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【
開
催
概
要
】

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
近
代
日
本
の
偽
史
言
説　

そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
﹂

二
〇
一
五
年
十
一
月
七
日
︵
土
︶
一
四
時
～
一
七
時
四
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　

八
日
︵
日
︶
一
〇
時
～
一
七
時
三
〇
分

於　

立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス　

五
号
館
第
一
・
第
二
会
議
室

十
一
月
七
日
︵
土
︶

偽
史
言
説
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　

小
澤　

実
︵
本
学
文
学
部
准
教
授
︶

◆
第
一
部　

神
代
史
と
い
う
伏
流

神
代
文
字
と
平
田
国
学　

　
　

三
ツ
松
誠
︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師
︶

自
己
増
殖
す
る
偽
史
︱
︱
竹
内
文
献
の
旅
と
帝
国
日
本
︱
︱　

　
　

永
岡　

崇
︵
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︶

◆
第
二
部　
「
歴
史
」
の
創
造

偽
文
書
﹁
椿
井
文
書
﹂
が
受
容
さ
れ
る
理
由

　
　

馬
部
隆
弘
︵
大
阪
大
谷
大
学
文
学
部
講
師
︶

十
一
月
八
日
︵
日
︶

戦
時
下
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

　

︱
︱
小
谷
部
全
一
郎
﹃
成
吉
思
汗
ハ
源
義
経
也
﹄
を
読
む
︱
︱

　
　

石
川　

巧
︵
本
学
文
学
部
教
授
︶　

﹁
日
本
古
代
史
﹂
を
語
る
と
い
う
こ
と

　

︱
︱
﹁
皇
国
史
観
﹂
と
﹁
偽
史
﹂
の
は
ざ
ま
︱
︱

　
　

長
谷
川
亮
一
︵
千
葉
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
︶

　

◆
第
三
部　

海
外
偽
史
と
の
接
触

﹁
失
わ
れ
た
大
陸
﹂
言
説
の
系
譜

　

︱
︱
日
本
に
と
っ
て
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
と
ム
ー
大
陸
︱
︱

　
　

庄
子
大
亮
︵
関
西
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
︶

日
猶
同
祖
論
︱
︱
旧
約
預
言
か
ら
﹃
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
﹄
ま
で
︱
︱

　
　

津
城
寛
文
︵
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
︶

ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
︱
︱
日
本
に
お
け
る
﹁
シ
オ
ン
議
定
書
﹂
の
伝
播
と
受
容
︱
︱

　
　

高
尾
千
津
子
︵
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養
学
部
教
授
︶

主
催　

立
教
大
学
日
本
学
研
究
所

共
催　

立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
﹂︵
研
究

代
表
者　

小
澤　

実
︶

【
発
表
要
旨
】

◇
第
一
部　

神
代
史
と
い
う
伏
流

神
代
文
字
と
平
田
国
学

三
ツ
松
誠

　

漢
学
隆
盛
の
江
戸
時
代
後
期
に
在
っ
て
、
日
本
の
古
典
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
本
居

宣
長
は
、
我
が
国
の
古
代
を
精
神
面
で
回
帰
す
べ
き
理
想
境
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
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れ
が
中
国
的
要
素
に
よ
っ
て
堕
落
せ
し
め
ら
れ
た
の
だ
と
説
い
た
。﹁
道
﹂、
暦
、
そ

し
て
文
字
、
い
ず
れ
も
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
中
国
か
ら
流
入
し
た
も
の
な

の
で
あ
り
、
宣
長
は
そ
れ
ら
が
な
か
っ
た
時
代
の
日
本
を
評
価
す
る
。
そ
ん
な
も
の

が
無
か
ろ
う
と
日
本
は
そ
れ
で
充
足
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
宣
長
の
立
場
で

あ
る
。

　

平
田
篤
胤
は
宣
長
の
没
後
門
人
を
自
称
し
た
が
、
か
か
る
宣
長
説
に
満
足
で
き
な

か
っ
た
。
彼
は
海
外
の
古
伝
説
を
も
読
み
込
ん
で
我
が
国
こ
そ
が
全
世
界
の
文
化
の

発
祥
地
で
あ
る
と
唱
え
、
漢
字
渡
来
以
前
の
日
本
固
有
の
文
字
、
神
代
文
字
の
実
在

を
も
訴
え
、
そ
れ
な
り
の
追
随
者
を
生
み
出
す
。
し
か
し
そ
の
神
代
文
字
の
姿
は
、

篤
胤
の
主
張
と
は
逆
に
、
ハ
ン
グ
ル
か
ら
の
剽
窃
を
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

宣
長
が
時
に
近
代
国
語
学
・
国
文
学
の
祖
と
目
さ
れ
る
の
に
対
し
、
篤
胤
が
同
様

の
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
神
代
文
字
の
如
き
偽
史
的
想
像

力
の
祖
型
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
篤
胤
は
近
代
日
本
に
と
っ
て
無
視
し
が
た
い
存
在

だ
と
評
価
で
き
よ
う
。

自
己
増
殖
す
る
偽
史
―
―
竹
内
文
献
の
旅
と
帝
国
日
本
―
―

永
岡
　
崇

　

近
代
日
本
に
現
れ
た
多
く
の
偽
史
文
献
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
著
名
な
の
は
竹

内
文
献
︵
天
津
教
文
献
︶
で
あ
ろ
う
。
保
持
者
で
あ
る
天
津
教
教
主
・
竹
内
巨
麿
の

語
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
文
献
は
越
中
国
の
天
神
人
祖
一
神
宮
に
長
く
伝
え
ら
れ
て

き
た
神
宝
で
あ
り
、
明
治
二
十
年
代
に
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
初
期
に

酒
井
勝
軍
ら
研
究
家
や
矢
野
祐
太
郎
ら
宗
教
家
に
注
目
さ
れ
、
時
間
的
に
は
記
紀
の

記
録
よ
り
も
は
る
か
に
遡
る
超
古
代
史
文
献
と
し
て
、
空
間
的
に
は
世
界
大
の
ス

ケ
ー
ル
を
も
つ
壮
大
な
歴
史
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
他
方
で
は
、
狩

野
亨
吉
に
偽
書
の
烙
印
を
押
さ
れ
、竹
内
ら
が
不
敬
罪
で
検
挙
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

﹁
ト
ン
デ
モ
本
﹂
の
代
名
詞
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
定
着
し
て
い
る
。

　

本
報
告
で
は
、
竹
内
文
献
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
運
動
の
存
立
を
可
能
に

し
た
も
の
と
し
て
、
竹
内
巨
麿
の
受
動
的
な
主
体
性
に
着
目
し
、
同
時
代
の
カ
リ
ス

マ
的
宗
教
指
導
者
で
あ
る
出
口
王
仁
三
郎
の
主
体
性
と
の
比
較
を
通
じ
て
そ
の
特
徴

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
ま
た
、
天
津
教
事
件
裁
判
に
お
け
る
竹
内
ら
の
主
張
お
よ

び
狩
野
亨
吉
ら
の
文
献
批
判
に
対
す
る
反
論
の
分
析
を
行
い
、
言
論
の
国
家
へ
の
一

元
化
を
志
向
す
る
一
九
三
〇
年
代
の
国
家
体
制
の
な
か
で
、
裁
判
所
と
い
う
公
の
場

を
あ
る
種
の
論
争
の
場
に
変
え
よ
う
と
試
み
た
こ
の
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
た

い
。

◇
第
二
部　
「
歴
史
」
の
創
造

偽
文
書
「
椿
井
文
書
」
が
受
容
さ
れ
る
理
由

馬
部
隆
弘

　

椿
井
文
書
と
は
、
山
城
国
相
楽
郡
椿
井
村
︵
現
京
都
府
木
津
川
市
︶
出
身
の
椿
井

政
隆
︵
一
七
七
〇
～
一
八
三
七
年
︶
が
、
依
頼
者
の
求
め
に
応
じ
て
偽
作
し
た
も
の

で
、
中
世
の
年
号
が
記
さ
れ
た
文
書
を
江
戸
時
代
に
写
し
た
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ

と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
見
た
目
に
は
新
し
い
が
内
容
は
中
世
の
も
の
だ
と
信
じ
込

ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
存
在
は
研
究
者
の
間
で
も
あ
ま
り
認
知
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、正
し
い
中
世
史
料
と
し
て
世
に
出
回
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

椿
井
文
書
は
、
近
畿
一
円
に
数
百
点
も
の
数
が
分
布
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
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く
、
現
在
進
行
形
で
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
他
に
類
を
み
な
い
存
在
と
い
え

る
。
本
報
告
で
は
、
ま
ず
椿
井
文
書
の
作
成
手
法
や
伝
播
の
仕
方
を
紹
介
す
る
こ
と

で
、
い
か
が
わ
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
理
由
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
椿
井
文
書
の
内
容
が
さ
も
史
実
か
の
如
く
定
着
し
て
い
く
過

程
や
、
そ
こ
へ
の
歴
史
学
の
関
与
の
仕
方
な
ど
、
椿
井
文
書
受
容
の
問
題
に
つ
い
て

幅
広
く
論
じ
た
い
。

戦
時
下
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

　
―
―
小
谷
部
全
一
郎
『
成
吉
思
汗
は
義
経
な
り
』
を
読
む
―
―

石
川
　
巧

　

大
正
八
年
に
日
本
陸
軍
の
通
訳
官
と
し
て
満
洲
・
シ
ベ
リ
ア
に
赴
任
し
た
小
谷
部

全
一
郎
は
、﹃
成
吉
思
汗
ハ
源
義
経
也
﹄︵
原
題
﹃
満
蒙
踏
破
・
義
経
復
興
記
﹄
を
完

成
さ
せ
、
倫
理
学
者
・
杉
浦
重
剛
の
支
援
を
受
け
て
﹃
成
吉
思
汗
は
源
義
経
也
﹄︵
大

正
一
三
年
一
一
月
、
冨
山
房
︶
を
出
版
す
る
。
同
書
は
世
間
の
評
判
を
よ
び
再
版
を

重
ね
る
が
、
国
史
学
、
東
洋
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
、
国
文
学
、
国
語
学
、
言
語

学
の
領
域
か
ら
集
っ
た
正
統
の
学
者
た
ち
は
、﹃
成
吉
思
汗
は
源
義
経
に
非
ず
﹄︵
大

正
一
四
年
五
月
、
国
史
講
習
会
編
︶
を
緊
急
出
版
し
て
そ
れ
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

小
谷
部
全
一
郎
に
よ
る
再
反
論﹃
成
吉
思
汗
は
源
義
経
也
著
述
の
動
機
と
再
論
﹄︵
大

正
一
四
年
、
冨
山
房
︶
な
ど
も
出
版
さ
れ
、
激
烈
な
﹁
義
経
＝
成
吉
思
汗
論
争
﹂
へ

と
発
展
す
る
。

　

ま
た
、
同
書
は
大
東
亜
戦
争
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
興
亜
国
民
版
︵﹃
成
吉
思
汗
は

義
経
な
り
﹄
昭
和
一
四
年
六
月
、
厚
生
閣
︶
と
し
て
増
補
出
版
さ
れ
、
戦
時
中
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
活
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
成
吉
思
汗
と
源
義
経
を
同
一
化
す

る
試
み
を
通
じ
て
、
満
洲
国
建
国
の
正
当
性
、
お
よ
び
、
日
本
民
族
が
盟
主
と
な
っ

て
東
ア
ジ
ア
を
欧
米
諸
国
の
支
配
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
大
東
亜
共
栄
圏
の
思
想

が
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
発
表
者
の
関
心
は
、
興
亜
国
民
版
﹃
成
吉
思
汗
は
義
経
な
り
﹄
に
記
さ

れ
た
内
容
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
奇
書
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
活
用
し

た
戦
時
中
の
大
政
翼
賛
体
制
を
安
直
に
批
判
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
問
題
は
、
人
々
の
口
承
、
遺
跡
、
言
語
の
痕
跡
な
ど
を
採
取
し
な
が
ら
民
間
伝

承
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
く
小
谷
部
全
一
郎
の
記
述
が
、
そ
れ
を
学
問
的
知
見
か
ら

論
破
し
よ
う
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
言
説
を
呑
み
込
む
よ
う
に
増
殖
し
、
研
究
者

の
批
判
に
も
屈
し
な
い
強
度
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
に
あ
る
。
坂
口
安
吾
が
﹁
風
博

士
﹂︵﹁
青
い
馬
﹂
昭
和
六
年
六
月
︶
に
戯
画
化
し
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
の
ち
に

松
本
清
張
が
数
々
の
反
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
小
説
で
こ
き
下
ろ
し
た
よ
う
に
、
そ
の
領
域

の
学
者
や
専
門
家
た
ち
が
主
張
す
る
﹁
真
実
﹂
は
、
と
き
と
し
て
、
自
ら
が
批
判
す

る
対
象
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
仕
立
て
て
い
く
逆
説
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
興
亜
国
民
版
﹃
成
吉
思
汗
は
義
経
な

り
﹄
と
い
う
書
物
を
読
み
直
し
、
偽
史
は
な
ぜ
大
衆
を
惹
き
つ
け
る
の
か
を
検
討
し

た
い
。

「
日
本
古
代
史
」
を
語
る
と
い
う
こ
と

　
―
―
「
皇
国
史
観
」
と
「
偽
史
」
の
は
ざ
ま
―
―

長
谷
川
亮
一

　

近
代
天
皇
制
国
家
は
、
そ
の
正
統
性
の
根
拠
を
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
建
国
神
話
に
求

め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
史
教
科
書
に
お
け
る
古
代
史
＝
建
国
神
話
叙
述
は
重
視
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さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
戦
後
、﹁
皇
国
史
観
﹂
の
克
服
が
叫
ば
れ
る
過

程
で
、
古
代
史
叙
述
の
書
き
直
し
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ

も
日
本
古
代
史
を
重
視
す
る
、
と
い
う
発
想
自
体
が
、
日
本
が
古
代
以
来
、
そ
の
基

本
的
な
性
格
を
変
え
ず
に
一
貫
し
て
存
続
し
て
き
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
存
続
さ

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
も
そ
も
、﹁
正
史
﹂
は
国
家
自
身
を
自
己
正
当
化
す
る
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
し
ば
し
ば
歴
史
の
歪
曲
を
引
き
起
こ
す
。
し
た
が
っ
て
、﹁
正
史
﹂
は
﹁
偽
史
﹂

の
対
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
﹁
正
史
﹂
そ
れ
自
体
に
﹁
偽
史
﹂
と
し
て
の
性
質
が

含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
﹁
偽
史
﹂
の
側
は
、
常
に
自
ら
が
﹁
正
史
﹂
に
と
っ
て
か
わ

ろ
う
と
す
る
性
質
を
持
つ
。

　

本
報
告
で
は
、
十
五
年
戦
争
期
の
い
わ
ゆ
る
﹁
皇
国
史
観
﹂
の
﹁
偽
史
﹂
性
を
前

提
と
し
て
、
戦
中
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
古
代
史
叙
述
を
対
象
に
、﹁
歴
史
を
書

き
替
え
よ
う
と
す
る
欲
望
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
い
。

◇
第
三
部　

海
外
偽
史
と
の
接
触

「
失
わ
れ
た
大
陸
」
言
説
の
系
譜

　
―
―
日
本
に
と
っ
て
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
と
ム
ー
大
陸
―
―

庄
子
大
介

　

本
報
告
テ
ー
マ
は
、﹁
太
古
の
文
明
が
栄
え
た
陸
地
が
、
大
災
害
で
海
に
没
し
た
﹂

と
い
う
西
洋
由
来
の
﹁
偽
史
﹂
の
、日
本
的
受
容
で
あ
る
。
こ
う
し
た
陸
地
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
古
代
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
が
思
想
表
現
の
た
め
創
作
し
た
、
大
西
洋
の
﹁
ア

ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
﹂
に
遡
る
。
そ
れ
は
近
代
西
洋
に
お
い
て
、
文
明
誕
生
の
地
と
も
見

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
は
哲
学
研
究
者
の
木
村
鷹
太
郎
に
よ
る
解
釈
を
経

て
、﹁
竹
内
文
書
﹂
な
ど
の
偽
史
に
影
響
を
与
え
た
。
一
方
、
環
太
平
洋
の
諸
文
明

の
由
来
と
想
定
さ
れ
た
の
が
、
太
平
洋
版
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
と
い
う
べ
き
﹁
ム
ー
大

陸
﹂
で
あ
る
。
近
代
の
作
家
ら
が
生
み
出
し
た
架
空
の
存
在
だ
が
、
日
本
に
お
い
て

は
南
進
論
と
絡
ま
り
つ
つ
受
容
さ
れ
、
自
国
を
﹁
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ム
ー
文

明
の
末
裔
﹂
と
見
な
し
、
対
外
進
出
を
正
当
な
復
権
の
ご
と
く
論
じ
る
者
も
い
た
。

こ
れ
ら
の
偽
史
は
も
ち
ろ
ん
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
が
、
今
で
も
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ

る
歴
史
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
り
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
り

と
、
日
本
社
会
に
浸
透
し
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
も
視
野
に
入
れ
、﹁
失
わ

れ
た
大
陸
﹂
言
説
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。

日
猶
同
祖
論
―
―
旧
約
預
言
か
ら
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
ま
で
―
―津

城
寛
文

　

日
本
、
ユ
ダ
ヤ
の
二
語
を
入
力
し
て
ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
、
最
初
の
一
〇
く
ら
い

は
日
猶
同
祖
論
に
関
す
る
サ
イ
ト
が
出
る
。
現
代
の
話
で
は
な
く
千
年
以
上
前
の
話

に
大
衆
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
、説
明
を
要
す
る
事
態
で
あ
る
。
日
本
民
族
・

文
化
の
起
源
・
系
統
は
、
正
統
史
学
や
人
類
学
も
共
有
す
る
関
心
事
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
も
、
遠
く
中
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
細
々
な
が
ら
人
間
の
流
入
が
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
し
き
れ
な
い
。
そ
の
細
い
流
れ
の
ひ
と
つ
を
、
日
本
古
代
史
の
主
流
に
位

置
付
け
る
の
が
日
猶
同
祖
論
で
あ
り
、
こ
う
し
た
異
説
の
種
本
を
書
い
た
の
は
、
明

治
初
期
に
来
日
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
商
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
は
旧

約
の
﹁
失
わ
れ
た
十
部
族
﹂
預
言
で
あ
り
、
当
時
の
観
察
と
絡
め
て
、
日
本
人
の
一

部
は
失
わ
れ
た
十
部
属
の
末
裔
だ
と
主
張
さ
れ
た
。他
方
、最
近
の
話
題
作﹃
ダ
・
ヴ
ィ
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ン
チ
・
コ
ー
ド
﹄
の
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
は
、
い
わ
ば
﹁
失
わ
れ
な
か
っ
た
二
部
族
﹂
説

で
あ
り
、﹁
失
わ
れ
た
十
部
族
﹂
預
言
と
割
符
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日

猶
同
祖
論
は
日
本
産
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
発
の
異
説
と
捉
え
る
と
、
別
の

相
貌
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
―
―
日
本
に
お
け
る
「
シ
オ
ン
議
定
書
」
の
伝
播
と
受
容
―
―

高
尾
千
津
子

　

二
〇
世
紀
初
頭
に
ロ
シ
ア
帝
国
で
ね
つ
造
さ
れ
た
偽
書﹃
シ
オ
ン
長
老
の
議
定
書
﹄

︵
以
下
﹁
議
定
書
﹂︶
が
、ロ
シ
ア
革
命
後
い
わ
ゆ
る
﹁
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
﹂
説
の
﹁
根
拠
﹂

と
し
て
世
界
中
に
伝
播
し
て
か
ら
お
よ
そ
百
年
が
経
過
し
た
。
戦
間
期
の
政
治
、
経

済
的
な
危
機
と
混
乱
の
な
か
で
、﹁
議
定
書
﹂
は
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
解
釈
﹂
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
﹁
議
定
書
﹂
の
起
源
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
時

に
反
革
命
・
白
衛
派
を
支
持
す
る
日
本
軍
の
通
訳
に
よ
り
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
翻
訳

さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
が
、
早
く
も
一
九
二
一
年
に
は
日
本
の
言
論
界
で
そ
の

真
偽
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
で
は
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
そ
の
も
の
は
古
く
か
ら
存

在
し
て
い
た
が
、
欧
米
諸
国
と
は
異
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
が
存
在
し
な
い
日
本
で

な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
や
﹁
議
定
書
﹂
が
広
ま
り
、受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

報
告
で
は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
時
に
お
け
る
日
本
へ
の
﹁
議
定
書
﹂
の
伝
播
と
受
容
を
中

心
に
、戦
前
日
本
に
お
け
る﹁
ユ
ダ
ヤ
人
﹂を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。


