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第
三
七
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／

「
口
承
文
芸
」「
民
俗
」
研
究
の

　

可
能
性
を
問
う

　
　

─
昭
和
初
期
か
ら
の
照
射
─ 

日
本
口
承
文
芸
学
会
で
は
、
二
〇
一
一
年
度
大
会
に
お
い
て
、「
口
承

文
芸
研
究
の
再
編
成
」（
於
神
戸
女
子
大
学
）、
ま
た
、
二
〇
一
二
年
度
大

会
に
お
い
て
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」（
於
犬
山

市
福
祉
会
館
）
と
、
続
け
て
「
口
承
文
芸
」
の
語
を
冠
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
企
画
し
た
。

「
口
承
文
芸
」
が
学
会
の
名
称
を
構
成
す
る
重
要
な
一
部
で
あ
る
以
上
、

こ
れ
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
る
の
は
、
自
然
だ
ろ
う
。
し

か
し
て
一
方
、
本
学
会
で
は
「〈
口
承
〉
研
究
」
と
い
う
語
が
一
九
九
一

年
度
大
会(

於
筑
波
大
学)

と
二
〇
〇
一
年
度
大
会
（
於
名
古
屋
経
済
大

学
）
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
試
み
ら
れ
始
め
た
。
こ
れ
に
は
、
従
来
の

「
口
承
文
芸
」
研
究
と
い
う
語
に
基
づ
く
研
究
の
行
き
詰
ま
り
、
限
界
が

指
摘
さ
れ
、「
口
承
文
芸
」
の
語
と
し
て
の
有
効
性
が
冷
静
に
吟
味
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
口
承
文
芸
」
の
語
は
昭
和
初
期
に
用
い

ら
れ
始
め
た
（
柳
田
國
男
「
口
承
文
芸
大
意
」
一
九
三
二
年
）。
こ
れ
も

ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
口
承
文
芸
」
の
語
の
始
発
に
お
い
て
、
そ

れ
は
新
鮮
な
響
き
を
持
ち
、
斬
新
な
可
能
性
を
持
つ
語
と
し
て
、
意
識
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
当
時
、
ど
の
よ
う
な
語
が
「
口
承
文

芸
」
の
周
囲
を
取
り
囲
み
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
。
そ
の
中
か
ら
、「
口
承
文
芸
」
の
語
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経

て
優
位
に
競
り
上
が
っ
て
い
っ
た
の
か
。

こ
れ
ら
を
、
改
め
て
振
り
返
り
、「
口
承
文
芸
」
の
語
の
「
来
し
方
」

を
、
取
り
分
け
そ
の
黎
明
を
問
い
質
す
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
「
行
く
末
」

す
な
わ
ち
将
来
を
構
想
す
る
上
で
、
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
の
こ
と

は
な
い
、
か
つ
て
柳
田
國
男
が
「
民
俗
」
に
つ
い
て
構
想
し
て
い
た
こ
と

を
「
口
承
文
芸
」
の
語
に
施
す
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
も
し
、

近
年
の
「〈
口
承
〉
研
究
」
の
語
が
主
張
さ
れ
た
文
脈
か
ら
窺
え
る
よ
う

な
「
口
承
文
芸
」
の
語
の
い
ま
こ
こ
に
お
け
る
時
を
経
て
こ
び
り
つ
い
た

手
垢
に
よ
る
不
都
合
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
い
ま
こ
こ
に
改
め
て
「
口
承
文

芸
」
の
語
の
黎
明
期
の
文
脈
に
お
け
る
可
能
性
を
問
い
、
ま
た
、
当
時
の

対
峙
す
る
語
群
の
可
能
性
を
も
問
い
、
未
発
の
可
能
性
を
発
掘
す
る
こ
と

が
、「
口
承
文
芸
」
研
究
の
語
を
生
か
し
直
す
に
せ
よ
、「〈
口
承
〉
研
究
」

の
語
を
新
た
に
鍛
練
す
る
に
せ
よ
、
有
効
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
問
題
に
す
る
「
領
域
」
を
い
ま

こ
こ
の
「
口
承
文
芸
」
研
究
が
押
さ
え
て
い
る
そ
れ
だ
け
に
限
り
た
く
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
い
ま
こ
こ
か
ら
は
、
一
見
、
思
い
が
け
な
い
文
脈
・

背
景
が
起
動
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
い
う
時
代
と
し
て
、
昭
和

初
期
を
改
め
て
地
図
上
に
記
し
直
す
作
業
を
こ
こ
で
は
試
み
た
い
。
そ
の

広
が
り
を
見
る
た
め
に
「
民
俗
」
と
い
う
一
語
も
こ
こ
に
加
え
て
お
い
た
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考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
の
昭
和
初
期

─
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ふ
り
返
っ
て
─

高 

木　

史 

人　

 

　

最
近
、
小
学
校
国
語
教
科
書
に
収
め
ら
れ
た
昔
話
教
材
に
つ
い
て
小
論

を
著
し
た

（
１
）。

そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
柳
田
國
男
の
『
日
本
昔
話
集
（
上
）』

（
ア
ル
ス
、
一
九
三
〇
年
）
の
「
は
し
が
き
」
を
引
い
た
。
い
ま
こ
こ
の

教
科
書
教
材
を
論
じ
る
当
た
っ
て
、
昭
和
初
期
の
文
章
を
引
っ
ぱ
る
の
が

妥
当
か
ど
う
か
な
ど
と
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
思
え
ば
安
易
な
引
用
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
だ
が
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
気
も
す
る
。

人
生
に
、
繰
り
返
し
、
振
り
返
っ
て
し
ま
う
、
振
り
返
ら
ざ
る
を
え
な
い

よ
う
な
切
実
な
場
所
が
あ
る
よ
う
に
、
昔
話
研
究
や
民
俗
学
に
も
そ
う
い

う
場
所
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
代
表
的
な
場
所
の
一
つ
が
一
九
三
〇
年
前

後
、
昭
和
初
頭
の
柳
田
國
男
周
り
だ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
場
所
を
繰
り
返
し
取
り
上
げ
る
の
は
、
単
な
る
懐
古
趣
味
で
は
な

い
。
何
よ
り
も
こ
の
場
所
に
は
、（
い
ま
こ
こ
の
視
線
か
ら
す
る
と
）
混

沌
が
あ
る
。
混
沌
は
、
単
に
学
問
的
な
未
分
化
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
接
続
の
方
途
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
と
こ
と
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
い

ま
こ
こ
に
、
昔
話
研
究
や
民
俗
学
の
行
く
末
に
迷
っ
た
り
途
方
に
暮
れ
た

が
、
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
思
い
が
け
な
い
つ
な
が
り
や
広
が
り
に

注
意
を
払
い
た
い(

な
お
、「
可
能
性
」
を
問
う
こ
と
は
「
不
可
能
性
（
＝

限
界
）」
を
描
き
出
す
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
）。 

（
高
木
史
人
）

問
題
提
起

橘
正
一
の
個
人
雑
誌
『
方
言
と
土
俗
』
か
ら
見
え
る
こ
と

　

─
「
方
言
」
研
究
と
「
口
承
文
芸
」
研
究
と
の
交
差
点
と
し
て
─

 

高
木
史
人
（
名
古
屋
経
済
大
学
） 

〈
こ
と
ば
の
聖
〉
＠
京
都　

─
新
村
出
と
民
俗
学
的
言
語
研
究
の
交
点
─ 

 

菊
地  

暁
（
京
都
大
学
）

雑
誌
『
掃
苔
』
に
読
む
昭
和
初
期
「
掃
苔
」
趣
味
の
諸
相

　

─
そ
の
連
続
性
と
画
期
性
に
つ
い
て
─ 
土
居  
浩
（
も
の
つ
く
り
大
学
）

「
民
俗
芸
術
」
の
可
能
性
と
限
界 

真
鍋
昌
賢
（
北
九
州
市
立
大
学
）

コ
メ
ン
ト  

川
村
邦
光
（
大
阪
大
学
）

＊
右
は
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載
し
た
も
の
の
再
掲
で
あ
る
。


