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［
二
〇
一
八
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集 

日
本
思
想
史
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
二
回
：
日
本
思
想
史
学
の
現
在
と
未
来

近
世
か
ら
近
代
へ
─
思
想
史
研
究
を
時
代
区
分
か
ら
救
い
出
す
に
は

─

松
田
　
宏
一
郎

一　

複
数
の
「
近
世
」

　

こ
の
報
告
は
、
慣
例
的
に
近
世
思
想
史
・
近
代
思
想
史
と
呼
ば
れ

て
き
た
領
域
を
、
研
究
関
心
の
必
要
上
ま
た
が
っ
て
作
業
を
す
る
場

合
に
、
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
論
的
問
題
と
、
時
代

区
分
に
言
及
し
た
論
文
の
記
述
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ

る
た
め
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
を
整
理
し
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

　

有
名
な
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
『
封
建
社
会
』（19（0

） 

は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
「
封
建
社
会
」
の
特
徴
と
し
て
①
交
流
生
活
の
沈
滞
と
貨

幣
流
通
の
萎
縮
、
②
系
族
・
国
家
に
よ
る
庇
護
の
弱
体
化
、
③
感
性

的
・
身
近
な
も
の
中
心
の
心
性
、
を
挙
げ
た
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の

状
態
か
ら
の
離
脱
が
近
代
の
開
始
（
初
期
近
代
、early m

odern

）
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
日
本
の
場
合
、
一
四
、五
世
紀

に
は
、
人
口
増
加
、
社
会
的
交
流
の
活
性
化
、
貨
幣
に
よ
る
交
換
の

活
性
化
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
徳
川
政
権
の
確
立
ま
で
は
、
国
家

は
比
較
的
弱
い
。
ま
た
貨
幣
供
給
は
徳
川
政
権
樹
立
後
も
か
な
り
の

間
不
安
定
で
あ
っ
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
封
建
社
会
」
モ
デ
ル
を
標
準

と
し
て
設
定
し
た
場
合
、
う
ま
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
事
象
が
見
ら
れ

る
と
い
う
の
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
で
も
同

様
で
あ
る
。

　

比
較
「
近
世
」
と
共
通
モ
デ
ル
の
試
み
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど

れ
だ
け
有
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
話
題
に
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19　近世から近代へ

な
っ
て
お
り
、「
近
世
」（early m

odern

） 

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
で

あ
る
と
同
時
に
複
数
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
が
浮
上
し
て

い
る
。「
近
世
化
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
本
学
会
で
も
二
〇
一
六

年
の
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

中
国
史
の
研
究
者
は
、
日
本
で
も
英
語
圏
で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
「
近
世
」
の
定
義
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

振
り
返
っ
て
お
く
と
、Joseph Fletcher 

の
よ
く
知
ら
れ
た
論
文
、

“Integrative H
istory: Parallels and Interconnections in the 

Early M
odern Period, 1500-1（0

）
1
（0” 

は
、
一
六
─
一
八
世
紀
に
起

き
た
地
球
の
北
半
球
の
「
近
世
化
」
に
つ
い
て
、
大
胆
な
ア
イ
デ
ア

の
提
示
を
試
み
た
も
の
で
、
①
人
口
増
加
、
②
社
会
変
化
の
加
速
、

③
地
方
都
市
の
成
長
、
④
都
市
商
業
階
級
の
成
長
、
⑤
宗
教
の
再
活

性
化
、
⑥
農
村
の
政
治
的
社
会
的
動
揺
、
⑦
遊
牧
の
よ
う
な
非
定
住

型
集
団
の
衰
退
、
を
そ
の
目
安
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
の
有

効
性
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
諸
方
面
か
ら
の
批
判
や
見
直
し
の
要
請

が
や
ま
な
い
。

　

ま
た
、early m

odernities 

と
い
う
複
数
形
の
言
い
方
を
わ
ざ

わ
ざ
使
う
こ
と
が
あ
る）

2
（

。
複
数
形
の early m

odernities 

を
意
識

的
に
用
い
た
成
果
の
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌 D

aedalus 

の
一
九

九
八
年
に
出
た Early M

odernities 

特
集
号
で
あ
る）

（
（

。
た
だ
し
、

こ
の D

aedalus 

の
「
近
世
」
特
集
は
、「
近
世
」
概
念
そ
の
も
の

で
は
な
く
「
公
共
圏
」
の
多
様
な
存
在
形
態
が
検
討
の
中
心
に
な
り
、

そ
の
問
題
意
識
に
即
し
て
、
中
国
、
日
本
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
南
ア
ジ

ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
対
象
と
す
る
研
究
が
載
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
扱

わ
れ
る
「
近
世
」
の
「
公
共
圏
」
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
し

て
相
互
に
類
似
性
と
実
際
の
関
連
を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
の
表
出
の

モ
ー
ド
は
多
様
で
複
数
的
で
あ
る
。

二　
「
近
世
化
」
と
徳
川
日
本
に
つ
い
て

　

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
英
語
圏
で

は
、
近
世
日
本
思
想
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
論
争
的
な
レ
ビ

ュ
ー
が
い
く
つ
か
書
か
れ
た
。
そ
の
う
ち
、Y

am
ashita, Bolitho, 

M
cM

ullen, O
om

s 

ら
の
論
文
が
代
表
的
か
と
思
わ
れ
る）

（
（

。
こ
れ
ら

は
研
究
方
法
に
つ
い
て
の
相
互
批
判
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
焦
点
は

Y
am

ashita 

の
論
文
で
あ
る
。Yam

ashita 

が
最
も
批
判
す
る
の
は
、

「
近
代
化
」
の
道
程
の
中
に
徳
川
時
代
を
位
置
づ
け
て
、
そ
の
達
成

度
を
測
定
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の Y

am
ashita 

の
研
究
動
向
批
評
に
対
し
て
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
の Jam

es M
cM

ullen 

が
反
論
し
た
。
テ
ク
ス

ト
を
で
き
る
だ
け
そ
の
時
代
に
書
か
れ
た
文
脈
に
即
し
て
正
確
に

読
む
と
い
う
、
歴
史
家
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
実
践

の
多
様
性
を
、Y

am
ashita 

は
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
。 

Y
am

ashita 
は
、
あ
ま
り
に
大
ま
か
に｢

近
代
化｣

の
視
線
を
非
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難
し
て
結
局
自
身
も
な
に
が
し
か
の
理
論
的
達
成
を
テ
ク
ス
ト
の
読

解
よ
り
優
先
し
て
い
る）

5
（

。
歴
史
家
と
し
て
、
現
在
か
ら
三
百
年
く
ら

い
前
の
思
想
家
の
考
え
て
い
た
こ
と
を
実
感
を
伴
っ
て
知
り
た
い

（
そ
し
て
、
努
力
す
れ
ば
そ
れ
を
知
り
う
る
と
考
え
て
い
る
）
研
究
者
に
と
っ

て
、M

cM
ullen 

の
議
論
は
、
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

時
に
我
々
は
、
歴
史
が
動
い
て
い
る
と
い
う
感
覚
や
こ
れ
は
ど
こ
に

向
か
う
の
だ
ろ
う
と
い
っ
た
行
き
先
へ
の
見
通
し
に
よ
っ
て
動
機
付

け
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た M

cM
ullen 

自
身
の
研

究
も
そ
う
い
っ
た
要
素
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　

で
は
近
代
化
を
自
明
の
経
路
と
す
る
議
論
と
は
距
離
を
と
っ
て
、

日
本
の
「
近
世
」
の
特
性
を
叙
述
す
る
方
法
は
ど
の
よ
う
に
し
て
見

出
さ
れ
る
の
か
。

　

D
aedalus 

か
ら
数
年
た
っ
て
、『
歴
史
学
研
究
』（
二
〇
〇
六
年
一

一
月
）
が
「「
近
世
化
」
を
考
え
る
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。
こ

の
号
は
、
従
来
の
日
本
史
研
究
が
日
本
固
有
の
「
近
世
」
の
肯
定
的

特
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
宮
嶋
博
史
の
「
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本

の
「
近
世
化
」

─
日
本
史
研
究
批
判
」
と
い
う
論
文
は
、
日
本
史

の
専
門
研
究
者
を
痛
烈
に
批
判
し
、
日
本
史
研
究
者
が
「
近
世
」
を

日
本
だ
け
の
特
殊
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
い
、
近
代
化
に
成
功

し
た
日
本
と
い
う
物
語
に
よ
り
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
宮
嶋
の
批
判
に
報
告
者
も
共
感
す
る
と
こ

ろ
が
多
い
。

　

し
か
し
い
く
つ
か
疑
問
も
発
生
す
る
。「
近
世
」
日
本
で
朱
子
学

が
実
践
道
徳
と
し
て
根
付
か
な
か
っ
た
の
は
、
宮
嶋
の
い
う
よ
う
な

「
近
世
化
」
へ
の
対
応
の
失
敗
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
？　

徳
川
期
の

農
業
生
産
は
小
農
に
依
存
し
て
お
り
、
封
建
領
主
は
農
村
経
営
に
直

接
関
与
し
て
い
な
い
。
徳
川
国
家
は
中
国
や
朝
鮮
の
よ
う
に
集
権
化

し
た
官
僚
国
家
を
形
成
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
失
敗
」
か
欠
陥
な

の
だ
ろ
う
か
。
宮
嶋
の
日
本
史
学
批
判
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
日
本

の
「
近
世
」
を
よ
り
開
か
れ
た
説
明
の
モ
ー
ド
に
の
せ
る
方
法
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

三　

Lost M
odernities? 

─
約
束
さ
れ
た
時
間
軸
の
歴
史
学
に
抗
し
て

　

最
近
よ
う
や
く
翻
訳
が
で
たH

ayden W
hite, M

etahistory 

（19（（. 

著
者
は
二
〇
一
八
年
五
月
に
亡
く
な
っ
た
）
に
、
同
じ
史
料
を
使
っ

て
も
歴
史
家
に
よ
っ
て
異
な
る
結
論
を
導
け
る
の
は
、
一
九
世
紀
の

歴
史
家
が
フ
ィ
ー
ル
ド
を prefigure

（「
予
示
」
と
で
も
訳
せ
る
か
。
邦

訳
で
は
、「
あ
ら
か
じ
め
形
象
化
す
る
」
と
、
開
い
て
訳
し
て
い
る
）
し
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

（
（

。
現
在
の
歴
史
学
も
結
局
同
じ
で
あ
る
。

結
論
の
見
通
し
（m

odality 

の
適
切
さ
の
実
感
）
を prefigure 

と
考
え

る
な
ら
、「
近
世
」
と
「
近
代
」、
あ
る
い
は
「
近
世
か
ら
近
代
へ
」

と
い
う
捉
え
方
そ
の
も
の
が
、prefigure 

で
あ
る
。
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21　近世から近代へ

　

そ
れ
は
し
か
た
な
い
と
し
て
も
、
注
意
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
「
時
間
」
と
い
う
軸
が
「
近
世
か

ら
近
代
へ
」
と
い
う
物
語
の
進
行
を
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

我
々
が
依
存
し
て
い
る
「
時
間
」
の
概
念
自
体
が
「
近
世
か
ら
近
代

へ
」
と
い
う
物
語
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
ま
っ
た
く
の
約
束
事
な
の

で
あ
り
、「
時
間
」
の
進
行
は
叙
述
の
自
明
な
軸
に
は
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
？　
「
時
間
」
の
取
扱
に
挑
戦
的
な
研
究
は
も
ち
ろ
ん

存
在
す
る
。
ベ
ト
ナ
ム
お
よ
び
中
国
近
代
化
の
比
較
研
究
で
知
ら
れ

る W
oodside 

は
、Lost M

odernities

（200（. 

こ
れ
も
翻
訳
が
出
て

い
る
）
と
い
う
著
作
に
お
い
て
、
中
・
韓
・
越
・
日
の
中
央
集
権
的

権
力
と
官
僚
制
の
構
築
（
日
本
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
な
か
な
か
達
成
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
）
を
比
較
検
討
し
、
単
線
的
な
時
間
軸
の
上
に
近
代
化

達
成
度
を
査
定
す
る
の
は
知
的
に
建
設
的
で
な
い
と
し
、
特
に
西
洋

の
経
験
を
単
純
化
し
当
然
視
し
や
す
い
西
洋
圏
の
研
究
者
に
と
っ
て

（
日
本
の
研
究
者
に
そ
の
免
疫
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
が
）
有
害
で
あ
る
こ

と
を
説
い
て
い
る）

（
（

。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、「
近

世
か
ら
近
代
へ
」
と
い
う
書
き
方
は
や
め
た
ほ
う
が
よ
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
時
間
軸
を
無
限
に
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
に
分
裂
さ
せ
る
と
、

個
別
の
社
会
の
経
験
が
人
類
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
像
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き

な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　

そ
れ
で
も
と
り
あ
え
ず
、
ど
こ
か
で m

odernity 

が
開
始
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
前
と
後
と
、
あ
る
い
は
初
期
的
段
階
と

成
熟
段
階
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
た
と
え
ば
徳
川
体
制
の
も
と

で
あ
れ
ば
、
徳
川
政
権
を
主
要
な
標
識
と
し
た
あ
る
時
代
の
中
で

初
期
的 m

odernity 

が
観
察
さ
れ
る
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
あ
る
い
は
や
は
り m

odernity 

の
決
定
的
な
指
標
は
西
洋
化 

W
esternization 

に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
意
図
的
に
推
進
し
た
明

治
国
家
の
成
立
を
「
近
代
」
の
開
始
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
作
業
上
の
手
続
き
を
ま
っ
た
く
捨
て
去
る
の
は
な
か
な
か

困
難
で
あ
る
。

四　

暫
定
的
ま
と
め

　

と
り
あ
え
ず
、
思
想
史
に
固
有
、
あ
る
い
は
特
に
思
想
史
研
究
だ

か
ら
こ
そ
特
に
問
題
と
さ
れ
る
論
点
を
書
き
上
げ
て
み
た
い
。

　

①
魂
の
救
済
や
神
聖
な
る
も
の
に
つ
い
て

　

②
個
人
の
体
験
を
時
間
的
、
空
間
的
に
超
え
た
真
理
へ
の
関
心

　

③
自
己
と
他
者
と
の
関
係

　

④ 

よ
り
「
遅
れ
た
」
人
々
・
社
会
に
影
響
を
与
え
、
教
化
す
る
意

識
（
い
わ
ゆ
る
「
啓
蒙
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

　

①
徳
川
国
家
に
お
い
て
、
寺
社
は
そ
の
特
権
的
地
位
を
保
証
さ
れ

る
反
面
、
人
事
も
財
産
も
把
握
さ
れ
、
そ
の
活
動
を
モ
ニ
タ
ー
さ
れ

て
い
た
。
た
だ
し
徳
川
政
権
は
、
宗
教
組
織
が
人
々
の
魂
の
救
済
に
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役
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
は
コ
ミ
ッ

ト
し
な
い
。
知
識
人
が
堕
落
し
た
宗
教
組
織
を
揶
揄
し
て
も
処
罰
さ

れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
や
承
認
さ

れ
た
宗
教
組
織
に
組
み
込
ま
れ
な
い
宗
教
的
活
動
は
厳
し
く
罰
せ
ら

れ
る
（
薩
摩
藩
で
は
一
向
宗
を
禁
じ
て
い
た
）
が
、
こ
れ
は
魂
の
救
済
問

題
と
い
う
よ
り
は
、
行
政
管
理
の
攪
乱
に
対
す
る
処
罰
に
近
い
。
死

者
へ
の
宗
教
的
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
死
者
の
魂
へ
の
関
心
よ
り
も
、

生
き
て
い
る
人
々
の
心
と
社
会
生
活
上
の
態
度
に
も
た
ら
す
儀
礼
の

効
果
の
方
を
重
視
す
る
見
解
は
、
仁
斎
、
徂
徠
や
中
井
竹
山
、
山
片

蟠
桃
な
ど
、
見
つ
け
る
の
は
難
し
く
な
い
。
徳
川
期
の
儒
学
者
に
見

ら
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
あ
ま
り
に
も
人
々
の
常
識
に
反
し

た
迷
信
と
し
、
た
だ
愚
民
を
騙
す
手
段
で
し
か
な
い
と
い
う
論
法
は
、

そ
う
い
っ
た
態
度
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
徳
川

国
家
や
、
そ
の
下
で
暮
ら
す
人
々
の
心
性
が
ま
っ
た
く
世
俗
主
義
的

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
統
治
階
級
も
一
般
の
人
々

も
、
目
に
見
え
な
い
神
秘
的
な
力
を
信
じ
、
あ
る
い
は
怯
え
る
の
が

通
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
天
皇
家
も
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　

久
米
邦
武
が
「
神
道
の
話
」（
一
九
〇
八
年
）
で
岩
倉
使
節
団
の
頃

の
岩
倉
、
大
久
保
、
木
戸
の
キ
リ
ス
ト
教
を
迷
信
の
一
種
と
見
な
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
日
本
に
は
西
洋
人
の
よ
う
な
固
い
真
実
へ

の
信
仰
は
な
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
西
洋

諸
国
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
強
さ
を
思
い
知
っ
た
た
め
に
、
信
仰
と
い

う
も
の
の
力
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
も
あ
っ

て
、
明
治
国
家
を
動
か
し
た
エ
リ
ー
ト
は
、
天
皇
が
神
に
誓
っ
た
こ

と
で
国
家
権
力
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
一
応
は
守
ろ
う
と

し
た
。
こ
れ
を
「
近
代
」
的
と
呼
ぶ
べ
き
か
。

　

②
物
事
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
不
動
の
真
理
が
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、「
勢
」
こ
そ
が
人
と
事
物
の
あ
り
方
の
決
定
因
で
あ
る
と

い
う
考
え
は
徳
川
期
に
も
明
治
期
に
も
見
ら
れ
る
。、
西
洋
の
歴
史

学
を
学
び
、
文
明
の
発
展
法
則
と
い
っ
た
い
か
に
も
進
歩
主
義
的
な

物
語
に
影
響
を
受
け
た
歴
史
家
も
、
結
局
そ
れ
は
「
勢
」
で
あ
る
と

頭
の
中
で
翻
訳
し
て
い
る
。
福
澤
諭
吉
は
『
学
問
ノ
ス
ヽ
メ
』、『
文

明
論
之
概
略
』
で
「
時
勢
」
を
多
用
し
て
い
る
。
田
口
卯
吉
は
『
時

勢
論
』（
一
八
八
四
年
）
で
頼
山
陽
の
『
通
義
』（「
論
勢
」）
を
引
用
す

る
。「
勢
」
が
普
遍
的
な
法
則
と
い
う
よ
り
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

成
り
行
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
利
用
す
べ
き
で
は
あ
っ
て
も
逆
ら
う

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
種
の
規
範
力
を
示
し
て
い
る
点

で
は
、
中
国
古
典
の
引
照
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
「
近
世
」（
明
清
）

思
想
と
の
符
合
も
否
定
で
き
な
い）

（
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
勢
」
の

思
想
に
つ
い
て
は
、「
日
本
固
有
」
と
い
う
解
釈
は
適
切
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
が
「
近
代
」
を
先
取
り
し
た
も
の
だ
と
い
う
べ
き
か
ど

う
か
は
、
研
究
者
側
の
都
合
に
よ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

　

な
お
、
創
造
神
の
よ
う
な
絶
対
者
に
「
理
性
」
で
対
抗
し
な
け
れ

ば
「
近
代
」
思
想
と
い
え
な
い
と
い
っ
た
問
題
の
た
て
か
た
は
、
報
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23　近世から近代へ

告
者
は
疑
問
に
思
う
。
た
と
え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
リ
ス
ボ
ン
地
震

で
受
け
た
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
は
、
一
八
世
紀
的
で
あ
っ
て
、
一
九
世

紀
に
は
歴
史
主
義
（
こ
れ
も
「
勢
」
の
思
想
と
い
え
る
の
で
は
）
に
凌
駕

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

③
自
己
と
他
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
徳
川
体
制
崩
壊
が
明
ら

か
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
理
由
は
、
人
は
あ
ら
か
じ
め
そ

の
社
会
的
位
置
と
役
割
が
決
め
ら
れ
た
イ
エ
に
所
属
し
、
公
権
力
が

認
め
た
理
由
が
な
け
れ
ば
イ
エ
の
あ
る
ム
ラ
か
ら
の
移
動
や
イ
エ
が

担
っ
て
い
る
職
業
の
変
更
が
で
き
な
い
と
い
う
制
度
が
、
徳
川
体
制

の
崩
壊
と
と
も
に
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
個
人
に
幸
福

を
も
た
ら
し
た
か
否
か
と
い
う
判
断
は
別
に
し
て
、
徳
川
体
制
の
崩

壊
は
そ
れ
に
伴
う
大
き
な
社
会
的
変
化
を
生
み
、
個
人
の
生
き
方
に

大
き
く
影
響
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
も
人
々
の
生
活
の
ミ
ク
ロ
な

次
元
に
ま
で
浸
透
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
ま
た
人
と
人
と
の
委

任
・
依
頼
関
係
が
契
約
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
証
拠
と
し
て
文
書
化
さ

れ
る
傾
向
は
、
徳
川
体
制
の
下
で
見
ら
れ
た
の
で
、
そ
も
そ
も
体
制

の
崩
壊
の
方
が
社
会
的
変
化
の
後
追
い
だ
っ
た
と
い
う
（
ト
ク
ヴ
ィ

ル
『
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
』
の
よ
う
な
）
見
立
て
も
で
き
る
。
一

七
世
紀
あ
た
り
か
ら
村
の
内
部
で
、
一
八
世
紀
に
は
村
対
村
、
一
九

世
紀
に
は
個
人
対
個
人
の
業
務
委
任
関
係
の
証
拠
と
し
て
「
頼
み
証

文
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
形
式
が
整
っ
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

「
頼
み
証
文
」
に
よ
る
委
任
と
「
国
訴
」
の
展
開
を
結
び
つ
け
、「
近

代
」
的
政
治
的
代
表
制
を
準
備
し
た
も
の
と
読
み
込
も
う
と
す
る
研

究
も
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
「
近
世
的
」
百
姓
の
権
利
関
係
を
表
現
す

る
形
式
が
成
熟
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
反
論
も
あ
る）

9
（

。
結
局
、

こ
の
事
態
の
推
移
の
途
中
で
、
ど
こ
ま
で
が
「
近
世
」
で
、
ど
こ
か

ら
「
近
代
」
と
決
め
る
こ
と
に
は
、
何
か
歴
史
学
内
在
的
な
意
味
が

あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

④
開
国
よ
り
も
相
当
前
の
時
点
で
、
西
洋
列
強
の
植
民
地
支
配

に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
感
化
」
を
一
つ
の
要
素
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
本
多
利

明
『
西
域
物
語
』
は
、「
欧
羅
巴
諸
国
の
治
道
を
探
索
す
る
に
、
武

を
用
て
治
る
事
を
せ
す
、
只
徳
を
用
て
治
る
の
み
也
」
と
い
う
。
文

明
（
国
）
の
道
徳
的
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
発
想
は
、
西
洋
諸
国
の
間

で
多
様
か
つ
長
く
複
雑
な
歴
史
を
も
っ
て
い
た
が
、
日
本
で
も
様
々

な
形
を
と
っ
て
現
れ
た
。
日
本
の
政
権
も
、
そ
の
考
え
方
自
体
に
は

反
対
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
文
明
国
は
非
文
明
国
に
対
し
て

自
国
民
の
保
護
に
関
す
る
特
別
な
（
非
対
称
的
な
）
要
求
を
す
る
「
権

利
」
が
あ
る
と
い
う
主
張
へ
の
対
抗
に
も
苦
労
し
た
。

　

梁
啓
超
の
よ
う
な
中
国
の
知
識
人
に
も
、
同
様
の
反
応
が
見
ら
れ

る
。
彼
は
「
文
明
国
而
統
治
野
蛮
国
之
土
地
、
此
天
演
上
応
享
之
権

利
也
」
と
い
う
。「
権
利
」
と
い
う
も
の
が
人
間
の
存
在
に
関
す
る

原
則
と
い
う
よ
り
も
、
啓
蒙
の
（
文
明
化
の
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
恩

恵
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
こ
れ
は
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
明
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が
野
蛮
を
支
配
す
る
の
は
「
天
演
」（
進
化
の
法
則
）
が
認
め
る
権
利

だ
と
い
う
の
は
、
果
た
し
て
近
代
的
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

以
上
の
諸
点
の
先
、
あ
る
い
は
外
に
な
お
残
る
問
題
は
い
く
ら
で

も
考
え
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
が
出
揃
っ
た
「
近
代
」

の
出
発
点
な
ど
と
い
う
都
合
の
良
い
も
の
は
な
い
。
思
想
史
家
と
し

て
は
、
問
題
の
絡
ま
り
具
合
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
描
く
以
外
、
賢

い
選
択
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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