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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
口
承
研
究
と
女
性

「
試
さ
れ
る
母
」

 
―
近
代
に
お
け
る
異
常
出
生
譚
の
受
容
と
展
開
―

山 

田
　
厳 

子
　

は
じ
め
に

　
「
女
の
本
、
と
題
し
て
も
よ
い
様
な
本
を
、
何
と
か
し
て
今
一
冊
は

残
し
た
い
と
い
ふ
念
願
を
、
久
し
い
以
前
か
ら
私
は
抱
い
て
居
た
。

さ
う
い
ふ
余
計
な
お
世
話
を
、
も
う
焼
く
に
は
及
ば
ぬ
と
知
つ
た
こ

と
が
、
こ
の
書
物
を
世
に
送
る
に
当
た
つ
て
の
、
ま
づ
大
き
な
一
つ

の
悦
び
で
あ
る
。
（
１
）」

　

敗
戦
後
の
一
九
四
六
年
に
、
柳
田
國
男
は
女
性
民
俗
研
究
会
に
『
女
の

本　

若
き
友
に
お
く
る
民
俗
学
』
と
い
う
本
を
朝
日
新
聞
社
か
ら
刊
行
さ

せ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
戦
前
か
ら
女
性
の
民
俗
学
徒
た
ち
を
育
て

て
い
た
柳
田
國
男
の
、「
女
の
本
」
へ
の
「
念
願
」
を
「
大
き
な
お
世
話
」

と
表
現
す
る
感
受
性
の
問
題
で
あ
る
。
柳
田
は
早
く
か
ら
、
女
性
の
出
産

と
子
育
て
、
文
芸
の
管
理
、
霊
的
な
役
割
な
ど
に
関
心
を
持
ち
、
積
極
的

に
発
言
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
女
性
の
問
題
を
女
性
に
返
す
、
と
い

う
姿
勢
が
読
み
と
れ
よ
う
（
２
）。

こ
れ
は
旅
人
よ
り
は
郷
土
人
を
そ
の
研
究
の

上
位
に
置
き
、
当
事
者
の
問
題
を
当
事
者
が
解
決
す
る
た
め
の
歴
史
研
究

を
め
ざ
し
た
柳
田
に
と
っ
て
は
当
然
の
論
理
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
３
）。

　

性
差
に
よ
っ
て
生
活
経
験
に
差
が
生
じ
る
領
域
で
は
、
聴
き
手
の
性
差

が
、
聞
き
書
き
の
成
否
を
分
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
女
性
の
民
俗
学

徒
を
育
て
る
必
要
を
柳
田
が
感
じ
て
い
た
の
は
、
こ
の
点
が
大
き
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
（
４
）。

　

筆
者
は
こ
こ
で
は
、「
出
産
」
と
い
う
話
題
を
取
り
上
げ
、「
口
承
」
研

究
の
視
座
か
ら
、〈
話
し
手
「
女
性
」
×
聞
き
手
「
女
性
」〉
と
い
う
組
み

合
わ
せ
が
、
何
を
可
能
に
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る「
出
産
」は
、

口
承
文
芸
研
究
に
は
お
な
じ
み
の
「
異
常
出
生
」
の
モ
チ
ー
フ
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
話
が
、
優
生
保
護
や
母
性
尊
重
と
い
っ
た
話

し
手
が
生
き
た
時
代
の
思
想
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
も
述
べ
て
み
た
い
。

一
　「
試
さ
れ
る
母
」

　

近
世
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
出
産
に
ま
つ
わ
る
制
度
、
技
術
、
心
意

の
変
化
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
（
５
）。

こ
れ
ら
の
問
題
を
、

女
性
の
研
究
者
た
ち
は
、
女
性
の
身
体
を
め
ぐ
る
「
権
力
」
の
問
題
と
し

て
捉
え
直
し
て
き
た
。
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一
九
世
紀
の
日
本
の
産
科
書
を
分
析
し
た
ス
ー
ザ
ン
・
Ｌ
・
バ
ー
ン
ズ

は
、
妊
娠
中
の
「
胎
教
」
と
「
保
養
」
と
い
っ
た
思
想
を
受
容
し
た
結
果
、

妊
娠
と
出
産
は
「
単
な
る
生
物
学
的
事
実
で
は
な
く
、道
徳
的
秩
序
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
世
界
の
な
か
で
、
女
性
の
位
置
が
決
定
さ
れ
告
知
さ
れ
る

裁
決
の
瞬
間
」
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
〔
バ
ー
ン
ズ　

一
九
九
一
〕。
本

田
和
子
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、「
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
身
体
は
、
こ

の
時
、
母
と
な
る
人
の
成
績
表
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
の
小
さ
な
身
体
に

母
な
る
人
が
妊
娠
時
の
禁
忌
を
守
っ
た
か
否
か
を
刻
印
さ
れ
て
、
一
種
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て
出
現
す
る
」
の
で
あ
る
〔
本
田　

一
九
九
三
〕。

　

生
ま
れ
児
に
よ
っ
て
母
親
の
正
邪
が
試
さ
れ
る
と
い
う
思
想
は
、
近
代

以
降
の
、
見
世
物
の
口
上
な
ど
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は

ケ
ッ
カ
イ
と
呼
ば
れ
る
毛
だ
ら
け
の
子
ど
も
と
称
す
る
見
世
物
（
そ
の
正

体
は
南
洋
の
猿
）
の
口
上
の
中
に
、
母
親
の
プ
ラ
ン
バ
シ
ー
を
暴
く
か
の

よ
う
な
語
り
口
や
、「
不
倫
な
婦
人
が
生
む
と
こ
ろ
の
因
果
児
」
と
い
っ

た
説
明
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
口
上
の
上
で
子
ど
も
は
母
親
の
道
徳
的
退

廃
の
象
徴
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
〔
山
田　

二
〇
〇
三
〕。

　

日
本
で
は
明
治
一
七
年
に
高
橋
良
男
の
『
日
本
人
種
改
造
論
』
が
出
て
、

明
治
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
に
は
優
生
学
的
な
議
論
が
さ
か
ん
に
な

る
。
ケ
ッ
カ
イ
の
見
世
物
は
、同
時
代
の
思
想
、す
な
わ
ち「
優
生
思
想
」「
人

種
改
良
」「
衛
生
的
な
出
産
」「
健
康
な
子
ど
も
」
な
ど
の
す
べ
て
の
陰
画

と
な
っ
て
お
り
、
多
義
的
で
暗
示
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
（
６
）。

　

生
ま
れ
児
に
よ
っ
て
、
母
親
の
正
邪
が
試
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
話
型
が

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。『
山
梨
日
日
新
聞
』
昭

和
一
五
年
八
月
二
五
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
戦
時
下
で
自
粛
し
て
い
た
火

祭
り
を
、
規
模
を
小
さ
く
し
て
執
行
し
た
い
と
願
う
浅
間
神
社
の
氏
子
た

ち
は
次
の
よ
う
な
論
理
を
示
し
た
と
い
う
。
祭
神
木
花
咲
耶
媛
命
が
、
夫

か
ら
貞
操
を
疑
わ
れ
た
た
め
、
産
屋
に
火
を
放
ち
、「
自
若
と
し
て
無
事

を（
マ
マ
）男

子
を
挙
げ
た
と
い
う
古
事
記
の
物
語
り
を
受
け
継
い
で
」「
日
本
女

性
の
強
く
正
し
い
事
を
伝
え
る
縁
起
か
ら
執
行
ふ
火
祭
り
だ
け
に
」
と
戦

時
下
で
の
執
行
の
正
当
性
を
主
張
し
た
〔
久
野　

二
〇
〇
四
〕。
こ
の
神

話
で
は
、
異
常
な
状
況
で
の
、
正
常
な
出
産
が
「
神
の
子
」（
夫
、
邇
邇

芸
命
の
子
）
を
産
ん
だ
証
明
に
な
り
、母
の
貞
操
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
神
話
の
引
用
は
、
祭
祀
の
執
行
が
時
局
に
と
っ
て
む
し
ろ
好
ま

し
い
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
住
民
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
こ
で
、「
生
ま
れ
児
に
よ
っ
て
母
の
悪
が
露
見
す
る
／
生
ま

れ
児
に
よ
っ
て
母
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
話
を
仮
に
「
試

さ
れ
る
母
」
の
話
柄
と
名
付
け
て
お
き
た
い
。

二
　「
異
常
出
生
譚
」
と
は
何
か

　

先
の
、
火
中
で
分
娩
し
た
と
い
う
木
花
咲
耶
媛
命
の
故
事
は
異
常
出
生

譚
で
あ
る
が
、
毛
だ
ら
け
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
見
世
物
の
口

上
も
ま
た
異
常
出
生
譚
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る（「
異
常
」と
は
こ
こ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
の
文
脈
で
、
稀
少
な
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
レ
ッ

テ
ル
を
貼
ら
れ
た
存
在
を
指
し
、
何
ら
か
の
価
値
づ
け
を
伴
う
も
の
で
は
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な
い
）。

　

筆
者
は
異
常
出
生
譚
と
は
、
次
の
四
つ
の
要
素
の
い
ず
れ
か
を
含
む
物

語
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
〔
山
田　

一
九
八
七
〕。「
Ａ　

懐
妊
の
異
常
」「
Ｂ　

妊
娠
中
の
状
況
の
異
常
」「
Ｃ　

出
産
の
状
況
の
異
常
」「
Ｄ　

生
ま
れ
児
の
異
常
」。

　
「
母
の
異
常
」
と
「
子
の
異
常
」
の
ど
ち
ら
に
力
点
を
置
く
か
で
、
同

じ
話
柄
で
も
多
様
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
く
る
。
柳
田
國
男
は
、
昔
話
の
異

常
児
誕
生
譚
を
「
小
さ
子
神
」
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
た
が
、
子
育
て
幽

霊
や
弁
慶
、
老
子
の
説
話
に
つ
い
て
は
、「
女
は
幾
人
も
の
子
を
持
つ
べ

き
で
あ
る
の
に
非
凡
の
子
を
得
ん
為
に
は
、
其
全
力
を
費
や
し
て
了
は
ね

ば
な
ら
な
ん
だ
」
と
、
非
凡
の
子
を
持
つ
た
め
の
尊
い
母
の
犠
牲
を
強
調

し
て
い
る
〔
柳
田　

一
九
二
〇
〕。

　

異
常
出
生
の
モ
チ
ー
フ
は
、
母
性
を
語
る
美
談
、
貴
種
の
誕
生
を
説
く

説
話
か
ら
不
倫
の
噂
ま
で
、
自
在
に
姿
を
変
え
て
引
用
さ
れ
て
い
く
と
い

え
る
。

三
　
世
間
話
と
い
う
方
法

　

こ
こ
で
は
「
異
常
出
生
譚
」
と
し
て
、
世
間
話
の
中
で
聞
く
こ
と
の

で
き
る
ケ
ッ
カ
イ
と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
の
出
生
の
話
題
を
扱
う
。
ケ
ッ

カ
イ
と
は
先
に
述
べ
た
近
代
以
降
の
見
世
物
の
名
前
で
あ
る
と
同
時
に
、

一
四
五
四
年
の
古
辞
書
『
撮
壌
集
』「
病
疾
類
」
に
「
血
ケ
ツ
ク
ワ
イ
塊
」
と
あ
る
の

を
は
じ
め
、
主
に
産
科
書
の
中
で
「
妊
娠
と
紛
ら
わ
し
い
病
気
」
と
し
て

知
ら
れ
て
き
た
〔
山
田　

二
〇
〇
〇
〕。
そ
れ
ら
が
、唱
導
の
話
材
や
随
筆
、

読
み
本
で
扱
わ
れ
る
時
に
は
、
よ
り
「
劇
的
」
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く

こ
と
も
既
に
述
べ
た
〔
山
田　

一
九
九
九
〕。

　

現
在
、
筆
者
の
調
査
を
含
め
、
既
に
報
告
が
あ
る
ケ
ッ
カ
イ
の
口
承
の

資
料
は
お
よ
そ
明
治
二
二
年
か
ら
大
正
一
四
年
に
生
ま
れ
た
男
女
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
話
し
手
の
話
は
、
見
世
物
の
ケ
ッ
カ
イ
の

影
響
と
、「
瘀
血
」「
古
血
」
な
ど
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
扱
う
産
科
書
の

「
血
塊
」
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
あ
る
幅
の
中
に
収
ま
る
形
で
多
様
な
解

釈
を
行
っ
て
い
た
〔
山
田　

一
九
八
五
〕。

　

筆
者
は
か
つ
て
世
間
話
と
い
う
方
法
を
問
う
論
攷
の
中
で
、
調
査
と
い

う
括
り
を
は
ず
し
た
時
に
、
聴
き
手
は
ど
の
よ
う
な
資
格
で
話
を
聞
い
て

い
る
の
か
、
と
問
う
た
こ
と
が
あ
る
〔
山
田　

一
九
九
七
〕。
こ
こ
で
筆

者
の
性
別
が
「
異
常
出
生
」
と
い
う
話
題
を
聞
く
時
に
、
談
話
の
場
で
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ケ
ッ
カ
イ
と
い
う
話
題
に
つ
い
て
、
潮
地
悦
三
郎
、
井
田
安
雄
、
神
野
善

治
、
榎
本
直
樹
、
堀
内
真
ら
の
男
性
も
調
査
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
い
く
つ

か
の
話
は
、
調
査
報
告
書
な
ど
に
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
井
田　

一
九
九
〇
、
榎

本　

一
九
八
九
、
潮
地　

一
九
七
九
、
堀
内　

一
九
八
八
〕。
ま
た
こ
の
話

柄
は
男
性
も
知
っ
て
お
り
、
女
性
だ
け
が
知
る
話
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
現
在
知
ら
れ
て
い
る
八
二
例
の
報
告
の
う
ち
、
話
者
の
性
別
が
分
か
っ
て

い
る
も
の
は
、
女
性
が
四
三
例
、
男
性
が
十
一
例
と
圧
倒
的
に
女
性
の
話
し

手
が
多
い
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
女
性
で
あ
る
筆
者
が
男
性
か
ら
聞
い
た
話
を
検
討
し

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
筆
者
は
五
人
の
男
性
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
て
い
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る
。

　

東
京
都
板
橋
区
出
身
の
明
治
三
七
年
生
ま
れ
の
男
性
は
、
体
の
中
に
古

い
血
が
残
っ
て
い
た
の
が
、
集
ま
っ
て
子
ど
も
の
形
を
し
て
生
ま
れ
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
れ
が
ケ
ッ
カ
イ
と
い
う
も
の
で
、
何
か
悪
い
こ
と
を
す
る

ら
し
い
、
と
い
う
。
山
梨
県
富
士
吉
田
市
浅
間
町
の
大
正
五
年
生
ま
れ
の

男
性
は
、「
ケ
ッ
カ
イ
と
は
、
月
の
も
の
が
異
常
に
発
達
し
て
、
そ
れ
が

い
く
つ
も
い
く
つ
も
固
ま
っ
た
も
の
を
産
む
わ
け
だ
。
動
物
み
た
い
で
逃

げ
る
と
か
何
と
か
言
っ
た
あ
け
ど
。
早
く
と
っ
つ
か
ま
え
て
埋
め
る
と
か

殺
す
と
か
聞
い
た
あ
け
ん
ど
な
」
と
答
え
た
。
こ
れ
ら
は
「
古
血
」
や
「
瘀

血
」
の
知
識
が
入
り
こ
ん
で
い
る
ケ
ッ
カ
イ
の
話
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

南
都
留
郡
忍
野
村
出
身
の
大
正
一
四
年
生
ま
れ
の
男
性
は
、
ケ
ッ
カ
イ

と
い
う
「
猫
の
よ
う
な
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
も
の
」
が
生
ま
れ
る
と
、
す
ぐ

に
出
て
行
っ
て
し
ま
う
と
い
い
、
そ
う
す
る
と
親
の
命
が
危
な
い
の
で
、

殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
お
産
の
時

に
は
人
が
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
聞
い
た
と
い
う
。
富
士
吉
田

市
新
屋
の
明
治
四
〇
年
生
ま
れ
の
男
性
は
、「
葡
萄
の
よ
う
な
も
の
」
が

生
ま
れ
、「
火
の
中
に
転
が
り
込
も
う
と
す
る
」
の
で
、
そ
う
す
る
と
親

の
命
が
危
う
い
た
め
、
産
室
に
槐
の
木
を
用
意
し
て
お
い
て
殴
っ
て
殺
す

と
語
っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
出
産
の
際
の
用
心
で
こ
の
話
を
し
め
く
く
っ

た
。

　

大
正
一
二
年
生
ま
れ
の
上
吉
田
の
男
性
は
、
ケ
ッ
カ
イ
の
話
を
工
場
で

仲
間
か
ら
聞
い
た
と
言
っ
て
い
た
。
葡
萄
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
、

す
ぐ
に
跳
び
出
し
、
水
を
飲
む
と
母
親
の
命
が
危
な
い
の
で
殺
し
て
し
ま

う
、
と
語
っ
て
い
た
。
男
性
の
話
し
手
た
ち
は
、
こ
の
話
題
を
家
族
か
ら

聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
女
性
の
話
し
手
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
母
―
娘
と
い
う
経

路
の
伝
達
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
榎
本
直
樹
氏
は
埼
玉
県
大
里
郡
大
里

村
（
現
熊
谷
市
）
の
大
正
二
年
生
ま
れ
の
女
性
か
ら
、
ケ
ッ
カ
イ
の
話
を

聞
き
、
こ
の
女
性
は
こ
の
話
を
母
親
か
ら
聞
い
て
い
た
。

　
（
お
産
を
す
る
と
き
は
）
冬
で
も
蚊
帳
つ
っ
と
く
も
ん
だ
っ
て
。「
な

ん
で
、
お
っ
か
や
ん
」
つ
て
聞
い
た
ら
、
そ
う
し
た
ら
ね
、「
な
に
が

生
ま
れ
る
が
な
わ
か
ん
ね
エ
か
ら
、
蚊
帳
つ
っ
と
く
ん
だ
」
っ
て
。
そ

う
い
う
話
、
親
に
聞
い
た
っ
た
よ
〔
榎
本　

一
九
八
九
〕。

　

こ
こ
で
は
「
異
常
」
へ
の
用
心
と
し
て
母
か
ら
娘
に
こ
の
話
が
伝
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

群
馬
県
群
馬
郡
新
田
町
市
野
井
（
現
太
田
市
）
の
明
治
二
六
年
生
ま
れ

の
女
性
は
、
ケ
ッ
カ
イ
は
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
水
瓶
の
水
を
飲
む
の
で
、
水

瓶
の
蓋
を
し
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
女
性
は
、

姑
に
風
呂
に
入
る
た
び
に
こ
の
こ
と
を
注
意
さ
れ
た
と
い
う
（
井
田
安
雄

氏
ご
教
示
）。

　

こ
こ
に
は
女
性
同
士
の
「
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
伝
達
」
と
し
て
の
世

間
話
の
機
能
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

筆
者
は
ケ
ッ
カ
イ
の
話
群
が
、
異
常
へ
の
対
処
法
を
示
す
語
り
口
を
備

え
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
て
き
た
〔
山
田　

一
九
八
五
〕。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
「
語
り
口
」
で
は
、「
あ
り
得
る
も
の
」
と
し
て
「
異
常
」
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
て
き
た
〔
山
田　

二
〇
〇
三
〕。
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ケ
ッ
カ
イ
の
話
の
中
に
は
妊
娠
中
の
母
親
の
行
動
に
そ
の
原
因
を
求

め
た
り
、「
未
婚
の
娘
が
子
ど
も
を
産
み
た
い
産
み
た
い
と
思
っ
て
い
る

と
生
ま
れ
る
」（
群
馬
県
旧
群
馬
郡
新
田
町 

井
田
安
雄
氏
ご
教
示
）
な

ど
、
暗
に
婚
外
の
出
産
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た
、
親
の
罪
業
や
家
の
差
別
と
結
び
つ
け
る
も
の
も
あ
る
〔
山
田　

一
九
九
九
〕。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
話
は
「
産
む
立
場
」
の
女
性
た
ち
が
、
女
性
で
あ

る
筆
者
に
語
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

筆
者
は
世
間
話
に
は
「
体
験
」
の
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と

考
え
て
き
た
〔
山
田　

一
九
九
七
〕。「
異
常
出
生
譚
」
は
、
女
性
た
ち
の

世
間
話
の
中
で
は
、
単
な
る
「
奇
事
異
聞
」
で
は
な
く
、「
危
険
へ
の
心

が
ま
え
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
伝

達
の
中
で
、「
危
険
を
共
有
し
あ
う
仲
間
」
と
し
て
の
結
び
つ
き
を
強
め

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

筆
者
も
ま
た
、
ケ
ッ
カ
イ
の
話
を
聞
い
た
後
に
、「
そ
う
い
う
変
わ
っ

た
も
の
が
出
た
人
も
昔
あ
る
か
ら
、
そ
だ
か
ら
、
お
産
の
時
に
は
大
勢
近

寄
ら
せ
る
じ
ゃ
な
い
」（
富
士
吉
田
市
白
糸
町　

明
治
三
六
年
生
ま
れ
の

女
性
）
と
か
、「
産
ん
で
み
な
け
り
ゃ
、
何
を
産
む
か
分
か
ら
な
い
、
と

こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
」（
富
士
吉
田
市
大
明
見　

明
治
三
九
年
生

ま
れ
の
女
性
）
と
か
教
え
ら
れ
て
き
た
。

　

調
査
当
時
、
筆
者
は
若
い
女
性
で
あ
り
、
話
し
手
た
ち
に
と
っ
て
は
筆

者
は
孫
の
世
代
に
あ
た
っ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
は
「
調
査
」
で
あ
っ
た
も

の
が
、
話
し
手
に
と
っ
て
は
、「
年
下
の
女
性
」
へ
の
警
告
や
忠
告
で
あ
っ

た
場
合
も
あ
り
得
る
。

　

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
情
報
伝
達
で
あ
る
世
間
話
は
、「
時
代
」
の
思
想

に
影
響
を
受
け
る
側
面
と
「
時
代
」
の
思
想
を
対
象
化
で
き
る
側
面
が
あ

る
。「
試
さ
れ
る
母
」
の
思
想
は
ケ
ッ
カ
イ
を
語
っ
た
話
し
手
た
ち
に
と
っ

て
は
同
時
代
の
思
想
で
あ
っ
た
が
、
若
い
女
性
で
あ
る
筆
者
へ
の
話
に
は
、

そ
の
部
分
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
話

を
語
っ
た
女
性
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
を
内
面
化
し
て
語
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
え
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

人
々
に
よ
く
な
じ
み
人
口
に
膾
炙
し
た
「
異
常
出
生
譚
」
の
モ
チ
ー
フ

は
、「
健
康
な
子
ど
も
」「
望
ま
し
い
出
産
」
な
ど
の
陰
画
と
な
り
得
る
と

同
時
に
、「
母
の
犠
牲
」「
母
性
の
勝
利
」
な
ど
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
も
利

用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
話
は
、
性
差
に
よ
っ
て
受
容
の

仕
方
に
差
異
が
生
じ
る
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
育
っ
た
時
代
や
階
層
な
ど
、
い
く
つ
も
の
変
数
を
入
れ
て
考
え
る
べ
き

こ
と
で
も
あ
る
。

　
「
口
承
」
研
究
の
中
で
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
関
係
性
に
注
目
し
て
、

ど
の
よ
う
な
関
係
性
に
よ
っ
て
聞
き
取
り
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う「
問
い
」が
成
立
す
る
。
そ
の
中
に「
性
差
」の
問
題
は
入
り
込
ん
で
く
る
。

し
か
し
、「
性
差
」
は
「
話
し
手
」
と
「
聞
き
手
」
の
属
性
の
一
部
に
過

ぎ
な
い
。
聞
き
手
の
属
性
の
中
で
何
を
優
位
と
す
る
の
か
は
、
話
し
手
が
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決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
属
性
が
優
位
に
な
る
か
は
話

題
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
さ
ら
に
は
、
ど
の
よ
う
な
話
を
ど
の
程
度
ま

で
語
る
か
は
、
属
性
以
上
に
関
係
性
の
つ
く
り
方
が
問
題
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
好
奇
な
話
題
や
「
怪
談
」
と
遇
さ
れ
て
き
た
ケ
ッ
カ
イ
の
誕

生
と
い
う
話
題
を
、
話
の
場
に
戻
し
て
み
て
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
こ
の

話
が
何
で
あ
っ
た
か
、
と
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
聞
き
手
の

「
性
」
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
ら
の
世
間
話
の
聞
き
取
り
の
際
に
、
女
性
た
ち
の
群
れ
に

「
新
参
者
」
と
し
て
紛
れ
込
ま
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
話

を
し
て
い
る
途
中
に
話
し
手
が
、
ふ
と
、
娘
や
仲
間
に
話
す
よ
う
に
話
し

て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
〈
話
し
手
「
女
性
」
×
聞
き
手
「
女
性
」〉

と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
可
能
に
し
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

世
間
話
研
究
に
お
い
て
は
、女
性
の
聞
き
手
は
、女
性
の
「
話
」
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
、「
話
題
」
に
よ
っ
て
同
性
が
結
び
つ
い
て
い
く
様

子
を
確
か
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
断
絶
を

も
見
極
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
話
題
」
を
共
有
し
な
い
層
へ

着
目
す
る
こ
と
で
、
性
差
以
外
の
属
性
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
、
が
今

後
求
め
ら
れ
て
い
く
と
い
え
る
。

注（
１
） 

柳
田
國
男
「
序
」〔
女
性
民
俗
研
究
会
編　

一
九
四
六
〕

（
２
） 

育
児
は
女
性
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
女
性
の
責
任
に

帰
さ
れ
る
傾
向
が
、
近
代
以
降
強
ま
っ
た
〔
沢
山　

一
九
八
七
〕。

民
俗
学
の
研
究
が
、
固
定
さ
れ
た
項
目
に
の
み
女
性
へ
の
注
目
が

集
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
坪
井
洋
文
を
は
じ
め
多
く
の

批
判
が
あ
る
〔
坪
井　

一
九
八
五
〕。

（
３
） 

し
か
し
、
こ
の
「
序
」
自
体
の
や
や
皮
肉
な
ト
ー
ン
は
、「
大
き
な

お
世
話
」
と
い
う
表
現
が
、
一
通
り
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
も
感

じ
さ
せ
る
。

（
４
） 

柳
田
は
ま
た
女
性
の
語
り
手
の
心
情
を
く
み
取
っ
て
聞
く
、
女
性

の
民
俗
研
究
者
の
出
現
を
期
待
し
た
〔
山
田　

二
〇
〇
七
〕。

（
５
） 〔
首
藤　

一
九
九
一
ａ　

ｂ
〕〔
沢
山　

一
九
九
八
、二
〇
〇
五
〕〔
落

合　

一
九
八
九
〕〔
大
田　

二
〇
〇
七
〕
な
ど
。

（
６
） 

筆
者
は
〔
山
田　

二
〇
〇
三
〕
に
お
い
て
、
見
世
物
が
も
て
は
や

さ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
に
は
懐
古
趣
味
と
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ

ン
ス
が
時
代
の
嗜
好
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

参
考
文
献

井
田
安
雄　
「
人
生
儀
礼
」『
新
田
町
誌
』
第
五
巻　

一
九
九
〇
年

榎
本
直
樹
編　
『
埼
玉
県
大
里
郡
大
里
村
の
口
承
文
芸
』
一
九
八
九
年　

私
家
版

太
田
素
子　
『
子
宝
と
子
返
し　

近
世
農
村
の
家
庭
生
活
と
子
育
て
』
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二
〇
〇
七
年　

藤
原
書
店

落
合
恵
美
子　
『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
一
九
八
九
年　

勁
草
書
房

沢
山
美
果
子　
「
近
代
的
母
親
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
―

一
八
九
〇
～
一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
育
児
論
の
展
開
―
」『
歴
史
評

論
』
四
四
三
号　

一
九
八
七
年　

校
倉
書
房

同　
『
出
産
と
身
体
の
近
世
』
一
九
八
九
年　

勁
草
書
房

同　
『
性
と
生
殖
の
近
世
』
二
〇
〇
五
年　

勁
草
書
房

潮
地
悦
三
郎　
「
人
生
儀
礼
」『
惣
右
衛
門
の
民
俗
』
戸
田
市
史
民
俗
調
査

報
告
書
第
四
集　

一
九
七
九
年

首
藤
美
香
子　
「「
産
む
」
身
体
の
近
代
―
江
戸
中
期
に
お
け
る
産
科
術
の

革
新
―
」『
現
代
思
想
』
一
九
巻
三
号
、
一
九
九
一
ａ

同　
「
母
子
関
係
性
の
誕
生
―
江
戸
中
期
に
お
け
る
産
科
術
の
革
新
―
」

原
ひ
ろ
子
・
舘
か
お
る
編
『
母
性
か
ら
次
世
代
育
成
力
へ
―
産
み
育
て

る
社
会
の
た
め
に
』
新
曜
社
、
一
九
九
一
ｂ

女
性
民
俗
研
究
会
編　
『
女
の
本　

若
き
友
に
お
く
る
民
俗
学
』
一
九
四
六

年　

朝
日
新
聞
社

坪
井
洋
文　
「
序
章
」
宮
田
登
他
編
『
日
本
民
俗
学
大
系　

家
と
女
性
』

一
九
八
五
年　

小
学
館

バ
ー
ン
ズ
／
ス
ー
ザ
ン
・
Ｌ　
「
権
力
・
知
・
再
生
す
る
身
体
―
近
世
日
本

の
産
科
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
み
す
ず
』
三
六
八
号
、
一
九
九
一
年

久
野
俊
彦　
「
付
録　

第
二
節
」
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
課

編
『
吉
田
の
火
祭
り
』
二
〇
〇
四
年

堀
内
真　
「
口
承
文
芸
」『
鳴
沢
村
史
』
第
二
巻　

一
九
八
八
年

本
田
和
子　
「
情
報
と
し
て
の
「
母
子
」
の
発
見
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
五
四
集　

一
九
九
三
年

柳
田
國
男　
『
赤
子
塚
の
話
』
一
九
二
〇
年　

玄
文
社　
『
柳
田
國
男
全
集
』

３　

一
九
九
七
年　

筑
摩
書
房

山
田
厳
子　
「
産
怪
の
伝
承
―
ケ
ッ
カ
イ
の
諸
相
―
」
昔
話
研
究
懇
話
会

編
『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
一
四
号　

一
九
八
五
年　

三
弥
井
書
店

同　
「
異
常
児
誕
生
の
伝
承
―
昔
話
の
異
常
児
誕
生
譚
」『
東
洋
大
学
大
学

院
紀
要
』
第
二
三
集　

文
学
研
究
科　

一
九
八
七
年　

東
洋
大
学

同　
「
異
常
児
誕
生
を
め
ぐ
る
世
間
話
―
ケ
ッ
カ
イ
の
伝
承
―
」
社
会
民

俗
研
究
会
編
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
一
号　

一
九
八
八
年
（
飯
島
吉
晴

編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
一
〇　

民
話
の
世
界
―
常
民
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
』
一
九
九
〇
年
に
再
録
）

同　
「
世
間
話
と
聞
き
書
き
と
」『
岩
波
講
座
日
本
文
学　

第
一
七
巻
』

一
九
九
七
年　

岩
波
書
店

同　
「
産
室
の
外
へ
―
ケ
ッ
カ
イ
の
行
方
―
」
世
間
話
研
究
会
編
『
世
間

話
研
究
』
第
九
号　

一
九
九
九
年

同　
「
産
科
書
の
中
の
「
血
塊
」」
世
間
話
研
究
会
編
『
世
間
話
研
究
』
第

一
〇
号　

二
〇
〇
〇
年

同　
「
見
世
物
と
し
て
の
ケ
ッ
カ
イ
」
弘
前
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
弘

前
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
四
号　

二
〇
〇
三
年

同　
「
聴
く
力
―
丸
山
久
子
の
昔
話
調
査
―
」
日
本
口
承
文
芸
学
会
編
『
口

承
文
芸
研
究
』
第
三
〇
号　

二
〇
〇
七
年

 

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）


