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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

：

断
絶
点
と
し
て
の
「
近
代
」
─
「
人
」
と
は
誰
か

─

長
　
志
珠
絵

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
と
動
物
の
か
か
わ
り
」
に
つ
い
て
、
準
備

報
告
を
伺
う
以
前
、
前
年
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
の
連
続
性
も

し
く
は
延
長
を
あ
れ
こ
れ
予
見
し
た
。
近
代
学
知
が
あ
と
づ
け
た

「
人
」
と
「
動
物
」
の
分
岐
線
／
境
界
を
ひ
く
営
為
は
メ
タ
認
知

に
関
わ
る
論
点
を
多
く
提
起
し
て
き
た
か
ら
だ
。
人
種
言
説
は
典

型
的
な
領
域
で
あ
り
、
明
治
二
十
年
代
の
地
理
の
教
科
書
に
「
莫モ

ン

古ゴ
ル

人
種
」
の
日
本
人
男
性
が
「
高コ

ー
カ
サ
ス

加
索
人
種
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

男
性
と
並
置
さ
れ
て
登
場
す
る
（
竹
沢
泰
子
他
編
『
人
種
主
義
と
反
人

種
主
義

─
越
境
と
転
換
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）。
板

東
報
告
の
用
語
を
使
え
ば
、「
自
己
植
民
地
化
」
が
ね
じ
れ
た
形

で
現
れ
る
動
き
と
し
て
顕
著
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
井
上
太
一

（『
動
物
倫
理
の
最
前
線
』
人
文
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
に
よ
る
批
判
的
な

動
物
倫
理
学
の
文
脈
で
は
、
犬
肉
食
批
判
に
お
い
て
露
骨
に
現
れ

る
露
骨
な
人
種
・
民
族
差
別
の
表
出
と
表
裏
一
体
と
し
て
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
、
構

造
化
さ
れ
た
近
代
知
と
そ
の
延
長
の
、「
西
洋
」
に
対
す
る
劣
位

の
文
化
を
可
視
化
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
仕

掛
け
は
、
報
告
の
時
代
を
逆
順
に
す
る
こ
と
で
断
絶
点
と
し
て
の

「
近
代
」
を
位
置
付
け
、
さ
ら
に
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
研
究

史
の
組
み
替
え
、
読
み
替
え
る
刺
激
的
な
論
点
が
提
起
さ
れ
た
よ

う
に
思
う
。

　

三
報
告
が
選
ん
だ
「
動
物
」
は
設
定
そ
の
も
の
が
各
時
代
の
倫

理
思
想
史
的
方
法
論
を
含
み
込
む
。
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
が
ど
の
よ
う
な
境
界
線
に
位
置
す
る
の
か
を
め
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33　コメント：断絶点としての「近代」　
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ぐ
っ
て
、
極
め
て
思
想
史
的
な
主
題
を
提
起
し
て
み
せ
た
。

　

真
辺
報
告
が
焦
点
を
あ
て
た
近
代
は
、
室
生
犀
星
・
谷
崎
潤
一

郎
と
い
っ
た
文
豪
が
構
築
主
義
的
に
身
近
な
家
族
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）

と
す
る
「
猫
」
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
「
動
物
」
枠
組
み
は
「
近

代
」
的
に
限
定
さ
れ
る
が
、
と
は
い
え
い
ま
だ
愛
玩
動
物
と
し
て

の
地
位
は
確
立
し
て
い
な
い
様
が
浮
か
び
上
が
る
。
板
東
報
告
が

近
世
国
儒
論
争
に
お
い
て
見
出
す
の
は
、
賀
茂
真
淵
に
よ
る
、
群

れ
を
な
し
て
江
戸
の
都
市
部
を
ほ
っ
つ
き
あ
る
く
人
か
ら
自
律
し

た
犬
、
あ
る
い
は
馬
琴
が
描
く
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
欲
情
す
る

犬
で
あ
り
、「
ペ
ッ
ト
」
像
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
犬
と
猫
、
と
い

う
近
代
家
族
言
説
の
枠
内
に
あ
る
身
近
な
動
物
た
ち
と
「
人
」
と

の
距
離
や
認
識
の
あ
り
方
の
違
い
が
明
確
に
輪
郭
を
あ
ら
わ
す
。

特
に
伊
藤
報
告
が
扱
う
『
日
本
霊
異
記
』
が
描
く
物
語
の
構
造
と

世
界
に
あ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
動
物
は
、
ま
さ
に
人
と
関
わ
る

里
山
の
、
人
の
生
活
空
間
に
共
存
す
る
小
動
物
で
あ
る
。
畏
怖
の

対
象
で
あ
っ
た
り
、
倫
理
規
範
の
鏡
で
あ
っ
た
り
す
る
と
と
も
に
、

人
と
の
位
置
関
係
に
お
い
て
入
れ
替
わ
る
可
能
性
を
す
ら
は
ら
ん

で
い
る
。
逆
に
伊
藤
報
告
の
視
座
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト

ル
は
「
動
物
と
人
の
か
か
わ
り
」
に
組
み
直
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
三

報
告
に
よ
っ
て
近
代
学
知
が
し
ら
ず
、
織
り
込
ん
で
き
た
科
学
的

言
説
を
ま
と
っ
た
「
人
」
と
「
動
物
」
と
い
う
区
分
、
序
列
を
伴

う
二
項
対
立
の
可
変
性
は
鮮
や
か
に
印
象
付
け
ら
れ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
に
つ
い
て
鑑
み
る
と
、
真
辺
報
告
の
前
提
で

あ
る
『
猫
が
歩
い
た
近
現
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
は
、

歴
史
的
文
脈
の
中
で
の
「
猫
」
の
位
置
や
猫
観
の
可
変
性
を
明
ら

か
に
し
た
試
み
で
あ
り
、
社
会
史
と
感
情
史
を
架
橋
す
る
試
み
と

し
て
も
興
味
深
い
。
報
告
で
は
室
生
犀
星
と
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う

近
代
文
豪
の
猫
愛
を
扱
う
こ
と
で
、
大
衆
化
や
近
代
文
学
が
自
立

す
る
時
期
で
の
道
徳
と
い
う
評
価
軸
か
ら
の
文
学
の
解
放
を
通
じ
、

猫
像
や
猫
愛
の
現
代
化
を
と
ら
え
た
。
猫
を
通
し
て
近
代
を
扱
う

真
辺
報
告
が
、
動
物
愛
護
や
「
日
本
人
」
に
と
っ
て
歴
史
貫
通
的

な
猫
愛
と
い
う
思
い
込
み
を
揺
る
が
す
と
す
れ
ば
、
板
東
報
告
の
、

代
表
的
知
識
人
の
言
説
を
犬
に
焦
点
化
し
た
着
眼
は
、
儒
学
・
国

学
思
想
史
言
説
を
異
類
婚
物
語
の
配
置
に
よ
っ
て
近
世
言
説
空
間

の
な
か
に
照
射
し
て
み
せ
た
。
近
世
国
儒
論
争
を
扱
う
板
東
報
告

は
、
人
と
獣
を
弁
別
す
る
規
範
と
儒
者
の
「
自
己
植
民
地
主
義
」

と
し
て
の
夷
狄
観
の
焦
点
と
し
て
「
犬
」
を
設
定
す
る
。
こ
の
方

法
は
、
真
淵
の
犬
論
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
読
む
。
さ
ら
に
、「
生

類
哀
れ
み
の
令
」
以
後
、
江
戸
の
都
市
空
間
に
お
け
る
野
犬
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
〈
犬
〉
の
歴
史
性
を
と
ら
え
、
馬
琴
の
『
南

総
里
見
八
犬
伝
』
が
性
規
範
ウ
オ
ッ
シ
ュ
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ

て
い
た
物
語
構
図
を
見
出
す
。
異
類
婚

─
性
規
範
を
逸
脱
す
る

タ
ブ
ー
を
犯
す
猫
は
化
け
猫
だ
っ
た
り
、
狸
だ
っ
た
り

─
を
考

察
の
遡
上
に
の
せ
る
こ
と
で
、
犬
が
、
し
か
し
あ
く
ま
で
伏
姫
と
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い
う
人
間
と
の
関
係
性
に
お
い
て
道
徳
的
に
昇
華
さ
れ
、
プ
ラ
ト

ニ
ッ
ク
な
親
密
圏
形
成
と
さ
れ
た
物
語
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
。

人
と
動
物
の
違
い
を
め
ぐ
る
近
世
思
想
史
の
代
表
的
な
論
争
が
焦

点
化
し
た
の
は
ま
さ
に
性
規
範
へ
の
問
い
で
あ
っ
た
。
異
類
婚
物

語
の
新
た
な
解
釈
と
し
て
広
が
り
を
持
つ
論
点
だ
ろ
う
。　

　

同
じ
く
異
類
婚
を
焦
点
と
し
た
物
語
の
解
釈
で
あ
り
な
が
ら
、

伊
藤
報
告
に
よ
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
世
界
は
、
人
と
狐
や
牛
を

里
山
の
隣
人
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
は
、
生
業
を
支
え
る
存
在
で

あ
っ
た
り
、
人
び
と
の
生
・
生
活
に
直
結
し
た
存
在
と
し
て
人
び

と
の
身
近
に
あ
る
と
と
も
に
「
逆
転
」「
違
わ
な
い
」
と
い
う
点

で
人
を
脅
か
す
存
在
で
も
あ
る
。

　

三
報
告
は
実
は
時
間
軸
と
し
て
も
互
い
に
接
続
し
な
い
、「
人

と
動
物
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
類
型
化
を
敢
え
て
外
す
と
こ
ろ
に
ま

ず
は
立
脚
点
が
あ
る
。
大
会
委
員
長
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の

趣
旨
文
で
は
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
の
動
物
へ
の
偏
愛
を
、
時
代
性
を

帯
び
た
思
想
的
特
徴
と
み
る
と
い
う
。
思
想
史
的
な
課
題
を
見
出

そ
う
と
す
る
試
み
は
達
成
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
今
回
の
試
み
で
は
内
在
的
に
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
方
法
的
視
座
を
通

じ
、
ボ
ー
ダ
ー
・
主
体
の
あ
り
方
と
い
っ
た
問
題
系
が
論
点
と
し

て
浮
上
し
、
新
た
な
物
語
解
釈
や
関
係
性
を
と
き
ほ
ぐ
す
ツ
ー
ル

で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。
真
辺
報
告
に
扱
わ
れ

た
二
人
の
男
性
文
学
者
の
猫
と
の
関
係
性
は
、
女
性
や
子
ど
も
を

媒
介
に
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る

な
ら
ば
、
渡
辺
浩
が
『
明
治
革
命
・
性
・
文
明
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
二
一
年
）
で
描
く
、「
理
想
の
男
性
像
」
の
揺
れ
と
分
裂

と
い
っ
た
主
体
の
置
か
れ
た
位
置
が
猫
と
の
〈
男
性
・
ヒ
ト
〉
と

の
関
係
に
お
い
て
さ
ら
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

そ
れ
は
家
父
長
的
な
あ
り
方
で
は
あ
っ
て
も
単
な
る
男
性
性
で
は

な
く
、
日
本
の
近
代
に
通
底
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
「
自
己

植
民
地
主
義
」
を
含
む
も
の
だ
ろ
う
。
谷
崎
の
場
合
、
家
人
を
介

さ
な
い
対
象
が
「
洋
猫
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
何
ら
か
の
歴
史
性

を
見
出
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
浮
上
す
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
要
素
は
、
男
性
作
家
の
主
体
性
を
支
え
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
関
わ
っ
て
、
交
差
性
へ
の
問
い
も
浮
上
す
る
。

　

そ
の
際
、
あ
ら
た
め
て
動
物
と
人
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
と
き

の
「
人
」
と
は
誰
か
と
い
っ
た
論
点
は
重
要
だ
。
も
ち
ろ
ん
伊
藤

報
告
が
丁
寧
に
描
き
出
し
た
よ
う
に
、「
人
」
を
め
ぐ
る
問
題
系

が
、
性
差
に
限
定
さ
れ
て
組
み
替
え
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
当

然
に
、
な
い
。
一
方
で
、
ジ
ェ
ン
タ
ー
射
程
が
人
々
の
属
性
と
し

て
の
性
別
を
問
題
化
す
る
方
法
論
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
個
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
認
識
の

あ
り
よ
う
で
あ
り
、
両
者
は
社
会
的
意
味
づ
け
を
異
に
す
る
。
こ

の
点
で
、
板
東
報
告
が
光
を
当
て
た
馬
琴
作
品
の
伏
姫
に
「
欲
情
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す
る
八
房
」
と
い
っ
た
生
生
し
さ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
記
述
が
明

治
近
代
で
は
削
除
さ
れ
て
い
く
点
を
敷
衍
し
て
考
え
る
際
、
批
判

的
動
物
倫
理
学
の
試
み
が
、
急
速
に
学
術
的
厚
み
を
増
し
て
き
た

こ
と
の
方
法
論
的
な
提
起
と
論
点
を
共
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
に
欧
米
圏
の
近
現
代
の
文
脈
で
は�

動
物
搾
取
の
伝
統
へ
の
反

対
論
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
動
物
倫
理
の
議
論
は
、
動
物
た
ち
と
人

間
の
関
わ
り
を
考
え
直
す
こ
と
で
も
あ
り
、
同
時
に
「
人
」
と

「
人
以
外
」
へ
の
問
い
を
広
げ
る
こ
と
で
、
性
の
規
範
性
を
批
判

的
に
分
析
し
て
き
た
ク
イ
ア
理
論
と
重
な
り
あ
う
と
い
う
。
性
欲

は
動
物
性
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
例
え
ば
、
芸
娼

妓
解
放
令
（
一
八
七
二
年
）
と
し
て
の
「
牛
馬
解
放
令
」
の
言
説
が

明
示
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
動
物
は
、
劣
位
で
あ
る
こ
と
に

加
え
、「
動
物
」
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
娼
妓
」
は
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
る
存
在
と
し
て
ス
テ

ィ
グ
マ
化
も
さ
れ
る
。

　

大
会
報
告
に
対
す
る
会
場
か
ら
の
質
問
と
し
て
は
、
比
較
の
視

座
と
し
て
の
「
文
化
圏
」
の
設
定
、
犬
猫
観
の
世
界
同
時
代
性
な

ど
議
論
は
盛
り
上
が
っ
た
。
な
い
も
の
ね
だ
り
と
し
て
は
、
洋
猫

を
描
く
女
性
作
家
の
、
さ
ら
に
帝
国
日
本
圏
内
の
植
民
地
出
身
作

家
の
日
本
語
文
学
な
ど
に
「
動
物
」
と
「
人
」
に
関
わ
る
論
点
が

登
場
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

真
辺
報
告
の
、
一
九
世
紀
で
の
猫
の
登
場
を
絵
画
と
文
学
の
交

差
か
ら
読
み
解
く
議
論
は
説
得
的
だ
っ
た
。
で
は
報
告
で
扱
わ
れ

た
谷
崎
の
猫
論
に
つ
い
て
、
同
時
期
の
竹
久
夢
二
や
藤
田
嗣
治
と

交
差
す
る
の
か
否
か
。
ク
イ
ア
理
論
の
い
う
、
シ
ス
ヘ
テ
ロ
女
性

を
シ
ス
ヘ
テ
ロ
男
性
に
対
比
さ
せ
て
堕
落
や
無
秩
序
の
象
徴
と
み

な
す
モ
デ
ル
設
定
は
な
さ
れ
る
の
か
、
な
ど
興
味
は
つ
き
な
い
。

　

三
報
告
に
選
ば
れ
た
「
動
物
」
の
位
置
す
る
境
界
線
を
ど
の
よ

う
に
設
定
す
る
の
か
、
研
究
史
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
広
が
り
の
あ
る

議
論
が
可
能
だ
ろ
う
。

�

（
神
戸
大
学
教
授
）
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