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本
特
集
号
は
︑
二
〇
一
八
年
四
月
二
一
日
に
開
催
し
た
史
学
研
究
会
例
会
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
昨
年
の
特
集
号
で
﹃
史
林
﹄
は
一
〇
一
巻

に
到
達
し
︑
重
要
な
節
目
を
迎
え
た
︒
今
後
も
本
会
は
歴
史
学
の
真
髄
を
摸
索
し
︑
そ
の
成
果
を
﹃
史
林
﹄
上
で
蓄
積
し
て
ゆ
き
︑
次
な
る
百

巻
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
︒

こ
の
節
目
に
あ
た
る
例
会
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
︑
﹁
文
明
﹂
を
え
ら
ん
だ
︒
テ
ー
マ
選
考
を
お
こ
な
っ
た
常
務
理
事
会
で
は
︑
十
指
に
お

よ
ぶ
案
が
提
出
さ
れ
た
︒
テ
ー
マ
の
現
在
的
意
義
︑
一
般
の
関
心
︑
実
現
可
能
性
な
ど
を
勘
案
し
て
議
論
を
尽
く
し
た
結
果
︑
﹁
文
明
﹂
が
選

出
さ
れ
た
︒
﹁
文
明
﹂
案
を
提
示
し
た
私
が
︑
若
輩
な
が
ら
こ
の
序
文
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

黎
明
期
の
史
学
研
究
会
を
牽
引
し
た
錚
々
た
る
研
究
者
の
著
書
を
調
べ
て
み
る
と
︑
タ
イ
ト
ル
に
﹁
文
明
﹂
を
ふ
く
む
著
作
が
少
な
く
な
い
︒

坂
口
昂
﹃
世
界
に
於
け
る
希
臘
文
明
の
潮
流
﹄
︵
一
九
一
七
年
︶
︑
濱
田
耕
作
﹃
東
亜
文
明
の
黎
明
﹄
︵
一
九
三
〇
年
︶
︑
桑
原
隲
蔵
﹃
東
洋
文
明
史

論
叢
﹄
︵
一
九
三
四
年
︵
歿
後
︶
︶
︑
宮
崎
市
定
﹃
東
洋
に
於
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
社
会
﹄
︵
一
九
四
〇
年
︶
︑
羽
田
亨
﹃
西
域
文
明

史
概
論
﹄
︵
一
九
四
一
年
︶
な
ど
を
挙
例
で
き
る
︒

最
近
︑
文
明
史
論
的
な
視
座
か
ら
人
類
史
を
俯
瞰
し
よ
う
と
す
る
一
般
書
が
人
気
を
博
し
て
い
る
︒
﹃
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
﹄
︵
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ

ア
・
ハ
ラ
リ
著
︶
が
異
例
の
売
れ
行
き
を
示
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
︒
現
在
︑
歴
史
学
の
専
門
研
究
は
︑
ま
す
ま
す
細
分
化
が
進
ん
で
い

る
︒
電
子
化
や
ウ
ェ
ブ
媒
体
で
の
公
開
が
加
速
し
︑
新
史
料
の
発
見
も
増
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
︑
そ
の
う
え
拙
速
な
業
績
増
加
を
強
制
さ
れ
る

現
状
を
も
考
慮
す
る
と
︑
細
分
化
の
動
向
に
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
︒
専
門
家
に
は
面
白
い
で
あ
ろ
う
専
門
論
文
も
︑
少
し

で
も
専
門
が
ち
が
う
者
か
ら
み
れ
ば
理
解
不
能
︒
そ
ん
な
学
問
的
風
景
に
︑
違
和
感
す
ら
覚
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
︒
ま
し
て
一
般
市
民
に
は
︑

「文明」によせて（下垣）
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ど
の
専
門
論
文
も
マ
ニ
ア
的
で
衒
学
的
で
︑
な
に
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か
す
ら
皆
目
検
討
が
つ
か
な
い
︑
と
い
う
仕
儀
に
な
る
︒
だ
か
ら

こ
そ
︑
心
躍
る
新
発
見
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑
定
説
の
鮮
や
か
な
否
定
と
未
来
を
見
据
え
た
新
説
の
提
示
に
富
ん
だ
一
般
書
に
︑
市
井
の
関
心
が
注

が
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
う
え
専
門
的
な
歴
史
研
究
の
場
で
は
︑
﹁
文
明
﹂
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
と
り
く
む
機
会
に
と
ぼ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
一
九
五
〇

～
六
〇
年
代
に
文
明
論
が
流
行
を
博
し
︑
多
様
な
視
座
か
ら
文
明
論
が
く
り
だ
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
手
垢
の
つ
い
た
テ
ー
マ
と
し
て
敬
遠
さ
れ

が
ち
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
固
有
性
・
水
平
性
・
順
環
境
性
の
側
面
を
も
つ
﹁
文
化
﹂
が
重
視
さ
れ
る
反
面
と
し
て
︑
普
遍
性
・

階
層
性
・
脱
環
境
性
と
い
う
対
照
的
な
性
質
を
そ
な
え
る
﹁
文
明
﹂
は
︑
批
判
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

と
も
あ
れ
︑
専
門
研
究
者
に
よ
る
専
門
性
の
高
い
文
明
論
の
構
築
は
︑
一
般
的
な
関
心
の
高
さ
と
は
裏
腹
に
低
調
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

史
学
研
究
会
の
例
会
は
︑
複
数
の
専
門
領
域
に
属
す
る
第
一
線
の
研
究
者
が
一
堂
に
会
し
︑
彼
我
の
専
門
研
究
の
合
流
を
つ
う
じ
て
特
定

テ
ー
マ
を
深
化
さ
せ
る
場
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
き
た
︒
﹃
史
林
﹄
が
一
〇
〇
巻
の
大
台
を
こ
え
た
現
在
︑
黎
明
期
の
史
学
研
究
会
の
牽

引
者
た
ち
が
俎
上
に
載
せ
て
き
た
文
明
論
を
共
通
テ
ー
マ
に
す
え
る
こ
と
は
︑
ま
こ
と
に
時
宜
を
え
た
企
画
で
あ
る
と
考
え
る
︒
ノ
ー
ベ
ル
症﹅

の
蔓
延
す
る
日
本
社
会
に
お
い
て
︑
昨
今
の
人
文
・
社
会
科
学
は
︑
理
系
に
比
し
て
社
会
に
お
け
る
存
在
感
を
低
下
さ
せ
つ
つ
あ
る
︒
﹁
文
明
﹂

は
多
様
な
人
文
知
を
連
綴
さ
せ
う
る
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
社
会
へ
の
発
信
力
・
訴
求
力
の
高
い
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
史
学
の
社
会
へ
の
貢
献
と
い
う

点
で
も
︑
大
き
な
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

本
特
集
に
あ
た
っ
て
︑
例
会
の
報
告
者
で
あ
っ
た
渡
部
森
哉
氏
・
小
林
功
氏
・
石
川
禎
浩
氏
・
酒
井
一
臣
氏
に
報
告
内
容
を
執
筆
し
て
い
た

だ
い
た
ほ
か
︑
手
代
木
有
児
氏
と
中
川
未
来
氏
に
本
特
集
号
へ
の
寄
稿
を
お
願
い
し
た
︒
こ
の
ほ
か
例
会
で
は
︑
野
間
晴
雄
氏
に
﹁
稲
作
と
水

田
の
文
明

エ
コ
ト
ー
ン
と
治
水
・
灌
漑
技
術
の
系
譜
か
ら

﹂
を
ご
報
告
い
た
だ
い
た
︒
本
特
集
に
収
録
さ
れ
た
論
説
は
計
六
本
︒
力

作
揃
い
で
︑
検
討
対
象
も
分
析
視
角
も
多
彩
で
あ
り
︑
し
か
も
魅
力
に
富
ん
で
い
る
︒
私
は
考
古
学
専
攻
に
所
属
し
︑
文
献
史
的
な
分
析
・
検

討
を
理
解
す
る
能
力
に
欠
く
︒
し
た
が
っ
て
︑
収
録
論
説
へ
の
言
及
は
簡
単
に
と
ど
め
た
い
︒
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冒
頭
の
渡
部
論
説
は
︑
南
米
の
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
を
と
り
あ
げ
︑
形
成
期
の
神
殿
造
営
に
焦
点
を
あ
て
て
︑
当
地
域
の
文
明
が
︑
い
か
な

る
特
徴
を
有
す
る
社
会
で
ど
の
よ
う
に
開
始
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
を
例
外
視
さ
せ
て
き
た
︑
政
治
組
織
重

視
の
社
会
記
述
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
を
は
か
る
べ
く
︑
社
会
的
紐
帯
の
一
義
的
な
部
分
を
な
し
た
神
殿
建
造
の
儀
礼
性
に
着
目
し
︑
﹁
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
﹂
な
る
概
念
を
導
入
し
て
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
を
適
切
に
と
ら
え
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
︒
属
性
︵
コ
ン
テ
ン
ツ
︶
に
拘

泥
し
て
文
明
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
社
会
の
大
規
模
化
・
複
雑
化
の
プ
ロ
セ
ス
﹂
で
あ
る
文
明
が
︑
そ
の
形
を
明
確
化
し
て
ゆ
く
動
き
の

仕
組
み
を
長
期
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
べ
き
と
の
提
言
は
︑
文
明
研
究
に
お
け
る
考
古
学
的
視
座
の
価
値
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
︒

﹁
文
明
の
衝
突
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
か
つ
て
流
行
を
博
し
た
︒
文
明
は
複
数
の
地
域
を
被
覆
し
て
ゆ
く
傾
動
を
や
ど
し
︑
そ
の
普
遍
性
や

超
地
域
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
史
実
が
教
え
る
よ
う
に
︑
複
数
の
文
明
が
し
ば
し
ば
影
響
を
あ
た
え
あ
い
︑
角
逐
し
あ
っ
て

き
た
︒
小
林
論
説
で
は
︑
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
で
あ
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
︑
七
世
紀
に
突
如
と
し
て
登
場
し
︑
新
た
な
文
明
を
創
造
し

た
ア
ラ
ブ
国
家
と
対
峙
す
る
な
か
で
︑
相
互
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
︵
再
︶
認
識
し
︵
再
︶
構
築
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
︑
鮮
明
に
え
が

き
だ
す
︒
西
方
世
界
の
行
政
機
構
を
踏
襲
し
て
誕
生
し
た
ア
ラ
ブ
国
家
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
代
わ
っ
て
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
た
ら
ん

と
し
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
ま
で
敢
行
し
た
が
︑
そ
の
野
望
を
は
た
せ
な
か
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
ア
ラ
ブ
の
文
明
は
︑
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
を
中
核
に
す
え
た
ロ
ー
マ
文
明
を
主
張
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
の
差
異
化
を
明
確
化
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
︒
﹁
同
じ
土
壌
か
ら
同

時
期
に
生
ま
れ
成
長
し
た
︑
双
子
の
よ
う
な
存
在
﹂
が
︑
他
者
た
る
文
明
と
の
対
峙
・
衝
突
を
つ
う
じ
て
成
長
・
変
容
を
と
げ
て
ゆ
く
姿
は
︑

現
在
世
界
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
に
富
む
︒

文
明
が
交
差
し
対
峙
す
る
さ
い
に
︑
自
己
認
識
を
変
容
す
る
の
は
当
の
文
明
自
体
に
か
ぎ
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑
文
明
の
構
成
員
で
あ
る
知
識

人
が
︑
ま
ず
そ
の
自
己
認
識
を
転
換
し
て
ゆ
く
︒
手
代
木
論
説
は
︑
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
西
洋
世
界
と
の
衝
突
を
つ
う
じ
て
︑
清
末
中
国
の

知
識
人
が
西
洋
と
の
対
比
の
な
か
で
︑
い
か
に
し
て
新
た
な
自
己
認
識
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
精
細
に
解
き
明
か
す
︒
清
末
知
識
人
が
う

み
だ
し
た
新
た
な
自
己
認
識
は
︑
負
の
面
を
さ
ま
ざ
ま
に
強
調
し
つ
つ
も
︑
不
自
然
な
ほ
ど
の
類
似
性
を
示
す
︒
そ
の
背
景
に
︑
西
洋
人
宣
教

「文明」によせて（下垣）
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師
が
提
示
し
た
文
明
＝
西
洋
／
野
蛮
＝
中
国
と
い
う
構
図
お
よ
び
中
国
国
民
性
認
識
が
あ
っ
た
︒
こ
の
認
識
が
︑
従
来
の
中
国
＝
中
華
の
民
／

西
洋
人
＝
夷
狄
の
民
と
い
う
認
識
を
反
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
政
治
的
に
優
位
な
他
者
か
ら
の
認
識
が
︑
政
治
的
に
劣
位
に
お
か
れ
た
集
団
の

知
識
人
を
介
し
て
︑
当
該
集
団
の
自
己
認
識
を
方
向
づ
け
て
し
ま
う
重
要
な
事
例
を
︑
本
論
説
は
あ
た
え
て
く
れ
る
︒

で
は
逆
に
︑
特
定
の
文
明
観
が
他
者
へ
と
押
し
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
は
た
ら
く
の
か
︒
中
川
論
説
は
︑
一

九
世
紀
後
半
の
瀬
戸
内
塩
業
者
の
直
輸
出
運
動
に
お
い
て
︑
食
塩
輸
出
論
を
正
当
化
す
る
べ
く
﹁
東
洋
﹂
﹁
ア
ジ
ア
﹂
を
主
体
と
す
る
文
明
言

説
が
利
用
さ
れ
た
状
況
お
よ
び
背
景
を
活
写
す
る
︒
瀬
戸
内
塩
業
者
は
︑
一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
形
成
さ
れ
た
ア
ジ
ア
主
義
的
な
秩
序
構
想
と

結
び
つ
い
た
文
明
観
を
受
容
し
︑
﹁
東
洋
の
新
文
明
国
﹂
た
る
日
本
が
︑
食
塩
輸
出
を
つ
う
じ
て
﹁
古
来
文
明
の
資
に
富
み
た
る
﹂
中
国
文
化

を
啓
発
し
︑
﹁
東
洋
文
明
﹂
を
復
興
す
る
と
い
う
主
体
的
文
明
観
念
を
築
き
利
用
し
た
︒
し
か
し
そ
の
運
動
は
︑
相
手
先
の
経
済
的
被
害
を
視

野
の
埒
外
に
お
い
た
も
の
で
あ
り
︑
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
ア
ジ
ア
へ
の
経
済
進
出
を
正
当
化
す
る
機
能
を
は
た
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
文
明
観

が
政
治
・
経
済
・
軍
事
を
ま
き
こ
ん
で
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
重
要
な
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

梁
啓
超
と
李
大
釗
の
諸
論
説
に
く
わ
え
︑
民
国
期
の
論
壇
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
て
︑
中
国
に
お
け
る
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
文
明
史
観
の

消
長
と
そ
の
意
義
に
せ
ま
る
の
が
石
川
論
説
で
あ
る
︒
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
明
史
の
受
容
と
構
築
が
︑
日
中
の
共
同
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
を

剔
出
し
て
ゆ
く
手
際
は
見
事
で
あ
る
︒
と
く
に
注
目
す
べ
き
が
︑
﹁
四
大
文
明
﹂
説
の
由
来
を
め
ぐ
る
詳
細
な
分
析
で
あ
る
︒
世
界
史
の
教
科

書
に
と
ど
ま
ら
ず
世
間
一
般
に
ま
で
流
布
し
て
き
た
﹁
四
大
文
明
﹂
な
る
用
語
が
︑
じ
つ
は
日
本
特
有
の
用
語
で
あ
る
こ
と
が
︑
近
年
し
ば
し

ば
説
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
起
源
は
江
上
波
夫
の
所
説
に
あ
る
︑
い
や
さ
ら
な
る
起
源
は
梁
啓
超
に
た
ど
り
う
る
︑
と
主
張
さ
れ
︑
世
界
の
常
識

か
ら
遊
離
し
て
﹁
四
大
文
明
﹂
な
る
語
を
無
批
判
に
踏
襲
し
て
き
た
こ
と
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
最
近
で
は
︑
こ
の
批
判
言

説
自
体
が
無
批
判
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
石
川
論
説
は
︑
世
界
の
古
代
文
明
を
四
つ
に
集
約
す
る
叙
述
が
一
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
初
頭
の
日

本
で
普
通
に
知
ら
れ
︑
一
般
書
や
教
科
書
に
記
述
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
梁
啓
超
ら
を
つ
う
じ
て
中
国
に
定
着
し
て
い
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に

し
た
︒
今
後
の
﹁
四
大
文
明
﹂
論
に
欠
か
せ
な
い
重
大
な
指
摘
で
あ
る
︒
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C
iv
iliz
a
tio
n
の
訳
語
と
さ
れ
た
﹁
文
明
﹂
や
﹁
開
化
﹂
の
語
自
体
は
︑
明
治
以
前
か
ら
日
本
に
存
在
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
C
iv
iliz
a
tio
n

は
あ
く
ま
で
も
欧
米
を
標
準
と
す
る
概
念
で
あ
る
︒
明
治
期
に
﹁
文
明
開
化
﹂
を
め
ざ
し
た
日
本
は
︑
欧
米
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
に
参
入

す
る
べ
く
奮
闘
し
た
︒
明
治
期
の
文
明
論
を
主
導
し
た
福
沢
諭
吉
は
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
で
﹁
文
明
と
は
︑
人
間
交
際
の
次
第
に
改
り
て
良
き

方
に
赴
く
有
様
を
形
容
し
た
る
語
に
て
︑
野
蛮
無
法
の
独
立
に
反
し
︑
一
国
の
体
裁
を
成
す
と
い
う
義
な
り
﹂
と
断
言
し
た
︒
福
沢
の
基
本
認

識
で
は
︑
こ
の
﹁
人
間
交
際
﹂
は
﹁
社
会
﹂
の
意
味
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
社
会
﹂
は
﹁
他
者
と
他
者
と
の
間
の
﹁
約
束
事
﹂
﹂
で
あ
っ
た
︵
丸
山

真
男
﹃
﹁
文
明
論
之
概
略
﹂
を
読
む
﹄
中
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶
︒
酒
井
論
説
は
︑
欧
米
中
心
の
国
際
社
会
へ
の
参
入
基
準
と
な
る
﹁
文
明
国
標

準
﹂
へ
と
到
達
す
る
べ
く
︑
帝
国
日
本
が
努
力
を
重
ね
つ
つ
も
か
な
わ
ず
︑
最
終
的
に
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
よ
う
に
超
大
国
ア
メ
リ
カ
に
戦
争

を
し
か
け
る
に
い
た
る
経
緯
を
鮮
や
か
に
え
が
く
︒
国
際
秩
序
に
お
い
て
平
等
に
あ
つ
か
わ
れ
る
た
め
に
は
︑
﹁
文
明
国
標
準
﹂
を
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
基
準
は
西
洋
を
頂
点
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
西
洋
な
ら
ざ
る
有
色
人
種
の
日
本
は
︑
い
く
ら
努
力
し
て

も
結
局
は
人
種
の
壁
で
拒
絶
さ
れ
た
︒
ル
ー
ル
︵
﹁
約
束
事
﹂
︶
の
変
更
に
振
り
ま
わ
さ
れ
な
が
ら
︑
﹁
文
明
国
標
準
﹂
の
表
裏
︵
理
想
化
さ
れ
た
国

際
法
秩
序
と
現
実
の
植
民
地
帝
国
の
国
際
秩
序
︶
の
双
方
を
受
容
し
︑
﹁
文
明
国
標
準
﹂
に
呪
縛
さ
れ
つ
つ
超
克
し
よ
う
と
し
た
結
果
︑
帝
国
日
本

は
自
滅
的
な
道
を
た
ど
っ
た
︒
﹁
文
明
国
標
準
﹂
の
呪
縛
が
敗
戦
後
の
現
在
も
消
失
せ
ず
根
強
く
残
存
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
酒
井
氏
の
指

摘
は
︑
現
代
日
本
の
国
際
関
係
を
考
え
て
ゆ
く
う
え
で
重
要
で
あ
る
︒

以
上
︑
本
特
集
に
掲
載
し
た
諸
論
考
を
簡
単
に
紹
介
し
た
が
︑
じ
つ
に
多
彩
な
切
り
口
か
ら
興
味
深
い
指
摘
が
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
︒
と

く
に
興
味
深
い
の
は
︑
そ
れ
ら
の
論
点
が
過
去
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
現
在
そ
し
て
未
来
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
歴
史
学
の
め

ざ
す
と
こ
ろ
が
︑
過
去
を
究
明
す
る
こ
と
で
現
在
を
知
り
︑
未
来
へ
の
指
針
を
打
ち
だ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
文
明
な
る
テ
ー
マ
は
そ

の
最
良
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
︒

︵
本
会
常
務
理
事
︶

「文明」によせて（下垣）
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