
会
　
　
告

　
二
〇
〇
九
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
、
予
定
ど
お
り
十
一
月
二
日
（
月
）

午
後
～
時
よ
り
京
都
大
学
文
学
部
新
館
に
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
公
開
講
演
は
、
紀
平
英
作
、
小
林
茂
の
両

氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ
れ
、
盛
会
裡

に
終
わ
り
ま
し
た
。

歴
史
と
は
何
か

　
i
「
時
」
を
秩
序
づ
け
る
行
為
の

　
　
意
味
を
考
え
る
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
平
英
作
氏

近
世
東
ア
ジ
ア
の
疾
病
空
間

　
一
天
然
痘
・
麻
疹
の
流
行
を
め
ぐ
る

　
　
中
心
と
周
辺
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
　
茂
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
定
例
の
理
事
会
・
評
議
員
会
に
お
い
て
、

二
〇
〇
九
年
度
会
務
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

歴
史
と
は
何
か

　
一
「
時
」
を
秩
序
づ
け
る
行
為
の

　
　
　
意
味
を
考
え
る
一紀

　
平
　
英
　
作

　
本
日
は
、
呼
名
の
近
現
代
史
家
（
い
ず
れ
も
英

米
人
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
た
時
代
を
ど
の
よ

う
に
感
じ
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
い
か
な
る
も
の

と
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
彼
ら

の
足
跡
を
通
し
て
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
歴
史
研

究
の
一
つ
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
二
〇
世
紀
知
識

人
が
た
ど
っ
た
精
神
史
の
一
端
を
素
描
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
A
・
ビ

ア
ー
ド
（
一
八
七
四
～
一
九
四
八
年
）
は
、
　
　
○

世
紀
の
初
頭
か
ら
「
新
し
い
歴
史
』
を
説
い
た
ア

メ
リ
カ
の
歴
史
家
で
あ
る
Q
一
九
三
三
年
一
二
月

の
彼
の
講
演
「
信
念
の
行
為
と
し
て
の
歴
史
叙

述
」
を
中
心
に
お
話
し
た
い
。

　
こ
の
演
説
で
ビ
ア
ー
ド
は
、
ラ
ン
ケ
を
中
心
に

展
開
し
た
一
九
世
紀
末
ま
で
の
近
代
歴
史
学
が
厳

密
な
実
証
を
う
た
う
一
方
で
、
時
代
を
受
動
的
に

受
け
止
め
、
社
会
の
底
流
に
あ
る
複
雑
な
利
害
、

ま
た
集
団
と
思
想
の
対
立
を
掘
り
起
こ
し
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
保
守
的
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
。

社
会
の
あ
り
方
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
も
の

と
し
て
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
複
雑

な
対
立
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
対
立
の
様
を
い
か
に

描
き
出
す
か
は
、
歴
史
家
の
見
方
に
よ
る
。
事
実

を
選
択
し
意
味
づ
け
て
い
く
歴
史
研
究
と
は
、
い

や
お
う
な
く
歴
史
家
が
お
の
お
の
の
参
照
枠
で
行

う
「
解
釈
の
行
為
」
で
あ
る
と
ビ
ア
ー
ド
は
説
い

た
。
工
業
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
経
済
的
ば
か

り
か
政
治
的
に
も
激
し
い
変
化
を
し
め
し
た
二
〇

世
紀
初
頭
と
い
う
時
代
、
そ
し
て
社
会
勢
力
が
複

雑
化
し
た
状
況
は
、
歴
史
家
に
、
社
会
を
眺
め
る

複
眼
的
な
視
点
を
生
み
出
し
て
い
た
。
ビ
ア
ー
ド

が
説
い
た
「
解
釈
と
し
て
の
歴
史
」
と
い
う
立
場

は
、
大
衆
が
政
治
に
登
場
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
と

い
う
時
代
を
う
け
て
、
時
代
に
関
わ
ろ
う
と
し
た

歴
史
家
の
強
い
意
欲
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と

意
義
づ
け
て
お
き
た
い
。

　
も
と
よ
り
ビ
ア
ー
ド
は
歴
史
研
究
に
お
け
る
実

証
の
意
義
を
軽
ん
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

時
代
を
複
眼
的
に
み
る
歴
史
家
の
主
体
性
を
強
調

す
る
ビ
ア
ー
ド
の
歴
史
理
解
は
ま
も
な
く
、
余
り

に
恣
意
的
な
歴
史
理
解
で
は
な
い
か
と
す
る
批
判

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
後
の
ビ
ア
ー
ド
批
判
で
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あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
が
た
と
え
過
去
の
事

実
を
扱
っ
て
も
、
過
去
を
丸
ご
と
再
現
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
歴
史
家
に
よ
る
思
索
の

行
為
で
あ
る
と
い
う
理
辮
は
、
ビ
ア
ー
ド
以
後
も

二
〇
世
紀
の
基
本
的
歴
史
理
解
と
し
て
継
承
さ
れ

て
い
っ
た
。
次
に
取
り
上
げ
た
い
歴
史
家
は
、

E
・
H
・
カ
ー
（
一
八
九
二
～
一
九
八
一
一
年
）
で

あ
る
。

　
ソ
ビ
エ
ト
史
を
専
門
と
し
た
歴
史
家
カ
ー
が
、

一
九
六
一
年
に
出
版
し
た
連
続
講
演
集
『
歴
史
と

は
何
か
』
翠
ミ
蹄
ミ
§
、
馬
（
一
㊤
①
H
）
は
、
広
く

見
れ
ば
、
ビ
ア
ー
ド
が
三
三
年
に
展
開
し
た
「
解

釈
と
し
て
の
歴
史
」
と
い
う
理
解
を
よ
り
精
緻
な

思
想
へ
と
鍛
え
上
げ
る
議
論
で
あ
っ
た
。
と
く
に

第
～
章
「
歴
史
家
と
歴
史
的
事
実
扁
で
カ
ー
は
、

歴
史
研
究
が
、
根
本
的
に
は
歴
史
家
に
よ
る
解
釈

の
営
み
で
あ
る
こ
と
を
詳
述
し
た
上
で
、
同
時
に
、

そ
の
解
釈
の
客
観
性
を
確
保
す
る
重
要
性
に
勤
口
及

し
た
。
「
歴
史
と
は
、
歴
史
家
と
事
実
と
の
間
の

相
互
作
用
の
不
断
の
過
程
で
あ
り
、
現
在
と
過
去

と
の
間
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
対
話
」
と
す
る

カ
ー
の
規
定
は
、
「
解
釈
の
歴
史
」
と
い
う
理
解

を
基
礎
に
、
歴
史
叙
述
の
客
観
姓
を
目
指
す
カ
ー

の
根
本
的
関
心
を
示
す
書
葉
で
あ
っ
た
。
歴
史
研

究
と
は
現
代
に
向
け
て
語
ら
れ
る
科
学
的
か
つ
文

化
的
な
営
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
え
ざ
る
過
去

と
の
対
話
に
よ
る
。
そ
の
よ
う
に
説
く
カ
ー
の
歴

史
論
は
、
お
そ
ら
く
二
〇
世
紀
が
生
み
出
し
た
歴

史
理
解
の
精
華
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
方
で
、
一
九
六
一
年
の
カ
ー
の
歴

史
論
は
す
で
に
半
世
紀
前
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第

一
章
の
説
得
的
な
論
述
と
は
対
照
的
に
、
『
歴
史

と
は
何
か
』
の
議
論
で
今
日
強
い
違
和
感
を
呼
ぶ

の
は
、
同
書
の
後
半
で
カ
ー
が
語
っ
た
「
進
歩
と

し
て
の
歴
史
」
と
い
う
論
述
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

は
彼
は
、
「
歴
史
は
（
運
動
で
あ
る
と
と
も
に
）

進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
い
切
り
、
と
く
に

二
〇
世
紀
の
半
ば
ま
で
に
人
類
は
経
済
の
計
画
化

と
い
う
手
法
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の

「
経
済
的
運
命
の
主
人
公
」
と
な
っ
た
と
語
っ
た
。

一
九
六
一
年
、
カ
ー
は
、
人
類
史
と
し
て
は
も
っ

と
も
経
済
成
長
が
著
し
い
、
さ
な
が
ら
近
年
の
歴

史
家
が
「
黄
金
の
時
代
」
と
評
す
る
時
期
に
生
き

た
。
歴
史
が
進
歩
す
る
と
い
う
議
論
は
、
カ
ー
が

自
ら
意
識
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
「
黄
金
の

時
代
」
の
共
通
信
念
あ
る
い
は
信
仰
を
投
影
し
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
カ
ー
も
ま
た
歴
史
の
制
約

か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
実
際
、
二
〇

世
紀
は
、
一
九
七
〇
年
代
を
境
に
大
き
く
転
換
し

て
お
り
、
そ
の
後
の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
、
カ
ー
の

議
論
は
い
か
に
も
楽
観
的
で
そ
の
歴
史
観
は
独
断

的
に
さ
え
み
え
る
。

　
以
上
を
確
認
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
三
人
目
と

し
て
取
り
上
げ
た
い
歴
史
家
は
、
二
〇
世
紀
の
最

期
ま
で
を
見
届
け
た
歴
史
家
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ッ

ク
・
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
（
一
九
一
七
年
～
）
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
刊
行
の
『
極
端
の
時
代
』
（
郎
臆
ミ

肉
§
、
§
ミ
じ
に
お
い
て
彼
は
、
「
黄
金
の
時
代
」

が
二
〇
世
紀
の
歴
史
と
し
て
は
ご
く
短
い
一
九
四

五
年
か
ら
七
三
年
ま
で
で
あ
り
、
人
類
史
は
そ
の

後
、
ふ
た
た
び
「
危
機
の
数
十
易
し
に
入
り
、
｝

九
九
四
年
現
在
、
危
機
の
た
だ
中
に
あ
る
と
記
し

て
二
〇
世
紀
史
を
締
め
括
っ
た
。

　
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
の
一
九
九
四
年
の
議
論
は
、
　
一

九
七
〇
年
代
以
降
の
世
界
が
大
き
く
転
換
し
は
じ

め
た
こ
と
を
世
界
史
叙
述
に
お
い
て
は
じ
め
て
明

記
し
た
研
究
と
し
て
、
先
駆
的
地
位
を
占
め
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
も
、
実
は
時
代
の
変
化

に
戸
惑
い
を
示
し
た
歴
史
家
の
一
人
で
あ
っ
た
事

実
が
興
味
深
い
。
彼
は
、
『
極
端
の
時
代
㎏
の
執

筆
過
程
を
ふ
り
返
っ
た
圓
想
で
（
『
歴
史
に
つ
い

て
』
）
、
自
ら
の
歴
史
認
識
そ
の
も
の
が
一
九
九
〇

年
代
苗
後
に
重
要
な
転
換
を
示
し
た
こ
と
を
告
白

し
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
は
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
も
、
二
〇
世
紀
後
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半
、
彼
の
い
う
「
黄
金
の
時
代
し
が
つ
か
の
間
に

過
ぎ
去
っ
た
こ
と
に
当
惑
を
感
じ
て
い
た
一
人
目

あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
進
歩
の
歴
史
と
い
う
意

識
は
、
カ
ー
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
お
よ

そ
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
後
、

世
紀
第
四
四
半
期
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
た
の
が
現

状
で
あ
っ
た
。

　
一
次
の
よ
う
に
結
び
た
い
。
歴
史
研
究
は
歴

史
家
の
解
釈
の
営
為
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

二
〇
徴
紀
に
入
っ
て
の
歴
史
研
究
は
、
そ
の
よ
う

な
理
解
の
下
で
過
去
と
現
在
と
の
た
え
ざ
る
対
話

を
方
法
的
手
段
と
し
て
採
用
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
過
量
と
現
在
と
の
対
話
と
は
、
実
は

カ
ー
が
予
想
し
た
以
上
に
難
し
い
作
業
で
あ
ろ
う
。

馬
面
が
再
現
不
可
能
で
あ
る
と
同
様
に
、
わ
れ
わ

れ
が
身
を
置
く
現
在
も
ま
た
、
つ
ね
に
流
動
的
で

あ
り
不
透
明
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
歴
史
研
究
は
そ

れ
が
い
か
に
不
確
定
で
あ
っ
て
も
、
人
類
が
自
ら

の
足
跡
を
た
え
ず
見
直
そ
う
と
す
る
、
基
礎
的
な

文
化
的
営
み
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
今
頃
の
歴
史
家
は
従
来
に
も
ま
し
て
、
自
ら

の
観
念
や
理
解
の
仕
方
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
多
様
に
し
て
い
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
努
力
が
歴
史
研
究
に
よ

り
広
い
視
野
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
う
保
証
は
な

い
。
た
だ
そ
う
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

近
世
東
ア
ジ
ア
の
疾
病
空
間

　
一
天
然
痘
・
麻
疹
の
流
行
を
め
ぐ
る

　
　
　
中
心
と
周
辺
i小

　
林

茂

　
流
行
性
伝
染
病
の
な
か
で
、
麻
疹
に
つ
い
て
は
、

そ
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
の
発
生
に
時
間
的
空
間
的

秩
序
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
計
量
地
理
学
者
、
Ω
漆
窪
山
出
。
σ
q
・

σq

@
簿
（
一
Φ
O
Q
り
）
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

な
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
人
口
規
模
が
大

き
く
、
人
ロ
密
度
も
高
い
社
会
の
場
合
、
数
年
お

き
に
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
が
発
生
す
る
が
、
つ
ぎ
の

ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
ま
で
の
あ
い
だ
に
も
少
数
な
が

ら
常
時
患
者
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
は

年
長
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
麻
疹
に
か
か
っ
た
こ

と
が
あ
り
、
免
疫
を
も
つ
の
で
、
新
た
に
出
生
し

て
成
長
し
つ
つ
あ
る
子
ど
も
が
患
者
と
な
る
。
未

感
染
の
子
ど
も
が
ふ
え
る
と
、
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク

が
発
生
す
る
が
、
病
原
体
は
他
の
未
感
染
の
子
ど

も
の
問
で
生
き
の
び
、
数
年
後
に
ま
た
ア
ウ
ト
ブ

レ
…
ク
を
ひ
き
お
こ
す
。
そ
こ
で
は
麻
疹
が
エ
ン

デ
ミ
ッ
ク
（
常
在
病
）
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
規
摸
な
社
会
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
、
周
辺
に
立
地
す
る
人
口
規
模
が
小
さ
い

社
会
、
あ
る
い
は
入
口
密
度
が
低
い
社
会
で
は
、

病
原
体
は
そ
の
な
か
で
循
環
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
た
め
、
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
は
大
規
模
な

社
会
か
ら
病
原
体
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
に
発
生

す
る
。
た
だ
し
未
感
染
人
口
の
増
加
に
時
間
が
か

か
る
の
で
、
そ
の
間
隔
が
長
く
な
り
、
住
民
の
多

く
が
感
染
し
て
社
会
に
対
す
る
影
響
も
大
き
く
な

る
。　

こ
う
し
た
時
空
聞
秩
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

の
人
面
規
模
や
人
口
上
灘
に
依
存
す
る
こ
と
が
大

き
く
、
麻
疹
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
と
普
及
ま
で
、
ひ

ろ
く
世
界
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
麻
疹
の

病
原
体
が
人
間
に
の
み
感
染
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
さ
ら
に
快
復
後
は
つ
よ
い
免
疫
を
も
た
ら
す

こ
と
が
こ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
本
発
表
で
は
ま
ず
、
以
上
の
よ
う
な
時
空
間
秩

序
が
、
類
似
す
る
性
格
を
も
つ
天
然
痘
に
つ
い
て

も
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
一
八
世
紀
の
日
本
本

土
と
薩
摩
藩
直
轄
領
で
あ
っ
た
奄
美
諸
島
の
ア
ウ

ト
プ
レ
ー
ク
の
発
生
パ
タ
ー
ン
を
比
較
し
つ
つ
示

し
た
。
日
本
本
土
の
主
要
交
通
路
に
面
し
た
農
村
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で
は
、
寺
院
過
去
帳
の
研
究
か
ら
数
年
お
き
に
天

然
痘
の
流
行
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
る
死
者
の
大

部
分
は
幼
児
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
ω
。
畠

竃
侮
ω
郎
㊦
訂
≦
p
図
り
Q
。
ω
）
。
こ
れ
に
対
し
、
奄
美

諸
島
で
は
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が

二
〇
年
以
上
と
長
く
、
金
住
民
に
対
す
る
感
染
者

の
比
率
も
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
て
い
た
（
小

林
、
歴
史
地
理
学
四
二
…
一
）
。

　
つ
ぎ
に
、
琉
球
王
府
の
統
治
下
に
あ
っ
た
沖
縄

諸
島
、
宮
古
諸
島
、
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
同
時

期
の
天
然
痘
対
策
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
沖

縄
・
宮
古
諸
島
に
お
け
る
集
団
的
人
聾
唖
の
施
行

が
注
目
さ
れ
た
。
人
言
法
は
、
症
状
の
軽
い
天
然

痘
患
者
の
膿
庖
の
か
さ
ぶ
た
を
、
健
康
な
子
ど
も

の
鼻
孔
に
吹
き
こ
み
天
然
痘
に
感
染
さ
せ
て
免
疫

を
獲
得
さ
せ
る
も
の
で
、
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
牛
痘
法

が
普
及
す
る
ま
で
、
世
界
各
地
で
実
施
さ
れ
た
。

琉
球
で
は
「
裳
瘡
御
申
請
」
と
よ
ば
れ
、
鹿
児
島

あ
る
い
は
福
州
か
ら
病
原
体
を
運
び
こ
ん
で
一
三

年
に
一
度
施
行
さ
れ
た
。
申
国
や
日
本
本
土
と
直

接
交
渉
の
あ
る
沖
縄
諸
島
の
場
合
、
海
外
に
出
る

人
の
安
全
を
は
か
る
た
め
に
も
、
こ
れ
が
必
要
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
南
端
の
八
重
山
諸
島
で
は
、
検

疫
停
船
が
実
施
さ
れ
た
。
人
語
法
施
行
時
に
沖

縄
・
宮
古
諸
島
を
出
航
し
た
船
の
乗
組
員
は
、
　

ヵ
月
弱
ほ
ど
も
上
陸
を
さ
し
と
め
て
感
染
を
防
い

だ
。
こ
の
た
め
八
重
山
諸
島
の
住
民
は
天
然
痘
に

対
す
る
免
疫
が
な
く
、
中
国
大
陸
に
漂
着
し
た
場

合
に
は
、
感
染
し
て
死
亡
す
る
場
合
が
少
な
く
な

か
っ
た
（
小
林
、
沖
縄
県
史
各
論
編
四
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
天
然
痘
へ
の
適
応
は
、
他
の
小

規
模
社
会
で
の
天
然
痘
流
行
へ
の
関
心
を
よ
ぶ
。

蝦
夷
地
の
場
合
、
一
八
世
紀
ま
で
は
和
人
の
入
域

が
制
限
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
の
あ
い
だ
で
の
天
然
痘
の

ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
は
少
な
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
の

末
期
に
な
る
と
、
隣
接
す
る
松
前
地
（
和
人
居
住

地
）
で
は
、
ほ
ぼ
一
〇
年
問
隔
で
天
然
痘
が
流
行

す
る
だ
け
で
な
く
、
蝦
夷
地
入
域
落
毛
も
ゆ
る
み
、

接
触
が
増
え
て
、
天
然
痘
が
ア
イ
ヌ
の
あ
い
だ
で

頻
繁
に
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
後
期
幕

府
直
轄
期
に
な
っ
て
ま
も
な
い
一
八
五
七
年
に
、

集
団
的
な
牛
痘
法
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
ア
イ
ヌ

の
人
ロ
減
少
の
防
止
の
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の

策
が
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
ア
イ
ヌ
の
あ
い
だ
で
は
、
天
然
痘
患
者
が

見
つ
か
る
と
、
そ
れ
を
見
捨
て
て
山
に
逃
げ
る
と

い
う
対
策
が
伝
統
的
に
み
ら
れ
た
。
類
似
の
対
策

は
八
丈
島
で
も
記
録
さ
れ
て
お
り
、
効
果
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
富
士
川
、
日
本
疾

病
史
）
。
社
会
に
免
疫
を
も
つ
者
が
ほ
と
ん
ど
い

な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
合
理
的
な
対

策
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
で
天
然
痘
対
策
が
研
究
さ
れ
た
例
は
少

な
い
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
場
合
、
～
六
世
紀
に
は
中

国
本
土
が
天
然
痘
感
染
の
可
能
性
の
高
い
場
所
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
清
時
代
に
な
る
と
、
宮
廷
に
貴
族
が
伺
候

す
る
場
合
、
天
然
痘
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者

は
北
京
に
、
未
感
染
の
者
は
承
徳
の
夏
の
宮
廷
に

行
く
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
天
然

痘
患
者
が
発
生
す
る
と
、
隔
離
し
て
中
国
人
に
世

話
を
さ
せ
て
い
た
（
ω
①
『
毎
鴇
一
⑩
o
。
O
）
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
さ
ら
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、

清
朝
の
皇
族
を
は
じ
め
と
す
る
満
洲
族
の
中
国
本

土
へ
の
適
応
過
程
で
あ
る
。
太
宗
や
順
治
帝
は
天

然
痘
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
く
、
天
然
痘
感
染
を

避
け
る
た
め
門
避
痘
所
」
と
よ
ば
れ
る
避
難
所
を

設
置
し
て
い
た
。
順
治
帝
は
ま
た
天
然
痘
患
者
と

な
っ
た
子
供
を
持
つ
家
族
に
北
京
か
ら
は
な
れ
る

よ
う
指
示
す
る
ほ
か
、
天
然
痘
対
策
を
お
こ
な
う

役
職
も
設
置
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
天
然
痘
を

経
験
し
た
康
煕
帝
は
、
若
い
皇
族
や
八
旗
軍
の
子

弟
に
人
身
法
を
施
行
し
た
（
○
げ
雷
σ
q
笛
O
O
卜
。
）
。
こ

れ
は
琉
球
王
国
の
集
団
的
な
人
論
法
に
よ
く
類
似
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し
、
北
京
に
到
来
し
た
琉
球
使
節
が
こ
れ
を
知
っ

て
、
自
国
に
導
入
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

（
囚
。
げ
ミ
器
鐵
b
。
O
O
刈
）
。

　
本
発
表
の
末
尾
で
は
、
さ
ら
に
麻
疹
に
つ
い
て

も
検
討
し
た
。
そ
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
年
表
を
朝

鮮
、
日
本
本
土
、
琉
球
列
島
、
蝦
夷
地
に
つ
い
て

作
成
す
る
と
、
い
ず
れ
で
も
流
行
の
間
隔
が
長
く
、

東
ア
ジ
ア
で
は
一
九
世
紀
ま
で
、
麻
疹
が
エ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
た
の
は
中
国
本
土
だ
け
だ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
上
記
地
域
で
は
、

ア
ウ
ト
ブ
レ
ー
ク
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
生
し
た
場

合
が
い
く
つ
か
あ
り
、
中
国
本
土
か
ら
朝
鮮
半
島

を
経
由
し
て
、
日
本
本
土
、
さ
ら
に
琉
球
列
島
や

蝦
夷
地
に
伝
播
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
琉
球

王
国
で
は
外
来
の
麻
疹
患
者
の
隔
離
も
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
そ
の
伝
播
力
の
強
さ
も
あ
っ
て
か
、
天

然
痘
の
場
合
の
よ
う
な
本
格
的
制
度
化
ま
で
に
は

至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
申
国
本
土
を
中
心
と
す
る
疾
病

空
間
は
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
他
の
周
辺
地
域
と
の
あ

い
だ
で
も
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
も
類
似
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
必
要
の
あ

る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
指
摘
し
た
。

二
〇
〇
九
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

　
史
学
研
究
会
の
二
〇
〇
九
年
度
大
会
・
総
会
は
、

＝
月
二
日
（
月
）
一
三
時
か
ら
～
七
時
ま
で
、

京
都
大
学
文
学
部
新
館
第
三
講
義
室
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
。

　
総
会
で
は
、
藤
井
譲
治
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
、
江
川
温
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
（
中
砂
明
徳
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
役
員

の
交
代
、
今
年
度
の
例
会
実
施
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
、
来
年
度
例
会
は
四
月
十
七
日
（
土
曜
日
）

に
「
民
族
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が

案
内
さ
れ
た
。
ま
た
、
六
月
の
理
事
会
・
評
議
員

会
で
承
認
さ
れ
た
会
則
の
改
正
案
を
提
示
し
、
総

会
の
承
認
を
得
た
。

　
編
集
（
吉
本
道
雅
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
『
史

林
』
の
刊
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

　
会
計
（
泉
拓
良
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
二
〇
〇

九
年
度
予
算
の
紹
介
、
科
工
費
申
請
の
準
備
に
つ

い
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
広
報
（
谷
川
穣
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
一
層
の
充
実
を
図
る
べ
く
、
準
備
を
進

め
て
い
る
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
引
き
つ
づ
き
、
公
開
講
演
が
行
な
わ
れ

た
。
講
演
は
次
の
二
本
で
あ
っ
た
。

　
紀
平
　
英
作
氏

　
「
歴
史
と
は
何
か
」

　
小
林
　
　
茂
氏

　
門
近
世
東
ア
ジ
ア
の
疾
病
空
間
」

講
演
者
紹
介
と
司
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
永
井
和
理
事

と
田
申
和
子
理
事
が
つ
と
め
た
。
講
演
内
容
は
本

号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
近

年
ま
れ
に
み
る
盛
況
で
、
一
五
三
名
の
参
加
者
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
公
開
講
演
の
の
ち
、
小
山
哲
理
事
が
閉
会
の
辞

を
述
べ
た
。
大
会
終
了
後
、
オ
ー
プ
ン
な
立
食
形

式
の
懇
親
会
が
開
か
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
中
砂
明
徳
）

史
学
研
究
会
会
則

　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
九
年
一

～
月
二
日
改
正
）

第
一
条
　
本
会
は
史
学
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
の
事
務
所
を
京
都
大
学
大
学
院
文

　
学
研
究
科
内
に
置
く
。

第
三
条
　
本
会
は
広
く
歴
史
に
関
心
を
持
つ
者

　
が
集
ま
り
、
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
に
関
す
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