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古
代
文
学
会
の
例
会
五
百
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ま
る
一
日
を
掛

け
て
、
第
一
部
に
「
歌
の
生
成
と
生
態
」
、
第
二
部
に
「
歴
史
叙
述
と
注

釈
」
の
二
テ
ー
マ
を
置
き
、
そ
し
て
第
三
部
に
総
括
討
議
を
置
く
と
い

う
、
分
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
、
二
部
の
設
定
は
ま
こ
と
に
よ

く
考
え
ら
れ
た
も
の
で
、
企
画
者
の
畑
眼
を
思
わ
せ
る
。
私
は
こ
の
と
こ

ろ
ず
っ
と
学
会
の
活
動
に
及
び
腰
に
な
っ
て
い
る
の
で
理
解
が
十
分
で
は

な
い
と
思
う
が
、
こ
の
十
年
ほ
ど
、
古
代
文
学
会
の
研
究
の
流
れ
は
、
歌

や
歴
史
叙
述
や
宗
教
的
言
説
の
立
ち
現
れ
る
場
の
ド
ラ
マ
に
、
焦
点
を
合

わ
す
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
た
と
思
、
フ
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
そ
の
成
果
を

集
約
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
上
に
立
っ
て
今
後
の
研
究
を
展
望
し
よ

』
フ
と
い
う
意
図
が
、
こ
の
企
画
に
は
見
え
た
。
近
年
の
研
究
を
こ
の
二
部

に
ま
と
め
た
の
が
お
も
し
ろ
い
と
、
ま
ず
思
え
た
。
企
画
者
の
労
に
敬
意

を表したい。

第
一
部
は
、
歌
が
ど
の
よ
う
に
生
成
す
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
声
の
文
学

と
し
て
ど
の
よ
う
な
生
態
を
持
つ
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
、
第
二
部
は
、

歴
史
叙
述
と
そ
の
注
釈
が
ど
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
思
考
・
言
説
を
生
成

さ
せ
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
学
会
外
か
ら
酒
井
正

子
氏
（
第
一
部
）
、
阿
部
泰
郎
氏
（
第
二
部
）
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

ー
マ
に
最
適
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
参
加
を
得
、
貴
重
な
発
言
を
い
た
だ
い
て

古
代
文
学
研
究
の
今
後
に
つ
い
て

例
会
５
０
０
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
〉

有
益
で
あ
っ
た
。
学
会
内
か
ら
は
第
一
部
に
岡
部
隆
志
、
猪
股
と
き
わ

（
司
会
）
の
二
氏
、
第
二
部
に
津
田
博
幸
、
斎
藤
英
喜
（
司
会
）
の
二
氏

が
加
わ
っ
た
。
多
岐
に
渡
る
話
で
私
は
理
解
す
る
の
に
追
わ
れ
、
第
三
部

の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
提
言
を
展
望
の
方
へ
敷
桁
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

何
や
ら
的
は
ず
れ
な
質
問
を
す
る
か
っ
こ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
第

一
、
二
部
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
、
こ
と
に
学
会
外
か
ら
参
加
し
て
下
さ

っ
た
二
氏
に
は
、
申
し
わ
け
な
く
、
お
詫
び
し
た
い
。

い
ま
再
び
当
日
の
資
料
を
読
み
返
し
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
て
い
る
。

ま
ず
第
一
部
の
方
で
は
、
酒
井
氏
が
与
那
国
の
葬
儀
に
お
け
る
、
「
ク
イ

カ
ギ
」
と
い
う
、
歌
の
萌
芽
状
態
と
も
い
う
べ
き
死
者
へ
の
呼
び
か
け

や
、
納
棺
前
頃
に
頻
り
に
そ
れ
と
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
「
み
ら
ぬ
歌
」
の

野
良
仕
事
歌
（
デ
ィ
ラ
バ
）
や
叙
情
歌
ス
ン
カ
ニ
（
シ
ョ
ン
ガ
ネ
ー
）
と

の
間
の
ジ
ャ
ン
ル
的
関
係
な
ど
に
つ
い
て
提
言
さ
れ
た
。
葬
歌
と
い
、
フ
特

殊
な
分
野
の
、
し
か
も
も
、
フ
滅
び
よ
う
と
す
る
寸
前
の
資
料
が
提
供
さ
れ

た
。
死
者
を
相
手
に
声
を
か
け
る
、
呼
び
か
け
る
、
そ
れ
が
歌
に
な
っ
て

い
く
感
じ
な
の
に
驚
か
さ
れ
た
。

続
い
て
岡
部
氏
は
雲
南
省
白
族
の
歌
垣
の
実
際
を
報
告
、
掛
合
い
は
歌

に
よ
っ
て
い
か
に
非
日
常
世
界
を
作
る
か
で
、
そ
れ
の
成
否
に
寄
っ
て
掛

合
い
は
続
い
た
り
途
切
れ
た
り
す
る
、
歌
う
こ
と
を
楽
し
む
目
的
で
来
る

森

朝

男
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人
も
い
れ
ば
結
婚
相
手
を
捜
し
に
来
る
人
も
い
る
な
ど
、
興
味
深
い
実
態

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
第
二
部
の
方
で
は
、
阿
部
氏
は
聖
徳
太
子
伝
を
材
料
に

中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
転
成
や
新
た
な
生
成
の
様
相
を
、
津
田
氏
は

平
安
初
期
の
日
本
紀
講
に
お
け
る
神
学
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
の
生
成
や

増
幅
の
様
相
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
具
体
的
に
提
示
さ
れ
た
。
私
な
ど
に

は
日
頃
馴
染
み
の
少
な
い
、
あ
る
い
は
初
め
て
見
る
史
資
料
類
が
提
供
さ

れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
も
の
を
、
い
ま
ま
さ
に
新
し
い
関
心
か
ら
掘
り
起

こ
す
研
究
が
出
て
き
て
い
る
．
勿
論
何
年
も
前
か
ら
両
氏
ら
の
研
究
に
触

れ
て
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
感
銘
を
あ
ら
た
に
し
た
。

結
果
的
に
第
一
部
と
第
二
部
と
は
非
常
に
明
瞭
な
対
比
的
関
係
を
持
つ

こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
部
の
壱
フ
た
の
問
題
で
は
、
村
落
的
な
共
同
体
の
言

語
の
様
相
が
、
第
二
部
で
は
国
家
ま
た
は
特
定
の
思
想
性
を
具
え
た
史
家

や
宗
教
者
の
表
現
の
様
相
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
な

り
本
質
的
な
差
異
に
繋
が
っ
て
い
て
、
前
者
に
は
口
頭
性
が
、
後
者
に
は

書
記
性
が
顕
著
で
あ
る
。
生
成
の
前
提
に
存
在
す
る
も
の
も
、
村
落
の
成

員
に
共
有
さ
れ
る
伝
承
と
文
書
と
し
て
の
史
書
や
伝
記
と
で
あ
っ
て
、
後

者
は
そ
れ
ら
を
読
み
解
き
、
読
み
替
え
る
、
十
分
に
〈
知
〉
と
い
っ
て
も

い
い
も
の
の
営
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
者
の
〈
知
〉
の
営
み
手
は
宗
教
者
で
あ
っ
た
り
、
史
家
で
あ
っ

た
り
す
る
が
、
標
準
的
な
意
味
で
の
文
学
的
表
現
者
（
物
語
の
作
者
や
歌

人
）
と
ど
の
よ
う
に
相
渡
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に

生
成
す
る
あ
ら
た
な
テ
キ
ス
ト
な
ど
の
質
が
、
ど
の
よ
う
に
同
時
代
の
標

準
的
な
意
味
で
の
文
学
表
現
の
史
的
レ
ベ
ル
を
説
明
し
う
る
か
、
と
い
う

点
に
私
は
感
心
を
お
ぼ
え
る
。
そ
の
点
の
研
究
や
論
理
構
成
が
も
っ
と
積

極
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
世
文
学
は
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
も
著

し
い
宗
教
性
・
思
想
性
・
歴
史
意
識
を
内
包
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の

強
ま
り
が
既
成
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
解
体
さ
せ
、
新
た
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を

生
成
さ
せ
て
い
こ
う
と
も
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
視
覚
か
ら
の
研
究
が
文

学
研
究
に
な
る
う
る
可
能
性
の
高
さ
を
持
っ
て
い
る
。
古
代
で
は
ど
う
だ

ろ
う
。
平
安
時
代
で
は
。
平
安
初
期
、
九
世
紀
の
も
っ
と
幅
広
い
言
語
的

情
況
と
の
繋
が
り
の
な
か
で
、
多
分
こ
れ
ら
は
あ
る
意
味
を
持
ち
、
ま
た

持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
７
。
そ
こ
を
も
っ
と
知
り
た
い
気
が
す
る
。

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
だ
わ
り
方
を
す
る
か
と
い
え
ば
、
つ
ま
り
、
時
代
を

遡
れ
ば
そ
う
い
う
も
の
と
文
学
と
の
区
分
は
つ
け
が
た
い
（
例
え
ば
古
事

記
も
日
本
書
紀
も
歴
史
記
述
で
あ
り
、
文
学
で
あ
り
、
宗
教
書
で
あ
る
と

い
っ
た
ぐ
あ
い
に
）
が
、
逆
に
下
れ
ば
分
化
し
て
く
る
。
そ
の
と
き
そ
の

分
化
過
程
の
ド
ラ
マ
こ
そ
、
古
代
文
学
（
史
）
研
究
の
最
も
大
き
な
課
題

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
う
い
う
有
機
的
関
連
性
の

な
か
で
、
こ
の
問
題
の
意
味
が
明
瞭
に
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
は
見
事
な
文

学
研
究
に
な
る
と
い
え
る
。

第
一
部
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
共
同
体
の
歌
の
問
題
は
、
古
代
文
学
会
の

研
究
史
の
な
か
で
は
、
か
つ
て
発
生
論
、
様
式
論
、
さ
ら
に
は
表
現
論
と

い
う
形
で
、
和
歌
研
究
そ
の
他
へ
繋
げ
ら
れ
、
文
学
論
と
な
る
こ
と
が
で

き
て
い
た
と
思
、
フ
。
し
か
し
、
な
お
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
、

で
あ
る
面
が
大
い
に
あ
る
と
思
う
。
こ
と
に
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
の
フ

ィ
ー
ル
ド
は
、
失
わ
れ
た
日
本
列
島
お
よ
び
南
西
諸
島
の
歌
垣
文
化
の
欠

落
を
補
う
も
の
と
し
て
、
古
代
文
学
研
究
に
ど
う
繋
げ
ら
れ
て
い
く
の

か
、
真
に
お
も
し
ろ
く
な
る
の
は
こ
れ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
て
い
た

い
。
で
も
な
か
な
か
困
難
な
問
題
が
あ
り
そ
う
だ
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
諸
事
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象
の
な
か
か
ら
、
古
代
的
要
素
や
日
本
列
島
と
の
共
通
要
素
を
、
そ
う
で

な
い
も
の
と
選
り
分
け
る
こ
と
が
必
要
と
思
う
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

したらできるのだろ、フか。

フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
も
史
料
研
究
も
、
あ
く
ま
で
古
代
文
学
研
究
の
〈
中

央
〉
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
周
辺
研
究
で
あ
っ
た
り
、
基
礎
研
究
で
あ
っ
た

り
に
と
ど
ま
っ
て
欲
し
く
な
い
。
し
か
し
も
壱
フ
と
っ
く
に
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
こ
と
だ
が
、
民
俗
学
的
古
代
文
学
研
究
も
歴
史
社
会
学
的
古
代
文

学
研
究
も
、
従
来
の
や
り
方
に
と
ど
ま
っ
て
な
ど
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
へ

来
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
〈
中
央
〉
で
あ
り
う
る
か
は
、
そ
の
材
料
な
り

の
、
独
自
の
方
法
の
確
立
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
・

古
代
文
学
史
は
文
芸
意
識
に
基
づ
く
文
学
的
表
現
態
を
分
化
し
、
い
わ

ゆ
る
古
典
を
確
立
し
て
終
る
と
み
る
の
が
よ
い
。
そ
の
場
合
、
和
歌
に
例

を
と
れ
ば
、
や
は
り
万
葉
集
の
後
期
が
終
り
で
な
く
、
平
安
前
中
期
ぐ
ら

い
ま
で
を
見
込
ん
だ
方
が
い
い
。
古
代
和
歌
は
そ
こ
ま
で
行
っ
て
完
成
す

る
と
考
え
る
の
だ
。
歌
語
と
い
う
も
の
が
で
き
た
り
、
歌
に
対
す
る
批
評

と
い
う
も
の
が
で
き
て
、
表
現
が
美
的
様
式
を
確
立
し
、
古
典
が
形
成
さ

れ
る
。
そ
こ
ま
で
を
考
え
た
方
が
よ
く
は
な
い
か
、
と
思
雲
フ
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
う
い
う
和
歌
の
動
き
と
も
並
行
し
て
、
か
な
（
和
文
）
の
散
文
態

文
学
も
始
発
す
る
。
日
本
文
学
史
は
上
代
・
中
古
と
い
う
分
け
方
に
典
型

的
に
示
さ
れ
る
よ
、
フ
に
、
こ
の
過
程
を
連
続
と
し
て
よ
り
も
飛
躍
と
し
て

認
識
す
る
度
合
が
強
か
っ
た
と
思
え
る
。
和
歌
は
、
万
葉
か
ら
古
今
へ
、

と
い
う
の
が
そ
の
過
程
を
簡
明
に
い
い
表
し
た
こ
と
ば
に
な
る
と
思
う

が
、
そ
れ
は
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
に
切
れ
て
は
い
な
い
で
、
強
い
繋
が
り
や

継
承
関
係
を
内
包
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
と
は
い
っ
て
も
ま
た
け
っ
し

て
平
坦
な
道
で
は
な
く
、
た
い
そ
う
大
き
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
動
き
を
含

ん
で
も
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
目
を
向
け
る
と
き
、
八
世
紀
の
研
究
を

受
け
継
い
で
、
次
に
九
世
紀
の
研
究
が
、
古
代
（
上
代
）
文
学
の
側
か
ら

構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
え
て
く
る
。

私
は
こ
と
に
、
表
現
に
お
け
る
美
の
成
立
と
い
う
も
の
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
思
、
フ
。
表
現
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
が

あ
る
と
思
う
。
抽
象
的
な
言
語
の
美
学
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
も
必
要
と
思
う
が
、
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
い
っ
そ
、
７
重
要
だ
。
古

代
宮
廷
及
び
貴
族
社
会
の
問
題
は
文
学
論
と
し
て
は
、
究
極
的
に
こ
こ
へ

行
き
つ
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
や
は

り
最
も
具
体
的
な
切
り
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

終
り
に
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
こ
と
に
帰
る
が
、
史
家
や
宗
教
者
の
知

的
な
営
為
が
、
文
学
の
問
題
と
し
て
の
作
家
論
と
等
し
い
か
、
重
な
る

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
者
を
対
象
に
据
え
る
こ
と
が
、

文
学
研
究
と
し
て
の
作
家
論
に
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
、

と
い
、
う
こ
と
だ
。
い
ま
ひ
と
つ
、
私
に
は
そ
こ
が
分
ら
な
い
。
か
り
に
近

現
代
社
会
を
想
定
し
て
も
、
両
者
の
間
に
は
重
な
り
あ
い
が
あ
り
つ
つ
、

や
は
り
小
さ
く
な
い
隔
た
り
が
あ
り
そ
う
だ
。
そ
の
隔
た
り
に
何
が
存
在

す
る
の
だ
ろ
う
。
美
か
も
知
れ
な
い
。
表
現
の
美
を
構
築
す
る
条
件
と
し

て
の
〈
虚
〉
と
か
〈
職
〉
と
か
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
「
分

化
」
と
い
っ
た
文
学
史
的
命
題
は
、
こ
う
し
た
も
の
の
胚
胎
と
深
い
関
わ

りを持っているである、フ。
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