
● 

内
藤
湖
南
著
（
一
九
九
三
）『
清

朝
史
通
論
』
平
凡
社

　

内
藤
湖
南（
一
八
六
六
〜
一
九
三
四
）

は
戦
前
の
京
都
帝
国
大
学
で
長
年
教
鞭

を
と
り
、
日
本
を
代
表
す
る
東
洋
学
の

巨
匠
で
あ
る
。
生
前
に
多
く
の
著
書
を

発
表
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
内
藤
湖

南
全
集
』（
全
一
四
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
〜
一
九
七
六
）
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
内
藤
の
学
問
に
つ
い
て
は
数

多
い
研
究
・
評
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
重
複
す
る
必
要
は
な
い
。

内
藤
の
著
書
は
議
論
の
展
開
が
厳
密
で

難
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、『
清
朝

史
通
論
』
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
軽
快
で
実

に
お
も
し
ろ
い
。

　

こ
の
本
は
「
清
朝
史
通
論
」、「
清
朝

衰
亡
論
」
と
二
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
が
、
今
回
お
勧
め
す
る
の
は

前
半
の「
通
論
」部
分
で
あ
る
。「
通
論
」

は
一
九
一
五
年
八
月
に
京
都
帝
国
大
学

に
お
け
る
夏
季
講
演
の
述
記
で
あ
り
、

六
回
の
講
義
が
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
章

と
な
る
。
各
回
の
講
義
タ
イ
ト
ル
は
第

一
講
か
ら
「
帝
王
及
び
内
治
」、「
異
族

統
一
と
外
交
・
貿
易
」、「
外
国
文
物
の

輸
入
」、「
経
学
」、「
史
学
及
び
文
学
」、

「
芸
術
」
に
な
る
。
講
義
の
記
述
で
あ

る
た
め
、
学
術
書
籍
と
違
っ
て
非
常
に

読
み
や
す
く
、
講
義
に
関
連
す
る
様
々

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
に
少
し
で
も
興
味
を
持
つ
人
は
、

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
目
当
て
に
本
書

を
読
む
だ
け
で
も
十
分
楽
し
め
る
。
こ

こ
で
は
「
通
論
」
の
中
に
出
た
い
く
つ

か
の
物
語
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
読
者

に
紹
介
し
た
い
。

　

最
初
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
清
朝
の
摂

政
王
と
日
本
の
意
外
な
つ
な
が
り
に
つ

い
て
の
記
述
で
あ
る
。
清
朝
の
歴
史
は

「
摂
政
王
を
以
て
始
ま
り
、
摂
政
王
を

以
て
終
わ
る
」
と
い
う
不
思
議
な
側
面

が
あ
る
こ
と
と
、
明
朝
の
帝
王
政
治
に

比
べ「
天
子
と
し
て
は
失
徳
が
寡
な
い
」

と
い
う
特
色
が
あ
る
、
と
内
藤
は
指
摘

す
る
。
摂
政
王
に
つ
い
て
の
説
明
の
中

に
次
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
話
が
あ

る
。
そ
れ
は
清
朝
が
満
州
か
ら
北
京
へ

乗
り
込
ん
だ
と
き
に
、
越
前
か
ら
松
前

へ
行
く
予
定
の
船
が
漂
流
し
て
満
州
の

地
に
到
着
し
、
長
い
旅
の
末
に
北
京
で

摂
政
睿
親
王
（
順
治
帝
の
九
番
目
の
息

子
）
に
会
っ
た
話
で
あ
る
。
当
時
、
北

京
に
入
っ
た
漂
流
人
の
体
験
は
実
に
珍

し
く
、
一
行
が
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
は

江
戸
へ
呼
ば
れ
幕
府
の
役
所
に
話
を
さ

せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
長
い
旅
の
見

聞
録
が
韃
靼
物
語
と
し
て
福
井
に
残
っ

て
い
る
と
い
う
。

　

次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
今
は
極
少
数

の
人
し
か
話
せ
な
い
満
州
語
に
つ
い
て

の
話
で
あ
る
。
清
の
時
代
に
多
く
の
宣

教
師
が
中
国
に
や
っ
て
き
た
。
し
か
し

彼
ら
が
い
き
な
り
漢
文
を
習
得
す
る
に

は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
満
州
語
を
先

に
勉
強
し
た
。
満
州
語
は
文
法
的
に
そ

れ
ほ
ど
精
密
で
は
な
い
の
で
、
漢
文
よ

り
分
か
り
や
す
か
っ
た
の
が
最
大
の
理

由
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
国
の
事
情
を

知
る
為
に
、
宣
教
師
は
ま
ず
満
州
語
か

ら
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
中
国
が
世
界
的
に
知
ら
れ
る

過
程
の
中
で
、
満
州
語
が
深
い
関
係
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
内
藤
の
指
摘
は
と

て
も
新
鮮
で
あ
る
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ

い
の
は
、
文
化
年
間
に
ロ
シ
ア
の
船
が

長
崎
に
到
着
し
、
日
本
に
貿
易
を
求
め

る
際
、
提
出
し
た
手
紙
は
ロ
シ
ア
語
と

満
州
語
で
書
い
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、

当
時
の
日
本
に
は
満
州
語
を
読
め
る
人

が
お
ら
ず
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
満
州

語
の
研
究
が
日
本
で
始
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
喇ら

嘛ま

教
の
意
外
な
役
割
に
つ
い
て
の
記
述
で

あ
る
。
そ
れ
は
明
の
末
に
袁え

ん

崇す
う

煥か
ん

と
い

う
有
名
な
将
軍
が
、
清
と
戦
争
を
し
た

り
和わ

睦ぼ
く

を
し
た
り
す
る
と
き
に
、
そ
の

間
の
使
者
の
役
目
を
し
た
の
が
喇
嘛
の

坊
さ
ん
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
清
朝
で
は
既
に
喇
嘛
教
が
信
仰
さ
れ

て
い
た
の
で
、
袁
崇
煥
は
喇
嘛
を
利
用

し
て
「
外
交
」
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

清
朝
が
天
下
を
と
っ
て
か
ら
は
、
段
々

と
儒
教
思
想
が
浸
透
す
る
よ
う
に
な
る

が
、
蒙
古
種
族
を
撫ぶ

で
治
め
る
た
め
に

は
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
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の
皇
帝
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
喇
嘛
教
を

信
仰
し
て
い
た
。

　

今
日
、「
通
論
」
を
読
む
と
時
代
背

景
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
言
葉
の
表
現

に
違
和
感
を
覚
え
る
点
が
多
く
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
違
和
感
よ
り
も
っ

と
重
要
な
の
は
内
藤
史
学
の
体
系
で
あ

る
。「
通
論
」
の
目
次
は
、
清
朝
歴
史

に
対
す
る
内
藤
の
学
問
体
系
を
明
確
に

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
後
、
日

本
の
中
国
専
門
家
が
語
る
中
国
現
代
史

の
体
系
と
大
き
く
異
な
る
。
戦
後
の
中

国
専
門
家
は
革
命
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・

近
代
化
・
伝
統
・
国
際
環
境
と
い
っ
た

要
素
が
中
心
と
な
る
フ
ァ
ク
タ
ー
を
統

合
し
て
時
代
ご
と
に
述
べ
る
共
和
国
史

（
例
え
ば
、
天
児
慧
（
一
九
九
九
）『
中

華
人
民
共
和
国
史
』
岩
波
新
書
）
が
代

表
的
で
、
政
治
権
力
を
中
心
に
議
論
が

展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
内
藤
の
学
問

は
政
治
権
力
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、文
物
、

経
学
、
音
楽
と
い
っ
た
幅
広
い
分
野
を

網
羅
し
て
い
る
。
専
門
の
細
分
化
が
進

ん
で
い
る
今
日
の
中
国
研
究
者
に
と
っ

て
、
内
藤
湖
南
の
よ
う
な
学
問
体
系
を

目
指
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
内

藤
の
学
問
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
分
野
の

原
点
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
ク
ラ
シ
ッ

ク
で
あ
る
。

● 

中
根
千
枝
（
一
九
六
七
）『
タ

テ
社
会
の
人
間
関
係
：
単
一
社

会
の
理
論
』
講
談
社
現
代
新
書

　

日
本
に
い
る
留
学
生
と
会
話
す
る

と
、「
日
本
は
閉
鎖
的
だ
」、「
日
本
人

は
外
国
人
を
差
別
す
る
」、「
日
本
人
は

本
音
を
言
わ
な
い
」
と
い
う
話
を
よ
く

耳
に
す
る
。
日
本
で
生
活
す
る
と
、
最

初
に
感
じ
る
の
が
母
国
文
化
と
の
差
異

で
あ
り
、
日
本
人
の
考
え
方
、
価
値
観
、

行
動
様
式
に
疑
問
を
覚
え
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
周
り
の
日
本
人

に
問
い
か
け
て
も
満
足
の
い
く
答
え
は

少
な
く
、
日
本
社
会
に
対
す
る
失
望
感

ば
か
り
が
増
え
る
。
学
業
に
専
念
す
る

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
国
の
社
会

を
理
解
す
る
こ
と
も
留
学
の
醍
醐
味
で

あ
る
が
、
日
本
社
会
と
い
う
の
は
な
か

な
か
理
解
し
に
く
い
側
面
が
多
い
。
こ

の
あ
い
ま
い
で
難
し
い
日
本
社
会
を
理

解
す
る
方
法
論
を
提
示
し
て
く
れ
る
の

が
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
で
あ
る
。

　

著
者
は
序
論
で
和
服
を
仕
立
て
る
際

に
用
い
る
道
具
を
事
例
に
議
論
を
始
め

る
。「
セ
ン
チ
尺
」
を
使
っ
て
和
服
を

仕
立
て
る
場
合
、
端
数
が
で
て
非
常
に

不
合
理
な
寸
法
と
な
る
が
、「
鯨
尺
」

を
使
う
と
や
や
こ
し
い
端
数
が
な
く
合

理
的
な
寸
法
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
本
書
の
目
的
は
ま
さ
し
く
「
日
本

社
会
の
構
造
を
最
も
適
切
に
は
か
り
う

る
モ
ノ
サ
シ
（
和
服
に
お
け
る
「
鯨

尺
」）」
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
社
会
人
類
学
で
い
う「
社
会
構
造
」

（Social Structure

）
へ
の
探
求
で
あ

る
と
著
者
は
い
う
。

　

日
本
社
会
を
分
析
す
る
に
当
た
っ

て
、
著
者
が
最
初
に
提
示
し
た
分
析
の

カ
ギ
は
「
資
格
」
と
「
場
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
資
格
と
い
う
の
は
社
会
的

個
人
の
一
定
の
属
性
を
あ
ら
わ
す
も
の

で
、
場
と
い
う
の
は
一
定
の
個
人
が
集

団
を
構
成
し
て
い
る
場
合
を
指
す
。
例

え
ば
、
教
授
・
学
生
と
い
う
の
は
そ
れ

ぞ
れ
の
資
格
で
あ
り
、
大
学
と
い
う
の

は
場
で
あ
る
。
日
本
社
会
は
「
場
、
す

な
わ
ち
会
社
と
か
大
学
と
か
い
う
枠

が
、
社
会
的
に
集
団
構
成
、
集
団
認
識

に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
個
人
の
も
つ
資
格
自

体
は
第
二
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
」
と

著
者
は
い
う
。

　

枠
の
中
に
い
る
人
同
士
で
は
強
い
一

体
感
が
生
ま
れ
る
一
方
で
、
枠
の
外
に

い
る
同
一
資
格
者
と
の
間
に
は
溝
が
で

き
、「
ウ
チ
」
と
「
ヨ
ソ
」
の
意
識
が
強

く
な
る
。著
者
が
い
う
に「
日
本
社
会
は
、

全
体
的
に
み
て
非
常
に
単
一
性
が
強
い

う
え
に
、
集
団
が
場
に
よ
っ
て
で
き
て

い
る
の
で
、
枠
を
つ
ね
に
は
っ
き
り
し

て
お
か
な
け
れ
ば
、
他
と
の
区
別
が
な

く
な
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
、
日
本

の
グ
ル
ー
プ
は
知
ら
ず
知
ら
ず
「
ウ
チ

の
者
」、「
ヨ
ソ
者
」
意
識
を
強
め
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る
。

　

日
本
社
会
を
分
析
す
る
に
当
た
っ

て
、
著
者
が
提
示
し
た
も
う
ひ
と
つ
の

カ
ギ
は
「
タ
テ
」
と
「
ヨ
コ
」
の
関
係

で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、「『
ヨ
コ
』

の
関
係
は
、
理
論
的
に
カ
ー
ス
ト
、
階

級
的
な
も
の
に
発
展
し
、『
タ
テ
』
の
関

係
は
親
分
・
子
分
関
係
、
官
僚
組
織
に

よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
」。
日
本
社
会
で
は

同
じ
資
格
、
身
分
を
有
す
る
者
の
間
に

は
常
に
序
列
に
よ
る
差
が
意
識
さ
れ
、

序
列
は
職
種
・
身
分
・
位い

階か
い

に
よ
る
相

違
以
上
の
重
要
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
「
場
」
と
「
タ
テ
」
関
係
を
重
要
視

す
る
日
本
社
会
の
特
徴
こ
そ
、
著
者
が

い
う
日
本
社
会
を
も
っ
と
も
適
切
に
は

か
り
う
る
モ
ノ
サ
シ
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
特
徴
を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
日
本
社
会
の
文
化
的
「
単

一
性
」
に
あ
る
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
は
出
版

さ
れ
て
か
ら
四
〇
年
あ
ま
り
の
年
月
が

立
ち
、
日
本
社
会
も
大
き
く
変
わ
っ
て

い
る
が
、
今
読
ん
で
も
新
し
い
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
日
本
社
会
に

対
す
る
理
解
を
深
め
た
い
人
に
は
最
初

に
お
勧
め
し
た
い
一
冊
で
あ
る
。
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