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批

評

・
紹

介

清

朝

前

史

の

研

究

三

田

村

泰

助

著

昭
和
四
十
年
十
月
東
洋
史
研
究
曾

A
5州
四

九

二

頁

わ
が
闘
に
お
け
る
清
朝
入
閥
前
史
の
研
究
は
、
夙
く
明
治
末
期
に
内
藤
湖
南

博
士
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
て
以
来
、
幾
多
の
皐
者
に
よ
っ
て
手
が
け
ら
れ
、
華

々
し
い
成
果
を
穆
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
斯
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
三

田
村
泰
助
博
士
の
大
著
「
清
朝
前
史
の
研
究
L

が
東
洋
史
研
究
叢
刊
の
一
つ
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
一

段
の
重
み
を
加
え
た
次
第
で
、
ま
こ
と

に
皮
質
に
同
唱
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

元
来
史
料
の
乏
し
い
湖
洲
史
に
あ
っ
て
も
、
入
閥
前
の
清
朝
史
に
つ
い
て
は

逆
に
甚
だ
盟
富
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
清
朝
側
の
も
の
と
し
て
満
文
老
檎
始
め
満

漢
文
の
貫
録
や
楢
案
な
ど
が
残
存
し
、
明
側
に
は
明
貫
録
以
下
多
く
の
文
献
が

あ
り
、
朝
鮮
側
に
も
李
朝
賀
鍛
そ
の
他
四
時
山
の
記
録
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
諸

文
献
は
、
特
殊
な
満
洲
語
で
書
か
れ
て
い
た
り
、
或
い
は
非
常
に
彪
大
な
分
量

で
あ
っ
た
り
し
て
、
質
際
に
史
料
と
し
て
用
い
る
の
は
貨
は
容
易
で
な
か
っ

た
。
事
質
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
、
と
か
く
史
料
の
上
に
歓
け
る
黙
の
あ
る
憾

み
が
あ
っ
た
。
入
閥
前
の
繍
鮮
閥
係
を
卒
業
論
文
に
取
上
げ
て
研
究
生
活
に
入

ら
れ
た
著
者
は
、
本
書
の
自
序
の
中
で
、
「
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
た
め
に

大
墜
を
卒
業
し
た
槻
が
あ
る
」
と
御
自
身
の
研
究
生
活
を
回
顧
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
の
後
、
明
貫
録
か
ら
の
満
蒙
史
料
の
抄
録
、
浦
和
辞
典
の
編
纂
、
満

文
老
桜
の
諜
注
な
ど
の
基
礎
的
な
仕
事
に
世
田
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
著

者
は
、
清
初
史
の
研
究
に
不
可
鍛
な
瀬
川
州
諸
聞
を
完
全
に
マ
ス

タ
ー
す
る
と
と
も

に
、
明
や
朝
鮮
の
諸
文
献
に
も
頗
る
精
通
さ
れ
て
い
て
、
本
書
の
研
究
に
も
満

漢
文
の
史
料
が
貨
に
丹
念
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
著
者
は
極
め
て
鋭
い

歴
史
的
感
究
を
も
ち
、
枇
曾
史
的
に
史
料
を
ま
ニ
と
に
鮮
か
に
料
理
さ
れ
て
行

く
の
で
あ
る
。
本
書
は
正
に
そ
う
し
た
著
者
の
永
年
の
研
究
の
見
事
な
結
晶
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
本
書
は
、
本
論
四
章
と
附
録
五
編
か
ら
成
る
が
、
附
録
の
最
後
の

一
一編

を
除
い
て
は
、
す
べ
て
戦
後
に
比
較
的
新
し
く
護
表
さ
れ
た
論
文
を
補
訂
し
て

収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
第
一
章
は

「
清
朝
の
開
園
傍
説
と
そ
の
世
系
」

と
題
す
る
。
す
な
わ
ち
清
太
租
貫
録
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
開
図
説
話
並
び
に
清

前
室
の
直
媛
の
組
と
さ
れ
る
ニ
ン
グ
タ
・
ベ
イ
レ
を
封
象
と
し
て
、
そ
の
成
立

過
程
を
説
明
し
、
太
組
の
世
系
、
か
歴
史
的
に
は
建
州
左
右
衛
に
由
来
す
る
の

を
、
首
時
の
氏
族
制
枇
A

留
を

基
盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
元
来
清
朝
の
建
園
説
話
の
批
判
は
、
内
藤
博
土
や
筒
業
君
山
博
土
に
よ

り
古
く
試
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
難
解
な
ニ
ン
グ
タ

・
ベ
イ
レ
の
解
緯

に
つ
い
て
、
著
者
は
ニ
ン
グ
タ
は
ム
ク
ン
の
名
稽
で
あ
っ
た
と
し
、
清
朝
の
始

組
ブ
ク
リ

・
ヨ
ン

ン
ョ
ン
の
プ
ク
リ
は
金
の
始
組
曲
並
自
の
弟
保
活
里
の
名
に
基

づ
き
、

ヨ
ン
シ
ョ
ン
は
武
皇
帝
賓
録
に
み
え
る
よ
う
に
英
雄
を
ト
ラ
ン
ス
ク
リ

プ
ト
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
新
見
解
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
従
来
、
明
や

朝
鮮
側
の
史
料
に
封
醸
す
る
も
の
が
な
い
の
で
謎
の
人
物
と
さ
れ
て
い
た
太
組

の
曾
祖
父
フ
マ
ン
を
、
そ
の
父
シ
ベ
オ
チ
・
ア
イ
ア
ン
グ
と
と
も
に
創
作
的
人

物
と
断
じ
、
金
の
照
宗
の
岳
父
斐
満
遠
か
ら
出
た
と
す
る
な
ど
の
卓
見
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ア
イ

シ
ン

・
ギ
ョ

ロ
姓
隠
作
の
通
説
を
否
定
し
て
い
ら
れ

。，
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る
が
、
私
に
は
や
や
納
得
し
か
ね
る
。

第
二
章
は

「明
末
清
初
の
満
洲
氏
族
と
そ
の
源
流
」
で、

主
と
し
て
天
命
年

間
に
太
租
政
権
の
主
軸
と
な
っ
て
太
租
を
助
け
た
満
洲
氏
族
に
つ
い
て
、
そ
の

祉
曾
的
身
分
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
源
流
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
室
と

の
歴
史
的
結
合
関
係
を
究
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
八
旗
満
洲
民

族
通
譜
に
よ
っ
て
、
満
洲
貴
族
の
最
高
峯
に
あ
る
八
大
家
や
五
大
臣
の
氏
族
を

一
々
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
古
く
か
ら
建
州
左
衛
の
オ
ド
リ
族
と
密
接
な
閥
係
が

あ
り
、
そ
の
源
流
が
遠
く
金
代
に
ま
で
湖
る
こ
と
を
質
登
す
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
明
代
女
異
の
氏
族
に
つ
い
て
、
か
の
龍
飛
御
天
歌
に
み
え
る
女
員
や
冗
欽
恰

の
姓
及
び
括
見
牙
姓
を
検
討
し
、
金
元
に
か
け
て
胡
里
改
路
に
形
成
さ
れ
た
イ

ラ
ン
・

ツ
メ
ン
を
主
領
と
す
る
支
配
値
制
が
、
元
末
の
動
飢
に
よ
っ
て
解
僅
し

て
、
そ
の
う
ち
オ
ド
リ
族
を
中
心
と
し
た
集
閣
が
南
下
し
、
土
着
の
諸
氏
族
を

あ
わ
せ
て
や
が
て
太
租
政
権
が
確
立
し
て
行
っ
た
経
過
を
説
い
て
い
る
。

第
三
章
の

「
ム
ク
ン
・
タ
タ
ン
制
の
研
究
」
は
昭
和
三
十
八
九
年
に
初
め
て

毅
表
さ
れ
た
論
文
で
、
本
書
の
本
論
全
四
章
の
う
ち
最
も
新
し
い
も
の
で
あ

る
。
初
め
護
表
さ
れ
た
嘗
時
、
私
は
抜
刷
を
頂
戴
し
、

一
讃
非
常
な
感
銘
を
舞

え
た
の
で
あ
っ
た
が
号、

今
あ
ら
た
め
て
讃
み
か
え
し
て
み
て
盆
々
そ
の
感
を
深

く
す
る
。
こ
の
第
三
章
は
質
に
本
書
中
の
感
一
容
で
、
頁
数
か
ら
い
っ
て
も
全
種

の
約
三
分
の

一
に
嘗
る
。
す
べ
て
十
三
節
に
分
れ
、
満
洲
吐
舎
の
基
本
で
あ
る

ム
ク
ン

・
タ
タ
ン
に
親
黙
を
お
い
て
、
太
租
興
起
史
の
全
韓
像
を
あ
ら
ゆ
る
角

度
か
ら
徹
底
的
に
分
析
し
て
論
じ
、
規
模
雄
大
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
満
文

老
槌
太
租
の
容
の
最
後
の
三
巻
は
「
蔦
暦
三
十
八
年
の
様
子
」
と
稀
し
、
第

一

ム
ク
ン
か
ら
第
一
一
一
ム
ク
ン
ま
で
の
各
ム
ク
ン
所
属
の
各
タ
タ
ン
ご
と
に
勅
書
の

内
容
が
記
さ
れ
て
い
て
、
一
般
に
族
籍
表
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
族
籍
表
に

つ
い
て
こ
れ
ま
で
諸
氏
の
解
様
が
あ
り
、
中
で
も
安
部
健
夫
博
士
は
最
も
意
欲
'

的
に
こ
れ
の
音
山
味
を
考
え
て
、
八
旗
制
の
研
究
に
鋭
い
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
著
者
の
新
研
究
は
安
部
説
の
批
剣
か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
族

籍
表
に
み
え
る
勅
書
一
を
得
た
日
附
を
、
太
租
が
掠
奪
や
買
取
り
に
よ
り
入
手
し

た
も
の
と
す
る
安
部
設
は
誤
り
で
、
襲
封
の
日
附
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
著
者
の

設
は
全
く
正
し
い
。
誤
っ
た
前
提
に
立
っ
て
、
ム
グ
ン
と
は
オ
ル

ジ
(
停
獲
)
を

編
し
て
で
き
た
私
的
な
家
の
奴
僕
も
し
く
は
公
的
な
ト
ク
ソ
(
荘
〉
の
隷
民
ジ

ュ
セ
γ
で
あ
る
と
す
る
安
部
説
に
釘
し
、
著
者
は
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
血
縁
圏

穫
を
表
示
す
る
語
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
い
で
明
末
の
女
真
の
明
へ
の
貢
勅

制
を
問
題
に
し
て
、
一
参
級
制
の
利
を
貧
る
太
租
と
李
成
梁
と
の
結
合
開
係
を
論

じ
、
嘗
時
の
明
の
政
治
や
祉
曾
と
の
閥
遥
か
ら
太
組
興
起
の
経
瀦
的
関
係
を
鮮

か
に
分
析
し
て
い
る
。

要
す
る
に
満
文
老
槍
に
み
与
え
る
族
籍
表
と
は
、
太
租
が

ハ
ダ
の
嘗
主
の
名
義
の
下
に
、
そ
の
公
認
所
有
数
三
百
六
十
三
道
を
、
関
原
験

貢
に
よ
っ
て
行
使
し
た
貢
勅
の
配
首
表
で
あ
っ
た
と
説
く
。
こ
の
族
籍
表
よ
り

マ
ン
ジ
ュ
園
の
統
治
機
構
で
あ
る
五
ア
ン
パ
ン

・
十
ジ
ヤ
ル
ク
チ
の
制
度
を
明

快
に
解
い
て
い
る
。
次
に
タ
タ
ン
の
質
態
を
、

近
年
の
賓
態
調
査
を
参
照
し
て

考
え
、
元
来
タ
タ
ン
は
採
萎
狩
磁
の
場
合
の
候
小
屋
で
あ
る
が
、
十
個
内
外
の

タ
タ
ン
が
ム
ク
ン
を
構
成
し
、
そ
の
成
田
貝
は
共
同
健
を
な
し
た
と
い
う
。
こ
の

ム
ク
ン
・
タ
タ
ン
制
こ
そ
採
取
経
済
の
基
本
軍
位
で
、
マ
ン
ジ
ュ
園
に
は
ム
ク

ン
・
タ
タ
ン
制
に
よ
る
統
属
関
係
が
成
立
し
、
貢
勅
制
と
結
合
し
た
が
、
や
が

て
貢
勅
制
の
移
駕
に
よ
り
、
新
た
に
成
立
し
た
八
旗
制
の
う
ち
に
ム
ク
ン
・
タ

タ
ン
制
は
設
展
的
受
貌
を
と
げ
て
行
っ
た
と
結
ん
で
い
ら
れ
る
。

第
四
章
は
「
初
期
満
洲
八
旗
の
成
立
過
程
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
既
に
諸
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
何
分
に
も
史
料
が
乏
し
い
た
め
、
諸
説
紛
々

た
る
有
様
で
あ
る
。
著
者
は
従
来
の
諸
説
と
は
全
く
異
る
新
し
い
見
解
を
出
さ

れ、

グ
サ
は
元
代
の
水
遥
々
路
五
高
戸
府
の
五
十
騎
編
制
の
糾
に
基
づ
く
明
代

。J
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建
州
女
直
の
軍
制
で
、
五
-
一
ル
が
一

夕
、
五
ク
が

一
ク
サ
を
構
成
L
、
一

グ
サ

は
二
百
五
十
人
の
ウ
ク
シ
ン
よ
り
成
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
普
通
い
う
四
旗
や

八
旗
と
の
閥
係
、か
な
お
検
討
さ
れ
る
徐
地
が
あ
る
か
と
思
う
。
ま
た
貫
録
に
、

辛
丑
の
年
(
荷
暦
二
十
九
年
)
に
三
百
回
力
を
一
一
ル
に
編
し
た
と
い
う
の
は
、

ハ
ダ
を
紋
服
し
た
の
を
契
機
と
す
る
と
い
わ
れ
る
の
は
全
く
同
感
で
あ
る
。
そ

の
他
、
従
来
解
穆
の
つ
か
な
か
っ
た
、
李
朝
宣
組
貫
録
に
み
え
る
串
赤
軍
に
つ

い
て
、
車
盾
丘
(
の
満
洲
語

E
-rgmmω
の
朝
鮮
掛
川
し
た
も
の
と
す
る
な
ど
新

設
を
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
以
上
の
四
章
が
本
論
で
、
そ
の
あ
と
約
百
七
十
頁
に
附
録
五
編
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
先
ず
そ
の
第

一
は
「
満
文
史
料
解
説
」
と
し
て
、
三
部
か
ら
成

る
。
I
の
「
満
文
太
組
老
桜
の
編
纂
」
は
古
く
戦
時
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

わ
が
闘
に
お
け
る
老
繕
の
輩出
誌
的
研
究
の
始
め
で
あ
る
が
、
四
谷
ま
で
を
エ
ル

デ
ニ
の
著
作
、
五
谷
以
後
を
ク
ル
チ
ャ
ン
の
増
補
と
す
る
な
ど
の
卓
見
を
早
く

も
出
し
て
い
ら
れ
る
。
た
だ
出
世
末
の
附
記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
老
楢
の

書
誌
的
研
究
に
は
い
わ
ゆ
る
原
楢
の
検
討
を
不
可
歓
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
久

し
く
行
方
の
不
明
で
あ
っ
た
原
橘
が
肇
濁
の
故
宮
博
物
院
に
無
事
現
存
し
て
い

る
こ
と
が
最
近
明
か
に
な
り
、
肇
潟
大
皐
の
耐
同
級

・
李
皐
智
雨
氏
に
よ
る
研
究

が
護
表
さ
れ
た
の
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。
E
の
「
満
文
清
太
租
貫
録
の
テ
キ

ス
ト
L

は
、
密
北
卒
闘
書
館
所
蔵
の
蓮
田
本
で
ア
メ

リ
カ
議
院
闘
書
館
に
保
管
さ

れ
て
い
る
満
文
太
租
貫
録
の
解
説
で
、
満
文
太
租
武
皇
帝
貫
録
そ
の
も
の
で
は

な
い
が
、
形
式
内
容
と
も
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
労
作
で
あ
る
-

E
の

「
消
太
租
貫
録
の
纂
修
」
は
、

「
世
管
佐
領
執
照
」
な
る
満
文
の
文
書
の

内
容
か
ら
、
現
存
の
満
文
老
格
及
び
原
槍
に
欲
け
て
い
る
初
め
の
部
分
に
笛
る

原
橋
が
、
康
照
年
間
に
は
ほ
ぼ
完
全
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
縫
か
め
、
太
租

貫
録
の
開
園
記
を
含
む
初
期
の
記
事
も
元
来
原
檎
に
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
太

組
貫
録
の
纂
修
の
過
程
や
康
照
重
修
の
意
義
を
考
え
て
い
ら
れ
る
。

附
録
の
第
二
の
「
満
洲
シ
ャ
マ

ニ
ス
ム
の
祭
紳
と
祝
詞
」
は
、
東
大
東
洋
文

化
研
究
所
々
務
の
「
祭
把
金
書
亙
人
調
念
全
録
」
な
る
満
洲
シ
ャ
マ
一
ス
ム
に

闘
す
る
資
料
に
よ

っ
て
、
特
に
満
洲
文
で
常国
か
れ
た
祝
詞
を
紹
介
し
、
次
に
祭

一
脚
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
存
在
は
夙
く
赤
松
智
城
博
士
に
よ
り
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
、
満
文
の
祝
詞
に
よ
っ
て
新
し
い
見
解
を
提
出
さ
れ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

附
録
の
三
の
「
清
初
の
彊
域
」
は
、
「
申
忠

一
の
建
州
紀
程
闘
記
を
中
心
と

し
て
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
名
高
い
申
忠

一
の
闘

記
に
見
え
る
地
名
を
一
々
朝
鮮
音
を
通
し
て
考
謹
比
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
聞
記
に
つ
い
て
は
前
に
稲
葉
博
士
の
大
著
が
あ
る
が
、
博
士
や
和
田
清
博

士
の
地
名
の
比
定
が
大
い
に
批
剣
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
数
葉
箔
入
さ
れ
て
い
る

聞
記
の
官
局
員
は
徐
り
に
も
小
さ
く
、
文
字
を
殆
と
判
讃
で
き
な
い
の
は
遺
憾
で

あ
る
。
な
お
で
き
れ
ば
現
今
の
地
闘
を
も
参
考
の
た
め
入
れ
て
頂
き
た
か
っ
た

と
思
う
。
ま
た
著
者
は
同
じ
く
「
清
初
の
彊
域
」
と
い
う
題
の
論
文
を
、
別
に

朝
鮮
事
報
二
十
一

・
二
放
に
護
表
し
て
、
建
州
術
の
本
竣
冗
禰
府
の
位
置
を
論

じ
、
園
田

一
組
博
士
の
読
を
駁
し
て
新
設
を
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
広
宮
に
枚
録
し
て
お
い
て
お
か
れ
た
な
ら
ば
、
利
用
者
に
と
っ
て
よ
り
便
利

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

附
録
の
四
は
「
朱
蒙
停
設
と
ツ
ン
グ

|
ス
文
化
の
性
格
」
で
あ
る
。
高
句
麗

の
始
組
朱
蒙
に
闘
す
る
開
図
説
話
を
分
析
し
て
、
そ
れ
が
狩
猟
一
耽
曾
に
後
生
し

た
始
組
紳
で
、
満
洲
の
ツ
ン
グ
|
ス
系
民
族
の
い
ず
れ
の
時
代
に
も
嘗
て
は
ま

る
性
格
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
、

ツ
ン
ク
l
ス
文
化
の
母
慢

を
な
す
の
は
狩
磁
文
化
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
農
耕
的
あ
る
い
は
遊
牧
的
要
素
が

つ
け
加
わ
っ
た
文
化
複
合
の
型
式
で
あ
る
と
考
え
て
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ツ
ン
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グ

1
ス
民
族
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
蓬
住
の
意
味
を
考
え
、
曾
っ
て
稲
葉
博
士

に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
満
洲
民
族
の
文
化
還
元
性
論
の
不
充
分
さ
を
衝
き
、
白

鳥
庫
士
口
憎
土
の
南
北
封
立
論
に
ま
で
言
及
し
た
史
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
扶

徐
か
ら
清
朝
ま
で
、
満
洲
か
ら
起
っ
た
ツ
ン
グ
l
ス
民
族
の
歴
史
に
つ
い
て
、

そ
の
性
格
や
特
質
を
え
ぐ
り
出
し
た
も
の
で
、
著
者
の
満
洲
史
に
劃
す
る
考
え

が
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

附
録
の
五
は
「
満
珠
園
成
立
過
程
の

一
考
察
」
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
が
戟

前
、
そ
れ
も
昭
和
十
一
年
と
い
う
古
い
時
期
に
時
製
表
さ
れ
た
も
の
で
、
偶
作
設

の
多
か
っ
た
満
洲
園
腕
に
劃
す
る
従
来
の
訟
の
批
剣
か
ら
始
め
て
、
マ
ン
ジ
ュ

園
の
存
在
を
確
か
め
、
そ
の
枇
曾
の
基
礎
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
、
嘗
時
に
あ

っ
て
は
頗
る
斬
新
で
、
新
進
気
鋭
の
研
究
家
と
し
て
甚
だ
意
欲
的
な
論
文
で
あ

っ
た
。
附
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
満
洲
吐
曾
に
封
す
る
著
者
の
見
解
は

他
の
論
文
と
大
部
遭
っ

て
い
る
が
、
著
者
の
こ
の
分
野
の
研
究
の
出
愛
鮎
と
な

っ
た
記
念
す
べ
き
論
文
と
し
て
、
特
に
単
位
末
に
載
録
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
マ
ン
ジ
ュ
園
と
い
う
名
稽
の
存
在
の
根
銭
を
老
繕
及
び
原
稽
の
記
事
に
お
い

て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
原
櫨
に
つ
い
て
の
慶

・
李
爾
氏
の
研
究
に

よ
る
と
、
原
雄
白
檀
そ
の
性
質
は
そ
れ
程
簡
摩
で
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
今

後
な
お
原
橋
と
の
検
討
を
要
す
る
か
と
思
う
。

以
上
本
書
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
各
論
文
に

つ
い
て

一
腹
の
紹
介
を
試
み
た

が
、
要
す
る
に
消
の
太
組
の
後
金
闘
の
成
立
に
至
る
過
程
の
諸
問
題
に
つ
い

て
、
主
と
し
て
一
位
曾
史
的
に
考
察
し
た
も
の
で
、
頗
る
創
見
に
富
ん
で
い
る
。

そ
し
て
著
者
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
笛
時
の
満
洲
祉
曾
は
狩
磁
を
主
生
業
と

す
る
氏
族
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
本
書
の
全
慢
を
通

じ
て
極
め
て
強
く
打
出
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
こ

の
立
場
に
立
っ

て
議
論
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
著
者
は
、

ツ
ン
グ
l
ス
系
民
族
社
曾
の
特
質
を
把
握
す

る
た
め
、
狩
猟
を
徐
り
に
も
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
昨
年
史
摩
禽
大
禽
の

東
洋
史
部
曾
の
席
上
、
江
嶋
春
雄
氏
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
農
耕
の
面
を
も
も

う
少
し
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
中
園
文
化
の
影
響
に
つ
い
て
も
や
や
意
を
用
い

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
著
者
は
自
序
の
中
で
、
入
閥
後
の
清
朝
史
の
展
望
を
試
み
ら
れ
て
い
る

が
、
今
後
大
清
園
の
問
題
を
も
取
上
げ
て
頂
く
よ
う
念
願
し
て
や
ま
な
い
。

浅

盟
平
非
才
、
紹
介
宜
し
き
を
得
ず
、
徒
ら
に
妄
評
を
加
え
、
著
者
の
意
を
謀
り
侍

え
て
な
い
か
と
恐
れ
る
が
、
切
に
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

(
柿
田
信
夫
)

中
園
社
曾
経
済
史
研
究

森

克

谷

己

著

昭
和
田
十
年
十
一
月

A
5剣
一

七

九
頁
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本
書
は
故
森
谷
克
己
(
一
九

O
四
l
六
四
〉
数
授
の
晩
年
の
論
文
五
篇
と
著

者
の
談
話
の
抄
録
で
あ
る

「
研
究
生
活
を
顧
み
て
」

一
篇
を
合
わ
せ
て
、
遺

族
の
方
々
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
長
男
森
谷
字

一
氏

(
東
京

都
中
野
直
泊
袋
町
四
丁
目
二

O
ノ
=
乙

等
、
二
男
二
女
の
父
に
劃
す
る
「
迫

想
」
と
女
婿
子
安
宣
邦
氏
の
後
記
、
著
者
の
年
諸
(
著
作
目
録
共
)
を
附
す

る
。
頁
数
は

一
七
九
頁
。
関
谷
に
著
者
が
岡
山
大
間
半
法
文
民
宇
部
教
授
在
任
中
の

遺
影
と
、
京
城
大
事
時
代
の
知
友
、
鵜
飼
信
成
博
士
の
序
を
載
せ
る
。
こ
の
序

は
題
し
て
「
正
義
と
誠
賓
の
人
」

と
い
う
。
著
者
の
知
遇
と
一示
教
と
を
こ
う
む

っ
た
私
は
、
こ
の
評
は
け
だ
し
適
切
だ
と
共
感
す
る。

著
者
は
二
十
一
歳
、
あ
た
か
も
治
安
維
持
法
公
布
の
年
に
、
ク
ノ
l

「マ

ル

ク
ス
の
民
族

・
枇
合
同
並
に
園
家
観
」
(
同
人
枇
刊
)
の
翻
謬
を
出
版
さ
れ
て
以


