
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
直
後

76 （714）

清
朝
の
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
調
査

松

甫、
γ

茂

【
要
約
】
　
清
朝
は
康
煕
二
十
九
年
（
一
六
九
〇
）
に
、
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
に
大
規
模
な
調
査
隊
を
派
遣
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
前
年
の
ネ
ル
チ
ン

ス
ク
条
約
で
画
定
し
た
ロ
シ
ア
と
の
国
境
を
調
査
し
て
、
国
境
の
周
辺
に
碑
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
調
査
隊
は
全
部
で
九
つ
の
隊
か
ら
構
成
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
五
十
人
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
。
隊
員
は
ほ
と
ん
ど
が
満
洲
八
旗
の
兵
と
ソ
ロ
ン
・
ダ
グ
ル
で
あ
り
、
そ
の
他
に
ロ
シ
ア
人
も
数
入
加
わ
っ
て

い
る
。
清
朝
は
、
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
各
支
流
の
水
源
と
な
っ
て
い
る
分
水
嶺
を
つ
な
い
だ
線
を
国
境
（
大
興
安
）
と
考
え
て
い
た
の
で
、
調
査
隊
は
各

支
流
を
潮
っ
て
、
そ
の
分
水
嶺
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
ア
ル
グ
ン
川
と
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
河
口
や
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
（
ト
ゥ
グ
ル
川
の
水
源
）
な
ど
に
碑
を

建
設
し
た
の
で
あ
る
。
調
査
隊
が
達
成
し
た
成
果
は
、
政
治
上
・
学
問
上
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
形
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
し

か
な
い
が
、
か
れ
ら
の
国
境
認
識
は
、
永
く
清
の
公
式
見
解
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
○
巻
五
号
　
「
九
九
七
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

清
朝
が
ア
ム
ー
ル
川
の
沿
岸
地
域
に
勢
力
を
伸
ば
す
の
は
、
十
七
世
紀
中
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
は
ロ
シ
ア
人
も
ア

ム
ー
ル
地
方
に
進
出
し
て
お
り
、
両
者
は
そ
の
領
有
権
を
め
ぐ
り
激
し
く
衝
突
し
た
。
ア
ム
ー
ル
川
の
流
域
に
平
和
が
回
復
す
る
の
は
、
両
国

が
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
締
結
し
た
康
煕
二
十
八
年
（
一
六
八
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。



ネルチンスク条約直後清朝のアムール川左岸調査（松浦）

　
清
は
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
結
ん
だ
翌
年
に
、
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
に
大
規
模
な
調
査
隊
を
派
遣
す
る
。
調
査
隊
の
目
的
は
、
ロ
シ
ア

と
の
間
の
国
境
を
調
査
し
て
、
国
境
の
近
く
に
碑
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
清
は
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
具
体
化
す
る
と

と
も
に
、
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
に
関
す
る
地
理
知
識
を
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ム
ー
ル
地
方
の
歴
史
に
お
い
て
こ
の
調

査
の
も
つ
意
義
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
康
煕
二
十
九
年
の
国
境
調
査
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
明
白
で
あ
り
、
調
査
隊
に
関
す
る
史
料
が
、
既
存
の
文
献
に
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
申
に
あ
っ
て
吉
田
金
一
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
調
査
隊
の
成
果
で
あ
る
ラ
ン
タ
ン
作
成
の
地
図
を
発
見
し
て
、
研
究
を
前
進
さ
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
調
査
の
全
体
像
を
解
明
す
る
た
め

に
は
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
新
し
い
文
献
史
料
の
発
見
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
清
代
の
ア
ム
ー
ル
地
方
に
関
す
る
研
究
は
、
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
め
ざ
ま
し
く
進
捗
し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
に
現
存
す
る
歴
史
棺

案
の
研
究
が
始
ま
っ
て
、
そ
の
使
用
が
一
般
化
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
わ
た
し
は
一
九
九
五
年
に
申
国
に
お
い
て
、
満
洲
語
棺
案
を
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
機
会
を
え
た
が
、
そ
の
と
き
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
の
中
に
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
直
後
の
国
境
調
査
に
関
す
る
史
料
が
、
多
数
保

存
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
以
前
に
別
の
論
文
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
、
バ
ハ
イ
ら
に
よ
る
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
地
理
調
査
も
、
こ
の
調
査
の
一
環
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
以
来
わ
た
し
は
史
料
の
収
集
と
整
理
に
つ
と
め

て
き
た
が
、
こ
こ
に
き
て
よ
う
や
く
こ
の
問
題
に
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
康
煕
二
十
九
年
に
実
施
さ
れ
た
調
査
の
概
要
を
述
べ
、
続
い
て
国
境
に
関
す
る
清
朝
の
解
釈
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
。

①
吉
田
金
｝
「
郎
談
の
門
吉
二
九
河
図
』
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
」
（
『
東
洋
学

　
報
』
第
六
二
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
八
○
年
）
、
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ

　
ン
ス
ク
条
約
』
（
東
洋
文
庫
、
　
一
九
八
四
年
）
、
『
ロ
シ
ア
と
中
国
の
東
部
国
境
を

　
め
ぐ
る
諸
問
題
』
（
二
二
堂
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

②
精
霊
龍
江
将
軍
衙
門
櫨
案
隔
は
、
現
在
黒
鴨
江
省
豊
玉
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
た
し
は
中
国
築
一
歴
史
棺
案
館
で
、
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
調
査
し
た
。

77　（715）



③
拙
稿
「
十
八
世
紀
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
ホ
ジ
ホ
ン
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第

第
一
章
　
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
調
査
隊
の
結
成

五
五
巻
第
二
号
、
一
九
九
六
年
）
＝
二
二
頁
を
参
照
。

78 （716）

　
康
煕
二
十
八
年
（
一
六
八
九
）
七
月
八
日
か
ら
、
シ
ル
カ
川
流
域
の
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
の
地
に
お
い
て
、
中
国
と
ロ
シ
ア
と
の
間
に
講
和
会
議

が
開
催
さ
れ
た
。
会
議
の
結
果
、
両
国
は
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
か
ら
海
ま
で
達
す
る
ア
ム
ー
ル
地
方
の
国
境
を
画
定
し
、
戦
争
状
態
を
終
結
し
て
国

交
を
結
ぶ
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
れ
が
有
名
な
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
ロ
シ
ア
は
ア
ム
ー
ル
川
流
域
へ
の
南
下
を
阻
ま

れ
て
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
方
面
へ
の
展
開
を
加
速
す
る
こ
と
に
な
っ
た
世
界
史
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。

　
清
初
の
中
国
人
が
、
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
地
域
に
関
し
て
ど
の
程
度
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
従
来
の
研
究
で
は
必
ず
し

も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
わ
た
し
は
、
講
和
会
議
以
前
の
清
は
そ
れ
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ロ
シ
ア
の
場
合
よ
り
も

一
層
不
確
か
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
清
朝
が
ア
ム
ー
ル
地
方
に
進
出
す
る
際
に
採
用
し
た
戦
略
の
特
徴
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の

本
流
沿
い
に
少
数
民
族
を
制
圧
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
ア
ム
ー
ル
川
の
流
域
に
つ
い
て
は
、
上
流
地
域
ま
で
十
分
な
知
識
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
り
、
講
和
会
議
の
と
き
に
チ
ョ
ル
ナ
や
川
や
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
な
ど
、
左
岸
の
小
さ
な
支
流
を
国
境
に
提
案
し
た
の
は
、
清
側
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
い
っ
た
ん
左
岸
の
内
陸
地
域
に
入
る
と
、
そ
こ
は
放
置
し
た
も
同
然
の
状
況
で
あ
っ
た
。
満
洲
人
や
漢
訳
が
こ
の
地
域
に
足
を
踏
み
入

れ
た
こ
と
は
、
記
録
に
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
康
煕
二
十
二
年
（
【
六
八
三
）
と
翌
年
の
二
回
、
清
の
八
開
兵
が
ロ
シ
ア
人
を

討
伐
す
る
た
め
に
進
軍
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
清
軍
の
一
部
は
ゼ
や
川
を
湖
り
、
別
の
一
隊
は
、
ア
ム
ダ
ン
川
を
湖
っ
て
ト
ゥ
グ
ル
川

　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
流
域
ま
で
進
ん
だ
が
、
か
れ
ら
は
た
だ
ち
に
引
き
揚
げ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
調
査
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
講
和
会

議
の
交
渉
に
も
影
を
落
と
し
て
お
り
、
左
岸
地
域
の
国
境
に
関
し
て
、
清
の
代
表
は
正
確
な
知
識
に
も
と
つ
く
具
体
的
な
提
案
を
行
な
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
で
き
な
か
っ
た
。
清
が
使
用
し
た
地
図
に
は
、
ア
ム
ー
ル
の
上
流
は
ア
ル
バ
ジ
ン
ま
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
左
岸
地
域

は
空
白
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
国
境
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
は
、
清
朝
に
と
っ
て
す
べ
て
に
優
先
す
る
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。



ネルチンスク条約疸後清朝のアムール川左岸調査（松浦）

　
さ
て
清
朝
が
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
調
査
に
乗
り
出
す
の
は
、
康
煕
二
十
八
年
の
年
末
に
な
っ
て
で
あ
る
。

二
十
九
年
正
月
四
日
の
条
に
よ
る
と
、
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
は
、
次
の
如
く
上
奏
し
て
い
る
。

『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
臨
康
煕

わ
た
く
し
ど
も
の
兵
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
エ
ル
グ
ネ
（
ア
ル
グ
ン
）
川
の
メ
リ
ル
ケ
ン
の
地
と
（
そ
こ
へ
の
）
陸
路
を
知
る
も
の
が
お
り
ま
す
の
で
、

か
れ
ら
を
一
ル
ー
ト
か
ら
送
っ
て
調
査
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
エ
ル
グ
ネ
川
の
河
口
か
ら
上
流
メ
リ
ル
ケ
ン
ま
で
と
、
サ
ハ
リ
ヤ
ン
隠
ウ
ラ

（一

ﾊ
に
は
ア
ム
ー
ル
川
、
こ
こ
は
そ
の
上
流
シ
ル
カ
川
）
対
岸
の
ゲ
ル
ビ
チ
（
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
）
川
の
上
流
に
あ
る
、
草
も
生
え
な
い
興
宮
の
尾
根
づ
た

い
に
海
に
か
か
る
ま
で
の
地
を
知
る
も
の
を
、
兵
士
の
中
に
求
め
ま
す
と
、
そ
れ
を
知
る
も
の
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
エ
ル
グ
ネ
川
の
河
口
か
ら
上
流

メ
リ
ル
ケ
ン
ま
で
と
、
日
興
安
か
ら
発
し
て
サ
ハ
リ
ヤ
ン
控
ウ
ラ
に
合
流
す
る
ジ
ン
キ
リ
（
ゼ
ヤ
）
・
シ
リ
ム
デ
ィ
（
セ
レ
ム
ジ
ャ
）
・
ニ
オ
マ
ン
（
ブ
レ

ヤ
）
な
ど
の
河
川
の
源
流
で
は
、
索
倫
総
管
マ
ブ
ダ
イ
な
ど
が
管
轄
す
る
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
と
ソ
ロ
ン
た
ち
が
、
牧
畜
し
た
り
猟
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
マ
ブ
ダ
イ
た
ち
に
（
か
れ
ら
の
中
か
ら
）
地
理
に
明
る
い
も
の
を
捜
し
て
、
幾
つ
の
ル
ー
ト
か
ら
調
査
に
行
か
せ
る
べ
き
か
を
、
上
奏
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ハ
リ
ヤ
ン
・
ス
ン
ガ
リ
日
ウ
ラ
（
松
花
江
）
に
流
れ
こ
む
キ
ム
ニ
ン
（
ビ
ラ
）
・
ク
ル
・
ゲ
リ
ン
（
ゴ
リ
ュ
ン
）
・
ヘ
ン
グ
ン

（
ア
ム
ダ
ン
）
な
ど
の
河
川
の
源
流
に
は
、
い
ず
れ
も
寧
古
塔
将
軍
ト
ゥ
ン
ボ
ー
が
所
管
し
ま
す
キ
レ
ル
た
ち
が
住
ん
で
い
ま
す
の
で
、
ト
ゥ
ン
ボ
ー
た

ち
に
地
理
を
知
る
も
の
を
捜
し
て
、
幾
つ
の
ル
ー
ト
か
ら
調
査
に
行
か
せ
る
べ
き
か
を
、
上
奏
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
括
弧
内
は
、
現

在
の
名
称
。
以
下
同
様
）

こ
の
と
き
サ
ブ
ス
が
、
ア
ム
ー
ル
川
の
上
流
地
域
と
左
岸
内
陸
部
の
地
理
に
詳
し
い
も
の
を
兵
の
中
に
求
め
た
理
由
は
、
計
画
が
進
行
し
て
い

た
国
境
調
査
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
サ
ブ
ス
の
上
奏
が
い
つ
行
な
わ
れ
た
の
か
、
正
確
な
日
付
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

議
政
王
た
ち
が
こ
れ
を
と
り
つ
い
で
、
康
煕
帝
に
上
奏
し
た
の
が
、
二
十
八
年
十
二
月
八
日
で
あ
る
の
で
、
計
画
自
体
は
そ
れ
よ
り
も
前
か
ら

始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
こ
の
計
画
の
中
に
は
、
地
理
の
調
査
と
並
行
し
て
、
国
境
に
碑
を
建
設
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
国
境
に
石
碑
を
建
設

す
る
こ
と
は
、
講
和
会
議
に
臨
む
前
か
ら
す
で
に
清
の
既
定
方
針
で
あ
っ
た
。
清
の
代
表
は
会
議
の
初
日
に
、
早
く
も
こ
の
問
題
を
提
起
し
て
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④

お
り
、
交
渉
が
妥
結
し
た
後
に
も
、
満
洲
語
・
ロ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
三
種
類
の
文
字
を
刻
ん
だ
石
碑
を
、
澗
国
の
国
境
に
建
て
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

条
約
文
の
末
尾
に
わ
ざ
わ
ざ
書
き
入
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
『
清
実
録
』
康
煕
二
十
八
年
十
二
月
事
事
（
＋
四
日
）
の
条
に
よ
る
と
、
清
は
こ
の

と
き
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
な
ど
の
国
境
に
、
満
洲
語
・
中
国
語
・
ロ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
五
種
類
の
文
字
の
碑
を
建
設
す
る
こ
と
を

正
式
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
述
し
た
サ
ブ
ス
の
上
奏
に
対
し
て
、
議
政
王
た
ち
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
考
え
ま
す
に
、
国
境
と
し
た
と
こ
ろ
を
調
べ
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
い
ま
た
だ
ち
に
こ
こ
か
ら
二
人
の
官
を
出
し
て
、
将
軍
サ
ブ
ス

　
　
と
総
管
マ
ブ
ダ
イ
の
も
と
に
　
人
、
将
軍
ト
ゥ
ン
ボ
ー
の
と
こ
ろ
に
一
人
を
派
遣
し
て
、
協
力
し
て
地
形
を
知
る
も
の
を
よ
く
捜
し
て
、
幾
つ
の
ル
ー
ト

　
　
か
ら
調
査
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
隊
伍
を
組
ん
で
調
査
に
行
く
べ
き
か
ど
う
か
を
、
よ
く
は
か
っ
て
上
奏
さ
せ
た
後
、
所
管
の
官
庁
か
ら
派
遣
す
べ
き
も

　
　
の
を
上
奏
さ
せ
て
、
上
意
を
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
政
王
た
ち
の
上
奏
が
あ
っ
た
五
日
後
の
十
二
月
十
三
日
に
、
康
煕
帝
は
こ
れ
を
裁
可
し
、
そ
し
て
そ
の
決
定
に
従
っ
て
、
愚
老
単
管
マ
ブ
ダ

イ
と
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
の
と
こ
ろ
に
は
員
外
郎
ダ
ラ
イ
を
、
寧
古
塔
将
軍
ト
ゥ
ン
ボ
ー
の
も
と
に
は
主
事
サ
ル
ト
ゥ
を
そ
れ
ぞ
れ
送
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

協
議
に
入
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
北
京
か
ら
行
っ
た
ダ
ラ
イ
と
サ
ル
ト
ゥ
を
ま
じ
え
て
、
サ
ブ
ス
と
ト
ゥ
ン
ボ
ー
ら
が
協
議
し
た
結
果
は
、
翌
二
十
九
年
（
一
六
九
〇
）
二
月

初
め
に
は
す
で
に
議
政
王
た
ち
の
も
と
に
到
着
し
て
い
る
。
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
瞼
康
煕
二
十
九
年
三
月
五
日
の
条
に
よ
る
と
、
ダ
ラ
イ

と
サ
ブ
ス
と
は
、
次
の
六
ル
ー
ト
の
調
査
を
提
案
し
た
。

　
　
ω
　
メ
ル
ゲ
ン
城
か
ら
エ
ル
グ
ネ
川
の
メ
リ
ル
ケ
ン
ま
で
は
、
秋
八
月
に
陸
路
を
一
ル
ー
ト
と
し
て
調
査
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
圖
　
エ
ル
グ
ネ
川
の
河
口
か
ら
メ
リ
ル
ケ
ン
ま
で
は
、
一
ル
ー
ト
と
し
て
水
路
か
ら
調
べ
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
㈹
　
メ
ル
ゲ
ン
か
ら
ジ
ン
キ
リ
川
の
河
源
ま
で
は
、
秋
八
月
ご
ろ
は
馬
で
行
け
ば
一
か
月
余
り
で
至
る
。
そ
こ
か
ら
先
興
安
の
尾
根
ま
で
は
、
～
日
で
達

　
　
　
す
る
。
こ
れ
を
騎
馬
の
一
ル
ー
ト
と
し
て
調
査
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

80 （718）



ネルチンスク条約直後清朝のアムール川左岸調査（松浦）

　
　
㈲
　
黒
龍
江
城
か
ら
シ
リ
ム
デ
ィ
川
の
源
流
で
あ
る
イ
ェ
ン
ケ
ン
（
イ
ン
カ
ン
）
川
の
河
口
ま
で
は
、
秋
八
月
ご
ろ
で
あ
れ
ば
馬
で
一
か
月
余
り
で
到
着

　
　
　
す
る
。
イ
ェ
ン
ケ
ン
川
の
河
口
か
ら
先
は
、
馬
で
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
徒
歩
で
行
け
ば
興
安
の
尾
根
ま
で
四
、
五
日
で
達
す
る
。
こ
れ
を
一

　
　
　
ル
ー
ト
と
し
て
調
べ
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
㈲
　
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
河
口
か
ら
河
源
ま
で
は
、
秋
八
月
ご
ろ
は
馬
で
行
け
ば
十
日
余
り
で
達
す
る
が
、
馬
が
食
べ
る
草
の
な
い
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら

　
　
　
先
は
崖
と
岩
ば
か
り
な
の
で
、
徒
歩
で
も
馬
で
も
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
㈲
　
里
…
龍
江
城
か
ら
丸
木
船
で
行
け
ば
、
ニ
オ
マ
ン
川
の
源
流
で
あ
る
オ
ロ
ン
キ
（
ニ
マ
ン
）
川
の
河
口
ま
で
は
、
一
か
月
余
り
で
到
着
す
る
。
そ
れ
か

　
　
　
ら
先
は
崖
と
岩
ば
か
り
な
の
で
、
徒
歩
で
も
馬
で
も
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
サ
ル
ト
ゥ
と
ト
ゥ
ン
ボ
ー
は
、
次
の
ル
ー
ト
を
提
案
し
た
。

　
　
平
安
ま
で
到
達
す
る
陸
路
を
知
る
も
の
は
い
な
い
。
ゲ
リ
ン
・
ヘ
ン
グ
ン
な
ど
の
河
川
は
、
興
安
か
ら
流
れ
出
て
い
る
の
で
、
氷
が
割
れ
た
ら
船
や
丸
木

　
　
船
で
、
ω
ゲ
リ
ン
・
㈲
ヘ
ン
グ
ン
・
㈲
海
岸
沿
い
の
三
ル
ー
ト
か
ら
調
査
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
計
画
は
、
議
政
王
た
ち
の
協
議
を
へ
て
、
二
月
十
四
日
に
帝
に
ほ
ぼ
そ
の
と
お
り
に
上
奏
さ
れ
た
。
た
だ
し
㈲
と
㈲
に
関
し
て
は
、

途
中
か
ら
先
は
崖
と
岩
ば
か
り
で
、
徒
歩
で
も
馬
で
も
行
け
な
い
と
い
う
が
、
も
し
「
先
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
あ
れ
ば
行
く
よ
う
に
。

行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
通
り
抜
け
る
場
所
が
な
け
れ
ば
、
到
達
し
た
地
点
か
ら
ひ
き
あ
げ
る
よ
う
に
」
と
、
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
月

十
七
日
に
康
煕
帝
は
こ
れ
を
承
認
し
て
、
同
時
に
調
査
に
派
遣
す
べ
き
高
官
を
推
薦
す
る
よ
う
に
、
兵
部
に
命
令
し
た
。

　
兵
部
は
た
だ
ち
に
調
査
隊
の
人
選
を
行
な
い
、
そ
の
日
の
う
ち
に
康
煕
帝
に
上
奏
し
た
。
帝
は
そ
の
中
か
ら
以
下
の
十
一
人
を
選
ん
で
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

十
二
日
に
兵
部
に
通
知
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
メ
ル
ゲ
ン
を
出
発
す
る
三
隊
（
－
～
3
）
に
は
、
正
白
旗
満
洲
都
鄙
ラ
ン
タ
ン
・
正
紅
旗
満
洲

副
都
統
ジ
ョ
ー
サ
ン
・
鑛
軍
旗
漢
軍
副
都
統
シ
ャ
ナ
ハ
イ
・
索
養
母
管
ア
ン
ジ
ュ
フ
の
四
人
を
、
黒
龍
江
を
出
発
す
る
三
丁
目
4
～
6
）
に
は
、

左
翼
前
鋒
統
領
ム
ト
ウ
・
正
黄
雷
同
古
都
統
・
三
等
公
ノ
ミ
ン
・
鑛
紅
旗
蒙
古
副
都
統
フ
ワ
シ
ャ
ン
・
黒
龍
江
副
都
統
ナ
チ
ン
の
四
人
を
、
寧

古
塔
か
ら
出
発
す
る
三
隊
（
7
～
Q
》
）
に
は
、
紫
藍
旗
蒙
古
都
統
バ
ハ
イ
・
鐘
白
旗
麗
麗
副
都
統
ス
へ
・
吉
林
副
三
皇
バ
ル
ダ
の
三
人
を
あ
て
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る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
選
ば
れ
た
十
周
忌
の
中
で
、
ま
ず
ラ
ン
タ
ン
は
、
歴
史
の
分
岐
点
と
な
っ
た
一
五
九
三
年
の
グ
レ
の
戦
い
で
、
大
功
を
建
て
た
ウ
リ
カ
ン
の

孫
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
タ
ン
自
身
も
ア
ル
バ
ジ
ン
の
攻
防
戦
で
は
、
面
食
の
先
頭
に
立
っ
て
戦
っ
た
経
歴
を
も
ち
、
ま
た
前
年
に
行
な
わ
れ
た
ロ

シ
ア
と
の
国
境
交
渉
で
は
・
ソ
ン
ゴ
ト
・
と
と
も
に
清
心
を
代
表
し
榊
ジ
・
i
サ
ン
は
三
＋
二
年
に
督
捕
侍
郎
に
進
む
が
・
三
＋
四
年
に
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

職
に
な
っ
た
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
シ
ャ
ナ
ハ
イ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
寧
古
塔
副
血
統
か
ら
寧
古
塔
将
軍
を
歴
任
し
、
康
煕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

四
十
年
に
は
サ
ブ
ス
の
後
を
う
け
黒
龍
江
将
軍
に
就
任
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ア
ン
ジ
ュ
フ
は
、

か
つ
て
吉
林
と
寧
古
塔
の
副
都
統
の
地
位
に
あ
っ
た
と
き
に
、
新
満
洲
佐
領
に
編
成
し
た
ば
か
り
の
少
数
民
族
を
、
松
花
江
下
流
付
近
か
ら
東

北
の
各
地
に
移
住
さ
せ
る
の
に
功
績
が
あ
っ
た
武
将
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
康
煕
ナ
七
年
（
エ
ハ
七
八
）
に
は
盛
京
将
軍
に
昇
進
す
る
が
、
そ

の
後
帝
の
忌
避
に
あ
っ
て
地
位
を
追
わ
れ
た
。
し
か
し
二
十
三
年
の
ト
ゥ
グ
ル
川
遠
征
と
翌
年
の
ア
ル
バ
ジ
ン
攻
略
の
功
績
に
よ
り
、
索
倫
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

管
の
職
に
復
帰
し
て
い
た
。

　
黒
龍
江
を
出
発
す
る
三
隊
を
率
い
る
高
官
の
中
で
、
ム
ト
ウ
は
三
章
の
乱
の
討
伐
に
加
わ
っ
て
、
左
翼
前
鋒
統
領
ま
で
昇
進
し
た
が
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ム
ー
ル
左
岸
の
調
査
を
行
な
っ
た
後
、
ま
も
な
く
し
て
残
し
て
い
る
。
次
に
ノ
ミ
ン
は
、
か
つ
て
正
黄
旗
満
洲
都
統
・
撫
遠
大
将
軍
・
中
和
殿

大
学
士
を
歴
任
し
て
、
三
等
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
ト
ゥ
ハ
イ
の
子
で
、
ト
ゥ
ハ
イ
の
死
後
に
三
等
公
を
世
襲
し
た
。
ノ
ミ
ン
は
康
煕
二
十
六
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

正
黄
旗
蒙
古
都
統
に
任
命
さ
れ
て
以
来
、
三
十
二
年
に
獲
す
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
フ
ワ
シ
ャ
ン
に
関
し
て
は
、
手
が
か
り
は
ほ
と
ん

ど
な
い
・
ま
た
ナ
チ
ン
は
満
洲
正
紅
旗
に
属
し
て
い
た
が
・
本
来
は
朝
鮮
族
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
勧
・

　
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
を
調
査
す
る
バ
ハ
イ
は
、
順
治
十
六
年
（
＝
ハ
五
九
）
に
病
死
し
た
父
シ
ャ
ル
フ
ダ
の
後
を
継
い
で
以
来
、
康
煕
二
十

二
年
（
一
六
八
三
）
に
免
職
に
な
る
ま
で
、
寧
古
塔
将
軍
と
し
て
北
辺
を
防
衛
す
る
重
責
を
担
っ
た
。
寧
古
塔
将
軍
の
職
を
退
い
た
後
は
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

十
三
年
か
ら
鑛
藍
旗
蒙
古
都
統
に
就
任
し
て
い
た
。
残
る
ス
へ
と
バ
ル
ダ
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
。

　
調
査
隊
の
構
成
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
ろ
に
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
、
兵
部
は
二
月
二
十
五
日
に
次
の
よ
う
に
上
奏
し
た
。
す
な
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わ
ち
陸
路
を
行
く
隊
の
構
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
営
（
U
き
σ
q
α
q
一
誉
）
三
人
と
夢
占
〇
人
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
水
路
を
行
く
隊
は
、
官
三
人
と
兵
お
よ

び
水
夫
五
〇
人
で
構
成
し
て
、
み
な
同
程
度
の
規
模
と
す
る
。
こ
の
う
ち
メ
ル
ゲ
ン
か
ら
出
発
す
る
三
隊
に
は
、
ソ
ロ
ン
と
ダ
グ
ル
の
官
と
兵

を
あ
て
る
こ
と
に
し
、
黒
龍
江
か
ら
出
か
け
る
三
隊
に
は
、
黒
龍
江
に
駐
屯
す
る
八
旗
の
官
と
兵
を
ふ
り
む
け
、
そ
し
て
寧
古
塔
を
起
点
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
三
隊
は
、
吉
林
と
寧
古
塔
の
八
旗
の
官
と
兵
で
編
成
さ
せ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
康
煕
帝
は
兵
部
の
上
奏
に
不
安
を
感
じ
て
、
兵
部
に
対
し
て
北
京
に
い
る
ロ
シ
ア
人
た
ち
に
、
興
安
（
大
興
安
）
ま
で
の
ル
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
尋
ね
て
か
ら
、
再
度
上
奏
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
清
と
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
こ
ろ
、
ロ
シ
ア
人
の
中
に
は
自
ら
清
に
投
降
す
る
も
の
や
、

捕
虜
と
な
り
そ
の
ま
ま
中
国
に
留
ま
る
も
の
が
い
た
。
康
煕
帝
は
か
れ
ら
を
北
京
に
集
め
て
佐
領
に
編
成
し
、
一
部
の
も
の
に
は
官
職
ま
で
授

　
　
　
　
　
　
　
⑱

け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ロ
シ
ア
人
は
、
過
去
に
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
で
活
動
し
て
い
た
の
で
、
中
国
人
よ
り
も
そ
の
地
域
の
地

理
に
明
る
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
兵
部
は
、
改
め
て
北
京
在
住
の
ロ
シ
ア
人
に
質
問
を
行
な
っ
た
が
、
か
れ
ら
も
ま
た
、
こ
の
方
面
の
地
理
に
詳
し
く
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
人
た
ち
は
、
メ
ル
ゲ
ン
関
係
の
三
ル
ー
ト
と
、
寧
古
塔
か
ら
出
発
す
る
ゴ
リ
ュ
ン
川
と
海
岸
沿
い
の
ニ
ル
ー
ト
、
さ

ら
に
は
黒
龍
江
城
を
発
っ
て
ブ
レ
や
川
の
上
流
方
向
に
行
く
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
み
な
知
ら
な
い
と
答
え
た
。
だ
が
残
る
三
ル
ー
ト
に
関
し

て
は
、
過
去
に
踏
破
し
た
経
験
を
も
つ
も
の
が
い
た
。
た
と
え
ば
ラ
サ
リ
［
ラ
ザ
リ
］
は
、
ア
ル
バ
ジ
ン
か
ら
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
ま
で
、
船
に
乗

っ
て
一
か
月
余
り
で
達
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
領
催
オ
リ
ク
シ
［
ア
レ
ク
セ
イ
］
は
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
河
口
か
ら
河
馬
ま
で
は
徒

歩
で
十
一
爲
か
か
り
、
そ
れ
か
ら
さ
き
は
冬
益
鳥
が
積
も
っ
て
い
た
の
で
、
崖
や
岩
ば
か
り
の
場
所
を
ス
キ
ー
を
は
い
て
、
七
日
目
に
ト
ゥ
グ

ル
川
ま
で
到
達
し
た
と
語
っ
た
。
し
か
し
笹
身
の
名
は
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
領
催
シ
ト
ゥ
バ
ン
〔
ス
テ
パ
ン
］
の
証
言
は
、

最
も
詳
細
で
あ
っ
た
。
ア
ム
ダ
ン
川
の
河
口
か
ら
上
流
に
丸
木
船
で
二
十
日
上
る
と
、
ニ
メ
レ
ン
川
に
達
し
、
そ
れ
を
五
B
湖
つ
た
後
陸
上
を

徒
歩
で
四
日
行
く
と
、
ト
ゥ
グ
ル
川
に
達
す
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
徒
歩
で
二
十
五
日
行
く
と
、
ウ
ダ
川
に
至
る
が
、
そ
の
間
は
草
は
生
え
ず
、

木
と
苔
だ
け
で
あ
っ
た
。
ア
ム
ダ
ン
川
と
ウ
ダ
川
に
居
住
す
る
の
は
、
キ
レ
ル
と
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
ば
か
り
で
あ
り
、
山
道
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
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⑲

し
か
し
興
安
の
名
は
、
知
ら
な
い
と
答
え
た
。
（
鉤
括
弧
内
は
、
推
定
で
き
る
ロ
シ
ア
人
の
名
前
）

　
ロ
シ
ア
人
の
回
答
を
待
っ
て
、
兵
部
は
二
月
二
十
七
日
に
再
び
上
奏
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
当
初
に
計
画
し
た
九
ル
ー
ト
の
調
査
の
う
ち
、

ω
か
ら
ω
ま
で
の
四
隊
は
、
黒
龍
江
将
軍
た
ち
が
国
境
ま
で
の
日
程
と
ル
　
’
ー
ト
を
調
べ
て
上
奏
し
て
い
る
の
で
、
始
め
の
通
り
に
調
査
さ
せ
る
。

さ
ら
に
㈲
か
ら
㈲
ま
で
の
五
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
両
将
軍
が
地
形
を
知
る
も
の
を
調
べ
て
い
る
う
え
に
、
ロ
シ
ア
人
の
中
に
は
ア
ム
ダ
ン
川

か
ら
ウ
ダ
川
ま
で
行
っ
た
も
の
も
い
る
の
で
、
計
画
通
り
に
出
発
さ
せ
、
現
地
の
キ
レ
ル
や
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
に
早
事
を
尋
ね
て
、
必
ず
頂
上
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
行
く
よ
う
に
し
、
も
し
も
前
進
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
到
達
し
た
と
こ
ろ
ま
で
で
引
き
返
す
よ
う
に
さ
せ
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
康
煕
帝
は
、
兵
部
の
上
奏
を
基
本
的
に
承
認
し
て
、
同
時
に
各
調
査
隊
に
、
ロ
シ
ア
人
を
一
人
ず
つ
北
京
か
ら
随
行
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
行
は
三
月
中
旬
に
北
京
を
出
発
し
て
現
地
に
向
か
っ
た
が
、
索
倫
総
管
ア
ン
ジ
ュ
フ
と
里
…
龍
江
副
都
統
ナ
チ
ン
は
、
メ
ル
ゲ
ン
と
里
…
龍
江
で
、

そ
し
て
吉
林
副
都
響
バ
ル
ダ
は
、
吉
林
で
こ
れ
に
合
流
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
調
査
隊
の
中
に
は
、
石
碑
の
建
設
と
地
図
の
作
成
に
従
事
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
石
工
や
画
工
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
高
官
の
親
署
や
下
僕
も
、
北
京
か
ら
従
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
よ
り
さ
き
調
査
隊
の
一
員
に
決
ま
っ
た
バ
ハ
イ
は
上
奏
し
て
、
国
境
を
調
査
す
る
こ
と
を
ロ
シ
ア
に
通
知
す
る
か
ど
う
か
尋
ね
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

二
月
二
十
五
日
の
段
階
で
は
、
兵
部
と
理
藩
院
が
こ
れ
を
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
清
は
ロ
シ
ア
に
通
知
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
ら
し
い
。
同
年
に
ゴ
ロ
ヴ
ィ
ー
ン
の
手
紙
を
も
っ
て
北
京
に
向
か
っ
て
い
た
ロ
ン
シ
ャ
コ
フ
は
、
チ
チ
ハ
ル
ま
で
き
て
、
国
境
の
調
査
を

通
知
す
る
文
書
を
携
え
て
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
に
急
ぐ
清
の
使
者
と
出
会
っ
た
。
な
お
ロ
ン
シ
ャ
コ
フ
は
四
月
二
十
一
日
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
五
月
十
九

日
）
か
ら
五
月
二
十
四
日
（
六
月
二
十
日
）
ま
で
北
京
に
滞
在
し
て
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、
そ
の
途
中
で
清
の
調
査
隊
が
、
ア
ム
ー
ル
川
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

左
岸
地
域
に
向
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ロ
ン
シ
ャ
コ
フ
の
記
述
は
、
清
の
記
録
と
完
全
に
一
致
す
る
。
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①
寺
R
さ
象
ミ
嵩
ミ
簑
ミ
。
ミ
さ
ミ
塁
§
偽
些
ミ
‘
噂
巽
♪
8
ζ
P
“
ζ
。
。
否
2

　
お
刈
P
身
ワ
い
N
轟
～
い
国
ド

②
門
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
懸
案
」
第
二
九
冊
、
準
正
＋
二
年
八
月
十
九
日
の
条
、

そ
し
て
『
里
…
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
」
第
一
冊
、
康
煕
二
十
三
年
八
月
十
八
巳
、
八

月
二
十
五
日
、
十
月
篇
十
日
、
十
月
二
十
七
B
お
よ
び
第
三
冊
、
康
煕
二
十
四
年

三
月
十
一
日
の
条
。
な
お
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
辺
民
組



ネルチンスク条約直後清朝のアムール川左岸調査（松浦）

　
織
」
（
『
人
文
学
科
論
集
臨
〈
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
〉
配
員
　
四
号
、
　
｝
九
九
　
年
）

　
註
㈲
、
楠
木
賢
道
「
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
か
ら
み
た
康
煕
二
十
三
年
の
露
清
関

　
係
」
（
『
歴
史
人
類
」
第
二
四
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

③
等
8
さ
ま
§
ミ
臭
竃
。
ミ
さ
ミ
窪
§
‘
・
峯
ミ
題
黍
8
竃
P
。
↓
℃
．
U
い
9

　
い
い
刈
■

④
キ
6
舞
？
ミ
§
ミ
暑
ミ
。
ミ
卍
。
ミ
窪
§
ζ
・
さ
ミ
題
黍
ぎ
7
凶
P
。
↓
℃
．
凶
ρ

　
い
＝
’

⑤
ω
①
げ
㊦
。
・
冒
｝
二
§
轟
き
ミ
騎
ミ
ミ
§
防
凡
ミ
肉
§
§
畑
蓬
熔
無
想
・
ミ
秘
募

　
鳶
◎
c
。
曾
菊
。
ヨ
p
一
8
一
も
℃
b
G
。
刈
．

⑥　
　
『
黒
龍
江
醤
軍
衙
門
棺
案
」
第
一
〇
冊
、
康
煕
二
十
九
年
三
月
五
日
の
条
。

⑦　
　
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
」
第
｝
○
冊
、
康
煕
二
十
九
年
三
月
十
四
日
の
条
。

　
　
『
八
旗
通
志
初
集
』
巻
　
五
三
郎
談
傍
。

⑧⑨　
　
『
清
実
録
』
康
配
…
三
十
二
年
十
　
月
戊
辰
、
お
よ
び
三
十
四
年
八
月
辛
丑
の
条
。

⑩　
　
『
清
実
録
』
康
煕
四
十
年
二
月
乙
丑
の
条
。

⑬　
　
『
八
旗
通
志
初
集
』
巻
一
五
一
安
珠
瑚
伝
。
ま
た
拙
稿
「
康
煕
前
半
に
お
け
る

　
ク
ヤ
ラ
・
新
満
洲
佐
領
の
移
住
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
八
巻
第
四
号
、
一
九
九

　
〇
年
）
九
〇
、
九
一
頁
を
参
照
。

⑫
『
八
旗
通
志
初
野
」
巻
二
〇
五
穆
図
伝
。

第
二
章
　
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
調
査
の
概
要

⑬
「
喜
雨
書
函
類
徴
初
編
」
巻
二
七
五
諾
敏
伝
。

⑭
重
…
龍
江
志
稿
』
巻
四
四
掃
射
志
、
お
よ
び
『
八
旗
満
洲
氏
族
逓
譜
』
巻
七
二

　
韓
尼
伝
。

⑮
同
満
洲
名
臣
伝
」
巻
一
〇
巴
海
霧
。
ま
た
拙
稿
「
康
煕
前
半
に
お
け
る
ク
ヤ

　
ラ
・
新
満
洲
佐
領
の
移
住
」
第
一
章
を
参
照
。

⑯
註
⑦
を
参
照
。

⑰
註
⑦
を
参
照
。

⑱
吉
田
金
一
咽
近
代
露
清
関
係
史
」
（
東
京
、
一
九
七
四
年
）
～
九
五
、
一
九
六

　
頁
を
参
照
。

⑲
註
⑦
を
参
照
。

⑳
註
⑦
を
参
照
。

⑳
註
⑦
を
参
照
。

⑫
　
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
樒
案
」
第
～
四
冊
、
康
煕
二
十
九
年
三
月
二
十
六
日
、
お

　
よ
び
第
一
五
冊
、
康
煕
二
十
九
年
五
月
十
五
日
の
条
。

⑱
　
註
⑦
を
参
照
。

⑳
等
8
さ
象
因
§
ミ
。
、
§
9
嵩
さ
ミ
象
§
。
・
呪
園
ミ
題
黍
8
竃
討
ζ
。
。
臣
m
Ψ

　
一
ミ
。
。
“
o
弓
’
。
。
．

　
　
な
お
吉
田
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
』
二
九
七
頁
を
参
照
。

　
三
月
中
旬
に
北
京
を
発
っ
て
北
に
向
か
っ
た
ラ
ン
タ
ン
・
ジ
ョ
ー
サ
ン
・
シ
ャ
ナ
ハ
イ
・
ム
ト
ウ
・
ノ
ミ
ン
・
フ
ワ
シ
ャ
ン
ら
の
一
行
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

メ
ル
ゲ
ン
に
は
五
月
初
め
に
、
そ
れ
か
ら
黒
龍
江
に
は
五
月
上
旬
に
到
着
す
る
見
通
し
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
間
に
調
査
隊
の
基
地
と
な
る
メ
ル
ゲ
ン
と
黒
龍
江
に
お
い
て
は
、
調
査
に
同
行
す
る
官
と
兵
の
人
選
や
、
調
査
に
使
用
す
る
船
舶
そ
の

87 （725）



表1　アムール川左岸調査隊の構成と調査内容

調
　
　
査
　
　
地

調
査
隊
の
構
成

調
査
内
容

D
　
嵐
費
｝
穿
Φ
口
川
↓
ア
ル
グ
ン
摺
の
河
口
倣
倒
壱
紹
瀕
翻
烈
頓
興
郵
一
…
…
…
…
…
…
…

吻
』
P
ゆ
圃
目
ぼ
汐
ゆ
掴
吻
擁
陣
…
…
…
…
…
陶
｝
汐
鼠
財
P
掴
μ
段
段
ウ
則
常
滑
汐
溺
帥
；
…
㈲
　
サ
ハ
リ
ン
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
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他
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
三
月
一
日
と
十
四
日
に
到
着
し
た
二
通
の
兵
部
の
文
書
は
、
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
・
長
螺
総
管
マ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ダ
イ
と
員
外
郎
ダ
ラ
イ
が
協
議
し
た
当
初
の
プ
ラ
ン
を
、
大
き
く
変
更
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
最
初
の
計
画
に
よ
れ
ば
、
全
部
で
六

ル
ー
ト
あ
る
う
ち
、
②
ア
ル
グ
ン
川
の
河
口
か
ら
メ
リ
ル
ケ
ン
に
至
る
ま
で
と
、
㈲
ブ
レ
や
川
の
河
口
か
ら
源
流
の
ニ
マ
ン
川
の
河
口
に
至
る

ま
で
の
二
つ
の
ル
ー
ト
だ
け
で
、
船
舶
を
使
用
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
北
京
か
ら
の
知
ら
せ
に
よ
る
と
、
六
隊
す
べ
て
が
船
舶
を
使
う
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
調
査
隊
は
も
と
も
と
八
月
を
期
し
て
、
目
的
地
に
出
発
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
兵
部
の
通
知
に
よ
っ
て
、

高
官
た
ち
が
北
京
か
ら
到
着
し
次
第
、
た
だ
ち
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
変
更
に
な
っ
た
。
調
査
に
船
舶
を
用
い
る
以
上
、
冬
に
な
り
河
川
が

凍
結
す
る
前
に
、
調
査
を
終
了
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
黒
龍
江
を
発
っ
て
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
を
締
る
一
行
だ
け
は
、
水
・
陸
二
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手
に
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
船
で
行
く
も
の
は
官
二
人
と
兵
・
水
夫
な
ど
三
十
人
目
構
成
し
、
陸
上
を
行
く
も
の
は
官
一
人
と
兵
二
十
人
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
な
り
、
五
月
上
旬
ま
で
に
メ
ル
ゲ
ン
に
入
っ
て
、
高
官
が
到
着
す
る
の
を
待
た
せ
た
。

　
同
時
期
に
士
馬
指
方
面
に
向
か
っ
た
バ
ハ
イ
と
ス
へ
に
関
し
て
は
、
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
に
記
載
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
詳
し
い

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
か
れ
ら
も
ま
た
、
バ
ル
ダ
と
現
地
で
落
ち
合
っ
て
、
計
画
さ
れ
た
調
査
地
に
出
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
先
は
各
調
査
隊
が
、
実
際
に
踏
査
し
た
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
メ
リ
ル
ケ
ン
方
面
に
出
か
け
た
隊
は
、
ラ

ン
タ
ン
と
ジ
ョ
ー
サ
ン
が
指
揮
し
て
い
た
。
ラ
ン
タ
ン
と
ジ
ョ
ー
サ
ン
に
は
、
ロ
シ
ア
人
の
驕
高
校
オ
ゲ
フ
ァ
ン
［
ア
ガ
フ
ォ
ン
］
と
、
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

工
・
石
工
な
ど
が
随
行
し
て
い
た
。
最
初
の
計
画
で
は
、
メ
リ
ル
ケ
ン
ま
で
陸
上
と
水
上
二
手
か
ら
調
査
を
行
な
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
実
施

の
段
階
に
な
っ
て
二
つ
の
隊
は
合
同
し
、
ラ
ン
タ
・
ン
と
ジ
ョ
ー
サ
ン
は
行
動
を
と
も
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
八
十
通
志
初
集
瓢
巻
　
五
三

郎
談
伝
に
は
、

　
　
　
（
康
煕
）
二
十
九
年
三
月
、
旨
を
奉
じ
て
副
道
統
傍
目
［
ジ
ョ
ー
サ
ン
］
と
と
も
に
、
頸
綱
谷
納
（
ア
ル
グ
ン
川
）
河
口
に
往
き
交
界
牌
を
立
つ
。
五
月

　
　
十
五
日
、
丁
子
根
（
メ
ル
ゲ
ン
）
城
を
経
て
、
興
安
嶺
を
越
ゆ
。
羅
刹
猶
ほ
屋
十
余
間
有
り
、
田
禾
地
に
満
つ
る
を
見
る
。
…
…
郎
談
其
の
屋
を
殿
た
使

　
　
め
て
、
其
の
資
を
給
ひ
、
其
の
禾
を
刈
り
て
載
帰
す
る
を
卜
す
。
羅
刹
等
悦
拝
し
て
、
嶺
を
度
り
て
去
る
。
二
十
一
日
、
漢
意
古
書
に
至
り
、
牌
を
河
口

　
　
石
壁
の
上
に
立
て
、
清
・
漢
・
那
羅
斯
・
蒙
古
・
里
的
三
五
様
の
字
を
去
り
懲
り
て
還
る
。

と
、
調
査
隊
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
三
月
は
命
令
を
受
け
て
、
ラ
ン
タ
ン
ら
が
北
京

を
幽
発
し
た
と
き
で
、
五
月
十
五
B
は
、
メ
ル
ゲ
ン
を
発
ち
メ
リ
ル
ケ
ン
に
向
か
っ
た
日
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
惹
と
、
ラ
ン
タ
ン
ら
の
調
査

隊
は
陸
路
大
興
安
置
を
越
え
て
、
メ
リ
ル
ケ
ン
に
到
着
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
右
岸
に
残
っ
て
い
た
ロ
シ
ア
人
の
住
民
を
清
の
領
内
か
ら
退

去
さ
せ
た
後
、
二
十
一
日
に
ア
ル
グ
ン
川
の
河
口
ま
で
進
ん
で
、
五
種
類
の
文
字
を
彫
っ
た
牌
を
付
近
の
岸
壁
上
に
立
て
た
。
ラ
ン
タ
ン
ら
は

メ
リ
ル
ケ
ン
か
ら
は
水
路
を
使
っ
て
、
ア
ル
グ
ン
川
河
口
を
経
て
ア
ム
ー
ル
川
へ
と
下
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
隊
は
、
一
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

月
分
の
食
料
を
携
帯
し
て
い
た
。

89 （727）



　
ゼ
や
川
を
湖
っ
て
平
安
を
め
ざ
し
た
の
は
、
シ
ャ
ナ
ハ
イ
と
ア
ン
ジ
ュ
フ
が
率
い
る
調
査
隊
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ナ
ハ
イ
ら
は
、
四
か
月
分
の

食
料
を
装
備
し
、
ロ
シ
ア
人
の
領
催
と
画
工
を
と
も
な
っ
て
出
発
し
た
。
『
吉
林
通
志
』
巻
八
七
安
珠
瑚
伝
附
子
燕
緒
安
将
軍
行
状
に
、
次
の

記
載
が
み
え
る
。

　
　
後
に
、
那
羅
斯
と
界
を
立
つ
。
公
は
副
都
統
沙
塵
海
〔
シ
ャ
ナ
ハ
イ
〕
と
楷
に
、
同
に
精
奇
里
江
（
ゼ
や
川
）
に
至
る
。
（
以
下
略
）

　
ゼ
や
川
流
域
の
調
査
に
関
し
て
は
、
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
の
記
載
が
具
体
的
で
詳
し
い
。
康
煕
二
十
九
年
六
月
二
十
八
日
の
条
に
は
、

シ
ャ
ナ
ハ
イ
と
ア
ン
ジ
ュ
フ
が
、
ゼ
や
川
の
沿
岸
に
あ
っ
た
バ
ハ
ナ
と
い
う
地
点
か
ら
、
サ
ブ
ス
ら
に
対
し
て
途
中
経
過
を
報
告
し
た
記
事
が

載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
シ
ャ
ナ
ハ
イ
ら
は
出
発
前
に
メ
ル
ゲ
ン
で
、
ガ
イ
ド
役
の
も
の
と
協
議
し
て
、
綿
密
な
計
画
を
練
っ
て
い
た
。

こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
雨
季
に
あ
た
り
、
道
路
は
ぬ
か
る
む
う
え
に
、
虻
や
蚊
が
多
く
て
馬
で
行
く
こ
と
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
調
査

隊
は
小
型
の
船
舶
に
乗
っ
て
黒
龍
江
城
を
発
ち
、
六
月
九
日
に
バ
ハ
ナ
に
到
着
し
た
。
計
画
で
は
、
バ
ハ
ナ
か
ら
は
船
を
馬
に
代
え
て
進
む
つ

も
り
で
あ
っ
た
が
、
予
め
バ
ハ
ナ
に
送
っ
た
馬
一
九
〇
頭
の
う
ち
、
一
七
〇
頭
余
り
が
途
中
で
伝
染
病
に
か
か
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
た

め
に
シ
ャ
ナ
ハ
イ
と
ア
ン
ジ
ュ
フ
は
計
画
を
変
更
し
て
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
バ
ハ
ナ
か
ら
馬
に
乗
っ
て
興
安
に
達
す
る
と
い
っ
た
の
を
中
止
し
て
、
船
・
白
樺
船
・
板
船
・
丸
木
船
で
で
き
る
だ
け
棚
っ
て
、
興
安
を
探

　
　
し
に
行
く
。
板
船
・
丸
木
船
で
進
め
な
く
な
っ
た
ら
、
も
し
徒
歩
で
進
め
れ
ば
徒
歩
で
行
く
。
万
　
旱
魑
の
年
に
あ
た
っ
て
お
れ
ば
水
が
な
い
の
で
、
板

　
　
船
・
丸
木
船
で
は
興
安
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
徒
歩
で
も
進
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
引
き
返
し
て
、
秋
八
月
ご
ろ
に
来

　
　
た
い
と
考
え
る
。

と
報
告
す
る
。
サ
ブ
ス
は
報
告
を
受
け
る
と
、
す
ぐ
に
兵
部
に
対
し
て
、
シ
ャ
ナ
ハ
イ
た
ち
に
も
う
一
度
馬
を
与
え
て
、
八
、
九
月
中
に
再
度

出
発
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
問
い
合
せ
た
。
兵
部
は
、
話
題
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
体
勢
を
立
て
直
し
て
再
び
出
発
さ
せ
、
必
ず
目
的

地
ま
で
調
査
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
、
七
月
二
十
一
日
に
上
奏
し
た
が
、
と
こ
ろ
が
康
煕
帝
は
、

　
　
ど
う
し
て
何
度
も
そ
こ
へ
行
く
の
か
。
到
達
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
と
す
る
。
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表2　ゼや川（Jingkiri　ula）水系の支流

親在の河川名 ランタン作成の地図
『黒龍江将軍衙門考案』康煕
l十九年十一月十二日（水源） 備　　考

Zela J三ngk旙 Jingkiri　ula　　　　（牝興安） アムール翔と合流
Argi Argi　bira Argi　bira　　　　　　　（北興安） ゼや川と合流

Elge　bira Elge　bira　　　　　（北興安） Argi川と合流
Un’ia Unen　bira Unen　bira　　　　　（北端安） Argi川と合流
Urkan Urkan　bira Urkan　bira　　　　（北興安） Argi川と合流

Urge　bira　　　　　（北興安） ゼや川と合流

Nelhesuhi　bira Nelhesuhi　bira　　　（北先安） ゼや川と合流

Tok Tok　bira Tok　b1ra　　　　　　　　　　　（北興安） ゼや川と合流
Ninni Ningni　bira Niagni　bira　　　　　　　　　（北山安） ゼや川と合流

Tynda kindu　bira kindu　bira　　　　（北興安） Ningni川と合流
Tiyenio　bira 丁童yenio　bira　　　（北東興言） Ningni川と合流

表3　セレムジャ川（Silimdi　bira）水系の支流

現在の河川名 ランタン作成の地図
『黒龍江将軍衙門棺案』康煕
l十九年十一月十二日（水源）

備　　考

Selemdzha Silimdi　bira S三limdi　bira　　　　　（北興安） ゼや川と合流
Inkan Yengke　bira Yengken　bira　　　　　（北川安） Silimdi川と合流

Ormolko　bira OrmolaRu　bira・　（北東漸漸） Sililndi川と合流

Byssa Bi§a　bira　　　　（北東興安） Silimdi　Jllと合流

Nora Nara　bira Nara　blra　　　　　（叢話安） Silimdi川と合流

Mamyn Mumin　bira　　　（北東漸漸） Silimdi川と合流

Ungge　bira Ungge　bira　　　（北東興安） Silimdi川と合流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
、
意
外
な
返
答
を
し
て
い
る
。

　
後
述
す
る
如
く
、
調
査
が
終
了
し
た
後
に
、
ラ
ン
タ
ン
が

作
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る
地
図
で
は
、
ゼ
や
川
の
水
系
を
詳

し
く
描
き
、
ト
ク
・
ア
ル
ギ
・
ニ
ン
ニ
な
ど
合
計
九
本
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

流
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
上
流
に
あ
る
支
流

は
ネ
ル
ヘ
ス
ヒ
川
で
、
シ
ャ
ナ
ハ
イ
ら
の
調
査
隊
も
、
大
体

そ
の
あ
た
り
ま
で
は
踏
査
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ゼ
や
川
の
上
流
、
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
の
源
流
を
調
査
し
た
の

は
、
ム
ト
ウ
ら
の
一
行
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
も
ま
た
ロ
シ
ア

人
と
画
工
を
と
も
な
い
、
四
か
面
分
の
食
料
を
も
っ
て
、
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

龍
江
を
出
発
し
て
い
る
。
ム
ト
ウ
を
案
内
し
た
の
は
、
オ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ン
チ
ョ
ン
の
ハ
ラ
ダ
、
リ
ブ
デ
ィ
ン
ゲ
で
あ
っ
た
。

　
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
を
み
る
と
、
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
水
系
の
支

流
と
し
て
、
イ
ェ
ン
ケ
・
ナ
ラ
な
ど
全
部
で
四
本
の
河
川
が

描
か
れ
て
い
る
。
イ
ェ
ン
ケ
川
は
現
在
の
イ
ン
カ
ン
川
に
あ

た
り
、
ム
ト
ウ
ら
は
こ
の
川
を
目
標
に
調
査
を
行
な
っ
た
。

　
残
る
二
隊
の
う
ち
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
を
陸
路
源
流
ま
で
送

る
兵
二
〇
人
に
は
、
黒
龍
江
に
お
い
て
一
か
二
分
の
食
料
を

支
給
し
て
、
追
加
す
る
分
に
つ
い
て
は
メ
ル
ゲ
ン
で
調
整
し
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表4　ブレや川（Nioman　bira）水系の支流

現在の河川名 ランタン作成の地図
『黒龍江将軍衙門棺案』康煕
l十九年十一月十二日（水源） 備　　考

Bureia N1oman Niomaa　blra　　　（北東興安） アムール川と合流

Niman 010ngki　bira Olongki　bira　　　（北東興安） Nioman川と合流
Urgal Urgal　bira　　　　　（北東：興安〉 Nめman川と合流

（Silimdir　Biγa＞ Sihmd三f　bira　　　（北束記号） 蝿oman　lllと合流

Tyrma Siyarmi　bira Siyarman　bira　　　（東興安） Nioman川と合流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
一
隊
を
だ
れ
が
指
揮
し
た
の
か
、
肝
心
な
問
題
は
不
明
で
あ
る
。
当
初

か
ら
清
は
、
ア
ル
グ
ン
川
と
並
ん
で
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
岸
辺
に
も
、
国
境
の
碑
を
建
て
る
こ
と
を
計
画
し
て
お
り
、

ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
に
向
か
っ
た
調
査
隊
が
、
そ
の
使
命
を
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
記
述
は
残
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
ラ
ン
タ
ン
ら
の
例
か
ら
類
推
す
る
と
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
調
査
隊
に
も
そ
の
た
め
の
入
員
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

配
置
し
た
は
ず
で
、
調
査
隊
は
ア
ル
グ
ン
川
と
同
程
度
の
碑
を
建
設
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　
ブ
レ
や
川
の
源
流
を
調
べ
に
行
っ
た
隊
に
つ
い
て
も
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
に
は
、

ブ
レ
や
川
の
水
系
で
は
、
シ
ヤ
ル
ミ
と
オ
ロ
ン
キ
ニ
つ
の
支
流
を
あ
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
調
査
の
目
標
に
な
っ
た

オ
ロ
ン
キ
川
は
、
現
在
の
ニ
マ
ン
川
に
あ
た
る
。

　
続
い
て
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
方
面
に
向
か
っ
た
調
査
隊
に
つ
い
て
、
調
査
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

か
れ
ら
に
関
し
て
は
、
楊
賓
の
「
柳
辺
紀
略
』
巻
一
が
こ
れ
ま
で
唯
一
の
史
料
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
威
重
曹
書
林
は
、
極
東
北
の
大
山
な
り
。
上
に
樹
木
な
く
、
惟
だ
青
苔
を
生
ず
る
の
み
。
厚
さ
常
に
三
、
四
尺
。
康
煕

　
　
庚
午
（
二
十
九
年
）
阿
羅
斯
と
国
界
を
分
か
ち
、
天
子
韓
藍
旗
固
山
額
真
中
海
［
バ
ハ
イ
］
等
に
命
じ
て
、
三
道
を
分

　
　
か
ち
て
往
っ
て
視
べ
し
む
。
一
は
事
鳥
箒
（
ア
ム
ダ
ン
川
）
よ
り
入
り
、
一
は
格
林
必
拉
（
ゴ
リ
ュ
ン
川
）
よ
り
入
り
、

　
　
　
一
は
北
海
よ
り
饒
り
て
入
る
。
見
る
所
は
み
な
同
じ
。
遂
に
碑
を
山
上
に
立
つ
。
碑
に
満
洲
・
阿
羅
斯
・
喀
爾
喀
文
を

　
　
刻
む
。

と
あ
る
。
著
者
の
楊
賓
は
、
罪
を
得
て
寧
古
塔
に
流
さ
れ
た
父
壱
越
と
母
に
会
う
た
め
に
、
康
煕
中
ご
ろ
に
寧
古

塔
へ
旅
行
し
た
が
、
そ
の
間
に
自
ら
見
聞
し
た
事
柄
を
つ
ぶ
さ
に
記
録
し
た
貴
重
な
文
献
が
、
『
柳
辺
紀
略
』
で

あ
る
。
楊
賓
が
旅
行
に
出
発
し
た
正
確
な
年
次
は
、
こ
れ
ま
で
不
明
と
さ
れ
て
い
た
が
、
『
楊
大
里
先
生
雑
文
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

稿
』
に
よ
る
と
、
か
れ
は
康
煕
二
十
八
年
の
後
半
に
寧
古
塔
へ
と
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
翌
年
ま
で
寧
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古
塔
に
滞
在
し
て
、
バ
ハ
イ
が
行
な
っ
た
調
査
の
一
部
始
終
を
目
撃
し
て
い
た
ら
し
い
。
楊
賓
が
証
言
す
る
内
容
は
、
前
述
し
た
調
査
隊
の

ル
ー
ト
と
完
全
に
一
致
す
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
に
拠
っ
て
、
調
査
隊
の
た
ど
っ
た
ル
ー
ト
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
思
う
が
、
残
念
な
こ
と
に
そ
れ

に
は
康
煕
二
十
九
年
の
部
分
が
欠
け
て
お
り
、
調
査
に
関
す
る
棺
案
は
一
つ
も
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
後
世
の
棺
案
に
引
用
さ
れ
て
、
断
片
的

な
記
述
が
か
ろ
う
じ
て
伝
わ
る
の
で
、
今
は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
た
と
え
ば
同
書
雍
正
十
二
年
正
月
二
十
六
日

の
条
に
よ
る
と
、
バ
ハ
イ
以
外
の
二
つ
の
隊
に
つ
い
て
、

　
　
漢
軍
副
都
統
ス
へ
は
、
勅
旨
に
従
っ
て
ゲ
リ
ン
（
ゴ
リ
ュ
ン
川
）
を
調
査
に
行
っ
て
、
ゲ
リ
ン
か
ら
ヘ
ン
グ
ン
（
ア
ム
ダ
ン
川
）
を
越
え
、
源
流
の
方
に

　
　
蒙
る
と
き
、
ウ
レ
チ
（
ウ
リ
ケ
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
達
し
て
、
貢
納
を
し
て
い
な
い
グ
ル
バ
ダ
な
ど
八
七
を
従
え
、
徴
収
し
た
媚
皮
八
枚
を
管
轄
宮
庁
に

　
　
引
き
渡
し
た
い
と
い
っ
た
。
同
年
に
吉
林
副
都
統
バ
ル
ダ
は
…
…
ヘ
ン
グ
ン
な
ど
の
地
方
に
国
境
の
場
所
を
調
べ
に
い
き
、
海
島
に
住
む
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
氏

　
　
族
と
ド
ボ
ノ
ン
ゴ
姓
、
東
海
の
岸
に
い
た
ク
イ
ェ
姓
・
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
姓
、
全
部
で
五
十
三
戸
を
従
属
さ
せ
て
、
雷
干
一
枚
ず
つ
五
十
三
枚
目
紹
皮
を
徴

　
　
収
し
た
、
と
上
奏
し
た
。
（
以
下
略
）

と
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
ス
へ
が
率
い
る
隊
で
あ
る
が
、
ゴ
リ
ュ
ン
川
を
潮
っ
て
、
お
そ
ら
く
エ
ヴ
ォ
ロ
ン
湖
か
ら
ド
ス
ミ
川
を
経
て
、
ア
ム
ダ

ン
川
の
中
流
に
出
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
は
ア
ム
ダ
ン
川
を
上
流
に
向
か
っ
て
、
そ
の
河
童
と
分
水
嶺
を
調
査
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ス
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
が
従
え
た
ウ
レ
チ
と
い
う
村
は
、
ク
ル
川
沿
岸
に
あ
っ
た
ウ
リ
ケ
（
ウ
リ
カ
）
村
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
調
査
隊
は
ア
ム
ダ
ン
川
を
引
き
返

し
て
ク
ル
川
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
バ
ル
ダ
の
一
行
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
か
ら
海
上
に
出
て
海
岸
線
に
沿
っ
て
北
上
し
た
。
こ
こ
で
い
う
海
島
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
こ
と
で
あ

る
。
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
氏
族
と
い
う
の
は
、
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
村
（
チ
フ
ナ
イ
川
付
近
）
や
ビ
シ
ケ
（
ブ
イ
ス
キ
）
村
な
ど
サ
ハ
リ
ン
の
北
西
海
岸
に
い
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ニ
ヴ
フ
族
の
チ
フ
ィ
ヌ
ン
グ
氏
族
で
あ
る
。
ド
ボ
ノ
ン
ゴ
姓
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
も
や
は
り
北
西
部
の
沿
岸
に
居
住

し
た
集
団
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
東
海
の
岸
に
住
ん
で
い
た
ク
イ
ェ
姓
と
七
口
ン
チ
ョ
ン
姓
で
あ
る
が
、
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
思
案
』
の
別
の
箇
所
を
見
る

と
、
た
と
え
ば
星
影
七
年
十
月
二
十
八
日
の
条
に
「
海
島
に
い
る
ク
イ
ェ
・
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
な
ど
の
村
六
十
五
、
戸
数
二
百
六
十
八
」
と
あ
る

こ
と
や
、
同
じ
く
乾
隆
十
九
年
正
月
二
十
四
日
の
条
に
「
ク
イ
ェ
・
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
・
カ
ダ
イ
ェ
（
カ
デ
ィ
イ
ェ
）
・
ワ
ル
ル
・
チ
ョ
リ
ル
・

ド
ボ
ノ
ン
ゴ
・
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
・
プ
ニ
ヤ
フ
ン
・
シ
ュ
ル
ン
グ
ル
な
ど
の
氏
族
の
も
の
は
、
東
海
の
島
に
居
住
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
れ

ら
は
大
陸
で
は
な
く
、
海
上
の
島
に
思
住
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
後
者
に
み
え
る
氏
族
の
中
で
、
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
氏
族
が
サ
ハ
リ
ン
に
い
た
ニ

ヴ
フ
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
プ
ニ
ヤ
フ
ン
（
プ
ニ
ャ
グ
ア
ン
）
氏
族
も
、
サ
ハ
リ
ン
北
端
の
ボ
モ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（
ボ
ム
イ
ド
）
村
に
い
た
ニ
ヴ
フ
族
の
一
氏
族
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
史
料
に
海
島
と
か
東
海
の
島
と
か
あ
る
の
は
、
み
な
サ
ハ
リ

ン
の
こ
と
で
あ
り
、
ク
イ
ェ
と
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
の
二
集
団
が
い
た
の
も
、
サ
ハ
リ
ン
の
東
海
岸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
イ
ェ
は
、
サ
ハ

リ
ン
中
部
の
タ
ラ
イ
カ
付
近
に
い
た
ア
イ
ヌ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
海
岸
か
ら
タ
ラ
イ
カ
ま
で
は
交
通
路
が
通
じ
て
い
て
、
西
海
岸
に
比
較
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
サ
ハ
リ
ン
で
唯
一
ト
ナ
カ
イ
を
飼
養
し
た
北
東
部
の
ウ
イ
ル
タ
族
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
中
国
に
お
い
て
サ
ハ
リ
ン
を
庫
野
島
と
呼
ぶ
の
は
、
ク
イ
ェ
に
由
来
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
バ
ル
ダ
ら
の
調
査
隊
が
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
か
ら
サ
ハ
リ
ン
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
記
し
た
史
料
に
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
ジ
ェ
ル
ビ
ヨ
ン
の
日
誌
に
よ
る
と
、
一
六
九
一
年
一
月
二
十
四
日
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
に
、
学
問
の
進

講
が
終
わ
っ
た
後
の
会
話
で
、
康
煕
帝
は
ジ
ェ
ル
ビ
ヨ
ン
に
、
「
こ
の
年
東
の
か
た
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
に
人
を
派
遣
し
た
が
、
そ
の
も
の
た

ち
は
河
口
の
む
こ
う
は
七
月
（
蜜
≡
①
け
）
と
い
う
の
に
ま
だ
海
が
結
氷
し
て
い
て
、
付
近
の
土
地
に
は
人
は
ま
っ
た
く
住
ん
で
い
な
い
と
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
た
」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
～
六
九
一
年
一
月
二
十
四
日
は
、
康
煕
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
に
該
当
し
、
こ
の
年
と
い
う
の
は
康
煕

二
十
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
七
月
は
、
陰
暦
の
五
月
十
五
日
か
ら
六
月
十
五
日
ま
で
に
あ
た
っ
て
お
り
、
康
煕
帝
が
派
遣
し

た
と
い
う
人
び
と
が
、
バ
ル
ダ
の
一
行
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
康
煕
二
十
九
年
に
当
時
北
京
に
滞
在
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士

の
ト
マ
ス
が
作
成
し
た
地
図
に
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
よ
り
や
や
南
の
海
上
に
大
き
な
島
が
描
か
れ
て
い
て
、
ブ
イ
ェ
王
国
（
幻
Φ
α
Q
屋
、
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⑳

頃
爵
Φ
）
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
イ
ェ
と
は
ク
イ
ェ
の
説
音
で
あ
っ
て
、
サ
ハ
リ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
と
き
す
で
に
バ
ル
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
調
査
に
つ
い
て
知
っ
て
い
て
、
そ
の
成
果
を
い
ち
早
く
自
ら
の
地
図
に
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
隊
で
あ
る
バ
ハ
イ
の
隊
が
進
ん
だ
の
は
、
ア
ム
ダ
ン
川
を
湖
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
バ
ハ
イ
は
ラ
ン
タ
ン
と
同
様
に
、
調
査
の
終
了
後
に

そ
の
結
果
を
地
図
に
し
て
報
告
し
て
い
た
。
後
述
す
る
如
く
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
櫨
案
㎏
康
煕
四
十
九
年
八
月
二
十
三
日
前
条
に
よ
る
と
、
一

統
志
館
は
、
黒
龍
江
将
軍
の
報
告
に
不
備
が
あ
る
こ
と
を
、
バ
ハ
イ
の
地
図
と
比
較
し
て
次
の
如
く
指
摘
す
る
。

　
　
さ
ら
に
『
大
絵
図
』
と
バ
ハ
イ
が
描
い
て
持
っ
て
き
た
図
を
見
る
と
、
チ
チ
ガ
ル
（
チ
チ
ハ
ル
）
城
の
東
北
の
か
た
、
ヘ
ン
グ
ン
（
ア
ム
ダ
ン
）
川
の
西

　
　
に
ド
ゥ
キ
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
西
か
ら
東
に
流
れ
て
、
ヘ
ン
グ
ン
州
に
流
入
す
る
。
ヘ
ン
グ
ン
川
の
東
の
源
流
を
、
ヘ
メ
ン
川
と
い
う
。
こ
の
川
は
北

　
　
西
か
ら
南
東
に
流
れ
て
、
ヘ
ン
グ
ン
川
と
な
る
。
ヘ
ン
グ
ン
川
の
北
に
、
ゲ
ル
ビ
（
ケ
ル
ビ
）
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
南
西
か
ら
北
東
に
流
れ
て
、
イ
ミ

　
　
レ
（
ニ
メ
レ
ン
）
川
に
入
る
。
イ
ミ
レ
川
の
北
東
に
は
、
ア
マ
ル
（
オ
マ
ル
）
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
東
か
ら
南
西
に
向
か
っ
て
、
イ
ミ
レ
川
に
注
ぐ
。

　
　
イ
ミ
レ
川
の
北
東
に
、
シ
ム
ル
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
東
か
ら
南
西
に
流
れ
て
、
イ
ミ
レ
州
に
入
る
。
ヘ
ン
グ
ン
川
の
南
に
、
一
つ
の
川
が
あ
る
。
こ

　
　
の
川
は
南
西
か
ら
北
東
に
向
か
い
、
ヘ
ン
グ
ン
川
と
合
流
す
る
。
ヘ
ン
グ
ン
川
の
北
に
、
ル
ク
（
ジ
ュ
ク
）
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
か
ら
南
に
流
れ
て
、

　
　
　
ヘ
ン
グ
ン
川
に
注
ぐ
。
ヘ
ン
グ
ン
用
の
北
側
に
サ
ム
ニ
ン
（
ソ
ム
ニ
ヤ
）
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
か
ら
南
に
向
か
い
、
ヘ
ン
グ
ン
川
と
合
流
す
る
。
ウ

　
　
　
ェ
ル
ギ
（
ウ
イ
ギ
Y
川
と
ア
サ
ル
ニ
（
ア
ス
ィ
ニ
）
川
二
つ
の
間
に
、
ニ
オ
ワ
ク
タ
ン
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
て
、
ト
ゥ
フ
ル

　
　
　
（
ト
ゥ
グ
ル
）
川
に
入
る
。
ア
サ
ル
広
川
と
ム
ニ
ケ
（
ム
ニ
カ
ン
）
川
二
つ
の
間
に
は
、
タ
リ
ン
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
て
、
ト

　
　
　
ウ
フ
ル
川
に
入
る
。
タ
リ
ン
川
と
ム
ニ
ケ
川
の
間
に
ミ
ヨ
ー
ワ
ン
（
メ
ワ
ン
ジ
ャ
）
山
が
あ
る
。
ム
ニ
ケ
川
の
北
側
に
ミ
イ
ェ
ミ
レ
川
が
あ
る
。
こ
の
川

　
　
は
北
か
ら
南
に
向
か
っ
て
、
ム
ニ
ケ
用
に
注
ぐ
。
ム
ニ
ケ
川
の
東
に
エ
ル
ゲ
ケ
ン
川
が
あ
る
。
こ
の
川
は
北
か
ら
南
に
流
れ
て
、
ト
ゥ
フ
ル
川
に
入
る
。

　
　
　
（
原
文
で
は
ヘ
ン
ク
ン
と
す
る
が
、
ヘ
ン
グ
ン
に
訂
正
す
る
。
）

こ
の
部
分
は
、
ア
ム
ダ
ン
川
と
ト
ゥ
グ
ル
川
の
水
系
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
括
弧
の
中
は
、
ロ
シ
ア
の
現
代
地
図
に
み
え
る
地
名
で

あ
る
。
方
位
の
問
題
は
し
ば
ら
く
置
い
て
、
こ
こ
に
あ
が
っ
た
川
と
山
の
名
称
は
、
現
代
の
地
名
と
比
較
し
て
も
、
非
常
に
正
確
で
あ
る
。
こ
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れ
は
、
バ
ハ
イ
の
一
行
が
こ
の
地
域
を
実
地
に
踏
査
し
て
、
十
分
な
調
査
を
行
な
っ
た
成
果
と
考
え
て
よ
い
。

　
バ
ハ
イ
ら
の
調
査
隊
が
最
終
的
に
到
達
し
た
地
点
は
、
ど
こ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
う
｛
度
『
柳
樽
紀
略
隔
に
、
注
目
し
て
み

よ
う
。
バ
ハ
イ
ら
は
威
伊
克
阿
林
に
満
洲
語
・
ロ
シ
ア
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
三
体
の
碑
を
立
て
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
威
伊
克
阿
林
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
発
案
臨
に
い
う
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
（
¢
《
実
象
餌
ぎ
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
吉
田
氏
が
発
見
さ
れ
た
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
に
よ
る

と
、
ト
ロ
ン
（
ト
ロ
ム
）
川
の
支
流
、
キ
ル
フ
ィ
川
の
上
流
に
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
と
い
う
川
が
あ
り
、
そ
の
ウ
イ
ェ
ケ
ン
川
の
西
に
山
が
一
つ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

び
え
て
い
る
。
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
は
こ
の
山
と
み
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
バ
ハ
イ
と
ラ
ン
タ
ン
は
、
ト
ゥ
グ
ル
川
水
系
と
ト
ロ
ム
川
水
系
を

分
け
る
山
脈
を
ロ
シ
ア
と
の
国
境
と
考
え
る
の
で
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
は
そ
の
山
脈
を
形
成
す
る
一
山
で
あ
る
。
バ
ハ
イ
は
こ
の
と
き
国
境
の
碑

を
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
の
ふ
も
と
、
ト
ゥ
グ
ル
川
か
ら
ト
ロ
ム
川
に
通
じ
る
ル
ー
ト
上
の
峠
近
く
に
建
設
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

碑
は
、
雍
正
初
め
に
は
早
く
も
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
な
お
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
に
は
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
の
北
に
さ
ら
に
、
ト
ロ
ン
川
と
キ
ル
フ

ィ
川
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
の
国
境
の
碑
付
近
が
、
バ
ハ
イ
調
査
隊
の
到
達
点
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
黒
龍
江
副
都
詰
オ
ン
ダ
イ
が
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
に
送
っ
た
七
月
十
日
付
け
の
文
書
に
よ
る
と
、
興
安
を
調
査
に
行
っ
た
も
の
が
、
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

龍
江
に
ぞ
く
ぞ
く
帰
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
調
査
は
、
こ
の
こ
ろ
に
一
応
終
結
し
た
の
で
あ
る
。

①
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
第
一
四
冊
、
康
煕
二
十
九
年
三
局
十
五
日
の
条
。

　
た
だ
し
～
行
が
実
際
に
到
着
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
十
日
近
く
遅
れ
た
も
よ
う
で

　
あ
る
。

②
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
㎞
第
一
四
冊
、
康
煕
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日
の
条
。

③
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
第
一
五
冊
、
康
煕
二
十
九
年
五
月
三
日
の
条
。

④
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
第
一
五
冊
、
康
煕
二
十
九
年
五
月
十
五
日
の
条
。

⑤
註
④
を
参
照
。

⑥
『
黒
龍
江
樗
軍
衙
門
檎
案
隔
第
一
〇
冊
、
康
煕
二
十
九
年
八
月
八
日
の
条
。

⑦
吉
田
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
㎞
附
図
を
参
照
。
以
下
同

　
じ
。

⑧
註
④
を
参
照
。

⑨
『
里
…
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
」
第
三
〇
冊
、
康
煕
三
＋
年
閏
七
月
二
＋
～
日
の
条
。

⑩
「
黒
龍
江
将
軍
衙
門
樒
案
」
第
＝
二
冊
、
康
煕
二
＋
九
年
五
月
七
日
の
条
。

⑪
黒
龍
江
将
軍
が
康
煕
四
＋
九
年
に
調
査
し
た
と
き
に
は
、
国
境
の
石
碑
は
ゴ
ル

　
ビ
ツ
ァ
川
河
口
の
東
岸
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ
が
こ
の
と
き
建
設
さ
れ
た
も
の
か

　
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
吉
田
「
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
㎞

　
一
一
九
四
～
三
〇
四
頁
を
参
照
。

⑫
同
書
「
附
置
堂
詩
稿
自
序
」
、
お
よ
び
「
附
楊
大
玉
出
自
省
親
詩
文
巻
」
。
こ
の
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史
料
に
つ
い
て
は
、
李
興
盛
氏
よ
り
コ
ピ
ー
を
恵
与
さ
れ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

　
し
た
い
。

⑬
9
冨
∬
ρ
口
こ
○
津
げ
襲
。
ω
竜
巻
窯
臣
x
轟
鵠
㊤
貫
貫
誉
§
＆
。
＝
h

　
8
0
9
（
（
呈
§
ミ
ミ
ミ
ミ
塁
ミ
二
言
窪
§
塁
皇
§
》
調
6
6
6
♪
一
〇
い
○
。
曽
自
で
，
一
ひ
○
。
“

　
掴
。
弩
壽
曽
朔
○
二
、
＆
g
9
械
h
こ
ミ
雲
華
き
謙
s
o
ミ
鍵
と
書
8
g
Ω
楓
9
§
転
。

　
k
遷
Φ
層
ζ
o
o
窃
2
一
〇
ひ
ρ
o
ぢ
．
ひ
O
い
「

⑭
O
ζ
g
聲
＞
9
b
」
‘
℃
鶏
8
駐
。
。
臼
臣
質
し
・
×
o
し
。
切
点
景
①
×
同
×
…
踏
聖
舘
。

　
×
×
じ
さ
“
6
0
餐
§
蓮
§
o
聴
§
因
鈷
§
（
§
竃
戴
き
ミ
着
亀
之
§
＆
畠
O
偽
Φ
§
3

　
竃
o
o
臣
ρ
一
ミ
企
。
壱
．
お
距
一
8
梱

　
　
ま
た
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
…
ル
川
下
流
地
方
の
渋
難
組
織
」
表
1
を
参
照
。

⑮
註
⑭
を
参
照
。

⑯
こ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
間
宮
林
蔵
の
著
作
か
ら
見
た
ア
ム
ー
ル
川

　
最
下
流
域
地
方
の
辺
民
組
織
」
（
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
纂
委
員
会
編

　
『
清
朝
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
、
　
一
九
九
二
年
）
　
　
五
七
、
　
一
五
八
頁
を
参

　
照
。

⑰
旨
欝
罷
p
｝
■
し
σ
‘
b
§
魯
馬
§
鷺
冬
期
§
ミ
リ
誌
、
ミ
賊
心
鼻
さ
§
N
。
藝
暴

　
智
ミ
心
貫
ミ
慧
携
尽
ミ
譜
隷
尋
譜
誉
貯
O
ミ
ミ
ミ
誉
奪
§
、
ミ
ミ
ら
ぎ
§
舞

　
（
以
下
b
題
ミ
賞
噛
§
と
省
略
）
＜
o
門
幽
ゆ
勺
母
グ
一
刈
ω
α
も
■
も
。
念
冒
（
そ
の
英
訳
は
、

　
》
b
題
ら
試
㌧
蔑
§
ミ
妹
書
肉
愚
㍗
妃
曼
G
ぎ
ミ
織
ミ
O
ミ
謹
鴇
，
§
、
ミ
§
、
§
球
ミ
§
簿

　
§
さ
、
悪
ミ
賄
駄
さ
謎
麟
§
軋
§
ミ
申
く
。
閂
■
さ
。
．
ぴ
。
鼠
8
払
第
一
曽
や
ω
Q
。
ご

第
三
章
　
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
と
国
境
の
問
題

　
　
ま
た
吉
田
『
ロ
シ
ア
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
輪
二
九
七
頁
を
参
照
。

⑱
ω
㊦
げ
㊦
ω
曽
§
鴨
舞
ミ
瞬
ミ
ミ
貯
摯
さ
肉
N
、
駐
§
寧
㎡
§
駄
さ
蓉
謎
沖
（
δ
。
。
り
）
曽

　
附
図
を
参
照
。
な
お
ト
マ
ス
の
地
図
に
関
し
て
は
、
謹
0
8
〈
路
ざ
〉
．
▼
ζ
鋤
で
ω
o
｛

　
9
Φ
ω
一
げ
㊦
『
圃
き
沁
。
具
①
o
｛
爵
Φ
ゆ
Φ
蒔
協
き
一
⑦
。
。
鼠
戸
｝
↓
ぎ
ヨ
⇔
。
。
（
一
①
Φ
O
γ
ご
N
§

　
ミ
§
蟄
≦
｛
押
一
①
G
。
ド
を
参
照
。

⑲
一
八
○
八
年
（
文
化
五
）
に
間
宮
林
蔵
が
サ
ハ
リ
ン
の
東
海
岸
ハ
ン
ゲ
タ
ラ
イ

　
カ
で
冒
白
し
た
標
柱
は
、
か
つ
て
こ
の
地
を
訪
れ
た
満
洲
入
が
立
て
た
と
い
う
こ

　
と
で
あ
る
が
、
そ
の
満
洲
人
と
は
バ
ル
ダ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
後
考
を
ま

　
ち
た
い
。

⑳
門
黒
龍
江
将
軍
衙
門
素
案
隔
第
二
九
〇
冊
、
康
煕
四
十
九
年
正
月
四
日
の
条
。

⑳
威
伊
克
阿
林
に
つ
い
て
、
吉
田
氏
は
ト
ロ
ム
川
水
源
の
エ
ル
キ
レ
山
（
標
高
二

　
三
八
四
メ
ー
ト
ル
、
北
緯
五
四
度
・
東
経
　
三
五
度
付
近
）
を
、
劉
遠
図
氏
は
ト

　
ロ
ム
川
西
北
の
ト
ィ
リ
ス
キ
ー
（
タ
イ
カ
ン
ス
キ
ー
）
山
脈
の
最
高
峰
（
標
高
二

　
二
七
八
メ
ー
ト
ル
）
を
あ
て
ら
れ
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
吉
田
門
ロ
シ
ア
と
中
国

　
の
東
部
国
境
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
一
〇
二
～
一
〇
四
頁
、
劉
「
《
柳
辺
紀
略
》
所
記

　
威
望
克
至
愛
界
碑
憂
身
」
（
『
学
習
与
探
索
」
　
一
九
八
五
年
第
六
期
）
　
＝
二
四
頁
を

　
参
照
。

⑫
　
　
『
清
代
中
敷
関
係
描
案
史
料
選
編
」
（
北
京
、
一
九
八
一
年
）
第
二
八
二
号
棺

　
案
、
雍
正
十
二
年
十
二
月
十
四
日
。

⑬
　
　
「
里
…
龍
江
将
軍
衙
門
櫨
案
』
第
　
三
冊
、
康
煕
瓢
十
九
年
七
月
十
二
日
の
条
。

　
清
朝
が
康
煕
二
十
九
年
（
一
六
九
〇
）
に
実
施
し
た
国
境
調
査
は
、
ア
ム
ー
ル
川
地
域
に
お
け
る
最
初
の
試
み
で
あ
り
、
調
査
隊
の
規
模
と

調
査
の
範
囲
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
中
国
に
お
い
て
は
空
前
絶
後
の
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
調
査
が
終
了
し
た
時
点
で
、
調
査
隊
が
い
か
な
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る
報
告
を
行
な
っ
た
の
か
、
ま
た
清
の
中
央
が
そ
れ
を
ど
う
評
価
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
文
献
か
ら
は
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
調
査
を
指
揮
し
た
ラ
ン
タ
ン
と
バ
ハ
イ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
地
図
を
作
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
だ
け
が
、
調

査
の
成
果
と
い
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
バ
ハ
イ
作
成
の
地
図
は
、
い
ま
だ
に
所
在
を
確
認
で
き
な
い
が
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
に
関
し
て
は
、
吉

田
金
一
氏
が
近
年
に
台
北
で
発
見
さ
れ
た
地
図
が
、
そ
う
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
氏
は
、
地
図
の
左
下
に
満
洲
語
で
「
内
大
臣
で

あ
っ
た
ラ
ン
タ
ン
な
ど
が
描
い
て
持
ち
帰
っ
た
食
道
の
図
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
と
、
ア
イ
グ
ン
（
黒
龍
江
）
と
メ
ル
ゲ
ン
は
載
っ

て
い
る
が
、
チ
チ
ハ
ル
が
み
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
図
は
、
ラ
ン
タ
ン
に
よ
り
康
煕
二
十
九
年
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た

が
、
右
下
に
あ
る
五
十
年
十
二
月
十
三
日
と
い
う
漢
字
の
日
付
に
つ
い
て
は
、
内
府
が
こ
れ
を
収
蔵
し
た
と
き
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
に
止
ま

　
①つ

た
。
わ
た
し
は
、
吉
田
氏
の
結
論
は
大
体
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
作
成
年
代
に
疑
い
を
残
し
た
ま
ま
論
述
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
こ
の
地
園
の
来
歴
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
事
情
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　
わ
た
し
は
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
康
煕
四
十
九
年
（
一
七
一
〇
）
の
条
を
検
索
し
て
い
た
と
き
に
、
ラ
ン
タ
ン
が
作
成
し
た
地
図
の
こ

と
を
、
「
内
大
臣
で
あ
っ
た
ラ
ン
タ
ン
な
ど
が
描
い
て
持
ち
帰
っ
た
霜
道
の
図
」
と
か
、
「
内
大
臣
で
あ
っ
た
ラ
ン
タ
ン
な
ど
が
調
べ
て
持
ち
帰

っ
た
図
」
な
ど
と
、
吉
田
氏
が
発
見
し
た
地
図
の
端
に
書
い
て
あ
っ
た
名
称
と
、
ほ
ぼ
同
じ
名
称
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の
時

期
に
な
っ
て
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
の
申
に
、
ラ
ン
タ
ン
作
成
の
地
図
が
集
中
的
に
現
わ
れ
る
理
由
は
、
魁
傑
清
一
異
志
』
を
編
纂
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
め
に
そ
れ
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
康
煕
帝
は
、
二
十
五
年
に
は
す
で
に
一
統
志
館
を
開
設
し
て
編
集
に
着
手
し
た
。

か
つ
て
黒
龍
江
将
軍
衙
門
が
メ
ル
ゲ
ン
に
あ
っ
た
と
き
に
、
黒
龍
江
将
軍
は
、
一
統
志
を
編
纂
す
る
た
め
の
材
料
を
内
閣
の
～
統
学
館
に
送
っ

た
が
、
黒
龍
江
将
軍
が
メ
ル
ゲ
ン
か
ら
チ
チ
ハ
ル
に
移
駐
し
た
現
在
、
黒
龍
江
将
軍
管
内
の
地
名
は
す
べ
て
、
メ
ル
ゲ
ン
に
代
え
て
チ
チ
ハ
ル

を
規
準
と
す
る
方
位
・
距
離
で
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
黒
龍
江
将
軍
が
提
出
し
た
最
初
の
報
告
は
、
ラ
ン
タ
ン
作
成

の
図
と
比
較
す
る
と
、
非
常
に
粗
略
な
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
一
統
志
館
は
、
黒
龍
江
将
軍
に
対
し
て
管
内
の
地
理
に
つ
い
て
再
調
査

を
要
請
し
、
同
時
に
編
集
の
参
考
に
す
る
た
め
に
、
内
閣
が
保
存
し
て
い
た
「
ラ
ン
タ
ン
な
ど
が
描
い
て
持
ち
帰
っ
た
直
道
の
図
」
を
黒
龍
江
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③

将
軍
の
も
と
に
送
っ
た
。
こ
れ
が
、
康
煕
四
十
八
年
十
一
月
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
黒
龍
江
将
軍
の
地
元
で
は
、
里
…
龍
江
副
都
門
・

メ
ル
ゲ
ン
協
領
・
索
鯖
読
管
な
ど
が
内
容
の
再
調
査
を
行
な
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
そ
の
内
容
に
不
備
が
あ
る
た
め
に
、
黒
龍
江
将
軍
は
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
る
調
査
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
二
度
、
三
度
転
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
問
題
点
を
絞
り
こ
ん
で
い
っ
た
。
や
が
て
黒
龍
江
将
軍
は
再
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
終
わ
っ
て
、
そ
の
結
果
を
文
書
と
地
図
に
し
て
中
央
に
送
っ
た
が
、
一
統
志
館
は
こ
れ
に
も
遺
漏
を
発
見
し
て
、
み
た
び
検
討
を
求
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
へ
て
、
黒
龍
江
将
軍
ヤ
ン
フ
ら
は
康
煕
四
十
九
年
十
一
月
十
二
日
に
最
終
的
な
報
告
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
女
面
』
に
記
さ
れ
る
ラ
ン
タ
ン
作
成
の
地
図
に
関
す
る
特
徴
は
、
吉
田
氏
発
見
の
地
図
と
共
通
で
あ
っ
て
、
両
者
は
同

一
の
も
の
で
あ
る
。
地
図
の
右
下
に
残
っ
て
い
た
五
十
年
十
二
月
十
三
日
の
日
付
は
、
地
図
の
作
成
年
代
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ラ
ン
タ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

地
図
は
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
寧
古
塔
将
軍
の
も
と
に
送
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
日
付
は
、
そ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
タ
ン
が
地
図
を
作
成

し
た
の
は
、
調
査
が
終
了
し
た
直
後
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
な
い
。
ち
な
み
に
「
内
大
臣
で
あ
っ
た
ラ
ン
タ
ン
な
ど
が
描
い
て
持
ち
帰
っ
た

九
七
の
図
」
と
い
う
字
句
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
タ
ン
が
領
侍
衛
内
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
三
十
一
年
三
月
以
後
に
書
き
込
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
康
煕
四
十
九
年
の
部
分
で
は
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
の
呼
び
方
が
一
定
し
な
い
の
で
、
こ
の
字
句
も
ま
た
四
十
九
年

前
後
に
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
康
煕
二
十
九
年
の
調
査
が
、
現
代
に
語
り
か
け
る
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
で
両
国
が
国
境
と
定
め

た
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
水
源
か
ら
海
岸
に
達
す
る
と
い
う
山
脈
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
山
脈
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
く
か
ら
論
争
が
あ
る
。

一
般
に
は
ス
タ
ノ
ヴ
ォ
イ
山
脈
（
外
語
実
現
）
と
す
る
説
が
、
有
力
で
あ
り
、
教
科
書
な
ど
で
も
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
分
水
嶺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
か
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
も
存
在
し
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
正
文
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
文
で
は
、
こ
の
山
脈
を
固
有
名
詞
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
、
ア
ム
ー
ル
川
の
支
流
の
水
源
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
と
い
う
条
件
を
述
べ
て
、
そ
の
位
置
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
境
線
と
し
て
は
、
何
か
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
交
渉
の
過
程
で
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

換
し
た
条
約
文
の
草
稿
で
も
、
み
な
同
様
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
清
の
漢
文
献
で
は
こ
の
山
脈
を
大
興
安
（
〉
ヨ
訂
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顯
冒
α
q
σ
q
き
）
と
呼
ぶ
が
、
上
安
と
い
う
単
語
は
そ
も
そ
も
満
洲
語
に
は
存
在
せ
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
語
か
ら
の
借
用
語
で
あ
る
。
噸
黒
龍
江
将
軍
衙
門

棺
案
臨
康
煕
四
十
九
年
中
部
分
を
見
る
と
、
興
安
と
い
う
こ
と
ば
は
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
各
地
に
あ
る
大
小
の
山
脈
に
対
し
て
、
頭
に

各
方
位
を
付
け
て
一
様
に
「
…
…
興
安
」
と
呼
ん
で
い
る
。
大
興
安
と
い
う
の
は
、
一
般
の
威
望
よ
り
は
特
殊
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
外

興
安
嶺
と
は
た
だ
ち
に
結
び
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
に
規
定
さ
れ
た
国
境
の
山
脈
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
ロ
シ
ア
の
代
表

が
所
持
し
た
地
図
に
描
か
れ
た
山
脈
の
こ
と
で
あ
る
。
一
枚
の
ロ
シ
ア
の
地
図
に
は
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
源
流
付
近
か
ら
V
字
型
、
な
い
し
は

Y
字
型
の
山
脈
が
、
真
東
と
東
北
の
方
向
に
一
本
ず
つ
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
真
東
方
向
に
伸
び
る
山
脈
は
、
ア
ム
ー
ル
川
と
平
行
に
海

ま
で
達
し
て
い
た
。
両
国
は
交
渉
の
過
程
で
真
東
の
山
脈
を
国
境
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
山
脈
は
シ
ベ
リ
ア
地
図
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
、
実
在
の
山
脈
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
間
の
想
像
力
が
作
り
出
し
た
山
脈
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ロ
シ
ア
側
が
使
っ
た
も
う

～
枚
の
地
図
（
ペ
イ
ト
ン
の
地
図
）
に
お
い
て
も
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
の
水
源
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
ま
で
、
両
国
の
国
境
と
み
ら
れ
る
山
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

弓
形
に
一
列
に
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
直
線
的
な
山
脈
は
、
や
は
り
こ
の
地
域
に
は
実
在
し
な
い
。
要
す
る
に
ネ
ル
チ
ン
ス

ク
条
約
に
規
定
さ
れ
た
山
脈
は
、
特
定
の
山
脈
と
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
清
朝
の
解
釈
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
か
れ
ら
は
こ
の
山
脈
を
実
在
す
る
と
信
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
隊
が
た
ど
っ
た

ル
ー
ト
を
見
る
と
、
か
れ
ら
は
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
忠
実
に
実
行
し
て
、
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
支
流
で
あ
る
ゼ
ヤ
・
セ
レ
ム
ジ
ャ
・
ブ
レ

ヤ
・
ゴ
リ
ュ
ン
・
ア
ム
ダ
ン
の
各
河
川
を
ひ
た
す
ら
源
流
ま
で
湖
っ
て
、
そ
の
水
源
を
き
わ
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、

そ
う
し
て
つ
き
と
め
た
分
水
嶺
な
い
し
水
源
の
山
を
結
ん
だ
山
脈
こ
そ
が
、
大
馬
騎
で
あ
り
ま
た
ロ
シ
ア
と
の
国
境
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
タ
ン
の

地
図
中
に
描
か
れ
る
大
興
安
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
北
側
に
東
西
に
連
な
る
大
き
な
山
脈
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
山
脈
は
途
中
で
二
本
に
枝
分
か

れ
し
て
、
北
側
の
突
端
は
海
中
に
長
く
突
き
出
す
。
ゼ
や
川
・
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
・
ブ
レ
や
川
・
ア
ム
ダ
ン
川
な
ど
の
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
支
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
み
な
そ
の
南
麓
に
源
を
発
し
て
お
り
、
そ
し
て
ウ
ダ
川
は
、
二
本
の
山
脈
の
問
を
海
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
。
こ
の
山
脈
は
、
ネ
ル
チ

ン
ス
ク
条
約
で
合
意
し
た
国
境
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
。
現
在
の
地
図
で
そ
れ
を
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
調
査
隊
が
通
過
し
た
ゼ
ヤ
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川
・
セ
レ
ム
ジ
ャ
川
・
ブ
レ
や
川
の
分
水
嶺
を
結
ん
だ
線
が
、
実
際
の
国
境
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
続
い
て
国
境
の
西
端
に
位
置
す
る
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
と
碑
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。
か
つ
て
こ
の
問
題
は
、
多
く
の
研
究
者
を

悩
ま
せ
た
が
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
が
現
わ
れ
て
、
す
っ
き
り
と
整
理
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ア
ム
ー
ル
川
の
上
流
に
、
大
小
二
つ
の
ゲ
ル
ビ
チ

（
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
）
川
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
康
煕
二
十
九
年
の
調
査
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
上
流
の
方
か
ら

順
に
ゲ
ル
ビ
チ
・
ジ
ョ
ロ
ク
チ
・
ア
ム
バ
”
ゲ
ル
ビ
チ
・
オ
ル
・
オ
ル
ド
コ
ン
の
各
河
川
が
、
ア
ム
ー
ル
川
と
そ
の
上
流
の
シ
ル
カ
川
に
北
か

ら
流
入
し
て
お
り
、
こ
の
中
で
は
ゲ
ル
ビ
チ
川
が
、
最
も
上
流
に
位
置
し
て
い
た
。
康
煕
四
十
九
年
に
『
大
清
一
統
志
』
を
編
纂
す
る
た
め
に
、

黒
龍
江
将
軍
が
行
な
っ
た
調
査
の
報
告
に
お
い
て
も
、
ゲ
ル
ビ
チ
川
と
ア
ム
バ
詞
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
位
置
関
係
は
、
ラ
ン
タ
ン
が
調
査
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
同
じ
で
、
一
統
志
館
も
そ
れ
を
問
題
号
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
国
境
の
碑
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
に
は
何
も
述
べ
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

康
煕
四
十
九
年
当
時
、
石
碑
は
確
か
に
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
河
口
の
東
岸
に
建
設
さ
れ
て
い
た
。
清
朝
は
当
初
に
、
上
流
の
ゲ
ル
ビ
チ
川
を
ロ
シ
ア

と
の
国
境
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
「
大
洋
一
統
志
』
の
編
纂
作
業
と
並
行
し
て
、
康
煕
四
十
九
年
（
一
七
　
○
）
に
は
レ
ジ
ス
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
一
行
も
、
黒
龍

江
地
区
を
調
査
に
訪
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
目
的
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
上
流
地
域
を
測
量
す
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
を
確
認
す
る
こ
と

も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
後
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
収
集
し
た
資
料
に
拠
っ
て
作
成
さ
れ
た
ダ
ン
ヴ
ィ
ル
の
地
図
で
は
、
周
知
の
よ

う
に
、
ア
ム
バ
・
ケ
ル
ベ
、
チ
（
ア
ム
バ
・
ゲ
ル
ビ
チ
）
川
と
ア
ジ
ゲ
“
ケ
ル
ベ
チ
（
ゲ
ル
ビ
チ
）
川
の
名
称
が
互
い
に
入
れ
替
わ
っ
て
、
ラ
ン
タ

ン
の
地
図
と
は
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
国
境
の
石
碑
は
、
上
流
の
ア
ム
バ
・
ケ
ル
ベ
チ
川
の
河
口
東
岸
に
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
両
国
の
国
境
は
下
流
の
ア
ジ
ゲ
目
ケ
ル
ベ
チ
川
に
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
混
乱
し
た
か
に
み
え
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
記

述
は
、
か
れ
ら
の
ミ
ス
で
起
こ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
何
か
の
理
由
が
あ
っ
て
、
意
図
的
に
修
正
を
行
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
調
査
に
訪
れ
た
こ
ろ
の
黒
龍
江
の
地
元
で
は
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
と
碑
の
所
在
地
に
関
し
て
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
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記
憶
は
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
碑
の
位
置
に
つ
い
て
、
黒
龍
江
将
軍
は
四
十
九
年
の
報
告
で
、
い
っ
た
ん
は
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

源
に
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
調
査
を
や
り
直
し
た
結
果
、
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
河
ロ
の
東
岸
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
場
所
を
知
る
生
き
証
人
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
ア
ラ
ル
u
ア
バ
の
ソ
ロ
ン
、
ト
ゥ
ン
グ
ニ
（
ト
ゥ
ン
グ
ネ
イ
）
た
だ
一
人
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
た
康
煕
五
十
二
年
か
ら
五
十
六
年
に
疲
す
る
ま
で
、
チ
チ
ハ
ル
に
流
さ
れ
て
い
た
方
式
済
の
『
龍
沙
紀
略
」
で
は
、
一
方
で
は
昂
班
岸
里
必

斉
霜
曇
碑
と
、
碑
が
ア
ム
バ
隠
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
沿
岸
に
あ
っ
た
こ
と
を
い
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
国
境
の
碑
か
ら
東
に
阿
集
格
格
里
必
斉
河
・

言
誤
克
斉
河
・
希
望
格
里
必
斉
河
と
あ
げ
て
、
ア
ジ
ゲ
睡
ゲ
ル
ビ
チ
す
な
わ
ち
ゲ
ル
ビ
チ
川
が
、
ア
ム
バ
・
ゲ
ル
ビ
チ
川
よ
り
上
流
に
あ
っ
て
、

石
碑
も
ゲ
ル
ビ
チ
川
の
沿
岸
に
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
黒
龍
江
に
お
け
る
こ
う
し
た
状
況
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
見
解

に
反
映
し
た
と
考
え
て
い
る
。

　
似
た
よ
う
な
混
乱
は
、
後
の
地
誌
に
も
も
ち
こ
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
『
大
清
一
統
志
』
は
、
乾
溜
・
嘉
慶
両
時
代
に
前
後
三
度
刊
行
さ
れ
た

が
、
乾
隆
年
間
に
成
立
し
た
二
つ
の
版
で
は
、
ラ
ン
タ
ン
の
説
を
棄
て
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
説
に
従
っ
て
い
る
。
乾
隆
九
年
（
一
七
四
四
）

に
成
っ
た
最
初
の
版
で
は
、
従
来
の
見
解
を
転
換
し
て
、
大
無
智
警
語
河
（
ア
ム
バ
・
ゲ
ル
ビ
チ
）
を
思
惑
必
齊
河
（
ゲ
ル
ビ
チ
）
の
上
流
に
位

置
さ
せ
た
。
そ
し
て
国
境
の
碑
は
、
大
格
爾
必
齊
河
の
東
に
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
他
方
国
境
の
碑
を
紹
介
す
る
箇
所
で
は
、
碑
は
尾
骨
必
齊

河
の
河
口
の
東
岸
に
あ
る
と
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
黒
龍
江
城
か
ら
碑
ま
で
の
距
離
一
七
九
〇
里
と
い
う
の
は
、
黒
龍
江
城
か
ら
格
爾
痛
楚
河

ま
で
の
距
離
一
六
九
〇
里
で
は
な
く
て
、
里
…
龍
江
城
か
ら
大
格
面
隠
齊
河
ま
で
の
一
七
九
〇
里
に
等
し
い
の
で
、
こ
の
場
合
の
格
爾
三
葉
河
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
流
の
大
格
爾
必
齊
河
の
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
誤
り
は
、
乾
隆
二
十
九
年
勅
撰
の
第
二
版
に
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
嘉
慶
二
十
五
年
勅

撰
（
一
八
二
〇
）
の
第
三
版
に
な
る
と
、
安
置
吉
爾
巴
二
河
（
ア
ム
バ
・
ゲ
ル
ビ
チ
）
と
吉
爾
巴
齊
河
（
ゲ
ル
ビ
チ
）
の
位
置
関
係
は
、
ラ
ン
タ
ン

調
査
時
の
も
の
に
戻
さ
れ
て
、
国
境
の
碑
も
上
流
に
あ
る
吉
雷
雨
面
河
の
東
岸
に
あ
る
と
し
た
の
で
、
第
二
版
ま
で
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
⑫

と
に
な
っ
た
。
ど
う
し
て
変
更
さ
れ
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

　
最
後
に
東
部
の
国
境
で
問
題
と
な
る
の
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
流
れ
こ
む
ト
ゥ
グ
ル
川
以
北
の
河
川
の
帰
属
で
あ
る
。
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
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を
厳
密
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
河
川
は
ロ
シ
ア
と
の
申
立
地
域
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
調
査
権
の
解
釈
は
そ
れ
と
ち
が
っ
て
、

ト
ゥ
グ
ル
川
ま
で
を
国
境
と
考
え
て
い
た
。
上
述
し
た
如
く
、
バ
ハ
イ
が
率
い
た
調
査
隊
は
、
ト
ゥ
グ
ル
川
を
越
え
て
源
流
付
近
に
達
し
、
ト

ゥ
グ
ル
川
水
系
と
ト
ロ
ム
川
水
系
と
の
分
水
嶺
で
あ
る
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
に
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
を
示
す
碑
を
立
て
た
。
ラ
ン
タ
ン
作
成
の
地
図

を
み
る
と
、
ウ
イ
ェ
ケ
ン
山
は
、
ち
ょ
う
ど
大
興
亡
の
東
端
が
海
岸
に
達
し
た
付
近
に
存
在
す
る
。
バ
ハ
イ
と
ラ
ン
タ
ン
が
考
え
る
清
と
ロ
シ

ア
と
の
国
境
の
東
端
は
、
こ
の
分
水
嶺
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
解
釈
は
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
現
代
の
地

図
で
こ
の
地
域
を
検
討
す
る
と
、
ト
ゥ
グ
ル
川
と
そ
の
南
側
を
流
れ
て
ア
ム
ダ
ン
川
に
合
流
す
る
ニ
メ
レ
ン
川
と
の
問
に
は
、
高
い
山
は
存
在

せ
ず
、
両
者
の
距
離
も
相
当
に
接
近
し
て
い
る
。
こ
こ
を
実
地
に
踏
査
し
た
バ
ハ
イ
ら
に
と
っ
て
、
ト
ゥ
グ
ル
川
と
離
礁
レ
ン
川
の
中
間
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

境
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
人
の
考
え
は
、
清
の
公
式
見
解
で
も
あ
っ
た
。
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
雍
正
十
二
年
八
月
十
九
日
の
条
に
よ
る
と
、
ネ
ル
チ
ン
ス

ク
条
約
の
交
渉
に
参
加
し
て
い
た
黒
龍
江
将
軍
サ
ブ
ス
は
、
ロ
シ
ア
と
の
間
に
取
り
決
め
た
国
境
に
つ
い
て
、

　
　
　
（
康
煕
二
十
八
年
）
ゲ
ル
ビ
チ
な
る
川
か
ら
東
、
東
海
・
ト
ゥ
グ
ル
川
に
至
る
ま
で
、
東
西
七
千
里
余
り
、
南
北
数
千
里
以
上
を
大
い
に
取
っ
た
。

と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
と
ト
ゥ
グ
ル
川
を
結
ん
だ
線
の
南
側
を
中
国
領
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
康
煕
四
十
九
年
の
段
階
で

も
、
清
朝
は
ト
ゥ
グ
ル
川
を
中
国
領
と
す
る
立
場
を
確
認
し
て
い
る
。
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
櫨
専
一
康
煕
四
十
九
年
十
月
二
十
一
日
の
条
に
よ

れ
ば
、
黒
龍
江
将
軍
ヤ
ン
フ
ら
の
こ
と
ば
と
し
て
、
次
の
如
く
伝
え
て
い
る
。

　
　
し
ら
べ
た
と
こ
ろ
、
ト
ゥ
フ
ル
（
ト
ゥ
グ
ル
）
川
を
京
師
の
大
臣
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
と
定
め
て
い
る
。

ま
た
同
年
に
一
統
志
館
が
、
黒
龍
江
将
軍
に
地
名
の
再
調
査
を
依
頼
し
た
際
に
、

　
　
内
大
臣
で
あ
っ
た
ラ
ン
タ
ン
た
ち
が
描
い
て
持
ち
帰
っ
た
図
を
み
る
と
、
黒
龍
江
の
境
界
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
、
北
東
の
方
角
で
は
キ
ル
フ
ィ
川
・

　
　
ト
ロ
ン
（
ト
ロ
ム
）
川
が
あ
る
。
…
…
以
上
の
山
と
川
で
黒
龍
江
の
管
下
に
あ
る
も
の
は
、
チ
チ
ハ
ル
城
の
ど
ち
ら
の
方
位
に
あ
る
の
か
、
何
里
離
れ
て

　
　
い
る
の
か
…
…
と
い
う
こ
と
を
よ
く
調
べ
て
報
告
し
て
ほ
し
い
。
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⑳

と
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
統
志
館
の
官
僚
た
ち
が
、
ト
ゥ
グ
ル
川
の
北
に
流
れ
る
ト
ロ
ム
川
と
そ
の
支
流
で
あ
る
キ
ル
フ
ィ
川
を
、
国
境

の
周
辺
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
後
こ
の
件
に
関
し
て
、
再
び
ト
ロ
ム
川
と
キ
ル
フ
ィ
川
の
こ
と
を
議
論
し
た

よ
う
す
は
な
い
の
で
、
二
つ
の
河
川
は
国
境
の
外
に
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
『
大
樹
一
統
志
』
の
い
ず
れ
の
版
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ら
の
河
川
名
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
ト
ゥ
グ
ル
川
の
水
系
を
中
国
領
と
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ダ
ン
ヴ
ィ
ル
の
地
図
を
み
る

と
、
大
興
安
（
田
罫
雪
。
試
冒
Φ
麟
Φ
ヨ
8
賦
α
q
p
Φ
ω
）
は
、
ゴ
ル
ビ
ツ
ァ
川
な
ど
の
源
流
を
横
切
り
、
ゼ
や
川
水
系
や
ア
ム
ダ
ン
川
水
系
を
囲
む
よ

う
に
南
下
し
て
、
最
後
は
ト
ゥ
グ
ル
川
の
か
な
り
南
で
海
岸
に
達
し
て
い
る
。
地
図
の
中
に
は
ト
ゥ
グ
ル
川
も
描
か
れ
る
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士

が
考
え
る
国
境
は
、
そ
の
南
の
山
脈
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
ト
ゥ
グ
ル
川
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
流
れ
こ
む
こ
と
を
重
視
し
て
、
ネ

ル
チ
ン
ス
ク
条
約
に
従
い
、
そ
れ
を
中
立
地
帯
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

　
ト
ゥ
グ
ル
川
を
め
ぐ
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
考
え
は
、
後
世
に
＝
疋
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
も
忠
実
な
支
持
者
は
、
斉
召
南
で

あ
っ
た
。
斉
召
南
は
、
内
府
に
あ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
地
図
を
も
と
に
、
『
水
道
提
綱
』
を
記
述
し
た
が
、
か
れ
は
そ
の
中
で
、
大
興
安
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
ア
ム
ー
ル
川
の
北
を
通
っ
て
、
書
面
黒
の
距
離
を
連
な
っ
て
、
ト
ゥ
グ
ル
川
の
南
で
海
に
達
す
る
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
考
え
は
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

数
意
見
と
は
な
ら
ず
、
清
の
公
式
見
解
は
、
ト
ゥ
グ
ル
川
の
北
を
境
界
と
す
る
立
場
で
一
貫
し
て
い
た
。

①
吉
田
「
郎
談
の
『
吉
林
九
河
図
㎞
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
」
三
三
～
三
八
頁
を

　
参
照
。

②
『
清
実
録
㎞
康
煕
二
十
五
年
三
月
己
未
の
条
。

③
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
隔
第
二
九
〇
冊
、
康
煕
四
十
九
年
正
月
四
B
の
条
。

④
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
隔
第
二
九
三
冊
、
康
煕
四
十
九
年
正
月
七
日
、
二
月

　
三
日
、
お
よ
び
二
月
九
日
の
条
。

⑤
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
㎞
第
二
九
三
冊
、
康
煕
四
十
九
年
二
月
二
十
六
日
の

　
条
。

⑥
璽
…
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
」
第
二
九
〇
冊
、
康
煕
四
十
九
年
八
月
二
十
三
日
の

　
条
。

⑦
『
里
…
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
』
第
二
九
一
冊
、
康
煕
四
十
九
年
十
一
月
十
二
日
の

　
条
。

⑧
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
隔
第
二
九
四
冊
、
康
煕
四
十
九
年
九
月
二
十
二
日
の

　
条
。
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⑨
入
江
啓
四
郎
「
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
研
究
」
（
ア
ジ
ア
・
ア
ブ
り
力
国
際
関

　
係
研
究
会
編
『
中
国
を
め
ぐ
る
国
境
紛
争
』
一
揖
堂
書
店
、
一
九
六
七
年
）
三
～

　
頁
、
野
見
山
温
『
露
清
外
交
の
研
究
』
（
酒
井
書
店
、
　
一
九
七
七
年
）
「
満
文
ネ
ル

　
チ
ン
ス
ク
条
約
の
研
究
」
註
㈲
を
参
照
。

⑩
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
正
文
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
条
文
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
語

　
訳
を
み
た
。

　
　
ミ
ら
臭
〒
義
ミ
ミ
旨
肩
口
。
ミ
ぎ
ミ
§
§
q
鞠
§
。
も
三
四
唇
竃
N
o
弓
’
勲
跡

　
ひ
鼻
ひ
．

⑪
た
と
え
ば
、
Φ
o
突
〒
蓬
ミ
籍
魯
ミ
亀
。
ミ
と
。
ミ
§
§
恥
※
§
∈
軽
巽
魯
8
と
P

　
o
慈
．
い
ひ
伊
江
煙
い
隷
払
G
。
伊
軌
8
．

⑫
O
・
国
巴
ら
ρ
b
巴
ミ
暮
§
”
＜
。
r
蒔
も
℃
■
6
。
。
」
⑩
P
ま
た
英
訳
－
＜
。
門
邸
も
9

　
ω
お
’
ω
忘
．
シ
ベ
リ
ア
地
図
に
関
し
て
は
、
三
上
正
利
「
ス
パ
フ
ァ
リ
の
シ
ベ
リ

　
ア
地
図
」
（
『
史
淵
」
第
九
九
輯
、
　
一
九
六
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

⑬
吉
田
『
ロ
シ
ア
と
中
国
の
東
部
国
境
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
七
五
～
八
四
頁
、
第

　
九
図
を
参
照
。

⑭
吉
田
冒
シ
ァ
の
東
方
進
出
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
』
附
図
を
参
照
。

⑮
註
⑦
を
参
照
。

⑯
註
⑦
を
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑰
　
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
檎
案
』
第
二
九
〇
冊
、
康
煕
四
十
九
年
八
月
二
十
三
日
、

　
お
よ
び
第
二
九
一
冊
、
康
煕
四
十
九
年
十
一
月
十
二
日
の
条
。

⑱
　
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
」
第
二
九
二
冊
、
康
煕
四
十
九
年
九
月
十
二
日
、
お

　
よ
び
第
瓢
九
三
冊
、
康
煕
四
十
九
年
閏
七
月
二
十
一
B
の
条
。
ま
た
ソ
ロ
ン
に
関

　
し
て
は
、
柳
澤
明
「
い
わ
ゆ
る
『
ブ
ト
ハ
八
型
』
の
設
立
に
つ
い
て
」
（
『
松
村
潤

　
先
生
古
稀
記
念
清
代
史
論
叢
㎞
汲
古
害
院
、
一
九
九
四
年
）
一
一
三
頁
を
参
照
。

⑲
　
李
興
盛
『
東
北
流
人
史
』
（
黒
龍
江
人
望
出
版
社
、
「
九
九
〇
年
）
…
…
〇
九
頁

　
を
参
照
。

⑳
「
大
気
～
統
志
』
（
乾
隆
九
年
）
巻
三
六
黒
龍
江
。

⑳
　
　
『
大
清
一
統
志
㎞
（
乾
隆
二
十
九
年
）
巻
四
八
黒
龍
江
。

⑫
　
　
『
大
清
一
統
志
』
（
嘉
慶
二
十
五
年
）
巻
七
一
黒
龍
江
。

⑬
認
く
Φ
霧
件
Φ
貫
中
ρ
§
免
肉
障
囲
§
謹
§
§
》
ミ
§
ピ
8
ら
。
ロ
し
。
。
曾
も
．

　
卜
⊃
O
膳
．

⑳
　
註
③
を
参
照
。

⑳
　
　
『
水
道
提
綱
隔
巻
二
四
黒
龍
江
。
な
お
内
藤
虎
次
郎
「
支
那
史
学
史
」
（
『
内
藤

　
湖
南
全
集
』
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
　
九
六
九
年
）
三
七
四
～
三
七
六
頁
を
参

　
照
。

⑳
　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
困
大
清
一
統
志
』
（
乾
隆
九
年
）
巻
三
五
寧
古
塔
。

　
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
締
結
し
た
直
後
、
清
に
お
い
て
は
ア
ム
ー
ル
地
方
に
関
す
る
数
種
類
の
地
図
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
み
な
ロ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ア
の
地
図
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
申
央
に
は
国
境
と
な
っ
た
独
特
な
Y
字
型
の
山
脈
を
描
い
て
い
る
。
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
が
、
し
か
し
河
川
の
名
称
の
詳
細
さ
と
正
確
さ
で
、
他
の
地
図
よ
り
も
際
立
っ
て
い
る
。
ま
た
同
時
期
の
ロ
シ
ア
の
地
図
と
比
較
し
て
も
、
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格
段
に
優
れ
て
い
る
。
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
が
、
こ
の
よ
う
に
当
時
と
し
て
最
高
の
精
度
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
地
道
な
実
地
調
査
の
成
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

果
を
基
礎
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
同
時
に
ア
ム
ー
ル
地
方
の
地
理
に
関
す
る
清
人
の
知
識
は
、
康
煕
二
十
九
年
の
調
査
で
頂
点
に
達
し
た
。
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
の
後
、
清
は

ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
を
軍
政
下
に
置
き
、
ビ
ジ
ャ
ン
川
を
起
点
と
す
る
線
で
東
西
に
分
割
し
て
、
黒
龍
江
将
軍
と
寧
古
塔
将
軍
に
分
掌
さ

　
③

せ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
も
正
規
軍
で
あ
る
八
旗
の
兵
は
、
左
岸
地
域
に
常
駐
す
る
こ
と
は
な
く
、
か
れ
ら
が
駐
旨
し
た
地
域
は
、
ア
ム
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

川
の
右
岸
、
つ
ま
り
南
岸
に
隈
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
両
将
軍
が
派
遣
す
る
わ
ず
か
な
兵
が
、
定
期
的
に
こ
の
地
域
を
見
回
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
左
岸
地
域
に
関
す
る
地
理
知
識
は
、
こ
の
と
き
か
ら
ほ
と
ん
ど
進
歩
せ
ず
、
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
を
越
え
る
も
の
は
、
清
代
を
通
じ

て
つ
い
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
現
存
し
て
い
る
『
大
館
一
統
志
』
の
吉
林
と
黒
龍
江
関
連
の
山
と
河
川
の
項
目
を
み
る
と
、
黒
龍
江
将
軍
が

『
大
儲
一
統
志
』
を
編
纂
す
る
た
め
に
、
康
煕
四
十
九
年
に
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
な
ど
を
参
考
に
し
て
作
っ
た
資
料
と
ほ
と
ん
ど
重
複
し
て
お
り
、

内
容
的
に
も
大
き
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
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①
吉
田
『
ロ
シ
ア
と
中
国
の
東
部
国
境
を
め
ぐ
る
諸
問
題
㎞
第
六
章
を
参
照
。
な

　
お
ラ
ン
タ
ン
作
成
の
地
図
以
外
の
地
図
に
関
し
て
は
、
閃
β
o
げ
ρ
≦
‘
¢
げ
2

　
0
一
巳
σ
q
①
い
き
鼻
蝕
露
邑
〔
霞
⇔
巳
一
毎
帥
8
冨
「
じ
σ
⑦
8
聞
一
津
唇
け
q
“
（
「
満
洲
学
報
』
第

　
二
号
、
一
九
三
三
年
）
、
船
越
昭
生
「
康
煕
時
代
の
シ
ベ
リ
ア
地
図
」
（
「
東
方
学

　
報
㎞
　
（
京
都
）
　
笈
焦
二
　
二
冊
、
　
一
九
六
一
二
年
）
、
　
の
Φ
げ
①
ω
‘
§
馬
主
ミ
財
ミ
ミ
熱
鴨

　
恥
§
o
涛
誤
絵
§
撃
蓬
⑫
駄
さ
§
馬
鳩
幕
喬
q
O
。
韓
附
図
な
ど
を
参
照
。

②
吉
田
氏
は
、
清
朝
に
は
ラ
ン
タ
ン
の
地
図
よ
り
も
早
く
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た

　
地
図
が
存
在
し
て
お
り
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
講
和
会
議
の
と
き
に
も
そ
の
地
図
が
使

　
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
た
。
だ
が
康
煕
二
十
九
年
の
国
境
調
査
の
事
実
が
明
ら
か
に

　
な
っ
た
い
ま
、
も
は
や
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
。
『
ロ
シ
ア
と
中
国
の
東
部
国

　
境
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
五
六
、
五
七
頁
を
参
照
。

③
量
…
龍
江
将
軍
衙
門
棺
案
平
常
二
九
四
冊
、
康
煕
四
十
九
年
九
月
一
日
、
九
月

　
二
十
二
日
、
十
月
二
十
一
日
、
お
よ
び
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
第
二
二
冊
、

　
雍
正
七
年
七
月
二
十
二
日
の
条
。

④
『
龍
沙
紀
略
』
自
制
、
お
よ
び
拙
稿
「
十
八
世
紀
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
ポ

　
ジ
ホ
ン
」
第
三
章
を
参
照
。

（
京
都
大
学
総
合
人
問
学
部
助
教
授

）



　　The　lnvestigation　into　the　Left　Bank　Region　of　the　Amur　River

made　by　the　Ch’ing　Dynasty　Directly　after　the　Treaty　of　Nerchnsk

by

MATSUURA　Shigeru

　　in　1690　the　govemment’of　the　Ch’ing　y‘M　dynasty　dispatched　a　1arge　scale

investigating　commission　to　the　left　bank　of　the　Amur　river．　Their　purpose　was　to

survey　the　border　with　Russia　that　was　defined　in　the　Treaty　of　Nerchinsk　the

previous　year，　and　to　place　stone　monuments　along　the　border．

　　The　commission　consisted　of　nine　parties　of　more　than　fifty　men　each．　The

members　were　mainly　soldiers　of　the　Manchu　eight　bannemmen満洲八二，　Solons，

and　Dagars．　Several　Russians　were　added　to　each　group　as　guides．　Since　the

Ch’ing　govemment　considered　a　chain　of　watersheds　that　were　the　origins　of　the

left　bank　tributaries　of　the　Amur　river　as　the　border，　the　parties　went　to　the　top

of　the　watersheds．　They　also　constructed　stone　monuments　at　the　mouth　of　the

Argtm　and　Golbitsa　rivers　and　Mt．　Uyeken　（at　the　source　of　the　Tugur　river）．

　　The　results　of　this　survey　were　of　great　political　and　scienthic　importance．

Today　nothing　remains　of　this　survey　except　Langtan’s　map，　but　the　comrnission’s

opinion　concerning　the　border　was　the　ocacial　view　of　the　Ch’ing　dynasty　for　a　long

period．
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