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第
七
五
回
研
究
例
会
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
一
七
日　

國
學
院
大
學
）

は
「
関
敬
吾
の
口
承
文
芸
観
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

会
場
で
は
、
関
敬
吾
が
昭
和
二
十
年
代
に
執
筆
し
た
子
供
向
け
の
本
や
絵

本
（
米
屋
陽
一
氏
所
蔵
）
と
、
関
敬
吾
の
直
筆
原
稿
（
飯
倉
義
之
氏
が
解

説
）
を
展
示
し
た
。

従
来
の
口
承
文
芸
学
史
は
、
柳
田
国
男
が
中
心
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男

は
今
日
の
口
承
文
芸
学
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
り
、
学
史
で
取
り
上
げ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
柳
田
国
男
以
外
の
研
究
者
の
こ
と
も
再

検
討
す
る
べ
き
だ
と
考
え
、
例
会
委
員
で
企
画
案
を
持
ち
寄
っ
た
時
、
関

敬
吾
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
現
在
、
昔
話
の
話
型
は
関
敬
吾

が
編
纂
し
た
『
日
本
昔
話
集
成
』（
以
下
『
集
成
』）、『
日
本
昔
話
大
成
』

（
以
下
『
大
成
』）
に
拠
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
関
敬
吾
に
つ
い
て
は
、

知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
生
前
の
関
敬
吾
を
知
る
方
々
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
今
、
関
敬
吾
と
面
識
の
あ
っ
た
方
か
ら
お
話
を
伺
っ
て
み
た
い
、
そ

し
て
記
録
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
、
例
会
を
企
画
し
た
出

発
点
で
あ
っ
た
。
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関
敬
吾
の
研
究
に
つ
い
て
の
座
談
会
と
し
て
は
、
関
が
逝
去
し
た

一
九
九
一
年
に
『
口
承
文
芸
研
究
』
第
十
四
号
で
掲
載
し
た
「
関
先
生
と

口
承
文
芸
研
究
」
が
あ
る
。
出
席
者
は
、
小
澤
俊
夫
、
直
江
弘
治
、
野
村

純
一
、
大
林
太
良
と
い
う
、
関
敬
吾
と
面
識
が
あ
っ
た
当
時
の
民
俗
学
、

口
承
文
芸
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
関
敬
吾
と
柳
田
国
男
の

昔
話
分
類
の
相
違
点
、
関
が
研
究
し
て
い
た
昔
話
の
国
際
比
較
研
究
な
ど

に
つ
い
て
討
論
し
て
い
る
。
野
村
純
一
は
晩
年
の
十
年
程
で
あ
っ
た
が
、

と
も
に
『
大
成
』
を
編
纂
す
る
な
ど
、
親
し
く
交
流
し
て
い
た
。
ま
た
、

直
江
弘
治
に
と
っ
て
は
、
柳
田
国
男
の
木
曜
会
で
顔
を
合
わ
せ
る
先
輩
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
座
談
会
に
出
席
し
た
メ
ン
バ
ー
は
、
関
敬
吾
と

同
時
代
の
研
究
者
で
あ
る
。
座
談
会
で
の
発
言
か
ら
、
当
時
の
学
者
達
が
、

関
の
研
究
や
人
柄
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

本
例
会
の
パ
ネ
リ
ス
ト
で
あ
る
野
村
敬
子
氏
と
高
木
史
人
氏
は
、
関
敬

吾
と
交
流
し
た
が
、
研
究
仲
間
と
い
う
立
ち
位
置
で
は
な
い
。
座
談
会
と

は
異
な
る
関
敬
吾
の
一
面
が
聞
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
目
論
見
で

お
願
い
し
た
。
ま
た
、
関
敬
吾
の
仕
事
に
昔
話
の
話
型
分
類
が
あ
る
。
昔

話
の
国
際
話
型
分
類
に
精
通
し
て
い
る
加
藤
耕
義
氏
に
、
関
敬
吾
の
昔
話

の
話
型
分
類
の
話
を
お
願
い
し
た
。

野
村
敬
子
氏
と
関
敬
吾
と
の
出
会
い
は
、
野
村
敬
子
氏
に
、
故
郷
の
山

形
県
真
室
川
町
で
、
満
蒙
開
拓
義
勇
団
の
帰
還
者
か
ら
慰
問
袋
に
昔
話
が

入
っ
て
い
た
か
を
聞
い
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

縁
で
、
関
敬
吾
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
関
敬
吾
は
論
理
性
を
重
視

し
、
学
問
一
筋
の
人
物
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
関
敬
吾
に
「
東
の
ラ
イ
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オ
ン
」
と
い
う
異
名
が
つ
い
た
の
は
、
関
敬
吾
の
研
究
姿
勢
が
関
係
し
て

い
た
こ
と
や
折
口
信
夫
と
非
常
に
親
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
逸
話
が
い
く

つ
も
語
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
関
敬
吾
は
す
べ
て
を
研
究
の
対
象
に
し

て
い
く
と
い
う
科
学
者
と
し
て
の
姿
勢
で
研
究
し
、
柳
田
国
男
は
、
問
題

の
あ
る
も
の
は
消
去
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
話
は
、
両
者
の
研
究
姿
勢
の

相
違
を
表
し
た
も
の
と
し
て
印
象
に
残
っ
た
。
発
表
を
聞
き
、
関
敬
吾
の

依
頼
が
野
村
敬
子
氏
の
そ
の
後
の
研
究
指
針
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
。
野
村
敬
子
氏
は
、
国
際
結
婚
や
戦
争
な
ど
、
口
頭
伝
承
の
背
後

に
あ
る
社
会
問
題
に
も
目
を
向
け
た
研
究
を
し
て
い
る
。
そ
の
原
点
は
、

満
蒙
開
拓
義
勇
団
帰
還
者
へ
の
調
査
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

高
木
史
人
氏
は
、
関
敬
吾
の
故
郷
で
あ
る
長
崎
県
小
浜
で
撮
っ
た
写
真

の
ス
ラ
イ
ド
を
映
し
な
が
ら
の
発
表
で
あ
っ
た
。
関
敬
吾
の
故
郷
が
研
究

に
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
国
男

は
『
島
原
半
島
民
話
集
』
の
序
文
で
、
関
敬
吾
の
故
郷
の
昔
話
の
中
に
は

作
為
の
も
の
が
あ
る
と
評
し
た
。
関
敬
吾
は
最
初
は
柳
田
国
男
の
考
え
を

容
認
し
て
い
た
が
、
後
に
は
反
発
す
る
発
言
を
し
た
。
柳
田
国
男
は
再
話

を
切
り
捨
て
た
が
、
関
敬
吾
は
再
話
を
改
ざ
ん
だ
と
切
り
捨
て
る
の
で
は

な
く
、
取
り
込
む
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
、
と
関
敬
吾
と
柳
田
国
男
の
考

え
方
の
相
違
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
昔
話
は
女
性
か
ら
女
性
へ
が
伝
承
経

路
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
関
敬
吾
の
よ
う
に
、
父
母
か
ら
息
子

へ
と
い
う
男
性
が
伝
承
に
関
与
す
る
こ
と
も
あ
る
と
問
題
提
起
し
た
。

加
藤
耕
義
氏
は
、
関
敬
吾
の
昔
話
の
話
型
分
類
に
つ
い
て
発
表
し
た
。

関
敬
吾
の
分
類
整
理
は
四
度
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、『
集
成
』
と

『
大
成
』、『
日
本
昔
話
の
型
』
と
「Types of Japanese Folktales

」
に
分

け
ら
れ
る
。
関
敬
吾
が
昔
話
の
話
型
を
分
類
整
理
し
た
の
は
、
国
際
比
較

研
究
を
す
る
た
め
だ
と
い
う
。
現
在
、
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

『
集
成
』（『
大
成
』
も
同
じ
）
で
あ
る
が
、
関
敬
吾
は
『
日
本
昔
話
の
型
』

が
一
番
良
い
と
考
え
て
い
た
。『
集
成
』
で
は
、「
動
物
昔
話
」、「
本
格
昔

話
」「
笑
話
」
の
三
分
類
を
と
っ
て
い
る
が
、『
昔
話
の
型
』
で
は
廃
止
し

て
い
る
。
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
も
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ
ン
の
話

型
カ
タ
ロ
グ
を
二
〇
〇
四
年
に
改
訂
し
た
時
、
三
分
類
を
廃
止
し
て
い
る
。

関
の
分
類
は
、
日
本
の
昔
話
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

話
型
の
分
類
の
変
遷
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
、
関
敬
吾
が
昔
話
の
国
際
比

較
を
見
据
え
て
研
究
し
て
い
た
こ
と
が
、
よ
く
理
解
で
き
た
。

例
会
に
は
、
関
敬
吾
の
ご
子
息
、
関
信
夫
氏
も
出
席
し
た
。
会
員
か
ら

の
質
問
に
対
し
、
関
敬
吾
が
自
宅
で
は
一
日
十
四
、十
五
時
間
も
机
に
向

か
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
語
り
、
寄
稿
も
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
貴
重
な
資

料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
関
信
夫
氏
も
書
い
て
い
る
が
、
関
敬
吾
の
資
料
が
遠
野
市
立
図

書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、『
国
際
化

時
代
を
視
野
に
入
れ
た
説
話
と
教
科
書
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』

（
二
〇
一
四　

東
京
学
芸
大
学
）
に
関
信
夫
氏
、
野
村
敬
子
氏
が
関
敬
吾
に

関
す
る
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
く
と
、
関
敬
吾
の

人
と
な
り
が
よ
り
一
層
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

 

（
せ
き
ね
・
あ
や
こ
／
昔
話
伝
説
研
究
会
）


