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二
〇
〇
六
年
か
ら
復
活
し
た
史
学
研
究
会
の
例
会
も
、
二
〇
＝
年
四
月
一
六
日
に
早
や
六
回
目
を
迎
え
た
。
「
都
市
」
を
共
通
テ
ー
マ
と

し
、
五
人
の
報
告
者
に
よ
る
報
告
が
行
わ
れ
た
今
回
の
例
会
に
も
、
多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
。
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
歴

史
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
報
告
し
て
い
た
だ
く
例
会
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
一
定
の
ご
理
解
・
ご
支
持
を

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
当
日
の
報
告
を
元
に
し
た
論
説
に
加
え
て
、
さ
ら
に
数
名
の
方
々
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
の
が
、

本
特
集
号
で
あ
る
。

　
私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
が
常
務
理
事
を
拝
命
し
て
最
初
の
仕
事
が
、
今
回
の
例
会
の
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
に

つ
い
て
は
、
毎
回
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
に
候
補
と
な
る
案
を
提
案
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
他
の
常
務
理
事
の
方
々
と
共
に

テ
ー
マ
を
選
ん
で
い
く
の
だ
が
、
い
ざ
検
討
し
て
み
る
と
、
様
々
な
専
修
か
ら
講
師
を
推
薦
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
テ
ー
マ
の
設
定
が
、
容

易
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
今
回
の
テ
ー
マ
が
最
終
的
に
「
都
市
」
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
い
く
つ
か
の
候

補
の
う
ち
、
私
の
属
す
る
考
古
学
専
修
で
も
講
師
を
推
薦
で
き
そ
う
な
テ
ー
マ
だ
か
ら
、
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
告
白
し
て

お
き
た
い
。

　
考
古
学
を
学
ぶ
も
の
が
、
「
都
市
」
か
ら
す
ぐ
に
連
想
す
る
の
は
、
二
〇
世
紀
を
代
表
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
者
ゴ
ー
ド
ン
・
チ
ャ
イ

ル
ド
が
、
人
類
史
上
の
大
き
な
画
期
の
一
つ
と
し
て
、
農
業
の
は
じ
ま
り
（
農
耕
革
命
）
と
共
に
、
都
市
の
出
現
（
都
市
革
命
）
に
注
目
し
た

こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
イ
ル
ド
の
議
論
は
、
西
ア
ジ
ア
の
遺
跡
の
様
相
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
地
域
に
お
け
る
「
都
市
」
を

め
ぐ
る
議
論
に
も
参
照
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
よ
う
に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
の
理
論
で
は
説
明
で
き
な
い
場
合
が
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あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
考
古
学
に
お
い
て
は
、
大
阪
府
池
上
曽
根
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
大
型
の
環
濠
集
落
を
「
都
市
」
と
み
な
す
説
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い
。
池
上
曽
根
遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
大
型
の
高
床
式
建
物
を
中
心
と
す
る
居
住
空
間
に
、
宗
教

的
・
政
治
的
な
機
能
が
あ
っ
た
可
能
性
や
、
工
房
の
存
在
な
ど
に
よ
り
一
定
規
模
の
手
工
業
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る
研
究
者
は
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
要
素
の
存
在
を
も
っ
て
、
大
型
の
環
濠
集
落
を
「
都
市
」
と
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
研
究
者
が
、
「
都
市
」

を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
考
古
学
の
分
野
に
限
っ
て
み
て
も
、
「
都
市
」
が
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
定
義
や
関
心
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
地
域
や
時
期
が
違
え
ば
、
「
都
市
」
に
対
す
る
定
義
や
関
心
に
は
さ
ら
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
今
回
の
特
集
号

に
寄
せ
ら
れ
た
論
説
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
容
易
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
戦
国
末
期
か
ら
秦
代
に
お
け
る
県
を
取
り
上
げ
た
土
口
論
説
は
、
県
を
「
都
市
」
と
認
定
す
る
諸
要
素
の
う
ち
、
行
政
機
能
に
注
目

す
る
。
睡
虎
地
若
君
や
乱
丁
森
羅
と
い
っ
た
新
た
な
文
字
史
料
を
手
が
か
り
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
面
壁
を
中
心
と
し
た
司
法
行
政
の
実

態
は
、
「
城
郭
都
市
」
の
構
造
を
考
え
る
上
で
も
、
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
一
方
、
向
井
論
説
は
、
曹
百
代
に
お
け
る
洛
陽
宮
城
の
構
造
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
動
向
に
お
い
て
、
考
古
学
的
調
査
の
成
果
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
文
献
史
料
の
再
検
討
が
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
同
様
な
こ
と
は
、
中
国
で
発
達
し
た
都
城
の
影
響
を
受
け
て
登
場
し
た
、
日
本
最
初
の
計
画
的
な
都
城
で
あ
る
、
藤
原
京
の
研
究
に
つ
い
て

も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
藤
原
京
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
の
復
元
案
が
、
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
、
綿

密
な
発
掘
調
査
成
果
の
蓄
積
に
よ
り
、
宮
や
京
の
具
体
的
な
様
相
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
深
沢
論
説
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
確

認
し
つ
つ
、
文
献
記
録
と
の
対
照
に
よ
り
、
二
時
期
の
条
坊
遺
構
の
施
工
を
め
ぐ
る
解
釈
例
を
提
示
し
て
い
る
。
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「都市」に寄せて（吉井）

　
西
欧
の
申
世
都
市
と
い
え
ば
、
私
の
よ
う
な
門
外
漢
で
も
「
自
由
と
自
治
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
連
想
さ
れ
る
。
図
師
論
説
は
、
そ
う
し

た
都
市
の
一
つ
で
あ
る
濡
仏
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
舞
台
と
し
て
、
一
三
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
都
市
に
対
す
る
統
治
を
開
始
し
よ
う
と
す
る

新
し
い
局
面
に
お
い
て
、
「
異
端
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
を
、
文
書
の
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

　
藤
本
論
説
は
、
近
世
上
方
支
配
の
特
質
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
展
開
を
、
江
戸
幕
府
直
轄
都
市
と
譜
代
半
の
関
係
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
す
る
。
江
戸
幕
府
の
西
方
の
拠
点
で
あ
っ
た
大
坂
城
を
中
心
と
し
た
上
方
の
支
配
の
変
化
が
、
幕
府
に
お
け
る
全
国
的
な
支
配
体
制
の
変

化
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
和
田
論
説
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
ド
・
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
に
所
在
し
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
や
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
商
館
を

お
い
た
、
マ
ド
ラ
ス
・
プ
リ
カ
ッ
ト
・
マ
ス
リ
パ
ト
ナ
に
お
い
て
、
要
塞
や
斜
壁
を
中
心
と
し
て
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
の
違
い
を
検

討
す
る
。
交
易
が
港
町
の
繁
栄
の
主
要
因
で
あ
る
点
は
共
通
す
る
も
の
の
、
様
々
な
外
的
要
閣
が
働
い
た
結
果
、
都
市
の
姿
が
大
き
く
異
な
っ

た
こ
と
に
、
個
人
的
に
興
味
を
引
か
れ
た
。

　
一
方
、
山
元
書
評
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
『
韓
国
近
代
都
市
景
観
の
形
成
隠
は
、
植
民
地
化
に
伴
い
、
朝
鮮
半
島
に
日
本
人
が
移
住
し
た
こ
と

に
よ
り
、
都
市
・
鉄
道
町
・
漁
村
の
景
観
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
日
本
人
が
去
っ
て
後
に
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
が
、

建
築
史
学
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

　
長
井
論
説
は
、
～
九
世
紀
の
パ
リ
を
舞
台
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
地
方
か
ら
の
移
住
者
の
様
相
を
、
同
郷
会
の
様
相
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
と
の
関
係
を
手
が
か
り
に
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
移
住
者
の
「
受
け
皿
」
と
し
て
の
機
能
を
あ
る
程
度
果
た
し
な
が
ら
、
そ
の
言
語

的
・
文
化
的
な
特
殊
性
に
言
及
す
る
こ
と
が
ま
れ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
中
野
論
説
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
シ
カ
ゴ
に
現
れ
た
多
様
な
都
市
改
革
運
動
と
言
説
を
取
り
上
げ
て
、
ア
メ
リ
カ
現
代
史
に
お
け
る

都
市
認
識
の
変
遷
を
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
、
都
市
を
ひ
と
つ
の
有
機
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
思
考
が
、
第
一
次
世

界
大
戦
時
に
お
け
る
都
市
動
員
を
契
機
と
し
て
、
人
種
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
問
対
立
を
表
面
化
さ
せ
、
都
市
空
間
を
社
会
的
、
階
層
的
に
分
画
さ
れ
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た
構
造
と
み
る
認
識
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
山
本
論
説
は
、
「
記
憶
」
と
「
語
り
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
研
究
の
動
向
を
整
理
す
る
と
共
に
、
サ
ー
ク
ル
誌
を
用
い
た

新
た
な
研
究
の
方
向
性
を
示
し
た
。
ま
た
梶
書
評
で
は
、
現
在
は
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
の
首
都
で
あ
る
都
市
「
ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
」
を
舞
ム
ロ
と
し
、

中
世
以
降
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
人
々
の
「
記
述
」
よ
り
、
こ
の
都
市
の
表
象
の
歴
史
を
検
討
し
た
本
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
常
務
理
事
の
役
得
と
し
て
、
企
画
段
階
か
ら
各
報
告
の
内
容
に
触
れ
、
特
集
に
寄
稿
さ
れ
た
論
説
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
中
で
感
じ
る
の

は
、
自
分
自
身
の
研
究
視
野
の
狭
さ
と
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
研
究
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
で
あ
る
。
本
特
集
号
を
通
し
て
「
都

市
」
研
究
の
「
多
様
性
」
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
中
か
ら
「
都
市
」
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト

を
み
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
会
常
務
理
事
）
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