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二
〇
一
四
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

死
者
の
記
憶

─
思
想
史
と
歴
史
学
の
架
橋

コ
メ
ン
ト

：

権
力
の
誘
惑
─
靖
国
を
考
え
る
視
点
設
定
を
め
ぐ
っ
て

─

樋 

口
　
浩 

造

　
「
死
者
の
記
憶
」
を
看
板
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い

て
、
こ
の
小
稿
で
は
、
一
点
だ
け
意
見
を
述
べ
て
、
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
の
仕
事
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
思
想
史
学
会
か
ら
は
佐

藤
弘
夫
氏
を
た
て
、
外
部
か
ら
名
古
屋
大
学
の
羽
賀
祥
二
氏
を
お

招
き
し
た
シ
ン
ポ
だ
っ
た
が
、
当
日
も
述
べ
た
よ
う
に
、
お
二
人

の
手
法
は
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
共
有
す

る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私

な
り
の
意
見
を
こ
こ
で
は
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

そ
の
前
提
と
は
、
お
二
人
と
も
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
を
受
け
入
れ
る

民
衆
的
（
国
民
的
・
地
域
的
）
な
基
盤
を
指
摘
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
点
で
あ
る
。
そ
の
前
提
の
立
て
方
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
反
論

を
試
み
て
み
た
い
。
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
話
的
に

は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
以
後
、
生
者
と
死
者
の
世
界
は
分
離
し
、

仏
教
伝
来
以
降
は
、
あ
の
世
で
の
救
済
が
盛
ん
に
説
か
れ
る
よ
う

に
な
る
。
さ
ら
に
江
戸
期
に
は
、
救
済
論
よ
り
も
む
し
ろ
現
世
的

な
生
き
方
が
焦
点
化
す
る
。
佐
藤
氏
の
レ
ジ
ュ
メ
の
言
葉
を
用
い

る
と
「
他
界
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
縮
小
」
が
起
こ
る
。
こ
こ

ま
で
は
、
と
て
も
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
通
説
の
繰
り
返
し
と
考
え

て
も
ら
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
近
代
は
ど
う
な
る
の
か
、
が
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
本
居
宣
長
の
発
言
を
参
照
す
る
こ
と
で
論
を
進
め
た
い
。

以
下
は
宣
長
の
有
名
な
発
言
で
あ
る
。

さ
て
其
よ
み
の
国
は
、
き
た
な
く
あ
し
き
所
に
候
へ
ど
も
、

死
ぬ
れ
ば
必
ズ
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
候
故
に
、
此
世
に
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25　コメント：権力の誘惑
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死
す
る
程
悲
し
き
こ
と
は
候
は
ぬ
也
（『
鈴
屋
答
問
録
』）

こ
の
宣
長
の
死
生
観
は
、
極
め
て
近
代
的
な
透
徹
し
た
死
生
観
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
宣
長
に
は
、
顕
幽
論
の
存
在
の
よ

う
に
近
代
性
と
は
相
容
れ
な
い
部
分
も
多
い
。「
よ
み
の
国
」
と

い
う
死
後
の
世
界
を
設
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
近
代
人
と
は
違

う
と
い
う
指
摘
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
今
そ
の
こ
と
に
は

深
入
り
し
な
い
。
そ
れ
で
も
宣
長
の
こ
の
救
い
の
な
い
死
後
観
に

は
、
生
死
を
明
確
に
分
か
つ
近
代
人
に
通
底
す
る
思
想
が
存
在
す

る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
大
き
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
や
は
り
宣
長

は
、
政
治
的
（
近
代
的
）
な
中
央
集
権
国
家
の
樹
立
に
先
駆
け
て
、

文
化
的
な
共
同
性
（
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
思
想
的
に
確
立

し
た
人
物
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
外
国
の
（
儒
学
や
仏
教
の
）
死
後
「
安
心
」
論
は
「
無

益
の
空
論
」
だ
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、
若

干
異
な
る
意
味
合
い
で
論
じ
て
い
る
。「
仏
の
道
は
深
く
人
情
を

感
動
せ
し
む
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
、「
人
情
」
と
の
関
わ
り

で
仏
教
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
、『
紫
文
要
領
』
な
ど
の
各
所
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
救
い
の
な
い
こ
と
を
知
る
の
が
「
真
実
の

神
道
の
安
心
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
か
な
か
「
人
情
」
と

は
相
容
れ
な
い
と
の
認
識
を
示
す
の
だ
。
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の

か
を
知
り
た
い
の
は
「
人
情
」
で
あ
っ
て
、「
ま
こ
と
に
然
る
べ

き
こ
と
に
候
」
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
以
下
の
議
論
が
続

く
。

此
故
に
、
仏
の
道
は
こ
ゝ
を
よ
く
見
取
リ
て
造
リ
立
候
物
に

候
。
さ
れ
ば
、
平
生
は
仏
を
信
ぜ
ぬ
者
も
、
今
は
の
き
は
に

及
び
候
て
は
、
心
細
き
儘
に
や
ゝ
も
す
れ
ば
彼
道
に
お
も
む

く
こ
と
、
多
き
物
に
候
。
こ
れ
人
情
の
ま
こ
と
に
然
る
べ
き

こ
と
わ
り
に
候
（
同
上
）

人
の
心
は
弱
い
。
死
が
迫
る
と
き
、
何
ら
か
の
安
心
が
ほ
し
い
の

は
「
人
情
」
で
あ
っ
て
、
釈
迦
は
そ
う
し
た
「
人
情
」
を
よ
く
心

得
て
い
た
か
ら
、
あ
り
も
し
な
い
極
楽
を
語
り
出
し
、
そ
し
て

人
々
も
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
整
理
し

て
お
き
た
い
お
お
よ
そ
の
論
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
本
題
に
戻
ろ
う
。
思
想
史
の
通
説
に
従
え
ば
、
死
後
の

世
界
と
現
実
の
世
界
と
の
乖
離
が
歴
史
的
に
徐
々
に
進
行
し
て
い

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
現
世
重
視
の
江
戸
期

を
経
て
、
近
代
人
は
、「
死
ん
だ
ら
終
わ
り
だ
」
と
い
う
意
識
を

大
な
り
小
な
り
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
宣
長
は
（
直
接
に
近
代
人

で
は
な
い
け
れ
ど
）、
そ
こ
で
仏
教
に
「
人
情
の
ま
こ
と
に
然
る
べ

き
こ
と
わ
り
」
を
見
い
だ
し
た
。
人
々
の
心
の
不
安
に
対
し
て
、

（
あ
り
も
し
な
い
も
の
だ
と
指
摘
し
な
が
ら
も
）
あ
の
世
を
提
示
し
た
仏

教
が
、
死
ぬ
間
際
の
人
に
と
っ
て
は
救
い
で
あ
ろ
う
こ
と
に
理
解

を
示
す
。
同
様
に
、
あ
の
世
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
多
く
の
近

代
人
も
ま
た
、
死
が
迫
る
と
き
不
安
を
抱
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
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容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
簡
単
だ
。
そ
こ

に
つ
け
込
み
、
誘
惑
・
介
入
し
て
き
た
の
が
靖
国
神
社
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
民
衆
（
国
民
・
地
域
）
が
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
を
下
支

え
し
た
こ
と
は
、
い
く
ら
で
も
論
証
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
特
定
の
信
仰
が
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
救
い
の
可

能
性
は
な
い
。
死
後
の
世
界
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
が
、
死

に
直
面
し
「
わ
ら
に
も
す
が
る
」
そ
の
場
所
に
、「
ヤ
ス
ク
ニ
」

は
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
や
多
く
は
救
い
を
信
じ
て

さ
え
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
死
が
迫
る
と
き
、
残
さ
れ
た
も
の

達
に
「
靖
国
で
会
お
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
救
い
で
は
な
く
ひ
と

か
け
ら
の
慰
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ

う
し
た
民
衆
の
あ
り
方
が
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
と
共
犯
関
係
に
あ
る
こ

と
の
指
摘
に
は
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
事
実
か

ど
う
か
の
問
題
で
は
な
く
、
研
究
者
が
ど
の
角
度
か
ら
「
ヤ
ス
ク

ニ
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
視
点
設
定
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
か
つ
て
私
が
、
高
橋
哲
哉
の
『
靖
国
問
題
』（
ち

く
ま
新
書
）
を
批
判
的
に
論
じ
た
こ
と
と
も
表
裏
を
な
し
て
い
る）

1
（

。

高
橋
は
こ
の
好
著
で
、
死
者
を
追
悼
す
る
悲
し
み
を
、
国
家
が

「
英
霊
」
と
し
て
祀
り
・
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喜
び
に
転

化
す
る
「
感
情
の
錬
金
術
」
を
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
に
見
い
だ
す
。
こ

れ
は
鋭
い
指
摘
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
続
い
て
高
橋
は
、
悲
し
み

を
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
に
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
す
る
。

か
つ
て
の
批
判
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
い
え
ば
、

高
橋
の
議
論
は
、
民
衆
に
強
く
な
れ
、
共
犯
関
係
に
な
る
な
と
要

求
す
る
議
論
で
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
高
橋
も
現
状
と

し
て
は
、「
感
情
の
錬
金
術
」
に
よ
っ
て
、
人
々
の
感
情
が
、「
ヤ

ス
ク
ニ
」
を
肯
定
す
る
感
情
へ
と
誘
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
誘
い
を
拒
否
で
き
る
「
自
然
な
感

情
」
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
人
は
死
に
対
し

て
そ
ん
な
に
強
く
な
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
の
論
点
に
戻
ろ
う
。
人
は
強
く
な
い
。
死
後
は
不
安
で
あ

る
。
い
や
死
ぬ
こ
と
そ
の
も
の
が
不
安
な
の
で
あ
る
。
宣
長
は
仏

教
を
、
人
々
の
心
の
慰
め
で
は
あ
る
が
「
空
論
」
だ
と
、
一
定
の

理
解
と
と
も
に
批
判
的
に
論
述
し
た
。
だ
が
、
宣
長
が
相
手
に
し

て
い
る
の
は
、
宗
教
的
救
済
を
説
く
仏
教
で
あ
る
。
私
た
ち
が
相

手
に
し
て
い
る
の
は
、
国
家
神
道
体
制
下
の
靖
国
神
社
で
あ
る
。

こ
の
落
差
を
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
家
権
力
は
強

力
だ
。
例
え
ば
、
国
家
が
兵
士
に
死
を
迫
る
と
き
、
そ
れ
を
拒
否

す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
周
囲
が
応
召
さ
れ
て
い
く
と

き
に
、
自
分
だ
け
が
そ
れ
を
拒
否
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
戦
場
に

行
き
死
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
る
人
が
不
安
を
感
じ
、
残
さ
れ
た
も

の
が
悲
し
み
の
感
情
を
抱
く
の
は
、
至
極
ま
っ
と
う
な
こ
と
で
あ
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る
だ
ろ
う
。
人
は
死
に
不
安
を
抱
き
、
死
を
悲
し
む
存
在
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
利
用
・
吸
収
す
る
た
め
に
、
人
工
的
に
作
ら
れ
た
権

力
的
な
装
置
が
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
本
末
を
転
倒

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
が
人
々
の
不
安
を
吸
収
し
、
動
員
し
、
信
仰
を

得
て
い
く
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
救
い
の
な
い
近
代
世
界
に
お
い
て
、

人
々
が
、
国
家
権
力
が
仕
掛
け
た
圧
倒
的
な
威
力
を
持
つ
装
置
に

取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
追
究
す
べ
き
は
、

国
家
権
力
が
、
い
か
に
民
衆
の
心
を
動
員
し
、
巧
み
に
操
縦
し
よ

う
と
し
た
の
か
、
そ
の
カ
ラ
ク
リ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な

い
か
。
あ
の
世
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
死
に
恐
怖
以
外
の
も
の

を
感
じ
ら
れ
な
い
人
々
に
、
国
家
に
立
ち
向
か
う
強
靱
な
個
人
を

要
請
す
る
こ
と
は
酷
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
を
下
支

え
す
る
も
の
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
が
、「
ヤ
ス
ク
ニ
」
を
考
え
る

上
で
有
効
だ
と
は
思
え
な
い
。
国
家
が
死
後
を
も
管
理
す
る
近
代

国
家
の
問
題
に
、
私
た
ち
は
正
対
し
、「
ヤ
ス
ク
ニ
」
と
対
峙
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
い
う
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
宣
長
を
引
く
ま
で

も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
こ
そ
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
共
同
性
も
排
外
性
も
併
せ
持
つ
思
想
家
で
あ
る
。
私

達
は
、
宣
長
以
降
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宣
長
の
近
代
的
な
救

い
の
な
い
死
生
観
は
、
宣
長
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
私

た
ち
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
「
近
代
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
て

い
る
。
近
代
的
な
装
置
と
し
て
の
靖
国
神
社
と
、
問
題
系
と
し
て

の
「
ヤ
ス
ク
ニ
」
は
、
近
代
国
家
が
生
み
出
し
た
死
後
の
管
理
シ

ス
テ
ム
と
し
て
、
即
ち
権
力
の
誘
惑
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

べ
き
だ
と
考
え
る
。

注
（
1
） 

拙
稿
「
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

─
帝
国
の
時
代
の

知
の
可
能
性
と
し
て
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
71
、
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

 

（
愛
知
県
立
大
学
教
授
）
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