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［
二
〇
一
五
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

思
想
史
学
の
問
い
方

─
二
つ
の
日
本
思
想
史
講
座
を
ふ
ま
え
て

戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
を
ふ
り
か
え
る

田
尻

　
祐
一
郎

　
『
日
本
思
想
史
講
座
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
〜
一
五
年
）
の
近
世

の
巻
の
「
総
論
」
で
、
戦
前
の
研
究
に
も
最
小
限
の
言
及
を
し
な
が

ら
、
戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
を
、
代
表
的
な
研
究
者
の
名
前
を
掲

げ
て
三
期
に
分
け
て
要
約
し
て
み
た
。

　
〈
近
代
〉
を
探
る

─
丸
山
眞
男

　
〈
伝
統
〉
と
向
き
合
う

─
相
良
亨
と
源
了
圓

　
〈
近
代
〉
を
問
い
返
す

─
安
丸
良
夫
と
子
安
宣
邦

こ
れ
は
、
あ
る
種
の
世
代
論
で
あ
っ
て
、
敗
戦
を
三
一
歳
で
迎
え
た

丸
山
、
二
四
歳
・
二
五
歳
で
迎
え
た
相
良
と
源
、
一
一
歳
と
一
二
歳

で
迎
え
た
安
丸
と
子
安
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
民
主

主
義
や
戦
前
・
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
係
、
伝
統
に
対
し
て

否
定
的
な
戦
後
の
風
潮
、
あ
る
い
は
「
近
代
化
」
論
と
の
関
係
な
ど

の
論
点
を
こ
こ
か
ら
導
く
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
（
た
だ
し
そ
こ
で
論

じ
た
の
は
、
例
え
ば
丸
山
に
つ
い
て
言
え
ば
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
だ
け

で
あ
り
、
そ
の
後
の
丸
山
の
研
究
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
も
、
不
十
分
さ
を
免
れ
て
い
な
い
）。

　

今
回
は
敢
え
て
別
な
視
点
か
ら
、
で
き
れ
ば
今
日
の
研
究
状
況
に

よ
り

0

0

比
重
を
か
け
な
が
ら
、
戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
を
振
り
返
る

こ
と
で
、
思
想
史
研
究
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
接
近
し
て
み
た
い
。

別
な
視
点
と
い
う
の
は
、〈
主
体
〉
と
〈
構
造
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
か
ら
、
戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
を
整
理
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
様
々
な
困
難
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
も
、
あ
る
べ
き
思
想

的
な
〈
主
体
〉
が
歴
史
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
く
、
そ
れ
を
（
共
感

を
も
っ
て
）
叙
述
す
る
の
が
思
想
史
だ
と
す
る
発
想
が
一
方
に
あ
る
。
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5　戦後の近世思想史研究をふりかえる

と
同
時
に
、
そ
う
い
う
発
想
へ
の
違
和
感

─
対
象
と
す
る
思
想
家

に
自
ら
の
思
い
を
託
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か

─
を
も
っ
て
、

あ
る
思
想
的
な
〈
構
造
〉
が
近
世
に
（
あ
る
い
は
日
本
歴
史
を
通
じ
て
）

横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
構
造
〉
が
個
別
の
思
想
に
い

か
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
、
あ
る
い
は
思
想
の
側
か
ら

社
会
や
秩
序
の
〈
構
造
〉
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
い
く
の
が
思
想
史

だ
と
い
う
発
想
が
あ
る
だ
ろ
う
（
勿
論
、
理
念
型
と
し
て
そ
の
二
つ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
研
究
は
そ
う
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
）。

一
、〈
主
体
〉
論
の
系
譜

⑴
丸
山
眞
男
（『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』）

　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
一
九
五
二
年
）
は
、
近
代

的
な
思
惟
様
式
／
近
代
的
な
秩
序
観
が
、
停
滞
的
と
見
え
る
封
建
社

会
の
中
で
も
、
あ
る
必
然
性
を
も
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
く
姿
を
描
い

た
。
こ
れ
を
〈
主
体
〉
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
政
治
と
道
徳
が

連
続
的
に
捉
え
ら
れ
、
秩
序
は
天
地
の
自
然
に
適
っ
た
も
の
と
し
て

あ
る
と
す
る
朱
子
学
が
支
配
的
で
あ
っ
た
近
世
の
思
想
世
界
の
中
に
、

近
代
的
な
思
惟
様
式
を
持
つ
〈
主
体
〉
が
成
長
す
る
過
程
を
追
い
、

荻
生
徂
徠
に
お
い
て
〈
主
体
〉
の
確
立
を
見
届
け
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
宣
長
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
受
け
継
が
れ
て
、

〈
主
体
〉
の
発
展
・
展
開
に
あ
る
屈
折
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ

た
。

　

丸
山
が
「
思
惟
様
式
」
に
着
目
し
た
の
は
、
西
洋
の
場
合
は
、
反

封
建
の
思
想
が
順
調
に
発
展
し
て
近
代
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
が
、

日
本
で
は
反
封
建
の
思
想
は
散
発
的
な
も
の
で
、
徂
徠
も
宣
長
も
封

建
論
者
で
あ
り
、
か
つ
朱
子
学
的
合
理
主
義
を
否
定
し
て
鬼
神
や

神
々
の
意
義
を
強
調
す
る
非
合
理
主
義
者
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
個

別
の
議
論
で
は
反
近
代
的
な
思
想
家
の
中
に
、
道
徳
か
ら
の
政
治
の

自
立
、
公
と
私
の
分
離
と
い
う
近
代
的
な
意
識
を
体
し
た
〈
主
体
〉

を
探
る
た
め
で
あ
る
。
丸
山
か
ら
す
れ
ば
、
世
界
史
的
な
社
会
の
発

展
法
則
の
貫
徹
と
特
殊
日
本
的
な
歪
み
（
後
進
性
）
の
絡
み
合
い
を

解
明
す
る
た
め
に
、「
思
惟
様
式
」
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

⑵
尾
藤
正
英
（『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』）

　

尾
藤
は
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』（
一
九
六
一
年
）
で
、
近
世
社

会
と
儒
教
の
距
離
を
論
じ
て
、
江
戸
の
儒
教
の
中
に
、
体
制
に
適
っ

た
よ
う
に
儒
教
を
変
形
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
と
、
儒
教
が
持
つ

自
然
法
的
な
性
格
を
擁
護
し
て
体
制
か
ら
は
み
だ
す
よ
う
な
傾
向
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
尾
藤
は
「
封
建
倫
理
」（
一

九
六
三
年
）
の
中
で
、
倫
理
に
は
「
秩
序
に
即
応
し
た
生
活
規
制
の

理
法
」
と
い
う
面
と
「
個
人
の
内
面
に
お
け
る
生
活
原
理
と
し
て
主

体
化
さ
れ
」
た
面
が
あ
っ
て
、
思
想
史
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
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「
内
面
的
主
体
性
」「
内
面
性
に
立
脚
し
た
理
性
的
・
主
体
的
な
生
き

か
た
」
が
ど
こ
ま
で
貫
か
れ
た
か
が
問
題
だ
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は

ま
た
、
政
治
的
に
は
「
臣
下
の
側
の
主
体
的
な
自
由
」
が
ど
こ
ま

で
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の

時
点
で
の
尾
藤
は
、
近
世
社
会
の
〈
構
造
〉
が
簡
単
に
「
内
面
的
主

体
性
」
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
儒

教
の
自
然
法
的
側
面
に
普
遍
的
な
価
値
を
認
め
て
、
惺
窩
や
藤
樹
の

〈
主
体
〉
性
を
高
く
評
価
す
る
。

⑶
安
丸
良
夫

　

も
っ
と
も
鮮
烈
に
〈
主
体
〉
の
問
題
を
押
し
出
し
た
の
は
、
安
丸

良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
。
安

丸
は
、
丸
山
の
分
析
視
角
は
言
う
に
及
ば
ず
、「
経
験
的
合
理
的
認

識
の
発
展
」
や
「
自
我
の
確
立
」
な
ど
の
視
角
か
ら
す
る
近
世
思
想

史
の
叙
述
も
ま
た
、「
理
念
化
さ
れ
た
近
代
思
想
像
に
固
執
し
て
そ

こ
か
ら
歴
史
的
対
象
を
裁
断
」
す
る
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
て
、
そ

れ
ら
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ド
グ
マ
」
だ
と
切
っ
て
捨
て
た
。
か
わ
っ

て
安
丸
が
押
し
出
す
の
は
、
勤
勉
・
倹
約
・
謙
譲
・
孝
行
と
い
う
よ

う
な
通
俗
道
徳
の
実
践
を
通
じ
て
の
民
衆
の
自
己
形
成
で
あ
り
、
そ

の
「
社
会
的
人
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
日
本
近
代
化
の
原
動
力
（
生

産
力
の
人
間
的
基
礎
）
と
な
っ
た
」
と
論
じ
た
。
こ
こ
で
描
か
れ
る

〈
主
体
〉
と
し
て
の
民
衆
は
、
呪
術
や
怪
し
げ
な
も
の
・
猥
雑
な
も

の
か
ら
解
放
さ
れ
た
禁
欲
的
な
〈
主
体
〉
で
あ
る
。「
生
産
力
の
人

間
的
基
礎
」
と
い
う
捉
え
方
や
禁
欲
の
倫
理
の
強
調
に
、
大
塚
久
雄

の
影
響
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
同
時
に
安
丸
は
、
こ
う
し
た
禁
欲
的

な
通
俗
道
徳
が
、
そ
の
後
、
天
皇
制
の
下
支
え
を
す
る
よ
う
に
取
り

込
ま
れ
て
い
く
事
実
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。

　

安
丸
は
、
な
ぜ
近
代
日
本
が
天
皇
制
国
家
と
し
て
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
丸
山
的
な
問
題
を
正
面
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

ま
っ
た
く
逆
の
方
向
か
ら
そ
の
解
答
を
求
め
よ
う
と
し
た
。

⑷
平
石
直
昭

　

平
石
は
、
小
楠
・
青
陵
・
徂
徠
な
ど
を
論
じ
な
が
ら
、
自
己
の
見

方
の
偏
り
（
惑
溺
）
を
自
覚
し
、
世
界
を
対
象
化
し
、
よ
り
開
か
れ

た
認
識
を
獲
得
す
べ
き
〈
主
体
〉
の
成
立
を
論
じ
た
。
平
石
は
、
対

象
と
す
る
思
想
家
の
中
心
的
概
念
の
相
互
連
関
を
明
ら
か
に
し
て
、

そ
れ
を
平
石
の
関
心
に
沿
っ
て
再
構
成
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
手
法

を
と
る
。「
主
体
・
天
理
・
天
帝
」（
一
九
七
四
年
）
で
平
石
は
、
小
楠

に
つ
い
て
、「
こ
の
よ
う
に
「
驚
き
」
や
「
懐
疑
」
を
媒
介
と
し
て
、

自
己
自
身
の
通
念
を
突
き
放
し
客
観
化
し
う
る
精
神
こ
そ
、
厳
密
な

意
味
で
の
主
体
（
そ
の
一
つ
の
表
現
形
態
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

述
べ
、「
少
な
く
と
も
朱
子
学
者
小
楠
の
「
理
」
は
、
…
…
自
己
の

「
所
見
」
が
あ
く
ま
で
一
個
の
「
私
見
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
己

確
認
す
る
武
器
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
の
「
究
理
」
＝
認
識
視
点
を
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7　戦後の近世思想史研究をふりかえる

不
断
に
相
対
化
さ
せ
る
方
法
原
理
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
」
と
論

じ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
〈
主
体
〉
の
捉
え
方
に
は
、
安
丸
が
押
し
出
す
よ
う

な
〈
主
体
〉
像
へ
の
批
判
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
平
石
か
ら
す
れ
ば
、
安
丸
は
〈
主
体
〉
を
特
定
の
社
会
階
層
に

固
着
さ
せ
す
ぎ
て
い
る
し
、
狭
義
の
（
道
徳
的
・
政
治
的
）
実
践
に
結

び
付
け
す
ぎ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
認
識
の
獲
得
、
自
己
革

新
、
そ
の
た
め
の
方
法
的
自
覚
と
い
う
よ
う
な
次
元
に
お
い
て
な
さ

れ
た
〈
主
体
〉
の
獲
得
こ
そ
が
、
思
想
史
が
と
り
あ
げ
る
べ
き
〈
主

体
〉
だ
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、〈
構
造
〉
論
の
系
譜

⑴
丸
山
眞
男
（「
歴
史
意
識
の
古
層
」）

　

六
〇
年
代
の
丸
山
の
関
心
は
、「
歴
史
意
識
の
古
層
」「
倫
理
意
識

の
古
層
」「
政
治
意
識
の
古
層
」
と
い
っ
た
問
題
に
向
か
う
。「
歴
史

意
識
の
古
層
」（
一
九
七
二
年
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
宗
教
的
な
超
越

者
に
も
自
然
法
的
普
遍
者
に
も
な
じ
み
に
く
い
日
本
の
カ
ル
チ
ュ

ア
」
に
お
い
て
は
、「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
い
」
に
価
値

を
認
め
る
「
歴
史
意
識
の
古
層
」
が
執
拗
な
持
続
低
音
と
し
て
響
き

続
け
て
、
旋
律
全
体
の
響
き
を
「
日
本
的
」
に
変
容
さ
せ
て
し
ま
う

と
丸
山
は
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、「
江
戸
時
代
の
歴
史
的
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
、「
近
代
化
」
の
一
方
通
行
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
化

と
「
古
層
」
の
隆
起
と
の
二
つ
の
契
機
が
相
剋
し
な
が
ら
相
乗
す
る

と
い
う
複
雑
な
多
声
進
行
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
た
（
丸
山
の
中
で
、
宣

長
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
わ
っ
た
?
）。
こ
う
し
て
『
日
本
政
治
思
想

史
研
究
』
を
一
方
か
ら
支
え
て
い
た
社
会
の
法
則
的
な
発
展
と
い
う

見
地
は
完
全
に
姿
を
消
し
、
か
わ
っ
て
丸
山
は
、
日
本
思
想
史
を
貫

く
岩
盤
の
よ
う
な
〈
構
造
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
丸
山
が
〈
主
体
〉
へ
の
関
心
を
放
棄
し

て
〈
構
造
〉
論
者
に
転
身
し
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
は
間
違
い

で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
重
な
る
『
講
義
録
』
を
見
れ
ば
、
丸
山
は
、

〈
構
造
〉
を
突
破
す
る
〈
主
体
〉
の
問
題
を
執
拗
に
追
求
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
聖
徳
太
子
・
親
鸞
・
キ
リ
シ
タ
ン
な
ど
へ
の
驚
く
べ

き
共
感
的
な
評
価
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
十
七
条
憲

法
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
地
上
の
権
威
が
普
遍
的
真
理
・
規
範
に

従
属
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
、
第
二
に
、
自
然
的
・
直
接
的
人

間
関
係
と
公
的
な
組
織
と
を
区
別
す
る
意
識
、
第
三
に
、
政
策
の
決

定
お
よ
び
施
行
過
程
に
お
け
る
普
遍
的
な
正
義
の
理
念
の
強
調
、
と

い
う
点
に
お
い
て
、「
原
型
」
か
ら
飛
躍
的
に
高
度
な
政
治
理
念
へ

と
到
達
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
親
鸞
に
つ
い
て
は
、「
在
家
主
義

が Entzauberung

〈
反
呪
術
主
義
〉
に
よ
っ
て
随
伴
さ
れ
る
と
き

は
、
自
他
の
生
活
態
度
を
合
理
的
に
改
造
し
て
ゆ
く
力
と
な
る
」
と

さ
れ
て
、「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
開
放
的
連
帯
意
識
の
形
成
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と
、
世
俗
内
職
業
倫
理
の
確
立
の
論
理
に
接
近
す
る
」
と
述
べ
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
立
脚
し
た
大
塚
久
雄
の
議
論
が
踏

ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
丸
山
は
、〈
主
体
〉
の

形
成
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
る
た
め
に
〈
構
造
〉
を
論
じ
て

い
る
、
私
は
そ
う
解
釈
す
る
。

⑵
尾
藤
正
英
（『
江
戸
時
代
と
は
何
か
』）

　

尾
藤
は
、『
江
戸
時
代
と
は
何
か
』（
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
〈
構

造
〉
論
的
な
思
想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
尾
藤
は
、
近
世
社

会
を
「
役
の
体
系
」
と
し
て
性
格
づ
け
た
上
で
、
仁
斎
・
徂
徠
・
宣

長
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
仁
斎
に
と
っ
て
、
朱
子
学

が
説
く
よ
う
な
「
普
遍
的
な
人
間
性
」
に
は
何
の
手
ご
た
え
も
な

く
、
仁
斎
は
「
具
体
的
に
社
会
の
人
間
関
係
の
中
で
分
担
し
て
い
る

役
割
に
即
し
て
」
人
と
し
て
の
生
き
方
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
考
え

た
。
徂
徠
は
、「
す
べ
て
の
人
は
、
君
主
が
天
下
を
安
ら
か
に
治
め

る
仕
事
を
助
け
る
「
役
人
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と

こ
そ
が
、
人
々
の
生
き
方
の
基
本
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
宣
長
は
、

「「
ほ
ど
ほ
ど
に
有
べ
き
限
り
の
わ
ざ
」（『
直
毘
霊
』）、
す
な
わ
ち

身
分
や
職
業
に
応
じ
た
個
別
的
な
社
会
的
役
割
が
与
え
ら
れ
た
な
ら

ば
、
…
…
そ
の
役
割
を
自
発
的
に
遂
行
し
て
ゆ
く
」
の
が
人
の
本
性

で
あ
る
か
ら
、
儒
教
（
漢
意
）
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
る
以
前
の
日
本
で

は
、「
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
わ
ざ
」（
役
割
）
を
果
た
し
つ
つ
、
穏

や
か
に
楽
し
く
」
暮
ら
し
て
い
た
と
主
張
し
た
の
だ
と
す
る
。
宣
長

も
、「
現
実
に
存
在
す
る
「
役
」
の
体
系
に
つ
い
て
の
自
覚
的
な
認

識
を
促
（
し
た
）」
の
だ
と
尾
藤
は
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
描
か

れ
る
思
想
史
は
、
偉
大
な
思
想
家
は
自
分
た
ち
の
生
き
て
い
る
社
会

や
秩
序
の
本
質
を
深
く
洞
察
し
て
、
そ
の
中
で
の
生
き
方
に
自
覚
と

指
針
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

儒
教
が
外
来
の
も
の
で
、
近
世
社
会
と
は
必
ず
し
も
適
合
し
な
い

と
い
う
論
点
か
ら
丸
山
批
判
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
尾
藤
は
、
儒
教

が
「
役
の
体
系
」
に
よ
っ
て
変
形
す
る
、
そ
の
変
形
に
積
極
的
な
意

義
を
認
め
る
。
ま
た
尾
藤
に
よ
れ
ば
、
近
世
社
会
は
「
ほ
と
ん
ど
外

来
文
化
の
影
響
な
し
に
、
…
…
自
生
的
に
形
成
さ
れ
た
」「
日
本
に

お
け
る
近
代
的
な
国
民
国
家
の
原
型
」
で
も
あ
る
か
ら
、
仁
斎
・
徂

徠
・
宣
長
は
儒
教
や
国
学
の
言
葉
を
借
り
て
、（
尾
藤
は
そ
う
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
な
い
が
）
日
本
的
な
近
代
思
想
（
国
民
思
想
?
）
の
原
型

を
作
っ
た
思
想
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

⑶
子
安
宣
邦

　

子
安
は
『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』（
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
丸

山
（
お
よ
び
丸
山
門
下
）
を
意
識
し
な
が
ら
、
宣
長
と
篤
胤
に
つ
い
て

の
早
急
な
性
格
規
定
を
避
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
世
界
に
深

く
内
在
し
て
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
丸
山
が
論
じ
な
い
篤
胤
を

主
題
と
し
て
据
え
た
こ
と
に
も
、
篤
胤
の
不
思
議
な
世
界
に
は
、
丸
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9　戦後の近世思想史研究をふりかえる

山
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
は
汲
み
尽
く
せ
な
い
知
の
枠
組
み
が
あ
る
と

い
う
予
感
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
子
安
は
、「
言
説
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
な
が
ら
、
旧
来
の
日
本
思
想
史
研
究

─
近
代
知

を
疑
わ
な
い
研
究
、
問
題
を
日
本
に
回
収
さ
せ
る
研
究
、
思
想
家
の

主
張
を
な
ぞ
る
よ
う
な
（
再
構
成
的
）
研
究
な
ど

─
を
批
判
し
て

目
覚
し
い
活
躍
を
す
る
。
子
安
は
自
ら
の
立
場
を
「
方
法
と
し
て
の

江
戸
」
と
い
う
言
い
方
で
表
現
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「「
実
体

と
し
て
の
江
戸
」
の
主
張
と
は
、
徳
川
日
本
を
西
欧
的
近
代
な
ら
ぬ

日
本
的
近
代
と
し
て
見
出
す
よ
う
な
江
戸
の
再
構
成
的
な
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
で
し
か
な
い
。「
方
法
と
し
て
の
江
戸
」
と
は
近
代
日
本
へ
の
対

抗
的
な
江
戸
の
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
史
の
外
部
に

構
成
さ
れ
る
、
歴
史
批
判
の
た
め
の
方
法
的
視
座
の
主
張
で
あ
る
」

（『
方
法
と
し
て
の
江
戸
』
二
〇
〇
〇
年
）。

　

子
安
の
言
う
「
言
説
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
、〈
主
体
〉
と

〈
構
造
〉
と
い
う
二
分
法
か
ら
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
〈
構
造
〉
論
の
一
種
、
言
説
の
構
造

と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
代
の
知
的
言
説
を
批

判
的
に
相
対
化
さ
せ
る
と
い
う
戦
略
的
な
〈
構
造
〉
論
だ
と
考
え
た

い
。
例
え
ば
『
事
件
と
し
て
の
徂
徠
学
』（
一
九
九
〇
年
）
で
子
安
は
、

徂
徠
の
登
場
に
よ
っ
て
言
説
の
編
成
が
ど
う
揺
ら
い
だ
の
か
、
そ
れ

ま
で
の
支
配
的
な
言
説
の
何
が
暴
露
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言
説
の

〈
構
造
〉（
配
置
）
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
問
い
掛
け
た
。『
鬼
神

論
』（
一
九
九
二
年
）
は
、
篤
胤
に
も
注
意
し
な
が
ら
、「
鬼
神
に
つ
い

て
の
儒
家
の
言
説
」
が
ど
う
変
容
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な

知
的
空
間
が
開
か
れ
て
（
隠
さ
れ
て
）
い
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

⑷
渡
辺
浩

　

渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
一
九
八
五
年
）
は
、
尾
藤
が

何
人
か
の
思
想
家
の
著
作
か
ら
示
唆
し
た
近
世
社
会
の
現
実
と
朱
子

学
の
落
差
を
、「
士
農
工
商
」「
封
建
」「
華
夷
」
を
は
じ
め
と
す
る

基
本
的
な
概
念
に
即
し
て
、
膨
大
・
多
様
な
史
料
の
検
証
に
よ
っ
て

寸
分
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
し
た
。

　

さ
ら
に
渡
辺
は
『
日
本
政
治
思
想
史
［
十
七
〜
十
九
世
紀
］』（
二

〇
一
〇
年
）
で
も
っ
て
、
近
世
の
政
治
秩
序
の
安
定
と
崩
壊
の
全
容

を
描
い
た
。
渡
辺
は
、
ま
ず
江
戸
時
代
の
秩
序
の
〈
構
造
〉
を
、
同

時
代
の
中
国
や
朝
鮮
と
は
違
っ
て
、
超
越
的
な
権
威
や
観
念
を
動
員

し
て
の
権
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
正
当
化
な
ど
で
は
な
く
、「
最
強

者
」
に
よ
る
「
御
威
光
」
の
支
配
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
こ
で
は
、

儒
教
は
（
あ
る
意
味
で
は
）
危
険
思
想
で
さ
え
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
「
御
威
光
」
の
支
配
は
、
長
い
泰
平
の
持
続
で
、
ゆ
っ
く
り
揺
ら

い
で
い
き
、
そ
し
て
一
気
に
崩
壊
し
た
と
渡
辺
は
捉
え
る
。「
御
威

光
」
の
支
配
を
終
わ
ら
せ
た
も
の
は
、「
御
威
光
」
の
支
配
の
持
続

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
泰
平
の
持
続
は
、
武
士
か
ら
「
武
」
を
発

揮
さ
せ
る
機
会
を
奪
い
、
人
々
に
（
男
に
は
）
儒
教
的
教
養
と
（
女
に
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は
）
和
歌
的
教
養
を
も
た
ら
し
、「
雅
び
」
に
憧
れ
る
美
意
識
を
浸

透
さ
せ
、
武
士
の
社
会
的
威
信
を
薄
れ
さ
せ
た
。
渡
辺
は
、
こ
こ
に

「「
御
威
光
」
の
支
配
の
根
底
の
衰
弱
」
を
見
て
取
る
。
そ
し
て
知
識

人
の
間
に
は
、
貧
院
・
病
院
・
幼
院
な
ど
を
備
え
、
世
襲
の
な
い

公
共
的
な
政
治
を
行
な
う
西
洋
を
、
儒
教
の
理
想
に
近
い
文
明
世
界

と
し
て
理
解
す
る
よ
う
な
見
方
も
生
ま
れ
て
く
る
。
体
制
と
し
て
の

「
御
威
光
」
の
支
配
の
長
い
安
定
は
、
持
続
・
伝
統
こ
そ
権
威
だ
と

い
う
意
識
を
拡
大
さ
せ
、
禁
裏
の
権
威
が
上
昇
す
る
と
も
渡
辺
は
指

摘
す
る
。
こ
う
し
て
、
後
は
政
治
情
勢
の
急
変
で
「
御
威
光
」
の
支

配
は
「
瓦
解
」
し
て
、
文
明
が
開
け
る
世
が
到
来
し
、
学
問
（
学
歴
）

に
よ
っ
て
社
会
的
身
分
が
定
ま
る
世
の
中
に
な
る
が
、
そ
れ
も
ま
た

儒
教
の
価
値
観
に
適
合
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
渡
辺
は

言
う
。

　

渡
辺
は
秩
序
の
〈
構
造
〉
を
、
人
々
の
生
活
感
覚
や
美
意
識
、
性

の
意
識
と
い
っ
た
、
普
通
の
政
治
思
想
史
で
は
取
り
上
げ
な
い
よ
う

な
次
元
か
ら
考
え
る
。
一
見
す
れ
ば
秩
序
の
〈
構
造
〉
か
ら
遠
い
も

の
が
実
は
秩
序
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
、
硬
軟
自
在
の
驚
く
べ
き
史

料
の
博
捜
に
よ
っ
て
描
き
出
す
。
と
く
に
宣
長
に
つ
い
て
、
漢
心
を

醜
悪
な
も
の
と
し
て
（
美
的
な
次
元
か
ら
も
）
斥
け
、
歌
学
び
に
よ
っ

て
「
雅
び
」
を
体
得
し
、
古
代
人
の
偽
ら
ざ
る
心
情
世
界
に
浸
る
こ

と
を
強
調
し
て
、
禁
裏
が
持
っ
て
公
儀
（
幕
府
）
の
持
ち
得
な
い
美

的
な
強
み
を
浮
上
さ
せ
た
も
の
と
す
る
。

　

渡
辺
は
、〈
構
造
〉
の
変
容
・
崩
解
を
〈
構
造
〉
の
中
か
ら
説
明

し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
〈
構
造
〉
論
へ
の
批
判
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
場
合
、〈
構
造
〉
論
は
ど
う
し
て
も
静
態

的
な
見
方
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
を
も
つ
が
、
渡
辺
は
そ
こ

を
乗
り
越
え
た
。

小

括

　

戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
、〈
主
体
〉
と
〈
構
造
〉
と

い
う
視
点
か
ら
振
り
返
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
古
代
や
中
世
、
あ
る

い
は
近
代
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
雑
把
な
印
象
と
し
て
言
え
ば
、
思
想
史
研

究
に
限
ら
ず
、
戦
後
の
人
文
学
を
主
導
し
た
枠
組
み
は
近
代
的
な

〈
主
体
〉
の
形
成
と
い
う
大
き
な
軸
を
持
っ
て
い
た
が
（
い
わ
ゆ
る
戦

後
啓
蒙
、
大
塚
史
学
、
主
体
性
唯
物
論
）、
六
〇
年
代
＝
高
度
経
済
成
長

の
時
代
に
、
そ
れ
が
急
速
に
古
く
感
じ
ら
れ
て
、〈
主
体
〉
論
的
な

発
想
か
ら
〈
構
造
〉
論
的
な
そ
れ
へ
と
力
点
が
移
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
関
心
か
ら
の
研
究
が
、
成
果
と
し
て
ま
と
ま

っ
た
形
で
共
有
さ
れ
る
の
は
七
〇
年
代
で
あ
る
（
社
会
史
の
流
行
）。

　

最
後
に
、
ま
さ
に
今
日
の
状
況
に
つ
い
て
、
最
小
限
の
言
及
を
し

て
ま
と
め
に
代
え
た
い
。
ま
ず
、
ぺ
り
か
ん
社
版
の
『
日
本
思
想
史

講
座
』
近
世
の
巻
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、〈
主
体
〉
論
的
な
発
想
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11　戦後の近世思想史研究をふりかえる

を
前
面
に
押
し
出
し
て
書
か
れ
た
論
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
講
座
と

い
う
書
物
の
性
質
に
よ
る
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
根
本
的
に

は
、
か
つ
て
の
〈
主
体
〉
論
的
な
発
想
を
支
え
て
き
た
と
こ
ろ
の
近

代
主
義
的
な
枠
組
み
、
あ
る
い
は
社
会
発
展
の
担
い
手
を
探
る
と
い

う
よ
う
な
問
題
意
識
が
、
そ
の
歴
史
的
な
使
命
を
果
た
し
終
わ
っ
た

後
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
〈
主
体
〉
を
研
究
者
の
側
が
構
想

し
え
て
い
な
い
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、〈
主

体
〉
な
る
も
の
を
構
想
す
る
必
要
を
そ
も
そ
も
認
め
な
い
と
い
う
立

場
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
構
想
し
た
く
て
も
そ
れ
を
形
象
化
で
き
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
思
想
史

研
究
か
ら
〈
主
体
〉
と
い
う
発
想
が
消
え
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
と

い
う
問
題
に
私
た
ち
は
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

私
が
思
う
に
は
、
思
想
史
研
究
の
原
点
に
は
、
あ
る
人
物
の
思
想

的
な
営
み
へ
の
共
感
・
畏
敬
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ

の
人
物
、
偉
大
な
思
想
家
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
人
物
の
思
想

的
世
界
に
深
く
分
け
入
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
仕
事
が
据
え
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
自
身
の
反
省
も
込
め
て
言
う
の
だ
が
、

こ
う
い
う
素
朴
な
姿
勢
が
、
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
弱
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
偉
大
な
思
想
家
と
の
対
話
が
思
想
史
研
究

の
原
点
だ
と
言
え
ば
、
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
冷

笑
さ
れ
そ
う
だ
が
、
実
は
こ
こ
に
〈
主
体
〉
論
的
な
発
想
を
再
生
さ

せ
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。〈
主
体
〉
と
い
う
概

念
自
体
が
近
代
主
義
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
か
つ
て
の
〈
主

体
〉
論
的
な
発
想
に
お
い
て
は
、
近
代
的
な
自
立
し
た
個
人
（
健
康

で
、
理
性
的
で
、
自
己
規
律
的
な
男
）
を
ゴ
ー
ル
に
置
い
て
、
そ
こ
か
ら

歴
史
を
見
る
と
い
う
性
格
を
免
れ
な
か
っ
た
。〈
主
体
〉
と
い
う
言

葉
に
こ
だ
わ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
も
っ
と
広
い
普
遍
的
な
人
間
と

し
て
の
問
い
を
投
げ
掛
け
、
思
想
家
か
ら
の
応
答
を
求
め
、
さ
ら
に

問
い
を
重
ね
る
と
い
う
思
想
史
的
な
対
話
を
深
め
て
い
く
中
か
ら
、

か
つ
て
の
社
会
発
展
の
担
い
手
的
な
〈
主
体
〉
で
は
な
い
、
人
間
と

し
て
の
普
遍
的
な
課
題
に
向
き
合
っ
た
〈
主
体
〉
像
を
作
る
こ
と
は

望
め
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

他
方
、〈
構
造
〉
論
的
な
発
想
に
つ
い
て
言
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の

近
世
世
界
全
体
の
中
で
、
近
世
日
本
の
秩
序
や
言
説
、
文
化
や
思
想

の
在
り
か
た
の
特
質
を
探
る
と
い
う
方
向
は
今
後
ま
す
ま
す
強
ま

る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ

こ
に
も
落
と
し
穴
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、〈
構

造
〉
が
日
本
と
い
う
単
位
で
考
え
ら
れ
る
時
に
、
と
も
す
れ
ば
一
国

史
的
な
発
想
に
傾
斜
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
国
史
的

な
把
握
を
克
服
す
る
た
め
に
東
ア
ジ
ア
と
い
う
舞
台
を
設
定
し
な
が

ら
、
皮
肉
に
も
、
意
図
に
反
す
る
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
落
と
し
穴
に
は
ま
ら
な
い
た
め
に
は
何
が
必

要
か
、
そ
の
た
め
の
方
法
的
な
吟
味
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
島
田
虔
次
が
、
儒
教
の
内
面
化
の
極
に
王
陽
明
を
、
外
面
化
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の
極
に
荻
生
徂
徠
を
置
く
、
そ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
東
ア
ジ
ア
儒
教

史
が
書
か
れ
る
べ
き
だ
と
提
言
し
た
の
は
、
一
九
六
七
年
で
あ
っ
た

（『
朱
子
学
と
陽
明
学
』）。
内
面
化
・
外
面
化
と
い
う
枠
組
み
の
当
否
は

別
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
経
て
、
島
田
の
期
待
に
答
え
る
よ

う
な
仕
事
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。〈
構
造
〉
の
単
位
を
、
大
き
く

東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
最
近
議
論
に
な

っ
て
い
る
、
東
ア
ジ
ア
的
な
近
世
と
は
何
な
の
か
、
そ
う
い
う
も
の

が
果
た
し
て
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
と
も
、
そ
れ
は
直
結
す

る
。〈
構
造
〉
の
単
位
は
、
も
っ
と
小
さ
く
も
、
あ
る
い
は
周
辺
や

辺
境
か
ら
〈
構
造
〉
を
吟
味
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、〈
構
造
〉
の
単
位
は
、
常
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　

以
上
、
戦
後
の
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
今
日
の
状
況
へ
の
私

な
り
の
反
省
・
注
文
を
述
べ
て
報
告
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る
。

 

（
東
海
大
学
教
授
）
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