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［
二
〇
一
九
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

中
世
か
ら
近
世
へ

─
十
六
・
十
七
世
紀
の
思
想
史
的
課
題

コ
メ
ン
ト

：

移
行
期
の
思
想
史
─
新
し
い
定
義
と
枠
組
の
探
索
に
向
け
て

─ア
ン
ナ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ワ

　

思
想
史
の
専
門
家
と
し
て
、
移
行
期
と
言
わ
れ
る
時
代
を
、
ど

う
や
っ
て
理
解
・
分
析
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
?　

定
め
ら
れ
た

空
間
で
起
き
る
変
化
を
、
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
る
べ
き
で
し
ょ
う

か
?　

さ
ら
に
そ
う
い
っ
た
変
化
を
促
す

─
あ
る
い
は
止
め
よ

う
と
す
る

─
行
為
者
達
の
行
動
を
、
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す

べ
き
で
し
ょ
う
か
?　

こ
う
し
た
問
い
を
立
て
る
こ
と
で
、
思
想

史
学
者
の
「
枠
組
・
定
義
・
概
念
の
遊
び
」
あ
る
い
は
「
方
法
論

の
争
い
」
と
い
う
仕
事
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
た
び
日
本
思
想
史

学
会
大
会
で
公
開
さ
れ
た
三
つ
の
発
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る

視
野
・
分
析
方
法
に
よ
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
の
有

様
を
再
構
成
し
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
前
近
代
思
想
家
の
知
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
知
識
伝
達
モ
ー
ド
並
び
に
概
念
の
変
貌
を
幅
広
く
論

じ
て
い
ま
す
。

　

最
近
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
一
国
」
＝
「
一
種
」
の
文
化
を
超
え

る
、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
学
問 

（transcultural 

studies

） 

及
び
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
お
互
い
に
絡
ま
る
全
面

的
な
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
歴
史 

（transcultural history

） 

が
潮
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
の
所
属
す
る
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
グ
大
学
「
文
化
越
境
研
究
所
」（
あ
る
い
は
「
通
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
」）
に
そ
の
名
を
遺
し
た
、
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
精
神
医
学

者
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
一
八
八
三
〜
一
九
六
九
）
は
、

東
洋
の
哲
学
と
仏
教
に
深
い
興
味
を
持
ち
、
理
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
早
く
か
ら
抵
抗
し
、
一
国
の
文
化
を
超
え
る
ト
ラ
ン
ス
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
な
性
質
を
分
析
対
象
と
し
た
、
新
た
な
思
想
的
研
究

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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を
志
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
こ
の
度
の
大
会
の
テ
ー

マ
に
は
、
前
近
代
日
本
も
複
雑
に
反
響
し
「「
一
種
」
の
文
化
を

超
え
る
側
面
を
持
っ
た
社
会
で
あ
ろ
う
」
と
気
づ
か
せ
る
可
能
性

を
感
じ
ま
し
た
。

　

三
名
の
発
表
の
中
で
私
が
感
じ
た
の
は
、
必
ず
し
も
多
く
の
学

者
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
一
国
、
あ
る
い
は
一
つ
の
文
化
を
超
え

る
歴
史
上
の
思
想
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
言

い
換
え
れ
ば
、
日
本
思
想
史
の
中
で
、
あ
る
体
系
性
を
持
っ
た
概

念
の
受
容
・
流
通
と
、
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
に
お
け
る
そ
の
変
貌
と

再
解
釈
の
過
程
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
二
〇
世
紀
の
終
わ

り
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
、
一
方
で
は
中
世
日
本
の
思
想
的
な

風
景
の
多
く
は
、
黒
田
俊
雄
の
権
門
体
制
・
顕
密
体
制
等
の
説
に

よ
り
考
察
さ
れ
、
勢
力
を
持
っ
た
行
動
者
の
影
響
を
見
出
し
、
畿

内
と
関
東
の
政
治
的
・
文
化
的
連
続
性
と
落
差
が
議
論
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
他
方
で
は
、
網
野
善
彦
が
展
開
し
た
議
論
に
よ
り
、
中

世
日
本
資
料
の
中
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史

実
も
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
、
海
洋
民
族
性
も
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
女
性
史
か
ら
み
た
中
世
日
本
宗

教
史
と
文
化
の
研
究
も
、
西
口
順
子
・
勝
浦
令
子
氏
等
の
著
作
に

よ
り
進
ん
で
来
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
中
世
神
道
論
に
は
重

要
な
業
績
が
見
ら
れ
、
中
世
日
本
の
想
像
力
と
複
雑
な
思
想
文

化
お
よ
び
に
寺
院
と
神
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
新
た
な
光
を
当

て
、
前
近
代
日
本
思
想
史
の
中
で
の
混
種
性 

（hybridity

） 

と
多
様

性 

（plurality

） 

の
重
要
さ
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
一
国
文
化
を
超
え
る
仏
教
の
儀

礼
的
運
動
が
中
世
日
本
の
多
側
面
に
与
え
た
影
響
を
興
味
深
く
窺

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
移
行
期
を
扱
う
な
ら
、
こ
こ
で
さ
ら
に

考
え
る
べ
き
事
と
し
て
は
「
世
界
か
ら
日
本
へ
」
と
い
う
一
方
向

の
み
の
思
想
の
流
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
日
本
か
ら
世
界
へ
」
と

い
う
傾
向
を
見
せ
る
現
象
も
必
ず
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
、
理
論
的
に
思
想
の
流
通
と
地
理
的
・
環

境
的
な
動
き
を
考
え
て
み
る
と
、
一
般
的
に
は
各
々
の
現
象
の
起

源
を
求
め
が
ち
で
す
が
、
こ
の
度
の
三
者
の
発
表
が
別
々
に
挙
げ

た
事
例
に
は
い
く
つ
か
の
境
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
挑
発
と
、
そ

れ
に
関
連
す
る
分
析
へ
の
挑
戦
も
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
し
た
。

　

前
田
氏
の
発
表
で
は
、
影
響
力
を
持
つ
「
言
語
」
と
「
リ
テ
ラ

シ
ー
」、
特
に
古
典
知
・
和
歌
実
作
と
い
う
社
会
的
能
力
と
、
政

治
実
践
に
密
接
に
つ
な
が
る
「
文
化
圏
」
と
い
う
、
複
雑
な
構
成

が
登
場
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
言
語
的
・
社
会
的
能
力
を
基

準
と
し
て
求
め
る
「
古
典
的
公
共
圏
」
と
い
う
新
し
い
枠
組
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
「
古
典
的
公
共
圏
」
と
い
う
概
念
自
体

の
構
成
で
す
が
、
い
く
つ
か
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
前
田
氏
が
関
心
を
持
つ
、
今
回
の
ご
発
表
で
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新
し
く
定
義
さ
れ
た
日
本
文
化
の
文
脈
に
不
可
欠
で
あ
る
「
古

典
」
は
そ
の
一
つ
の
部
分
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
近
代
批
判
理
論

を
追
求
し
て
来
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
社
会
・
政
治
哲
学
者

で
も
あ
る
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
氏
（
一
九
二
九
〜　

）
に
よ

り
展
開
さ
れ
た
「
公
共
圏
」（public sphere

） 

と
い
う
定
義
と
し

て
理
解
で
き
ま
す
。
前
田
氏
の
発
表
に
は
そ
の
二
つ
の
概
念
が
互

い
に
結
ば
れ
、
新
し
い
概
念
と
し
て
登
場
し
て
お
り
ま
す
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
氏
は
一
時
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
滞
在
し
た
こ
と

が
あ
り
、
下
川
氏
が
考
察
す
る
「
理
」
と
響
き
あ
う
「
合
理
性
」

（rationality

） 

と
い
う
現
象
を
、
個
人
間
の
多
数
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
構
成
と
他
人
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
論
じ

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
氏
が
発
展
さ
せ
た
公
共
圏

や
合
理
性
の
概
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
出
発
点
と
す
る
宗
教
史
と
、

宗
教
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
哲
学
、
特
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（
一
二
二
五
〜
七
四
）
と
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
（
一
四
八
三
〜
一
五
四

六
）
に
始
ま
り
、
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
〜
一
八
〇

四
）
と
ゲ
オ
ル
グ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
〜
一
八
三
一
）
に
及
ぶ
思

想
史
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
、
中
・
近
世
日
本
と
は
一
体
ど
う

い
う
関
係
を
持
つ
の
か
と
読
者
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
大
会
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
氏
が
展
開
し
て
来
た
「
公
共

圏
」
と
い
う
概
念
に
、
前
田
氏
に
よ
っ
て
「
中
・
近
世
日
本
」
と

い
う
特
定
の
新
し
い
文
脈
が
加
え
ら
れ
、
前
近
代
日
本
に
お
け
る

社
会
的
文
化
的
価
値
観
の
形
成
過
程
や
、
そ
の
過
程
が
一
国
文
化

を
超
え
る
と
い
う
議
論
へ
と
関
連
づ
け
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
と
て

も
興
味
深
い
流
れ
で
す
。
一
方
で
は
、
前
田
氏
が
大
会
会
場
に
お

け
る
議
論
の
際
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
日
本
の

「
公
共
圏
」
と
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
公
卿
が
暮
ら
し
て
い
た

地
理
的
に
狭
い
平
安
京
と
い
う
一
定
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
疑
問
を
持
た
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
中
世
日
本
の
「
公
共
圏
」
の
、
境
界
を
越
え
て
地
方
や

社
会
に
普
及
す
る
、
あ
る
い
は
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
た
社
会
や
経

済
の
変
化
に
対
応
す
る
、
そ
う
い
っ
た
「
公
共
」
と
い
う
概
念
自

体
の
変
貌
も
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

幅
広
く
批
判
や
検
討
を
加
え
る
な
ら
、
中
世
日
本
の
「
公
共
」
と

「
私
的
」
の
区
分
は
本
当
に
存
在
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も

し
存
在
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
が
近
世
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
問
わ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

上
記
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
氏
の
思
想
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
た
、
多
数
概
念
の
相
互
テ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
新

た
な
問
い
と
は
、
古
典
作
品
と
そ
の
価
値
を
広
め
る
古
典
注
釈
書

は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
持
続
性
と
強
靱
さ
を
持
つ
の
か
、
二
一
世
紀

の
デ
ジ
タ
ル
的
日
々
の
中
に
生
き
て
い
る
私
達
は
そ
の
古
典
の
強

靱
さ
を
ど
う
摑
む
べ
き
か
、
改
め
て
知
的
好
奇
心
を
刺
激
さ
れ
ま

し
た
。
中
世
後
期
・
近
世
初
期
の
移
行
期
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
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の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
発
展
も
新
た
な
問
い
の
一
つ
と
な
り
、
包
括

的
な
知
識
論
に
つ
な
が
る
問
題
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

移
行
期
に
あ
る
い
は
歴
史
過
程
の
中
で
実
践
と
し
て
行
わ
れ
た

知
識
の
作
成
・
構
成
論
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
な
げ
ま
す
と
、
下
川

氏
の
発
表
か
ら
は
、
北
畠
親
房
か
ら
山
崎
闇
斎
・
熊
沢
蕃
山
・
中

江
兆
民
・
ハ
ビ
ア
ン
・
昭
和
期
の
『
国
体
の
本
義
』
を
含
め
て
、

と
て
も
幅
広
く
朱
子
学
的
な
「
理
」
と
い
う
概
念
の
、
思
想
史
的

展
望
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
朱
子
学
的
「
理
」
の
確
立
過
程
を
幅

広
く
分
析
す
る
中
で
、
親
房
が
展
開
さ
せ
た
「
理
」
と
「
気
」
お

よ
び
太
極
図
と
神
系
図
の
意
義
、
あ
る
い
は
親
房
が
伊
勢
神
道
の

設
立
者
で
も
あ
る
度
会
家
行
か
ら
習
っ
た
宋
代
の
儒
学
者
の
周
濂

渓
（
一
〇
一
七
〜
七
三
）
の
宇
宙
論
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
と

も
に
家
行
が
一
三
二
〇
年
頃
書
き
終
え
た
『
類
聚
神
祇
本
源
』
を

も
含
め
て
考
察
で
き
ま
す
。
例
え
ば
家
行
は
、『
類
聚
神
祇
本
源
』

の
冒
頭
に
太
極
図
を
含
め
（『
神
道
大
系 

伊
勢
神
道
（
上
）』
三
九
七
頁

参
照
）、
老
子
と
淮
南
子
を
多
く
引
用
し
て
い
ま
す
。
小
川
豊
生

氏
の
論
説
に
よ
れ
ば
（
二
〇
〇
三
年
・
二
〇
〇
五
年
。
マ
ー
ク
・
テ
ー
ウ

ェ
ン
氏
の
英
語
論
文
に
て
引
用
、
二
〇
一
五
年
）、
家
行
が
宇
宙
論
と
し

て
も
現
れ
る
老
子
思
想
を
中
国
・
日
本
の
禅
僧
か
ら
習
っ
た
も
の

で
す
。
彼
の
一
世
代
前
の
度
会
行
忠
も
、
一
二
八
七
年
頃
に
書
き

直
さ
れ
た
『
伊
勢
二
所
大
神
宮
神
明
秘
書
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
、

道
教
と
道
徳
思
想
に
深
く
関
わ
っ
た
老
子
の
書
物
を
引
用
し
、
伊

勢
神
道
の
新
た
な
広
が
り
を
促
し
ま
し
た
。
彼
ら
に
よ
る
「
理
」

の
確
立
過
程
を
幅
広
く
考
え
る
な
ら
ば
、
中
世
神
道
思
想
家
で
あ

っ
た
行
忠
の
『
神
明
秘
書
』
と
家
行
『
類
聚
神
祇
本
源
』
を
含
め
、

先
行
し
た
事
例
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
く
、

吉
川
神
道
の
場
合
に
も
、
国
常
立
と
太
極
が
同
体
で
あ
る
と
い
う

朱
子
学
に
近
い
言
説
も
含
ま
れ
、
こ
の
た
び
の
「
理
」
の
思
想
的

確
立
の
議
論
の
な
か
で
考
察
す
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
現
代
の

学
者
と
し
て
、
あ
る
時
代
の
理
論
が
言
説
と
し
て
す
で
に
完
全
に

発
達
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
未
完
成
で
あ
る
の
か
を
、
ど
の

よ
う
な
方
法
で
決
め
る
の
か
と
い
う
問
い
を
真
摯
に
考
え
て
み
て

も
良
い
で
し
ょ
う
。

　

齋
藤
氏
の
発
表
は
主
に
一
六
・
一
七
世
紀
に
お
け
る
親
房
の

『
神
皇
正
統
記
』
の
受
容
と
正
統
論
の
形
成
に
つ
い
て
で
あ
り
、

改
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
思
想
の
絶
え
間
な
い
流
通
と
動
き

で
し
ょ
う
。
北
畠
親
房
が
展
開
し
て
来
た
「
正
統
論
」
が
、
本
来

の
対
象
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
後
醍
醐
天
皇
が
リ
ー
ド
し
た
南
朝
か

ら
北
朝
へ
及
び
、
そ
れ
か
ら
も
以
前
の
文
脈
を
変
え
な
が
ら
動
き

続
け
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
、
移
行
期

の
思
想
的
変
化
の
仕
掛
け
の
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
吉
田
兼
俱
が

自
分
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
書
紀
抄
』
に
お
い
て
、
漢
字
仮
名
交

じ
り
文
で
書
か
れ
た
『
正
統
記
』
を
漢
訳
に
し
て
引
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
小
規
模
な
言
語
的
変
化
・
書
き
方
の
変
更
が
起
き
て
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い
る
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
中
世
・
近
代
の
注
釈
・
抄
物
に

お
け
る
文
字
・
書
き
方
と
意
義
の
表
現
ス
タ
イ
ル
は
多
様
性
を
持

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
更
し
て
い
く
多
様
性

を
日
本
思
想
史
に
お
け
る
概
念
思
想
史
へ
の
効
果
と
い
う
観
点
か

ら
も
う
少
し
細
か
く
把
握
で
き
れ
ば
、
移
行
期
の
思
想
史
が
さ
ら

に
面
白
く
な
る
と
思
い
ま
し
た
。
前
代
の
文
章
に
書
か
れ
た
内
容

の
意
味
を
再
構
成
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
細
か
い
変
化
が
起
き

て
い
く
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ

で
あ
り
、
中
世
日
本
文
化
の
理
解
を
変
え
て
い
く
方
法
で
は
な
い

か
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

最
後
に
一
言
だ
け
。
歴
史
の
流
れ
を
幅
広
く
見
て
み
れ
ば
、
各

時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
移
行
期
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
各
時

代
に
は
人
・
思
想
・
物
の
や
む
事
の
無
い
動
き
が
あ
り
、「
鎖
国
」

の
場
合
で
さ
え
貿
易
あ
る
い
は
人
の
想
像
力
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
な
思
想
的
・
実
践
的
な
絡
ま
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
動
き
は
い
つ
も
複
雑
で
あ
り
、
現
代
の
私
た
ち
の
視
点
か

ら
み
れ
ば
、
ぜ
ひ
と
も
研
究
す
る
べ
き
現
象
と
思
わ
れ
ま
す
（
デ

ビ
ッ
ド
・
メ
ル
ワ
ル
ト
、
二
〇
一
五
年
参
照
）。
今
回
の
大
会
で
は
、
発

表
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
多
く
は
中
世
を
専
門
と
す
る
方
々
に

な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
移
行
期
の
象
徴
的
な
到
着
目
的
地
と
し

て
考
え
ら
れ
る
「
近
世
日
本
」
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
う
い
う
も

の
と
し
て
想
像
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
と
聞
く
必
要
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
改
め
て
、
形
を
変
え
て
い
く
人

間
・
施
設
・
思
想
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
る

は
ず
で
し
た
。
こ
の
度
の
三
者
の
発
表
は
、
思
想
史
の
各
場
面
に

お
け
る
、
そ
う
い
っ
た
言
語
・
実
践
・
思
想
的
現
象
の
多
様
性

を
浮
び
上
が
ら
せ
、
複
雑
な
問
題
点
に
光
を
当
て
る
も
の
で
し
た
。

三
者
の
発
表
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
ご
と
に
分
析
さ
れ
て
き
た
、

「
知
的
会
話
」
が
、
多
数
の
地
理
的
・
言
語
的
・
概
念
的
に
相
違

す
る
環
境
か
ら
同
時
に
思
想
を
借
用
・
再
解
釈
し
な
が
ら
、
変
化

し
続
け
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
一
国
＝
一
種

の
文
化
と
い
う
定
義
を
超
え
る
、
日
本
と
い
う
空
間
と
そ
の
変
化

を
、
こ
れ
か
ら
ぜ
ひ
幅
広
く
、
学
者
の
強
い
想
像
力
・
分
析
力
を

加
え
、
考
え
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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多
数
の
ご
援
助
を
頂
い
た
、
二
〇
一
九
年
度
の
日
本
思
想

史
学
会
大
会
の
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当
者
を
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大
川
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教
授
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中
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茨
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。
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