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［
二
〇
一
七
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
一
回
：
対
立
と
調
和

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン 

東
ア
ジ
ア
と
日
本

：

舶
載
さ
れ
た
知
の
受
容
と
多
様
な
思
想
展
開

田
　
世
　
民

は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
に
よ
る
「
憲
法
十
七
条
」
の
第
一
条

に
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本

語
に
は
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
と
し
て
「
違
和
感
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
調
和
の
状
態
と
程
遠
い
し
っ
く
り
来
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
で
は
ど
れ
ほ
ど
調
和
を
重
ん
ず

る
も
の
か
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、「
違
和
」
や
「
違
和
感
」
と
い

っ
た
言
葉
は
中
国
語
圏
で
は
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
、
も
は
や
一
般
用
語
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

　

さ
て
、
日
本
で
は
古
来
、
中
国
大
陸
や
韓
半
島
か
ら
人
々
や
漢
籍

な
ど
が
渡
り
、
日
本
の
国
づ
く
り
や
文
化
制
度
の
成
立
に
役
立
っ
て

い
た
。
近
世
に
入
っ
て
、
大
陸
か
ら
の
漢
籍
の
輸
入
が
さ
ら
に
ピ
ー

ク
を
迎
え
た
。
そ
の
文
化
東
漸
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
漢
籍
を
読
む

た
め
の
訓
読
が
発
生
し
、
訓
読
記
号
や
片
仮
名
の
創
出
な
ど
様
々
な

発
展
と
と
も
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
漢
字
と
仮
名
文
字
（
そ

し
て
の
ち
の
ロ
ー
マ
字
）
は
相
俟
っ
て
日
本
語
を
形
成
し
て
き
た
。

　

近
世
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
明
清
以
降
に
出
版
さ
れ
て
き
た
漢
籍

や
日
本
在
住
の
唐
人
な
ど
を
通
じ
て
、
中
国
大
陸
や
韓
半
島
の
文
化

思
想
を
受
容
理
解
し
て
い
た
。
特
に
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
舶
載

本
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ン
ス
に
よ
っ
て
訓
点
を
施
し
て
理
解

し
、
漢
籍
の
知
を
肯
定
的
・
批
判
的
に
受
け
止
め
、
漢
文
や
和
文
の

著
作
を
書
い
た
り
し
て
種
々
多
様
な
思
想
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
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ま
た
、
観
念
的
な
死
生
論
に
止
ま
ら
ず
、
仏
葬
に
対
抗
し
て
儒
教
儀

礼
の
受
容
実
践
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
際
、
漢
文
で
書
か
れ
た
テ
キ

ス
ト
（『
文
公
家
礼
』
等
）
を
い
か
に
自
分
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
理

解
し
、
そ
し
て
実
践
可
能
な
葬
祭
儀
礼
を
作
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の

こ
と
は
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

　

以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
東
ア
ジ
ア
に
共
有
さ
れ
た

漢
籍
の
知
が
近
世
日
本
に
伝
わ
っ
て
受
容
さ
れ
た
中
で
、
思
想
を
め

ぐ
る
対
立
と
調
和
の
多
様
な
位
相
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
倭
訓
が

人
々
の
思
想
実
践
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
明
の
思
想
文
化
を
め
ぐ
る
積
極
的
摂
取
と
批
判
的
対
抗

　

近
世
日
本
の
知
識
人
、
特
に
前
期
の
思
想
家
た
ち
は
、
明
以
降
に

出
版
・
舶
載
さ
れ
て
き
た
漢
籍
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
多
彩
な
思
想

を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
〜
一
七
二

八
）
が
李
攀
龍
や
王
世
貞
な
ど
明
の
古
文
辞
派
の
著
作
に
触
発
さ
れ

て
、
古
文
辞
学
と
い
う
学
問
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と

は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
日
本
の
儒
者
た
ち
は
、
舶

載
さ
れ
た
漢
籍
（『
四
書
大
全
』『
五
経
大
全
』『
性
理
大
全
』
と
い
う
「
三
大

全
」
が
そ
の
代
表
格
）
に
拠
っ
て
朱
子
学
や
陽
明
学
を
理
解
し
、
さ
ら

に
自
ら
の
思
想
形
成
を
展
開
さ
せ
た
。
儒
者
た
ち
の
読
み
方
は
種
々

多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
漢
籍
を
ど
う
読
む
の
か
、
つ
ま
り
漢
文

の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
訓
点
を
つ
け
る
か
、
そ
れ
も
大

き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
訓
点
自
体
は
、
あ
る
儒
者
が
そ
の
テ
キ

ス
ト
を
ど
う
解
釈
し
て
（
翻
訳
し
て
）
理
解
し
た
か
、
そ
の
こ
と
を

反
映
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
林
羅
山
の
道
春
点
や
山
崎
闇

斎
の
嘉
点
、
貝
原
益
軒
の
貝
原
点
、
佐
藤
一
斎
の
一
斎
点
な
ど
、
儒

者
た
ち
が
訓
点
を
付
け
た
テ
キ
ス
ト
は
和
刻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、

広
く
流
布
し
て
い
っ
た）

1
（

。

　

そ
の
数
々
の
漢
籍
加
点
本
の
出
版
が
あ
る
一
方
、
中
村
惕
斎
『
四

書
章
句
集
註
鈔
説
』『
四
書
示
蒙
句
解
』
や
毛
利
貞
斎
『
四
書
集
註

俚
諺
鈔
』
の
平
易
な
日
本
語
に
よ
る
経
典
注
釈
書
・
和
解
類
が
あ
る

ほ
か
、
渓
百
年
の
『
経
典
余
師
』
な
ど
仮
名
交
じ
り
文
の
テ
キ
ス
ト

は
、
漢
文
を
直
接
に
は
読
め
な
い
人
々
に
儒
学
の
知
を
伝
え
た）

2
（

。
そ

れ
は
確
実
に
学
問
の
一
般
的
普
及
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
林
羅
山
や
中
村
惕
斎
ら
の
明
代
儒
学
に
対
す
る
積
極
的
受

容
が
見
ら
れ
る
一
方
、
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
〜
一
六
八
二
）
ら
の
崎

門
派
は
朱
子
の
説
を
尊
崇
す
る
が
、
明
儒
に
よ
る
煩
雑
と
さ
れ
る
注

釈
を
意
識
的
に
排
除
す
る
。
ま
た
、
懐
徳
堂
な
ど
儒
者
の
大
半
は
、

明
代
儒
学
を
決
し
て
排
除
せ
ず
、
そ
れ
を
相
対
化
し
つ
つ
受
容
す
る

と
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
崎
闇
斎
は
朱
子
の
説
を

絶
対
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
読
む
べ
き
テ
キ
ス
ト
を
「
四
書
」
と
朱

子
学
に
直
接
関
係
す
る
も
の
に
限
定
し
、
さ
ら
に
門
弟
に
自
ら
の
講

釈
を
受
け
て
朱
子
学
を
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
学
問
の
方
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法
を
徂
徠
ら
が
批
判
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
中
井
竹
山
な
ど
も

崎
門
の
「
朱
子
一
尊
主
義
」
を
非
難
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
浅
見
絅
斎
は
『
性
理
大
全
』
版
『
家
礼
』
を
底
本
に

し
つ
つ
、
附
注
を
削
り
朱
子
の
本
文
・
本
注
の
み
を
残
し
て
、
そ
れ

を
校
訂
し
て
朱
子
『
家
礼
』
の
和
刻
本
を
出
版
し
て
い
る
。
吾
妻
重

二
氏
の
『
家
礼
』
和
刻
本
に
関
す
る
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
絅
斎
に
よ
る
和
刻
本
は
朱
子
『
家
礼
』
本
来
の
テ
キ
ス
ト
を
再

現
し
よ
う
と
し
て
、
五
巻
本
と
い
う
体
裁
が
取
ら
れ
て
い
る）

（
（

。
そ
し

て
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
そ
の
『
家
礼
』
和
刻
本
は
版
を
重
ね
て

広
く
流
布
し
て
い
た
。
筆
者
は
か
つ
て
そ
の
こ
と
を
出
版
メ
デ
ィ
ア

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
絅
斎
は
後

儒
に
よ
る
煩
瑣
な
附
注
を
排
除
し
た
う
え
で
、
朱
子
『
家
礼
』
の
定

本
を
目
指
し
て
和
刻
本
を
出
版
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
す
ぐ

れ
て
絅
斎
の
「
メ
デ
ィ
ア
戦
略
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る）
（
（

。

　

ま
た
、
崎
門
派
の
『
家
礼
』
受
容
に
関
し
て
は
、
浅
見
絅
斎
・
若

林
強
斎
ら
は
朱
子
『
家
礼
』
に
基
づ
い
て
儀
礼
書
を
著
述
し
儒
教
喪

祭
礼
を
実
践
す
る
が
、「
深
衣
」
や
「
幅
巾
」
な
ど
中
国
の
服
飾
を

使
用
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
着
用
を
し
た
林
家
や
中
村
惕
斎
を
批

判
し
て
い
る）

5
（

。

　

他
方
、
水
戸
藩
で
は
徳
川
光
圀
は
父
・
頼
房
の
儒
学
尊
崇
を
受
け

継
ぎ
、
朱
舜
水
ら
の
明
遺
民
を
招
い
て
、
明
の
思
想
文
化
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
儒
教
の
礼
制
を
意
欲
的
に
構
築
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
光
圀
は
藩
を
あ
げ
て
儒
教
喪
祭
礼
を
実
施
す
る
だ
け

で
な
く
、
藩
士
た
ち
に
儀
礼
書
『
喪
祭
儀
略
』
を
頒
布
し
て
そ
の
励

行
を
求
め
た
。
ま
た
、
深
衣
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
様
式
で
そ
の
ま
ま
製
作
す
る
と
「
異
形
」
に
な
る
た
め
、
代
わ

り
に
「
道
服
」
を
製
作
し
て
着
用
し
た
。
光
圀
が
関
白
の
鷹
司
房
輔

に
道
服
を
贈
呈
し
た
際
の
言
葉
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
何
れ
に
て
も
古
服
に
拠
り
宜
き
に
か
な
ひ
、
製
し
申
候
は
ゞ
、

深
衣
は
吉
凶
貴
賤
通
用
の
正
し
き
服
に
て
候
へ
ど
も
、
全
く
深
衣
を

移
し
て
は
、
異
形
に
相
見
へ
申
候
に
付
、
少
し
深
衣
を
取
直
候
而
新

製
仕
矣
」（『
古
事
類
苑
』
服
飾
部
十
三
「
道
服
」）
と
い
う
。
光
圀
に
招

か
れ
た
朱
舜
水
も
、『
深
衣
議
』
を
著
述
し
て
は
い
る
が
、
結
局
深

衣
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
野
服
と
道
服
を
そ
の
代
わ
り
と
し
て

使
用
し
て
い
た
と
い
う）

（
（

。
ち
な
み
に
、
水
戸
の
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
は
光
圀
と
舜
水
が
着
用
し
て
い
た
道
服
が
現
存
し
て
い
る
。

　

文
明
の
体
現
者
と
し
て
見
ら
れ
る
明
の
知
識
人
た
ち
の
力
を
借
り

て
、
中
国
の
礼
制
や
文
物
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
水
戸

藩
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
勢
を
考
え
る
際
に
、
明
清
交
替
後
に
お
け
る

李
氏
朝
鮮
の
士
人
た
ち
の
明
へ
の
態
度
を
併
せ
て
見
る
と
面
白
い
。

一
六
四
四
年
に
明
が
滅
ん
で
も
、
朝
鮮
の
士
人
た
ち
が
明
の
年
号
を

使
用
し
続
け
る
な
ど
の
「
思
明
」
現
象
を
、「
文
化
心
態�

（cultural�

m
entality

）」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
研
究
が
あ
る）

（
（

。
水
戸
藩
で
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は
さ
す
が
に
明
の
年
号
を
使
う
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
明

の
思
想
文
化
を
意
欲
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
水
戸
藩
の
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
に
も
、
注
目
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

二
、
仏
教
へ
の
対
抗
と
調
和

　

近
世
日
本
の
儒
家
知
識
人
た
ち
の
多
く
は
仏
葬
に
対
抗
し
て
儒
教

喪
祭
礼
を
実
施
す
る
と
い
う
基
本
的
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。
特

に
、
火
葬
を
仏
教
に
よ
る
影
響
と
見
て
そ
れ
を
激
し
く
非
難
す
る
。

例
外
と
し
て
仏
葬
を
容
認
す
る
熊
沢
蕃
山
ら
が
い
る
が
、
そ
ん
な
蕃

山
で
も
儒
礼
を
否
定
せ
ず
、
学
者
個
人
の
経
済
的
能
力
な
ど
に
よ
っ

て
喪
祭
礼
の
実
施
を
認
め
て
い
る
。

　

水
戸
藩
で
は
、
仏
教
の
儀
式
を
一
切
排
除
し
て
完
全
な
儒
式
墓

地
・
瑞
龍
山
墓
所
を
造
営
し
、
水
戸
徳
川
家
を
は
じ
め
そ
の
連
枝
の

一
族
と
朱
舜
水
の
墓
を
祀
っ
て
い
る
。
儒
式
葬
儀
と
と
も
に
、
祖
先

祭
祀
に
関
し
て
は
家
廟
に
お
い
て
『
家
礼
』
の
神
主
式
に
基
づ
い
て

作
ら
れ
た
木
主
（
櫝
・
座
・
蓋
を
一
式
完
備
）
を
安
置
し
て
奉
祀
し
続

け
て
い
る
。
筆
者
は
二
〇
一
七
年
八
月
に
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
依

頼
で
駒
澤
大
学
の
高
山
大
毅
氏
と
と
も
に
、
水
戸
徳
川
家
の
家
廟
関

連
調
査
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
得
た
知
見
を
紹
介
す
る
と
次
の
通
り
で

あ
る
。
水
戸
徳
川
家
に
は
正
式
の
家
廟
の
ほ
か
に
、
一
三
代
当
主
・

徳
川
圀
順
（
一
八
八
六
〜
一
九
六
九
）
在
世
中
に
住
宅
の
一
角
に
作
ら

れ
た
「
内
廟
」
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
、
外
見
が
『
家
礼
』
神
主

書
式
と
同
様
で
あ
る
が
、
陥
中
と
粉
面
を
分
け
な
い
一
枚
仕
立
て
の

位
牌
が
奉
祀
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
製
作
の
動
機
な
ど
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
家
廟

と
は
異
な
る
形
で
あ
り
な
が
ら
自
宅
で
も
祖
先
祭
祀
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
水
戸
徳
川
家
の
当
主
の
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

　

ま
た
、『
朱
舜
水
記
事
纂
録
』「
文
恭
神
主
図
」
に
朱
舜
水
の
神
主

は
、
粉
面
が
「
大
明
故
徴
士
朱
舜
水
謚
文
恭
先
生
之
神
主
」、
陥
中

が
「
大
明
故
舜
水
朱
之
瑜
魯
璵
神
主
」
と
あ
り
、
そ
し
て
陥
中
の

両
側
に
右
が
「
生
於
萬
暦
二
十
八
年
歳
次
庚
子
十
一
月
十
二
日
壬
子

時
」、
左
が
「
卒
於
日
本
天
和
二
年
歳
次
壬
戌
四
月
十
七
日
乙
未
未

刻
」
と
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
瑞
龍
山
墓
所
入
口
付
近
の
一
室
に
保

管
さ
れ
て
い
る
朱
舜
水
神
主
を
実
見
で
き
た
。
実
物
で
は
「
天
和
弐

年
」
と
あ
る
以
外
、
神
主
の
形
は
上
記
の
文
恭
神
主
図
と
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
。
朱
舜
水
の
祠
堂
に
奉
祀
さ
れ
て
い
た
当
時
の
神
主
で
あ

る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
仏
教
に
対
し
て
強
い
対
抗
意
識
を
持
つ
近
世
前
期
の
思
想

家
た
ち
と
比
べ
て
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
仏
式

葬
祭
が
浸
透
し
た
下
で
、
い
か
に
仏
教
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら

儒
教
喪
祭
礼
を
実
施
す
る
べ
き
か
、
そ
の
事
へ
と
儒
者
の
『
家
礼
』

を
め
ぐ
る
論
調
が
シ
フ
ト
す
る）

8
（

。
特
に
、
市
井
に
生
き
た
知
識
人
た

ち
に
と
っ
て
、
そ
の
事
は
よ
り
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
例
え
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ば
、
中
井
竹
山
が
『
喪
祭
私
説
』
の
付
注
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る

が
、
三
宅
石
庵
は
新
た
に
祠
室
を
こ
し
ら
え
神
主
を
作
ろ
う
と
す

る
「
窮
郷
士
庶
有
志
者
」
の
た
め
に
、
紙
を
割
い
て
神
主
の
「
陥

中
」「
主
面
」
を
作
り
、
そ
れ
を
世
俗
の
位
牌
に
貼
る
と
い
う
妥
協

策
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
懐
徳
堂
で
教
え
を
受
け
た
山
片
蟠
桃

は
、
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
決
意
を
込
め
て
「
鬼
神
ノ
情
ニ
カ
ナ

フ
」（『
夢
の
代
』）
と
い
う
儒
法
を
実
施
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
葬
儀

に
関
し
て
は
生
家
の
宗
旨
・
浄
土
真
宗
の
火
葬
に
従
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
徳
島
藩
十
代
藩
主
の
蜂
須
賀
重
喜
（
一
七
三
八
〜
一
八
〇
一
）

は
、
領
内
の
眉
山
に
蜂
須
賀
家
一
族
の
儒
式
墓
（
万
年
山
墓
所
）
を
造

営
し
た
。
そ
れ
以
降
、
蜂
須
賀
家
で
は
、
従
来
の
菩
提
寺
興
源
寺
に

あ
る
遺
髪
の
拝
み
墓
と
と
も
に
、
二
カ
所
の
墓
所
を
有
す
る
両
墓
制

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
仏
教
と
の
調
和
を
図
っ
た
顕
著
な
例
で
あ

る
。

　

な
お
、「
心
喪
」（
心
の
中
で
喪
に
服
す
る
）
は
日
本
に
お
け
る
『
家

礼
』
受
容
の
際
に
、「
服
忌
」
な
ど
自
国
の
制
度
や
習
俗
と
調
和
を

図
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
心
喪
に
関
し
て
は
、
早
く
中
江

藤
樹
の
和
文
書
簡
「
答
岡
村
子
」
に
言
及
が
あ
る
。「
心
喪
の
儀
御

尤
と
奉
レ

存
候
。
今
の
風
俗
の
中
に
て
御
執
行
ひ
可
レ

被
レ

成
大
略
あ

ら
ま
し
書
付
進
候
。
養
子
ニ
参
候
者
は
本
生
の
父
母
に
ハ
む
か
は

り
（
引
用
者
注
─
別
本
で
は
「
養
親
に
は
三
年
」）
の
喪
に
て
御
座
候
。
心

喪
も
其
間
と
可
レ

被
二

思
召
一

候
」（『
藤
樹
先
生
全
集
』
二
）
と
い
う
。
中

井
竹
山
は
、
門
人
の
服
喪
に
関
す
る
問
い
に
答
え
た
書
簡
（「
答
加
藤

子
常
」）
の
な
か
で
わ
ざ
わ
ざ
上
記
の
藤
樹
の
心
喪
説
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
を
参
照
す
る
よ
う
に
薦
め
て
い
る
。
そ
の
他
の
近
世
知
識
人
た

ち
も
、
儒
礼
に
関
し
て
必
ず
心
喪
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
し
て
儒
礼

実
践
を
志
す
者
に
そ
の
励
行
を
促
し
て
い
る
。

三
、
漢
文
訓
読
と
倭
訓

　

訓
読
は
当
初
、
漢
訳
仏
典
を
読
む
た
め
の
方
法
と
し
て
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
訳
仏
典
の
訓
読
を
通
じ
て
、
日
本
語
は
中

国
語
を
間
に
置
い
て
梵
語
と
対
応
す
る
言
語
で
あ
る
（
日
本
語
と
梵
語

の
類
似
性
）
と
い
う
理
解
を
獲
得
し
た
。
さ
ら
に
、
訓
読
は
漢
籍
を

読
む
た
め
の
方
法
か
ら
一
文
体
へ
と
成
立
し
、
中
国
文
化
を
相
対
化

し
つ
つ
漢
文
と
対
等
の
地
位
を
主
張
す
る
に
至
っ
た）

（
（

。
ま
た
、
片
仮

名
と
平
仮
名
の
成
立
は
さ
ら
に
漢
文
訓
読
と
和
文
の
浸
透
に
大
き
く

貢
献
し
た
。

　

一
方
、
韓
半
島
で
は
朝
鮮
王
朝
に
な
っ
て
は
じ
め
て
正
式
に
表
音

文
字
の
ハ
ン
グ
ル
（
訓
民
正
音
）
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
両
班

な
ど
の
知
識
人
た
ち
は
知
的
言
語
と
し
て
漢
文
を
使
用
し
た
が
、
民

衆
教
化
の
た
め
の
諺
解
を
作
る
以
外
は
、
ハ
ン
グ
ル
を
積
極
的
に
使

わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
朝
鮮
に
お
け
る
訓
読
は
日
本
の
そ
れ

ほ
ど
発
展
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
貝
原
益
軒
が
意
欲
的
に
仮
名
交
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じ
り
の
和
文
で
民
衆
向
け
の
教
訓
書
を
著
し
た
こ
と
と
比
較
し
て
も

面
白
い
。

　

ま
た
、
近
世
琉
球
に
目
を
向
け
る
と
、
中
村
春
作
氏
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
泊
如
竹
（
一
五
七
〇
〜
一
六
五
五
）
の
渡
琉
を
契
機
に
、

薩
摩
由
来
の
朱
子
学
が
伝
わ
り
、
そ
し
て
倭
訓
に
よ
る
日
本
の
儒
学

は
中
国
帰
化
人
の
学
問
に
取
っ
て
代
わ
っ
た）

10
（

。
近
世
日
本
に
お
い
て
、

む
ろ
ん
荻
生
徂
徠
の
よ
う
な
訓
読
廃
止
論
者
が
い
た
の
だ
が
、
先
述

の
よ
う
に
、
儒
者
が
加
点
し
た
漢
籍
が
盛
ん
に
出
回
っ
た
と
い
う
事

実
を
勘
案
し
て
も
、
日
本
で
は
も
は
や
訓
読
な
く
し
て
儒
学
の
学
習

が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
朱
子
学
者
で
垂
加
神
道
の
提
唱
者
だ
っ
た
山
崎
闇
斎
は
、

倭
訓
の
方
法
で
朱
子
学
と
神
道
の
整
合
性
と
同
一
性
の
獲
得
に
辿
り

着
い
た
。
彼
は
晩
年
に
、「
そ
れ
わ
が
神
国
に
伝
来
せ
る
唯
一
宗
源

の
道
は
、
土
金
に
あ
り
。
し
か
し
て
土
は
す
な
は
ち
敬
な
り
。
け
だ

し
土
と
敬
と
は
、
倭
訓
相
ひ
通
ず
。
し
か
し
て
天
地
の
位
す
る
所
以
、

陰
陽
の
行
ふ
所
以
、
人
道
の
立
つ
所
以
、
そ
の
妙
旨
は
こ
の
訓
に

備
は
る
」（『
土
津
霊
神
碑
』）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
土
と
敬

は
「
つ
つ
し
む
」
と
「
つ
ち
し
ま
る
」
と
い
う
倭
訓
に
よ
っ
て
同
一

視
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
闇
斎
は
口
語
や
俗
語
な
ど
を
活
用
し
て
朱
子

学
の
核
心
に
迫
る
方
法
を
獲
得
し
た
。
同
様
に
、
中
国
と
天
地
自
然

の
理
を
同
じ
く
す
る
と
さ
れ
る
日
本
の
神
道
に
つ
い
て
も
、
日
本
語

（
倭
訓
）
で
そ
の
核
心
を
捉
え
、
朱
子
学
的
概
念
と
の
整
合
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
に
闇
斎
が
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
家
礼
』
受
容
の
例
で
み
れ
ば
、
京
都
の
書
肆
兼
学
者
の

大
和
田
気
求
（
?
〜
一
六
七
二
）
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
丘

濬
の
『
文
公
家
礼
儀
節
』（
万
治
二
年〈
一
六
五
九
〉和
刻
本
）
を
底
本
に
、

仮
名
交
じ
り
の
和
文
で
『
大
和
家
礼
』
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
和
文

に
よ
る
『
家
礼
』
の
全
訳
で
あ
る）

12
（

。
そ
し
て
、
日
本
で
は
、
儒
教
儀

礼
書
は
漢
文
に
よ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
和
文
で
書
か
れ
て

い
た
。
と
り
わ
け
、
実
施
さ
れ
た
喪
祭
儀
式
の
記
録
類
が
よ
り
顕
著

で
あ
る
。
な
お
、
儒
礼
祭
祀
で
は
普
通
、
訓
読
調
の
祭
文
が
読
み
上

げ
ら
れ
る
。
現
在
で
も
、
水
戸
徳
川
家
で
は
そ
の
よ
う
に
行
い
続
け

て
い
る
と
聞
く
。

　

さ
ら
に
、
神
葬
祭
に
お
け
る
和
語
に
よ
る
漢
語
の
読
み
替
え
に
つ

い
て
一
言
す
れ
ば
、
例
え
ば
跡
部
良
顕
（
一
六
五
八
〜
一
七
二
九
）
の

『
神
道
喪
祭
家
礼
』
に
は
、「
棺
」
を
「
火ひ

尽つ
ぎ

」
と
、「
祝
」
や
「
護

喪
」
を
「
尸も

の

者ま
さ

」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
こ
で
は
、
本
来
中

国
由
来
の
儀
礼
を
日
本
で
受
容
し
内
在
化
す
る
た
め
に
、
倭
訓
は
重

要
な
手
段
と
な
る
。
良
顕
ら
の
神
道
家
た
ち
は
、
仏
葬
に
対
抗
し
て

儒
葬
の
儀
礼
を
取
り
入
れ
つ
つ
神
葬
祭
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
が
、

上
記
の
よ
う
に
倭
訓
を
も
っ
て
漢
語
タ
ー
ム
に
対
峙
し
て
独
自
性
を

追
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

柳
父
章
氏
の
翻
訳
に
関
す
る
研
究
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
翻

訳
は
文
化
摂
取
の
重
要
な
方
法
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
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大
雑
把
な
捉
え
方
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
は
倭
訓
は
い
わ
ば
外
来
文

化
を
自
ら
の
文
化
体
系
に
転
化
す
る
た
め
の
重
要
な
手
立
て
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
近
世
日
本
に
お
け
る
思
想
を
め
ぐ
る
対
立
と
調
和
に
つ
い

て
、
か
な
り
我
田
引
水
的
に
自
ら
の
問
題
関
心
に
引
き
付
け
て
述
べ

て
み
た
。
勿
論
、
あ
く
ま
で
私
な
り
の
視
点
か
ら
の
議
論
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
と
違
う
他
の
捉
え
方
は
い
く
ら
で
も
可
能
で
あ
る
。

　

近
世
日
本
に
お
い
て
、
主
と
し
て
舶
載
さ
れ
て
き
た
漢
籍
に
よ
っ

て
儒
学
な
ど
の
学
問
を
学
び
、
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
、

と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
ど
の
知
識
人
で
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
外

来
思
想
に
対
し
て
直
接
対
立
す
る
姿
勢
を
取
る
者
は
少
な
く
、
概
ね

そ
れ
を
相
対
化
し
つ
つ
も
調
和
を
図
っ
て
い
く
の
が
趨
勢
で
あ
る
。

仏
教
に
対
す
る
態
度
で
も
そ
う
で
あ
る
。
全
面
的
に
排
仏
を
訴
え
る

の
は
少
な
く
、
仏
教
勢
力
と
い
か
に
折
り
合
い
を
つ
け
つ
つ
、
儒
式

喪
祭
の
実
施
な
ど
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
の
が
主
な
関
心
事
で
あ

る
。

　

ど
の
国
に
お
い
て
も
、
外
来
文
化
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
必
ず
自

文
化
と
の
間
に
発
生
す
る
だ
ろ
う
齟
齬
や
対
立
を
乗
り
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
そ
の
こ
と
と
同
時
に
、
外
来
の
思
想
や

文
化
を
受
容
し
内
在
化
す
る
た
め
に
、
訓
読
と
倭
訓
は
特
に
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
あ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
対
立
よ
り
も
調
和
を
目
指
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
、
個
々
の
知
識
人
が
い
か
な
る
思
想
的
活
動
を
行
い
、
そ
し

て
現
実
に
対
し
て
い
か
に
そ
の
目
標
を
目
指
し
て
実
現
し
て
い
く
の

か
、
そ
の
こ
と
は
我
々
思
想
史
研
究
者
が
丁
寧
に
見
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
課
題
と
な
ろ
う
。

注
（
1
）�

辻
本
雅
史
『
思
想
と
教
育
の
メ
デ
ィ
ア
史
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
一
一
年
）、
特
に
第
七
章
「
素
読
の
教
育
文
化

─
テ
キ
ス
ト

の
身
体
化
」
と
第
八
章
「
日
本
近
世
に
お
け
る
「
四
書
学
」
の
展
開

と
変
容
」
を
参
照
。

（
2
）�

『
経
典
余
師
』
と
い
う
自
学
テ
キ
ス
ト
の
登
場
と
展
開
に
つ
い

て
、
鈴
木
俊
幸
『
江
戸
の
読
書
熱

─
自
学
す
る
読
者
と
書
籍
流

通
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）
が
詳
し
い
。

（
（
）�

吾
妻
重
二
「『
家
礼
』
の
和
刻
本
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
文

化
交
渉
研
究
』
九
、
二
〇
一
六
年
）。

（
（
）�

田
世
民
「
従
媒
体
史
的
観
点
看
近
世
日
本
知
識
人
的
《
朱
子

家
礼
》
実
践
」（
台
北
：
淡
江
大
学
『
淡
江
日
本
論
叢
』
二
七
、
二

〇
一
三
年
）。

（
5
）�
詳
し
く
は
吾
妻
重
二
「
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
の
受
容

─
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林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』、『
祭
奠
私
儀
』
を
中
心
に
」（『
東
ア
ジ
ア
文

化
交
渉
研
究
』
三
、
二
〇
一
〇
年
）
四
〇
頁
お
よ
び
拙
著
『
近
世
日

本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）

第
三
章
「
浅
見
絅
斎
の
『
文
公
家
礼
』
実
践
と
そ
の
礼
俗
観
」
一
二

七
頁
註（
28
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）�

吾
妻
重
二
「
深
衣
に
つ
い
て

─
近
世
中
国
・
朝
鮮
お
よ
び
日

本
に
お
け
る
儒
服
の
問
題
」（
松
浦
章
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文

化
情
報
の
発
信
と
受
容
』
雄
松
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
（
）�

呉
政
緯
『
眷
眷
明
朝

─
朝
鮮
士
人
的
中
国
論
述
与
文
化
心
態

（1（00-1800

）』（
台
北
：
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
学
系
・
秀
威
資

訊
科
技
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
8
）�

松
川
雅
信
は
「
蟹
養
斎
に
お
け
る
儒
礼
論

─
『
家
礼
』
の
喪

祭
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
思
想
史
学
』
四
七
、
二
〇
一
五
年
）

に
お
い
て
、
蟹
養
斎
を
例
に
論
証
し
て
い
る
。

（
（
）�

金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア

─
訓
読
の
文
化
圏
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
10
）�

中
村
春
作
「
琉
球
に
お
け
る
「
漢
文
」
読
み

─
思
想
史
的
読

解
の
試
み
」（
中
村
春
作
ほ
か
編
『
続
「
訓
読
」
論

─
東
ア
ジ
ア

漢
文
世
界
の
形
成
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
と
、
同
「
近
世
琉

球
と
朱
子
学
」（
市
来
津
由
彦
ほ
か
編
『
江
戸
儒
学
の
中
庸
注
釈
』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
11
）�

井
上
厚
史
「
近
世
思
想
史
に
お
け
る
朝
鮮
と
日
本

─
山
崎
闇

斎
再
考
」（『
大
航
海
』
六
七
、
二
〇
〇
八
年
）
五
六
頁
。

（
12
）�

吾
妻
重
二
『
家
礼
文
献
集
成�

日
本
篇
2
』（
関
西
大
学
出
版

部
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
解
説
を
参
照
。

（
1（
）�

近
藤
啓
吾
『
儒
葬
と
神
葬
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇

年
）
一
一
四
頁
。

���

（
国
立
台
湾
大
学
副
教
授
）
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