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学
会
創
立
三
十
年
に
よ
せ
て

　
こ
れ
か
ら
の
課
題
―
昔
話
内
部
の
研
究
を
―

小 

澤
　
俊 

夫

　

創
立
三
十
周
年
記
念
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
先
細
り
学
会
と
い
う
気
分

の
な
か
で
話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
日
本
中
の
生
活
環
境
が
激

変
し
、
伝
承
の
語
り
手
が
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
現
状
は
、
昔
話
の
生
態
学
的
研

究
に
と
っ
て
は
確
か
に
痛
手
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
人
間
は
、
家
庭
、
社
会
を
形
成

し
て
以
来
、
語
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
を
や
め
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
歴
史
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な
喜
び
で
あ
っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、研
究
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
で
は
な
い
か
。

　

激
変
し
た
、そ
し
て
、し
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
で
の
昔
話
の
生
態
学
的
研
究
も
、

当
然
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
は
、
現
代
で
も
、
子
ど
も
は
、
話

を
聞
く
こ
と
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
い
わ
ゆ
る
現

代
の
語
り
手
た
ち
は
異
口
同
音
に
言
う
、「
子
ど
も
は
な
ま
の
声
で
話
を
聞
か
せ

る
と
、吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
聞
い
て
く
れ
る
」と
。
私
自
身
も
経
験
し
て
い
る
。

　

こ
ん
な
に
便
利
な
機
器
が
氾
濫
し
て
い
る
の
に
、
な
ま
の
声
で
聞
く
こ
と

に
そ
れ
ほ
ど
惹
か
れ
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
自
体
、
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
で

は
な
い
か
。
従
来
、
こ
の
方
面
は
、
教
育
学
分
野
に
任
せ
て
い
た
と
思
う
。

だ
が
、
本
当
は
、
こ
れ
こ
そ
、
昔
話
自
身
の
生
命
力
と
い
う
観
点
か
ら
、
昔

話
研
究
の
重
要
な
分
野
の
は
ず
だ
と
思
う
。

　

こ
の
問
題
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
昔
話
の
表
現

方
法
、
語
り
口
の
問
題
に
行
き
着
く
。
昔
話
の
環
境
の
研
究
で
は
な
く
、
昔

話
の
内
部
の
研
究
に
行
き
着
く
は
ず
で
あ
る
。
生
態
学
に
並
べ
て
言
え
ば
、

昔
話
の
生
理
学
と
言
え
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
土
地
言
葉
で
記
録
さ
れ
た
昔
話
資
料
を
再
話
す
る
と
き
に
、

具
体
的
な
問
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
従
来
、
昔
話
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
再

話
に
は
手
を
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
児
童
文
学
の
一
分
野
で
あ
る

か
の
ご
と
く
、
児
童
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
昔
話
研
究
者

の
ほ
う
は
、
昔
話
の
表
現
方
法
、
語
り
口
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
し
て

こ
な
か
っ
た
か
ら
発
言
の
し
よ
う
も
な
い
し
、
児
童
文
学
者
の
ほ
う
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
文
芸
的
な
好
み
、
な
い
し
児
童

文
学
観
に
よ
っ
て
昔
話
を
再
話
し
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
非
常
に
文
芸
化
さ
れ
た
、
し
か
も
、
個
々

の
児
童
文
学
者
の
好
み
に
し
た
が
っ
て
文
芸
化
さ
れ
た
再
話
が
、「
日
本
の
昔

話
」あ
る
い
は「
日
本
の
民
話
」と
し
て
国
中
に
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
言
え
ば
、
柳
田
國
男
以
来
、
全
国
の
昔
話
研
究
者
、
調
査
者
た

ち
が
営
々
と
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
日
本
昔
話
の
莫
大
な
資
料
と
、
現
在
の

若
者
た
ち
、
そ
し
て
日
本
の
未
来
を
背
負
う
子
ど
も
た
ち
の
知
る
昔
話
と
の

間
に
は
、
大
き
な
乖
離
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
学
会
の
創
立
総
会
後
の
懇
親
会
の
席
で
、
初
代
会
長
関
敬
吾
氏
は
、「
近

頃
は
昔
話
が
大
分
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
い
い
の
か
」
と
指
摘
し
た
。

し
か
し
そ
の
時
点
で
は
、
私
を
含
め
て
、
ま
だ
誰
も
こ
の
問
題
を
真
正
面
か

ら
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

三
十
歳
に
な
っ
た
本
学
会
に
、先
細
り
な
ど
し
て
い
る
暇
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

�
（
お
ざ
わ
・
と
し
お
／
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
所
長
）

三
十
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら
」
の
際
に
発
言
さ
れ
た

会
員
の
中
か
ら
、
学
会
創
設
の
頃
を
知
る
方
々
よ
り
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
ま
し
た
。


