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は
じ
め
に

　

二
〇
〇
五
年
十
月
の
第
五
十
回
研
究
例
会
「
伝
説
研
究
の
新
潮
流
」
に

お
い
て
、
表
題
の
テ
ー
マ
で
報
告
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
渡
来
人
伝
説

は
地
域
の
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
き

た
の
か
。
生
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
伝
説
と
取

り
巻
く
地
域
内
外
の
人
々
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
伝
説
の
現
在
」
に
注

目
し
な
が
ら
追
い
続
け
て
い
る（

１
）。

　

本
研
究
例
会
で
筆
者
は
比
較
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
課
せ
ら
れ

た
。
し
か
し
渡
来
人
伝
説
の
比
較
研
究
を
積
極
的
に
進
め
て
い
こ
う
と
い

う
決
意
を
持
っ
て
こ
こ
ま
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
渡
来
人
伝
説
を
様
々

な
地
域
で
聞
き
取
り
な
が
ら
、
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
の
中
で
綿
々
と
伝
承

さ
れ
て
き
た
従
来
の
伝
説
の
伝
承
モ
デ
ル
と
は
別
の
伝
承
の
実
態
に
接
し

て
き
た
。
地
域
間
が
影
響
を
与
え
な
が
ら
伝
承
そ
の
も
の
を
創
り
あ
げ
て

い
く
と
い
う
実
態
に
導
か
れ
て
い
く
中
で
、
伝
説
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
を
意
識
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
本
研
究
例
会
に
お
け
る
報
告
の
内
容
に
沿
い
な
が
ら
、
筆
者

の
比
較
の
視
点
と
今
後
の
展
望
を
記
し
て
み
た
い
。

一
、
多
様
・
多
重
な
伝
承
主
体

　

さ
ま
ざ
ま
な
渡
来
人
伝
説
を
検
討
し
て
み
る
と
、
出
発
点
・
経
由
点
・

到
着
点
の
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
が
、
他
地
域
の
伝
承
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

各
伝
承
地
の
視
点
か
ら
渡
来
人
伝
説
を
構
成
し
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
伝
説
は
孤
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
海
が
伝
説
を
繋
い
で
い

る
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。

　

今
回
の
報
告
で
は
、
渡
来
人
伝
説
の
中
か
ら
徐
福
伝
説
を
取
り
上
げ
た
。

徐
福
は
今
か
ら
約
二
二
〇
〇
年
程
前
、
秦
の
始
皇
帝
の
命
を
受
け
て
東
海

に
不
死
薬
を
求
め
、
童
男
童
女
や
先
進
の
技
術
者
、
五
穀
の
種
を
持
っ
て

船
出
し
た
と
言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
中
国
の
史
書
『
史
記
』
に
記
さ
れ

た
徐
福
求
仙
の
船
出
は
、
そ
の
後
、
千
年
を
経
た
あ
た
り
か
ら
、
後
日
談

と
し
て
日
本
や
韓
国
へ
の
渡
来
伝
説
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま

で
多
く
の
文
学
作
品
の
中
に
そ
の
姿
を
表
し
て
き
た
。

　

現
在
、
徐
福
伝
説
は
日
中
韓
と
い
う
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、
様
々

な
形
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
承
地
は
日
本
だ
け
で
も
二
十
数
ヶ
所

を
数
え
る
。
正
確
な
数
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
伝
承
地
の
数
え

方
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
と
、
伝
承
地
そ
の
も
の
が
現
在
も
増
え
続
け
て

い
る
と
い
う
現
象
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
情
報
の
共

有
に
よ
っ
て
日
中
韓
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
伝
説
の
現
在
を
記
録
し
つ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
伝
説
研
究
の
新
潮
流

比
較
の
視
点
か
ら

―
渡
来
人
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
―逵

　
志 

保
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つ
あ
る
。

　

中
国
の
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
江
蘇
省
連
雲
港
市
に
あ
る
徐
福
村

（
２
）

は
、
一
九
八
二
年
に
「
徐
福
の
故
郷
」
発
見
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
。

一
九
八
八
年
に
は
、
一
九
四
二
年
に
日
本
軍
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
徐
福

祠
が
再
建
さ
れ
た
。
徐
福
の
故
郷
と
い
う
こ
と
で
日
本
か
ら
の
観
光
客
も

あ
り
、
そ
う
し
た
人
的
往
来
の
な
か
で
「
片
葉
の
蘆
」
の
伝
説
を
聞
く
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
金
山
鎮
人
民
政
府
製
作
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
徐
福
の

故
郷
―
金
山
鎮
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
解
説
と
し
て
「
片
方
に
葉
っ

ぱ
が
生
え
る
蘆
の
こ
と
で
、
金
山
鎮
附
近
及
び
日
本
佐
賀
な
ど
に
見
う
け

ら
れ
、
徐
福
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
伝
説
が
地
域
外
（
佐
賀
）
の
人
々
に
よ
っ
て
運
び
込
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

　

韓
国
の
例
と
し
て
は
、
済
州
島
に
は
正
房
瀑
布
と
い
う
海
に
落
ち
る
滝

が
あ
り
、
徐
福
は
こ
の
滝
を
目
印
に
上
陸
し
不
老
草
を
探
し
た
が
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ず
、
再
び
船
に
乗
り
日
本
に
向
か
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ

る
。
正
房
瀑
布
の
岩
壁
に
は
「
徐
咯
過
此
（
徐
咯フ

ツ

＝
徐
福
、此
を
過
ぎ
る
）」

と
い
う
金
石
文
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
戦
争
中
に
日
本
の
澱
粉
工
場
が
建

て
ら
れ
、
そ
の
工
場
排
水
が
そ
の
文
字
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
昨

今
は
中
韓
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
二
〇
〇
五
年
秋
に
は
徐

福
伝
承
地
の
あ
る
中
国
山
東
省
か
ら
こ
の
韓
国
済
州
島
西
帰
浦
市
に
徐
福

像
が
贈
呈
さ
れ
た
。

　

最
後
に
日
本
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
福
岡
県
八
女
市
に
あ
る
童
男
山

古
墳
で
は
、
毎
年
一
月
二
十
日
に
徐
福
の
求
仙
渡
来
を
紙
芝
居
に
し
た
祭

り
「
童
男
山
ふ
す
べ
」
が
小
学
校
と
保
存
会
の
共
催
で
行
わ
れ
て
い
る
。

八
女
市
は
こ
の
祭
り
を
き
っ
か
け
に
、
国
際
交
流
の
一
環
と
し
て
中
国
の

徐
福
村
を
訪
問
し
、
帰
国
後
は
中
国
の
徐
福
研
究
者
を
招
い
て
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
中
国
で
目
に
し
た
徐
福
像
を
モ
デ
ル
に
童
男

山
古
墳
の
近
く
に
徐
福
像
を
建
立
し
た
。

　

徐
福
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
在
す
る
か
否
か

さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
自
由
に
徐
福
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
地
域
の
伝
承
や
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
地
で
起
き
て
い
る
伝
説
の
現
在
は
、
決
し
て
そ

の
地
域
の
中
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
各
地
の
伝
承
に
日
中
・

中
韓
・
日
中
韓
の
人
的
往
来
が
様
々
な
形
で
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の

中
で
新
た
な
伝
説
を
創
り
だ
し
て
い
く
可
能
性
の
中
に
徐
福
伝
説
は
置
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
戦
中
の
日
本
の
中
国
・
韓
国
で
の
行
動
が
、
徐
福
実
在
あ
る
い

は
渡
海
の
「
証
拠
」
を
消
し
去
っ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
は
頻
繁
に
語
ら
れ

て
お
り
、
真
偽
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
言
説
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
対

し
て
も
、
今
後
注
目
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
説
の
伝
承
に
主
体
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
人
・

人
々
を
「
伝
承
主
体（

３
）」

と
し
た
と
き
、
そ
う
し
た
人
々
の
存
在
は
現
在
の

伝
説
の
実
態
を
捉
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
郷
土
史
家
や
地

域
振
興
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
取
り
組
む
人
々
、「
歴
史
ロ
マ
ン
」
に

惹
か
れ
て
生
涯
学
習
と
し
て
取
り
組
む
人
々
、
さ
ら
に
は
研
究
者
と
い
っ

た
従
来
は
伝
承
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
人
々
こ
そ
が
、
伝
説
の
現
在
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を
創
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
新
た
な
伝
説
研
究
と
し
て
の
比
較
の
視
点

　

柳
田
國
男
は
伝
説
研
究
で
最
も
大
切
な
の
は
収
集
で
あ
り
、
類
型
化
し

比
較
す
る
こ
と
で
、
伝
説
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は

目
の
前
に
伝
説
を
並
べ
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
者
の
視
点
で
あ
っ
た
。
現

在
で
は
、
国
内
外
の
伝
説
を
伝
承
す
る
地
域
で
は
、
互
い
の
伝
承
地
の
存

在
や
動
向
に
つ
い
て
既
に
情
報
交
換
を
始
め
て
い
る
。
い
ま
目
の
前
に
あ

る
地
域
の
伝
承
を
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
が
用
い
て
き
た
比
較
の
視
点
と
は

異
な
る
視
点
で
、
他
の
伝
承
地
と
比
較
し
て
相
対
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い

る
。

　

伝
承
主
体
そ
の
も
の
が
独
自
に
比
較
の
視
点
を
設
定
し
、
そ
の
比
較
の

視
点
や
比
較
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
伝
承
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

一
つ
の
地
域
を
調
査
し
て
い
く
と
、
そ
の
地
域
以
外
の
地
域
が
見
え
て
く

る
渡
来
人
伝
説
研
究
の
現
状
を
考
え
る
と
、
こ
れ
こ
そ
伝
説
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
比
較
民
俗
学
に
対
し
て
慎
重
だ
っ
た
柳
田
國
男
は
、
互
い
に
充

分
に
準
備
が
で
き
た
上
で
こ
の
方
法
を
持
ち
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
準
備
が
充
分
に
で
き
た
と
言
い
切
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
地
域
間
の
人
や
モ
ノ
が
既
に
往
来
し
て
い
る
以
上
、

研
究
者
も
ま
た
、
伝
説
の
現
在
に
目
を
向
け
、
新
た
な
比
較
の
視
点
を
設

定
し
て
伝
説
研
究
に
臨
む
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
渡
来
人
伝
説
を
調
査
研
究
し
て
き
た
が
、
渡
来
人
伝
説
に
限
ら

ず
、
伝
説
は
多
様
・
多
重
な
伝
承
主
体
が
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
地

域
や
国
レ
ベ
ル
で
の
政
治
的
動
向
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
、
創
り
だ
し
て

い
く
動
的
な
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
社
会
の
文
脈
を
抜
き
に
し

て
伝
説
を
語
ら
な
い
こ
と
、
動
的
な
伝
承
の
実
態
の
把
握
か
ら
逃
げ
出
さ

な
い
こ
と
、
そ
れ
が
筆
者
の
研
究
姿
勢
で
あ
る
。

　

伝
説
の
比
較
の
視
点
は
渡
来
人
伝
説
に
お
い
て
既
に
始
ま
っ
て
い
る
。

古
代
史
に
委
ね
て
き
た
東
ア
ジ
ア
の
交
流
の
実
態
を
渡
来
人
伝
説
と
い
う

伝
承
レ
ベ
ル
で
語
る
こ
と
の
可
能
性
も
今
後
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
比
較
の
視
点
を
、
今
後
ど
の
よ
う

に
意
識
化
し
、
具
体
化
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
伝
承
地
間
の
交
流
は
、
地
域
と
人
と
の
自
然
発
生
的
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
多
く
の
伝
承
地
の
人
び
と
は
、

互
い
の
情
報
を
交
換
し
交
流
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
地
域
の
伝
承
を
担
っ
て
き
た
人
々
、
あ
る
い
は
郷
土
史

家
が
高
齢
に
な
り
、
実
践
も
含
め
た
各
地
の
実
績
が
こ
の
ま
ま
次
世
代
に

受
け
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
情
報
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま

ま
に
消
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
見
過
ご
す
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
人
と
人
と
の
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繋
が
り
を
背
景
に
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視
点
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
意
識
的

に
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
始
め
て
い
る（

４
）。

口
承
文
芸
の
新
た
な
比
較
研
究

の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
も
、
民
俗
学
の
あ
ら
た
な
実
践
と
し
て

必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

注（
１
）	

こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
と
な
る
著
書
・
論
文
は
、『
徐
福
伝
説
考
』

（
一
九
九
一　

一
季
出
版
）、『
徐
福
論
―
い
ま
を
生
き
る
伝
説
―
』

（
二
〇
〇
四　

新
典
社
）、「
徐
福
伝
説
の
創
造
と
歴
史
的
変
容
―
福

岡
県
八
女
市
『
童
男
山
ふ
す
べ
』
を
通
し
て
―
」（『
愛
知
県
立
大

学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
3
号
、
二
〇
〇
二　

愛
知
県

立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
）、「
伝
説
に
み
る
伝
承
主
体
の

多
重
性
―
熊
野
市
波
田
須
の
徐
福
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
口
承

文
藝
研
究
』
26
号
、
二
〇
〇
三　

日
本
口
承
文
藝
学
會
）、「
百
済

王
伝
説
の
現
在
―
宮
崎
県
南
郷
村
の
師
走
祭
り
と
百
済
の
里
づ
く

り
に
お
け
る
渡
来
人
伝
説
―
」（『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
32

号
、
二
〇
〇
四　

日
本
昔
話
学
会
）、「
崑
崙
人
が
運
ん
だ
綿
の
種

―
『
歴
史
』
を
包
括
す
る
渡
来
人
伝
説
―
」（『
世
間
話
研
究
』
14
号
、

二
〇
〇
四　

世
間
話
研
究
会
）、「
百
済
王
伝
説
―
佐
賀
県
加
唐
島

の
武
寧
王
生
誕
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞　

創
ら
れ
る
伝
説
―
歴
史
意
識
と
説
話
―
』
10
月
号
、
二
〇
〇
五　

至
文
堂
）
等
で
あ
る
。

（
２
）	

地
名
調
査
以
前
は
徐
阜
村
と
表
記
し
て
い
た
。

（
３
）	

伝
承
主
体
は
、「
伝
説
の
管
理
者
」
と
い
う
形
で
限
定
さ
れ
て
き
た

伝
説
の
伝
承
者
に
対
し
て
、
伝
説
の
伝
承
に
主
体
的
に
関
わ
ろ
う

と
す
る
人
た
ち
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
個
人
も
あ
り
、
集

団
も
い
る
。
伝
承
主
体
に
つ
い
て
は
、
高
桑
守
史
氏
が
『
日
本
漁

民
社
会
論
考
―
民
俗
学
的
研
究
』（
一
九
九
四　

未
来
社
）
の
中
で
、

民
俗
学
が
「
地
域
社
会
に
お
け
る
集
団
性
に
注
目
」
し
て
き
た
ば

か
り
に
「
同
じ
地
域
社
会
の
中
で
も
、
多
様
な
人
生
が
存
在
し
て

き
た
と
い
う
事
実
へ
の
配
慮
」
が
漁
民
の
世
界
を
理
解
し
て
い
く

上
で
欠
落
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
積
極
的
に
こ
の
言
葉
を
用

い
て
い
る
。
筆
者
も
同
様
の
視
点
に
基
づ
く
が
、
伝
承
の
枠
組
み

を
考
え
る
上
で
は
、
一
つ
の
地
域
社
会
と
い
う
前
提
を
も
取
り
除

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
伝
承
主
体
へ
の

注
目
に
よ
っ
て
、
伝
説
そ
の
も
の
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
過
去
の
も

の
で
は
な
く
、
現
在
の
日
々
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
4
）	

二
〇
〇
六
年
度
ト
ヨ
タ
財
団
ア
ジ
ア
隣
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
助
成
を
受
け
、「
徐
福
伝
説
を
『
縁
』
と
し
た
地
域
と
人
と

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」（
助
成
番
号
Ｄ
06
―
Ｎ
―
036
）
を
進
め

て
い
る
。

（
つ
じ
・
し
ほ
／
愛
知
県
立
大
学
非
常
勤
講
師
）


