
評書

岸
田
達
也
著

『
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
研
究
』中

　
山
　
治
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ひ
と
り
の
誠
実
な
研
究
者
の
二
十
年
に
わ
た
る
学
問
的
精
進
の
記
録
が
こ

こ
に
あ
る
一
岸
田
達
也
氏
の
『
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
研
究
』
は
、
そ
の
よ

う
な
手
ご
た
え
を
ズ
シ
リ
と
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
　
「
ま
え
が
き
」
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
漁
者
が
【
九
五
七
年
か
ら
一
九
七
六
年

ま
で
に
発
表
し
た
合
計
十
二
の
論
文
を
、
取
り
扱
う
対
象
の
前
後
関
係
に
し

た
が
っ
て
整
理
し
補
正
し
、
最
後
に
要
論
一
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ

た
業
績
で
あ
る
。

　
さ
い
し
ょ
、
本
誌
編
集
委
員
か
ら
そ
の
書
評
の
依
頼
を
う
け
た
と
き
、
評

者
は
一
瞬
、
引
き
受
け
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
右
の
期
間
、

評
者
は
著
者
と
近
い
と
こ
ろ
に
い
て
、
本
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
つ
い

て
し
ば
し
ば
話
し
合
っ
た
関
係
上
、
そ
の
距
離
の
無
さ
の
た
め
に
書
評
が
書
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評
に
な
ら
ず
、
ま
っ
た
く
私
的
な
感
想
文
に
堕
す
る
の
が
お
ち
で
あ
ろ
う
と

お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
楽
屋

裏
か
ら
の
印
象
記
も
ま
た
一
種
の
書
評
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と

も
思
い
、
け
っ
き
ょ
く
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
書
評
が
ま
っ
た
く

個
人
的
主
観
的
な
印
象
批
評
に
お
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
読

老
に
も
著
者
に
も
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
著
老
が
執
筆
に
さ
い
し
て
最
大
の
苦
心
を
払
わ
れ
た
の
は
本
書
の

ど
の
部
分
に
対
し
て
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
一
お
そ
ら
く
は
多
く
の
読
者

が
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
と
は
ち
が
っ
て
一
1
実
は
留
頭
わ
ず
か
十

ペ
ー
ジ
ば
か
り
の
「
ま
え
が
ぎ
」
の
部
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
評
者
に
は
感

じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
当
然
の
理
由
が
あ
る
。
著
者
は
こ
の
部
分
で
、
過
去

二
十
年
を
越
え
る
自
己
の
学
問
生
活
の
す
べ
て
を
要
約
し
、
そ
の
時
そ
の
時

に
よ
っ
て
衷
出
の
仕
方
を
異
に
し
て
い
た
過
去
の
学
問
的
関
心
を
つ
な
ぎ
あ

わ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
「
思
想
史
」
に
ま
と
め
あ
げ
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
在
の
著
者
は
も
は
や
過
去
の
著
者
で
は
な
く
、
ま

と
め
あ
げ
よ
う
と
す
る
視
角
は
、
も
ち
ろ
ん
著
者
の
現
在
の
視
角
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
開
頭
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
、
そ
の
苦
心
の
ほ
ど
が
滲

み
出
て
い
る
。
著
老
が
最
初
の
論
文
「
べ
ー
ロ
ゥ
の
『
経
済
発
展
段
階
説
批

判
』
と
そ
の
背
景
」
（
第
二
編
第
二
章
）
を
構
想
し
発
表
し
た
と
き
、
そ
れ
が

二
十
年
後
に
こ
の
よ
う
な
「
思
想
史
」
の
隅
石
の
ひ
と
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う

と
は
、
夢
に
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
本
書
の
特
質
の
す
べ
て
は
、
そ
れ
が
二
十
年
間
の
研
究
の
集

約
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
一
定
の
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
「
思

想
史
」
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
。
も
し
読
者
が
「
史
学
思
想
史
」

に
つ
い
て
の
教
科
書
的
羅
列
的
記
述
を
本
書
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
期
待

は
、
当
然
、
裏
切
ら
れ
る
。
本
書
は
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
エ
ド
ゥ
ア
ル

ト
胆
フ
ェ
ー
タ
ー
風
の
史
学
史
叙
述
と
は
無
縁
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
書
の
部

分
部
分
が
す
べ
て
問
題
の
提
起
と
そ
の
解
決
な
の
で
あ
る
。
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本
書
が
提
趨
し
か
つ
解
決
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
聞
題
点
の
う
ち
、
日
本
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の
史
学
界
に
と
っ
て
も
っ
と
も
衝
撃
的
な
そ
れ
は
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
解
釈
を

め
ぐ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
第
二
編
第
一
章
の
「
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
史
学
思
想

史
曲
位
置
」
が
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
著
者
は
、
闘
治
い
ら

い
の
臼
本
の
史
学
界
を
牢
固
と
し
て
支
配
し
て
き
た
固
定
観
念
を
み
ご
と
に

粉
砕
し
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
を
ド
イ
ツ
史
学
思
想
の
系
譜
の
な
か
で
正
し
く
位

置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
『
歴
史
学
方
法
教
本
』
（
日
本
で
は
『
歴
史
と

は
何
ぞ
や
』
）
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
は
、
明
治
い
ら

い
の
臼
本
の
史
学
界
で
は
、
ラ
ン
ケ
や
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
と
同
一
の
思
想
系
譜
に

属
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
正
統
派
史
学
の
一
員
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
一
と
い
う
こ
と
を
、
著

者
は
理
路
整
然
と
言
開
す
る
。
そ
の
論
証
の
手
続
き
は
実
に
慎
重
で
あ
り
、

読
老
に
は
ほ
と
ん
ど
反
論
の
余
地
が
な
い
。
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
従

来
わ
が
国
で
は
た
だ
標
題
が
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
内
容
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
『
歴
史
研
究
と
歴

史
哲
学
島
（
｝
八
八
○
年
）
が
、
は
じ
め
て
資
料
と
し
て
駆
使
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
か
れ
の
根
本
思
想
が
疑
問
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
上
述
の
『
歴
史
学
方
法
教
本
』
（
一
八
八
九
年
）
は
、
実
は
こ
の
『
歴
史

研
究
と
歴
史
哲
学
』
の
上
に
構
築
さ
れ
た
研
究
技
術
論
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
両
老
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
ベ
ル
ン
ハ
イ

ム
を
真
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
一
と
い
う
こ
と
が
、
著
者
に
よ

っ
て
今
は
じ
め
て
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
相
対
立
す
る
二
つ
の
立
場
な
い
し
は
方

法
に
対
す
る
と
き
、
そ
の
『
中
聞
的
立
場
』
を
と
り
、
両
者
の
『
結
合
』
を

は
か
る
」
と
い
う
の
が
、
　
「
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
思
惟
方
法
の
特
徴
」
で
あ
り
、

「
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
が
こ
の
著
作
に
お
い
て
『
理
想
主
義
哲
学
』
と
『
実
証
主

義
』
と
の
統
合
を
意
図
し
て
い
る
」
の
も
ま
た
、
　
「
ま
さ
し
く
そ
の
現
わ
れ

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
（
一
〇
二
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、
理
想
主
義
哲
学
と

実
証
主
義
と
は
、
い
っ
た
い
、
統
合
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
を
統

合
し
た
り
、
両
者
に
架
橋
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ほ
ん
ら
い
不
可
能
で
あ
る

ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
な
試
み
を
す
る
こ
と
さ
え
無
意
味
で
あ
る
一
と
い

う
の
が
、
評
者
の
意
見
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
に
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム

は
、
そ
の
よ
う
な
ほ
ん
ら
い
不
可
能
な
こ
と
を
あ
え
て
試
み
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
何
が
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
を
し
て
そ
の
よ
う
な
試
み
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ

る
か
。
評
者
は
、
か
れ
の
方
法
至
上
主
義
が
そ
う
さ
せ
た
と
考
え
る
。
か
れ

の
『
歴
史
研
究
と
歴
史
哲
学
』
の
結
論
的
部
分
（
第
七
章
第
【
節
）
に
は
、
「
歴

史
的
方
法
の
特
質
」
と
い
う
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
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に
お
い
て
は
、
理
想
主
義
哲
学
や
実
証
哲
学
よ
り
も
む
し
ろ
方
法
こ
そ
、
よ

り
上
位
の
規
定
細
帯
照
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
『
歴
史
研
究
と
歴
史
哲
学
』
が

本
文
わ
ず
か
雌
蕊
ペ
ー
ジ
の
小
冊
子
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
歴
史
学
方
法

教
本
』
が
八
百
ペ
ー
ジ
に
近
い
大
著
で
あ
る
こ
と
は
、
な
に
ご
と
か
を
物
語

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
至
上
主
義
が
出
現
し
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
史
学
思
想
9
－
1
そ
し
て
同
時
に
明
治
二
十

年
代
の
窮
鳥
の
史
学
界
の
一
1
重
大
闇
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

　
つ
ぎ
に
、
お
そ
ら
く
よ
り
古
い
世
代
の
読
者
に
深
い
感
銘
を
あ
た
え
る
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
本
書
の
論
点
の
ひ
と
つ
は
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
を
め
ぐ
る
問

題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
第
一
画
品
一
章
の
標
題
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
著
者
に
と
っ
て
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
「
史
学
論
」
そ
の
も
の
が
問
題
な

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
を
し
て
そ
の
「
史
学
論
」
を
構
想
さ
せ
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評書

た
苗
代
的
背
景
と
、
そ
し
て
「
史
学
論
」
の
思
想
史
的
意
義
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
ま
た
著
者
は
、
従
来
わ
が
国
の

史
学
界
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
自
身
の
古
典
的
論
文
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
の
思
想
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
雑
誌
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
』
の
一
八
五
四

年
六
月
号
と
十
一
月
号
に
連
載
さ
れ
た
論
文
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
の
性
格

づ
け
の
た
め
に
」
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
露
呈
さ
れ
た
英
画
聖
超
大
国
の
対
決
の

危
機
を
目
前
に
し
つ
つ
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
に
と
っ
て

は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
政
治
の
破
局
も
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
全
体
の
危

機
の
た
ん
な
る
一
局
爾
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
時
代
感
覚
に
よ

れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
い
ご
、
古
典
的
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
崩
壊
期
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
崩
壊
期
に
あ
ら
わ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の

危
機
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
深
刻
な
性
質
の
も
の
は
、
「
精
神
生
活
の
領
域
」

に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
は
、
コ
ン
ト
の
「
実
証
哲

学
」
に
お
い
て
結
晶
し
た
よ
う
な
、
か
れ
の
同
時
代
の
実
証
主
義
の
精
神
な

い
し
唯
物
主
義
の
風
潮
の
な
か
に
、
そ
の
精
神
生
活
の
危
機
を
見
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
な
い
し
風
潮
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
歴
史

の
「
物
」
化
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、
歴
史
の
世
界
は
一
「
物
」

の
世
界
で
は
な
く
一
人
倫
の
世
界
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
倫
の
世
界

が
そ
の
上
に
成
り
立
つ
基
礎
は
、
　
「
意
志
の
行
為
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ド

ロ
イ
ゼ
ソ
に
と
っ
て
は
、
歴
史
は
、
「
物
」
と
し
て
で
は
な
く
、
入
間
の
「
意

志
の
行
為
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
は
、

歴
史
の
「
物
」
化
に
対
し
て
黙
し
て
掌
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、

実
証
主
義
な
い
し
唯
物
主
義
と
い
う
時
代
の
風
潮
に
抗
し
て
、
歴
史
の
「
物
」

化
の
進
行
を
抑
止
し
よ
う
と
企
て
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
史
学
論
」
の
講

義
が
開
始
さ
れ
（
一
八
五
七
年
）
、
ま
た
バ
ッ
ク
ル
批
判
が
生
ま
れ
た
（
一
八
六

三
年
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
著
者
は
「
史
学
論
」
講
義
開
始
の
動
機
に
焦
点
を
あ
て
、

そ
の
部
分
を
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
「
史
学
論
」
そ
の

も
の
あ
る
い
は
そ
の
全
体
の
主
張
や
論
点
や
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な

わ
ち
、
像
そ
の
も
の
を
刻
み
込
ま
ず
に
、
周
辺
を
彫
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
像
の
全
体
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
陽
刻
の
手
法
で
あ
る
。
こ

の
部
分
（
一
三
－
三
〇
ペ
ー
ジ
）
の
叙
述
は
、
最
近
の
著
者
の
充
実
し
た
力
量
を

う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
の
意
図
は
、
　
「
史

学
論
」
の
細
部
に
立
入
っ
て
分
析
的
思
考
を
働
か
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
こ
を
発
走
点
と
し
て
史
学
思
想
の
そ
の
後
の
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
本
書
第
一
編
に
お
い
て
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
論
と
密
着
し
つ
つ
、
マ
イ

ネ
ッ
ケ
お
よ
び
ヒ
ソ
ツ
ェ
の
歴
史
象
と
し
て
の
出
発
が
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

四

　
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
も
ヒ
γ
ツ
ェ
も
両
老
と
も
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る

ド
ロ
イ
ゼ
ソ
の
最
後
の
『
史
学
論
』
の
講
義
を
聴
講
し
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
影

響
を
も
っ
と
も
強
く
う
け
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
う
け
と
め
方
が
両
者
相
異

っ
て
い
る
」
。
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
か
ら
う
け
た
影
響
を
デ
ィ
ル

タ
イ
に
よ
っ
て
拡
大
深
化
し
、
他
方
、
ヒ
ソ
ツ
ェ
は
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
か
ら
う

け
た
影
響
を
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
よ
っ
て
補
完
す
る
」
（
五
九
ぺ
…
ジ
）
。
著
者
の
こ

の
指
摘
は
、
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
・
ヒ
ン
ツ
ェ
三
者
の
相
関
関
係
と
、
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そ
し
て
同
時
に
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
上
の
三
者
の
位
置
と
を
、
的
確
か
つ
簡

潔
に
表
現
し
得
て
妙
で
あ
る
。
著
者
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
マ
イ

ネ
ッ
ケ
が
理
念
史
家
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヒ
ン
ツ
ェ
は
一
種
の
社
会
史

家
で
あ
っ
た
（
五
七
ぺ
…
ジ
）
。

　
従
来
わ
が
国
の
史
学
界
で
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
ヒ
ン
ツ

ェ
に
つ
い
て
、
本
書
が
比
較
的
大
き
い
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
の
は
、
著

老
が
過
去
十
数
年
間
西
ド
イ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
「
構
造
史
」
の
研
究
に
沈
潜
し
、

こ
れ
に
深
い
理
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
r
す
な
わ
ち
、

著
者
の
現
在
の
問
題
意
識
が
、
過
法
の
ヒ
ン
ツ
ェ
を
積
極
的
に
評
価
さ
せ
る

よ
う
に
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
こ
ん
に
ち
西
独

史
学
界
に
お
い
て
『
歴
史
学
か
ら
社
会
科
学
へ
の
架
橋
』
を
意
図
し
、
社
会

学
と
歴
史
学
と
の
方
法
的
結
合
を
は
か
る
、
オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ソ
ナ
冠
、
テ

ー
オ
ド
ル
・
シ
ー
ダ
ー
、
ブ
リ
ッ
ツ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ

ソ
ツ
ェ
ら
の
い
わ
ゆ
る
『
樽
造
史
』
派
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
ヒ
ン
ツ
ェ
を
継

承
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
五
八
ペ
ー
ジ
）
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
本
書
第
一
編
第
三
章
の
ヒ
ン
ツ
ェ
論
は
、
実
は
第
三
編
第
二
部

に
お
い
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
は
ず
の
箸
者
の
「
構
造
史
」
論
の
伏
線
を

な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
見
ら
れ
る
本
書
の
構
成
の
仕
方
は

実
に
み
ご
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
は
、
新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
既
発
表

の
論
文
の
集
録
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
研
究
と
し
て
首
昆
結
構
を
と
と

の
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
に
つ
い
て

著
者
の
描
く
基
本
図
式
を
も
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
律
イ
ゼ
ソ
か
ら

発
出
す
る
ド
イ
ツ
史
学
思
想
の
流
れ
は
、
一
方
で
は
マ
イ
ネ
ッ
ケ
、
べ
ー
ロ

ゥ
、
十
九
世
紀
末
二
十
世
紀
初
頭
の
政
治
史
家
た
ち
、
さ
ら
に
一
九
一
九
年

以
後
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
お
よ
び
デ
ヒ
ー
オ
を
つ
ら
ね
る
本
流
と
、
他
方
で
は
ヒ

ソ
ツ
ェ
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
構
造
史
」
派
へ
と
つ
ら
な
る
傍
流
と

の
ふ
た
つ
に
な
っ
て
流
れ
つ
づ
け
、
時
期
に
よ
り
状
況
に
応
じ
て
い
ず
れ
か

一
方
の
流
れ
が
表
層
に
出
る
と
い
う
、
農
開
の
図
式
で
あ
る
。
本
書
を
構
成

す
る
各
部
分
・
各
テ
ー
マ
は
、
こ
の
展
開
図
式
の
ど
こ
か
に
位
澄
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

　
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
史
学
思
想
」
と
題
さ
れ
て
い
る

第
三
編
は
、
第
一
編
お
よ
び
第
二
編
と
は
構
成
を
異
に
し
、
第
一
部
と
第
二

部
と
に
分
か
た
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第
三
編
だ
け
で
本
書
の
お
よ
そ
半

ば
を
占
め
る
と
い
う
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
構

造
史
」
に
関
す
る
諸
論
稿
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
与
え
た
い
と
い
う
編
集

上
の
考
慮
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
著
者
を
し
て
こ
の
よ
う
に
第
三

編
を
ふ
た
つ
に
分
け
さ
せ
る
に
は
、
や
は
り
何
か
学
問
上
の
理
由
が
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
思
う
に
そ
の
理
由
は
、
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
お
け
る
ラ
ン
ケ

批
判
の
問
題
」
（
第
三
編
第
一
部
第
一
章
）
に
し
て
も
、
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
と
デ
ヒ

ー
オ
」
（
無
二
二
章
）
の
関
係
の
問
題
に
し
て
も
、
著
者
が
素
材
と
し
て
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

上
げ
て
い
る
作
晶
が
い
ず
れ
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
す
で
に
第
二
次
世
界

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

大
戦
前
、
い
や
む
し
ろ
第
｝
次
世
界
大
戦
直
後
の
時
期
に
起
こ
っ
て
い
た
事

柄
で
あ
る
関
係
上
、
著
者
も
ま
た
こ
の
部
分
を
「
構
造
史
」
論
と
区
別
し
て

整
理
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

著
者
は
こ
の
よ
う
な
形
で
、
二
間
期
、
と
く
に
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
正

統
派
史
学
の
変
転
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
さ
い
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
一
度
は
「
ラ
ン
ケ
い
ら
い
の
近
代
史
研
究
の
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評轡

成
果
」
の
根
底
的
動
揺
を
み
と
め
、
ラ
ン
ケ
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
像
の
革
新

の
必
要
を
承
認
し
な
が
ら
、
や
が
て
「
幻
想
の
時
代
」
の
時
代
状
況
の
な
か

で
精
神
史
の
分
野
へ
そ
れ
て
い
っ
た
（
一
九
八
一
二
〇
二
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
、
著

者
の
指
摘
は
、
腰
間
期
の
ド
イ
ツ
正
統
派
史
学
の
変
貌
の
核
心
を
射
抜
い
た

も
の
と
し
て
鋭
い
。
ま
た
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
こ
の
時
期
に
放
棄
し
た
課
題
を

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
解
決
し
た
の
が
す
な
わ
ち
デ
ヒ
ー
オ
の
『
均
衡
か
覇

権
か
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
一
〇
二
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
説
明
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

説
得
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
に
お
け
る
デ
ヒ
ー
オ
の
位

置
を
確
定
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
が
、

最
近
の
著
老
の
史
限
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
右
の
両
章
に
つ
づ
く
第
三
編
第
一
部
第
三
章
「
伝
統
的
歴
史
学
の

自
己
反
省
の
動
向
」
を
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
以
下
第
三
編
第
二
部
の
全
部

が
、
　
「
構
造
史
」
の
検
討
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
著
者
は
、
「
構

造
史
」
派
の
出
現
を
、
た
ん
に
西
ド
イ
ツ
の
史
学
思
想
と
い
う
狭
い
枠
内
で

解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
最
後

の
講
演
「
歴
史
の
形
態
変
化
に
つ
い
て
」
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
お
い
て
、

さ
ら
に
は
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
年
報
」
派
と
の
交
流
関
係
に
お
い
て
考
察
し

て
い
る
。
と
も
に
、
著
者
の
視
界
の
広
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

尊
老
の
「
構
造
史
」
論
を
ユ
ニ
ッ
ク
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
部
分

は
、
、
今
ま
で
に
邦
文
で
書
か
れ
た
「
構
造
史
』
論
の
う
ち
、
も
っ
と
も
詳
悉

的
で
も
っ
と
も
卓
抜
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

山／x

最
後
の
「
付
論
」
は
、
本
書
を
成
す
に
あ
た
っ
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
唯
一

の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
　
「
構
造
史
」
派
の
史
学
思
想
史
上
の
位

置
を
確
定
し
て
お
こ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
「
構
造
史
」

派
は
、
伝
統
的
な
正
統
派
史
学
と
の
あ
い
だ
に
断
絶
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
本
質
的
に
は
後
者
の
枠
内
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
聞
題
で
あ
る
。
こ
の
間
題
を
解
く
た
め
に
著
者
は
、
こ
ん
に
ち
西
ド

イ
ツ
の
史
学
界
で
も
っ
と
も
活
発
に
発
言
し
て
い
る
若
い
世
代
の
「
社
会
科

学
と
し
て
の
歴
史
学
」
　
「
歴
史
主
義
の
彼
方
の
歴
史
学
」
を
と
り
あ
げ
て
、

こ
れ
と
「
構
造
史
」
と
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
著
者
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
し

た
結
論
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
一
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
は
じ
め
と
す

る
、
『
伝
統
的
歴
史
学
』
の
残
照
な
お
輝
く
第
一
の
世
代
と
、
シ
ー
ダ
ー
ら

の
『
構
造
史
』
派
の
第
二
の
世
代
と
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
ら
の
『
歴
史
主

義
の
彼
方
の
歴
史
学
』
の
第
三
の
世
代
と
、
こ
の
三
つ
の
世
代
の
う
ち
、
前

二
者
の
世
代
間
よ
り
は
む
し
ろ
後
二
者
の
世
代
間
に
、
一
線
が
画
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
」
。
す
な
わ
ち
、
「
構
造
史
」
派
は
伝
統
的
な
正
統
派
史
学
の
最
後
の

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
正
統
派
史

学
の
史
学
思
想
史
を
対
象
と
す
る
本
書
が
「
構
造
史
」
論
を
も
っ
て
筆
を
お

い
た
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

　
読
み
お
わ
っ
て
評
者
に
は
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
起
こ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

も
う
今
後
は
正
統
派
史
学
の
伝
統
的
思
考
は
二
度
と
よ
み
が
え
ら
ず
、
　
「
社

会
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
」
　
「
歴
史
主
義
の
彼
方
の
歴
史
学
」
の
み
が
一
方

的
に
西
ド
イ
ツ
の
史
学
界
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い

う
疑
問
で
あ
る
。
い
ま
仮
り
に
そ
の
よ
う
な
「
科
学
的
」
思
考
の
み
が
支
配

す
る
史
学
界
を
想
像
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
歴
史
把
握
の
指
間
か
ら
抜
け
落
ち

る
対
象
が
余
り
に
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
り
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

国
際
政
治
現
象
の
ご
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
「
社
会
史
」
に
よ
っ
て
敷
面
に
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と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
一
八
五
四

年
の
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
と
、
一
九
一
九
年
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
と
、
そ
し
て
一
九
四
八

年
の
デ
ヒ
ー
オ
と
を
つ
ら
ね
る
思
考
が
、
ふ
た
た
び
対
抗
的
か
つ
補
完
的
に

よ
み
が
え
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
考
え
て

い
た
「
デ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
論
理
」
は
、
も
は
や
有
効
に
働
か
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
と
も
あ
れ
本
書
は
、
過
去
一
世
紀
あ
ま
り
の
ド
イ
ツ
正
統
派
史
学
の
史
学

思
想
の
展
開
を
体
系
的
に
み
ご
と
に
と
ら
え
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
深
さ
と
幅
を
も
つ
業
績
で
あ
る
。
日
本
の
史
学
界
の
た
め
に
、
本
書

の
刊
行
を
喜
び
た
い
。

　
（
A
5
判
　
三
二
九
頁
　
一
九
七
穴
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穴
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書
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円
）
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教
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