
会

告

二
〇
一
七
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
︑
予
定
ど
お
り
一
一
月
二
日
︵
木
︶

午
後
一
時
よ
り
︑
京
都
大
学
国
際
科
学
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
棟
五
階
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ホ
ー
ル

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒

公
開
講
演
は
︑
青
山
宏
夫
︑
横
田
冬
彦
の

両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ
れ
︑
盛
会

裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
︒

近
世
日
本
に
お
け
る
坤
輿
万
国
全
図
の
広

が
り

青
山

宏
夫
氏

近
世
日
本
に
お
け
る
時
間
と
空
間

﹃
節
用
集
﹄
を
め
ぐ
っ
て

横
田

冬
彦
氏

な
お
︑
大
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
定

例
の
理
事
会
・
評
議
員
会
お
よ
び
総
会
に
お

い
て
︑
二
〇
一
七
年
度
会
務
報
告
が
行
わ
れ
︑

原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑

﹃
史
林
﹄
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
リ
ポ
ジ
ト
リ

へ
の
掲
載
に
つ
き
︑
理
事
会
・
評
議
員
会
お

よ
び
総
会
に
お
い
て
決
定
を
行
い
ま
し
た
︒

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
﹁
﹃
史
林
﹄
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
掲
載
に
関
す
る
お

知
ら
せ
と
お
願
い
﹂
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
︒

二
〇
一
七
年
度
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

近
世
日
本
に
お
け
る
坤
輿
万
国
全
図
の
広
が
り

青

山

宏

夫

坤
輿
万
国
全
図
は
︑
近
世
日
本
で
作
製
さ
れ
た

多
く
の
世
界
図
の
原
拠
と
な
り
︑
仏
教
系
世
界
図

と
蘭
学
系
世
界
図
に
な
ら
ぶ
世
界
図
の
主
た
る
系

統
の
一
つ
マ
テ
オ
＝
リ
ッ
チ
系
世
界
図
の
源
流
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
よ
り
新
し
い
蘭
学

系
世
界
図
の
出
現
後
も
︑
よ
り
古
い
マ
テ
オ
＝
リ

ッ
チ
の
世
界
図
に
基
づ
く
図
が
︑
な
ぜ
︑
ど
の
よ

う
に
普
及
し
た
の
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
マ
テ

オ
＝
リ
ッ
チ
系
世
界
図
と
い
う
類
型
の
見
直
し
も

含
め
て
︑
検
討
す
る
︒

マ
テ
オ
＝
リ
ッ
チ
が
︑
一
六
〇
二
年
に
北
京
で

漢
字
に
よ
り
刊
行
し
た
坤
輿
万
国
全
図
︵
縦
約
一

七
〇
㎝
︑
横
約
三
八
〇
㎝
︶
を
詳
細
に
み
る
と
︑

二
度
の
改
訂
が
あ
り
︑
初
版
︑
第
一
次
改
訂
版
︑

第
二
次
改
訂
版
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︵
最
後

者
の
み
現
存
︶
︒
こ
の
う
ち
日
本
に
伝
来
し
た
の

は
︑
そ
の
模
写
図
一
点
と
多
く
の
増
補
模
写
図
と

が
残
る
初
版
と
︑
原
刊
本
が
現
存
す
る
第
二
次
改

訂
版
で
あ
る
︒
近
世
日
本
で
は
︑
こ
れ
ら
の
模
写

図
や
増
補
模
写
図
と
︑
刊
行
図
と
に
よ
っ
て
︑
坤

輿
万
国
全
図
は
広
が
っ
た
︒

模
写
図
は
︑
当
時
の
所
在
地
で
み
る
と
︑
仙
台

周
辺
と
伊
勢
国
に
多
い
︒
前
者
に
つ
い
て
は
仙
台
天

文
学
統
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
後
者
に

つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
伊
勢
国
に

残
る
模
写
図
を
検
討
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

現
在
ま
で
︑
第
二
次
改
訂
版
の
唯
一
の
模
写
図

と
さ
れ
て
き
た
由
良
図
︵
亀
山
市
歴
史
博
物
館

蔵
︶
は
︑
未
発
見
の
原
刊
本
の
模
写
図
で
あ
る
︒

そ
の
由
良
図
に
稲
垣
定
穀
が
校
訂
を
加
え
た
模
写

図
が
稲
垣
図
︵
津
市
図
書
館
蔵
︶
で
︑
そ
の
校
訂

に
利
用
し
た
の
が
︑
現
在
と
も
に
未
発
見
の
尾

張
・
本
田
図
と
津
・
浄
明
禅
院
図
︵
い
ず
れ
も
初

版
増
補
模
写
図
︶
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
浄
明
禅

院
図
を
模
写
し
た
の
が
︑
井
田
図
︵
津
市
図
書
館

蔵
︶
で
あ
る
︒
明
治
末
期
ま
で
松
阪
に
あ
っ
た
原

刊
本
︵
現
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
︶
は
こ
れ
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ら
の
模
写
図
と
関
係
せ
ず
︑
模
写
図
相
互
の
関
係

で
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
て
︑
井
伊
家
旧
蔵
の
榊
原
図
︵
彦
根
城
博
物

館
蔵
︶
は
︑
箱
裏
書
に
よ
れ
ば
︑
津
軽
藩
医
樋
口

道
泉
の
所
持
し
た
模
写
図
か
ら
の
模
写
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
榊
原
図
に
は
校
訂
の
加
筆

が
九
箇
所
に
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
七
箇
所
ま
で
が

一
致
す
る
の
が
北
陸
図
︵
北
陸
の
某
肝
煎
家
蔵
︶

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
者
は
︑
同
一
の
模
写
系
統
に

属
す
る
と
い
え
る
︒

一
方
︑
原
刊
本
か
ら
の
直
接
の
模
写
図
と
し
て
︑

前
述
の
由
良
図
の
ほ
か
に
︑
蜂
須
賀
家
旧
蔵
の
模

写
図
︵
徳
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵
︶
を
新
た
に
確

定
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
現
在
は
ミ
ネ
ソ
タ
大
学

の
保
管
だ
が
︑
近
年
ま
で
日
本
に
あ
っ
た
新
出
の

原
刊
本
を
︑
そ
の
汚
損
ま
で
忠
実
に
写
し
て
い
る

事
実
か
ら
判
明
し
た
︒
し
か
し
︑
原
刊
本
か
ら
の

直
接
の
模
写
が
確
実
な
事
例
は
︑
現
在
︑
こ
れ
ら

二
点
に
と
ど
ま
る
︒

刊
行
図
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
正
保
二
︵
一
六

四
五
︶
年
の
万
国
総
図
が
嚆
矢
と
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
詳
細
に
み
る
と
︑
同
じ
く
マ
テ
オ
＝
リ

ッ
チ
の
作
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
と
は
別
の
両
半
球

図
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
貞
享
五

︵
一
六
八
八
︶
年
の
万
国
総
界
図
も
同
様
で
あ
る
︒

一
七
世
紀
中
頃
か
ら
約
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
流
布

す
る
こ
れ
ら
の
世
界
図
は
︑
マ
テ
オ
＝
リ
ッ
チ
の

系
統
で
は
あ
る
が
︑
坤
輿
万
国
全
図
の
系
統
で
は

な
い
︒
従
来
︑
坤
輿
万
国
全
図
の
み
が
想
定
さ
れ

て
い
た
マ
テ
オ
＝
リ
ッ
チ
系
世
界
図
と
い
う
類
型

は
︑
両
半
球
図
系
の
第
一
次
マ
テ
オ
＝
リ
ッ
チ
系

世
界
図
と
︑
坤
輿
万
国
全
図
系
の
第
二
次
マ
テ
オ

＝
リ
ッ
チ
系
世
界
図
と
に
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
︒

さ
て
︑
坤
輿
万
国
全
図
の
影
響
が
刊
行
図
に
本

格
的
に
現
れ
る
の
は
︑
一
八
世
紀
末
に
な
る
長
久

保
赤
水
の
地
球
万
国
山
海
輿
地
全
図
説
で
あ
る
︒

こ
れ
に
は
重
版
︑
再
刻
版
︑
さ
ら
に
は
剽
窃
版
な

ど
も
あ
り
︑
地
方
や
庶
民
で
も
入
手
で
き
た
う
え
︑

子
供
向
け
の
図
さ
え
あ
っ
て
︑
社
会
各
層
に
広
く

普
及
し
た
︒
二
百
年
近
く
も
前
の
世
界
図
に
基
づ

く
図
が
普
及
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑
従
来
は
︑
国

際
情
勢
の
緊
迫
化
と
赤
水
個
人
の
名
声
か
ら
説
明

さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
い
っ
そ
う
重
要
な
点
は
︑
古

典
を
重
ん
ず
る
当
時
の
思
潮
の
な
か
で
︑
知
の
淵

源
と
し
て
︑
む
し
ろ
古
い
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
見

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
︒
前
述
し
た
模
写
図

が
ほ
と
ん
ど
一
八
世
紀
末
以
降
に
成
立
を
み
る
こ

と
も
︑
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
︒

こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
︑
稲
垣
に
よ
る
享
和

二
︵
一
八
〇
二
︶
年
の
坤
輿
全
図
の
刊
行
で
あ
る
︒

同
図
は
︑
複
数
の
模
写
図
の
校
合
に
よ
り
︑
原
典

と
し
て
の
坤
輿
万
国
全
図
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
地
図
の

小
型
化
と
地
名
や
注
記
の
別
冊
化
に
よ
っ
て
操
作

性
を
向
上
さ
せ
︑
さ
ら
に
漢
文
の
読
み
下
し
︑
地

名
の
カ
ナ
表
記
︑
挿
絵
の
掲
載
な
ど
の
平
易
化
も

図
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
操
作
性
や
平
易
化
に

配
慮
し
た
忠
実
な
翻
刻
の
刊
行
は
︑
坤
輿
万
国
全

図
が
古
典
の
地
位
を
獲
得
し
︑
さ
ら
に
そ
の
普
及

が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
坤
輿
万
国
全
図
の
模
写
図
に

つ
い
て
は
︑
原
刊
本
か
ら
の
模
写
は
む
し
ろ
限
ら

れ
て
お
り
︑
模
写
図
か
ら
模
写
す
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
︒
そ
の
場
合
︑
地
方
知
識
人
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
︒
坤
輿
万

国
全
図
の
普
及
に
お
い
て
︑
原
刊
本
に
も
ま
し
て
︑

模
写
図
が
こ
の
よ
う
に
写
し
継
が
れ
る
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
︒

一
方
︑
こ
の
よ
う
な
模
写
の
連
鎖
が
続
く
な
か

で
︑
刊
行
図
が
出
現
す
る
︒
そ
れ
を
可
能
に
し
た

の
は
︑
知
の
新
規
性
よ
り
も
正
統
性
を
︑
科
学
主

義
よ
り
も
歴
史
主
義
を
︑
革
新
よ
り
も
伝
統
を
重

ん
じ
る
思
潮
で
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
坤
輿
万
国

全
図
に
淵
源
を
も
つ
世
界
地
理
知
識
は
︑
古
典
と

し
て
の
権
威
を
も
ち
つ
つ
も
︑
同
時
に
通
俗
化
も
図
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ら
れ
て
広
く
普
及
す
る
︒
こ
う
し
て
︑
近
世
後
期

の
日
本
に
お
い
て
︑
や
が
て
来
る
近
代
国
家
の
国
民
的

教
養
を
形
成
す
る
基
盤
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

近
世
日
本
に
お
け
る
時
間
と
空
間

﹃
節
用
集
﹄
を
め
ぐ
っ
て

横

田

冬

彦

日
本
の
庶
民
︵
百
姓
・
町
人
︶
が
︑
一
定
の
空

間
的
領
域
と
歴
史
的
時
間
を
も
つ
︿
日
本
﹀
と
い

う
国
家
を
︑
共
通
に
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
い
つ
か
ら
か
︒
ま
た
︑
自
ら
が
生
き
る
時
間
と

空
間
を
︑
日
本
と
い
う
国
家
の
空
間
と
時
間
の
中

に
位
置
づ
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ど

の
よ
う
に
し
て
か
︒
こ
こ
で
は
︑
江
戸
時
代
の
三

つ
の
出
版
物
を
素
材
に
そ
の
こ
と
を
考
え
た
い
︒

第
一
は
︑
﹃
節
用
集
﹄
︒
こ
れ
は
本
来
︑
室
町
時

代
に
漢
字
用
語
辞
書
と
し
て
始
ま
る
が
︑
十
七
世

紀
＝
近
世
に
入
る
と
︑
木
版
印
刷
に
よ
る
商
業
出

版
に
な
り
︑
語
数
は
数
千
か
ら
一
気
に
数
万
語
に

増
加
す
る
︒
増
大
し
た
語
彙
に
つ
い
て
は
︑
地

名
・
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
や
具
体
的
な
事
柄
も

多
く
︑
出
版
書
肆
は
︑
少
し
で
も
わ
か
り
や
す
く
︑

見
や
す
い
よ
う
に
整
理
・
工
夫
す
る
な
か
で
︑
地

名
辞
典
や
人
名
辞
典
︑
年
表
や
地
図
な
ど
を
さ
ま

ざ
ま
な
付
録
と
し
て
追
加
し
︑
そ
れ
ら
は
量
的
に

も
本
体
部
分
を
越
え
る
よ
う
に
な
り
︑
い
わ
ゆ
る

百
科
事
典
の
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
ら
が
定
型
化
さ

れ
て
い
く
の
は
︑
お
お
よ
そ
元
禄
・
享
保
期
︑
十

七
世
紀
末
～
十
八
世
紀
前
半
で
あ
る
︒

そ
れ
ら
の
付
録
は
︑
結
果
と
し
て
︑
日
本
と
い

う
国
家
の
空
間
的
内
容
︵
領
域
︶
や
︑
時
間
的
内

容
︵
歴
史
︶
︑
政
治
的
・
文
化
的
な
内
容
︵
公
武

の
国
制
の
構
造
や
伝
統
文
化
︶
を
示
す
も
の
と
な

る
︒
こ
れ
ら
は
︑
で
き
る
だ
け
中
立
的
網
羅
的
に

満
遍
な
く
︑
つ
ま
り
辞
書
的
に
集
積
さ
れ
た
知
識

と
し
て
提
示
さ
れ
︑
ま
た
︑
出
版
と
い
う
均
質
な

知
識
・
情
報
と
し
て
広
ま
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ

は
︑
人
々
が
︑
書
物
を
読
ん
だ
り
︑
演
劇
を
観
た

り
︑
諸
事
件
の
情
報
を
得
る
と
き
︑
そ
れ
が
い
つ

の
時
代
の
︑
ど
こ
の
物
語
で
あ
り
︑
ど
こ
で
起
こ

っ
た
事
件
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
な
︿
参
照
系
の

知
﹀
と
し
て
︑
人
び
と
の
常
識
・
思
考
の
枠
組
み

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
近
代
国
家

の
国
民
統
合
の
よ
う
な
上
か
ら
の
権
力
的
統
合
と

い
う
も
の
で
は
な
く
︑
読
者
の
関
心
に
応
え
︑
よ

り
よ
く
売
る
た
め
の
都
市
知
識
人
と
商
業
出
版
書

肆
と
の
合
作
の
結
果
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
け
っ
し
て
中
立
・
無
色
透
明
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
日
本
と
中
国
と
は

対
等
に
比
較
さ
れ
る
が
︑
朝
鮮
は
ほ
と
ん
ど
無
視

さ
れ
る
︑
日
本
地
図
で
琉
球
や
蝦
夷
・
朝
鮮
は
半

分
だ
け
描
か
れ
る
︑
年
表
は
天
皇
歴
代
史
と
し
て

記
載
さ
れ
る
︑
等
々
︒

第
二
は
︑
一
七
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
︑
軍
書

の
総
合
目
録
﹃
和
漢
軍
書
要
覧
﹄
で
あ
る
︒
こ
の

頃
に
は
軍
書
︵
軍
記
物
︶
・
歴
史
書
の
刊
行
数
は

数
百
点
に
達
し
て
お
り
︑
そ
の
簡
便
な
目
録
が
求

め
ら
れ
て
い
た
︒
凡
例
に
は
︑
各
軍
書
が
対
象
と

し
て
い
る
﹁
時
代
の
前
後
を
正
し
﹂
︑
﹁
時
代
の
続

き
を
理
解
さ
せ
る
﹂
こ
と
を
編
集
方
針
と
し
て
掲

げ
︑
最
初
に
全
時
代
通
史
的
な
年
代
記
十
七
部
を

あ
げ
た
後
︑
個
別
軍
書
二
百
以
上
を
西
国
か
ら
東

国
へ
と
地
域
ご
と
に
整
理
し
つ
つ
年
代
順
に
並
べ
︑

そ
し
て
﹃
信
長
記
﹄
﹃
太
閤
記
﹄
等
を
経
て
︑
徳

川
に
よ
る
統
一
へ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
た
︒
ま
た
︑

特
に
十
三
の
主
要
軍
書
を
選
ん
で
特
別
の
番
号
を

付
け
︑
そ
の
順
に
読
め
ば
﹁
歴
史
の
流
れ
﹂
が
簡

便
に
わ
か
る
と
説
明
さ
れ
た
︒

こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
時

代
の
小
さ
な
歴
史
は
︑
日
本
通
史
と
い
う
大
き
な

物
語
の
中
に
︑
時
間
的
・
空
間
的
に
そ
の
位
置
を

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
﹃
和
漢
軍
書
要

覧
﹄
は
一
七
七
〇
年
の
出
版
で
あ
る
が
︑
こ
の
十

三
点
は
﹃
平
家
物
語
﹄
﹃
太
平
記
﹄
を
除
け
ば
︑
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﹃
前
々
太
平
記
﹄
﹃
後
太
平
記
﹄
な
ど
い
ず
れ
も

十
七
世
紀
後
半
～
十
八
世
紀
前
半
に
出
版
さ
れ
た

も
の
で
︑
す
で
に
そ
う
し
た
通
史
的
試
み
は
出
版
書

肆
の
側
で
も
︑
ま
た
読
者
の
側
で
も
熟
し
て
き
て
い
た
︒

第
三
は
︑
一
八
一
五
年
に
大
坂
の
書
肆
宣
英
堂

が
出
版
し
た
﹃
万
歴
家
内
年
鑑
﹄
︒
こ
れ
は
各
頁

に
縦
に
五
列
の
罫
線
を
入
れ
︑
見
開
き
で
ち
ょ
う

ど
十
年
分
と
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
上
下
に
区
分
し

て
︑
上
段
に
は
日
本
の
国
の
歴
史
を
あ
ら
か
じ
め

印
刷
し
て
お
き
︑
下
段
は
空
白
に
な
っ
て
い
て
︑

そ
こ
に
書
き
込
ん
で
い
け
ば
︑
簡
単
に
︿
家
の
歴

史
﹀
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
凡
例

で
は
︑
歴
代
当
主
や
家
族
の
生
没
年
か
ら
始
め
て
︑

百
姓
な
ら
ば
︑
土
地
を
購
入
し
た
り
︑
蔵
を
建
て

た
り
︑
村
役
人
に
な
っ
た
り
し
た
年
代
︑
村
の
災

害
や
飢
饉
︑
一
揆
な
ど
を
記
入
し
て
い
く
な
ど
︑

士
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
け

ば
い
い
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
実
際
に
こ
れ
を

使
っ
た
事
例
と
し
て
︑
江
戸
の
旗
本
家
︑
伊
勢
神

宮
の
神
主
家
︑
播
磨
の
大
庄
屋
︑
伊
予
の
豪
農
︑

長
門
の
遊
女
屋
︑
信
濃
の
本
屋
︑
福
岡
の
儒
者
︑

近
江
の
真
宗
寺
院
な
ど
が
確
認
で
き
る
︒
日
本
の
各

地
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
身
分
の
人
が
︑
国
の
歴
史
に
も
照

応
さ
せ
な
が
ら
︿
家
の
歴
史
﹀
を
書
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
簡
便
な
出
版
物
が
出
さ
れ
た
の
は
十
九
世

紀
初
め
で
あ
る
が
︑
そ
の
原
型
と
し
て
は
︑
十
七

世
紀
末
の
大
坂
周
辺
村
落
の
村
役
人
で
あ
っ
た
河

内
屋
可
正
が
︑
そ
の
息
子
に
手
書
き
さ
せ
た
﹁
河

内
屋
年
代
記
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
白
紙

を
綴
じ
て
冊
子
と
し
︑
ま
ず
各
頁
に
三
年
ご
と
の

年
代
を
書
き
︑
上
段
に
は
天
皇
や
将
軍
︑
戦
乱
や

領
主
交
代
な
ど
国
家
的
な
事
柄
が
︑
中
・
下
段
に

は
村
・
家
・
一
族
の
事
項
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た

﹁
年
代
記
﹂
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
︿
家
や
村
の

歴
史
﹀
を
︿
国
の
歴
史
﹀
と
の
関
連
の
も
と
に
把

握
す
る
よ
う
な
認
識
方
法
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
可

正
は
︑
祖
父
た
ち
の
苦
労
と
困
窮
を
戦
乱
の
時
代

に
重
ね
︑
今
の
時
代
の
︿
家
﹀
の
安
定
を
戦
後
の

泰
平
の
世
に
対
応
さ
せ
た
歴
史
観
を
子
に
語
る

︵
﹃
河
内
屋
可
正
旧
記
﹄
︶
︒

以
上
三
つ
の
事
例
か
ら
︑
公
家
や
寺
家
は
と
も

か
く
︑
ふ
つ
う
の
人
々
に
と
っ
て
︑
︿
日
本
と
い

う
国
家
﹀
の
枠
組
み
は
決
し
て
最
初
か
ら
自
明
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
︑
十
七
世
紀
末
～
十
八

世
紀
前
半
頃
に
︑
人
々
は
︑
自
分
た
ち
が
包
摂
さ

れ
て
い
る
︿
日
本
と
い
う
国
家
﹀
の
領
域
空
間
と

歴
史
的
時
間
に
満
た
さ
れ
た
大
き
な
物
語
を
︑
常

識
・
参
照
軸
と
し
て
共
有
化
し
始
め
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
出
版
文
化
を
通
じ
て

広
が
り
︑
少
な
く
と
も
本
土
の
人
々
は
︑
自
分
た

ち
の
生
き
る
生
活
や
日
常
︑
あ
る
い
は
自
分
た
ち

が
よ
く
知
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
や
記
憶
︑
家
と
地

域
の
物
語
を
そ
の
枠
組
の
中
に
お
い
て
価
値
付
け
︑

再
認
識
す
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

二
〇
一
七
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

二
〇
一
七
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
は
︑

一
一
月
二
日
︵
木
︶
午
後
一
時
よ
り
︑
京
都
大
学

国
際
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
棟
五
階
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
︒

総
会
で
は
︑
井
谷
鋼
造
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の
後
︑

飯
塚
一
幸
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
︑
庶
務
・
編
集
・

会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な
さ
れ
た
︒

庶
務
︵
小
野
沢
透
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
役
員

の
交
代
お
よ
び
会
員
数
の
動
向
に
つ
い
て
の
報
告
の
後
︑

四
月
二
一
日
︵
土
︶
午
後
一
時
よ
り
京
大
文
学
部

第
三
講
義
室
を
会
場
と
し
て
行
う
来
年
度
の
例
会

の
テ
ー
マ
を
﹁
文
明
﹂
と
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
︒

編
集
︵
中
砂
明
徳
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
﹃
史

林
﹄
刊
行
状
況
の
説
明
の
後
︑
原
稿
が
不
足
し
て

い
る
の
で
︑
積
極
的
な
投
稿
を
お
願
い
し
た
い
と

の
依
頼
が
あ
っ
た
︒

会
計
︵
高
嶋
航
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
二
〇
一

六
年
度
決
算
お
よ
び
二
〇
一
七
年
度
予
算
に
つ
い
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