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間
の
行
為
で
、
文
化
の
枠
に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
現

実
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
心
が
、
先
住
す
る
自
然

神
を
大
型
動
物
に
仮
託
し
て
退
治
し
、
神
に
祀
る
こ
と
で
鎮
慰
す
る
物
語

に
形
象
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
人
並
み
外
れ
た
土
木
事
業
を
遂
行
す
る
技

術
者
集
団
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
読
み
と
る
も
の
で
あ
る
。

注（
１
）	「
み
か
べ
の
よ
ろ
い
」（『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
四
巻　

一
九
七
三　

未
来
社
）

（
２
）	「
山
人
と
新
田
開
発
」（『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学
』
第
十
巻　

二
〇
〇
四　

三
弥
井
書
店
）

（
３
）	

土
岐
貞
範
「
岩
木
山
縁
起
」（
文
化
八
年　

弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）

（
４
）	「
赤
倉
山
の
鬼
神
―
津
軽
・
鬼
民
俗
誌
―
」（『
東
北
学
』
二
号　

二
〇
〇
四
）

（
５
）	

若
尾
五
雄
『
鬼
伝
説
の
研
究
』（
一
九
八
一　

大
和
書
房
）『
金
属
・

鬼
・
人
柱
そ
の
他
―
物
質
と
技
術
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
一
九
八
五　

堺
屋
図
書
）

（
６
）	

平
成
一
八
年
八
月
二
一
日
の
聞
き
書
き
に
よ
る

（
７
）	『
白
鷹
町
の
と
ん
と
む
か
し
と
う
び
ん
と
』（
平
成
七
年　

社
会
福

祉
協
議
会
）

（
は
な
べ
・
ひ
で
お
／
國
學
院
大
學
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
鬼
と
山
人
―
『
津
軽
口
碑
集
』
を
基
点
と
し
て
―

鬼
に
託
さ
れ
た
も
の

―
怪
異
記
述
の
系
譜
―小 

池
　
淳 

一
　

一
　
問
題
の
所
在
―
鬼
・
大
人
・
山
人

　

鬼
と
山
人
の
問
題
を
こ
こ
で
は
民
俗
事
象
、
あ
る
い
は
怪
異
を
め
ぐ
る

記
述
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
み
た
い
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
津
軽
地
方
の
鬼
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が

存
在
す
る
［
坂
本
一
九
八
八
、
畠
山
一
九
九
七
、
内
藤
二
〇
〇
七
な
ど
］。

そ
の
多
く
は
鬼
を
金
属
加
工
や
開
墾
に
携
わ
る
と
い
っ
た
非
農
耕
民
的
な

存
在
も
し
く
は
そ
の
投
影
と
し
て
と
ら
え
、
そ
う
し
た
津
軽
地
方
の
伝
承

の
特
異
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
研
究
に
導

か
れ
て
新
た
な
見
解
を
付
け
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
先
行
研

究
の
多
く
が
依
拠
し
て
い
る
資
料
の
基
礎
的
な
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
れ
ら
の
記
述
自
体
の
生
成
過
程
を
推
測
し
、
そ
の
記
述
態
度
を
論

じ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
特
質
や
場
合
に
よ
っ
て
は
抱
え
込

ん
で
い
る
歪
み
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
行
研
究
の
多
く
は
津
軽
地
方
の

鬼
を
論
じ
よ
う
と
す
る
時
に
、
資
料
の
記
述
に
即
し
て
、
鬼
だ
け
で
は
な
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最
終
的
に
五
冊
に
ま
と
め
た
。
現
在
で
は
青
森
県
叢
書
第
一
巻
と
し
て
活

字
化
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
で
も
青
森
県
叢
書
版
を
参
照
し
、
同
書
の
頁
数

を
示
す
）。
上
下
篇
は
神
、
仏
、
菌
、
草
、
樹
、
禽
、
鱗
、
蟲
、
介
、
獣
、

人
と
い
っ
た
分
類
が
試
み
ら
れ
、
伝
承
、
奇
譚
を
内
容
に
よ
っ
て
区
分
し
、

整
理
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
貝
原
益

軒
の
『
大
和
本
草
』（
宝
永
六
・
一
七
〇
九
刊
）
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
本

草
学
の
知
識
が
白
龍
の
知
的
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
の
記
述
態
度
は
項
目
の
最
初
に
伝
承
的
な
記
事
を
「
里
俗
」
と
し
て

掲
げ
た
の
ち
、
次
い
で
関
連
類
似
の
事
項
を
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
か
ら
引
用

し
て
示
し
つ
つ
、
白
龍
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
里
俗
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
解
釈
や
位
置
づ
け
に
は
書
物
（
と

そ
こ
か
ら
の
知
識
）
に
頼
ろ
う
と
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

鬼
に
つ
い
て
み
る
と
「
嶽
の
大
人
」（
七
九
―
八
〇
頁
）
は
「
岩
木
の
嶽
、

並
に
糠
粏
の
嶽
に
大
人
と
云
ふ
も
の
あ
り
て
、
怪
異
を
な
す
と
い
へ
り
。」

と
し
て
津
軽
の
大
人
に
関
わ
る
伝
承
を
集
め
て
論
じ
て
い
る
項
で
あ
り
、

「
大
人
の
談
」（
一
五
七
―
一
五
八
頁
）
と
と
も
に
大
人
を
書
物
の
知
識
を

介
し
て
、
鬼
を
論
じ
て
い
る
。「
端
午
の
俗
」（
八
七
―
八
八
頁
）
は
行
事

食
の
呼
称
に
用
い
ら
れ
る
鬼
と
い
う
語
と
そ
の
考
証
で
あ
る
。
鬼
と
い
う

語
も
ま
た
「
書
物
の
知
」
の
中
か
ら
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　『
谷
の
響
』
の
方
法
―「
語
り
」と
「
話
」

　

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
画
家
、
平
尾
魯
仙
は
魯
僊
の
号
を
用
い

く
、
大
人
も
視
野
に
入
れ
て
考
究
し
、
さ
ら
に
大
人
と
山
人
と
を
類
似
の

も
の
と
し
て
、
民
俗
研
究
に
お
け
る
山
人
研
究
に
接
続
す
る
志
向
を
持
つ

場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
う
し
た
姿
勢
に
よ
っ
て
津
軽
の
鬼
を
よ
り
広
い
文

脈
の
な
か
で
問
お
う
と
す
る
傾
向
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

基
点
と
な
る
内
田
邦
彦
の
『
津
軽
口
碑
集
』（
一
九
二
九
、
本
稿
で
は

『
日
本
民
俗
誌
大
系
（
９
）
東
北
』、
一
九
七
四
、
所
収
の
も
の
を
参
照

し
、
同
書
の
頁
数
を
示
す
。）
に
は
鬼
の
記
述
は
実
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

昔
話
の
「
桃
太
郎
」
の
鬼
（
四
三
二
頁
）
や
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
に

お
け
る
鬼
婆
（
四
三
九
頁
、
五
月
節
供
由
来
譚
）、
こ
と
わ
ざ
「
鬼
も
つ

ま
ず
く
河
童
も
水
く
ら
い
」（
四
四
五
頁
）
の
他
、
年
中
行
事
の
項
の
な

か
で
六
月
朔
日
「
鬼
の
骨
、
噛
む
」（
五
一
二
頁
）、
九
月
一
九
日
「
鬼
神

を
信
心
す
れ
ば
中
気
を
免
る
」（
五
一
三
頁
）、
一
二
月
一
二
日
「
岩
木
山

の
鬼
が
梵
珠
岳
へ
飛
ん
で
い
く
」（
五
一
四
頁
）
な
ど
が
主
要
な
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
の
特
質
を
考
え
る
た
め
に
、
以
下
、
先
行
す
る
民

俗
の
記
録
と
し
て
遇
さ
れ
て
き
た
工
藤
白
龍
『
津
軽
俗
説
選
』（
天
明
六
・

一
七
八
六
～
寛
政
九
・
一
七
九
七
頃
）、
平
尾
魯
僊
『
谷
の
響
』（
万
延
元
・

一
八
六
〇
）
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
鬼
の
記
事
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二
　『
津
軽
俗
説
選
』
の
方
法
―
「
書
物
の
知
」

　

一
八
世
紀
末
に
弘
前
城
下
、
本
町
の
練
屋
藤
兵
衛
こ
と
工
藤
白
龍
は
、

学
問
を
好
み
、
さ
ら
に
津
軽
各
地
に
伝
え
ら
れ
語
ら
れ
て
い
た
今
日
で
い

う
と
こ
ろ
の
伝
承
に
興
味
を
抱
き
、
そ
れ
ら
を
多
年
に
わ
た
る
筆
記
の
末
、
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知
」
は
遠
景
に
押
し
や
ら
れ
、
リ
ア
ル
な
語
り
を
尊
重
す
る
姿
勢
に
貫
か

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

鬼
そ
の
も
の
の
記
事
は
な
く
、「
鬼
祭
饌
を
享
く
」（
一
―
一
三
二
）
は

霊
の
存
在
を
示
す
挿
話
で
本
文
中
に
は
鬼
の
文
字
は
用
い
ら
れ
な
い
。「
鬼

に
仮
装
し
て
市
中
を
騒
が
す
」（
四
―
一
六
二
～
一
六
三
）
に
出
て
く
る

鬼
は
「
角
を
う
ゑ
た
る
髢
か
つ
らを

か
む
り
虎
の
皮
の
犢ふ
ん
ど
し

鼻
褌
を
し
め
…
」
た
格

好
で
特
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
「
山
霊
」（
二
―

一
四
六
）
に
お
い
て
「
大
人
」
と
い
う
語
を
「
深
山
に
住
む
者
方
言
大
人

と
云
」
と
解
説
し
て
い
る
点
で
、
当
時
の
津
軽
に
お
い
て
山
と
深
く
関
わ

る
存
在
と
し
て
「
大
人
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

四
　『
津
軽
口
碑
集
』
の
位
置
と
鬼
の
伝
承

　

一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
津
軽
口
碑
集
』
か
ら
約
七
〇
年
程
さ

か
の
ぼ
る
『
谷
の
響
』、
さ
ら
に
六
〇
数
年
さ
か
の
ぼ
る
『
津
軽
俗
説
選
』

を
記
述
の
態
度
と
鬼
の
記
事
と
に
注
意
し
て
振
り
返
っ
て
み
た
。

　

本
草
学
を
基
盤
に
し
つ
つ
、「
里
伝
」
を
「
書
物
の
知
」
と
つ
な
ご
う

と
す
る
『
津
軽
俗
説
選
』
と
、
身
近
な
生
活
者
の
「
話
」
や
「
語
り
」
を

拾
い
上
げ
、
国
学
的
な
神
霊
観
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
『
谷
の
響
』

と
を
参
照
す
る
と
『
津
軽
口
碑
集
』
の
位
置
と
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
津
軽
口
碑
集
』
は
採
録
し
た
記
事
の
話
者
を
冒
頭
に
「
人
物
略
伝
」

と
し
て
掲
げ
て
い
る
（
四
二
四
―
四
二
五
頁
）。
例
え
ば
、
太
田
豊
次
に

て
国
学
関
連
の
著
述
を
残
し
た
。
な
か
で
も
『
谷
の
響
』
は
、
津
軽
の

奇
事
異
聞
集
で
あ
る
。
現
在
は
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
（
第
一
六

巻
）』
に
森
山
泰
太
郎
に
よ
る
校
注
が
施
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
（
本

稿
で
も
同
書
を
参
照
し
、
併
せ
て
頁
数
を
示
す
。
一
―
八
は
巻
一
の
八
頁

の
意
。）。
全
五
巻
九
六
話
を
採
録
し
て
、
幕
末
津
軽
の
世
相
と
奇
談
と
を

今
日
に
伝
え
て
い
る
。
本
書
は
森
山
泰
太
郎
が
指
摘
す
る
［
谷
川
ほ
か
編

一
九
七
〇
：
一
二
六
］
よ
う
に
、
平
田
派
の
国
学
に
傾
倒
し
て
、
津
軽
の

地
で
神
霊
の
活
動
や
「
か
く
り
世
」
の
実
在
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
話
に
、
語
っ
た
人
物
の
名
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
リ

ア
リ
テ
ィ
を
強
く
訴
え
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
話
者
は
そ
れ
ほ
ど
重
複
は

し
て
い
な
い
が
、
御
蔵
町
の
善
蔵
（
一
―
八
～
一
〇
）、
三
ッ
橋
某
（
二

―
一
一
、三
―
一
五
～
一
六
、五
―
五
）
な
ど
が
多
く
の
情
報
を
も
た
ら
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
実
際
の
「
語
り
」
や
「
話
」
に
基
づ
く
こ
と
を
丁
寧
に
主
張

し
て
い
る
一
方
で
、書
物
を
引
用
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。『（
津

軽
）
俗
説
選
』（
一
―
一
三
）、『
和
漢
三
才
図
会
』、『
閑
窓
瑣
談
』（
一
―

一
六
）、『
西
遊
記
』（
橘
南
蹊
）（
二
―
一
六
）、『
閑
田
耕
筆
』（
三
―
四
）、

『
北
窓
瑣
談
』（
四
―
一
）、『
徒
然
草
』（
四
―
一
〇
）、『
鬼
神
論
』（
魯
僊

の
著
、
の
ち
の
『
幽
府
新
論
』
か
。
五
―
一
〇
）
が
見
い
だ
せ
る
程
度
で

あ
る
。

　

記
述
態
度
は
あ
く
ま
で
も
見
聞
し
た
人
間
の
存
在
を
通
し
て
事
実
で

あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
、
幽
界
の
存
在
、
こ
の
世
と
の
並
行
を
そ
う
し
た

事
実
の
集
積
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
書
物
の
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る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
結
論
に
か
え
て
―
若
干
の
見
通
し
と
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
鬼
―
大
人
―
山
人
を
考
え
る
た
め
に
、
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
津
軽
地
方
に
お
け
る
伝
承
の
記
録
を
取
り
上
げ
、
そ
の
記
録
の

姿
勢
と
鬼
の
記
事
と
を
吟
味
し
て
み
た
。『
津
軽
口
碑
集
』
が
志
向
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
口
頭
の
伝
承
の
比
較
は
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
意
外
な
ほ
ど
に
少
な
い
鬼
の
伝
承
資
料
が
示
す
も
の
は
、
鬼

―
大
人
―
山
人
で
は
な
い
年
中
行
事
や
昔
話
の
伝
承
の
な
か
に
溶
か
し

込
ま
れ
て
表
現
さ
れ
る
鬼
を
追
究
す
る
、
も
う
一
つ
の
比
較
研
究
の
可
能

性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
鬼
―
大
人
―
山
人
と
い
う
津

軽
起
源
で
は
な
い
、
列
島
社
会
の
な
か
で
普
遍
的
な
鬼
を
考
え
る
こ
と
に

接
続
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

今
後
は
津
軽
に
お
け
る
鬼
の
伝
承
を
菅
江
真
澄
を
は
じ
め
と
す
る
旅
人

の
記
録
や
見
聞
の
な
か
に
も
求
め
、
こ
こ
で
試
み
た
の
と
同
様
の
検
討
を

加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
北
奥
羽
に
比
較
の
方
向
を
地
道
に

広
げ
て
い
く
こ
と
で
列
島
社
会
全
体
の
鬼
を
は
じ
め
と
す
る
怪
異
の
記
述

―
鬼
に
託
さ
れ
た
も
の
―
を
再
考
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

【
参
考
・
引
用
文
献
】

青
森
県
立
図
書
館
青
森
県
叢
書
刊
行
会
編　

一
九
五
一
『
津
軽
俗
説
選
』

（
青
森
県
学
校
図
書
館
協
議
会
）

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
唐
笠
柳
の
産
。
俚
諺
、
歌
を
再
び
問
わ

む
と
て
樺
太
よ
り
の
帰
路
訪
え
ば
、
病
み
ほ
け
て
あ
り
。
こ
の
か
ら
だ
は

も
う
あ
き
ら
め
た
り
と
説
く
。
頭
髪
疎
ら
に
咳
嗽
頻
な
り
。
胸
塞
が
り
た

れ
ば
問
わ
で
別
る
。
三
十
歳
未
満
か
。」

　

こ
れ
は
若
干
の
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
近
世
国
学
か
ら

近
代
民
俗
学
が
受
け
継
い
で
い
っ
た
「
現
在
の
事
実
」（『
遠
野
物
語
』
序
）

を
把
握
す
る
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

怪
異
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
を
人
び
と
の
語
っ
た
も
の
と
し
て
ま
ず
、
受

け
止
め
る
姿
勢
が
こ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
は
津
軽
の
地
に
あ
っ
て
は
『
谷
の

響
』
で
早
く
徹
底
し
た
か
た
ち
で
試
み
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
『
津
軽
俗
説
選
』
と
比
べ
て
、
指
摘
で
き
る
の
は
比
較
研
究
の
意
志
で

あ
る
。『
津
軽
俗
説
選
』
に
お
い
て
は
、「
書
物
の
知
」
が
津
軽
と
時
空
を

隔
て
た
土
地
や
社
会
と
の
比
較
の
意
志
を
支
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。『
津
軽
口
碑
集
』の
著
者
で
あ
る
内
田
邦
彦
は
房
総
に
生
ま
れ
、

津
軽
の
地
を
意
識
し
て
選
ん
だ
。
そ
こ
に
は
言
葉
（
方
言
）
や
風
土
の
壁

が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
向
か
い
合
い
、
受
け

止
め
た
上
で
の
比
較
の
志
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し

た
長
期
滞
在
型
調
査
と
そ
の
成
果
と
し
て
『
津
軽
口
碑
集
』
を
と
ら
え
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

鬼
の
問
題
と
し
て
は
大
人
―
山
人
と
い
う
系
譜
の
伝
承
は
採
録
さ
れ
て

お
ら
ず
、
昔
話
や
年
中
行
事
に
お
け
る
鬼
を
そ
の
ま
ま
と
ら
え
て
い
る
と

い
う
点
で
『
津
軽
口
碑
集
』
は
、『
谷
の
響
』
に
近
い
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
津
軽
の
特
異
な
鬼
伝
承
か
ら
は
距
離
を
感
じ
さ
せ
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と
修
験
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
：
七
五
―
一
一
一
（
法
政
大
学
出
版
局
）

畠
山	

篤　

一
九
九
七
「
岩
木
山
麓
の
水
利
伝
承
―
津
軽
の
大
人
（
鬼
）
伝

承
―
」『
弘
前
学
院
大
学
・
短
期
大
学	

地
域
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』九
：

一
―
三
一
（
弘
前
学
院
大
学
）

花
部
英
雄　

二
〇
〇
四
『
漂
泊
す
る
神
と
人
』（
三
弥
井
書
店
）

広
瀬	

伸　

二
〇
〇
三
「
水
土
と
語
ら
れ
た
歴
史
」『
農
業
土
木
学
会
誌
』

七
一
（
三
）
：
一
八
三
―
一
八
八
（
農
業
土
木
学
会
）

福
士
壽
一　

二
〇
〇
六
「
津
軽
の
鳥
居
の
鬼
コ
の
背
景
―
と
く
に
役
行
者

（
観
音
）
と
毘
沙
門
天
（
鬼
）
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
地
域
学
』
四
：

七
七
―
一
一
一
（
弘
前
学
院
大
学
）

フ
ラ
ン
ク
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
（
仏
蘭
久
淳
子
訳
）　

一
九
九
八
「
古
代
の
鬼
」

『
風
流
と
鬼
―
平
安
の
光
と
闇
―
』
：
一
七
五
―
二
七
五
（
平
凡
社
）

和
歌
森
太
郎　

一
九
六
九
「
山
と
鬼
」『
日
本
民
俗
学
会
報
』
六
一
：
一

―
一
一
（
日
本
民
俗
学
会
）

【
付
記
】
本
稿
と
そ
の
基
で
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
の
作
成
に
あ
た
っ

て
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
及
び
司
会
を
務
め
ら
れ

た
山
田
厳
子
氏
並
び
に
共
に
報
告
を
担
当
し
た
佐
々
木
達
司
、
花
部
英

雄
両
氏
、
さ
ら
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
飯
倉
義
之
氏
の
御
教
示
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
明
記
し
、
改
め
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
こ
い
け
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

石
橋
臥
波　

一
九
九
八「
鬼
」志
村
有
弘
編『
庶
民
宗
教
民
俗
学
叢
書
』一
：

一
―
一
六
〇
（
勉
誠
出
版
）

伊
藤
龍
平　

二
〇
〇
〇
「
柳
田
山
人
論
の
原
風
景
―
「
山
人
外
伝
資
料
」

再
見
―
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
二
一
：
九
七
―
一
二
八
（
昔
話
伝
説
研

究
会
）

内
田
邦
彦　

一
九
七
四
『
津
軽
口
碑
集
』『
日
本
民
俗
誌
大
系
（
第
九
巻
）

東
北
』
：
四
二
一
―
五
一
四
（
角
川
書
店
）

岸
野
俊
彦　

二
〇
〇
二
「
民
間
宗
教
者
の
地
誌
編
纂
、
吉
田
正
直
の
世
界
」

『
尾
張
藩
社
会
の
文
化
・
情
報
・
学
問
』
：
二
三
三
―
二
六
〇
（
清
文

堂
出
版
）

小
池
淳
一　

一
九
九
四
「
山
人
か
ら
ま
れ
び
と
へ
―
鬼
を
め
ぐ
る
民
俗
学

史
の
試
み
―
」『
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
一
：
四
〇
―
四
六
（
本
阿
弥
書
店
）

―
―
―
―　

一
九
九
七「
鬼
の
呪
宝
の
系
譜
―
昔
話
と
陰
陽
道
と
の
交
渉
―
」

『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
二
五
：
八
―
二
六
（
日
本
昔
話
学
会
）

―
―
―
―　

二
〇
〇
六
「
鬼
と
子
ど
も
」『
伝
承
歳
時
記
』
：
二
一
二
―

二
二
二
（
飯
塚
書
店
）

小
松
和
彦
編　

二
〇
〇
〇
『
怪
異
の
民
俗
学
④
鬼
』（
河
出
書
房
新
社
）

坂
本
吉
加　

一
九
八
八
『
津
軽
の
伝
説
２
』（
北
方
新
社
）

谷
川
健
一
ほ
か
編　

一
九
七
〇
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
（
第
一
六
巻
）

奇
談
・
紀
聞
』（
三
一
書
房
）

塚
本
学　

一
九
九
五「「
山
人
外
伝
資
料
」外
伝
」『
江
戸
時
代
人
と
動
物
』：

三
一
五
―
三
二
三
（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）

内
藤
正
敏　

二
〇
〇
七
「
岩
木
山
の
鬼
と
鉄
―
隠
さ
れ
た
鬼
神
―
」『
鬼


