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史
学
研
究
会
が
毎
年
春
に
例
会
を
開
き
、
一
定
の
テ
ー
マ
に
よ
る
研
究
報
告
と
討
論
を
組
織
し
、
そ
の
成
果
を
翌
年
の
『
史
林
㎏
第
～
号
に

特
集
と
し
て
ま
と
め
る
方
式
は
、
す
っ
か
り
定
着
を
み
た
。
こ
れ
ま
で
の
テ
ー
マ
は
、
国
境
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
・
環
境
・
戦
争
・
民
族
・
都

市
・
災
害
・
移
動
と
、
外
来
語
そ
の
も
の
の
第
二
回
を
除
け
ば
、
ず
っ
と
漢
字
二
文
字
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
特
集
テ
ー
マ

「
祈
り
」
は
初
め
て
や
わ
ら
か
な
大
和
言
葉
と
な
っ
た
。
地
域
・
時
代
・
方
法
を
こ
え
た
幅
広
い
議
論
の
で
き
る
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
と
し
て
も
、
「
祈
願
」
で
も
「
祈
薦
」
で
も
な
い
「
祈
り
」
は
、
や
は
り
独
特
の
語
感
を
ま
と
っ
て
い
る
。

　
「
平
和
の
祈
り
」
「
復
興
の
祈
り
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
、
善
な
る
意
志
、
純
粋
な
気
持
ち
と
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
い
の
が
、
「
祈

り
」
の
語
感
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
「
祈
り
」
は
「
願
い
」
と
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
「
い
（
斎
）
」
と
「
の
り
（
宣
）
」
の
合
成
語
で
あ

る
と
い
う
学
説
を
顧
み
る
ま
で
も
な
く
、
つ
つ
し
ん
で
祈
る
対
象
は
神
仏
な
ど
の
絶
対
的
存
在
で
あ
る
の
が
一
楽
章
で
、
自
分
よ
り
も
上
位
の

人
間
に
「
願
う
」
こ
と
が
あ
る
の
と
は
違
う
。
こ
の
点
が
「
祈
り
」
の
語
感
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
神
仏
へ
の
「
戦
勝
祈
願
」
「
朝
敵
退
散
の
祈
薦
」
の
よ
う
に
、
そ
の
個
人
・
集
団
以
外
の
者
に
と
っ
て
、
「
祈
り
」
の
内
容
が
困
っ

た
も
の
、
邪
悪
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
。
戦
争
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
の
民
俗
行
事
「
虫
送
り
」
は
、
虫
害
防
除
の
た

め
に
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
潤
た
ち
は
人
々
に
誘
わ
れ
地
境
へ
と
送
り
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
村
に
と
っ
て
切
実
な
「
祈
り
」
の
行
事
も
、
隣

村
に
す
れ
ば
迷
惑
な
話
で
、
同
じ
よ
う
な
祭
り
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
古
代
王
権
が
行
な
っ
た
疫
神
祭
で
も
、
王
畿
へ
の
疫
神
侵
入

の
阻
止
が
祈
ら
れ
た
と
き
、
畿
外
の
災
厄
は
お
そ
ら
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
安
寧
や
救
済
を
求
め
る
「
祈
り
」
が
、
い
か
な
る
個
人
・
集
団
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
対
象
に
向
け
て
行
な
わ
れ
た
に
せ
よ
、
プ
ラ
ス
の
語
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感
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
意
図
と
機
能
が
そ
こ
に
は
存
し
た
。
そ
し
て
「
祈
り
」
を
よ
り
有
効
に
す
る
た
め
、
ま
こ
と
に
多
様
な
儀
礼
作
法

と
人
的
組
織
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
「
祈
り
」
の
諸
形
態
は
、
政
治
史
・
社
会
史
・
文
化
史
と
も
深
く
関
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
・
時
代
を
深
く
理
解
し
、
比
較
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
特
集
は
論
説
七
篇
と
書
評
四
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
論
説
の
う
ち
五
篇
は
二
〇
一
四
年
四
月
の
例
会
報
告
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

る
。
貴
重
な
研
究
成
果
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
執
筆
者
各
位
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
各
論
説
は
、
文
字
ど
お
り
古
今
東
西
の
「
祈
り
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
①
松
尾
二
巴
氏
は
、
出
雲
国
と
い
う
地
域
に
立
脚
し

て
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
と
考
古
資
料
か
ら
日
本
古
代
の
神
祇
祭
祀
、
す
な
わ
ち
カ
ミ
へ
の
祈
り
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
②
坪
井
翻
氏

は
、
教
祖
法
然
の
死
後
、
極
楽
柱
生
を
祈
る
「
専
修
念
仏
」
の
僧
侶
集
団
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
詳
細
に
跡
づ
け
、
日
本
中
世
宗
教
史

研
究
に
一
石
を
投
じ
る
。
③
青
谷
秀
紀
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
バ
ー
チ
ャ
ル
巡
礼
や
都
市
民
の
宗
教
儀
礼
に
お
け
る
「
聖
地
の
表
象
」
を

論
じ
て
、
私
的
な
祈
り
と
公
的
な
祈
り
の
連
続
性
を
主
張
す
る
。
④
水
越
知
氏
は
、
重
慶
府
巴
県
の
『
巴
県
梢
案
』
に
含
ま
れ
る
宗
教
関
係
史

料
を
多
数
紹
介
し
、
中
国
近
世
の
民
衆
的
・
日
常
的
な
祈
り
に
つ
い
て
実
態
的
研
究
の
方
向
性
を
示
す
。
⑤
森
正
人
氏
は
、
日
本
近
代
の
四
国

遍
路
に
文
化
地
理
学
的
考
察
を
加
え
、
観
光
・
運
輸
産
業
の
影
響
で
改
変
、
そ
し
て
再
構
築
さ
れ
た
祈
り
の
物
質
性
・
身
体
性
に
つ
い
て
論
じ

る
。
⑥
横
田
貴
之
氏
は
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
創
設
者
バ
ン
ナ
ー
の
思
想
が
、
個
人
的
信
仰
を
行
動
へ
組
織
し
て
い
っ
た
回
路
を
、
二
〇
世
紀

前
半
の
政
治
社
会
状
況
に
即
し
て
究
明
す
る
。
⑦
山
本
昭
宏
氏
は
、
被
爆
地
広
島
の
語
ら
れ
方
を
分
析
し
、
占
領
下
に
「
祈
り
」
と
結
び
つ
け

ら
れ
た
都
市
イ
メ
ー
ジ
が
、
朝
鮮
戦
争
を
機
に
「
怒
り
の
広
島
」
へ
転
換
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
桑
原
久
男
氏
・
渡
辺
康
代
氏
・
矢
島
洋
一

氏
・
山
中
聡
氏
は
、
「
祈
り
」
に
関
わ
る
近
年
の
注
目
す
べ
き
研
究
書
に
つ
い
て
、
周
到
か
つ
的
確
な
書
評
を
御
執
筆
下
さ
っ
た
。
お
か
げ
さ

ま
で
地
域
と
時
代
の
幅
が
さ
ら
に
広
が
り
、
「
祈
り
」
の
諸
形
態
を
豊
か
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
こ
の
特
集
号
を
契
機
と
し
て
、
「
祈
り
」
に
関
わ
る
概
況
が
い
っ
そ
う
進
む
こ
と
を
（
善
な
る
意
志
に
よ
り
）
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
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本
会
憎
務
理
事
）
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