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［
二
〇
一
五
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

思
想
史
学
の
問
い
方

─
二
つ
の
日
本
思
想
史
講
座
を
ふ
ま
え
て

思
想
／
思
想
史
／
思
想
史
学
─
二
つ
の
日
本
思
想
史
講
座
と
日
本
思
想
史
の
問
い
方

─末
木

　
文
美
士

一
、
二
つ
の
講
座
と
そ
の
位
置
づ
け

　

岩
波
書
店
か
ら
『
岩
波
講
座 

日
本
の
思
想
』
全
八
巻
（
二
〇
一
三

─
一
四
）、
ぺ
り
か
ん
社
か
ら
『
日
本
思
想
史
講
座
』
全
五
巻
（
二
〇

一
二
─
一
五
）
と
、
二
つ
の
講
座
が
ほ
ぼ
同
時
に
刊
行
さ
れ
、
完
結

し
た
。
二
つ
の
講
座
は
二
〇
〇
八
年
に
ほ
ぼ
同
時
に
計
画
が
立
て
ら

れ
、
編
集
委
員
も
苅
部
直
・
黒
住
真
・
佐
藤
弘
夫
・
末
木
文
美
士
の

四
人
が
重
な
る
。
ぺ
り
か
ん
社
版
に
は
田
尻
祐
一
郎
が
加
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら
、
両
者
は
最
初
か
ら
内
容
的
な
重
複
を

避
け
、
相
互
に
補
い
合
う
こ
と
を
目
指
し
た
。
ぺ
り
か
ん
社
版
は
手

堅
い
標
準
と
な
る
時
代
別
通
史
を
意
図
し
、
執
筆
者
も
日
本
思
想
史

学
会
の
会
員
を
中
心
と
し
た
各
領
域
の
専
門
家
に
執
筆
を
求
め
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
岩
波
版
は
時
代
を
分
け
ず
に
テ
ー
マ
別
に
論
じ
、

執
筆
者
も
狭
義
の
専
門
家
に
限
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
多
方
面
に
求
め

た
。
過
去
の
講
座
と
比
較
す
る
と
、
ぺ
り
か
ん
社
版
が
『
日
本
思
想

史
講
座
』
全
一
〇
巻
（
古
川
哲
史
・
石
田
一
良
編
、
雄
山
閣
、
一
九
七
五
─

七
七
）
を
継
承
す
る
の
に
対
し
て
、
岩
波
版
は
『
講
座
日
本
思
想
』

全
五
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
相
楽
亨
・
尾
藤
正
英
・
秋
山
虔
編
、
一
九
八
三

─
八
四
）
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

雄
山
閣
版
、
東
大
出
版
会
版
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇

年
代
の
初
め
に
か
け
て
の
出
版
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
、『
日
本

思
想
大
系
』
全
六
七
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
─
八
二
）、『
日
本
の
名

著
』
全
五
〇
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
─
八
二
）、『
日
本
の
思
想
』
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全
二
〇
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
─
七
二
）
な
ど
、
大
き
な
資
料
集
の

叢
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
に
は
、『
世
界
の
名
著
』
全
八

一
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
─
七
六
）、『
世
界
の
大
思
想
』
全
四
七

巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
四
─
六
九
）
な
ど
、
世
界
の
思
想
・
哲
学

に
関
す
る
大
き
な
叢
書
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九

七
〇
年
代
を
中
心
と
し
て
そ
の
前
後
を
加
え
た
時
代
は
、
哲
学
・
思

想
関
係
の
出
版
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
思
想
関
係
も
そ
の

重
要
な
一
環
を
な
し
て
い
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
は
、
戦
後
の
復
興
が
一
段
落
す
る
と
と
も
に
、
一

九
六
〇
年
の
安
保
闘
争
、
七
〇
年
前
後
の
全
共
闘
運
動
と
い
う
二
つ

の
大
き
な
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
哲
学
・
思
想

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
関
心
は
必
ず
し
も
そ
の
後
も
継
続
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

西
洋
哲
学
の
方
面
は
と
も
か
く
、
日
本
思
想
に
関
し
て
は
、
こ
の
時

代
を
継
承
し
て
い
く
よ
う
な
大
き
な
企
画
は
現
れ
ず
、
二
〇
一
〇
年

代
を
迎
え
た
。
こ
の
時
代
に
改
め
て
日
本
思
想
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
必
ず
し
も
唯
一
の
答
は
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
一
つ
に
は
近
代
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
、
過
去
の
思
想
が
問

い
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

二
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
座
の
意
図
と
問
題
点

　

ぺ
り
か
ん
社
版
は
、
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
う
時
代

ご
と
の
巻
に
加
え
て
、
第
五
巻
と
し
て
「
方
法
」
の
巻
を
設
け
た
。

「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
形

式
と
し
て
、
伝
統
的
な
文
献
中
心
の
研
究
手
法
と
そ
れ
が
生
み
出
し

て
き
た
成
果
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。
確
か
に
も

っ
と
も
手
堅
い
方
法
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
必
ず
し
も
十
分
な

方
法
論
的
な
反
省
を
経
て
い
な
い
便
宜
的
な
方
法
と
も
言
え
る
。
例

え
ば
時
代
区
分
に
関
し
て
も
、
古
代
・
中
世
の
区
切
り
を
考
え
る
時
、

院
政
期
を
古
代
に
入
れ
て
済
ま
せ
ら
れ
る
か
と
言
う
と
、
院
政
期
は

中
世
に
つ
な
が
っ
て
い
る
面
が
強
く
、
必
ず
し
も
そ
こ
で
時
代
を
切

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
じ
中
世
の
中
で
も
南
北
朝
を
転

機
と
し
て
、
思
想
史
の
上
で
も
大
き
な
転
換
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

時
代
区
分
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
区
切
り
を
設
け
ら
れ
ず
、
よ
り
緻

密
に
見
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
、「
文
献
中
心
」
と
言
い
な
が
ら
、
今
日
の

思
想
史
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
刊
行
に
あ

た
っ
て
」
で
も
、「
近
隣
分
野
の
成
果
を
盛
り
込
み
、
ト
ー
タ
ル
か

つ
立
体
的
な
思
想
史
像
の
構
築
を
試
み
る
」
と
明
示
し
て
い
る
。
第

一
巻
の
最
初
の
論
文
が
、
考
古
学
の
分
野
の
松
本
直
子
氏
の
「
縄
文
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の
思
想
か
ら
弥
生
の
思
想
へ
」
で
あ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
試
み
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
縄
文
の
思
想
」
や
「
弥
生
の
思
想
」
が

語
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
文
献
主
義
の
立
場
か
ら
は
問

題
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
巻
で
も
巻
頭
に
阿
部
泰
郎
氏
の

「
中
世
日
本
の
世
界
像
」
を
据
え
た
が
、
図
像
資
料
を
多
用
し
、
儀

礼
や
勧
進
な
ど
の
行
動
を
含
み
込
ん
だ
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

文
献
の
み
と
は
異
な
る
世
界
の
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。
今
日
そ
の

よ
う
な
多
分
野
の
研
究
を
含
み
込
ま
ず
に
思
想
史
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
分
野
の
協
力
と
い
う
方
法
が
、
方

法
論
的
に
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
、
問

題
が
残
る
。
従
来
か
ら
も
、
思
想
史
と
一
般
の
日
本
史
（
国
史
）
と

の
関
係
は
密
接
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
日
本
史
は
今
日
、
視
野
を
広

げ
て
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
思
想
史
側
の
対

応
が
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ぺ
り
か
ん
社
版
の
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
形
式
」
に
対
し
て
、
岩

波
版
は
は
じ
め
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

「
編
集
に
あ
た
っ
て
」
で
は
、
神
道
・
仏
教
・
儒
学
・
日
本
・
思
想

な
ど
、「
日
本
思
想
史
」
の
前
提
に
な
る
諸
概
念
が
近
代
に
な
っ
て

成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、「
近
代

に
創
ら
れ
た
概
念
を
批
判
的
に
吟
味
し
な
が
ら
、
前
近
代
の
思
想
が

ど
の
よ
う
に
近
代
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
か
、
思
想
の
転
変
を
今
日

の
視
点
か
ら
確
認
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
講
座
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で

あ
る
」
と
、
そ
の
方
向
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
そ
の
点
で
問
題
意
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
実
際
に

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
程
容
易
で

は
な
い
。
各
巻
の
タ
イ
ト
ル
を
、「
場
と
器
」（
第
二
巻
）、「
内
と
外
」

（
第
三
巻
）、「
自
然
と
人
為
」（
第
四
巻
）
の
よ
う
に
、「
と
」
で
結
ぶ

こ
と
で
、
概
念
の
揺
ら
ぎ
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
の
東
京
大

学
出
版
会
版
の
各
巻
が
、
自
然
・
知
性
・
秩
序
・
時
間
・
美
と
端
的

な
一
語
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
い
か
に
も
歯
切
れ
が
悪
い
。

あ
え
て
言
え
ば
、
そ
の
歯
切
れ
の
悪
さ
に
、
今
日
的
な
状
況
が
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
問
題
は
い
ま
だ
十

分
に
突
き
詰
め
て
考
え
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
が
近
代
に
創
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
方
法
論
的
に
前
近
代
と
近
代
と
で
一
貫
し

て
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
新
た
な
問
題
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
、「
自
然
」
と
い
う
問
題
を
論
ず
る
際
に
、
近
代
で
あ
れ
ば
、
今

日
使
わ
れ
て
い
る
そ
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で

き
る
の
に
対
し
て
、
前
近
代
に
対
し
て
は
、「
自
然
」
と
い
う
用
語

を
用
い
た
思
想
を
論
ず
る
の
か
（
例
え
ば
、
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」
な
ど
）、

そ
れ
と
も
、
近
代
以
後
用
い
ら
れ
る
「
自
然
」（
＝nature

）
に
相
当

す
る
前
近
代
の
思
想
（
天
地
・
器
世
間
な
ど
）
を
論
ず
る
の
か
で
、
議

論
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る）

1
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
近
代
か
ら
近

代
へ
の
転
換
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
り
、
単
純
に
「
近
代
に
つ
な
が
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っ
て
い
く
」
と
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
岩
波
版
で
は
、「
思
想
の
蓄
積
を
貴
重
な
財
産
と
し
、

未
来
に
む
け
た
思
想
を
創
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
、

思
想
史
か
ら
思
想
の
創
造
へ
と
い
う
方
向
を
志
向
し
て
い
る
。
こ
れ

も
大
き
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
今
日
、「
日
本
思
想
史
学
」
は
「
学
」

と
し
て
の
確
立
を
目
指
す
あ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
外
へ
出
て
い
く
こ
と

に
極
度
に
警
戒
的
で
あ
る
。
し
か
し
、「
思
想
史
」
は
「
思
想
」
と

常
に
緊
張
関
係
を
保
っ
た
往
復
運
動
を
し
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
、

発
展
は
望
め
な
い
。
こ
の
点
で
、
岩
波
版
は
、
そ
の
閉
鎖
性
を
突
破

し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
本
当
に
今
日
の
日
本
の

思
想
界
の
共
有
財
産
と
な
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
残

念
な
が
ら
な
お
不
十
分
で
あ
る
。「
思
想
の
蓄
積
」
を
、
今
日
の
思

想
に
ど
の
よ
う
に
生
か
せ
る
か
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

三
、
儀
礼
と
思
想
─
中
世
思
想
を
見
る
視
点

　

筆
者
は
、
ぺ
り
か
ん
社
版
で
は
第
二
巻
の
中
世
の
巻
の
責
任
編
集

を
担
当
し
た
が
、
も
と
も
と
中
世
前
期
（
一
二
〜
一
三
世
紀
）
の
仏
教

思
想
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
代
の
仏
教
思
想

の
扱
い
方
を
具
体
例
と
し
て
、
方
法
論
的
な
問
題
を
い
さ
さ
か
考
え

て
み
た
い
。

　

こ
の
時
代
の
仏
教
思
想
に
関
し
て
は
、
従
来
、
い
わ
ゆ
る
「
鎌
倉

新
仏
教
」
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
が
支
配
的
で
あ
っ

た
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
顕
密
体
制
論
を
転
機
に
、
大
き
く
転
換
し

て
き
た
こ
と
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る）

2
（

。
そ
れ
で
は
、
そ
の
転

換
後
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
ど
の
よ
う
な
思
想
史
を
描
け
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ぺ
り
か
ん
社
版
第
二
巻
の
「
総
論
」
で
、
筆
者
は
そ
れ

を
、「
基
本
的
に
言
え
ば
、
黒
田
（
俊
雄
）
や
網
野
（
善
彦
）
の
路
線

を
さ
ら
に
押
し
詰
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る）

（
（

」
と
し
た

上
で
、
膨
大
な
寺
院
資
料
の
発
掘
が
進
み
、
そ
の
研
究
が
深
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
多
様
な
分
野
の
研
究
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

東
ア
ジ
ア
的
世
界
の
広
が
り
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
指
摘

し
、
と
り
わ
け
密
教
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
新
し
い
視

点
と
し
て
、「
冥
顕
」
と
い
う
こ
と
を
核
に
据
え
た
見
方
を
提
唱
し

た）
4
（

。

　

こ
こ
で
は
、
方
法
論
的
な
点
か
ら
、
儀
礼
と
い
う
視
座
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
。
従
来
、
合
理
的
に
体
系
化
さ
れ
た
思
想
文
献
の
み
が

思
想
史
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
寺
院
資
料
の
発
掘
は
、
そ

の
よ
う
な
限
定
の
枠
に
収
め
き
れ
な
い
大
量
の
史
資
料
群
の
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
聖
教
」
と
呼
ば
れ
る
類
は
、
従

来
は
奥
書
の
年
記
の
み
が
史
料
的
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
も
注
目
す
べ
き
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ち
は
や
く
起
請
文
の
類
を
思
想
史
的

に
見
る
こ
と
を
提
唱
し
た
佐
藤
弘
夫
氏
の
研
究
は
画
期
的
な
意
味
を
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持
つ
も
の
で
あ
る
が）

（
（

、
そ
れ
を
も
含
む
膨
大
な
儀
礼
資
料
を
用
い
て
、

儀
礼
を
思
想
史
の
枠
の
中
に
取
り
込
も
う
と
い
う
研
究
が
近
年
き
わ

め
て
活
発
化
し
て
い
る）

6
（

。

　

ぺ
り
か
ん
社
版
で
は
必
ず
し
も
儀
礼
の
問
題
を
中
心
に
据
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
岩
波
版
で
筆
者
が
責
任
編
集
を
担
当
し
た
第
七

巻
「
儀
礼
と
創
造
」
に
お
い
て
、
一
つ
の
中
核
に
据
え
た
。
こ
の
巻

は
美
と
芸
術
の
問
題
が
主
題
で
あ
っ
た
が
、「
美
」
と
か
「
芸
術
」

と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
近
代
に
形
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
そ

れ
を
前
近
代
に
遡
ら
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん ritual 

の
意
で
「
儀
礼
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
も
新
し
い
こ
と
で
あ
る

が
、
内
容
的
に
見
れ
ば
、
前
近
代
の
営
為
を
よ
り
適
切
に
表
現
す
る

も
の
と
言
え
る
。「
美
」
や
「
芸
術
」
が
完
成
さ
れ
た
も
の
を
見
る

立
場
で
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
儀
礼
」
は
ま
さ
し
く
そ
れ
が
創

造
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
第
七
巻

は
、
い
さ
さ
か
冒
険
的
な
巻
で
あ
る
。
従
来
、
美
と
か
芸
術
な
ど
と

言
わ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
分
野
を
解
体
し
、
そ
の
創
造
の
源
泉
に

戻
り
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
視
野
を
広
げ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る）
（
（

」
と
そ
の
意
図
を
述
べ
た
。

　

儀
礼
が
思
想
史
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
美
や
芸
術
だ
け
で

な
く
、
中
世
的
な
世
界
観
の
総
体
が
儀
礼
の
場
か
ら
顕
現
し
て
く
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、「
儀
礼
は
一
方
で
王
権
に
関

わ
り
、
他
方
で
仏
教
と
関
わ
り
な
が
ら
、
文
学
、
芸
能
、
音
楽
、
美

術
、
神
道
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
る
総
合
的
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
そ
の
研
究
も
学
際
性
が
必
要
で
あ
り
、
学
問
分
野
の
新
た

な
配
置
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る）

8
（

」
と
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。

　

な
ぜ
、
儀
礼
が
そ
の
よ
う
な
重
要
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
儀
礼
と
は
ど
の
よ
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
定

義
は
難
し
い
が
、
筆
者
は
、「
所
定
の
場
所
で
、
所
定
の
手
順
を
踏

み
な
が
ら
、
言
葉
、
音
、
所
作
、
香
り
な
ど
、
多
様
な
要
素
が
総
合

的
に
機
能
し
、
そ
こ
に
聖
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
私
の
使
う
用
語
で

い
え
ば
「
冥
」
の
世
界
が
顕
現
し
、
そ
の
「
冥
」
な
る
も
の
と
の
交

流
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（
（

」
と
規
定
し
た
。
即
ち
、
儀
礼
は
何
よ
り

も
、
こ
の
世
界
を
超
え
た
何
も
の
か
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
の
反
応

を
引
き
出
す
役
割
を
持
つ
。
現
世
を
超
え
た
異
世
界
的
な
も
の
と
の

交
流
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
的
な
目
か
ら
は
非
合
理
的
で
荒
唐

無
稽
な
こ
と
と
見
ら
れ
、
呪
術
的
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
、
思
想
の
問

題
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
人
に
と

っ
て
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
な
い
。
合
理
的
な
思
惟
で

捉
え
き
れ
な
い
超
現
世
的
な
「
冥
」
の
領
域
ま
で
含
め
て
、
は
じ
め

て
世
界
の
全
体
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
領
域
に
踏
む
込
む
た

め
に
は
儀
礼
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
小

川
豊
生
氏
の
『
中
世
日
本
の
神
話
・
文
字
・
身
体
』（
森
話
社
、
二
〇
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一
四
）
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
本
書
は
文
学
の
領
域

に
属
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
密
教
的
な
儀
礼
を
根
底
に
お
い
て
、
中

世
の
壮
大
で
多
様
な
世
界
を
総
合
的
に
把
握
し
よ
う
と
意
図
し
て

い
る
。
中
世
神
話
が
豊
饒
な
世
界
を
産
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
世
界
観
の
構
造
を
大
き
く
変
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
麗
気
記
』
に
お
い
て
は
、
古
代
神
話
の
イ

ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
代
わ
っ
て
、「
光
明
大
梵
天
王
」
と
「
尸
棄

大
梵
天
王
」
と
い
う
二
神
に
よ
る
宇
宙
創
造
の
話
を
展
開
し
て
い

る
。「
そ
も
そ
も
日
本
古
代
に
お
い
て
初
発
の
神
は
、
天
地
の
な
か

に
葦
牙
の
如
く
成
り
出
で
る
神
で
あ
っ
て
、
世
界
そ
の
も
の
を
創
り

出
す
い
わ
ゆ
る
創
造
神
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

10
（

」
の
に
対
し

て
、
そ
れ
を
「
ま
さ
に
宇
宙
創
造
神
へ
と
つ
く
り
変
え
て
い
た）

11
（

」
の

で
あ
り
、
大
転
換
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
梵
天 
（Brahm

ā

） 

は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
世
界
創
造
神
で
あ
り
、
仏
教
を
通
し
て
導

入
さ
れ
た
イ
ン
ド
神
話
が
中
世
神
話
で
復
活
す
る
こ
と
に
な
る）

12
（

。
こ

の
よ
う
な
神
話
の
形
成
は
儀
礼
的
な
瞑
想
の
実
践
と
密
接
に
関
わ
り
、

「
宇
宙
創
成
神
話
が
儀
礼
の
中
で
観
想
を
通
じ
て
実
践
化
さ
れ
る）

1（
（

」

の
で
あ
る
。

　

小
川
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
神
話
な
ど
の
顕
現
を
表
わ
す
の

に
、
仏
典
に
見
え
る
「
建
立
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
す
る
。「「
建

立
」
は
け
っ
し
て
、
寺
院
の
「
建
築
」
と
い
っ
た
、
あ
る
制
作
主

体
に
よ
る
外
在
物
の
創
造
を
第
一
義
と
す
る
用
語
で
は
な
か
っ
た）

14
（

」

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
含
み
つ
つ
、
よ
り
広
い
意
味
で
、「
法
や

教
説
の
よ
う
に
、
不
可
視
の
も
の
の
創
設
の
義
を
含
む
と
こ
ろ
に

「
建
立
」
と
い
う
語
の
特
質
が
あ
っ
た）

1（
（

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
建
立
」
と
い
う
の
は
、
物
質
的
な
モ
ノ
の
創
造
で
あ
る
と
同
時
に
、

観
念
や
思
想
な
ど
を
も
含
め
て
、
構
築
し
、
成
立
せ
し
め
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
モ
ノ
を
作
る
建
築
的
な
作
業
と
と
も
に
、
儀
礼
的
な

瞑
想
か
ら
生
み
出
す
こ
と
で
も
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
が
五
劫
思
惟
に
よ

っ
て
極
楽
国
土
を
創
出
し
た
と
い
う
経
典
の
物
語
が
思
い
合
わ
さ
れ

る
。
創
造
的
な
産
出
と
い
う
点
で
、
物
質
的
な
建
築
と
観
念
的
な
構

築
と
は
同
類
の
営
み
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
的
な
思
惟
は
儀
礼
的
な
実
践
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
禅
は
一
見
非
儀
礼
的
な
瞑
想
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
境
地
は
師
僧
に
よ
る
印
可
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
迦
仏
以
来
の
師
資
相
承
の
以
心
伝

心
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
儀
礼
に
よ
る
相
承
の
承

認
は
密
教
の
血
脈
に
も
見
ら
れ
る
。
日
本
で
密
教
か
ら
禅
へ
の
乗
り

換
え
が
成
り
立
つ
の
は
、
同
じ
よ
う
な
系
譜
主
義
に
立
つ
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
は
戒
の
相
承
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
道
元
に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
坐
禅
に
よ
っ
て
仏
祖
と
の
同
一
化
が
な
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
密
教
に
お
け
る
即
身
成
仏
と
同
じ
構
造
と
考

え
ら
れ
る）

16
（

。

　

こ
う
し
た
儀
礼
の
創
造
性
は
中
世
前
期
の
仏
教
に
お
い
て
高
揚
し
、
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中
世
後
期
に
は
芸
能
や
文
芸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
拡
散
す
る
。

近
世
に
到
る
と
、
従
来
の
常
識
で
は
、
思
想
が
世
俗
化
や
現
世
化
す

る
と
さ
れ
、
現
象
の
背
後
の
異
界
が
否
定
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
儀
礼
的
な
世
界
は
ど
う
な
る
の
か
。
一

つ
に
は
現
世
的
な
「
礼
」
と
し
て
、
武
士
道
な
ど
の
「
道
」
の
中
に

生
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
近
世
を

単
純
に
現
世
主
義
と
決
め
つ
け
る
の
が
よ
い
か
ど
う
か
も
問
い
直
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦
は
批
判
的
に
見
ら
れ
た
鬼
神
（
霊
魂
）

が
、
平
田
篤
胤
に
お
い
て
復
活
す
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
明
治
維
新
を
生
む
原
動
力
の
一
つ
に
ま
で

な
っ
た
の
は
、
単
純
な
現
世
主
義
で
捉
え
き
れ
な
い
底
流
が
生
き
続

け
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
近
代
も
ま
た
合

理
的
な
現
世
主
義
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
こ
う

し
て
、
日
本
思
想
史
を
全
面
的
に
再
構
築
し
な
お
す
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
こ
で
論
ず
る
に
は
余
り
に
大
き

な
問
題
で
あ
り
、
単
に
見
通
し
だ
け
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　

も
う
一
度
、
方
法
論
的
な
問
題
に
戻
っ
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ

と
は
、
思
想
は
合
理
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
著
作
物
に
よ
っ
て
の

み
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

儀
礼
の
重
要
性
を
論
じ
た
が
、
実
を
言
え
ば
儀
礼
の
扱
い
方
も
そ
れ

程
容
易
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
中
世
の
儀
礼
は
、
多
く
具
体
的
な
実

践
が
断
絶
し
た
中
で
、
痕
跡
と
し
て
遺
さ
れ
た
断
片
的
な
文
献
か
ら
、

そ
の
全
体
像
を
復
元
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
あ

る
場
合
に
は
「
学
」
と
し
て
の
実
証
性
の
枠
を
超
え
る
危
険
を
伴
う

も
の
で
あ
り
、
十
分
な
方
法
論
的
反
省
が
常
に
な
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。

四
、
思
想
／
思
想
史
／
思
想
史
学

　

こ
う
し
て
再
び
、「
学
」
と
し
て
の
日
本
思
想
史
学
の
あ
り
方
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
思
想
史
は
必
ず
し
も
狭
義
の
専
門
家

の
専
有
物
で
は
な
い）

18
（

。
筆
者
自
身
、
仏
教
学
の
専
門
訓
練
を
受
け
た

の
で
あ
っ
て
、
特
別
な
日
本
思
想
史
学
の
訓
練
を
受
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
仏
教
学
や
中
国
学
の
基
礎
を
身
に

付
け
ず
に
、
日
本
の
思
想
文
献
が
読
解
で
き
る
か
と
い
う
と
、
到
底

無
理
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
日
本
思
想
史
学
が
独
自
の

方
法
と
領
域
を
持
た
ず
、
仏
教
学
や
中
国
学
に
解
消
し
て
し
ま
う
か

と
い
う
と
、
や
は
り
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「
学
」
と
し
て
の
日
本
思
想
史
学
は
、
確
か
に
一
専
門
分
野
と
し
て

成
立
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
と
し
て
は

成
り
立
ち
得
な
い
と
い
う
矛
盾
を
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
内
包
し
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
「
学
」
と
し
て
の
脆
弱
さ
を
持
つ
故
か
、
旧
帝
国
大
学

時
代
か
ら
、
主
要
大
学
の
講
座
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
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今
日
で
も
、「
日
本
思
想
史
」
と
い
う
正
式
の
講
座
あ
る
い
は
専
攻

を
設
け
て
、
専
門
家
の
養
成
を
し
て
い
る
大
学
は
東
北
大
学
し
か
な

い
。
そ
の
東
北
大
学
に
し
て
も
、
も
と
も
と
文
化
史
学
第
一
講
座
と

さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
日
本
思
想

史
講
座
に
変
わ
っ
た
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
決
し
て
古
い
と
は
言
え

な
い
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
お
り
、
優
れ
た
研
究
者

を
輩
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
国
の
思
想
を
専
門
的
に
研
究
で
き

る
場
が
、
た
だ
一
つ
の
大
学
に
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
見

て
も
不
適
切
で
あ
る
。
京
都
大
学
で
は
、
日
本
哲
学
史
の
専
攻
が

一
九
九
五
年
に
設
け
ら
れ
た
が
、
主
と
し
て
近
代
の
哲
学
を
中
心
に

研
究
教
育
が
な
さ
れ
、
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
東
京
大
学
で
は
、

倫
理
学
研
究
室
が
和
辻
哲
郎
以
来
、
日
本
倫
理
思
想
史
の
研
究
教
育

の
場
と
な
り
、
ま
た
、
丸
山
眞
男
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
法
学
部
の
政

治
思
想
史
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
分
散
す
る
こ
と
で
、
中
核
と
な
る

場
が
欠
如
し
て
お
り
、
斯
学
の
発
展
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
実
を
言
え
ば
、
日
本
思
想
史
講
座
が
最
初
に
設
け
ら

れ
た
の
は
東
京
帝
国
大
学
で
あ
り
、
一
九
三
八
年
に
国
史
学
研
究
室

に
開
設
さ
れ
て
、
平
泉
澄
が
担
当
し
た）

1（
（

。
そ
の
講
座
は
敗
戦
後
、
平

泉
の
辞
職
に
伴
い
消
滅
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
平
泉
の
「
日
本

思
想
史
」
は
き
わ
め
て
評
判
が
悪
い
が
、
じ
つ
は
重
要
な
と
こ
ろ
に

そ
の
影
響
が
残
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
も
長
い

間
、
日
本
史
研
究
の
一
分
野
と
し
て
思
想
史
が
受
け
継
が
れ
、
家
永

三
郎
・
尾
藤
正
英
な
ど
、
学
界
を
リ
ー
ド
す
る
研
究
者
が
育
っ
た

こ
と
で
あ
る
。『
日
本
思
想
大
系
』
は
、
八
名
の
編
集
委
員
の
う
ち
、

四
名
が
日
本
史
学
の
研
究
者
で
あ
る）

20
（

。
近
年
、
日
本
史
畑
の
思
想
史

研
究
者
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
こ
の
方
面
は
き
わ
め
て
弱

体
化
し
て
い
る
。

　

平
泉
の
提
起
し
た
問
題
は
、
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
皇
国
史

観
と
い
う
明
確
な
史
観
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
思

想
史
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
、
村
岡
典
嗣
・
和
辻
哲
郎
・
津
田
左
右

吉
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
史
観
の
明
確
さ
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

皇
国
史
観
と
唯
物
史
観
の
二
つ
の
正
反
対
の
立
場
が
あ
り
、
そ
の
両

方
か
ら
思
想
史
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。

唯
物
史
観
に
立
つ
永
田
広
志
・
三
枝
博
音
ら
の
研
究
の
重
要
性
も
、

今
日
忘
却
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

21
（

。
皇
国
史
観
も
唯
物
史
観

も
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
今
日
、
は
た
し
て
史
観
な
く
し
て
思
想
史

の
構
築
は
な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
ら
に

代
わ
る
史
観
そ
の
も
の
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
う
な
る
と
ま
た
、
思
想
史
の
問
題
は
、
そ
れ
を
成
り
立
た

せ
る
根
柢
の
思
想
の
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
思

想
・
思
想
史
・
思
想
史
学
の
循
環
の
中
で
、
さ
ら
に
問
題
が
深
め
ら

れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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21　思想／思想史／思想史学

注
（
1
）　

拙
稿
「
宗
教
と
自
然
」（『
環
境
の
日
本
史
』
一
、
二
〇
一
二
）

参
照
。

（
2
）　

研
究
史
と
し
て
、
森
新
之
介
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
）
第
一
章
な
ど
。

（
（
）　

拙
稿
「
総
論 
中
世
の
思
想
」（『
日
本
思
想
史
講
座
』
二
、
ぺ

り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
）
一
八
頁
。

（
4
）　

同
、
一
八
─
二
二
頁
。

（
（
）　

佐
藤
弘
夫
『
起
請
文
の
精
神
史

─
中
世
世
界
の
神
と
仏
』

（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
六
）。

（
6
）　

直
接
「
儀
礼
」
と
い
う
こ
と
を
表
題
に
出
し
た
思
想
史
的
な
研

究
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
＋
松
本
郁
代

編
『
儀
礼
の
力

─
中
世
宗
教
の
実
践
世
界
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一

〇
）、
舩
田
淳
一
『
神
仏
と
儀
礼
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）。

（
（
）　

拙
稿
「［
古
典
を
読
む
］
ま
え
が
き 

美
と
芸
術
の
原
書
を
問

う
」（『
岩
波
講
座 

日
本
の
思
想
』
七
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
）

二
九
四
頁
。

（
8
）　

同
。

（
（
）　

拙
稿
「
儀
礼
と
創
造
」（『
岩
波
講
座 

日
本
の
思
想
』
七
、
岩

波
書
店
、
二
〇
一
三
）
八
頁
。

（
10
）　

小
川
豊
生
『
中
世
日
本
の
神
話
・
文
字
・
身
体
』（
森
話
社
、

二
〇
一
四
）
二
五
頁
。

（
11
）　

同
。

（
12
）　

中
世
神
道
（
神
話
）
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
近
似
に
つ
い
て
は
、

彌
永
信
美
「
中
世
神
道
＝
「
日
本
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
?
」
論
」（『
シ

リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
』
一
〇
、
春
秋
社
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

（
1（
）　

小
川
、
前
掲
書
、
二
七
頁
。

（
14
）　

同
、
六
八
五
頁
。

（
1（
）　

同
、
六
八
六
頁
。

（
16
）　

筆
者
も
関
係
し
て
い
る
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
全
一
一
巻
は
、
中

世
禅
が
従
来
の
常
識
と
ま
っ
た
く
異
な
り
、
密
教
と
の
関
係
の
中
か

ら
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
1（
）　

拙
稿
「
近
代
の
来
世
観
と
幽
冥
観
の
展
開
」（『
シ
リ
ー
ズ
日
本

人
と
宗
教
』
三
、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
）
参
照
。

（
18
）　

最
近
で
は
、
長
谷
川
宏
『
日
本
精
神
史
』
全
二
巻
（
講
談
社
、

二
〇
一
五
）
が
、
哲
学
者
に
よ
る
浩
瀚
な
通
史
的
な
日
本
精
神
史

（
広
義
の
思
想
史
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
と
し
て
注
目
さ
れ
て

い
る
。

（
1（
）　

若
井
敏
明
『
平
泉
澄
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
）
一

三
七
頁
。

（
20
）　

家
永
三
郎
・
石
母
田
正
・
井
上
光
貞
・
尾
藤
正
英
の
四
名
。
他

は
、
相
良
亨
・
中
村
幸
彦
・
丸
山
真
男
・
吉
川
幸
次
郎
。
東
北
大
学

の
日
本
思
想
史
関
係
者
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
21
）　

拙
稿
「
批
判
的
思
惟
の
有
効
性

─
マ
ル
ク
ス
主
義
と
日
本
思

想
史
」（『
日
本
の
哲
学
』
一
四
、
二
〇
一
三
）
参
照
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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