
厚
い

（
熱
い
）
研
究

本
書
は
歴
史
文
化
学
科
の
千
葉
功
氏
に
よ
っ
て
記
さ
れ

た
書
で
あ
る
。
著
者
は
日
本
近
代
史
を
専
攻
し
て
お
り
、

特
に
外
交
史
を
専
門
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
東
京

大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
に
加
筆
し
、
本
書
に
し
た
の

で
あ
る
と
い
う
。

ま
ず
、
本
書
を
手
に
取
っ
た
時
の
感
想
は
、
「
厚
い
」

と
い
う
点
が
第
一
印
象
で
あ
る
。
な
に
を
隠
そ
う
、
千
葉

氏
と
私
は
昭
和
女
子
大
学
に
勤
務
は
同
期
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
年
齢
は
違
う
。
同
期
と
は
い
え
、
私
は
怠
惰
、
千
葉

氏
は
勤
勉
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
誰
に
で
も

解
る
差
が
本
書
の
厚
さ
で
あ
る
。

本
の
帯
に
は
「
日
本
が
「
旧
外
交
」
に
習
熟
し
て
い
っ

た
過
程
を
二
十
世
紀
初
頭
の
国
際
情
勢
と
と
も
に
精
緻
に

捉
え
、
そ
の
時
代
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
謳

わ
れ
て
い
る
が
、
近
代
に
な
る
と
そ
れ
だ
け
多
種
多
彩
な

事
件
や
動
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も

一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
九
年
と
二
十
年
間
の
短
い
期
間

を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
私
の
よ
う
に
専
門
を
日
本

美
術
史
と
し
て
い
る
と
、
二
十
年
間
で
は
ほ
と
ん
ど
何
も

変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
訳
で
、
専
門
と
す
る
分
野
が
千
葉

氏
と
は
ま
っ
た
く
違
う
故
、
立
ち
入
っ
た
書
評
は
行
い
が

た
い
。
よ
っ
て
、
本
書
の
内
容
を
簡
潔
に
要
約
し
た
う
え

で
、
最
後
に
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し

た
い
。

本
書
の
概
要

構
成
は
第
Ⅰ
部
～
第
Ⅴ
部
の
五
部
で
あ
る
。
順
を
お
っ

て
見
て
い
こ
う
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
日
本
の
外
務
省
が
第
一
次
世
界
大
戦
の

末
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
外
務
省
は
、
枢
密
院
を
除
く

陸
軍
や
議
会
な
ど
他
の
機
関
か
ら
の
外
交
政
策
へ
の
介
入

を
一
応
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、

一
八
九
三
年
に
導
入
さ
れ
た
職
業
外
交
官
採
用
制
度
の
改

革
が
外
務
省
の
頂
点
に
ま
で
行
き
渡
る
よ
う
に
な
り
、

「
霞
ヶ
関
外
交
」
を
支
え
る
特
別
官
意
識
を
育
む
こ
と
に

な
っ
た
。
自
律
性
は
獲
得
し
、
組
織
は
急
速
に
肥
大
化
す

る
が
、
省
内
の
意
志
を
統
一
す
る
機
関
は
欠
如
し
た
ま
ま

で
あ
り
、
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
陸
軍
と
の
対
立
な
ど
、
外

交
の
真
の
統
一
を
欠
い
た
ま
ま
、
戦
間
期
を
迎
え
る
経
緯

が
説
か
れ
て
い
る
。
自
律
を
獲
得
し
た
外
務
省
は
、
日
本

外
交
の
閉
鎖
性
を
産
み
出
し
、
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た

ら
し
い
。

第
Ⅱ
部
は
日
露
戦
争
の
原
因
を
追
及
し
て
お
り
、
言
う

と
こ
ろ
の
「
多
角
的
同
盟

�協
商
網
」
の
構
築
に
失
敗
し
、

日
本
と
ロ
シ
ア
が
戦
争
に
な
っ
た
と
み
て
い
る
。
日
本
外

交
を
従
前
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
論
じ
て
お
り
、
こ
こ

で
は
従
来
の
日
露
開
戦
原
因
の
通
説
的
説
明
が
要
約
さ
れ
、

「
研
究
が

開
始
さ
れ
た
時
期
の
同
時
代

的
発
想
に

強
く

影

響
さ
れ
た
独
特
の
問
題
設
定
」
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た

論
争
を
解
決
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
説
明
で
あ
る
と

し
、
日
露
開
戦
に
お
け
る
伝
統
的
解
釈
を
塗
り
替
え
ん
と

す
る
意
気
込
み
で
展
開
さ
れ
た
論
争
的
な
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

日
露
戦
争
以
後
の
状
況
を
説
明
し
た
第
Ⅲ
部
で
は
、
い
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っ
た
ん
失
敗
し
た
「
多
角
的
同
盟

�協
商
網
」
の
構
築

（
日
英
同
盟
、
日
露
協
商
、
日
仏
協
商
と
い
っ
た
日
英
露
仏
と
の

四
国
協
商
）
に
成
功
し
な
が
ら
、
直
後
に
起
き
た
、
孫
文

等
に
よ
る
辛
亥
革
命
や
政
権
交
代
に
よ
り
対
日
政
策
を
変

化
さ
せ
た
ア
メ
リ
カ
の
存
在
な
ど
で
動
揺
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
成
功
し
た
か
と
思
う
と
、
動
揺
に
見
舞
わ
れ
、

中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
や
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア

外
交
へ
の
登
場
な
ど
様
々
の
要
素
が
重
合
し
、
こ
れ
ら
に

対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
日
本
外
交
の
難
し
さ
を
物
語
っ
て

い
る
。

続
く
第
Ⅳ
部
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
、
動

揺
を
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
「
多
角
的
同
盟

�協
商
網
」
が

第
一
次
世
界
大
戦
直
後
に
一
気
に
崩
壊
す
る
様
子
を
克
明

に
描
き
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
元
老
山
県
有
朋
は
「
石

井

�ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
」
（
一
九
一
七
）
の
締
結
を
喜
び
、

帰
朝
し
た
使
節
石
井
に
握
手
を
求
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
し
協
定
成
立
の
ま
さ
に
五
日
目
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃

発
し
、
日
本
の
求
め
て
い
た
「
多
角
的
同
盟

�協
商
網
」

の
一
角
が
崩
壊
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
象
徴
さ
れ

る
事
態
は
、
千
葉
氏
が
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
る
日
本
外

交
の
「
悲
劇
」
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
第
Ⅴ
部
は
そ
れ
ま
で
の
四
部
と
は
や
や
趣
を
異

な
ら
せ
て
い
る
。
第
Ⅴ
部
で
は
、
国
際
紛
争
を
国
際
裁
判

で
裁
く
こ
と
を
義
務
づ
け
た
条
約
の
締
結
が
流
行
す
る
も
、

日
本
は
あ
る
国
際
裁
判
（
家
屋
税
事
件
）
の
敗
訴
の
経
験

か
ら
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
消
極
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

れ
は
Ⅰ
～
Ⅳ
の
裏
返
し
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。
言
い
換

え
れ
ば
千
葉
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
多
角
的
同
盟

�協
商

網
」
の
締
結
が
う
ま
く
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
日
本
は
国
際

裁
判
に
対
し
消
極
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
確
か
に

い
ま
だ
に
日
本
が
紛
争
を
国
際
裁
判
に
も
ち
こ
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
聞
か
な
い
が
、
そ
の
淵
源
が
こ
こ
に
あ
る
の
か

も
し
れ
ず
、
興
味
深
い
。

本
書
の
特
徴
と
意
義

本
書
を
一
読
し
て
、
い
や
、
そ
ん
な
簡
単
な
一
読
は
無

理
で
、
何
度
も
読
み
返
す
箇
所
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
と

も
か
く
、
史
料
を
多
用
し
て
い
る
姿
勢
が
印
象
的
で
あ
る
。

モ
ノ
か
ら
考
察
し
、
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
基
本
的
姿

勢
で
あ
る
。
史
料
館
や
文
書
館
を
歩
き
ま
わ
っ
て
ネ
タ
を

収
集
し
、
着
実
な
成
果
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
従
前
に
注

目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
史
料
に
着
目
し
、
い
ろ
い
ろ
な
史

実
を
掘
り
起
こ
し
た
こ
と
自
体
に
も
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。ま
た
、
そ
の
た
め
か
注
の
量
も
多
い
。
二
段
組
で
な
ん

と
百
ペ
ー
ジ
近
く
も
あ
る
。
こ
れ
も
千
葉
氏
が
エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ
ュ
で
あ
る
証
拠
で
あ
る
。
失
礼
を
か
え
り
み
ず
言
う

が
、
研
究
者
も
そ
れ
相
応
の
年
齢
に
な
る
と
、
論
文
を
書

い
て
も
注
が
少
な
く
な
る
。
面
倒
に
な
る
の
か
、
能
力
が

落
ち
て
し
ま
う
の
か
解
ら
な
い
が
、
「

注
」
に

神
経
が

注 、

が 、
れ 、
て 、
い
る
論
文
ほ
ど
好
感
が
持
て
る
も
の
は
な
い
。

内
容
の
方
で
は
、
本
書
全
体
と
し
て
、
日
本
が
「
旧
外

交
」
に
習
熟
し
た
瞬
間
、
世
界
で
は
「
新
外
交
」
の
時
代

に
突
入
し
た
「
悲
劇
」
を
強
調
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
日
本
が
世
界
の
ル
ー
ル
を
一
生
懸
命
に
修
得
し
た
と

た
ん
に
、
世
界
は
一
歩
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
従
来
で
は
、
こ
の
時
期
に
日
本
が
世
界
の
舞
台

に
躍
り
出
て
、
仲
間
入
り
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、

な
ん
と
も
小
気
味
よ
く
日
本
外
交
を
叩
き
斬
っ
て
い
る
の

が
本
書
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
日
本
の
外
交

が
世
界
に
遅
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
現
在
も
変
わ
り
あ
る
ま

い
。
そ
の
点
か
ら
も
、
現
在
の
日
本
を
考
え
直
し
て
み
る

上
で
も
、
一
九
〇
〇
～
一
九
一
九
年
の
時
代
に
お
け
る
日

本
外
交
の
動
き
を
考
え
直
す
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
と
思

わ
れ
る
。

簡
単
な
書
評
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
て
怠
惰

な
私
の
感
想
文
を
終
え
る
。
勤
勉
な
千
葉
氏
の
今
後
に
も

大
い
に
期
待
し
た
い
。

（
う
ち
だ
け
い
い
ち

歴
史
文
化
学
科
）
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