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〈
例
会
発
表
要
旨
〉

◆
董
子
華
　
南
朝
文
学
に
お
け
る
「
都
」
に

関
す
る
考
察
　
漢
・
魏
の
首
都
で
あ
る
長
安
と

洛
陽
は
過
去
の
繁
華
の
象
徴
と
し
て
、
詩
文
の

中
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
永
嘉
の
乱
で
晋
室

が
南
渡
し
た
後
、
長
江
下
流
の
建
康
（
今
の
南

京
市
）
は
漢
民
族
政
権
の
新
た
な
都
に
な
っ

た
。
中
原
恢
復
の
意
欲
の
低
下
や
南
方
の
開
発

に
伴
っ
て
、
南
朝
の
人
々
の
あ
い
だ
に
は
長
安

と
洛
陽
の
繁
栄
を
懐
か
し
み
つ
つ
も
、
建
康
が

新
た
な
都
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
次
第
に
確
立

さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
南
朝
時
期
の
「
都
」

に
関
す
る
文
学
作
品
、
特
に
詩
に
お
い
て
、
描

か
れ
た
「
都
」
は
建
康
だ
け
で
は
な
く
、
長
安

と
洛
陽
も
よ
く
詠
じ
ら
れ
る
。
本
発
表
は
南
朝

文
学
に
お
け
る
「
都
」
に
着
目
し
、
都
城
賦
と

詩
に
お
け
る
「
都
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、

「
都
」
は
文
学
ト
ポ
ス
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な

有
様
を
呈
す
る
の
か
を
考
察
し
た
。

　
ま
ず
、
漢
代
か
ら
南
朝
時
期
ま
で
の
都
城

賦
の
制
作
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
全
体
的

に
見
る
と
、
南
朝
時
期
に
お
い
て
、
都
城
賦
の

数
量
が
少
な
く
な
り
、
ま
た
「
三
都
賦
」
の
よ

う
な
都
を
描
く
長
篇
の
賦
が
見
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
次
に
、
鮑
照
の
楽
府
詩
に
お
け
る
「
京
洛
」

「
皇
州
」
な
ど
の
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
楽

府
が
叙
事
性
を
有
す
る
た
め
、
詩
に
描
か
れ
た

「
都
」
は
建
康
の
喩
え
で
は
な
く
、
た
だ
虚
構

性
を
持
っ
て
い
る
物
語
の
中
の
一
つ
の
要
素
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
虚
構
性
が
あ
る
「
都
」

に
関
す
る
詩
は
梁
と
陳
に
も
盛
ん
に
作
ら
れ

た
。
こ
の
時
期
、「
長
安
道
」「
洛
陽
道
」
を
題

に
す
る
詩
が
集
団
的
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
作
品
を
並
べ
て
見
れ
ば
、
作
品
の
モ

チ
ー
フ
と
景
物
・
人
物
の
表
現
手
法
は
か
な
り

類
似
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
詩
題
が

違
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
種
類
の
詩
の
テ
ー
マ

は
い
ず
れ
に
も
昔
の
大
都
市
の
繁
華
を
謳
う
こ

と
で
あ
り
、
詩
に
お
け
る
「
長
安
」
と
「
洛
陽
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。

「
長
安
道
」「
洛
陽
道
」
に
お
け
る
「
都
」
は
定

型
化
し
て
い
る
空
間
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
最
後
に
、
謝
霊
運
と
謝
朓
の
詩
を
例
と

し
、
都
と
し
て
の
建
康
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ

れ
て
い
る
の
か
分
析
し
た
。
王
朝
の
都
と
し
て

描
か
れ
た
建
康
は
、
実
在
の
場
所
よ
り
、
む
し

ろ
概
念
的
な
空
間
と
言
え
、
南
朝
期
の
詩
人
た

ち
の
多
岐
な
思
考
様
式
と
自
ら
の
心
象
風
景
に

繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

◆
田
禾
・
郭
雲
輝
　
趋
向
补
语
﹇
Ⅴ
１
Ⅴ

２
＋
来
／
去
﹈
中
『
来
／
去
』
的
隐
现
　
本
発

表
は
、
複
合
的
方
向
補
語
に
お
け
る
三
番
目
の

動
詞
で
あ
る
『
来
／
去
』
の
使
用
・
不
使
用
を

取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
語
教
育
の
一

助
と
な
る
べ
く
、
先
行
す
る
一
番
目
と
二
番
目

の
動
詞
の
意
味
特
徴
、
構
文
的
特
徴
、
動
作
の

已
然
・
未
然
、
目
的
語
の
有
無
及
び
そ
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
、
話
者
の
視
点
・
情
報
の
適
量
な
ど
の

観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、『
来
／
去
』
の
使

用
・
不
使
用
の
法
則
を
一
般
化
し
、『
来
／
去
』

の
使
用
・
不
使
用
に
よ
る
文
の
意
味
へ
の
影
響

を
究
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

◆
西
野
由
希
子
　
香
港
の
映
像
作
家
・
羅

玉
梅
の
「
殖
物
」　
―
文
学
と
映
像
の
協
奏
　

香
港
の
映
像
作
家
・
羅
玉
梅
（L

aw
 Y
u
k-

m
u
i

）
の
「
殖
物
（P

astich
e

）」（
二
〇
一
九
年
）

は
三
画
面
に
よ
る
映
像
作
品
で
、
二
〇
二
〇

年
、
水
戸
芸
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
道
草
展
」

に
出
品
さ
れ
た
。
一
九
五
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
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マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ゲ
が
撮
影
し
た
香
港
植
物
公
園

の
映
像
、
昆
劇
の
役
者
が
舞
台
化
粧
に
よ
り
男

性
か
ら
女
性
に
姿
を
変
え
る
様
子
、
役
者
が
昆

劇
「
牡
丹
亭
」
を
演
じ
る
場
面
の
三
部
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。「
牡
丹
亭
」
の
部
分
で
は
、
昆

劇
の
せ
り
ふ
、
董
啓
章
の
小
説
「
安
卓
珍
尼
（
ア

ン
ド
ロ
ジ
ニ
ー
）」
と
余
光
中
の
詩
「
紫
荊
賦
」

か
ら
の
引
用
が
字
幕
で
提
示
さ
れ
る
。
本
作
品

は
「
三
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て

お
り
、
テ
キ
ス
ト
（
文
学
）・
演
技
（
昆
劇
）・

音
響
（
音
楽
）
や
、
地
理
・
歴
史
・
記
憶
、
二

つ
の
も
の
の
間
に
あ
る
も
の
、
ど
ち
ら
で
も
な

い
も
の
、
両
方
を
持
つ
も
の
、
を
表
し
て
い
る

と
考
え
る
。
香
港
で
は
近
年
「
植
物
」
に
「
自

由
」
や
「
多
様
性
」
等
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

本
作
品
の
タ
イ
ト
ル
「
殖
物
」
か
ら
は
「
土
地

が
語
る
も
の
」
を
表
現
し
て
き
た
羅
の
香
港
と

い
う
土
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
思
い
が

見
て
取
れ
る
。

〈
博
士
論
文
要
旨
〉

◆
横
田
む
つ
み
　
唐
代
女
性
詩
人
の
詩
と
文

学
―
上
官
昭
容(

婉
兒)

、
李
冶
、
薛
濤
、
及

び
魚
玄
機
の
詩
作
か
ら
―
　
本
論
文
で
は
唐

代
の
女
性
詩
人
が
詩
作
を
習
得
し
て
詩
を
詠
む

こ
と
に
よ
っ
て
唐
代
文
学
に
遺
し
た
足
跡
を
辿

り
、
そ
の
文
学
的
意
義
に
つ
い
て
論
述
し
て
い

る
。
第
一
部
「
宮
女
の
詩
作
」
で
は
上
官
昭
容
、

第
二
部
「
妓
女
、
女
道
士
の
詩
作
」
で
は
李
冶
、

薛
濤
、
魚
玄
機
、
と
初
唐
か
ら
晩
唐
ま
で
の
女

性
詩
人
に
つ
い
て
時
系
列
に
沿
っ
て
論
じ
た
う

え
で
、
第
三
部
「
新
た
な
恋
情
の
詩
」
で
は
、

李
冶
、
薛
濤
、
魚
玄
機
の
詩
に
用
い
ら
れ
て
い

る
「
相
思
」
の
語
と
恋
情
の
詩
に
つ
い
て
論
究

し
て
い
る
。
妓
女
や
女
道
士
は
何
を
契
機
に
詩

作
を
習
得
し
た
の
か
、
詩
に
は
女
性
固
有
の
表

現
や
主
張
が
み
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
彼
女
達
の

詩
が
士
大
夫
の
詩
作
に
与
え
た
影
響
等
に
つ
い

て
の
考
察
か
ら
論
証
し
て
い
る
。

彼
女
達
は
宴
席
や
道
観
等
で
の
士
大
夫
と
の

出
会
い
を
契
機
に
、
士
大
夫
の
詩
に
習
い
倣
っ

て
詩
の
受
容
者
と
な
り
、
や
が
て
自
ら
も
創
作

者
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
女
達
が
詠

い
始
め
た
「
相
思
」
を
用
い
た
恋
情
の
詩
は
、

そ
れ
ま
で
詠
う
こ
と
の
な
か
っ
た
士
大
夫
に
も

詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
唐
代
に
は
も
は
や
単

に
男
性
に
付
随
す
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
い
妓

女
や
女
道
士
が
現
れ
て
、
中
国
古
典
詩
が
空
前

の
発
展
を
遂
げ
た
唐
代
文
学
の
一
翼
を
担
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
修
士
論
文
要
旨
〉

◆
大
西
由
美
子
「
舜
子
變
」
に
つ
い
て
ー
舜

説
話
の
比
較
か
ら
見
る
そ
の
特
徴
と
伝
承
　
敦

煌
文
献
の
「
舜
子
變
」
は
、
舜
が
受
難
に
遭
っ

て
も
孝
行
を
貫
き
、
終
に
は
堯
か
ら
帝
位
を
譲

ら
れ
る
と
い
う
「
孝
行
譚
」
の
語
り
物
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
『
史
記
』
等
と
は
異
な
る
内
容
を
含

み
、
神
仙
思
想
や
儒
仏
の
思
想
が
混
在
す
る
独

特
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
各
文
献
の
舜
説
話

を
比
較
す
る
と
『
史
記
』
等
の
経
史
系
統
は
舜

の
「
孝
」
や
「
徳
」
を
重
視
し
て
い
る
が
、「
舜

子
變
」
な
ど
孝
子
譚
系
統
の
説
話
は
、
帝
釈
天

に
よ
る
救
済
や
因
果
応
報
な
ど
仏
教
の
影
響
を

受
け
て
い
る
。「
父
母
恩
重
經
」
や
「
雑
寶
蔵

經
」
に
は
孝
の
思
想
が
見
ら
れ
、
ま
た
舜
の
孝

子
譚
が
描
か
れ
て
い
る
寧
夏
固
原
北
魏
墓
漆
棺

画
や
、
敦
煌
莫
高
窟
の
北
魏
や
西
魏
造
営
の
窟

に
、
中
国
の
伝
統
思
想
と
仏
教
が
混
在
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
思
想
の
融
合
は
北
魏

の
頃
盛
ん
に
行
わ
れ
、
こ
の
時
期
に
舜
説
話
も

孝
を
介
し
て
仏
教
に
取
り
込
ま
れ
て
、「
舜
子

變
」
の
原
型
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
十
一
世
紀
以
降
姿
を
消
し
た
「
舜
子
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變
」
だ
が
、
閩
南
の
説
唱
の
「
大
舜
耕
田
歌
」「
大

舜
坐
天
歌
」
に
は
、
そ
の
内
容
や
表
現
に
「
舜

子
變
」
の
片
鱗
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

◆
柴
田
末
美
江
　
莫
言
『
蛙
』
に
お
け
る

‶

罪
″
と‶
贖
罪
″
に
つ
い
て
　
〜
お
ば
さ

ん
の
犯
し
た
罪
と
贖
罪
を
中
心
と
し
て
〜
　

『
蛙
』
は
、
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
計
画
出
産

を
テ
ー
マ
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
莫
言
が
中
国
人

作
家
と
し
て
初
め
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
本

論
文
で
は
計
画
出
産
政
策
の
渦
中
で
苦
悶
す
る

お
ば
さ
ん
の
姿
を
通
し
て
人
間
の
罪
と
贖
罪
に

焦
点
を
当
て
、
作
品
解
読
や
先
行
研
究
を
踏
ま

え
て
考
察
を
重
ね
た
。
な
ぜ
、
お
ば
さ
ん
は
神

聖
な
胎
児
の
生
命
を
葬
る
罪
を
犯
し
た
の
か
、

『
蛙
』
本
文
中
の
「
特
务
！
叛
徒
！
烂
货
！
」

に
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
こ

れ
ら
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
ら
生
存
の
道
は

途
絶
え
る
。
同
僚
か
ら
罵
ら
れ
た
こ
の
言
葉
に

お
ば
さ
ん
は
恐
れ
戦
き
、
己
の
生
存
へ
の
欲
望

の
た
め
に
体
制
側
の
執
行
人
と
し
て
大
罪
を
犯

し
た
。
そ
し
て
、
蛙
に
襲
わ
れ
贖
罪
意
識
に
覚

醒
し
、
贖
罪
の
道
程
で
「
生
き
て
責
め
苦
に
遭

い
続
け
罪
を
償
っ
て
い
く
し
か
な
い
。」
と
吐

露
し
、
生
涯
贖
罪
の
道
を
歩
み
続
け
る
こ
と
と

な
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
の
結
果
、
お
ば
さ
ん
の

罪
の
根
源
は
生
存
へ
の
欲
望
で
あ
り
、
贖
罪
は

一
生
背
負
い
続
け
る
も
の
と
の
結
論
に
至
っ

た
。『
蛙
』
は
人
間
に
己
の
罪
と
贖
罪
に
向
き

合
う
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
と
考

え
る
。

◆
潘
一
嵐
　
沙
汀
一
九
三
一
年
〜
一
九
四
五

年
の
小
説
創
作
に
つ
い
て
ー
諷
刺
と
四
川
を
中

心
に
　
沙
汀
（
一
九
〇
四
〜
一
九
九
二
）
は
中

国
現
代
文
学
史
に
お
い
て
「
四
川
作
家
」「
諷
刺

作
家
」
と
し
て
名
高
い
。「
四
川
」
は
そ
の
川

籍
作
家
と
し
て
の
身
分
を
表
し
た
だ
け
で
な

く
、
主
な
創
作
テ
ー
マ
に
対
す
る
概
括
で
も
あ

る
。
一
方
、「
諷
刺
」
は
彼
の
最
も
芸
術
的
な

特
色
の
あ
る
創
作
を
表
し
て
い
る
。

　
本
論
文
は
「
諷
刺
」
と
「
四
川
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
、
先
行
研
究
の
中
で
ま
だ
十
分

論
説
さ
れ
て
い
な
い
点
を
中
心
に
し
て
、
沙
汀

の
一
九
三
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
小
説
創
作

を
分
析
す
る
研
究
で
あ
る
。
本
論
文
は
四
つ
の

章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
沙
汀
の

一
九
三
一
年
か
ら
一
九
三
七
年
の
創
作
探
索
の

道
を
整
理
し
、
沙
汀
が
ど
の
よ
う
に
「
四
川
作

家
」、「
諷
刺
作
家
」
に
な
っ
た
か
を
検
討
し
、

そ
の
抗
戦
期
の
諷
刺
の
特
色
が
形
成
さ
れ
た
根

源
を
解
明
す
る
。
第
二
章
で
は
沙
汀
の
抗
戦
期

の
創
作
の
立
場
、
態
度
及
び
文
学
創
作
上
の
具

体
的
な
表
現
を
検
討
し
、
抗
戦
期
間
に
創
作
さ

れ
た
特
殊
な
風
格
の
内
包
を
再
度
確
認
す
る
。

第
三
章
で
は
、「
諷
刺
」
に
関
す
る
研
究
を
補

完
す
る
た
め
に
、
沙
汀
の
作
品
に
お
け
る
「
喜

劇
性
」
の
生
成
の
問
題
を
検
討
す
る
。
第
四
章

で
は
、
沙
汀
に
書
か
れ
た
四
川
の
風
俗
図
を
分

析
し
、
独
特
な
「
諷
刺
」
の
完
成
と
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
る
。

◆
李
夢
雨
　
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
異
な

る
道
へ
―
閻
連
科
の
「
神
実
主
義
」　
閻
連
科

の
作
品
は
荒
唐
無
稽
な
筆
致
で
底
辺
の
民
衆
の

生
活
を
描
き
出
し
た
。
本
研
究
で
は
、
閻
連
科

の
作
品
に
現
れ
る
神
実
主
義
に
注
目
し
、
神
実

主
義
と
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
複
雑
な
関
係
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

本
論
文
で
は
、
現
在
主
流
と
な
っ
て
い
る
ル

イ
ス
・
レ
ア
ル
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
閻
連
科

の
「
神
実
主
義
」
と
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」

を
比
較
す
る
。
そ
し
て
、
閻
連
科
の
作
品
と

ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
作
品
と
比
べ
、
主
に
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「
醜
を
美
と
す
る
」、「
体
に
つ
い
て
の
叙
事
と

病
気
の
隠
喩
」
な
ど
同
じ
と
こ
ろ
と
、「
循
環

的
な
叙
事
」、「
時
空
、
空
間
が
交
錯
す
る
手
法
」

な
ど
相
違
点
が
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
現
在

の
神
実
主
義
の
理
論
で
は
、
す
で
に
魔
術
的
リ

ア
リ
ズ
ム
と
具
体
的
に
分
析
で
き
る
ほ
ど
の
違

い
が
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
手
法
で
は
、

閻
連
科
は
ま
だ
自
分
の
道
を
見
出
せ
ず
、
魔
術

的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
ベ
ー
ス
に
、
自
分
の
創
作
需

要
に
応
じ
て
書
き
直
す
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

〈
近
況
報
告
等
〉

◆
橋
本
陽
介
　『
中
国
語
に
お
け
る
「
流
水

文
」
の
研
究
』
の
出
版
　
中
国
語
の
書
き
言
葉

を
読
ん
で
い
た
り
、
翻
訳
を
し
た
り
し
て
い

て
、「
な
ぜ
こ
こ
が
読
点
で
つ
な
が
っ
て
い
っ

て
し
ま
う
の
か
？
」
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
句
点
で
区
切
っ
て
も
読
点
で
続
け
て

も
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
根
本
的
な
要
因
は
、
比
較
的
独
立
し
た

節
が
次
々
に
付
加
さ
れ
る
形
で
展
開
し
、「
一

つ
の
文
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に

多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
中
国
語
書
き

言
葉
（
特
に
小
説
言
語
）
に
多
く
登
場
す
る
長

く
て
複
雑
な
「
一
つ
の
文
」
を
言
語
学
的
・
修

辞
学
的
に
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
言
語
に
お

け
る
「
一
つ
の
文
」
に
つ
い
て
中
国
語
書
き
言

葉
の
観
点
か
ら
考
察
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。「
一
つ
の
文
」
は
し
ば
し
ば
「
一
つ
の

思
考
を
表
す
」
と
さ
れ
る
。
中
国
語
書
き
言
葉

に
お
い
て
、
句
点
か
ら
句
点
ま
で
で
伝
達
さ
れ

る
内
容
が
も
し
日
本
語
や
英
語
な
ど
と
異
な
る

と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
も
っ
て
「
一
つ
の
思
考
」

「
一
つ
の
ま
と
ま
り
」
と
す
る
か
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
れ
は
い
っ
た
い
何

な
の
か
。
も
し
違
う
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
違

う
の
だ
ろ
う
か
。

中
国
語
の
「
文
」
の
単
位
を
不
思
議
に
思
っ

た
こ
と
が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
一
読
い
た
だ
き
た

い
。


