
－3－

 

特
集

二
〇
一
六
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム



前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
怪
異
と
社
会　
テ
ク
ス
ト
・
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袋
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代
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学
」（
研
究
代
表
者
：
小
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実
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【
開
催
概
要
】

「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
怪
異
と
社
会　

テ
ク
ス
ト
・
文
化
・
自
然
環
境
」

二
〇
一
六
年
十
二
月
一
〇
日
（
土
）

於　

立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス　

五
号
館
五
一
二
四
教
室

〈
プ
ロ
グ
ラ
ム
〉

小
澤　

実
（
立
教
大
学
文
学
部
准
教
授
）

 

「
問
題
の
所
在
」

高
谷　

知
佳
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
准
教
授
）

 

「
日
本
中
世
都
市
の
秩
序
と
怪
異
」

水
口　

幹
記
（
藤
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）

 

「
蘇
民
将
来
札
考
―
井
戸
跡
出
土
木
簡
を
手
が
か
り
に
―
」

野
崎　

充
彦
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）

 

「「
怪
異
」
の
諸
相
―
朝
鮮
前
期
を
中
心
に
―
」

佐
々
木　

聡
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

 

「
災
異
と
禳
災
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」

佐
野　

愛
子
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

 

「
ベ
ト
ナ
ム
李
仁
宗
代
の
怪
異
を
め
ぐ
っ
て
」

北
條　

勝
貴
（
上
智
大
学
文
学
部
准
教
授
）

 

「
環
境
文
化
史
か
ら
怪
異
を
問
う
―
伝
播
論
／
環
境
還
元
論
の
止
揚
へ
―
」

総
合
討
論

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
概
要
】

怪
異
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
は
、
対
象
を
問
わ
ず
、
時
代
を
問
わ
ず
、
地
域
を

問
わ
ず
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
分
野
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
説
明
し
得
ぬ
も
の
、
語
り

え
ぬ
も
の
、
自
身
の
理
解
で
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
怪
異
と
い
う
現

象
は
、
古
今
東
西
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
魅
力
の
あ
る
磁
場
な
の
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
、
わ
が
国
で
は
、
怪
異
現
象
に
対
す
る
人
間
の
反
応
が
生
き
生
き
と
記
述

さ
れ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
の
研
究
に
お
い
て
、
怪
異
を
対
象
と
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ

て
き
た
と
い
う
印
象
が
も
た
れ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
や
は
り
そ
の

よ
う
な
怪
異
を
問
う
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
歴
史
上
の
怪
異
を
め
ぐ
る
近
年
の
目
立
っ
た
仕
事
と
し
て
、
報
告
者
の

ひ
と
り
高
谷
知
佳
に
よ
る
『「
怪
異
」
の
政
治
社
会
学
』（
講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
一

六
）
が
あ
る
。
室
町
期
の
記
述
資
料
に
残
る
怪
異
言
説
を
収
集
し
、
京
都
と
い
う
都

市
空
間
で
な
ぜ
怪
異
が
発
現
し
、
語
り
が
流
布
し
、
記
録
さ
れ
る
の
か
。
都
市
史
・

法
制
史
の
専
門
家
で
あ
る
高
谷
は
、
怪
異
言
説
を
支
え
る
室
町
人
の
心
性
を
同
時
代

の
社
会
構
造
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
歴
史
学
的
に
読
み
解
い
て
い
る
。
高
谷
の
議
論

に
く
わ
え
て
、
も
う
一
点
興
味
深
い
の
は
、
山
中
由
里
子
編
『《
驚
異
》
の
文
化
史　

中
東
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
）
で
あ
る
。
多

数
の
著
者
が
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
圏
な
ら
び
に
イ
ス
ラ
ム
教
圏
に
お
け
る
驚
異

と
呼
ば
れ
る
現
象
を
諸
言
語
で
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
に
探
り
、
当
該
一
神
教
文

化
圏
に
お
け
る
多
様
な
時
代
と
地
域
に
お
け
る
驚
異
の
諸
相
を
比
較
史
的
に
明
ら
か

に
し
た
論
集
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
近
著
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
問
い
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
ま
ず
あ
る
特
定
の
歴
史
社
会
が
も
つ
固
有
性
で
あ
る
。
固
有
の
特
徴
を
持
つ
社

会
に
お
い
て
、
異
形
の
も
の
や
天
変
地
異
と
い
っ
た
怪
異
現
象
は
、
ど
の
よ
う
に
発

現
し
、
機
能
し
、
そ
し
て
そ
の
怪
異
現
象
を
生
み
出
し
た
社
会
に
影
響
を
与
え
た
の



－5－

か
、
ま
た
そ
の
社
会
の
側
は
怪
異
現
象
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
対
処
し
た
の
か
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し
た
固
有
性
を
持
つ
社
会
間
で
何
が
共
通
し
何
が
異
な
る
の
か
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
本
、
朝
鮮
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
、
異
な
る
前
近

代
社
会
の
事
例
を
取
り
上
げ
比
較
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
こ
こ
に
も
う
ひ
と
つ

仕
掛
け
が
あ
る
。
山
中
編
著
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
せ
よ
イ
ス
ラ
ム
教
に
せ
よ
中
東
起

源
の
一
神
教
世
界
で
の
驚
異
を
比
較
提
示
し
た
よ
う
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、

い
ず
れ
も
漢
字
文
化
圏
に
属
す
る
テ
ク
ス
ト
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
な

共
通
文
化
の
中
に
あ
る
複
数
の
特
定
社
会
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
何
か
見
え
て
こ

な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
関
心
に
従
い
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
異
な
る
地
域
を
専
門
と
す

る
五
人
の
個
別
報
告
者
に
登
壇
い
た
だ
い
た
。
以
下
、
企
画
者
に
提
出
さ
れ
た
報
告

者
の
レ
ジ
ュ
メ
を
転
載
す
る
こ
と
で
、
報
告
の
意
図
を
記
録
し
て
お
こ
う
。

高
谷　

知
佳
「
日
本
中
世
都
市
の
秩
序
と
怪
異
」

日
本
中
世
に
お
い
て
は
「
神
仏
が
国
家
を
守
る
」
と
い
う
前
提
の
も
と
、
神
仏
へ

の
信
仰
を
正
当
性
の
根
拠
と
す
る
法
や
権
益
が
多
様
な
か
た
ち
で
存
在
し
、
中
世
末

期
に
そ
の
多
く
が
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
本
報
告
で
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
怪
異
」

を
と
り
あ
げ
た
い
。

「
怪
異
」
と
は
神
仏
が
示
し
た
凶
兆
を
さ
し
、
一
〇
世
紀
以
来
、
寺
社
が
政
権
に
対

し
て
怪
異
を
注
進
し
て
自
ら
の
存
在
感
を
示
し
、
政
権
は
寺
社
に
対
し
て
奉
幣
な
ど

の
対
処
を
行
っ
て
社
会
不
安
を
収
拾
す
る
と
い
う
、
政
権
と
寺
社
の
互
酬
的
な
関
係

が
反
復
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
室
町
期
に
は
、
首
都
へ
の
一
極
集
中
型
の
権
力
構
造

の
も
と
で
、
注
進
も
対
処
も
さ
れ
な
い
ま
ま
社
会
で
怪
異
が
拡
散
す
る
状
況
、
ま
た

寺
社
が
政
権
で
は
な
く
社
会
へ
怪
異
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
参
詣
や
勧
進
な
ど
の
権
益
を

得
る
状
況
な
ど
が
多
発
す
る
。

こ
う
し
た
怪
異
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
状
況
の
も
と
、
参
詣
や
勧

進
の
生
み
出
す
弊
害
に
対
し
て
、
政
権
は
宗
教
的
に
で
は
な
く
、
極
め
て
現
実
的
な

治
安
重
視
の
対
応
を
と
っ
た
。
怪
異
は
、
単
線
的
に
で
は
な
く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
衰
退
し
た
の
で
あ
る
。（
拙
著
『
怪
異
の
歴
史
社
会
学
』
第
二
章
か
ら
第
四

章
を
中
心
と
す
る
）

水
口　

幹
記
「
蘇
民
将
来
札
考
―
井
戸
跡
出
土
木
簡
を
手
が
か
り
に
―
」

物
忌
は
、「
気
」（
怪
）
に
か
か
る
こ
と
が
あ
る
と
き
、
陰
陽
師
が
占
申
（
怪
異
占
）

す
る
こ
と
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
人
々
は
「
物
忌
札
（
簡
）」
を
門
戸

な
ど
に
掲
げ
、
物
忌
中
で
あ
る
こ
と
を
他
者
に
知
ら
せ
る
。
こ
の
物
忌
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
怪
異
を
含
む
あ
る
現
象
に
対
し
、「
札
」「
符
」
を
用
い
対
処
す
る
方
法

が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
本
報
告
の
主
題
で
あ
り
、
現
在
も
各
地
で
配
布
さ
れ

て
い
る
護
符
「
蘇
民
将
来
札
（
符
）」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

「
蘇
民
将
来
札
」
の
起
源
譚
は
、『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
残
る
が
、
そ
の
由
来

や
逸
文
の
構
成
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
は
歴
史
学
・
文
学
・
民
俗
学
な
ど
に
よ
る
厖
大
な

研
究
蓄
積
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
ま
ず
は
研
究
史
を
概
観
し
た
上
で
、

現
在
の
所
八
十
点
以
上
の
報
告
例
が
あ
る
出
土
蘇
民
将
来
木
簡
の
整
理
を
行
う
。
ま

た
、
蘇
民
将
来
木
簡
の
多
く
が
井
戸
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
日
本

古
代
に
お
け
る
井
戸
に
つ
い
て
言
及
す
る
ほ
か
、「
埋
め
る
」
こ
と
・「
投
げ
入
れ
る
」

こ
と
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
呪
的
行
為
の
検
討
を
通
し
、
人
々
が
な
ぜ
井
戸

に
蘇
民
将
来
札
を
「
投
棄
」
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
。

野
崎　

充
彦
「「
怪
異
」
の
諸
相
―
朝
鮮
前
期
を
中
心
に
―
」

通
常
、
怪
異
と
は
幽
霊
や
妖
怪
な
ど
超
常
的
な
現
象
を
さ
す
が
、
こ
こ
で
は
霊
異

や
驚
異
と
い
っ
た
非
日
常
的
、
ま
た
は
非
合
理
・
非
理
性
的
な
も
の
一
般
を
も
含
む
。

但
し
、
合
理
的
か
否
か
は
あ
く
ま
で
当
代
の
基
準
に
よ
る
。

朱
子
学
を
国
是
と
し
た
朝
鮮
王
朝
で
は
仏
教
や
道
教
・
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
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た
思
想
・
宗
教
的
な
異
端
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
歴
史
や
国
土
地
理
・
自

然
現
象
に
対
す
る
博
物
学
的
関
心
、
ま
た
文
学
理
論
に
至
る
ま
で
諸
々
の
文
化
的
要

素
が
朱
子
学
的
価
値
観
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ

れ
に
如
何
な
る
対
応
を
と
る
か
が
否
応
な
し
に
問
わ
れ
続
け
て
い
た
。

朝
鮮
前
期
に
お
け
る
怪
異
は
そ
の
よ
う
な
時
代
精
神
の
な
か
に
棲
息
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
異
端
そ
の
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
代
の
士
大
夫
ら
が
朱
子
学
的
な

「
理
」
に
拠
り
な
が
ら
怪
異
な
る
も
の
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
考
察
を
加
え
た
の
か
が

興
味
深
い
。
そ
こ
に
端
な
く
も
、
建
国
ま
も
な
い
朝
鮮
の
文
化
的
様
相
が
如
実
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

佐
々
木　

聡
「
災
異
と
禳
災
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」

災
異
と
は
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
天
が
災
害
や
怪
異
に
よ
っ
て

為
政
者
の
過
ち
を
咎
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
度
重
な
る
災
害
・
怪
異
を
止
め

る
に
は
、「
妖
は
徳
に
勝
た
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
為
政
者
が
徳
を
修
め
、
善
政
に
努

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
災
害
・
怪
異
を
呪
術
に
よ
り
は
祓
い
清

め
る
「
禳
災
」
も
行
わ
れ
た
。
安
居
香
山
は
、
こ
れ
を
「
未
開
な
呪
術
思
想
」（『
緯

書
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
、
二
二
九
頁
）
と
し
て
、
漢
代

的
な
災
異
思
想
に
対
置
さ
せ
る
。
実
際
に
こ
う
し
た
呪
術
は
、
災
異
思
想
を
理
念
的

背
景
に
持
つ
五
行
志
や
勅
撰
占
書
に
は
見
え
ず
、
民
間
の
通
俗
占
書
に
多
く
見
え
る
。

し
か
し
、
歴
代
の
礼
制
に
お
い
て
も
禳
災
的
な
思
想
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
て
い

な
い
。
実
際
、『
後
漢
書
』
郎
顗
伝
に
は
、
消
災
の
術
に
よ
り
政
治
に
参
与
す
る
者
た

ち
が
見
え
、
ま
た
王
充
『
論
衡
』
に
も
変
異
を
祈
祷
に
よ
り
常
態
に
戻
す
災
異
学
者

の
一
派
が
見
え
る
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
国
家
理
念
と
政
治
の
場
に
お
け
る
災
異

と
禳
災
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

佐
野　

愛
子
「
ベ
ト
ナ
ム
李
仁
宗
代
の
怪
異
を
め
ぐ
っ
て
」

黎
澄
が
一
四
三
八
年
に
著
し
た
『
南
翁
夢
録
』「
僧
道
神
通
」
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
李

朝
代
（
一
〇
〇
九

－

一
二
二
六
）
に
、
正
体
不
明
の
妖
物
が
、
昼
夜
を
問
わ
ず
鳴
い

た
と
い
う
怪
異
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
李
朝
皇
帝
に
よ
っ
て
僧
の
覚
海
と
道
士

の
通
玄
が
呼
び
出
さ
れ
て
事
態
解
決
が
は
か
ら
れ
た
。

こ
の
退
治
譚
は
他
の
資
料
に
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、『
南
翁
夢
録
』
と
大
き
く

異
な
る
の
が
、「
妖
物
」
が
最
初
か
ら
既
知
の
も
の
と
し
て
登
場
す
る
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
他
資
料
に
お
い
て
、
そ
れ
は
怪
異
譚
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
僧
と
道
士
の

法
力
比
べ
の
側
面
の
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

李
朝
は
、
創
始
期
よ
り
仏
教
を
保
護
し
て
い
た
上
、
道
教
も
同
様
に
保
護
し
て
い

た
。
な
お
か
つ
、
李
仁
宗
に
は
跡
継
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
子
ど
も
を
授
か
ろ
う
と

仏
教
や
道
教
の
力
に
頼
っ
て
い
た
背
景
が
、
こ
の
よ
う
な
僧
と
道
士
の
能
力
比
べ
の

話
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
黎
澄
が
怪
異
の
ス
パ
イ
ス
を
加
え
た
の
は
な

ぜ
か
。
李
朝
と
黎
澄
と
の
時
代
の
開
き
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
過
ご
し
た
文
化
や
環
境

か
ら
考
察
し
た
い
。

 

以
上
の
報
告
を
受
け
て
北
條
が
、「
環
境
文
化
史
か
ら
怪
異
を
問
う
―
伝
播
論
／

環
境
還
元
論
の
止
揚
へ
―
」
と
題
す
る
コ
メ
ン
ト
を
お
こ
な
っ
た
。
北
條
の
コ
メ

ン
ト
は
、
怪
異
を
た
だ
怪
異
と
し
て
捉
え
る
怪
異
論
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
状
況
を

相
対
化
し
、
個
別
報
告
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
各

論
的
論
点
摘
出
の
前
提
と
な
る
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
る

怪
異
の
置
か
れ
た
環
境
に
対
す
る
注
意
を
喚
起
し
た
。
ひ
と
つ
は
い
わ
ゆ
る
言
語
論

的
転
回
の
問
題
で
あ
る
。
言
い
尽
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
怪
異

テ
ク
ス
ト
を
人
間
と
自
然
現
象
と
の
相
互
作
用
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
、
そ

こ
に
は
自
ず
と
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
作
者
が
意
図
し
た
読
み
方
と
は
別
の
現
実
世
界
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
條
は
、
す
で
に
自
家
薬
籠
中
と
し
て
い
る
『
宝
苑
珠
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林
』
や
ト
ン
パ
経
典
を
事
例
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
を
文
字
通
り
読
む
こ
と
の
危
険
性

を
示
し
、
幾
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
す
る
こ
と
で
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
読
み
方

の
可
能
性
も
提
示
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
文
化
人
類
学
で
言
わ
れ
る
マ
ル
チ
ス
ピ
ー

シ
ー
ズ
の
視
点
で
あ
る
。
怪
異
現
象
を
と
ら
え
る
場
合
、
通
例
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間

を
社
会
に
お
け
る
特
権
的
存
在
と
し
て
（
無
意
識
的
に
）
措
定
し
、
人
間
の
視
点
か

ら
構
成
し
た
世
界
観
の
中
で
諸
現
象
を
説
明
す
る
。
怪
異
現
象
も
同
様
で
あ
り
、
テ

ク
ス
ト
作
成
者
の
基
準
で
、「
怪
異
」
と
認
識
さ
れ
る
存
在
へ
と
対
象
を
押
し
込
め
、

人
間
社
会
の
論
理
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
「
怪
異
」
と
し
て
対
象
化

さ
れ
た
存
在
も
ま
た
、
自
然
環
境
と
い
う
世
界
の
中
で
は
、
人
間
に
ま
け
ず
お
と
ら

ず
自
律
的
に
行
動
す
る
、
ひ
と
つ
の
構
成
主
体
で
あ
る
。
視
点
を
構
成
主
体
そ
れ
ぞ

れ
に
合
わ
せ
て
複
数
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
中
心
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
世

界
が
も
っ
て
い
る
は
ず
の
重
層
性
に
気
づ
く
こ
と
の
意
義
を
提
示
し
た
。

当
日
の
報
告
は
前
近
代
社
会
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
歴
史
は
、
た
だ
切
り
離
さ

れ
た
空
間
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
た
だ
止
ま
っ
て
い
る
凍
て
つ
い
た
時
間
で
も
な

い
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
射
程
は
、
合
理
的
に
理
解
し
得
ぬ
も
の
や
突
如
襲
っ
て
く

る
大
規
模
自
然
災
害
に
な
お
苦
慮
し
て
い
る
、
わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
現
代
社
会
ま

で
も
見
据
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
第
一
人
者
に
よ
る
事
例
の
提
示
と
、

北
條
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
読
解
な
ら
び
に
社
会
の
捉
え
方
に
対
す
る
方
法
論
の
提
示
と
、

そ
の
提
示
に
基
づ
く
個
別
批
判
に
よ
り
、
き
わ
め
て
層
の
厚
い
や
り
と
り
が
可
能
に

な
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
参
加
者
も
学
内
関
係
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
外
の
研
究

者
や
怪
異
愛
好
家
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
は
、
他
の

事
例
も
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
論
集
と
し
て
刊
行
予
定
で
あ
る
。

（
お
ざ
わ
み
の
る　

立
教
大
学
文
学
部
准
教
授
）


