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序

章

幕
藩
政
文
書
管
理
史
研
究
と
本
書
の
概
要

高
橋

実

は
じ
め
に

個
人
の
文
書
で
あ
れ
、
団
体
の
文
書
で
あ
れ
、
組
織
機
構
文
書
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
文
書
群
を
科
学
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ

こ
で
の
文
書
管
理
保
存
シ
ス
テ
ム
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
か
で
も
組
織
機
構
の
場
合
、
組
織
機
構
の
制
度
的
解
明
と
と
も
に

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
解
明
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
組
織
機
構
の
各
部
局
で
作
成
さ
れ
管
理
さ
れ
て
き
た
文
書
記
録
の
編
綴
・
管

理
保
存
過
程
の
解
明
は
、
こ
れ
ら
文
書
群
の
内
的
構
造
を
復
元
し
、
有
機
的
連
関
を
把
握
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
（
1
）。

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
と
そ
の
前
後
の
時
期
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
幕
藩
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
近
代
的
公
文
書
管
理

保
存
シ
ス
テ
ム
へ
大
き
く
転
換
し
た
時
期
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
内
閣
制
を
準
備
・
創
設
す
る
た
め
に
政
府
諸
機
構

の
整
備
が
必
須
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
文
書
管
理
改
革
が
行
わ
れ
、
政
府
が
文
書
管
理
改
革
の
た
め
に
導
入
し
た
の
は
明
治
十

年
前
後
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
「
類
別
部
目
制
」
と
「
保
存
年
限
制
」
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
現
在
の
文
書
管
理
の
基
礎
が
築
か
れ

た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
2
）。
府
県
庁
に
お
い
て
も
、
内
務
省
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
類
別

部
目
制
と
保
存
年
限
制
が
導
入
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
3
）。
そ
し
て
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
（
原
本
綴
り
込
み
）

序 章 幕藩政文書管理史研究と本書の概要
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方
式
が
広
く
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

秋
田
県
で
は
、
そ
れ
以
前
の
明
治
八
年
の
段
階
で
文
書
原
本
綴
込
み
と
類
別
部
目
制
に
よ
る
記
録
保
存
に
転
換
が
行
わ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
明
治
十
一
年
で
は
課
掛
ご
と
に
類
別
部
目
と
保
存
年
限
が
文
書
類
別
基
準
に
明
文
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
工
部
省

の
文
書
管
理
改
革
を
主
導
し
た
石
田
英
吉
が
秋
田
権
令
に
転
任
し
た
こ
と
に
よ
り
、
工
部
省
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
秋
田
県
の
文

書
管
理
改
革
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）。

こ
の
よ
う
に
時
期
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
明
治
十
年
代
に
構
築
さ
れ
た
国
政
機
関
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
類
別
部

目
制
・
保
存
年
限
制
と
原
本
綴
り
込
み
方
式
が
、
府
県
政
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
は
郡
区
町
村
政
レ
ベ
ル
の
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
影
響

を
与
え
、
文
書
管
理
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

山
田
英
明
氏
は
、
こ
れ
ら
渡
辺
佳
子
、
水
野
保
、
柴
田
知
彰
氏
ら
の
研
究
に
対
し
て
、
そ
れ
は
文
書
管
理
保
存
と
い
う
狭
い
視
点

か
ら
の
検
討
で
あ
っ
て
、
文
書
管
理
改
革
の
も
つ
歴
史
的
位
置
、
意
味
、
役
割
と
い
う
広
い
視
野
か
ら
検
討
す
べ
き
だ
と
批
判
し
て

い
る
（
5
）。

こ
の
批
判
は
歴
史
学
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
首
肯
し
う
る
も
の
で
、
こ
の
指
摘
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か

に
山
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
行
政
機
能
の
分
化
と
専
門
化
と
い
う
官
制
改
革
の
一
環
と
し
て
公
文
書
管
理
領
域
で
一
大
変
革
が
要

請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
広
い
視
点
で
官
制
改
革
と
文
書
管
理
改
革
を
結
び
つ
け
て
構
造
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
一
分
野
で
あ
る
文
書
管
理
史
研
究
は
、
ま
ず
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学
的
取
り
扱
い
や
利
活
用
を
担

保
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
文
書
群
の
内
的
構
造
を
把
握
す
る
情
報
を
う
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
学
で
も
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
点
で
歴
史
学
と
の
連
携
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
歴
史
学

的
考
察
に
も
と
づ
く
歴
史
的
把
握
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
学
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
異
に
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
の
諸

分
野
は
、
ま
ず
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
ユ
ー
ザ
ー
を
前
提
と
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
造
的
把
握
の
科
学
性
を
確
保
す
る
た
め
の
研
究
が

基
本
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
論
者
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
文
書
の
類
別
部
目
制
、
文
書
の
保
存
年
限
制
、
お
よ
び
原
文
書

を
簿
冊
へ
編
綴
す
る
と
い
う
文
書
管
理
方
式
が
、
明
治
に
な
っ
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
書
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』
お
よ
び
本
書
の
各
論
文
を
一
読
す
れ
ば
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
や
お
そ
ら

く
十
万
石
程
度
以
上
の
中
大
藩
の
各
組
織
機
構
で
は
、
一
律
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
「
近
代
的
」
と
い
わ
れ
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

が
近
世
後
期
に
は
導
入
さ
れ
て
お
り
、
部
分
的
に
は
の
ち
の
参
照
に
備
え
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
で
き
る
。

そ
う
い
う
点
で
、
幕
藩
制
国
家
の
政
治
・
社
会
な
ど
幅
広
い
分
野
に
近
代
的
要
素
が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
近
代
的
な

諸
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
近
世
民
間
社
会
の
厚
み
と
そ
れ
に
対
応
し
た
幕
藩
政
の
高
度
化
・
専
門
化
に
と
も
な
っ

て
諸
組
織
機
関
で
導
入
さ
れ
て
い
た
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
基
礎
と
な
っ
て
、
明
治
十
年
代
に
当
該
段
階
の
官
僚
制
組
織
の
分
化
と

専
門
化
に
対
応
し
た
近
代
的
な
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
罫
紙
や
洋
紙
な
ど
の
記
録
媒
体
や
筆
記
用
具
の
改
変
、
あ
る
い
は
新
し
い
印
刷
方
法
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
形
式
的
表

面
的
変
化
は
大
き
い
。
し
か
し
、
近
世
の
政
治
社
会
の
中
に
多
く
の
近
代
的
要
素
が
自
生
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
文
書
の

作
成
、
文
書
の
移
動
、
文
書
の
編
綴
、
文
書
の
保
存
と
参
照
な
ど
幕
藩
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
も
近
代
的
文
書
管
理
方
法

が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
基
礎
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
明
治
政
府
は
明
治
前
期
に
ほ
ぼ
一
律
の
全
国
的
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
ま
た
全
面
的
に
機
能
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
書
終
章
の
吉
村
豊
雄
「
近
世

に
お
け
る
文
書
行
政
の
高
度
化
と
明
治
維
新
」
は
、
同
じ
よ
う
な
認
識
に
た
っ
て
日
本
近
世
の
文
書
管
理
の
達
成
に
つ
い
て
論
究
し

て
い
る
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
言
葉
に
は
、
主
と
し
て
紙
媒
体
の
文
書
記
録
が
時
間
的
に
経
過
し
た
の
ち
も
参
照
の
必
要
に
そ
な
え
て
管

理
保
存
さ
れ
る
記
録
と
い
う
意
味
と
、
そ
の
記
録
を
組
織
的
に
保
存
す
る
機
関
な
い
し
機
能
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
本
書

序 章 幕藩政文書管理史研究と本書の概要
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で
い
う
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
主
と
し
て
前
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
日
本
社
会
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、

現
用
・
半
現
用
・
非
現
用
と
い
う
認
識
は
江
戸
時
代
に
明
確
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
今
日
的
意
味
で
の

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
レ
コ
ー
ズ
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
時
の
経
過
に
対
応
し
た
認
識
や
把
握
の
仕
方
は
生
ま
れ
て
い
た
と
は
言
い
が

た
い
（
6
）。

し
か
し
、
そ
の
萌
芽
が
十
八
世
紀
後
半
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
節

文
書
管
理
史
研
究
と
そ
の
課
題

藩
政
文
書
管
理
史
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
前
書
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』
の
序
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
こ
で
は
、
本
書
収
録
論
考
の
前
提
と
し
て
、
文
書
管
理
史
研
究
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
研
究
領
域
の
一
つ
で
あ
る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
源
研
究
（
記
録
史
料
認
識
論
）」
の
中
に
文
書
管
理
史
研
究

が
あ
る
。
文
書
管
理
史
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
「
史
料
群
の
内
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
史
料
が
発
生
し
現
在
に
至
る
ま

で
の
保
存
形
態
や
保
存
空
間
、
管
理
制
度
な
ど
の
状
況
や
環
境
を
歴
史
的
に
追
求
す
る
学
問
分
野
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
7
）。

文
書
管
理
史
研
究
に
つ
い
て
、
安
藤
正
人
氏
は
、
文
書
が
近
世
・
近
代
の
村
落
行
政
や
家
政
運
営
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
作
成
さ

れ
授
受
さ
れ
た
の
か
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
管
理
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
文
書
管
理
史
の
重
要
性
を
強
調

し
た
。
文
書
管
理
史
と
は
、
個
々
の
文
書
群
固
有
の
伝
来
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
従
来
の
い
わ
ゆ
る
伝
来
論
と
は
違
っ
て
、

む
し
ろ
そ
の
背
景
に
あ
る
文
書
保
存
規
定
、
文
書
管
理
制
度
の
歴
史
を
研
究
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
・
近
代
の
地
方
文
書

の
場
合
に
何
ら
か
の
形
で
そ
う
い
う
規
定
や
制
度
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
在
に
伝
来
し
た
文
書
群
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
、

制
度
を
経
験
し
て
き
た
結
果
と
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
文
書
群
の
伝
来
論
に
と
っ
て
も
文
書
管
理
の
制
度
史
的
研
究
は
不
可

欠
な
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
文
書
群
の
原
秩
序
と
、
そ
れ
を
生
ん
だ
組
織
・
機
関
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
文
書
管
理
史
の

研
究
が
欠
か
せ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
8
）。
言
い
か
え
れ
ば
、
文
書
群
の
階
層
構
造
の
再
構
成
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
機
関
・
組
織
の
機
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あ
と
が
き

私
た
ち
は
二
〇
〇
八
年
三
月
に
国
文
学
研
究
資
料
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
系
編
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』（
岩
田
書
院
。

以
下
、
前
書
と
い
う
）
を
上
梓
し
た
。
二
〇
〇
六
年
度
に
行
わ
れ
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
藩
政
文
書
管
理
に
関
す
る
初
め
て

の
論
集
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
幸
い
主
要
研
究
誌
を
は
じ
め
と
す
る
諸
研
究
誌
で
書
評
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
、
評
価
と
と

と
も
に
批
判
や
要
望
を
い
た
だ
い
た
。
書
評
の
労
を
と
ら
れ
た
方
々
に
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
本
書
は
、
そ
れ
ら
の
批
判
や

要
望
に
対
す
る
回
答
で
も
あ
る
。
と
く
に
三
宅
正
浩
氏
は
、
文
書
管
理
史
研
究
に
は
、
方
法
論
的
な
課
題
と
、
何
を
目
的
に
す
る
の

か
と
い
う
研
究
課
題
と
の
か
か
わ
り
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
（『
日
本
史
研
究
』
第
五
六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

い
ず
れ
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
本
書
で
一
定
の
答
え
が
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
書
は
、
さ
ら
に
新
た
な
事
例
を
積
み
上
げ
、
幅
広
い
知
見
を
提
示
し
た
。
中
で
も
文
書
管
理
の
実
務
担
当
者
に
焦
点
を
あ
て
て

分
析
し
た
第
三
編
の
各
論
考
は
、
い
ず
れ
も
興
味
深
い
検
討
を
行
い
、
鋭
い
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

文
書
管
理
史
研
究
の
目
的
に
つ
い
て
は
序
章
で
も
述
べ
て
い
る
が
、
文
書
記
録
の
作
成
・
管
理
保
存
に
か
か
わ
る
歴
史
的
分
析
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
当
該
文
書
群
に
つ
い
て
の
組
織
的
制
度
的
諸
情
報
を
、
文
書
群
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
提
供
し
、
文
書
群
の
科
学
的

理
解
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
本
書
で
論
究
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
し
て
継
続
的
に

検
討
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
前
書
の
成
果
を
批
判
的
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
さ
ら
に
実
証
的
研
究
の
積
み
上
げ
や
、
研
究
領
域
の
間
口
を
広

げ
、
奥
行
き
を
深
め
る
た
め
に
、
新
た
に
「
幕
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
総
合
的
研
究
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
共
同
研
究
を
進
め
る
こ
と

を
企
画
し
た
。
幸
い
科
学
研
究
費
の
交
付
を
受
け
て
（
基
盤
研
究
Ｂ
・
課
題
番
号
二
二
三
二
〇
一
三
六
、
研
究
代
表
・
高
橋
実
）
二

あ と が き
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〇
一
〇
年
度
か
ら
四
年
間
に
わ
た
り
共
同
に
よ
る
調
査
や
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

共
同
研
究
は
以
下
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
開
始
し
た
。

本
研
究
は
、
日
本
近
世
の
幕
府
と
諸
藩
が
各
部
署
に
お
い
て
作
成
・
授
受
し
、
管
理
・
保
存
し
て
き
た
文
書
記
録
（
以
下
、

「
文
書
」
と
称
す
る
）
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
立
脚
し
た
視
点
の
も
と
で
総
合
的
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

学
は
、
記
録
史
料
を
歴
史
研
究
は
も
と
よ
り
人
間
の
様
々
な
創
造
的
文
化
的
活
動
の
素
材
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
必
要
な
知

識
と
技
術
の
体
系
化
を
め
ざ
す
学
問
分
野
で
あ
る
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
領
域
の
一
分
野
で
あ
る
文
書
管
理
史
研
究
は
、
文
書
群
の
構
造
を
理
解
す
る
基
礎
と
し
て
、
当
該
文

書
群
を
発
生
さ
せ
た
組
織
体
に
お
け
る
文
書
の
作
成
や
管
理
・
保
存
、
あ
る
い
は
利
用
や
廃
棄
の
シ
ス
テ
ム
を
歴
史
的
に
究
明

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
書
が
今
日
に
伝
存
す
る
に
至
っ
た
状
況
や
環
境
に
も
留
意
し
て
研
究
す
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る
。
日
本
近
世
の
幕
府
や
藩
な
ど
一
定
の
規
模
を
も
っ
た
組
織
体
の
場
合
に
は
、
組
織
体
機
能
が
内
部
機
構
に
よ
っ

て
分
担
さ
れ
る
か
ら
、
発
生
・
蓄
積
す
る
文
書
群
の
総
体
は
、
藩
組
織
の
機
能
分
担
シ
ス
テ
ム
を
反
映
し
た
体
系
的
秩
序
、
有

機
的
構
造
を
そ
の
内
部
に
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
書
群
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
文

書
の
十
全
な
理
解
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書
群
の
内
部
構
造
の
把
握
に
、
文
書
管
理
史
研
究
が
有
効
で
あ

る
。
近
年
で
は
文
書
管
理
史
の
研
究
か
ら
、
さ
ら
に
文
書
を
作
成
し
管
理
保
存
し
て
き
た
当
該
組
織
体
の
組
織
論
や
事
務
処
理

の
シ
ス
テ
ム
論
な
ど
に
も
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
本
研
究
は
、
幕
藩
政
文
書
を
対
象
と
し
て
、

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
研
究
を
中
軸
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
立
場
か
ら
幕
藩
政
文
書
管
理
史
を
総
合
的
か
つ
具
体
的
に
研
究
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
は
、
前
回
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
新
た
に
全
国
の
各
種
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
（
文
書
館
・
博
物
館
な
ど
史
資
料

保
存
利
用
機
関
な
ど
）
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
新
し
い
事
実
と
新
鮮
な
発
想
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
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た
こ
と
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

史
料
群
の
伝
来
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
も
と
と
な
る
文
書
の
作
成
、

授
受
、
管
理
、
保
存
、
組
織
利
用
と
い
う
文
書
管
理
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
の
認
識
は
弱
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
戦
前
か
ら
文
書
群
生

成
過
程
へ
の
着
目
や
史
料
の
原
秩
序
・
現
状
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（
高
橋
実

「
保
存
整
理
論
の
萌
芽
」
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
編
『
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
論
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。

し
か
し
、
そ
れ
が
戦
後
の
史
料
学
に
受
け
継
が
れ
ず
、
発
展
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
長
い
あ
い
だ
、
史
料
学
は
「
学
会
に
お
け
る
暗

い
谷
間
」
で
（
石
井
進
「
ま
え
が
き
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
別
巻
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
中
で
も
近
世
史
料
学
に
は

そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
当
該
研
究
分
野
は
新
し
い
分
野
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
蓄
積
は
薄
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

や
諸
学
の
史
資
料
の
利
活
用
に
欠
か
せ
な
い
基
礎
的
な
研
究
分
野
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
私
た
ち
は
共
同
研
究
を
進
め
て
き
た
。
第

一
弾
の
前
書
に
続
く
第
二
弾
の
研
究
成
果
が
本
書
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
今
後
の
研
究
継
続
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。
中
で
も
、
掲
載
各
論
者
に
よ
る
研
究
達
成
の
把
握
と
共
有
と
い
う
点
で
い
く
つ
か
問
題
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
共
通
の

研
究
史
認
識
を
前
提
に
し
た
論
集
で
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
こ
こ
で
弥
縫
的
調
整
を
は
か
る
よ
り
も
今
の
段
階
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
研
究
者
と
し
て
の
「
認
識
」
や
「
姿
勢
」
を
大
事
に
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
編
集
責
任
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
含
め
て
多
く
の
方
々
に
よ
る
批
判
的
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
共
同
研
究
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
か
か
わ
る
基
幹
研
究
「
近
世
地
域
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構

造
と
特
質
」（
二
〇
一
〇
年
〜
二
〇
一
二
年
）
と
密
接
な
連
携
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
関
連
し
て
国
文
学
研
究

資
料
館
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
造
認
識
と
編
成
記
述
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
が
す
で
に
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
本
書
と

あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

あ と が き
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ま
た
、
本
書
の
編
集
準
備
に
関
わ
っ
て
は
、
館
内
に
編
集
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
高
橋
実
・
大
友
一
雄
・
渡
辺
浩
一
・
太
田

尚
宏
・
西
村
慎
太
郎
）
を
設
け
、
原
稿
の
取
り
纏
め
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
機
関
研
究
員
種
村
威
史
氏
の
精
力
的
な
協
力
が
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
た
い
。

な
お
、
本
書
は
「
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
成
果
刊
行
促
進
制
度
」（
平
成
二
十
六
年
度
）
に
よ
る
出
版
助
成
を
受
け
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
研
究
の
企
画
に
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
、
そ
し
て
編
集
を
担
当
さ
れ
た
三
浦
泰
保
氏
に

お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

二
〇
一
五
年
一
月

高
橋

実
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