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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
震
災
と
口
承
文
芸
」

魂た
ま

呼よ

ば
い
の
声
を
聴
く

│
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
を
め
ぐ
る
断
想
│

鵜	

野　

祐	

介

「
津
波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
／
高
台
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
│
│

宮
城
県
南
三
陸
町
の
防
災
対
策
庁
舎
で
、
二
四
歳
の
い
の
ち
を
落
と
し
た

遠
藤
未
希
さ
ん
が
繰
り
返
し
防
災
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
発
し
た
「
声
」

は
、
何
十
人
、
何
百
人
も
の
い
の
ち
を
救
っ
た
（
遠
藤
美
恵
子
二
〇
一
四
『
虹

の
向
こ
う
の
未
希
へ
』
文
藝
春
秋
、
を
参
照
の
こ
と
）。
そ
し
て
震
災
か
ら
一

年
後
の
二
〇
一
二
年
三
月
一
二
日
、
こ
の
庁
舎
跡
に
立
つ
よ
う
筆
者
の
背

中
を
押
し
た
の
も
、
テ
レ
ビ
映
像
と
と
も
に
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
た
、
こ

の
未
希
さ
ん
の
「
声
」
だ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
発
表
下
さ
っ
た
方

が
た
の
お
話
を
う
か
が
い
、
改
め
て
「
声
」
に
つ
い
て
、
ま
た
「
聴
く
こ

と
」
に
つ
い
て
、
想
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
。

教
育
学
者
の
矢
野
智
司
氏
に
よ
れ
ば
、「
声
」
と
い
う
漢
字
は
「
聲
」
の

略
字
で
、「
声
」
は
漢
和
辞
典
の
な
か
で
は
「
耳
部
」
に
属
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
声
は
聴
く
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
（
矢

野
二
〇
一
四
「
子
ど
も
と
声
の
力
│
風
と
息
と
声
と
│
」、
子
ど
も
の
文
化
研
究
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こ
の
事
実
に
対
し
て
、
筆
者
自
身
を
含
め
て
、
昔
話
の
研
究
者
た
ち
は
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
に
無
頓
着
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

研
究
者
が
昔
話
の
「
調
査
」
の
た
め
に
あ
る
語
り
手
の
許
を
一
人
も
し

く
は
複
数
で
訪
れ
、
そ
の
話
を
聞
き
取
り
、
録
音
し
た
内
容
を
翻
字
ま
た

は
要
約
し
て
資
料
と
し
て
記
録
す
る
。
そ
し
て
こ
の
資
料
を
元
に
、
話
の

内
容
の
稀
少
性
や
、
一
人
の
語
り
手
の
所
有
す
る
話
の
豊
富
さ
に
注
目
し
、

そ
の
語
り
手
の
経
歴
や
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
出
自
（
誰
か
ら
聴
い
た
か
）
を
探

索
す
る
。
こ
れ
が
従
来
、「
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
く
語
り
手
研
究
」
と
し

て
通
常
行
わ
れ
て
き
た
手
法
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
良
心
的
」

な
報
告
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
末
尾
に
、
聞
き
手
や
翻
字
者
の
名
前

が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
聞
き
手
が
、
ど
う
い
う
立
場
の

人
間
と
し
て
、
語
り
手
の
許
に
何
回
（
何
年
）
通
っ
た
の
か
、
文
字
に
な
っ

て
い
る
話
は
そ
の
う
ち
の
何
回
目
の
も
の
な
の
か
、
そ
の
日
の
気
温
は
、

天
候
は
、
時
間
帯
は
、
同
席
者
の
有
無
は
…
…
、
と
い
っ
た
現
場
の
状
況

に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
話

の
中
身
と
語
り
手
の
こ
と
が
分
れ
ば
、「
調
査
」
は
そ
れ
で
十
分
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、「
み
や
ぎ
民
話
の
会
」
の
方
が
た
の
、「
調
査
」
で
は
な
く

「
採
訪
」
の
活
動
、
す
な
わ
ち
語
り
手
一
人
ひ
と
り
と
丁
寧
に
つ
き
合
っ
て

い
く
中
で
は
じ
め
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
「
民
話
」
を
記
録
し
て
い
こ
う
と
す

る
活
動
、
と
り
わ
け
東
日
本
大
震
災
以
降
の
活
動
に
触
れ
て
、
筆
者
が
思

い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
昔
話
の
み
な
ら
ず
伝
説
や
世
間
話
、
生
活
譚
も
含

め
た
意
味
で
の
「
民
話
」
が
語
ら
れ
る
上
で
、「
聴
き
手
」
の
存
在
が
不
可

所
『
子
ど
も
の
文
化
二
〇
一
四	

七
＋
八
』
所
収
）。
相
手
に
き
き
と
ら
れ
た
声

は
、
半
ば
与
え
て
し
ま
っ
た
声
で
あ
っ
て
、
私
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
私

と
相
手
と
の
間
を
つ
な
ぐ
共
有
物
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
声
に
は
、「
人
格
」

と
呼
ぶ
べ
き
声
の
持
ち
主
の
大
切
な
も
の
が
宿
っ
て
お
り
、「
贈
与
交
換
」

の
よ
う
に
、
受
け
取
っ
た
者
に
応
答
の
責
任
を
生
み
だ
す
と
さ
れ
る
（
二
一

頁
）。一

方
、「
聴
」
は
「
聽
」
の
略
字
で
、「
挺
立
す
る
人
の
上
に
、
大
き
な

耳
を
加
え
、
耳
の
聡
明
な
こ
と
を
示
す
。（
中
略
）
神
に
祈
り
、
神
の
声
を

聞
き
う
る
こ
と
を
い
う
。
①
き
く
、
神
の
声
を
き
く
、
き
き
と
る
。
②
き

き
お
さ
め
る
、
う
け
る
、
し
た
が
う
、
ゆ
る
す
、
ま
か
せ
る
。（
後
略
）」

（
白
川
静
一
九
九
六
『
字
通
』
平
凡
社
一
一
一
九
頁
）。
特
定
の
音
源
に
対
し
て

神
経
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
耳
を
傾
け
、
感
受
さ
れ
た
音
声
を
し
か
と
受
け
止

め
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
。「
聞
こ
え
る
」
が
客
体
的
・
受
動
的
な
聴
覚

刺
激
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
聴
く
」
は
主
体
的
・
能
動
的
な
行
為
で
あ

り
、
他
者
と
自
己
と
の
間
に
「
架
橋
」
を
試
み
る
営
為
と
言
え
る
（
英
語
の	

“hear”	

と	“listen”	

の
関
係
に
似
て
い
よ
う
か
）。

筆
者
は
、
未
希
さ
ん
の
「
声
」
を
「
聴
」
い
て
し
ま
っ
た
。
か
く
な
る

上
は
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
い
が
、
今
日
ま
で
微
力
な
が

ら
も
復
興
支
援
の
活
動
を
続
け
て
き
た
原
点
と
感
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
昔
話
に
限
ら
ず
、
そ
れ
が
声
を
通
し
て
な
さ
れ
る
営
み
で

あ
る
以
上
、語
る
こ
と
は
聴
く
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
。
し
た
が
っ

て
誰
が
聴
き
手
で
あ
る
か
が
、
語
り
の
内
容
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
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欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
聴
き
手
を
得
た
時
は
じ
め
て
、
語
り
手
は
そ
の

「
民
話
」
に
い
の
ち
を
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
、
聴
き
手
の
み
な
ら
ず
、
語

り
手
自
身
も
語
る
こ
と
で
「
生
き
る
力
（
＝
い
の
ち
）」
を
与
え
ら
れ
る
と

い
う
事
実
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
語
り
の
場
と
は
、
語
り
手
が

聴
き
手
の
︿
た
ま
し
い
﹀
に
呼
び
か
け
、
聴
き
手
が
そ
の
呼
び
か
け
に
相

槌
や
嘆
息
や
表
情
で
応
え
る
と
い
う
、「
贈
与
交
換
」
の
場
で
あ
り
、
こ
の

時
交
換
さ
れ
る
「
声
」
に
は
「
生
き
る
力
（
＝
い
の
ち
）」
が
宿
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
筆
者
自
身
の
「
採
訪
も
ど
き
」
の
活
動
の
中
で
も
、

語
り
が
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
高
齢
者
の
方
の
顔
色
が
生
き
生
き
と
若

返
っ
て
く
る
と
い
う
場
面
に
何
度
も
遭
遇
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
実
感
さ

れ
る
。

昔
話
の
研
究
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
も
は
や
必
要
な
い
と
説
く
人
も

い
る
。「
×
×
島
に
調
査
に
入
っ
た
け
ど
、
い
い
語
り
手
に
は
出
会
え
な

か
っ
た
。
あ
そ
こ
も
も
う
伝
承
は
途
絶
え
た
よ
」、
そ
ん
な
声
も
よ
く
耳
に

す
る
（
も
う
三
〇
年
前
か
ら
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
…
…
）。
だ
が
果
た
し

て
、
私
た
ち
は
真
の
意
味
で
の
「
聴
き
手
」
と
し
て
、
語
り
手
と
出
会
お

う
と
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

今
も
、
仮
設
住
宅
で
、
高
齢
者
介
護
施
設
で
、
病
院
で
、
一
人
暮
ら
し

の
ア
パ
ー
ト
で
、「
聴
き
手
」
が
訪
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
「
語
り
手
」
候

補
者
た
ち
が
全
国
各
地
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ

の
方
が
た
の
語
ら
れ
る
「
民
話
」
に
ど
の
よ
う
な
資
料
的
価
値
が
あ
る
の

か
と
訝
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
ん
な
仕
事
は
六
車
由
実
氏
の
よ
う

な
「
介
護
民
俗
学
」
を
提
唱
す
る
人
（
六
車
二
〇
一
二
『
驚
き
の
介
護
民
俗

学
』
医
学
書
院
、
を
参
照
の
こ
と
）
に
任
せ
て
お
け
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、

昔
話
の
研
究
者
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
こ
う
し
た
「
語
り
手
」
候
補
者
た
ち
と
の
「
贈
与
交
換
」
を
通
し

て
の
み
、
説
話
伝
承
の
原
初
の
形
を
追
体
験
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

こ
の
研
究
を
志
す
若
い
方
が
た
に
は
、
ぜ
ひ
「
聴
き
手
」
と
な
る
体
験

を
積
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
筆
者
も
ま
た
一
人
の
「
採
訪
者
」
と

し
て
、
魂た
ま

呼
ば
い
の
声
を
聴
き
に
出
か
け
よ
う
│
│
。
そ
う
期
し
て
い
る
。
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