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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

コ
メ
ン
ト

：「
問
い
方
」
の
弁
別

高
山

　
大
毅

　
「
思
想
史
学
の
問
い
方
」
は
対
象
ご
と
、
あ
る
い
は
研
究
者
ご

と
に
様
々
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
み
ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
い

い
」
わ
け
で
は
な
く
、
筋
の
良
い
「
問
い
方
」
と
筋
の
悪
い
「
問

い
方
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
コ
メ
ン
ト
で
は
、
田

尻
報
告
の
い
う
〈
主
体
〉
論
・〈
構
造
〉
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
有
効
な
「
問
い
方
」
と
そ
う
で
は
な
い
「
問
い
方
」
の
弁
別

を
試
み
た
い
。

　

田
尻
報
告
の
い
う
〈
主
体
〉
論
と
は
、
前
史
叙
述
型
の
思
想
史

の
一
種
と
い
え
る
。
終
点
を
設
定
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
進
む
思

想
の
流
れ
を
描
く
に
研
究
に
は
、〈
主
体
〉
論
の
ほ
か
に
、「
国
民

国
家
」
批
判
の
思
想
史
研
究
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
こ
の

よ
う
な
研
究
で
は
、
終
点
は
悪
し
き
「
国
民
国
家
」
と
な
る
）。

　

前
史
叙
述
型
の
思
想
史
研
究
に
お
け
る
筋
の
悪
い
「
問
い
方
」

は
、
現
在
の
良
識
や
他
地
域
の
思
想
を
基
準
に
、
過
去
の
思
想

の
「
達
成
」
と
「
限
界
」
を
あ
げ
つ
ら
う
研
究
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
近
代
的
な
諸
観
念
の
萌
芽
は
あ
っ
た
が
、
封
建
社
会
の
制

約
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
国
内
の
民
衆
へ
の
共
感

は
見
ら
れ
た
が
、
植
民
地
の
民
衆
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た

─
等
々
。

　

こ
の
種
の
思
想
史
叙
述

─
本
稿
で
は
「
達
成
・
限
界
」
論
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る

─
は
、
現
在
の
良
識
や
最
新
の
舶
来
思
想
に

比
べ
れ
ば
、
欠
陥
の
多
い
未
熟
な
思
想
の
列
伝
編
纂
と
化
し
、
不

毛
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
好
ま
し
い
思
想
の
萌
芽
を
過
去
に
探
る

こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
見
出
す
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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23　コメント：「問い方」の弁別
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し
か
し
、
そ
れ
は
研
究
者
の
抱
く
理
念
や
思
想
の
正
し
さ
を
読
者

に
直
接
訴
え
る
の
で
は
な
く
、「
過
去
を
振
り
返
れ
ば
先
人
も
似

た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
抵
抗
感
を
抱
か
ず
に

こ
の
思
想
を
受
け
入
れ
ま
し
ょ
う
よ
」
と
人
々
を
籠
絡
す
る
手
法

と
い
う
面
を
持
っ
て
い
る
。
研
究
者
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
自
覚

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
の
田
尻
報
告
で
言
及
さ
れ
て
い
た
論
者
は
、
凡
庸
な
「
達

成
・
限
界
」
論
の
罠
を
免
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
歴
史
を

遡
る
際
に
手
が
か
り
と
し
た
人
間
像
が
、
世
間
の
良
識
の
枠
内
に

収
ま
ら
ず
、
ま
た
他
地
域
の
思
想
に
も
見
ら
れ
な
い
独
特
さ
を
具

え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

丸
山
眞
男
が
「
主
体
」
を
論
ず
る
時
に
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
無
教
会
派
の
人
士
（
赤
江
達
也
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代

─
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
社
会
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
参
照
）、

ま
た
、
安
丸
良
夫
の
「
通
俗
道
徳
」
論
の
背
景
に
あ
る
真
宗
篤
信

地
域
の
人
々
の
生
活
。
あ
る
い
は
、
丸
山
の
「
忠
誠
と
反
逆
」
の

葉
隠
武
士
や
吉
田
松
陰
、
あ
る
い
は
安
丸
に
と
っ
て
の
出
口
な
お

を
想
起
し
て
も
良
い
。
こ
れ
ら
特
異
と
も
い
え
る
〈
主
体
〉
を
内

在
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
、
そ
こ
に
普
遍
的
な
問
題
を
読
み
こ

ん
で
い
っ
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
研
究
を
卓
越
し
た
も
の
に
し
て
い

る
。

　
〈
主
体
〉
論
的
な
思
想
史
を
継
承
す
る
た
め
に
は
、
世
間
の
良

識
や
舶
来
の
最
新
学
説
に
回
収
さ
れ
な
い
、
奇
矯
と
さ
え
見
え
る

人
間
像
の
中
に
、
普
遍
的
な
問
題
を
発
見
し
、
展
開
す
る
努
力
が

必
要
で
あ
ろ
う
。　

　
〈
構
造
〉
論
は
、
特
定
の
人
々
の
思
考
の
類パ

タ

型ー
ン

を
抽
出
す
る
こ

と
に
重
き
を
置
い
た
思
想
史
研
究
と
い
え
る
。

　

類
型
抽
出
型
の
思
想
史
が
悪
手
に
陥
る
の
は
、
対
象
の
設
定

─
田
尻
報
告
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
単
位
」
の
設
定

─
が
粗

雑
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
安
易
な
「
日
本
文
化
」・「
日
本
人
」
論
や
、

「
儒
教
」
を
一
括
り
に
し
て
論
ず
る
型
の
研
究
が
こ
れ
に
該
当
す

る
。

　

類
型
抽
出
の
思
想
史
の
成
否
は
、
対
象
の
切
り
出
し
方
が
鍵
と

な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、
黒
住
真
『
近
世
日
本
社
会
と
儒

教
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
）
の
書
名
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

漠
然
と
「
日
本
」
で
は
な
く
、「
近
世
日
本
」
に
対
象
を
限
定
し

た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

こ
の
二
〜
三
十
年
来
、
盛
ん
で
あ
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
」
を
視
野

に
入
れ
た
思
想
史
も
、
つ
な
げ
る
こ
と
よ
り
は
、
対
象
を
切
り
分

け
る
こ
と
が
議
論
の
生
産
性
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 
か
つ
て
島
田
虔
次
は
、
外
面
化
／
内
面
化
と
い
う
一
つ
の

図
式
の
中
で
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
思
想
史
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
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い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
八
〇
年
代
以
降
の
「
東
ア
ジ
ア
」
思
想

史
は
、
日
本
社
会
と
他
の
「
東
ア
ジ
ア
」
諸
地
域
の
社
会
は
様
々

な
面
で
異
な
り
、
別
個
の
枠
組
の
中
で
思
想
が
展
開
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
。
同
じ
図
式
・
同
じ
物
語
の
中
に
諸
地
域
の
儒
学

を
回
収
す
る
こ
と
を
止
め
、「
東
ア
ジ
ア
」
諸
地
域
の
儒
学
を
比

較
し
な
が
ら
切
り
分
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
マ
ン
ネ
リ
化
の
気
味
の
あ
る
「
東
ア
ジ
ア
」
思
想
史
研

究
を
再
び
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
も
っ
と
対
象
の
地
域
や
時
代

の
「
分
割
」
を
進
め
た
上
で
思
想
比
較
を
試
み
る
の
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
江
戸
期
で
も
寛
文
以
前
と
以
後
、
寛
政
以

前
と
以
後
と
で
は
か
な
り
思
想
の
趣
き
が
変
わ
る
。
こ
れ
ら
の
時

代
を
切
り
離
し
た
上
で
時
代
ご
と
の
思
考
の
型
を
抽
出
す
る
。
そ

の
上
で
、
同
様
の
「
分
割
」
を
行
な
っ
た
他
地
域
の
思
考
の
型
と

比
較
す
る
。
同
時
代
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
社
会
の
流
動

性
が
高
ま
っ
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
、
明
末
と
江
戸
末
期
を
比
較

す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

　

念
の
た
め
に
強
調
し
て
お
く
と
、
私
は
「
東
ア
ジ
ア
思
想
史
」

型
の
研
究
を
止
め
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
思
考

の
型
を
抽
出
す
る
際
の
「
単
位
」
設
定
に
も
っ
と
工
夫
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
二
つ
の
講
座
」
に
つ
い
て
多
く
を
論
じ
る
紙
数
は
残
さ
れ
て

い
な
い
。
日
本
思
想
史
学
は
諸
学
の
「
入
会
地
」
的
な
性
質
を
有

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
講
座
」
物
の
編
纂
は
、
学
界
の
共
通

了
解
と
論
点
と
を
確
認
す
る
機
会
と
し
て
、
他
の
学
問
領
域
に
比

べ
て
、
一
層
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
二

つ
の
「
講
座
」
は
論
集
と
し
て
は
傑
出
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、

隣
接
領
域
の
研
究
者
が
、
現
在
の
研
究
状
況
を
知
る
指
針
と
す
る

に
は
、
や
や
不
親
切
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
抱
い
た
。

　

以
上
、
技
術
的
な
観
点
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
多
い
こ
と
に
違
和

感
を
持
た
れ
る
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
専
門
化
と
細
分
化
が

進
ん
だ
学
界
の
中
で
、
大
き
な
問
題
関
心
を
失
い
、
細
か
な
技
の

詮
議
に
血
道
を
上
げ
て
い
る

─
と
い
っ
た
よ
う
な
。
し
か
し
、

学
問
の
危
機
に
対
し
て
憤
り
、
不
満
を
漏
ら
し
て
ば
か
り
で
い
る

よ
り
は
、
日
常
的
な
研
究
上
の
工
夫
を
積
み
重
ね
、
筋
の
悪
い

「
問
い
方
」
を
減
ら
す
こ
と
が
、
研
究
の
品
位
を
上
昇
さ
せ
、
世

の
人
々
の
斯
学
に
対
す
る
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。
昨
今
、
学
会
は
業
績
生
産
の
た
め
の
具
と
し
て
捉
え

ら
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
の

側
面
を
持
つ
こ
と
に
も
っ
と
目
を
向
け
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

 

（
駒
澤
大
学
専
任
講
師
）
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