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大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
趣
旨 

 
  

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
現
在
臨
川
書
店
か
ら
刊
行
中
の
『
寺
院
文
献
資
料
学
の
新
展
開
』（
全
十
二
巻
、
既
刊
六

巻
分
）
の
編
者
四
人
に
よ
っ
て
、
本
叢
書
が
目
指
す
寺
院
文
献
研
究
の
地
方
へ
の
広
が
り
、
お
よ
び
書
物
の
移
動

に
伴
う
「
思
想
・
文
化
」
の
「
展
開
・
変
容
」
な
ど
に
関
す
る
報
告
を
行
う
。 

 

「
寺
院
文
献
」
と
は
、
寺
院
の
歴
史
と
共
に
集
積
さ
れ
、
且
つ
現
在
も
な
お
寺
内
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
歴
史

的
文
献
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
寺
院
内
部
に
閉
ざ
さ
れ
て
存
在
し
て
お
り
、
一
般
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

無
く
、
学
術
的
に
も
簡
単
に
利
用
で
き
る
代
物
で
は
無
い
。
し
か
し
そ
の
実
態
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、

我
が
国
の
歴
史
・
思
想
・
文
化
・
芸
術
を
紐
解
く
重
要
な
史
料
の
発
見
が
相
次
い
で
お
り
、
資
料
学
上
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

我
々
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
調
査
の
手
が
入
っ
て
い
な
い
地
方
寺
院
に
目
を
向
け
、
幾
多
の

寺
院
で
経
蔵
全
体
の
悉
皆
調
査
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
特
に
、
複
数
寺
院
を
同
時
に
調
査
し
て
い
る
メ
リ
ッ
ト
を

活
か
し
、
史
料
間
の
繋
が
り
や
比
較
、
人
や
物
の
紐
帯
を
意
識
し
た
研
究
を
目
指
し
て
き
た
。 

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
登
壇
者
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
見
地
か
ら
、
仏
教
史
学
と
寺
院
で
の
文
献
調
査
と
が
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
、
或
い
は
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
が
期
待
さ
れ
る
か
な
ど
、
仏
教
学
と
史
料
学
と
を
繋

ぐ
「
寺
院
文
献
資
料
学
」
な
る
も
の
の
現
在
地
に
つ
い
て
、
各
々
が
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た
多
く
の
寺
院
で

の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
後
の
議
論
へ
の
布
石
と
し
た
い
。 
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報
告
者
は
こ
れ
ま
で
、
勤
務
先
の
国
文
学
研
究
資
料
館
の
業
務
や
、
科
研
等
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
寺
院
の

聖
教
調
査
に
関
わ
る
機
会
を
持
っ
た
。
そ
れ
を
通
し
て
得
た
知
見
は
少
な
く
な
い
が
、
特
に
印
象
的
で
あ
っ
た
こ

と
の
一
つ
は
、
あ
る
場
所
で
写
さ
れ
た
書
物
が
遠
く
離
れ
た
寺
院
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
点
の
み
単
独
で
存
在
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
点
が
ま
と
ま
っ
て
存
在
す
る
場
合
も

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
基
本
的
に
は
、
書
写
さ
れ
た
寺
院
と
当
該
寺
院
を
直
接
間
接
に
繋
ぐ
何
ら
か
の
背
景

が
あ
っ
て
持
ち
運
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
当
該
寺
院
と
は
別
の
場
所
で
書
写
さ
れ
た
聖
教
の
存
在

に
基
づ
い
て
、
僧
の
移
動
往
還
や
寺
院
間
の
関
係
を
推
測
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ
ろ
う
。 

今
回
は
、
高
野
山
・
醍
醐
寺
等
で
書
写
し
た
聖
教
を
持
ち
帰
っ
た
安
房
の
宝
珠
院
聖
教
や
、
宝
珠
院
聖
教
を
転

写
し
た
常
陸
の
六
地
蔵
寺
聖
教
の
例
、
中
世
に
越
中
で
写
さ
れ
た
聖
教
が
各
地
（
讃
岐
の
覚
城
院
を
含
む
）
に
伝

来
し
た
例
、
近
世
に
讃
岐
の
善
通
寺
の
住
持
と
な
っ
た
僧
が
も
と
居
た
寺
院
の
聖
教
や
自
身
の
所
持
本
を
善
通
寺

に
も
た
ら
し
た
例
な
ど
を
取
り
上
げ
、
移
動
す
る
聖
教
の
分
析
を
通
し
て
仏
教
史
的
問
題
を
考
え
る
糸
口
を
探
っ

て
み
た
い
。 
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寺
院
経
蔵
内
の
典
籍
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
時
々
に
目
的
を
も
っ
て
使
わ
れ
た
実
用
書
で
あ
る
。
経
蔵
内
の
多

く
の
典
籍
は
一
つ
一
つ
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
無
く
、
あ
る
纏
ま
り
（
人
・
法
流
・
ジ
ャ
ン
ル
・
地
域
性
・

時
代
性
な
ど
）
を
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
纏
ま
り
毎
に
一
つ
の
「
書
群
」
と
捉
え
、
整
理
・
分
析
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
点
の
貴
重
書
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
判
明
し
得
な
い
様
々
な
情
報
（
使
用
目
的
や
伝

来
な
ど
）
を
得
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
一
つ
の
典
籍
が
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
経
蔵
自
体

も
他
の
寺
院
の
経
蔵
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
故
に
、
一
つ
の
経
蔵
を
調
査
す
れ
ば
、
必
然
的
に
関
連
す
る

寺
院
の
経
蔵
へ
と
研
究
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
く
。 

つ
ま
り
、
寺
院
所
蔵
の
文
献
に
は
、
大
学
図
書
館
や
近
代
以
降
の
蒐
集
家
の
文
庫
と
は
異
な
り
、
書
物
の
中
身

の
外
側
に
も
多
く
の
歴
史
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
内
容
の
理
解
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
従
っ
て
、

寺
院
の
資
料
調
査
は
単
な
る
新
資
料
の
博
捜
だ
け
が
目
的
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

本
報
告
で
は
、
如
上
の
観
点
か
ら
、
寺
院
文
献
な
ら
で
は
の
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。 
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中
世
の
神
道
＝
「
神
祇
を
め
ぐ
る
言
説
」
の
本
流
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
顕
密
の
僧
侶
た
ち
で
あ
り
、
神
道

の
教
理
書
や
秘
伝
書
も
仏
教
寺
院
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
そ
れ
ら
の
伝
授
・
相
伝
に
当
た

っ
て
は
、
密
教
を
模
倣
し
た
「
神
道
灌
頂
」
の
ご
と
き
儀
礼
作
法
を
も
考
案
し
た
。
つ
ま
り
、
神
道
は
中
世
仏

教
の
宗
学
の
一
部
門
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
以
降
は
、
神
道
の
主
流
が
儒

家
神
道
や
国
学
へ
と
移
る
い
っ
ぽ
う
、
仏
教
系
の
神
道
は
異
端
的
な
も
の
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
明
治
維
新
時
の
神
仏
分
離
令
の
結
果
、
神
仏
習
合
的
な
仏
教
寺
院
の
神
道
相
承
の
伝
統
は
、
事
実
上
断
絶

す
る
。
現
在
で
も
、
開
基
が
中
世
以
前
に
遡
る
寺
院
に
は
、
中
世
神
道
に
関
す
る
文
献
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
未
だ
十
分
な
調
査
研
究
が
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
活
発
化
す

る
、
研
究
機
関
や
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
寺
院
の
悉
皆
調
査
の
動
き
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
道
文
献
が
あ

ら
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
神
道
の
言
説
の
諸
相
や
儀
礼
・
伝
授
作
法
の
実
態
に
つ
い

て
も
、
よ
り
明
瞭
な
輪
郭
が
描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

 

こ
の
発
表
で
は
、
報
告
者
が
長
年
共
同
調
査
を
続
け
て
い
る
名
古
屋
大
須
の
真
福
寺
宝
生
院
（
大
須
文
庫
）

の
神
道
文
献
群
を
採
り
上
げ
る
。
真
福
寺
所
蔵
文
献
の
特
徴
は
、
伊
勢
神
道
・
両
部
神
道
の
成
立
当
初
に
遡
る

古
写
本
を
複
数
含
む
こ
と
で
、
そ
の
中
に
は
原
本
そ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
神
道
文
献
の
真
福
寺
へ
の
伝
来
の
経
緯
や
、
他
の
寺
院
に
残
る
神
道
文
献
と
の
関
わ
り
等
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
世
神
道
形
成
期
の
実
態
に
迫
り
た
い
。 
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寺
院
所
蔵
の
近
世
資
料
に
は
ど
う
向
き
合
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
厖
大
な
数
量
は
、
調
査
経
験
者
な
ら

誰
も
が
実
感
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
点
一
点
の
精
査
を
拒
絶
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
「
特
異
な
本
文
」

や
「
天
下
の
孤
本
」
な
ど
が
出
現
し
に
く
い
版
本
に
至
っ
て
は
、
関
心
を
呼
び
に
く
い
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
近
世
は
仏
教
が
き
わ
め
て
身
近
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
近
世
仏
教
を
考
え
る
、
仏
教
を
通
し
て
近
世

を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
近
世
資
料
を
無
視
は
で
き
な
い
。
寺
院
に
眠
る
近
世
資
料
に
は
、
よ
り

積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
望
ま
れ
る
。 

報
告
者
は
、
大
阪
府
河
内
長
野
市
の
九
華
山
地
蔵
寺
の
所
蔵
資
料
の
調
査
を
進
め
て
い
る
。
地
蔵
寺
が
本
格
的

に
動
き
始
め
た
の
は
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
、
蔵
書
の
形
成
は
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
地
蔵
寺
の
所
蔵
資
料
は
、
ま

さ
に
近
世
の
仏
教
資
料
と
言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
地
蔵
寺
開
基
の
蓮
体
は
、
近
世
に
広
が
り
を
見
せ
て

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
新
安
流
の
祖
・
浄
厳
の
直
弟
子
で
あ
る
。
蓮
体
を
始
発
と
す
る
地
蔵
寺
の
所
蔵
資
料
は
、
新

安
流
関
係
文
献
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
そ
の
地
蔵
寺
を
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
つ
つ
他
の
寺
院
の
所
蔵
資
料
を
視
野

に
入
れ
て
い
く
こ
と
で
、
一
寺
院
に
と
ど
ま
ら
な
い
モ
ノ
や
人
の
近
世
に
お
け
る
つ
な
が
り
の
復
元
が
期
待
で
き

る
の
で
あ
る
。 

今
回
は
、
寺
院
所
蔵
の
近
世
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
近
世
仏
教
の
様
相
、
あ
る
い
は
近
世
資
料
の
可
能
性
を
探

り
、
ど
の
よ
う
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 


