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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」

「
都
市
伝
説
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

 
趣
旨
と
成
果
お
よ
び
展
望

小 

池　

淳 

一　

 

二
〇
一
二
年
六
月
二
日
〜
三
日
に
愛
知
県
犬
山
市
の
犬
山
市
民
会
館
を

会
場
と
し
て
開
か
れ
た
日
本
口
承
文
芸
学
会
第
三
六
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」を
テ
ー
マ
と
し
て
、

三
日
の
午
後
全
体
、
一
三
時
三
〇
分
か
ら
一
七
時
ま
で
の
三
時
間
半
を
費

や
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
『
口
承
文
芸
研
究
』
誌
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

報
告
と
す
る
た
め
に
、
登
壇
し
た
飯
倉
、
重
信
、
山
田
の
三
氏
に
報
告
さ

れ
た
内
容
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
論
考
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
コ
メ

ン
ト
を
担
当
さ
れ
た
渡
部
氏
か
ら
も
改
め
て
そ
の
内
容
を
原
稿
化
し
て
い

た
だ
い
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
か
ら
約
半
年
以
上
の
時
間
を
か
け
て
の
成
稿
で
あ

る
た
め
、
い
ず
れ
の
論
考
も
報
告
内
容
そ
の
ま
ま
と
い
う
よ
り
も
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
経
て
、
修
正
や
議
論
の
整
理
を
施
し
て
、
よ
り
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
文
字
に
定
着
し
、
繰
り
返
し
の
参
照
と

批
判
と
に
耐
え
う
る
か
た
ち
に
す
る
た
め
に
、
企
画
し
司
会
を
務
め
た
立

場
か
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
設
定
の
意
図
、
論
点
、
成
果
と

展
望
に
つ
い
て
最
初
に
述
べ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

一　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
以
前

　
　

―
テ
ー
マ
設
定
の
意
図

こ
の
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
設
定
に
は
い
く
つ
か
の
含
意
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
設

定
す
る
に
至
っ
た
基
礎
的
な
認
識
と
い
っ
て
も
よ
い
。
最
初
に
そ
れ
を
述

べ
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
現
代
社
会
と
口
承
文
芸
研
究
と
が
ど
の
よ
う
な
接
点
を
措
定

し
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
意
識
が
最
も
基
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
口
頭
の
伝
承
を
対
象
と
す
る
口
承
文
芸
研
究
が
眼
前
の
生
活

を
取
り
上
げ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
学
問
や
研
究

の
蓄
積
や
枠
組
み
に
即
し
て
そ
う
し
た
営
為
は
進
め
ら
れ
る
た
め
に
、
わ

れ
わ
れ
の
学
問
は
全
く
の
自
由
で
は
な
い
。
特
に
研
究
を
意
識
し
た
場
合

に
対
象
の
選
択
や
焦
点
化
に
は
、
現
代
の
社
会
の
激
し
い
変
動
と
比
べ
る

と
一
種
の
鈍
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
あ
ま
り
に
生
々
し
い
対
象
は
取
り
扱
い

に
苦
慮
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
と
現
代
社
会
と
の
関

係
性
を
、
都
市
伝
説
と
い
う
そ
れ
な
り
の
歴
史
と
振
幅
と
を
持
っ
た
素
材

を
凝
視
す
る
こ
と
で
多
少
な
り
と
も
意
識
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、

と
い
う
の
が
企
画
の
根
底
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ー
マ
は
純
粋
に

口
承
文
芸
研
究
の
内
側
か
ら
立
案
さ
れ
た
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
口
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承
文
芸
研
究
と
い
う
枠
組
み
や
そ
の
構
え
を
問
う
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
あ
る
い
は
研
究
上
の
テ
ー
マ
が
対
象
の
側
に
規
定
さ
れ
、

研
究
の
自
律
性
が
放
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
や
批
判
を

招
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
第
二
の
基
礎
的
な
認
識
を
確
認

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
都
市
伝
説
と
い
う
概
念
あ
る
い
は
術

語
が
、
口
承
文
芸
研
究
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

近
年
の
都
市
伝
説
と
い
う
語
や
そ
の
名
で
流
通
し
て
い
る
言
語
事
象
は
、

一
九
八
〇
年
代
に
日
本
の
口
承
文
芸
研
究
が
導
入
し
た
範
囲
や
内
容
か
ら

展
開
し
、
肥
大
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
、
都
市
伝
説
と
い
う

語
は
極
め
て
多
様
な
か
た
ち
で
使
い
回
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
ど
う
考
え
る
か
。
そ
れ
は
不
十
分
な
理
解
や
粗
放
な
展
開
で
あ
る
と

し
て
研
究
の
埒
外
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
ひ
と
つ
の
態
度
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
こ
の
語
や
指
し
示
す
対
象
が
持
っ
て
い

る
現
代
社
会
に
お
け
る
知
的
な
可
能
性
ま
で
に
目
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
り

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
語
を
紹
介
し
、
術
語
と
し
て
用

い
て
き
た
学
問
の
責
任
と
し
て
現
時
点
で
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
お
く
こ

と
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
こ
の
点

を
か
な
り
意
識
し
て
準
備
を
進
め
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
都
市

伝
説
と
い
う
語
は
、
現
代
社
会
そ
れ
も
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
な
か
で
、
口
承
文
芸
研
究
や
民
俗
学
出
自
の
語
と
し
て
、
た
ぶ
ん
、
今

も
っ
と
も
知
ら
れ
、
使
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
現

象
に
対
す
る
一
種
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

都
市
伝
説
を
再
び
口
承
文
芸
研
究
に
奪
還
し
う
る
か
。
い
や
奪
還
で
は

な
く
、
回
帰
で
も
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
方
向
性
を
あ
ら
か
じ
め

想
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
自
由
さ
や
硬
直
は
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
研
究
面
で
の
用
法
や
概
念
と
社
会
的
な
自

由
度
の
高
い
使
用
と
を
峻
別
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
。
何
よ

り
も
研
究
と
一
般
社
会
と
の
二
分
法
自
体
が
現
代
社
会
を
考
え
よ
う
と
す

る
場
合
、
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
も
意
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
重
要

な
の
は
分
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
つ
な
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
都
市
伝
説

の
二
重
の
用
法
を
通
し
て
乖
離
し
て
い
る
研
究
と
社
会
と
を
改
め
て
つ
な

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
奪
還
す
べ
き
な
の
は
、
都
市
伝
説
と
い
う
術
語
で
は

な
く
、
そ
う
し
た
接
合
の
可
能
性
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
研
究
の
社
会
性
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
第
三
の
基
礎
的
な
認
識
と
し

て
は
、こ
う
し
た
接
合
の
問
題
と
し
て
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
手
放
し
た
「
民

話
」
と
い
う
語
に
関
す
る
概
念
や
成
果
を
意
識
化
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。
口
承
文
芸
に
関
す
る
多
く
の
研
究
成
果
の
な
か
で
、
こ
と
さ
ら

こ
こ
で
「
民
話
」
を
意
識
す
る
の
は
、
こ
の
語
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
な
研
究
上
の
概
念
か
ら
一
般
的
な
用
法
に
展
開
し
て
日
常
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
、
一
定
の
問
題
提
起
と
し
て
機

能
し
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
研
究
と
社
会
と
の

接
続
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
木
下
順
二
の
民
話
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劇
や
松
谷
み
よ
子
の
現
代
民
話
と
い
う
用
法
と
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
機
能

し
た
土
壌
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

し
か
し
、
口
承
文
芸
研
究
の
な
か

で
は
こ
の
「
民
話
」
と
い
う
一
般
に
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
語
を
用
い
る

こ
と
に
は
禁
欲
的
で
あ
り
、
一
定
の
留
保
や
説
明
、
前
置
き
─
例
え
ば
、

研
究
上
は
民
間
説
話
の
略
語
と
し
て
用
い
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
─
と
一

緒
で
な
け
れ
ば
使
い
に
く
い
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
民
話
」
は

間
違
い
な
く
口
承
文
芸
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
研
究
上
の
概
念
を
も
っ
と
も

簡
便
に
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
の
社
会
へ
の
浸

透
、
広
が
り
の
理
由
や
原
因
、
さ
ら
に
は
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
都
市

伝
説
を
相
対
化
し
、
あ
る
種
の
時
代
性
に
も
と
づ
い
た
座
標
を
与
え
る
た

め
の
重
要
な
参
照
軸
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
都
市
伝
説
を
取
り
上
げ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
現
代
社
会
を
意
識
し
、
そ
の
対
象
化
を

術
語
と
し
て
の
都
市
伝
説
に
こ
だ
わ
り
、
か
つ
て
の
「
民
話
」
の
軌
跡
を

意
識
し
つ
つ
準
備
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
を
口
承
文
芸
の
現
代
社
会
学
と

表
現
す
る
こ
と
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
求
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
問
い
を
社
会
学
や
そ
の
他
の
学
問
研
究
の
領
域
の
問
題
に

追
い
や
る
こ
と
で
は
な
く
、
口
承
文
芸
研
究
自
体
の
拡
大
と
深
化
の
た
め

に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二　

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
の
位
置
づ
け

　
　

―
報
告
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て

こ
う
し
た
展
望
の
も
と
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
準
備
さ
れ
、
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
考
え
得
る
全
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
報
告
や
言
及
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
問
題
意
識
の
方
向

に
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
や
コ
メ
ン
ト
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、以
下
、各
報
告
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

筆
者
な
り
の
考
え
を
述
べ
て
お
こ
う
。

現
代
社
会
を
対
象
化
、
意
識
化
す
る
た
め
に
口
承
文
芸
研
究
の
立
場
か

ら
、
ま
ず
、
都
市
伝
説
の
現
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
飯
倉
報
告
の
主
題
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
視
界
は
学
界
だ
け
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
、
都
市
伝
説
と
い
う
概
念
を
口
承
文
芸
研
究
経
由
で
手
に
入
れ
た

現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
流
通
や
肥
大
、
さ
ら
に
は
使
い
回
し
や
意
識
の

有
無
に
か
か
わ
ら
な
い
誤
用
を
も
包
含
し
て
、
都
市
伝
説
の
軌
跡
を
提
示

し
て
い
る
（
２
）。

こ
の
報
告
が
示
唆
す
る
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
都
市
伝
説
と
い
う
語
の
広
が
り
と
こ
の
語
の
わ
れ
わ
れ
の
現
代
社

会
に
お
け
る
一
種
の
歴
史
的
な
存
在
形
態
で
あ
る
。
歴
史
と
は
こ
こ
で
は

も
っ
ぱ
ら
変
化
や
そ
の
可
能
性
を
さ
す
。
厳
密
な
分
析
あ
る
い
は
操
作
概

念
と
し
て
の
都
市
伝
説
で
は
な
く
、
事
象
と
し
て
の
増
殖
や
差
異
化
の
過

程
を
と
ら
え
る
糸
口
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。
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そ
し
て
そ
う
し
た
都
市
伝
説
の
起
源
を
確
認
し
、
こ
の
語
を
導
入
し
た

時
点
で
の
射
程
を
振
り
返
る
の
が
重
信
報
告
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
都
市

伝
説
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るU

rban Legend

と
い
う
概
念
と
そ
の
対

象
と
を
翻
訳
す
る
際
に
選
択
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
を
当
事
者
か
ら
回
顧

し
て
も
ら
っ
た
。U

rban

と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
都
市
と

い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
し
く
み
の
捕
捉
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
地
域
の

呼
称
な
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
様
式
の
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
報
告
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
こ
と
は
、
単
な
る
比
較
で
も
参
照
枠
で

も
な
い
、
地
球
規
模
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
流
通
や
拡
散
を
、
こ
う
し
た
姿

勢
を
も
と
に
将
来
的
に
と
ら
え
得
る
可
能
性
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
俗

学
が
否
応
な
し
に
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
は
単
純
な

相
互
参
照
で
と
ら
え
て
い
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国
家
や
近
代
と
向

き
合
う
か
た
ち
で
生
ま
れ
て
き
た
民
俗
学
の
根
を
問
う
作
業
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
種
の
歴
史
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
近
代
歴
史
学
の
対
象
や

方
法
と
は
位
相
の
異
な
る
歴
史
に
対
す
る
省
察
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
眼
前
の
事
実
、
実
際
の
社
会
の
中
か
ら
問
い
を

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
田
報
告
は
都
市
伝
説
と
い
う
語
が
わ
れ
わ

れ
の
周
囲
で
現
実
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
語
で
何
を
と

ら
え
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
を
論
じ
て
い
る
。
飯
倉
報

告
と
は
異
な
る
日
常
生
活
に
お
け
る
用
法
や
言
語
空
間
に
お
け
る
技
法
の

問
題
と
し
て
の
都
市
伝
説
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

都
市
伝
説
と
い
う
語
は
、
研
究
と
い
う
営
み
を
大
き
く
越
え
て
か
な
り
自

在
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

山
田
の
報
告
は
そ
う
し
た
都
市
伝
説
と
い
う
語
の
使
い
回
し
を
追
い
か

け
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
主
眼
は
日
常
を
構
成
す
る
話
の
位
置
づ
け
や

伝
え
な
が
ら
の
価
値
判
断
や
色
づ
け
の
技
法
と
し
て
の
都
市
伝
説
と
い
う

語
と
そ
の
活
用
へ
の
注
視
で
あ
っ
た
。
都
市
伝
説
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ど

の
よ
う
に
流
通
し
て
い
る
の
か
、
日
常
の
談
話
技
術
の
な
か
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
過
程
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
都
市
伝
説
が
社
会
的
な
現

象
と
な
り
、
日
常
を
構
成
す
る
こ
と
で
新
た
な
意
味
を
帯
び
る
と
す
れ
ば

ど
の
よ
う
な
焦
点
化
が
可
能
な
の
か
、
そ
れ
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
報
告
で
は
山
田
は
大
き
な
た
め
ら
い
を
表
明
し
つ
つ
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
俎
上
に
乗
せ
て
い
る
。
末
尾
近
く
で
表
明
さ
れ
て
い
る
「
日
常
」
の
談

話
の
風
景
は
未
だ
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
見
解
は
、
素
朴
か
つ

安
易
に
ネ
ッ
ト
ロ
ア
の
分
析
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

手
前
で
研
究
と
し
て
の
枠
組
み
や
姿
勢
を
根
底
か
ら
再
編
す
べ
き
段
階
に

直
面
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
読
み
誤
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

三　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
以
後

　
　

―
提
起
さ
れ
た
課
題
・
残
さ
れ
た
課
題

こ
う
し
た
三
つ
の
報
告
に
対
し
て
渡
部
コ
メ
ン
ト
の
立
場
は
明
快
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
表
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
都
市
伝
説
と
そ
れ
を

対
象
化
す
る
研
究
を
一
九
八
〇
年
代
の
都
市
を
め
ぐ
る
民
俗
学
の
研
究
史

と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
の
展
開
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
重
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信
報
告
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
都
市
伝
説
と
い
う
術
語
は
都
市
民
俗
学
の

模
索
の
な
か
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
整
理
と
展

望
の
提
出
は
充
分
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

渡
部
が
こ
こ
で
の
議
論
を
媒
介
と
し
て
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

民
俗
学
に
お
け
る
場
も
し
く
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
発
見
と
そ
れ
に
よ
る
方

法
論
的
な
転
換
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
、
新
た
に
課
題
と

し
て
浮
上
す
る
多
様
な
問
題
系
で
あ
る
。
こ
れ
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
の
認

識
転
換
の
運
動
で
あ
っ
た
と
受
け
止
め
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
の
展
開
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。学
史
と
し
て
過
去
に
棚
上
げ
に
す
る
の
で
は
な
く
、今
、

現
在
の
問
題
と
し
て
、
都
市
民
俗
学
の
死
産（
３
）と
い
う
経
験
を
参
照
し
つ
つ

も
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
利
用
と
読
み
替
え
が
可
能
な
資
源
と
し
て
の
場

／
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

民
俗
学
由
来
の
都
市
伝
説
を
こ
の
よ
う
に
創
造
的
に
位
置
づ
け
直
す
点

に
お
い
て
、
渡
部
コ
メ
ン
ト
は
三
つ
の
報
告
と
並
ぶ
多
く
の
示
唆
と
丁
寧

な
問
題
の
析
出
を
含
む
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
都
市
伝
説
を
め
ぐ
る
ま

な
ざ
し
や
方
法
意
識
が
歴
史
的
な
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
渡
部
の
コ
メ
ン
ト
の
周
到
さ
と
射
程

の
豊
か
さ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
以
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、
こ
こ

に
示
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
の
方
向
の
み
が
可
能
性
の
全
て
で
は
な
い
こ
と
も

当
然
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
文
字
に
定
着
し
よ
う
と
す
る
作
業

の
前
言
と
し
て
の
本
稿
は
も
ち
ろ
ん
、
三
つ
の
報
告
と
一
つ
の
コ
メ
ン
ト

に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
経
験
を
経
て
、
そ
の
場
を
さ
ら
に
開
い
た
も

の
に
し
て
い
く
可
能
性
に
大
き
な
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

司
会
を
務
め
た
筆
者
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
確
認
し
た
の

は
、
民
俗
学
を
め
ぐ
る
状
況
の
な
か
で
「
都
市
」
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ

た
認
識
転
換
や
構
造
的
な
変
動
は
す
で
に
生
活
の
至
る
と
こ
ろ
で
露
出
し
、

張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
都

市
は
既
に
生
活
の
至
る
と
こ
ろ
に
溶
解
し
、
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
る
い
は
民
俗
学
が
、
都
市
伝
説
の
よ
う
な
言
語
事
象
に
投
影
さ

れ
る
よ
う
な
状
況
に
追
い
越
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
都
市
を
対
象
化
し
て
き
た
多
く
の
近
代
的
な
学
問
に
よ
う
や
く

民
俗
学
が
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
民

俗
学
の
認
識
基
盤
そ
の
も
の
の
再
構
築
が
都
市
─
そ
れ
は
実
態
や
空
間

と
し
て
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
確
認
さ

れ
て
き
た
─
の
言
説
と
し
て
の
都
市
伝
説
か
ら
逆
に
照
射
さ
れ
、
再
編

成
を
求
め
ら
れ
る
段
階
に
来
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
都
市
を
民
俗
学
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
都
市
民

俗
学
で
は
な
い
認
識
と
射
程
で
問
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま

で
、
反
近
代
的
な
あ
る
い
は
近
代
化
の
余
白
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き

た
民
俗
文
化
へ
の
注
視
が
、
眼
前
の
生
活
を
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
れ
が
、
ご
く
身
近
な
、
そ
し
て

日
常
を
問
い
直
す
姿
勢
を
維
持
す
る
た
め
の
多
様
な
課
題
群
と
し
て
都
市

伝
説
の
内
容
お
よ
び
存
在
、
流
通
形
態
か
ら
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

な
お
、
都
市
を
伝
説
す
な
わ
ち
説
話
的
表
現
を
媒
介
と
し
て
と
ら
え
て
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い
く
作
業
は
民
俗
学
の
み
が
専
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
最
後

に
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
口
承
文
芸
研
究
と
民
俗
学
と
を
連
続
さ

せ
て
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
そ
う
し
た
位
相
に
も
い
さ
さ
か
の
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
都
市
的
な
時
空
や
環
境
に
お
い
て
相
貌
を
現
す
言
説
の
分
析

に
は
他
の
学
問
の
参
入
を
積
極
的
に
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に

つ
い
て
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ
の
も
の
と
こ
こ
で
の
文
字
化
に
お
い
て
言
及
、

展
開
す
る
こ
と
が
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
、
将
来
に
向
け
て

登
録
し
て
お
き
た
い
（
４
）。

【
注
記
】

（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
重
信
幸
彦
「
運
動
の
時
代
と
「
聞
き
書
き
」
と

い
う
実
践
─
一
九
五
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
民
話
運
動
と
サ
ー
ク

ル
運
動
─
」（『
日
本
學
』
二
九
輯
、
二
〇
〇
九
年
、
韓
国
東
国
大

學
校
文
化
學
術
院
日
本
學
研
究
所
）
を
参
照
。

（
２
） 

な
お
、
飯
倉
に
は
先
行
す
る
指
摘
と
し
て
「
都
市
伝
説
は
陰
謀
す
る

─
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
の
「
都
市
伝
説
」
ブ
ー
ム
・
走
り
書
き
─
」

（『
口
承
文
芸
研
究
』
三
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
）

が
あ
る
。

（
３
） 

筆
者
は
こ
の
表
現
を
川
村
清
志
「
都
市
民
俗
学
か
ら
フ
ォ
ー
ク
ロ

リ
ズ
ム
へ
─
そ
の
共
通
点
と
切
断
面
─
」（
拙
編
『
民
俗
学
的
想

像
力
』、
二
〇
〇
九
年
、
せ
り
か
書
房
）
か
ら
学
ん
だ
。
こ
こ
で
川

村
が
論
じ
た
都
市
民
俗
学
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
の
間
に
あ
る

問
題
の
取
り
あ
げ
方
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
論
点
を
口
承
文
芸

に
限
定
し
な
い
か
た
ち
で
伸
ば
し
て
い
く
可
能
性
に
連
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

（
４
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
批
判
は
廣
田
収
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。『
伝
え
』

五
二
号
（
二
〇
一
二
年
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
）
を
参
照
。
な
お
、

都
市
伝
説
概
念
の
導
入
が
民
俗
学
に
お
け
る
説
話
研
究
に
も
た
ら
し

た
展
望
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
話
例
を
掲
げ
な
が
ら
論
じ
た
拙
稿

「
民
俗
学
に
お
け
る
説
話
研
究
の
視
点
と
方
法
」（『
説
話
文
学
研
究
』

四
八
号
、
二
〇
一
三
年
、
説
話
文
学
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

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


