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第
六
三
回
例
会
記
録

民
話
の
時
代
と
〈
口
承
〉：

一
九
五
〇
年
代
の
民
話
運
動
と
民
俗
学

重 

信　

幸 

彦

第
六
三
回
例
会
は
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
八
日
に
標
記
の
テ
ー
マ
で
実

施
さ
れ
た
が
、
直
前
に
、
登
壇
予
定
で
あ
っ
た
岩
本
通
弥
氏
が
体
調
不
良
の

た
め
、
登
壇
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
タ
イ
ト
ル

と
趣
旨
を
変
更
せ
ず
、
急
遽
、
登
壇
者
の
み
を
変
更
し
て
実
施
し
た
。

１
、「
口
承
」
を
周
縁
化
し
た
日
本
の
民
俗
学

当
初
、
ど
の
よ
う
な
企
画
を
構
想
し
て
い
た
か
、
例
会
の
案
内
文
を
以

下
に
示
す
。

　

口
承
文
芸
学
と
民
俗
学
、
こ
の
二
つ
は
一
見
近
い
よ
う
に
見
え
て
、

日
本
で
は
両
者
の
懸
隔
は
決
し
て
小
さ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

か
つ
て
民
俗
学
の
な
か
で
で
つ
く
ら
れ
た
概
説
書
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

が
、
し
ば
し
ば
社
会
伝
承
を
中
心
に
位
置
づ
け
、
最
後
に
口
承
文
芸

と
芸
能
伝
承
（
民
俗
芸
能
）
を
配
置
し
て
い
た
構
成
そ
の
も
の
に
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
民
俗
学
は
、
口
承
文
芸
学
を
一

つ
の
閉
ざ
さ
れ
た
研
究
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
一
方
で
、
民

俗
学
と
い
う
学
の
根
幹
に
関
わ
る
「
口
承
」
や
「
語
り
」
と
い
う
問

い
を
、
周
縁
化
し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
近
、
民
俗
学
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
ラ
イ
フ
・
ス

ト
ー
リ
ー
を
方
法
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
改
め
て

「
口
承
」
や
「
語
り
」
を
、
学
の
方
法
の
中
核
に
位
置
づ
け
直
そ
う

と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
社
会
学
な

ど
の
議
論
は
参
照
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
「
口
承
」
そ
し
て

「
語
り
」
と
い
う
問
い
に
む
き
あ
っ
て
き
た
口
承
文
芸
学
の
蓄
積
は
、

十
分
に
参
照
さ
れ
な
い
ま
ま
の
よ
う
で
す
。

　

今
回
の
例
会
で
は
、
日
本
の
民
俗
学
に
お
い
て
「
口
承
」
と
い
う

問
い
が
周
縁
化
さ
れ
て
い
っ
た
一
つ
の
契
機
を
、
一
九
五
〇
年
代
の

民
話
運
動
と
民
俗
学
と
の
関
係
性
の
な
か
に
さ
ぐ
り
ま
す
。
今
日
か

ら
見
て
も
実
践
的
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
可
能
性
を
具
体
化
し
つ
つ

あ
っ
た
当
時
の
民
話
運
動
に
対
し
て
、
な
ぜ
か
柳
田
国
男
を
中
心
と

す
る
民
俗
学
は
、
あ
ま
り
積
極
的
な
関
心
を
示
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

ま
ず
岩
本
通
弥
氏
（
東
京
大
学
）
に
、
一
九
五
〇
年
代
に
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
を
整
え
始
め
る
民
俗
学
が
、
民
話
運
動
と
距
離

を
と
ろ
う
と
す
る
な
か
で
、「
口
承
」
と
い
う
問
い
を
い
か
に
周
縁

化
し
て
し
ま
っ
た
か
、
そ
の
過
程
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
次

に
野
村
典
彦
氏
（
本
会
会
員
）
に
、
民
話
運
動
の
な
か
で
具
体
化
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
「
口
承
」
と
い
う
問
い
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
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討
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

報
告
１　

民
俗
学
と
〈
口
承
〉：
そ
の
周
縁
化
と
関
敬
吾

 

岩
本
通
弥

　

報
告
２　

聞
書
：
民
話
（
は
な
し
）
と
い
う
記
述
（
か
き
か
た
）

 

野
村
典
彦

　

司
会　
　

重
信
幸
彦
（
例
会
委
員
）

例
会
の
目
的
は
、
現
在
の
日
本
の
民
俗
学
に
お
い
て
「
口
承
」
や
「
語

り
」
と
い
う
問
題
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
一
九
五
〇

年
代
に
広
く
関
心
を
集
め
た
「
民
話
」
と
い
う
考
え
方
と
民
俗
学
と
の
関
わ

り
に
遡
り
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
西
欧
の
民
俗
学

に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
口
頭
伝
承
研
究
に
主
な
関
心
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
日
本
の
民
俗
学
は
、
も
と
も
と
幅
広
く
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
対
象
化

し
て
き
た
。
そ
う
し
た
広
範
な
視
野
は
、
近
代
化
の
軋
み
を
日
常
生
活
か

ら
問
う
と
い
う
日
本
の
民
俗
学
の
積
極
的
な
可
能
性
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
足
場
を
得
て
い
っ
た
一
九
六
〇
年

代
以
降
の
民
俗
学
の
な
か
で
、「
口
承
」
の
こ
と
ば
は
、
芸
能
の
身
体
と
と

も
に
、
周
縁
的
な
位
置
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
岩
本
通
弥
は
、
社
会
伝

承
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
、

そ
れ
ま
で
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
伝
承
研
究
を
批
判
し
、
社
会
学
者
・

中
野
卓
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
を
取
り
入
れ
、
独
自
の
社
会
伝
承

研
究
を
具
体
化
し
て
き
た
。
最
近
で
は
、
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
者
・
ア
ル
ブ

レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン
を
招
聘
し
、
レ
ー
マ
ン
の
「
語
り
」
を
方
法
と
し
た

民
俗
学
の
紹
介
に
つ
と
め
た
。

今
回
の
例
会
で
、
岩
本
は
、
戦
後
の
日
本
の
民
俗
学
の
な
か
で
、「
口

承
」
と
い
う
問
い
が
周
縁
化
さ
れ
た
契
機
を
、
柳
田
國
男
と
そ
の
周
辺
が

一
九
五
〇
年
代
の
民
話
運
動
に
批
判
的
で
あ
り
、
距
離
を
と
ろ
う
と
し
た

こ
と
の
な
か
に
探
る
予
定
で
あ
っ
た
。
特
に
、
柳
田
の
近
く
に
居
な
が
ら
、

民
話
運
動
と
関
わ
り
を
持
ち
、
岩
波
新
書
で
『
民
話
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル

を
掲
げ
て
口
承
文
芸
の
概
説
書
を
公
表
し
た
関
敬
吾
が
、
柳
田
の
周
辺
の

若
手
研
究
者
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
焦
点
化
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
［
岩
本
に
よ
る
「
民
話
」
と
関
敬
語
に
関
す
る
議
論
は
、
そ

の
後
公
刊
さ
れ
た
岩
本
通
弥
・
菅
豊
・
中
村
淳
編
『
民
俗
学
の
可
能
性
を

拓
く　
「
野
の
学
問
」
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
』
青
弓
社
二
〇
一
二
所
収
の
第

１
章
岩
本
論
文
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
］。
そ
し
て
そ
の
岩
本
の
議

論
と
、
野
村
の
、
方
法
と
し
て
の
「
口
承
」
を
当
時
の
民
話
運
動
か
ら
問

う
議
論
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
構
成
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

２
、
雑
誌
『
民
話
』
と
い
う
場
か
ら

岩
本
が
登
壇
で
き
な
く
な
り
、
急
遽
、
例
会
を
企
画
し
た
重
信
が
代
打

と
し
て
登
壇
し
、
そ
し
て
、
民
俗
芸
能
研
究
を
中
心
に
文
化
の
資
源
化
の

問
題
な
ど
の
研
究
を
展
開
し
て
い
る
川
村
清
志
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
を
つ
と
め
た
。
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

報
告
１　

聞
書
：
民
話
（
は
な
し
）
と
い
う
記
述
（
か
き
か
た
）

 

野
村
典
彦
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報
告
２　
「
民
話
」
の
時
代
を
問
う
た
め
に
：
覚
書 

重
信
幸
彦

　

コ
メ
ン
テ
ー
タ　

川
村
清
志 

司
会　

重
信
幸
彦

野
村
と
重
信
は
、
民
話
の
会
に
よ
り
、
一
九
五
八
年
十
月
か
ら

一
九
六
〇
年
九
月
ま
で
全
二
四
巻
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
民
話
』
を
主
な
素

材
と
し
た
。
同
誌
は
一
九
五
〇
年
代
の
最
後
に
、
そ
れ
ま
で
の
約
十
年
に

わ
た
る
民
話
運
動
の
広
が
り
と
可
能
性
を
可
視
化
す
る
よ
う
な
役
割
を

担
っ
た
。

野
村
に
よ
る
報
告
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
野
村
自
身
に

よ
る
要
旨
を
掲
げ
て
お
く
。

聞
書
─
民
話
（
は
な
し
）
と
い
う
記
述
（
か
き
か
た
）
─

　
「
民
話
」
と
い
う
言
葉
を
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
る

前
に
、
も
う
一
度
足
跡
を
見
直
し
て
み
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は

「
聞
書
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
岩
手
の
保
健
」

の
周
辺
に
あ
っ
た
「
み
ち
の
く
の
聞
書
」（
北
上
逸
平
）
が
、
民
話

の
会
の
雑
誌
『
民
話
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
一
九
六
〇
年
三
月

号
。
同
年
六
月
号
で
宮
本
常
一
「
年
よ
り
た
ち
」
の
最
終
回
と
な
る

「
文
字
を
も
つ
伝
承
者
（
二
）」
と
並
ん
で
い
る
の
が
、
大
庭
良
美

「
日
か
げ
の
村
─
島
根
県
鹿
足
郡
日
原
町
聞
書
き
（
二
）」
で
あ
る
。

訪
ね
て
い
く
道
の
り
か
ら
聞
き
書
き
を
始
め
る
に
至
る
状
況
が
ま
ず

記
さ
れ
、「
私
は
今
年
で
八
十
一
で
…
…
」
と
聞
書
き
が
綴
ら
れ
る
。

大
庭
の
記
述
は
、
こ
の
日
の
聞
き
取
り
の
流
れ
に
沿
っ
た
形
で
お
こ

な
わ
れ
る
。

　

大
庭
は
後
に
『
石
見
日
原
村
聞
書
』（
一
九
七
四
・
未
来
社
）
を

ま
と
め
る
が
、
そ
の
際
に
は
『
民
話
』
掲
載
時
の
文
章
は
解
体
さ
れ
、

項
目
ご
と
に
整
理
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
そ
れ
で
も
、
聞
書
き
の
際

の
話
し
言
葉
を
活
か
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
写
真
も
「
話
者
」
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
大
庭
の
調
査
を
基

に
沖
本
常
吉
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
日
原
町
史
』（
一
九
六
四
・

日
原
町
教
育
委
員
会
）
と
項
目
を
重
ね
て
比
べ
て
み
れ
ば
、
大
庭
の

記
述
の
特
徴
は
わ
か
り
や
す
い
。
さ
ら
に
、
大
庭
『
家
郷
七
十
年
─

村
の
生
活
誌
─
』（
一
九
八
五
・
未
来
社
）
の
む
す
び
に
も
「
村
の

老
人
た
ち
」
と
し
て
聞
書
き
の
場
が
再
び
確
認
さ
れ
る
。
項
目
で
は

な
く
、
伝
承
者
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
つ
大
庭
の
報
告
を
、
口
承
文

芸
研
究
の
「
昔
話
」「
伝
説
」「
世
間
話
」
の
枠
組
み
と
重
な
っ
て
は

な
く
と
も
、「
は
な
し
」
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
再
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

一
九
五
五
年
の
『
石
見
日
原
村
聞
書
』
は
日
本
常
民
文
化
研
究
所

か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、『
宮
本
常
一
著
作
集
』
五
一
巻
（
二
〇
一
二
・

未
来
社
）
に
お
い
て
も
大
庭
は
「
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
」
の
人

脈
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
宮
本
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
し
、
一
九
三
七
年
の
新
年
に
は
『
民
間
伝
承
』
に

新
入
会
員
と
し
て
大
庭
の
名
が
あ
り
、
四
二
～
三
年
の
同
誌
に
、
い

く
つ
も
の
報
告
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
二
年
五
月
号
「
石
見

国
日
原
村
の
食
物
」
は
、
柳
田
文
庫
に
五
十
八
冊
所
蔵
さ
れ
る
『
食

習
採
集
手
帖
』（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
編
『
日
本
の
食
文
化
─
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昭
和
初
期
・
全
国
食
事
習
俗
の
記
録
─
』
一
九
九
〇
・
岩
崎
美
術
社
）

の
中
の
大
庭
が
送
っ
た
も
の
と
内
容
が
重
な
る
。
大
庭
は
『
食
習
採

集
手
帖
』
に
話
者
名
を
詳
し
く
記
し
、「
は
な
し
」
と
し
て
報
告
を

こ
の
頃
か
ら
試
み
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。（
野
村
典
彦
）

野
村
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書
き
手

が
交
錯
す
る
場
で
あ
っ
た
雑
誌
『
民
話
』
の
な
か
で
、
島
根
か
ら
聞
き
書

き
に
も
と
づ
く
民
俗
誌
を
寄
稿
し
た
大
庭
良
美
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、

大
庭
の
『
民
話
』
の
記
事
に
お
け
る
叙
述
を
、
戦
前
に
大
庭
が
『
民
間
伝

承
』
に
寄
稿
し
た
記
事
か
ら
、
後
に
大
庭
が
『
家
郷
七
十
年
─
村
の
生

活
誌
─
』（
一
九
八
五
）
を
ま
と
め
る
ま
で
を
、
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら

検
討
し
た
。
そ
し
て
大
庭
が
、
戦
前
の
早
い
時
期
か
ら
個
と
し
て
の
話
者

に
対
す
る
関
心
と
こ
だ
わ
り
を
も
ち
、
話
者
の
語
り
口
や
「
は
な
し
」
の

展
開
に
考
慮
し
た
叙
述
を
初
め
て
か
た
ち
に
し
た
の
が
『
民
話
』
誌
上
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

最
近
、「
記
録
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
注
目
さ
れ
て
い
る
一
九
五
〇
年
代

に
お
い
て
［
参
照
：
鳥
羽
耕
史
『
一
九
五
〇
年
代　
「
記
録
」
の
時
代
』

河
出
ブ
ッ
ク
ス　

二
〇
一
〇
］、「
民
話
」
は
、
民
俗
学
に
お
け
る
口
承
文

芸
や
昔
話
な
ど
と
置
き
換
え
可
能
な
単
な
る
名
称
で
は
な
か
っ
た
。

重
信
は
、「「
民
話
」
の
時
代
を
問
う
た
め
に
：
覚
書
」
で
、
野
村
と
同

様
に
雑
誌
『
民
話
』
を
素
材
と
し
、
そ
こ
が
、
当
時
の
複
数
の
文
化
運
動

の
結
節
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
［
参
照
、
重
信
「
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
』
第
二
九
輯　

韓
国
・
東
國
大

學
校
日
本
學
研
究
所
刊　

二
〇
〇
九
）］。

た
と
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
、
北
部
九
州
で
サ
ー
ク
ル
同
士

の
横
の
連
繋
を
目
指
し
て
い
た
「
サ
ー
ク
ル
村
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ

る
、
谷
川
雁
、
森
崎
和
江
が
寄
稿
す
る
な
ど
、
雑
誌
『
民
話
』
と
、
当
時

の
サ
ー
ク
ル
運
動
と
の
具
体
的
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
谷

川
は
、
サ
ー
ク
ル
村
に
お
け
る
彼
の
実
践
の
根
幹
に
あ
る
「
工
作
者
」
と

い
う
考
え
方
を
め
ぐ
っ
て
、『
民
話
』
誌
上
で
、
政
治
学
者
・
藤
田
省
三
、

社
会
学
者
・
日
高
六
郎
そ
し
て
吉
本
隆
明
ら
と
論
争
を
繰
り
広
げ
た
。
そ

れ
は
、
運
動
の
な
か
で
谷
川
が
主
張
し
た
、
大
衆
に
向
っ
て
は
知
識
人
の

言
語
で
、
知
識
人
に
向
っ
て
は
大
衆
の
言
語
で
語
る
「
双
頭
の
怪
物
」
の

よ
う
な
「
工
作
者
」
と
い
う
役
割
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
、
今
日
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
論
に
お
け
る
調
査
者
の
孕
む
政
治
性
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
関

す
る
議
論
に
通
ず
る
射
程
を
有
し
て
い
た
。

そ
し
て
知
識
人
の
み
が
言
葉
と
表
現
を
占
有
す
る
こ
と
を
批
判
し
て

「
集
団
創
造
」
と
い
う
態
度
を
か
か
げ
た
谷
川
が
、
サ
ー
ク
ル
村
の
実
践

の
な
か
で
、
話
者
と
の
共
同
作
業
と
し
て
の
「
聞
き
書
き
」
や
、
集
合
的

創
造
と
し
て
の
「
民
話
」
と
い
う
問
い
に
着
目
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な

ら
［
参
照　

松
原
新
一
『
幻
影
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン　
「
サ
ー
ク
ル
村
」
を

検
証
す
る
』
二
〇
〇
一
］、
そ
う
し
た
「
民
話
」
と
サ
ー
ク
ル
運
動
を
切

り
結
ぶ
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
議
論
は
、
民
俗
学
の
深
い
と
こ
ろ
と
響
き
合

う
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

重
信
は
、
柳
田
國
男
と
そ
の
周
辺
が
、「
民
話
」
と
距
離
を
取
ろ
う
と
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し
た
と
き
、
そ
う
し
た
単
な
る
口
承
文
芸
の
名
称
と
い
う
問
題
を
超
え
て

展
開
し
て
い
た
議
論
と
民
俗
学
が
接
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
指
摘
し
た
。

こ
こ
で
、
民
話
の
時
代
に
お
け
る
関
敬
吾
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て

お
き
た
い
。
関
自
身
は
『
民
話
』
誌
上
で
、
自
ら
の
立
ち
居
地
に
つ
い
て

「「
民
話
の
会
」
の
同
人
諸
氏
の
立
場
と
ち
が
っ
て
い
る
」
と
し
「「
民
話

の
会
」
の
意
図
」
は
「
十
分
に
は
わ
か
ら
な
い
」
が
、
昔
話
を
「
消
費
生

活
の
た
め
に
」
作
り
変
え
「
個
人
の
創
作
」
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
疑
問
を
呈
し
て
い
た
［
関
敬
吾
「「
昔
話
研
究
」
の
こ
ろ
」（『
民

話
』
第
六
号
一
九
五
九
］。
そ
し
て
同
誌
に
関
が
連
載
し
た
翻
訳
Ａ
・
ア

ア
ル
ネ
「
昔
話
研
究
の
方
法
（
１
）
～
（
４
）」（
一
九
六
〇
年
二
月
号
、

六
月
号
、
八
月
号
、
九
月
号
）
は
、
昔
話
研
究
に
お
け
る
地
理
歴
史
的
方

法
の
達
成
を
紹
介
す
る
も
の
だ
っ
た
。
関
は
、
あ
く
ま
で
も
「
民
話
」
と

距
離
を
と
り
つ
つ
、
口
承
文
芸
学
の
専
門
家
と
し
て
誠
実
に
民
話
運
動
と

関
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
に
、
関
は
、
後
藤
総
一
郎
に
、
岩
波
新
書
の
タ
イ
ト
ル
で
『
民
話
』

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
を
柳
田
に
叱
責
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
に
つ
い

て
た
ず
ね
ら
れ
「
も
と
も
と
、
先
生
か
ら
直
接
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
聞
い

た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
虎
の
威
を
借
り
る
民
俗
学
者
の
二
、三
の
エ

ピ
ゴ
ー
ネ
ン
が
学
会
の
機
関
誌
で
批
判
し
た
ん
で
す
ね
」
と
応
え
て
い

る
［
関
敬
吾
「
柳
田
民
俗
学
を
い
か
に
学
ぶ
か
」（
聞
き
手
・
後
藤
総
一

郎
）『
関
敬
吾
著
作
集
８　

民
俗
学
の
方
法
』
一
九
八
四
］。「
二
、三
の
エ

ピ
ゴ
ー
ネ
ン
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
当
時
自
ら
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
理

不
尽
に
対
し
て
、
関
が
強
い
憤
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

柳
田
と
そ
の
周
辺
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
た
関
自
身
も
、
当
時
の
「
民
話
」

が
単
な
る
名
称
の
問
題
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
「
聞
き
書
き
」
と
叙
述

と
い
う
、
方
法
と
し
て
の
「
口
承
」
と
い
う
民
俗
学
の
根
幹
に
関
わ
る
問

題
が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。

３
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
越
境
の
場
と
し
て
の
「
民
話
」

野
村
と
重
信
の
報
告
に
対
し
て
、
川
村
清
志
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン

ト
を
加
え
た
。

今
回
、
野
村
、
重
信
の
報
告
で
焦
点
化
さ
れ
た
の
は
、「
民
話
」
に
お

け
る
、
聞
き
書
き
と
叙
述
の
問
題
で
あ
る
。
野
村
が
取
り
上
げ
た
大
庭
良

美
は
既
に
、
戦
前
の
段
階
で
他
の
調
査
者
達
と
は
異
な
る
志
向
を
持
ち
、

村
を
描
き
、
町
を
描
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
人
」
を
手
放
さ
な

い
態
度
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
態
度
が
、
雑
誌
『
民
話
』
と
い
う

場
を
媒
介
に
し
て
、
項
目
ご
と
に
調
査
し
記
録
す
る
民
俗
学
の
方
法
と
は

全
く
異
な
っ
た
次
元
と
し
て
の
、
語
り
／
聞
き
伝
え
る
こ
と
を
め
ぐ
る
民

話
の
思
想
に
接
合
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
の

「
民
話
」
が
、
国
民
的
歴
史
学
運
動
や
サ
ー
ク
ル
村
な
ど
と
関
わ
り
が
あ
り
、

雑
誌
『
民
話
』
が
そ
う
し
た
複
数
の
実
践
が
交
錯
す
る
場
で
あ
っ
た
と
い

う
重
信
の
報
告
と
響
き
合
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
一
つ
の
雑
誌
の
枠

を
超
え
た
横
断
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
よ
り
根
源
的
な
、
対
象
に
対
す
る

視
線
と
態
度
、
す
な
わ
ち
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
越
境
の
場
と
し
て
と
ら
え
る
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べ
き
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。「
民
話
」
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
に
冷
淡
で
あ
っ
た
民
俗
学
は
、
当
時
既
に
自
ら
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の

な
か
に
閉
じ
始
め
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
川
村
は
最
後
に
、
改
め
て
「
口
承
」
と
い
う
問
い
の
位
置
に
つ

い
て
、
民
俗
芸
能
と
併
置
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

民
俗
学
が
今
後
、
も
し
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

口
承
は
、
単
な
る
会
話
や
談
話
に
還
元
さ
れ
得
な
い
、
話
し
手
と
聞
き
手

と
の
交
渉
の
場
、
す
な
わ
ち
能
動
的
で
包
括
的
な
関
係
性
が
形
成
さ
れ
つ

つ
そ
の
関
係
性
自
体
が
常
に
上
書
き
さ
れ
て
い
く
場
の
可
能
性
と
し
て
存

在
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
在
命
脈
を
保
つ
民
俗
芸
能
が
、
文
化

財
と
し
て
の
経
済
的
庇
護
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
そ
の
芸
能
に
根
源
的
な
誇
り
と
喜
び
を
感
じ
る
演
者
と
見
る
者
の
存

在
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
と
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
民
話
運
動
の
象
徴
的
な
成
果
で
あ
る
木
下
順

二
の
『
夕
鶴
』
が
、
鈴
木
棠
三
の
資
料
集
に
収
め
ら
れ
た
鶴
女
房
を
素
材
に

既
に
戦
中
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
民
俗
学
と

「
民
話
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
戦
前
・
戦
中
を
含
め
た
長
い
時
間
の
幅

で
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
民
話
」
を
一
九
五
〇
年

代
な
か
で
の
み
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
た
。

「
民
話
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
今
後
、
文
学
、
思
想
史
、
歴
史
学
な
ど

各
分
野
で
進
む
と
考
え
ら
れ
る
一
九
五
〇
年
代
研
究
と
も
連
動
し
な
が

ら
、
幅
広
い
視
野
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
し
げ
の
ぶ
・
ゆ
き
ひ
こ
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
）

第
六
四
回
研
究
例
会

二
年
目
の
「
３
・１
１
」
か
ら

─
「
聴
く
」「
語
る
」
そ
し
て
「
記
す
」
：

「
伝
え
る
／
伝
わ
る
」
を
め
ぐ
っ
て
─

根 

岸　

英 

之

二
〇
一
三
年
三
月
二
三
日
に
立
正
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
第
六
四
回
研

究
例
会
」
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
行
わ
れ
た
第
六
二
回
研
究
例
会
「
三
・

一
一　

一
年
後
か
ら
」

（
１
）

を
継
承
し
つ
つ
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
後
、

本
会
が
ど
の
よ
う
に
震
災
を
主
題
化
で
き
る
か
を
考
え
る
例
会
と
し
て
、

日
本
民
話
の
会
と
共
催
の
形
で
実
施
さ
れ
た
。
企
画
は
、
例
会
委
員
の
重

信
幸
彦
氏
と
、
本
会
会
員
で
あ
る
と
と
も
に
日
本
民
話
の
会
会
員
で
も
あ

る
米
屋
陽
一
氏
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。

重
信
氏
に
よ
る
例
会
の
お
知
ら
せ
の
趣
旨
文
は
、
以
下
の
と
お
り
。

〈
今
回
の
例
会
は
、
日
本
民
話
の
会
と
共
催
で
実
施
し
ま
す
。
日
本
民

話
の
会
で
は
、「
３
・
１
１
」
の
震
災
で
被
災
し
た
方
々
へ
の
聞
き
書
き
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
過
去
の
災
害
の
伝
承
を
再
発
見
・
再
評
価
し
、
そ

れ
ら
を
〈
声
〉
と
身
体
を
使
っ
た
「
語
り
」
を
と
お
し
て
「
伝
え
る
」
と

い
う
実
践
を
具
体
化
し
始
め
て
い
ま
す
。

「
３
・
１
１
」
の
よ
う
な
出
来
事
を
、
後
世
に
い
か
に
「
伝
え
る
か
」
と


