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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

コ
メ
ン
ト

：「
現
代
人
目
線
」
か
ら
み
る
日
本
思
想
史
的
問
題
提
起

加
藤

　
み
ち
子

　
〝
人
と
動
物
の
か
か
わ
り
〟
の
思
想
史
と
い
う
問
題
は
、
時
代

的
に
も
内
容
的
に
も
、
多
様
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
す
べ
て
の

問
題
を
語
り
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
の
問
題
領
域
の
ど
の
よ
う
な
部

分
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
の
か
。

　

そ
も
そ
も
「
人
」
と
「
動
物
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
以
上
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
背
後
に
あ
る
の
は
、「
現
代
人
目
線
」

に
沿
っ
た
問
題
提
起
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
近
代
に
お
い
て

も
「
動
物
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
は
、
現
代
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

基
本
的
意
味
は
ま
さ
に
「
動
く
物
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
（
例
え

ば
た
い
ま
つ
の
炎
な
ど
を
含
む
）、
現
在
の
よ
う
な
用
い
方
を
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
以
降

─
す
な
わ
ち
西
洋
近
代

─

の
生
物
分
類
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
以
降
で
あ
る）

（
（

。
ち
な
み
に
、

前
近
代
に
お
い
て
現
代
人
の
い
わ
ゆ
る
〝
動
物
〟
を
表
す
言
葉
は
、

漢
語
で
は
「
禽
（
と
り
）、
獣
（
け
も
の
・
け
だ
も
の
│
四
つ
足

の
哺
乳
動
物
：
毛
物
、
畜
獣
）、
畜
（
人
と
区
別
さ
れ
る
介
毛

乃
）」
で
あ
っ
た）

2
（

。
従
っ
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
動
物
の
種
類

─
犬
・
猫
・
狐

─
か
ら
み
て
も
「
現
代
か
ら
の
目
線
」
で
あ

る
の
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

真
辺
報
告
・
坂
東
報
告
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
犬
・
猫
」
は
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
現
代
人
の
考
え
る
よ

う
な
意
味
で
、
人
に
と
っ
て
身
近
・
親
し
い
存
在
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た）

3
（

。「
狐
」
も
、
古
代
以
来
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
き
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た
わ
け
で
は
な
い
。
伊
藤
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
日
本
霊
異

記
』
以
前
（
仏
教
以
前
）
の
史
的
記
録
の
中
に
、
ほ
と
ん
ど
登
場

し
て
い
な
い）

（
（

。
も
と
よ
り
、
古
代
日
本
人
に
親
し
い
動
物
と
い
え

ば
、
六
畜
─
牛
馬
羊
狗
鶏
豕
、
ま
た
は
「
畜
（
ケ
タ
モ
ノ
）
─
虎
、

狼
、
熊
、
鹿
、
鹿
、
鰐
（
＝
鮫
）
な
ど
」
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
問
題
領
域
と
し
て
も
、
三
報
告
と
も
に
、
家
畜
─
食

肉
・
労
働
力
と
し
て
の
産
業
動
物
の
問
題
や
、
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ

ツ
・
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
（
実
験
用
・
観
賞
用
・
野
生
動
物
保

護
）
の
問
題
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、「〝
好
き
〟
の
意
味
の
変

遷
」「〝
徳
〟
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
伴
う
問
題
」「
己
（
人
）
を

知
る
鏡
と
し
て
の
他
者
」
と
い
う
、
や
や
観
念
的
（
内
面
的
）
な

問
題
群
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
伴
侶
動
物
・
愛
玩
動
物

系
を
中
心
と
す
る
現
代
人
の
問
題
関
心
に
寄
り
添
っ
た
問
題
提
起

で
あ
る
。
ま
た
、
登
壇
者
の
報
告
は
近
代
、
近
世
、
古
代
へ
と
さ

か
の
ぼ
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
次
第
に
遠

ざ
か
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
視
点

を
念
頭
に
お
い
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成
で
あ
る
こ
と
を
想
定
さ
せ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
数
あ
る
「
人
と
動
物
を
め
ぐ

る
」
議
論
と
は
異
な
る
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
色
に
な
っ
て
い

る
。

　

各
報
告
を
見
て
い
こ
う
。
真
辺
報
告
で
は
、「
近
現
代
日
本
に

お
け
る
猫
へ
の
眼
差
し
」
と
題
し
、
現
代
、
伴
侶
動
物
・
愛
玩
動

物
と
し
て
人
気
が
高
い
「
猫
」
を
取
り
上
げ
、
現
代
か
ら
も
っ
と

も
近
い
歴
史
的
過
去
、
す
な
わ
ち
、
近
代
と
現
代
と
の
相
違
を
描

い
て
い
く
。

　

視
点
と
し
て
は
、「
現
代
人
の
猫
好
き
」
が
「
昔
か
ら
そ
う
だ

っ
た
」
と
な
ど
と
い
う
俗
説
に
お
け
る
「
非
歴
史
的
な
議
論
」
を

相
対
化
し
、「
思
想
史
と
い
う
歴
史
的
視
点
」
の
俎
上
に
挙
げ
、

現
代
人
目
線
か
ら
の
脱
皮
を
提
起
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
近

年
、
猫
を
愛
し
た
文
学
者
（
明
治
か
ら
昭
和
中
期
）
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
室
生
犀
星
（
一
八
八
九
～
一
九
六
二
・
明
治
二
二
～
昭
和
三

七
）、
谷
崎
潤
一
郎
（
一
八
八
六
～
一
九
六
五
・
明
治
一
九
～
昭
和
四
〇
）

を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
猫
と
の
か
か
わ
り
や
視
点
が
、「
現
代
人

の
猫
好
き
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
き
、

こ
の
分
析
を
通
し
て
、
あ
る
動
物
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、「
人
々
が

無
意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
社
会
の
価
値
観
」
を
反
映
す
る
も
の

で
あ
り
、「
今
後
も
さ
ら
に
変
化
し
て
ゆ
く
可
能
性
を
持
つ
」
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

真
辺
報
告
で
、
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
点
が
二
点
あ
る
。
一

つ
目
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
歴
史
家
、
頼
山
陽
（
一
七
八
〇
～
一
八

三
二
）
の
「
猫
狗
説
」、
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
た
近
代
日
本
の
修

身
教
育
の
影
響
に
よ
る
、
猫
と
狗
を
対
比
す
る
道
徳
的
イ
メ
ー
ジ

の
影
響
と
い
う
点
。
二
つ
目
は
、
文
学
者
た
ち
が
実
体
と
し
て
の

猫
を
好
き
に
な
る
に
は
、「
道
徳
論
─
勧
善
懲
悪
イ
メ
ー
ジ
」
か
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ら
の
自
立
、
お
よ
び
「
人
間
の
延
長
線
上
─
擬
人
化
」
に
よ
っ
て

描
か
れ
る
こ
と
か
ら
の
独
立
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
「
徳
（
忠
義
）」
の
有
無
を
基
準
と
す
る
犬
猫
観
は
、
近
代
の
み

な
ら
ず
、
ま
た
文
学
者
の
み
な
ら
ず
、
現
代
人
に
も
影
響
を
与
え

て
お
り
、
忠
犬
ハ
チ
公
な
ど
具
体
例
を
伴
う
情
誼
的
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
、
さ
ら
に
擬
人
化
に
よ
っ
て
「
好
き
」

が
定
着
し
て
い
る
と
い
う
構
造
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
般
に
、
イ

メ
ー
ジ
や
嗜
好
は
、
個
人
の
問
題
と
思
う
人
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
実
は
、
社
会
的
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の

を
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
受
容
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
犬

や
猫
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
も
、
実
は
社
会
的
に

─
場
合
に
よ
っ

て
は
意
図
的
に

─
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
メ
デ
ィ
ア

に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
も
想
定
さ

れ
る
。

　

坂
東
報
告
で
は
、「
犬
に
道
あ
り
や
?
」
と
題
し
、
愛
玩
動
物

の
他
方
の
雄
、「
犬
」
を
取
り
上
げ
、「
近
世
」
と
い
う
時
代
を
中

心
に
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
視
点
と
し
て
は
、
近
世
に
お
け

る
儒
学
と
国
学
の
論
争

─
儒
学
に
み
ら
れ
る
大
陸
的
価
値
観
に

対
し
、
国
学
＝
日
本
古
来
の
価
値
観
を
提
示
し
た
論
争

─
に
お

い
て
、
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
議
論
が
、「
犬
に
道
あ

り
や
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
人
・
畜
」
区
別
の
基
準
を
道
徳
性

─
仁
義
・
礼
・
欲
望
制

御
・
性
規
範
な
ど

─
の
有
無
と
す
る
儒
学
に
対
し
、
国
学
で
は
、

大
陸
と
は
異
な
る
秩
序
が
あ
る
と
反
論
し
て
い
く
論
争
で
あ
る
。

こ
の
論
争
を
契
機
と
し
て
、
江
戸
時
代
人
の
「
犬
」
観
が
語
ら
れ

て
い
く
。

　

国
学
者
で
あ
る
、
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七
～
一
七
六
九
）
は
、
儒

学
者
の
よ
う
に
「
人
か
ら
み
て
犬
（
＝
畜
）」
に
対
し
て
道
徳
性
を

問
う
の
で
は
な
く
、「
犬
社
会
に
お
け
る
犬
同
士
の
道
徳
性
」
と

い
う
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
「
江
戸
と
い

う
特
殊
な
歴
史
的
時
空
間
」

─
五
代
将
軍
綱
吉
の
「
生
類
憐
み

の
令
」
緩
和
後
に
お
い
て
、
町
域
単
位
の
自
立
的
野
犬
グ
ル
ー
プ

の
生
態
が
あ
っ
た
こ
と

─
が
示
さ
れ
る
。
他
方
、
江
戸
時
代
後

期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
九
～
一
八
四
八
）
の

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
で
は
、
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
の
八
つ
の
儒

教
徳
目
を
体
現
し
た
八
犬
士
が
活
躍
す
る
が
、
人
獣
婚
姻
・
人
道

滅
却
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
儒
教
徳
目
を
も
っ

て
展
開
す
る
『
八
犬
伝
』
の
中
に
、「
犬
」
を
め
ぐ
る
新
し
い
視

点
、
そ
し
て
人
倫
を
め
ぐ
る
新
た
な
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
。

　

坂
東
報
告
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
目

は
、
あ
る
時
点
で
語
ら
れ
る
、
あ
る
生
き
物

─
「
犬
」

─
に

対
す
る
見
方
に
は
、「
儒
学
」「
国
学
」
な
ど
思
想
的
背
景
が
あ
る
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こ
と
。
つ
ま
り
、
犬
の
問
題
は
生
物
と
し
て
の
犬
の
問
題
と
い
う

よ
り
も
、「
人
」
に
関
す
る
儒
学
者
・
国
学
者
の
主
張
の
た
め
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
江

戸
時
代
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
時
空
間
」
に
お
い
て
、
目
の
当
た

り
に
さ
れ
る
「
犬
」
と
い
う
生
き
物
を
め
ぐ
る
状
況
が
、「
犬
」

に
対
す
る
あ
る
「
見
方
」
の
変
容
を
生
ん
で
い
た
と
い
う
指
摘
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
坂
東
報
告
は
、
近
世
と
い
う
舞
台
に
お
け
る

「
犬
」
を
め
ぐ
る
考
察
を
通
し
て
、
現
代
人
の
「
犬
」
観
を
相
対

化
す
る
と
と
も
に
、「
道
徳
性
」
を
め
ぐ
る
儒
学
者
と
国
学
者
の

論
争
に
よ
っ
て
、
現
代
人
の
「
道
徳
性
」
に
関
す
る
認
識
へ
の
問

題
提
起
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

伊
藤
報
告
で
は
、「
日
本
思
想
に
お
け
る
動
物
と
の
〈
倫
理
〉」

と
題
し
て
い
る
。
伊
藤
報
告
で
切
り
口
と
な
る
視
点
は
、
①「
異

類
婚
姻
譚
」「
化
か
す
／
化
け
る
」
と
、
②「
凡
夫
と
し
て
の
共
通

性
」「
因
果
の
理
法
」
の
二
点
で
あ
る
。
報
告
者
は
、
九
世
紀
成

立
の
説
話
集
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
狐
と
人
」
の
異
類

婚
姻
譚
に
つ
い
て
、
単
に
化
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

「
人
」
と
「
人
を
超
え
た
能
力
を
持
っ
た
存
在
」
と
し
て
の
狐
の

間
の
恋
情
や
、
人
と
狐
（
自
然
）
の
共
生
を
め
ぐ
る
問
題
を
は
ら

ん
で
い
る
と
み
る
。
ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
（
内
山
節
『
日
本

人
は
な
ぜ
キ
ツ
ネ
に
だ
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
』
に
よ
る
と
）
一
九
六

五
年
に
消
失
し
た
「
化
か
す
／
化
か
さ
れ
る
」
関
係
は
、
必
ず
し

も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
く
、「
動
物
（
や
自
然
）
と
人
と
の

身
体
性
や
生
命
性
と
結
び
つ
い
た
も
の
」
で
あ
り
、「
動
物
た
ち

は
〈
化
け
る
〉
能
力
を
使
っ
て
単
に
化
か
す
以
上
の
こ
と
を
し
よ

う
と
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
「
人
を
超
え
た
能
力

を
も
っ
た
存
在
」
が
、
私
た
ち
に
接
す
る
こ
と
で
し
よ
う
と
し
て

い
る
「
化
け
る
／
化
か
す
」
以
上
の
こ
と

0

0

0

0

0

と
は
何
か
。
こ
こ
に
古

来
、
神
祇
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
果
た
し
て
き
た
役

割
が
存
在
す
る
と
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
凡
夫
と
し
て
の
共
通
性
」
と
「
因
果
の
理
法
」

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
の
視
点
で
あ
る
。『
日
本
国
現

報
善
悪
霊
異
記
』
は
、
因
果
応
報
の
実
例
に
よ
り
、
仏
道
へ
の
発

心
を
促
す
た
め
に
書
か
れ
た
仏
教
説
話
集
で
あ
り
、
悪
行
の
報
い

と
し
て
「
畜
生
道
」
に
輪
廻
し
た
人
々
の
実
例
を
示
す
こ
と
で
、

善
行
を
勧
め
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
報
告
者
は
、「
仏
教
的
に
は
、

人
も
畜
生
も
同
じ
く
六
道
輪
廻
の
輪
の
中
で
苦
し
み
続
け
る
「
凡

夫
」
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
。
自
ら
も
次
生
で
は
畜
生
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
因
果
の
理
法
の
輪
の
中
で
、

人
も
畜
生
も
大
差
な
い
存
在
で
あ
る
」
と
し
、「
人
と
畜
生
」
は
、

「
お
互
い
の
相
違
を
見
る
こ
と
で
己
の
何
た
る
か
に
思
い
を
い
た

す
き
っ
か
け
を
与
え
合
う
と
い
う
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
」
と

い
う
主
張
を
導
く
。

　

本
報
告
は
、
九
世
紀
成
立
の
仏
教
説
話
集
を
素
材
と
す
る
議
論
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31　コメント：「現代人目線」からみる日本思想史的問題提起　

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
で
あ
る
か
ら
、
当
時
、
主
た
る
思
想
的
影
響
を
与
え
て
い
た
「
神

祇
信
仰
」
と
「
仏
教
」
の
背
景
の
中
で
、
当
時
の
、
人
と
狐
・
牛

に
対
す
る
認
識
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　

伊
藤
報
告
に
関
し
て
気
に
な
る
の
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お

け
る
牛
や
狐
が
、
実
在
の
生
物
と
し
て
の
牛
や
狐
な
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
前
の
二
つ
の
報
告
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、「
あ

る
時
点
で
語
ら
れ
る
、
あ
る
生
き
物
に
対
す
る
見
方
」
は
、
そ
の

生
き
物
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
生
き
物
に
対
す
る
「
擬

人
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
場
合
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
擬
人
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
が
、
実
際
の
そ
の
生
き
物
（
動
物

種
）
と
の
現
前
の
関
わ
り
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、

「
擬
人
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
自
体
の
歴
史
を
検
討
す
る
こ
と
に

も
重
要
な
思
想
史
的
意
義
は
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
議
論
し
て
い

る
の
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
話
な
の
か
、「
実
在
の
生
き
物
と
し
て

の
動
物
種
」
の
話
な
の
か
を
区
別
し
て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
は
必
要

で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
狐
」
に
関
し
て
言
え
ば
、『
日
本
霊
異

記
』
以
前
の
、
古
代
史
料
の
中
で
、
狐
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い

が
、『
日
本
霊
異
記
』
に
狐
を
め
ぐ
る
説
話
が
四
話
収
録
さ
れ
、

後
に
登
場
す
る
狐
を
め
ぐ
る
説
話
の
す
べ
て
の
パ
タ
ー
ン
が
出
そ

ろ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

5
（

。
つ
ま
り
、『
霊
異
記
』
以
後

に
「
狐
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
事
実
を
考
え
る
と
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
、
な
ぜ
「
狐
」
が
採
用
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
も
要

検
討
事
項
と
思
わ
れ
る
。

　

前
近
代
と
近
現
代
と
で
は
「
動
物
」
の
区
分
化
に
大
き
な
変
容

が
あ
る
。
そ
こ
に
、
近
代
化
、
都
市
化
の
影
響
、
お
よ
び
西
洋
的

な
生
物
学
的
分
類
か
つ
、
西
洋
近
代
的
人
間
─
動
物
関
係
の
影
響

が
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
前
近
代
の
資
料
か
ら
、
現
代
人

で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
何
を
読
み
解
い
て
い
く
か
、
ど
の
よ
う
な
示

唆
を
得
て
い
く
か
に
と
っ
て
、「
思
想
史
」
と
い
う
視
点
が
重
要

と
な
っ
て
い
く
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
四
巻
（
一
九
九
四
年
）。
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川
健
一
『
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・
人
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動
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承
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る
世
界
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平
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社
、
一
九
七
五
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本
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弘
「
家
畜
と
日
本
人
」（『
人
と
動
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の
日
本
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第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
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年
）。
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裕
子
『
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─
陰
陽
五
行
と
稲
荷
信
仰
』（
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
八
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年
）。
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5
）�

平
林
章
仁
「
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教
が
教
え
た
動
物
観
」（『
人
と
動
物
の
日

本
史
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第
四
巻
、
二
〇
〇
九
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大
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