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《
会
員
著
書
紹
介
》

今
井
源
衛
他

校
注
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20

『
源
氏
物
語

一
』

小
学
館

日
本
古
典
文
学
全
集

の
新
編
と
し

て
第

一
回

『
源
氏
物
語

一
』

が
発

刊
さ
れ

た
。
二
十
余
年

ぶ
り

の
刷
新

で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
は
校
注

者
今

井
源
衛

・
阿
部
秋

生

・
秋
山
度

三
氏

の
顔

ぶ
れ

は
旧
全
集

と
は
変
わ

ら

ず
、
注
釈
内
容
も
旧
全
集
を
踏
襲
し

つ
つ
、

最
新

の
研
究
成
果

を
収
取
し

た
全

面
改
稿
版
と
な

っ
て
い
る
。
本
文

は
、
最
近

の
注
釈
書

で
は
最
良

の
底
本
と
し

て
常
用
さ
れ

て
い
る
伝
定

家
筆
本

・
伝

明
融
臨
模
本

・
飛
鳥
井
雅
康
筆
本

(大

島
本

)
、
そ
れ
に
数
種

の
青
表
紙
諸
本

で
校
訂

し
た
も

の
。

旧
全
集

と
比

し

て
特
筆

す

べ
き
は
巻
末

の
付
録

に
新
た

に
加

わ

っ
た
、
今
井

氏
に
ょ
る

「漢
籍

・
史
書

・
仏
典
引
用

}
覧
」
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
』
本
文
中
、

漢
籍

・
史
書

・
仏
典
を

ふ
ま
え
た
と
思
わ
れ

る
表
現

に

つ
い
て
、
和
漢

の
資
料

を
幅
広

い
分
野
か
ら
原
典

(書
き
下
し
文
)
も
し
く

は
大
意
を
提
出
し
、
本
文

と

の
関
連

を
解
説
し

た
も

の
。
簡
潔

に
し

て
か

つ
要
を
得
た
も

の
と
な

っ
て
お

り
、
今
後

の
研
究

に
お

い
て
、
典
拠
を
検
索

・
検
討
す
る
際

の
良

き
手
引

き
と

な

ろ
う
。

巻
頭

「
古
典

へ
の
招
待
」
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
成
立

を
文
学
史
上

の
単

な
る

点
と
し

て
で
は
な
く
、

流
れ

に
お
け
る

一
つ
の
到
達
点

と
し
て
捉

え
た
論

で
、

秋
山
度
氏
に
よ
る
も
の
。
同
氏
は

「解
説
」
ー

作
者
紫
式
部
と
物
語
内
容
に

つ
い
て
、
ま
た
平
安
時
代

か
ら
近
現
代

に
至

る
ま
で
の
享
受

・
研
究
史
を
概
観

ー

も
担
当

し

て
い
る
。

巻
末

の
付
録

は
、
他

に
、

「長
恨
歌
」
「
年
立
」

「官
位
相
当
表
」
「
京
都
歴
史

地
図
」
「
各
巻

の
系
図
」

「
図
録
」

を
有
す
。

尚
、
収
録

巻
は
桐
壼
巻
～
花
宴
巻
。

(平

成

六
年

三
月

小

学
館

菊

判
変

型

〔特

別
定
価
〕
)

工
藤
重
矩
著

四
九
六
頁

三
、九
〇
○
円

『平
安
朝

の
結
婚
制
度
と
文
学
」

本
書

は
、
昭
和
六
十
二
年
以
来
平
成
二
年

ま

で
に
発
表

さ
れ
た
三
編

の
論
文

を
基

に
増
補

し
た
第

一
・
二

・
三
章
、

そ
し

て
新

た

に
第

四

・
五
章

を
加

え

成

っ
た
も

の
。
そ

の
目
次
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

一

平
安
時
代

の
婚
姻
制

度

1
は
じ
め
に

2

コ
　
令
」

の
規
定

3

『
玉
葉
』

の
記
事

の
解
釈

4
嫡

妻

・
本
妻

・
妾
妻

5
継
妻

・
次
妻

は
妾

で
は
な

い

6
嫡
庶

の
差

二

一
夫

一
妻
制

と
し
て
の
平
安
文
学
ー

『蜻
蛉

日
記
』
と

『
源
氏
物

語
』

1

『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
1

道
綱
母

の
場
合

2

『
源
氏
物

語
』

と

…
夫

一
妻
制

3
物
語

の
ヒ

ロ
イ
ン
は
妾

の
娘
i

結
び

に
か
え

て

三

若
菜
巻
以
降

の
紫
上

の
妻
と
し

て
の
立
場

1
は
じ
め

に

2
紫
上

は
妾

で
あ
る

3
紫
上

へ
の
喪

服

4
出
家

と
婚

姻

5
紫
上

の
呼
称
と
妻
妾
と
し

て
の
扱

い
と

の
関
連

6
結

び

四

『
う

つ
ほ
物
語
』

の
結
婚

に
関
す
る
描

写

1
は
じ
め

に

2
藤

原
兼

雅
の
妻
妾

3
源

正
頼

の
二
人

の
北

の
方

4
あ

て
宮
を
め
ぐ
る
求
婚

者
た
ち

5
物
語

と
現
実

五

後
期
物
語
に
お
け
る
結
婚
1

『狭
衣
物
語
』
と
『夜
の
寝
覚
め
』
ー

1
は
じ
め
に

2

『狭
衣
物
語
』

の
結
婚

3

『
夜

の
寝
覚
』

の
結
婚
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六

近
年
の
婚
姻
研
究
!

文
学
研
究
の
立
場
か
ら
の
紹
介
と
批
評

1
は
じ
め
に

2

一
夫

一
婦
制

と
い
う
用
語

に

つ
い
て

3
嫡
妻

4

「床

さ
り
」
「
床
離
れ
」
と
い
う
制
度

は
な
い

5
平
安
朝
文
学
研
究

に

お
け
る
最
近

の
状

況

あ
と
が
き

「
一
夫

多
婦
制
」

が
常
識

と
さ
れ
る
平
安
時
代

の
婚
姻
形
態

の
理
解

に
真

っ

向

か
ら
疑

問
を
提
示

し
、
「
一
夫

一
妻

(多
妻
)
制
」
を
説
く
。
平
安
時
代

の
婚

姻
制

度
を
律
令

の

「
戸
令
」

の
規
定
な

ど
か
ら
検
討
す

る
と
と
も

に
、
蜻
蛉

日

記
を
は
じ
め
源
氏
物
語
、

う

つ
ほ
物
語

な
ど

の
文
学
作
品

に
お

い
て
当
時

の
婚

姻
制
度
が
ど

の
よ
う
に
作

品
に
反
映

し
て
い
る
の
か
を
検
証

し
、
文
学
研
究

の

立
場

か
ら
平
安
時
代

の
婚
姻
制
度

に
対
す

る
従
来

の
誤
解
を
鋭
く
指
摘
す

る
。

と
同
時
に
文
学
作
品

の
性
格
上
、
物
語

や
日
記
の
記
述
を

そ
の
ま
ま
当
時

の
制

度

の
根
拠

と
す
る
と
こ
ろ

の
危

う
さ
も
併

せ
て
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら

に

「
副

妻
」
「
一
夫
多
妻
制
」
な
ど

の
用
語

の
問
題
に
も
触

れ
、
不
用
意

に
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
れ
ら

の
用
語
の
厳
密

な
使

用
を
求

め
る
。
最
終

の
第
六
章

に
は
、
近
代

の
婚

姻
研
究

の
紹
介

と
批
評

を
置

い
て
お
り
、
研
究
史

の
流
れ
を
知
る

に
も
有

効

で
、
そ

の
常
識

を
覆

す
検

証
は
、
文
学
研
究
者

の
み
な

ら
ず
、
歴
史
学
研
究

者

に
も
す

こ
ぶ
る
示
唆
的

で
あ
る
。

(
平
成
六
年

二
月

風

間
書
房

B
6
判

二

一
七
頁

一
、
五

四
五
円
)

大
内
初
夫
監
修

『
時
雨
會
集
成
」

去

る
平
成
五
年
十
月
十

二
日
は
芭
蕉

の
三
百
回
忌

に
あ
た
り
、
様

々
な
記
念

事
業

が
執

り
行
な
わ
れ

た
。
本
書
も
そ

の

一
環
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。義

仲
寺

に
お
け
る
芭
蕉
忌
を
記
録

・
記
念
す
る
た
め
の
年
間
句
集

は
、
宝
暦

十
三
年

の

『
蕉
翁
七
+
回
忌
粟
津
吟
』
を
嗜
矢
と
し

て
、
翌

明
和

元
年

か
ら
は

『
し

ぐ
れ
会
』
、
寛

政
八
年

以
降

は

『
時
雨
会
』
と
題

し
天
保
五
年

ま
で
そ
の
刊
行

が

確
認
さ
れ

て
い
る
。
本
書
は
そ

の
内
現
存
し

て
い
る
六
十

四
点

の
全
文
、
及

び

付
録
と
し

て

『
祖
翁
百
回
忌
』
所

収
寛

政
五
年
時
雨
会

記
録
を
翻
刻

し
、
更

に

入
集
者
俳
号
索
引
と
、
解
説
と
し

て
田
中

道
雄

氏
に
よ
る

「時
雨
会

と

『
し

ぐ

れ
会
』
」

の
論
考
を
収
め

て
い
る
。

『
し
ぐ
れ
会
』
と

い
う
俳

書
が
、
諸
国
奉
納

句
を
集

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
全

国

の
蕉
門
俳
人

の
目
を
義
仲
寺

に
向
け
、
芭
蕉

追
慕

と
い
う
共
通

の
精
神

で
結

ば
れ
た
全
国
規
模

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形

成
す
る
と
い
う
、

ま
さ
に
蕉
風
中
興

運
動

に
お
け
る
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
は
、

田
中
氏

の
解
説

に
詳
述

さ

れ

て
い
る
。
芭
蕉
が
今
日

に
至
る
ま

で
俳
聖

と
し

て
信
奉

さ
れ

て
き

た
の
も
、

蝶
夢
ら
を
中
心
と
し
た

こ
う
し
た
運
動

に
拠

る
所
大

で
あ
る
の
は
間
違

い
な

い

が
、
こ
の
俳
壇
史
上
特
筆
す

べ
き
文

学
運
動

の
日
わ
ば
機
関
誌

で
あ

る
。
『
し
ぐ

れ
会
』

の
全
期

間

に
渡

る
詳
細

な
研
究

は
、

そ
う
し

た
日
本
俳
壇
史

の

一
底
流

を
正
確

に
掴
む
た
め

に
も
今

後

一
層
必
要

と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の

際

に
は
、
本

書
が
基

本
的
資
料

と
し

て
第

一
級

の
価
値
を

有
す

る
は
ず

で
あ

る
。ま

た
、
『
し
ぐ
れ
会
』
は
俳
壇
事
情
を
窺

う
資
料
と

し
て
役
立

つ
だ
け

で
は
な

く
、
文
芸

と
し

て
も
注
目
す

べ
き
特
質

を
持

つ
。
解
説

で
は

『
し
ぐ
れ
会
』

の

俳
風

の
特

色
と
し

て
、

寂
び
た
趣

き
、
芭
蕉
及

び
そ
の
門
人

の
作

の
模
倣
、
更

に
実

景

・
実
情

の
重
視

と
い
う
三
点
を
指
摘

し
て
あ

る
。

こ
う
し
た
主
調
を
存

し

つ
つ
も
、
七
十

二
年

に
渡

る
そ
の
歴
史

の
中

で
変
化
す

る
部
分
も
当
然
あ

る

わ
け

で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
変
化
を
通
覧
す

る
際

に
も
本
書

は
大

い
に
役
立

つ

一
60
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は
ず

で
あ

る
。

な
お
、
本
書

の
編
集

者
は

「
義
仲
寺
」

と
な

っ
て
い
る
が
、
実
際

に
編
纂

に

携
わ

っ
た

の
は
、
石
井
大
、
石
川
八
朗
、
井
上
敏
幸
、
大
内
初
夫
、
田
中
道
雄
、

若
木
太

一
の
六
氏

で
あ
る
。
義

仲
寺

の
護
持

に
心

を
砕

い

て
き
た
先
人
達

の
意

に
倣

っ
て
の
事

で
あ
る
と
大
内
氏

の

「
あ
と
が
き
」

に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
点

に
、
本
書

が
単

な
る
学
術
書

に
と

ど
ま
ら
ず
、
『
し
ぐ
れ
会
』
そ
の

も

の
と
同
様

に
真
摯
な
芭

蕉
追

慕

の
産
物

で
あ
る
こ
と
が
窺

わ
れ
、
現
代

に
至

る
ま

で
の
芭
蕉
尊
重

の
根

強
さ
を
再
確

認
さ
せ
ら
れ
る
の

で
あ

る
。

(平
成
五
年
十

一
月

義
仲
寺

・
落
柿
舎

A
5
判

七

三
六
頁

非
売
品
)

石
川
八
朗
他
編

『
宝
井
其
角
全
集
』

芭
蕉

の
門
人

で
は
あ
る
が
、

師
と
は
や
や
趣

の
異

な
る
都
会
的
な
句
を
詠

ん

だ

こ
と

で
知
ら
れ
る
其
角

の
全
集

で
あ
る
。

本
書

は
編
著
篇

・
資
料
篇

・
年
譜
篇

・
総
索
引
篇

の
四
冊
か

ら
な

る
が
、
次

の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
。

・
其
角

の
編
著

に
な

る
俳

譜
集

の
全

文
を

最
善
本
を

も

っ
て
記
載

し
、
解

題

・
書
誌
を
付

す
。

・
其
角

の
作
品

と
言
動

を
知

り
得

る
資
料
、
其
角
を
中
心
と
し

た
江
戸
俳
譜

の
実
状

を
正
確

に
知

り
得

る
資
料
を

可
能

な
限

り
収
録
す

る
。

・
年

譜
篇

で
は
生
存
中

及
び
没
後
幕
末

ま
で
の
受
容
史
を
も
記
載
す

る
。

・
総
索
引

を
備

え
て
縦
横

な
利
用

を
可
能

と
す

る
。

本

書

の
出

現

に
よ
り
其
角
研

究

の
基
礎

的
な
素
地

は
整

え
ら
れ

た
と

い
え

る
。
其
角

に
関
す
る
資
料

が

一
所

に
集
め

ら
れ

た
こ
と

に
よ
り
、

こ
れ
ま

で
研

究
者

が
各
自

の
資
料
収
集

に
よ

っ
て
払

っ
て
い
た
労
は
大
幅

に
軽

減
さ
れ
る

こ

と
と
な

る
で
あ

ろ
う
。
本
全
集
を
十
分

に
活
用
す
る

こ
と

に
よ
り
、
今

後

一
層

研
究

が
進

ん
で
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

(平
成
六
年

二
月

勉
誠
社

A
5
判

四
冊

八
六
、
○
○
○
円
)

板
坂
耀
子
著

『江
戸

の
旅
と
文
学
』

著
者
は
、
前
著

『江
戸
を
歩
く
1

近
世
紀
行
文
の
世
界
ー

』
(平
成
五
年

三
月

葦
書
房
)

に
よ

っ
て
、
近
世
紀
行
文

の
特
徴

と
そ

の
魅
力

を
、
著
者
自

身

の
体
験

や
私

見
を
交

え
な
が

ら
分

か

り
易

く
説

い
た
。

そ
れ

に
続

く
本
書

は
、

そ
の
土
台
と
な

っ
た
著
者

の
研
究
業
績

、
昭
和

五
十
年

か
ら
平
成

三
年

ま

で
に
発
表
さ
れ
た
ト
二
篇

の
論
文
を
ま
と
め

て
成

っ
た
も
の

で
あ
る
。

著
者

は
、
旅
そ

の
も

の
の
質
が
変

化
し

て
き
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
近
世

の
紀

行
文
が
、
「
憂

い
」
や

「
涙
」
を
基
調
と
し
た
そ
れ
ま

で
の
紀
行

文
の
世
界

か
ら
、

大
き
く
転
換
し

て
い
る

こ
と
を
指
摘

す
る
。

そ

こ
に
読

み
取

れ
る
の
は
、
自

ら

困
難
を
克
服
し
、
旅
先

の
土
地

に
興
味
を
持
ち
、
自
然

や
風
物

を
冷
静

に
観
察

し
批
判
す

る
姿
、
ま
た
幕
藩
体
制

の
中

で
の
自
ら

の
位

置
を
自
覚

し
、
他
文
化

圏

の
許
容
も
な
し
え
る
姿

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「主
体
的

で
近
代
的

な
人
物

像
」
と
、

そ
れ

に
ふ
さ
わ
し

い

「正
確

で
明
瞭
な
文
体
」
を
確
立

し
得

て
い
た

近
世
紀
行
文
は
、
文
学
史
的

に
は
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

そ
れ

に

つ
い
て
著
者
は
次

の
よ
う

に
分
析

す
る
。

古
典
を
評
価
す
る
人

々
は
、
そ
れ
が
、
中
世

的
な
も
の
を
否
定

し
て
近
代

へ
向
か
う
も

の
で
あ

っ
た
が
ゆ
え

に
、
文
学
的

で
な
い
と
し
て

(
お
そ
ら

く
は
、
美

し
く
も
快

く
も
な

い
と

し
て
)
、
評
価
し
な
か

っ
た
。

一
方

で
近
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代

の
人

々
は
、
自

ら
が
築

い
た
以
外

の
近
代
的
な
も

の
が
、
明
治
維
新

以

前

の
日
本

に
存
在
し

て
い
た
と
は
、
考
え
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。

(中
略
)

こ
の
よ
う
な
過
渡
期

の
時
代

の
な
か

で
、
二

つ
の
時
代
を

つ
な
ぐ
も

の
と

し
て
確
実

に
生

ま
れ
、
育

っ
て
い

っ
た
も

の
が
、
ま
さ

に
そ
れ
ゆ
え

に
二

つ
の
時
代

の
双
方
か

ら
無
視
さ
れ

つ
づ
け
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
無
視

さ
れ

て
き
た
近
世
紀
行
文
を
、
も
う

…
度

見
直
し

て
み
る

に
は
、
「古
典

を
読
解
す

る
力
と
と
も

に
、
現
代

の
世
界
状
勢
や
国
際
問
題

に

つ

い
て
も
広

い
興
味
を
持
ち
、

そ
の
よ
う
な
興
味
を
満
足
さ
せ
る
旅
行
記
を
読

む

眼
を
持

っ
た
人

々
」

に
よ

っ
て
読
ま
れ

る
こ
と
が
必
要
だ
と

い
う
。

す
な
わ
ち
、
古
典
文
学

の
み
に
終
始
し
な

い
広

い
視
野
を
要
す
る
と

い
う

こ

と
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
近
世
紀

行
文

に

つ
い
て
だ
け

で
は
な
く
、
文

学
研
究

者

た
る
も

の
の
態
度

へ
の
提
言
と
も
思
え

る
こ
と
ば

で
あ
り
、
自
ら

の
文
学
観

を
見
直

し
て
み
よ
う
と
啓
発

さ
れ

る

一
書

で
あ

る
。

(平
成

五
年
十

二
月

ぺ
り
か

ん
社

四
六
判

三

一
七
頁

二
八
○
○
円
)

重
松
泰
雄
著

『漱
石

そ
の
歴
程
』

著
者

が
現
在
迄

に
漱
石
研
究

に
お

い
て
成
し
遂
げ

て
来
ら
れ
た
業
績

の
豊
饒

さ
は
、

こ
こ
で
改
め

て
述

べ
る
ま

で
も
な

い
が
、
本
書
を
そ
れ
を
再
び
確
認
さ

せ
る
と
同
時

に
、
現
在

の
文
学
研
究

へ
の
新
た
な
問
題
提
起
を
も
、
そ
の
方
法

の
内

に
示
し

て
い
る
と

い
え
る
。
本
書
は
漱
石

の
中

・
後
期
作

品
に
関
し

て
、

著
者

が
昭
和
五
十
九
年
以
降

に
発
表
さ
れ
た
論
文
七
編
を
第

一
部
、

そ
の
同

じ

時
期

の
作
品

に

つ
い
て
そ
れ
以
前

に
書
か
れ
た
も

の
を
第

二
部

と
し

て
編
集

さ

れ

た
も

の
で
あ

る
が
、
そ
れ

は

「
あ
と
が
き
」

に

「
い
わ

ゆ
る

〈作
品
論
〉
〈
テ

ク

ス
ト
論
〉
を
目
的

と
し

て
書

い
た
も

の
で
は
な

い
」
と
あ
る
よ
う

に
、
個

々

の
作
品
論
を
単

に
羅
列
し

た
も

の
で
は
な

い
。
「
〈
作
品
〉

で
あ
れ
、

テ
ク

ス
ト

で
あ
れ
、

そ
れ

が

つ
ね
に
閉
じ
ら
れ
た

シ
ス
テ
ム
だ
と
断
じ
去
る

の
は
、
漱
石

の
場
合

必
ず

し
も
妥
当
と

は
い
え
な

い
」

(「
〈発
見
〉
さ
れ
る
女
た
ち
」

六
章

)

と
の

一
貫

し
た
姿
勢
を
保

つ
著
者
は
、
本
書

の
根
本

的
な

モ
チ

ィ
ー

フ
を

「
風

を
孕

ん
で
十

二
年

の
作
家
的
生
涯
を
駆

け
抜
け
、

そ
の
間
不
断

に
自
ら
を

〈
生

成
〉

し
続

け
た
漱
石

の
多
様
な
自
己
劇
化

の
動
態
を
跡
づ
け
、
そ
れ
ら
に
通
底

す

る
問
題
を
解
明
す

る
こ
と
」

(「
同
」
)
と
述

べ
て
い
る
。
「
作
品
論
」

と
し

て

作

品
を
断
片
化

し
た
り
、
「作
家
論
」
と
し

て

一
人

の
作
家
を
物
語
化
し

て
し
ま

う
よ
う
な
態
度

と
は
無
縁

の
柔
軟
な
視
座

に
お

い
て
、
常

に
変
化
し
生
成

さ
れ

て
ゆ
く

「漱
石
」
を
著
者

は
捉
え

て
ゆ

こ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

又
第

一
部

の

「
罪

の
子
と

の

〈
共
生
〉
ー

「門
」
再
論
ー

」
に
お

い
て
、
様

々

な
先
行
論
者

が
発

し
た
見
栄

え
の
良

い
断
定
的
な
言
辞
を
、
作
品

の
実
態

に
引

き
戻
し
な

が
ら
自
身

の
論
旨
を
展
開
し

て
ゆ
く
態
度

の
確
実
さ
は
、
記
号
論

的

な
術
語

の
濫

用
や

理
論

の
飛
躍

に
慣
ら

さ
れ

て
い
る
現
在

の
漱
石

研
究

に
対

し
、

そ
の
自
己
批
評
性
を
喚
起

さ
せ
る
だ
け

の
本
質
性
を
備
え

て
い
る
も
の

で

あ
ろ
う
。
続

い
て
出

さ
れ

る
二
冊

の
漱
石
論
集
と
土
ハ
に
、
本
書
は
現
在

の
漱
石

研
究

の
方
法
を
相
対
化
し

て
ゆ
く
重

い
意
味
を
増
し

て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。

(平
成
六
年
三
月

桜
楓
社

三
四

一
頁

四
九
○

○
円
)
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