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一
　

は
じ
め
に

研
究
会
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
を
会
場
に
二
〇
〇
五
年
八
月
九
日

（火
）

か
ら
十

一
日

（本
）
の
三
日
間
に
わ
た

つ
て
開
催
さ
れ
た
。
高
校
教
員
の
参
加

は
計

一
〇
三
名
で
、
う
ち
本
県
か
ら
の
参
加
者
は

一
四
名
で
あ

つ
た
。
本
年
度

で
三
回
目
と
な

っ
た
本
研
究
会
で
あ
る
が
、
そ
の
間
、
対
象
と
す
る
地
域
や
研

究
会
の
主
題
は
毎
年
変
化
し
て
い
る
。
筆
者
は

一
昨
年
度
の
研
究
会
に
も
出
席

し
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
主
題
の
変
遷
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
行
い
、
本
年
度
の
概
要
に
つ
い
て
簡
潔
に
報
告
す
る
。
な
お
、
初
回
よ

り

一
貫
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
研
究
会
全
般
の
開
催
意
義
等
に
つ
い
て
は
、

昨
年
度
お
よ
び

一
昨
年
度
の

『歴
史
分
科
会
研
究
報
告
』
に
詳
し
く
書
か
れ
て

い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
　
研
究
会
の
名
称
お
よ
び
主
題
の
変
遷
に
つ
い
て

本
研
究
会
の
名
称
は
、
当
初
、
「全
国
高
等
学
校
世
界
史
教
員
研
修
会
」
で

ぁ

っ
た
が
、
翌
年
度
は

「
全
国
高
等
学
校
歴
史
教
員
研
修
会
」

（傍
点
筆
者
）

と
な
り
、
本
年
度
は
標
記
の
名
称
と
な

っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
主
催
者
側
が
高
校

の
歴
史
教
育
に
お
け
る
世
界
史
と
日
本
史
の
垣
根
を
外
そ
ぅ
と
し
て
い
る
意

図
、
ま
た
、
会
を
大
学
側
と
高
校
側
双
方
の
情
報
発
信
の
場
と
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
高
校
教
員
側
か
ら
も
三
件

の
実
践
報
告
が
な
さ
れ
た

（詳
細
は
後
述
）
。　
一
方
、
主
題
に
つ
い
て
は
、
「
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
と
世
界
史
」
（第

一
回
）
、
「世
界
史
と
日
本
史
の
対
話
」
（第
二
回
）
、

一新
し
い
歴
史
学
と
歴
史
教
育
」

（第
三
回
）
と
い
う
変
遷
を
辿

っ
て
い
る
。
こ

ち
ら
の
方
は
、
西
欧
と
中
国
を
中
心
と
し
た
従
来
の
世
界
史
に
お
け
る
周
辺
領

域
か
ら
世
界
史
を
捉
え
直
す
試
み
で
あ

つ
た
前
二
回
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上

で
、
世
界
史
の
新
し
い
全
体
像
を
構
築
す
る
こ
と
に
力
点
が
移

っ
て
き
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
大
学
側
よ
り
の
提
案

（
一
日
日
、
二
日
目
）

初
日
の
冒
頭
は
、
桃
木
至
朗
教
授
に
よ
る

「イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ

つ

た
。
桃
木
教
授
に
よ
れ
ば
、
日
本
史

・
世
界
史
に
お
け
る
Ａ
科
目
の
登
場
に
よ
つ

て
、
我
々
は
従
来
の
枠
組
み
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
地
域
が
従
前
に
比
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ

の
流
れ
に
沿

っ
た
動
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
態
は
、
従
来
の
枠
組
み
を
変
え

な
い
ま
ま
新
た
な
地
域

・
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
り

（網
羅
主
義
の

徹
底
化
）
、
こ
れ
が
歴
史
を
か
え

つ
て
わ
か
り
難
く
し
て
い
る
と

い
う
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
問
題
を
克
服
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
本
研
究
会
が
開
催
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
参
加
者
に
伝
え
ら
れ
た
。

続

い
て
、
秋
田
茂
教
授
に
よ
る

「世
界
シ
ス
テ
ム
か
ら
見
た
二
十
世
紀
史
の

全
体
像
」
と
題
す
る
講
義
が
あ

つ
た
ｏ
こ
こ
で
秋
田
教
授
は
、
ゥ
ォ
ー
ラ
ー
ス

テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
援
用
し
て
二
十
世
紀
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国

家
の
交
替
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
。
特
に
、
ア
ジ
ア
地
域
の
戦

後
史
と
に
関
す
る
部
分
で
は
、
日
本
の
復
興
が
冷
戦
と
脱
植
民
地
化
、
そ
し
て

ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
た
な
分
業
体
制
の
形
成
な
ど
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
、

今
後
の
授
業
に
活
か
せ
る
内
容
で
あ

つ
た
ｏ
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二
日
目
は
、
三
本
の
講
義
が
あ

っ
た
。
ま
ず
、
武
田
佐
知
子
教
授

（大
阪
外

国
語
大
学
）
に
よ
る

「
日
本
史
の
読
み
方
―
衣
服
を
素
材
に
国
家

・
天
皇

・
身

分

・
女
性
を
考
え
る
―
」
で
、
古
代
日
本
に
お
け
る
女
帝
の
服
装
を
切
り
口
と

し
て
、
日
本
に
お
け
る
男
性
観

。
女
性
観
の
特
徴
と
そ
の
変
遷
な
ど
に
つ
い
て

い
く

つ
か
の
興
味
深

い
論
考
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
ス
カ
ー
ト
」
と

「ズ
ボ
ン
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
服
装
が
日
本
に
お
い
て
は
男

女
を
分
け
る
シ
ン
ボ
ル
で
は
な
く
、
公
的
空
間
と
私
的
空
間
を
分
け
る
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
当
初
機
能
し
て
い
た

（こ
う
し
た
機
能
が
現
代
的
な
意
味
に
転
換
す

る
の
は
明
治
以
降
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
『魏
志
倭
人
伝
』
に
あ
る

倭
人
の
貫
頭
衣
が
、
当
時
の
織
布
技
術
か
ら
考
え
る
と
ポ
ン
チ
ョ
型
で
は
な
い

と
い
う
指
摘
も
参
考
に
な

っ
た
。

続
い
て
、
冨
山

一
郎
助
教
授
に
よ
る

「歴
史
と
記
憶
―
証
言
と
い
う
領
域
」

で
、
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
沖
縄
戦
の
記
録
を
切
り
口
に
と
し
て
、
歴
史
叙
述

の
素
材
と
し
て
の

「
証
言
」
の
扱

い
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
論
考
が
、

精
神
医
学
や
心
理
学
な
ど
の
成
果
と
併
せ
て
述
べ
ら
れ
た
。
従
来
、
歴
史
学
で

は
文
献
史
料
を
主
た
る
素
材
と
し
て
歴
史
叙
述
を
行

っ
て
い
た

（社
会
学
の
領

域
で
は
、
オ
ー
ラ
ル

‐
ラ
イ
フ
‐
ヒ
ス
ト
リ
ー
と

い
う
手
法
が
あ
る
）
が
、
こ

れ
に
加
え
て

「証
言
」
、
あ
る
い
は

「個
人
の
記
憶
」
を
歴
史
叙
述
に
活
か
そ

う
と
す
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
や
留
意
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容
で
あ

っ
た
。

最
後
は
、
桃
木
教
授
に
よ
る

「新
し
い
時
代
区
分
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
近
代
像
を
相
対
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
全

般
的
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
の
試
み
の

一
つ
と
し
て
、
工
業
化

以
前
の
農
民
社
会
の
時
代
区
分
法
に
つ
い
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
小
農
社
会
の

形
成
に
着
目
し
た
論
考
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
生
産
技
術
の
発
達
と
連

動
し
た
人
の
流
動
性
と

い
う
問
題
や
、
海
岸
低
地
の
開
発
と
社
会

・
経
済
の
変

容
と
の
関
連
な
ど
の
点
で
、
刺
激
的
な
学
説
で
あ

つ
た
。

四
　
高
校
側
の
実
践
報
告

（三
日
目
）

高
校
側
か
ら
は
、
広
島

・
京
都

・
神
奈
川
の
三
府
県
よ
り
報
告
が
な
さ
れ
、

こ
の
う
ち
、
広
島
と
京
都
の
報
告
は
、
冊
封
体
制
を
ど
の
よ
う
に
授
業
に
組
み

入
れ
る
か
と
い
っ
た
個
別
的
な
報
告
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
県
の
松
本

教
諭

（柏
陽
高
校
）
か
ら
は
、
前
章
の
冒
頭
で
桃
木
教
授
が
危
惧
し
た
歴
史
教

育
の
現
状
―
旧
来
の
枠
組
み
を
変
え
ず
に
肥
大
化
し
続
け
る

「
用
語
量
」
、
そ

こ
か
ら
拡
が
る
生
徒
の

「世
界
史
離
れ
」
を
改
善
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
授
業
形
態

（実
物
の
活
用

・
体
験
学
習
の
導
入
な
ど
）
の
可
能
性
や

用
語
の
精
選
に
つ
い
て
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

一
昨
年
度
に
参
加
し
た
時
、
歴
史
学
研
究
と
歴
史
教
育
の
現
場
を
結
び
う
る

「層
と
し
て
の
新
た
な
リ
ー
ダ
ー
」
の
育
成
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
た
が
、
こ

れ
を
具
体
化
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
充
分
な
協
議
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
。
研
究
会
の
内
容
を
さ
ま
ざ
ま
な
生
徒
に

「ど
う
教
え
る
か
」
の
技

術
的
検
討
は
で
き
な

い
、
と
の
発
言
が
今
回
の
冒
頭
に
大
学
側
よ
り
あ

っ
た
。

確
か
に
、
実
際
の
指
導
法
に
つ
い
て
は
，
高
校
教
員
側
が
主
に
追
究
す
る
点
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
な
ぜ
教
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
高
校

・
大
学
両
者
の
対
話
を
深
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
う
す

る
こ
と
が

「
リ
ー
ダ
ー
」
育
成
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

点
か
ら
も
本
研
究
会
の
さ
ら
な
る
発
展
を
祈
念
し
、
筆
者
も
研
修
に
励
ん
で
ゆ

き
た
い
。
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