
一
七
〇
九
年
イ
エ
ズ
ス
会
士
レ
ジ
ス
の
沿
海
地
方
調
査

松

甫、》ノ
ー

茂

一七〇九年イエズス会士レジスの沿海地方調査（松浦）

【
要
約
】
　
～
七
〇
九
年
に
清
の
康
煕
帝
は
、
新
し
い
中
国
本
土
と
周
辺
地
域
の
地
図
（
『
皇
輿
金
輿
図
隔
）
を
製
作
す
る
た
め
に
、
レ
ジ
ス
ら
イ
エ
ズ
ス
会

士
の
調
査
隊
を
、
東
北
地
区
と
ア
ム
ー
ル
下
流
地
方
に
派
遣
し
た
。
～
行
は
ニ
ン
グ
タ
か
ら
、
直
接
ア
ム
ー
ル
方
面
に
向
か
わ
ず
、
沿
海
地
方
（
沿
海

州
）
の
南
部
を
迂
回
し
て
、
測
量
を
行
な
い
な
が
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
の
結
果
か
れ
ら
は
時
期
を
逸
し
て
、
寒
気
の
た
め
に
前
進

で
き
な
く
な
り
、
ア
ム
ー
ル
川
河
口
の
手
前
で
引
き
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
わ
た
し
は
、
レ
ジ
ス
ら
が
わ
ざ
わ
ざ
沿
海
地
方
に
入
っ
た
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
論
争
の
あ
っ
た
エ
ゾ
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

当
時
エ
ゾ
（
北
海
道
）
は
、
大
陸
の
一
部
か
そ
れ
と
も
独
立
の
島
か
で
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
の
説
も
エ
ゾ
が
朝
鮮
の
東
北
付
近
、
あ
る

い
は
本
州
の
北
方
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
～
致
し
て
い
た
。
そ
こ
で
レ
ジ
ス
は
自
ら
朝
鮮
の
東
北
部
ま
で
出
か
け
て
、
そ
こ
が
エ
ゾ
で
あ
る
か
ど
う
か
を

確
か
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
レ
ジ
ス
は
、
沿
海
地
方
の
周
辺
に
ア
イ
ヌ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
沿
海
地
方
は
エ

ゾ
で
は
な
く
、
エ
ゾ
は
日
本
に
近
い
島
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

　
レ
ジ
ス
ら
の
調
査
は
、
エ
ゾ
研
究
の
転
換
点
と
な
り
、
そ
れ
以
来
エ
ゾ
を
大
陸
の
～
部
と
考
え
る
仮
説
は
退
潮
し
て
、
島
で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
に

な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
四
巻
三
号
二
〇
〇
［
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

周
知
の
よ
う
に
清
の
康
煕
帝
は
、
後
の
『
皇
輿
全
覧
登
臨
を
製
作
す
る
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忽

～
環
と
し
て
、
一
七
〇
九
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
レ
ジ
ス
ら
を
東
北
地
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・
区
に
派
遣
し
た
。
こ
の
と
き
レ
ジ
ス
ら
は
、
菓
北
地
区
か
ら
沿
海
地
方
、
さ
ら
に
は
ア
ム
ー
ル
下
流
地
方
ま
で
踏
破
し
て
、
各
地
に
お
い
て
測

量
を
実
施
し
た
。
一
一
年
後
に
康
煕
帝
は
さ
ら
に
満
洲
人
の
調
査
隊
を
派
遣
し
て
、
レ
ジ
ス
ら
が
到
達
で
き
な
か
っ
た
ア
ム
ー
ル
河
口
と
サ
ハ
リ

ン
を
調
査
さ
せ
て
、
東
北
ア
ジ
ア
地
域
の
測
量
を
ほ
ぼ
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
学
界
の
通
説
で
は
こ
の
と
き
に
達
成
さ
れ
た
最
大
の
成
果
は
、

サ
ハ
リ
ン
の
存
在
を
確
か
め
た
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
そ
れ
は
副
次
的
な
成
果
で
あ
っ
て
、
レ
ジ
ス
ら
が
敢
行
し
た

調
査
の
目
的
と
そ
の
成
果
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
さ
て
北
海
道
が
本
州
の
北
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
現
代
人
に
は
自
明
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
近
代
に
入
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
北
太
平
洋
地
域
は
、
先
住
民
を
除
け
ば
世
界
の
大
多
数
に
と
っ
て
は
未
知
の
領
域
で
あ
っ
た
。
と
く
に
エ
ゾ
つ
ま
り
北

海
道
の
存
在
は
、
十
七
、
八
世
紀
に
は
地
理
学
上
の
大
間
題
で
あ
っ
て
、
レ
ジ
ス
が
沿
海
地
方
を
調
査
す
る
ま
で
は
、
エ
ゾ
は
島
で
あ
る
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
れ
と
も
大
陸
の
一
部
な
の
か
で
、
専
門
家
の
間
で
も
見
解
は
分
か
れ
て
い
た
。

　
わ
た
し
が
エ
ゾ
闘
題
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
数
年
前
に
遡
る
。
十
七
世
紀
末
に
中
国
に
入
っ
た
ベ
ル
ギ
…
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ア
ン
ト

ワ
ヌ
目
ト
マ
の
地
図
を
見
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
本
州
の
北
に
海
峡
を
挟
ん
で
大
陸
が
伸
び
て
お
り
、
そ
の
一
角
は
点
線
で
囲
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
っ
て
エ
ゾ
団
Φ
ω
ω
o
と
あ
っ
て
、
松
前
ζ
鋤
讐
ヨ
鎚
な
ど
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
調
べ
て
い
く
と
、
そ
の
当
時
ヨ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
エ
ゾ
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
さ
ら
に
関
連
の
史
料
を
収
集
し
て
検
討
を
重
ね
る
う
ち
に
、

わ
た
し
は
一
七
〇
九
年
に
レ
ジ
ス
ら
が
東
北
ア
ジ
ア
を
調
査
し
た
と
き
に
、
わ
ざ
わ
ざ
沿
海
地
方
を
通
過
し
た
目
的
も
、
こ
の
エ
ゾ
問
題
と
関

係
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
そ
れ
が
、
エ
ゾ
問
題
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
本
稿
で
わ
た
し
は
、
最
初
に
中
国
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
抱
い
て
い
た
エ
ゾ
観
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
レ
ジ
ス
た
ち
が
行

な
っ
た
沿
海
地
方
の
調
査
を
説
明
し
、
レ
ジ
ス
が
行
な
っ
た
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
①
問
題
の
所
在
を
知
る
た
め
に
は
、
閃
．
＞
6
。
匡
舞
沁
袋
帖
§
肉
艦
ミ
睦
§
§
暮
鳴
　
　
き
§
醒
嵩
へ
N
心
。
。
鋤
P
Ω
Φ
く
巴
鎚
ρ
｝
総
♪
。
冨
冥
Φ
寒
く
甲
6
Φ
轟
号
冨
ω
2
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旨
〉
．
国
帥
蝕
8
P
ξ
§
げ
さ
、
琳
譜
ミ
箏
d
ミ
凡
§
O
蝕
器
。
。
＜
陣
罪
し
8
ω
義
署
窪
象
×

ザ
日
案
U
一
8
0
〈
①
蔓
。
｛
尾
Φ
N
o
一
〉
■
切
。
ω
o
霞
〇
四
鼠
r
芝
鉱
［
2
申
目
N
o
9
民
H
房

ω
霞
δ
最
餌
ぎ
σ
Q
ω
浮
δ
環
σ
q
げ
［
ず
㊦
国
聴
ω
o
｛
国
霞
。
改
題
O
貴
。
σ
q
屋
嘗
興
ρ
ダ
≦
9
7

憂
（
㊦
匹
■
γ
ミ
§
M
ζ
自
8
げ
甲
お
O
蒔
が
役
に
立
つ
。
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、

海
野
一
隆
『
地
図
に
見
る
日
本
』
（
大
要
衝
書
店
、
｝
九
九
九
年
）
W
蝦
夷
地
、

秋
月
俊
幸
『
日
本
北
辺
の
探
検
と
地
図
の
歴
史
恥
（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、

　
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
レ
ジ
ス
の
調
査
の
意
義
に
気

　
づ
い
て
い
な
い
。
な
お
本
稿
で
は
エ
ゾ
と
い
う
こ
と
ば
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
用
例

　
に
従
っ
て
、
北
海
道
の
古
称
と
し
て
使
う
。

②
紳
ω
9
r
・
ρ
§
偽
§
§
騎
§
蹴
§
二
重
肉
竃
籔
§
寧
，
題
含
駄
さ
§
馬
、
N
簿

　
（
題
。
。
り
￥
菊
。
諺
ρ
む
①
ザ
付
図
を
参
照
。

③
註
①
に
同
じ
。

第
一
章
　
中
国
在
住
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
エ
ゾ
観

一七〇九年イエズス会士レジスの沿海地方調査（松浦）

　
大
航
海
時
代
の
結
果
、
世
界
地
図
の
上
に
残
さ
れ
た
空
白
地
域
は
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
日
本
の
北
方
海
域
を
含
む
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東

端
が
、
ど
う
い
う
形
状
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
謎
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
十
六
世
紀
半
ば
に
、
本
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

北
に
エ
ゾ
と
い
う
地
域
が
存
在
し
て
、
先
住
民
の
ア
イ
ヌ
が
居
住
す
る
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

情
報
が
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
エ
ゾ
の
形
状
や
位
置
を
め
ぐ
る
疑
問
は
、
永
く
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
エ
ゾ
を
め
ぐ
っ
て
、

果
て
し
な
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
と
く
に
十
七
世
紀
病
は
そ
れ
が
島
か
、
あ
る
い
は
大
陸
の
一
部
か
と
い
う
こ
と
が
、
議
論
の
中
心

と
な
っ
た
。

　
中
国
に
滞
在
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
も
、
こ
の
論
争
に
強
い
関
心
を
示
し
た
。
十
六
世
紀
の
後
半
以
来
キ
リ
ス
ト
教
の
勢
力
は
、
マ
カ
オ
を
拠

点
に
日
本
の
各
地
に
浸
透
し
た
が
、
江
戸
幕
府
が
キ
リ
シ
タ
ン
を
追
放
し
た
後
は
、
日
本
か
ら
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
中

国
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
日
本
に
入
る
た
め
の
新
し
い
方
法
と
し
て
、
エ
ゾ
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
を
模
索
し
て
い
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て

エ
ゾ
が
い
か
な
る
土
地
で
あ
る
か
は
、
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
と
エ
ゾ
に
関
し
て
、
重
要
な
情
報
を
提
供
し
た
の
は
、
日
本
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
文
書
や
書
簡
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
原
資

料
は
、
だ
れ
で
も
自
由
に
利
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
一
般
に
は
そ
れ
ら
を
編
纂
し
て
出
版
さ
れ
た
書
物
が
、
日
本
と
エ
ゾ
の
情
報
を
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
に
広
め
た
。
十
六
世
紀
末
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
で
、
日
本
に
つ
い
て
も
っ
と
も
権
威
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た

の
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
ー
ー
マ
フ
ェ
イ
の
『
イ
ン
ド
史
』
で
あ
る
。
こ
の
申
で
マ
フ
ェ
イ
は
、
日
本
本
土
に
つ
い
て
は
第
一
部
「
イ
ン
ド
史
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

第
十
二
巻
に
、
主
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
巡
察
使
ア
レ
サ
ン
ド
ロ
ー
ー
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
記
述
し
た
。
一
方
第
二
部
「
イ
ン
ド

か
ら
の
書
簡
」
の
第
四
巻
に
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ル
イ
ス
ー
ー
フ
ロ
イ
ス
が
一
五
六
五
年
三
月
二
日
に
日
本
か
ら
送
っ
た
書
簡
を
引
い
て
、
エ

ゾ
の
先
住
民
ア
イ
ヌ
に
関
し
て
紹
介
し
て
い
榊
中
国
に
滞
在
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
・
常
に
こ
れ
ら
の
記
述
を
参
照
し
て
お
至
難
に
関

す
る
か
れ
ら
の
知
識
は
、
基
本
的
に
は
マ
フ
ェ
イ
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
中
国
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
、
エ
ゾ
を
最
初
に
地
図
に
描
い
た
入
物
は
、
マ
テ
オ
匪
リ
ッ
チ
で
あ
る
。
一
六
〇
二
年
に
製
作
し
た

『
坤
輿
万
国
全
図
』
に
お
い
て
、
リ
ッ
チ
は
日
本
の
北
方
海
域
を
現
実
と
は
似
つ
か
な
い
不
思
議
な
形
に
描
い
て
い
る
。
本
州
の
北
端
は
、
北

緯
四
十
度
付
近
に
位
置
し
、
そ
の
北
に
は
島
が
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
付
根
か
ら
海
岸
線
が
、
ほ
ぼ
東
西
に
湾
曲
し
な
が
ら
そ
の
島
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

北
ま
で
伸
び
て
、
日
本
列
島
を
北
か
ら
覆
う
か
っ
こ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
リ
ッ
チ
の
咽
坤
輿
万
国
全
図
』
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
既
成
の
地
図
に
依
拠
し
て
い
る
。
中
で
も
メ
ル
カ
ト
ル
、
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
、
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

チ
ウ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
地
図
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ
東
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、
ア
ジ
ア
人
の
地
図
を
参
考
に
し
て
お
り
、
．
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
え
ば
中
国
本
土
の
形
状
は
、
十
六
世
紀
に
中
国
で
作
ら
れ
た
『
広
輿
図
』
を
模
倣
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
リ
ッ
チ
の
描
く
日
本
列
島
の
形
は
、

日
本
の
行
基
図
を
ま
ね
て
は
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
進
歩
し
て
お
り
、
と
く
に
本
州
の
北
に
あ
る
島
や
沿
海
地
方
の
海
岸
線
は
、
従
来
の
地
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
中
国
の
地
図
に
も
現
わ
れ
な
い
。
リ
ッ
チ
は
こ
う
し
た
構
図
を
自
ら
考
案
し
た
と
は
考
え
ら
な
い
の

で
、
ど
こ
か
で
そ
れ
を
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
十
六
世
紀
末
に
日
本
で
は
、
新
し
い
型
の
東
ア
ジ
ア
地
図
が
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
図
は
エ
ゾ
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
部
と
み
な

し
、
朝
鮮
半
島
の
付
根
か
ら
大
陸
の
海
岸
線
を
東
に
延
ば
し
て
、
本
州
北
端
の
対
岸
部
分
を
エ
ゾ
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
形
状
を
描

い
た
具
体
例
と
し
て
は
、
～
五
九
三
年
に
作
成
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
扇
面
図
と
、
一
五
九
六
年
に
写
さ
れ
た
サ
ン
フ
ェ
リ
ッ
ペ
号
の
航
海
図
な
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⑧

ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
地
図
は
、
経
緯
度
が
な
い
な
ど
欠
陥
を
も
つ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
北
方
図
の
歴
史
を
転
回
さ

せ
る
画
期
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
地
図
が
日
本
で
出
現
し
た
理
由
は
、
朝
鮮
や
北
海
道
に
対
す
る
秀
吉
の
拡
張
政
策
が
発
端
に
な
っ
て
、
東
北
ア
ジ
ア
地
域
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
地
理
的
な
関
心
が
、
強
ま
っ
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
同
様
の
地
理
観
は
、
当
時
上
級
武
士
の
問
に
相
当
広
ま
っ
て
お
り
、

か
れ
ら
を
通
じ
て
海
外
に
も
流
れ
た
。
た
と
え
ば
一
六
〇
七
年
に
日
本
を
訪
れ
た
朝
鮮
通
信
使
の
キ
ョ
ン
ー
ー
ソ
ム
（
情
思
）
は
、
そ
の
旅
行
記

『
海
磋
録
』
に
お
い
て
、

　
　
　
（
五
月
）
二
十
九
日
辛
卯
…
…
江
戸
に
留
ま
る
。
支
官
等
云
く
、
日
本
陸
奥
州
の
境
は
、
貴
国
北
方
の
胡
地
と
一
海
を
隔
て
、
事
相
に
往
来
す
。
侃
っ
て

　
　
天
兵
尚
ほ
朝
鮮
に
留
ま
る
を
聞
く
、
と
云
々
。

と
、
接
待
の
武
士
か
ら
そ
の
は
な
し
を
聞
い
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
中
国
に
い
た
リ
ッ
チ
が
、
こ
れ
か
ら
直
接
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
同
じ
時
期
に
日
本
で
は
、
さ
ら
に
一
種
新
し
い
地
図
が
現
わ
れ
た
。
こ
れ
は
第
一
の
地
図
を
改
良
し
た
も
の
で
、
全
体
の
構
図
は
ほ
と
ん
ど

同
じ
で
あ
る
が
、
エ
ゾ
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
分
離
し
て
、
大
陸
と
本
州
と
の
問
に
浮
か
ぶ
大
き
な
島
と
し
た
こ
と
と
、
今
の
日
本
海
を
、

朝
鮮
半
島
、
大
陸
の
海
岸
線
、
日
本
列
島
で
周
囲
を
囲
ま
れ
る
内
海
と
し
て
表
わ
し
た
こ
と
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
日
本
の
各
地
に
残
る
屏

風
の
世
界
図
や
各
種
の
航
海
図
が
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
第
二
の
地
図
を
作
成
し
た
の
は
、
長
崎
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
い
わ
れ
、
第
一

の
地
図
と
と
も
に
、
　
五
九
〇
年
に
巡
察
使
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
同
行
し
て
日
本
を
訪
れ
た
、
イ
ナ
ッ
シ
オ
ー
ー
モ
レ
イ
ラ
の
日
本
地
図
も
参
考

　
　
　
　
⑩

に
し
て
い
る
。
モ
レ
イ
ラ
は
西
B
本
の
各
地
で
測
量
を
行
な
っ
た
が
、
か
れ
自
身
は
京
都
か
ら
東
へ
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
東
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

位
置
は
、
日
本
人
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
推
定
し
た
。
そ
の
結
果
モ
レ
イ
ラ
は
、
本
州
北
端
の
緯
度
を
約
三
十
九
度
と
計
算
し
た
。
日
本
で
永

く
活
動
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ル
イ
ス
ー
ー
フ
ロ
イ
ス
が
、
そ
の
著
『
日
本
史
憾
の
中
で
、

　
　
こ
の
朝
鮮
地
方
は
…
…
北
部
お
よ
び
北
東
部
で
は
タ
ル
タ
ー
ル
人
と
オ
ラ
ン
カ
イ
人
（
の
土
地
）
に
接
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
カ
イ
人
（
の
土
地
）
は
、
日
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本
の
北
部
と
大
き
い
入
江
を
形
成
し
、
蝦
夷
島
の
上
方
で
北
方
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
突
出
し
た
陸
地
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
地
図
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
十
八
世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
申
国
の
北
に
広
が
る
地
域
を
漠
然
と
タ

ル
タ
リ
ア
と
呼
ん
で
い
た
。
タ
ル
タ
ー
ル
（
タ
ル
タ
ル
）
人
は
そ
こ
生
き
る
住
民
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
満
洲
人
と
モ
ン
ゴ
ル
人
を
指
す
。
ま

た
オ
ラ
ン
カ
イ
は
、
朝
鮮
の
文
献
に
い
う
兀
良
恰
、
清
人
の
い
う
ワ
ル
カ
の
こ
と
で
、
朝
鮮
の
東
北
部
、
豆
満
江
北
岸
に
い
た
女
直
集
団
を
指

す
。
フ
ロ
イ
ス
に
よ
る
と
、
エ
ゾ
は
オ
ラ
ン
カ
イ
の
南
方
に
存
在
す
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
フ
ロ
イ
ス
が
マ
フ
ェ
イ
の
委
嘱
を
受
け
て
、
『
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

本
史
』
の
執
筆
を
始
め
た
の
は
、
一
五
八
三
年
春
ら
で
あ
る
が
、
か
れ
が
こ
の
部
分
を
記
述
し
た
の
は
、
九
五
年
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
リ
ッ

チ
の
描
く
日
本
の
北
方
地
域
は
、
第
二
の
地
図
と
酷
似
す
る
の
で
、
お
そ
ら
く
リ
ッ
チ
は
そ
れ
に
倣
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
部
分
を
描
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
『
坤
輿
万
国
全
図
』
に
お
い
て
リ
ッ
チ
は
、
日
本
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
日
本
は
、
乃
ち
海
内
の
㏄
大
島
な
り
。
長
さ
三
千
二
百
里
、
寛
さ
六
百
里
を
過
ぎ
ず
。
今
六
十
六
州
有
り
、
お
の
お
の
国
主
有
り
。
俗
は
強
力
を
尚
び
、

　
　
総
説
有
る
と
い
へ
ど
も
、
而
し
て
権
は
常
に
翠
蔓
に
在
り
。
其
の
民
は
武
を
習
ふ
も
の
多
く
、
文
を
習
ふ
も
の
少
な
し
。
土
は
銀
・
鉄
・
好
学
を
巌
す
。

　
　
其
の
王
は
、
生
子
年
三
十
に
な
ら
ば
、
王
を
以
て
之
に
譲
る
。
其
の
国
は
大
抵
宝
石
を
重
ん
ぜ
ず
、
只
金
・
銀
及
び
古
学
器
を
重
ん
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
文
章
は
、
マ
フ
ェ
イ
の
『
イ
ン
ド
史
』
な
ど
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　
ま
た
日
本
列
島
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
『
広
輿
図
隠
掲
載
の
行
基
図
を
参
考
に
す
る
。
し
か
し
そ
の
地
名
と
位
置
に
は
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

っ
て
、
紀
伊
を
伊
紀
と
し
て
四
二
に
置
い
た
り
す
る
。
ま
た
北
海
道
の
位
置
に
あ
る
上
述
の
島
に
は
、
佐
渡
、
加
賀
、
能
登
な
ど
の
地
名
を
付

し
て
お
り
、
こ
の
島
が
北
海
道
（
エ
ゾ
）
で
は
な
く
て
、
別
の
島
で
あ
る
か
の
よ
う
な
疑
い
を
い
だ
か
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
他
方
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
北
部
の
地
名
（
民
族
名
）
は
、
ほ
と
ん
ど
が
『
文
献
通
考
』
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
架
空
の
も
の

ま
で
あ
り
、
し
か
も
恣
意
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
リ
ッ
チ
は
上
述
の
島
の
真
北
に
あ
た
る
大
陸
の
沿
岸
に
、
「
野
作
」
と
い
う
地
名

を
記
入
し
て
い
る
が
、
野
作
は
『
文
献
通
考
』
に
は
み
え
な
い
の
で
、
か
れ
の
造
語
と
考
え
ら
れ
る
。
通
説
に
よ
る
と
、
こ
の
野
作
こ
そ
が
エ
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ゾ
で
あ
る
と
い
う
が
、
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
野
作
を
エ
ゾ
の
こ
と
と
理
解
し
た
の
で

あ
る
。

　
次
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ジ
ョ
ア
ン
ー
ー
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
永
ら
く
日
本
で
通
訳
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、
一
六
一
〇
年
に
マ
カ
オ
に
追
放
さ

れ
、
一
時
期
中
国
本
土
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
『
日
本
教
会
史
』
を
著
し
て
、
日
本
と
中
国
両
方
の
社
会
に
つ
い
て
書
き
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
た
。
か
れ
は
そ
の
原
稿
を
＝
ハ
ニ
ニ
年
ま
で
に
ほ
ぼ
仕
上
げ
た
が
、
そ
の
後
も
随
時
加
筆
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、

エ
ゾ
を
東
部
タ
ル
タ
リ
ア
に
接
近
す
る
島
と
考
え
て
、
そ
の
間
は
海
峡
を
隔
て
て
、
た
が
い
に
み
え
る
ほ
ど
の
距
離
し
か
な
い
と
述
べ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
エ
ゾ
は
、
オ
ラ
ン
カ
イ
に
属
し
て
い
た
と
い
う
。

　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
記
述
は
、
当
時
日
本
で
流
布
し
て
い
た
諸
説
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
と
く
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ジ
ェ
ロ
ニ
モ
離
ア
ン
ジ
ェ

リ
ス
の
説
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
は
、
北
海
道
に
上
陸
し
た
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
、
一
六
一
八
年
と
二
一
年
の
二
度

北
海
道
に
赴
い
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
に
提
出
し
た
そ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
最
初
の
渡
航
に
お
い
て
は
、
エ
ゾ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
地
続
き
で

あ
る
と
推
測
し
た
が
、
再
度
の
渡
航
で
は
そ
れ
を
撤
回
し
て
、
エ
ゾ
は
海
峡
（
テ
ッ
シ
ョ
イ
、
テ
ソ
イ
）
に
よ
り
大
陸
と
分
断
さ
れ
る
島
で
あ
る

と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
か
れ
は
、
エ
ゾ
の
西
端
テ
ッ
シ
ョ
イ
で
は
対
岸
の
馬
を
望
見
で
き
る
ほ
ど
だ
が
、
間
の
海
は
流
れ
が

激
し
く
、
も
し
も
そ
れ
が
入
海
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
激
流
は
生
ま
れ
な
い
と
推
測
し
た
。
さ
ら
に
エ
ゾ
に
は
万
人
が
従
う
君
主
は
存
在
せ

ず
、
ま
た
大
き
な
領
主
も
い
な
い
が
、
そ
れ
は
エ
ゾ
が
周
囲
の
国
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
交
渉
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の

　
　
⑲

で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
の
考
え
は
、
本
来
な
ら
ば
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
～
世
紀
間
は
埋
も
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
中
圏
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
も
、
そ
の
説
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
エ
ゾ
の
緯
度
に
関
し
て
も
新
し
い
見
解
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ま
で
本
州
の
北
端
は
、
北
緯
三
十
九
度
な
い
し
は
四
十
度

と
推
定
さ
れ
て
い
て
、
リ
ッ
チ
も
四
十
度
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
十
七
世
紀
初
め
日
本
に
薪
説
が
現
わ
れ
て
、
そ
れ
を
四
十
二
度
前
後
に
改

　
⑳

め
た
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
そ
の
仮
説
に
従
っ
て
、
北
海
道
を
除
く
日
本
列
島
の
北
緯
は
、
三
十
度
か
ら
四
十
二
度
半
の
間
で
あ
る
と
し
て
、
本
州

83 （411）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

北
端
の
緯
度
を
四
十
二
度
半
に
変
更
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
な
お
一
六
二
三
年
に
北
京
で
は
、
リ
ッ
チ
の
後
任
で
あ
る
ニ
コ
ロ
H
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
イ
と
マ
ヌ
エ
ル
ー
ー
デ
ィ
ア
ス
が
、
地
球
儀
を
完
成
し
た
。

本
州
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
の
間
に
、
東
西
に
長
い
島
を
配
置
す
る
構
図
は
、
リ
ッ
チ
に
由
来
す
る
。
他
方
ジ
ュ
リ
オ
ー
ー
ア
レ
ニ
は
、
世
界
地

誌
の
『
職
方
外
紀
駄
（
一
↓
ハ
ニ
三
）
を
著
し
た
が
、
そ
の
挿
図
に
描
か
れ
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
北
東
部
の
形
状
は
、
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
イ
ら
の
地
球
儀
と

同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
影
響
は
、
両
者
に
は
基
本
的
に
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
ア
レ
ニ
は
、
本
州
の
北
端
を
四
十
二
度
付

近
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
だ
け
は
日
本
の
新
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
イ
タ
リ
ア
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
マ
ル
チ
ノ
陛
マ
ル
チ
ニ
で
あ
る
が
、
か
れ
は
七
年
余
り
中
国
で
布
教
に
携
わ
っ
た
後
の
～
六
五
〇

年
に
、
典
礼
問
題
を
説
明
す
る
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戻
っ
た
。
そ
の
間
に
マ
ル
チ
ニ
は
中
国
の
地
理
書
か
ら
資
料
を
収
集
し
、
そ
れ
に
自
分
と

同
僚
の
宣
教
師
た
ち
が
中
国
各
地
で
観
測
し
た
デ
ー
タ
を
加
え
て
、
新
し
い
中
国
地
図
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
有
名
な
地
図
製
作

者
ヤ
ン
ー
ー
ブ
ラ
ウ
の
叢
書
『
新
地
図
』
の
一
冊
と
し
て
、
そ
れ
を
噸
申
国
新
地
図
帳
』
の
名
で
刊
行
す
る
。
マ
ル
チ
ニ
の
地
図
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

パ
で
作
ら
れ
た
最
初
の
科
学
的
な
中
国
地
図
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
の
中
で
マ
ル
チ
ニ
は
エ
ゾ
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
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マ
フ
ェ
イ
ζ
跳
Φ
o
は
、
わ
れ
わ
れ
の
会
の
　
員
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
中
国
の
歴
史
家
の
こ
と
ば
を
利
用
し
な
が
ら
、
「
（
イ
ン
ド
か
ら
の
）
書
簡
」
の

第
四
巻
に
そ
れ
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
多
く
の
未
開
人
が
住
む
面
積
の
と
て
も
大
き
な
国
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
北
方
で
二
本
と
接
し
、
み
や
こ
の

町
か
ら
は
三
百
リ
ウ
（
あ
る
い
は
二
百
五
十
四
マ
イ
ル
）
離
れ
て
い
る
。
人
び
と
は
獣
皮
の
衣
服
を
着
、
身
体
に
毛
が
あ
っ
て
、
と
て
も
長
い
顎
ひ
げ
と

目
ひ
げ
を
も
つ
。
か
れ
ら
は
水
を
飲
み
た
い
と
き
に
は
、
そ
れ
を
棒
で
も
ち
あ
げ
る
（
捧
酒
箆
）
。
こ
の
国
民
は
と
り
わ
け
と
て
も
酒
を
好
み
、
好
戦
的

で
、
日
本
人
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
戦
い
で
負
傷
す
る
と
、
傷
ロ
を
塩
水
で
洗
う
。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
も
つ
唯
～
の
薬
で
あ
る
。
か
れ
ら
は

鋼
製
の
鏡
を
胸
に
か
け
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
矢
の
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
た
い
て
い
は
タ
ル
タ
ル
人
の
間
で
も
っ
と
も
裕

福
な
も
の
が
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
。
か
れ
ら
は
剣
を
頭
に
結
わ
え
る
の
で
、
そ
の
柄
は
肩
の
上
に
ぶ
ら
下
が
る
。
か
れ
ら
は
た
だ
天
な
ど
を
崇



拝
す
る
習
慣
を
も
つ
こ
と
を
除
く
と
、
い
か
な
る
儀
式
も
行
な
わ
な
い
。
何
業
か
の
も
の
が
、
こ
の
エ
ゾ
蜜
ω
ω
o
（
わ
た
し
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
と

と
も
に
こ
う
呼
ぶ
。
中
国
人
が
与
え
て
い
る
エ
ソ
磯
Φ
8
の
名
は
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
。
）
の
地
が
島
か
大
陸
か
ど
う
か
で
、
論
争
を
し
て
い
る
。
だ
が

も
し
わ
れ
わ
れ
が
中
国
人
を
信
じ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
実
際
に
は
そ
れ
は
住
む
ひ
と
も
い
な
い
タ
ル
タ
リ
ア
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
ヌ
ル
ハ
ン

室
下
げ
碧
（
奴
洗
蒔
）
と
ユ
ピ
網
巷
．
一
（
魚
皮
）
は
大
陸
で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
日
本
が
島
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は

そ
れ
を
エ
ゾ
か
ら
分
け
る
海
峡
が
、
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
も
の
ご
と
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
、
何
も
請
け
合
わ
な
い

こ
と
を
約
束
す
る
。
わ
た
し
は
読
者
に
地
図
を
参
照
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
は
中
國
の
地
図
を
描
い
た
。
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マ
ル
チ
ニ
が
引
く
マ
フ
ェ
イ
の
文
章
は
、
前
述
し
た
如
く
フ
ロ
イ
ス
の
書
簡
に
も
と
つ
く
。
ア
イ
ヌ
の
特
徴
も
ま
た
、
フ
ロ
イ
ス
が
述
べ
た
も

の
で
、
中
国
の
歴
史
家
か
ら
と
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
エ
ゾ
（
〈
野
作
）
が
中
国
人
か
ら
出
た
と
い
う
の
も
舌
足
ら
ず
で
、
事
実
は
リ
ッ
チ
の

簡
坤
輿
万
国
全
図
』
に
始
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
般
に
マ
ル
チ
ニ
は
、
リ
ッ
チ
に
追
随
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
後
者
が
エ
ゾ
を
大
陸
に
置
く
こ
と
に
対
し
て
は
懐
疑
的
で
あ

っ
た
。
噛
中
国
新
地
図
瞼
の
東
ア
ジ
ア
地
図
に
お
い
て
は
、
日
本
北
方
の
形
状
と
緯
度
は
『
坤
輿
万
国
全
図
』
と
大
体
同
一
で
あ
る
が
、
マ
ル

チ
ニ
は
本
州
と
大
陸
の
問
の
島
を
エ
ゾ
H
Φ
ω
○
と
呼
ぶ
。
ま
た
マ
ル
チ
ニ
の
記
述
か
ら
、
十
七
世
紀
前
半
に
北
京
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
間
で
は
、

エ
ゾ
が
島
で
あ
る
か
大
陸
と
地
続
き
で
あ
る
か
で
、
論
争
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
次
い
で
ベ
ル
ギ
ー
出
身
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
薩
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
は
、
清
に
再
入
国
す
る
マ
ル
チ
ニ
と
と
も
に
、
＝
ハ
五
九
年
に
中
国
の

地
を
踏
ん
だ
。
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
は
七
四
年
に
『
坤
輿
全
図
』
を
製
作
し
た
が
、
そ
こ
で
か
れ
は
本
州
の
北
、
北
緯
四
十
二
、
三
度
以
北
に
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
つ
の
島
を
置
い
て
、
そ
れ
に
「
野
作
偏
と
記
す
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
島
の
東
海
岸
に
独
特
な
形
の
半
島
が
、
三
つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
半
島
は
、
マ
ル
チ
ニ
以
前
の
宣
教
師
の
地
図
に
は
現
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
一
六
四
三
年
に
こ
の
海
域
を
調
査
し
た
マ

ル
チ
ン
H
フ
リ
ー
ス
の
海
図
に
描
か
れ
る
エ
ゾ
の
形
に
近
い
。
こ
の
年
オ
ラ
ン
ダ
の
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
フ
リ
ー
ス
の
船
団
は
、

本
州
の
東
岸
を
北
上
し
て
北
海
道
南
部
に
接
近
し
、
そ
れ
か
ら
ク
ナ
シ
リ
匪
エ
ト
ロ
フ
間
の
海
峡
を
通
過
し
て
、
サ
ハ
リ
ン
南
部
の
ア
ニ
ワ
湾
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と
中
部
の
テ
ル
ベ
ニ
ヤ
湾
に
達
し
た
。
そ
の
後
南
に
引
き
返
し
、
北
海
道
東
部
の
厚
岸
湾
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
フ
リ
ー
ス
ら
は
、
ア
イ

ヌ
民
族
と
交
流
を
行
な
っ
て
、
か
れ
ら
が
上
陸
し
た
地
点
が
エ
ゾ
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
海
図
の
中
に
北
海
道
東
部
と
サ
ハ
リ
ン
南
部
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

合
し
て
、
全
体
を
ひ
と
つ
の
エ
ゾ
と
し
て
描
い
た
。
そ
の
海
図
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
ま
っ
て
、
三
つ
の
半
島
を
も
つ
エ
ゾ
が
多
く
の
地
図
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

表
現
さ
れ
た
。
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
と
き
に
そ
の
ひ
と
つ
を
見
て
、
そ
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
ル

ビ
ー
ス
ト
の
い
う
野
作
は
エ
ゾ
の
こ
と
で
、
か
れ
は
エ
ゾ
を
島
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
前
述
し
た
ト
マ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
。
か
れ
は
始
め
日
本
で
の
布
教
を
夢
見
て
、
＝
ハ
八
二
年
に
マ
カ
オ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

入
り
、
以
来
中
国
で
の
布
教
に
従
事
し
て
い
た
。
ト
マ
は
フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
の
仕
事
を
引
継
い
だ
が
、
エ
ゾ
の
問
題
に
関
し
て
は
フ
ェ
ル
ビ
ー

ス
ト
に
同
調
せ
ず
、
リ
ッ
チ
以
来
の
伝
統
に
従
っ
て
、
エ
ゾ
を
大
陸
の
一
部
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
ト
マ
が
一
六
九
〇
年
に
作
成
し
た
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
の
地
図
で
は
、
本
州
の
北
端
は
北
緯
四
十
度
付
近
で
、
経
度
は
北
京
か
ら
東
に
二
十
五
度
か
ら
三
十
度
の
付
近
に
あ
る
。
一
方
エ
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

因
①
ω
し
。
。
は
朝
鮮
半
島
か
ら
東
西
に
伸
び
る
大
陸
の
沿
康
部
に
含
ま
れ
て
、
本
州
と
は
海
峡
を
隔
て
て
対
面
し
て
い
る
。
地
図
と
同
様
の
考
え
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

一
六
九
八
年
の
書
簡
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
は
日
本
に
特
別
の
思
い
入
れ
を
も
っ
て
お
り
、
エ
ゾ
を
経
由
し
て
日
本
で
布
教
す
る
こ

と
は
、
か
れ
の
夢
で
あ
っ
た
。
ト
マ
は
エ
ゾ
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
北
に
位
置
し
て
、
中
圏
か
ら
容
易
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
と
の
願
望
を

こ
め
て
、
こ
の
地
図
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
か
ん
た
ん
で
は
あ
る
が
、
以
上
が
中
国
で
活
躍
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
の
代
表
的
な
エ
ゾ
観
で
あ
る
。
そ
の
間
百
年
近
い
と
き
が
流
れ
て

い
る
が
、
様
々
な
見
解
が
並
立
し
て
、
ひ
と
つ
に
収
敏
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
エ
ゾ
を
大
陸
の
一
部
と
考
え
る
も
の
も
、
あ
る
い
は
島

と
い
う
も
の
も
、
エ
ゾ
が
朝
鮮
半
島
の
東
北
、
あ
る
い
は
本
州
の
北
に
位
置
す
る
と
い
う
点
で
は
、
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は
だ
れ

も
現
地
に
は
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
論
争
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
思
え
ば
、
実
際
に
そ
の
地

点
に
立
っ
て
、
そ
こ
が
エ
ゾ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
の
が
、
最
善
の
道
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
レ
ジ
ス
も
、
も
し
機
会
を
与
え
ら
れ
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
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①
エ
ゾ
（
北
海
道
）
に
関
し
て
、
最
初
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
報
告
し
た
の
は
、
ゴ
ア

　
に
滞
在
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
門
日
本
情
報
扁
で
あ
る
。
O
d
o
。
。
・

　
。
碧
。
蝉
a
≦
蹉
Φ
5
国
N
o
鶏
邑
國
房
ω
霞
δ
仁
繋
ぎ
α
q
ω
齢
聞
8
α
q
ず
讐
Φ
閃
語
切
。
｛

　
目
霞
。
萄
昏
O
畏
。
σ
q
鑓
嘗
霞
ω
も
’
。
。
野
ま
た
岸
野
久
『
西
欧
人
の
日
本
発
見
』
（
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
第
六
章
に
は
、
そ
の
邦
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

②
P
国
ピ
8
r
濠
貯
画
ミ
詳
§
沖
馬
薦
駄
出
馬
§
“
く
。
ピ
ド
6
冨
O
巳
く
㊦
匿
蔓
。
｛

　
O
窯
。
簿
α
q
o
℃
屋
。
・
。
・
曽
目
り
①
伊
署
．
ω
ト
ゥ
伊
刈
O
①
■
マ
フ
ェ
イ
に
つ
い
て
は
、
長
島
弘
氏

　
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

③
回
℃
設
Q
｛
｛
Φ
鎧
頸
恥
§
孟
ミ
黛
ミ
§
ミ
§
§
こ
駄
ミ
掬
苺
浄
N
嚇
§
ミ
ミ
畑
縣
§
§
ミ

　
§
導
馬
§
ミ
§
N
誌
§
ミ
§
咋
§
ミ
こ
辱
ζ
タ
0
9
。
σ
Q
β
①
L
㎝
O
G
。
も
誌
一
り
’
（
京

　
都
大
学
文
学
部
西
洋
史
研
究
室
蔵
）
。
わ
た
し
は
、
村
上
直
次
郎
訳
『
耶
蘇
会
士

　
日
本
通
信
』
上
巻
（
東
京
、
　
一
九
二
七
年
）
に
あ
る
同
一
書
簡
の
邦
訳
を
利
用
し

　
た
。
一
九
二
頁
。
た
だ
し
邦
訳
で
は
二
月
二
十
日
付
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

　
理
由
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
原
文
の
日
付
に
従
っ
た
。

④
『
坤
輿
万
国
全
図
蝕
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
京
都
大
学
附
属
公
書
館
所
蔵
本
を
．

　
利
用
し
た
（
実
際
に
見
た
の
は
、
閲
覧
用
の
複
製
本
）
。
な
お
宮
城
県
立
図
書
館

　
所
蔵
本
は
、
船
越
昭
生
門
マ
テ
オ
ー
ー
リ
ッ
チ
作
成
世
界
地
図
の
申
国
に
対
す
る
影

　
響
に
つ
い
て
扁
（
噸
地
図
』
第
九
巻
第
一
訂
万
、
一
九
七
　
年
）
に
付
さ
れ
る
写
真
が
、

　
参
照
に
便
利
で
あ
る
。

⑤
林
東
陽
「
利
礪
蜜
的
世
界
地
図
及
其
対
明
笛
士
人
社
会
的
影
響
」
（
『
紀
念
利
礪

　
蜜
来
華
四
百
週
年
中
西
文
化
交
流
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
（
輔
仁
大
学
出
版
社
、

　
一
九
八
三
年
）
三
二
一
一
三
二
六
頁
に
詳
し
い
。
な
お
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
、

　
渡
辺
佳
成
氏
に
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

⑥
し
づ
．
ω
N
。
N
㊦
践
鼻
匡
聾
8
円
一
。
9
．
。
。
ζ
巷
の
。
臨
O
露
昼
§
§
ミ
§
ミ
レ
押

　
δ
翼
署
お
圃
～
這
p
船
越
昭
生
覇
坤
輿
万
国
全
厘
と
鎖
国
目
黒
」
（
『
東
方

　
学
報
臨
（
京
都
）
鱒
弟
四
十
～
守
門
、
　
～
九
七
〇
年
）
六
六
八
百
ハ
、
林
「
利
礪
巖
費
的
世

　
界
地
図
及
其
朝
明
末
士
入
社
会
的
影
響
」
三
二
七
頁
な
ど
を
参
照
。

⑦
岡
本
良
知
『
十
六
世
紀
に
お
け
る
日
本
地
図
の
発
達
』
（
八
木
書
店
、
一
九
七

　
三
年
）
二
三
〇
～
｝
一
一
曇
二
頁
を
参
照
。

⑧
岡
本
前
掲
書
；
三
～
一
四
五
頁
を
参
照
。

⑨
岡
本
前
掲
書
＝
二
二
～
＝
二
五
頁
を
参
照
。

⑩
岡
本
前
掲
書
　
四
六
～
～
五
～
頁
を
参
照
。

⑪
　
岡
本
前
掲
書
～
〇
六
、
一
〇
七
頁
を
参
照
。

⑫
岡
本
前
掲
書
一
四
六
～
㎝
五
一
頁
を
参
照
。
な
お
フ
ロ
イ
ス
の
文
章
は
、
松
田

　
毅
一
・
川
崎
桃
太
三
一
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
轍
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七

　
年
）
二
＝
一
頁
に
よ
る
。

⑬
岡
本
前
掲
書
一
四
六
、
～
四
七
頁
を
参
照
。

⑭
リ
ッ
チ
は
、
マ
フ
ェ
イ
や
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
と
交
流
が
あ
り
、
そ
の
影
響
が
あ

　
つ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
マ
フ
ェ
イ
『
イ
ン
ド
史
輪
の
仏
語
訳
を
み
る
と
、
王

　
が
子
に
位
を
譲
る
こ
と
な
ど
、
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
数
字
に
違
い
が
あ
る
の

　
で
、
リ
ッ
チ
は
他
の
資
料
も
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
卜
藝
§
越
§
ミ

　
譜
偽
ミ
賊
§
ミ
題
無
。
象
§
ミ
免
恥
博
憲
誌
㍉
①
①
伊
冨
．
一
G
。
O
し
ω
①
曽
一
ω
。
。
～
一
凸
ロ
ミ
’

　
天
理
図
書
館
蔵
）
な
お
い
U
マ
ス
ペ
ン
ス
著
、
古
田
島
洋
介
訳
㎎
マ
テ
オ
・
リ
ッ

　
チ
ー
記
憶
の
富
殿
邑
（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
目
七
四
、
九
三
頁
な
ど
を
参
照
。

⑯
羅
洪
先
『
広
輿
図
歴
（
万
暦
七
年
）
巻
二
日
本
図
。

⑯
閤
9
、
①
戸
〉
℃
。
ω
ω
産
Φ
ω
。
霞
8
｛
。
叫
国
。
9
、
。
・
客
9
。
①
。
・
8
寄
α
q
δ
島
尾
固
「

　
O
ピ
奏
v
目
ざ
轟
き
⑨
ω
介
由
り
ω
。
。
曽
ワ
一
〇
。
紳

⑰
ジ
ョ
ア
ン
薩
ロ
ド
リ
ゲ
ー
ス
著
、
佐
野
泰
彦
他
訳
『
日
本
教
会
史
撫
上
巻
（
岩

　
波
書
店
、
　
一
九
七
〇
年
）
解
説
、
四
「
編
述
の
時
期
」
を
参
照
。

⑱
ロ
ド
リ
ゲ
…
ス
冒
本
教
会
史
駈
上
巻
、
＝
三
、
＝
葦
、
一
七
五
、
二
〇
紛

　
九
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

⑲
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
の
児
解
に
つ
い
て
は
、
チ
ー
ス
リ
ク
編
『
北
方
探
検
記
』
（
吉
8
7



　
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
第
二
部
に
邦
訳
が
あ
る
。
「
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
の
第
一

　
次
蝦
夷
報
比
口
」
五
五
頁
、
「
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
の
第
二
次
蝦
夷
報
尾
口
」
八
九
～
九
三

　
頁
を
参
照
。

⑳
岡
本
前
掲
書
二
七
一
一
二
七
五
頁
を
参
照
。

⑳
ロ
ド
リ
ゲ
ー
ス
噸
日
本
教
会
史
輪
上
巻
、
一
五
一
、
　
九
四
頁
を
参
照
。
な
お

　
二
三
七
⊥
　
三
八
頁
で
は
、
本
州
北
端
を
四
十
二
度
半
あ
る
い
は
四
十
三
度
と
い

　
、
つ
。

（
⑫
　
大
英
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
と
デ
ィ
ア
ス
の
地
球
儀
に
つ
い

　
て
は
、
国
．
竃
■
乏
鉱
房
m
註
朔
U
■
O
彫
目
ω
帯
麟
負
〉
○
げ
ぎ
㊦
6
。
①
↓
①
濃
窃
［
臥
巴

　
9
0
げ
ρ
》
b
．
δ
b
。
ら
。
層
§
鴨
b
d
識
W
§
§
奏
ミ
め
§
、
N
ミ
翻
る
9
納
り
①
N
題
・
。
。
①
～

　
o
Q
¢
．
に
詳
し
い
。

㊧
　
醐
本
前
掲
書
二
七
二
頁
を
参
照
。

⑳
四
b
d
Φ
ヨ
舞
ρ
冨
ω
働
巷
Φ
ω
匹
。
♂
。
匙
。
α
Q
情
調
δ
。
。
。
す
罧
一
言
話
唱
。
霞
㌶

　
O
顕
g
①
二
㊥
。
。
窟
誘
く
。
｝
ω
賦
ω
℃
§
、
N
§
§
ミ
留
識
§
H
し
り
ω
甲
ω
ρ
選
．
匁
①
～

　
れ
膳
c
o
．

⑳
　
わ
た
し
は
、
仏
語
訳
を
使
辛
し
た
。
回
し
d
ご
Φ
∬
営
題
§
靴
ミ
§
甲
。
～
馬
§
§
母

　
鳩
§
ミ
馬
し
d
貯
蝕
§
“
〈
o
｝
．
一
押
（
屋
冥
ぎ
ジ
〉
日
磐
①
＆
四
葺
H
⑩
①
。
。
も
』
S

⑳
切
Φ
ヨ
費
飢
》
い
霧
蝉
岩
霧
山
野
帥
。
p
H
ε
σ
q
門
昌
ま
Φ
。
。
。
δ
監
葺
信
㊦
℃
。
¢
＝
効
O
露
屋

　
①
二
①
ω
℃
避
ω
く
。
一
ω
ぎ
ω
も
眞
心
メ

⑳
　
わ
た
し
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
坤
輿
全
図
』
（
成
豊
十
年
重
刊
）
を

　
利
用
し
た
が
、
現
在
は
曹
娩
如
他
編
．
『
中
国
古
代
地
図
集
隔
（
鐙
摺
）
（
文
物
出
版

　
社
、
　
九
九
七
年
）
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
　
プ
リ
…
ス
の
海
図
に
つ
い
て
は
、
ゆ
。
ω
o
費
。
鴛
餌
≦
旺
審
び
則
N
o
碧
仙
H
冨

　
ω
霞
δ
話
象
話
ω
聾
δ
¢
α
Q
ゲ
節
⑦
国
諾
ω
o
｛
圏
母
o
b
Φ
き
○
貴
ε
σ
q
冨
喜
農
。
。
も
．
G
。
㎝
9

⑳
　
た
と
え
ば
策
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
フ
ィ
ッ
セ
ル
改
訂
プ
ラ
ウ
世
界
圏

　
（
一
六
七
八
年
）
も
、
㎎
坤
輿
全
図
輪
と
近
い
関
係
に
あ
る
。
フ
エ
ル
ビ
ー
ス
ト

　
は
同
種
の
世
界
地
図
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
『
坤
輿
全
図
』
を
製
作
し
た
の
で
あ
る
。

　
織
田
武
雄
他
編
凹
日
本
古
地
図
大
成
幽
（
世
界
図
編
）
（
講
談
社
、
～
九
七
五
年
）

　
一
六
七
頁
を
参
照
。

⑳
　
ト
マ
に
つ
い
て
は
、
ル
イ
ズ
デ
メ
デ
ィ
ナ
噌
遥
か
な
る
高
麗
』
（
近
藤
出
版
社
、

　
一
九
八
八
年
）
　
一
四
九
～
一
六
一
二
頁
を
参
照
。

⑳
「
は
じ
め
に
」
註
②
に
同
じ
。

⑫
　
ル
イ
ズ
デ
メ
デ
ィ
ナ
前
掲
書
第
二
部
「
未
刊
史
料
」
、
一
二
三
二
頁
を
参
照
。
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第
二
章
　
一
七
〇
九
年
に
レ
ジ
ス
ら
が
通
過
し
た
コ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
清
の
康
煕
帝
は
、
申
国
本
土
と
周
辺
地
域
の
地
図
を
作
成
す
る
意
図
を
、
早
く
か
ら
心
に
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
清
発
祥
の

地
で
あ
る
東
北
地
区
や
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
で
定
め
た
ロ
シ
ア
と
の
国
境
地
域
に
関
し
て
正
確
な
地
図
を
作
る
こ
と
は
、
永
年
の
懸
案
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
間
康
煕
帝
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
対
し
て
、
こ
の
地
域
の
地
図
を
試
作
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
六
九

八
年
に
は
ト
マ
に
モ
ン
ゴ
ル
（
西
タ
ル
タ
リ
ア
）
の
地
図
を
作
成
さ
せ
て
お
り
、
翌
年
に
は
さ
ら
に
東
北
地
区
（
東
タ
ル
タ
リ
ア
）
で
測
量
を
行
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②

な
わ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
年
に
蕾
一
河
が
氾
濫
し
た
た
め
に
、
計
画
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
康
煕
四
十
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（～

ｵ
〇
七
）
に
康
煕
帝
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
バ
ラ
ン
ナ
ン
の
勧
め
に
従
っ
て
、
か
れ
ら
に
北
京
周
辺
の
地
図
を
作
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。

康
煕
帝
は
そ
の
仕
事
に
満
足
し
て
、
中
国
全
土
と
周
辺
の
地
図
製
作
を
本
格
的
に
開
始
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
ブ
ー
ヴ
ェ
、
レ
ジ
ス
、
ジ
ャ
ル
ト
ゥ
の
三
人
の
宣
教
師
が
、
翌
康
煕
四
十
七
年
四
月
十
六
日
（
陽
暦
一
七
〇
八
年
六
月
四
日
）
か
ら
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
十
一
月
三
十
日
目
陽
暦
～
七
〇
九
年
一
月
～
○
日
）
ま
で
測
量
を
行
な
っ
て
、
長
城
全
体
の
地
図
を
完
成
し
た
。
い
き
つ
く
ま
も
な
く
次
に
イ

エ
ズ
ス
会
士
が
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
中
国
の
東
北
地
区
と
そ
の
北
方
に
広
が
る
地
域
の
地
図
製
作
で
あ
る
。
康
煕
四
十
八
年
に
レ
ジ
ス
と
ジ

ャ
ル
ト
ゥ
に
ブ
リ
デ
リ
を
加
え
た
三
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
、
満
洲
人
ら
と
と
も
に
こ
の
地
方
の
測
量
に
向
か
っ
た
。
『
黒
龍
江
将
軍
衙
門
棺

案
一
心
二
七
四
冊
、
康
煕
四
十
八
年
四
月
十
三
日
の
条
に
は
、
調
査
隊
が
通
過
す
る
予
定
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
詳
し
い
記
述
が
残
っ
て
い
る
。

コ
ー
ス
の
問
題
は
、
調
査
の
臣
的
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
説
明
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
調
査
に
先
立
つ
三
月

二
十
三
日
（
陽
暦
五
月
二
日
）
に
、
こ
の
計
画
を
指
揮
す
る
護
軍
参
領
デ
ク
ジ
ン
ゲ
ら
が
、
康
煕
帝
に
調
査
の
指
示
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
帝
は

次
の
如
く
命
令
し
た
と
い
う
。

　
　
汝
ら
は
山
海
関
を
出
て
、
海
岸
に
沿
っ
て
測
定
し
て
作
図
し
な
が
ら
行
き
、
島
風
城
に
届
け
よ
。
鳳
嵐
城
か
ら
長
白
山
ま
で
通
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
の
で
、
興
京
を
屠
指
し
て
行
け
。
盛
京
で
馬
を
代
え
る
の
だ
ぞ
。
汝
ら
は
盛
京
で
馬
を
代
え
て
、
盛
徳
か
ら
イ
ン
ゲ
（
イ
ェ
ン
ゲ
）
関
を
出
て
、
旧
道

　
　
を
行
き
、
ラ
フ
ァ
駅
、
ニ
ン
グ
タ
か
ら
ホ
ン
ジ
ュ
ン
（
フ
ン
チ
ュ
ン
）
、
ス
イ
フ
ン
（
を
経
て
）
、
ウ
ス
リ
川
を
下
っ
て
、
ゲ
リ
ン
（
ゴ
リ
ュ
ン
）
川
、
ヘ

　
　
ン
グ
ン
（
ア
ム
ダ
ン
）
州
を
議
指
し
て
行
け
。
汝
ら
が
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
汝
ら
は
有
名
な
場
所
、
大
山
を
尋
ね
て
、
地
図
の
中
に
描

　
　
か
せ
よ
。
…
…
ヘ
ン
グ
ン
よ
り
向
こ
う
の
海
ま
で
、
人
び
と
は
往
来
す
る
の
か
し
な
い
の
か
。
行
く
な
ら
ば
い
か
な
る
種
類
の
も
の
を
交
易
す
る
か
、
汝

　
　
ら
は
そ
れ
を
尋
ね
よ
。
汝
ら
は
向
こ
う
に
行
く
と
き
に
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
指
示
し
た
場
所
に
至
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
行
け
。
も
し
も
近
づ

　
　
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
汝
ら
は
勅
令
が
下
っ
た
と
い
っ
て
も
、
軽
率
に
は
行
く
な
。
…
…

調
査
隊
は
山
海
関
を
越
え
て
、
渤
海
沿
い
に
朝
鮮
と
の
国
境
ま
で
達
し
た
後
、
長
白
山
の
西
側
を
迂
回
し
て
盛
京
に
出
て
、
そ
れ
か
ら
東
に
二
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ン
グ
タ
経
由
で
、
フ
ン
チ
ュ
ン
、
ス
イ
フ
ン
川
、
ウ
ス
リ
川
な
ど
、
沿
海
地
方
の
南
部
に
向
か
う
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
ウ
ス
リ
川
を
下

っ
て
ア
ム
ー
ル
川
に
入
り
、
最
終
的
に
は
ア
ム
ー
ル
下
流
の
支
流
ゴ
リ
ュ
ン
、
ア
ム
ダ
ン
両
川
付
近
ま
で
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
計

画
で
問
題
と
な
る
の
は
、
調
査
隊
が
ニ
ン
グ
タ
か
ら
沿
海
地
方
の
南
部
に
迂
回
す
る
コ
ー
ス
を
行
く
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
ア
ム
ー
ル
下
流
地

方
に
急
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
ニ
ン
グ
タ
か
ら
水
路
で
牡
丹
江
、
松
花
江
と
下
り
、
ア
ム
ー
ル
川
に
入
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
一
行
が
わ
ざ
わ
ざ

こ
の
コ
ー
ス
を
選
ん
だ
の
は
、
何
か
目
的
が
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
れ
は
エ
ゾ
の
問
題
を
検
証
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。

　
棺
案
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
コ
ー
ス
を
決
定
し
た
の
は
、
康
煕
帝
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
帝
が
エ
ゾ
の
問
題
に
つ
い
て
、
か
ね
て
よ

り
宣
教
師
た
ち
に
学
ん
で
い
て
、
そ
の
調
査
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
康
煕
帝
は
、
ト
マ
に
対
し
て
次
の
如
く
語
っ
た

　
　
　
　
⑤

こ
と
が
あ
る
。

　
　
わ
た
し
は
、
東
海
ま
で
の
朝
鮮
王
国
の
国
境
を
、
つ
い
で
狭
い
海
峡
に
よ
っ
て
東
タ
ル
タ
リ
ア
か
ら
分
け
ら
れ
て
い
る
日
本
の
北
部
国
境
の
対
岸
を
踏
破

　
　
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
帝
は
日
本
の
北
方
地
域
に
つ
い
て
、
ト
マ
と
同
一
の
地
理
観
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
も
イ
エ
ズ
ス
会
士
が

騨
皇
輿
全
覧
図
』
を
製
作
す
る
た
め
に
、
沿
海
地
方
で
エ
ゾ
の
問
題
を
調
査
し
た
い
と
願
い
出
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
康
煕
帝
は
二
つ
返
事
で

そ
れ
を
承
認
し
た
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
レ
ジ
ス
た
ち
が
エ
ゾ
の
問
題
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
康
煕
帝
も
了
解
済
み
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
掲
の
撹
案
に
よ
る
と
、
派
遣
さ
れ
る
調
査
隊
は
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
勅
命
に
よ
り
派
遣
す
る
愚
母
参
領
デ
ク
ジ
ン
ゲ
、
ト
ー
フ
ァ
ン
ジ
、
監
察
御
史
ウ
ダ
リ
、
員
外
郎
シ
ェ
レ
ン
、
五
官
正
チ
ェ
ン
デ
、
酋
洋
人
ユ
ワ
ン

　
　
　
（
？
）
フ
ェ
イ
ー
ー
イ
ェ
ン
（
費
隠
）
、
レ
イ
隠
ヒ
ヨ
ー
ス
（
雷
孝
思
）
、
ド
ゥ
ー
ー
ダ
メ
イ
（
杜
徳
美
）
、
養
心
迷
筆
帖
式
ブ
ル
サ
イ
、
案
内
の
莇
鋒
ナ
ス
タ

　
　
イ
、
ミ
ン
チ
ン
、
画
工
二
入
、
そ
し
て
増
員
し
て
派
遣
す
る
郎
中
グ
ワ
ン
ド
ゥ
ン
、
藍
棚
ヘ
ム
イ
ェ
ン
、
筆
帖
式
ガ
ブ
ラ
、
タ
ラ
チ
、
ガ
ブ
ラ
。
…
…

こ
の
う
ち
西
洋
人
フ
ェ
イ
ー
ー
イ
ェ
ン
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ト
ー
ー
ブ
リ
デ
リ
、
レ
イ
陸
ヒ
ョ
ー
ス
は
同
じ
く
ジ
ャ
ン
ー
ー
バ
プ
テ
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イ
ス
ト
目
レ
ジ
ス
、
ド
ゥ
匪
ダ
メ
イ
は
ピ
エ
ー
ル
目
ジ
ャ
ル
ト
ゥ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
十
人
余
り
の
満
洲
人
が
、
調
査
隊
に
参
加
し
て

お
り
、
か
れ
ら
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
同
行
し
て
、
そ
の
行
動
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
調
査
に
も
協
力
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
行
の
通
過
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
先
々
で
は
、
地
元
の
役
人
や
兵
も
動
員
さ
れ
て
、
観
測
の
資
材
を
輸
送
し
た
り
、
測
定
の
場
所
を
作
る
の
に
協
力
し
て
い
る
。
な
お
「
勅
命

に
よ
り
派
遣
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
清
は
測
量
に
向
か
う
か
れ
ら
に
大
き
な
権
限
を
与
え
て
い
た
。
レ
ジ
ス
は
、
協

力
し
た
満
洲
人
た
ち
に
つ
い
て
め
っ
た
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
が
、
清
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
調
査
隊
全
体
の
指
揮
権
は
あ
く
ま
で
も
清
側
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

握
っ
て
い
て
、
デ
ク
ジ
ン
ゲ
や
ト
！
フ
ァ
ン
ジ
な
ど
に
そ
れ
を
代
行
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
康
煕
帝
は
、
『
皇
輿
要
覧
図
』
製
作
の
基
礎
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
調
査
隊
を
各
地
に
派
遣
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
調
査
隊
は

み
な
同
様
の
組
織
か
ら
な
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
隊
も
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
二
、
三
人
含
ん
で
、
全
部
で
十
入
前
後
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
最

も
高
い
地
位
に
あ
る
の
は
、
大
体
護
軍
参
領
（
正
三
晶
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
に
吏
由
基
中
や
武
英
殿
監
視
、
欽
天
心
監
副
や
五
官
正
な
ど
が

　
　
　
　
　
⑧

加
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
欽
天
心
監
副
や
五
官
正
な
ど
は
、
自
ら
も
天
体
観
測
と
三
角
測
量
を
行
な
っ
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
援
け
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
五
官
正
チ
ェ
ン
デ
は
、
数
学
や
天
文
学
に
相
当
な
学
識
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
デ
ュ
ア
ル
ド
が
編
纂
し
た
『
中
華
帝
国
及
び
中
国
領
タ
ル
タ
リ
ア
の
地
理
的
・
歴
史
的
・
年
代
記
的
・
政
治
的
・
物
質
的
な
記

述
隔
（
以
下
『
中
国
誌
』
と
略
称
）
第
四
巻
に
引
用
さ
れ
る
レ
ジ
ス
の
手
記
と
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
る
観
測
地
点
の
リ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
、
レ

ジ
ス
ら
が
た
ど
っ
た
コ
ー
ス
と
途
中
の
観
測
地
点
を
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
さ
て
調
査
隊
が
北
京
を
出
発
し
た
の
は
、
三
月
二
十
九
日
（
陽
暦
五
月
八
日
目
の
こ
と
で
あ
る
。
一
行
は
、
康
煕
帝
の
命
令
に
あ
っ
た
通
り

の
コ
ー
ス
を
進
ん
だ
。
ま
ず
山
海
関
か
ら
渤
海
沿
い
に
遼
西
圏
廊
を
北
上
し
て
、
新
店
子
、
牛
荘
を
経
て
遼
東
半
島
に
入
り
、
先
端
の
金
州
ま

で
達
し
て
い
る
。
そ
の
後
遼
東
半
島
の
南
岸
を
東
に
進
み
、
途
中
正
白
村
を
経
て
鳳
鳳
城
に
至
っ
た
。
レ
ジ
ス
に
よ
る
と
、
朝
鮮
へ
の
関
門
で

あ
っ
た
鳳
鳳
城
に
は
、
商
人
が
各
地
か
ら
集
ま
り
、
交
易
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
続
い
て
調
査
隊
は
長
白
山
の
西
側
を
迂
回
し

て
、
北
西
方
向
に
進
み
盛
京
（
藩
陽
）
に
入
っ
た
。
レ
ジ
ス
た
ち
は
、
市
内
で
盛
京
五
部
な
ど
の
行
政
機
関
に
立
寄
っ
た
後
、
郊
外
の
福
陵
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（
東
陵
）
と
昭
陵
（
北
陵
）
を
観
光
し
て
い
る
。

盛
京
を
出
る
と
、
か
れ
ら
は
テ
グ
村
を
経
て
、

玉
上
に
寄
り
道
し
、
清
朝
の
祖
先
が
眠
る
永
陵

　
　
　
⑪

に
詣
で
た
。

　
～
行
は
興
京
か
ら
引
き
返
し
て
、
再
び
旧
街

道
を
行
き
、
一
路
ニ
ン
グ
タ
を
目
指
し
た
。
当

時
盛
京
と
東
北
辺
境
の
軍
事
拠
点
で
あ
る
ニ
ン

グ
タ
の
問
を
結
ぶ
幹
線
は
、
撫
順
を
経
て
イ
ェ

ン
ゲ
関
を
出
、
ラ
フ
ァ
を
通
過
す
る
清
酒
以
来

の
掴
街
道
と
、
康
煕
二
十
年
（
一
六
八
一
）
に

そ
の
北
側
に
開
通
し
た
ば
か
り
の
、
開
原
か
ら

吉
林
を
経
由
し
て
、
ラ
フ
ァ
で
旧
街
道
に
合
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
薪
街
道
が
、
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
と
き
レ
ジ
ス
ら
は
近
道
で
あ
る
旧
街
道
を

行
き
、
イ
ェ
ン
ゲ
関
に
お
い
て
辺
矯
を
抜
け
て
、

吉
林
地
方
に
入
っ
た
。
そ
の
後
パ
ン
セ
城
、
ラ

フ
ァ
駅
を
逓
り
、
六
月
上
旬
（
陽
暦
七
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

前
後
）
に
ニ
ン
グ
タ
に
到
着
し
た
。

　
ニ
ン
グ
タ
か
ら
は
騎
都
尉
イ
デ
チ
ェ
、
騙
騎
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⑭

校
ボ
ロ
ク
デ
ィ
ン
、
領
催
シ
ョ
セ
と
兵
が
、
調
査
隊
に
同
行
し
た
。
～
行
は
南
の
森
林
地
帯
を
抜
け
、
ガ
ハ
リ
川
（
嘆
銀
河
）
の
支
流
で
あ
る

ホ
ジ
川
の
源
流
に
出
て
観
測
を
行
な
っ
た
。
レ
ジ
ス
に
よ
る
と
、
調
査
隊
は
そ
の
後
豆
満
江
河
畔
に
至
り
、
国
境
沿
い
に
み
え
た
朝
鮮
の
四
つ

の
町
を
測
定
し
た
と
い
う
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
作
成
し
た
測
定
地
点
の
リ
ス
ト
に
は
、
永
達
の
名
し
か
あ
が
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
か
れ

ら
は
フ
ン
チ
ュ
ン
に
達
し
て
、
そ
の
位
置
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
フ
ン
チ
ュ
ン
の
町
は
北
緯
四
十
二
度
五
十
五
分
二
十
六
秒
に
あ
る
こ
と
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
っ
た
。
こ
・
の
間
レ
ジ
ス
ら
は
、
豆
満
江
の
河
口
を
測
定
し
て
い
る
。

　
フ
ン
チ
ュ
ン
を
出
発
し
て
か
ら
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
事
案
』
第
一
二
冊
、
康
煕
四
十
八
年
六
月
十
二
日
の
条
に
は
、

　
　
勅
命
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
、
土
地
を
測
卸
し
て
山
川
を
作
図
に
く
る
大
臣
は
、
陸
路
を
測
定
し
て
、
フ
ン
チ
ュ
ン
、
ス
イ
フ
ン
か
ら
ブ
イ
ェ
河
口
に
着
い

　
　
た
ら
、
ウ
ス
リ
川
を
下
っ
て
水
路
を
測
定
し
な
が
ら
、
ゲ
リ
ン
、
ヘ
ン
グ
ン
に
向
か
っ
て
行
く
。

と
み
え
る
。
ス
イ
フ
ン
川
は
沿
海
地
方
の
西
端
に
位
置
す
る
。
さ
ら
に
『
満
漢
心
黒
金
内
府
一
統
輿
地
秘
図
』
に
よ
る
と
、
ブ
イ
ェ
川
は
ウ
ス

リ
川
の
源
流
の
ひ
と
つ
で
、
現
在
の
ア
ル
田
螺
エ
フ
カ
川
に
あ
た
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
大
体
の
コ
ー
ス
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で

も
噸
中
国
誌
』
に
も
と
づ
い
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
た
ど
っ
た
コ
ー
ス
を
確
か
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
一
行
は
フ
ン
チ
ュ
ン
か
ら
フ
ン
チ
ュ
ン
川
を
遡
り
、
途
中
に
あ
る
古
城
を
通
過
し
て
、
そ
の
経
緯
度
を
測
定
し
た
。
さ
ら
に
北
東
の
方

向
に
進
み
、
ス
イ
フ
ン
川
に
至
る
。
『
中
国
誌
』
に
よ
る
と
、

　
　
ト
ゥ
メ
ン
匹
ウ
ラ
（
豆
満
江
）
の
次
に
、
満
洲
人
の
以
前
の
故
郷
を
ず
っ
と
前
進
す
る
と
、
ス
イ
フ
ン
川
と
い
う
大
河
に
出
会
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た

　
　
東
の
大
洋
に
流
れ
こ
む
そ
の
河
口
を
測
量
し
た
。
…
…
そ
こ
か
ら
フ
ル
ダ
ン
翻
ポ
ト
ン
と
呼
ば
れ
る
町
の
廃
藩
が
み
え
る
。
…
…
そ
の
地
方
に
あ
る
他
の

　
　
河
川
は
、
ス
イ
フ
ン
川
よ
り
ず
っ
と
小
さ
い
。

　
　
　
　
⑯

と
い
う
の
で
、
か
れ
ら
は
ス
イ
フ
ン
川
の
河
ロ
近
く
で
測
定
を
行
な
っ
て
か
ら
、
ス
イ
フ
ン
川
を
遡
り
、
そ
の
中
流
に
あ
っ
た
フ
ル
ダ
ン
ー
ー
ポ

ト
ン
の
あ
た
り
を
通
過
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
上
流
の
古
城
趾
に
達
し
て
、
そ
こ
で
再
度
測
定
を
行
な
っ
た
。

　
　
『
申
恕
罪
睡
の
記
述
は
、
こ
の
後
一
挙
に
ウ
ス
リ
川
ま
で
飛
ん
で
、
調
査
隊
が
通
過
し
た
途
中
の
コ
ー
ス
を
省
略
す
る
。
そ
の
間
か
れ
ら
は
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ハ
ン
掻
首
（
興
凱
湖
）
南
岸
と
ウ
ス
リ
川
の
古
城
の
計
二
か
所
で
観
測
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
観
測
値
か
ら
み
る
と
、
ウ
ス
リ
川
の
古
城
は
、

ブ
イ
エ
川
と
の
合
流
点
よ
り
も
か
な
り
上
流
に
位
置
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
調
査
隊
は
ス
イ
フ
ン
川
と
別
れ
た
あ
と
、
ハ
ン
カ
湖

南
岸
の
レ
フ
川
（
現
イ
リ
ス
タ
や
川
）
の
中
流
に
出
て
、
そ
の
後
北
東
に
進
ん
で
ブ
イ
ェ
川
の
下
流
を
越
え
、
ウ
ス
リ
川
の
古
城
付
近
に
達
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
盛
京
吉
林
黒
龍
江
等
処
標
注
戦
蹟
輿
図
』
に
は
、
上
述
し
た
コ
ー
ス
と
同
じ
通
路
が
、
点
線
で
図

示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
端
は
ブ
イ
ェ
川
の
下
流
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
フ
ン
チ
ュ
ン
か
ら
ブ
イ
ェ
川
下
流
に
出
る
こ
の
コ
ー
ス
は
、
地
元
で

は
よ
く
利
用
さ
れ
る
通
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
如
く
フ
ン
チ
ュ
ン
か
ら
ブ
イ
ェ
川
に
至
る
ま
で
に
、
宣
教
師
た
ち
は
位
置
の
測
定
を
集
中
的
に
行
な
っ
て
い
る
。
レ
ジ
ス
は
沿
海
地

方
以
外
の
地
域
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
測
量
地
点
を
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
な
の
に
沿
海
地
方
に
限
っ
て
は
、
い
ち
い
ち
そ
れ
を
挙
げ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
こ
の
地
域
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
後
レ
ジ
ス
た
ち
は
ウ
ス
リ
川
と
ブ
イ
ェ
川
と
の
合
流
点
に
出
て
、
馬
を
降
り
て
船
に
乗
り
換
え
た
。
そ
こ
に
は
寧
古
塔
副
都
統
マ
チ
が

船
を
用
意
し
て
、
調
査
隊
が
到
着
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
マ
チ
は
、
一
行
の
た
め
に
ア
ム
ー
ル
川
の
航
行
に
必
要
な
人
員
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

資
材
の
調
達
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
ガ
イ
ド
と
水
夫
に
は
三
七
の
民
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。
三
毛
は
ア
ム
ー
ル
下
流
の
水
路
を
熟
知
し
、
下

流
の
住
民
と
も
緊
密
な
交
流
を
保
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
こ
の
と
き
す
で
に
牡
丹
江
の
沿
岸
に
移
住
し
て
い
た
が
、
も
と
は
そ
れ

よ
り
下
流
の
ア
ム
ー
ル
川
中
流
沿
岸
に
居
住
し
て
い
て
、
中
国
・
朝
鮮
に
輸
出
す
る
毛
皮
を
仕
入
れ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
ア
ム
ー
ル
下
流
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

出
か
け
て
い
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
地
方
は
、
自
分
の
庭
も
同
然
で
あ
っ
た
。
マ
チ
は
、
三
位
の
ハ
ラ
イ
ダ
で
あ
っ
た
カ

ン
ダ
イ
、
ジ
ャ
ハ
ラ
、
メ
ン
ケ
イ
、
エ
ブ
チ
ら
に
次
の
文
書
を
送
っ
た
。
『
寧
古
塔
副
心
証
衙
門
母
鳥
臨
第
＝
一
冊
、
康
煕
四
十
八
年
五
月
十

日
の
条
に
、

　
　
勅
命
に
よ
り
ゲ
リ
ン
・
ヘ
ン
グ
ン
な
ど
の
地
方
に
大
臣
を
派
遣
し
て
、
土
地
を
測
量
す
る
。
か
れ
ら
は
到
着
し
次
第
、
水
路
で
測
最
に
行
く
。
こ
れ
ら
の

　
　
行
く
大
臣
た
ち
に
、
お
ま
え
た
ち
の
三
曲
か
ら
ガ
イ
ド
八
人
を
選
び
出
し
て
準
備
さ
せ
よ
。
船
八
隻
を
出
せ
。
遅
れ
て
は
こ
ま
る
。
…
…
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⑲

と
あ
る
。
六
月
二
日
に
な
っ
て
マ
チ
は
、
再
び
三
聖
に
命
令
を
発
し
て
、
ガ
イ
ド
を
八
人
か
ら
二
十
人
に
増
加
さ
せ
た
。
そ
の
直
後
に
調
査
隊

が
ニ
ン
グ
タ
に
到
着
し
て
、
協
議
の
結
果
船
を
さ
ら
に
画
聖
増
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
三
部
の
船
に
は
そ
れ
ぞ
れ
漕
ぎ
手
七
人
を
乗
せ
る

こ
と
に
し
て
、
さ
き
に
決
定
し
た
ガ
イ
ド
に
加
え
て
、
さ
ら
に
三
十
六
人
を
集
め
さ
せ
た
。
な
お
こ
れ
ら
三
聖
の
民
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
か
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

分
の
食
料
を
準
備
さ
せ
て
い
る
。

　
レ
ジ
ス
ら
は
、
そ
の
船
に
乗
っ
て
ウ
ス
リ
川
を
下
っ
た
。
ニ
マ
ン
村
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
度
経
緯
度
の
測
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
ニ
ン

グ
タ
の
官
船
は
木
釘
製
の
脆
弱
な
構
造
で
、
壊
れ
た
り
浸
水
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
調
査
隊
は
ビ
キ
ン
川
の
河
ロ
ま
で
き
て
、
た
ま
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

通
り
が
か
っ
た
べ
ド
ゥ
ネ
協
翌
夕
シ
ト
ゥ
ら
が
乗
る
鉄
釘
を
使
っ
た
船
五
隻
を
借
り
う
け
、
そ
れ
に
乗
り
換
え
た
。
そ
れ
か
ら
ウ
ス
リ
川
河
口

付
近
の
ハ
イ
チ
ュ
、
フ
レ
両
村
を
通
過
し
て
ア
ム
ー
ル
川
に
入
り
、
八
月
五
日
（
陽
暦
九
月
八
日
）
前
後
に
ア
ニ
ュ
イ
川
の
河
口
に
近
い
ア

ム
ー
ル
沿
岸
の
村
ド
ン
ド
ン
に
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
寒
気
が
厳
し
く
、
ア
ム
ー
ル
川
も
凍
結
し
始
め
て
、
航
行
が
危
険
に
な
っ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

レ
ジ
ス
た
ち
は
調
査
を
続
行
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
引
き
返
す
こ
と
に
し
た
。

　
そ
の
後
調
査
隊
は
上
流
に
向
か
い
、
ウ
ス
リ
川
の
河
口
を
過
ぎ
て
、
エ
ト
ゥ
村
で
位
置
の
測
定
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に
遡
っ
て
、
ジ
ャ
フ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

村
を
経
て
松
花
江
に
入
り
、
オ
ー
リ
ミ
、
モ
ホ
ロ
、
イ
ン
ダ
ム
と
続
い
て
測
定
し
て
、
牡
丹
江
の
河
口
ま
で
き
て
、
イ
ラ
ン
ハ
ラ
で
下
船
し
た
。

　
一
方
ニ
ン
グ
タ
で
は
副
都
統
の
マ
チ
が
、
調
査
隊
を
迎
え
る
準
備
を
始
め
て
い
た
。
予
定
で
は
か
れ
ら
は
八
月
十
五
日
（
陽
暦
九
月
十
八
日
）

ま
で
に
イ
ラ
ン
ハ
ラ
に
上
陸
し
て
、
八
月
下
旬
（
陽
暦
九
月
宋
ご
ろ
）
に
は
ニ
ン
グ
タ
を
経
由
し
て
吉
林
ま
で
行
く
て
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

七
月
二
十
五
日
（
陽
暦
八
旦
二
十
日
）
に
騎
都
尉
カ
ニ
オ
を
イ
ラ
ン
ハ
ラ
に
送
っ
て
、
三
姓
の
ハ
ラ
イ
ダ
と
ガ
シ
ャ
ン
ダ
に
対
し
て
、
調
査
隊
が

イ
ラ
ン
ハ
ラ
に
到
着
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
馬
を
準
備
さ
せ
た
。
ま
た
七
月
二
十
一
日
（
陽
麿
八
月
二
十
六
日
）
に
は
ニ
ン
グ
タ
ー
1
吉
林
街
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
新
道
）
沿
い
の
六
駅
に
対
し
て
も
、
十
分
な
数
の
馬
を
準
備
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
マ
チ
は
、
帰
り
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
調
査
隊
は
そ
れ
を
無
視
し
て
別
の
コ
ー
ス
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
イ
ラ
ン
ハ
ラ

に
上
陸
し
た
後
、
ニ
ン
グ
タ
に
は
向
か
わ
ず
、
松
花
江
に
沿
っ
て
西
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
な
ぜ
コ
ー
ス
を
変
更
し
た
の
か
、
史
料
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で
は
一
切
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
レ
ジ
ス
た
ち
は
往
路
と
は
別
の
コ
ー
ス
を
行
っ
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
地
点
で
測
定
を
し
た
が
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
調
査
隊
に
同
行
し
て
い
た
ニ
ン
グ
タ
の
騎
都
尉
イ
デ
チ
ェ
ら
は
、
イ
ラ
ン
ハ
ラ
で
調
査
隊
と
別
れ
て
、
船
で
牡
丹
江
を
遡
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
ニ
ン
グ
タ
ま
で
帰
っ
た
。
他
方
レ
ジ
ス
た
ち
は
、
ベ
ド
ゥ
ネ
へ
の
途
中
松
花
江
北
岸
の
ヌ
チ
ュ
フ
ン
で
観
測
を
行
な
っ
て
、
ベ
ド
ゥ
ネ
に
入

っ
た
。
『
中
国
誌
』
に
は
べ
ド
ゥ
ネ
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
と
住
民
、
さ
ら
に
は
副
都
統
が
馬
防
す
る
こ
と
な
ど
を
、
か
ん
た
ん
に
ふ
れ
る
だ

け
で
あ
る
。
調
査
隊
は
べ
ド
ゥ
ネ
か
ら
省
林
に
入
っ
て
、
次
い
で
盛
京
、
山
海
関
を
経
て
、
十
一
月
始
め
（
陽
暦
十
二
月
始
め
）
ご
ろ
北
京
に
帰

　
　
　
⑳

り
着
い
た
。

　
こ
の
間
ニ
ン
グ
タ
と
べ
ド
ゥ
ネ
の
副
都
統
は
、
調
査
隊
に
各
種
の
援
助
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
が
、
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
玉
案
』
に
は
そ

れ
に
関
す
る
記
述
は
現
わ
れ
な
い
。
た
だ
第
㏄
二
柵
、
十
二
月
十
六
日
の
条
に
、
調
査
隊
に
供
出
し
た
三
二
の
馬
が
、
三
二
頭
死
ん
だ
こ
と
を

述
べ
、
ま
た
同
じ
く
九
月
九
巳
の
条
に
、
吉
林
、
ニ
ン
グ
タ
、
ベ
ド
ゥ
ネ
か
ら
供
出
し
た
馬
四
一
頭
が
、
死
ん
だ
り
逃
げ
た
り
し
た
こ
と
を
い

う
だ
け
で
あ
る
。
翌
九
月
十
日
（
陽
暦
十
月
十
二
日
）
の
条
に
は
、
寧
古
塔
将
軍
が
、
調
査
隊
が
使
役
し
た
べ
ド
ゥ
ネ
と
吉
林
の
馬
を
十
分
に
休

養
さ
せ
て
、
元
気
に
し
て
送
り
返
す
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
が
み
え
る
の
で
、
調
査
隊
が
吉
林
を
出
発
し
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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①
翁
文
瀕
「
清
初
蝉
絵
地
図
考
」
（
『
地
学
雑
誌
無
第
十
八
年
第
三
期
、
一
九
三
〇

　
年
）
四
～
三
、
四
一
四
頁
、
お
よ
び
一
二
上
正
利
「
康
煕
時
代
に
お
け
る
ゼ
ス
イ
ッ

　
ト
の
測
図
事
業
」
（
『
史
淵
』
第
五
十
～
輯
、
一
九
五
二
年
）
二
八
～
三
〇
頁
を
参

　
照
。

②
国
．
b
け
。
ω
琶
β
ピ
．
。
2
＜
お
ω
。
δ
艮
5
曾
Φ
餌
”
ぎ
8
げ
①
罠
。
慧
ω
山
①
翼
婁
霞
甲

　
ω
．
一
（
一
①
盆
∴
刈
8
γ
墨
§
織
騨
懸
ミ
き
ミ
融
鼠
§
W
§
ミ
絶
し
d
こ
§
ミ
ひ
心
門
■
じ
ご
聞

　
ω
9
㊦
ロ
8
ω
℃
ξ
。
。
5
器
ω
簿
講
ゆ
ε
お
濠
ω
添
9
一
8
①
－
署
．
一
①
一
～
一
9
．

③
康
煕
帝
が
東
ア
ジ
ア
地
域
の
地
図
製
作
を
具
体
的
に
考
え
始
め
た
の
は
、
同
年

　
に
行
な
っ
た
暮
鐘
の
旅
か
ら
北
京
に
戻
っ
た
あ
と
で
あ
っ
た
。
旨
緒
ζ
．
浄

　
ζ
臥
冨
F
轄
恥
§
鳶
鷺
、
融
ミ
蹄
譜
ミ
O
ミ
奉
δ
ヨ
P
ド
押
℃
費
飼
一
門
。
。
ρ
署
．

　
ω
一
ω
w
も
。
慰
．
ま
た
ゴ
ー
ビ
ル
に
よ
る
と
、
康
煕
帝
に
長
城
の
地
図
を
み
た
い
と
い

　
う
希
望
を
起
こ
さ
せ
た
の
は
、
北
京
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
バ
ラ
ン
ナ
ン
で
あ

　
つ
た
と
い
う
。
》
・
O
顕
。
昏
芦
G
ミ
、
愚
§
§
鳶
聴
誉
説
ぎ
N
闇
N
認
苧
N
胡
ゆ
Ω
Φ
器
・

　
毒
藁
鴇
ρ
喝
．
鎗
郵
～
七
二
八
年
付
け
の
ス
シ
エ
神
父
あ
て
の
手
紙
。
ま
た
石
田

　
幹
之
助
『
欧
人
の
支
那
研
究
紬
（
東
京
、
一
九
三
二
年
）
一
八
八
頁
を
参
照
。

④
い
甲
皇
国
p
置
ρ
b
題
§
翫
§
鷺
§
愚
ミ
喝
暴
ミ
き
誌
喝
§
臨
、
§
ミ
ミ
“
暴

　
篭
。
ミ
尽
暴
象
暗
曹
尽
日
§
N
§
㌣
恥
譜
ミ
G
ミ
謹
象
譜
隷
§
、
§
母
O
ミ
℃
§
黎

　
津
、
貴
娼
ω
9
（
以
下
に
お
い
て
は
、
b
§
魯
職
§
と
省
略
す
る
）
8
目
ρ
鮒

　
箕
駄
9
0
P
唱
ワ
鴇
P
ω
O
．
お
よ
び
○
簿
¢
び
芦
O
o
、
ミ
魯
§
§
謡
亀
譜
窯
爵
w

　
星
羅
∴
謡
ゆ
膨
卜
♪
忘
．
な
お
デ
ュ
ア
ル
ド
は
、
出
発
の
日
を
陽
暦
七
月
四
日
と
い
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う
が
、
正
し
く
は
六
月
四
日
で
あ
る
。
麟
．
b
d
Φ
旨
碧
μ
零
。
冨
。
o
旨
法
門
ヨ
魯
§
話

　
ω
霞
一
、
≧
冨
喝
・
島
⑦
円
碧
α
q
－
拝
§
ミ
馬
§
§
ミ
浄
ミ
鼻
一
一
レ
逡
①
も
．
一
〇
膳
．

⑤
切
。
ω
ヨ
影
ω
甲
ピ
、
。
①
β
≦
Φ
ω
9
窪
二
黒
㊦
q
、
〉
罠
。
ぎ
①
穿
。
屋
ω
山
Φ
累
婁
霞
り
ω
．
旨

　
（
一
①
膳
今
一
刈
O
リ
ソ
㍗
一
①
鼻
’
な
お
噸
清
実
録
』
康
煕
四
十
五
年
十
月
丁
未
の
条
に
は
、

　
康
煕
帝
が
日
本
（
倭
子
国
）
の
位
置
を
朝
鮮
半
島
の
東
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
述

　
べ
る
。
「
諭
大
学
士
等
闘
、
…
…
聞
三
国
（
朝
鮮
）
有
八
道
、
北
道
与
瓦
爾
喀
地

　
方
・
土
門
鞍
接
界
、
東
道
接
倭
子
国
、
西
道
接
我
鳳
鳳
城
、
南
早
寒
海
、
猶
有
数

　
小
島
…
…
。
」
こ
れ
も
、
同
様
の
地
理
観
か
ら
出
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

⑥
U
¢
田
紳
ρ
b
§
暮
翫
§
冒
8
ヨ
ρ
封
嘆
無
蝉
8
も
℃
』
。
。
～
卜
。
O
■

⑦
方
豪
門
康
煕
五
十
八
年
清
廷
派
員
測
絵
琉
球
地
図
早
早
究
」
（
『
国
立
台
湾
大
学

　
文
史
哲
学
報
㎏
第
一
期
、
一
九
五
〇
年
）
一
七
～
頁
、
お
よ
び
太
田
美
香
陶
皇

　
輿
全
鼠
子
島
に
つ
い
て
の
新
史
料
」
（
『
史
観
』
第
一
～
三
冊
、
～
九
八
五
年
）
五

　
七
～
六
三
頁
、
澤
美
香
「
棺
案
史
料
か
ら
見
た
『
皇
輿
全
滅
図
触
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　
技
術
」
（
『
史
観
』
第
一
二
一
冊
、
一
九
八
九
年
）
五
三
～
五
七
頁
を
参
照
。

⑧
太
田
（
澤
）
前
掲
論
文
を
参
照
。

⑨
魍
御
製
律
暦
淵
源
瞼
纂
修
編
校
諸
臣
職
名
の
門
考
測
扁
に
列
挙
さ
れ
る
「
成

　
徳
扁
が
、
チ
ェ
ン
デ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
清
史
稿
口
巻
四
五
時
憲
志
に
、
「
先
是

　
命
…
…
原
任
欽
天
監
監
副
成
徳
、
皆
庖
従
侍
直
、
上
親
臨
提
命
、
許
難
問
難
如
師

　
弟
子
。
」
と
み
え
る
。

⑩
U
信
畷
巴
号
曽
b
§
善
和
§
お
。
ヨ
Φ
し
も
軽
叫
8
も
．
ω
O
．

⑪
U
¢
騨
箆
ρ
b
§
忌
翫
§
な
。
ヨ
⑦
添
も
p
ω
～
9

⑫
叢
望
遠
門
清
代
東
北
的
駅
路
交
通
」
（
噸
北
方
文
物
隔
一
九
八
五
年
第
一
期
）
八

　
三
、
八
四
頁
を
参
照
。

⑬
U
信
潤
巴
山
P
b
§
忌
§
詳
8
ヨ
ρ
♪
℃
■
ω
．
お
よ
び
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺

　
案
』
第
一
二
冊
、
康
煕
四
十
八
年
六
月
十
日
の
条
。

⑭
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
白
薙
㎞
第
＝
再
、
康
煕
四
十
八
年
十
一
月
二
十
日
の

　
条
。

⑮
∪
¢
欝
匡
ρ
b
§
、
賞
§
罫
。
羅
響
♪
℃
．
ρ

⑯
直
穿
匡
ρ
b
§
忌
翫
§
翼
。
ヨ
p
介
℃
9
δ
．

⑰
㎎
寧
古
塔
副
都
尉
衙
門
棺
案
』
第
　
二
冊
、
康
煕
四
十
八
年
五
月
十
日
、
六
月

　
二
日
、
そ
し
て
六
月
十
日
の
条
。

⑱
拙
稿
「
十
七
世
紀
ア
ム
ー
ル
川
中
流
地
方
住
民
の
経
済
活
動
」
（
『
東
方
学
睡
第

　
九
十
五
輯
、
～
九
九
八
年
）
九
～
一
三
頁
を
参
照
。

⑲
『
寧
古
塔
副
都
督
衙
門
下
馴
㎞
第
＝
再
、
康
無
四
十
八
年
六
月
二
日
の
条
。

⑳
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
難
題
輪
第
＝
再
、
康
煕
四
十
八
年
六
月
十
日
の
条
。

⑳
註
⑭
に
同
じ
。

⑫
U
¢
田
下
ρ
漕
ミ
貫
§
㍉
。
ヨ
ρ
♪
℃
為
「

⑬
註
⑭
に
同
じ
。

⑳
　
　
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
樒
案
匝
第
～
二
冊
、
康
煕
四
十
八
年
七
月
二
十
一
日
、

　
お
よ
び
七
月
二
十
五
日
の
条
。

⑳
註
⑭
に
同
じ
。

⑳
U
儒
田
凱
ρ
b
§
尋
鉢
§
b
一
。
ヨ
Φ
添
も
「
①
．

⑳
　
三
人
の
宣
教
師
は
北
京
に
到
着
す
る
や
い
な
や
、
十
一
月
十
日
（
陽
暦
十
二
月

　
十
日
）
に
再
び
磁
隷
の
測
量
に
出
発
し
た
と
い
う
の
で
、
か
れ
ら
が
北
京
に
帰
っ

　
た
の
は
、
そ
の
直
前
で
あ
ろ
う
。
U
郎
出
潮
篇
ρ
b
§
、
愛
凡
§
し
。
ヨ
ρ
押
で
み
融
。
P

　
や
ω
一
’
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第
三
章
レ
ジ
ス
の
エ
ゾ
研
究
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エ
ゾ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
レ
ジ
ス
が
沿
海
地
方
で
行
な
っ
た
調
査
は
、
主
に
二
点
あ
っ
た
。
第
一
は
、
天
体
観
測
と
三
角
測
量
を
行
な
い
、

沿
海
地
方
の
周
辺
で
四
十
～
罪
な
い
し
四
十
三
度
の
地
点
を
捜
索
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
本
州
の
北
端
は
、
北
緯
四
十
度
な
い
し
は
四
十
二

度
付
近
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
の
で
、
エ
ゾ
の
南
端
は
そ
れ
よ
り
も
少
し
北
に
位
置
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
き
調
査
隊
が
実
施
し
た
測
定

の
も
よ
う
は
、
レ
ジ
ス
が
手
記
の
中
に
書
き
残
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
豆
満
江
の
河
口
付
近
で
は
、
か
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
作
業
を
行
な
っ
た
。

　
　
か
れ
ら
を
タ
ル
タ
ル
人
か
ら
分
け
る
ト
ゥ
メ
ン
ー
ー
ウ
ラ
（
豆
満
江
）
は
、
ホ
ン
チ
ュ
ン
（
フ
ン
チ
ュ
ン
）
か
ら
十
リ
ウ
の
と
こ
ろ
で
東
の
大
洋
に
注
ぐ
。

　
　
そ
の
地
点
は
重
要
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
海
岸
に
近
い
高
い
丘
ま
で
四
十
三
里
の
基
礎
を
引
か
せ
た
。
そ
の
丘
か
ら
は
、
す
で
に
先
の
測
定
に
よ

　
　
り
位
置
を
定
め
た
町
の
ふ
た
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
ト
ゥ
メ
ン
目
ウ
ラ
の
河
口
を
識
別
し
た
。
し
た
が
っ
て
タ
ル
タ
リ
ア
側
の
朝
鮮
王
国
の
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
な
国
境
を
知
り
た
い
と
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
地
図
を
信
頼
し
て
よ
い
。

こ
れ
は
三
角
測
量
を
行
な
う
上
で
基
準
と
な
る
基
線
を
、
豆
満
江
の
河
口
と
近
く
の
丘
と
の
間
に
引
い
た
こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

天
体
観
測
に
関
し
て
は
、

　
　
こ
の
地
方
の
大
き
な
森
林
は
東
海
の
岸
に
進
む
に
つ
れ
て
、
さ
ら
に
頻
繁
に
か
つ
深
く
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
寒
気
は
、
保
た
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

　
　
　
の
ひ
と
つ
を
横
切
る
の
に
九
日
を
要
し
た
。
ま
た
太
陽
の
子
午
線
の
高
度
を
測
定
す
る
の
に
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
を
作
る
た
め
に
、
仕
方
な
く
満
洲
人
の
兵

　
　
　
に
何
本
か
の
木
を
払
わ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
②

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
レ
ジ
ス
が
途
中
に
通
過
し
た
森
の
中
で
の
作
業
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
レ
ジ
ス
は
科
学
的
な
観
測
と
と
も
に
、
目
視
に
よ
る
地
形
の
確
認
も
行
な
っ
た
。
た
と
え
ば
南
側
で
海
洋
に
注
ぐ
豆
満
江
や
ス
イ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
川
の
河
口
に
注
目
し
て
、
そ
の
場
所
を
自
分
の
目
で
確
か
め
て
い
る
。
こ
れ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
海
岸
線
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て

そ
の
沖
合
に
陸
地
の
影
が
み
え
る
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



一七〇九年イエズス会士レジスの沿海地方調査（松浦）

　
沿
海
地
方
に
お
い
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
目
標
の
緯
度
を
目
指
し
て
前
進
し
た
が
、
仮
に
そ
の
地
点
に
到
達
で
き
た
と
し
て
も
、
か
れ

ら
に
は
そ
こ
が
エ
ゾ
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
エ
ゾ
の
地
形
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
二
の
調
査
が
、
重
要
と
な
る
。
実
は
レ
ジ
ス
が
沿
海
地
方
を
エ
ゾ
か
ど
う
か
決
定
す
る
上
で
、
最
終
的
な
決
め
手
と
し
た
の
は
、
エ

ゾ
の
先
住
民
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
が
、
そ
こ
に
居
住
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
レ
ジ
ス
に
よ
る
と
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
特
色
は
次

の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
身
体
に
毛
が
あ
っ
て
、
口
ひ
げ
は
胸
ま
で
た
れ
さ
が
り
、
剣
の
先
を
頭
の
背
後
で
結
わ
え
た
と
て
も
恐
ろ
し
い
人
び
と

レ
ジ
ス
の
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
知
識
は
、
フ
ロ
イ
ス
に
も
と
つ
く
が
、
か
れ
は
類
似
の
特
色
を
も
つ
民
族
が
、
沿
海
地
方
周
辺
に
住
ん
で
い
な
い

か
、
各
少
数
民
族
の
生
活
習
慣
を
細
か
く
観
察
し
て
、
ア
イ
ヌ
と
の
比
較
学
究
を
行
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
ア
ム
ー
ル
川
の
中
流
地
方
で
は
大
規
模
な
民
族
移
住
が
断
続
的
に
起
こ
り
、
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
西
の
方
へ
移
動
を
開
始
し
て
い
た
。
レ
ジ
ス
が
調
査
を
行
な
っ
た
一
七
〇
九
年
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
中
間
過
程
に
あ
た
っ
て
い
た
。
十
八
世

紀
前
後
に
こ
の
地
域
に
住
ん
だ
民
族
の
生
活
様
式
や
そ
の
特
徴
を
記
録
し
た
資
料
は
、
中
国
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し

た
中
で
住
昆
の
状
況
を
客
観
的
に
記
述
し
た
か
れ
の
手
記
は
、
民
族
誌
と
し
て
も
白
眉
の
存
在
で
あ
る
。
レ
ジ
ス
は
ア
ム
ー
ル
の
中
流
地
方
に

起
こ
っ
て
い
た
変
動
に
つ
い
て
、
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
か
れ
の
結
論
が
、
誤
り
に
導
か
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

　
さ
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
現
地
に
到
着
し
た
と
き
に
、
か
れ
ら
は
問
題
の
北
緯
四
十
一
度
か
ら
四
十
三
度
ま
で
の
範
囲
は
、
大
部
分
が
朝
鮮
の

領
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
発
翻
し
た
。
こ
れ
は
、
予
想
外
の
事
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に
朝
鮮
領
内
の
土
地
が
、
エ
ゾ
で
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
レ
ジ
ス
は
、
朝
鮮
と
の
国
境
付
近
を
集
中
的
に
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
レ
ジ
ス
が
エ
ゾ
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
の
は
、

北
緯
四
十
三
度
付
近
に
位
置
す
る
フ
ン
チ
ュ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
フ
ン
チ
ュ
ン
の
周
辺
に
は
、
ク
ル
カ
　
子
が
居
住
し
て
い
た
。
か
れ
ら

は
ク
ヤ
ラ
と
も
呼
ば
れ
、
も
と
は
沿
海
地
方
の
南
部
に
居
住
し
て
い
た
。
当
時
の
ク
ル
カ
は
、
生
活
の
基
礎
を
海
洋
性
動
物
の
狩
猟
に
置
い
て
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い
た
が
、
康
煕
九
年
、
（
～
六
七
〇
）
に
八
旗
に
編
入
さ
れ
て
、
フ
ン
チ
ュ
ン
に
移
住
し
て
か
ら
は
、
満
洲
人
と
接
触
す
る
う
ち
満
洲
人
と
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

化
が
進
ん
で
、
生
活
や
雷
語
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
満
洲
人
と
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
レ
ジ
ス
は
ク
ル
カ
　
子
の
現
状
を
観
察
し
て
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
ら
は
ア
イ
ヌ
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
レ
ジ
ス
は
、
沿
海
地
方
の
～
部
と
ウ
ス
リ
川
の
両
岸
を
占
め
た
住
民
に
注
目
す
る
。
か
れ
は
、
そ
れ
を
魚
皮
　
子
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
名
称
は
リ
ッ
チ
に
始
ま
り
、
マ
ル
チ
ニ
に
も
み
ら
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
中
国
の
文
献
か
ら
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
ナ
八
世
紀
初
頭
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

地
域
に
居
住
し
た
の
は
、
グ
フ
ァ
テ
ィ
ン
な
ど
の
八
氏
族
で
、
清
の
文
献
に
は
八
姓
．
と
現
わ
れ
る
。
魚
皮
　
子
の
名
称
は
、
そ
の
生
活
様
式
に

由
来
す
る
。
レ
ジ
ス
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
の
生
産
活
動
は
、
も
り
や
網
を
使
用
す
る
漁
携
が
・
王
で
、
日
常
の
生
活
は
、
漁
獲
物
に
全
面
的
に
依

存
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
魚
を
常
食
と
し
て
お
り
、
魚
の
油
は
ラ
ン
プ
の
燃
料
に
利
用
し
、
皮
は
な
め
し
て
衣
服
に
作
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

語
は
、
隣
接
す
る
満
洲
人
と
ケ
チ
ェ
ン
　
子
の
言
語
の
中
間
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
生
活
習
慣
の
特
色
か
ら
、
レ
ジ
ス
は
魚
皮

　
子
も
ア
イ
ヌ
で
は
な
い
と
考
え
た
。

　
レ
ジ
ス
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
沿
岸
に
居
住
し
た
ケ
チ
ェ
ン
女
子
（
ヘ
ジ
ェ
）
と
フ
ィ
ア
タ
（
フ
ィ
ヤ
カ
）
や
、
同
じ
く
中
流
沿
岸
に
い
た

三
姓
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
居
住
地
は
エ
ゾ
の
予
想
位
置
よ
り
大
き
く
北
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、
か
れ
ら
が
ア
イ
ヌ
民
族
に
あ
た
る

と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
そ
の
記
述
は
、
魚
皮
　
子
に
比
べ
て
か
ん
た
ん
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
省
略
す
る
。

　
調
査
隊
が
出
会
っ
た
住
民
は
、
こ
れ
で
全
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
民
族
は
み
な
ア
イ
ヌ
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
レ
ジ
ス
は
、
調

査
か
ら
漏
れ
た
民
族
が
他
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
か
れ
は
あ
ち
こ
ち
を
狩
猟
し
て
回
る
魚
皮
量
子
と
ケ
チ
ェ
ン
擁
子
に
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

イ
ヌ
に
つ
い
て
尋
ね
た
が
、
か
れ
ら
は
そ
の
存
在
を
否
定
し
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
て
レ
ジ
ス
は
、
ア
イ
ヌ
は
沿
海
地
方
に
は
居
住
し
な
い
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
如
く
い
う
。

　
　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
確
信
を
も
っ
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
地
理
学
者
が
、
エ
ゾ
冒
も
。
ω
o
地
方
は
と
て
も
広
大
な
領
域
を
も
ち
、
東
タ
ル
タ
リ

　
　
ア
の
一
部
で
あ
り
、
好
戦
的
で
日
本
人
（
和
人
）
に
恐
れ
ら
れ
る
民
族
が
住
む
と
い
う
と
き
、
そ
の
エ
ゾ
地
方
ほ
ど
信
じ
が
た
い
も
の
は
な
い
。
と
い
う

100 （428）



一七〇九年イエズス会士レジスの沿海地方調査（松浦）

　
　
の
は
わ
れ
わ
れ
が
、
幾
つ
か
の
河
川
の
密
宗
を
測
定
し
て
、
数
地
点
の
位
置
を
定
め
た
海
岸
に
関
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
の
他
に
、
魚
皮
縫
子
と
ケ

　
　
チ
ェ
ン
擁
子
の
満
洲
人
が
、
身
体
に
毛
が
あ
っ
て
、
ロ
ひ
げ
が
胸
ま
で
た
れ
さ
が
り
、
剣
の
先
を
頭
の
背
後
で
結
わ
え
た
と
て
も
恐
ろ
し
い
人
び
と
を
知

　
　
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
あ
る
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
は
土
地
が
隣
接
し
、
ま
た
黒
紹
を
狩
猟
す
る
期
間
に
は
、
し
ば
し
ば
か
れ
ら
の
住
居
の
東

　
　
西
に
あ
る
す
べ
て
の
土
地
を
北
緯
五
十
五
度
付
近
ま
で
か
け
ず
り
回
る
の
で
あ
る
。
地
理
学
者
に
よ
る
と
、
そ
の
地
方
は
少
な
く
と
も
四
十
三
度
付
近
、

　
　
　
つ
ま
り
ホ
ン
チ
ュ
ン
の
周
辺
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
少
数
の
ク
ル
カ
縫
子
し
か
見
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
し
た
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
現
在
、
言
語
に
お
い
て
も
礼
儀
作
法
に
お
い
て
も
満
洲
人
と
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
沿
海
地
方
の
調
査
を
通
じ
て
、
レ
ジ
ス
は
エ
ゾ
が
大
陸
、
と
く
に
沿
海
地
方
の
～
部
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
証
拠
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
調
査
隊
が
到
達
し
た
地
点
は
沿
海
地
方
の
南
部
ま
で
で
、
東

海
岸
と
そ
の
沖
合
の
海
洋
に
つ
い
て
は
、
未
調
査
の
ま
ま
残
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
エ
ゾ
は
、
こ
の
方
面
に
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
関
連
し
て
レ
ジ
ス
は
、
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
ド
ン
ド
ン
村
で
耳
寄
り
な
情
報
を
得
た
。
レ
ジ
ス
は
、

　
　
か
れ
ら
は
ま
っ
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
に
、
サ
ガ
リ
ア
ン
ー
ー
ウ
ラ
河
口
の
向
か
い
に
、
か
れ
ら
に
似
た
人
び
と
が
暮
ら
す
大
き
な
島
が
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
⑫

と
伝
え
る
。
こ
の
大
き
な
島
が
、
現
在
の
サ
ハ
リ
ン
を
さ
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
た
だ
調
査
以
前
に
レ
ジ
ス
た
ち
が
、
そ
の
存
在
を
知

ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
不
可
解
で
あ
る
。
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
を
締
結
し
た
直
後
の
康
煕
二
十
九
年
（
「
六
九
〇
）
に
、
清
が
ア
ム
ー
ル

川
左
岸
の
各
地
に
調
査
隊
を
派
遣
し
て
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
線
を
確
認
し
た
お
り
に
、
吉
林
副
血
統
バ
ル
ダ
の
率
い
る
一
隊
は
、
す
で
に
北
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ハ
リ
ン
に
足
跡
を
印
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
北
京
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
サ
ハ
リ
ン

の
調
査
は
、
当
初
の
計
画
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
沿
海
地
方
の
南
部
に
エ
ゾ
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
レ
ジ
ス
に
と
っ
て
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
対
岸
に
大
き
な
島
が
存
在
す
る
と
い
う
情
報
は
、

と
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
と
き
か
れ
ら
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
近
く
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
レ
ジ
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ス
は
サ
ハ
リ
ン
の
調
査
を
熱
望
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
も
各
地
で
測
量
を
続
け
た
の
で
、
か
れ
自
ら
が
サ
ハ
リ
ン
を
調
査
す
る
機
会
は
、

つ
い
に
め
ぐ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
康
煕
帝
は
二
年
後
の
五
十
年
（
｝
七
＝
）
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
か
わ
り
満
洲
人
の
調
査
隊
を
派
遣
し
た
。
碗
三
無
副
都
統
衙
門
棺

案
隠
第
六
冊
、
乾
隆
八
年
二
月
二
十
九
日
の
条
に
は
、
こ
の
と
き
の
調
査
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
四
十
九
年
に
は
聖
祖
の
勅
命
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
班
領
サ
ル
チ
ャ
（
サ
ル
チ
ャ
ン
）
、
二
等
侍
衛
ダ
ブ
シ
ェ
オ
、
ム
ダ
ル
、
セ
フ
ェ
ン
ゲ
、
藍
棚
カ
バ
イ

　
　
た
ち
が
、
オ
ル
チ
ョ
の
も
の
を
従
え
る
と
き
に
、
わ
た
し
イ
ブ
ゲ
ネ
を
オ
ル
チ
ョ
語
を
理
解
で
き
る
と
推
挙
し
て
連
れ
て
い
っ
た
と
き
に
、
わ
た
し
イ
ブ

　
　
ゲ
ネ
は
一
度
通
訳
の
仕
事
を
行
な
い
ま
し
た
。

イ
ブ
ゲ
ネ
は
三
聖
の
驕
騎
校
で
、
こ
の
撹
案
は
、
か
れ
が
身
体
が
不
自
由
に
な
っ
た
と
し
て
、
免
職
を
求
め
た
と
き
に
述
べ
た
経
歴
の
一
部
で

あ
る
。
オ
ル
チ
ョ
と
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
住
民
ウ
イ
ル
タ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
イ
ブ
ゲ
ネ
は
、
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
の
調
査
を
四
十
九
年
と
す
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る
が
、
そ
れ
は
か
れ
の
記
憶
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
棺
案
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
は
八
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

六
戸
の
住
民
を
従
え
た
が
、
そ
れ
は
康
煕
五
十
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
方
で
こ
の
八
十
六
戸
が
清
に
最
初
に
貢
納
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

五
十
一
年
で
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
か
れ
ら
は
五
十
年
に
従
属
し
て
、
翌
年
初
め
て
貢
納
し
た
と
理
解
す
る
の
が
、
合
理
的
で
あ
る
。
従
属

し
て
か
ら
貢
納
す
る
ま
で
に
二
年
も
経
過
す
る
こ
と
は
、
ふ
つ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
班
領
や
侍
衛
の
宮
職
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
は
康
煕
帝
の
近
く
で
仕
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を
サ
ハ
リ

ン
の
調
査
隊
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
は
こ
う
し
た
こ
と
が
、
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
康
煕
帝
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

自
ら
も
数
学
・
天
文
学
を
学
ん
だ
が
、
一
方
で
は
学
問
の
素
養
が
あ
る
も
の
を
選
抜
し
て
、
か
れ
ら
に
も
数
学
・
天
文
学
を
研
究
さ
せ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
中
に
は
康
煕
帝
の
側
近
く
に
仕
え
て
、
侍
衛
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
帝
は
そ
れ
ら
の
人
物
を
派
遣
し
て
、
各
地
を
測
定
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
な
お
デ
ュ
ア
ル
ド
の
『
申
国
誌
』
で
は
、
康
煕
帝
が
ア
ム
ー
ル
川
河
口
の
島
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
、
満
洲
人
を
派
遣
し
た

と
い
う
だ
け
で
、
か
れ
ら
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
～
七
二
二
年
に
中
国
に
入
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ゴ
ー
ビ
ル
は
、
サ
ハ
リ
ン
に
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

遣
さ
れ
た
満
洲
人
た
ち
は
、
測
量
と
羅
針
方
位
の
訓
練
を
受
け
た
人
物
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
満
洲
人
た
ち
が
実
施
し
た
調
査
の
内
容
に
関
し
て
は
、
レ
ジ
ス
の
手
記
に
詳
し
い
。
最
初
に
か
れ
ら
は
、
島
の
名
称
に
つ
い
て
調
べ
た
が
、

そ
の
島
は
エ
ゾ
と
い
う
名
前
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
そ
れ
は
大
陸
の
人
び
と
に
よ
り
、
か
れ
ら
が
常
々
行
く
島
の
異
な
る
村
に
従
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
一
般
的
な
名
前
は
、

　
　
サ
ガ
リ
ア
ン
ー
ー
ア
ン
が
巨
ハ
タ
、
す
な
わ
ち
黒
龍
江
の
河
ロ
に
あ
る
島
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
が
一
致
し
て
そ
れ
を
示
す
の
は
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
北
京
の
何
人
か
が
ほ
の
め
か
し
た
ブ
イ
ェ
と
い
う
名
称
は
、
大
陸
の
タ
ル
タ
ル
人
も
、
島
の
住
民
も
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。

サ
ガ
リ
ア
ン
ー
ー
ア
ン
が
陛
ハ
タ
（
〈
ω
聾
巴
言
：
ド
一
き
σ
q
α
q
島
ゆ
号
）
は
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
サ
ハ
リ
ン
の
語
源
で
あ
る
。
な
お
中
国
で
は
サ

ハ
リ
ン
の
こ
と
を
長
薯
島
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
ブ
イ
ェ
（
な
い
し
は
ク
イ
ェ
）
か
ら
出
て
い
る
。
し
か
し
満
洲
人
の
調
査
に
よ
る
と
、
ブ
イ
ェ
の

名
は
現
地
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
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次
に
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
位
置
を
測
定
す
る
。

　
　
そ
の
後
皇
帝
は
そ
こ
へ
満
洲
入
を
派
遣
し
た
が
、
か
れ
ら
は
海
岸
に
住
ん
で
い
て
、
島
の
西
部
の
住
民
と
交
流
の
あ
る
ケ
チ
ェ
ン
　
子
の
小
舟
に
乗
っ
て

　
　
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
君
が
東
に
行
っ
て
、
そ
れ
か
ら
北
側
を
通
っ
て
即
発
し
た
地
点
ま
で
戻
っ
た
と
き
に
行
な
っ
た
よ
う
に
、
も
し
も
か
れ
ら
が
南
部

　
　
を
踏
破
し
て
同
様
に
測
定
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
島
に
つ
い
て
、
完
全
な
知
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
れ
ら
は
わ
れ
わ

　
　
れ
に
、
村
落
の
名
も
南
方
の
範
囲
も
持
ち
帰
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
南
部
の
図
を
描
い
た
の
は
、
思
入
か
の
住
民
の
報
告
と
、
も
し
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
が
も
っ
と
長
け
れ
ば
、
陸
地
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
五
十
一
度
を
越
え
る
と
海
岸
沿
い
に
は
い
か
な
る
陸
地
も
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

調
査
隊
は
ア
ム
ー
ル
川
河
口
か
ら
サ
ハ
リ
ン
の
西
海
岸
に
到
着
し
て
、
そ
れ
か
ら
東
に
向
か
い
、
そ
の
後
言
岸
伝
い
に
出
発
地
ま
で
戻
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
か
れ
ら
が
、
東
海
岸
と
西
海
岸
の
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
あ
た
り
ま
で
到
達
し
た
の
か
、
レ
ジ
ス
の
手
記
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
北
緯
五
十
～
度
以
南
に
は
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
満
洲
人
の
行
な
っ
た
調
査
の
成
果
は
、
康
煕
五
十
七
年
（
一
七
一
八
）
に
完
成
し
た
『
皇
輿
全
冊
図
駈
の
サ
ハ
リ
ン
図
と
な
っ
た
。
現
存
す

る
噸
皇
輿
全
面
図
』
系
の
諸
地
図
に
描
か
れ
る
サ
ハ
リ
ン
は
、
い
ず
れ
も
同
様
に
「
く
し
の
字
型
を
し
て
お
り
、
大
体
北
緯
五
十
度
か
ら
五
十

四
度
ま
で
を
占
め
る
。
真
実
の
サ
ハ
リ
ン
は
、
北
緯
四
十
六
度
付
近
か
ら
五
十
四
度
付
近
ま
で
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
誌
代
の
サ
ハ
リ
ン
図

は
、
そ
の
北
半
分
を
描
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
そ
の
ひ
と
つ
『
満
漢
合
壁
清
内
府
一
統
輿
地
秘
図
』
の
サ
ハ
リ
ン
図
を
例
に
と
る
と
、
全

部
で
二
十
八
の
地
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
西
海
岸
の
地
名
は
ほ
ぼ
特
定
で
き
、
そ
の
経
緯
度
も
大
体
正
確
で
あ
る
。
そ
の
最
南
端
は

イ
ド
ゥ
イ
（
ヲ
ッ
チ
シ
）
と
プ
ル
ン
ガ
イ
で
、
北
緯
五
十
一
度
付
近
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
海
岸
の
地
名
は
、
北
緯
五
十
三
度
を
境
に
南

北
で
精
度
に
差
が
あ
る
。
北
緯
五
十
三
度
付
近
の
ヌ
リ
イ
ェ
川
以
北
の
地
名
は
、
大
体
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
そ
の
緯
度
は
、
実

際
よ
り
も
一
度
く
ら
い
北
に
偏
っ
て
い
る
。
一
方
ヌ
リ
イ
ェ
川
よ
り
南
の
地
名
は
か
な
り
問
題
が
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
五
十
二
度
付
近
に
現

わ
れ
る
は
ず
の
サ
ハ
リ
ン
第
二
の
大
河
ト
ィ
ミ
川
も
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
般
に
サ
ハ
リ
ン
の
地
形
は
、
北
部
の
平
原
地
域
と
中
部
以
南
の
山
岳
地
域
に
大
別
で
き
る
。
北
部
地
方
は
、
全
体
が
ほ
ぼ
な
だ
ら
か
な
平
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原
状
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
方
中
・
南
部
は
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
脈
が
南
北
に
二
列
連
な
り
、
と
く
に
西
側
の
山
脈
は
海
岸
近
く
ま
で

迫
っ
て
い
る
。
南
北
ふ
た
つ
の
地
域
を
分
け
る
境
界
は
、
大
体
北
緯
五
十
一
度
三
十
分
の
線
で
あ
っ
て
、
西
海
岸
で
は
イ
ド
ゥ
イ
が
そ
の
境
と

な
っ
て
い
る
。
『
満
漢
合
壁
清
内
府
～
統
輿
地
秘
図
』
の
サ
ハ
リ
ン
図
と
現
実
の
地
形
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
サ
ル
チ
ャ
ン
た
ち
が
踏
査
し

た
範
囲
は
、
ほ
ぼ
北
部
の
平
地
部
分
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
推
定
は
、
文
献
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
檎
案
』
第
二
九
滑
、
雍
正
十
二
年
正
月
二
十
六
日
の
条
に
よ

る
と
、

　
　
五
十
一
年
四
月
に
将
軍
衙
門
か
ら
送
っ
た
文
書
に
、
…
…
（
戸
部
は
）
井
倉
サ
ル
チ
ャ
ン
た
ち
が
行
っ
て
新
た
に
従
え
た
ク
イ
ェ
、
テ
メ
イ
ェ
ン
、
カ
ダ

　
　
イ
ェ
、
ソ
ム
ニ
ン
、
デ
ィ
ヤ
ン
チ
ャ
ン
、
ワ
ル
ル
、
チ
ョ
リ
ル
、
ナ
ム
シ
レ
，
シ
ユ
ル
ン
グ
ル
、
ヘ
イ
フ
レ
氏
族
な
ど
八
十
六
戸
か
ら
取
っ
た
八
十
六
枚

　
　
の
税
の
黎
皮
を
内
務
府
に
納
め
た
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
。
ク
イ
ェ
以
下
の
氏
族
の
居
住
地
は
、
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
が
作
成
し
た
辺
民
の
貢
納
簿
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
デ
ィ
ヤ

ン
チ
ャ
ン
氏
族
は
、
西
テ
ケ
ン
村
に
居
住
し
た
が
、
こ
の
テ
ケ
ン
は
、
西
海
岸
に
あ
っ
た
テ
ケ
ン
（
テ
ッ
カ
、
ノ
テ
ト
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

ワ
ル
ル
氏
族
の
住
む
東
西
の
サ
ー
ー
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
村
は
、
現
在
の
チ
ャ
イ
オ
、
地
図
の
サ
イ
村
に
あ
た
る
。
な
お
シ
ュ
ル
ン
グ
ル
氏
族
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
東
海
岸
の
中
央
部
、
ク
タ
ン
ギ
（
コ
タ
ン
ケ
シ
）
村
に
住
ん
で
い
た
ア
イ
ヌ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
シ
ュ
ル
ン
グ
ル
は
、
そ
れ
と
は
別

の
グ
ル
ー
プ
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
サ
ハ
リ
ン
の
北
部
に
居
住
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ
う
。
残
る
氏
族
も
、
み
な
北
サ
ハ
リ
ン
の
集
団
と

み
て
い
い
。
こ
の
よ
う
に
サ
ル
チ
ャ
ン
た
ち
は
、
南
部
の
山
岳
地
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
サ
ハ
リ
ン
の
南
端
は
約
五

十
一
度
で
あ
る
と
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
サ
ル
チ
ャ
ン
た
ち
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
先
住
民
を
調
査
し
た
。
民
族
の
分
布
か
ら
い
う
と
、
サ
ハ
リ
ン
の
北
半
分
は
、
ニ
ヴ
フ
族
と
ウ

イ
ル
タ
族
が
占
め
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
は
南
部
に
し
か
居
住
し
な
い
。
前
述
し
た
氏
族
の
う
ち
、
デ
ィ
ヤ
ン
チ
ャ
ン
氏
族
は
ニ
ヴ
フ
と
み
ら
れ
、

ワ
ル
ル
氏
族
は
ウ
ィ
ル
タ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
間
宮
林
蔵
の
調
査
に
よ
る
と
、
西
海
岸
で
は
北
緯
五
十
度
付
近
の
キ
ト
ウ
シ
か
ら
南
が
、
ア
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イ
ヌ
の
居
住
地
で
、
そ
れ
か
ら
五
十
～
度
の
イ
ド
ゥ
イ
ま
で
は
、
ニ
ヴ
フ
と
ア
イ
ヌ
の
雑
居
地
域
で
あ
っ
た
。
一
方
東
海
岸
で
は
、
シ
ー
、
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ラ
イ
カ
以
南
が
ア
イ
ヌ
の
居
住
地
で
、
そ
れ
よ
り
北
に
は
ウ
イ
ル
タ
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
上
述
の
如
く
満
洲
人
の
調
査
隊
は
、
北
緯
五
十

一
度
付
近
ま
で
し
か
踏
査
し
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
ら
は
ア
イ
ヌ
と
接
触
す
る
機
会
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
の
調
査
結
果
を
聞
い
た
レ
ジ
ス
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
民
族
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
る
。

　
　
そ
こ
に
派
遣
さ
れ
た
満
洲
人
は
、
か
れ
ら
が
通
過
し
た
村
落
の
名
を
知
っ
た
だ
け
で
、
か
れ
ら
が
そ
れ
を
願
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
便
利
が
悪
く

　
　
て
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
島
民
は
馬
も
他
の
駄
獣
も
飼
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
い
く
つ
か
の
土
地
で
は
、
そ
り
を
ひ
く
飼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
い
馴
ら
さ
れ
た
鹿
の
一
種
を
所
有
す
る
と
い
う
。
か
れ
ら
が
描
い
た
絵
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
使
役
さ
れ
る
も
の
に
似
て
い
る
。
…
…

こ
れ
が
、
サ
ハ
リ
ン
の
住
民
に
つ
い
て
の
唯
一
の
情
報
で
あ
る
。
ト
ナ
カ
イ
を
飼
養
し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
、
こ
の
住
民
は
ウ
イ
ル
タ

で
あ
る
。

　
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
が
調
査
し
た
以
上
の
三
点
を
総
合
し
て
、
レ
ジ
ス
は
サ
ハ
リ
ン
は
エ
ゾ
で
は
な
い
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
七
〇
九
年
と
＝
年
に
行
な
っ
た
調
査
の
結
論
と
し
て
、
レ
ジ
ス
は
最
後
に
次
の
知
く
ま
と
め
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
人
の
著
者
が
エ
ツ
ェ
尾
Φ
9
Φ
で
理
解
し
た
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
エ
ゾ
冒
ω
ω
o
の
名
で
知
っ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
を
、
こ
れ
以
上
検

　
　
証
す
る
こ
と
は
や
め
て
、
か
れ
ら
が
大
陸
の
こ
の
部
分
と
そ
の
住
民
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
み
な
現
実
で
は
な
く
、
そ
し
て
エ
ゾ
智
ω
ω
o
島
に
関
し

　
　
て
は
B
本
か
ら
の
報
告
が
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
こ
と
に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
。
エ
ゾ
は
臼
本
に
か
な
り
近
く
、
五
〇
人

　
　
の
殉
教
者
の
な
か
ま
の
国
育
者
と
し
て
、
～
六
二
三
年
に
江
戸
で
殺
さ
れ
た
有
名
な
ジ
ェ
ロ
ー
ム
ー
ー
デ
到
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
神
父
に
助
け
ら
れ
た
何
人
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
そ
こ
に
逃
げ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
レ
ジ
ス
は
、
エ
ゾ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
日
本
の
情
報
が
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
て
、
自
ら
の
結
論
も
そ
れ
に
預
け
た
。
そ
こ
で

か
れ
の
作
っ
た
『
皇
輿
全
覧
図
』
に
は
、
エ
ゾ
の
影
は
一
切
現
わ
れ
な
い
。
な
お
後
に
レ
ジ
ス
ら
の
資
料
は
フ
ラ
ン
ス
に
送
ら
れ
、
地
図
製
作

者
ダ
ン
ヴ
イ
ル
が
そ
れ
を
参
考
に
し
て
、
『
中
国
誌
』
の
た
め
に
多
く
の
中
藍
地
図
を
製
作
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
枚
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
図
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に
、
ダ
ン
ヴ
イ
ル
は
二
島
の
エ
ゾ
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ダ
ン
ヴ
イ
ル
自
身
の
構
想
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
レ
ジ
ス
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

①
U
¢
田
δ
㊦
甲
b
題
ミ
嘗
§
知
許
。
ヨ
ρ
蒔
も
’
ρ

②
2
貯
筐
ρ
b
§
尋
、
§
》
δ
差
添
も
■
刈
・

③
U
‘
頃
p
匡
ρ
b
§
忌
翫
§
M
一
。
ヨ
ρ
合
P
り
篇
ρ
本
稿
第
二
章
九
㎝
工
頁
と
第
三
章

　
九
八
頁
を
参
照
。

④
穿
細
隙
p
b
§
忌
服
§
訴
。
羅
迅
も
」
ω
’

⑤
拙
稿
「
康
煕
前
半
に
お
け
る
ク
ヤ
ラ
・
新
満
洲
佐
領
の
移
住
」
（
隅
東
洋
史
研

　
横
隔
第
四
十
八
巻
第
四
号
、
　
…
九
九
〇
年
）
、
お
よ
び
＝
八
世
紀
の
ア
ム
ー
ル

　
川
中
流
地
方
に
お
け
る
民
族
の
交
替
」
（
遡
東
洋
学
報
輪
第
七
十
九
巻
第
三
丹
、
｝

　
九
九
七
年
）
を
参
照
。

⑥
拙
稿
「
康
煕
前
半
に
お
け
る
ク
ヤ
ラ
・
新
満
洲
佐
領
の
移
住
扁
七
六
、
八
一
頁
、

　
お
よ
び
董
万
器
「
清
代
庫
雅
嘲
満
洲
研
究
」
（
『
民
族
研
究
鰍
　
一
九
八
七
年
第
四

　
期
）
～
○
○
～
一
〇
二
頁
を
参
照
。

⑦
U
信
国
巴
庫
ρ
b
§
忌
職
§
M
芦
。
ヨ
p
♪
署
’
Φ
し
G
。
．
本
稿
第
三
章
一
〇
一
頁
を
参

　
照
。

⑧
拙
稿
コ
八
世
紀
の
ア
ム
ー
ル
川
中
流
地
方
に
お
け
る
民
族
の
交
替
」
一
二
～

　
」
六
頁
を
参
照
。

　
　
∪
¢
国
四
筐
Φ

＠＠＠＠＠
　
　
　
　
甲
b
題
ミ
黛
§
二
〇
ヨ
ρ
蒔
’
薯
．
H
O
～
這
．

U
‘
国
幽
艶
P
b
§
忌
職
§
蓉
。
ヨ
ρ
《
マ
一
驚
本
稿
第
三
章
の
以
下
の
文
を
参
照
。

U
信
鵠
巴
匹
ρ
b
亀
ミ
曽
職
§
M
［
o
ヨ
ρ
膳
も
」
G
。
’

野
田
乙
ρ
b
疑
、
賛
§
蓉
。
ヨ
ρ
駆
も
み
悼
■

拙
稿
「
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
直
後
清
朝
の
ア
ム
ー
ル
川
左
津
調
査
」
（
『
史
林
臨

　
第
八
十
巻
第
五
号
、
一
九
九
七
年
）
九
日
～
九
五
頁
を
参
照
。

⑭
『
寧
古
塔
翔
都
統
衙
門
穂
案
匝
第
二
九
冊
、
雍
正
十
二
年
八
月
十
九
日
の
条
。

⑮
『
寧
古
塔
副
都
統
衙
門
檎
案
駈
第
二
九
冊
、
雍
正
士
｝
年
正
月
二
十
六
日
の
条
、

　
お
よ
び
『
大
清
会
典
臨
（
雍
正
）
巻
一
〇
六
礼
部
・
給
賜
。

⑯
凋
宝
琳
「
康
煕
《
皇
輿
全
覧
園
》
約
測
絵
考
略
」
（
魍
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九

　
八
五
年
第
一
期
）
二
八
、
二
九
頁
を
参
照
。

⑰
一
例
を
あ
げ
る
と
、
康
煕
五
十
二
年
に
朝
鮮
を
測
量
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た

　
塁
壁
図
も
、
下
灘
で
あ
っ
た
。
『
同
文
彙
考
匝
（
補
編
）
聞
耳
。

⑱
甲
O
。
熱
①
ス
Φ
e
’
U
Φ
冨
。
。
一
葺
鑑
8
昏
甘
℃
8
①
巳
①
｝
。
○
。
み
ρ
ζ
嘗
午

　
ω
o
笹
戸
亀
諦
号
℃
卿
①
｝
O
餌
¢
窪
一
ω
こ
こ
臼
ず
§
頓
ぎ
斜
P
一
〇
。
㊤
。
。
も
」
8
’

⑲
U
目
田
匡
ρ
b
§
忌
翫
§
℃
什
。
ヨ
ρ
♪
署
．
感
～
回
G
。
’

⑳
穿
田
匡
p
b
§
、
黄
§
】
斤
。
ヨ
p
心
も
高
丘
．

⑳
拙
稿
門
十
八
世
紀
末
ア
ム
…
ル
川
下
流
地
方
の
辺
民
組
織
」
（
『
人
文
学
科
論

　
集
』
〈
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
〉
第
コ
…
十
四
号
、
　
一
九
九
～
年
）
表
1
を
参
照
。

⑫
　
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
愚
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
睡
（
山

　
潤
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
一
五
七
頁
を
参
照
。

⑳
　
問
宮
林
蔵
『
北
爽
分
界
余
話
睡
巻
七
～
九
。
本
稿
で
は
洞
富
雄
・
谷
澤
尚
一
編

　
注
『
東
鞭
地
方
紀
行
臨
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
。

⑳
U
¢
響
匡
ρ
b
§
尋
斡
、
§
罫
。
讐
誠
も
」
ω
．

㊧
】
ど
欝
風
ρ
b
§
忌
翫
ミ
ニ
。
幹
轟
も
．
H
ω
．
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お
　
わ
　
り
　
に

　
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
～
七
〇
九
年
に
敢
行
し
た
沿
海
地
方
の
調
査
は
、
エ
ゾ
研
究
に
お
け
る
転
換
点
と
な
っ
た
。
こ
の
調
査
を
担
当
し
た

レ
ジ
ス
ら
は
、
途
中
多
大
な
辛
酸
を
な
め
な
が
ら
、
当
時
エ
ゾ
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
て
い
た
沿
海
地
方
に
達
し
て
、
そ
の
位
置
を
観
測
し

住
民
の
生
活
文
化
を
調
査
し
た
。
こ
の
と
き
レ
ジ
ス
ら
は
、
ア
ム
ー
ル
河
口
の
島
（
サ
ハ
リ
ン
）
を
調
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
後

に
か
れ
ら
に
代
わ
っ
て
満
洲
人
の
調
査
隊
が
、
そ
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
レ
ジ
ス
ら
の
調
査
は
、
エ
ゾ
の
実
地
調
査
と
し
て
は
、
～
六
四
三
年

の
フ
リ
ー
ス
の
航
海
に
続
き
、
大
陸
側
か
ら
行
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
世
界
初
で
あ
る
。
し
か
し
レ
ジ
ス
ら
は
、
沿
海
地
方
で
も
ア
ム
ー
ル

河
口
の
島
で
も
ア
イ
ヌ
と
会
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ち
ら
も
エ
ゾ
で
は
な
い
と
結
論
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
レ
ジ
ス
は
、
エ
ゾ
問
題
を
解
決
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
エ
ゾ
は
日
本
に
近
い
島
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
ま
た
こ
の
と
き
に
測
量
を
し
て
え
ら
れ
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
、

レ
ジ
ス
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
海
岸
線
と
サ
ハ
リ
ン
北
部
の
形
状
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
レ
ジ
ス
の
調
査
報
告
と
そ
の
地
図
は
、
デ
ュ
ア
ル
ド
の
『
中
国
誌
馳
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
反
響
は
大
き
く
、
そ

れ
を
境
に
し
て
十
七
世
紀
に
く
り
か
え
し
現
わ
れ
た
、
エ
ゾ
を
大
陸
の
一
部
と
す
る
説
は
消
滅
し
て
、
エ
ゾ
は
島
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
一

般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
レ
ジ
ス
が
描
い
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
部
の
海
岸
線
と
サ
ハ
リ
ン
の
形
状
も
、
多
く
の
地
図
で
採

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
エ
ゾ
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
十
八
世
紀
に
は
舞
台
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
し
て
続
い
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
ま
た
、
多
数
の
人
び
と
が
諭
争
に
加

わ
っ
た
が
、
し
か
し
い
ず
れ
の
説
も
、
実
地
調
査
を
伴
わ
な
い
机
上
の
推
論
で
し
が
な
か
っ
た
。
結
局
エ
ゾ
問
題
の
解
決
は
、
十
八
世
紀
末
の

ラ
ペ
ル
ー
ズ
と
ブ
ロ
ー
ト
ン
の
実
地
調
査
ま
で
待
つ
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
獺
大
学
総
合
人
間
学
部
教
授
　
京
都
市
左
京
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Jesuit　Father　Regis’s　lnvestigation　into　the　Maritime　Province　in　1709．

by

MATSUURA　Shigeru

　　In　1709　Emperor　Kangxi　of　the　Qing　dynasty　dispatched　an　investigahng

conmiission，　which　included　such　Jesuit　Fathers　as　Regis，　in　order　to　draw　new

maps　of　tlte　Amur　district．　The　party　went　through　the　Northeastern　distxict　to

£he　town　of　Ningguta　and　then　they　went　around　the　Maritime　Province　ar｝d　left

for　the　lower　reaches　of　Amur　river．　Because　they　spent　much　time　and　it

became　colder，　they　could　not　advance　toward　the　mouth　and　tumed　back．

　　1　think　that　the　party　expressly　weRt　into　the　Maritime　Province　in　order　to

soive　the　Yezo　problem　which　was　disputed　in　Europe．　ln　those　days　some

people　thought　that　the　Yezo　district　was　part　of　the　Eurasian　Con£inent．　Others

thought　it　an　island，　but　both　people　supposecl　similarly　that　it　lied　to　the　northeast

in　the　direction　of・Korea，　or　north　in　the　direction　of　the　main　island　of　Japan．

Therefoye　Father　Regis　planned　to　go　to　the　Maritime　Province　to　investigate

fu’sthand　whether　it　was　the　Yezo　district．　As　he　could　not　confum　the　existence

of　the　Ainu　people　in　this　investigatioR，　he　concluded　that　the　Maritime　Province

was　not　Yezo，　and　that　Yezo　was　an　island　near　Japan．

　　His　investigation　became　a　tuming　point　of　the　research　into　the　Yezo　problem，

since　then　people　came　to　accept　the　hypothesis　that　Yezo　was　an　island．

Die　Problerne　der　Eisenbahnen　und　Bttrgertum　in　der　rheinischen

　　　　　　　　　Stadt　K61n　in　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts

von

TANAHASHI　Nobuaki

　　In　der　bisherigen　geschichtlichen　Forschung　des　deutschen　Btirgertums　sind　zu

allererst　“Kompromisse”　des　rhemischen　Btirgertums　als　Vertreter　der

Klasseninterssen　der　Bourgeoisie　mit　den　preuBischen　konservativen　Machte

（500）




