
以
下
の
文
章
は
、
日
本
思
想
史
学
会
の
一
会
員
か
ら
他
の
会
員
、

と
く
に
大
学
で
講
義
を
担
当
し
て
い
る
会
員
諸
氏
に
対
す
る
共
同

行
動
の
呼
び
か
け
で
す
。
「
提
言
」
な
ど
と
銘
打
つ
と
、
い
か
に

も
大
上
段
に
構
え
た
感
じ
で
面
映
ゆ
い
の
で
す
が
、
か
ね
て
か
ら

私
は
、
日
本
思
想
史
と
い
う
学
問
分
野
を
め
ぐ
る
環
境
や
条
件
、

ま
た
研
究
・
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か

と
い
う
思
い
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
へ
編
集
委
員
会
か
ら
こ

の
欄
へ
の
寄
稿
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
日
頃
考
え

て
い
る
こ
と
の
一
端
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
呼
び
か
け
を
す
る
私
に
は
、
次
の
よ
う
な
現
状
へ
の

認
識
と
不
満
が
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
学
会
に
は
、
倫
理
思
想
、

文
化
史
、
政
治
思
想
、
比
較
思
想
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
研

究
者
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
た
広
い
意
味

古
典
教
育
と
講
義
の
自
己
点
検

に
河
一
一
三

で
の
「
日
本
思
想
史
」
と
い
う
学
問
の
市
民
権
が
、
大
学
制
度
の

上
で
も
学
界
で
も
ま
た
一
般
社
会
で
も
、
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
日
本
人
が
歴
史
的

な
自
己
認
識
を
通
じ
て
自
己
の
改
革
を
進
め
る
努
力
が
十
分
で
な

い
こ
と
と
、
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
日
本
思
想
史
の
あ
る
程
度
の
系
統
的
な

知
識
が
、
広
く
国
民
（
少
な
く
と
も
知
識
層
）
の
間
に
わ
け
も
た
れ
、

こ
の
市
民
権
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
的
営
み
は

も
っ
と
深
み
を
増
す
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
世
の
中
を
よ
り
ま

つ
と
う
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。

こ
う
い
う
思
い
に
は
、
こ
の
分
野
の
専
攻
者
が
も
つ
手
前
味
噌

の
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
を
認
め
た
と
し
て

平
石
直
昭
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も
、
な
お
素
朴
に
考
え
て
、
こ
の
分
野
の
知
識
が
一
般
知
識
社
会

に
分
有
さ
れ
て
い
な
い
現
状
は
、
な
に
か
お
か
し
い
し
、
バ
ラ
ン

ス
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
か
な
り
前
の
こ
と
で
す

が
、
米
国
の
大
統
領
が
来
日
し
た
と
き
、
歓
迎
宴
の
ス
ピ
ー
チ
で
、

視
圏
の
拡
大
に
関
す
る
幕
末
の
佐
久
間
象
山
の
言
葉
を
引
用
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
象
山
の
言
葉
は
、
ス
ピ
ー
チ
を

聴
い
た
日
本
国
民
は
も
と
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の
多
く
に
と

っ
て
も
、
初
耳
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
無
理

も
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
知
的
遺
産
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
国
民
的
な
常
識
と
な
り
、
開
か
れ
た
社
会
を

作
り
出
す
た
め
の
養
分
と
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
伝
承
、
も
し
く
は

教
育
の
機
会
や
場
が
、
今
の
日
本
社
会
で
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
な
っ
た
背
景
に
は
、
色
々
の
事
情
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

と
く
に
明
治
維
新
以
後
の
「
西
欧
化
」
と
昭
和
の
敗
戦
後
の
「
民

主
化
」
と
い
う
、
日
本
社
会
を
激
変
さ
せ
た
二
つ
の
出
来
事
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
人
々
が
世
界
像
や
価
値
観

を
作
り
あ
げ
る
さ
い
の
引
照
基
準
と
な
る
「
古
典
」
の
内
容
が
、

教
育
の
面
で
も
激
変
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
断
絶
を
貫
い
て
持

続
す
る
一
貫
し
た
思
考
や
価
値
の
基
準
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
、

わ
れ
わ
れ
は
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
漢
文
で

書
か
れ
た
儒
教
思
想
と
、
欧
語
で
書
か
れ
た
近
代
西
欧
思
想
と
の

違
い
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
落
差
の
大
き
さ
は
象
徴
的
に
理
解
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
つ
を
自
己
の
内
面
に
お
い
て
対
決
さ
せ
、

そ
れ
を
通
し
て
新
し
い
統
一
的
な
思
考
の
基
準
を
作
り
上
げ
る
こ

と
が
、
大
き
な
努
力
を
要
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
近
代
日
本
の
思
想
的
可
能
性
を
た
め
す
格
好
の

試
金
石
と
な
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
個
々
の
す
ぐ
れ
た
例
外
は

別
と
し
て
全
体
と
し
て
み
た
と
き
、
近
代
日
本
で
は
、
こ
の
思
想

的
努
力
は
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
か
つ
て
「
古
典
」
と
さ
れ
た
書
物
は
、
現
実
と
は
無
縁

の
化
石
化
し
た
訓
詰
注
釈
の
対
象
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
た
ん
に

時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
遺
物
と
し
て
捨
て
き
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に

み
う
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
的
な
価
値
の
蓄
積
や
、
真
に

伝
統
に
根
付
い
た
前
進
は
、
各
自
が
過
去
の
思
想
に
た
い
し
て
内

在
的
な
理
解
に
努
め
、
そ
れ
と
真
剣
に
対
決
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

は
じ
め
て
可
能
に
な
り
ま
す
。
日
本
が
抱
え
る
一
つ
の
大
き
な
問

題
は
、
こ
う
し
た
「
基
準
」
と
し
て
の
「
古
典
」
と
い
う
理
解
に

立
っ
た
古
典
教
育
の
伝
統
が
、
近
現
代
の
日
本
で
し
っ
か
り
根
付

い
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
く

に
近
年
は
、
い
わ
ゆ
る
情
報
化
社
会
と
い
う
か
け
声
の
下
で
知
識

の
断
片
化
が
進
み
、
「
古
典
」
自
体
が
西
欧
産
の
そ
れ
も
含
め
て

分
解
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
「
古
典
」
教
育
は
急
務
で
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あ
り
、
と
く
に
日
本
思
想
史
を
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
教
育
す
る
こ

と
に
は
、
維
新
以
後
の
日
本
が
、
取
り
組
む
べ
く
し
て
そ
う
し
な

い
で
き
た
課
題
を
改
め
て
取
り
上
げ
、
日
本
社
会
の
自
己
改
革
を

進
め
る
活
動
の
一
端
を
担
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
日
本
思
想
史
の
知
識
が
、
少
数
の
専

門
家
の
あ
い
だ
の
知
識
に
止
ま
っ
て
い
る
現
状
は
好
ま
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
一
般
知
識
層
の
間
に
日
本
思
想
史
へ
の
関
心
を
広
げ
、

そ
の
支
持
を
基
盤
に
し
て
、
こ
の
学
問
の
市
民
権
を
色
々
な
レ
ベ

ル
で
樹
立
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
は
そ
の
為
に
は

何
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

当
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
「
日
本
思
想
史
」
が
わ
れ
わ
れ
の
思

考
の
惰
性
を
打
ち
破
り
、
世
界
と
自
己
の
関
係
を
考
え
る
上
で
啓

発
的
な
学
問
だ
と
い
う
こ
と
が
広
く
認
知
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
個
々
の
研
究
者
が
、
魅
力
あ
る
優
れ
た
水
準
の
研

究
を
発
表
し
、
学
界
に
お
い
て
「
日
本
思
想
史
」
へ
の
関
心
を
高

め
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
日
本
思
想
史

学
会
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
、
組
織
的
な
活
動
を
進
め
る
必

要
も
あ
り
ま
す
。
関
連
学
会
と
の
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、

海
外
研
究
者
と
の
交
流
の
促
進
、
最
新
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ

た
講
座
物
の
刊
行
、
代
表
的
な
学
界
誌
と
な
る
よ
う
に
機
関
誌
の

水
準
を
高
め
る
こ
と
等
○
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
折

り
に
ふ
れ
て
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
以
下

で
は
、
も
っ
と
地
道
で
、
し
か
し
こ
の
学
問
分
野
を
拡
大
再
生
産

し
て
ゆ
く
上
で
最
も
基
本
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
提
案
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
学
会
の
活
動
と
し
て
、
大
学
で
の
「
日
本
思

想
史
」
の
講
義
に
関
す
る
自
己
点
検
を
行
っ
た
ら
ど
う
か
、
そ
し

て
そ
の
点
検
の
結
果
を
機
関
誌
に
掲
載
し
て
、
教
育
水
準
の
向
上

に
資
す
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
こ
れ
を
い
う
の
は
、
現
在
の
教
育
課
程
を
前
提
に
す
る
限

り
、
日
本
思
想
史
の
系
統
的
な
知
識
を
広
め
て
ゆ
く
上
で
、
大
学

で
の
講
義
は
戦
略
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で

す
（
ま
た
「
座
標
軸
の
不
在
」
が
指
摘
さ
れ
る
「
日
本
思
想
史
」
を
、
系
統

的
に
講
義
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
り
、
人
知
れ
ず
心
を
砕
い
て
い
る

人
も
多
い
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
）
。
そ
し
て
講
義
が

面
白
け
れ
ば
、
学
生
の
関
心
も
高
ま
り
、
そ
れ
は
や
が
て
「
日
本

思
想
史
」
の
市
民
権
の
確
立
に
資
す
る
で
し
ょ
う
。
市
民
権
を
他

に
訴
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
槐
よ
り
始
め
よ
う
と
い
う
の
が
私
の

い
い
た
い
こ
と
で
す
。
し
か
も
考
え
て
み
る
と
不
思
議
な
こ
と
で

す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
他
の
研
究
者
が
ど
ん
な
研
究
を
や
っ
て
い
る

か
は
知
っ
て
い
て
も
、
ど
ん
な
講
義
（
教
宣
を
や
っ
て
い
る
か

は
殆
ど
知
ら
ず
に
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
好
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
こ
の
作
業
を
、
ど
う
い
う
手
順
で
進
め

れ
ば
よ
い
の
か
、
私
に
も
成
案
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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以
下
で
は
現
段
階
で
思
い
つ
い
た
こ
と
を
列
挙
し
て
み
ま
す
。
ま

ず
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
で
、
何
年
次
の
学
生
を
相
手
に
、

ど
ん
な
日
本
思
想
史
の
講
義
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
を

互
い
に
紹
介
し
あ
う
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
最
近
で
は

シ
ラ
バ
ス
の
作
成
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
そ
れ
を

公
開
し
て
互
い
に
批
評
し
あ
う
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
他
に
も
、

講
義
に
利
用
す
る
史
料
は
ど
う
し
て
い
る
か
、
参
考
文
献
の
紹
介

は
ど
う
か
、
図
書
館
で
の
必
要
図
書
の
備
え
付
け
は
ど
う
か
等
、

と
り
あ
げ
る
テ
ー
マ
は
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら

を
検
討
し
て
ゆ
け
ば
、
大
学
に
お
け
る
日
本
思
想
史
の
講
義
は
ど

う
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
、
そ
の
方
法
や
対
象
、
と
り
あ
げ
る

べ
き
項
目
等
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
全
体
像
に
つ
い
て
も
、
複
数

の
選
択
肢
や
組
み
合
せ
が
得
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
共
通
了
解
が
得

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
各
自
の
講
義
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ

せ
て
ゆ
け
ば
、
教
育
水
準
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
実
際
は
そ
う
う
ま
く
は
進
ま
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
と
も
か
く
一
歩
を
踏
み
だ
す
必
要
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ

し
あ
た
り
「
日
本
思
想
史
教
育
の
現
段
階
」
と
い
う
よ
う
な
タ
イ

ト
ル
で
、
大
会
な
い
し
分
科
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ

と
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
東
京
大
学
教
授
）
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