓子砂糖御通
松月庵和泉屋仙
次郎

上飯田
今村様

(明治30年1月から12
月)

Ⅳ-６
明治廿七年九月七日起 屋根瓦代金幷ニ運賃
扣

今村
(明治27年9月7日～10
月25日)

Ⅳ-７ 明治廿七年八月四日 手間代受取之通 奥村亀太郎 今村殿
(明治27年8月4日～12
月30日)

Ⅳ-８-１ 明治廿五年第拾月吉日 荷物引合通 川仁商店 明治堂様
(明治25年11月11日～
12月30日)

Ⅳ-８-２ 記(白小豆2袋につき) 川仁 明治堂様 11月24日

Ⅳ-９ (蚕掻き取り代ほか金銭支払覚) (明治32年～明治33年)

Ⅳ-１０ (座光寺村瓦数ほか金銭支払覚) (明治30年)

Ⅳ-１１-１ (平瓦ほか相渡候につき覚)

Ⅳ-１１-２ 記(畳代ほか〆金47円13銭の旨) 中島定四郎
今村
力三郎様

6月27日

Ⅳ-１２ 白米通 万や 今村様
(明治26年6月19日～明
治27年5月31日)

Ⅳ-１３ (嶽野代次郎もなか代ほか覚) (2月～4月14日)

Ⅳ-１４ 金銭記帳 明治堂支店
(明治25年9月26日～明
治26年3月25日)

Ⅳ-１５ 明治廿七年第九月良日 鉄物之御通 吉田屋申上
上飯田
今村様

(明治27年9月2日～明
治28年6月10日)

Ⅳ-１６
昭和十三年五月吉日 精米通(上白米20俵契
約仕候につき)

米穀問屋精米業
立川長太郎商店

今村様
(昭和13年5月1日～昭
和14年1月24日)

Ⅳ-１７
明治廿二年丑一月吉日 精名之通(小豆ほか
覚)

越後屋藤吉㊞ 明治堂様
(明治22年1月2日～12
月25日)

Ⅳ-１８
明治廿五年辰一月吉日 引合(メリケン代ほ
か覚)

越後屋藤吉㊞ 明治堂様
(明治25年1月2日～明
治26年6月30日)

Ⅳ-１９ 明治二十二年丑十月ヨリ 薪炭通 島田為助 蜂谷様
(明治22年10月1日～明
治23年1月7日)

Ⅳ-２０ 白紙(43枚)

Ⅳ-２１ (御上納米皆済につきほか覚)

Ⅳ-２２ 明治廿六年巳一月吉日 荷物引合通 北田商廛 明治堂様
(明治26年1月2日～明
治27年2月28日)

Ⅳ-２３ 明治廿一年子一月吉日 粉名之通 越後屋藤吉㊞ 明治堂様
(明治21年1月2日～明
治22年1月2日)

逬

鈝


