
西田哲学会会報 平成28年11月30日発行（第十四号）（ 1）

　

西
田
哲
学
会
第
十
四
回
年
次
大
会

が
、
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
三
日

（
土
）、
二
十
四
日
（
日
）
の
両
日
、

御
茶
ノ
水
駅
か
ら
す
ぐ
の
明
治
大
学

駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た
。

　

初
日
（
二
十
三
日
）
午
前
の
部
で

は
、
講
読
部
門
『
善
の
研
究
』
勉
強

会
が
松
本
直
樹
氏
と
太
田
裕
信
氏
の

担
当
の
も
と
に
開
か
れ
、
昨
年
の
続

き
で
あ
る
第
二
編
第
三
章
を
フ
ロ

ア
ー
と
分
か
ち
合
っ
た
。
講
読
部
門

と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
外
国
語

セ
ッ
シ
ョ
ン
が
今
年
度
は
開
か
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
参
加
者
に

恵
ま
れ
る
会
と
な
っ
た
。

　

同
日
午
後
の
部
で
は
、
新
会
長
秋

富
克
哉
氏
に
よ
る
挨
拶
と
共
に
、
若

手
幹
事
で
も
あ
っ
た
故
杉
本
耕
一
氏

の
逝
去
の
知
ら
せ
が
告
げ
ら
れ
、
そ

の
若
す
ぎ
る
死
を
悼
み
想
う
時
を

も
っ
た
。
講
演
会
は
、
石
井
砂
母
亜

（
跡
見
学
園
）
の
司
会
の
も
と
に
、

大
橋
良
介
氏
（
日
独
文
化
研
究
所
）

に
よ
る
講
演
「〈
大
地
の
思
想
〉
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

―
鈴
木
大
拙
没
後

五
〇
年
」、
小
野
寺
功
氏
（
清
泉
女

子
大
学
名
誉
教
授
）に
よ
る
講
演「
西

田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

―
ト
ポ

ロ
ギ
ー
神
学
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

が
行
わ
れ
た
。

大
橋
氏
は
、「
大
地
―

上
に
―

有
る

こ
と
」（A

uf-der-W
elt-Sein

）
と

し
て
の
人
間
存
在
が
、
大
地
の
危
う

さ
と
小
さ
さ
を
映
す
存
在
で
も
あ
る

と
指
摘
す
る
。
大
地
は
人
間
に
と
っ

て
は
我
欲
や
所
有
欲
の
土
壌
で
も
あ

り
な
が
ら
、
精
神
の
内
面
性
を
帯
び

る
母
性
の
象
徴
で
も
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
意
味
で
大
地
と
は
矛
盾
的
な
る

も
の
で
あ
る
。
大
地
は
、
天
体
観
測

的
に
は
小
さ
い
が
そ
こ
で
生
活
す
る

私
た
ち
に
と
っ
て
は
基
盤
で
あ
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索

に
見
る
よ
う
に
、
生
活
経
験
・
身
体

経
験
と
し
て
は
、
そ
れ
は
動
か
ざ
る

「
原
―

箱
舟
」と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。

大
橋
氏
は
、
そ
の
動
か
ざ
る
大
地
が

生
命
の
根
源
と
し
て
生
命
を
育
む
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
善
人
を
も
悪

人
を
も
そ
の
ま
ま
に
包
む
大
悲
で
あ

る
と
言
及
さ
れ
、
大
拙
に
お
い
て
大

地
と
は
、
日
本
的
霊
性
が
根
づ
く
生

命
の
根
源
で
あ
り
、
穢
土
を
包
む
浄

土
と
重
ね
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ

た
。

　

小
野
寺
氏
は
ご
自
身
の
こ
れ
ま
で

の
研
究
の
歩
み
が
、
日
本
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
自
己
意
識

の
確
立
と
、
い
か
に
し
て
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
の
日
本
的
展
開
を
図
れ
る
か

と
い
う
課
題
に
あ
っ
た
と
言
及
さ
れ

た
。
ま
た
、
岩
手
と
い
う
風
土
を
通
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し
て
醸
成
さ
れ
た
ご
自
身
の
大
地

性
、
ま
た
敗
戦
を
き
っ
か
け
に
貪
る

よ
う
に
読
ん
だ
鈴
木
大
拙
、
吉
満
義

彦
、
西
田
幾
多
郎
の
著
作
と
の
出
会

い
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
な
背
景
を

通
し
て
西
田
哲
学
を
媒
介
と
し
た
キ

リ
ス
ト
教
神
学
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く

様
を
丁
寧
に
示
さ
れ
た
。
西
田
哲
学

に
お
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
聖
霊
の
遍
満
す
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る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
発
想
の
も
と

に
「
三
位
一
体
の
場
の
神
学
」（
ト

ポ
ロ
ギ
ー
神
学
）
が
確
立
さ
れ
、
こ

の
発
想
を
通
し
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
対
話
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
新
し
い
宗
教
改
革
の
可
能
性

が
開
か
れ
る
。
こ
う
し
た
道
は
、
従

来
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
逆
対
応
的
に

「
聖
霊
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
通

し
て
、
御
父
へ
」
と
導
か
れ
る
道
で

あ
り
、
小
野
寺
氏
は
西
田
哲
学
を
聖

霊
論
の
文
脈
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を

通
し
て
、
西
田
哲
学
の
う
ち
に
秘
め

ら
れ
た
新
た
な
可
能
性
を
開
く
こ
と

に
な
る
と
思
わ
れ
る
と
結
論
づ
け
ら

れ
た
。

　

二
日
目
（
二
十
四
日
）
午
前
の
部

で
は
、
外
国
語
に
よ
る
発
表
も
含

め
て
四
名
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ

た
。
板
橋
勇
仁
氏
（
立
正
大
学
）
の

司
会
の
も
と
に
熊
谷
征
一
郎
氏
（
京

都
大
学
）「
行
為
と
絶
対
否
定
―
―

ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
係
か
ら
見
た
西
田

哲
学
」、
白
井
雅
人
氏
（
東
洋
大
学
）

の
司
会
の
も
と
に
張
煒
氏
（
東
京
大

学
）「
歴
史
に
お
け
る
個
体
―
―
西

田
幾
多
郎
と
牟
宗
三
の
比
較
を
通
し

て
」、
田
中
裕
氏
（
上
智
大
学
）
の

司
会
の
も
と
に
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
氏
（
ボ
ス
ト
ン
カ
レ
ッ
ジ
）

“Cultivating the Interlacing of 
Self and W

orld: N
ishida and 

the Phenom
enology of Percep -

tion

”、
米
山
優
氏
（
名
古
屋
大
学
）

の
司
会
の
も
と
に
ジ
ャ
サ
ン
ト
・

ト
ラ
ン
ブ
レ
ー
氏
（
北
海
道
大
学
）

“T
ranslating N

ishida K
itaro̓s 

“Self-A
w

areness: T
he System

 
of U

niversals

”: Syntactic anal-
ysis by coloring keyw

ords

”
と

題
し
た
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。
熊

谷
氏
は
、
西
田
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
潜

在
・
顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
諸
事
象

の
生
起
を
語
る
点
に
注
目
し
、
両

者
の
哲
学
に
と
っ
て
潜
在
・
顕
現

論
は
共
通
の
根
本
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
自

立
的
に
潜
在
し
て
い
る
事
柄
の
顕
現

が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
潜
在
・
顕
現
論
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
西
田
の
顕
現
論

は
ど
こ
ま
で
も
基
体
な
く
出
現
す
る

と
い
う
「
無
基
底
性
」
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
西
田
の
語
る
歴
史
的
世
界

の
創
造
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
で
あ

り
、
そ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と

は
大
き
く
袂
を
分
か
つ
も
の
だ
と
熊

谷
氏
は
論
じ
ら
れ
た
。
張
氏
は
、
近

代
東
ア
ジ
ア
哲
学
の
優
れ
た
代
表
と

し
て
西
田
幾
多
郎
と
牟
宗
三
を
取
り

上
げ
、
両
者
の
歴
史
概
念
に
注
目
す

る
。
そ
の
時
間
論
「
永
遠
の
今
の
自

己
限
定
」
に
見
る
よ
う
に
、
西
田
に

お
い
て
歴
史
は
世
界
の
根
源
を
示
す

概
念
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
他
方

で
、
牟
は
歴
史
上
の
個
々
の
現
実
に

関
心
を
向
け
て
い
る
。
一
見
す
る
と

両
者
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
牟

は
歴
史
上
の
個
人
の
行
為
の
背
後
に

精
神
実
体
の
働
き
を
見
よ
う
と
し
、

西
田
も
人
間
の
行
為
が
歴
史
を
、
歴

史
が
人
間
を
規
定
す
る
弁
証
法
的
関

係
を
説
い
て
お
り
、
両
者
の
歴
史
は
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本
学
会
の
特
徴
の
一
つ
に
、
専
門

研
究
者
以
外
の
方
々
に
も
開
か
れ
た

学
会
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
方
策
の
一
つ

が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
大
会
の
初

日
に
行
わ
れ
る
「『
善
の
研
究
』
講

読
会
」
で
す
。
二
〇
〇
三
年
の
第
一

回
大
会
を
除
い
て
、
毎
年
、
欠
か
さ

ず
開
講
さ
れ
、
幸
い
、
多
く
の
会
員

の
方
々
に
ご
出
席
い
た
だ
き
、
親
し

ま
れ
て
き
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
今

年
は
こ
の
「
講
読
会
」
に
つ
い
て
、

い
つ
も
よ
り
少
し
詳
細
な
報
告
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

今
年
は
私
・
松
本
直
樹
と
太
田
裕

信
氏
の
担
当
で
、『
善
の
研
究
』
第

二
編
・
第
三
章
「
実
在
の
真
景
」
を

読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
さ
れ
た
方
は
よ
く
ご
記
憶
の

こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
手
順
は
次
の

『
善
の
研
究
』
講
読
会
に
つ
い
て

	
	

松
　
本
　
直
　
樹

と
も
に
超
越
的
な
性
格
を
持
つ
。
そ

れ
ゆ
え
張
氏
は
、
両
者
の
歴
史
理
解

に
は
個
体
が
歴
史
に
飲
み
込
ま
れ
る

危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
指
摘
す

る
。
西
田
哲
学
が
田
辺
の
批
判
に
真

に
答
え
う
る
か
と
い
う
問
い
も
含
め

て
、
フ
ロ
ア
ー
に
問
い
を
開
く
か
た

ち
で
発
表
を
終
え
ら
れ
た
。
ジ
ョ
ン

ソ
ン
氏
は
、
個
人
が
世
界
の
一
ア
ス

ペ
ク
ト
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
存
在
論
を
西
田
が
展
開

し
た
と
指
摘
す
る
。
自
己
と
世
界
が

相
互
に
限
定
し
合
う
と
見
な
し
た
思

想
家
は
、
他
に
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
メ

ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
お
り
、
ジ
ョ

ン
ソ
ン
氏
は
こ
れ
ら
の
思
想
家
を
挙

げ
な
が
ら
、
自
己
が
世
界
と
そ
の
対

象
を
限
定
す
る
仕
方
に
つ
い
て
の
西

田
の
議
論
に
注
意
を
払
う
。
わ
れ
わ

れ
は
自
己
形
成
へ
と
開
か
れ
て
お

り
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
存
在
と

な
り
う
る
か
に
よ
っ
て
、
知
覚
経
験

に
お
い
て
物
が
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ

る
か
が
決
定
さ
れ
る
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン

氏
は
論
じ
ら
れ
た
。
ト
ラ
ン
ブ
レ
ー

氏
は
、
特
に
翻
訳
と
い
う
こ
と
を
意

識
さ
れ
な
が
ら
、
難
解
な
西
田
哲
学

を
読
み
解
く
新
し
い
方
法
と
し
て
、

あ
る
一
節
を
六
つ
の
モ
ー
ド
に
解
体

し
な
が
ら
可
視
化
し
て
い
く
試
み
を

行
な
っ
た
。
今
回
の
ご
発
表
で
は
中

期
西
田
の
テ
キ
ス
ト
『
一
般
者
の
自

覚
的
体
系
』
の
一
節
を
取
り
上
げ
、

「Encom
passing

包
含
す
る
こ
と
」

「Position

立
場
」「Superposition

重
な
り
合
い
」「D

eterm
ination

限
定
」「T

ranscendance

超
越
性
」

「Relation

関
係
性
」
と
い
う
六
つ

の
モ
ー
ド
を
色
分
け
し
て
示
し
、
難

解
な
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
く
新
た
な

る
方
法
を
問
題
に
さ
れ
た
。

　

同
日
午
後
の
部
で
は
、
総
会
を
経

て
か
ら
、「
現
象
学
と
西
田
哲
学
」

と
題
し
て
、
榊
原
哲
也
氏
（
東
京
大

学
）の
司
会
の
も
と
に
田
口
茂
氏（
北

海
道
大
学
）「
閉
じ
た
個
と
い
う
不

合
理
─
─
フ
ッ
サ
ー
ル
と
西
田
に
お

け
る
他
性
の
謎
」、村
井
則
夫
氏
（
明

星
大
学
）「
超
越
論
性
の
変
容
―
―

西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
媒
介

と
像
」、加
國
尚
志
氏（
立
命
館
大
学
）

「
キ
ア
ス
ム
、
非
連
続
の
連
続
―
―

西
田
哲
学
と
後
期
メ
ル
ロ=

ポ
ン

テ
ィ
存
在
論
の
接
す
る
と
こ
ろ
」
と

三
氏
を
迎
え
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行

わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
詳
細
を
紹
介
す

る
の
は
控
え
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

に
譲
り
た
い
。
な
に
よ
り
、
今
年
度

の
大
会
は
両
日
猛
暑
日
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
会
員
非
会
員
問
わ

ず
多
く
の
方
に
会
場
ま
で
お
足
を
運

ん
で
い
た
だ
け
た
。
こ
の
場
を
借
り

て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

通
り
で
す
。
ま
ず
、
段
落
を
目
安
に

内
容
を
小
分
け
し
、
会
場
の
方
々
に

音
読
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。そ
の
後
、

私
た
ち
担
当
者
が
簡
単
な
コ
メ
ン
ト

を
つ
け
、
さ
ら
に
会
場
か
ら
自
由
に

質
疑
討
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
く
、

と
い
う
段
取
り
で
す
。
毎
年
、
だ
い

た
い
そ
ん
な
ふ
う
だ
と
聞
い
て
お
り

ま
し
た
が
、
今
年
は
事
前
に
事
務
局

か
ら
「
参
加
者
が
六
〇
名
を
超
え
る

か
も
」
と
脅
さ
れ
て
い
て
、
担
当
者

二
人
で
ず
い
ぶ
ん
と
悩
み
ま
し
た
。

い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
か
、
い
ろ
い
ろ
変

な
こ
と
も
考
え
た
の
で
す
が
、結
局
、

三
〇
名
ほ
ど
の
参
加
で
、
や
り
方
も

い
つ
も
通
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

ち
な
み
に
、
参
加
者
の
な
か
に

は
、
担
当
で
あ
る
私
た
ち
よ
り
ず
っ
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と
先
輩
の
研
究
者
の
方
も
ち
ら
ほ
ら

混
じ
っ
て
お
ら
れ
て
、
こ
れ
も
例
年

通
り
で
あ
る
よ
う
で
す
。「
ど
ん
な

解
説
を
し
て
い
る
の
か
見
て
や
ろ

う
」
と
い
う
迷
惑
、
も
と
い
親
切
な

お
気
持
ち
か
ら
顔
を
出
さ
れ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
、

会
場
か
ら
の
質
問
攻
撃
に
た
じ
た
じ

と
な
っ
た
と
き
な
ど
、
随
分
と
助
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
手
前
味
噌
に

な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
や
り
と
り

も
、
傍
で
見
て
い
て
け
っ
こ
う
面
白

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

内
容
で
す
が
、
先
に
も
書
き
ま
し

た
よ
う
に
、
今
回
の
講
読
箇
所
は
第

二
編
第
三
章
「
実
在
の
真
景
」
で
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
西
田
は
『
善
の

研
究
』
で
、
実
在
と
は
私
た
ち
の
意

識
現
象
、
す
な
わ
ち
直
接
経
験
の
事

実
に
他
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
今
回
の
箇
所
で
は
、
そ
の
よ
う

な
仕
方
で
受
け
止
め
ら
れ
る
実
在
の

真
実
の
あ
り
よ
う
が
詳
し
く
語
ら
れ

ま
す
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は

未
だ
主
客
（
主
観
・
客
観
）
の
対
立

も
、
知
情
意
（
知
識
・
感
情
・
意
志
）

の
区
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
か
ら
、

冷
静
な
知
の
み
を
客
観
的
な
真
理
へ

の
通
路
と
な
し
、
情
意
を
た
ん
に
主

観
的
・
個
人
的
な
も
の
と
見
做
し
て

真
理
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
、
典

型
的
に
は
自
然
科
学
的
な
世
界
観
へ

の
、
徹
底
的
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て

い
き
ま
す
。

　

当
然
な
が
ら
、
会
場
か
ら
も
、
こ

の
よ
う
な
西
田
の
見
方
を
と
こ
と
ん

吟
味
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
質
問
が

続
出
し
ま
し
た
。「
主
客
の
別
は
な

い
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
主
観
に

偏
っ
た
、
個
人
的
な
も
の
の
見
方
を

中
心
に
据
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」「
科
学
的
な
世
界
観
が
も
つ
強

力
な
客
観
性
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
」
等
々
、
担
当

者
が
思
わ
ず
一
歩
も
二
歩
も
退
い
て

し
ま
う
よ
う
な
質
問
で
、
逆
に
議
論

が
盛
り
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
西

田
が
言
う
直
接
経
験
・
純
粋
経
験
と

は
、
個
人
的
な
主
観
を
超
え
て
、
も

は
や
「
私
の
」
経
験
で
あ
る
な
ど
と

は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
の
意

味
で
は
徹
底
的
に
「
客
観
的
」
な
経

験
で
す
。
し
か
し
、
今
回
の
講
読
箇

所
で
は
、
西
田
が
い
っ
た
ん
常
識
的

な
立
場
に
譲
歩
し
て
、
主
客
が
分
か

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
そ
れ
で
も
…
」

と
い
う
仕
方
で
論
証
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
が
目
立
ち
、
か
え
っ
て
興
味

を
惹
く
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

専
門
研
究
者
以
外
の
方
々
に
も
開

か
れ
た
学
会
で
あ
る
（
あ
ろ
う
と
し

て
い
る
）、
と
い
う
の
は
、
本
学
会

の
と
て
も
重
要
な
特
質
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。
先
に 

“「
今
年
は
六
十
人

を
超
え
そ
う
」
と
い
う
情
報
で
少

な
か
ら
ず
慌
て
た
”
と
書
き
ま
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
い
う
こ
と
は

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
む
し
ろ

あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
本
来
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
聞
け
ば
、
過

去
の
大
会
で
は
、
講
読
会
と
並
行
し

て
、「
哲
学
サ
ロ
ン
」
な
る
自
由
茶

話
会
や
、
講
義
形
式
の
入
門
講
座
が

開
催
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
の
よ
う
な
様
々
な
創
意
工
夫

を
、
こ
れ
か
ら
も
積
み
重
ね
て
い
く

こ
と
が
大
切
か
と
思
い
ま
す
。
拙
い

進
行
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
、

出
席
さ
れ
た
方
々
が
少
し
で
も
楽
し

ま
れ
、
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
下
さ
っ

て
い
る
こ
と
を
、
心
か
ら
願
っ
て
お

り
ま
す
。

　

二
日
目
の
午
後
、
恒
例
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
た
。
今
年
の

テ
ー
マ
は
「
現
象
学
と
西
田
哲
学
」。

過
去
の
年
次
大
会
で
は
、
公
開
講
演

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、新
田
義
弘
氏
、

村
田
純
一
氏
、
野
家
啓
一
氏
、
谷
徹

氏
、
斎
藤
慶
典
氏
等
々
、
各
世
代
で

日
本
の
現
象
学
研
究
を
リ
ー
ド
す
る

方
々
に
ご
登
壇
い
た
だ
い
て
き
た

が
、
現
象
学
を
初
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
テ
ー
マ
に
立
て
た
今
回
、
担
当
い

た
だ
い
た
の
は
、
提
題
者
に
田
口
茂

氏
（
北
海
道
大
学
）、
村
井
則
夫
氏

（
明
星
大
学
）、
加
國
尚
志
氏
（
立
命

館
大
学
）、
そ
し
て
司
会
者
に
榊
原

哲
也
氏
（
東
京
大
学
）
と
、
今
最
も

 

シ
ン
ポ
ジ
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   「
現
象
学
と
西
田
哲
学
」

	
	

秋
　
富
　
克
　
哉

脂
が
乗
り
切
っ
て
い
る
現
象
学
徒
の

面
々
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
第
一
提
題
者
の
田
口
氏

は
「
閉
じ
た
個
と
い
う
不
合
理

─

フ
ッ
サ
ー
ル
と
西
田
に
お
け
る
他
性

の
謎
」
と
い
う
表
題
の
も
と
、
意
識

の
「
境
界
」
と
「
他
者
」
を
め
ぐ
る

根
本
問
題
に
、
両
哲
学
者
の
立
場
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
氏
は
、

「
意
識
に
は
境
界
が
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
意
識
の
「
非
文
脈
性
」
と
し

て
現
象
学
的
に
確
認
、
そ
の
う
え
で

他
者
の
現
わ
れ
に
含
ま
れ
る
「
境
界

な
き
他
性
」の
問
題
を
、最
初
に
フ
ッ

サ
ー
ル
に
お
い
て
吟
味
す
る
。
氏
に

よ
れ
ば
、
前
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け

る
「
無
規
定
的
な
純
粋
意
識
」
で
は
、

「
他
者
」
の
問
題
は
十
全
に
は
答
え

ら
れ
ず
、
こ
の
挫
折
を
乗
り
越
え
る

た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
原
自
我
」

の
思
想
を
提
示
す
る
。
自
己
統
覚
の

働
き
を
通
し
て
対
象
化
さ
れ
る「
私
」

と
統
覚
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」
の

二
重
化
、
限
定
さ
れ
た
「
私
」
を
常

に
は
み
出
す
「
私
」
と
い
う
事
態
を

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
原
自
我
」
の
も
と

問
題
化
す
る
が
、
他
者
は
、
こ
の
原

自
我
同
様
非
文
脈
的
に
、
文
脈
の
彼

方
か
ら
私
の
中
に
現
わ
れ
る
。他
方
、

前
期
西
田
の
純
粋
経
験
も
非
文
脈
的

で
非
境
界
的
な
活
動
で
あ
る
が
、
自

他
の
差
異
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
後
年
の
論
文
「
私
と
汝
」

に
な
る
と
、
個
人
を
超
え
て
個
人
を

限
定
す
る
も
の
を
、
自
己
と
他
者
を

媒
介
す
る「
絶
対
の
無
」と
捉
え
、「
私

の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が

あ
る
」
と
語
る
よ
う
に
な
る
。
自
己

と
他
者
を
媒
介
す
る
い
か
な
る
第
三

者
も
排
し
、
し
か
し
他
者
は
境
界
の

外
で
は
な
く
、
私
の
底
に
、
私
と
同

じ
場
所
に
立
つ
。
西
田
が
「
媒
介
す

る
も
の
な
き
も
の
の
媒
介
」
と
呼
ぶ

以
上
の
事
態
を
、
氏
は
再
び
フ
ッ

サ
ー
ル
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
連
関
づ
け

な
が
ら
、
こ
の
非
文
脈
性
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
事
態
こ
そ
が
「
現
実
」
そ

の
も
の
の
核
を
成
す
と
語
る
。
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続
い
て
第
二
提
題
者
の
村
井
氏
は

「
超
越
論
性
の
変
容
─
─
西
田
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
媒
介
と
像
」
と

い
う
表
題
の
も
と
、
西
田
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
思
惟
の
試
み
の
う
ち
に
、
と

も
に
「
超
越
論
的
思
考
」
の
自
己
変

容
な
い
し
自
己
深
化
と
い
う
共
通
性

を
認
め
、そ
れ
を
「
媒
介
」
と
「
像
」

と
い
う
主
題
の
も
と
考
察
す
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
象
学

は
、
現
わ
れ
の
場
に
立
ち
な
が
ら
、

現
出
を
生
起
さ
せ
る
、
そ
れ
自
体
は

見
え
な
い
媒
体
を
見
よ
う
と
す
る
運

動
で
あ
る
。
一
方
、
前
期
西
田
の
純

粋
経
験
は
、
直
接
的
な
立
脚
点
で
あ

る
と
同
時
に
完
全
に
媒
介
さ
れ
た
実

在
と
一
致
し
た
到
達
点
と
し
て
、
そ

れ
自
身
に
潜
在
的
な
媒
介
の
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
時
の

西
田
に
お
い
て
、
こ
の
媒
介
構
造

は
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
、
純
粋
経
験
と
い
う
直
接
知
の
原

型
と
そ
れ
を
叙
述
す
る
学
知
の
媒
介

的
・
反
省
的
性
格
と
の
関
係
が
十

分
に
取
り
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
最
初
の
段
階
か
ら
知
の
媒
介
性

格
に
自
覚
的
で
あ
り
、
経
験
的
な
事

実
性
と
超
越
論
的
な
反
省
と
の
関
係

を
、
現
存
在
の
「
超
越
」
構
造
の

う
ち
に
提
示
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、

『
善
の
研
究
』
以
後
の
西
田
は
、「
自

覚
」
か
ら
「
場
所
」
へ
と
展
開
す
る

こ
と
で
、
純
粋
経
験
で
は
十
分
に
取

り
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
媒
介
構
造

を
、
自
覚
に
お
け
る
自
己
再
帰
的
運

動
か
ら
さ
ら
に
場
所
に
お
け
る
「
写

す
［
映
す
］」
と
い
う
像
論
的
な
立

場
に
向
か
い
、「
包
む
」
と
い
う
内

在
的
な
媒
介
の
論
理
の
性
格
を
強
め

て
い
く
。
そ
し
て
、
自
己
透
徹
的
・

映
像
的
に
「
見
る
こ
と
」
そ
の
こ
と

で
あ
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
立
場

に
立
つ
西
田
は
、
今
度
は
そ
こ
か
ら

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
に

対
し
、
そ
の
地
平
的
制
約
を
批
判
す

る
よ
う
に
な
る
。
氏
は
、
両
者
の
思

惟
を
超
越
論
性
の
二
つ
の
側
面
と
し

て
捉
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
が
世

界
へ
と
超
え
て
ゆ
く
「
超
越
」
で
あ

る
の
に
対
し
、
西
田
の
そ
れ
は
む
し

ろ
「
手
前
」
へ
の
「
内
越
（Ciszen-

denz

）」
と
も
言
う
べ
き
事
態
で
あ

る
と
特
徴
づ
け
る
。

　

最
後
に
第
三
提
題
者
の
加
國
氏
は

「
キ
ア
ス
ム
、
非
連
続
の
連
続

─

西
田
哲
学
と
後
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
存
在
論
の
接
す
る
と
こ
ろ
」
と

題
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
深

い
示
唆
を
与
え
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」
と
西
田

の
「
永
遠
の
今
」
を
対
比
、
両
概
念

が
と
も
に
、
差
異
化
し
て
い
く
脱
自

的
な
時
間
性
に
お
け
る
統
一
と
い
う

根
本
的
矛
盾
を
前
論
理
的
な
ア
プ
リ

オ
リ
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
。
西

田
の
「
永
遠
の
今
」
は
、
一
瞬
ご
と

に
消
え
（
死
）
か
つ
生
ま
れ
る
（
生
）

流
れ
で
あ
る
と
同
時
に
す
べ
て
の
瞬

間
を
包
む
も
の
で
あ
り
、「
非
連
続

の
連
続
」
と
し
て
、
私
と
汝
、
特
殊

と
一
般
等
、
相
矛
盾
す
る
も
の
を
対
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立
の
ま
ま
に
共
存
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
脱
現
前
化
」
と
「
根

源
的
現
前
」
と
い
う
「
根
本
的
矛
盾
」

（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
）
の
同
時
性

を
認
め
た「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」

に
対
比
さ
れ
る
。
ま
た
、
矛
盾
す
る

も
の
の
同
一
性
を「
非
連
続
の
連
続
」

「
即
」
と
い
う
媒
介
で
示
す
西
田
の

立
場
は
、
絶
対
否
定
を
媒
介
と
す
る

弁
証
法
で
あ
る
が
、そ
こ
か
ら
氏
は
、

「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」
に
も
一

種
の
弁
証
法
が
名
指
さ
れ
な
い
ま
ま

潜
在
す
る
と
し
、
そ
れ
を
「
綜
合
な

き
弁
証
法
」
と
し
て
の
「
超
弁
証

法
」
と
受
け
止
め
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
立
場
を
考
察
す
る
。
否
定
の

否
定
に
よ
っ
て
全
体
の
同
一
性
に
回

帰
す
る
弁
証
法
に
対
し
、「
否
定
的

な
も
の
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
生
成

の
論
理
「
超
弁
証
法
」
は
、
矛
盾
対

立
の
同
時
性
と
相
互
包
摂
に
お
け
る

共
存
に
お
い
て
「
キ
ア
ス
ム
」
と
名

指
さ
れ
る
。「
キ
ア
ス
ム
」
が
、
私

と
汝
、
私
と
世
界
等
、
現
在
の
瞬
間

に
お
い
て
接
す
る
か
に
見
え
る
と
同

時
に
非
連
続
的
に
分
離
す
る
、「
切

迫
」
と
い
う
独
特
な
同
一
性
で
あ
る

か
ぎ
り
、「
非
連
続
の
連
続
」
と
の

共
通
性
を
見
出
し
う
る
。
し
か
し
氏

は
、
両
者
の
間
の
大
き
な
相
違
を
指

摘
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
と
言
う

の
も
、
晩
年
の
西
田
が
「
平
常
底
」

や
「
逆
対
応
」
に
お
い
て
超
越
即
内

在
、
内
在
即
超
越
の
立
場
に
立
つ

時
、
そ
れ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
か

ら
す
れ
ば
、
否
定
的
な
も
の
に
よ
る

弁
証
法
的
綜
合
に
お
い
て
静
態
性
に

至
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
い
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
人
間
の
生
死
の
矛
盾
が
、
西

田
が
最
後
ま
で
手
放
さ
な
か
っ
た
身

体
の
矛
盾
と
し
て
見
ら
れ
る
時
、
氏

は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
西
田
の
最

終
的
な
宗
教
的
境
地
に
お
い
て
は
た

し
て
解
決
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
い

を
投
げ
か
け
る
と
と
も
に
、
身
体
の

矛
盾
を
生
き
る
以
外
の
生
は
な
い
と

し
て
「
矛
盾
と
し
て
の
身
体
」
に
行

き
着
い
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
の

共
通
性
を
再
び
提
示
す
る
。

　

以
上
、
ど
の
提
題
も
趣
旨
明
瞭
で

か
つ
内
容
満
載
、
休
憩
時
間
に
は
会

場
か
ら
「
皆
、
本
気
過
ぎ
る
」
と
い

う
、
た
め
息
ま
じ
り
の
賞
賛
の
声
さ

え
聞
か
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
後
半

は
、
榊
原
氏
の
リ
ー
ド
の
も
と
、
三

者
相
互
の
や
り
取
り
を
経
て
フ
ロ
ア

を
交
え
た
議
論
に
進
み
、
い
ず
れ
も

様
々
な
質
問
と
応
答
が
飛
び
交
っ
た

が
、
延
長
時
間
も
含
め
、
瞬
く
間
に

予
定
時
間
は
経
過
し
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
西
田
が
現
象
学

的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
触
れ
得
た
の

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
の
批
判
的

対
決
を
経
て
展
開
し
た
西
田
哲
学
が

却
っ
て
現
象
学
の
そ
の
後
の
展
開
と

多
く
の
主
題
に
お
い
て
共
鳴
し
呼
応

す
る
よ
う
に
、
現
象
学
と
西
田
哲
学

の
間
に
は
、
た
え
ず
新
た
な
可
能
性

が
開
か
れ
て
い
る
。
企
画
運
営
の
側

　

二
〇
一
六
年
四
月
、
石
川
県
西
田

幾
多
郎
記
念
哲
学
館
長
に
就
任
し

た
。
今
年
度
末
が
大
学
の
定
年
な
の

で
、
今
は
二
足
の
草
鞋
を
履
い
て
い

る
。
浅
学
非
才
の
輩
に
は
荷
が
重
い

が
、
な
す
べ
き
役
割
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
、
充
実

し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

回
顧
す
る
と
、
初
め
て
西
田
哲

学
の
話
を
聞
い
た
の
は
旧
宇
ノ
気
町

役
場
で
開
催
さ
れ
た
第
三
十
四
回
寸

心
忌
（
一
九
七
八
年
）
の
記
念
講
演

会
だ
っ
た
。
演
者
は
西
田
の
六
女
梅

子
の
夫
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
大
家
・

金
子
武
蔵
東
大
名
誉
教
授
。
内
容
は

ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
が
、
学
識

と
人
格
の
深
さ
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら

聞
き
入
っ
た
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

と
し
て
は
、
討
論
の
時
間
が
足
り
な

く
な
っ
た
こ
と
が
遺
憾
で
あ
り
反
省

材
料
で
も
あ
る
が
、
本
テ
ー
マ
が
汲

み
尽
く
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に

改
め
て
気
づ
か
せ
て
下
さ
っ
た
提
題

者
と
司
会
者
の
四
名
諸
氏
に
、
改
め

て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

 

エ
ッ
セ
イ 

  

回
顧
と
抱
負　
―
哲
学
館
長
に
就
任
し
て
―

　
　
　
　
　

  　

 　
　

浅
　
見
　
　
　
洋

参
加
の
き
っ
か
け
は
当
時
非
常
勤
講

師
を
し
て
い
た
石
川
高
専
の
藤
田
晋

吾
教
授
（
現
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）

に
誘
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
十
六

歳
、
あ
れ
か
ら
三
十
九
年
、
一
筋
に

と
は
と
て
も
言
い
得
な
い
が
、
ず
っ

と
西
田
哲
学
と
関
わ
っ
て
き
た
。

今
年
で
三
十
六
回
を
迎
え
た

「
夏
期
哲
学
講
座
」
に
初
め
て
講
師

と
し
て
参
加
し
た
の
は
三
〇
歳
、

一
九
八
二
年
の
第
二
回
講
座
で
あ
っ

た
。
尻
に
汗
疹
が
で
き
る
ほ
ど
準
備

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
加
者
の

猛
者
た
ち
（
既
に
多
く
の
方
々
が
鬼

籍
に
入
ら
れ
た
）
に
コ
テ
ン
パ
ン
に

や
っ
つ
け
ら
れ
、
毎
年
の
よ
う
に

自
己
嫌
悪
に
陥
り
な
が
ら
秋
を
迎
え

た
。
一
九
九
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
市

民
向
け
の「
西
田
幾
多
郎
哲
学
講
座
」

で
は
、
ほ
ぼ
毎
年
開
講
と
閉
講
の
講

師
を
努
め
た
。
特
別
企
画
講
演
、
寸

心
忌
記
念
講
演
な
ど
を
加
え
る
と
、

旧
記
念
館
と
現
哲
学
館
で
の
講
演
は

六
〇
回
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
故

橋
本
芳
契
先
生
の
後
を
継
い
で
一
〇

年
ほ
ど
寸
心
読
書
会
の
講
師
を
し
た

こ
と
、
西
田
幾
多
郎
没
後
五
〇
周

年
記
念
講
演
集
『
西
田
哲
学
を
語

る
』
を
猪
谷
一
雄
さ
ん
と
共
編
し
た

こ
と
、
現
大
橋
良
介
名
誉
館
長
と
と

も
に
開
館
前
の
学
芸
員
・
展
示
業
者

の
選
定
、
展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
等
に
携

わ
っ
た
こ
と
、
西
田
哲
学
会
の
準
備

会
議
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
が

蘇
っ
て
く
る
。

こ
れ
ま
で
所
与
（Gabe

）
を
課

題
（A

ufgabe

）
と
し
て
、
西
田
流

に
言
え
ば
「
作
ら
れ
て
作
る
」
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
生
き
て
き
た
。
館
長

と
し
て
の
役
割
や
仕
事
は
自
分
に
与

え
ら
れ
、
課
さ
れ
た
も
の
と
受
け
止

め
て
い
る
。「
哲
学
館
条
例
」
第
一

条
に
は
「
郷
土
が
生
ん
だ
哲
学
者
西

田
幾
多
郎
の
遺
徳
を
顕
彰
す
る
と
と

も
に
、
哲
学
に
関
す
る
情
報
を
集
積

し
、
こ
れ
を
発
信
し
、
も
っ
て
哲
学

の
普
及
及
び
啓
発
を
図
る
た
め
、
市

民
の
精
神
修
養
の
場
と
し
て
、
哲
学

館
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
。
私
に
与

え
ら
れ
た
課
題
は
こ
の
設
置
目
的
に
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沿
っ
て
こ
れ
ま
で
の
事
業
を
継
続
発

展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
加
え
て

新
た
な
課
題
と
し
て
受
け
止
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
所
与
が
幾
つ
か
あ

る
。一

つ
は
思
索
空
間
、
住
民
の
心

の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
、哲
学
の
普
及
、

啓
発
の
た
め
に
講
座
、
講
演
、
企
画

展
示
等
を
現
代
の
ニ
ー
ズ
を
汲
み
取

り
な
が
ら
充
実
さ
せ
、
入
館
者
の
増

加
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
は
、
保
存
資
料
の
公

開
と
研
究
資
料
化
で
あ
る
。
没
後

七
〇
年
を
超
え
た
現
在
、
資
料
に
は

汚
損
（
破
損
、
水
損
、
カ
ビ
、
イ
ン

ク
の
流
れ
等
）
し
た
も
の
も
少
な
く

な
い
。
ア
ー
カ
イ
ブ
化
、
翻
刻
を
可

能
に
す
る
た
め
に
は
修
繕
、
乾
燥
、

ペ
ー
ジ
の
分
離
、
洗
浄
等
の
処
理
が

必
要
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ど

こ
ま
で
修
復
で
き
、
公
開
で
き
る
か

は
ま
だ
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
ら
が
未
公
開
か
、
公
開

す
る
価
値
が
有
る
か
否
か
の
判
断

も
、
既
存
の
公
刊
物
、
公
開
資
料
と

照
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

修
復
作
業
、
独
、
英
、
和
文
混
じ
り

の
手
書
き
文
書
の
翻
刻
、
分
析
、
解

読
に
は
人
、
時
間
、
経
費
的
課
題
も

多
い
。
多
く
は
西
田
哲
学
、
日
本
哲

学
史
研
究
に
と
っ
て
は
魅
力
的
な
資

料
で
あ
り
、
館
長
と
し
て
、
研
究
者

の
端
く
れ
と
し
て
心
躍
る
所
与
で
あ

り
、
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
発

地
点
に
あ
り
な
が
ら
「
道
遠
し
」
と

い
う
感
は
否
め
な
い
。

理
事
会
報
告

平
成
二
十
八
年
度

　

第
一
回
定
時
理
事
会

　

西
田
哲
学
会
第
十
四
回
年
次
大
会

の
開
催
に
あ
わ
せ
て
、
平
成
二
十
八

年
度
第
一
回
定
時
理
事
会
が
、
七
月

二
十
三
日
十
二
時
二
〇
分
よ
り
、
明

治
大
学
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
・
リ
バ

テ
ィ
ー
タ
ワ
ー
一
一
四
二
教
室
に
て

開
催
さ
れ
た
。
出
席
理
事
は
二
十
二

名
（
委
任
状
出
席
五
名
を
含
む
）
で
、

理
事
以
外
に
幹
事
六
名
が
出
席
し

た
。

●
第
十
五
回
年
次
大
会
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
九
年
七
月
十
五
日（
土
）

〜
十
七
日
（
月
）
に
、
学
会
年
次
大

会
を
、
か
ほ
く
市
に
よ
る
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
と
あ
わ
せ
て
、
石
川
県
西

田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
（
石
川
県
か

ほ
く
市
）
を
会
場
に
開
催
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
た
。

●
秋
の
理
事
会
開
催
に
つ
い
て

　

秋
の
理
事
会
を
、
平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
三
日
（
日
）
に
京
都
で

十
三
時
三
〇
分
か
ら
開
催
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
た
。

● 

事
務
局
か
ら
の
報
告

（
１
）
平
成
二
十
七
年
度
会
計
報
告
、

平
成
二
十
八
年
度
予
算
案
が
事

務
局
か
ら
提
示
さ
れ
、
審
議
を

経
て
、
承
認
さ
れ
た
。

（
２
） 

入
会
希
望
者
、
退
会
希
望
者
、

除
籍
候
補
者
が
事
務
局
か
ら
示

さ
れ
、
審
議
を
経
て
、
入
会
、

退
会
、
除
籍
が
そ
れ
ぞ
れ
承
認

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
会
費
未
納

の
除
籍
候
補
者
お
よ
び
郵
便
物

が
届
か
な
い
会
員
の
な
か
に
知

り
合
い
が
い
れ
ば
連
絡
を
入
れ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

●
編
集
委
員
会
か
ら
の
報
告

（
１
）
編
集
委
員
の
委
嘱
：
昨
年
度

七
月
二
十
六
日
開
催
の
理
事
会

に
お
い
て
、
編
集
委
員
を
三
名

か
ら
五
名
に
増
員
す
る
こ
と
、

田
中
久
文
理
事
、大
熊
玄
理
事
、

水
野
友
晴
理
事
が
編
集
委
員
に

就
任
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
嘉
指
信
雄

氏
、
嶺
秀
樹
氏
に
対
し
て
編
集

委
員
を
委
嘱
し
、
両
氏
が
こ
れ

を
承
諾
さ
れ
た
こ
と
が
田
中
久

文
編
集
委
員
長
か
ら
報
告
さ
れ

た
。

（
２
） 『
西
田
哲
学
会
年
報
』
に
つ
い

て
：
田
中
久
文
編
集
委
員
長
か

ら
下
記
の
五
点
が
諮
ら
れ
、
い

ず
れ
も
承
認
さ
れ
た
。（
１
）

従
来
『
年
報
』
の
執
筆
者
に
抜

刷
を
無
料
で
送
付
し
て
い
た

が
、
第
十
三
号
か
ら
は
こ
れ
を

廃
止
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
抜
刷

を
送
付
し
、
希
望
者
は
実
費
に

て
抜
刷
印
刷
を
出
版
社
に
直
接

申
込
む
こ
と
。（
２
）『
年
報
』

の
論
文
掲
載
に
つ
い
て
、
こ
れ

が
査
読
を
経
た
も
の
で
あ
る
か

の
照
会
を
う
け
た
場
合
、
査
読

を
証
明
す
る
書
類
を
発
行
す
る

こ
と
。（
３
）『
年
報
』
へ
の
投

稿
に
つ
い
て
、
原
稿
の
到
着
の

信
頼
性
を
確
保
す
る
意
味
か

ら
、
事
務
局
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
に
加
え
て
、
事
務
局
と
編
集

委
員
長
の
双
方
が
見
ら
れ
る
ア

ド
レ
ス
に
も
原
稿
を
送
信
す
る

こ
と
と
し
、
第
十
三
号
以
降
の

『
年
報
』
に
そ
の
旨
記
載
す
る

こ
と
。（
４
）『
年
報
』
の
電
子

化
の
た
め
、
他
の
学
会
が
取
り

組
ん
で
い
る
事
例
等
を
収
集
す

る
こ
と
。（
５
）
書
評
の
対
象

と
な
る
好
著
が
あ
れ
ば
編
集
委

員
に
推
薦
す
る
こ
と
。

（
３
）『
西
田
哲
学
会
会
報
』
に
つ
い

て
：
田
中
久
文
編
集
委
員
長
か

ら
『
会
報
』
の
記
事
執
筆
の
依

頼
が
、
出
席
の
理
事
と
幹
事
に

対
し
て
な
さ
れ
た
。

●
そ
の
他

（
１
） 

幹
事
の
補
充
に
つ
い
て
：
杉

本
耕
一
幹
事
の
逝
去
の
た
め
、

幹
事
会
で
幹
事
の
補
充
を
検
討

し
、
秋
の
理
事
会
に
議
案
と
し

て
上
程
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。

（
２
） 

英
語
版
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
つ

い
て
：
事
務
局
の
中
嶋
優
太
幹

事
か
ら
、
日
本
語
版
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
翻
訳
し
た
英
語
版
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
が

報
告
さ
れ
、
気
づ
い
た
点
が
あ

れ
ば
事
務
局
に
意
見
を
寄
せ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、

英
語
版
に
実
装
す
る
掲
示
板
に

つ
い
て
、
近
々
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
の
発
行
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
中
嶋
幹
事
か
ら
報
告
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
英
語
以
外
の
言

語
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
作
成
す

べ
き
か
に
つ
い
て
中
嶋
幹
事
か

ら
質
問
が
あ
り
、
秋
の
理
事
会

で
改
め
て
審
議
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
文
責
・
水
野
友
晴
）

「
西
田
哲
学
研
究
基
金
」
に
つ
い
て

　

二
〇
一
六
年
度
、
第
十
一
回
の
西

田
哲
学
研
究
基
金
公
募
に
は
一
件
の

応
募
が
あ
り
、厳
正
な
審
査
の
結
果
、

以
下
の
翻
訳
出
版
事
業
に
五
〇
万
円
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編
集
後
記

　

今
年
の
年
報
の
応
募
の
多
く
が

海
外
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
改

め
て
西
田
哲
学
の
国
際
化
を
み
る

思
い
が
し
た
。
近
年
、
経
済
を
中

心
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の

側
面
が
顕
著
と
な
り
、
国
民
国
家

や
地
域
文
化
の
重
要
性
を
見
直
す

べ
き
だ
と
い
っ
た
議
論
も
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
閉
鎖

的
な
も
の
と
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。

　

西
田
哲
学
で
は
、
日
本
や
ア
ジ

ア
と
い
っ
た
地
域
の
伝
統
に
根
ざ

し
て
い
こ
う
と
す
る
眼
差
し
と
、

そ
れ
を
普
遍
的
な
も
の
へ
と
開
い

て
い
こ
う
と
す
る
眼
差
し
と
が
交

差
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
複
眼
的

な
視
座
こ
そ
が
今
求
め
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

海
外
の
多
く
の
研
究
者
を
惹
き
つ

け
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　

（
編
集
委
員
長　

田
中
久
文
）

を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
A

ntonio Florentino N
eto

氏

（
ブ
ラ
ジ
ル
・
カ
ン
ピ
ナ
ス
大
学
）

代
表

　
『
善
の
研
究
』
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳

出
版

　

今
年
度
も
引
き
続
き
、
交
付
基

金
を
公
募
し
ま
す
。
一
件
に
つ
き

三
〇
万
円
か
ら
五
〇
万
円
で
、
数
件

の
採
択
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
西
田

哲
学
に
関
係
す
る
テ
ー
マ
研
究
の
ほ

か
、
翻
訳
出
版
、
研
究
の
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
応
募
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
過
去
に
不
採
択
に
な
っ
た
場

合
で
も
、
内
容
を
整
え
て
再
申
請
す

る
こ
と
は
可
能
で
す
。
応
募
要
領
は

以
下
の
通
り
で
す
。

（
ⅰ
）
提
出
書
類

　

①
履
歴
書
、
②
研
究
計
画
（
八
百

字
程
度
）、
③
翻
訳
出
版
の
場
合
は

出
版
社
と
の
契
約
書
。

（
ⅱ
）
提
出
先

　

原
則
と
し
て
次
の
宛
先
に
電
子

メ
ー
ル
添
付
で
お
願
い
し
ま
す
。

keta.m
asako.6w

@
kyoto-u.ac.jp

（
郵
送
の
場
合
は
、

　
　

〒
六
〇
六
―
八
五
〇
一

　
　
　

京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町

　
　
　
　

京
都
大
学
文
学
研
究
科

　
　
　
　
　

 

氣
多
雅
子
研
究
室
）

（
ⅲ
）
締
め
切
り

　

二
〇
一
七
年
四
月
二
日
（
土
）
必

着
。

（
ⅳ
）
備
考

　

① 

ほ
ぼ
二
年
以
内
と
い
う
目
処

で
、
研
究
成
果
報
告
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

② 

翻
訳
出
版
の
場
合
は
、
訳
稿
完

成
を
前
提
に
出
版
社
と
の
契
約

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
な
の

で
、
ほ
ぼ
一
年
以
内
に
出
版
図

書
の
見
本
を
提
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
助
成
金
は
出
版
社
に

渡
さ
れ
ま
す
。
助
成
金
交
付
の

際
に
は
、
出
版
書
籍
に
本
西
田

研
究
基
金
か
ら
の
助
成
を
受
け

た
旨
を
印
刷
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
出
版
図
書
二
冊
を
本

基
金
に
寄
贈
し
て
頂
き
ま
す
。

　

③ 

研
究
成
果
の
提
出
は
、
刊
行
物

の
コ
ピ
ー
、
抜
き
刷
り
、
あ
る

い
は
四
千
字
程
度
の
報
告
文
書

の
い
ず
れ
か
、
と
し
ま
す
。
提

出
先
は
、
上
記
の
氣
多
研
究
室

で
す
。

（
文
責
・
西
田
哲
学
研
究
基
金
運
営

委
員
会
二
〇
一
六
年
度
代
表
・
秋
富

克
哉
）

西
田
哲
学
研
究
会
の
ご
案
内

・
西
田
哲
学
研
究
会
［
於
京
都
］

　

西
田
哲
学
研
究
会
で
は
、
オ
ー
プ

ン
参
加
の
も
と
、
ほ
ぼ
三
ヶ
月
に
一

回
の
ペ
ー
ス
で
西
田
の
著
作
を
読
み

な
が
ら
討
論
を
行
っ
て
い
ま
す
。『
善

の
研
究
』を
十
回
か
け
て
読
み
終
え
、

続
い
て
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反

省
』、『
意
識
の
問
題
』、『
芸
術
と
道

徳
』
の
主
要
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
数
回

取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
主
要
論

文
を
扱
い
、
前
回
か
ら
「
場
所
」
に

入
り
ま
し
た
。会
員
の
希
望
も
あ
り
、

時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
取
り
組
む

予
定
で
す
。
連
絡
先
は
左
記
で
す
。

　

幹
事
： 

秋
富
克
哉
（akitom

i@
kit.ac.jp

）

　

案
内
は
、
原
則
と
し
て
メ
ー
ル
で

行
な
い
ま
す
の
で
、
参
加
ご
希
望
の

方
は
、
こ
の
ア
ド
レ
ス
ま
で
ふ
る
っ

て
ご
連
絡
下
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ

等
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
文
責
・
秋
富
克
哉
）

・
西
田
哲
学
研
究
会
［
於
東
京
］

　

毎
月
一
回
、
読
書
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
原
則
と
し
て
第
三
土
曜
日

の
午
後
三
時
か
ら
六
時
ま
で
で
す

が
、
都
合
で
日
程
が
変
更
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る

方
は
左
記
の
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
次
回
の
開
催
日
時
、
開
催

場
所
、
テ
ク
ス
ト
を
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。
ま
た
、
当
研
究
会
で
は
毎

年
、
研
究
会
誌
『
場
所
』
を
発
行
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

西
田
哲
学
研
究
会
事
務
局

　
　
　
　

nishidaphi@
gm

ail.com

　
　
（
文
責
・
西
田
哲
学
研
究
会

　
　
　
　
　
　
　

事
務
局　

濱
田
）

『
西
田
哲
学
会
年
報
』
掲
載

論
文
の
公
募
に
つ
い
て

　
『
年
報
』
巻
末
の
応
募
要
領
に
し

た
が
っ
て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。
た
く

さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
な
お
次
の
第
十
四
号
掲
載
分

は
、
編
集
の
都
合
上
、
平
成
二
十
八

年（
二
〇
一
六
）年
十
二
月
末
を
も
っ

て
一
つ
の
区
切
り
と
い
た
し
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

「
年
次
大
会
」
に
お
け
る

口
頭
発
表
の
応
募
に
つ
い
て

　

第
十
五
回
年
次
大
会
（
平
成
二
十 

九
年
七
月
開
催
）の
口
頭
発
表
者（
日

本
語
ま
た
は
英
語
）を
公
募
し
ま
す
。

発
表
希
望
者
は
、
来
年
三
月
末
ま
で

に
、
八
〇
〇
字
程
度
の
要
旨
と
簡
単

な
経
歴
・
業
績
表
を
添
え
て
事
務
局

に
お
申
込
く
だ
さ
い
。


