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二
〇
〇
六
年
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
は
設
立
三
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

三
〇
年
前
、
私
は
大
学
一
年
生
で
し
た
。
夏
に
は
初
め
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
赴
き
鳥
取
で
安
東
花
お
ば
あ
さ
ん
に
出
会
い
、
秋
に
は
日
本
女
子
大
学

の
小
澤
俊
夫
さ
ん
の
ゼ
ミ
に
訪
ね
関
敬
吾
先
生
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
余

談
な
が
ら
、
北
海
道
か
ら
上
京
し
た
私
が
し
た
初
め
て
の
調
べ
ご
と
は
、
ア

イ
ヌ
の
昔
話
に
つ
い
て
で
し
た
。
図
書
館
で
ど
ん
な
に
恐
れ
多
い
こ
と
か
も

知
ら
ず
に
、
知
里
真
志
保
著
作
集
や
出
た
ば
か
り
の
久
保
寺
逸
彦
著
『
オ
イ

ナ
・
聖
伝
の
研
究
』
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
三
〇
年
経
っ
た
二
〇
〇
六
年
六
月
に
白
百
合
女
子
大
学
で
、

三
〇
年
記
念
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
て
、
思
い
が
け
な
く
、
荻
原
眞

子
さ
ん
と
共
に
司
会
を
す
る
よ
う
に
と
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
じ
つ
は
、

夏
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、
あ
の
日
の
こ
と
を
思
い
返
そ
う
と
し
て

も
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
記
憶
は
ど
こ
か
に
ち
ら
ば
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
想
は
、
白
百
合
女
子
大
学
で
の
大
会
を
引
き

受
け
た
間
宮
史
子
さ
ん
と
中
村
と
も
子
さ
ん
が
立
て
た
も
の
で
し
た
。
ま

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
口
承
文
芸
研
究
の
こ
れ
か
ら

三
〇
年
前
の
ぼ
く
か
ら

　
三
〇
年
後
の
あ
な
た
へ高 

木
　
史 

人

た
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
大
枠
を
し
っ
か
り
と
導
い
て
い
た
の
は
会
長

の
荻
原
さ
ん
で
し
た
。
私
が
こ
こ
で
ご
報
告
を
す
る
の
は
、
本
来
、
場
違

い
な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
私
が
申
す
こ
と
に
は
誤
り
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
お
許
し
を
願
い
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
過

去
・
現
在
・
将
来
を
反
省
・
分
析
・
提
言
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
学
会
誕
生
時
の
研
究
を
野
村
純
一
さ
ん
に
振
り

返
っ
て
も
ら
い
、
研
究
の
現
状
を
酒
井
正
子
さ
ん
に
分
析
し
て
も
ら
い
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
の
あ
り
方
を
真
鍋
昌
賢
さ
ん
に
提
示
し
て
も
ら
う
。
パ

ネ
リ
ス
ト
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
人
選
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
、
当
初
は
「
第
一
世
代
、
第
二
世
代
、
第
三
世
代
」
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
世
代
へ
の
称
呼
に
は
、
違
和
感
が
あ
り

ま
し
た
。
た
し
か
に
同
時
代
精
神
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
心
の
傾
向
が
あ
る
こ

と
は
否
定
し
え
ま
せ
ん
。
知
識
や
学
問
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

竹
内
洋
『
教
養
主
義
の
没
落
』（
二
〇
〇
三
年
、
中
公
新
書
）
や
同
『
丸

山
真
男
の
時
代
』（
二
〇
〇
五
年
、
中
公
新
書
）
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
同
時
代
精
神
の
傾
向
や
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
鈍
感
で

は
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
誰
も
が
そ
の
傾
向
の
中
に
埋
没

し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
―
い
た
）
の
か
し
ら
ん
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す
。

い
つ
の
時
代
に
も
、
異
端
は
い
た
ん
で
す
、
き
っ
と
。

　

野
村
純
一
さ
ん
も
、
異
端
児
で
し
た
。「
話
型
」
研
究
が
主
流
だ
っ
た

時
代
に
、「
話
型
」
か
ら
一
歩
身
を
引
い
て
い
ま
し
た
。
昔
話
研
究
懇
話

会
だ
っ
た
か
し
ら
、
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
と
き
フ
ロ
ア
ー
か
ら
、
野
村
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さ
ん
が
、
私
は
話
型
に
は
情
熱
を
失
っ
た
人
間
で
す
か
ら
…
と
発
言
し
て
、

当
時
学
部
生
だ
っ
た
私
は
と
て
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
野

村
さ
ん
は
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
大
成
』
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
の
で

す
か
ら
。
も
し
私
が
「
話
型
」
に
つ
い
て
冷
徹
だ
と
み
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
お
そ
ら
く
あ
の
と
き
の
野
村
純
一
さ
ん
の
発
言
の
影
響
で
す
（
ほ
ん

と
う
は
大
好
き
な
ん
で
す
け
れ
ど
ね
）。

　

同
様
に
、
酒
井
正
子
さ
ん
も
只
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
楽
（
―
史
）

学
的
な
民
謡
研
究
（
音
楽
の
分
析
）
と
、文
学
（
―
史
）
的
な
民
謡
研
究
（
詞

章
の
分
析
）
と
に
引
き
裂
か
れ
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
主
流
を
競
っ
て
い
た

研
究
領
域
に
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
ず
、
し
か
も
ウ
タ
に
係
わ
る
研
究
者

の
自
分
や
現
代
の
社
会
の
影
響
を
も
含
み
こ
ん
だ
ウ
タ
社
会
の
多
面
体
の

あ
り
よ
う
を
長
期
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
ま
る

ご
と
描
き
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
描
き
出
す
の
に
は
、文
章
だ
け
で
は
な
く
、

あ
る
と
き
に
は
、
た
と
え
ば
学
会
の
例
会
じ
た
い
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
化

し
て
し
ま
う
よ
う
に
仕
掛
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に

い
う
「
ま
る
ご
と
」
が
素
朴
な
「
ま
る
ご
と
」
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、じ
つ
は
、

方
法
的
に
選
び
取
ら
れ
た「
ま
る
ご
と
」で
あ
り
ま
し
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

カ
ー
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
酒
井
さ
ん
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

他
者
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
、
い
わ
ば
、
醒
め
た
情
熱
の
持
ち
主
と
し
て
、

こ
の
世
代
の
中
で
は
、
か
な
り
異
端
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
て
、
真
鍋
昌
賢
さ
ん
は
領
域
が
お
も
し
ろ
い
。
従
来
、
語
り
物

の
末
裔
と
し
て
の
浪
曲
を
扱
っ
た
人
に
は
、
兵
藤
裕
己
さ
ん
が
い
ま
し
た

（『〈
声
〉
の
国
民
国
家
・
日
本
』）。
近
代
日
本
に
お
け
る
浪
曲
通
史
と
し
て

兵
藤
書
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
兵
藤
さ
ん
の
中
心
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
山
鹿

良
之
さ
ん
だ
っ
た
、
浪
曲
は
派
生
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
真
鍋
さ
ん
は
、
そ
れ
を
自
分
の
研
究
の
中
心
に
据
え
ま
し
た
。

柳
田
國
男
の「
口
承
文
芸
」か
ら
す
る
と
、考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
テ
ー

マ
を
扱
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
真
鍋
さ
ん
の
研
究
対
象
と
一
時
的
な
音
声

に
限
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
Ｓ
Ｐ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
二
次
的
な
音
声
の

分
析
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
大
切
な
押
さ
え
ど
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
、
ひ
と
月
放
置
し
ま
し
た
。
再
開
。

　

こ
の
、
只
者
で
は
な
い
異
能
の
三
人
が
話
し
合
う
の
だ
か
ら
、
司
会
は

と
て
も
楽
で
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
所
期
の
目
的
が
果
た
さ
れ
た

か
ど
う
か
は
、
当
日
参
加
の
会
員
各
々
で
判
断
し
て
く
だ
さ
い
（
飯
倉
義

之
さ
ん
方
の
感
想
（『
伝
え
』
三
九
号
）
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

　

最
後
に
、
司
会
者
の
ぼ
く
が
用
意
し
た
資
料
で
説
明
す
る
時
間
が
な
か
っ

た
も
の
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
当
日
配
布
し
た
資
料
中
の
一
枚
、

日
本
口
承
文
芸
学
会
理
事
の
変
遷
一
覧
表
で
す
。
こ
の
学
会
に
は
理
事
選
挙

で
連
続
三
選
禁
止
の
規
定
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
学
会
設
立
時
の
理
事
が
総

入
れ
替
え
に
な
る
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。
制
度
的
に
は
、
こ
れ
が
こ
の
学
会

が
今
ま
で
過
去
・
現
在
・
将
来
を
う
ま
く
シ
ャ
ッ
フ
ル
す
る
機
能
を
果
た
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
三
〇
年
前
の
ぼ
く
か
ら
三
〇
年
後
の
ま
だ
見
ぬ
あ
な

た
へ
と
う
ま
く
研
究
の
橋
渡
し
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
制
度
的
裏
付
け

が
重
要
だ
と
気
づ
い
た
の
で
、
一
言
申
し
添
え
ま
し
た
。

�

（
た
か
ぎ
・
ふ
み
と
／
名
古
屋
経
済
大
学
）


