
会
　
　
告

　
二
〇
一
六
年
度
史
学
研
究
会
総
会
お
よ
び

大
会
は
、
予
定
通
り
一
一
月
二
日
（
水
）
午

後
一
時
よ
り
、
京
都
大
学
時
計
台
記
念
館
国

際
交
流
ホ
ー
ル
ー
・
H
に
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。　

総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
定
例
の
理

事
会
・
評
議
員
会
、
お
よ
び
総
会
で
は
、
二

〇
一
六
年
度
会
務
報
告
が
行
わ
れ
、
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

　
大
会
は
、
「
歴
史
研
究
の
過
去
・
現
在
・

未
来

『
史
林
舳

せ
て
」
と
の
共
通
論
題
を
掲
げ
、

う
に
四
名
の
講
師
に
よ
る
報
告
お
よ
び
そ
れ

に
引
き
続
く
パ
ネ
ル
討
論
と
い
う
形
式
で
行

わ
れ
、
｝
六
〇
名
以
上
の
来
場
者
を
得
て
盛

会
裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

第
一
〇
〇
巻
刊
行
に
よ

　
　
　
　
　
左
記
の
よ

基
調
講
演
趣
史
林
臨
と
京
大
東
洋
史
学

報
告
　
「
回
顧
と
提
言
」

礪
波
　
護
氏

パ
ネ
ル
討
論

　
パ
ネ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
礪
波
　
護
氏
、

　
　
　
　
　
金
田
章
裕
氏
、

　
討
論
司
会

紀
平
英
作
氏

金
田
章
裕
氏

上
原
真
人
氏

紀
平
英
作
氏
、

上
原
真
人
氏

永
井
　
和
氏

一一

Z
一
六
年
度
史
学
研
究
会
大
会

　
　
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録

　
『
史
林
』
各
巻
第
～
号
は
、
前
年
の
史
学
研
究

会
大
会
の
報
告
要
旨
を
掲
載
す
る
こ
と
を
通
例
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
　
六
年
度
の
大
会
は
、

本
年
岡
史
林
舳
が
第
一
〇
〇
巻
を
刊
行
す
る
こ
と

を
記
念
す
る
催
し
と
し
て
、
「
歴
史
研
究
の
過

去
・
現
在
・
未
来
一
『
史
林
隔
第
～
○
○
巻
刊

行
に
よ
せ
て
」
と
の
共
通
論
題
を
掲
げ
、
童
名
の

講
師
に
よ
る
報
告
お
よ
び
そ
れ
に
引
き
続
く
パ
ネ

ル
討
論
と
い
う
特
別
な
形
態
を
取
っ
た
。
報
告
を

行
っ
た
四
名
の
講
師
に
は
、
大
会
で
の
報
告
に
関

連
す
る
論
考
の
執
筆
を
依
頼
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
論
考
は
本
誌
第
一
〇
一
巻
第
一
号
（
二
〇
～
八

年
｝
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
号
で
は
、
大
会
の

報
告
要
旨
に
代
え
て
、
大
会
後
半
の
パ
ネ
ル
討
論

の
記
録
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
以
下
の
パ
ネ
ル
討
論
の
記
録
は
、
広
報
担
当
常

務
理
事
（
金
澤
周
作
）
が
作
成
し
た
原
案
を
も
と

に
、
常
務
理
事
会
が
討
論
の
音
声
記
録
に
よ
っ
て

内
容
を
確
認
し
、
加
筆
修
正
す
る
形
で
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
。

二
〇
｝
⊥
ハ
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
歴
史
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来

『
史
林
駄
第
一
〇
〇
巻

　
　
　
刊
行
に
よ
せ
て
」

パ
ネ
ル
討
論
の
記
録

パ
ネ
リ
ス
ト

　
礪
波
　
護
氏

　
紀
平
英
作
氏

　
金
田
章
裕
氏

金
　
澤
　
周
　
作
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上
原
真
人
氏

　
　
討
論
司
会

　
　
　
永
井
　
和
氏

　
こ
の
小
文
は
、
二
〇
…
六
隼
｝
…
月
二
日

（
水
）
に
開
催
さ
れ
た
史
学
研
究
会
大
会
の
公
開

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未

来
一
管
史
林
蜘
第
一
〇
〇
巻
刊
行
に
よ
せ
て
」

の
最
後
に
な
さ
れ
た
、
報
告
者
四
人
に
よ
る
パ
ネ

ル
討
論
の
記
録
で
あ
る
。

　
ま
ず
司
会
の
永
井
氏
が
、
パ
ネ
ル
討
論
に
お
い

て
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
と
い
っ
た
富
来
型

の
提
言
を
旨
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
『
史
林
漉
の

来
歴
を
振
り
返
る
こ
と
を
難
じ
て
、
考
察
の
た
め

の
参
照
点
を
提
供
す
る
こ
と
を
厨
指
す
、
と
の
抱

負
を
述
べ
た
上
で
、
四
人
の
報
告
の
論
点
を
抽
出

し
て
い
っ
た
。

　
礪
波
氏
の
基
調
報
告
は
、
京
大
東
洋
史
を
中
心

に
、
日
本
史
・
西
洋
史
・
考
古
学
研
究
室
の
歴
史

と
か
ら
め
て
、
『
史
林
漏
の
創
刊
か
ら
一
九
五
〇

年
ご
ろ
ま
で
の
推
移
を
詳
述
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
戦
後
の
混
乱
を
脱
却
す
る
き
っ
か
け

と
し
て
、
一
九
四
九
年
に
藤
枝
晃
（
一
九
一
一
～

一
九
九
八
年
　
当
時
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
助
教
授
、
六
八
～
七
五
年
に
同
教
授
／
東
洋

史
）
の
主
導
で
発
足
し
た
「
世
界
史
研
究
会
」
と

い
う
集
い
の
存
在
に
光
を
あ
て
た
こ
と
、
ま
た
、

刊
行
の
滞
っ
て
い
た
『
史
林
縣
が
…
九
五
〇
年
の

第
三
三
巻
を
も
っ
て
、
現
在
ま
で
続
く
年
六
冊
刊

行
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
比
較
に
基
づ
く
世

界
史
的
考
察
の
意
義
、
す
な
わ
ち
総
合
的
学
問
と

し
て
の
歴
史
学
の
理
念
を
世
に
広
く
訴
え
た
画
期

性
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
聴
衆
に
と
っ
て
新
鮮

か
つ
大
き
な
驚
き
で
あ
っ
た
。
永
井
氏
は
こ
こ
か

ら
次
の
よ
う
な
論
点
を
6
1
き
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、

た
し
か
に
、
第
三
三
巻
に
は
、
総
合
的
で
あ
ら
ん

と
す
る
鯛
史
林
扁
の
理
念
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い

が
、
は
た
し
て
こ
の
理
念
に
応
じ
た
編
集
内
容
が

現
実
に
と
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
理
念
と

現
実
の
間
に
「
距
離
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は

な
ぜ
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
解
消
す
れ
ば
よ

い
の
か
（
論
点
①
）
。

　
紀
平
報
告
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
既
存
の
歴
史

学
の
あ
り
か
た
へ
の
不
満
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
台
頭
し
た
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
（
同
時

期
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
台
頭
し
た
ア
ナ
ー
ル
な
ど

の
新
し
い
歴
史
学
の
思
潮
と
も
関
連
づ
け
て
）
論

じ
た
。
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
…
の
担
い
手
た
ち
が

唱
導
し
た
、
自
己
満
足
的
な
現
状
追
認
で
は
な
く
、

現
状
の
客
観
視
、
相
対
化
の
た
め
の
歴
史
学
、
換

書
す
れ
ば
、
長
期
的
視
野
を
持
ち
、
全
体
を
と
ら

え
る
歴
史
学
と
い
う
強
い
意
思
は
、
同
じ
二
〇
世

紀
初
頭
（
　
九
一
六
年
）
に
生
ま
れ
た
『
史
林
扇

の
一
〇
〇
年
に
も
通
越
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
、
刺
激
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
と

永
井
氏
は
続
け
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
始
ま
っ
た

ニ
ュ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
～
九
六
〇
年
代
に
は

も
は
や
「
ニ
ュ
ー
」
で
は
な
く
、
歴
史
学
に
関
す

る
基
本
的
認
識
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
も
し

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
を
現
在
、
い
か
に
し

て
乗
り
越
え
て
二
一
世
紀
の
歴
史
学
を
構
想
す
る

べ
き
な
の
か
（
論
点
②
）
。

　
金
田
報
告
は
歴
史
地
理
学
と
か
ら
め
て
騨
史

林
臨
を
位
罎
づ
け
、
そ
の
本
質
的
な
特
徴
を
「
学

際
誌
」
で
あ
る
と
し
た
。
だ
が
一
方
で
、
文
系
理

系
を
問
わ
ず
基
礎
研
究
軽
視
の
傾
向
が
諸
学
問
へ

の
資
金
配
分
の
方
針
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
現
状

で
は
、
欄
史
林
画
が
大
切
に
す
べ
き
、
時
間
を
か

け
て
「
熟
成
」
さ
せ
た
研
究
成
果
の
掲
載
と
い
う

理
念
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
か
ね
な
い
と
の
危
惧

も
表
明
し
た
。
だ
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
ど
う
し

て
ゆ
く
べ
き
な
の
か
、
と
永
井
氏
は
問
う
（
論
点

③
）
。

　
上
原
報
告
は
、
考
古
学
に
と
っ
て
の
呪
史
林
臨

の
役
割
の
変
遷
を
詳
細
に
再
検
討
し
、
創
刊
以
降
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戦
前
期
に
は
考
古
学
の
「
広
告
塔
」
と
し
て
、
戦

後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
に
か
け
て
は
発
掘
調
査
報

告
の
貴
重
な
場
と
し
て
、
そ
し
て
現
在
は
研
究
者

の
「
登
竜
門
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
永
井
氏
は
、
こ
の
登
竜
門
と
し
て

の
位
置
づ
け
が
、
四
報
告
中
『
史
林
駈
の
現
在
に

つ
い
て
の
唯
一
の
直
接
的
な
論
評
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
た
。
ま
た
、
上
原
報
告
は
、
『
史
林
臨
の
草

創
期
か
ら
理
系
の
研
究
者
の
寄
稿
を
は
じ
め
、
文

理
融
合
の
実
績
の
あ
る
考
古
学
が
、
こ
れ
か
ら
も

学
際
誌
と
し
て
の
『
史
林
騙
に
大
き
く
貢
献
す
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
し
た
。

　
以
下
で
は
、
そ
の
後
な
さ
れ
た
議
論
を
、
多
少

順
序
を
入
れ
替
え
つ
つ
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。

論
点
①
の
『
史
林
騙
の
理
念
と
現
実
に
関
し
て
、

紀
平
氏
は
、
　
一
九
四
八
年
の
『
史
林
騙
に
掲
載
さ

れ
た
「
最
近
国
史
学
界
の
動
向
」
（
後
述
）
に
お

い
て
示
さ
れ
た
理
念
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
日

本
の
歴
史
学
は
二
〇
世
紀
後
半
以
降
も
依
然
と
し

て
一
部
に
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
状
況
が
あ
り
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
問
題
意
識
に
引
き
ず
ら
れ
る
懲
が
み
ら
れ
、

そ
の
こ
と
が
今
日
の
歴
史
認
識
問
題
に
も
つ
な
が

っ
て
い
る
と
述
べ
、
理
念
と
現
実
の
間
に
あ
る
種

の
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
金
田
氏
は
、

『
史
林
』
の
学
際
誌
と
し
て
の
価
値
は
、
多
分
野

か
ら
の
投
稿
論
文
を
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て

合
議
審
査
す
る
編
集
会
議
の
あ
り
か
た
に
体
現
さ

れ
て
い
る
と
し
、
理
念
が
貫
徹
し
て
い
る
点
を
強

調
し
た
。
ま
た
、
上
原
氏
も
理
念
と
現
実
は
乖
離

し
て
い
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

永
井
氏
は
、
た
し
か
に
、
学
際
的
な
研
究
発
表
の

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

理
念
は
充
足
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、

個
別
の
論
文
の
レ
ベ
ル
で
は
た
し
て
そ
う
い
え
る

だ
ろ
う
か
と
、
留
保
を
付
し
た
。

　
論
点
②
の
　
＝
世
紀
の
歴
史
学
の
ゆ
く
え
に
つ

い
て
は
、
永
井
氏
が
峰
頭
で
断
っ
て
い
た
よ
う
に
、

未
来
へ
の
当
室
よ
り
も
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
の
提
示

に
重
き
を
お
く
今
町
の
企
画
の
性
格
上
、
踏
み
込

ん
だ
発
器
は
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
紀
平

氏
は
、
い
ま
な
お
「
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を

奉
じ
て
留
ま
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
「
ニ
ュ
ー
・

ニ
ュ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
が
構
想
さ
れ
て
よ
い
の

で
は
と
述
べ
、
金
田
氏
は
、
現
今
の
メ
デ
ィ
ア
の

多
様
化
状
況
を
ふ
ま
え
て
学
会
誌
の
今
後
を
考
え

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

た
。　

論
点
③
の
入
文
学
へ
の
逆
風
問
題
に
つ
い
て
は
、

上
原
氏
が
考
古
学
の
観
点
か
ら
、
専
門
的
な
研
究

が
地
域
の
生
活
向
上
に
結
び
付
く
事
例
も
あ
っ
た

こ
と
に
注
意
を
促
し
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
な

専
門
的
な
研
究
が
将
来
に
わ
た
っ
て
役
に
立
ち
得

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上

で
、
役
に
立
つ
か
否
か
を
新
た
に
考
え
る
よ
り
も
、

こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
た
地
道
な
積
み
重
ね

が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
た
。
金
田
氏
は
、
現
今
の

「
政
治
・
行
政
・
社
会
的
要
請
扁
に
対
し
て
、
何

ら
か
の
対
応
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
つ

つ
も
、
意
義
の
あ
る
研
究
に
は
時
間
が
か
か
る
こ

と
は
書
う
ま
で
も
な
く
、
「
熟
成
」
さ
れ
た
論
文

を
掲
載
し
続
け
る
必
要
性
を
訴
え
た
。
紀
平
氏
は
、

時
流
に
迎
合
し
て
す
ぐ
に
役
立
つ
歴
史
学
を
目
指

す
必
要
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
、
不
利
な
環
境
に

あ
っ
て
も
、
「
人
問
の
文
化
的
行
為
」
た
る
歴
史

学
の
理
念
に
殉
じ
る
覚
梧
を
も
つ
べ
き
だ
と
主
張

し
た
。
そ
し
て
、
『
史
林
匝
の
学
際
性
を
こ
そ
、

守
っ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
当
初
に
示
さ
れ
た
三
つ
の
論
点
を
越
え
て
、
討

論
で
は
、
他
に
も
非
常
に
興
味
深
い
応
答
が
な
さ

れ
た
。
た
と
え
ば
、
紀
平
氏
は
、
『
史
林
騙
が
創

刊
以
来
年
四
冊
体
制
で
あ
っ
た
も
の
が
、
戦
後
の

混
乱
で
一
九
四
六
・
四
七
年
に
は
合
わ
せ
て
三
冊

（
第
三
一
巻
）
、
四
八
・
四
九
年
に
各
～
冊
（
あ

わ
せ
て
第
王
二
巻
）
し
か
刊
行
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
、
礪
波
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
～
九
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五
〇
年
の
第
三
三
巻
の
画
期
性
を
承
認
し
た
。
し

か
し
、
氏
は
一
九
四
八
年
の
覗
史
林
謡
に
「
最
近

国
史
学
界
の
動
向
し
と
題
す
る
意
欲
的
で
熱
気
に

満
ち
た
コ
ー
ナ
ー
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
、
「
立

ち
直
り
を
示
す
第
一
歩
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
礪
波

氏
は
、
一
九
五
〇
年
の
第
三
三
巻
二
号
に
轟
史

林
』
の
新
発
足
に
あ
た
っ
て
」
と
題
し
た
、
会
員

を
こ
え
て
広
い
層
へ
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
ビ
ラ

が
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
実
物
を
も
っ
て
示

し
、
や
は
り
画
期
は
第
三
三
巻
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

　
ま
た
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て

き
た
『
史
林
臨
の
特
集
号
企
画
へ
の
評
価
も
議
論

に
な
っ
た
。
上
原
氏
と
金
田
氏
は
、
臼
本
史
・
東

洋
史
・
西
南
ア
ジ
ア
史
・
西
洋
史
・
考
古
学
・
地

理
学
と
い
う
異
な
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
、
共
通

テ
ー
マ
に
ど
の
よ
う
に
切
り
込
む
の
か
を
知
る
た

め
に
た
い
へ
ん
膚
益
な
企
画
で
あ
る
と
述
べ
た
。

永
井
氏
は
、
狭
い
視
野
を
乗
り
越
え
る
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
評
価
し
、
紀
平
氏
は
、
毎

年
共
通
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
苦
心
に
思
い
を
致
し
、

そ
う
し
て
示
さ
れ
る
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
、
学
際

誌
た
る
『
史
林
』
の
見
識
な
の
だ
と
し
た
。
さ
ら

に
、
今
圓
は
か
ら
ず
も
複
数
の
報
告
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
戦
後
数
年
間
の
『
史
林
騙
に
も
み

ら
れ
た
「
世
界
史
扁
へ
の
熱
い
思
い
が
、
長
い
潜

行
の
の
ち
、
近
年
再
び
盛
り
上
が
り
の
機
運
を
見

せ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
新
し
い
世
界
史
」

も
テ
ー
マ
に
な
り
う
る
と
提
案
し
た
。
礪
波
氏
は
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
鍵
ゴ
フ
（
～
九
二
四
～
二
〇
一
四

年
」
ア
ナ
ー
ル
派
第
三
世
代
の
代
表
的
歴
史
家
／

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
）
の
遺
著
『
時
代
区
分
は
本

当
に
必
要
か
？
』
を
引
き
合
い
に
鐵
し
、
こ
う
し

た
、
否
定
的
な
形
式
の
テ
…
マ
も
あ
り
え
る
だ
ろ

う
と
指
摘
し
た
。

　
当
日
会
場
を
埋
め
た
一
六
〇
名
以
上
の
聴
衆
の

中
か
ら
も
い
く
つ
か
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
歴

史
学
に
は
現
状
を
批
判
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
意
義
が
現
在
き

わ
め
て
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
歴
史

学
界
が
閉
じ
た
内
輪
の
み
で
議
論
を
し
て
い
る
こ

と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
外
に
開
か
れ
た
発
信
を
模

索
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
、
ま
た
、

糊
史
林
』
の
学
際
性
と
い
っ
て
も
、
人
文
学
の
範

囲
内
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
社
会
科
学
な
ど

へ
も
独
り
の
輪
を
広
げ
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
い
か

と
い
う
も
の
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
永
井
氏
と

上
原
氏
に
よ
り
、
す
で
に
文
学
部
系
以
外
の
分
野

か
ら
の
寄
稿
者
が
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
閉
じ
て

は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
回
答
が
な
さ
れ

た
。　

最
後
に
発
言
を
求
め
ら
れ
た
報
告
者
四
人
は
、

多
く
の
聴
衆
を
前
に
『
史
林
騙
の
来
し
方
に
つ
い

て
議
論
で
き
た
こ
と
を
深
く
謝
す
と
と
も
に
、

咽
史
林
螂
一
〇
〇
年
を
振
り
返
っ
て
得
ら
れ
た
知

見
か
ら
、
今
後
も
、
ぶ
れ
ず
に
刊
行
が
続
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
表
明
し
た
。

　
パ
ネ
ル
討
論
か
ら
は
、
『
史
林
吐
と
そ
の
担
い

手
た
ち
の
工
夫
と
苦
闘
へ
の
敬
意
と
、
そ
こ
に
自

ら
も
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
馬
持
と
が
に
じ
み

出
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
隅
史
林
鴫
の
第

一
〇
〇
巻
を
記
念
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
熱
気
に

満
ち
た
議
論
で
あ
っ
た
。

二
〇
…
占
ハ
生
・
度

　
　
史
学
研
究
会
総
会
・
大
会
の
記
録

　
二
〇
　
六
年
度
史
学
研
究
会
総
会
お
よ
び
大
会

は
、
一
一
月
二
日
（
水
）
午
後
一
時
よ
り
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
、
京
都
大
学
時
計
台
記
念
館
国
際

交
流
ホ
ー
ル
ー
・
∬
に
て
開
催
さ
れ
た
。

　
総
会
で
は
、
井
谷
国
造
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
、
北
村
昌
史
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
、
庶
務
・

編
集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
が
あ
っ
た
。

　
庶
務
（
小
野
沢
透
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
役
員

の
交
代
お
よ
び
会
員
数
の
動
向
に
つ
い
て
の
報
告
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