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二
〇
一
三
年
（
平
成
二
十
五
年
）
は
、
史
学
科
お
よ
び
史
学
研
究
会
が
一
九
六
三

年
（
昭
和
三
十
八
年
）
に
創
立
さ
れ
て
五
十
年
目
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。

五
十
年
と
い
え
ば
半
世
紀
に
あ
た
る
。
こ
の
期
間
を
長
い
と
と
ら
え
る
か
、
短
い
と

と
ら
え
る
か
、
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
史
学
科
に
一
九
七
五
年
（
昭
和

五
十
年
）
に
赴
任
し
た
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
五
十
年
間
の
半
分
以
上
を
史
学
科
で

過
ご
し
て
き
た
の
で
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
思
い
出
す
の
は
、
赴
任
し
た
と
き

当
時
の
主
任
教
授
で
あ
っ
た
賀
川
光
夫
先
生
（
一
九
二
三
―
二
〇
〇
一
、
初
代
史
学

研
究
会
会
長
・
名
誉
会
長
）
が
、
ご
自
身
別
府
大
学
に
は
前
身
の
別
府
女
子
専
門
学

校
・
別
府
女
子
大
学
も
含
め
て
す
で
に
三
十
年
近
く
勤
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
君
、

三
十
年
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
だ
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
時

間
は
た
ち
ま
ち
過
ぎ
て
い
く
か
ら
、
こ
こ
ろ
し
て
勉
強
し
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
で

言
わ
れ
た
と
今
に
な
っ
て
気
づ
く
の
だ
が
、
そ
の
時
は
若
か
っ
た
せ
い
も
あ
り
、「
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
ら
、
本
当
に
三
十
年
は
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
、
四
十
年
近
く
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
反
省
す
る
こ
と
し
き
り
で

あ
る
。

　

こ
の
五
十
年
を
踏
ま
え
て
思
う
こ
と
は
、
や
は
り
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
今
後
の
見
通
し
が
不
透
明
で
あ
る
現
在
こ
そ
、
も
う
一
度
出
発
点

に
戻
っ
て
初
心
（
原
点
）
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
史
学
科
を
創

設
さ
れ
た
先
生
方
が
何
を
思
い
、
何
を
目
標
と
し
て
掲
げ
た
か
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め

て
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
参
考
に
な
る
の
が
、
創
設
期
の
メ
ン
バ
ー
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
今
永
清
二
先
生
（
東
洋
史
担
当
）
の
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
賀

川
先
生
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
一
九
九
三
年
）
平
成
五
年
）、
奇
し
く
も
史
学
科
創

設
三
十
年
目
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
史
学
科
創
立
期
の
精
神
が
見
事
に
描
か

れ
て
い
る
。

　
「
か
く
し
て
五
年
が
過
ぎ
、
昭
和
三
十
七
年
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
先
生
の
精

力
的
な
学
術
調
査
に
よ
っ
て
、　

東
九
州
の
古
代
史
、
特
に
宇
佐
の
古
代
文
化
と

朝
鮮
と
の
関
係
な
ど
文
化
交
流
の
実
態
が
、
法
鏡
寺
や
虚
空
蔵
寺
な
ど
の
調
査
か

ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
私
も
、
中
国
イ
ス
ラ
ム
社
会
史
研
究
に
一
歩
ず
つ

深
入
り
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
史
学
科
を
創
設
し
て
は
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
合
言
葉
が
「
別
府
史
学
」
で
あ
る
。
自
由
な
学
風
の
下
、
別
府
と
い

う
土
地
に
あ
っ
て
、
別
府
大
学
で
し
か
出
来
な
い
歴
史
研
究
を
や
ろ
う
で
は
な
い

か
。
研
究
費
や
施
設
は
十
分
で
な
い
に
し
て
も
、
未
来
に
向
か
っ
て
問
題
提
起
の

出
来
る
よ
う
な
、時
代
を
見
据
え
た
研
究
に
そ
れ
ぞ
れ
努
力
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
姿
勢
を
「
別
府
史
学
」
と
称
し
た
わ
け
で
あ
る
。
河
野
房
男
先
生
や
後

藤
重
巳
先
生
の
思
い
も
同
じ
で
あ
っ
た
。」（「
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
別
府
史
学
」」『
賀

川
光
夫
・
人
と
学
問
』
賀
川
光
夫
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
編
一
九
九
三
年
一
四
七

頁
）

史
学
科
・
史
学
研
究
会
の
五
十
年　
― 

原
点
と
し
て
の
「
別
府
史
学
」
―

史
学
研
究
会
会
長　

山　

本　

晴　

樹



史学科・史学研究会の五十年

二

　

こ
こ
に
は
、
九
州
の
地
で
私
学
と
し
て
最
初
の
史
学
科
を
つ
く
る
気
概
が
み
な

ぎ
っ
て
い
る
。
こ
の
思
い
で
賀
川
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
各
先
生
が
た
は
、
研
究
・

教
育
に
邁
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
思
い
は
、
も
ち
ろ
ん
賀
川
先
生
の
文
章
に

も
う
か
が
わ
れ
れ
る
。
以
下
は
史
学
研
究
会
の
機
関
誌
『
史
学
論
叢
』
の
創
刊
号

（
一
九
六
五
年
）
の
巻
頭
辞
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
別
府
大
学
文
学
部
に
史
学
科
が
設
立
せ
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
十
八
年
四
月
で
、

そ
の
設
立
の
意
義
は
地
方
史
研
究
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
出
し
て
謙
虚
に
世
界
史
的
史
実
を
究
め
、
そ
こ
か

ら
人
類
文
化
に
必
要
な
要
素
を
正
し
く
指
摘
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
今
日

大
分
県
の
一
地
方
史
で
は
な
く
、
大
分
県
に
在
住
す
る
歴
史
学
者
の
精
鋭
が
中
心

と
な
っ
て
、
眼
を
世
界
史
の
広
い
範
囲
に
見
開
き
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学

な
ど
の
立
場
か
ら
科
学
的
真
実
の
追
究
を
め
ざ
し
て
、
研
究
誌
「
史
学
論
叢
」
を

刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。」（「
史
学
論
叢
」
創
刊
の
辞 
昭
和
三
十
九
年
十
二
月

十
五
日
）

　

見
落
と
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
別
府
史
学
」
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

地
域
史
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
二
人

の
文
章
の
な
か
で
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
別
府
と
い
う
土
地
に
あ
っ

て
も
地
域
史
の
み
に
目
を
う
ば
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
世
界
史
的
視
野
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
故
に
、
史
学
科
の
構
成
は
考

古
学
専
攻
が
中
心
で
は
あ
っ
て
も
、
最
初
か
ら
日
本
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
の
各
専

攻
を
備
え
、
幅
広
い
視
野
で
歴
史
を
見
据
え
て
い
く
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
た
と
え
ば
賀
川
先
生
や
今
永
先
生
の
国
を
越
え
た
実
に
幅
広
く
そ
し
て
深

い
学
術
交
流
に
み
て
と
れ
る
。

　

こ
の
史
学
科
の
原
点
で
あ
る
「
別
府
史
学
」
に
関
連
し
て
、
現
在
史
学
・
文
化
財

学
科
で
西
洋
史
を
担
当
す
る
私
個
人
に
引
き
寄
せ
て
言
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
下

の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
で
倒
れ
た
中
世
史
家
マ
ル
ク･

ブ
ロ
ッ
ク
（
一
八
八
六
―

一
九
四
四
）
と
並
ん
で
、フ
ラ
ン
ス
の
「
新
し
い
歴
史
学
」
の
創
立
者
リ
ュ
シ
ア
ン
・

フ
ェ
ー
ヴ
ル
（
一
八
七
八
―
一
九
五
六
）
の
次
の
文
章
が
思
い
だ
さ
れ
る
。

　
「･･･

歴
史
学
に
と
っ
て
、ま
さ
に
「
人
び
と
」
こ
そ
唯
一
の
対
象
だ
か
ら
で
す
。

換
言
す
れ
ば
、
捕
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
抽
象
的
な
永
久
不
変
の
人
間
が
対
象
な
の

で
は
な
く
、
い
つ
も
社
会
の
枠
組
み
の
中
で
把
握
さ
れ
る
人
び
と
、
発
展
段
階
の

一
時
点
に
あ
る
社
会
の
成
員
と
し
て
の
人
び
と
、
混
じ
り
合
い
ぶ
つ
か
り
合
い
、

対
立
し
合
い
、
つ
い
に
は
「
生
」
と
よ
ば
れ
る
妥
協
的
な
和
平
、
和
解
に
達
す
る

多
様
な
機
能
・
関
心
・
能
力
を
具
え
た
人
び
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
人
間
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
便
宜
上
、
身
体
の
あ
る
部

分
、
た
と
え
ば
頭
よ
り
手
と
か
脚
を
掴
む
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ

の
部
分
を
引
き
寄
せ
る
や
否
や
身
体
全
体
が
つ
い
て
き
ま
す
。
こ
の
人
間
を
バ

ラ
バ
ラ
に
切
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。」（
長
谷
川
輝
夫
訳
『
歴
史
の
た
め
の
闘
い
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

一
九
九
五
年
四
十
二
頁
）

　

こ
こ
に
は
、
常
に
「
人
間
」
を
史
料
の
中
に
見
い
だ
せ
、
と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
あ
る
。
ど
ん
な
地
域
の
ど
ん
な
時
代
の
歴
史
の
な
か
か
ら
も
、「
人
間
」
に
関

わ
る
歴
史
が
引
き
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
別
府
史

学
」
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
学
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
リ
ュ
シ
ア
ン

･

フ
ェ
ー
ブ
ル
の
「
新
し
い
歴
史
学
」
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。
今
後
も
自
信
を

も
っ
て
「
別
府
史
学
」
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
。


