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批

評

・

紹

介

中
闘
古
代
史
研
究

第

中
園
古
代
史
研
究
曾
編

昭
和
四
十
年
五
月
吉
川
弘
文
館

A
5版

三
七
六
頁

中
園
古
代
史
研
究
舎
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
「
中
関
古
代
史
の
諸
問
題
L

(

一

九
五
四
年
)
、
「
中
関
古
代
の
艦
曾
と
文
化
」

(
一
九
五
七
年
)
、

「
中
園
古
代
史

研
究
」
(
一
九
六

O
年
)
の
三
巨
冊
を
出
版
し
て
お
り
、

本
帝
国は
そ
の
第
四
怖

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
書
物
は
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
研
究
成
果
と
し
て

謬
界
の
注
目
を
あ
つ
め
、
本
誌
に
お
い
て
も
そ
の
都
度
、
批
評
紹
介
さ
れ
て
い
V

る
。
今
回
は
こ
と
わ
り
き
れ
ず
、
引
き
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
木
刀
じ
は

先
秦
か
ら
唐
代
に
お
よ
ぶ
十
一
の
論
文
が
枚
め
ら
れ
て
お
り
‘
浅
事
に
し
て
力

及
ば
ず
、
い
さ
さ
か
の
紹
介
と
讃
後
感
の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
お

許
し
願
い
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
曾
員
諸
氏
の
多
年
に
わ
た
る
共
同
研
究
へ
の

精
進
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
て
お
く
。

相
原
俊
二
、
戦
闘
期
に
お
け
る
燕
の
外
交
政
策
(
燕
関
考
そ
の
一
)
。
秦
統

一
前
の
終
闘
の
封
外
政
策
を
、
主
と
し
て
費
・
越
・
秦
と
の
開
係
を
中
心
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
入
り
く
ん
だ
閥
係
が
年
代
順
に
整
理
さ
れ
て
レ
な
い

た
め
に
、
は
な
は
だ
理
解
し
に
く
い
。
た
だ
燕
は
「
贋
に
攻
撃
を
う
け
て
滅
亡

に
瀕
し
た
こ
と
も
一
度
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
郊
の
侵
略
を
く
い
止
め
、

逆
に
斉
を
滅
亡
の
淵
に
お
い
込
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
贋
の
勢
力
が
衰
え
る
と
失

敗
は
し
た
が
越
に
ま
で
攻
撃
す
る
ほ
ど
の
園
家
で
あ
り
、
弱
燕
と
一
概
に
許

(
評
?
)
し
て
し
ま
う
園
家
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
結
論
〈
の
一
部
〉
は
容

認
さ
れ
よ
う
。
蘇
秦
に
つ
い
て
も
再
三
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
合
縦
連
衡
の
説

話
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
い
と
の
こ
と
、
そ
れ
を
期
待
す
る
。

伊
藤
萩
子
、
先
秦
鏡
に
つ
い
て
の
一
考
察
。
こ
れ
は
中
華
人
民
共
和
閣
成
立

以
来
、
盛
ん
な
建
設
工
事
に
仲
っ
て
出
土
し
た
戦
園
鋭
の
資
料
を
蒐
集
整
理
し

て
、
堂
々
と
先
秦
鋭
の
系
統
論
を
展
開
し
た
勢
作
で
あ
る
。
こ
と
に
興
味
深
い

の
は
、
出
土
地
の
判
明
し
て
い
る
戦
闘
鋭
を
嘗
時
の
闘
別
に
分
類
し
た
項
で
、

斡
9
、
貌
M
、
商
1
、
楽
団
、
燕
日
な
と
に
封
し
、
東
周
朗
、
後

ωと
断
然
多

く
、
戦
闘
時
代
に
お
け
る
銃
製
作
の
中
心
は
楚
と
東
周
(
洛
陽
)
で
あ
り
、
周

室
の
分
裂
後
、
東
周
に
腐
し
て
い
た
洛
陽
が
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
戦
闘
中
期
に
到
っ
て
楚
式
鋭
が
大
量
生
産
さ
れ
、
分
布
範
闘
が
急
激
に
扱
大

し
た
事
貨
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
‘
戦
闘
の
政
治
、
文
化
の
研
究
上
、
興
味
深
い

資
料
を
提
供
し
て
い
る
。

上
原
淳
道
、
賓
の
封
建
の
事
情
、
お
よ
び
、

湾
と
架
と
の
闘
係
。
上
原
氏
が

先
き
に
は
鄭
闘
に
つ

い
て
再
三
論
文
を
設
表
し
、
こ
こ
に
湾
闘
を
と
り
あ
げ
て

い
る
の
は
、
本
曾
の
共
同
研
究
テ
1
7
「
中
園
古
代
史
の
地
域
的
研
究
」
に
忠

貨
な
質
勝
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
と
共
に
、
地
域
的
研
究
が
手
な
れ

た
感
じ
で
、
文
章
も
卒
明
幅
四
速
で
讃
み
や
す
い
。
内
容
は
題
目
通
り
の
も
の
だ

が
、
来
に
つ
い
て
は
資
料
が
よ
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
に
莱
出
身
の
袋
嬰

に
謝
す
る
心
理
的
考
察
は
お
も
し
ろ
い
。

た
だ

一
勺
疑
問
を
感
じ
た
の
は
「
前
向

子
中
主
主
鋳
」
(
書
道
全
集
I
-
W
)
に
闘
す
る
李
亜
良
設
に
封
す
る
理
解
で
あ

る
。
李
氏
は
、
・
こ
の
銘
文
の
作
者
が
祖
父
の
飽
叔
を
追
記
し
た
部
分
を
引
用
し

て
、
桓
公
時
代
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
器
の
製
作
時
代
を
糧

公
時
代
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
銘
文
は
「
叔
夷
鎚
L

と
共
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に
、
旗
門
図
の
枇
曾
解
明
上
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
か
ら
、
も
う
一
度
こ

れ
と
取
組
ん
で
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
。

字
都
木
章
、
西
周
諸
侯
系
闘
試
論
|
春
秋
・
戦
闘
諸
侯
系
図
よ
り
見
た

1
e

こ
の
論
文
は
珍
ら
し
く
巨
視
的
観
鮎
か
ら
、
先
秦
諸
国
の
承
緩
制
を
パ
ノ
ラ

マ

式
に
展
望
し
、
結
論
と
し
て
周
の
宗
法
制
な
る
も
の
は
春
私
以
降
に
お
い
て
確

，
立
さ
れ
た
離
論
|
|
そ
れ
が
諸
侯
園
の
系
闘
に
反
映
し
て
い
る
|
|
に
他
な
ら

な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
古
《
一
九
三
五
年
の
「
食
貨

牢
月
刊
」

(
2
1
ロ
)
所
載
の
高
転
障
「
魯
図
的
一
生
一
及
承
継
制
度
」
を
讃

ん
で
以
来
、
私
も
深
い
閥
心
を
も
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
一
篇
の
論

文
す
ら
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
次
第
で
、
一
層
字
都
木
氏
の
労
作
に
敬
意

を
表
す
る
。

小
倉
芳
彦
、
育
夷
の
得
|
|
左
停
の
華
夷
観
念
|
。
本
篇
は
左
停
に
見
え
る

華
夷
観
念
と
、
現
質
の
戎
、
秋
と
の
閥
係
に
つ
い
て
精
級
な
考
察
を
加
え
た
結

果
、
華
夏
諸
園
と
戎
、
秋
と
の
聞
に
は
、
春
秋
時
代
に
至
る
ま
で
は
、
相
嘗
密

接
で
、
ま
た
封
等
な
交
渉
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て

l
l左
停
の
原
型
が
形
成
さ

れ
る
こ
ろ
に
な
る
と

l
lー
そ
の
よ
う
な
戎
や
秋
は
「
戎
秋
轡
夷
」
と
し
て
一
般

に
蔑
視
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、
族
を
中
核
と
す
る
邑
制
園
家
に
も
と

ず
く
政
治
秩
序
が
解
種
し
、
官
僚
制
、
郡
勝
制
を
伴
う
君
主
支
配
が
成
長
し
て

ゆ
〈
過
程
に
封
臨
服
す
る
、
と
説
く
。
西
嶋
定
生
氏
、
増
細
川
龍
夫
氏
ら
の
所
論
と

の
美
事
な
封
態
は
、
こ
れ
ま
た
共
同
研
究
の
成
果
か
も
知
れ
な
い
。

栗
原
朋
信
、
木
主
考
〈
試
論
〉
。
本
篇
は
、
中
国
歴
代
の
木
主
(
位
牌
)
に

関
す
る
通
論
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
論
文
で
あ
る
。
所
論
中
に
、

中
園
古
代
に
は
木
主
を
人
形
に
象
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
思
い

合
せ
る
の
は
、
.F
劉
向
孝
子
停
に
見
え
る
丁
蘭
が
木
を
刻
ん
で
母
の
像
を
つ
く

り
、
こ
れ
に
生
け
る
が
如
く
事
え
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
(
そ
の
圏
は
築
浪
彩

箆
塚
出
土
の
彩
箆
な
ど
に
見
え
る
〉
。
こ
と
に
興
味
深
い
の
は
、
わ
が
闘
古
代

の
前
方
後
園
墳
に
関
連
し
て
論
じ
て
い
る
附
論
の
部
分
で
、
わ
が
図
の
考
古
謬

者
に
示
唆
す
る
貼
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

佐
藤
武
敏
、
漢
代
長
安
の
市
。
漢
代
長
安
の
護
掘
調
査
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
城
橋
、
城
門
と
一
部
の
鰻
制
建
築
が
中
心
で
あ
っ
て
、
商
業
匿
な
ど
の
遺

跡
は
明
ら
か
で
な
い
。
本
論
文
は
、
文
献
を
中
心
に
商
業
匿
の
位
置
、
構
造
を

推
定
し
、
今
後
の
護
掘
調
査
の
参
考
に
供
せ
ん
と
意
闘
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏

は
中
園
古
代
都
市
の
愛
逮
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

「
先
秦
時
代
は
ま
だ
市
の
制
度
が
整
わ
な
い
時
期
で
そ
の
位
置
は
域
内
に
あ
る

の
も
あ
り
、
域
外
に
あ
る
の
も
あ
る
が
、
規
模
は
小
さ
い
。
戦
闘
時
代
か
ら
商

業
の
設
遂
に
つ
れ
て
、
市
の
制
度
も
整
っ
て
く
る
が
、
漢
代
に
入
る
と
、
主
要

都
市
の
市
は
、
多
く
域
外
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
漢
代
の
長
安
は
、
そ

の
代
表
的
な
都
市
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
北
貌
の
洛
陽
に
お
い
て
も
、
主
な

市
は
域
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
さ
ら
に
都
市
の

規
模
の
強
大
、
商
業
の
設
達
、
商
人
の
地
位
の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
、
唐
代
の

長
安
の
よ
う
に
市
が
域
内
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

さ
き
に

「
中
国
古
代
工
業
史
の
研
究
」
の
大
著
を
出
さ
れ
た
氏
は
、
そ
の
研
究

の
鋒
先
き
を
古
代
商
業
史
の
面
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
今
後
に
期
待
し

た
い
。鈴

木
啓
造
、
後
漢
に
お
け
る
就
官
の
拒
紹
と
棄
官
に
つ
い
て
|
「
徴
召
・
醇

召
」
を
中
心
と
し
て
。
後
漢
時
代
に
は
、
官
の
召
し
ゃ
推
察
を
拒
紹
し
、
野
に

あ
っ
て
高
節
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
底
土
の
例
が
多
く
見
ら

れ
る
が
、
本
篇
は
、
こ
の
就
官
拒
絶
の
例
を
綿
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
召
者
側
の
具
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
徳
L

の
性
格
を
追
求
す
る
と
共

に
、
被
召
者
は
、
法
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
E
も
、
こ
の
徳
の
も
と
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に
私
的
関
係
を
育
て
、
こ
れ
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
情
を
詳
述
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
私
的
関
係
の
伸
張
は
、
次
に
来
る
べ
き
時
代
を
ふ
ま
え
て
、

た
し
か
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
よ
り
鹿
汎
な
視
野
の
下
に
大
成
さ
れ
ん
こ
と

を
期
待
す
る
。

中
川
摩
、
唐
代
に
お
け
る
括
戸
賀
行
方
式
の
鑓
化
に
つ
い
て

l
爾
税
法
的
権

衡
原
則
に
よ
る
客
戸
の
制
度
化
|
。
従
来
唐
代
の
括
戸
政
策
を
論
じ
る
場
合
、

武
周
期
に
お
け
る
李
橋
か
ら
玄
宗
期
の
字
文
融
へ
の
括
戸
政
策
を
、
主
と
し
て

そ
の
設
展
的
継
承
の
速
抑
制
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
封
し
、
本
論

は
、
そ
の
よ
う
な
連
綴
性
を
前
提
と
し
た
上
で
の
襲
化
の
面
に
お
い
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
李
橋
の
提
案
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
禁
令
、
恩
徳
、
権

衡
、
限
制
」
と
い
う
四
原
則
が
、
そ
の
後
如
何
に
行
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に

し
、
「
字
文
融
に
よ
る
新
附
の
客
戸
の
公
認
と
そ
れ
へ

の
課
税
と
い
う
新
し
い

括
戸
賞
行
方
式
は
、
質
は
雨
税
法
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
く
る
新
税
制
の
形

成
に
道
を
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
並
行
し
て
と
ら
れ
且
つ
従
来
の
支

配
的
な
方
式
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
逃
亡
民
お
よ
び
移
動
者
の
木
籍
地
復
節
の
促

進
と
い
う
縛
統
的
な
括
戸
賀
行
方
式
は
、
古
い
租
庸
調
的
税
制
の
維
持
を
め
ざ

す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
結
論
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
製
更
に
は
、
著
者
自

身
気
付
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
複
雑
な
枇
曾
経
済
史
的
背
景
が
あ
る
わ
け
で
、

今
後
は
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

守
屋
美
都
雄
、
李
慢
の
法
経
に
闘
す
る
一
問
題
。
戦
闘
貌
の
文
侯
の
師
、
李

慢
の
寸
法
経
」
は
、
わ
が
園
の
皐
界
で
は
、
長
い
間
そ
の
賓
在
否
定
論
が
、
定

説
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
明
の
蛮
設
の
「
七
園
考
」

に
法
経
に
闘
す
る
桓

謂
の
「
新
論
」
の
記
述
が
引
か
れ
る
。
こ
の
七
園
考
所
引
の
一
文
に
信
を
お
く

こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
法
経
質
在
否
定
論
は
そ
の
立
場
を
失
う
の

み
な
ら
ず
、
中
岡
古
代
の
法
律
制
度
の
究
明
に
は
も
ち
ろ
ん
、
枇
曾
研
究
の
上

に
も
貴
重
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
に
気
付
い
た
守
屋

氏
は
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
研
究
に
着
手
し
た
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
ハ
の
ポ
コ
ラ

氏
は
、
一
九
五
九
年
設
表
の
論
文
で
、
こ
の
史
料
に
鋭
い
批
判
を
加
え
、
桓
認

新
論
の
史
料
的
償
値
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
守
屋
氏
は
先
ず
こ
の
ポ
コ
ラ

氏
の
否
定
論
の
批
判
を
試
み
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
こ
の
ポ
コ
ラ
説
批
判

は
、
あ
た
か
も
顕
微
鏡
を
の
ぞ
い
て
極
微
の
世
界
が
次
々
と
顕
示
さ
れ
て
く
る

よ
う
な
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
考
澄
祭
的
方
法
の
模
範
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
考
設
か
事
者
的
情
熱
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
氏
の
情
熱
は
中
聞
の
事
者
を
も
動
か
し
、
胡
道
静
・
王
重

民
・
楊
寛
・
萎
亮
夫
諸
氏
と
の
温
か
い
研
究
上
の
交
流
を
も
生
ん
で
い
る
。
次

に
は
守
屋
氏
の
積
極
的
な
法
経
費
在
肯
定
論
を
期
待
す
る
。

山
田
統
、
史
記
と
古
代
紀
年
。
本
論
文
は
、
氏
の
さ
き
の
論
文

「周
初
の
紹

封
年
代
」
(
「
中
園
古
代
史
の
諮
問
題
」
所
収
〉
を
ふ
ま
え
て
、
資
情
以
来
の
古

代
紀
年
を
決
戸
一
応
し
よ
う
と
意
闘
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
は
じ
め
に
、
司

馬
遜
は
史
記
に
共
和
ハ
前
八
四
一
年
)
以
前
の
紀
年
を
停
え
て
い
な
い
が
、
か

れ
自
身
に
そ
れ
以
前
の
古
代
紀
年
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
定
見
が
な
か
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
司
馬
遜
と
古
代
紀
年
と
の
闘
係
を
考
察
し
て
い
る

あ
た
り
は
十
分
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
山
田
氏
は
「
概
数
を
も
っ
て
し
る
さ

れ
て
い
る
年
代
に
賓
数
を
み
た
し
う
れ
ば
、
古
代
紀
年
の
問
題
は
解
決
す
る
」

と
い
わ
れ
る
が
、
元
来
殿
周
の
際
以
前
の
紀
年
に
懐
疑
的
で
あ
る
識
者
を
説
得

す
る
こ
と
は
難
事
中
の
難
事
で
、
本
論
文
も
そ
の
黙
な
お
成
功
し
て
い
る
よ
う

に
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
氏
は
、
左
停
宣
公
三
年
の
僚
に
見
え
る
「
戴
紀
六

百
、
商
対
暴
虐
に
し
て
崩
周
に
遜
る
」
と
い
う
王
孫
満
の
言
葉
に
封
し
て
、
備

蓄
西
伯
磁
禦
篇
に
基
づ
い
て
、
殿
人
に
よ
っ
て
そ
の
喪
滅
が
自
覚
さ
れ
た
目
、

そ
れ
が
「
載
記
六
百
」
で
あ
り
、
西
伯
験
禁
の
年
は
前
の
研
究
に
よ
っ
て
文
玉
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四
十
三
年
、
前
一

O
八
一
年
で
あ
る
か
ら
、
よ
っ
て
推
定
さ
れ
ろ
湯
玉
の
元
年

は
前
一
六
八

O
年
と
な
る
、
と
断
定
す
る
。
概
数
で
あ
る
べ
き
「
載
柁
六
百
」

が
、
こ
こ
で
は
賓
数
と
同
巳
扱
い
を
う
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
湯
王
即
位
の
組
封

年
伏
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
山
田
氏
の
概
数
の
ア
レ
ン
ジ
の

仕
方
は
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
附
表
に
見
る
者
代
紀
年
を
寅
数
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
概
数
的
に
見
る
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
安
嘗
な
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
こ
れ
で

は
氏
の
本
意
に
は
そ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
上
次
男
氏
は
本
書
の
序
文
に
悔
い
て
、
「
中
国
古
代
史
研
究
曾
は
今
後
も

獲
る
こ
と
な
く
共
同
研
究
を
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
力
強
く
宣
言
し
て
お
ら

れ

る

。

今

後

一

層

の

設

展

を

新

る

。

〈

大

島

利
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。
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本
書
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
れ
の
フ
ラ
ン
ス
の
中
園
研
究
者
パ
ラ
ー

ジ
ュ
の
論

文
集
で
あ
る
。
著
者
パ
ラ
l
ジ
ュ
に
つ
い
て
、
本
書
の
編
集
者
ア
l
サ

l

・ラ

イ
ト
が
紹
介
の
労
を
取
り
、
そ
の
緒
言
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
パ

ラ

ー
ジ
ュ
は
一
九

O
五
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
生
れ
(
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
八
卒
凡
枇
〉

の
パ
ラ
ー
ジ
ュ
の
項
に
、
生
年
不
明
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ラ
イ
ト
の
緒

言
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
)
、
道
数
及
び
悌
教
な

ど
の
東
洋
の
思
想
に
興
味
を
持
ち
、
そ
の
研
究
の
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
大
撃
の
オ

ッ
ト
l

・
フ
ラ
ン
ケ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
加
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
本
格
的
に
シ
ノ

ロ
ジ
!
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
シ
ノ
ロ

ジ
!

の
研
究
テ
1
7
に
飽
き
足
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
、
一
位
曾
経
済
史
の
分
野
に
も
研

究
を
進
め
た
。
こ
れ
が
一
允
一
一
一
一
年
の
唐
代
経
済
史
の
研
究
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
論
文
に
封
す
る
評
債
は
、
す
で
に
知
ら
れ
た
る
よ
う
に
、

パ
ラ
l
ジ

ュ
を
し
て
唐
代
枇
曾
経
済
史
の
専
門
家
と
見
な
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
再

び
恩
想
・
文
撃
の
分
野
の
研
究
に
力
を
注
、ぎ
、
曹
操
、
活
線
、
李
観
な
ど
を
封

象
と
し
た
。
一
方
、
こ
の
頃
か
ら
ナ
チ
ス
が
撞
頭
し
は
じ
め
、
パ
ラ
ー
ジ
ュ
は

反
ナ
チ
ス
運
動
に
参
加
し
た
が
、
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
へ
逃
れ
、
以
後
ず
っ
と
フ

ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
載
後
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
撃
で
中
園
古
代
の

経
済
・
祉
舎
の
講
座
を
猪
嘗
し
、
五
三
年
・
五
四
年
に
は
、
「
通
報
」
に
「
惰

書
食
貨
志
」
の
謬
注
を
設
表
し
、
か
た
わ
ら
貌
膏
南
北
朝
期
の
法
制
史
・
経
済
一

史
に
闘
す
る
論
文
を
数
多
く
愛
表
し
た
。
叉
一
九
五
四
年
頃
か
ら
、
所
謂
「
宋
肌

史
提
要
扇
纂
事
業
」
に
着
手
し
、
こ
の

ω
E
m
p
o守
口
円
の
後
援
で
、
有
盆
.
一

な
論
文
の
護
衰
の
場
が
提
供
さ
れ
た
。
バ

ラ
l
ジ
ュ
の
生
涯
の
最
後
の
十
年
間

は
、
主
と
し
て
こ
の
事
業
に
掛
け
ら
れ
た
。
一
方
で
は
、
彼
自
身
が
宋
代
の
商

業
と
産
業
と
に
闘
す
る
賞
設
的
な
地
箇
を
作
成
し
て
お
り
、
ま
た
一
方
で
は
、

研
究
と
指
導
と
中
国
文
化
の
ヨ

l
ロ
ッ
バ
の
知
的
生
活
へ
の
導
入
と
に
努
力
し

た
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
園
撃
者
で
彼
の
思
恵
を
蒙
ら
な
い
も
の
は
無

い
と
言
っ
て
も
良
い
く
ら
い
、
彼
の
研
究
は
優
れ
た
・も
の
で
あ
っ
た
。
』
と
。

パ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
一
九
六
三
年
十
一
月
に
急
死
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
は

じ
め
た

ω
E問

F
O』

2
H
は
、
彼
の
元
後
、
一
時
的
に
中
断
し
た
け
れ
ど
も
、

パ
リ
を
中
心
に
繕
績
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
日
本

の
研
究
者
に
ま
で
も
、
こ
の
事
業
へ
の
協
力
・
参
加
を
呼
び
か
け
て
来
て
お

り、

ωロロ
m
p
D
W
2
が
世
界
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
る
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ


