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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
コ
メ
ン
ト

金
津

　
日
出
美

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
は
、
趣
旨
文
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
①
思
想
研
究
の
現
代
に
お
け
る
意
義
の
検
討
、
②
思
想
の
動

態
的
側
面
に
着
目
し
て
、「
日
本
思
想
史
学
の
未
来
を
展
望
」
す

る
こ
と
に
あ
る
。
学
会
当
日
、
評
者
は
日
本
で
の
研
究
動
向
を
前

提
と
し
つ
つ
も
、
韓
国
で
の
学
界
動
向
を
踏
ま
え
て
コ
メ
ン
ト
を

行
っ
た）

1
（

。
と
い
う
の
も
、
な
が
ら
く
韓
国
で
研
究
に
携
わ
っ
て
い

た
経
験
を
も
つ
評
者
に
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
と
い
う
企
画
意
図
は
、

日
本
以
外
で
の
研
究
動
向
を
含
み
こ
ん
で
「
日
本
思
想
史
学
の
現

在
と
未
来
」
を
展
望
す
る
こ
と
に
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
評
者
が
主
と
し
て
コ
メ
ン
ト
を
任
さ
れ
た
松
田
宏
一
郎

報
告
は
、
欧
米
の
歴
史
研
究
、
思
想
史
研
究
の
論
争
的
動
向
を
も

と
に
、
そ
の
理
論
的
問
題
を
検
討
し
た
う
え
で
、
思
想
史
研
究
が

担
う
べ
き
領
域
・
視
座
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
松
田
報
告
が
問

う
た
の
は
、
近
世
／
近
代
を
時
間
軸
の
な
か
で
、
そ
れ
も
仮
構
さ

れ
た
〈
西
洋
〉
と
不
可
分
の
〈
近
代
〉
を
、
研
究
者
が
「
予
示
」

（
あ
る
い
は
欲
望
）
し
つ
つ
議
論
を
立
て
て
き
た
と
い
う
、
い
う
な

ら
ば
閉
ざ
さ
れ
た
学
術
的
営
為
自
体
の
問
題
性
で
あ
る
。
く
わ
え

て
、
近
年
、
日
本
で
の
歴
史
学
／
思
想
史
学
に
お
い
て
領
域
を
越

え
て
議
論
さ
れ
て
い
る
、（
宮
島
博
史
氏
ら
を
は
じ
め
と
す
る
）「
東
ア

ジ
ア
近
世
化
」
論
を
も
と
り
あ
げ
、「
日
本
近
世
＝
特
殊
性
論
」

へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
予
示
」
と
し
て
の
西
洋

＝
近
代
と
特
殊
＝
日
本
を
両
な
が
ら
に
は
ら
む
〈
近
世
／
近
代
〉

と
い
っ
た
歴
史
・
思
想
史
記
述
を
、
い
か
に
開
い
て
い
く
か
を
模

索
し
た
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
コ
メ
ン

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

日本思想史学51-シンポ-金津日出美氏【再校】　　［出力］ 2019年10月2日　午後3時43分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



31　総括コメント　

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ト
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

行
論
の
関
係
上
、
後
者
に
つ
い
て
か
ら
は
じ
め
る
と
、
東
ア
ジ

ア
を
同
時
代
的
布
置
の
な
か
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
「
東
ア
ジ
ア

近
世
化
」
論
は
、
そ
も
そ
も
一
国
史
的
枠
組
み
を
越
え
で
よ
う
と

す
る
企
て
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
松
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う

に
）
や
や
も
す
れ
ば
「
日
本
＝
特
殊
性
論
」
の
裏
返
し
と
な
る
危

惧
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
は
評
者
も
首
肯
す
る
。
さ
す

れ
ば
、
そ
れ
を
開
い
て
い
く
回
路
は
い
か
に
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

報
告
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
『「
近
世
化
」
論
と
日
本
』
の
序
論

に
お
い
て
、
清
水
光
明
氏
は
「
東
ア
ジ
ア
近
世
化
」
論
を
構
成
す

る
四
つ
の
要
素）

2
（

の
う
ち
、
時
代
区
分
論
に
お
け
る
現
時
点
で
の
方

途
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
①
比
較
史
の
指
標
を

踏
ま
え
つ
つ
、
各
国
の
「
近
世
」
の
開
始
時
期
の
ず
れ
の
説
明
に

議
論
の
力
点
を
置
く
も
の
（
宮
島
博
史
氏
）
と
、
②
世
界
史
上
に
お

け
る
「
共
通
の
リ
ズ
ム
」
や
「
共
通
の
衝
撃
」
に
着
目
し
て
、
そ

れ
ら
へ
の
対
応
・
解
答
を
提
示
し
、
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
世

界
の
「
近
世
化
」
の
様
相
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
発
想
（
岸
本
美

緒
氏
）
の
二
つ
で
あ
る）

（
（

。
先
の
松
田
氏
の
議
論
は
こ
の
①
を
念
頭

に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
あ
る
境
域
（
こ
こ
で
は
東
ア

ジ
ア
）
で
の
「
共
通
性
」（
そ
の
実
現
の
失
敗
も
含
む
）
の
概
念
化
は
、

そ
の
境
域
内
の
各
シ
ス
テ
ム
を
比
較
す
る
以
上
、「
普
遍
性
（
共

通
性
）
／
特
殊
性
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
必
然
的
に
は
ら
ま
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
松
田
氏
の
指
摘
は
当
を
得

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
②
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
②
の
代
表
的
論
者
と

さ
れ
る
岸
本
美
緒
氏
は
下
記
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
で
は
、「
近
世
化
」
論
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分

論
の
隘
路
を
突
破
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ

ば
、「
近
世
化
」
論
に
お
い
て
、
1（
世
紀
以
降
の
諸
地
域
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
近
世
」
を
想
定
す
る
理
由
は
、
こ
れ
ら
諸

0

0

0

0

地
域
の
社
会
に
「
共
通
性
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
く
、
ま
た
全
世
界
的
な
「
シ
ス
テ
ム
」
が
成
立
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
諸
地
域
が
、

1（0

世
紀
の
初
期
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
生
み
出
し
た
類

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

似
の
課
題
と
取
り
組
み
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
を
多
様
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

形
態
で
再
編
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
よ
う
と
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

か
ら
で
あ
る
。
…
…
ど
れ
が
先
進
的
で
ど
れ
が
後
進
的
か
、

と
い
っ
た
評
価
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
々

が
渾
身
の
力
を
以
て
提
出
し
た
解
答
の
多
様
性
、
そ
の
問
題

提
起
力
に
注
目
し
て
み
た
い
。「
近
世
」
論
で
は
な
く
「
近

世
化
」
論
と
し
て
「
化
」
の
字
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
共
通
の
問
い
に
対
し
多
様
な
答
え
が
生
み
出
さ
れ
て
く

る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
の
問
題
関
心
を
、
多
少
な
り
と
も
表
現

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

─
こ
の
よ
う
な
見
通
し
が
、
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「
近
世
化
」
論
の
背
後
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る）

（
（

。（
傍
点

─
引
用
者
）

　

こ
こ
で
い
わ
れ
る
、
シ
ス
テ
ム
の
「
共
通
性
」
で
は
な
い
「
共

通
の
課
題
、
共
通
の
衝
撃
」
へ
の
対
応
・
応
答

─
「
比
較
」
を

前
提
と
し
た
「
共
通
性
」
の
析
出
で
は
な
い
、
そ
の
「
共
時
性
」

へ
の
着
目
は
、
さ
き
に
述
べ
た
回
路
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
方
向
性

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
韓
国
に

お
け
る
朝
鮮
時
代
史
研
究
の
新
た
な
潮
流
も
こ
う
し
た
点
と
か

か
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
韓
国
の
人
文
学
（
こ
と
に
歴
史
学
）
で

は
、
な
が
ら
く
植
民
史
観
の
克
服
を
め
ざ
し
た
民
族
史
観
が
主
流

を
占
め
、
朝
鮮
時
代
史
に
か
か
わ
っ
て
い
え
ば
、「
自
発
的
近
代

論
」「
内
在
的
発
展
論
」
が
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た）

5
（

。
近

年
、
一
国
史
的
歴
史
記
述
が
見
直
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら

を
い
か
に
克
服
す
る
か
が
課
題
と
な
り
、
海
域
ア
ジ
ア
、
海
を
媒

介
と
す
る
共
時
的
空
間
の
な
か
で
朝
鮮
社
会
を
把
握
す
る
研
究
が

注
目
を
集
め
て
い
る
（
書
物
や
知
の
流
通
な
ど

─
表
1
）。
そ
の
ほ

か
に
も
、「
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
／
文
禄
・
慶
長
の
役
」
を
壬
辰
戦

争
と
し
て
再
定
義
し
、
東
（
東
北
・
北
東
）
ア
ジ
ア
圏
域
に
お
け
る

歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み）

（
（

な
ど

も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
思
想
史
関
係
学
会
の
動
向
を
み
て

も
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
一
国
思
想
史
的
枠
組
み
を
越
え
た

共
時
的
な
思
想
課
題
に
軸
を
据
え
た
テ
ー
マ
が
散
見
さ
れ
る
こ
と

が
注
目
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
、
民
族
史
観
の
見
直
し
は

無
論
の
こ
と
、
一
国
史
的
記
述
の
批
判
的
視
座
と
し
て
提
示
さ
れ

て
お
り
、
そ
し
て
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
そ
れ
ら
が
現
代

的
課
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
東
ア
ジ
ア
近
世
」
論
に
お
け
る
「
普
遍
／
特
殊
」
と
い
う

枠
組
み
の
問
題
性
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
共
通
の
衝

撃
・
課
題
へ
の
着
目

─
共
時
性
と
い
っ
た
視
座
に
つ
い
て
議
論

を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
に
、
仮
構
さ
れ
た
西
洋
型
近
代
に
か
か
わ
っ
て
ひ
と
言
申
し

述
べ
た
い
。
そ
も
そ
も
「
西
洋
型
の
近
代
化
の
理
念
」
そ
の
も
の

に
対
す
る
疑
念
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
松
田
氏
も
述
べ
る
ご
と

く
、「
単
線
的
な
時
間
軸
の
上
に
そ
の
近
代
化
達
成
度
を
査
定
す

る
の
は
知
的
に
建
設
的
で
な
」
く
、「
近
世
か
ら
近
代
へ
」
と
い

う
タ
ー
ム
自
体
も
理
念
型
と
し
て
の
西
洋
型
近
代
を
尺
度
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
指
摘
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
し
、
評
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
韓
国
で
の
植
民
地

近
代
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
照
に
値
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
代

表
的
論
客
で
あ
る
尹
海
東
氏
は
下
記
の
よ
う
に
述
べ
る
。

西
欧
と
植
民
地
は
、
同
時
的
に
発
現
し
た
近
代
性
の
多
様
な

屈
折
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
近
代
は
も
う
特
定
の
地
政
学
的

位
置
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
…
…

「
近
代
は
す
べ
か
ら
く
植
民
地
近
代

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
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植
民
地
を
社
会
進
化
論
的
な
文
明
論
の
発
展
段
階
に
準
じ
て

下
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
植
民
地
が
一
国
的
で
自
足

的
な
政
治
・
経
済
・
社
会
的
な
単
位
で
は
な
く
、
帝
国
の
一

部
を
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
帝
国
と
植
民
地
は

0

0

0

0

0

0

0

相
互
作
用
す
る
ひ
と
つ
の
「
絡
み
合
う
世
界
」
を
成
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
…
…
「
植
民
地
近
代

論
」
は
、
帝
国
と
植
民
地
を
つ
ら
ぬ
く
共
時
性
と
、
植
民
地

と
ポ
ス
ト
植
民
地
を
つ
な
ぐ
通
時
性
を
同
時
に
も
つ
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
植
民
地
も
ま
た
収
奪
と
文
明
化
・
開
発
の
両

面
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
植
民
地
近
代
と
い
う

問
題
意
識
は
、
近
代
の
両
義
性
と
植
民
地
の
両
義
性
が
交
錯

す
る
地
点
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（
（

。（
傍
点
─
引
用
者
）

　

植
民
地
近
代
論
と
は
、
戦
後
韓
国
歴
史
学
の
主
流
で
あ
っ
た
民

族
主
義
に
立
脚
す
る
「
植
民
地
収
奪
論
」
と
、
そ
の
批
判
で
あ

る
「
植
民
地
近
代
化
論
」
の
双
方
に
共
有
さ
れ
た
近
代
至
上
主
義

を
批
判
す
る
な
か
で
提
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。「
近
代
は

す
べ
か
ら
く
植
民
地
近
代
で
あ
る
」

─
つ
ま
り
、
帝
国
と
植
民

地
は
相
互
に
作
用
し
な
が
ら
、
近
代
、
さ
ら
に
近
代
性
を
構
成
す

る
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
た
し
か
に
明
治
以
降
の

日
本
は
政
治
制
度
的
に
は
植
民
地
と
は
な
ら
ず
、
帝
国
の
道
を
歩

ん
だ
も
の
の
、
江
戸
後
期
よ
り
遭
遇
す
る
西
欧
は
ま
さ
に
植
民
地

近
代
を
構
成
す
る
帝
国
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
当
該
期
の
日
本
に
、

そ
し
て
日
本
の
知
識
人
に
そ
れ
へ
の
対
峙
が
求
め
ら
れ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
植
民
地
近
代
」
へ
の
対
峙
で
あ
り
、
そ
れ
へ

の
応
答
・
格
闘
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
無
論
、
そ
の
後
の
日
本
は
、
帝
国
へ
の
道
を
歩
ん
だ
。
し

か
し
さ
れ
ば
こ
そ
、「
近
代
の
両
義
性
と
植
民
地
の
両
義
性
が
交

錯
す
る
地
点
」
と
し
て
近
代
日
本
は
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
さ
き
の
尹
氏
の
議
論
が
、
現
在
に
い
た
る
ポ
ス
ト
植
民
地

の
時
代
も
に
ら
み
つ
つ
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
現
代

に
お
け
る
意
義
」
を
趣
旨
に
掲
げ
た
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
の
問
題
は
議
論
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

表
1

　
韓
国
の
歴
史
学
系
学
会
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
関
係
大
会
テ
ー
マ
・
報
告
タ
イ
ト
ル

歴
史
学
会

二
〇
一
八
年
「
東
ア
ジ
ア
前
近
代
の
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
改
革
思
想
」

　

宋
代
文
人
集
団
の
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
改
革
思
想

　

ク
ビ
ラ
イ
即
位
初
の
王
文
統
の
改
革
政
治

　

徳
川
日
本
の
昌
平
黌
を
中
心
と
す
る
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

麗
末
鮮
初
の
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
改
革
思
想

　

1（
世
紀
朝
鮮
儒
学
者
の
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
改
革
思
想

二
〇
一
六
年
「
海
洋
と
歴
史

─
境
界
を
越
え
る
想
像
力
」

　

近
代
の
大
西
洋
世
界
形
成

─
海
洋
貿
易
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

一 

四
八
〇
年
の
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
旅
行

─
近
代
ア
ジ
ア
海
洋
と
跨
国
的
承
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認
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
形
成

　

東
ア
ジ
ア
海
域
経
済
史
と
日
本
の
近
代

　

海
か
ら
み
る
韓
国
史

　

近
代
西
洋
人
が
み
た
韓
国
の
領
土
と
海
洋

全
国
歴
史
学
大
会
：
統
一
テ
ー
マ

二
〇
一
一
年　

全
国
歴
史
学
大
会　

国
境
を
越
え
て

─
移
住
と
離
散
の
歴
史

　

近
代
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
住
と
離
散

　

な 

ぜ
ホ
モ
・
ミ
グ
ラ
ン
ス
な
の
か
？

─
最
近
の
移
住
史
研
究
動
向
と
そ
の
意

味

　

韓 

人
の
満
州
移
住
様
相
と
東
ア
ジ
ア

─
移
住
か
ら
殖
民
へ
／
資
力
か
ら
動
員

へ

　

20
世
紀
前
半
の
韓
人
の
日
本
移
住
と
定
着

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
角
か
ら
み
る
中
央
ア
ジ
ア
高
麗
人
移
住

　

分
断
と
戦
争
の
遺
産
、
南
北
離
散
（
分
断
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
）
の
歴
史

　

海
外
華
人
資
本
の
形
成
と
跨
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

多 

文
化
民
族
主
義 

（m
ulticultural nationalosm

） 

は
可
能
か
？

─
イ
ギ
リ

ス
の
移
住
者
問
題
と
多
文
化
主
義
を
中
心
に

全
国
歴
史
学
大
会
参
加
学
会
：
歴
史
学
会
、
経
済
史
学
会
、
大
邱
史
学
会
、
都
市
史
学
会
、

東
洋
史
学
会
、釜
山
慶
尚
史
学
会
、歴
史
教
育
研
究
会
、韓
国
考
古
学
会
、韓
国
科
学
史
学
会
、

韓
国
美
術
史
学
会
、
韓
国
民
族
運
動
史
学
会
、
韓
国
思
想
史
学
会
、
韓
国
史
研
究
会
、
韓
国

史
学
史
学
会
、
韓
国
史
学
会
、
韓
国
西
洋
史
学
会
、
韓
国
女
性
史
学
会
、
韓
国
歴
史
民
俗
学

会
、
韓
国
歴
史
研
究
会
、
湖
南
史
学
会

表
2

　
韓
国
思
想
史
学
会 

東
ア
ジ
ア
関
係
大
会
テ
ー
マ

全
国
歴
史
学
大
会
パ
ネ
ル
（
二
〇
一
〇
・
五
） 

境
界
の
時
代
、
境
界
の
知
識
人

全
国
歴
史
学
大
会
パ
ネ
ル
（
二
〇
一
一
・
一
一
） 

海
外
体
験
と
韓
国
思
想

学 

術
大
会
（
韓
国
史
学
史
学
会
共
催 

二
〇
一
四
・
六
） 

1（
〜
19
世
紀
東
ア
ジ
ア　
　

の
思
想
と
歴
史
学
：
境
界
を
越
え
て

表
3

　
韓
国
日
本
思
想
史
学
会 

東
ア
ジ
ア
関
係
大
会
テ
ー
マ

二
〇
〇
五
・
一
〇　

朝
鮮
実
学
と
日
本
実
学

─
交
流
と
比
較

二 

〇
〇
八
・
一
一　

戦
争
の
記
憶
と
治
癒
と
し
て
の
平
和
思
想
、
そ
し
て
21
世
紀　
　

東
ア
ジ
ア
共
同
体

二
〇
〇
九
・
五　

日
韓
思
想
と
文
化
、
そ
し
て
21
世
紀
コ
ン
テ
ン
ツ

二 

〇
〇
九
・
一
〇　

東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
模
索
と
他
者
認
識

─
歴
史
葛
藤
の
国

家
主
義
を
越
え
て

二 

〇
一
〇
・
一
一　

韓
国
併
合
一
〇
〇
年

─
東
ア
ジ
ア
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
様
相

二
〇
一
一
・
一
一　

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
「
超
」
国
家
主
義

─
そ
の
批
判
的
検
討

二
〇
一
三
・
六　

（
・
15
は
東
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
何
な
の
か

二
〇
一
三
・
一
一　

日
韓
両
国
の
集
団
記
憶
に
対
す
る
思
想
史
的
考
察

二 

〇
一
四
・
六　

日
韓
共
同
の
歴
史
認
識
の
た
め
の
思
想
史
的
条
件

─
公
共
性
と

寛
容

二
〇
一
四
・
一
一　

東
ア
ジ
ア
の
共
生･

共
存
は
可
能
か

二
〇
一
五
・
一
一　

東
ア
ジ
ア
近
代
史
の
な
か
の
「
交
流
」
思
想
の
脈
絡

二
〇
一
六
・
五　

戦
後
日
本
の
民
主
主
義
と
東
ア
ジ
ア

二
〇
一
六
・
一
一　

戦
後
日
本
民
主
主
義
と
東
ア
ジ
ア
思
想
史
の
変
容

二 

〇
一
八
・
五　

明
治
維
新
一
五
〇
周
年
特
別
学
術
大
会
：
明
治
維
新
の
思
想
課
題

と
東
ア
ジ
ア

（
出
典
：
表
1
〜
（
と
も
に
韓
国
学
術
誌
引
用
索
引〈K

CI

〉機
関
検
索〈http://w

w
w

.kci.

go.kr
〉、
各
学
会 w

eb 

サ
イ
ト
よ
り
作
成
）
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35　総括コメント　
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注
（
1
） 

本
稿
は
当
日
の
配
布
資
料
と
会
場
で
提
示
し
た
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
資
料
に
若
干
の
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
が
全
体
の
趣
旨

に
大
幅
な
変
更
は
な
い
。

（
2
） 

⑴
比
較
史
（
小
農
社
会
と
朱
子
学
理
念
、
朱
子
学
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
印
刷
出
版
文
化
の
隆
盛
、
東
ア
ジ
ア
の
新
興
軍
事

政
権
等
）、
⑵
時
代
区
分
論
（「
共
通
の
リ
ズ
ム
」「
初
期
近
代
」

「
儒
教
的
近
代
」
等
）、
⑶
秩
序
の
文
法
（
中
心
と
終
焉
、「
風

俗
」、
君
臣
関
係
と
「
議
論
政
治
」、
外
交
規
範
の
多
義
性
、「
儒

教
核
政
治
文
化
」
等
）、
⑷
現
代
的
問
題
意
識
（「
平
和
」
へ
の

認
識
、「
東
ア
ジ
ア
の
猜
疑
」、
歴
史
教
育
・
歴
史
教
材
の
様
々

な
試
み
等
）。
清
水
光
明
「「
近
世
化
」
論
の
地
平

─
既
存
の

議
論
群
の
整
理
と
新
事
例
の
検
討
を
中
心
に
」（
清
水
光
明
編

『「
近
世
化
」
論
と
日
本

─
「
東
ア
ジ
ア
」
の
捉
え
方
を
め
ぐ

っ
て
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
八
頁
。

（
（
） 

同
前
、
一
〇
頁
。

（
（
） 

岸
本
美
緒
「「
近
世
化
」
論
に
お
け
る
中
国
の
位
置
づ
け
」

（
同
前
所
収
）
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
5
） 

い
わ
ゆ
る
「
植
民
史
観
」
と
は
他
律
性
論
、
停
滞
性
論
、

日
鮮
同
祖
論
、
党
派
性
論
な
ど
を
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
。
朝

鮮
時
代
史
の
主
流
と
な
る
「
自
発
的
近
代
論
」「
内
在
的
発
展

論
」
と
は
、
植
民
史
観
の
克
服
を
め
ざ
し
た
も
の
で
、「
他
律

的
」「
停
滞
」
し
た
朝
鮮
社
会
で
は
な
く
、「
自
発
的
」
近
代
へ

の
要
素
が
朝
鮮
社
会
に
「
内
在
」
し
て
い
た
こ
と
を
、
一
国
史

的
に
実
証
し
よ
う
と
す
る
潮
流
を
指
す
。

（
（
） 

정
두
희
・
이
졍
순 

엮
음
『
임
진
왜
란
：
동
아
시
아 

삼
국
전

쟁
』
휴
머
니
스
트
、
二
〇
〇
七
年
（
鄭
杜
熙
・
李
璟
玽
編
『
壬

辰
戦
争

─
一
六
世
紀
日
・
朝
・
中
の
国
際
戦
争
』
金
文
子
監

訳
・
小
幡
倫
裕
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
ち

な
み
に
「
壬
辰
戦
争
」
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
は
、
東
ア
ジ

ア
共
同
体
論
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
二
〇
一
一
年
を
前
後
し
て

「
東
ア
ジ
ア
史
」
教
科
書
へ
の
用
語
採
用
を
め
ぐ
っ
て
社
会
的
な

議
論
と
も
な
り
、
学
界
の
枠
を
越
え
た
広
が
り
を
み
せ
て
い
る

こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
（
） 

尹
海
東
『
植
民
地
が
つ
く
っ
た
近
代

─
植
民
地
朝
鮮
と

帝
国
日
本
の
も
つ
れ
を
考
え
る
』（
沈
熙
燦
・
原
祐
介
訳
、
三
元

社
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
四
〜
二
九
五
頁
。
な
お
、
本
書
に
つ

い
て
は
、
岡
崎
享
子
氏
と
桂
島
宣
弘
氏
に
よ
る
二
本
の
書
評
も

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
（『
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
』
第
九

号
、
二
〇
一
八
年
、『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
第
二
九
二

号
、
二
〇
一
八
年
）。

 

（
立
命
館
大
学
准
教
授
）

日本思想史学51-シンポ-金津日出美氏【再校】　　［出力］ 2019年10月2日　午後3時43分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1




