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撫
近
門
の
届
額
に
就

い
て

山

本

守

東
洋
史
研
究

一
巻

五
頻
に
於

い
て

今
西
撃
士

が
撫
近
門
の
崩
額
に
関
す
る
疑
問
を
載
せ
て
ゐ

ら
れ
る
が
私
は

今
度
奉
天
に
常
任
す
る
に

至
っ

た
の
で
'
昨
二
十
二
日
わ
ざ
く

大
束
門
に
そ
れ

を
調
べ
に
行
つ
i1
.

所
が
遺
憾
な
が
ら
満
丈
の

両
も
問
題
i1
る
図
班
の
餅
が
諌
め
な

い
.

巳
む

を
得
ず
博
物
館
に
引
返
し
て
双
眼
鏡
を

持
ち
出

し
'酷
寒
と
戦
ひ
な
が
ら
局
額
と
脱
み
合
ふ
こ
と

貨
に
一
時
間
.身
鰭
が
も
i
i
な
-
な
つ
i1
の
で
引

き
上
げ
i1
0
今
そ
の
概
略
45'記
す
.

現
在
の
大
泉
門
の
南
北
南
口
の
内
側
に
は

漢

文
に
て
'
外
側
に
浦
安
が
記
さ
れ
て
居
ろ
わ
け
で

あ
る
O
南
口
内
側
に
は
明
ら
か
に
｢
撫
近
門
｣
.と

記

し
そ
の
右
側
に
｢
大
金
飼
天
聴
五
｣
と
ち
り
左

側
に
｢
年
孟
夏
育
且
立
｣
と
講
よ
れ
ろ
｡
北
口
の

ほ
中
央
の
｢
近
｣
の
字
と

｢
大
金
困
天
聴
五
｣
の

文
字
は
蔦
い
が

｢
撫
｣

｢
門
L

及
び
左
側
の
小
卑

は
之
も
新
し
-
補
修
し
て
居
る
O

攻
に
成
文
の
方
で
あ
る
が

南
口
の
外
側
に
は

攻
の
如
-
掲
げ
ら
れ
て
居
る
｡
(
北
口
の
外
側
に

は
枠
の
み
で
局
額
は
求
除
か
れ
て
居
ろ
)

fl
an
c
ik
ib
e

荷
駄

7

H
airan
d
a
ra

溝

A

d

uka
Pq

と
苛
ま
れ
る
O
無
歯
鮎
な
る
鳥
に
'
h
an
c
ikibe

の

h
a

に
も
､

be
に
も
幽
鮎
も
附
せ
ず

d
u
k
a

.

も
同
株
で
あ
る
｡

以
上
の
三
字
は

文
字
大
な
る

悠
問
題
花
-
薄
み
と
れ
C
が
'
そ
の
左
右
の
小
文

字
は
讃
み
と
れ
な
-
て
弱
つ
i1
｡

然

し
宰
-
じ

て
肝
心
の
陶
枕
も

列
諌
出
来
た
.

そ
の
文
は
衣

の
通
り
で
あ
る
｡
左
側
は

●
●

a
IJ乱
n

g
u
ru
n
s
u
re
h
a
m
i
s
u
n
Jac
).

玲

屈

X
泰

斗

/

溺

E
,

a
n
]y
a

.
*

で
あ
り
右
側
の
文
事

は
僅
か
に

b
iy
ai

sa
in

B
/

柵

の
二
字
を
列
講
し
得
i
l
に
過
ぎ
な
い
O

こ
れ
に

擦
れ
ば
閣
鍵
は

ta]'cin
で
も
無
け
れ
ti･<
tai
Cing

で
も
な

い
.
正
し
-
そ
れ
は

a
J+sin

で
あ
る
.

こ
の

a
isin

が
清
洲
譜
の
｢
金
｣
の
意
な
る
は
周

知
の
如
-
で
あ
る
｡

叉
天
聴
四
年
の
紀
年
あ
る

遼
腸
の
刷
峨
境
に
も
'大
金
の
陶
酔
が
見
え
､
こ

れ
に
対

し
て
満
洲
文
は

ai
sin.

g
uru
n
と
紐

さ
れ
て
居
る
｡

し
て
見
る
と
満
洲
語
の
名
辞

a
isin

gurun
と
湊
文
名
の

｢
金
困
｣
と
は
意

味
上
の
開
聯
の
み
で
'書
の
上
の
細
聯
な
-
'
従

っ
て
そ
れ

も
"
C山n
gur

un"と
は
常
時
未
だ

云
は
な
か
つ
た
か
-
知
れ
な

い
.

そ
れ
が
後

に

固
娩
改
正
の
問
題
に
逢
著
し
て
頓
卑
て
膏
の
閑

●

職
が

考
慮
ぜ
ら
れ
る
に
至
つ
i1
も
の
で
は
ち
fQ

よ
い
か
o

攻
に
こ
の
字
鰻
に
就
い
て
ゞ
あ
る
が

唱
レrun

の

g
u

は
蒙
古
字

亀

の
形
を
瀬
L

su
re
の
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u

も
同
じ
-
蒙
古
字

ti
の
形
も
と
っ
て
る
政
に

見
ら
れ
i
i
O
初
期
浦
洲
文
字
の
資
料
と
し
て
も

文
典
味
あ
る
も
の
と
思
ふ
｡

鉛

1
111lE
附
け
加

へ
て
置
き
匿

い
の
は

故
宮
の

巾
に
保
存
せ
ら
れ
て
居
ろ
偏
額
で
あ
る
｡

こ
ト

に
rp
漢
文
の
撫
近
門
-
左
右
の
年
鍵

な
し
-
と

満
文
の

"h
an
cikib
e"
.
"ha
ir
a
n
dara"
な

る
二
個
の
届
額
が
み
る
｡
-

"d
u
k
a"
の
部
な

し
0
-
両
も
こ
の
方
は
右
図
鮎
文
字
で
あ
る
O

こ
の
外
に

｢懐
逮
門
｣
の
肩
額
と

g
o
r

okib
e
gos
;r

a
d
u
k
a

敵

対
7

昏

ト

Pd

な
る
清
文
の
有
餌
が
あ
る
O
こ
の
満
文
の
も
の
は

明
ら
か
に
乾
隆
二
十
七
年

束
修
と
記
し
て
あ
る

に
も
拘
ら
ず
動
因
鮎
文
字
で
あ
る
.

故
に
私
の

考
ふ
ろ
に
は
'乾
隆
帝
が
偏
頗
を
重
修
す
る
に
貰

っ
て
二

つ
は
奮
衆
の
よ
ゝ
の
み
作
り
'

一
つ
は

有
固
鮎
文
字
の
を
作
っ
て
'門
の
南
口
と
北
口
と

に
掬
げ
七
も
の
で
は
句
ろ
よ
い
か
t
と
云
ふ
事
で

あ
る
｡
撫
近
門
も
南
口
の
は
現
存
す
る
が
'
北
口

の
は
現
存
し
な
い
悠
'
そ
の
鮎
不
明
で
あ
る
が
'

故
宵
に
み
ろ
有
尉
鮎
の
も
の
が
'
或
は
そ
の
北
口

に
掲
げ
ら
れ
て
居
た
も
の
で
は

み
る
よ
い
か
と

思
は
れ
る
.

附
記
し
て
諸
費
の
御
教
示
を
仰
ぐ

次
第
で
あ
る
.

(
十
二
月

二
十
三
日
柄
)

×

×

X

今
西
日
-
O
小
生
轟
に
孟
森
氏
の
疑
問
を
侍
ふ

る
に
併
ぜ
て
小
生
自
身
の
凝
義
を
以
て
L
t特
に

奉
天
来
任
の
士
の
示
教
を

賜
は
ら
ん
こ
と
を

お

願

ひし
て
お
い
i1
虎
'
こ
ト
に
山
本
氏
の
明
瞭
な

解
答
を
待
て
悦
び
と
洋
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
O
之
に

擦
っ
て
金
発
氏
が
其
の
著

｢
光
宜
小
記
｣
に
記
す

析
'
即
ち
｢
撫
祉
門
の
額
款
は
漢
文
大
金
で
あ
る

が
'
満
文
の
方
は
却
っ
て
即
ち
後
木
通
用
の
大

椿
で
あ
る
云
々
｣
の
文
言
が
賓
は
血
…板
の
記
述
で

あ
っ
た
と
判
明
L
t
次
第
で
す
.
余
染
氏

に
は

お
気
の
毒
で
あ
り
'
叉
金
清
二
普
相
似
寵
の
有
力

に
し
て
興
味
み
る

一
資
料
と
考

へ
ら
れ
た
も
の

が
賓
は
さ
-
で

な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は

確
念

と
云
は
ゞ
宛
念

にも
似
て
ゐ
ま
す
が
'
鎖

し
我
々

は
山
本
氏
の
労
を
多
と
し
'
且
つ
撃
罪
の
た
め
に

こ
の

1
事

だけ
で
も

明
決
さ
れ
i1
こ
と
を
慶
祝

す
べ
JF,だ
ら
-
と
存
じ
ょ
す
Q

蘭
洲
の
幽
洪
問
題
に
柵
し
て
は
本
誌
南
牧
に

も
三
田
村
君
の

併
設
が

ち
ら
は
れ
i1
り
し
ま
し

た
が
､
赦

し
未
だ
未
だ
満
洲
乃
至
こ
の
金
清
と

1'

聯
み
な
す
所
の
閥
鍍
開
溝
が

一
切
の
疑
義
を
沸

っ
た
と
い
ふ
風
に
は
考

へ
ら
れ
よ
せ
ん
.
と
申

し

て
今
小
生
自
身
に
も

こ
れ
ぞ
と
い
ふ
考

へ
が

み

る
わ
け
で
七
-
'
こ
れ
か
ら
藷
資
の
旗
尾
に
附
し

て
勉
騒

L
i
i
い
と
思
っ
て
ゐ
ろ
程
に
過
ぎ
ょ
せ

ん
が
'
恭
し
こ
の
問
題
の
た
め
に
は
､
今
岡
浜
り

上
げ
て
見
i1
様
な
零
細
に
似
i1
事
柄
も
'寮
は

一

つ
一
つ
明
確
に
解
決
さ
れ

決
定
さ
れ
て
叩
か
れ

ば
な
ら
れ
と
考

へ
る
の
で
す
｡

仲
山
本
氏
は
懐
速
門
の
肩
御
重
修
に
際

L
t乾

隆
帝
は
有
固
鮎
無
圏
新

帝
唖
文
字
の
も
の
を
作

つ
i1
ら
し
'_,
と
述
べ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
が
'
こ
の
こ

と
は
､
同
じ
-
乾
降
帝
が
顛
陶
鮎
老
満
文
原
楢
を

重
修
す
る
に
貰
っ
て
殊
更
擬
の
俵
の
無
困
鮎
の

も
の
と
そ
れ
か
ら
新
し
-
有
困
鮎
の
も
の
と
を

作
つ
i1
こ
と
も
思
ひ
併
し
て
見
C
な
ら
ば
'
叉
か

ゝ
る
こ
と
の
有
り
得
i1
こ
と
を

推
察
す
る
に
難

か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
よ
せ
う
｡
(
十
二
･
二
･
十
)
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