
会

止口

　
平
成
元
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ

び
総
会
は
、
予
定
通
り
、
十
一
月
二
日

（
木
）
午
後
一
時
よ
り
楽
友
会
館
に
お

い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
公
開
講
演
は
前
川
和
也
、
谷
川
道
雄

の
両
磯
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
な
わ

れ
、
盛
会
裡
に
終
り
ま
し
た
。

　
古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
の
社
会
経
済
史

　
　
　
ー
モ
デ
ル
と
計
量
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
川
和
也
氏

六
朝
時
代
の
名
望
家
支
配
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
谷
川
道
雄
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開

催
さ
れ
た
秋
期
定
例
の
理
事
評
議
員
会

に
お
い
て
、
平
成
元
年
度
前
期
会
務
報

告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
元
年
度

　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
の
社
会
経
済
史

　
　
　
ー
モ
デ
ル
と
計
量
一

前
　
川
和
　
也

　
こ
の
報
告
で
は
、
ま
ず
、
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国

家
時
代
末
期
（
前
二
四
世
紀
な
か
ご
ろ
）
の
う
ガ

シ
ュ
r
か
ら
出
土
し
た
襖
形
粘
土
板
文
書
を
主
材
料

と
し
て
、
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
を
構
成
す
る
諸
社
会

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
呈
示

し
て
み
た
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
、
統
一
王
朝
時
代

（
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
〔
前
二
一
〇
〇
一
二
〇
〇

〇
年
ご
ろ
〕
）
の
ギ
ル
ス
（
紅
ラ
ガ
シ
ュ
）
や
ウ
ン

マ
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
し
て
、
当
時
の
農

業
ト
レ
ン
ド
を
計
量
的
に
と
り
あ
つ
か
っ
て
み
た
。

　
都
市
圏
家
時
代
の
最
末
期
、
わ
ず
か
二
〇
年
た

ら
ず
の
春
闘
の
ラ
ガ
シ
ュ
か
ら
出
土
し
た
約
一
八

○
○
枚
の
行
政
・
経
済
文
書
に
は
、
王
妃
の
所
領

で
働
ら
く
人
々
へ
の
定
期
的
な
穀
物
支
給
を
記
し

た
書
斎
、
か
れ
ら
へ
割
当
地
を
賦
与
し
た
記
録
、

ま
た
か
れ
ら
の
集
団
労
働
（
賦
役
）
に
か
ん
す
る

記
録
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に

も
と
づ
い
て
、
わ
た
く
し
は
、
シ
ェ
メ
ー
ル
都
市

国
家
の
成
員
は
、
割
当
地
保
有
者
層
と
非
保
有
者

層
の
二
社
会
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
専
門
的
職
能
に
も
と
づ
い
た
国
家
奉
仕
を

行
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
割
当
地
保

有
老
層
は
さ
ら
に
ニ
グ
ル
…
プ
に
分
類
で
き
る
こ

と
、
な
ど
を
論
じ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
デ
ィ
ァ
コ
ノ
フ
は
、
古
代
シ
ュ
メ
ー

ル
に
と
っ
て
本
質
的
な
社
会
組
織
は
、
「
都
市
」

な
い
し
「
神
殿
」
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
私

的
な
」
、
「
共
同
体
」
組
織
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
村
落
共
同
体
」
の
「
自
由
な
」
成
員

こ
そ
が
シ
ュ
メ
ー
ル
社
会
の
核
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
。
つ
ま
り
デ
ィ
ア
コ
ノ
ブ
・
モ
デ
ル
に
よ

れ
ば
、
一
規
存
の
ラ
ガ
シ
ュ
文
書
は
、
シ
ュ
メ
ー
ル

社
会
諸
グ
ル
ー
プ
の
全
体
的
復
元
に
は
A
あ
ま
り

役
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、

「
都
市
国
家
」
の
公
的
活
動
の
み
が
語
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
詳
述
は
さ
け

る
が
、
や
は
り
デ
ィ
ア
コ
ノ
ブ
の
モ
デ
ル
は
、
シ

ュ
メ
ー
ル
都
市
社
会
を
把
ら
え
る
に
は
不
適
切
で

あ
っ
た
。

　
さ
て
、
シ
ュ
メ
…
ル
統
一
王
朝
時
代
（
ウ
ル
第

三
王
朝
時
代
）
の
無
数
の
行
政
・
経
済
文
書
に
か
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ん
し
て
は
、
統
計
的
な
研
究
が
、
実
り
お
お
い
成

果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
同
一

ジ
ャ
ン
ル
の
多
く
の
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
テ
キ
ス

ト
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
量
作
業
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
と
き
に
は
、
単
一
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
さ
え
も
、
統
計
的
な
方
法
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
枚
の
長
大
な
行
政
・
経
済

記
録
に
、
膨
大
な
情
報
量
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ウ
ル
第
三
王
朝
時
代
の
ギ
ル
ス
（
狂
う
ガ
シ
ュ
）
、

ウ
ン
マ
な
ど
か
ら
、
「
国
家
」
あ
る
い
は
「
神
殿
」

直
営
耕
地
に
か
ん
す
る
経
営
記
録
が
お
お
く
出
土

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
耕
地
面
積
、

耕
作
に
必
要
な
穀
物
量
、
あ
る
い
は
収
量
な
ど
に

か
ん
す
る
数
字
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
内
の

数
字
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
れ
ば
農
業
生
産
力
が

計
量
で
き
る
の
か
を
示
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

に
し
て
得
ら
れ
る
数
字
が
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い

た
標
準
期
待
収
量
の
値
（
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り

＝
二
八
九
リ
ッ
ト
ル
、
播
種
量
の
三
〇
倍
）
か
ら

ど
の
程
度
ま
で
離
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
。

そ
し
て
ま
た
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
基
準
に
し

た
が
っ
て
痘
営
耕
地
を
分
類
し
、
諸
耕
地
片
の
面

積
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
計
量
的
に
処
理
す
る
こ
と

の
意
味
を
論
じ
た
。
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
作
業

に
よ
っ
て
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
土
地
条
件
の
ち
が

い
を
も
、
詳
し
く
あ
き
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
前
三
千
年
期
の
シ
ュ
メ
ー
ル
は
、
史
料
す
な
わ

ち
粘
土
官
文
書
の
多
さ
、
そ
し
て
と
り
わ
け
行
政

・
経
済
文
書
の
内
容
の
精
密
さ
と
い
う
点
で
、
古

代
世
界
の
な
か
で
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も

蹴
朔
時
に
、
シ
ュ
メ
ー
ル
行
政
・
経
済
文
童
悶
が
、
限

定
さ
れ
た
世
界
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば

テ
キ
ス
ト
は
、
私
的
経
済
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
な
に
も
教
え
て
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
研
究

者
は
、
手
に
し
う
る
粘
土
板
史
料
に
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
な
に
か
、
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
ば
あ
い
、
ど
の
よ
う
な
結

論
が
、
ど
の
程
度
の
正
確
さ
で
も
た
ら
さ
れ
る
の

か
、
そ
し
て
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
は
な
に

を
解
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
を
た
え
ず
自
問
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
報
告
で
は
、
シ
ュ
メ
ー
ル
行
政

・
経
済
文
書
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
社
会
「
モ
デ

ル
」
を
構
成
し
、
そ
し
て
「
計
量
」
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
採
る
こ
と
の
効
用
と
限
界
に
つ
い
て
、
詳
し

く
ふ
れ
て
み
た
。

六
朝
時
代
の
名
望
家
支
配
に
つ
い
て

谷
川
　
道
雄

　
六
朝
時
代
が
こ
れ
に
続
く
階
唐
時
代
前
半
期
と

共
に
貴
族
制
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
、

学
界
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代

規
定
を
開
確
に
打
ち
出
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
内
藤
湖
南
で
あ
る
が
、
湖
南
の
見
解
は
ま
た
、

清
朝
考
証
学
の
成
果
、
さ
ら
に
遡
っ
て
は
明
末
清

初
の
経
世
家
た
ち
の
史
論
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
湖
南
以
後
、
六
朝
貴
族
制
の
説
は
、
と
く

に
そ
の
学
統
を
継
ぐ
人
び
と
に
よ
っ
て
深
化
発
展

さ
せ
ら
れ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
数
世
紀
に
及
ぶ
六
朝
貴
族
制
研
究
も
、
貴
族

階
級
の
社
会
的
基
礎
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
点

に
な
る
と
、
定
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
な
い
。
そ

れ
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
中
国
史

の
時
代
区
分
問
題
と
も
か
ら
み
合
っ
て
、
諸
説
紛

々
た
る
状
況
を
呈
し
、
私
の
提
起
し
た
断
謂
「
豪

族
共
岡
体
」
説
に
対
し
て
も
、
多
く
の
批
判
が
寄

せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
批
判
点
の
一
つ

は
、
拙
論
が
、
豪
族
と
宗
族
・
郷
党
と
の
連
帯
関

係
を
見
る
に
当
っ
て
、
倫
理
的
な
契
機
を
強
調
し
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す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
〃
倫
理
的
関
係
”
を
最
も
よ
く
表
わ
す
豪
族
の

忍
業
行
為
の
意
味
を
考
え
、
こ
れ
ま
で
の
批
判
に

答
え
た
い
。

　
六
朝
の
史
書
に
散
怨
す
る
名
望
家
暦
（
豪
族
、

貴
族
）
の
賑
笹
行
為
は
、
単
な
る
個
人
の
慈
善
心

に
発
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
漢
の
崔
寒
の
『
四

民
家
令
』
で
は
、
賑
憶
事
業
が
、
挙
節
の
循
環
に

応
じ
た
家
政
の
年
間
計
画
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
南
朝
宋
の
顔
延
之
の
著
わ

し
た
家
訓
『
庭
詰
』
や
そ
の
他
の
史
料
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
。
つ
ま
り
賑
憐
行
為
は
、
名
望
家
が

自
然
と
社
会
の
調
和
を
図
る
立
場
か
ら
、
象
政
の

一
環
と
し
て
実
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
摂
理
に
し
た
が
い
、
民

生
の
維
持
に
努
め
る
こ
と
を
自
ら
に
義
務
づ
け
た

名
望
家
と
は
、
歴
史
的
に
見
て
い
か
な
る
存
在
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
藤
湖
南
に
よ
れ
ば
、

六
朝
の
貴
族
階
級
は
、
代
々
官
僚
を
出
し
た
家
柄

が
自
然
に
地
方
の
名
望
家
と
し
て
定
着
し
た
と
こ

ろ
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、

名
墾
家
と
は
、
個
人
の
能
力
・
功
業
の
累
積
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
一
旦
形
成
さ
れ

た
家
門
は
、
そ
の
子
孫
の
各
自
を
規
定
す
る
。
こ

う
し
た
家
と
人
と
の
相
互
関
係
が
、
資
産
の
み
な

ら
ず
、
五
障
・
教
養
、
政
治
的
地
位
等
々
に
お
い

て
、
社
会
一
般
か
ら
卓
越
し
た
家
族
を
成
立
さ
せ

る
。
そ
し
て
漢
帝
国
の
動
揺
・
瓦
解
の
過
程
で
、

上
家
輩
下
戸
と
い
う
よ
う
に
、
家
と
叡
と
の
間
が

上
下
関
係
で
結
ば
れ
、
こ
の
結
合
関
係
が
新
し
い

社
会
体
制
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
上
下
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
属
す

る
個
人
の
人
格
的
区
別
で
も
あ
る
。
六
朝
貴
族
が

修
得
し
た
玄
・
儒
・
文
・
史
の
四
学
、
道
仁
二
教
、

あ
る
い
は
秘
学
と
総
称
さ
れ
た
神
秘
的
色
彩
の
濃

い
科
学
知
識
等
々
は
、
宇
宙
の
摂
理
を
体
得
し
、

よ
っ
て
も
っ
て
民
衆
の
生
を
保
証
し
よ
う
と
す
る

か
れ
ら
の
道
徳
意
識
に
つ
な
が
る
知
識
体
系
で
あ

る
。
か
れ
ら
の
人
格
の
卓
越
性
は
そ
の
容
姿
に
も

表
現
さ
れ
て
い
て
、
『
世
説
薪
語
』
な
ど
に
往
々

玉
人
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
つ
ね
に
破
産
や
流
亡

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
民
衆
は
、
こ
の
よ
う

な
特
別
の
入
格
に
依
存
し
て
生
き
る
他
に
す
べ
が

な
か
っ
た
。
名
望
家
の
象
族
生
活
に
は
公
私
二
面

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
名
望
家
の
家
が
社
会
の
指
導
を
責
務
と
す
る

一
種
の
公
的
機
関
の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

　
名
望
家
の
社
会
的
行
為
は
、
賑
撞
の
ほ
か
、
農

事
指
導
、
紛
争
調
停
、
地
方
教
化
な
ど
が
数
え
ら

れ
る
が
、
外
敵
に
対
す
る
地
域
防
衛
も
、
重
要
な

一
つ
で
あ
っ
た
。
名
望
家
に
統
率
さ
れ
た
地
域
の

軍
団
は
、
時
に
現
王
朝
を
支
え
る
軍
事
力
と
な
っ

た
。
葉
晋
政
権
の
国
軍
で
あ
っ
た
北
府
軍
団
は
、

華
北
の
名
望
家
に
率
い
ら
れ
て
南
下
し
た
難
民
集

団
に
由
来
す
る
。
南
朝
易
姓
革
命
も
ま
た
、
岡
じ

性
格
の
軍
団
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ

れ
て
い
る
。
北
朝
で
は
、
北
魏
の
部
族
軍
の
流
れ

を
汲
む
胡
族
中
心
の
軍
隊
が
崩
壊
し
た
の
ち
、
各

地
に
諸
藩
集
団
が
発
生
し
た
。
こ
れ
を
整
備
発
展

さ
せ
た
の
が
男
惚
・
北
周
・
階
∵
唐
の
府
兵
制
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
名
望
家
支
配
が
六
朝
諸
王

朝
の
軍
事
的
根
幹
を
な
し
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、

そ
れ
が
六
朝
社
会
の
基
層
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
疑
い
が
な
い
。
名
望
家
の
賑
憧
行
為
は
、
し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の
本
質
に
深
く
か
か
わ
る

行
為
で
あ
っ
た
。

　
一
般
化
し
て
需
え
ば
、
当
時
の
写
譜
行
為
は
、

自
然
と
人
選
の
関
係
を
基
底
と
す
る
人
間
と
人
間

の
関
係
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
存
在
に

深
く
根
ざ
す
社
会
的
行
為
で
あ
っ
た
。

150　（150）


