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二
〇
一
四
年
度
立
教
大
学
史
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
開

催
さ
れ
た
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
に
お
け
る
古
文
書
学
の
現
在
」
は
、

東
ア
ジ
ア
（
日
本
・
朝
鮮
半
島
）・
西
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
、
中
世
（
こ
こ
で
は
九
～
一
三
世
紀
に
時
期
の
限
定
が
な
さ
れ

る
）
の
文
書
史
料
論
を
対
象
と
し
た
比
較
研
究
の
試
み
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
当
時
の
各
国
家
に
お
け
る
文
書
史
料
を
そ
の
形
式
に
主
眼

を
お
い
て
突
き
合
わ
せ
る
際
に
、
時
間
的
・
空
間
的
な
広
が
り
を
強

く
意
識
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
空
間
の
問
題
に
即
し

て
い
え
ば
、
と
も
に
漢
字
を
受
容
し
た
近
隣
関
係
に
あ
る
朝
鮮
半
島

と
日
本
列
島
、
モ
ン
ゴ
ル
期
の
帝
国
と
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
た
個
別
の

王
朝
、
あ
る
い
は
直
接
的
な
交
渉
・
影
響
関
係
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
東
ア
ジ
ア
、
な
ど
の
論
点
が
す
ぐ
さ
ま
浮
上
し
て
く
る
。

　
さ
ら
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、

日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
古
文
書
学
に
あ
た
る
、
歴
史
研
究
の
主
た
る

素
材
と
な
る
文
献
史
料
の
う
ち
の
文
書
を
め
ぐ
る
学
問
的
体
系
、
そ

れ
自
体
の
相
互
参
照
と
各
自
の
研
究
方
法
の
相
対
化
も
射
程
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
情
報
を
有
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
の
文
書
史
料
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
比
較
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
よ
り
複
眼
的
な
視
点
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
興
味
深
い
四
報
告
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
討

論
の
最
初
に
行
っ
た
コ
メ
ン
ト
で
も
、
右
の
よ
う
な
主
催
者
側
の
意

図
を
ひ
き
つ
ぐ
か
た
ち
で
、
日
本
中
世
史
料
論
に
軸
足
を
お
き
な
が

ら
比
較
の
視
点
を
設
定
し
た
。

　
ま
ず
第
一
に
〈
時
間
的
広
が
り
〉
で
は
、
と
く
に
先
行
す
る
古
代

の
文
書
と
そ
の
体
系
が
中
世
の
そ
れ
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
問
題
を
掲
げ
た
。

　　
総
括
コ
メ
ン
ト
に
か
え
て

　
　

　
高
　
橋
　
一
　
樹
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古
代
の
中
世
に
対
す
る
規
定
性
の
如
何
と
い
う
こ
と
だ
が
、
日
本

で
は
こ
れ
が
古
く
て
新
し
い
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
佐
藤
報
告

は
実
証
的
か
つ
論
理
的
に
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
川
西
報
告
も
朝
鮮

半
島
に
お
け
る
伝
来
文
書
の
少
な
さ
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
、
古
代
中

国
か
ら
の
継
承
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
高
麗
王
朝
の
独
自
文
書
を
抽

出
し
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
中
世
社
会
に
お
い
て
文
書
の
機
能
を
担
保
し
た
文
書

そ
の
も
の
が
帯
び
る
要
素
は
な
に
か
、と
い
う
課
題
に
も
つ
な
が
る
。

文
面
以
外
に
文
書
を
構
成
す
る
も
の
で
は
、
日
本
以
外
の
報
告
で
証

人
の
サ
イ
ン
や
王
の
印
、
あ
る
い
は
侍
臣
の
副
書
と
い
っ
た
点
が
挙

げ
ら
れ
た
が
、
意
外
に
も
日
本
中
世
文
書
で
は
発
給
者
の
サ
イ
ン
以

外
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
研
究
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
〈
空
間
的
広
が
り
〉
に
つ
い
て
は
、
咄
嗟
に
思
い
つ
く
比

較
軸
の
例
を
さ
き
に
あ
げ
た
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
帝
国
の
版
図
に

お
い
て
、四
日
市
報
告
の
注
目
す
る
文
書
の
フ
ォ
ル
ム
や
印
の
模
倣
・

継
承
な
ど
の
現
象
か
ら
な
に
を
読
み
取
る
か
、
と
い
う
課
題
が
う
か

び
あ
が
る
。権
威
づ
け
や
外
交
的
関
係
の
反
映
と
み
る
だ
け
で
な
く
、

文
書
の
作
成
な
ど
に
か
か
わ
る
技
術
・
知
識
を
と
も
な
っ
た
人
的
移

動
の
有
無
や
王
朝
ご
と
の
濃
淡
は
な
い
の
か
、
書
体
や
文
字
の
選
択

的
使
用
が
も
つ
意
味
は
な
に
か
、
と
い
う
ほ
か
の
国
家
や
地
域
に
も

普
遍
性
を
も
つ
問
題
関
心
を
呼
び
起
こ
す
。

　
さ
ら
に
菊
地
報
告
で
は
、
国
王
発
給
の
公
文
書
か
ら
私
的
法
行
為

に
も
と
づ
く
私
文
書
に
い
た
る
、
あ
る
定
式
表
現
の
継
承
と
そ
の
盛

衰
か
ら
歴
史
情
報
を
読
み
取
る
方
法
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ

ん
時
間
の
問
題
も
含
ま
れ
る
が
、
文
書
の
作
成
や
機
能
に
か
か
わ
る

階
層
的
・
空
間
的
な
結
節
の
あ
り
方
を
掘
り
起
す
作
業
に
も
な
っ
て

い
る
。

　
前
述
し
た
時
間
軸
と
も
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
文
書
の

世
界
に
見
え
隠
れ
す
る
地
域
性
の
抽
出
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
で
は
古
代
中
国
の
行
政
文

書
体
系
に
淵
源
を
も
つ
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
と
で
、
そ
こ
か
ら
逸

脱
す
る
文
書
の
か
た
ち
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
も
と
で
あ
ら

わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
列
島
規
模
で
文
書
形
式
の
均
質
性
が
一

定
の
装
飾
性
を
と
も
な
い
な
が
ら
中
世
末
期
に
一
部
崩
れ
る
の
は
な

ぜ
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
着
想
を
導
く
。

　
こ
う
し
た
比
較
の
視
点
を
よ
り
発
展
的
に
集
約
す
る
意
味
で
、
第

三
に
、
機
能
と
か
か
わ
る
文
書
の
目
に
見
え
る
か
た
ち
を
比
べ
る
こ

と
の
有
効
性
を
提
起
し
た
。
文
書
の
人
為
的
な
ま
と
ま
り
と
そ
の
様

相
の
変
化
、
文
字
列
以
外
の
情
報
の
質
や
量
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

加
え
る
紙
や
木
と
い
っ
た
素
材
や
そ
の
使
い
方
、
な
ど
の
解
析
で
あ

る
。
多
国
間
の
比
較
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
書
と
い
う
特
定
の
書
面
が

中
世
と
い
う
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
や
地
域
で
、
い
か
な
る
モ

ノ
と
し
て
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
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に
対
し
て
も
不
可
欠
な
作
業
と
い
え
よ
う
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
報
告
者
は
豊

か
な
史
料
情
報
を
蓄
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
リ
プ
ラ
イ
を

期
待
し
つ
つ
、
以
上
の
三
点
を
さ
ら
に
具
体
化
す
る
べ
く
私
か
ら
示

し
た
論
点
は
、
つ
ぎ
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
中
世
と
い
う
時

期
を
限
定
す
る
際
の
指
標
と
も
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
　

①
　
文
書
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
生
成
・
使
用
し
う
る
階
層
的
範
囲
と

そ
の
歴
史
的
背
景
。

②
　
現
存
し
な
い
文
書
や
書
面
を
歴
史
情
報
の
抽
出
や
分
析
に
組
み

込
む
方
法
。

③
　
文
書
と
口
頭
の
音
声
と
の
外
在
的
関
係
（
書
か
れ
た
文
面
を
読

み
上
げ
る
、
な
ど
）
以
外
の
か
か
わ
り
。

④
　
文
書
の
作
成
や
授
受
、
保
管
と
廃
棄
の
あ
り
方
に
付
随
す
る
人

的
な
儀
礼
・
所
作
。

⑤
　
文
書
を
め
ぐ
る
研
究
の
枠
組
み
や
そ
の
歴
史
的
変
遷
。

　
い
ず
れ
も
日
本
中
世
の
史
料
論
研
究
に
携
わ
る
立
場
か
ら
、日
欧
・

日
韓
を
中
心
と
す
る
比
較
研
究
の
場
で
得
ら
れ
た
耳
学
問
の
成
果
に

加
え
、
近
年
の
研
究
動
向
に
触
発
さ
れ
た
思
い
つ
き
程
度
の
も
の
で

し
か
な
い
が
、
最
後
の
⑤
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

主
催
者
側
の
趣
旨
を
継
承
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
少
し
個
人
的
な
経

験
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
モ
ノ
と
し
て
の
文
書
史
料
か
ら
観
察
さ
れ
る
多
様
な
現
象
を
ど
ん

な
方
法
で
い
か
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
。
そ
こ

か
ら
歴
史
的
な
情
報
を
抽
出
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
概
念
は
も

と
よ
り
用
語
な
ど
の
基
本
事
項
や
共
通
理
解
は
い
か
な
る
内
容
を
も

ち
、
そ
れ
ら
が
生
成
さ
れ
定
着
す
る
う
え
で
、
国
家
な
い
し
地
域
ご

と
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
の
か
。
比
較
史
料
論
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
課
題
を
も
議
論
の
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
の
有
効
性
は
、
私
自

身
、
こ
の
十
数
年
間
に
参
加
し
た
い
く
つ
か
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
実
地
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　
印
象
深
い
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
偽
文
書
に
関
す
る
中
世
の
史
料
論

的
分
析
が
ド
イ
ツ
と
日
本
と
で
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
は
じ
ま
り
な
が

ら
、
研
究
の
目
的
と
展
開
に
相
違
が
あ
り
、
そ
の
概
要
と
背
景
を
互

い
に
解
説
す
る
こ
と
で
、
彼
我
の
文
書
史
料
を
め
ぐ
る
学
問
的
状
況

の
内
在
的
な
理
解
に
一
役
買
っ
た
、
と
い
う
場
面
は
鮮
明
な
記
憶
と

な
っ
て
い
る
。

　
異
文
化
間
で
の
文
書
史
料
の
比
較
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
を
と
り

ま
く
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
異
同
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

よ
う
に
、
文
書
に
つ
い
て
の
語
り
方
を
意
識
的
に
対
照
さ
せ
る
こ
と

も
ま
た
、
比
較
史
料
研
究
ひ
い
て
は
比
較
史
研
究
の
ユ
ニ
ー
ク
な
手

段
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
は
時
間
的
な
制
約
ゆ
え
に
、
ま
た
コ
メ
ン
ト

の
論
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
た
め
に
、
十
分
な
議
論
は
な
し
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
フ
ロ
ア
か
ら
も
、
コ
メ
ン
ト
の
内
容
を
受
け
止
め
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た
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
有
益
な
発
言
や
提
言
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
口
頭
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
と
そ
れ
を
聞
く
行
為
が
重

視
さ
れ
た
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
お
け
る
、
そ
の
内
容
を
可
視
化
し
た

文
書
の
作
成
と
意
義
（
共
有
の
場
・
機
会
）
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

研
究
動
向
の
紹
介
、
さ
ら
に
そ
れ
を
起
点
と
し
た
比
較
史
料
論
の
可

能
性
へ
の
言
及
、
あ
る
い
は
、
紙
以
外
の
素
材
（
た
と
え
ば
石
材
）

を
も
ち
い
る
文
書
の
作
成
意
図
と
現
実
に
は
た
さ
れ
た
機
能
の
比
較

的
分
析
、
な
ど
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
な
機
会
の
発
展
的
な
継
続
を

可
能
に
す
る
内
容
で
も
あ
り
、
そ
の
呼
び
水
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
冒
頭
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
最
低
限
の
責
を
塞

ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。

　
最
後
に
、
感
想
め
い
た
話
で
恐
縮
だ
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
参
加
し
て
感
慨
深
く
思
っ
た
の
は
、
報
告
の
労
を
と
ら
れ
た
「
古

文
書
を
研
究
対
象
と
す
る
四
名
の
若
手
研
究
者
」（
主
催
者
側
に
よ

る
「
開
催
趣
旨
」）
と
か
れ
ら
の
専
門
と
す
る
史
料
と
の
距
離
の
近

さ
で
あ
る
。

　
東
洋
史
・
西
洋
史
の
分
野
に
関
す
る
報
告
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も

長
年
に
わ
た
っ
て
現
地
の
大
学
等
に
留
学
し
、
そ
こ
で
原
本
を
含
め

た
文
書
史
料
に
深
く
沈
潜
し
た
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
学
位
論

文
に
ま
と
め
、
現
在
も
史
料
調
査
な
ど
を
通
じ
て
原
本
や
そ
れ
に
准

じ
る
情
報
に
親
し
く
接
す
る
機
会
を
も
ち
、
そ
の
た
め
の
現
地
研
究

者
と
の
信
頼
関
係
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
ま
た
日
本
史
を
専
門
と
す

る
報
告
者
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
欠
か
さ
ず
、
在

外
日
本
史
料
の
調
査
を
含
め
た
比
較
研
究
に
強
い
意
欲
を
も
ち
、
古

文
書
学
の
な
り
た
ち
や
そ
の
枠
組
み
を
再
検
討
す
る
論
考
も
積
極
的

に
公
表
し
て
い
る
。
　

　
前
近
代
を
相
手
に
す
る
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
キ
ャ

リ
ア
や
研
究
の
方
法
・
姿
勢
を
当
然
の
よ
う
に
受
容
し
実
践
す
る
世

代
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
日
本
人
研
究
者
に
よ

る
特
定
時
期
の
比
較
史
料
研
究
に
つ
い
て
、
先
人
た
ち
の
重
厚
な
蓄

積
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
が
今
後
の
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
な
り
う
る
こ
と
を
強
く
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
教
授
）


