
批

評

・

紹

介

「清
末
政
治
思
掴
研
究
」

小

野

川

秀

美

著

昭
和
三
十
五
年
三
月

本

・交

四

八

O
頁

東
洋
史
研
究
曾
袋
行

索

引

一

四

頁
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戦
後
十
数
年
に
わ
た
っ
て
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
小
野
川
氏
の
論
文
集
|

「
清
末
政
治
思
想
研
究
」
を
手
に
し
て
、
私
は
、
自
分
の
中
に

l
い
さ
さ
か
際
賞

を
紋
く
表
現
で
は
あ
る
が
|
あ
る
一
一
種
の
。
な
つ
か
し
さ
¢
が
こ
み
上
げ
て
く

る
の
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
私
の
よ
う
に
、
戟
後
全
く
新
た
に
研
究
を
始
め
た

も
の
に
と
っ
て
は
、
世
田
時
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
直
接
利
用
す
る
こ
と
の
で

き
る
モ
ノ
グ
ラ
フ

ィ
ー

は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
断
片

的
な
記
述
や
紹
介
は
存
在
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
の
健
系
性
を
も
ち
、
ま

た
員
に
歴
史
に
内
在
し
た
よ
う
な
論
考
は
、
除
り
に
も
稀
で
あ
っ
た
。

そ
う
し

た
中
に
あ
っ
て
、
小
野
川
氏
の
論
文
だ
け
は
|
「
こ
れ
だ
け
は
、
組
封
に
た
し

か
な
」
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
一
宇
は
、

清
末
政
治
思
想
史
研
究
の
分
野
が
、
従
来
、

あ
ま
り
に
も

未
開
拓
で
あ
っ
た

こ
と
に
鋪
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
わ
れ
わ

れ
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
緩
々
の
歴
史
的
、
社
曾
的
な
事
情
も
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
と
も
あ
れ
、
小
野
川
氏

の
論
文
に
謝
す
る
こ
う
し
た
気
持
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
と
っ
て
は
、
お
そ

ら
く
共
通
す
る
所
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
論
文
は
、
常

に
、
わ
れ
わ
れ
に
、
先
づ
幾
つ
か
の
森
の
所
在
を
確
賓
に
教
え
、
ま
た
そ
の
中

の
巨
木
を
指
示
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
、
そ
の
聞
を
つ

な
ぐ
道
を
愛
見
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
集

め
ら
れ
た
論
文
は
、

い
ず
れ
も
、
戟
後
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
パ

イ

オ
ニ
ア

l
的
経
歴
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
、
決
し
て
雪
一
口
い
す
ぎ
で
は

な
しと

こ
ろ
で
、
い
ま
、
と
れ
ら
の
論
文
が
時
代
順
に
排
列
、
増
補
さ
れ
、
本
書

に
ま
と
め
ら
れ
た
の
を
み
る
と
、
そ
れ
は
、
車
な
る
論
文
の
集
積
を
こ
え
て
、

む
し
ろ
こ
の
時
代
を
蔽
う
一
つ
の
通
史
を
形
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ

う
し
て
、
私
に
は
、
そ
こ
か
ら
一
種
濁
自
の
皐
風
が
、
た
ち
こ
め
て
い
る
よ
う

に
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
銭
穆
の

「近
三
百
年
中
園
皐
術
史
」

の
よ
う
に
、
思
組
家
と
い
う
嶺
か
ら
嶺
へ
と
、
思
想
史
を
辿
っ
て
行
く
や
り
方

で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
侯
外
虚
の

「
近
代
申
園
思
想
謬
説
史
」
の
よ
う
に
、

祉
曾
情
勢
、
経
済
情
勢
と
の
連
闘
の
下
に
、
思
畑
閣
の
護
展
を
と
ら
え
る
恩
怨
史

で
は
な
い
。
ま
た
、
F
H
N
・
円
。
〈
ぬ
ロ
印
O
ロ
=
。
。
ロ
同
ロ
n
H白
ロ
《
U
7
5
白
血
ロ
《
凶
広
帥

玄

o
t
g
Hり
mw

丹市
=
の
よ
う
に
、
厳
密
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
鋳
造
に
よ
っ
て
、
そ

の
時
代
の
思
想
の
も
つ
本
質
を
鋭
く
え
ぐ
り
だ
そ
う
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
方
法
と
は
異
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
歴
史
の
流

れ
の
中
に
、
思
想
の
流
れ
を
追
跡
す
る
思
想
史
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
思

想
も
ま
た
、
歴
史
と
同
様
に

「」
歩
一
歩
L

と
そ
の
う
ね
り
を
増
し
て
行
く
。

そ
う
し
た

「
思
怨
の
流
れ
」
が
側
々
の
思
想
家
を
扱
い
な
が
ら
も
、
時
代
の
中

に
追
求
さ
れ
、
時
代
と
共
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

ば
、
第
三
章

「
康
有
震
の
出
現
法
詳
細
」
や
第
七
章
「
章
嫡
麟
の
排
満
思
想
」
は
、

い
ず
れ
も

「
康
有
潟
と
そ
の
時
代
L

、
「
章
煩
麟
と
そ
の
時
代
L

と
言
い
か
え
ら

れ
て
も
よ
い
よ
う
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
事
賓
、
わ
れ
わ
れ
が
本
書
を
讃
む

- 93ー
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と
、
康
有
潟
、
調
嗣
問
、
梁
啓
超
、
章
煩
麟
と
い
っ
た
思
組
家
の
、
そ
の
時
代
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
封
象
に
つ
い
て
密

に
お
い
て
占
め
る
位
置
が
、
通
確
に
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
着
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
一
面
的
な
断
定

る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
先
ず
、
本
替
の
第

一
の
特
徴
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
.
を
不
可
能
に
し
、
か
え
っ
て
最
大
公
約
数
的
な
あ
る
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
の

っ
て
い
る
。

で
あ
ろ
う
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
、
著
者
の
殴
密
さ
は
き
わ
だ
っ
た
も
の
が
あ

し
か
し
、
こ
う
し
た
方
法
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
は
、
最
初
か
ら
殿
る
。
そ
う
し
た
例
は
本
書
の
到
る
所
に
み
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
康
有
箆
の
著

密
な
概
念
規
定
を
下
し
て
、
歴
史
を
磁
断
し
て
行
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ

作
「
人
類
公
理
」
に
つ
い
て
(
一
四
二
頁
)
、
「
種
運
註
」

の
成
立
年
代
に
つ
い

の
た
め
に
は
、
ご
く
ゆ
る
や
か
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
て
(
一
四
五
頁
)
、
ま
た
諦
嗣
間
の
手
紙
の
日
附
け
に
つ
い
て
(
二
七
四
頁
)
、

歴
史
を
蔽
っ
て
行
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
に
お
い
そ
の
厳
格
な
考
設
は
、
何
人
を
も
承
服
さ
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
力
を
も
っ
て
い
る
。

て
試
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
方
法
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

「
洋
務
論
」
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
考
設
の
上
に
立
て
ら
れ
た
思
組
内
容
の
追
求
も
ま
た

「
嬰
法
論
」
「
革
命
論
」
と
い
う
三
つ
の
大
ま
か
な
柱
が
、
清
末
思
組
史
を
迫
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
否
感
を
い
わ
さ
ぬ
賞
詮
性
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
せ
ま

跡
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ

ー
ル

と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
巌
密
な
操
作
を
繰
返
す
こ
と
に

「
消
末
の
政
治
岡
山
怨
は
、
洋
務
論
、
嬰
法
論
及
び
革
命
論
の
三
段
階
を
主
軸
と
よ
っ
て
、
多
く
の
材
料
の
中
か
ら
、
同
じ
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
似
て
い

し
て
形
成
さ
れ
」
て
い
る
(
序
)
。

「
洋
務
論
と
製
法
論
は
共
に
改
革
論
で
あ
る
も
の
と
似
て
い
な
い
も
の
と
を
、
選
り
わ
け
、
且
つ
整
理
す
る
。
わ
れ
わ
れ

る
が
」
「
特
徴
的
に
い
う
な
ら
ば
、
洋
務
論
は
機
器
、
愛
法
論
は
制
度
に
そ
の
は
本
書
に
よ
っ
て
、

「
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
何
時
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
」

主
眼
が
あ
り
L

、
し
か
も
こ

の
雨
者
は
「
排
満
を
第
一
前
提
と
す
る
革
命
論
」
と
い
う
恩
惣
の
系
譜
と
、
「
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
如
何
な
る
位
置
を

と
は
線
本
的
に
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
者
は
、
ゆ
る
い
カ
l
プ
を
え
が
き
占
め
て
い
る
の
か
」
と
い
う
思
想
の
比
重
を
、
最
も
確
質
な
質
誼
性
に
支
え
ら

な
が
ら
も
、
時
代
を
追
っ
て
高
ま
っ
て
行
き
、
や
が
て
辛
亥
革
命
へ
と
到

達

す

れ

な
が
ら
率
、
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
著
者
の
よ
う
に
、

る
。
そ
れ
放
に
貌
源
か
ら
掌
嫡
麟
に
至
る
こ
の
時
代
は
、
幾
つ
か
の
撃
滅
の
別
こ
の
分
野
に
お
け
る
膨
大
な
文
献
を
探
究
、
渉
獄
し
た
人
に
の
み
、
は
じ
め
て

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
た
躍
な
る
時
期
匿
分
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
む
し
ろ
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
書
の
第
三
の
特
徴
は
、
い
わ
ば
、
全
舗
を
つ

そ
れ
ら
を
も
包
み
こ
む
よ
う
な
、
こ
の
三
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー

に
よ
っ
て
分
析
さ
ら
ぬ
く
こ
の
質
護
性
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
概
念
設
定
を
と
こ
ろ
で
、
本
替
の
特
徴
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
こ

多
分
第
二
の
特
徴
と
し
て
規
定
し
て
お
い
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

に
お
い
て
、
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
ご

け
れ
ど
も
、
と
こ
で
こ
の
よ
う
に
大
ま
か
な
枠
組
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
く
簡
車
に
そ
の
内
容
そ
辿
り
な
が
ら
、
併
せ
て
若
干
の
問
題
貼
を
書
き
つ
ら
ね

は
、
も
と
よ
り
本
書
に
お
け
る
分
析
素
材
の
扱
い
方
が
厳
密
さ
を
紋
く
と
い
う
て
み
よ
う
。

-94 .c_ 
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第
一
章
「
清
末
洋
務
波
の
運
動
」
は
、
中
園
が
阿
片
戟
字
、
太
卒
天
閣
の

鋭
、
ア
ロ

l
務
事
件
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
洋
務
源
、
洋
務
運

動
が
生
み
出
さ
れ
て
行
く
過
程
の
分
析
で
あ
る
。
中
国
の
危
機
に
直
面
し
て
、

先
ず
撞
頭
し
て
く
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
の
機
器
の
導
入
、
海
防

の
充
質
と
い
う
動
き
で
あ
ろ
う
。
本
意
の
ね
ら
い
は
、
こ
う
し
た
思
額
潮
流
を

貌
源
、
鴻
経
芽
、
醇
編
成
、
玉
給
、
曾
紀
灘
、
張
自
牧
等
の
論
策
を
通
じ
て
、

綿
密
に
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
と
で
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ

と
は
、
著
者
が
、
一
方
で
、
刻
一
刻
と
高
ま
っ
て
行
く
こ
の
動
き
を
跡
づ
け
な

が
ら
も
、
他
方
、
そ
れ
ら
の
論
者
の
閣
に
ひ
そ
む
様
々
の

ニ
ュ
ア
ン
ス

の
相
還

を
も
、
同
時
に
選
り
わ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
洋
務

諭
と
し
て
一
括
さ
れ
が
ち
な
こ
の
時
代
を
、
き
わ
め
て
微
調
的
に
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
鮮
明
な
賓
像
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

本
書
の
中
で
も
、
最
も
す
ぐ
れ
た
メ
リ
ジ
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
も
こ
の
選
別
作
業
は
、
さ
ら
に
後
の
時
代
と
の
閥
連
に
お
い
て
も
、
意
外

に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
様
々
の
洋
務
論

の
中
に
は
、・
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
、
ほ
ぽ
二
つ
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
内
政
と
軍
備
を
本
末
の
関
係
に
お
く
」

「内

政
重
視
比
と
い
ふフ
万
向
と
、「
機
器
を
古
典
に
附
曾
せ
し
め
る
」

「
古
典
附
曾」

と
い
う
方
向
と
で
あ
る
。
洋
務
論
の
中
に
混
在
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
傾
向
を
、

著
者
が
こ
こ
で
分
類
し
て
お
か
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
決
定
的
に
重
要
で
あ

ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
韓
同
時
に
お
け
る
思
想
の
流
れ
で
あ
る
と
同
時

に
、
ま
た
来
た
る
べ
き
時
代
の
思
想
の
蔚
芽
と
も
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
し
て
著
者
は
、
こ
の
雨
傾
向
を
取
上
げ
つ
つ
、
併
せ
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
自

己
矛
盾
の
要
素
を
も
指
摘
す
る。

「
内
政
重
視
」
と
は
、
元
来
海
防
φ
充
賞
を

目
的
と
す
る
洋
務
論
の
枠
か
ら
は
、
は
み
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
機
器

を
古
典
に
附
曾
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
制
度
を
も
古
典
に
附
曾
せ
し
め
る
可
能

性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
・洋
務
論
は
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ

て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
「
自
己
分
裂
」
的
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
本
意
は
、
こ
の
よ
う
に
、
洋
務
論
の
潮
流
と
、
ま
た
そ
と
に
包
含
さ

れ
て
い
る
矛
盾
と
を
共
に
取
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
プ
ザ
リ
ア

ン

ト
な
一
章
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
私
は
、
こ
こ
で
一
つ
だ
け
疑
問
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、

「
洋
務
源
」
「
洋
務
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
一
括
し
て
、
か
な
り
ア
ン
ヴ
イ
ギ

品
ア
ス
に
使
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
洋
務
波
」
の
思
想
と
「
洋

務
運
動
」
の
思
想
と
を
匝
別
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
な
場
合
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
が
。
お
そ
ら
く
笛
時
の
先
進
的
知
識
人
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

洋
務
汲
へ
と
傾
斜
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
の
思
想
は
、
洋
務

運
動
(
具
慢
的
に
は
、
そ
の
推
進
者
で
あ
っ
た
曾
図
藩
、
李
鴻
章
、
張
之
洞

等
)
の
そ
れ
と
は
、
や
は
り
様
々
の
面
に
お
い
、て
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著

者
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
直
接
に
は
扱
っ
て
お
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

洋
務
源

と
い
っ
た
場
合
、
か
う
し
た
運
動
乃
至
人
物
の
配
置
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ

「
運
動
」
の
思
想
と

「
思
想
家
」
の
思
想
を
、

あ
ら
か
じ
め
匡
別
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
本
章

に
お
い
て
、
様
々
の
素
材
に
劃
す
る
綿
密
な
追
求
の
結
果
、
時
と
し
て
、
そ
の

簡
の
解
穫
の
分
裂
乃
至
矛
盾
の
前
に
た
た
ず
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
時

が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
不
分
明
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
配
置
園
を
作
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
洋
務
論
の
後
を
承
け
て
、
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
幾
法
論
の
段
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階
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
清
末
後
法
論
の
成
立
」
、
「
康
有
震
の
愛
法
論
」
、
「
譜

嗣
同
の
幾
革
論
」
、
「
戊
成
品
製
法
と
湖
南
省
」
が
、
夫
々

、
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
目
次
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
特
徴
は
、
幾
法
思

想
そ
の
も
の
と
共
に
、
そ
れ
と
間
程
度
の

比
重
を
も
っ
て
、
滋
時
の
思
想
状

況
、
政
治
紋
況
が
解
明
さ
れ
て
い
る
貼
に
あ
る
。
第
三
章
「
康
有
潟
の
療
法

論
」
は
、
特
に
戊
戊
製
法
運
動
と
の
閥
速
に
お
け
る
康
有
篤
思
想
の
分
析
に
よ

っ
て
、
思
想
史
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
史
の
視
を
も
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
特
徴
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
勿
論
第
五
章
「
戊
戊

製
法
と
湖
南
省
」
で
あ
ろ
う
。
こ
乙
で
は
、
湖
南
時
務
腕
干
堂
、
南
事
曾
、
湘
事

報
、
期
間
報
等
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
そ
の
地
に
活
摺
す
る
諌
嗣
向、

梁
啓
趨、

唐
才
常
等
の
姿
を
錨
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鑓
法
運
動
の
現
貨
の
一
側
面
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
部
分
は
、
登
場
人
物
と
そ

の
背
景
の
有
機
的
な
結
合
に
成
功
し
て
お
り
、
か
く
し
て
製
法
論
が
戊
戊
処
法

運
動
に
政
徴
さ
れ
て
行
く
過
程
、
及
び
製
法
運
動
の
質
態
が
、
き
わ
め
て
あ
ざ

や
か
に
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
先
ず
扱
わ
れ
る
思
怨
家
は
、
湯
震
、
陳
札
、
鄭
観
態
、
陳
織
等
|

製
法
論
前
史
と
も
格
す
べ
き
人
々
で
あ
る
が
、

(
第
二
欝
「
消
末
製
法
論
の
成

立
」
)
、
そ
の
集
約
貼
に
立
つ
の
は
、
も
と
よ
り
康
有
潟
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
康
有
翁
思
想
の
役
割
は
、
ほ
ぼ
次
の
鮎
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
康
有
潟
は
、
す
で
に
洋
筋
論
の
中
に
願
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
「
内
政
重

視
」
「
古
典
附
曾
」
と
い
う
こ
つ
の
傾
向
を
、
最
も
典
型
的
に
結
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
洋
務
論
か
ら
柑
製
法
論
へ
の
側
換
を
途
行
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
も

み
た
よ
う
に
、
内
政
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
が
て
「
西
政
」

|
西
洋
の
議

合
制
度
に
封
す
る
関
心
を
も
呼
び
起
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
療
法

論
の
成
立
に
は
十
分
で
は
な
い。

内
政
の
重
視
が
、
さ
ら
に
内
政
そ
の
も
の
の

受
革
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
掛
焚
革
に
封

す
る
正
統
性
が
賦
奥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
康
有
借
用
は
、
ま
さ
に
こ
の
梗
接
づ

け
を
、
「
古
典
附
曾
」
の
最
高
度
の
利
用
に
よ
っ
て
定
式
化
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
「
西
洋
の
致
張
は
貨
は
経
畿
の
精
に
稽
合
す
る
も
の
で
、
別
に
新
創
の
治

を
な
す
わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は
「
西
洋
と
周
ま
た
は
莞
舜

三
代
は
経
義
を
媒
介
と
し
て
互
に
緊
密
に
結
ば
れ
」
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て

康
有
矯
に
お

い
て

「
復
古
と
維
新
は
、
意
を
莞
舜
三
代
に
採
り
、
総
を
西
洋
に

求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
辿
る
べ
き
地
貼
に
辿
り
つ
く
」
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
彼
が
戊
戊
嬰
法
に
お
い
て
、
意
図
し
た
も
の
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

「
醤
清
朝
を
否
定
し
て
新
清
朝
を
樹
立
す
る
こ
と
、
清
朝
を
近
代
的
な
立
憲
薗

家
に
立
て
直
す
こ
と
」
に
あ
っ
た
。

「
そ
れ
は
革
命
で
は
な
い
が
」
「
し
か
し

筒
時
に
お
い
て
、
殆
と
革
命
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
」

の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
康

有
震
に
封
す
る
評
僚
は
、
き
わ
め
て
高
い
と
い
っ
て
よ

い。

そ
れ
だ
け
に
康
有

潟
思
績
の
解
明
は
、
特
に
級
密
且
つ
動
的
で
あ
り
、
諦
嗣
同
の
捜
革
論
の
形
成

過
程
を
扱
っ
た
第
四
章
に
比
べ
て
も
、

一
層
の

キ
メ

の
細
か
さ
を
み
せ
て
い

る
。
こ
の
興
法
論
の
部
分
は
、
お
そ
ら
く
著
者
が
最
も
精
力
を
傾
注
さ
れ
た
所

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、

一
方
で
思
想
の
流
れ
が
流
動
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
が

ら
、
他
方
、
そ
れ
が
や
が
て
ド
ミ
ナ

ン
ト
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
過
程
が
、
常

に
時
代
の
状
況
の
中
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
特
に
こ
の
時

代
l
す
べ
て
の
課
題
が
幾
法
論
へ
と
集
中
じ
て
行
く
時
期
に
お
い
て
は
、
援
も

精
彩
を
放
つ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

私
は
本
書
の
大
牢
を
占
め
る
こ
の
部
分

が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
重
量
感
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
こ
う
。
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但
し
、
私
は
、
行
論
の
過
程
に
お
い
て
、
若
干
の
疑
問
を
抱
か
さ
れ
た
こ
と

を
も
こ
こ
で
併
せ
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
著
者
は
、
第
五
章
に
お
い
て

梁
啓
趨
、
諒
嗣
岡
、
唐
才
常
等
の
「
湖
南
自
立
運
動
」
の
意
闘
に
つ
い
て
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
受
法
運
動
の
過
程
の
中
で
、
い
わ
ば
湖
南
の
濁
立
を

め
ざ
し
た
運
動
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
康
有
翁
の

「新
王
朝
の
樹
立
」
の

意
闘
と
は
、
ど
う
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
湖
南
自
立
は
、
王
朝
の
分
裂
を

意
味
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
よ
う
に
、

康
有
震
と
光
緒
帝
、
梁

啓
超
と
陳
賓
鏡
、
「
そ
の
間
君
主
と
巡
撫
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
・
:
:
中
園

を
近
代
的
な
園
家
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て
は
嬰
り
な
い
」
と
考

え
る
こ
と
は
、
徐
り
に
ス

イ
1
ピ
ン
グ
に
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
知
の

よ
う
に
、
と
こ
で
活
躍
し
た
唐
才
常
は
、
や
が
て
一
九

O
O年
に
は
、
自
立
軍

起
義
の
指
導
者
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
の
起
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
疑

問
の
貼
が
多
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
少
く
と
も
そ
れ
が
、
戊
戊
幾
法
の
康
有
震

の
よ
ラ
に
、
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
の
権
力
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
変
革
を
は

か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
層
乃
至
下
層

レ
ベ
ル
の
権
力
の
中
か
ら
生
れ
た
、
省
あ
る
い
は
地
直
車
位
の
運
動
な
の
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
「
湖
南
自
立
」
の
意
聞
と
は
、
す
で
に
戊
戊
費
法
の
中
に
、

後
に
至
っ
て
顕
在
化
す
る
よ
う
な
、
様
々
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
た

思
考
が
混
融
し
て
い
た
ζ

と
を
意
味
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て

問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
襲
法
論
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
獲
法
論
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
私
は

l
後
に
も
鱒
れ

る
所
で
あ
る
が

l
著
者
が
、
時
代
と
吠
況
に
密
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想

研
究
を
、
事
賞
過
程
と
し
て
の
政
治
史
の
中
に
の
め
り
こ
ま
せ
て
い
る
よ
う
な

感
じ
を
奥
え
ら
‘れ
る
時
が
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
逆
に
、
意
味
づ
け
の
暖
妹

さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
襲
法
運
動
の
意
味
づ

け
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
運
動
敗
北
後
の
時
代
を
辿
る
に
韓
国
っ
て
、
決
定

的
な
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
@

さ
て
最
後
の
二
章
は
、
革
命
論
を
扱
っ
た

「
清
末
の
思
想
と
進
化
論
」
及
び

「章
煩
麟
の
排
満
恩
怨
」
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、

比
較
的
相
互
に
凋
立
し
た

テ
1
7
を
取
上
げ
て
お
り
、
前
者
の
素
材
は
梁
啓
超
の
「
新
民
説
」
、
後
者
の

そ
れ
は
章
煩
麟
の
著
作
、
特
に
「
駁
康
有
矯
論
革
命
書
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

て
い
る
。
著
者
は
、
先
ず
第
六
章
に
お
い
て
、
戊
成
政
察
後
の
時
代
の
あ
わ
た

だ
し
い
推
移
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
巌
復
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
進
化

論
は
、
梁
啓
超
に
お

い
て
、
最
初
は
、
康
有
矯
の
大
開
設
を
裏
づ
け
る
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
こ
の
時
代
に
は
い
る
や
、
そ
れ
は
逆

に
「
西
撃
の
中
間
宇
へ
の
附
曾
」
を
反
省
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
「
優
勝
劣
敗
、

弱
肉
強
食
」
と
い
う
進
化
の
公
理
は
、
中
園
の
危
機
の
中
で
徐
り
に
も
明
ら
か

に
謹
明
さ
れ
、
安
易
な

「
古
代
附
曾
」

は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
と
共
に
、
梁
啓
超
に
お
い
て
は
、
時
代
に
密
着
し
た
新
し

い
祉
曾
倫
理
l
「
新
民
説
」

が
打
出
さ
れ
て
く
る
。
著
者
は
、
梁
啓
超
の
左
傾

の
ピ

l

p
と
も
い
う
べ
き
時
期
を
取
上
げ
つ
つ
、
こ
の
過
程
を
分
析
す
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
唆
法
論
の
系
譜
を
ひ

い
た
梁
啓
超
と
並
ん
で
、

漸
次
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
章
煩
麟
を

中
心
と
す
る
強
烈
な
排
満
革
命
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
つ
い
で
第
七
章

で
は
、
こ
の
主
題
が
特
に
康
有
翁
と
の
封
比
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
康
有
震
は
、
華
夷
の
別
を
文
化
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戊
成
曲
賞

法
後
も
「
満
漢
不
分
、
君
民
合
治
」
と
い
う
、
清
朝
の
立
憲
化
を
固
執
し
た

が
、
こ
れ
に
封
し
て
章
煩
麟
は
、
徹
底
的
な
排
満
光
復
を
唱
動
し
、
そ
の
こ
と
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に
よ
っ
て
民
族
革
命
の
課
題
を
真
正
面
か
ら
提
起
し
た
。
そ
う
し
て
著
者
に
よ

れ
ば
、
こ
の
革
命
論
こ
そ
が
、
や
が
て
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
を
招
来
す
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
章
は
各
々
相
互
に
濁
立
性
の
高
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
こ
に
共
通
す
る
モ
メ
ン

ト
を
取
り
だ
せ
ば
、
著
者
の
力
貼
は
自
ら
明
ら

か
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
商
者
は
い
づ
れ
も
、
康
有
篤
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
捜
法
論
と
は
、
議
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
十
世
紀
初
頭
の
新
し

い
段
階
を
明
瞭
に
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
の
示
唆
に
従
え

ば
、
こ
の
革
命
思
組
と
新
民
設
は
、
や
が
て
夫
々
辛
亥
革
命
と
新
文
化
運
動
と

な
っ
て
結
賓
す
る
に
至
る
。
こ
の
部
分
は
、
革
命
論
の
段
階
を
全
面
的
に
蔽
う

も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
書
に
お
け
る
ウ
エ
イ
ト
は
決
し
て
軽
視
し
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
庇
汎
な
展
望
や
示
し

な
が
ら
、

ζ

の
書
物
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
き
わ
め
て
大
ま
か
な
ア
ウ
ト
・
ラ
イ
ン
で
は
あ
る
が
、
私
は
、

で
き

る
だ
け
本
書
の
内
容
に
則
し
つ
つ
、
そ
の
構
成
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
と
め

て
き
た
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
紹
介
に
よ
っ
て
も
、
本
書
の
内
容
は
、
ほ
ぽ
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
洋
務
論
、
出
焚
法
論
、
革
命
論
と
い
う
範
隠
は
、
行
論
の

中
で
よ
く
生
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
合
成
に
よ
っ
て
歴
史
の
全
鐙
像
が
形

成
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
ト
ー
タ
ル
な

イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
ζ

こ
で
、
著
者
の
研
究
が
、
そ
の

濁
自
の
方
法
の
下
に
、
塑
か
に
質
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。

な
お
最
後
に
、
私
は
、
残
さ
れ
た
徐
臼
を
利
用
し
て
、
す
で
に
述
べ
て
き
た

疑
問
と
も
開
連
さ
せ
な
が
ら
、
本
書
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
船
舶
に
つ
い
て
附
け

加
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

私
は
、
先
に
、
嬰
法
論
の
部
分
で
、
そ
の
意
味
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
書
い

て
お
い
た
が
、
私
が
本
書
に
お
い
て
ス
ム

ー
ス
な
思
翻
の
流
れ
を
追
い
つ
つ
、

時
と
し
て
疑
念
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
窮
極
す
る
所
、
と
の
問
題
に
関
連

し
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
、
章
嫡
麟
の
革
命
論
が
設
か
れ、

そ
の
排
満
思
想
の
強
烈
な
影
響
が
述
へ
ら
れ
る
時
、
「
何
故
、
排
満
思
想
は
起

っ
た
か
」
、
「
そ
れ
は
、
何
故
こ
の
時
黙
に
お
い
て
有
力
た
り
得
た
か
」
と
い
う

疑
問
を
抱
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
そ
れ
が
従
来
の
排
涌
思
想
と
異

る
意
味
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
、
「
そ
の
思
想
が
受
入
れ
ら
れ
た
意
味
は
、
ど

こ
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
梁
啓
超
の

新
民
設
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
時
、

「
彼
は
何
故
、
新
民
訟
を
書
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
勿

論
、
本
書
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
理
由
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
あ
る
い
は
「
異
族
支
配
」
が
設
か
れ
、
あ
る
い
は
「
進
化
論
、
共
和
思

想
の
掻
取
L

が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
進
化
論
、
共
和
論
の
影
響
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
、
中
闘
に
お
い
て
は
新
民
設
と
な
り
、
日

本
に
お
い
て
は
加
藤
弘
之
を
生
み
出
し
た
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
章
煩
麟
の

「
倶
分
進
化
論
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
々
の
可
能
性
の
中
か
ら

一
つ
の
現
貫
性
が
生

み
出
さ
れ
て
行
く
過
程
が
、
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
が
こ
う
し
た
問
題
を
抱
く
の
は
、
一
方
で
は
、
本
書
の
立
場
に
郎
し
つ
つ

も
、
他
方
、
た
し
か
に
本
書
を
脈
れ
た
所
に
身
を
箇
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
私
が
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
勿
論
、
吐
曾
的
、
経
済
的

要
因
の
無
視
と
か
、
下
部
構
造
と
の
関
連
の
歓
如
と
い
っ
た
次
元
の
問
題
で
は

な
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
思
想
内
部
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
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に
、
洋
務
論
か
ら
奏
法
論
へ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
著
者
は
洋
務
論
の
自
己

分
裂
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
観
貼
が
、
特
に
こ

の
過
程
の
分
析
に
迫
力
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
洋
務
論
の

中
に
含
ま
れ
る
幾
つ
か
の
可
能
性
が
、
そ
の
「
自
己
分
裂
」
を
通
じ
て
、
や
が

て
愛
法
論
と
い
う
現
賞
を
生
み
出
し
て
行
く
過
程
で
も
あ
る
。
し
か

L
襲
法
論

も
ま
た
「
自
己
分
裂
」
を
経
験
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
革
命
論
は

「
自
己
分
裂
」
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
行
論
の
中
に
み
る
限
り
、
こ
の
雨
者
に

つ
い
て
、
こ
う
し
た
視
角
は
必
ず
し
も
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
も
し
こ
の
親
鮎
が
陵
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
思
想
の
流
れ
は
、
容
易
に
時
代

の
流
れ
の
中
に
埋
波
し
、
ま
た
思
想
過
程
は
事
賞
過
程
の
中
で
、
そ
の
姿
を
稀

薄
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
こ
こ
で
は
、
段
階
的
規
定
そ
の
も
の
が
硬
化

し
て
、
き
わ
め
て
形
式
的
な
基
準
を
も
っ
て
各
思
想
が
設
断
さ
れ
る
お
そ
れ
な

し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
著
者
の
「
即
物
的
」
な
研
究
態
度
の
中
か
ら
、
多
く
の
教
え
を
率
び

と
る
こ
と
が
で
き
た
。
世
の
中
に
は
、
意
味
*
つ
け
ば
か
り
試
み
て
、
甚
だ
し
い

見
蛍
遠
い
を
お
か
す
者
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
特
に
思
怨
研
究
の
場
合
、

「
卸
物
性
」

の
中
に
も
ま
た
、
一
種
の
そ
れ
自
慢
が
も
っ
矛
盾
が
存
在
し
得
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
素
材
か
ら
問
題
を
抽
出
し
、
再
び
そ
れ
を
素
材
へ
と
還

元
し
直
す
と
い
う
不
断
の
操
作
が
、
「
郎
物
性
」
自
身
の
た
め
に
も
常
に
必
要

で
あ
る
こ
と
を
、
時
と
し
て
感
ず
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
本
誌
は
、
へ

l
ゲ
ル

を
引
い
て
「
意
見
の
集
積
と
し
て
の
哲
皐
史
」
を
問
題
と
さ
れ
た
が
(
十
二

昌
也
、
一
一
腕
、
編
輯
後
記
)
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
本
書
の
成
果
を
、
今
後
一
層

設
展
さ
せ
て
行
く
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
う
し
た
黙
を
考
慮
し
て
お
い
て

も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
の
御
研
究
に
謝
し
て
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表

L
な
が
ら
、
本
書
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
鮎
を
摘
記
し
て
、
筆
を
捌
く。

(
野
村
浩
一
)

中
国
古
代
の
吐
曾
と
国
家

i省

龍

著

夫

i淵

昭
和
三
五
年
二
月

本

文

白

弘
文
堂
畿
行

五

二

頁

本
書
は
著
者
の
一
九
五
一
年
か
ら
五
八
年
ま
で
の
論
文
集
だ
が
、
序
論
の

「
中
国
古
代
社
曾
史
研
究
の
問
題
欣
況
!
皐
読
史
的
展
望
」
だ
け
が
本
書
の
た

め
に
一
九
五
九
年
に
か
き
お
ろ
さ
れ
た
。
本
書
に
謝
す
る
書
評
と
し
て
は
「
史

林
」
四
三
容
四
貌
(
一
九
六

0
・
七
)
に
河
地
童
造
氏
が
、
「
歴
史
皐
研
究
」

二
四
四
貌
(
一
九
六

0
・
八
)
に
五
井
直
弘
氏
が
す
で
に
か
い
て
い
る
。
河
地

氏
は
、

本
書
の
序
論
に
立
派
な
皐
読
史
展
望
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う

一
度
自
己
の
展
望
か
ら
説
き
お
と
し
て
皐
界
に
お
け
る
本
書
の
地
位
を
明
ら
か

に
し
、
全
第
の
簡
略
な
紹
介
を
し
、
将
来
の
問
題
貼
に
ま
で
論
及
し
て
あ
る
。
五

井
氏
は
著
者
が
任
侠
的
習
俗
を
一
献
曾
史
の
大
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、

現
賓
の
生
活
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
皐
徒
の
賓
践
意
識
の
あ
り
方
に
謝
す
る

著
者
の
批
判
が
そ
の
動
機
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
私
に
い
え
そ
う
な
こ
と
は

み
な
先
に
い
わ
れ
て
し
ま
っ
た
形
で
あ
る
。
そ
の
道
の
権
威
で
あ
り
、
か
つ
は

増
淵
氏
の
も
っ
と
も
よ
き
理
解
者
で
あ
る
宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
編
弱
者
の
話
に

よ
る
と
自
分
が
書
け
ば
ほ
め
る
こ
と
ば
か
り
で
書
評
に
は
な
ら
ん
だ
ろ
う
か
ら

と
種
よ
く
断
わ
っ
た
と
い
う
。
事
寅
宇
都
宮
氏
は
本
書
の
中
の
一
篇
で
あ
る

「
先
秦
時
代
の
山
林
薮
津
と
秦
の
公
団
」
に
謝
し
て
最
大
級
の
讃
僻
を
贈
っ
て

い
る
(
東
洋
史
研
究
ニ
ハ
・
四
、
二
六
八
頁
)
。
問
題
意
識
の
明
確
さ
、
研
究

態
度
の
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
創
意
も
あ
り
考
設
も
博
引
努
詮
至

-99ー


