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［
二
〇
一
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

思
想
史
の
な
か
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア

コ
メ
ン
ト

：「
古
典
」
か
「
雑
誌
」
か

河 

野
　
有 

理

思
想
史
と
い
う
と
、
明
治
以
後
は
現
代
史
で
す
か
ら
、
特
別

に
訓
練
し
な
く
て
も
資
料
も
読
め
ま
す
し
、
書
誌
学
的
な
勉

強
も
必
要
と
し
な
い
。
す
く
な
く
と
も
学
問
的
分
業
の
上
か

ら
い
っ
て
日
本
の
思
想
史
の
研
究
と
な
る
と
ど
う
し
て
も
明

治
時
代
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
政

治
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
当
然
な
こ
と
で
す
が
、
ま
ず

儒
教
の
勉
強
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
（
丸
山
眞
男

『
文
明
論
之
概
略
を
読
む
』）

　

同
じ
「
文
系
」
研
究
者
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
あ
る
テ
ク
ス
ト

を
材
料
に
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
研
究
者
の
間
で
も
、
そ

の
テ
ク
ス
ト
の
扱
い
方
、
読
み
方
は
か
な
り
の
程
度
異
な
る
。
そ

れ
は
こ
の
学
会
に
い
る
多
く
の
人
が
実
感
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
様
性
が
、
た
と
え
ば
一
つ

の
共
通
の
「
古
典
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
調
和
へ
と
導

か
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
思
想
史
の
「
近
代
」
を
画
す
る
条
件
の
一
つ

に
、
こ
の
よ
う
な
「
古
典
」
の
不
在
が
あ
る
こ
と
も
こ
う
し
た
学

会
だ
か
ら
こ
そ
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
存
在
す
る
の
が
、
た
と
え

ば
「
雑
誌
」
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
場
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
で
あ
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
が
専
攻
す
る
政
治
思
想
史
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
そ
れ
は

妥
当
す
る
。
近
世
期
に
お
け
る
政
治
思
想
は
概
ね
、
儒
学
経
典
に

対
す
る
解
釈
の
試
み
と
し
て
、
あ
る
い
は
統
治
者
に
対
す
る
私
的
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な
建
言
と
し
て
表
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
期
以
降

の
政
治
的
主
張
は
、
新
聞
や
雑
誌
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
公
開
さ

れ
た
言
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
誇
張
を
含
ん
だ
戯
画
で
あ
る
が
、
大
筋
に
お

い
て
間
違
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

冒
頭
に
引
用
し
た
丸
山
眞
男
は
、
お
そ
ら
く
、
確
信
犯
的
に
こ

う
し
た
状
況
に
抗
し
よ
う
と
し
た
思
想
史
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
例

え
ば
福
沢
諭
吉
を
「
あ
た
か
も
古
典
の
よ
う
に
」
読
も
う
と
し
た

（「
本
書
は
あ
く
ま
で
『
文
明
論
之
概
略
』
と
い
う
近
代
日
本
の
古
典

─
私

は
こ
れ
を
古
典
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
が

─
に
即
し
た
思
想
的
注
釈
に
ほ
か

な
ら
な
い
」。
丸
山
眞
男
『
文
明
論
之
概
略
を
読
む
』）。
本
稿
冒
頭
の
引

用
に
お
け
る
よ
う
に
、
彼
の
明
治
研
究
に
お
い
て
書
誌
学
や
史
料

論
が
あ
た
か
も
軽
視
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
単

に
そ
の
当
時
の
明
治
史
が
ほ
ぼ
現
代
史
で
あ
っ
た
と
い
う
プ
ラ
ク

テ
ィ
カ
ル
な
事
情
だ
け
で
な
く
、「
古
典
」
と
し
て
読
む
た
め
の

歴
史
主
義
的
読
解
の
い
わ
ば
「
方
法
」
的
軽
視
と
い
う
側
面
が
あ

っ
た
こ
と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

丸
山
の
福
沢
論
は
成
功
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
丸
山
自
身
の
技

量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
対
象
が
福
沢
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
要
素
も

お
そ
ら
く
大
き
い
。
以
後
の
研
究
史
は
、
丸
山
が
福
沢
に
適
用
し

た
方
法
を
他
の
思
想
家
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
失
敗
し
て
き
た

歴
史
と
見
え
な
く
も
な
い
。
福
沢
以
外
の
思
想
家
を
彼
ら
が
福
沢

に
似
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
「
群
小
思
想
家
」
な
ど
と
評
価
せ

ざ
る
を
得
な
い
始
末
だ
っ
た
。
丸
山
の
成
功
の
副
作
用
は
大
き
か

っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
路
線
を
す
べ
て
の
政
治
思
想
史
研
究

者
が
拳
拳
服
膺
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
福
沢
の
「
哲
学
」
で

は
な
く
そ
の
「
戦
略
」
を
問
題
に
し
た
平
石
直
昭
が
、
た
と
え

ば
、
そ
の
別
様
の
道
を
追
求
し
た
例
で
あ
る
（
平
石
直
昭
「
福
沢
諭

吉
の
戦
略
構
想

─
「
文
明
論
之
概
略
」
期
ま
で
を
中
心
に
」
一
九
九
九
年
）。

福
沢
の
『
学
問
の
す
す
め
』
を
、
丸
山
の
よ
う
に
い
わ
ば
哲
学

書
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
歴
史
的
状
況
に
深
く

規
定
さ
れ
た
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
読
も
う
と
す
る
そ
の
姿

勢
は
、
松
田
宏
一
郎
に
よ
る
陸
羯
南
研
究
に
つ
い
て
も
見
て
と

る
こ
と
が
出
来
よ
う
（
松
田
宏
一
郎
『
陸
羯
南

─
自
由
に
公
論
を
代
表

す
』
二
〇
〇
八
年
）。

　
「
近
代
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
史
料
と
し
て
読
む
こ
と
に
、
私
た

ち
は
ど
れ
ほ
ど
〝
意
識
的
〟
で
あ
ろ
う
か
」（
中
野
目
徹
「『
明
六

雑
誌
』
の
異
刷
本
に
つ
い
て
」、『
書
生
と
官
員
』
二
〇
〇
二
年
）
と
問
い

か
け
ら
れ
、「
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
史
料
と
し
て
の
雑
誌
を
い

か
に
解
読
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
の
が
私
の
研
究
課
題
の
一

つ
」（
同
）
と
さ
れ
る
中
野
目
氏
が
、
や
は
り
、
こ
う
し
た
意
味

で
の
「
古
典
」
よ
り
も
「
雑
誌
」
の
立
場
に
拠
っ
て
い
る
で
あ
ろ
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う
こ
と
は
見
や
す
い
。
ま
た
、
丸
山
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
研
究
を
、

「
む
し
ろ
、
問
題
は
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
「
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア

に
比
し
て
も
一
層
低
級
か
つ
荒
唐
無
稽
な
内
容
」
と
切
り
捨
て
た

こ
と
で
、
そ
の
後
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
が
『
キ
ン
グ
』
の
よ
う
な

大
衆
雑
誌
の
分
析
に
向
か
う
道
を
塞
い
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
佐

藤
卓
己
『「
キ
ン
グ
」
の
時
代

─
国
民
大
衆
雑
誌
の
公
共
性
』
二
〇
〇
二

年
）
と
す
る
佐
藤
氏
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
お
二
人
を
「
雑
誌
」
の
人
と
い
う
形
で
一
く
く
り

に
す
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
一
方
は
、
思
想
史
の
内
部
で

メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
考
え
て
こ
ら
れ
、
他
方
は
、
思
想
史
の
外
部

か
ら
、
思
想
史
を
相
対
化
す
る
形
で
メ
デ
ィ
ア
論
の
問
題
と
し
て

こ
の
問
題
を
考
え
て
こ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
さ
ら
に
対

象
と
す
る
時
代
自
体
に
起
き
た
変
化
に
よ
っ
て
、
方
法
上
正
当
化

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
永
嶺
重
敏
『〈
読
書
国
民
〉
の

誕
生

─
明
治
（0
年
代
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
読
書
文
化
』（
二
〇
〇

四
年
）
を
補
助
線
に
、
明
治
三
十
年
代
の
博
文
館
文
化
、
大
衆
化

や
国
民
化
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
分
水
嶺
に
し
て
、
そ
れ
以
前

が
中
野
目
氏
の
、
そ
れ
以
後
が
佐
藤
氏
の
メ
イ
ン
の
研
究
領
域
で

あ
る
と
仮
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
雑
誌
」
が
結
社
の
政
治
的

主
張
の
素
直
な
反
映
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
時
代
と
、
そ
う

で
は
な
い
時
代
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
思
想
が
あ
る
意
味
い

か
に
も
思
想
ら
し
い
時
代
と
、
思
想
が
商
品
と
し
て
、
検
閲
と
い

う
政
治
的
な
制
約
条
件
を
有
し
つ
つ
、
資
本
の
最
大
化
を
目
指
す

運
動
と
し
て
理
解
し
た
方
が
適
切
な
時
代
と
い
う
よ
う
に
。

　

だ
が
、「
方
法
」
と
「
対
象
」
の
微
細
な
違
い
に
こ
だ
わ
る
よ

り
は
、「
雑
誌
」
の
人
と
い
う
大
き
な
く
く
り
の
方
が
生
産
的
な

場
合
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
お
二
人
の
「
方
法
」
は
本
当
に

違
う
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
佐
藤
氏
は
、
ご
自
分
の
研
究
を
思

想
史
と
差
異
化
す
る
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
比
較
的
多

い
よ
う
に
お
見
受
け
す
る
が
、
評
者
自
身
は
佐
藤
氏
の
ご
研
究
を

思
想
史
研
究
と
し
て
愛
読
す
る
も
の
で
あ
る
（
反
対
に
、
佐
藤
氏
が

「
思
想
史
」
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
）。
昨

年
度
、
本
研
究
大
会
で
も
議
論
し
た
よ
う
に
、「
思
想
史
」
の
方

法
は
、
い
く
つ
か
の
明
確
な
「
禁
則
事
項
」
を
共
有
し
つ
つ
も
、

基
本
的
に
は
多
様
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
概
念
の
外
延
を
拡
張
し
す

ぎ
る
〈
帝
国
主
義
的
〉
態
度
は
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
先
の
「
古

典
」・
哲
学
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
ば
、
テ
ク
ス

ト
を
権
力
獲
得
の
た
め
の
「
武
器
」
と
み
な
す
読
解
も
、
テ
ク
ス

ト
を
資
本
の
最
大
化
を
目
指
す
「
商
品
」
と
み
な
す
読
解
も
、
大

し
た
違
い
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
（
お
そ
ら
く
こ
の
三
つ

と
も
さ
し
た
る
無
理
な
く
「
思
想
史
」
と
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
）。

　

ま
た
、
対
象
に
つ
い
て
も
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
両
氏
の
御

報
告
を
う
か
が
っ
て
改
め
て
感
じ
た
の
は
、
日
本
の
「
近
代
」
の

短
さ
と
容
易
に
裁
断
を
許
さ
な
い
そ
の
混
沌
で
あ
る
。
明
治
・
大

日本思想史学49-シンポ-河野有理氏【再校】　　［出力］ 2017年9月27日　午後4時4分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学49〈2017〉　26

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
正
・
昭
和
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
三
宅
雪
嶺
は
そ
の
間
ず
っ
と
生

き
て
発
言
し
て
い
た
。
そ
し
て
野
依
と
雪
嶺
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
意

味
で
対
照
的
人
間
に
見
え
る
両
者
の
関
係
は
と
て
も
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。

雪
嶺
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
柳
田
泉
著
『
哲
人
三
宅
雪
嶺
』

（
昭
和
三
十
一
年
、
実
業
之
世
界
社
）
が
も
っ
と
も
委
曲
を

つ
く
し
た
本
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
本
の
巻
末
に
著
作

目
録
が
あ
る
が
、「
実
業
之
世
界
社
」
か
ら
出
版
し
た
本
が

じ
つ
に
多
い
こ
と
に
驚
く
…
…
野
依
は
「
脅
迫
罪
」
で
懲
役

刑
を
受
け
、
世
間
の
評
判
は
良
く
な
か
っ
た
。「
会
社
ゴ
ロ
」

と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
物
を
雪

嶺
は
近
づ
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
著
書
の
多
く
の
出
版
を
ゆ

る
し
た
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
わ
け
か
、
そ
う
い
う
疑
問

に
答
え
る
記
述
は
、
柳
田
の
本
に
は
一
行
も
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
雪
嶺
、
そ
し
て
野
依
と
い
う
人
物
の
真
実
は
、
こ
の

空
白
の
部
分
に
こ
そ
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
小
島
直
記

「
四
尺
八
寸
七
分
の
男�

三
宅
雪
嶺
と
野
依
秀
市
」、『
日
本
策
士
伝
』
一

九
八
九
年
）

　

い
わ
ば
「
思
想
」
人
間
そ
の
も
の
に
見
え
る
雪
嶺
と
、「
メ
デ

ィ
ア
」
人
間
（
佐
藤
卓
己
氏
の
表
現
）
そ
の
も
の
に
見
え
る
野
依
の

こ
の
親
し
さ
、
そ
し
て
共
闘
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
。
そ
の
こ
と

は
こ
の
短
く
て
混
沌
と
し
た
日
本
の
「
近
代
」
思
想
史
を
考
え
る

鍵
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。「
雑
誌
を
読
む
」
こ
と
を
研
究
上
の
主
た

る
生
業
と
す
る
研
究
者
同
士
が
、
対
象
と
方
法
の
違
い
に
関
わ
ら

ず
、
半
ば
意
図
せ
ず
し
て
協
同
す
る
可
能
性
を
見
せ
ら
れ
た
思
い

が
し
た
。

�

（
首
都
大
学
東
京
教
授
）
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