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本
特
集
号
は
二
〇
二
〇
年
四
月
一
八
日
に
開
催
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
史
学
研
究
会
例
会
で
の
報
告
を
も
と
に
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

二
〇
〇
六
年
に
始
ま
っ
た
例
会
も
︑
今
回
で
一
五
回
目
を
迎
え
︑
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
な
か
で
も
︑
前
回
の
例
会

は
﹁
病
﹂
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
る
な
か
で
︑
新
聞
で
紹
介
さ
れ
る
な
ど
社
会
的
に
も
注
目
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︵
現
在
オ
ン
ラ
イ
ン
で
公
開
中
︶
︒
昨
年
末
に
菅
義
偉
首
相
が
﹃
感
染
症
の
日
本
史
﹄
を
購
入
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
︑
そ

の
実
効
性
は
と
も
か
く
も
︑
歴
史
学
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
︒

た
だ
し
︑
﹁
病
﹂
特
集
は
ま
っ
た
く
偶
然
に
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
と
い
う
だ
け
で
︑
歴
史
学
・
考
古
学
・
地
理
学
が
扱
う
対
象
は
︑

ど
の
よ
う
に
社
会
に
役
立
つ
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
も
多
い
︒
た
と
え
ば
︑
前
々
回
の
テ
ー
マ
﹁
文
明
﹂
は
︑
人
間
の
世
界
認
識
の
根
本
に
関

わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
﹁
病
﹂
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
関
心
を
呼
ぶ
と
は
思
え
な
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
は
︑
社
会
に
役
立
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
関
心
が
深
ま
ら
な
い
テ
ー
マ
と
い
え

る
︒
私
自
身
は
︑
今
回
の
テ
ー
マ
を
決
定
し
た
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
た
め
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
が
選
ば
れ
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
歴
史
学
・
考
古
学
・
地
理
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
学
術
全
般
や
人
間
社
会
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
課

題
で
あ
る
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
異
論
の
余
地
が
な
か
ろ
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
回
の
報
告
者
が
一
名
を
除
い
て
全
員
女
性
だ
っ
た
こ
と
は
︑

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
学
問
が
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
も
の
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
古
く
て
新

し
い
問
題
を
史
学
研
究
会
が
改
め
て
取
り
上
げ
る
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
︒

以
下
︑
各
論
文
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
︒

「ジェンダー」に寄せて（高嶋）
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東
村
純
子
﹁
古
代
日
本
の
布
生
産
と
女
性
﹂
は
︑
古
代
の
機
織
り
の
器
具
と
布
の
規
格
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
調
庸
物
や
日
常
衣
料

の
た
め
の
布
が
︑
女
性
の
手
に
よ
っ
て
織
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
製
織
の
技
術
は
女
性
た
ち
の
間
で
長
い
時
間
を
か
け
て
継
承

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
女
性
た
ち
の
﹁
隠
れ
た
労
働
﹂
が
古
代
社
会
の
流
通
経
済
を
支
え
て
い
た
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
︒
著
者
の
射
程
は
︑

労
働
の
現
場
か
ら
共
同
体
や
国
家
の
あ
り
方
に
ま
で
及
び
︑
さ
ら
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
考
古
学
資
料
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
で
読
み
込
む
こ

と
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
︒

鍛
治
宏
介
﹁
江
戸
時
代
後
期
の
祇
園
と
一
生
不
通
養
子
娘
﹂
は
︑
︵
意
外
に
も
︶
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
江
戸
時
代
の
祇

園
に
つ
い
て
︑
一
次
資
料
を
発
掘
し
な
が
ら
︑
そ
の
歴
史
的
展
開
を
描
い
た
︒
そ
の
知
見
を
踏
ま
え
て
︑
後
半
で
は
﹁
一
生
不
通
養
子
娘
﹂
資

料
︵
実
親
と
の
関
係
を
断
絶
し
て
養
子
に
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
文
書
で
実
質
的
に
は
身
売
り
契
約
書
だ
っ
た
︶
を
も
と
に
︑
祇
園
に
や
っ
て
く
る
少
女

た
ち
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
描
い
た
︒
彼
女
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
京
都
出
身
で
あ
り
︑
﹁
零
細
な
借
家
群
﹂
と
﹁
華
や
か
な
歓
楽
空
間
﹂
が
隣
り

合
っ
て
存
在
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
﹁
一
生
不
通
﹂
と
い
い
な
が
ら
︑
実
親
と
の
関
係
が
続
く
事
例
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
地
理
的
な
近
接
性

ゆ
え
だ
ろ
う
か
︒

姚
毅
﹁
知
識
の
翻
訳
・
生
産
と
身
体
政
治

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
中
心
に
﹂
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
医
ホ
ブ
ソ
ン
が
撰
述
し
た
産
婦
人
科
の

著
書
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
題
材
に
︑
西
洋
と
中
国
の
間
で
の
知
識
の
翻
訳
︑
受
容
︑
再
構
築
を
多
様
な
切
り
口
で
分
析
し
た
︒
両
者
の
交
渉
の
過

程
で
は
︑
身
体
観
や
宗
教
観
だ
け
で
な
く
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
違
い
が
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
︒
西
洋
医
学
の
翻
訳
と
は
︑
た
ん
な
る
翻
訳

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
﹁
文
明
覇
権
の
絡
ん
だ
身
体
政
治
﹂
だ
っ
た
と
結
論
す
る
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
へ
の
反
発
が
︑
翻
訳
直
後
で
は
な
く
︑
中
国
で
西

洋
医
学
が
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
生
じ
た
と
い
う
事
実
は
︑
ま
さ
に
こ
の
見
方
の
正
し
さ
を
裏
書
き
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒

帯
谷
知
可
﹁
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
訴
え
る

Ｏ
・
Ｓ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
Ａ
・
ア
ガ
エ
フ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女

平
等
論
﹂
は
︑
こ
れ
ま
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
で
も
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
で
も
看
過
さ
れ
て
き
た
︑
ロ
シ
ア
語
で
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
訴
え

た
二
人
の
知
識
人
︵
ロ
シ
ア
人
女
性
と
ム
ス
リ
ム
男
性
で
い
ず
れ
も
ム
ス
リ
ム
女
性
は
﹁
他
者
﹂
で
あ
っ
た
︶
に
よ
る
女
性
解
放
論
と
そ
の
知
的
世
界
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を
論
じ
る
︒
彼
ら
の
思
想
は
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
を
理
想
化
す
る
あ
る
種
の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
古
主
義
﹂
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
の
混
淆
物
で

あ
っ
た
︒
彼
ら
の
宗
教
的
な
女
性
解
放
論
は
︑
そ
の
後
ソ
連
の
社
会
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
︑
あ
る
い
は
彼
ら
と
関
係
が
深
か
っ
た

ト
ル
コ
の
西
洋
化
政
策
の
も
と
で
︑
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

前
田
更
子
﹁
信
仰
と
職
業

両
大
戦
間
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
女
性
教
師
﹁
ダ
ビ
デ
﹂
の
世
界
﹂
は
︑
ア
ル
プ
ス
の
山
間
部
の
村
々
が
舞

台
と
な
る
︒
著
者
の
問
題
意
識
は
︑
ラ
イ
シ
テ
︵
政
教
分
離
︶
の
空
間
と
な
っ
た
公
立
学
校
で
︑
教
師
た
ち
が
自
ら
の
信
仰
の
問
題
に
ど
の
よ

う
に
対
処
し
た
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
ち
な
ん
で
ダ
ビ
デ
を
自
称
し
た
女
性
教
師
た
ち
︵
多
く
は
独
身
︶
は
︑

学
校
と
教
会
の
間
で
︑
自
ら
の
独
立
性
を
保
ち
つ
つ
︑
職
業
と
信
仰
の
両
立
を
目
指
し
た
︒
﹁
私
は
世
俗
主
義
者
以
上
の
者
に
な
り
た
い
﹂
﹁
同

時
に
私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
以
上
の
者
に
も
な
り
た
い
﹂
と
い
う
メ
ン
バ
ー
の
言
葉
が
印
象
的
で
あ
る
︒

石
井
香
江
﹁
女
の
仕
事
／
男
の
仕
事
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

ド
イ
ツ
帝
国
郵
便
に
お
け
る
性
別
職
務
分
離
の
見
取
り
図
と
展
望
﹂
は
︑
電
話

や
電
信
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
な
新
し
い
技
術
が
︑
女
の
仕
事
と
男
の
仕
事
に
振
り
分
け
ら
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
︒
女
の
仕
事
と

男
の
仕
事
の
境
界
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
階
級
︑
人
種
に
よ
る
複
合
的
な
作
用
と
政
治
的
な
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
た
が
︑
女
性
の
労
働

は
つ
ね
に
補
助
的
な
地
位
に
置
か
れ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
中
︑
帝
国
郵
便
は
多
数
の
女
性
を
雇
用
し
た
が
︑
そ
れ
は
女
性
の
経
済
的
解
放
を

促
す
と
い
う
よ
り
は
︑
本
来
の
解
放
の
機
会
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
︒

関
村
オ
リ
エ
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
郊
外

戦
後
日
本
に
お
け
る
計
画
空
間
の
誕
生
と
そ
の
変
容
﹂
は
︑
﹁
人
々
に
同
じ
価
値
化
や
規
範
を
共

有
さ
せ
︑
そ
れ
を
達
成
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
開
発
さ
れ
た
﹂
計
画
空
間
で
あ
る
戦
後
の
都
市
郊
外
が
︑
職
場
と
住
居
を
分
離
さ
せ
る

こ
と
で
︑
生
産
に
従
事
す
る
男
性
と
再
生
産
に
従
事
す
る
女
性
と
い
う
家
族
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
こ
と
︑
﹁
男
性
本
位
﹂
﹁
大
企
業
本
位
﹂
の

社
会
政
策
が
こ
う
し
た
構
造
を
固
定
化
し
て
き
た
こ
と
を
解
明
し
︑
今
後
の
都
市
郊
外
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
︒
地
理
学
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
︑
あ
る
い
は
空
間
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
結
び
つ
き
は
非
常
に
新
鮮
に
感
じ
た
︒

以
上
︑
七
篇
の
論
文
は
︑
扱
う
地
域
︵
日
本
︑
中
国
︑
ロ
シ
ア
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︶
も
時
代
︵
古
代
︑
近
世
︑
近
代
︑
現
代
︶
も
ば
ら
ば
ら
だ
が
︑
共
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通
す
る
点
も
少
な
く
な
い
︒
東
村
論
文
︑
鍛
治
論
文
︑
前
田
論
文
︑
石
井
論
文
︑
関
村
論
文
は
い
ず
れ
も
女
性
の
労
働
を
対
象
と
し
︑
女
性
の

労
働
を
隠
蔽
し
て
き
た
男
性
中
心
的
な
社
会
や
学
問
を
批
判
す
る
︒
東
村
論
文
︑
姚
論
文
︑
石
井
論
文
は
︑
一
見
中
性
的
な
技
術
が
︑
い
か
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
も
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
︒
﹁
性
別
職
務
分
離
﹂
は
近
代
に
お
け
る
生
産
領
域
と
再
生
産
領
域
の
分
離
が
も
た
ら
し
た

と
石
井
論
文
は
分
析
す
る
が
︑
関
村
論
文
は
同
じ
問
題
を
空
間
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
︒
姚
論
文
と
帯
谷
論
文
は
︑
非
西
洋
地
域
の
人
々

が
西
洋
近
代
の
学
術
に
い
か
に
向
き
合
っ
た
か
︑
そ
こ
に
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
︒
宗
教

に
つ
い
て
は
︑
帯
谷
論
文
と
前
田
論
文
が
と
も
に
歴
史
研
究
で
宗
教
に
着
目
す
る
こ
と
の
今
日
的
意
義
を
述
べ
て
い
る
点
が
印
象
に
残
っ
た
︒

本
特
集
の
扱
う
時
代
と
地
域
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
鮮
明
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
幅
広
く
応
用
で
き
る
優
れ
た
分
析
視
角

で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
︒
も
し
例
会
が
開
催
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
全
体
討
論
で
興
味
深
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
例
会
が
中
止

さ
れ
た
こ
と
は
︑
か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
あ
る
︒
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
号
は
よ
く
で
き
た
も
の
で
あ
り
︑
ぜ
ひ
一
篇
一
篇

熟
読
さ
れ
た
い
︒
む
し
ろ
私
が
心
配
し
て
い
る
の
は
︑
次
の
テ
ー
マ
﹁
滅
び
﹂
で
あ
る
︒
い
っ
た
い
ど
ん
な
内
容
に
な
る
の
か
︑
楽
し
み
よ
り

も
不
安
が
大
き
い
と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち
で
あ
る
︒
本
年
四
月
一
七
日
の
例
会
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
る
予
定
な
の
で
︑
遠
方
に

お
住
ま
い
の
方
も
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

︵
補
記
︶

二
〇
二
一
年
二
月
三
日
︑
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
の
森
喜
朗
会
長
が
女
性
を
蔑
視
す
る
発
言
を
し
た
こ
と
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
成
果
を
発
信
し
つ
づ
け
る
こ
と
の
意
義
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
︒

︵
本
会
常
務
理
事
︶
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