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格
的
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康
史
研
究
書

け
れ
ど
も、
実
は
そ
う
で
は
な
か
川

叩

ヤ
ル
タ
体
制
形
成
期
か
ら
中
ソ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
叩

←
政
局
ζ
い
た
る
中
ソ一
枚
岩
と
い

が、
段
々
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
時

一
わ
れ
た
時
代
を
検
証、
再
構
成
し

か
ら
ね。

』

川
て
い
る
本
格
的
な
歴
史
研
究
柵針。

そ
し
て、
一
九
七
0
年
代
に
入
山

川
殺
後
ア
ジ
ア
史
の
其
相
に
迫
る。

っ
て
か
ら、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
文
山

山
中
央
公
論
社
で
刊
行
し
て
い
る

岱
が
解味刑
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
叩

一

z
e
・
国
際
環
差
の
一
冊。

え
そ
れ
か
ら、
中
国
や
ソ
連
十

→

・
常
総
へ
の
疑
問

も、
中
ソ
論
争
や
文
化
大
革命
を
』

川
Q

執
悠
の
契
機、
目
的
は
？

通
じ
て、
そ
の
内
部
に
閉
ざ
さ
れ
山

川
A

中
ソ
関
係
を
研
究
し
て
お
り

て
い
た
姿
の
ベ
ー
ル
を
徐
k
に
は
m

m
ま
し
て、
こ
れ
ま
で
世
界
史
の
教

ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
山

一
科
岱
で
引
か
れて
い
た
よ
う
な
常

き
た。

←

引
織
が、
果
た
し
て
正
し
い
か
ど
う

こ
う
い
う
状
況
が
あ
り、
今
ま
一

巾
か
を
検
匿
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

で、
中
ソ一
枚
岩
的
な
団
結
の
時
山

川
ナ。
た
と
え
ば、
中
ソ
友
好
同
盟

代
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
山

川
条
約
は、
ど
の
数
料
引
で
も、
中

が
な
か
っ
た
わ
け
で
す。
そ
う
い
山

一
ソ
の
友
好
と
団
結
の
シ
ン
ボ
ル
と

う
こ
と
で、
職
後
の
ア
ジ
ア
史
を
一－

 

惜
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す

再
構
成、
再
検
討
し
て
み
た
い
と
『

社
会
主
義
と
自
由関

嘉
彦
箸

〈民
社
研刊・一
三
O
O
円）

今、
共
箆
主護
者の
問で、
わ
れ
わ
れ

が
現
在
享
受して
い
る
自
由と
民
主
主
畿

を
積
俗
的陀
銭
授せ
g
る
をえ
ない
動き

が
世
界
的に
活
発
化して
い
る・
日
本
共

窃
党
もま
た、
その
時
械は
の
ろ
う
と
し

て
い
る
よ
うだ。
それ
らの
野価民つ
い

て
は、
さま
ざ
ま
な
怠
見が
あ
ろ
う
が、

民
主
社
会
主
滋
者の
立
掛
か
ら共
産
主
義

者の
こ
う
した
動
き
を
理
治
的K
ど
うと

ら
え
るべ
きで
あ
ろ
う
か。

乙の
聞い
に
答え
る
た
め
に
は、
ま

ず、
民
主
社
会
主
誌の
歴
史と
閉山
沿t智
正

し
く
学
ばね
ば
心
ら
ない
し、
ま
た、
n

由と
は
何か
を
改め
て
問い
習す
必
要に

迫
られ
る
で
あ
ろ
う。

・惇Sの
第一
郎で
は、
民
主
社
会
主
義

の
恋
史と
閉ほ
おお
よ
びヨ
ーロ
ッ
パ
社
会

主
表
逮
動の
路
震
とい
うこ
つ
の
お
文が

収め
られ
て
い
る。
第一一
郎で
は、
ま
ず

自由
の
価
低と
限
界に
ふ
れ、
自
由
を
支

える
道徳
哲
学の
必．安
伎は
ど
を
指絡
し

て
お
り、
さ
ら
に、
J－
S・
ミル
の

自自
治の
軍
要
性
を
カ
却し、
その
現
代

的
商品
畿を
明
らかに
して
い
る。

第三
割聞の
共
産
主
畿
批
判で
は、
マ
ル

ヲス
の
思細
企智
他の
社
会
主
祭
思
想
と
区

別
する
霊
裂な
綴
践で
あ
るプロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
抽出向叫
を
め
ぐっ
て
展
開
され
たレ

ーユ
ン、
ス
hy
l
リ
ン、
ベ
ル
ン
シュ
フ

イ
ン、
カ
ウツ
キ
ー
は
ど
の
お
争を
分析

して
い
るが、
その
翁
争は
今日
の
共
産

主
喧輔の
新しい
動
き
を
知る
手が
か
りと

な
る
と
と
SK、
マ
ル
空ス・
レ
lニ
ン

主
還は、
自
由
と
民
主
主
義
を
真に
鎌
議

する
現
総で
は
な
い
ζ
とが
明
らかと
な

る
で
あ
ろ
う。
と
う
した
主
震な
共
産
主

茸明
者
聞の
お争
を
学ぷ
ζ
とは、
われ
わ

れ
の
思却
を
高め
る
う
えで
有意
畿で
あ

ろ
う。
つ
い
で、
日
本
共
産
党の
扱
近の

柔
軟
路線に
ふ
れ、
その
変
身が
朝刊
お
的

に
不
徹
底で
あ
り、
道
徳
的
総
尖きは
欠

けて
い
る
と
厳
し
〈
批
判
して
い
る。
第

四
割聞は、
時
鈴と
して
＋＝一の
鈎
文が
ま
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』
と
い
う、
あ
る
種
の
使
命
感
み
た

い
み
た
い
な
も
の
で
す
か
ら
ね。
川

川
い
な
も
の
に
か
り
た
て
ら
れ、
ま

で
す
か
ら、
も
し
も、
あ
の
時
に、
山

…
た、
ぼ
く
自
身
も、
こ
の
へ
ん
で

こ
う
し
て
い
た
ら
と
い
う
単
な
る
一

山
長
年
の
研
究
を
ま
と
め
て
み
た
い

後
知
政
と
し
て
で
は
な
く
て、
歴
→

戸
と
強
く
思
い
ま
し
て
ね。

史
の
文
脈
に
根
づ
い
た
選
択
と
い
岬

｝

回
歴
史
の
文
脈
を
見
ぬ
く

う
も
の
が
あ
り
う
る
わ
け
で
す
か
山

川
Q

読
者
へ
の
注
文
は
？

ら、
そ
う
い
う
も
の
を
発
見
し
て
山

川
A

中
ソ
対
立
は、
現
代
史
で、

ゆ
く
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
す。
『

川
ま
さ
に
も
っ
と
も
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
グ

そ
し
て、
で
き
る
だ
け
行
き
違
い
叫

一
な
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で

を
な
く
す
る。
こ
れ
は
特
に
政
治
』

→
す。
そ
れ
を、
と
ら
わ
れ
の
な
い

の
際
庖
で
も
あ
り
ま
す
が。

川

町
見
方
で、
全
体
的
に
つ
か
ん
で
ほ

そ
う
い
う

意味
で、
殺
後
史
が
山

川
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね。

述
い
過
去
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
『

し
ば
し
ば、
真
実
か
ら
非
常
に

今
日、
や
は
り、
若
い
世
代
の
人
作

一
離
れ
た
虚
構
が、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

逮
に
お
お
い
に
読
ん
で
い
た
だ
き
』

司
的
な
耐火
づ
け
を
も
っ
て
主
張
さ
れ

た
い
と
思
い
ま
す。

川

畑
た
り、
政
治
的
な
配
慮
に
よ
っ
て

（
情
成・
原）
山

山
主
張
さ
れ
た
り
し
て、
い
つ
の
ま

圃

な
か
じ
ま
み
ね
お
a
l
ltil
lit－
－

m
に
か
虚
構
が
其
実
に
な
っ
て
し
ま

昭
和柑
U
年
生
ま
れ 。
川端
京
外
市岡
大
事 。
“

一
う
こ
と
が
あ
る。
結
局、
人
類
の

仙
台
足
『
現代
中一
盟嗣』
『
中
国
文
化
』

叫
悲
劇
は、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら

大
革
命』
『
逆
説の
7
37』
『日
本
川

』
で
て
き
て
い
ま
す。
や
代
り
現
代

外
交の
選
回と
な
ど
多
毛
現
在、
東
山

川
史
と
い
う
の
は、
歴
史
の
行
き
違

京
外
語
大
数
回目。

’
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．，h

と
め
ら
れ
て
い
る 。

本
書
は 、
民
主
社
会

主
表
者
の
A
g
h叫
座
右
の
必
と
な
ろ
う 。

（
安
遺
骨相官申｝

。

福
祉
社
会
の
基
礎
講
座

菊
池
幸
子
著

（
富
士社
会
敬宵セ
ン
タ
ー
刊・
五
O
O
円｝

福
祉
政
策
が
霊
商店
な
源
問
と
なっ
て
か

ら
久
し
い
時
聞
が
た
つ
て
い
る
が 、
来
た

し
て
現
在
の
自

本
人
は 、
快
適
往
生
活
環

境
を
享
受
し
て
い
る
だ
ろ
う
か 。
た
し
か

に
社
会
保
障
な
ど
の一
面
で
は 、
い
ち
じ

る
し
い
改
善
や
進
歩
の
あ
と
が
み
ら
れ 、

隔
世
の
怒
の
あ
る
と
と
は
事
実
で
あ
る 。

し
か
し 、
現
実
に
は 、
広
畿
の
領
祉
と

談
議
の
社
会
保
障
を
取
り

逃
え
て 、
ほ
ど

と
し
的
な
「パ
ラ
マ
キ
福
祉」
を
行
伝
っ

て
批
判
さ
れ
た
り 、

経
済
の
低
成
長
民
と

も
な
う
財
政
告
か
ら
総
策
を
後
泌
さ
せ
た

り
し
て
い
る 。

乙
れ
は 、
一

福
祉
に
対
す
る
酷世
間
た
る
哲

学
や
思
想
が
確
立
さ
れ
て
い
信
い
せ
い
だ

と
考
え
ら
れ
る 。

乞－
者
は 、
「
其
の
稲
村
社
会
と
は 、
生
活

の
水
穆
と
賓
と
が一
殺
し 、
す
べ
て
の
人

び
と
が
恵
ま
れ
た
生
活
爽
績
の
は
か
で 、

満
足
で
主
る
だ
げ
の
所
”
を
得 、
各
倒
人

が
自
由
窓
志
に
よ
っ
て 、
自
己
実
現
の
道

を
選
択
し 、
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
す
る

こ
と
に
生
き
が
い
を
忽
じ
て
い
る
社
会
で

あ
ろ
う」
と
い
う

鈴
本
忍
一酬
を
もっ
て 、

「
福
祉
国
家」
を
越
え
て
人
聞
が
哀
の
幸

福
と
生
き
が
い
を
追
求
で
き
る
福
祉
社
会

へ
至
る
お
前
鑓
令
分
析
し
て
い
る 。

本
。
は 、
稲
祉
社
会
の
モ
デ
ル
は
あ
る

か 、
桐刷
役
社
会
の
憎柵
成
袈
索 、
生
活
と
自

由
時
間 、
生
涯
教
育
の
実
現 、
明出
社
社
会

の
福
祉
政
策 、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
住
民
怠

加
の
六
添
か
ら
な
り 、

領
祉
に
か
か
わ
る

社
会
保
隊 、
生
活
の
水
畑中
・

賀 、
教
育 、

自
由
時
間
の
活
用 、
地
域
社
会
と
診
加
な

ど
の
路
問
題
を 、
外
国
の
晶W
K
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
実
例
に
照
ら
し
て
詳
細
に
お
き
明

か
し
て
お
り 、

初
役
を
災
時賦
し
て
ゆ
く
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て一
読
し
た
い
力
作 。

信
お 、
同
セ
ン
タ
ー

か
ら
出
張
さ
れ
て

い
る
「
労
伺
者
教
育
と
産
業
民
主
主
義」

（
菊
池
幸
子
・

丸
尾
直
美
監
修）
も
あ
わ

せ
て
コ
ま
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る 。

（
升
飼
孝
二）
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