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初
め
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
「
趣
旨
」
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
欧

米
の
主
要
な
国
か
ら
、
開
国
要
求
等
を
つ
き
つ
け
ら
れ
、
急
速
な
近
代
化

へ
の
道
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
明
治
期
以
降
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
西
洋

哲
学
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
消
化
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
営
み
は
、
東

ア
ジ
ア
の
そ
の
後
の
近
代
化
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
。
今
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
西
洋
哲
学
と
東
ア
ジ
ア
古
来
の
伝
統

思
想
と
の
融
合
も
し
く
は
相
克
の
ゆ
く
え
は
、
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
な

の
か
。
さ
ら
に
、
貧
困
や
南
北
問
題
、
地
域
紛
争
の
問
題
、
環
境
問
題

等
々
、
現
在
の
地
球
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
、
未
来
の
公
正

で
豊
か
な
地
球
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
哲
学
は
、
近
代
東
ア
ジ
ア
の
哲

学
史
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
う
る
の
か
。」
す
な
わ

ち
、
東
洋
思
想
と
西
洋
哲
学
の
比
較
、
お
よ
び
日
本
・
韓
国
・
中
国
の
歩

み
の
比
較
と
い
う
二
重
の
比
較
を
通
じ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
思
想
運

動
を
検
証
し
直
す
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
あ

る
べ
き
発
展
に
貢
献
し
う
る
哲
学
・
思
想
の
構
築
は
ど
の
よ
う
に
可
能
か

を
展
望
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成
は
、
下
記
の
よ
う
で
あ
る
。

１
　
基
調
講
演
「
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
」

 

中
島
隆
博
（
東
京
大
学
）

２
　
発
表
①
　「
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
」

 

井
上
克
人
（
関
西
大
学
）

３
　
発
表
②
　「
近
代
中
国
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
」

 

王
青
（
中
国
社
会
科
学
院
）

４
　
発
表
③
　「
近
代
韓
国
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
」

 

金
鍾
旭
（
東
国
大
学
校
）

５
　
討
　
論

〈
特
集
１　

近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
と
展
開
〉
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述
べ
た
。
そ
の
試
み
は
、
比
較
思
想
の
新
た
な
可
能
性
を
問
う
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
次
に
井
上
克
人
は
、
日
本
の
近
代
の
動
向
に
関
し
て
、
明
治
初
期
、
明

治
一
〇
年
代
、
明
治
二
〇
年
代
、
明
治
三
〇
年
代
以
降
と
い
う
分
類
で
そ

の
特
徴
を
描
い
た
。
明
治
初
期
は
、
個
人
の
独
立
と
国
家
の
独
立
が
不
可

分
に
問
題
と
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
西
周
、
福
沢
諭
吉
、
中
江
兆
民
ら
の

思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
一
〇
年
代
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
受

容
準
備
期
に
あ
た
り
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
、
Ａ
・
コ
ン
ト
の
実

証
主
義
、
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
等
が
研
究
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ
り
、
東
大
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
講
じ
ら
れ
、
井
上
哲
次

郎
、
井
上
円
了
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
Ｔ
・

Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
倫
理
説
が
、
儒
教
の
文
脈
に
お
い
て
受
け
い
れ
ら
れ
、

流
行
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
受
容
に
は
、
東
大
教
授
の

原
坦
山
の
存
在
も
大
き
い
。
両
井
上
ら
は
ド
イ
ツ
観
念
論
を
原
坦
山
が
講

義
し
た
『
大
乗
起
信
論
』
を
基
に
、「
現
象
即
実
在
論
」
に
お
い
て
理
解

し
た
か
ら
で
あ
る
。
清
沢
満
之
の
独
自
の
「
現
象
即
実
在
論
」
的
立
場
の

構
築
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
二
〇
年
代
に
は
、
元
良
勇
次
、
大
西
祝
ら
に

よ
り
、
心
理
学
的
研
究
が
盛
ん
と
な
っ
た
。

　
明
治
三
〇
年
代
以
降
は
、
ド
イ
ツ
哲
学
へ
の
批
判
的
見
方
も
出
て
く

る
。
特
に
大
西
祝
は
「
西
洋
主
義
と
云
ひ
日
本
主
義
と
云
ひ
急
進
と
云
ひ

保
守
と
云
ひ
皆
只
だ
事
の
一
方
を
見
た
る
も
の
に
し
て
思
想
界
に
於
て
は

都
べ
て
此
等
の
上
に
立
ち
此
等
統
合
す
る
所
の
主
義
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
」

と
し
、
批
評
主
義
を
唱
え
た
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
哲
学
の
受
容
に
大
き
な

　
最
初
の
基
調
講
演
に
お
い
て
、
中
島
隆
博
は
比
較
思
想
の
営
み
を
「
普

遍
化
の
過
程
」
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
、
こ
の
普
遍
化
は
「
つ
ね
に

transposition

　transform
ation

　translation

と
い
う
運
動
に
関
わ
る

こ
と
に
な
る
。
普
遍
化
可
能
で
あ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
垂
直
的
な
力
線

を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
普
遍
化
はtrans-

と
い
う
横
断
的
な
そ
れ

に
関
わ
る
の
だ
」
と
述
べ
、
そ
の
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
横
断
的
な
思

想
運
動
に
関
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
受
容
と
展
開
と
い
う
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
中
国
の
例
と
し
て
、
文
化
キ
リ
ス
ト
教
の

可
能
性
を
追
求
し
た
劉
小
楓
、
新
道
徳
と
し
て
の
有
効
性
を
説
い
た
胡

適
、
日
本
の
例
と
し
て
は
、
文
明
の
枠
組
み
と
し
て
受
け
い
れ
よ
う
と
し

た
福
沢
諭
吉
、
陽
明
学
を
通
し
て
受
け
と
め
た
井
上
哲
次
郎
、
ま
た
山
路

愛
山
、
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造
ら
の
キ
リ
ス
ト
者
、
聖
書
研
究
に
よ
る

普
遍
性
の
追
求
と
平
民
主
義
を
重
視
し
た
内
村
鑑
三
や
石
崎
東
国
、
朝
鮮

の
例
と
し
て
は
、
民
衆
の
中
に
地
上
的
な
普
遍
を
見
出
そ
う
と
す
る
シ
ア

ル
（
種
子
＝
民
衆
）
思
想
を
説
い
た
咸
錫
憲
、
近
現
代
韓
国
に
お
け
る
民

族
と
国
家
の
問
題
を
考
察
し
た
朴
鐘
鴻
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け

る
普
遍
と
特
殊
の
葛
藤
や
両
者
の
統
合
の
あ
り
方
を
説
明
し
た
。

　
ま
と
め
に
お
い
て
中
島
は
、「
具
体
的
な
事
例
や
歴
史
さ
ら
に
は
地
域

性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
底
を
う
が
ち
な
が
ら
、（
超
越
的
・
絶
対
的
な
）

普
遍
（
に
よ
る
支
配
・
統
一
）
を
考
え
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
地
上
的

な
普
遍
を
考
え
る
方
向
も
あ
る
。
比
較
し
得
な
い
も
の
を
比
較
す
る
こ
と

で
、
か
え
っ
て
別
の
普
遍
に
開
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
を
本

論
で
は
、
中
国
、
日
本
、
韓
国
を
手
が
か
り
に
示
そ
う
と
し
て
み
た
」
と
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の
六
期
に
分
類
す
る
視
点
を
示
し
た
。
第
一
は
「
伝
来
の
時
期
」（
一
八

七
〇
│
一
九
四
五
）
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
西
洋
哲
学
は
、
韓
国
人
自
ら

の
自
主
的
な
研
究
と
、
欧
米
へ
の
留
学
を
通
し
た
直
接
的
な
紹
介
、
そ
し

て
日
本
の
大
学
制
度
を
通
し
た
紹
介
と
伝
播
な
ど
、
三
つ
の
方
式
で
伝
来

し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
を
、
①
儒
学
の
視
線
で
の
初
対
面
（
一
八

七
〇
│
一
九
一
二
）、
②
西
欧
留
学
を
通
し
た
直
接
の
受
容
（
一
九
一
三

│
一
九
二
九
）、
③
日
本
に
よ
る
哲
学
教
育
と
制
度
樹
立
（
一
九
三
〇
│

一
九
四
五
）
に
分
け
る
。
第
二
は
「
整
備
の
時
期
」（
一
九
四
六
│
一
九

五
九
）
で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争
以
後
に
、
海
外
留
学
し
た
学
者
が
続
々
と
帰

国
し
、
韓
国
の
西
洋
哲
学
は
再
整
備
の
時
期
を
迎
え
る
。
第
三
は
「
復
興

の
時
期
」（
一
九
六
〇
│
一
九
六
九
）
で
あ
り
、
各
大
学
で
の
世
代
交
代

と
複
数
の
学
会
の
出
現
に
よ
り
西
洋
哲
学
の
研
究
が
活
性
化
し
た
。
第
四

は
「
試
練
の
時
期
」（
一
九
七
〇
│
一
九
七
九
）
で
あ
り
、
政
治
独
裁
が

加
速
化
し
な
が
ら
、
西
洋
哲
学
は
国
民
倫
理
に
変
質
さ
れ
る
な
ど
の
逸
脱

を
経
た
。
第
五
は
「
多
元
化
の
時
期
」（
一
九
八
〇
│
一
九
八
九
）
で
あ
り
、

分
野
別
の
研
究
者
の
膨
張
に
よ
り
哲
学
的
な
関
心
も
多
様
と
な
り
、
多
く

の
学
会
が
誕
生
し
た
。
第
六
は
「
分
散
の
時
期
」（
一
九
九
〇
│
現
在
）

で
あ
り
、
世
紀
末
の
脱
近
代
性
の
議
論
な
ど
を
通
し
て
、
多
元
化
が
む
し

ろ
障
壁
化
を
招
来
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
別
分
野
の
研
究
は
深
化
し
た
が

巨
大
な
議
論
に
は
顔
を
そ
む
け
る
現
象
が
現
れ
た
。
各
時
期
の
代
表
的
哲

学
者
と
し
て
、
第
一
期
①
の
李
定
稷
、
李
寅
梓
ら
か
ら
始
ま
っ
て
、
②
の

金
重
世
ら
、
③
の
朴
鍾
鴻
と
高
亨
坤
ら
等
々
、
多
く
の
哲
学
者
を
紹
介
し

た
が
、
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
他
は
本
誌
所
収
の
論
文
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

影
響
を
与
え
た
と
い
う
。

　
次
に
王
青
は
、
中
国
近
代
の
哲
学
受
容
に
関
し
て
、
論
文
の
最
初
と
最

後
に
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
初
期
に
関
し

て
、
特
に
厳
復
、
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
の
活
躍
に
つ
い
て
解
説
し
、
ま
た

章
炳
麟
に
つ
い
て
、
仏
教
と
老
荘
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
西
欧
思
想
に
対

峙
し
、
徹
底
し
た
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
批
判
を
展
開
し
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
蔡
元
培
や
「
新
儒
家
思
想
史
」
を

書
い
た
胡
適
の
業
績
に
ふ
れ
、
特
に
新
儒
家
の
代
表
的
な
思
想
家
で
あ
る

熊
十
力
は
、
あ
る
民
族
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
哲
学
と
文
化
を

持
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
、
仏
教
特
に
唯
識
学
と
融
合
さ
せ

て
、
思
弁
的
で
緻
密
な
中
国
化
し
た
哲
学
を
創
造
し
た
と
し
た
。
熊
十
力

の
弟
子
の
牟
宗
三
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
他
、
新
儒
家
の
中
で

新
中
国
に
お
い
て
活
躍
し
た
哲
学
者
と
し
て
、
梁
漱
溟
と
馮
友
蘭
を
挙
げ

て
説
明
し
た
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
倒
し
た
思
想
家
に
、
陳
独
秀
、
李
大
釗
や
毛
沢
東

ら
が
い
る
。
中
国
近
代
で
は
、
帝
国
主
義
侵
略
に
対
す
る
反
発
と
し
て
民

族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
が
見
ら
れ
、
ま
た
西
洋
的
科
学
至
上
主
義
な

ど
の
限
界
の
露
呈
に
伴
い
、
儒
家
思
想
な
ど
中
国
伝
統
文
化
の
価
値
を
現

代
に
蘇
ら
せ
る
思
潮
が
現
れ
た
。
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
革
命
を
き
っ
か
け
に

中
国
に
輸
入
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
中
国
革
命
の
過
程
に
お
い
て
発

展
し
、
つ
い
に
毛
沢
東
思
想
と
し
て
そ
の
中
国
化
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　
次
に
金
鍾
旭
は
、
韓
国
に
お
け
る
近
代
の
思
想
動
向
を
、
要
約
し
て
次
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て
い
る
仏
教
や
朱
子
学
等
が
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
金
鍾
旭
が
説

く
よ
う
に
、
今
後
、
哲
学
の
本
来
の
目
的
と
能
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
も
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
の
課
題
に
対
す
る
普
遍
的
な
解
決
の
地
平
を
、
学

問
の
横
断
と
地
域
の
横
断
を
模
索
す
る
中
で
積
極
的
に
追
求
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
今
日
の
比
較
思
想
の
課
題
で
も
あ
る
こ
と
が
浮
か

び
上
が
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
今
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン

タ
ー
の
共
催
に
よ
り
海
外
の
研
究
者
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
、
本
学
会
史

上
、
初
め
て
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
っ
た
。

（
た
け
む
ら
・
ま
き
お
、
仏
教
学
・
宗
教
哲
学
、
東
洋
大
学
学
長
）

　
金
鍾
旭
は
、
韓
国
に
お
け
る
近
代
思
想
史
を
総
括
し
て
、
①
韓
国
に
お

け
る
西
洋
哲
学
は
主
体
的
に
始
ま
っ
た
が
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
②
そ
の
哲
学
に
お
い
て
多
様
性
は
あ
る
が
、
独
創
性
が
不
足

し
て
い
る
。
③
そ
の
展
開
が
個
別
深
化
的
で
あ
る
が
、
普
遍
拡
大
的
で
は

な
か
っ
た
、
の
三
点
を
挙
げ
、
さ
ら
に
「
韓
国
に
お
け
る
西
洋
哲
学
は
、

個
別
的
に
相
当
、
深
化
し
た
が
、
超
学
問
的
か
つ
学
際
的
な
協
同
研
究
を

必
要
と
す
る
全
地
球
的
な
問
題
に
対
し
て
、
力
を
失
っ
て
い
る
。
本
来
普

遍
性
を
追
求
す
る
哲
学
が
、
学
際
性
を
通
し
て
、
総
体
性
を
要
す
る
巨
大

な
議
論
に
積
極
的
に
参
加
し
て
こ
そ
、
今
日
の
韓
国
に
お
け
る
哲
学
の
危

機
を
克
服
す
る
端
緖
を
見
出
せ
る
」
と
、
自
国
の
哲
学
の
状
況
に
つ
い
て

厳
し
く
指
摘
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ど
の
国
の
哲
学
界
の
状
況
に
も
向
け

ら
れ
て
よ
い
反
省
点
で
あ
ろ
う
。

　
基
調
講
演
お
よ
び
各
発
表
の
後
、
討
論
の
時
間
が
持
た
れ
た
。
そ
こ
で

は
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
状
況
を
、
地
域
の
伝
統
に
根
ざ
し
な
が

ら
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
が
少
な
か
ら
ず
な
さ
れ
た

が
、
そ
の
こ
と
の
考
察
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
近
代
の
歩
み
を
見
直
し
て

み
よ
う
と
い
う
の
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
、
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
近
代
哲
学
界
の
歩
み
を
改

め
て
確
認
で
き
た
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
特
に
韓

国
に
お
け
る
事
情
が
相
当
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
益

で
あ
っ
た
。

　
全
体
と
し
て
、
西
洋
哲
学
の
受
容
は
、
ま
ず
初
め
に
あ
っ
て
は
、
伝
統

思
想
を
基
盤
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
場
合
、
形
而
上
学
的
世
界
も
有
し


