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［
二
〇
一
四
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

死
者
の
記
憶

─
思
想
史
と
歴
史
学
の
架
橋

コ
メ
ン
ト

：「
靖
国
」
や
「
戦
争
」
を
直
接
に
語
ら
ず
、「
死
者
の
記
憶
」
を
語
る
こ
と

見 

城
　
悌 

治

　
「
死
者
の
記
憶
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
の
下
、
佐
藤

弘
夫
氏
お
よ
び
羽
賀
祥
二
氏
が
行
っ
た
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長

年
に
わ
た
る
蓄
積
を
基
に
し
た
刺
激
的
な
議
論
を
拝
聴
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

佐
藤
氏
の
報
告
は
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
き
わ
め
て
長
い
ス

パ
ン
に
お
い
て
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
も
視
野
に
入
れ
、

「
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
」
に
つ
い
て
の
持
論
を
展
開
さ
れ
た
。
時
間

的
空
間
的
に
広
く
深
く
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
視
座
は
、
学
ぶ

と
こ
ろ
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
力
量
か
ら
、
幕
末
か
ら
近

代
を
め
ぐ
る
議
論
に
絞
り
、
理
解
し
に
く
か
っ
た
点
を
い
く
つ
か

指
摘
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
佐
藤
氏
は
「
鯰
絵
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
と
題
し
た
第
三

節
に
お
い
て
、
安
政
大
地
震
を
背
景
に
現
れ
た
「
鯰
絵
」
が
「
破

壊
者
」
と
「
救
済
主
」
を
同
時
に
示
す
と
解
釈
で
き
る
事
を
も
っ

て
、
そ
れ
が
既
存
の
支
配
秩
序
や
身
分
制
を
桎
梏
と
感
じ
る
意
識

の
反
映
で
あ
り
、「
新
た
な
人
間
観
の
定
着
」
で
あ
っ
た
と
捉
え

よ
う
と
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
周
知
の
議
論
で
も
あ
り
、
首
肯
で

き
る
部
分
も
多
い
が
、
そ
れ
を
「
平
準
化
へ
の
要
求
」
に
ま
で
結

ぼ
う
と
す
る
と
、
や
や
違
和
感
が
残
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
論
点
を
別
の
角
度
か
ら
眺
め
る
と
、
幕
末
の

社
会
的
思
想
的
変
動
こ
そ
が
、「
新
し
い
人
間
観
」
創
出
に
、
よ

り
根
源
的
な
意
味
を
持
つ
と
も
言
え
、
と
す
れ
ば
、「
鯰
」
＝
地

震
の
役
割
は
後
景
に
退
き
、
単
な
る
き
っ
か
け
程
度
の
位
置
づ
け

に
し
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、（
羽
賀
報
告
の
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論
点
に
も
関
わ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
）
幕
末
期
の
大
量
の
「
死
者
」
が

持
っ
た
意
味
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、

見
え
に
く
か
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
議
論
は
、
幕
末
に
浮
上
し
て
き
た
「「
ヒ
ト
ガ

ミ
」
観
念
に
み
ら
れ
る
水
平
志
向
と
「
記
憶
」
に
対
す
る
社
会
的

願
望
を
い
か
に
掬
い
取
る
か
」
と
い
う
佐
藤
氏
自
身
が
設
定
し
た

課
題
を
、
第
四
節
の
「
招
魂
社
の
創
出
」
に
繫
げ
る
た
め
に
用
意

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
天
皇
の
た
め
に
身

命
を
捧
げ
る
」
と
い
う
観
念
の
生
成
が
、「「
国
民
国
家
」
へ
の
急

速
な
移
行
を
可
能
に
し
た
」
と
、
佐
藤
氏
が
述
べ
る
箇
所
と
の
連

関
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
国
に
命
を
捧
げ
る
行
為
が
、「
身
分
」
を
越
え
た
神

へ
の
上
昇
を
保
証
す
る
も
の
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
識
形
成

が
「
国
民
国
家
」
生
成
に
貢
献
し
た
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
の
移
行
は
、
本
当
に
「
急
速
」
に
為
し
遂
げ
ら
れ
た
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
佐
藤
氏
も
言
及
し
て
い
る
「
民
衆
宗

教
の
淫
祠
邪
教
視
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
金
光

教
や
天
理
教
の
「
公
認
」
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
維
新
後
三
十
数
年
は
、
葛
藤
が
続
い
た
事
に
な
る
。

ま
た
、
一
般
論
で
は
あ
る
が
、
日
清
日
露
の
対
外
戦
争
が
、
民
衆

宗
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
国
家
（
戦
争
）
協
力
を
引
き
出
し
た
こ
と

を
含
め
て
、「
国
民
国
家
」
へ
の
脱
皮
を
促
し
た
と
考
え
る
方
が

筆
者
に
と
っ
て
は
、
得
心
が
い
く
説
明
と
な
る
。
や
は
り
、「
ヤ

ス
ク
ニ
」
あ
る
い
は
天
皇
と
、
民
衆
宗
教
等
の
「
カ
ミ
」
の
間
に

は
、
様
々
な
葛
藤
や
軋
轢
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
解
消
＝
靖
国

へ
の
一
元
化
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
だ

が
、
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
羽
賀
氏
の
報
告
は
、
佐
藤
氏
と
対
照
的
に
、
扱
う
時
代

を
主
に
一
八
九
〇
年
代
に
絞
り
、
当
該
期
に
お
け
る
多
様
な
追
悼

の
形
（
様
々
な
死
因
の
存
在
、
ま
た
追
悼
す
る
宗
教
の
多
様
性
）
を
具
体

的
に
紹
介
し
、
新
た
な
歴
史
像
を
明
示
さ
れ
た
た
め
、
多
く
の
知

見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
視
点
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
不
明
な
点
が
い
く
つ
か
残
っ
た
。
た
と
え
ば
、
羽

賀
氏
は
、
冒
頭
で
「
公
共
的
な
意
味
を
も
っ
た
死
者
」
と
い
う
概

念
を
呈
し
、「
天
災
」
や
伝
染
病
の
死
者
を
も
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
入
れ
て
行
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
言
を
見
た
筆
者
が

最
初
に
想
起
し
た
の
は
、
ま
ず
は
戦
死
者
で
あ
る
。「
非
命
の
大

量
死
」
と
い
う
意
味
合
い
な
ら
ば
了
解
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
す
べ
て
を
ま
と
め
、「
公
共
的
な
死
」
の
語
で
括
る
こ
と
の

積
極
的
意
味
合
い
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
。
林
淳
氏
が
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
全
体
の
趣
旨
を
語
る
な
か
で
、「
社
会
的
な
死
」
と
い
う

文
言
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
義
な
の
か
、
あ
る
い
は
別
個

の
意
味
を
持
つ
の
か
。
今
回
の
シ
ン
ポ
の
核
心
に
迫
る
問
題
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
も
う
少
し
議
論
を
深
め
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
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あ
る
。

　

一
方
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
、
羽
賀
氏
は
「
罹
災
共
同
体
」

と
い
う
新
た
な
概
念
も
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
末
に

起
源
を
持
つ
と
さ
れ
た
が
、
報
告
で
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
一
八
九

〇
年
代
は
、
日
清
戦
争
と
い
う
大
戦
争
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
、
靖
国

が
そ
の
存
在
意
義
を
漸
次
固
め
て
行
く
時
期
で
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
な
る
と
、
複
数
の
原
因
か
ら
な
る
死
者
を
一
緒
に

（
同
列
に
）
追
悼
し
よ
う
と
す
る
「
罹
災
協
同
体
」
と
靖
国
神
社
の

関
係
性
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。
靖
国
の
存
在
が
拡
大
す
る
こ

と
に
よ
り
、
次
第
に
解
体
し
て
い
く
と
見
る
の
か
、
あ
る
い
は

「
共
同
体
の
意
思
」
を
背
景
に
し
て
い
る
以
上
、「
本
流
」
か
「
伏

流
」
か
は
別
に
し
て
、
共
同
体
内
で
明
確
な
役
割
を
担
い
続
け
る

と
お
考
え
な
の
か
。
ま
た
、
こ
の
一
八
九
〇
年
代
を
「
大
量
死
の

時
代
」
の
端
緒
と
位
置
付
け
て
、
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
よ
う

に
考
え
た
場
合
、
そ
の
後
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
、
日
露
戦
争
か

ら
続
く
対
外
戦
争
、
ま
た
関
東
大
震
災
、
太
平
洋
戦
争
下
の
空
襲

等
が
進
行
し
て
い
く
事
は
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
量
的
に
増
加
し
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
ば
太
平
洋

戦
争
下
で
、
質
的
に
変
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
見
る
の
か
。

　

こ
の
「
罹
災
共
同
体
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
命
じ
て

「
施
餓
鬼
会
」
を
実
施
し
た
一
八
世
紀
末
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
「
共
同
体
の
意
思
」
と
い
う
よ
り
は
、
権

力
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
。
そ
れ

に
対
し
、
近
代
に
お
け
る
「
罹
災
共
同
体
」
は
、「
下
か
ら
の
創

出
力
」
を
独
自
に
育
ん
で
い
た
と
見
る
の
か
。
と
す
れ
ば
、
近
世

の
そ
れ
を
「
起
源
」
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
適
切
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
ど
う
な
の
か
。

　

さ
ら
に
ま
た
、「
罹
災
共
同
体
」
の
存
在
は
、
共
同
体
の
維
持

発
展
に
尽
力
し
た
「
功
労
者
に
対
す
る
顕
彰
シ
ス
テ
ム
の
一
環
」

で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
。
し
か
し
、
近
世
に
お
い
て
、
天
災
や

流
行
り
病
で
死
し
た
人
を
「
功
労
者
」
と
見
て
、
そ
こ
に
「
公
共

的
価
値
」
を
付
与
し
よ
う
す
る
と
い
う
観
点
は
、
率
直
に
言
っ
て

筆
者
に
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
事
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

佐
藤
氏
、
羽
賀
氏
の
報
告
は
、
と
も
に
、「
死
者
」
に
つ
い

て
は
語
り
な
が
ら
、
主
テ
ー
マ
（
あ
る
い
は
隠
れ
テ
ー
マ
）
で
あ
る

「
ヤ
ス
ク
ニ
／
靖
国
」
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
ず
、
ま
た
「
大
量

死
」
の
典
型
た
る
「
戦
争
」
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
ま
り
し
な
い

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
編
制
を
と
っ
て
い
た
。
斯
界
を
牽
引
し
て

き
た
第
一
人
者
た
る
両
氏
が
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
観
点
を
積
極

的
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
き
わ
め
て
多

か
っ
た
こ
と
を
ま
ず
明
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

後
輩
世
代
に
あ
た
る
筆
者
な
ど
が
、
何
の
対
案
も
出
さ
ず
に
、
旧

来
の
議
論
の
枠
に
留
ま
っ
た
上
述
の
よ
う
な
「
批
判
」
を
展
開
す

る
こ
と
に
は
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
両
氏
の
問
題
提
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起
の
全
貌
を
十
全
に
理
解
し
て
い
な
い
恐
れ
も
あ
る
以
上
、
そ
の

想
い
は
強
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
想
史
学
や
歴
史
学
に
と
っ
て
、

本
テ
ー
マ
が
、
今
後
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
こ
と

は
間
違
い
な
い
事
を
確
信
し
て
い
る
が
ゆ
え
、
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
積
極
的
な
議
論
を
次
々
と
展
開
さ
せ
て
い
く
営
為
に
は
、
大
い

に
共
感
す
る
が
ゆ
え
、
敢
え
て
妄
言
を
連
ね
た
次
第
で
あ
る
。

 

（
千
葉
大
学
准
教
授
）
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