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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

：〈
日
本
思
想
史
〉
は
存
立
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
?

澤
井

　
啓
一

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
は
、『
岩
波
講
座 

日
本
の
思

想
』（
岩
波
書
店
）
が
完
結
し
、
さ
ら
に
『
日
本
思
想
史
講
座
』（
ぺ

り
か
ん
社
）
も
ほ
ぼ
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
紀
念
」
す
る
も

の
だ
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
二
つ
の
企
画
に
は
日

本
思
想
史
学
会
に
関
わ
る
多
く
の
会
員
が
寄
稿
し
て
お
り
、
そ
の

こ
と
自
体
、〈
日
本
思
想
史
〉
と
い
う
研
究
分
野
の
発
展
を
意
味

し
て
い
て
、
ま
こ
と
に
慶
賀
に
堪
え
な
い
。
た
だ
、
私
自
身
は
日

本
思
想
史
学
会
の
会
員
で
あ
る
も
の
の
、
大
会
な
ど
に
は
あ
ま
り

参
加
せ
ず
、
熱
心
な
会
員
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
上
記
の
二
つ
の

企
画
に
も
短
い
文
章
を
寄
せ
て
は
い
る
が
、〈
日
本
思
想
史
〉
と

い
う
研
究
分
野
に
特
別
な
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、〈
日
本
思
想
史
〉
の
外
縁
に
位
置
す
る

者
と
し
て
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
と
思
う
。
発
題
の
お
二
人
に
は
優

秀
な
若
い
研
究
者
か
ら
の
鋭
い
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
私
の
も
の
は
俯
瞰
的
か
つ
懐
古
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お

断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

私
が
日
本
思
想
史
学
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
七
〇
年
代

の
中
頃
、
こ
の
学
会
は
東
北
大
学
を
中
心
と
す
る
マ
イ
ナ
ー
な
も

の
に
過
ぎ
な
く
、
大
会
に
参
加
し
て
発
表
す
る
に
も
毎
年
仙
台
ま

で
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
、
そ
の
当
時
は
〈
日

本
思
想
史
〉
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
よ
り
も
活
発
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
。
た
だ
、
歴
史
学
・
倫
理
学
・
文
学
・
宗
教
、
さ
ら
に
は
政

治
思
想
史
と
い
う
領
域
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
活
動
し
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て
い
た
。
丸
山
眞
男
が
指
摘
し
た
「
タ
コ
ツ
ボ
」
の
よ
う
に
、
で

あ
る
。

　

歴
史
学
や
文
学
の
領
域
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
相
違
も
あ

っ
て
、
い
く
つ
か
の
対
立
す
る
学
会
が
作
ら
れ
、
時
代
の
変
化
に

対
応
し
、
ま
た
相
互
の
相
違
を
意
識
す
る
よ
う
な
大
会
テ
ー
マ
が

毎
年
の
よ
う
に
立
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
倫
理
学
や
政
治
思
想

史
で
は
、「
本
場
」
で
あ
る
西
洋
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
人
々

─
「
近
代
日
本
人
」
の
典
型
の
よ
う
な
人
々
も
多
く
、
私
な
ど

も
学
生
時
代
に
西
洋
思
想
の
高
名
な
研
究
者
か
ら
「
日
本
に
思
想

な
ど
あ
り
ま
す
か
?
」
と
真
顔
で
問
い
た
だ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た

─
と
と
も
に
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
〈
日
本
思
想
史
〉
研
究
は
方
法
論
的
に
鍛

え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
悪
い
面
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
。

　

そ
の
頃
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領

域
か
ら
日
本
思
想
史
学
会
に
入
り
、
多
く
の
場
合
は
二
足
あ
る
い

は
三
足
の
「
わ
ら
じ
」
を
履
く
と
い
う
状
態
で
あ
る
に
し
て
も
、

〈
日
本
思
想
史
〉
と
い
う
研
究
分
野
で
活
躍
す
る
人
々
が
増
え
た

こ
と
は
喜
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
私
と
同
世
代
の

黒
住
真
氏
を
始
め
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
学
会
運
営
に
携
わ
っ
て
き

た
人
々
の
、
専
門
領
域
を
越
え
た
交
流
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
学
会
の
事
業
と
し
て
当
事
者

た
ち
に
「
聞
き
書
き
」
さ
れ
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
私
自
身

は
ほ
と
ん
ど
傍
観
者
の
位
置
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
時
に

は
か
れ
ら
に
誘
わ
れ
て
会
合
な
ど
に
参
加
し
、
学
会
の
会
員
が
増

え
る
と
と
も
に
〈
日
本
思
想
史
〉
と
い
う
研
究
分
野
が
次
第
に
姿

を
現
し
て
く
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
最
初
に
触
れ
た
二
つ
の
企
画
の
よ
う
に

編
集
か
ら
執
筆
ま
で
多
く
の
会
員
が
関
与
す
る
と
い
う
状
況
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
七
〇
年
代
に
出
版
さ
れ
、〈
日
本
思
想
史
〉
と

銘
打
っ
た
講
座
物
と
し
て
は
お
そ
ら
く
日
本
最
初
で
あ
っ
た
石

田
一
良
・
古
川
哲
史
編
集
の
『
日
本
思
想
史
講
座
』（
全
一
〇
巻
、

雄
山
閣
）、
八
〇
年
代
前
半
に
出
版
さ
れ
た
相
楽
亨
・
尾
藤
正
英
・

秋
山
虔
編
集
の
『
講
座
日
本
思
想
』（
全
五
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
）

な
ど
が
、
歴
史
や
倫
理
学
な
ど
か
ら
の
「
寄
せ
集
め
」
と
言
っ
た

印
象
を
拭
え
な
い
こ
と
に
較
べ
た
ら
、
め
ざ
ま
し
い
発
展
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
や
は
り
七
〇
年
代
に
い
く
つ
も
の
出

版
社
か
ら
だ
さ
れ
た
原
典
資
料
集
に
お
い
て
、
書
き
下
し
や
現
代

語
訳
、
そ
れ
以
上
に
注
釈
の
作
成
に
関
し
て
〈
日
本
思
想
史
〉
の

研
究
者
と
目
さ
れ
た
人
々
が
ほ
と
ん
ど
活
躍
で
き
な
か
っ
た
こ
と

の
「
雪
辱
」
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
出

版
業
界
の
事
情
も
あ
る
の
で
簡
単
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
将
来
の

課
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
〈
日
本
思
想
史
〉
と
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い
う
研
究
分
野
は
、
け
っ
し
て
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
領
域
の
た
ん
な
る
「
寄
せ
集
め
」
か
ら
は

す
で
に
脱
却
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
状
況
は
、
私

の
目
に
は
ゆ
る
や
か
な
人
々
の
結
び
つ
き
に
よ
る
、
ぼ
ん
や
り
と

し
た
「
共
通
感
覚
」
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
さ
き
の
二
つ
の
企
画
に
お
い
て
も
同
様
だ

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ぺ
り
か
ん
社
の
『
日
本
思
想
史
講
座
』
は
、
時
代
別
の
構
成
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
と
り
た
て
て
問
題
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

雄
山
閣
版
が
当
時
の
世
相
を
反
映
し
て
「
日
本
人
論
」
と
い
う
項

目
を
立
て
て
い
た
の
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
い
。
そ

れ
だ
け
「
歴
史
学
」
の
区
分
と
し
て
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近

現
代
と
い
う
分
け
方
が
定
着
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
近
接
す

る
中
国
思
想
史
や
韓
国
・
朝
鮮
思
想
史
の
領
域
で
、「
ア
ジ
ア
的

近
世
」（
岸
本
美
緒
）
や
「
儒
教
的
近
代
」（
宮
嶋
博
史
）
と
い
っ
た

議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
に
較
べ
る
と
、
な
ん
と
も
「
無
風
」

の
、「
鎖
国
時
代
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
情
景
で
あ
る
。
最
近

は
「
近
代
」
の
研
究
者
も
増
え
て
き
た
も
の
の
、「
中
世
」「
近

世
」
は
依
然
と
し
て
多
く
の
会
員
が
集
ま
っ
て
い
る
領
域
で
あ
り

続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
中
世
＝
仏
教
、
近
世
＝
儒
教
と
い
う
区

別
は
会
員
の
「
棲
み
分
け
」
に
は
適
し
て
い
よ
う
が
、〈
思
想
〉

と
い
う
人
間
の
営
為
を
対
象
と
し
て
扱
う
以
上
、
そ
れ
だ
け
で
よ

い
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
戒

を
込
め
て
の
疑
問
で
あ
る
。

　
『
岩
波
講
座 

日
本
の
思
想
』
の
方
は
、
東
大
出
版
会
版
に
呼
応

す
る
よ
う
な
テ
ー
マ
別
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
東
大
出

版
会
版
が
「
美
」「
時
間
」「
秩
序
」
と
い
っ
た
個
別
の
概
念
を
取

り
あ
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
自
然
と
人
為
」「
身
と
心
」「
秩

序
と
規
範
」
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
て
い

る
。
な
に
ゆ
え
に
こ
う
し
た
テ
ー
マ
の
立
て
方
を
し
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
〈
日
本

思
想
史
〉
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
丸
山
眞
男
の
「
発
想
＝

方
法
」
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
近
代
主
義
的
な
方
法
論
な
の
で
あ
る
。

丸
山
が
「
自
然
と
作
為
」
や
「
正
統
と
異
端
」、
さ
ら
に
は
「
忠

誠
と
反
逆
」
な
ど
と
い
っ
た
、
一
見
す
る
と
対
立
的
に
見
え
る
概

念
を
用
い
て
、
近
代
化
に
向
か
う
潮
流
と
そ
れ
を
阻
む
基
層
的
＝

日
本
的
な
潮
流
と
の
対
立
と
い
う
構
図
を
描
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

〈
日
本
の
思
想
史
〉
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
近
代
化
」
と
い
う
物
語
を
語
る
こ
と

は
、
現
在
で
は
も
は
や
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
は
受
け
と
め
ら
れ

て
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ざ
方
法
的

に
語
ろ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
形
で
頭
を
も
た
げ
て
く
る
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
自
戒
を
込
め
て
の
指
摘
で
あ
る
。

　

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
〈
日
本
思
想
史
〉
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
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究
領
域
か
ら
の
「
集
合
体
」
で
あ
る
。
方
法
論
も
そ
れ
ぞ
れ
の
出

身
母
体
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
そ
れ
に
あ
え
て
異
を

唱
え
な
い
と
い
う
「
暗
黙
の
了
解
」
の
も
と
に
成
り
た
っ
て
い

る
。
す
く
な
く
と
も
、
私
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
た
が
っ

て
、〈
日
本
思
想
史
〉
は
、
方
法
的
に
で
は
な
く
、
じ
つ
は
素
材

対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
日
本
〉
に
よ
っ
て
存
立
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
素
材
対
象
が
本
当
に
〈
日
本
〉
で
あ
る

の
か
、
な
ぜ
そ
う
断
定
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た

と
た
ん
、
私
た
ち
は
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
何

も
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。〈
日
本

思
想
史
〉
が
、
丸
山
眞
男
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
タ
コ
ツ
ボ
」
で
は

な
く
「
サ
サ
ラ
」

─
正
確
に
は
丸
山
の
言
う
「
サ
サ
ラ
」
を
転

倒
さ
せ
た
形
で
あ
ろ
う

─
と
な
る
よ
う
な
日
が
来
る
の
か
、
い

ま
の
私
は
か
つ
て
の
丸
山
ほ
ど
に
は
楽
観
的
で
は
な
い
。
元
来
は

素
材
対
象
に
過
ぎ
な
い
は
ず
な
の
に
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
過

剰
に
ま
で
肥
大
し
た
〈
日
本
〉
と
い
う
幻
影
に
私
た
ち
は
吞
み
込

ま
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

 

（
恵
泉
女
学
園
大
学
名
誉
教
授
）
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