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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
の
再
編
成
」

口
承
文
芸
研
究
の
再
編
成
に
向
け
て

川 

森
　
博 

司
　 

二
〇
一
一
年
度
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
「
口
承
文
芸
研
究
の
再
編
成
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
。「
再
編
成
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
た
趣
旨
は
、「
口

承
文
芸
」
と
い
う
問
題
設
定
は
現
代
社
会
に
お
い
て
も
有
効
性
を
持
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
活
か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
口
承
文
芸
の
研
究
対
象
を
対
面

的
な
状
況
に
お
け
る
口
頭
の
言
語
伝
承
か
ら
拡
大
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
構
え
が
必
要
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
ね
ら
い
と
し
て
、
現
在
に
お
け
る
口
承
文
芸
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
あ
り
よ
う
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
現
在

の
状
況
に
対
応
し
た
研
究
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
従
来
と
は
異
な
っ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
モ
デ
ル
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
二

者
の
対
面
的
な
状
況
か
ら
見
る
と
、「
媒
介
」
を
経
た
状
況
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
媒
介
は
怪
談
本
と
い
う
書
物
で

あ
っ
た
り
、
町
お
こ
し
の
た
め
の
観
光
施
設
で
あ
っ
た
り
、
レ
コ
ー
ド
で

あ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
な
媒
介
を
含
ん
だ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
ど

の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
と
い
う
の
が
、
も
う
一
つ
の
問
い
か
け
た
い
課

題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
一
つ
は
、
一
九
九
六
年
の
大
林
太
良
に
よ

る
公
開
講
演
「
人
類
文
化
史
に
お
け
る
口
承
文
芸
」（
第
二
〇
回
口
承
文

芸
学
会
大
会
）
に
お
け
る
問
題
提
起
に
由
来
し
て
い
る
。
大
林
は
講
演
の

結
び
の
部
分
で
「
客
観
的
に
考
え
て
み
る
と
、
口
承
文
芸
は
そ
の
歴
史
的

使
命
を
終
え
、
口
承
文
芸
の
時
代
は
す
で
に
終
わ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
終

わ
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
が
事
実
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
大
林
は
「
口
承
文
芸
の
個
々
の
ジ
ャ

ン
ル
を
担
っ
て
来
た
社
会
的
集
団
、
あ
る
い
は
社
会
の
層
と
い
う
も
の
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
変
質
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
と

「
み
ん
な
が
文
字
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
［
大
林　

一
九
九
七　

二
四
］。
こ
の
大
林
の
主
張
は
真
剣
に
考
慮
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
筆
者
は
受
け
と
め
た
。
こ
の
口
承
文
芸
の
終
焉
の
主
張
か
ら
、
現

在
進
行
形
の
口
承
文
芸
の
時
代
は
終
わ
り
、
現
在
の
課
題
は
「
も
と
口
承

文
芸
」
の
記
録
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
出
て
く
る
。
た

し
か
に
、
こ
れ
も
口
承
文
芸
学
会
に
お
い
て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
く

べ
き
課
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、「
口
承
文
芸
」

と
い
う
研
究
の
視
点
は
、
現
在
進
行
形
の
研
究
対
象
に
つ
い
て
も
有
効
な

の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
大
衆
文
学
と
口
承
文

芸
の
境
界
線
を
、
観
光
用
の
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
記
載
さ
れ
た
伝
説
と
口
承

の
伝
説
の
境
界
線
を
、
録
音
さ
れ
た
音
声
資
料
と
文
字
に
記
述
さ
れ
た
口

承
資
料
の
境
界
線
を
、
そ
れ
ぞ
れ
再
交
渉
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

た
な
研
究
の
領
域
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

方
向
性
に
お
い
て
「
口
承
文
芸
」
と
い
う
視
点
の
有
効
性
を
問
う
こ
と
が
、
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こ
の
シ
ン
ポ
の
ね
ら
い
の
第
一
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、「
再
編
成
」と
い
う
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、『
口
承
文
芸
研
究
』

第
三
三
号
所
収
の
野
村
典
彦
の
書
評
に
触
発
さ
れ
た
。
そ
の
結
び
の
部
分
で

野
村
は
「
文
学
的
想
像
力
に
よ
っ
て
も
口
承
文
芸
研
究
の
再
編
が
企
て
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
の
前
提
に
は
、
益
田

勝
実
や
石
母
田
正
や
西
尾
光
一
の
説
話
文
学
論
か
ら
抽
出
し
た
口
承
文
芸

観
が
あ
る
。「
柳
田
の
「
口
承
文
芸
」
を
受
容
し
た
戦
後
の
説
話
文
学
研
究

の
底
辺
に
、「
貴
族
」
と
対
峙
す
る
「
階
級
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
り
、「
庶

民
」
が
い
き
い
き
と
行
動
す
る
「
人
間
ら
し
さ
」
の
追
求
が
あ
っ
た
」
と
野

村
は
ま
と
め
て
い
る
［
野
村　

二
〇
一
〇　

一
七
〇
］。
実
は
す
で
に
、
先

の
大
林
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
口
承
文
芸
学
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ス
ポ

ン
ス
が
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
口
承
文
芸
か
ら
「
文

芸
」
を
は
ず
し
て
、「
口
承
」
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す

る
立
場
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
木
史
人
は
「
口
承
研
究
」
と
い
う
研
究
の

枠
組
み
を
次
の
よ
う
に
提
唱
し
て
い
る
。

　
「
語
り
手
や
話
し
手
や
歌
い
手
と
そ
れ
を
聴
聞
す
る
人
と
の
間
に
起
こ
る

動
態
を
分
析
す
る
の
が
、「
口
承
研
究
」
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
口
承
」

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
、
日
々
取
り
囲
ま
れ
て

生
き
ら
れ
て
き
た
。
現
在
で
も
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
人
々
が
繋

が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、川
田
順
造
の「
情
報
伝
達
性
」「
行
為
遂
行
性
」「
演

技
性
」
な
ど
の
送
り
手
の
行
為
を
説
明
す
る
語
が
想
起
さ
れ
る
。
同
時
に
、

送
り
手
と
受
け
取
る
人
の
関
係
性
―
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
―
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
輻
輳
す
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
中
で
自
ら
の
身
体
を
も
そ
の
連
鎖
に
繰

り
込
み
な
が
ら
、「
口
承
」
の
動
態
を
分
析
す
る
の
が
、
筆
者
の
い
う
「
口

承
研
究
」
で
あ
る
。」［
高
木　

二
〇
〇
四　

一
五
六
］

こ
れ
は
一
つ
の
有
力
な
研
究
方
向
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。「
文
芸
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
固
定
的
な
研
究
対
象
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃

れ
て
、
研
究
対
象
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
一
方
で
、
文
字
の
文
芸
（
大
文
字
の
文
学
）
に
対
し
て
、
口
承
の
作
品

も
「
文
芸
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
込
め
ら
れ
た
問
題
意
識
の
ほ
う
に
も
、

現
代
的
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
野

村
典
彦
の
「
文
学
的
想
像
力
に
よ
っ
て
口
承
文
芸
研
究
を
再
編
す
る
」
と

い
う
呼
び
か
け
に
反
応
し
た
の
で
あ
っ
た
。

先
の
大
林
講
演
を
受
け
て
の
討
論
で
、
小
澤
俊
夫
は
「
口
で
語
る
と
い

う
こ
と
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。具
体
的
に
は
言
葉
遣
い
、話
の
構
成
、文
章
の
リ
ズ
ム
が
ど
う
か
、

と
い
う
内
部
の
様
式
に
つ
い
て
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
発
言

を
し
て
い
る
［
小
澤
他　

一
九
九
七　

二
九
］。「
口
承
研
究
」
が
外
部
の
状

況
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
に
重
点
を
置
い
た
研
究
を
お
こ
な
う
の
に
対
し
、
そ

れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、「
内
部
の
様
式
」
に
重
点
を
置
い
た
「
口
承
」
の

研
究
も
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
囲
炉
裏
端
の
昔
話
の
よ
う
な
、
か

つ
て
の
状
況
に
お
い
て
で
は
な
く
、
現
代
的
な
状
況
に
お
い
て
、
古
典
的
な

ジ
ャ
ン
ル
の
ゆ
ら
ぎ
を
見
据
え
な
が
ら
、
検
討
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
こ
の

シ
ン
ポ
の
組
織
者
で
あ
る
筆
者
が
、
口
承
の
作
品
も
「
文
芸
」
で
あ
る
と
い

う
柳
田
国
男
の
問
題
設
定
を
引
き
継
い
で
い
こ
う
と
し
た
道
筋
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
、
比
較
的
若
い
世
代
の
三
人
に
報
告
を
お
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願
い
し
た
。
ま
ず
、
飯
倉
義
之
は
、「
怪
談
」
を
「
談
」（
ハ
ナ
シ
の
文
芸
）

と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
を
試
み
た
。
民
俗
学
に
お
い
て
「
怪
異
」
は
、

心
意
現
象
部
門
の「
俗
信
」の
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、「
語

ら
れ
方
」
よ
り
も
語
ら
れ
た
内
容
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、「
語
ら
れ
方
」
に
焦
点
を
当
て
る
学
と
し
て
の
「
口
承
文
芸
学
」

の
役
割
を
飯
倉
は
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
加
原
奈
穂
子
は
、
吉
備
路
に
お
け
る
桃
太
郎
伝
説
の
活
用
を
事

例
と
し
て
、
口
承
文
芸
が
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
応
用
さ
れ
る
状
況
に
取
り
組

む
研
究
方
向
を
示
し
た
。
岡
山
に
お
い
て
「
桃
太
郎
の
地
域
シ
ン
ボ
ル
化
」

「
伝
説
の
定
型
化
と
簡
略
化
」
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、

文
化
財
担
当
部
署
と
観
光
担
当
部
署
の
間
に
史
跡
活
用
を
め
ぐ
っ
て
考
え

方
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
口
承
文
芸
が
再
利
用

さ
れ
て
い
く
状
況
に
は
、現
場
を
訪
ね
て
み
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
が
多
く
、

従
来
の
口
承
文
芸
の
採
集
と
は
異
な
る
、
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
あ

り
方
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
加
原
発
表
は
示
唆
し
て
い
た
。

最
後
に
、
真
鍋
昌
賢
は
、
浪
花
節
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
素
材
に
し
て
、

浪
花
節
の
「
声
」
の
受
容
の
さ
れ
方
を
検
討
し
た
。
Ｓ
Ｐ
を
聞
き
、
そ
れ

が
記
録
さ
れ
た
稽
古
本
を
も
と
に
し
て
、
ま
た
「
声
」
の
芸
が
再
生
産
さ

れ
て
い
く
と
い
う
入
り
組
ん
だ
状
況
の
分
析
を
「
語
り
芸
研
究
」
に
組
み

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
的
な
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
展
開
の
中
に
「
口
承

文
芸
研
究
」
を
位
置
づ
け
て
い
く
方
向
性
を
真
鍋
は
指
摘
し
た
。

以
上
、
三
者
の
発
表
か
ら
、「
語
ら
れ
方
」
に
注
目
す
る
口
承
文
芸
研
究

の
視
点
の
必
要
性
が
、
改
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
フ
ロ

ア
と
の
間
で
は
、現
代
的
な
状
況
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
、

特
に
そ
こ
で
研
究
者
の
果
す
役
割
と
、
口
承
文
芸
の
「
文
芸
」
と
い
う
側
面

の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
熱
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
研
究
者
の
現
場
へ
の
関

与
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
形
で
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
旨
の
意

見
が
多
く
出
さ
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
否
定
的
な
の
か
と
い
う
こ
と

自
体
、
地
元
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
ま

た
、文
芸
と
い
う
言
葉
の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
た
が
、

口
承
文
芸
学
会
に
お
い
て
は
、
表
現
の
レ
ベ
ル
に
こ
だ
わ
っ
た
検
討
が
欠
か

せ
な
い
と
い
う
方
向
性
は
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。問
題
は
、

何
を
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、そ
こ
に「
口

承
文
芸
の
再
編
成
」
の
課
題
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
議

論
の
展
開
・
発
展
を
願
っ
て
い
る
。
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