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［
二
〇
二
二
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

人
と
動
物
の
か
か
わ
り
の
思
想
史

犬
に
道
あ
り
や
?
─
近
世
的
「
禽
獣
」
観
の
中
で
の
賀
茂
真
淵
と
曲
亭
馬
琴

─

板
東

　
洋
介

一　

礼
・
禽
獣
・
夷
狄

　

近
世
日
本
で
は
「
人
は
万
物
の
霊
」
と
い
う
常
套
句
の
も
と
、
動

物
に
対
す
る
道
徳
的
な
優
位
性
に
よ
っ
て
人
間
を
位
置
づ
け
る
言
説

が
広
汎
に
流
布
し
た）

（
（

。
こ
の
時
、
人
に
あ
っ
て
動
物
に
な
い
性
質
、

す
な
わ
ち
人
畜
の
別
の
基
準
は
、
仁
義
な
ど
の
諸
徳
目
・
恩
を
知
る

こ
と
・
欲
望
を
制
御
す
る
こ
と
な
ど
、
文
脈
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な

点
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
後
々
大
問
題
を
惹
起
し
た
の
は
、
こ
の

類
の
人
畜
論
を
権
威
づ
け
る
典
拠
と
し
て
機
能
し
た
『
礼
記
』
曲
礼

上
篇
の
経
文
が
「
唯
だ
禽
獣
は
礼
無
し
、
故
に
父
子
麀
〔
牝
〕
を
聚と

も

に
す
」
と
、
そ
の
基
準
を
「
礼
」
に
、
し
か
も
さ
ら
に
限
定
し
て
性

規
範
に
、
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
鸚
鵡

や
猩
猩
だ
け
で
な
く
、
有
徳
の
行
為
を
な
す
と
観
念
さ
れ
て
き
た
動

物
た
ち

─
「
反
哺
の
孝
」
を
な
す
烏
、「
三
枝
の
礼
」
を
な
す
鳩
、

魚
を
祭
る
獺
も
み
な
、
三
芳
野
城
長
に
よ
れ
ば
「
母
子
相
通
じ
、
兄

弟
相
犯
し
、
叔
姪
相
交
る
」
ゆ
え
に
「
人
に
及
」
ば
な
い）

2
（

。

　

規
範
を
逸
脱
し
た
性
関
係
を
結
ぶ
と
人
で
な
く
な
り
、
禽
獣
に
堕

す
る
と
い
う
こ
の
観
念
を
反
復
し
、
増
幅
し
た
の
は
俗
文
芸
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
近
松
門
左
衛
門
の
『
今
源
氏
六
十
帖
』（
一
六
九
五
年
初
演
）、

『
津
国
女
夫
池
』（
一
七
二
一
年
初
演
）、
河
竹
黙
阿
弥
の
『
三
人
吉
三

廓
初
買
』（
一
八
六
〇
年
初
演
）
な
ど
、
恋
仲
に
な
っ
た
男
女
が
、
後

に
生
き
別
れ
の
兄
妹
と
判
明
し
、
禽
獣
に
堕
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
心

中
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
定
番
化
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
性
規
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13　犬に道ありや ?

範
を
逸
脱
す
る
と
禽
獣
に
堕
す
と
い
う
観
念
は
知
識
層
の
占
有
物
に

と
ど
ま
ら
ず
、
広
範
な
層
に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
儒
教
ベ
ー
ス
の
人
畜
論
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
夷

狄
の
観
念
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
は
夷
狄
を
「
人
と

禽
獣
と
の
間
に
在
る）

3
（

」（『
朱
子
語
類
』
四
）
も
の
と
位
置
付
け
、「
利

欲
に
志
す
者
は
便
ち
夷
狄
禽
獣
の
径
に
趨
く
が
ご
と
し）

（
（

」（『
朱
子
語

類
』
一
二
〇
）
と
も
述
べ
る
。
荻
生
徂
徠
の
「
東
夷
」
と
い
う
自
称

が
物
議
を
醸
し
た
と
お
り
、
中
華
世
界
の
東
辺
の
島
々
で
儒
教
を
受

容
し
た
人
々
の
夷
狄
・
禽
獣
に
堕
す
ま
い
と
い
う
危
機
感
に
は
、
な

お
切
実
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
近
親
婚
と
禽
獣
と
夷
狄
と
が

織
り
な
す
圏
域
は
、
ま
っ
と
う
な
人
倫
の
外
部
と
し
て
俗
文
芸
の
世

界
で
隠
微
な
欲
望
を
触
発
し
続
け
つ
つ
、
固
い
道
学
の
世
界
に
あ
っ

て
は
禁
忌
の
領
域
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
の
国
儒
論
争
が
あ
れ
ほ
ど

に
燃
え
広
が
っ
た
の
は
、
こ
の
一
触
即
発
の
問
題
圏
に
踏
み
こ
ん
だ

た
め
で
あ
っ
た
。

二　

犬
を
め
ぐ
る
論
争
─
国
儒
論
争

　

近
世
最
大
級
の
論
争
で
あ
る
国
儒
論
争
の
争
点
は
、
ま
さ
に
こ
の

人
獣
の
別
に
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
儒
教
的
礼
制
の
渡
来
以
前

の
上
代
日
本
は
近
親
婚
規
制
の
秩
序
す
ら
存
在
し
な
い
「
禽
獣
」
の

世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
太
宰
春
台
の
『
弁
道
書
』『
聖
学
問
答
』
の

揚
言
が
、
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
点
に
あ
ま
り
に
も
忌
憚
な
く
触
れ

た
か
ら
こ
そ
、「
弁
道
書
ノ
板
木
ヲ
打
破
リ
度た

き

」）
5
（

（
湯
浅
常
山
『
文
会
雑

記
』）
と
多
方
面
に
激
烈
な
憤
慨
を
巻
き
起
こ
し
、
大
論
争
を
惹
起

し
た
の
で
あ
る
。
春
台
の
論
拠
は
、
記
紀
中
に
兄
妹
・
叔
姪
間
の
婚

姻
が
多
く
見
ら
れ
、
律
令
制
の
導
入
に
つ
れ
て
払
底
す
る
点
に
あ
っ

た
。
対
す
る
国
学
者
た
ち
は
「
す
べ
ら
御
国
の
古
へ
は
母
の
同
じ
き

筋
を
誠
の
兄
弟
と
し
侍
り
、
母
し
変
は
れ
ば
嫌
は
ぬ
な
り）

（
（

」（
賀
茂
真

淵
『
国
意
考
』）
と
、
上
代
に
明
確
な
性
規
範
が
存
在
し
た
こ
と
、
し

た
が
っ
て
日
本
人
は
「
禽
獣
」
で
も
「
夷
狄
」
で
も
な
い
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
古
典
を
渉
猟
し
た）

（
（

。

　

こ
の
論
争
の
は
し
ば
し
に
見
え
隠
れ
す
る
の
は
、
犬
で
あ
る
。
徂

徠
と
春
台
は
神
道
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
武
士
道
を
も
、
あ
る
べ

き
「
礼
楽
」
と
は
異
質
な
日
本
固
有
の
習
俗
と
み
な
し
て
そ
の
抜
本

的
な
改
革
を
図
っ
た
が
、
彼
ら
が
範
と
し
た
孫
子
が
兵
員
を
「
群

羊
」
に
喩
え
た
（『
孫
子
』
九
地
篇
）
の
に
対
し
て
、
日
本
の
武
士
は

獰
猛
で
自
尊
心
の
高
す
ぎ
る
「
人
く
ら
い
犬
」
に
喩
え
ら
れ
た）

（
（

（
徂

徠
『
鈐
録
外
書
』）。

　

対
す
る
国
学
側
で
も
、
擁
護
さ
れ
る
べ
き
日
本
古
来
か
つ
固
有
の

エ
ー
ト
ス
は
、
や
は
り
犬
に
喩
え
ら
れ
た
。
賀
茂
真
淵
は
両
陣
営
と

も
人
畜
の
別
を
前
提
と
す
る
中
で
、「
動
物
と
同
じ
で
何
が
悪
い
の

か
」
と
論
争
の
テ
ー
ブ
ル
自
体
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
点
で
、
き
わ
め

て
異
色
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
儒
教
渡
来

日本思想史学55-シンポ-板東洋介氏【再校】　　［出力］ 2023年9月29日　午後1時29分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学55〈2023〉　14

以
前
の
上
古
の
日
本
が
、
堅
苦
し
い
教
え
な
し
で
も
治
ま
っ
て
い
た

あ
り
よ
う
を
例
示
す
る
た
め
に
「
た
と
へ
ば
犬
の
、
其
の
里
に
多
く

て
、
他
の
里
の
犬
の
来
る
時
は
是
を
ふ
せ
ぎ
、
其
友
の
中
に
て
は
、

く
ひ
も
の
・
女
の
道
に
つ
き
て
は
争
へ
ど
も
、
た
ゞ
ひ
と
わ
た
り
の

怒
に
し
て
、
深
く
か
ま
ふ
る
こ
と
な
き
が
ご
と
し
」（『
国
意
考
』
一
八

頁
）
と
犬
を
持
ち
出
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
儒
者
側
に
と
っ
て
も
国
学
者
側
に
と
っ
て
も
、
儒
教

渡
来
以
前
の
具
体
的
な
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
は
と
も
に
犬
の
群
れ
で
あ

り
、
犬
の
道
徳
性
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る

か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
が
、
真
淵
が
説
く
犬
の
あ
り
よ
う
は
、
同

時
代
の
江
戸
特
有
の
犬
の
生
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
『
フ
ァ
ウ
ナ
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
哺
乳
類
網
で
、

近
世
日
本
の
奇
妙
な
人
犬
関
係
を
次
の
よ
う
に
し
げ
し
げ
と
観
察
し

て
い
る
。

通
り
ご
と
に
門
で
区
切
ら
れ
た
日
本
の
街
々
で
は
、
地
区
ご
と

に
犬
が
飼
わ
れ
、
特
権
を
有
し
た
家
族
を
形
成
し
て
い
る
。
こ

の
動
物
た
ち
は
特
定
の
誰
か
の
所
有
物
で
は
な
く
、
彼
ら
が
居

を
構
え
た
通
り
の
住
人
た
ち
の
共
有
に
属
し
て
い
る
。
彼
ら
は

そ
の
地
区
の
守
護
者
で
あ
り
、
激
し
く
闘
っ
て
隣
の
通
り
の
犬

た
ち
の
侵
入
を
防
い
で
い
る）

（
（

。

　

生
類
憐
れ
み
の
令
に
よ
っ
て
食
犬
・
殺
犬
風
俗
が
後
退
し
、
ま
た

綱
吉
没
後
の
そ
の
緩
和
に
よ
っ
て
犬
た
ち
が
中
野
の
犬
小
屋
か
ら
も

解
放
さ
れ
た
十
八
世
紀
の
江
戸
は
、
犬
の
多
い
街
で
あ
っ
た
。
シ
ー

ボ
ル
ト
の
見
る
通
り
、
そ
こ
で
は
町
域
ご
と
に
、
特
定
の
飼
い
主
を

も
た
な
い
犬
が
、
町
の
人
々
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
相
互
扶
助
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
外
か
ら
の
別
の
群
れ
の
襲
撃
に
対
し
て
共

同
で
防
衛
に
当
た
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
犬
は
人
の
家
族
の
従
属
的

な
一
員
と
な
る
の
で
は
な
く
、
よ
そ
者
と
よ
そ
犬
と
か
ら
地
区
を
共

同
で
防
衛
す
る
「
ヒ
ト
と
犬
と
の
地
縁
集
団）

（0
（

」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

幕
末
以
降
次
々
と
渡
来
し
た
西
洋
人
た
ち
も
、
日
本
の
犬
の
人
間
か

ら
の
自
律
性
や
、
よ
そ
者
へ
の
攻
撃
性
を
特
筆
し
て
い
る）

（（
（

。
真
淵
が

論
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
犬
の
生
態
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

仏
教
お
よ
び
儒
教
の
世
界
観
や
倫
理
思
想
が
依
拠
し
て
い
る
自
然

認
識
が
古
典
の
ま
ま
に
固
定
さ
れ
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
な
い

の
に
対
し
て
、
国
学
や
蘭
学
な
ど
の
新
興
学
派
が
経
験
的
な
新
た
な

自
然
認
識
を
提
出
し
、
そ
の
世
界
観
自
体
の
根
本
的
な
批
判
へ
と
い

た
る
の
は
、
須
弥
山
世
界
説
・
天
体
論
・
言
語
論
な
ど
に
即
し
て
、

十
八
～
十
九
世
紀
に
よ
く
み
ら
れ
た
事
象
で
あ
る
。
こ
の
真
淵
の
犬

論
も
、
古
典
的
な
動
物
観
を
実
地
の
観
察
に
よ
っ
て
覆
し
更
新
す
る

と
い
う
、
近
世
中
後
期
に
特
徴
的
な
こ
う
し
た
経
験
的
自
然
認
識
の

一
例
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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15　犬に道ありや ?

三　

浄
め
ら
れ
た
犬
─
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

　

犬
・
道
徳
性
・
華
夷
観
と
い
う
こ
の
問
題
圏
に
次
に
浮
上
す
る
の

は
、
曲
亭
馬
琴
の
大
作
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
一
八
一
四
～
四
二
年

刊
）
で
あ
る
。
こ
の
馬
琴
の
代
表
作
中
で
は
、
人
間
の
人
間
た
る
所

以
を
な
す
は
ず
の
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
の
徳
を
各
々
体
現
し
た
八
犬

士
た
ち
は
、
伏
姫
と
妖
犬
・
八
房
と
の
間
に
生
ま
れ
て
く
る
。
か
つ

物
語
の
根
本
典
拠
自
体
が
、
作
中
で
「
援
引
事
実
」（
第
九
回
）
と
し

て
明
示
さ
れ
る
と
お
り
、『
後
漢
書
』
南
蛮
西
南
夷
列
伝
の
犬
戎
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
て）

（2
（

、
性
規
範
と
夷
狄
観
の
連
動
と
い
う
国
儒
論

争
上
の
最
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
点
に
直
結
し
て
い
る
。
他
の
俗
悪
な

読
本
と
は
一
線
を
画
し
た
「
婦
幼
」
の
た
め
の
勧
善
懲
悪
の
稗
史
を

も
っ
て
自
ら
任
じ
た
大
作
は
、
実
は
「
一
種
き
わ
ど
い
人
獣
同
居

譚）
（3
（

」
な
の
で
あ
っ
た
。
馬
琴
自
身
は
、
伏
姫
と
八
房
の
関
係
が
あ
く

ま
で
寓
喩
的
で
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
作
品
の
内
外

で
強
調
し
た
が
、
匿
名
の
『
当
世
奇
話
』
で
「
犬
の
胤
が
英
雄
と
出

現
」
す
る
「
人
道
滅
却
の
も
の
が
た
り）

（（
（

」
と
こ
き
お
ろ
さ
れ
、
春
本

『
恋
の
や
つ
ふ
ぢ
』
で
露
骨
な
交
合
の
場
面
へ
と
翻
案
さ
れ
た
よ
う

に
、
当
時
の
性
規
範
と
禽
獣
観
の
タ
ブ
ー
に
直
に
踏
み
こ
む
趣
向
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
み
え
な
い
。

　

馬
琴
の
犬
観
は
真
淵
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
で
、
か
つ
同
じ
く
独

創
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
朱
子
学
的
な
犬
で
あ
る
。

「
淫
婦
」（
第
二
回
）
玉
梓
の
「
児
孫
ま
で
畜
生
道
に
導
き
て
、
こ
の

世
か
ら
な
る
煩
悩
の
犬
と
な
さ
ん
」（
第
六
回
）
と
い
う
呪
い
の
も
と

に
生
ま
れ
た
八
犬
士
た
ち
は
、
し
か
し
伏
姫
や
ゝち

ゆ

大だ
い

法
師
と
い
っ
た

善
人
た
ち
の
道
徳
的
な
促
し
と
献
身
と
に
よ
っ
て
迫
害
に
耐
え
、
里

見
家
と
仁
義
八
行
と
を
守
る
忠
義
の
犬
と
し
て
活
躍
す
る
。「
煩
悩

の
犬
」
と
「
忠
義
の
犬
」
と
い
う
近
世
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
相
対

立
す
る
犬
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
馬
琴
は
朱
子
学
の
気
質
変
化
の
理
論
に

よ
っ
て
統
合
し
、
善
な
る
本
然
の
性
へ
と
復
し
た
犬
イ
メ
ー
ジ
を
押

し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
然
の
善
性
が
欲
望
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
、
外
部
か
ら
の
触
発
に
よ

っ
て
発
現
す
る
機
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
馬
琴
の
こ
の
動
物
観
は
無

論
、
朱
子
学
の
人
間
観
を
動
物
に
転
用
し
た
も
の
だ
が
、
一
見
し
た

と
こ
ろ
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
淵
と
は
違
う
仕
方

で
、
し
か
し
同
じ
く
、
人
獣
の
別
を
論
理
的
に
無
化
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

四　

犬
観
の
衝
突
─
真
葛
と
馬
琴

　

真
淵
の
国
学
的
な
犬
と
馬
琴
の
朱
子
学
的
な
犬
と
は
、
只
野
真
葛

の
『
独
考
』
へ
の
馬
琴
の
批
判
的
応
答
に
お
い
て
、
実
際
の
衝
突
を

見
せ
て
い
る
。
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村
田
春
海
や
清
水
浜
臣
ら
真
淵
高
弟
の
歴
々
と
親
交
の
あ
っ
た
真

葛
は
、
真
淵
の
「
天
地
の
し
ら
べ
」
の
思
考
を
継
承
し
、
世
界
を
貫

く
「
天
地
の
拍
子
」
か
ら
「
た
が
ひ
は
つ
る
」
た
め
に
「
聖
人
の

道
」
な
ど
日
本
に
は
不
要
だ
と
喝
破
し
た）

（5
（

（『
独
考
』
上
）。
真
葛
も

ま
た
、
人
も
鳥
獣
も
虫
も
た
だ
「
勝
劣
を
争

あ
ら
そ
ふ」

の
み
で
差
異
は
な
い

と
述
べ
て
い
る
。

　

馬
琴
は
彼
女
の
才
気
と
教
養
と
は
高
く
評
価
し
つ
つ
（『
八
犬
伝
』

回
外
剰
筆
）、
朱
子
学
的
立
場
か
ら
反
論
を
試
み
る
。
そ
の
際
引
き
合

い
に
出
さ
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
犬
の
生
態
で
あ
っ
た
。　

凡
そ
活
け
る
も
の
の
勝
負
を
あ
ら
そ
ふ
は
、
天
性
に
は
あ
ら
ず
、

み
な
慾
よ
り
起
る
な
り
。
譬
ば
あ
ま
た
な
る
犬
の
う
ち
、
か
さ

な
り
つ
つ
臥
し
た
る
と
き
は
、
静
に
し
て
一つ

ゆ
ば
か
り毫

も
慾
念
あ
る
こ

と
な
し
。
こ
れ
に
魚
の
腸

は
ら
わ
たを

投
与
れ
ば
、
忽
ち
み
だ
れ
起
て
相

争
ひ
、
血
を
な
が
し
骨
を
折
、
強
き
は
こ
れ
を
奪
ひ
弱
き
は
退

き
て
、
そ
の
争
ひ
は
じ
め
て
休や

む

な
り）

（（
（

。（
馬
琴
「
独
考
論
」）

　

普
段
は
の
ん
び
り
共
存
し
て
い
る
犬
た
ち
が
、
餌
を
見
る
や
闘
争

を
は
じ
め
る
こ
と
を
例
と
し
て
、
動
物
に
も
善
に
し
て
静
な
る
「
天

性
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
欲
望
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
子
学
の
人
間
観
に
基
本
構
造
を
提
供
し
た

『
礼
記
』
楽
記
篇
の
著
名
な
一
句
「
人
の
生
れ
て
静
か
な
る
は
天
の

性
な
り
、
物
に
感
じ
て
動
く
は
性
の
欲
な
り
」
を
犬
に
当
て
は
め
た

も
の
だ
が
、
こ
こ
に
も
天
理
人
欲
（
犬
欲
?
）
の
相
剋
と
い
う
構
造

に
人
獣
の
別
を
認
め
な
い
馬
琴
の
基
本
姿
勢
が
露
見
し
て
い
る
。
外

物
に
触
発
さ
れ
る
前
の
「
静
」
の
境
地
と
は
ふ
つ
う
、
嬰
児
の
無
垢
、

ま
た
は
居
敬
静
坐
の
修
為
の
果
て
に
感
得
さ
れ
る
閑
寂
な
心
性
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
犬
が
の
ん
び
り
ご
ろ

ご
ろ
と
寝
転
が
っ
て
も
た
れ
あ
っ
て
い
る
さ
ま
に
見
出
す
の
は
、
馬

琴
の
独
創
で
あ
ろ
う
。

五　

犬
ヶ
島
─
『
八
犬
伝
』
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

　

こ
う
し
て
未
発
の
静
の
方
向
に
犬
の
性
善
を
見
る
の
が
馬
琴
で
あ

れ
ば
、
已
発
の
動
の
方
向
に
犬
の
良
知
良
能
を
見
る
の
が
真
淵
だ
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
一
面
で
は
禁
欲
的
な
朱
子
学
と
「
う

ご
く
心
」「
人
情
」
重
視
の
古
学
・
国
学
と
の
間
の
、
犬
を
だ
し
に

し
た
代
理
戦
争
の
一
環
で
は
あ
る
の
だ
が
、
実
は
一
見
し
た
と
こ
ろ

よ
り
も
過
激
な
の
は
、
真
淵
よ
り
も
む
し
ろ
、
馬
琴
の
ほ
う
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

馬
琴
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
得
的
与
件
は
、
身
分
ど
こ
ろ
か
種
差
す
ら

も
、
後
天
的
な
徳
の
有
無
に
よ
っ
て

─
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
欲

望
の
制
御
に
よ
っ
て
、
超
克
さ
れ
る
と
見
て
い
る
。
滝
沢
家
が
士
分

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
一
生
の
悲
願
と
し
た
馬
琴
が
創
造
し
た
八
犬
士

た
ち
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
下
級
武
士
～
庶
民
層
に
生
ま
れ
落
ち
、

悪
人
た
ち
の
迫
害
に
耐
え
て
、
そ
の
「
大
団
円
」
で
各
々
国
主
に
匹
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17　犬に道ありや ?

敵
す
る
官
位
所
領
と
、
清
和
源
氏
に
連
な
る
名
門
里
見
氏
の
家
臣
に

し
て
勅
許
を
受
け
た
金
碗
の
氏
と
い
う
、
真
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
手
に
入
れ
る
に
至
る
。
八
犬
士
た
ち
が
示
し
た
の
は
、
社
会
の
周

縁
に
生
ま
れ
落
ち
、
前
世
の
秘
密
の
因
縁
と
、
そ
の
証
の
痣あ

ざ

と
を
共

有
し
た
僅
か
な
同
志
た
ち
と
を
支
え
に
窮
乏
と
迫
害
と
を
耐
え
抜
く
、

ご
く
小
規
模
な
急
進
的
セ
ク
ト
の
姿
で
あ
る
。「
十
一
、
二
歳
の
頃
」

か
ら
の
本
書
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
渋
沢
栄
一
が
、「
農
民
と
は
い
い

な
が
ら
…
…
傍
観
し
て
は
い
ら
れ
な
い
」
と
同
志
た
ち
と
謀
っ
て

「
目
覚
ま
し
く
血
祭
り
に
な
っ
て
世
に
騒
動
を
ひ
き
起
こ
す
階
梯
と

な
ろ
う）

（（
（

」（『
雨
夜
譚
』
一
八
七
三
年
刊
）
と
高
崎
城
乗
っ
取
り
・
横
浜

焼
き
討
ち
を
企
て
た
の
は
、
尊
攘
運
動
の
中
で
の
そ
の
端
的
な
露
顕

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
人
獣
の
別
に
加
え
て
『
八
犬
伝
』
の
中
で
も
う
一
つ
無
化

さ
れ
て
い
る
の
は
、
華
夷
の
別
で
あ
る
。
川
村
湊
の
指
摘
が
す
で
に

あ
る
が）

（（
（

、
里
見
家
の
所
領
で
あ
る
下
総
・
安
房
二
国
は
関
東
管
領
と

の
合
戦
篇
で
そ
の
国
境
が
強
調
さ
れ
る
と
お
り
、
諸
河
川
や
江
戸
湾

で
本
州
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
そ
の
東
に
浮
か
ぶ
島

─
つ
ま
り
「
東

夷
」
の
島
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
中
華
」
に
あ
た
る

本
州
の
ほ
う
は
、
都
も
関
東
も
管
領
の
専
横
の
た
だ
中
に
あ
る
。

　

馬
琴
は
『
八
犬
伝
』
の
前
に
源
為
朝
が
琉
球
に
渡
る
『
椿
説
弓
張

月
』（
一
八
〇
七
～
一
一
年
刊
）
を
完
結
さ
せ
、
ま
た
本
作
と
同
時
に
、

木
曾
義
仲
の
落
胤
に
よ
る
「
島
め
ぐ
り
の
条）

（（
（

」
を
そ
の
既
刊
部
の
末

尾
に
予
告
し
た
『
朝
夷
巡
島
記
』（
一
八
一
五
～
二
七
年
刊
、
未
完
）
を

書
き
継
い
で
も
い
た
。
後
者
も
前
者
と
同
じ
く
、
道
徳
的
な
島
、
あ

る
い
は
英
雄
に
よ
っ
て
道
徳
化
さ
れ
る
島
の
物
語
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

『
八
犬
伝
』
の
房
総
半
島
は
、
こ
の
系
譜
に
連
な
る
道
徳
的
な
島
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
馬
琴
が
『
八
犬
伝
』
と
『
朝
夷
巡
島
記
』
の
批
評

と
そ
の
応
答
と
を
ま
と
め
て
『
犬
夷

0

0

評
判
記
』
と
題
し
て
出
版
し
た

の
も
、
あ
え
て
意
図
し
た
挑
発
的
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
馬
琴
に

と
っ
て
華
夷
を
決
定
す
る
の
は
島
の
相
対
的
な
大
小
や
位
置
関
係
で

は
な
く
、
徳
の
有
無
な
の
で
あ
っ
た
。
は
し
な
く
も
国
儒
論
争
中
で

市
川
匡
が
揚
言
し
た
「
人
島
畜
生
島
の
差け

ぢ
め別

」）
20
（

（『
末
賀
能
比
礼
』）
を
、

犬
の
島
で
あ
り
な
が
ら
「
畜
生
島
」
な
ら
ぬ
「
人
島
」
と
し
て
の
房

総
二
国
と
い
う
、
何
重
に
も
ひ
ね
り
を
加
え
た
か
た
ち
で
『
里
見
八

犬
伝
』
は
描
き
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

注
（
（
）　

こ
の
「
人
は
万
物
の
霊
（
霊
長
）」
観
に
つ
い
て
は
西
田
耕
三

『
人
は
万
物
の
霊

─
日
本
近
世
文
学
の
条
件
』（
森
話
社
、
二
〇
〇

七
年
）
八
─
三
七
頁
、
ま
た
塚
本
学
『
生
き
物
と
食
べ
物
の
歴
史
』

（
高
志
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
二
五
─
三
四
頁
に
詳
し
い
。

（
2
）　

三
芳
野
城
長
『
国
意
考
弁
妄
』（『
日
本
思
想
闘
諍
史
料
』
第
七

巻
、
東
方
書
院
、
一
九
三
〇
年
）
五
五
─
五
六
頁
。

（
3
）　
『
朱
子
全
書�

修
訂
本
』
第
十
四
巻
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
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〇
二
年
）
一
八
五
頁
。

（
（
）　
『
朱
子
全
書�

修
訂
本
』
第
十
八
巻
、
三
七
九
〇
頁
。

（
5
）　
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
十
四
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
五
年
）
二
〇
七
頁
。
早
稲
田
大
学
所
蔵
服
部
文
庫
本
に
よ
っ
て

「
版
本
」
を
「
板
木
」
に
改
め
た
。

（
（
）　
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
十
九
巻
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

八
〇
年
）
一
一
頁
。
以
下
、『
国
意
考
』
か
ら
の
引
用
は
頁
数
で
示

す
。

（
（
）　

春
台
の
問
い
か
け
が
、
日
本
に
固
有
の
家
族
秩
序
・
親
族
秩
序

が
存
在
し
た
か
と
い
う
宣
長
の
問
題
意
識
へ
と
繫
が
っ
て
ゆ
く
過
程

は
、
近
年
、
河
合
一
樹
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
河
合
一
樹

『
大
和
心
と
正
名

─
本
居
宣
長
の
学
問
観
と
古
代
観
』（
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
二
二
年
）、
特
に
そ
の
第
一
部
第
一
章
お
よ
び
第
二

部
第
四
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）　
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
六
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）

六
三
一
頁
。

（
（
）　Ph.�Fr.�de�Siebolt,�Fauna Japonica,�M

am
m

alia�

（Leiden:�
Lugduni�Batavorum

,�（（33-50

）,�p.�3（.�

フ
ラ
ン
ス
語
原
文
を
私

訳
し
た
。

（
（0
）　

塚
本
学
『
江
戸
時
代�

人
と
動
物
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー

ル
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）
二
三
五
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
二
三
三
─
三
五
頁
お
よ
び
仁
科
邦
男
『
犬
た
ち
の
江
戸

時
代
』（
草
思
社
、
二
〇
一
九
年
）
六
八
─
七
三
頁
、
二
三
八
─
四

三
頁
に
詳
し
い
。

（
（2
）　

た
だ
し
、
後
藤
丹
治
に
よ
れ
ば
馬
琴
が
実
際
に
拠
っ
た
の
は

『
太
平
記
』
巻
二
十
二
「
畑
六
郎
左
衛
門
が
事
」
に
引
か
れ
た
同
様

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
（『
太
平
記
の
研
究
』
河
出
書
房
、
一
九
三

八
年
、
二
一
四
頁
）。

（
（3
）　

高
田
衛
『
完
本�

八
犬
伝
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五

年
）
六
五
頁
。

（
（（
）　

何
毛
呉
餡
内
『
当
世
奇
話
』
刊
本
上
巻
、
八
丁
ウ
（
国
会
図
書

館
蔵
）。

（
（5
）　
『
只
野
真
葛
集
』（
叢
書
江
戸
文
庫
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四

年
）
二
六
八
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
三
二
〇
─
二
一
頁
。

（
（（
）　

渋
沢
栄
一
述
『
雨
夜
譚
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年
）
三
六

頁
。

（
（（
）　

川
村
湊
「
馬
琴
の
島
」（『
近
世
狂
言
綺
語
列
伝
』
福
武
書

店
、
一
九
九
一
年
）
一
二
六
頁
。

（
（（
）　
『
滝
沢
馬
琴
集
』
第
十
巻
（
本
邦
書
籍
、
一
九
九
〇
年
）
三

〇
二
頁
。

（
20
）　
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）
一

九
七
頁
。

＊
本
発
表
の
内
容
を
「
近
世
の
論
争
」
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
直
し
、

論
考
「
犬
を
め
ぐ
る
論
争

─
国
儒
論
争
に
お
け
る
動
物
観
の
対
立
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19　犬に道ありや ?

と
帰
趨
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
五
号
、
二
〇
二
三
年

三
月
）
と
し
て
発
表
し
た
。
よ
り
詳
細
な
書
誌
情
報
な
ど
は
そ
ち
ら

を
参
照
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
論
旨
・
引
用

文
献
な
ど
に
重
複
が
多
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

�

（
筑
波
大
学
准
教
授
）
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