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。
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明
治
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十
八
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遙
に
此
書
を
滿
州（

1
）
な
る
森
　　
外（

2
）
氏
に
獻
ず

　（1
）
中
国
の
東
北
一
帯
を
い
う
。

当
時
こ
の
地
方
を
舞
台
に
日
露
戦

争
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　（2
）
当
時
　　
外
は
第
二
軍
軍
医

部
長
と
し
て
滿
州
に
出
征
し
て

い
た
。
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　大

寺
の
香
の
　　
は
ほ
そ
く
と
も
、
　　
に
の
ぼ
り
て

あ
ま
ぐ
も（
3
）
と
な
る
、
あ
ま
ぐ
も
と
な
る

　（3
）
「
雨
雲
」と
解
す
る
説
も
あ

る
が（
辰
野
隆『
え
・
び
や
ん
』所

収
「
雨
の
日
」）、
お
そ
ら
く
「
天

雲
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

獅
子
舞
歌（

4
）

　（4
）
上
田
敏
は
何
に
拠
っ
た
も

の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
田
林

外
選
訂『
日
本
民
謡
全
集（
明40

・

3)

』に
は
、下
総
国
玉
造
村
の「
香

取
神
社
祭
獅
子
舞
ひ
歌
」
と
し
て
、

「
大
て
ら
の
香
の
け
ぶ
り
は
ほ
そ
く

と
も
そ
ら
に
の
ぼ
り
て
あ
ま
く
も

と
な
る
」
と
載
っ
て
い
る
。
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序

卷
中
收
む
る
　　
の
詩
五
十
七
章
、
詩
家
二
十
九
人
、
伊
太
利
亞
に
三
人
、
英
吉
利
に

四
人
、
獨
　　
に
七
人
、
プ
ロ
ヷ
ン
ス
に
一
人
、

し
か而

し
て
佛
蘭
西
に
は
十
四
人
の
多
き
に

　　
し
、

さ
き曩

の
高
踏
派
と
今
の
象
徴
派
と
に
屬
す
る
者

そ
の其

大
部
を
占
む
。

高
踏
派
の
莊
麗
體
を
譯
す
に
當
り
て
、
多
く
　　
謂
七
五
調
を
基
と
し
た
る
詩
形
を

用
ゐ
、
象
徴
派
の
い
う幽
ゑ
ん婉
た
い體
を
ほ
ん飜
す
る
に
多
少
の
變
格
を
敢
て
し
た
る
は
、
其
お
の
〳
〵
各
の
原

調
に
　　
合
せ
し
め
む
が
爲
な
り
。

詩
に
象
徴
を
用
ゐ
る
こ
と
、
必
ら
ず
し
も
　　
代
の
創
意
に

あ非
ら
ず
、
こ
れ
或
は
山
嶽

と
共
に
舊
る
き
も
の
な
ら
む
。
然
れ
ど
も
之
を
作
詩
の
中
心
と
し
本
義
と
し
て
こ
と
さ
故
ら

に
へ
う標
ば
う榜

す
る
　　
あ
る
は
、

け
だ蓋

し
二
十
年
來
の
佛
蘭
西
新
詩
を
以
て

か
う嚆
し矢

と
す
。
　　
代

の
佛
詩
は
高
踏
派
の
名
篇
に
於
て
發
展
の
極
に
　　
し
、

て
ふ彫
し
ん心
る鏤
こ
つ骨

の
技
巧
實
に

さ
ん燦
ら
ん爛

の
美
を
ほ
し
い
ま
ゝ

恣
に
す
、
今
茲
に
一
轉
機
を
生
ぜ
ず
む
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
マ
ラ
ル
メ
、
ヹ

ル
レ
エ
ヌ
の
名
家

こ
れ之

に
觀
る
　　
あ
り
て
、
淸
新
の
機
　　
を
促
成
し
、
　　
に
象
徴
を
唱

へ
、
自
由
詩
形
を
說
け
り
。
譯
者
は
今
の
日
本
詩
壇
に
む
か
ひ
對
て
、
專
ら
之
に
則
れ
と
云
ふ

者
に
あ
ら
ず
、
素
性
の
然
ら
し
む
る
　　
か
、
譯
者
の
同
　　
は
寧
ろ
高
踏
派
の
上
に
在

り
、
は
た
ま
た
ダ
ン
ヌ
ン
チ
オ
、
オ
オ
バ
ネ
ル
の
詩
に
注
げ
り
。
然
れ
ど
も
又
徒
ら
に
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く
わ
い
じ
ふ

晦
澁
と
奇
怪
と
を
以
て
象
徴
派
を
攻
む
る
者
に
同
ぜ
ず
。
幽
婉

き
し
よ
う

奇
聳
の
新
聲
、

こ
ん今
じ
ん人

　　
奧
の
絃
に
觸
る
ゝ
に
あ
ら
ず
や
。
坦
々
た
る
古
　　
の
盡
く
る
あ
た
り
、

け
い
き
よ
く

荊
棘
路
を

塞
ぎ
た
る
原
野
に
む
か
ひ
對
て
、
之
が
開
拓
を
　　
む
る
勇
猛
の
徒
を

け
な貶

す
者
は

け
ふ怯

に
非
ら
ず

む
ば
惰
な
り
。

譯
者

か
つ甞

て
十
年
の
昔
、

ベ
ル
ギ
イ

白
耳
義
　　
學
を
紹
介
し
、

や稍ゝ
後
れ
て
、
佛
蘭
西
詩
壇
の
新

聲
、
特
に
ヹ
ル
レ
エ
ヌ
、
ヹ
ル
ハ
ア
レ
ン
、
ロ
オ
デ
ン
バ
ッ
ハ
、
マ
ラ
ル
メ
の
事
を
說

き
し
時
、

う
へ
の
ご
と
き

如
上
　　
人
の
作
な
ほ
未
だ
西
歐
の
　　
壇
に
於
て
も
今
日
の

せ
い聲
よ譽

を
博
す
る

事
能
は
ざ
り
し
が
、
爾
來
世
　　
の
轉
移
と
共
に
淸
新
の
詩
　　
を
解
す
る
者
、
漸
く
數
を

增
し
い
き
ほ
ひ
勢
を
加
へ
、
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
の
如
き
は
、
全
歐
思
想
界
の
一
方
に
覇
を
稱
す

る
に
至
れ
り
。
人
心
觀
想
の
默
移
實
に
驚
く
べ
き
哉
。
　　
體
新
聲
の
耳
目
に

な
ら嫺

は
ざ

る
を
以
て
、
さ
う
く
わ
う

倉
皇
視
聽
を
お
ほ掩
は
む
と
す
る
人
々
よ
、
詩
天
の
星
の
宿
は
う
つ徙
り
ぬ
、
心

せ
よ
。

日
本
詩
壇
に
於
け
る
象
徴
詩
の
傳
來
、
日
な
ほ
淺
く
、
作
未
だ
多
か
ら
ざ
る
に
あ
た
り
當

て
、
旣
に
早
く
　　
壇
の
一
隅
に

せ
ふ囁〳
〵々

の
語
を
爲
す
者
あ
り
と
聞
く
。
象
徴
派
の
詩
人

を
目
し
て
徒
ら
に
神
經
の
銳
き
に
お
ご傲
る
者
な
り
と
非
議
す
る
　　
家
よ
、

け
い卿
ら等

の
神
經

こ
そ
寧
ろ
　　
敏
の
徴
候
を
呈
し
た
ら
ず
や
。
未
だ
新
聲
の
美
を

あ
じ
は

味
ひ
功
を
收
め
ざ
る

に
さ
き
だ
先
ち
て
、
早
く
其
へ
い弊
と
う竇
に
戰
慄
す
る
も
の
は
誰
ぞ
。

歐
洲
の
　　
壇

ま
た亦

今
に
保
守
の
論
を
唱
ふ
る
者
無
き
に
あ
ら
ず
。
佛
蘭
西
の
ブ
リ
ュ
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ン
チ
エ
ル
等
の
如
き
こ
れ
な
り
。
譯
者
は
藝
術
に
對
す
る
態
度
と
趣
味
と
に
於
て
、

こ
の此
偏
想
家
と
頗
る
說
を
異
に
し
た
れ
ば
、
そ
の其
云
ふ
　　
に
一
々
首
肯
す
る
能
は
ざ
れ
ど
、

佛
蘭
西
詩
壇
一
部
の
極
端
派
を
制
　　
す
る
　　
極
の
　　
論
と
し
て
は
、

や稍ゝ
耳
を
傾
く
可

き
も
の
無
し
と
せ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
ヤ
ス
ナ
ヤ
・
ポ
リ
ヤ
ナ
の
老
伯
が
　　
代
　　
明

じ
ゅ呪
そ詛
の
聲
と
し
て
、
其
一
端
を
か
の
「
藝
術
論
」
に
あ
ら露
は
し
た
る
に
至
り
て
は
、
全
く

さ
ん贊
だ
う同

の
意
を
呈
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
ト
ル
ス
ト
イ
伯
の
人
格
は
譯
者
の

き
ん
ぎ
や
う

欽
仰

お措
か

ざ
る
者
な
り
と
い
へ
ど
も
雖
、
其
人
生
觀
に
就
て
は
、
根
本
に
於
て
旣
に
譯
者
と
見
を
異
に
す
。

そ
も
そ

抑
も
伯
が
藝
術
論
は
か
の
世
界
觀
の
一
片
に
　　
ぎ
ず
。
　　
代
新
聲
の

ひ
や
う
し
つ

　　
隲
に
就
て
、

非
常
な
る
見
解
の
相
　　
あ
る
素
よ
り
怪
む
可
き
に
あ
ら
ず
。
日
本
の
　　
家
等
が

わ
づ
か

僅
に

「
藝
術
論
」
の
一
部
を
ち
う抽
ど
く讀
し
て
、
象
徴
派
の
へ
ん貶
せ
き斥
に
一
大
聲
援
を
得
た
る
如
き
心
地

あ
る
は
、

が
う毫

も
淸
新
體
の
詩
人
に
打
撃
を
與
ふ
る
能
は
ざ
る
の
み
か
、

か
へ
つ

却
て
老
伯
の
議

論
を
　　
解
し
た
る
者
な
り
と
謂
ふ
可
し
。
人
生
觀
の
根
本
問
題
に
於
て
、
伯
と
說
を

異
に
し
な
が
ら
、
其
論
理
上
必
須
の
結
果
た
る
藝
術
觀
の
み
に
就
て
さ
ん贊
い意
を
表
さ
む

と
試
む
る
も
難
い
哉
。

象
徴
の
用
は
、
之
が
助
を
か藉
り
て
詩
人
の
觀
想
に
類
似
し
た
る
一
の
心
狀
を
讀
者

に
與
ふ
る
に
在
り
て
、
必
ら
ず
し
も
同
一
の
概
念
を
傳
へ
む
と
勉
む
る
に
非
ず
。
さ

れ
ば
靜
に
象
徴
詩
を
味
ふ
者
は
、
自
己
の
感
興
に
應
じ
て
、
詩
人
も
未
だ
說
き
及
ぼ

さ
ゞ
る
言
語
　　
斷
の
妙
趣
を

が
わ
ん
し
よ
う

翫
賞
し

う得
べ可

し
。
故
に
一
篇
の
詩
に
對
す
る
解
釋
は
人
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お
の
〳
〵

各
或
は
見
を
異
に
す
べ
く
、
要
は
只
類
似
の
心
狀
を
喚
起
す
る
に
在
り
と
す
。
例
へ

ば
本
書
??
頁
「

さ
ぎ鷺

の
歌
」
を
誦
す
る
に

あ
た
り

當
て
讀
者
は
種
々
の
解
釋
を
試
む
べ
き
自
由

を
有
す
。
此
詩
を
廣
く
人
生
に
擬
し
て
解
せ
む
か
、
曰
く
、
凡
俗
の
大
衆
は
眼
低
し
。

パ
リ
サ
イ

法
利
賽
の
徒
と
共
に
虛
僞
の
生
を
營
み
て
、
醜
辱

を汚
ゑ穢

の
沼
に
網
う
つ
、
名
や
財
や
、

は
た
げ
う樂
よ
く欲
を
漁
ら
む
と
す
な
り
。
唯
、
へ
う縹
べ
う緲
た
る
理
想
の
白
鷺
は
羽
風
徐
に
は羽
ば
た撃
き

て
、
久
方
の
天
に
飛
び
、
影
は
落
ち
て
、

か
う骨
ほ
ね蓬

の
白
く
淸
ら
に
も
漂
ふ
水
の
面
に
映
り

ぬ
。
之
を
捉
へ
む
と
し
て
え
せ
ず
、
此
世
の
も
の
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
と
。
さ
れ
ど
こ

れ
只
一
の
解
釋
た
る
に
　　
ぎ
ず
、
或
は
意
を
狹
く
し
て
詩
に
一
身
の
　　
を
寄
す
る
も

可
な
ら
む
。
肉
體
の
欲
に
あ饜
き
て
、
と
こ
し
へ
に
精
神
の
愛
に
飢
ゑ
た
る
放
縱
生
活

の
悲
愁
こ
ゝ
に

た
た湛

へ
ら
れ
、
或
は
　　
想
の

は
う泡
ま
つ沫

に
歸
す
る
を
哀
み
て
、
眞
理
の
捉
へ
難

き
に
憧
が
る
ゝ
哲
人
の
愁
思
も
ほ
の
め
か
さ
る
。
而
し
て
此
詩
の
喚
起
す
る
心
狀
に

至
り
て
は
皆

あ
ひ相

似
た
り
。
??
頁
「
花
冠
」
は
詩
人
が
黄
昏
の
　　
上
に
佇
み
て
、「
活

動
」、「
げ
う樂
よ
く欲
」、「
け
う驕
ま
ん慢
」
の
　　
に
漂
　　
し
て
、
今
や
歸
り
來
れ
る
幾
多
の
「
想
」
と

相
語
る
に
擬
し
た
り
。
彼
等
默
然
と
し
て
頭
た俛
れ
、
齎
ら
す
　　
只
幻
惑
の
悲
音
の
み
。

孤
り
此
等
の
姉
妹
と
　　
を
異
に
し
た
る
か
、
　　
に
歸
り
來
ら
ざ
る
「
理
想
」
は

ほ
ふ法
を
ん苑
り
ん林

の
樹
間
に
「
愛
」
と
相
睦
み
語
ら
ふ
な
ら
む
と
い
ふ
に
在
り
て
、
れ
い冷
え
ん艶
素
香
の
美
、
今

の
佛
詩
壇
に
冠
た
る
詩
な
り
。

譯
　　
の
法
に
就
て
は
譯
者
自
ら
語
る
を
好
ま
ず
。
只
譯
詩
の
覺
悟
に
關
し
て
、
ロ
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セ
ッ
テ
ィ
が
伊
太
利
古
詩
飜
譯
の
序
に
　　
べ
た
る
と
同
一
の
見
を
持
し
た
り
と
告
白

す
。
異
　　
の
詩
　　
の
美
を
移
植
せ
む
と
す
る
者
は
、
旣
に
成
語
に
富
み
た
る
自
國
詩

　　
の
技
巧
の
爲
め
、
淸
新
の
趣
味
を
犧
牲
に
す
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
而
も

か
の彼
い
は　　
ゆ
る謂

逐
語
譯
は
必
ら
ず
し
も
忠
實
譯
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
「
東
行
西
行
雲
べ
う眇
べ
う々
。
二
月
三

月
日
遲
々
」
を
「
と
ざ
ま
に
ゆ
き
、
か
う
ざ
ま
に
、
く
も
は
る
ば
る
。
き
さ
ら
ぎ
、
や

よ
ひ
、
ひ
う
ら
う
ら
」
と
よ訓
み
給
ひ
け
む
神
託
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
お
ほ大
え
の江
あ
さ　　
つ
な綱

が
二

條
の
家
に
物
張
の
尼
が
「
月
に
よ
つ
て
長
安
百
尺
の
樓
に
上
る
」
と
詠
じ
た
る
例
に
從

ひ
た
る
　　
多
し
。

明
治
三
十
八
年
初
秋

上
田
　
敏
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つ
ば
め

燕
の

う
た歌

や
よ
ひ

彌
生
つ
い
た
ち
、
は
つ
燕
、

　　
の
あ
な
た
の
靜
け
き
國
の

た
よ
り
便
も
て
き
ぬ
、
う
れ
し
き
ふ
み　　

を
。

春
の
は
つ
花
、
に
ほ
ひ
を
と尋
む
る

あ
ゝ
、
よ
ろ
こ
び
の
つ
ば
く
ら
め
。

黑
と
白
と
の
そ
め
わ
け
じ
ま

染
分
縞
は

春
の
心
の
舞
姿
。

彌
生
來
に
け
り
、

き
さ
ら
ぎ

如
月
は

風
も
ろ
と
も
に
、
け
ふ
去
り
ぬ
。

り
す

栗
鼠
の

け
ご
ろ
も

毛
衣
脫
ぎ
す
て
て
、

り
ん
ず

綾
子
羽
ぶ
た
へ

い
ま
や
う

今
樣
に
、

春
の
川
瀬
を
か
ち
わ
た
り
、
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し
な
だ
る
ゝ
枝
の
森
わ
け
て
、

舞
ひ
つ
、
歌
ひ
つ
、
あ
し
ば
や
足
速
の

戀
慕
の
人
ぞ
む
れ
　　
ぶ
。

岡
に
摘
む
花
、
す
み
れ
菫
ぐ
さ
、

草
は
香
り
ぬ
、
君
ゆ
ゑ
に
、

素
足
の
「
春
」
の
君
ゆ
ゑ
に
。

け
ふ
は
野
山
も
に
ひ新
づ
ま妻
の
姿
に
通
ひ
、

わ
だ
つ
み
の
波
は
輝
く

あ阿
こ古
や屋
だ
ま珠

。

あ
れ
、
や
ぶ藪
か
げ陰
の
く
ろ
つ
ぐ
み

黑
鶫
、

あ
れ
、
な
か

そ
ら　　

に
あ
げ揚
ひ雲
ば
り雀

。

つ
れ
な
き
風
は
吹
き
す
ぎ
て
、

ふ
る舊
す　　
く
は啣

へ
て
飛
び
去
り
ぬ
。

あ
ゝ
、
な
ん南
ご
く國
の
ぬ
れ
つ
ば
め
、

を尾
ば羽

は
や矢
ば羽
ね根

よ
、
鳴
く

ね音
は

つ
る弦

を

「
春
」
の
ひ
く
お
と
、「
春
」
の
手
の
。

あ
ゝ
、
よ
ろ
こ
び
の

う
ま美
ど
り鳥

よ
、
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黑
と
白
と
の

す
ゐ水
か
ん干

に
、

舞
の
足
ど
り
敎
へ
よ
と
、

し
ば
し
招
が
む
、
つ
ば
く
ら
め
。

た
ぐ
ひ
も
あ
ら
ぬ
れ
い麗
じ
ん人
の

イ
ソ
ル
ダ
姫
の
物
語
、

　　
り

ゑ
が畫

け
る
こ
の

と
の殿

に

し
ば
し
は
あ
れ
よ
、
つ
ば
く
ら
め
。

か
づ
け
の
花
環
こ
ゝ
に
あ
り
、

ひ
と
や
に
は
あ
ら
ぬ
花
籠
を

給
ふ
あ
え
か
の
姫
君
は
、

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
　　
な
ら
で
、

ま
こ
と
は
「
春
」
の
め
が
み
お
ほ大
が
み神
。

﹇
ガ
ブ
リ
エ
レ
・
ダ
ン
ヌ
ン
チ
オ—

–

『
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ダ
・
リ
ミ
ニ
』﹈


