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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

総
括
質
問

佐
藤
　
弘
夫

　

日
本
思
想
史
学
会
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
昨
年
に
引
き
続

い
て
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、「
日
本
思
想
史
学

の
現
在
と
未
来
」
で
あ
る
。
大
会
委
員
会
は
こ
の
テ
ー
マ
に
、
日

本
思
想
史
と
い
う
学
問
の
持
つ
国
際
的
視
点
と
現
代
社
会
へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
性
を
再
発
見
し
、
そ
の
豊
か
な
可
能
性
を
引
き
出
そ
う

と
す
る
意
図
を
込
め
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
日
本
列
島
上
で
行
わ

れ
て
き
た
思
想
的
営
為
が
決
し
て
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
、
現
代

に
お
い
て
も
積
極
的
意
義
を
持
つ
点
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
そ
れ

が
各
時
代
の
抱
え
る
歴
史
的
課
題
に
対
す
る
人
々
の
対
応
で
あ
る

こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。「
古
代
か
ら
中
世
へ
」「
中
世
か

ら
近
世
へ
」「
近
世
か
ら
近
代
へ
」
と
い
う
切
り
口
で
時
代
の
転

換
期
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
う
し
た
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
私
は
、
三
本
の
報
告
の
う
ち
、
冨
樫
氏
・
賴
住
氏
の
二
つ
を

主
と
し
て
取
り
上
げ
、
総
括
質
問
と
し
て
の
責
を
果
た
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
冨
樫
進
氏
の
「
古
代
か
ら
中
世
へ

─
行
基
像
の
変

容
と
そ
の
思
想
史
的
意
義
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
報
告
は
、

「
行
基
文
殊
化
身
説
」
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
が
古
代
か
ら
中
世

へ
の
転
換
の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
み
せ
た
か
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
『
日
本
霊
異
記
』『
三
宝
絵
』『
扶
桑
略

記
』
と
い
う
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
行
基

像
の
変
貌
を
辿
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。

　
「
自
土
の
奇
し
き
事
」
＝
霊
験
譚
の
収
集
を
目
的
と
し
た
九
世

紀
初
頭
の
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、
行
基
が
文
殊
の
化
身
で
あ
る

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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こ
と
は
、
大
部
屋
栖
野
古
と
い
う
一
人
物
が
仮
死
状
態
に
お
い
て

確
認
し
た
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
人
物
は
関
わ
っ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
〇
世
紀
末
の
『
三
宝
絵
』
に
な
る
と
、
東

大
寺
供
養
の
折
に
行
基
が
難
波
に
婆
羅
門
僧
正
菩
提
僊
那
を
迎
え

て
和
歌
を
唱
和
す
る
中
で
、
行
基
が
文
殊
の
化
身
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
菩
提
僊
那
と
い
う
外
国
人
が
ス
ト
ー
リ
ー
内
部

に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
仏
教
〈
東
流
〉
に
伴
う

天
竺
仏
教
と
中
国
仏
教
の
衰
微
、
そ
し
て
日
本
仏
教
の
興
隆
へ
の

確
信
と
い
う
広
い
文
脈
の
中
で
行
基
文
殊
化
身
説
が
説
か
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
冨
樫
氏
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
は
ま
だ
天
竺
僧
と
し
て
の

菩
提
僊
那
が
、
物
語
の
な
か
で
有
効
な
機
能
を
果
た
す
に
は
至
っ

て
い
な
い
と
い
う
。
一
一
世
紀
末
の
『
扶
桑
略
記
』
に
至
っ
て
、

奝
然
の
ご
と
き
国
境
を
超
え
る
巡
礼
僧
の
姿
が
菩
提
僊
那
に
投
影

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
親
や
故
郷
を
捨
て
て
文
殊
を
思
慕
す

る
菩
提
僊
那
の
人
物
像
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

行
基
の
文
殊
化
身
説
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
す
る
に
至
る
。
文
殊

菩
薩
の
感
見
が
菩
提
僊
那
の
来
日
の
真
の
目
的
と
す
る
こ
の
説
話

が
、
中
世
に
広
く
流
布
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

冨
樫
氏
は
、
こ
う
し
て
行
基
文
殊
化
身
説
が
中
世
に
向
け
て
日

本
を
超
え
た
三
国
の
広
が
り
に
お
い
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
、
ま
っ
た
く
逆
方
向
に

み
え
る
内
向
き
の
信
仰
を
呼
び
覚
ま
し
て
行
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
時
期
、
五
台
山
の
一
部
が
日
本
に
飛
来
し
て
吉
野
・
金
峰
山

と
な
っ
た
と
い
う
説
話
が
流
布
す
る
。
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の

政
治
的
緊
張
に
よ
っ
て
天
竺
・
五
台
山
が
聖
地
と
し
て
の
求
心
力

を
失
っ
た
こ
と
と
表
裏
を
な
す
現
象
で
あ
り
、
中
世
に
お
け
る
神

国
思
想
や
三
国
観
に
み
ら
れ
る
日
本
中
心
主
義
に
つ
な
が
っ
て
行

く
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　

冨
樫
氏
の
発
表
は
、
多
彩
な
史
料
を
用
い
、
そ
れ
を
精
緻
に
読

み
込
ん
で
い
く
作
業
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
た
き
わ
め
て
高
い

レ
ベ
ル
の
内
容
で
あ
り
、
今
回
の
論
証
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
ま

っ
た
く
隙
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
の
質
問

で
あ
る
が
、
第
一
に
、「
要
旨
集
」
で
予
告
さ
れ
た
「
滅
罪
・
懺

悔
の
対
象
と
し
て
の
文
殊
像
」
か
ら
「
社
会
福
祉
的
利
他
行
の
実

践
者
と
し
て
の
文
殊
像
」
へ
の
転
換
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
つ
い
て
、

今
回
は
十
分
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
発
表
内
容

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
も
う
少
し
知
り
た
い
と
思

っ
た
。
中
世
に
向
け
て
の
文
殊
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
は
大
変
興
味

深
い
指
摘
で
あ
る
だ
け
に
、
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
三
国
伝
来
」
の
観
念
が
流
通
し
、
世
界
観
が
ア
ジ

ア
へ
と
広
が
っ
て
行
く
よ
う
に
み
え
る
中
世
成
立
期
に
お
い
て
、

日
本
中
心
的
な
史
観
が
根
を
下
ろ
し
て
行
く
と
い
う
指
摘
は
き
わ

め
て
刺
激
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
期
は
一
方
で
は
浄
土
信
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27　総括質問　
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仰
や
密
教
の
革
新
運
動
が
生
起
し
、
人
々
の
間
に
定
着
し
て
い
く

と
き
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
鎌
倉
仏
教
」
に
看
取
し
う
る
よ

う
に
、
人
種
や
性
別
に
よ
る
差
別
を
設
け
な
い
普
遍
的
な
救
済
理

論
も
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
中
心
主
義
の
志
向
と
普
遍

的
な
救
済
理
論
の
模
索
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
相
反
す
る

よ
う
に
み
え
る
こ
の
二
つ
の
動
き
を
ど
の
よ
う
に
統
一
的
に
解
釈

す
べ
き
か
、
見
通
し
を
ご
披
露
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

賴
住
光
子
氏
の
「
中
世
か
ら
近
世
へ

─
道
元
の
時
間
論
か
ら

見
た
卍
山
道
白
に
お
け
る
「
復
古
」
に
つ
い
て
」（
報
告
原
題
）
は
、

江
戸
前
期
の
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
僧
侶
で
あ
る
卍
山
道
白
に
焦
点

を
合
わ
せ
、
そ
の
改
革
運
動
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
思
想
史
的

意
味
を
も
つ
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

卍
山
は
教
団
改
革
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
曹
洞
宗
の
原
点

と
し
て
の
道
元
に
帰
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
し
き
り
に
「
復

古
」
を
提
唱
し
た
。
中
世
の
禅
宗
に
お
い
て
は
、
対
面
し
て
直
接

師
か
ら
相
承
を
受
け
る
「
人
法
」
で
は
な
く
、
各
寺
院
に
伝
わ
る

法
脈
を
受
け
継
ぐ
「
伽
藍
法
」
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
各
寺
院
の
相
対
的
な
自
立
度
が
高
か
っ
た
中
世
固
有
の

宗
派
組
織
の
あ
り
方
が
存
在
し
た
。
卍
山
は
こ
れ
を
真
っ
向
か
ら

批
判
し
、
多
元
的
な
伽
藍
法
を
や
め
て
、
起
点
と
し
て
の
道
元
に

始
ま
る
単
一
の
宗
統
に
一
本
化
し
た
上
で
、
面
授
に
よ
る
そ
の
相

承
を
主
張
し
た
。
卍
山
に
と
っ
て
は
、
こ
の
方
法
こ
そ
が
道
元
本

来
の
意
図
に
叶
う
も
の
と
み
え
た
の
で
あ
る
。

　

卍
山
の
宗
統
復
古
運
動
は
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
中
世
的
な
多
元

性
の
喪
失
を
加
速
化
さ
せ
た
。
卍
山
は
祖
師
道
元
を
至
上
視
し
て

復
帰
す
べ
き
唯
一
の
原
点
と
規
定
し
た
が
、
中
世
の
曹
洞
教
団
で

は
道
元
以
外
に
も
如
浄
や
栄
西
な
ど
帰
る
べ
き
複
数
の
原
点
を
有

す
る
こ
と
が
普
通
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
卍
山
が
試
み
た
改
革
は
、

彼
自
身
の
主
観
か
ら
す
れ
ば
教
団
を
道
元
の
時
代
ま
で
引
き
戻
そ

う
と
す
る
復
古
の
試
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、
客
観
的
な
視
点
か
ら

見
れ
ば
、
そ
の
運
動
の
根
底
に
は
近
世
的
な
発
想
が
通
底
し
て
お

り
、
そ
れ
は
道
元
の
思
想
に
反
す
る
内
容
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。

卍
山
の
改
革
は
彼
の
意
図
と
は
別
に
、
曹
洞
宗
の
各
寺
院
を
近
世

に
み
ら
れ
る
一
元
的
な
本
末
関
係
に
組
み
込
ん
で
い
く
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

賴
住
氏
は
卍
山
の
「
復
古
」
を
掲
げ
た
活
動
が
、
実
際
に
は
む

し
ろ
教
団
の
近
世
的
体
制
へ
の
移
行
を
後
押
し
す
る
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
自
体
き
わ
め
て
重
要
な
指

摘
で
あ
る
が
、
賴
住
氏
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
卍
山
の
「
復

古
」
の
背
景
に
あ
る
時
間
論
が
道
元
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　

賴
住
氏
に
よ
れ
ば
、
道
元
以
来
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
相
承
を

重
視
す
る
卍
山
に
と
っ
て
、
時
間
と
は
原
点
と
し
て
の
道
元
か
ら

現
在
ま
で
直
線
的
に
持
続
す
る
時
間
だ
っ
た
。
ま
た
あ
る
時
点
に
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ま
で
到
達
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
原
点
へ
と
回
帰
可
能
な
「
循
環
的

な
時
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
道
元
の
時
間
論
は
、
こ
の
卍

山
の
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
道
元
の
場
合
、
時

空
を
超
越
し
た
真
理
の
世
界
が
宇
宙
の
根
源
に
実
在
す
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
い
ま
、
こ
こ
に
お
い
て

原
点
と
し
て
の
悟
り
の
世
界
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

真
理
に
手
を
触
れ
る
可
能
性
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
開
か
れ
て
い

る
。
賴
住
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
道
元
の
思
考
方
法
が
、
原
点

を
一
元
化
す
る
こ
と
を
拒
む
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
て
賴
住
氏
は
、
日
本
列
島
に
か

つ
て
実
在
し
た
複
数
の
時
間
意
識
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

丸
山
真
男
氏
が
「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」」
と
し
て
論
じ
た
よ
う

な
、
特
定
の
時
間
意
識
が
列
島
の
歴
史
を
通
底
す
る
と
み
る
一
元

的
な
時
間
論
を
相
対
化
し
、
よ
り
多
彩
で
重
層
的
な
思
想
像
を
構

築
し
て
い
く
可
能
性
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

賴
住
氏
の
発
表
も
冨
樫
氏
同
様
、
丹
念
な
史
料
の
読
み
を
踏
ま

え
た
重
厚
な
論
証
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
異
論

を
挟
む
余
地
は
な
い
。
卍
山
と
い
う
僧
侶
の
改
革
運
動
が
、「
復

古
」
と
い
う
そ
の
主
観
的
な
意
図
と
は
裏
腹
に
、
曹
洞
教
団
の
近

世
化
を
推
し
進
め
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
き
わ
め
て
興

味
深
い
。
ま
た
、
道
元
と
卍
山
の
時
間
論
の
異
質
性
を
ク
リ
ア
に

指
摘
し
た
こ
と
も
、
本
発
表
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
総
括
し
た
上
で
、
賴
住
氏
の
発
表
を
め
ぐ
っ
て

議
論
を
深
め
る
た
め
に
質
問
し
た
い
点
は
、
こ
の
発
表
内
容
を
禅

宗
以
外
の
教
団
の
同
時
期
の
動
き
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
、
い

か
に
全
体
的
な
時
代
像
を
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
天
台
宗
に
お
い
て
は
近
世
初
頭
に
、
中

世
に
全
盛
を
極
め
て
い
た
本
覚
思
想
に
対
す
る
本
格
的
な
批
判
が

開
始
さ
れ
る
。
そ
の
動
き
は
天
台
宗
以
外
に
も
及
び
、
多
く
の
教

団
の
教
学
か
ら
中
世
的
な
口
伝
法
門
に
も
と
づ
く
文
献
が
排
除
さ

れ
て
い
く
。
私
に
は
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
直
線
的
に
「
持
続
」
す

る
時
間
の
採
用
と
同
時
代
の
各
宗
に
み
ら
れ
る
「
実
証
的
」
な
文

献
批
判
の
導
入
が
、
近
世
と
い
う
時
代
を
超
え
て
、
二
つ
な
が
ら

近
代
的
な
思
惟
様
式
へ
の
接
近
の
よ
う
に
み
え
て
な
ら
な
い
。
賴

住
氏
が
論
じ
た
中
世
─
近
世
移
行
期
の
思
想
運
動
が
、
同
時
に
列

島
の
思
想
が
近
代
的
な
方
向
に
足
を
踏
み
出
す
第
一
歩
の
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
的
な
感
想
に
つ
い
て
、

賴
住
氏
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。　

　

今
回
の
冨
樫
・
賴
住
両
氏
の
発
表
で
は
、
原
点
の
精
密
な
読
み

を
踏
ま
え
た
緻
密
な
論
証
が
示
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
発
表
も
伝
統

的
な
日
本
思
想
史
学
の
方
法
を
踏
ま
え
た
説
得
力
の
あ
る
内
容
で

あ
り
、
当
該
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
現
在
の
こ
の
学
会
が
提
示
し
う

る
最
良
の
成
果
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ど
ち
ら
の
発
表

も
、
時
代
を
ま
た
い
だ
思
想
史
像
の
変
容
の
解
明
と
い
う
編
集
委
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29　総括質問　

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
員
会
の
意
図
に
き
ち
ん
と
応
え
て
お
り
、
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
の
役

割
を
十
二
分
に
果
た
し
て
い
た
だ
い
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
が
、

お
二
人
の
指
摘
を
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
ど
う
の
よ

う
に
位
置
付
け
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
会
場
に
参

集
さ
れ
た
研
究
者
の
皆
様
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視

点
か
ら
積
極
的
に
発
言
さ
れ
、
さ
ら
に
今
日
と
い
う
限
定
さ
れ
た

日
を
超
え
て
、
こ
れ
を
共
通
の
課
題
と
し
て
議
論
を
深
め
て
い
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
深
化
の
な
か
か
ら
、
日
本
思
想

史
と
い
う
学
問
分
野
と
そ
れ
を
包
摂
す
る
人
文
科
学
と
い
う
領
域

で
な
さ
れ
る
研
究
が
、「
日
本
」
と
い
う
領
域
を
超
え
て
今
日
的

な
課
題
に
対
し
て
何
を
な
し
う
る
か
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
も
、

お
の
ず
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

 

（
東
北
大
学
教
授
）
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