
金
毓
黻
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
成
立
�
�
に
つ
い
て

古

畑

園

一

は
じ
め
に

二

金
毓
黻
の
略
歷

三

『靜
晤
室
日
記
﹄
に
み
る
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
成
立
�
�

(1
)
�
想
段
階

︱
︱
滿
洲
事
變
以
�

(2
)
初
稿
執
筆

︱
︱
滿
洲
事
變
に
よ
る
軟
禁

(3
)
修
補
・
出
版

︱
︱
滿
洲
事
變
に
よ
る
軟
禁
か
ら
の
解
放
後

四

『渤
海
國
志
長
�
﹄
の
草
稿
と
完
成
稿

(1
)
�
成

(2
)﹁
序
﹂
か
ら
﹁
敍
例
﹂
へ

五

お
わ
り
に

一
．
は

じ

め

に

渤
海
國
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
か
ね
て
よ
り
中
國
と
韓
國
・
北
�
鮮
と
の
閒
で
そ
の
歸
屬
に
つ
い
て
の
論
爭

︱
︱
渤
海
國
は
い
ず
れ
の
國
の
歷

�
に
歸
屬
す
る
か
︱
︱

が
あ
る
︒
筆
者
は
�
年
︑
こ
の
論
爭
を
克
�
す
る
た
め
の
�
筋
を
考
え
る
に
は
︑
論
爭
自
體
を
�
學
�
�
に
硏
究
し
︑

各
國
の
�
張
が
い
か
な
る
歷
�
�
經
雲
と
現
代
�
課
題
か
ら
生
ま
れ
た
か
を
�
ら
か
に
す
る
精
緻
な
作
業
が
必
�
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き

た
︒
本
稿
は
そ
う
し
た
筆
者
の
問
題
�
識
の
も
と
︑
現
代
中
國
の
對
渤
海
�
識
に
大
き
な
影
�
を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
金
毓
黻
﹃
渤
海
國
志

長
�
﹄
の
成
立
�
�
を
�
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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『渤
海
國
志
長
�
﹄
は
︑
中
國
人
學
者
の
手
に
な
る
�
初
の
本
格
�
な
渤
海
�
硏
究
書
で
︑
中
國
東
北
部
在
�
の
金
毓
黻

(一
八
八
七
～
一
九

六
二
)
が
滿
洲
國
時
代
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る(1

)
︒
硏
究
書
で
あ
る
と
同
時
に
渤
海
關
係
�
料
集
成
と
し
て
の
性
格
を
�
し
︑
現
在
で
も
渤
海

�
硏
究
者
必
携
の
書
で
あ
る
︒
そ
の
�
成
を
見
る
と
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
を
 
っ
て
い
る
が
︑
個
々
の
考
證
の
論
理
�
成
は
�
代
�
な

歷
�
學
の
手
法
に
則
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
今
も
高
く
!
價
さ
れ
る
一
つ
の
�
因
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
中
國
で
は
渤
海
�
硏
究
の
出
發
點
と
し
て

重
視
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
見
解
を
權
威
#
・
絕
對
#
す
る
傾
向
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
著
者
金
毓
黻
は
︑
中
國
に
お
け
る
東
北
地
方
�
硏
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
經
歷
は
&
違
で
営
べ
る
が
︑﹃
渤
海
國
志
長

�
﹄
に
關
係
す
る
部
分
だ
け
鯵
單
に
觸
れ
る
と
︑
彼
は
滿
洲
事
變
の
際
に
關
東
軍
に
軟
禁
さ
れ
た
が
︑
そ
の
時
に
本
書
の
執
筆
を
開
始
し
︑
軟
禁

解
除
後
に
刊
行
し
た
︒
ま
た
︑
軟
禁
解
除
後
︑
滿
洲
國
か
ら
の
任
官
�
'
を
斷
り
き
れ
ず
︑
滿
洲
國
立
奉
天
圖
書
館
副
館
長
に
任
命
さ
れ
た
が
︑

一
九
三
六
年
に
上
海
に
脫
出
︒
日
中
戰
爭
*
に
は
四
川
に
移
っ
て
い
た
東
北
大
學
の
敎
,
-
東
北
�
地
經
濟
硏
究
室
�
任
と
し
て
︑
東
北
地
方

�
を
中
國
�
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
强
く
�
識
し
た
﹃
東
北
/
�
﹄
を
執
筆
・
刊
行
し
︑
改
め
て
渤
海
の
歷
�
を
描
い
て
い
る
︒

さ
て
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
は
刊
行
當
時
か
ら
︑
�
料
集
成
と
し
て
の
性
格
と
優
れ
た
事
實
考
證
が
日
本
の
硏
究
者
に
よ
っ
て
高
く
!
價
さ

れ
て
お
り(2

)
︑
そ
う
し
た
!
價
は
現
代
中
國
で
も
變
わ
ら
な
い(3

)
︒
た
だ
︑
�
年
の
中
國
で
は
こ
れ
に
加
え
︑
渤
海
を
中
國
東
北
に
で
き
た
地
方
民

族
政
權
と
み
な
し
︑
日
本
の
0
略
に
對
抗
し
て
東
北
が
歷
�
�
に
中
國
領
土
で
あ
る
こ
と
を
證
�
し
︑
渤
海
�
が
中
國
�
で
あ
る
こ
と
を
究
�

し
よ
う
と
し
た
著
作
と
し
て
高
く
!
價
す
る
見
解
が
登
場
し
て
き
て
い
る(4

)
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
現
代
中
國
の
渤
海
�
�
識
は
金
毓
黻
以
來
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
見
解
を
 
る
中
國
の
硏
究
者
が
根
據
と
す
る
の
は
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
中
原
王
�
と
の
1
液

を
﹁
�
﹂
と
稱
し
て
藩
屬
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
�
瞭
に
す
る
一
方
︑
日
本
と
の
1
液
は
﹁
聘
﹂
と
し
て
兩
國
が
2
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
示

し
た
點
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
當
時
の
日
本
の
硏
究
者
が
渤
海
と
日
本
の
3
來
を
突
出
さ
せ
︑
渤
海
の
獨
立
性
を
强
5
し
て
︑
6
と
の
緊
密
な

關
係
を
7
く
見
て
い
た
こ
と
に
反
擊
し
た
と
す
る
の
で
あ
る(5

)
︒

し
か
し
︑
こ
の
理
解
は
疑
問
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
滿
洲
國
で
刊
行
さ
れ
た
書
物
に
お
い
て
︑
中
國
の
硏
究
者
が
い
う
よ
う
な
渤
海
を
中
國
�
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の
一
部
と
�
張
し
て
日
本
の
0
略
に
對
抗
す
る
歷
�
�
識
を
示
す
こ
と
な
ど
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
理
解
は
︑
金
毓
黻
の

本
書
執
筆
經
雲
や
滿
洲
國
か
ら
の
脫
出
︑﹃
東
北
/
�
﹄
の
記
営
な
ど
か
ら
の
類
推
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
の
根
據
は
藩
屬
關
係

を
以
て
中
國
の
領
域
內
と
み
な
す
こ
と
が
�
提
に
な
っ
て
い
る(6

)
︒
こ
れ
は
現
在
の
中
國
邊
疆
�
の
理
解
と
同
じ
だ
が
︑
金
毓
黻
が
そ
の
よ
う
な

�
提
に
立
っ
て
い
た
こ
と
の
論
證
は
見
當
た
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
無
�
提
に
現
在
の
�
識
を
そ
の
ま
ま
�
去
の
硏
究
者
に
當
て
嵌
め
る
と
い

う
硏
究
手
法
上
の
;

を
犯
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
金
毓
黻
に
日
本
の
學
者
へ
の
反
擊
の
�
圖
が
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
日
本
の
硏
究
者

か
ら
反
論
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
稱
贊
の
聲
こ
そ
あ
れ
︑
そ
う
し
た
形
跡
は
一
切
存
在
し
な
い
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
金
毓
黻
著
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
︑
�
年
の
中
國
の
硏
究
の
よ
う
に
日
本
の
滿
洲
�
硏
究
に
對
抗
す
る
硏
究
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
<
當
か
ど
う
か
を
檢
討
す
る
︒
方
法
と
し
て
は
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
讀
み
=
ん
で
�
言
等
を
詳
細
に
解
析
す
る
と
と
も
に
︑

金
毓
黻
の
日
記
で
あ
る
﹃
靜
晤
室
日
記
﹄
(以
下
︑﹃
日
記
﹄
と
略
稱(7
)

)
に
見
え
る
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
成
立
に
關
す
る
記
事
を
整
理
・
分
析
す
る
︒

そ
し
て
︑
金
毓
黻
が
置
か
れ
た
複
雜
な
立
場
と
心
境
の
變
#
に
留
�
し
て
︑
そ
れ
ら
を
可
能
な
限
り
�
ら
か
に
し
な
が
ら
課
題
を
考
え
て
い
き

た
い
と
思
う(8

)
︒

二
．
金
毓
黻
の
略
歷

ま
ず
︑
議
論
の
�
提
と
し
て
金
毓
黻
の
略
歷
を
紹
介
す
る
︒

金
毓
黻
︑
字
は
謹
庵
・
靜
庵
︑
別
號
は
千
華
山
民
︑
書
室
號
は
靜
晤
で
あ
る
︒
遼
寧
省
遼
陽
城
北
の
後
八
家
子
村
の
人
で
︑
漢
軍
旗
人
の
家

系
に
屬
す
る
︒
一
八
八
七
年
七
B
一
九
日

(光
緖
一
三
年
五
B
二
九
日
)
に
生
ま
れ
︑
一
九
六
二
年
八
B
三
日
に
歿
し
た
︒
歿
年
七
六
歲
で
あ
る
︒

彼
の
日
記
を
整
理
し
た
金
毓
黻
�
集
�
輯
整
理
組
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
生
涯
は
三
つ
に
時
*
區
分
で
き
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
求
學
時
*

(一

八
九
二
～
一
九
一
六
年
)
︑
仕
宦
時
*

(一
九
一
六
～
三
六
年
)
︑
敎
學
著
営
時
*

(一
九
三
六
～
六
二
年
)
で
あ
る(9

)
︒
以
下
︑
こ
れ
に
從
っ
て
そ
の
生

涯
を
略
営
す
る
が
︑
參
考
の
た
め
に
略
年
�

(表
Ⅰ
)
も
附
し
た
︒
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表Ⅰ 金毓黻略年� (金景芳 [1986]、金毓黻�集�輯整理組 [1993]、霍�琨 [2013] による)

＊滿洲國在�*のみ滿洲國の年號をF記。年齡は『日記』の記載に從って數え年。

1887 年 7B 19 日 (光緖 13 年 5B 29 日／ 1歲) 遼陽城北の後八家子村で生まれる。

1892 (光緖 18／ 6歲) 鄕里の私塾に/う。

1902 (光緖 28／ 16歲) 家計を助けるために學問をやめ商賣をHう。

1906 (光緖 32／ 20歲) 遼陽縣I#高等小學堂長白永貞から推薦され免費で當該學堂に學ぶ。

1908 (光緖 34／ 22歲) 奉天省立中學堂入學。

1912 (民國元／ 26歲) 冬、中學卒業。

1913 (民國 2／ 27歲) 北京大學�學門 (國�系) 入學。

1914 (民國 3／ 28歲) 北京大學に招聘された黃侃に師事。

1916 (民國 5／ 30歲) 北京大學卒業。東北に戾り、瀋陽�學專門學校で敎,するとともに、
奉天省議會祕書を-務、のち議會祕書長。

1920 (民國 9／ 34歲) 黑龍江敎育廰科長。�學硏究への專心を日記に記す (12B 3 日)。

1921 (民國 10 ／ 35歲) 吉林省永衡縣官銀錢號總�書・吉林1涉署第一科長-祕書、ついで
吉長�尹公署總務科長。

1923 (民國 12／ 37歲) 吉林省財政廰總務科長。

1925 (民國 14／ 39歲) 長春電燈廠廠長。

1927 (民國 16／ 41歲) 『遼東�獻Q略』を自費刊行。

1928 (民國 17／ 42歲) 『長春縣志』�纂に參加。

1929 (民國 18／ 43歲) 東北政務委員會機�處�任祕書。

1930 (民國 19／ 44歲) 學R團體東北學社を正式に發足させ雜誌『東北叢刊』を刊行、臧式
毅に'われて遼寧省政府祕書長。

1931 (民國 20 ／ 45歲) 遼寧省政府委員-敎育廰廰長。9B 18 日滿洲事變勃發。22 日日本
軍によって拘束され瀋陽の鮑�樾宅に臧式毅とともに軟禁。12B 20日釋放。

1932 (民國 21・大同元／ 46歲) 日本側の�職任官�'を斷り、奉天省府參議・省公署參事。
夏、國立奉天圖書館 (舊張學良邸) 副館長。10B�鮮訪書旅行。

1933 (民國 22・大同 2／ 47歲) 『遼海叢書』刊行。東亞考古學會の渤海上京龍泉府發掘に同行。

1934 (民國 23・康德元／ 48歲) 『渤海國志長�』刊行。5B母¯去。

1935 (民國 24・康德 2／ 49歲) 1B臧式毅に從って日本訪問。

1936 (民國 25・康德 3／ 50歲) 4B日本訪問・滯在、7B 12 日神戶より乘Xし 14 日上海上
陸。上海より南京に至る。中央大學敎,・行政院參議。

1937 (民國 26／ 51歲) 安¸省政府委員-祕書長。日中戰爭により重慶へ。

1938 (民國 27／ 52歲) 中央大學 (重慶に�徙) 敎,-歷�系�任。

1941 (民國 30 ／ 55歲) 東北大學 (四川省三臺縣に�徙) 敎,-東北�地經濟硏究室�任。

1943 (民國 32／ 57歲) 『東北/�』刊行。

1945 (民國 34／ 59歲) 中央大學敎,。9B監察院監察委員。

1946 (民國 35／ 60歲) 重慶から南京にYる。

1947 (民國 36／ 61歲) 監察委員・中央大學敎,辭任。瀋陽Z物館籌備委員會�任、國�館
北2辦事處�任。

1949 (63歲) 國�館が北京大學に�入され、北京大學�科硏究\敎,。

1952 (66歲) 中國科學院歷�硏究\第三\硏究員。

1962 (76歲) 北京にて¯去。



求
學
時
*
は
六
歲
か
ら
だ
が
︑
]
中
で
中
斷
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑
實
質
�
に
は
二
〇
歲
か
ら
勉
學
に
勵
み
︑
二
七
歲
で
北
京
大
學
に
入

學
し
た
︒
北
京
大
學
で
は
黃
侃
に
師
事
し
て
傳
瓜
�
な
學
問
を
修
得
す
る
と
と
も
に
︑
民
國
初
の
激
動
の
北
京
を
體
驗
し
て
い
る
︒

&
の
仕
宦
時
*
は
︑
滿
洲
事
變
で
二
分
さ
れ
る
︒
�
_
は
︑
北
京
大
學
を
卒
業
し
て
故
鄕
の
東
北
に
戾
っ
て
仕
官
し
て
い
た
時
*
で
あ
る
︒

彼
は
東
北
軍
閥
の
な
か
で
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
の
官
歷
を
積
み
︑
一
九
三
〇
年
か
ら
は
遼
寧
省
政
府
�
席
と
な
っ
た
臧
式
毅
の
腹
心
と
し
て

�
職
に
就
い
た
︒
一
方
で
早
く
よ
り
東
北
地
域
�
硏
究
を
志
し
て
硏
鑽
を
積
み
︑
一
九
二
七
年
に
﹃
遼
東
�
獻
Q
略
﹄
を
自
費
刊
行
し
て
か
ら

は
東
北
地
域
に
お
け
る
東
北
�
地
硏
究
の
リ
ー
ダ
ー
�
存
在
と
な
り
︑
遼
寧
省
敎
育
廰
廰
長
と
な
っ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
︑
東
北
地
域
に
お
け

る
學
會
の
設
立
や
學
R
誌
の
刊
行
を
リ
ー
ド
し
た
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
あ
り
方
は
一
九
三
一
年
九
B
一
八
日
に
始
ま
る
滿
洲
事
變
に
よ
っ
て
一
變
す
る
︒
九
B
二
二
日
︑
彼
は
臧
式
毅
と
と
も

に
關
東
軍
に
拘
束
さ
れ
︑
瀋
陽
の
鮑
�
樾
宅
に
軟
禁
さ
れ
る
︒
一
二
B
二
〇
日
︑
奉
天
廰
長
と
な
る
こ
と
を
`
諾
し
た
臧
式
毅
の
斡
旋
で
釋
放

さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
も
關
東
軍
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
︒
a
年
に
な
る
と
︑
滿
洲
國
へ
の
任
官
を
�
'
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
斷
り
續
け
た
も

の
の
︑
滿
洲
國
立
奉
天
圖
書
館
副
館
長
に
任
命
さ
れ
て
︑
滿
洲
國
に
仕
え
る
こ
と
と
な
る(10

)
︒
こ
う
し
て
仕
宦
時
*
の
後
_
が
始
ま
る
が
︑
そ
れ

ま
で
の
よ
う
な
政
務
に
關
わ
る
役
職
に
は
就
か
ず
︑
學
R
に
關
す
る
職
の
み
に
就
き
︑
事
實
上
の
學
究
生
活
に
入
っ
て
東
北
�
硏
究
の
成
果
を

&
々
と
發
表
・
出
版
し
て
い
っ
た
︒
ま
た
︑
日
本
人
學
者
と
の
接
觸
も
增
え
︑
�
鮮
・
日
本
へ
も
旅
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
日
本
側
の
監

視
も
c
く
な
っ
た
が
︑
彼
は
こ
の
閒
︑
滿
洲
國
か
ら
の
脫
出
を
考
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
そ
し
て
二
度
目
の
日
本
渡
航
中
で
あ
っ
た
一
九
三

六
年
七
B
︑
神
戶
か
ら
X
に
乘
っ
て
上
海
に
脫
出
し
︑
南
京
の
國
民
黨
政
府
に
d
命
し
た
︒

d
命
後
が
敎
學
著
営
時
*
で
︑
安
¸
省
政
府
委
員
-
祕
書
長
な
ど
の
役
職
に
就
い
た
時
*
も
あ
っ
た
が
︑
�
と
し
て
敎
育
硏
究
關
係
の
役
職

を
歷
任
し
︑
東
北
地
域
�
の
み
な
ら
ず
中
國
�
學
�
・
中
國
�
代
�
へ
と
硏
究
領
域
を
擴
大
し
︑
そ
の
硏
究
成
果
を
&
々
に
發
表
・
刊
行
し
て

い
っ
た
︒
中
華
人
民
共
和
國
成
立
後
も
北
京
に
殘
り
︑
北
京
大
學
敎
,
︑
中
國
科
學
院
歷
�
硏
究
\
硏
究
員
等
を
歷
任
し
て
︑
一
九
六
二
年
に

d
く
な
っ
た
︒
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三
．
﹃
靜
晤
室
日
記
﹄
に
み
る
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
成
立
�
�

本
違
で
は
︑﹃
日
記
﹄
の
記
載
を
e
い
な
が
ら
︑
滿
洲
事
變
以
�
︑
滿
洲
事
變
で
の
軟
禁
*
︑
軟
禁
か
ら
の
解
放
後
に
分
け
て
︑﹃
渤
海
國
志

長
�
﹄
の
成
立
�
�
を
�
ら
か
に
す
る
︒

(1
)
�
想
段
階

︱
︱
滿
洲
事
變
以
�

金
毓
黻
が
﹃
日
記
﹄
に
渤
海
に
關
す
る
考
察
を
記
し
た
の
は
︑
管
見
の
限
り
︑
遼
陽
を
渤
海
の
國
都
と
す
る
說
を
否
定
す
る
考
證
を
記
し
た

一
九
二
三

(民
國
一
二
)
年
一
一
B
三
日
が
�
初
で
あ
る
︒
以
後
︑
渤
海
に
關
す
る
考
察
が
時
折
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
︑
a
年
九
B
一
五
日

に
は
︑
遼
の
永
寧
縣
城
が
渤
海
時
代
に
円
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
に
續
け
て
︑﹁
設も

し
此
れ
に
繼
け
て
勤
搜
冥
討
す
れ
ば
︑
一

渤
海
國
志
を
著
す
こ
と
︑
或
い
は
亦
た
甚
だ
し
く
は
難
き
の
事
に
非
ざ
る
の
み
﹂
と
記
し
︑
初
め
て
渤
海
に
關
す
る
�
書
執
筆
の
�
思
表
示
を

し
て
い
る
︒

&
に
渤
海
に
關
す
る
�
書
執
筆
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
︑
二
年
後
の
一
九
二
六
年
八
B
一
九
日
で
︑﹁
蒙わ

れ

は
嘗
て
愚
か
に
も
自
ら
揆は
か

ら
ず
︑

渤
海
故
實
の
各
書
に
散
見
す
る
者
を
取
り
︑
分
類
比
輯
し
︑
繫
ぐ
に
義
を
證
か
す
を
以
て
し
︑
疑
う
者
は
之
を
闕
き
︑
命
じ
て
渤
海
國
志
と
曰

わ
ん
と
欲
す
﹂
と
記
し
︑
そ
の
書
名
を
﹃
渤
海
國
志
﹄
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
︒﹃
日
記
﹄
は
こ
れ
に
續
け
て
︑
�
�
に
な
っ

て
6
晏
の
﹃
渤
海
國
志(11

)
﹄
の
存
在
を
知
り
︑
人
づ
て
に
探
し
て
入
手
し
た
が
︑
讀
ん
で
み
る
と
考
察
の
;
り
が
九
割
に
も
な
る
と
し
て
︑
そ
の

;

を
列
擧
し
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
は
自
分
が
考
え
て
い
た
の
と
同
類
同
名
の
書
が
旣
に
あ
っ
た
こ
と
へ
の
驚
き
と
︑
そ
の
書
の
不
十
分
さ
を

確
�
し
て
自
ら
の
硏
究
の
�
義
を
確
信
す
る
樣
が
讀
み
取
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
點
で
は
金
が
豫
定
し
て
い
た
書
名
は
﹃
渤
海
國
志
﹄
の
ま
ま

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

同
年
一
〇
B
一
三
日
に
は
﹁
硏
究
東
北
�
獻
之
重
�
q
其
方
法
﹂
と
い
う
�
違
を
記
し
︑
こ
こ
で
言
う
東
北
を
東
三
省
に
限
定
す
る
と
し
た
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上
で
︑
東
北
�
獻
硏
究
の
重
�
性
は
一
に
﹁
愛
鄕
﹂
二
に
﹁
證
�
﹂
に
︑
そ
の
硏
究
方
法
は
一
に
﹁
分
類
﹂
二
に
﹁
Z
考
﹂
三
に
﹁
求
眞
﹂
に

あ
る
と
し
て
︑
同
志
と
と
も
に
東
北
�
獻
學
會
を
組
織
す
る
�
向
を
表
�
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
證
�
﹂
の
例
と
し
て
渤
海
の
地
理
硏
究
に

言
q
す
る
が
︑﹁
證
�
﹂
の
書
き
は
じ
め
に
﹁
吾
が
國
の
輿
地
を
r
ず
る
の
學
者
︑
多
く
中
原
に
詳
し
く
邊
省
に
略
た
り
︒
良

ま
こ
と

に
輿
地
の
學
は

實
を
Q
す
る
を
貴
ぶ
を
以
て
︑
身
ら
其
の
地
を
履
み
て
︑
Z
咨
周
訪
す
る
に
非
ざ
れ
ば
︑
其
の
究
悦
を
得
る
能
わ
ず
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
東
北

の
歷
�
地
理
は
そ
こ
に
�
む
東
北
の
硏
究
者
で
な
け
れ
ば
究
め
ら
れ
な
い
と
い
う
�
張
が
見
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
重
�
性
の
筆
頭
に
は
﹁
愛

鄕
﹂
が
揭
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
奉
天
を
例
に
︑
中
原
の
人
士
が
そ
の
地
の
人
物
を
﹁
僕
僿
獷
捍
に
し
て
︑
�
學
・
著
営
之
士
無
し
﹂

と
y
む
の
に
對
し
︑
歷
�
事
例
を
擧
げ
て
反
論
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
續
け
て
こ
の
﹁
證
�
﹂
の
�
張
が
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
�
張
の
背
景

に
︑
金
の
中
原
へ
の
强
い
對
抗
�
識
や
東
北
獨
自
の
あ
り
方
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
東
北
歷
�
地
理
硏
究
の
必
�
性
の
�
張
は
︑
一
九
二
七
年
四
B
二
四
日
に
記
さ
れ
た
東
北
大
學
で
の
r
義
草
稿
で
あ
る
﹁
東
北
地

理
略
說
﹂
で
さ
ら
に
精
緻
に
な
る
︒
こ
の
�
違
で
は
︑
西
北
歷
�
地
理
硏
究
の
盛
行
と
對
比
す
る
こ
と
で
東
北
歷
�
地
理
硏
究
の
必
�
性
を
說

き
︑
硏
究
內
容
に
﹁
民
族
﹂﹁
方
輿
﹂﹁
外
1
﹂︑
硏
究
方
法
に
﹁
Z
攷
古
書
﹂﹁
身
履
其
地
﹂︑
硏
究
の
三
大
課
題
に
﹃
渤
海
國
志
﹄
の
/
定
︑

﹃
金
�
﹄
の
改
/
︑﹃
遼
東
怨
志
﹄
の
重
�
を
擧
げ
︑
こ
れ
ら
の
た
め
に
東
北
地
理
學
會
を
組
織
す
べ
き
こ
と
を
�
張
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
金
毓

黻
が
渤
海
�
硏
究
を
東
北
歷
�
地
理
硏
究
で
ま
ず
行
う
べ
き
�
重
�
課
題
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
金
毓
黻
の
渤
海
�
硏
究
へ
の
�
欲
を
强
く
刺
激
し
た
の
が
︑
鳥
山
喜
一
の
﹃
渤
海
�
考
﹄
と
の
出
會
い
で
あ
る
︒
一
九
二
八
年

三
B
七
日
に
初
め
て
閱
讀
し
た
金
は
︑
三
B
九
日
に
﹃
渤
海
�
考
﹄
の
地
理
比
定
の
見
事
さ
を
賞
贊
す
る
と
と
も
に
︑
日
本
語
が
讀
め
な
い
の

で
讀
了
す
る
に
は
{
譯
し
て
く
れ
る
者
が
必
�
だ
と
営
べ
て
い
る
︒
a
日
︑
彼
は
鄒
陸
涵
に
{
譯
を
依
賴
し
︑
五
B
二
三
日
に
そ
の
譯
稿
が
屆

き
︑
そ
の
後
は
ゆ
っ
く
り
讀
み
}
め
︑
九
B
一
四
日
に
讀
了
し
た
︒
a
日
に
は
﹁
渤
海
�
考
弁
言
﹂
と
い
う
�
違
を
記
し
︑
鳥
山
の
﹃
渤
海
�

考
﹄
が
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
�
鮮
�
料
や
日
本
�
料
を
引
用
し
︑
さ
ら
に
﹃
五
代
會
�
﹄﹃
宋
�
﹄﹃
古
今
圖
書
集
成
﹄
の
從
來
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
記
事
ま
で
拾
っ
て
い
る
こ
と
に
感
�
し
︑
こ
の
書
に
~
か
れ
れ
ば
︑
自
分
の
﹁
夙
志
﹂
を
か
な
え
る
こ
と
も
難
し
く
な
い
の
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で
は
な
い
か
と
営
べ
て
い
る
︒
彼
の
﹁
夙
志
﹂
と
は
渤
海
に
つ
い
て
の
記
事
を
�
集
し
て
書
を
成
す
こ
と
で
︑
そ
の
書
名
に
つ
い
て
は
﹁
命
じ

て
渤
海
國
志
長
�
と
曰
う
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹃
日
記
﹄
に
お
け
る
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
と
い
う
書
名
の
初
出
に
な
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
書
名
は
こ
の
時
に
決
ま
っ
た
の
で
は
な
い
︒﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
卷
頭
の
﹁
敍
例
﹂
に
は
︑﹁
書
は
6
氏
の
舊
名
に
仍
り
︑
而

し
て
繫
ぐ
に
長
�
の
二
字
を
以
て
す
る
は
︑
則
ち
蘄
春
黃
師
季
剛
の
命
ず
る
\
也
︒﹂
と
あ
り
︑
6
晏
の
﹃
渤
海
國
志
﹄
の
あ
と
に
﹁
長
�
﹂

の
二
字
を
加
え
た
こ
の
書
名
の
命
名
者
は
︑
恩
師
黃
侃
だ
と
い
う
︒
同
じ
こ
と
は
︑﹃
日
記
﹄
の
一
九
三
一
年
一
一
B
四
日
條
に
も
︑﹁
3
ご
ろ

6
元
素
の
﹃
渤
海
國
志
﹄
を
讀
み
た
る
に
︑
其
の
引
據
尙
お
駅
に
し
て
︑
考
辨
未
だ
密
な
ら
ざ
る
を
病
い
︑
改
作
を
爲
さ
ん
と
思
う
︒
其
の
體

は
載
籍
の
渤
海
を
紀
す
の
事
に
就
き
て
︑
條
ご
と
に
繫
ぎ
件
ご
と
に
擧
げ
︑
附
す
る
に
考
證
を
以
て
し
︑
參
ず
る
に
己
が
見
を
以
て
せ
ん
と
す
︒

嘗
て
此
の
�
を
以
て
之
を
黃
師
季
剛
に
陳
べ
た
る
に
︑
師
曰
く
︑
此
れ
長
�
の
體
爲
り
︑
書
成
れ
ば
亦
た
名
づ
け
て
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
と
曰

う
可
し
と
﹂
と
見
え
る
︒
先
営
の
よ
う
に
金
が
6
晏
の
﹃
渤
海
國
志
﹄
を
知
っ
た
の
は
一
九
二
六
年
八
B
頃
で
あ
り
︑
そ
れ
以
影
で
黃
侃
と

會
っ
た
の
は
︑
奉
天
の
東
北
大
學
で
一
一
年
ぶ
り
に
再
會
し
た
一
九
二
七
年
一
一
B
七
日
と
︑
も
う
一
度
東
北
大
學
で
會
っ
た
一
九
二
八
年
二

B
四
日
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
ど
ち
ら
か
の
會
見
の
際
に
命
名
し
て
も
ら
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒

『日
記
﹄
を
見
て
く
る
と
︑
金
毓
黻
の
渤
海
�
硏
究
へ
の
入
れ
=
み
は
一
九
二
六
～
二
八
年
に
一
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ

の
あ
と
も
渤
海
�
に
つ
い
て
の
記
営
は
出
て
く
る
が
︑
滿
洲
事
變
以
�
に
お
い
て
︑
こ
の
時
*
ほ
ど
集
中
�
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
し

て
�
職
に
就
任
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
ほ
と
ん
ど
渤
海
�
に
關
す
る
記
営
は
登
場
し
な
く
な
り
︑
渤
海
�
書
/
営
�
想
の
實
現
を
し
ば
ら
く
先

�
り
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(2
)
初
稿
執
筆

︱
︱
滿
洲
事
變
に
よ
る
軟
禁

柳
條
湖
事
件
の
�
き
た
一
九
三
一

(民
國
二
〇
)
年
九
B
一
八
日
夜
︑
金
毓
黻
は
瀋
陽
郊
外
の
自
宅
に
居
た
︒﹃
日
記
﹄
は
こ
の
時
の
こ
と
を

﹁
夜
閒
十
時
︑
槍
聲
大
い
に
作お

こ

り
︑
後
ち
則
ち
�
聲
隆
隆
と
し
て
︑
旦
に
�
し
て
稍
く
息
む
﹂
と
記
す
︒
a
一
九
日
︑
車
に
乘
っ
て
瀋
陽
市
內
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に
入
り
︑
臧
式
毅
宅
で
善
後
策
の
會
議
を
し
︑
そ
の
ま
ま
泊
ま
っ
た
︒
二
〇
日
・
二
一
日
も
臧
式
毅
宅
に
泊
ま
り
=
み
で
會
議
が
お
こ
な
わ
れ

た
が
︑
二
二
日
午
�
︑
日
本
の
憲
兵
が
臧
式
毅
宅
に
や
っ
て
來
て
臧
式
毅
を
連
行
し
︑
續
い
て
金
毓
黻
も
連
行
さ
れ
︑
二
人
と
も
鮑
�
樾
の
私

邸
の
樓
上
に
軟
禁
さ
れ
た(12

)
︒

三
か
B
に
q
ぶ
軟
禁
中
の
﹃
日
記
﹄
を
見
て
く
る
と
︑
一
一
B
三
日
夜
を
境
に
心
境
の
大
き
な
變
#
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
一
一
B
三

日
ま
で
は
︑﹃
水
滸
傳
﹄﹃
淸
代
/
�
﹄﹃
周
易
﹄﹃
五
代
�
記
﹄﹃
徐
霞
客
�
記
﹄﹃
�
�
﹄﹃
石
頭
記
﹄﹃
老
學
庵
筆
記
﹄﹃
怨
6
書
﹄
な
ど
の
讀

後
札
記
や
︑
H
字
・
誦
詩
�
・
參
禪
・
天
氣
觀
察
・
夢
�
斷
・
�
動
な
ど
で
精
神
の
2
穩
を
保
と
う
と
努
力
し
て
い
る
記
事
が
目
に
つ
く
︒
そ

の
一
方
で
︑
一
〇
B
初
め
か
ら
は
憂
慮
・
煩
悶
・
自
�
・
自
戒
・
不
眠
を
営
べ
る
記
事
が
增
加
し
︑
精
神
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
一
〇
B
二
九
日
に
は
﹁
患
難
に
處お

る
時
は
︑
切
に
宜
し
く
忍
耐
す
べ
く
︑
一
切
は
聽
天
由
命
に
し
て
︑
心
煩
氣
躁
し
て
︑
轉う
た

た
以
て
自

�
す
可
か
ら
ず
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
イ
ラ
イ
ラ
が
高
じ
て
自
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
自
ら
を
戒
め
る
か
の
よ
う
な
�
違
に
︑
當
時
の
彼
の
腦
裏

に
自
殺
と
い
う
�
擇
肢
が
�
っ
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

こ
う
し
た
心
境
を
變
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
︑
一
一
B
三
日
夜
の
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
こ
の
機
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
い
附

き
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
一
一
B
四
日
條
に
あ
り
︑
ま
ず
か
つ
て
6
晏
の
﹃
渤
海
國
志
﹄
を
改
作
し
よ
う
と
志
し
︑
黃
侃
か
ら
そ
の
書
が
成
れ

ば
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
と
命
名
す
る
よ
う
い
わ
れ
た
こ
と
︑
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
黃
維
�
の
﹃
渤
海
國
記(13

)
﹄
の
存
在
を
知
り
︑
未
入
手
で
は

あ
る
が
︑
大
略
は
自
分
の
知
見
の
範
圍
を
出
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
ら
︑
い
ま
入
手
し
て
い
な
く
て
も
心
�
は
な
い
こ
と
を
記
し
た
上
で
﹁
余

旣
に
是
に
志
�
り
て
︑
渤
海
の
故
事
に
�
わ
ば
︑
隨
時
蒐
集
し
︑
6
氏
之
得
る
\
に
�
ぐ
る
こ
と
︑
奚
ぞ
啻
だ
に
十
倍
の
み
な
ら
ん
や
︒
特
だ

人
事
に
牽
か
る
る
を
以
て
︑
久
し
く
未
だ
比
&
し
て
書
を
成
さ
ず
︑
昨
夜
忽
と
し
て
思
い
此
の
事
に
q
び
︑
擬
す
る
に
此
の
暇
に
乘
じ
︑
特
だ

之
を
爲
さ
ん
の
み
と
﹂
と
記
す
の
で
あ
る
︒

こ
の
一
一
B
四
日
以
影
の
﹃
日
記
﹄
に
書
か
れ
た
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
/
営
關
係
の
記
事
を
︑
表
Ⅱ
に
一
覽
#
し
た
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
一

一
B
一
二
日
ま
で
は
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
執
筆
の
記
事
は
部
分
�
に
し
か
見
ら
れ
な
い
︒
一
一
B
四
日
條
で
は
完
成
ま
で
の
困
難
性
に
も
觸
れ
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表Ⅱ 『靜晤室日記』中の『渤海國志長�』執筆關係記事一覽 (1) (1931 年 11B 4 日〜
12B 31 日)

B・日 記 事

11・4 �日夜に『渤海國志長�』執筆を思い立つ。渤海滅dに關する�料の衣同を考證。

11・9 張円違『渤海國記』と『6書』渤海傳の關係に關する考證。

11・11 『6書』張九齡傳の渤海詔執筆記事を見つけ『渤海國志長�』に入れるべしとする。

11・12 『渤海國志長�』の三かBでの完成を誓い、目&案を記し、必�な參考書籍を列擧。

11・18 家より執筆に必�な參考書が屆き、今日より『渤海國志長�』/集を日課とする。

11・19 總略論・世系表を/す。6晏『渤海國志』の�貢表・征戰表を合わせて大事表と改題。

11・20 渤海世系表を書き�わる。續いて大事表を/す。

11・21 渤海大事表を/するも、未だ畢わらず。目&案を書き直す。

11・22 渤海世紀を/す。

11・24 序を/す。序の��を『日記』に錄す。

11・26 『日本��』を閱し、渤海との1聘の事を別に輯錄して一�を爲す。

11・27 渤海�聘日本考を輯す。鳥山喜一『渤海�考』を讀んでこの�料を知ったことを記す。

11・28 渤海大事表を/し畢わる。つづいて宗臣列傳を/す。�日より日々考衣數則を/して一卷
を成さんという方針を記す。

11・29 考衣七則を記す。

11・30 渤海滅d後の渤海�貢記事についての考衣を記す。

12・1 渤海宗臣列傳・諸臣列傳をすべて/し畢わる。續いて屬部列傳を/す。

12・2 家中より『渤海�考』『三國�記』『契丹國志』『大金國志』を取り寄せ、參考書ほぼ備わ
る。渤海屬部列傳・嗣胤列傳を/し俱に畢わる。

12・3 考衣三則を記す。孑�列傳を/し未だ畢わらず。凡例を/す。

12・4 渤海孑�列傳を/し畢わる。一一B一八日よりわずか十六日で已に三萬餘言を成し、一日
�二千餘言を書き、旣に_ばを書きあげ、おおよそ年末には書き上がるだろうと記す。

12・5 渤海地理考を/す。「�日書を檢するも、未だ一條も/せず」と記す。

12・6 渤海地理考を/す。考衣二則を記す。

12・7 渤海地理考を/し、五京すべて畢わる。

12・8 考衣二則を記す。渤海地理考を/し未だ畢わらず。

12・9 渤海國志地理考を/す。已に大_を成し�日には竣わるだろうと記す。

12・10 渤海國志地理考を/し畢わる。五日で二萬言、每日四千言を書き、學問への耽溺はこれよ
り�ぎたるは無く、今日一段落して頗る躊躇滿志の樂しみ�りと記す。考衣一則を記す。

12・11 考衣二則を記す。渤海職官考を/す。

12・12 渤海職官考を續/す。

12・13 渤海職官考を/し畢わる。つづいて族俗考を/す。

12・14 渤海族俗考を/し畢わる。

12・15 渤海食貨考を/す。頗る�獻不足の感�りと記す。滿洲事變による軟禁が『渤海國志 (長
�)』執筆に專念する�境を作り出し、一かB以內に書き上げられたことを「此れ眞に不
可思議なる者」と記す。

12・16 渤海食貨考を/し畢わる。書き�わったが、�にかなわず。屬部表を續/し畢わる。「正
志大體已に具わり、惟だ尙お修補を需むる耳」と記す。

12・18 考衣一則を記す。

12・19 渤海�Qを/す。

12・26 友人關路夫 (義鐸) より留別詩一首を`け、未完成の『渤海國志 (長�)』の整理を彼に
手傳ってもらいたかったのに吿げることができなかった後悔を記す。

12・30 考衣二則を記す。



て
お
り
︑
思
い
立
ち
は
し
た
も
の
の
�
�
�
に
執
筆
專
心
を
決
心
す
る
に
は
時
閒
が
か
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
一
一
B
一
二
日
に

な
る
と
︑﹁
余
︑
�
ご
ろ
渤
海
國
志
長
�
を
/
す
る
こ
と
を
發
願
し
︑
三
閱
B
內
に
於
い
て
成
さ
ん
こ
と
を
誓
う
﹂
と
︑
三
か
B
以
內
の
完
成

を
*
し
た
う
え
で
︑
一
〇
項
目
の
目
&
案
と
執
筆
に
必
�
な
參
考
圖
書
を
列
擧
す
る
︒
そ
し
て
一
一
B
一
八
日
︑
家
中
よ
り
そ
の
參
考
圖
書
が

屆
き
︑﹁
今
日
自
り
�
し
て
︑
渤
海
國
志
長
�
を
/
集
す
る
こ
と
︑
日
び
常
課
と
爲
さ
ん
﹂
と
︑
い
よ
い
よ
/
営
を
開
始
し
て
日
課
に
す
る
こ

と
を
�
言
す
る
︒
そ
し
て
a
日
か
ら
實
際
に
/
営
に
入
り
︑
一
一
B
二
一
日
に
目
&
案
を
書
き
直
し
た
う
え
で
︑
一
二
B
一
九
日
ま
で
ほ
ぼ
每

日
︑
/
営
を
續
け
て
い
っ
た
︒
特
に
そ
の
執
筆
�
度
は
]
中
か
ら
�
く
な
り
︑
一
二
B
一
六
日
に
は
﹁
正
志
の
大
體
已
に
具
わ
り
︑
惟
だ
尙
ほ

修
補
を
需
む
る
耳
﹂
と
営
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
來
る
の
で
あ
る
︒﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
初
稿
の
大
體
は
︑
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
一
か
B
の
閒
に

一
氣
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
閒
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
南
京
d
命
後
の
一
九
三
七
年
二
B
に
當
時
を
振
り
 
っ
て
書
い
た
﹁
瀋
陽
蒙
難
記
﹂
に
は
︑﹁
余
︑
此
の
*
閒

中
に
在
り
て
︑
頗
る
讀
書
を
以
て
自
�
し
︑
渤
海
國
志
長
�
初
稿
は
卽
ち
是
時
に
草
す
﹂
と
あ
る
︒
一
見
す
る
と
讀
書
と
執
筆
で
十
分
氣
を
紛

ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
讀
め
る
が
︑
實
際
に
は
當
初
の
一
か
B
_
が
苦
悶
の
日
々
だ
っ
た
こ
と
は
先
営
の
/
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
執
筆
を
思
い
立
っ
て
か
ら
は
精
神
の
不
安
定
さ
を
示
す
記
事
は
大
幅
に
減
り
︑
&
第
に
執
筆
に
の
め
り
=
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
る
記
営
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
二
B
一
五
日
に
は
︑﹁
余
の
渤
海
國
志
を
輯
す
る
が
如
き
も
︑
亦
た
之
を
懷
く
こ
と
數
年
に
し

て
︑
未
だ
著
筆
能
わ
ず
︑
乃

し
か
る

に
天

一
室
を
以
て
我
を
限
り
︑
思
い
の
他
事
に
q
ぶ
を
得
ず
︑
專
心
し
て
志
を
致
し
︑
一
B
之
內
に
於
い
て
之

を
成
さ
し
む
る
は
︑
此
れ
眞
に
不
可
思
議
な
る
者
な
り
﹂
と
記
し
︑
軟
禁
と
い
う
事
態
が
宿
願
で
あ
っ
た
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
執
筆
を
可
能
に

し
た
�
命
の
不
思
議
さ
に
思
い
を
致
し
て
い
る
︒

一
二
B
二
〇
日
︑
金
毓
黻
は
釋
放
さ
れ
た
が
︑
し
ば
ら
く
は
書
を
讀
む
氣
も
�
ら
ず
︑
體
5
も
惡
か
っ
た
よ
う
で
︑
そ
の
後
︑
年
內
に
は

﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
/
営
の
記
事
は
無
い(14

)
︒
た
だ
︑
一
二
B
二
六
日
に
は
︑﹁
數
日
以
來
︑
酬
對
に
疲
れ
︑
俗
務
に
羈
が
れ
︑
¤つ
い

に
未
だ
閒
を
得

ず
︑
�
三
B
の
內
は
︑
讀
書
/
�
之
樂
あ
り
て
︑
恐
ら
く
は
無
礙
な
る
能
は
ざ
る
も
︑
能
く
數
B
の
休
暇
を
得
︑
亦
た
是
れ
庸
福
な
り
と
見
る
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可
し
︒
此
の
理
正
に
宜
く
自
ら
喩
る
べ
く
し
て
︑
外
人
の
爲
め
に
�
い
難
き
耳
﹂
と
記
し
︑
軟
禁
の
閒
︑
讀
書
や
著
営
が
で
き
た
こ
と
を
樂
し

み
と
感
じ
︑
不
自
由
さ
に
留
保
し
つ
つ
も
︑
休
み
が
取
れ
て
よ
い
時
閒
で
あ
っ
た
と
振
り
 
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
の
學
R
生
活
に
つ
な
が
る
心

境
の
變
#
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

(3
)
修
補
・
出
版

︱
︱
滿
洲
事
變
に
よ
る
軟
禁
か
ら
の
解
放
後

表
Ⅱ
に
續
く
一
九
三
二
年
一
B
か
ら
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
一
九
三
四
年
五
B
一
日
ま
で
の
︑﹃
日
記
﹄
中
の
﹃
渤
海
國
志
長

�
﹄
執
筆
關
係
記
事
を
一
覽
に
し
た
の
が
表
Ⅲ
で
あ
る
︒
こ
れ
に
基
づ
く
と
︑
刊
行
ま
で
に
︑
初
稿
繼
續
執
筆

(一
九
三
二
年
一
B
一
日
～
三
〇

日
)
︑
第
一
&
修
補
・
二
稿
作
成

(一
B
三
一
日
～
四
B
三
〇
日
)
︑
第
二
&
修
補
・
三
稿
作
成

(五
B
三
日
～
一
二
B
三
一
日
)
︑
出
版
準
備
・
三
稿

e
補

(一
九
三
三
年
一
B
一
日
～
八
B
二
〇
日
)
︑
出
版
事
業
・
校
正
e
補

(八
B
二
〇
日
～
一
九
三
四
年
五
B
一
日
)
の
五
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
こ
の
�
�
を
少
し
詳
細
に
見
て
い
こ
う
︒

『渤
海
國
志
長
�
﹄
の
初
稿
は
︑
軟
禁
中
に
﹁
大
體
﹂
を
書
き
あ
げ
て
は
い
た
が
︑
ま
だ
い
く
つ
か
の
卷
が
殘
っ
て
い
た
︒
金
毓
黻
は
年
が

�
け
る
と
早
�
繼
續
執
筆
に
取
り
掛
か
り
︑
�
Q
・
考
衣
・
後
紀
・
年
表
の
順
に
執
筆
す
る
︒
年
表
を
書
き
上
げ
た
の
は
一
B
三
〇
日
で
︑
こ

れ
で
�
年
一
一
B
二
一
日
の
目
&

(後
営
)
で
豫
定
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
卷
が
書
き
上
が
る
の
で
︑
こ
の
時
點
を
以
て
初
稿
完
成
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
︒

a
一
B
三
一
日
の
﹃
日
記
﹄
か
ら
は
﹁
補
/
﹂
と
い
う
語
が
登
場
す
る
︒
つ
ま
り
︑
初
稿
に
手
を
入
れ
る
作
業
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
︑
こ
こ
か
ら
第
一
&
修
補
・
二
稿
作
成
の
段
階
と
み
な
し
た
︒
以
後
︑
四
B
一
一
日
ま
で
ほ
ぼ
連
日
︑
金
は
初
稿
の
補
/
・
補
輯
・
改

/
に
專
心
し
︑
四
B
一
二
・
一
三
日
に
余
錄

(卷
二
〇
)
を
e
加
す
る
︒
こ
う
し
て
一
九
三
一
年
一
一
B
一
二
日
に
記
し
た
當
初
計
劃
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表Ⅲ 『靜晤室日記』中の『渤海國志長�』執筆關係記事一覽 (2) (1932 年 1B 1 日〜
1934 年 5B 1 日) ＊膨大な量となるため一部記事は關聯記事に ( ) で附載。

B・日 記 事

1932 年

1・1 渤海�Qを/集す。(1･5旣にその_ば。1･9畢わる。詩詞雜� 115首。)

1・10 始めて渤海考衣 1 則を/す。(1・13 考衣 3條、1・15 考衣、1・19 考衣 1條。)

1・26 渤海後紀を/す。專ら東丹國の事を紀す。(1・27、1・28悦わる。)

1・29 渤海年表を/す。(1・30畢わる。)

1・31 渤海總略を補/す。(2・1、2・14、2・16增輯 20餘種、蒐集ほぼ備わる。)

2・18 渤海世紀を補/す。(2・19、2・21、2・23畢わる。)

2・22 陸游『南6書』の東丹國}表の記事等を渤海餘錄に入れる。

2・26 渤海宗臣列傳を補/す。

2・27 渤海諸臣列傳を補/す。(2・29、3・1、3・2畢わる。)

3・4 渤海諸臣列傳を補輯す。もとはなはだ鯵なれば、特に補足を爲す。(3・5畢わる。)

3・7 渤海屬部列傳を補輯す。當日卽ちに畢わる。

3・8 渤海孑�列傳を補輯す。(3・15畢わり、�裔列傳と改稱す。) �に/した渤海
地理考が�法に合していないとして、改/を檢討する。

3・16 ｢渤海諸考を改/するに頗る時日を費やす。(略) 再に十餘日の工を加うれば、
則ち�書殺靑す」と記す。

3・17 渤海職官考を補輯し、畢わる。

3・18 渤海族俗志を補輯す。(4・4、4・5 三©分割を再考して一©とする、4・6畢わる。)

3・22 渤海禮俗考を改輯す。(3・23畢わる。)

3・25 渤海食貨考を改輯す。(3・28、3・31已に多_を成す。)

4・8 渤海叢考を輯す。40餘事を得る。(4・9畢わる。4・19數事を得る。4・26數
條を輯す。)

4・12 渤海餘錄を/す。

4・13 ｢渤海餘錄を輯すること將に畢らんとし、�書共に二十卷を得、原作に一倍を
加うるなり。6氏の作に視ぶるに至りては、五倍を增す可し」と記す。

4・14 渤海國志長�凡例を/そうとしたが、執筆できず。

4・16 渤海志敍例を/す。また目錄を輯し、合せて 400餘頁、10餘萬言を得る。黃
侃に揮毫を依賴してあった題が寄せられる。

4・18 『遼�紀事本末』から數事を得て補う。

4・22 渤海餘錄を補輯し、若干事を得る。(4・23數條を得る。)

4・30 渤海國志Q引書錄を/し、凡そ 95種を得る。

5・3 地理考に附す渤海1/五�考を輯す。(5・5 補/し、「始めて/営之難きを知
る｣と記す。)

5・6 ｢今日自り�して、渤海國志世紀・列傳諸論を/するに、日び一首を以て度と
爲し、竝びに每表の�に於いて序を/し之に繫ぐ」と記す。

5・11 渤海國志諸論qび序を/す。違學ªの「修 (方の;記) 志立三書議」を閱し、
「其の義を師として�Qを作る」と記す。

5・13 渤海國志諸序qび論を/し畢わる。「�す\«ばくも無し」と記す。
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5・16 滿鐡圖書館にて¬野武雄と會い、『續日本紀』『高麗�』を借用。(5・20『續日
本紀』\載渤海記事を輯し、5・23畢わる。5・23『高麗�』\載渤海�を輯
し、畢わる。)

5・18 羽田亨・松崎鶴雄と�い、『東國/鑑』『入6求法®禮行記』を求める。

5・23 先に轉引した記事を直錄するため、滿鐡圖書館より『日本後紀』『日本紀略』等を
借用。(5・28『日本紀略』\載渤海�事を輯し、畢わる。6・1 日本�籍\載渤海事
を輯し、畢わる。)

5・31 滿鐡圖書館より『東國/鑑』『海東繹�』等を借用。(6・1『東國/鑑』より續輯、
6・3佚事を輯し、悦わる。6・5『海東繹�』を閱す、6・10、6・11¯閱す。)

6・6 西站圖書館より『續群書類聚』中の『入6求法®禮行記』(°印本) を借用。
(先に 6・2、6・3 に景寫本を閱す。)

6・14 『本�/鑑』を閱し、『續日本紀』等\載記事以外は「當に之を具錄すべし」と
記す。

6・16 『渤海�考』を 5・6囘閱したが、每囘得る\があり、「輯書之難、此の如き者
�り」と記す。

6・18 日本圖書館より『本��粹』を借り、渤海國±裴璆の�、日本太政官復渤海中
臺省牒を得る。

6・29 渤海國志を補輯す。(6・30 輯す。)

7・6 『金�』の紀す渤海�裔の事を檢す。「 伐盡さざるの感�り」と記す。

7・7 渤海世紀を補輯す。

7・11 稻葉君山と會い遼東�の硏究法について懇談。稻葉は內³湖南の遼東�實は先
ず�鮮から入手すべしとの說を力說。稻葉より南京南海府に關する一�を寄贈
され、「此れ渤海�料の余にµする者�る也」と記す。

7・19 徐松『登科記考』を閱するも、渤海の賓貢について「獲る\無し」と記す。

7・23 『諸蕃志』の『函海』本を見るも、「·に渤海の事に詳しからず」と記す。

7・24 稻葉君山より『東國/鑑』『海東繹�』を寄贈される。感謝の書狀に、『渤海國
志長�』を/するに『滿洲發��』よりI發されたことが甚だ多いと記す。

7・25 渤海志列傳を補輯し粗畢わる。20餘人、事蹟 5 分の 1 の增入は「皆東�自り
得る者」と記す。

8・12 渤海叢考數條を輯す。(8・15數條を輯す、8・17輯す、8・28數條を/す。)

8・19 渤海日本1聘表を輯す。(8・20畢わる。)

8・30 羽田亨より『續群書類聚』(『入6求法®禮行記』を含む) を寄贈され、和田淸
が携え來たる。

9・14 『元和郡縣志』を檢して 1條を得る。『續µ治/鑑長�』を檢して 3條を得る。

9・23 渤海叢考を補/し、すべて畢わる。渤海職官考を補輯し竣わる。

9・24 渤海地理考を補輯す。

9・26 渤海族俗考を補輯す。

10・2 渤海食貨考を補輯す。

10・3 渤海年表を補輯す。

10・4 渤海國志を補輯す。

10・12 百衲本『遼�』で今本の訛を正した筆記 1則を渤海國志叢考に錄入す。

10・15 �鮮旅行に出發。(10・16 京城に至り、稻葉君山・鳥山喜一・³塚鄰を訪ね
る。10・18鳥山を再訪。10・19市にて書を¹う。京城發。10・21 歸着。)
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11・8 『金�』數卷を閱す。(11・9、11・12、11・17畢わる。)

11・18 渤海�裔列傳を輯補す。10餘人を得、皆『金�』に散見す。

11・21 鳥山喜一、京城より來たりて、その歡º宴に與かる。(11・22 來たりて談ず。)

11・23 稻葉君山が、�鮮來訪の際に»ねていた「弘法大師爲³大±致渤海王子書」を
『性靈集』より鈔寫して�って寄こす。

11・30 大連・墨緣堂にて『菅家�草』を¹入。中を檢するに『渤海國志長�』未收の
記事なし。

12・2 大連圖書館にて三上&男のr演｢哈爾濱東鐡Z物館\得東京城渤海殘瓦」等を
聞き、自らも遼慶陵碑の槪�をr演。「�頃日人極めて渤海古墳にÀ�し、此
&獲る\殊に3昔に倍す。(中略)、余暇�れば、當に親ら哈埠に3きて一たび
之を觀るべし」と記す。

12・9 渤海國志長�解題を/す。刊行に付す際に「此を以て廣吿之用に代うる也｣と
記す。(12・10、12・11畢わる。)

12・18 渤海叢考の各稿を整理す。

12・31 ｢此の一年中を囘想するに、未だ甚だしくは公務に拘牽せず、頗る讀書稽古之
樂�り、『渤海國志長�』の如きは差や能く脫稿す。五年中爲さんと欲して爲
すに暇無き之事、今日乃ち其の業を�うるを得、此れ今年�も紀載す可き之事
也」と記す。

1933 年

1・8 金召俊より『大韓疆域考』下卷 (その中に「渤海考」「渤海世家」あり) を寄
贈される。

1・15 渤海國圖を/し、存書を整理す。

1・18 渤海國疆域圖を製す。三獨奏州の\在地について決着す。

1・21 渤海圖を繪くも未だ竣わらず。

2・24 吳廷燮、『6會�』が渤海王に賜うの詔を載せると言い、未見なので卷數の敎
示を懇'する。

2・25 吳廷燮より『6會�』卷 57 の記事を敎示される。�傳より失われた渤海王大
瑋瑎の名があり、「按ずるに此の條極めて價値�り」と記す。

2・26 ｢怨たに渤海材料を得れば、亟かに增入を爲し、自ら獲る\�人に�ぎたりと
謂う矣、然れども亦た吳向之先生の指示之賜なり」と記す。

2・27 『渤海國志長�』を修補するも、未だ畢わらず。

3・7 稻葉君山の紹介で瀧川政&郞來たりて、『�野僉載』\載の渤海�料に言q。
鳥山喜一に自らの大瑋瑎についての見解を問う書狀を書く。

3・17 『中堂事記』『玉堂嘉話』に王庭筠の記事を見つけ「應に渤海國志に補入すべき
者」と記す。

5・18 池內宏・小林胖生と、共に寧安東京城に3き上京龍泉府發掘のことを�束す。

5・22 東亞考古學會の原田淑人・島村義太郞と會い、小林胖生とともに東京城發掘の
問題點を談ず。

5・31 哈爾賓に至り、東省特別區Z物館を參觀。館員のロシア人帕諾索夫 (Vladimir
Vasilʼievich Ponosov)・華人依家駒らの東京城發掘品を見る。帕諾索夫手製の
東京城圖qび渤海王宮圖を依家駒が金のために模寫す。

6・1 東亞考古學會の諸君と哈爾賓を發ち東京城へ向かう。(6・6 東京城到着、6・
7〜18 東京城にて發掘作業に同行、6・19 東京城を發つ、6・25 長春到着。)
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8・14 『渤海國志長��盈』の稿を排印に付す。張�墉より黃申甫『渤海國記』�稿
の\在についての書鯵を`領。張�墉に入手の仲介を依賴する書鯵を�る。陳
樵岑に書鯵を�り、その中に「�ごろ『渤海國志』舊稿を校理し、先ず其の一
部を付印す」と記す。

8・19 張Æ厚への書狀の中に「拙著『渤海國志長�』脫稿して年を經たるに、�ごろ
楊氏『水經À駅』之例に仿い、『�盈』一卷を纂成し、先行して付印したり。
日ならずして寄す可くんば、諟正を'ふ」と記す。

8・20 『渤海國志�盈』印刷完成。續いて『渤海國志長�』を印行する。4 かBで完
成し、費用は�千餘元と見積もる。

8・21 先に謝剛�に依賴してあった、『宋會�』卷 294 の 2頁の抄出が屆く。『滿洲源
液考』\引より 1條多く、卽ちにこれを『渤海國志長�』に補入する。

8・25 滿鐡圖書館にて『渤海國志長��盈』についてr演。

8・29 羅振玉を訪ね、�¯刊聞人銓本『舊6書』渤海傳を檢し、殿本・局本『舊6
書』渤海傳の「任É相」の｢相」が衍字であることを發見。

9・6 『渤海國志長�』第 1卷の印本を校正。

9・9 『渤海國志長�』の印本を校正。

9・22 『高麗�Ê�』を閱し、渤海のことを輯す。

10・4 今夏、息子長衡の結婚と『渤海國志』の印行等で數千金の蓄えが盡きたとし、
Ê�を*す。

10・6 『渤海國志』を補輯す。

10・7 沼田賴輔『渤海國與日本之1/』(『日滿の古代國1』) を閱し、未收錄の渤海
關係�獻 3・4©があったので、亟かに取って『渤海國志長�』を補綴する。

10・8 吳廷燮より敎示された渤海�料數事を、亟に補綴する。

10・11 吳廷燮より『續µ治/鑑長�』\收の渤海�事關係�料 2條を敎示される。

10・15 內³湖南を瀋陽驛に出ºえる。內³より鴻臚井刻石拓本等を贈られる。

12・16 『渤海國志』を補輯す。(12・17 補輯。)

12・18 渤海�裔大事表を補/す。(12・19畢わる。)

12・19 『渤海國志』第 9册、今始めて畢功す。

1934 年

1・21 陳寶掩の 書を得、そのなかに「『渤海國志長�』二十卷を/集し、業を卒う
ること卽に在るを知り、尤も亟めて快睹たり」とある。

1・29 王季强が「渤海國志/檢」を/したので、完成を俟って印刷に付す。

2・27 『山右石刻叢�』卷 22 より大氏�裔二名を得たので『渤海國志長�』列傳に補
入すべきとする。

3・8 後序一首を/営して校印の經�を営べることを思い立つ。

3・9 後序を/す。後序��を『日記』に錄す。

3・27 『渤海國志長�』勘;表を/す。

4・6 『渤海國志長�』を¯校す。

4・7 『渤海志』を校し、竝びに校勘記を/す。

4・10 『渤海長�』列傳を校す。

4・26 『渤海國志』の印刷が竣わり、裝訂をはじめる。

5・1 『渤海國志長�』1帙の裝訂が成る。
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・
Ë
報
提
供
・
�
見
1
奄
等
の
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
荏
Ï
を
行
っ
て
い
る
︒
Q
引
書
錄
に
記
さ
れ
た
引
用
�
獻
の
種
類
は
︑
二
稿
完
成
段
階

で
は
九
五
種
で
あ
っ
た
が
︑
�
�
�
に
は
一
三
八
種
と
大
幅
に
增
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
こ
の
時
*
に
お
け
る
︑
先
営
の
よ
う
な
精
力
�
な
5
査

と
日
本
人
硏
究
者
ら
の
荏
Ï
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る(16

)
︒

一
〇
B
に
は
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
	
槪
を
記
す
﹃
渤
海
國
志
長
�
�
盈
﹄
(以
下
︑
﹃
�
盈
﹄
と
略
す
︒
)
の
初
稿
を
/
営
し(17

)
︑
一
二
B
に
廣

吿
代
わ
り
と
し
て
﹁
解
題
﹂
を
/
営
す
る
が
︑
こ
れ
は
完
成
が
ほ
ぼ
見
え
て
き
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
大
Á
日
に
は
脫
稿
宣
言

を
し
︑
三
稿
が
完
成
す
る
︒

年
が
�
け
る
と
︑
金
は
出
版
準
備
に
取
り
掛
か
る
が
︑
そ
の
閒
も
e
補
作
業
を
繼
續
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
一
B
に
附
錄
と
し
て
揭
載
す
る
疆

域
圖
を
作
製
す
る
︒
五
B
に
は
東
亞
考
古
學
會
の
渤
海
上
京
龍
泉
府
發
掘
に
同
行
す
る
た
め
ハ
ル
ビ
ン
に
到
着
し
︑
東
省
特
別
區
Z
物
館
の
館

員
か
ら
手
寫
し
た
東
京
城
圖
q
び
渤
海
王
宮
圖
を
も
ら
う
︒
こ
れ
も
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
附
錄
と
し
て
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
吳
廷
燮

― 88 ―

284



か
ら
の
敎
示
を
`
け
た
り
︑
鳥
山
喜
一
に
自
ら
の
見
解
を
問
う
書
狀
を
�
っ
た
り
し
な
が
ら
增
補
改
稿
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
ま
ず
七
B
に

﹃
�
盈
﹄
を
增
補
し
て
八
B
一
四
日
に
印
刷
に
付
し
︑
二
〇
日
に
完
成
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
日
か
ら
本
�
で
あ
る
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
印
行

に
取
り
掛
か
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
ま
で
出
版
準
備
・
三
稿
e
補
段
階
︑
こ
こ
か
ら
出
版
事
業
・
校
正
e
補
段
階
と
し
た
︒

八
B
二
〇
日
に
は
︑
完
成
ま
で
に
四
か
B
を
�
す
る
と
し
︑
刊
行
費
用
は
一
千
余
元
と
見
積
も
っ
た
︒
し
か
し
︑
印
行
に
取
り
か
か
っ
て
か

ら
も
�
料
の
發
見
が
續
き
︑
そ
れ
は
九
B
以
影
の
校
正
で
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
怨
た
に
第
九
册
目
に
余
錄
を
e
加
す
る
こ
と
に
な
り
︑
一

二
B
一
九
日
に
完
成
す
る
︒
年
が
�
け
て
一
九
三
四
年
に
な
る
と
︑
/
檢
︑
勘
;
表
︑
識
語

(﹃
日
記
﹄
で
は
後
序
)
な
ど
の
附
錄
部
分
が
第
一

〇
册
と
し
て
で
き
て
い
く
︒
そ
し
て
四
B
一
〇
日
に
�
�
校
正
が
�
わ
り
︑
二
六
日
に
印
刷
が
完
了
︑
そ
し
て
五
B
一
日
に
裝
訂
も
完
了
し
て

完
成
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
営
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
は
第
一
&
修
補
・
二
稿
作
成
段
階
で
現
在
の
�
二
〇
卷
の
大
枠
が
で
き
︑

第
二
&
修
補
・
三
稿
作
成
以
影
で
そ
れ
を
閏
實
さ
せ
︑
出
版
直
�
ま
で
改
稿
を
重
ね
た
︒﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
す
ぐ
れ
た
�
料
集
・
硏
究
書

に
な
っ
た
の
は
︑
第
二
&
修
補
・
三
稿
作
成
作
業
以
影
の
園
底
し
た
硏
究
Ì
勢
に
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒
そ
し
て
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の

刊
行
は
一
九
三
四
年
五
B
で
あ
り
︑
執
筆
を
開
始
し
た
一
九
三
一
年
一
一
B
か
ら
足
掛
け
二
年
八
か
B
か
か
っ
た
︒﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
卷
末

の
識
語
に
﹁
駸
駸
た
る
こ
と
三
年
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
決
し
て
誇
張
し
た
表
現
で
は
な
い
︒

さ
て
︑
こ
の
違
で
は
﹃
日
記
﹄
か
ら
讀
み
取
れ
た
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
�
纂
�
�
を
︑
時
閒
を
e
い
な
が
ら
�
ら
か
に
し
た
︒
&
違
で
は
︑

﹃
日
記
﹄
に
殘
さ
れ
た
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
部
分
�
な
草
稿
と
完
成
稿
と
を
比


す
る
こ
と
で
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
に
=
め
た
金
毓
黻
の
思

い
を
檢
討
し
て
み
た
い
︒四

．
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
草
稿
と
完
成
稿

『日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
草
稿
と
完
成
稿
と
の
相
Í
を
比


で
き
る
箇
\
は
︑
三
つ
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑﹃
日
記
﹄
の
一
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九
三
一
年
一
一
B
一
二
日
條
q
び
同
年
一
一
B
二
一
日
條
の
目
&
案
と
實
際
の
�
成
︑
二
つ

目
は
︑
一
九
三
一
年
一
一
B
二
四
日
條
に
書
か
れ
た
﹁
序
﹂
と
そ
れ
に
對
應
す
る
﹃
渤
海
國

志
長
�
﹄
卷
頭
の
﹁
敍
例
﹂︑
三
つ
目
は
︑
一
九
三
四
年
三
B
九
日
條
に
書
か
れ
た
﹁
後
序
﹂

と
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
卷
末
の
﹁
識
語
﹂
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
三
つ
目
の
﹁
後
序
﹂
と
﹁
識

語
﹂
は
執
筆
時
*
が
�
く
て
衣
同
が
少
な
く
︑
こ
の
閒
の
變
#
は
�
確
に
は
出
な
い
︒
そ
の

た
め
︑
以
下
で
は
�
成
の
Í
い
と
﹁
序
﹂﹁
敍
例
﹂
の
相
Í
を
確
�
し
︑
そ
の
背
後
に
あ
る

金
毓
黻
の
思
い
に
Ð
り
た
い
と
思
う
︒

(1
)
�
成

『渤
海
國
志
長
�
﹄
完
成
稿
の
�
成
を
各
卷
冒
頭
の
記
載
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
の
が
︑

表
Ⅳ
で
あ
る
︒

こ
の
�
成
と
そ
の
�
圖
を
︑﹁
敍
例
﹂
は
&
の
よ
う
に
営
べ
る
︒
な
お
︑
各
卷
冒
頭
の
記

載
は
︑﹁
渤
海
國
志
�
�
﹂﹁
渤
海
國
志
﹂﹁
渤
海
後
志
﹂
と
表
記
が
不
Ñ
い
だ
が
︑﹁
敍
例
﹂

は
こ
れ
を
﹁
�
志
﹂﹁
正
志
﹂﹁
後
志
﹂
と
整
理
し
て
表
記
す
る
︒
以
下
の
記
営
で
は
こ
の

﹁
敍
例
﹂
の
表
記
を
用
い
る
︒

正
志
は
略
ぼ
四
目
に
分
か
ち
︑
紀
と
曰
い
︑
表
と
曰
い
︑
傳
と
曰
い
︑
考
と
曰
う
︒
體

も
亦
た
略
ぼ
6
の
著
に
同
じ
き
も
︑
志
を
改
め
て
考
と
爲
す
は
︑
大
名
を
Ò
く
れ
ば
也
︒

志
�
に
冠
す
る
に
總
略
を
以
て
す
る
は
︑
自
る
\
を
�
か
に
す
れ
ば
也
︒
志
後
に
附
す

る
に
�
Q
・
叢
考
・
余
錄
を
以
て
す
る
は
︑
恣
に
詳
說
す
れ
ば
也
︒
(中
略
)
然
し
て
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表Ⅳ 『渤海國志長�』完成稿の�成 (卷名等は各卷冒頭の記載に依る。)

卷首：敘例、總目
渤海國志��：卷一總略上、卷二總略下
渤海國志：卷三世紀第一、卷四後紀第二

卷五年表第一、卷六世系表第二、卷七大事表第三、卷八屬部表第四
卷九宗臣列傳第一、卷一〇諸臣列傳第二、卷一一士庶列傳第三、卷一二屬
部列傳第四、卷一三�裔列傳第五
卷一四地理考第一、卷一五職官考第二、卷一六族俗考第三、卷一七食貨考
第四

渤海後志：卷一八�Q、卷一九叢考、卷二〇餘錄
補�
附錄：附錄一渤海�裔考、附錄第二Q引書錄、附圖二枚
目&
/檢



人
を
知
る
は
則
ち
易
く
︑
自
ら
知
る
は
實
に
難
し
︒
安
ん
ぞ
不
佞
自
ら
謂
い
て
�
廓
と
爲
す
者
︑
他
人
の
目
駅
略
と
爲
す
者
に
非
ざ
る
を

知
ら
ん
乎
︒
謹
ん
で
知
る
\
に
就
き
て
︑
鯵
に
具
錄
し
︑
旣
に
吾
が
才
を
竭
く
す
も
︑
未
だ
敢
て
自
ら
信
ぜ
ず
︒
若
し
夫
れ
條
理
を
整
齊

し
︑
犁
然
と
し
て
當
る
�
れ
ば
︑
以
て
一
國
之
�
を
成
す
に
︑
正
に
方
聞
を
待
つ
�
り
︑
是
れ
亦
た
長
�
と
命
名
す
る
之
Ó
旨
也
︒
/
集

之
例
︑
檃
括
し
て
左
の
如
し
︒

(略
)

本
�
︑
別
�
之
例
を
用
う
︒
故
に
紀
・
表
・
傳
・
考
の
四
體
を
立
て
︑
共
に
十
�
五
卷
を
得
︒
是
れ
正
志
爲
り
て
︑
別
に
�
志
二
卷
・
後

志
三
卷
を
/
し
︑
觕
ぼ
規
模
を
具
う
る
も
︑
未
だ
完
作
と
爲
さ
ず
︒

(略
)

本
�
︑
總
略
を
以
て
志
�
に
冠
し
︑
�
Q
・
叢
考
・
余
錄
︑
志
後
に
繫
ぐ
は
︑
此
れ
長
�
と
爲
す
\
以
也
︒
總
略
・
�
Q
は
皆
正
志
の
從

り
出
づ
る
\
︑
叢
考
は
以
て
衣
同
を
�
ら
か
に
し
︑
余
錄
は
以
て
闕
佚
を
槩
し
︑
亦
た
本
�
の
應
に
具
す
べ
き
\
な
る
も
︑
旣
に
長
�
と

名
づ
け
︑
詳
を
求
む
る
を
厭
わ
ず
︑
此
れ
に
足
ら
ず
︑
而
し
て
之
を
再
加
整
齊
す
る
も
︑
竊
か
に
未
だ
能
わ
ざ
る
を
病
い
た
れ
ば
︑
敬
し

て
後
賢
を
俟
つ
︒

｢敍
例
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
本
�

(二
〇
卷
)
は
︑
正
�
に
&
ぐ
﹁
別
�
﹂
の
體
裁
を
 
っ
て
お
り
︑
中
核
と
な
る
﹁
正

志
﹂
一
五
卷
は
紀
・
表
・
傳
・
考

(志
)
の
�
確
な
紀
傳
體
を
成
し
︑﹁
�
志
﹂
に
出
典
を
�
示
す
る
た
め
の
�
料
集
と
し
て
總
略
を
︑﹁
後

志
﹂
に
詳
說
の
た
め
の
諸
©
を
�
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
紀
傳
體
と
し
て
は
未
定
稿
の
形
に
し
︑
後
賢
を
待
つ
Ì
勢
を
取
っ
た
こ

と
が
︑﹁
長
�
﹂
と
命
名
し
た
理
由
だ
と
い
う
︒﹁
敍
例
﹂
の
中
略
箇
\
に
は
﹁
不
佞
の
此
の
著
︑
壹
に
�
體
に
Ö
う
﹂
と
い
う
記
営
も
あ
り
︑

中
國
の
傳
瓜
�
な
�
書
の
體
裁
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
完
成
稿
の
﹁
敍
例
﹂
の
末
尾
に
は
﹁
重
光
協
洽
之
歲
︑
嘉
2
之
B
︑
金
毓
黻
識
﹂
と
あ
る
︒
重
光
協
洽
は
辛
未
の
衣
名
で
一
九

三
一
年
の
こ
と
︑
嘉
2
は
臘
B

(一
二
B
)
の
別
稱
だ
か
ら
︑﹁
敍
例
﹂
は
一
九
三
一
年
一
二
B
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
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が
事
實
な
ら
ば
︑
本
書
の
體
裁
は
幽
閉
が
解
か
れ
た
時
點
で
旣
に
決
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
︑
表
Ⅲ
に
あ
る
よ
う
に
︑﹃
日
記
﹄
一
九
三

二
年
四
B
一
六
日
條
に
﹁
敍
例
﹂
/
営
の
こ
と
が
あ
り
︑
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
末
尾
の
執
筆
年
B
の
記
載
は
�
ら
か
な
虛
�
で
あ
る
︒
ま
た
︑
引

用
で
は
省
略
し
た
﹁
/
集
之
例
﹂
の
な
か
に
︑
渤
海
疆
域
圖
を
本
�
の
後
ろ
に
揭
載
し
た
こ
と
を
記
す
條
が
あ
る(18

)
︒
渤
海
疆
域
圖
の
作
製
は
一

九
三
三
年
一
B
な
の
で

(表
Ⅲ
參
照
)
︑
少
な
く
と
も
完
成
稿
の
﹁
敍
例
﹂
の
記
営
は
そ
れ
以
影
に
增
補
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
い

つ
の
時
點
で
完
成
稿
の
�
成
は
確
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
初
*
の
目
&
案
と
比


し
な
が
ら
︑
こ
の
こ
と
を
檢
討
す
る
︒

『日
記
﹄
に
見
え
る
�
初
の
目
&
案
は
︑
/
営
開
始
直
�
の
一
九
三
一
年
一
一
B
一
二
日
條
に
あ
る
︑
總
略
・
世
紀
・
列
卿
・
輿
地
・
官

制
・
物
產
・
�
聘
・
兵
事
・
余
紀
・
附
錄
の
一
〇
項
目
案
で
あ
る(19

)
︒
こ
の
う
ち
總
略
・
世
紀
以
外
は
︑
完
成
稿
の
﹁
正
志
﹂
二
〇
卷
の
卷
名
と

衣
な
っ
て
お
り
︑
紀
傳
體
の
體
裁
も
 
ら
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑﹁
列
卿
と
曰
う
︑
其
の
臣
宰
之
考
す
可
き
者
を
敍
し
︑
諸
�
之
列
傳
に
等

し
﹂
と
あ
り
︑
紀
傳
體
を
�
識
し
て
は
い
る
︒
ま
た
︑
�
年
の
中
日
の
學
者
の
渤
海
�
硏
究
の
な
か
か
ら
す
ぐ
れ
た
見
解
を
取
Ú
�
擇
す
る
と

い
う
�
想
の
附
錄
が
項
目
內
に
入
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
完
成
稿
の
附
錄
と
根
本
�
に
衣
な
っ
て
お
り
︑
む
し
ろ
叢
考
に
�
い
︒
こ
う
見
て
く
る

と
︑
當
初
の
�
想
は
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
を
�
識
し
つ
つ
も
︑
そ
こ
か
ら
は
や
や
は
ず
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

&
の
目
&
案
は
︑
/
営
開
始
か
ら
四
日
目
の
一
一
B
二
一
日
條
に
あ
る
︑
總
略
・
世
紀
・
地
理
考
・
職
官
考
・
食
貨
考
・
�
聘
考
・
世
系

表
・
大
事
表
・
同
姓
列
傳
・
衣
姓
列
傳
・
孑
�
列
傳
・
余
錄
の
一
二
©
目
案
で
あ
る
︒
こ
れ
は
�
確
な
紀
傳
體
で
あ
り
︑
名
稱
に
若
干
の
差
衣

は
あ
る
も
の
の
完
成
稿
各
卷
と
も
對
應
關
係
が
あ
る
︒
ま
た
︑
附
錄
が
な
く
な
っ
て
い
る
點
も
À
�
す
べ
き
で
あ
る
︒
a
二
二
日
に
は
︑
各
©

に
分
散
し
て
敍
営
す
る
豫
定
だ
っ
た
考
證
の
う
ち
長
�
の
も
の
を
ま
と
め
た
﹁
考
衣
﹂
一
卷
が
e
加
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
二
日
後
の
一
一
B
二
四
日
條
の
﹁
序
﹂
は
︑﹁
正
志
は
略
ぼ
四
目
に
分
か
ち
︑
紀
と
曰
い
︑
考
と
曰
い
︑
表
と
曰
い
︑
傳
と
曰
い
︑

體
も
亦
た
略
ぼ
6
の
著
に
同
じ
な
る
も
︑
志
を
改
め
て
考
と
爲
す
は
︑
大
名
を
Ò
く
れ
ば
也
︒
志
�
に
冠
す
る
に
總
略
を
以
て
し
︑
出
づ
る
\

を
�
か
に
す
る
也
︒
志
後
に
附
す
る
に
考
衣
・
余
錄
を
以
て
し
︑
恣
に
詳
說
す
る
也
﹂
と
記
す
︒﹁
敍
例
﹂
と
は
︑
四
目
の
順
番
が
衣
な
る
點

と
︑
正
志
の
後
に
附
す
項
目
が
﹁
�
Q
・
叢
考
﹂
で
は
な
く
﹁
考
衣
﹂
に
な
っ
て
い
る
點
が
衣
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
同
�
で
あ
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る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
時
點
で
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
を
 
る
こ
と
が
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
は
︑
こ
の
基
本
線
を
維
持
し
つ
つ
e
加
・
變
·
が
加
え
ら
れ
て
い
く
︒
表
Ⅱ
・
表
Ⅲ
を
參
照
す
れ
ば
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
一
九
三
一

年
一
一
B
二
一
日
段
階
の
目
&
案
と
完
成
稿
の
項
目
と
の
相
Í
點
は
︑
ま
だ
若
干
の
名
稱
の
差
衣
は
殘
る
も
の
の
︑
一
九
三
二
年
一
B
末
の
初

稿
完
成
段
階
ま
で
に
改
�
・
e
加
さ
れ
て
ほ
ぼ
解
Û
さ
れ
︑
同
年
四
B
三
〇
日
の
二
稿
完
成
時
に
は
本
�
�
二
〇
卷
と
い
う
完
成
稿
と
ほ
ぼ
同

じ
Ì
を
現
す(20

)
︒
そ
の
後
も
學
R
硏
究
の
}
展
に
合
わ
せ
て
怨
た
な
項
目
等
が
e
加
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
附
錄
に
入
れ
ら
れ
︑
傳
瓜
�
な
體
裁

を
 
る
本
�
の
基
本
線
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
紀
傳
體
部
分
を
﹁
正
志
﹂︑
そ
の
�
後
を
﹁
�
志
﹂﹁
後
志
﹂
と
し
て
︑﹃
長
�
﹄
と
命
名
し
た
理
由
が
わ
か
る
よ
う
に
︑
紀
傳
體

と
し
て
は
未
定
稿
の
體
裁
で
あ
る
こ
と
が
�
確
な
�
成
に
し
た
の
は
︑
こ
の
一
九
三
二
年
四
B
時
點
で
は
な
い
︒
時
*
確
定
の
手
掛
か
り
は
︑

﹁
敍
例
﹂
が
總
略
を
﹁
�
志
﹂
と
す
る
の
に
對
し
︑
卷
一
・
二
冒
頭
が
﹁
�
�
﹂
と
記
す
點
で
あ
る
︒
早
*
に
こ
の
�
成
を
決
め
て
い
れ
ば
︑

何
度
も
行
わ
れ
た
補
修
や
校
正
で
こ
の
大
き
な
齟
齬
に
氣
附
か
な
い
は
ず
は
な
く
︑
齟
齬
の
發
生
原
因
の
說
�
と
し
て
は
︑
�
�
校
正
段
階
で

こ
の
�
成
を
決
め
︑
Ü
遽
﹁
敍
例
﹂
と
各
卷
冒
頭
を
修
正
し
た
た
め
︑
と
い
う
の
が
�
も
合
理
�
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
考
え
れ
ば
︑
卷
頭
の
總
目

や
卷
末
の
目
&
に
﹁
�
志
﹂﹁
正
志
﹂﹁
後
志
﹂
の
記
載
が
一
切
な
い
こ
と
も
︑
整
合
�
に
說
�
で
き
る
︒

以
上
営
べ
て
き
た
�
成
の
確
定
�
�
を
ま
と
め
る
と
︑
金
毓
黻
が
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
を
 
る
こ
と
を
確
定
し
た
の
は
︑
幽
閉
さ
れ

て
執
筆
を
開
始
し
た
直
後
で
あ
り
︑
そ
の
後
は
︑
本
�
は
こ
の
基
本
方
針
を
維
持
︑
は
ず
れ
る
部
分
は
附
錄
︑
と
い
う
方
向
で
/
営
が
行
わ
れ

た
︒
た
だ
︑
そ
れ
だ
け
で
は
�
成
�
圖
が
讀
者
に
十
分
傳
わ
ら
な
い
と
考
え
︑
�
�
校
正
段
階
で
本
�
を
�
志
・
正
志
・
後
志
に
分
類
記
載
す

る
こ
と
に
し
た
︑
と
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
金
毓
黻
は
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
に
こ
だ
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
書
刊
行
�
に
司
馬
光
の
﹃
/
鑑

擧
�
﹄
や
楊
守
敬
の
﹃
水
經
À
駅
�
盈
﹄
の
例
に
倣
っ
て
﹃
�
盈
﹄
を
刊
行
し
た(21

)
の
も
︑
そ
う
し
た
Ì
勢
の
表
れ
と
理
解
で
き
る
︒
で
は
︑
な

ぜ
金
毓
黻
は
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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現
在
の
中
國
の
硏
究
者
な
ら
ば
︑
お
そ
ら
く
︑
渤
海
を
傳
瓜
�
な
中
國
�
の
な
か
に
位
置
づ
け
︑
6
王
�
の
一
地
方
民
族
政
權
と
考
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
︑
と
解
釋
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
捉
え
る
と
︑
金
毓
黻
が
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
﹁
別
�
﹂
の
體
裁
に
し
た
と
営
べ

る
點
と
整
合
し
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
6
の
一
地
方
政
權
の
歷
�
書
な
ら
ば
︑﹁
別
�
﹂
で
は
な
く
﹁
載
記
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒

そ
こ
で
À
�
す
べ
き
な
の
が
︑﹁
序
﹂
の
﹁
不
佞
曩
に
遼
東
の
輿
地
を
考
す
る
に
︑
閒
ま
渤
海
に
q
び
︑
因
り
て
肅
愼
�
族
之
立
國
の
規

模
を
思
う
に
︑
大
氏
に
I
か
れ
︑
完
顏
に
盛
ん
と
な
り
︑
愛
怨
に
極
ま
る
も
︑
金
淸
二
�
は
︑
旣
に
成
書
�
る
に
︑
而
る
に
渤
海
一
國
之
�
︑

獨
り
闕
如
に
付
し
た
れ
ば
︑
竊
か
に
以
て
諸
を
病
う(22

)
﹂
の
一
Ê
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
金
毓
黻
は
渤
海
を
金
・
淸
と
の
つ
な
が
り
の
中

で
捉
え
て
お
り
︑
金
・
淸
に
�
書
が
あ
る
の
に
︑
渤
海
に
�
書
が
な
い
こ
と
を
憂
え
て
い
る
︒
金
の
�
書
と
は
﹃
金
�
﹄︑
淸
の
�
書
と
は

﹃
淸
�
稿
﹄
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
そ
の
Æ
長
線
上
で
傳
瓜
�
な
紀
傳
體
の
中
國
�
書
に
こ
だ
わ
っ
た
と
考
え
る
方
が
整
合
�
で
あ
る
︒
そ

し
て
そ
れ
は
︑
滿
洲
事
變
以
�
か
ら
見
ら
れ
る
﹁
愛
鄕
﹂
の
Ì
勢
に
/
じ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
の
�
後
で
あ
ら
た
め

て
觸
れ
る
︒

(2
)﹁
序
﹂
か
ら
﹁
敍
例
﹂
へ

&
に
﹁
序
﹂
と
﹁
敍
例
﹂
の
相
Í
を
檢
討
す
る
が
︑
そ
の
�
に
確
�
し
て
お
く
こ
と
が
二
つ
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
九
三
二
年
八
B
刊
の

﹃
�
盈
﹄
に
﹁
敍
例
﹂
の
Ê
錄
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
序
﹂﹁
敍
例
﹂
の
相
Í
を
檢
討
す
る
に
當
た
り
︑﹃
�
盈
﹄
\
收
の

﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
を
加
え
た
三
者
を
比


す
る
必
�
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
は
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
の
中
閒
部
分(23

)
だ

け
な
の
で
︑
そ
の
點
は
À
�
を
�
す
る
︒

二
つ
目
は
︑
こ
の
三
�
料
を
い
つ
の
時
點
の
記
営
と
�
斷
す
る
か
で
あ
る
︒﹁
序
﹂
は
﹃
日
記
﹄
の
日
附
で
あ
る
一
九
三
一
年
一
一
B
二
四

日
時
點
︑﹁
敍
例
﹂
は
�
Ê
の
檢
討
の
結
果
︑
一
九
三
四
年
五
B
の
刊
行
時
點
で
あ
る
︒
問
題
は
﹃
�
盈
﹄
\
收
の
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
で
あ
る
︒

﹁
序
﹂
が
﹁
敍
例
﹂
に
改
稿
さ
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
四
B
一
六
日
︑﹃
�
盈
﹄
の
初
稿
は
一
九
三
二
年
一
〇
B
︑
增
訂
は
a
三
三
年
七
B
︑
刊
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行
は
八
B
で
あ
る
︒
こ
の
閒
︑﹁
敍
例
﹂
に
手
を
入
れ
た
と
い
う
﹃
日
記
﹄
の
記
載
は
な
い
が
︑﹃
日
記
﹄
に
す
べ
て
の
修
補
が
書
か
れ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
は
そ
の
增
訂
の
時
點
︑
つ
ま
り
一
九
三
三
年
七
B
時
點
の
﹁
敍
例
﹂
の
記
営
と
�
斷
す
る
の

が
<
當
で
あ
ろ
う
︒

以
上
を
踏
ま
え
︑
ま
ず
﹁
序
﹂
と
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
の
Í
い
を
見
て
み
る
と
︑﹁
敍
例
﹂
の
�
_
は
﹁
序
﹂
と
同
內
容
で
あ
り
︑
こ
れ
に

﹁
/
集
之
例
﹂
を
e
加
し
て
﹁
敍
例
﹂
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
序
﹂
か
ら
﹁
敍
例
﹂
へ
の
變
·
と
は
﹁
序
﹂
に
﹁
/
集

之
例
﹂
が
e
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
e
加
は
﹁
敍
例
﹂
が
/
せ
ら
れ
た
一
九
三
二
年
四
B
一
六
日
で
︑
そ
の
後
︑
記
営
に
合
わ

せ
て
變
·
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
先
に
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
は
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
の
中
閒
部
と
書
い
た
が
︑
正
確
に
は

﹁
敍
例
﹂
の
な
か
の
﹁
序
﹂
後
_
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

&
に
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
を
入
れ
て
︑﹁
序
﹂
後
_
部
の
表
現
を
比


す
る
と
︑﹁
序
﹂
と
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
の
閒
に
は
表
現
の
Í
い
が
い
く
つ
も
見

ら
れ
る
の
に
對
し
︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
か
ら
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
の
閒
に
は
Í
い
は
二
箇
\
し
か
な
い
こ
と
に
氣
附
く
︒
そ
の
一
つ
目
が
︑﹃
渤
海
國

志
長
�
﹄
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
滿
洲
事
變
で
の
幽
閉
に
つ
い
て
の
表
現
の
箇
\
で
あ
る
︒
そ
こ
は
﹁
序
﹂︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
︑﹁
敍
例
﹂
で
す

べ
て
表
現
が
Í
う
の
で
︑
こ
れ
を
&
に
列
擧
す
る
︒

光
陰
荏
�
た
る
に
︑
忽
と
し
て
幽
居
に
覯
い
︑
古
人
の
發
延
し
て
書
を
著
す
は(24

)
︑
正
に
今
日
に
在
り
︒
(﹁
序
﹂
)

歲
B
荏
�
た
る
に
︑
忽
と
し
て
閒
居
を
賦
さ
れ
︑
篋
を
發
き
て
書
を
陳
ぶ
る
は
︑
正
に
今
日
に
在
り
︒
(﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
)

歲
B
荏
�
た
る
に
︑
幸
い
に
身
の
閒
な
る
に
値
い
︑
篋
を
發
き
て
書
を
陳
ぶ
る
は
︑
正
に
今
日
に
在
り
︒
(完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
)

こ
の
三
者
を
比


す
る
と
︑
ま
ず
軟
禁
中
に
書
か
れ
た
﹁
序
﹂
は
︑
突
然
の
幽
閉
を
Ý
示
し
た
う
え
で
︑
/
営
の
動
機
が
そ
れ
に
對
す
る
發

延
で
あ
る
こ
と
を
�
記
し
て
お
り
︑
當
時
の
心
境
が
か
な
り
直
截
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
に
な
る
と
︑
幽
閉
を
Ý
示
す

る
表
現
や
發
延
を
直
接
�
に
示
す
用
語
が
な
く
な
る
︒
そ
れ
で
も
﹁
忽
と
し
て
閒
居
を
賦
さ
れ
﹂
と
い
う
表
現
に
は
︑
突
然
の
滿
洲
事
變
の
勃

發
と
そ
れ
に
よ
る
解
職
を
想
�
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
完
成
稿
の
﹁
敍
例
﹂
に
な
る
と
︑
そ
れ
す
ら
な
く
な
り
︑
/
営
の
契
機
が
閑
居
に
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あ
る
と
い
う
點
だ
け
し
か
殘
ら
な
い
︒
こ
う
な
る
と
︑
閑
居
の
原
因
は
一
般
讀
者
に
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
事
Ë
を
知
る
者
に
は
こ
れ
だ
け
で
十

分
に
滿
洲
事
變
の
勃
發
と
そ
れ
に
よ
る
軟
禁
が
/
営
動
機
で
あ
る
こ
と
が
傳
わ
る
︒
つ
ま
り
︑
金
毓
黻
が
こ
こ
の
表
現
に
�
後
ま
で
こ
だ
わ
っ

て
推
敲
を
行
っ
た
の
は
︑
/
営
動
機
を
き
ち
ん
と
書
き
記
し
た
い
と
い
う
心
Ë
と
︑
そ
れ
を
日
本
側
に
悟
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
事
Ë
が
1
錯

し
た
た
め
で
︑
�
�
�
に
は
事
Ë
を
知
る
者
だ
け
に
そ
の
心
Ë
が
傳
わ
る
表
現
で
決
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

二
つ
目
の
Í
い
は
︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
の
﹁
乃
ち
嚮
に
涉
覽
す
る
\
の
者
を
取
り
︑
比
し
て
之
を
&
ぎ
︑
凡
そ
五
閱
B
に
し
て
︑
二
十
卷
を
得
﹂

の
部
分
が
︑
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
で
は
�
纂
*
閒
を
示
す
﹁
凡
そ
五
閱
B
に
し
て
﹂
を
Þ
除
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と

は
︑
�
Ê
で
営
べ
た
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
が
執
筆
年
B
を
︑
本
來
の
一
九
三
二
年
四
B
で
は
な
く
一
九
三
一
年
一
二
B
と
し
て
い
る
點
と
關
係
す

る
︒﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
二
〇
卷
と
な
っ
た
の
は
一
九
三
二
年
一
B
で
あ
り

(表
Ⅲ
參
照
)
︑
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
執
筆
契
機
と
な
っ
た
滿
洲
事

變
勃
發
か
ら
足
掛
け
五
か
B
目
に
當
た
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
の
﹁
凡
そ
五
閱
B
に
し
て
﹂
は
事
實
と
一
致
し
た
表
現
で
あ
り
︑
こ
れ

は
一
九
三
二
年
四
B
の
﹁
敍
例
﹂
執
筆
時
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
が
一
九
三
一
年
一
二
B
と
す
る

こ
と
と
は
齟
齬
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
完
成
稿
﹁
敍
例
﹂
で
は
﹁
凡
そ
五
閱
B
に
し
て
﹂
を
Þ
除
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
︑﹁
敍

例
﹂
執
筆
を
一
九
三
一
年
一
二
B
と
記
し
た
の
が
︑
一
九
三
三
年
七
B
の
﹃
�
盈
﹄
增
訂
以
影
で
あ
る
こ
と
を
�
味
す
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
﹁
敍
例
﹂
執
筆
時
點
を
虛
�
の
年
B
で
あ
る
一
九
三
一
年
一
二
B
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
À
目
す
べ
き
は
︑
附
錄
の
渤
海
疆

域
地
圖

(圖
版
1 (25
)

)
で
あ
る
︒
こ
の
地
圖
の
現
在
地
名
の
部
分
に
は
︑
當
時
す
で
に
円
國
さ
れ
て
い
た
滿
洲
國
は
な
く
︑
旣
に
怨
京
に
改
稱
さ

れ
た
長
春
は
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ
︑
基
本
�
に
現
在
地
名
は
中
華
民
國
*
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
︒
本
�
な
ら
ば
︑
�
違
を
工
夫
し
て
滿
洲
國

に
觸
れ
な
い
で
濟
ま
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
︑
歷
�
上
の
地
名
が
現
在
の
ど
こ
に
當
た
る
か
を
示
す
こ
と
を
目
�
と
す
る
歷
�
地
圖
で
は
︑

本
來
�
に
無
理
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
金
毓
黻
は
現
在
地
名
に
滿
洲
國
に
な
っ
て
變
·
さ
れ
た
地
名
を
±
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
に
彼
の
︑
滿
洲
國
を
�
め
ま
い
と
す
る
强
い
�
志
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

し
か
し
︑
円
國
か
ら
二
年
以
上
も
經
っ
た
一
九
三
四
年
五
B
刊
行
の
著
作
物
に
︑
滿
洲
國
の
Ì
の
ま
っ
た
く
見
當
ら
な
い
地
圖
が
載
る
と
な
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る
と
︑
金
毓
黻
の
�
志
が
露
見
し
て
問
題
と
な
る
可
能
性
は
高
い
︒

し
か
し
︑
こ
の
地
圖
が
一
九
三
二
年
三
B
の
滿
洲
國
円
國
�
に
作
製

さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
︑
事
Ë
は
衣
な
る
︒
疆
域
地
圖
が
作
製
さ
れ

た
の
は
本
當
は
一
九
三
三
年
一
B
だ
が

(表
Ⅲ
參
照
)
︑
先
営
の
よ
う

に
︑
一
九
三
一
年
一
二
B
執
筆
と
い
う
虛
�
の
年
B
が
記
さ
れ
た
完

成
稿
﹁
敍
例
﹂
の
な
か
に
疆
域
地
圖
は
載
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
完

成
稿
で
は
︑
疆
域
地
圖
の
作
製
は
滿
洲
國
円
國
�
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑﹁
敍
例
﹂
に
書
か
れ
た

虛
�
の
執
筆
年
B
と
は
︑
疆
域
地
圖
に
=
め
ら
れ
た
�
圖
を
鯵
單
に

は
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
虛
�
の
執
筆
年
B
が
記
さ
れ
た

の
な
ら
︑
實
際
に
初
稿
が
完
成
し
た
一
九
三
二
年
一
B
で
あ
っ
て
も

よ
く
︑
一
九
三
一
年
一
二
B
の
必
然
性
は
な
い
︒
そ
こ
で
À
目
し
た

い
の
が
︑
一
九
三
一
年
一
二
B
が
軟
禁
を
解
か
れ
た
時
點
だ
と
い
う

點
と
︑
�
Ê
で
営
べ
た
よ
う
に
﹁
敍
例
﹂
に
示
さ
れ
て
い
る
﹃
渤
海

國
志
長
�
﹄
の
�
成
が
完
成
稿
と
同
じ
だ
と
い
う
點
で
あ
る
︒
つ
ま

り
︑
一
九
三
一
年
一
二
B
﹁
敍
例
﹂
執
筆
と
い
う
虛
�
に
よ
っ
て
︑

﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
で
は
︑
疆
域
地
圖
だ
け
で
な
く
完
成
稿
に
極
め

て
�
い
初
稿
ま
で
も
が
軟
禁
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
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圖版 1 渤海疆域地圖 (『渤海國志長�』附錄)



い
た
の
で
あ
る
︒

重
�
な
こ
と
は
︑
こ
の
こ
と
が
︑
金
が
滿
洲
事
變
で
軟
禁
さ
れ
た
と
い
う
事
實
を
知
っ
て
い
る
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
こ
う
し
た
事
Ë
は
周
の
�
王
の
﹃
周
易
﹄
卦
辭
や
司
馬
�
の
﹃
�
記
﹄
の
執
筆
事
Ë
に
ß
似
す
る
︒
傳
瓜
�
な
學
問
を
し
た
者
な
ら

ば
︑﹁
敍
例
﹂
に
わ
ざ
わ
ざ
﹁
發
延
し
て
書
を
著
す
﹂
と
書
か
な
く
て
も
︑
周
の
�
王
や
司
馬
�
の
例
を
思
い
出
し
︑
金
が
軟
禁
狀
態
に
對
し

て
﹁
發
延
し
て
﹂
こ
の
書
を
著
し
た
こ
と
に
氣
附
き
︑
强
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
感
じ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
九
三
一
年
一
二
B
﹁
敍

例
﹂
執
筆
と
い
う
虛
�
は
︑
本
書
à
生
の
經
雲
と
そ
こ
に
=
め
た
金
の
思
い
を
︑
わ
か
る
人
に
だ
け
傳
え
る
た
め
の
﹁
仕
掛
け
﹂
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る(26

)
︒

五
．
お

わ

り

に

本
稿
の
課
題
は
︑
金
毓
黻
の
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
︑
�
年
の
中
國
の
硏
究
者
の
よ
う
に
︑
日
本
の
滿
洲
�
硏
究
に
對
抗
す
る
硏
究
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
<
當
か
ど
う
か
を
檢
討
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
︑
こ
こ
ま
で
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
成
立
�
�
を
�
ら

か
に
し
て
き
た
が
︑
そ
の
考
證
結
果
で
こ
の
課
題
に
關
係
す
る
も
の
を
整
理
す
る
と
︑
&
の
よ
う
に
な
る
︒

一
︑
『渤
海
國
志
長
�
﹄
成
立
�
�
の
正
確
な
事
實
關
係
は
︑
金
毓
黻
が
滿
洲
事
變
で
軟
禁
中
の
一
九
三
一
年
一
一
B
に
執
筆
を
開
始
し
︑
一

二
B
ま
で
に
﹁
大
體
﹂
を
書
き
上
げ
︑
一
九
三
二
年
一
B
に
初
稿
完
成
︑
第
一
&
修
補
・
二
稿
完
成
は
同
年
四
B
︑
第
二
&
修
補
・
三
稿

完
成
は
同
年
一
二
B
で
︑
さ
ら
に
e
補
し
た
う
え
で
一
九
三
三
年
八
B
か
ら
刊
行
作
業
に
入
り
︑
さ
ら
に
e
補
・
修
正
を
重
ね
つ
つ
一
九

三
四
年
五
B
刊
行
︑
で
あ
る
︒

二
︑
『渤
海
國
志
長
�
﹄
の
完
成
に
は
日
本
人
硏
究
者
の
協
力
が
重
�
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
︑
金
毓
黻
は
彼
ら
の
硏
究
を
高
く
!
價
し
︑

敬
�
・
感
謝
の
念
を
持
っ
て
い
た
︒

三
︑
金
毓
黻
は
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
を
傳
瓜
�
な
中
國
�
書
の
體
裁
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
金
・
淸
と
い
う
中
國
東
北
�
の
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液
れ
の
な
か
に
渤
海
�
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
︒

四
︑
『渤
海
國
志
長
�
﹄
附
錄
の
疆
域
地
圖
の
現
在
地
名
の
記
載
か
ら
︑
金
毓
黻
に
滿
洲
國
否
定
の
�
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
�
白
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
そ
の
�
識
が
一
般
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
︑﹁
敍
例
﹂
執
筆
時
*
を
事
實
と
は
衣
な
る
一
九
三
一
年
一
二
B
と
す
る

操
作
を
行
い
︑
地
圖
の
成
立
を
滿
洲
國
成
立
�
に
見
せ
か
け
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
あ
え
て
そ
の
時
*
を
一
九
三
一
年
一
二
B
と

し
た
の
は
︑
本
書
が
滿
洲
事
變
に
お
け
る
軟
禁
を
`
け
て
の
﹁
發
延
著
書
﹂
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
︑
事
Ë
を
知
る
者
だ
け
に
傳
え
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
結
果
に
よ
り
︑
日
本
の
滿
洲
荏
�
を
否
定
す
る
�
識
が
確
�
で
き
た
︒
そ
の
點
か
ら
す
れ
ば
︑
日
本
の
滿
洲
荏
�
を
肯
定
し
よ
う
と

す
る
硏
究
へ
の
對
抗
�
識
は
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
一
方
で
︑
日
本
人
硏
究
者
の
硏
究
成
果
を
高
く
!
價
し
︑
彼
ら
の
Ï

助
を
`
け
て
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
完
成
し
た
よ
う
に
︑
單
純
に
日
本
の
滿
洲
�
硏
究
を
否
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
ま
た
�
ら
か

な
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
�
�
の
中
國
人
硏
究
者
が
営
べ
る
よ
う
な
渤
海
を
6
王
�
の
一
地
方
政
權
と
す
る
�
識
は
確
�
で
き
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
﹃
渤
海
國

志
長
�
﹄
を
﹁
別
�
﹂
と
位
置
附
け
て
﹁
載
記
﹂
と
し
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
�
識
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
本
書
を
﹁
愛
國
﹂
の
�
á
で
と
ら
え
る
こ
と
へ
の
躊
躇
を
生
む
︒

金
毓
黻
が
d
命
以
�
に
お
い
て
東
北
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
强
く
持
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
毛
利
英
介
氏
が
旣
に
�
確
に
さ
れ
た

こ
と
で
あ
り(27

)
︑
自
己
を
東
北
人
硏
究
者
と
す
る
�
識
は
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
が
地
域
名
稱
に
﹁
滿
洲
﹂
を
±
用
せ
ず
︑﹁
東
北
﹂
を
±
用
し
て

い
る
點
か
ら
も
�
瞭
で
あ
る
︒﹁
東
北
﹂
は
あ
く
ま
で
中
國
東
北
で
あ
る
か
ら
︑
中
國
人
�
識
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
�
ら
か
だ
が
︑﹃
渤

海
國
志
長
�
﹄
を
分
析
す
る
限
り
︑
そ
れ
が
强
く
感
じ
ら
れ
る
箇
\
は
見
當
た
ら
な
い
︒
滿
洲
國
時
代
の
刊
行
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑

斷
定
に
は
愼
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
︑
本
書
を
讀
み
解
く
限
り
に
お
い
て
は
︑
當
時
の
金
毓
黻
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
東
北
へ
の

﹁
愛
鄕
﹂
�
識
が
中
國
人
と
し
て
の
﹁
愛
國
﹂
�
識
よ
り
强
く
︑﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
は
そ
の
﹁
愛
鄕
﹂
の
產
物
︑
滿
洲
國
の
否
定
も
そ
の
Æ
長
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と
し
て
理
解
し
た
方
が
<
當
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
�
識
は
そ
の
後
變
#
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
︑
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
擱
く

こ
と
と
す
る
︒

�(1
)

『渤
海
國
志
長
�
﹄
初
版
本
の
發
行
地
・
發
行
元
・
出
版
年
B
に

つ
い
て
は
不
�
瞭
な
點
が
あ
り
︑
こ
れ
を
引
用
す
る
諸
�
獻
や
\
藏

圖
書
館
の
目
錄
な
ど
の
記
載
に
衣
同
が
あ
っ
て
︑
ど
れ
が
正
し
い
か

で
多
く
の
硏
究
者
を
惱
ま
し
て
き
た
︒
本
稿
で
は
千
華
山
館
︑
一
九

三
四
年
と
す
る
が
︑
こ
れ
は
本
稿
と
現
在
用
�
し
て
い
る
別
稿
の
檢

討
結
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒

(2
)

島
田
好
﹇
一
九
三
四
﹈︑
外
山
軍
治
﹇
一
九
三
四
﹈﹇
一
九
三
六
﹈︑

稻
葉
岩
吉
﹇
一
九
三
六
﹈︒

(3
)

孫
玉
良
﹇
一
九
九
二
﹈︒

(4
)

例
え
ば
︑
,
永
振
﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
﹁
金
毓
黻
が
著
し
た
﹃
渤
海

國
志
長
�
﹄
は

(中
略
)
渤
海
�
獻
�
料
硏
究
の
集
大
成
で
あ
る
︒

(中
略
)
�
獻
硏
究
で
は
渤
海
�
硏
究
の
�
高
權
威
と
み
な
さ
れ
て

い
る
︒
本
書
は
︑
現
在
で
も
渤
海
�
硏
究
者
に
と
っ
て
不
可
缺
の
重

�
な
參
考
書
で
あ
る
︒
金
毓
黻
の
渤
海
�
�
識
は
非
常
に
鮮
�
で
︑

彼
は
渤
海
�
を
中
國
の
東
北
地
方
�
に
含
め
て
硏
究
し
︑
ま
た
日
本

の
中
國
東
北
0
略
に
反
對
す
る
立
場
か
ら
︑
歷
�
上
東
北
が
中
國
の

領
土
で
あ
る
こ
と
を
證
�
し
︑
渤
海
�
が
中
國
�
で
あ
る
こ
と
を
學

問
�
に
究
�
し
よ
う
と
し
た
﹂
(四
〇
六
～
七
頁
)
と
記
し
︑
霍
�

琨
﹇
二
〇
一
三
﹈
は
﹁
金
毓
黻
︽
渤
海
國
志
長
�
︾
則
以
豐
富
嚴
謹

�
�
料
論
證
了
渤
海
國
作
爲
6
時
*
�
地
方
民
族
政
權
�
隸
屬
關
係
︑

�
力
囘
擊
了
日
本
學
者
�
論
5
﹂
(一
〇
七
頁
)︑
﹁
此
書
把
渤
海
國

視
爲
中
國
歷
�
上
�
一
箇
北
方
民
族
國
家
政
權
︑
渤
海
國
�
是
中
國

歷
�
�
組
成
部
分
﹂
(
三
五
六
頁
)
と
記
す
︒

(5
)

霍
�
琨
﹇
二
〇
一
三
﹈
一
〇
七
頁
︒

(6
)

理
解
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
︑
古
畑
園
﹇
二
〇
一
三
﹈
で
詳
営
し

た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
で
は
册
封
・
�
貢
關
係
以
外
に
渤
海
を
6

の
領
土
の
一
部
と
す
る
�
識
を
示
す
箇
\
が
あ
る
か
ど
う
か
を
檢
討

す
る
︒

(7
)

遼
瀋
書
社
か
ら
一
九
九
三
年
に
�
一
〇
卷
で
刊
行
︒
一
九
二
〇
年

か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
長
*
に
亙
る
も
の
で
︑
�
部
で
一
六
九
卷

あ
る
︒
原
本
は
吉
林
省
社
會
科
學
院
圖
書
室
藏
︒

(8
)

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
毛
利
英
介
﹇
二
〇
一
五
﹈
が
稻
葉

岩
吉

(君
山
)
と
の
關
係
を
軸
に
描
き
出
し
て
い
る
︒
本
稿
は
︑
毛

利
氏
の
硏
究
に
觸
發
・
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
︒

(9
)

金
毓
黻
�
集
�
輯
整
理
組
﹇
一
九
九
三
﹈
一
～
五
頁
︒

(10
)

滿
洲
國
任
官
の
經
雲
は
﹃
日
記
﹄
に
記
載
が
な
く
︑
不
�
な
點
が
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多
い
︒
奉
天
圖
書
館
副
館
長
就
任
の
時
*
に
し
て
も
︑
金
毓
黻
�
集

�
輯
整
理
組
﹇
一
九
九
三
﹈
は
一
九
三
二
年
夏
と
す
る
が

(三
頁
)︑

胡
正
寧
﹇
二
〇
一
二
﹈
は
同
年
冬
と
す
る

(五
頁
)︒

(11
)

一
九
一
九
年
刊
︒
著
者
6
晏

(字
元
素
)
と
﹃
渤
海
國
記
﹄
の
體

裁
に
つ
い
て
は
劉
曉
東
﹇
二
〇
〇
五
﹈
參
照
︒

(12
)

日
本
の
憲
兵
に
連
行
さ
れ
た
時
の
樣
子
は
︑﹃
日
記
﹄
卷
六
三
の

卷
頭
に
あ
る
一
九
三
一
年
九
B
二
二
日
條
に
は
﹁
午
閒
移
�
鮑
宅
﹂

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
日
記
﹄
卷
六
二
の
�
後
に

あ
る
一
九
三
一
年
九
B
二
一
日
條
の
末
尾
に
︑
一
九
三
七
年
二
B
執

筆
の
﹁
瀋
陽
蒙
難
記
﹂
が
e
補
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(13
)

黃
維
�
と
そ
の
﹃
渤
海
國
記
﹄
の
成
立
事
Ë
に
つ
い
て
は
劉
曉
東

[二
〇
〇
五
]參
照
︒

(14
)

た
だ
し
︑
一
二
B
三
〇
日
に
は
﹃
宋
�
﹄
渤
海
傳
や
定
安
國
傳
に

つ
い
て
の
考
衣
を
載
せ
て
お
り
︑
年
末
に
な
っ
て
や
っ
と
氣
持
ち
が

﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
/
営
に
向
き
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(15
)

第
一
&
修
補
・
二
稿
作
成
段
階
は
ほ
と
ん
ど
自
宅
に
籠
っ
て
の
作

業
で
︑
自
宅
の
書
籍
等
を
±
用
し
て
修
補
を
行
っ
て
い
る
︒﹃
日
記
﹄

一
九
三
二
年
四
B
二
二
日
條
に
は
︑﹁
自
今
日
�
︑
謝
去
一
切
酬
酢
︑

在
家
不
見
一
客
︑
對
人
不
輕
發
一
言
︑
以
此
爲
持
身
涉
世
之
方
︒
謹

志
於
此
︑
以
當
書
紳
﹂
と
あ
り
︑
自
宅
に
籠
る
背
景
に
︑
依
然
と
し

て
續
く
日
本
軍
の
監
視
と
︑
�
職
就
任
�
'
を
拒
否
す
る
以
上
は
學

R
に
專
心
し
て
日
本
に
對
す
る
抵
抗
の
�
志
が
な
い
こ
と
を
示
す
保

身
の
�
味
合
い
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(16
)

『渤
海
國
志
長
�
﹄
の
﹁
識
語
﹂
に
は
︑
稻
葉
君
山
・
鳥
山
喜

一
・
¬
野
武
雄
へ
の
謝
�
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
日
記
﹄
を
讀
む

と
彼
ら
が
實
際
に
荏
Ï
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
�
で
き
︑
こ
れ
が

﹁
外
1
辭
令
﹂
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
︒
背
景
に
は
/
営
に

對
す
る
苦
し
み
と
︑
稻
葉
・
鳥
山
お
よ
び
內
³
湖
南
な
ど
の
日
本
人

硏
究
者
に
對
す
る
敬
�
の
念
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
稻
葉
君
山
に
對

す
る
强
い
敬
�
の
念
に
つ
い
て
は
︑
毛
利
英
介
﹇
二
〇
一
五
﹈
參
照
︒

鳥
山
喜
一
へ
の
敬
�
は
﹃
日
記
﹄
一
九
三
一
年
一
一
B
二
七
日
條
な

ど
︑
內
³
湖
南
へ
の
敬
�
は
﹃
日
記
﹄
一
九
三
三
年
一
〇
B
一
五
日

條
な
ど
か
ら
窺
え
る
︒

(17
)

『渤
海
國
志
長
�
�
盈
﹄
末
尾

(
二
五
葉
b
)
に
﹁
壬
申
年
十
B

初
稿
︑
癸
酉
年
七
B
增
補
﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
筆
者
が
5
査
し
た
の

は
東
京
國
立
Z
物
館
µ
料
館
\
藏
本
で
あ
る
︒
C
iN
ii
b
o
o
k
s
に
よ

れ
ば
本
書
の
\
藏
は
こ
の
一
館
し
か
確
�
で
き
な
い
が
︑
東
洋
�
硏

究
會
大
會
當
日
︑
司
會
の
堤
一
昭
氏
よ
り
大
阪
大
學
附
屬
圖
書
館
\

藏
本
の
存
在
を
ご
敎
示
い
た
だ
い
き
︑
一
部
寫
眞
も
い
た
だ
い
た
︒

記
し
て
謝
�
を
表
す
る
と
と
も
に
︑
本
書
に
つ
い
て
は
別
]
稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
︒

(18
)

古
人
左
圖
右
�
︑
圖
與
�
竝
重
久
矣
︒
考
地
理
者
︑
非
圖
莫
�
︒

�
人
/
渤
海
疆
域
圖
︑
觕
�
崖
略
︑
亦
時
多
抵
牾
︑
茲
經
悉
心
考
訂
︑

繪
成
數
圖
︑
以
坿
本
�
之
後
︒

(19
)

余
�
發
願
/
渤
海
國
志
長
�
︑
誓
於
三
閱
B
內
成
︒
其
目
凡
十
︑

曰
總
略
︑
凡
見
怨
舊
6
書
・
五
代
�
・
册
府
元
龜
者
︑
悉
移
錄
之
︑

不
�
一
字
︑
此
爲
總
綱
︒
曰
世
紀
︑
考
其
國
王
世
&
・
名
諡
・
年
號

q
其
興
滅
之
端
︒
曰
列
卿
︑
敍
其
臣
宰
之
可
考
者
︑
等
諸
�
之
列
傳
︒

曰
輿
地
︑
考
其
府
州
郡
縣
q
方
隅
\
至
︑
皆
繫
以
考
證
︒
曰
官
制
︑
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就
其
官
制
可
考
者
︑
斷
以
6
制
︑
以
見
大
凡
︒
曰
物
產
︑
惟
6
書
紀

其
厓
略
︑
姑
就
其
可
知
者
言
之
︒
曰
�
聘
︑
�
者
︑
�
於
6
︑
聘
者
︑

聘
於
高
麗
・
日
本
︑
見
於
諸
書
者
尙
多
可
考
︒
曰
兵
事
︑
渤
海
爲
海

東
盛
國
︑
自
其
興
以
訖
d
︑
兵
事
多
可
考
見
︑
&
於
錄
之
︒
曰
余
紀
︑

錄
以
�
各
類
之
不
能
收
者
︒
曰
附
錄
︑
�
賢
q
東
邦
學
者
考
論
渤
海

故
事
頗
多
︑
悉
加
甄
采
︑
薈
爲
一
目
︑
以
爲
之
殿
︒

(20
)

紀
傳
體
四
目
の
順
番
が
紀
・
考
・
表
・
傳
か
ら
紀
・
表
・
傳
・
考

に
變
·
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
と
推
定
さ
れ
る
︒
表
Ⅲ
で
�
ら
か
な
よ

う
に
︑
第
一
&
修
補
・
第
二
稿
作
成
の
作
業
が
紀
・
傳
・
考
の
順
で

行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

(21
)

『
�
盈
﹄
の
刊
行
が
司
馬
光
の
﹃
/
鑑
擧
�
﹄
に
倣
っ
た
こ
と
は
︑

﹃
�
盈
﹄
冒
頭
に
﹁
余
/
渤
海
國
志
長
�
得
二
十
卷
︑
業
已
寫
定
︑

茲
於
付
刊
之
︑
先
仿
司
馬
溫
公
/
鑑
擧
�
之
例
︑
擷
其
	
槩
︑
/
成

�
盈
以
吿
讀
者
﹂
と
あ
り
︑
楊
守
敬
の
﹃
水
經
À
駅
�
盈
﹄
に
倣
っ

た
こ
と
は
︑﹃
靜
晤
室
日
記
﹄
一
九
三
三
年
八
B
一
九
日
の
張
伯
未

へ
の
 
書
に
﹁
拙
著
渤
海
國
志
長
�
脫
稿
經
年
︑
�
仿
楊
氏
水
經
À

駅
之
例
︑
纂
成
�
盈
一
卷
︑
先
行
付
印
︑
不
日
可
寄
︑
'
諟
正
﹂
と

あ
る
︒

(22
)

｢敍
例
﹂
に
も
ほ
ぼ
同
�
が
あ
る
が
︑﹁
大
氏
﹂
が
﹁
舍
利
﹂
に
︑

﹁
獨
﹂
が
﹁
尙
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒

(23
)

『
�
盈
﹄
\
載
の
﹁
敍
例
﹂
Ê
錄
は
&
の
/
り
︒

î
賓
6
元
素
司
馬
︑
著
�
渤
海
國
志
四
卷
︑
深
喜
其
先
得
我
心
︑
亟

¹
而
讀
之
︑
覺
其
取
材
未
富
︑
立
證
尙
駅
︑
非
吾
�
中
之
渤
海
國
志

也
︒
�
歲
︑
鍾
君
愻
盦
爲
不
佞
言
︑
黃
申
甫
太
守
亦
/
�
是
書
︑
屬

其
借
鈔
︑
久
久
不
得
︒
歲
B
荏
�
︑
忽
賦
閒
居
︑
發
篋
陳
書
︑
正
在

今
日
︑
乃
取
嚮
\
涉
覽
者
︑
比
而
&
之
︑
凡
五
閱
B
︑
得
二
十
卷
︑

書
仍
6
氏
舊
名
︑
而
繫
以
長
�
二
字
︑
則
蘄
春
黃
師
季
剛
之
\
命
也
︒

正
志
略
分
四
目
︑
曰
紀
︑
曰
表
︑
曰
傳
︑
曰
考
︑
體
亦
略
同
6
著
︑

改
志
爲
考
︑
Ò
大
名
也
︒
志
�
冠
以
總
略
︑
�
\
自
也
︒
志
後
附
以

�
Q
・
叢
考
・
余
錄
︑
恣
詳
說
也
︒
不
佞
此
著
︑
壹
Ö
�
體
︑
書
法

稱
謂
︑
悉
具
剪
裁
︑
辜


舊
志
︑
稍
爲
�
廓
︑
非
後
人
之
果
f
�
人

也
︒
渤
海
故
疆
︑
_
\
親
歷
︑
聞
見


確
︑
一
也
︒
怨
著
日
富
︑
考

辨
彌
精
︑
取
材
自
易
︐
二
也
︒
然
知
人
則
易
︑
自
知
實
難
︒
安
知
不

佞
自
謂
爲
�
廓
者
︑
非
他
人
目
爲
駅
略
者
乎
︒
謹
就
\
知
︑
具
錄
於

鯵
︑
旣
竭
吾
才
︑
未
敢
自
信
︒
若
夫
整
齊
條
理
︑
犁
然
�
當
︑
以
成

一
國
之
�
︑
正
�
待
於
方
聞
︑
此
亦
命
名
長
�
之
Ó
旨
也
︒

(24
)

｢
序
﹂
を
書
く
五
日
�
の
三
一
年
一
一
B
一
九
日
の
﹃
日
記
﹄
に

は
︑
﹁
古
人
云
﹃
窮
愁
著
書
﹄︑
印
云
﹃
詩
三
百
©
︑
爲
古
人
發
延
之

作
﹄︒
ª
�
慨
乎
其
言
之
也
︒
余
自
幽
居
︑
百
無
聊
賴
︑
ñ
斐
然
�

営
作
之
志
︒
﹂
と
あ
り
︑﹃
�
記
﹄
ò
卿
傳
と
司
馬
�
﹁
報
任
少
卿

書
﹂
の
表
現
を
引
用
し
て
︑
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
/
営
の
動
機
・
心

境
を
営
べ
て
い
る
︒

(25
)

渤
海
國
疆
域
地
圖
は
﹃
渤
海
國
志
長
�
﹄
の
初
版
本

(千
華
山
館
︑

一
九
三
四
)
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
/
行
本
で
あ
る
宋
遼
金
元

四
�
µ
料
叢
刊
本

(
�
海
出
版
社
︑
一
九
七
七
)
や
標
點
本

(
社
會

科
學
戰
線
雜
誌
社
︑
一
九
八
二
)
に
は
揭
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ

故
︑
本
圖
の
存
在
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
本
稿
が
指
摘
す
る

事
項
に
氣
附
く
硏
究
者
が
今
ま
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

(26
)

南
京
d
命
後
に
書
か
れ
た
﹁
瀋
陽
蒙
難
記
﹂
は
︑﹃
渤
海
國
志
長

�
﹄
の
/
営
事
Ë
を
こ
の
事
實
關
係
と
し
て
記
す
︒
そ
こ
に
も
金
の
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當
時
の
思
い
と
立
場
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
に
つ

い
て
は
別
]
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

(27
)

毛
利
英
介
﹇
二
〇
一
五
﹈︒

參
考
�
獻
一
覽

(
金
毓
黻
の
著
書
を
除
く
)

【日
本
語
�
獻
︼

稻
葉
岩
吉
﹇
一
九
三
六
﹈
：﹁
金
靜
庵
氏
著
渤
海
國
志
長
�
を
讀
み
て
﹂﹃
靑
丘
學
叢
﹄
二
三

島
田
好
﹇
一
九
三
四
﹈
：﹁
怨
刊
紹
介
：
渤
海
國
志
長
�
﹂﹃
書
香
﹄
六
二

,
永
振
﹇
二
〇
〇
九
﹈
：﹁
中
國
の
渤
海
�
識
﹂︑
東
北
亞
歷
�
財
團
�
・
濱
田
õ
策
監
譯
﹃
渤
海
の
歷
�
と
�
#
﹄
︑
�
石
書
店

外
山
軍
治
﹇
一
九
三
四
﹈
：﹁
紹
介
：
渤
海
國
志
長
�

二
十
卷
﹂﹃
�
林
﹄
一
九−

四

外
山
軍
治
﹇
一
九
三
六
﹈
：﹁
學
界
展
ö
：
渤
海
�
硏
究
の
囘
÷
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一−

五

古
畑
園
﹇
二
〇
一
三
﹈
：﹁
6
王
�
は
渤
海
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か

︱
︱
中
國
﹁
東
北
工
�
﹂
に
お
け
る
﹁
册
封
﹂
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂

﹃
6
代
�
硏
究
﹄
一
六

毛
利
英
介
﹇
二
〇
一
五
﹈
：﹁
滿
洲
�
と
東
北
�
の
あ
い
だ

︱
︱
稻
葉
岩
吉
と
金
毓
黻
の
1
液
よ
り
︱
︱
﹂﹃
關
西
大
學
東
西
學
R
硏
究
\
紀
�
﹄
四
八

劉
曉
東
﹇
二
〇
〇
五
﹈
：﹁
中
國
の
渤
海
�
硏
究
﹂
(小
嶋
芳
孝
譯
)︑
上
田
正
昭
監
修
﹃
古
代
日
本
と
渤
海

︱
︱
能
登
か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア
﹄
︑
大
巧
社

【中
國
語
�
獻
︼

霍
�
琨
﹇
二
〇
一
三
﹈
：﹃
東
北
�
壇
巨
擘
金
毓
黻
︽
靜
晤
室
日
記
︾
硏
究
﹄︑
黑
龍
江
大
學
出
版
社

金
景
芳
﹇
一
九
八
六
﹈
：﹁
金
毓
黻
傳
略
﹂﹃
社
會
科
學
戰
線
﹄
一
九
八
六
年
第
一
*

金
毓
黻
�
集
�
輯
整
理
組
﹇
一
九
九
三
﹈
：﹁
�
言
﹂︑
金
毓
黻
�
集
�
輯
整
理
組
校
點
﹃
靜
晤
室
日
記
﹄
第
一
册
︑
遼
陽
書
社

胡
正
寧
﹇
二
〇
一
二
﹈
：﹁
金
毓
黻
先
生
生
2
事
跡
﹂︑
胡
正
寧
�
著
﹃
金
毓
黻
與
︽
中
國
�
學
�
︾﹄
南
京
大
學
出
版
社

孫
玉
良
﹇
一
九
九
二
﹈
：﹁
�
言
﹂︑
孫
玉
良
�
著
﹃
渤
海
�
料
�
�
﹄︑
吉
林
�
�
出
版
社
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[附
記
]

本
稿
は
︑
二
〇
一
五
年
度
東
洋
�
硏
究
會
大
會

(一
一
B
三
日
)
に
お
け
る
發
表
を
基
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
科
學
硏
究
費
補
助
金
基

盤
硏
究

(C
)﹁
高
句
麗
・
渤
海
を
め
ぐ
る
中
國
・
韓
國
の
﹁
歷
�
論
爭
﹂
克
�
の
た
め
の
基
礎
�
硏
究
﹂
(課
題
番
號
二
三
五
二
〇
八
六
一
︑
2
成
二
三

～
二
六
年
度
)
q
び
同
﹁
中
國
の
渤
海
�
硏
究
草
創
*
に
つ
い
て
の
�
學
�
�
硏
究

︱
︱
金
毓
黻
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(課
題
番
號
一
五
K
〇
二
八
九

二
︑
2
成
二
七
～
三
〇
年
度
)
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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Nerchinsk Treaty started from the upper course of the Argunʼ River in the west,

and went eastwards along the Silka and Gorbitsa Rivers, and stretched from the

headwaters of the Gorbitsa to the sea in the east, following the watersheds of the

Amur River. The territory south of the border was to belong to Qing, and that to

the north to Russia. Jurisdiction of the district between the mountainous border

and the Uda River was not demarcated at that time, and the decision was postponed

for future settlement. As regards the position of this border, there have been many

different opinions, and they remain confused today. For example there are two

Gorbitsa Rivers, and it is not clear which Gorbitsa River is being referred to in the

Nerchinsk Treaty. Some people also insist that the sea to which the watersheds of

the Amur reached is not the Okhotsk Sea, but the Japan Sea.

In this paper I carefully trace the border negotiations in the Nerchinsk

conference, and especially clarify over which issues the delegates of two countries

opposed one another, how they resolved them, and what problems arose from the

agreements. The results of this study are as follows.

(1) The Gorbitsa stipulated in the Nerchinsk Treaty is the upper tributary

that flows into the Silka. As a result, Russia lost Albazin and more than twenty

villages, but as compensation took possession of a district to the north of the Argunʼ,

and furthermore obtained the rights of free passage and free commerce from Qing.

(2) As regards the inland district, both countries agreed that the border

extended to the Okhotsk Sea at its eastern terminus. As a result, there was no

change in the territory occupied by the two countries before the Nerchinsk

conference, and border was demarcated midway between the two countries.

ON THE EDITORIAL PROCESS OF THE BOHAIGUOZHICHANGBIAN

渤海國志長� BY JIN YUFU 金毓黻

FURUHATA Toru

The Bohaiguozhichangbian, which is famous as the first monograph on Bohai

history in China, was written, edited and published by Jin Yufu in Manzhouguo 滿洲

國. He started the writing and editing of the Bohaiguozhichangbian while he was

confined due to the Manchurian Incident. After his release, he assumed the post of

vice-director of the national Fengtian library of Manzhouguo, but exiled himself in

Shanghai in 1936. In China, researchers of Bohai history recently highly appreciate
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the Bohaiguozhichangbian as a monograph in which Jin Yufu argued that Bohai was

a local government of an ethnic group in China and in which he sought to prove that

the northeast was historically a territory of China that resisted invasion by Japan.

However, I am skeptical of this view. In this paper I examine the editorial process

of the Bohaiguozhichangbian in order to investigate the credibility of this claim.

The results of my examination are as follows.

1．The precise details of the editorial process of the Bohaiguozhichangbian are

as follows ; Jin Yufu began writing and editing in November 1931 during his

confinement, a complete outline was finished in December 1931 when he

was released. The first draft was completed in January 1932, the second

draft in April 1932, and the third draft in December 1932. Publication work

was begun in August 1933, and the book was published in May 1934.

2．As the Bohaiguozhichangbian was completed with the cooperation of

Japanese researchers, Jin Yufu evaluated their research highly and had

respect and a feeling of gratitude toward them.

3．Jin Yufu strove to make the Bohaiguozhichangbian fit the form of

traditional Chinese histories because he sought to place Bohai into the

stream of northeastern Chinese history, as the Jin 金 and Qing 淸 had

previously been.

4．It is clear that Jin Yufu was intent on denying Manzhouguo in the

Bohaiguozhichangbian because the name of current places on the map of

Bohai in this monograph used the place name that had been used prior to

the establishment of Manzhouguo. But, to conceal his intent from general

readers, Jin changed the date of the preface and introductory note to

December 1931 so that it appeared as if the map had been made before the

establishment of Manzhouguo. The reason he wished to have people think

the map was created in December 1931 was because he hoped that only

those who knew the true circumstances would realize the creation of the

Bohaiguozhichangbian was the result of his being aroused by his

confinement due to the Manchurian Incident.

5．Jin Yufu did not understand that Bohai was a local government of an ethnic

group within Tang China, and there was a strong local “regionalism” rather

than a national “patriotism” behind his refusal to accept Manzhouguo.
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