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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

：

両
講
座
に
お
け
る
中
世
思
想
史
研
究
の
課
題

森
　
新
之
介

　

評
者
は
当
日
、
末
木
文
美
士
の
報
告
を
承
け
て
四
つ
の
問
題
を

提
起
し
た
。
こ
こ
で
は
第
一
の
「
思
想
史
研
究
と
時
代
」
を
省
い

て
、
残
り
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

一
、
中
世
思
想
史
研
究
は
活
発
か

　

末
木
は
、
ぺ
り
か
ん
講
座
中
世
巻
の
「
総
論
」
で
「
近
年
の
中

世
思
想
研
究
は
き
わ
め
て
進
展

0

0

が
著
し
く
、
従
来
の
常
識

0

0

0

0

0

は
ほ
ぼ

完
全
に
転
覆
し
て
い
る
」（
二
五
〜
二
六
頁
）
と
述
べ
た
。
し
か
し

評
者
は
、
中
世
思
想
史
研
究
で
そ
の
よ
う
な
活
況
を
実
感
で
き
ず

に
い
る
。
平
成
十
八
年
、
本
誌
第
三
八
号
の
「
編
集
後
記
」
は
古

代
と
中
世
の
投
稿
論
文
に
つ
い
て
「
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か

ら
な
い
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
お
り
、
本
学
会
の
大
会
で
も
研
究

発
表
は
久
し
く
低
調
で
あ
る
。
中
世
研
究
な
ど
は
現
在
、
極
め
て

危
険
な
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
講
座
に
そ
の
よ
う
な

危
機
意
識
は
見
出
さ
れ
な
い）

1
（

。

　

ま
た
同
巻
「
総
論
」
に
は
、「
中
世
思
想
の
も
っ
と
も
中
核
を

形
成
す
る
仏
教
」（
二
三
頁
）
や
「
中
世
は
武
士
の
時
代
で
あ
る
」

（
二
四
頁
）
な
ど
、「
従
来
の
常
識
」
を
襲
っ
た
表
現
も
散
見
さ
れ

る
。
中
世
思
想
史
で
仏
教
や
武
士
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
中
核
や
代
表
と
す
る
よ
う
な
通
念
は
懐

疑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

研
究
状
況
の
停
滞
は
、
両
講
座
の
構
成
に
も
影
を
落
と
し
て

い
な
い
か
。
末
木
が
「
多
様
な
分
野

0

0

0

0

0

の
研
究
者
の
協
力
」（
報
告
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資
料
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、
隣
接
諸
学
か
ら
の
寄
稿
が
多
い
両
講

座
は
華
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
思
想
史
学
で
の
中
世
研

究
が
停
滞
し
て
い
る
た
め
自
給
率
が
低
下
し
、
隣
接
諸
学
か
ら
の

輸
入
に
依
存
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
見
得
る
。
ま
た
、
隣
接

諸
学
で
の
思
想
研
究
は
人
物
よ
り
も
集
団
や
時
代
全
体
に
着
目
し
、

哲
学
や
教
理
へ
の
考
察
が
不
十
分
に
な
り
易
い
と
い
う
嫌
い
が
あ

る
。
そ
の
た
め
両
講
座
の
中
世
研
究
は
、
哲
学
史
や
教
理
史
か
ら

離
れ
て
文
化
史
や
精
神
史
に
傾
き
、
思
想
史
ら
し
さ
を
や
や
失
っ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

二
、
儀
礼
研
究
に
死
角
は
な
い
か

　

末
木
は
岩
波
講
座
第
七
巻
『
儀
礼
と
創
造

─
美
と
芸
術
の
原

初
』
の
「［
古
典
を
読
む
］
ま
え
が
き
」
で
、「
儀
礼
は
一
方
で
王

権
に
関
わ
り
、
他
方
で
仏
教
と
関
わ
り
な
が
ら
、
文
学
、
芸
能
、

音
楽
、
美
術
、
神
道
な
ど
、
多
方
面

0

0

0

に
わ
た
る
総
合
的
な
展
開
を

示
し
て
い
る
」（
二
九
四
頁
）
と
述
べ
た
。
で
は
現
在
、
そ
の
儀
礼

に
つ
い
て
の
中
世
研
究
は
十
分
多
岐
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

儀
礼
研
究
と
は
本
来
、
聖
俗
す
べ
て
の
儀
礼
を
対
象
に
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
の
中
世
儀
礼
研
究
で
は
、
対
象
が
法

会
な
ど
の
宗
教
儀
礼
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
、
年
中
行
事
な
ど
の
世
俗

儀
礼
は
ほ
ぼ
除
外
さ
れ
て
い
る
。
著
書
や
論
集
な
ど
で
、
必
ず
と

言
っ
て
よ
い
ほ
ど
題
名
に
「
宗
教
」「
神
話
」
な
ど
の
語
が
含
ま

れ
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
物
語
る
。
思
想
史
学
で
儀
礼

研
究
を
推
し
進
め
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
世
俗
の
儀
礼
に
も
十
分

配
慮
し
て
聖
俗
両
者
を
綜
合
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

末
木
が
「
栄
西
に
お
け
る
密
教
」（
報
告
資
料
）
な
ど
を
強
調
す

る
こ
と
も
、
宗
教
儀
礼
へ
の
注
目
と
関
連
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、

儀
礼
研
究
者
の
舩
田
淳
一
が
「
完
成
さ
れ
た
親
鸞
の
「
他
力
本

願
」
思
想
に
と
っ
て
、
儀
礼
は
決
し
て
本
質
的
な
意
味
を
持
ち
得

な
い）

2
（

」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
思
想
家
が
儀
礼
に
深
く
関

わ
っ
て
い
た
の
で
な
い
。
宗
教
儀
礼
や
密
教
に
注
目
す
る
と
、
こ

れ
ま
で
「
脱
呪
術
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
親
鸞
や
道
元

な
ど
は
評
価
し
難
く
な
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
儀
礼
中

心
の
思
想
史
叙
述
に
位
置
付
け
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
思
想
家
を
儀

礼
に
付
会
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
中
世
は
宗
教
の
時
代
か

　

末
木
は
ぺ
り
か
ん
講
座
中
世
巻
の
「
総
論
」
で
、「
中
世
に
は
、

「
冥
」
の
領
域
の
ほ
う
が
強
力
で
真
実
の
世
界
で
あ
っ
た
が
、
近

世
に
な
る
と
「
顕
」
の
領
域
が
伸
長
す
る
。
さ
ら
に
近
代
に
な
る

と
、
少
な
く
と
も
表
面
の
言
説
の
世
界
か
ら
は
「
冥
」
の
領
域
は
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追
放
さ
れ
る
」（
二
二
頁
）
と
の
展
望
を
示
し
た）

（
（

。
中
世
が
宗
教
一

色
の
時
代
だ
っ
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
時
に
お

け
る
世
俗
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
な
い
か
と
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
両
講
座
の
中
世
研
究
で
は
朝
廷
や
貴

族
が
十
分
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
国
文
学
や
歴
史

学
で
は
、
和
歌
物
語
の
註
釈
や
禁
裏
公
家
の
文
庫
な
ど
に
つ
い
て

無
視
で
き
な
い
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
資
料
発
掘
も
活
発
で
あ
る
。

し
か
し
両
講
座
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
思
想
史
学
で
は
こ
の
よ
う

な
動
向
へ
の
反
応
が
鈍
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

ま
た
両
講
座
で
は
、
末
木
の
担
当
し
た
巻
に
限
ら
ず
、
未
来
志

向
の
問
題
意
識
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
岩
波
講
座
の
「
編
集
に

あ
た
っ
て
」
で
は
、「
本
講
座
で
は
、
過
去
の
思
想
と
今
日

0

0

と
が

切
り
結
ぶ
問
題
を
設
定
し
、
テ
ー
マ
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者

が
論
じ
る
。
…
…
思
想
の
蓄
積
を
貴
重
な
財
産
と
し
、
未
来

0

0

に
む

け
た
思
想
を
創
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（
Ⅴ
頁
）
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
趣
旨
は
ぺ
り
か
ん
講
座
の
「
刊
行

に
あ
た
っ
て
」
に
も
あ
る
。
ま
た
末
木
も
、
ぺ
り
か
ん
講
座
中
世

巻
の
「
総
論
」
で
「
近
代
が
行
き
詰
っ
た
今
日

0

0

、
改
め
て
中
世
を

読
み
直
す
こ
と
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
」（
二
六
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
思
想
史
研
究
を
今
日
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
問
題
意

識
は
、
研
究
の
幅
を
狭
め
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
世
俗
の

時
代
で
あ
る
近
代
を
克
服
す
べ
き
だ
と
い
う
問
題
意
識
で
中
世
を

研
究
す
れ
ば
、
宗
教
の
時
代
と
し
て
の
一
面
だ
け
が
切
り
取
ら
れ

て
し
ま
う
。
研
究
者
の
問
題
意
識
は
他
人
に
言
わ
れ
て
変
え
る
よ

う
な
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
危
険
に
も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

＊
引
用
文
中
の
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

注
（
1
）　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
拙
著
『
摂

関
院
政
期
思
想
史
研
究
』
翼
増
三
章

─
再
び
平
雅
行
「
破

綻
論
」
な
ど
に
答
う
」（『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二

三
、
二
〇
一
四
、
第
三
章
）
参
照
。

（
2
）　

舩
田
淳
一
「
中
世
宗
教
儀
礼
研
究
の
射
程

─
神
仏
を
め

ぐ
る
思
想
と
表
現
」（
序
章
、
書
き
下
ろ
し
）、『
神
仏
と
儀
礼
の

中
世
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
、
二
四
頁
。
た
だ
し
舩
田
は
、
だ

か
ら
親
鸞
を
研
究
し
な
く
て
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
な
く
、

評
者
も
、
だ
か
ら
儀
礼
研
究
を
止
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い

の
で
な
い
。

（
（
）　

末
木
の
用
法
で
「
冥
」「
顕
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
死
者
を
含

む
了
解
不
可
能
な
他
者
の
領
域
」「
神
仏
の
世
界
」
と
「
了
解

可
能
な
人
間
間
」
を
意
味
す
る
（
ぺ
り
か
ん
講
座
中
世
巻
「
総

論
」
二
一
頁
）。
た
だ
し
、
史
料
用
語
と
分
析
概
念
が
混
同
さ
れ
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て
お
り
従
い
得
な
い
。

    
付
記　

当
日
は
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
箇
所
を
中
心
に
、
末
木

担
当
巻
を
論
評
し
た
。
そ
れ
以
外
は
今
後
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
研
究
状
況
が
停
滞
す
れ
ば
、
相
互
批
判
は
生

じ
難
く
な
る
。
両
講
座
の
中
世
研
究
に
は
事
実
の
誤
認
や
論
理

の
飛
躍
、
陳
腐
な
通
念
、
新
奇
な
仮
説
な
ど
も
散
見
さ
れ
、
そ

れ
ら
を
検
証
す
る
こ
と
な
く
「
今
日
」「
未
来
」
に
役
立
て
よ
う

と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

  　

な
お
本
稿
は
、
平
成
廿
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研

究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 
（
早
稲
田
大
学
助
教
）
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