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絹

闘

舶

載

順

治

年

間

棺

･

満
洲
図
立
中
央
圃
書
館
莞
備
鹿
発
行

内
閣
大
麻
史
料
の
発
見
と
､
奉
天
歌
富
崇
幕
閣
に
於
け
る
洛
丈
史
料
の

～

聾
見
と
が
'
清
初
史
の
研
究
に
劉
期
的
な
る
樽
楯
を
輿

へ
た
る
は
周
知
の

こ
と
で
あ
ら
-
｡
就
中
､
後
者
は
済
初
滴
洲
族
勃
興
期
に
於
け
る
敢
骨
稜

歯
数
の
究
明
に
あ
た
っ
て
'
奮
布
の
漢
文
緒
史
料
の
政
柄
を
袖
ひ
'
よ
-

頼
近
の
満
洲
史
準
の
成
果
を
あ
け
し
め
た
の
で
あ
っ
圭
P
今
矧
､
満
洲
国

立
中
央
聞
書
館
等
傭
虚
に
よ
り
発
刊
せ
ら
れ
た
る

｢
楯
治
年
間
樽
｣
は
'

ま
た
蜜
に
之
と
対
比
.せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
'
近
世
満
洲
史
の
研
究

に
於
け
る
空
也
の
時
代
で
あ
る
清
朝
入
関
後
の
時
代
史
の

1
部
を
漸
-
こ

こ
に
補
填
し
得
る
貴
慮
な
る

一
史
料
と
し
tjr.
革
鼎
に
東
灘
す
る
と
こ
ろ
･

大
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
｡

,i

｢
順
冶
年
間
櫓
｣
と
は
前
清
朝
の
盛
末
内
務
麻
に
保
嵐
せ
ら
れ
ヱ
ゐ
た

奮
槍
類
の

1
で
､､
満
州
閲
の
建
国
以
衆
､
事
ひ
に
も
敵
性
を
免
れ

て奉
天
′

＼

固
書
館
の
保
管
に
曝
し
'
以
後
藷
備
慶
の
手
で
着

々
整
理
せ
ら
れ
て
ゐ
た

も
の
や
あ
る
｡
此
の
蛮
簡
粗
は
現
在
整
理
せ
ら
れ
た
も
の
の
み
で
も
大
高

際
件
に
の
ぼ
る
両
で
あ
-
､
其
の
全
て
が
発
表
さ
れ
た
場
合
の
拳
潤
的
偶

僧
は
推
し
て
知
る
rべ
き
で
あ
る
が
､
此
等
を
分
類
す
れ
ば
盛
京
内
務
府
と

盛
京
各
部
衛
門
と
盛
京
内
務
府
と
の
稚
復
文
書
の
原
本
で
あ
る

｢檎
案
｣

軸
と
'
北
京
及
び
盛
京
各
部
衛
門
と
､
盛
京
内
務
府
と
の
社
複
文
尊
の
原

＼
.

本
に
泰
雄
を
加

へ
L
'路

へ
の
書
知
で
あ

る

｢
竹
槍
｣
頬
と
の
二
種
別
が
あ
′一

＼

斗

｢
竹
槍
｣
警

み
で
基

に

一
千
芋

蒜

に
達
し
で
ゐ
る
㌢

ノ
で
あ

･p
o
｢
根
治
年
間
樽
｣
は
此
の
後
者

｢
竹
槍
類
｣
の

∵
で
あ
っ
て
､
時
代
的
L

に
は
其
の
最
古
の
も
の
に
簡
す
る
O
今
岡
刊
行
せ
ら
れ
た
る
は
此
の

｢
栴

tt1′治
年
間
樽
｣
の
複
製
本
で
､
加
ふ
る
に
慶
貝
戸
田
茂
零
氏
の
手
に
な
る
ロ

ヽ

ー
マ
字
音
滞
､
其
の
日
本
語
蓬
語
課
及
び
解
題
が
別
に

一
本
と
し
て
附
せ

針
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
棺
案
に
関
す
る
説
明
は
既
に
其
の
解
題
に
よ
-
轟
-

さ
れ
て
ゐ
.石
の
で
､
次
に
其
れ
に
よ
っ
て
紹
介
の
肇
を
進
め
よ
-
O

61-.
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｢
頻
拍
年
間
樽
｣
は
蒲
文
の
み
を
以
て
記
録
せ
ら
れ
､

根
治
四
年
よ
-

八
年
に
至
る
僅
々
五
ケ
年
間
の
短
期
間
の
も
の
で
あ
っ
て
'
牧
む
る
と
こ

ろ
す
べ
て
七
十

1
件
で
あ
-
'
保
存
の
完
全
で
な
か
つ
た
が
た
め
'
後
年

は
相
常
の
破
損
を
受
け
て
軋
る
｡
其
の
内
容
の
薬
理
記
載
の
方
法
に
於
で

も
極
め
て
不
統

一
で
あ
っ
て
､
初
期
E
l年
頃
の
鄭
塞
き
は
後
に
な
る
程
簡

I

略
化
畏
れ
て
ゐ
る
が
'
列
-
.得
る
も
の
の
み
で
言

へ
ば
樺
案
の
襲
信
は
す

べ
て
内
務
絶
管
軒
で
あ
-
､
受
信
は
す
べ
で
ア
ン
ダ
ム

(安
飽
水
)~
ブ
タ

′

ー
シ

(布
他
什
)
な
る
銀
薫
正
賓
二
族
佐
瑞
の
繭
各
で
あ
る
｡
二
人
は
恐
ら

-
盛
京
内
務
府
の
責
任
者
で
あ
る
と
思
は
れ
､
.
他
の
数
倍
受
信
磯
閥
の
不

明
な
か
も
の
に
就
て
も
同
様
で
あ
ら
う
と
寮
せ
ら
れ
る
の
で
'
此
等
の
僧

案
の
大
部
分
は
本
棟
の
開
各
節

一
貫
に
愚
書
せ
ら
れ
た
る

｢
京
衆
｣
の
樺

寒
で
あ
ら
う
が
,
又
同
じ
箇
所
に

｢
部
衆
｣
と
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ

ば
､
北
京
壁

見
聞
の
徒
復
文
書
の
み
で
な
し

盛
京
内
務
軒
と
盛
京
各
部

＼衛
門
と
の
文
書
を
も
含
む
か
も
知
れ
な
い
｡
盛
京
内
務
府
の
組
織
は
常
時

未
だ
峯
僻
の
途
上
に
あ
っ
て
､
か
､
る
文
書
の
峯
托
保
存
と
い
ふ
事
務
上

の
方
針
に
於
て
は
未

だ動
揺
糊
に
あ
っ
た
の
で
あ
-
､
.
本
樽
も
正
式
の
保

一

存
称
･岩
本
と
言
ふ
よ
-
は
'
寧
ろ
畢
な
Nq
｢
備
忘
録
的
な
･_手
軽

へ
に
過
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
｣
が
明
腔
に
看
取
出
来
る
｡

比
等
の
樺
柔
は
上
記
の
如
-
形
式
上
よ
-
見
れ
ば
す
べ
て
内
務
絶
管
府

/

よ
-
ア
ン
ダ
ム
､
ブ
ノダ
シ
の
両
人
に
封
す
る
指
令
で
あ
る
｡
指
令
の
内
容

は
盛
京
内
務
府
に
魔
す
る
掻
許
､
柚
荘
'
艶
狂
等
各
種
の
抱
克
索
の
経
皆

に
就
て
で
あ
っ
て
､
荘
丁
よ
わ
の
物
納
税
の
徴
収
､
使
役
の
淡
潰
､
彼
等

に
封
す
る
給
輿
､
賞
賜
の
支
給
を
始
め
､
人
員
の
移
動
､
政
貝
の
補
充
'

或
ひ
は
違
法
事
件
の
鹿
罰
か
ら
婚
聾
の
問
題
に
ま
で
及
び
､
ま
た
か
ゝ
る

指
令
を
通
じ
て
､
荘
丁
淫
の
杜
骨
経
済
の
賓
意
が
賓
に
鑑
々
し
-
措
き
潤

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
試
み
に
二
､
三
の
例
を
別
本
日
銀
の
摘
要
に
よ

-
つ
て
元
さ
う
｡

､

.(

一)
諸
地
の
脚
の
看
守
に
綿
す
る
件
'
粟
の
迭
附
'
自
炭
の
受
納

す

べ
き
定
額
､
柏
線
蓬
附
･に
関
す
る
指
令

一

賢

＼

二

七
)

官
女
の
姉
聾
､
丁
戸
の
差
遣
'
窮
め
る
蜜
蜂
の
慶
分
t
.
そ
の′

-

輯
め
る
者
の
無
罪
､
人
参
に
封
す
る
賞
賜
､..そ
の
他
難
件
の

指
令

ノ

(
三
八

･)

揃
牲
丁
ぺ
の
賜
輿
と
虚
頂
､
.妃
衛
門
の
ム
チ
:

タ
ダ
ゲ
針

母
の
差
遣
､
同
山

へ
の
電
葡
布
の
賜
輿
､
羊
皮
軽
匠
ラ
ン
ビ

等
の
差
遣
､
牙
尖
等
蓬
附
等
の
指
令

ー
-

清
朝
に
開
す
芸

的
史
料
は
移
と

も
の
嘗

る
が
､
い
づ
れ
晶

計

甘
諸
規
定
の
煉
項
が
主
で
あ
っ
て
､
敢
骨
の
下
部
組
織
に
於
け
る
民
象
の
J

寮
生
活
､
及
び
彼
等
の
統
治
横
磯
と
の
諸
関
係
の
賓
際
に
つ
い
て
は
鰯
る

ゝ
も
の
極
め
て
稀
で
あ
る
.
此
の

｢
順
治
年
間
槍
｣
は
常
時
秒
滴
洲
に
於

け
.Q
内
務
麻
官
荘
の
鹿
砦
､
即
ち
妊
丁
の
生
産
行
麓
1
枚
等
の
生
活
欣
態
~

周
務
軒
の
彼
等
に
封
す
る
牧
変
形
潜
を
最
も
具
憩
的
に
示
し
た
も
の
と
し

で
､
先
づ
欝

一
に
満
州
社
食
経
済
史
の
研
究
に
量
る
べ
か
ら
ざ
る
覚
束
な

轟
有
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
緒
朝
の
内
務
麻
は
困
却
創
立

後
へ

世
鮒
の
脱
胎
十

一
年
ま
で
存
続
し
､
十
三
桁
門
の
制
度
が
採
用
せ
ら

る
ゝ
に
至
っ
て

l
皮
撒
痩
せ
ら
れ
た
が
､
順
治
十
八
年
型
瓢
鹿
照
帝
の
部

位
す
る
に
及
ん
で
再
び
復
路
し
た
.
此
の
欝
二
次
内
務
府
の
制
度
に
駒
す

｢ 62
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る史料が極めで多いにも拘らす､夢1次の順路朝内務軒に関する食料は甚だ乏しかったo此の｢順路年間槍｣は此の算一次内務府に的する｢殆どl唯一の根本史料｣として'第二に経朝内務
恥の軒先上にも特異な偶像を濁すオO第三に比の｢順治年間槍｣､

は加閏鮎満文の記銘としては｢俸衆の正しい最古切文献｣すめ-､且つ其の用語の特殊性及び乾音上の数種の浪郵等は'常時の満洲語の賓際を知る上に於ても､また言語車上の興味ある研

究資料と言へるであらう｡

以上の三鮎に於丁此の｢順治年間樽｣の史料的偶像は特に温習れ忍苦ぬ隼空るに斯漂尊家として誓名ある戸円氏によってロ/-マ字音課及び自本語課の附せられたことは本棟の刊行に一段の意義々添ふるものである｡蒲洲暦は特殊な言

.も

語として皮革者の習熟はなか-＼困難である｡従って原文であ

＼

る満文を縦横に昧潰して利用することは'理想的ではあつても事案に於では容易.に達し得られない.別本とtて刊行せられた謬文は､此の槍案の重要性を畢的に学界に縦介し得る鮎に於で.又其の利用をも容易ならしむる鮎に於て'原本に劣らぬ個体を有するものであるO勧学の自分lとしては到底かゝる発車苦心の所業を許し得るものではないが､最後に二二気付いた鮎を馨げよう｡γマ字音評に於でdashuGan左翼(二九貫)は油文

一

によれば明かにd/ashtiwanの誼誼.である｡日本語課に於ては同語異課が時々目に付-｡例へはniruは大凡そ牛敦と許してlあるが年匠とした簡餅があるへ三〇第｣ニ1頁)ojasirhaは春信

′

と
課
し
て
あ
る
が
'

送
信
と
し
た
餅
が
あ
る

へ四
三
第
)O

或
は

1
方
で
-

hjhaju
i
男
鬼
､

ajig
e
h
ah
a
j

u
i
包
男
兄

(四
六
京
)
と
詳
し
な
が

ら
'

他
方
で
は

sid
aJ
j亡
Se
幼
丁
ら

(七
二
雪

九
三
京
)
g
idaコ

haha7.uj
未
成
丁

(
七
l膏

)
と
零
す
な

ど
課
語
の
統

一
が
党
ま
し
い
O

､
tokso
を
軍
鵜
の
場
合
は
抱
克
索
と

課

し
､

熟
語
に
な
る
と
非
と
課
す

(
a

m
b?
tokso,大
証
､
,tok
soi
da
井
頭
､

tokso
bos､o
k
ti
荘
領
促
)

廿
と
も
ど
う
で
あ
ら
-
6
0
ま
た
慧

畑
に
於
て
緒
文
鑑
の
支
那
慧

…
を
そ

の
浅
､
機
械
約
-品

は
め
た
箇
所
が
少
か
ら
す
あ
っ
て
'
示

Li
は
倒

し醜

い
も
の
が
な

い
で
も
な

い
｡

例

へ
は

g
Bw
a
tutet･k
i
r)iy
al
111
a
別
.･

外
の
人

(
四
五
貫
)～

fan
gkabu
投
下
耳
よ

(
五
〇
頁
)t

bithe
suhe

ぎ
afa
書
耗
錐
爺
さ
ん
(
五
l衰

)
､
e
re
i
fe
)rile

こ
の
下
は

(
五
八
貫
)
､

S｡
n
g
k
｡
i
照
棟
す
る
も
の

(
七
二
貢
)
等
の
如
き
'
摘
後
の
文
章
と
し
っ

-
-
せ
ぬ
も
の
が
あ
う

､

ノ更
に
評
語
の
洗
練
を
贋
す
べ
も

1
椴
に
生
硬

∫

な
感
じ
を
免
れ
な
い
｡

L

′
解
題
た

よ
れ
ば
此
の
種
の
瀞
槽
は
順
路
'

匪
艶
'

確
正
t
J
乾
隆
､

第
一

慶
､
遮
光
-
成
豊
の
七
朝
に
わ
il
I
T

今
後
引
韓
い
て
刊
行
か
,見
る
由
で

あ
る
｡
兜
に
は
活
朝
賓
鉄
の
景
印
本
を
世
に
潜

む

'

こ

ゝ
に
再
び
此
の

｢
大
浦
洲
樺
象
｣

の
第
二
癖
第

一
灘
を
滑
-
出
し
L
!
盟
邦
満
洲
図
に
封
し
､

′

て
敵
意
を
表
す
る
と
共
に
､
′今
後
の
棟
刊
駁
期
待
し
て
や
ま
ぬ
も
の
で
あ

る
.

i

′

(

(

北
村
敬
直
)
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