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《
会
員
著
書
紹
介
》

今
井
源
衛
著

『王
朝

の
物
語
と
漢
詩
文
』

本
書

は
今
井
源
衛
先
生

の
六
番
目

の
論
文
集

に
あ
た
り
、
主

に
平
安
朝

の
漢

文
学

に
関
す
る
も

の
を
集
め
る
。
収

録
論

文
及
び
資
料

は
次

の
と

お
り
。

一
、
奈
良
か
ら
平
安

へ

二
、
平
安
文

学

の
作
者

と
読
者

三
、
平
安
朝

の
物
語

と
漢
詩
文

四
、
漢
文
伝

に

つ
い
て
の

一
問
題

ー

類
聚
国
史

「
人
」
部

の
麗

卒
伝

ー

五
、

か
ぐ
や
姫

の
面
影

1

「
麺
蛾
」
と

「
少
女
」

「

六
、
平
安
宮
廷

の
裸
踊

り

七
、
伊
勢
物
語

の
史
実
を
め
ぐ

っ
て

八
、
在
原
業
平

の
兄
弟
と
子
供
た
ち
1

守
平

・
棟

梁

・
清
貫

母
の
こ
と

ー

九
、
大
江
音
人
阿
保
親
王
子
息
説

を
め
ぐ

っ
て

一
〇
、
「
老
閑
行
」

の
こ
と

=

、
勘
解
由
相
公
藤
原
有
国
伝

ー

一
家
司
層
文
人

の
生
涯

ー

一
二
、
日
本
文

学
と
年
中
行
事

一
三
、

「
ま

こ
と
は
」
考

一
四
、
女

の
書

く
物
語

は

レ
イ
プ
か
ら
始
ま

る

[資
料
]

一
、
九
州
大
学
図
書
館
蔵
支
子
文
庫
本

『
大
和
物
語
』

に

つ
い
て

こ
、
翻
刻

山
鹿
素
行
写
、
古
注

「
枕
草
子
」
乾

・
坤

こ
れ
ら
が

一
冊

に
ま
と
め
ら
れ
た

こ
と

で
、
著
者

が
長
年

に
わ
た
り
さ
ま
ざ

ま
の
場

で
発
表
し

て
こ
ら
れ
た
平
安
漢
詩
文

に
つ
い
て
の
論
文

を
ま
と
め
て
見

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
す

こ
ぶ
る
有
益

で
あ
る
。
就
中
、
「
勘
解

由
相

公
藤
原
有
国
伝
」
、
お

よ
び
、
資
料
篇

の

「
九
州
大
学
図
書
館
蔵
支
子
文
庫

本

『大
和
物
語
』

に

つ
い
て
」

は
九
州
大
学
文
学
部
紀
要

の

『
文
学
研
究
』

に

掲
載

さ
れ

て
い
た
た
め
、

こ
れ
ま

で

一
般

の
読
者
が
み
る

に
は
不
便

で
あ

っ
た

貴
重
な
も

の
で
あ

る
。

(平
成
二
年
二
月

笠
間
書
院

A
5
判

三
三
二
頁

九
〇
○
O

円
)

今
西
祐

一
郎
他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
24

『土
佐

日
記

・
蜻
蛉

日
記

・

紫
式
部

日
記

・
更
級

日
記
』

難
解
を
も

っ
て
鳴

る

『
蜻
蛉

日
記
』

に
、
今
西
祐

一
郎

氏

に
よ
る
新

し

い
注

解
が
付
さ
れ
た
。
底
本
は
従
来

の
諸
注
釈

書
と
同
じ
く
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮

本
を
用

い
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
『
蜻
蛉
日
記
』
と
い
う
作
品

は
底
本

が
そ
の
ま

ま

で
は
底
本
た
り
え
な

い
、

乱
れ
た
本
文

を
も

つ
作
品

で
、
戦
後

に
限

っ
て
も

十
数
種

に
の
ぼ
る
注
釈
書

の
追
求

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
存
疑

の
箇
所

は
少

な
く
な

い
。
今
西
氏
に
と

っ
て
も
当
然

そ
れ
ら
は
本
文
批
判

の
課
題
と
な

っ
た

わ
け
だ
が
、

氏

の
本
文
批
判

の
姿
勢

と
し
て
注
目
す

べ
き

は
、
最
近

の
諸
注
釈

書

に
お
い
て
ほ
ぼ
定
説
化
し

つ
つ
あ

っ
た
本
文

の
い
く

つ
か

に
対
し

て
再
考
を

促
し
た
点

で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
中
巻

「
ま
し
み
ず

の
ま
し

て
ほ
ど
ふ

る
物
な
ら
ば
お
な
じ
ぬ
れ

に
て
お
り
も

た
ち
な
む
」
と

い
う
兼
家
歌

の
第

四
句

「
お
な
じ
ぬ
れ

に
て
」
を

諸
注
多
く

「
同

じ
沼

に
も
」

と
改
訂
す

る
が
、

『
義
孝
集
』

の
歌
を
証
と
し

て

一
67
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「
同
じ
濡
れ
」
な
る

ぎ
い
ま
わ
し
が

『法
華
経
』
薬
草
喩
品

に
い
う

「
一
味

の

雨
」
を
指
す
も

の
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
な
ど
、
意
表
を

つ
い
た
、
し
か
し

き
わ
め

て
適
確

な
解

釈
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

他
に
も
、
左
大
臣
源
高
明

の
室
、
愛
宮

の
筆
跡

に

つ
い
て
の
評
語

「
い
と
き

な
き

(幼
稚
な
)
」
を

「
い
と
に
な
き

(す

ば
ら
し
い
)
」
、
ま
た

「
木

の
立
ち
枯

れ
に

(底
本

「
の
た
ち
か

ら
し

に
」

ひ
と
く
く

」
と
鳴
く
西
山

の
鴬

に

つ
い

て
、
「木

の
立
ち
枯
れ

に
」
で
は
な
く

「
軒
ち
か
く

に
」
で
は
な

い
か
と
い

っ
た

改

訂
案
な

ど
、
従

来
明
確

な
根
拠
も

な

い
ま
ま
に
固
定

さ
れ
か
か

っ
て
い
た

『蜻
蛉

日
記
』

の
本
文

に
対
し
、
新
た
な
興
味
を
か
き
立

て
ず

に
は
お
か
な
い

で
あ

ろ
う
。

「
解
説
」
に
お

い
て
も
、
『
蜻
蛉

日
記
』

の
成
立
事
情

に

つ
い
て
、
こ
れ
ま

た

意
表
を

つ
い
た
見
解
が
述

べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
家
集
と
し

て
の

「
兼
家

集
」
が
存
在
し
な

い
と

い
う

こ
と

に
注
目

し
、
『蜻
蛉

日
記
』
上
巻
が

「
兼
家
集
」

と
し

て
の
役
割
を
も
あ
わ
せ
担

う
作
品
と

し
て
編
ま
れ
た
も

の
で
は
な
か

っ
た

か
、
と
。

こ
れ
は

『蜻
蛉

日
記
』
執
筆

の
動
機
を
、
道
綱
母
と

い
う
女
性

の
内

面

に
探
る
こ
と
を
第

一
と
し
た
従
来

の
立
場
と
必
ず
し
も
相
容
れ
な

い
も
の

で

は
な
い
が
、

い
さ
さ
か
心
情
的
な
偏
向
を
示
し

て
い
た

『
蜻
蛉
日
記
』
成
立
論

に

一
石
を
投

じ
た
と

い
う

べ
く
、
今
後

の
論
議
が
期
待
さ
れ
る
。

(平
成
元
年
十

一
月

岩
波
書
店

A

5
判

五
七
二
頁

三
七

〇
〇
円
)
)

工
藤
重
矩
他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
9

『金
葉
和
歌
集

詞
花
和
歌
集
』

研
究
者
を
除
け
ば
目
に
ふ
れ
る
機
会

の
少

な
か

っ
た

『
金
葉
和
歌
集

詞
花

和

歌
集
』

の
注
釈
書

が
、
手
軽

な
か
た
ち

で

一
般

の
読
者

に
も
提
供
さ
れ
る
よ

う

に
な

っ
た

の
は
、

な
に
よ
り
も
喜
ば

し
い
こ
と

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
そ

の
う

ち
会
員

の
工
藤
重
矩
氏
校
注

の

『
詞
花
和
歌
集
』
を
紹
介
す
る
。

本
書

は
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
蔵
伝
為
忠
筆
本

(高
松
宮
家
旧
蔵
)
を
底

本

と
し
、
語
注
と
和
歌

の
現
代
語
訳
を
付
す
。
著

者
自
身

「
ひ
た
す
ら
歌
意

を
の

み
求
め

る
の
で
は
な
く
、
言
葉

に
遊
ぶ

こ
と
が
平
安
和

歌
を
読
む
大

き
な
楽

し

み
」
と
述

べ
て
い
る
ご
と
く
、
縁

語
や
掛

詞
な
ど

の
和
歌

の
修
辞
法
、
類
歌

や

同
想
と

い

っ
た
和
歌

の
発
想
法

の
解
説
が
充
実

し

て
い
る
。

こ
れ
は
藤
原
俊
成

が

『
古
来
風
体
抄
』
の
な
か

で
、
「
誹
譜

の
体

に
み
な
ざ
れ
を
か

し
」
と

の
べ
て

以
来
批
判
さ
れ
続
け

て
き
た

『
詞
花
和
歌
集
』

の
も

つ
言
語
遊
戯
的
性
格
を
、

も
う

一
度
原
点

に
立
ち
戻

っ
て
検
討

を
加

え
、
積
極
的

に
評
価
し

て
い
こ
う
と

す
る
新
し

い
試
み

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ま

で
古
今
風
か
ら
新

古
今

風

へ
過
渡
期

の
も

の
と
し
て
軽
視

さ
れ
が
ち

で
あ

っ
た

『
詞
花
和
歌
集
』

の
評
価
も
お
の
ず
か
ら
変

っ
て
く
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
脚
注

で
は
先
行
歌

や
典
拠

ば
か
り
で
な
ぐ
、
本
集
入
集
歌
を
本
歌
取
り
し
た
後
代

の
和
歌

に
も
ふ

れ

て
あ

り
、
和
歌
史

に
お
け

る
本
集

の
位
置
を
傭
畷

で
き
る
。
ま
た
漢

語
に

つ

い
て
の
解
説
も
詳
し

い
。
四
季

の
部

で

「
若
菜
二
首

」
「菊

四
首
」
な
ど
と
詠

ま

れ
た
素
材
ご
と

に
表
示
が
あ
る

の
は
、

部
立
内
部

の
構
造

や
各
首
ご

と
の
連
関

を
配
慮
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

本
文

の
後

に
は
、
時
代
背
景

・
成
立

・
入
集
歌
人

な
ど
に

つ
い
て
の
解
説

が

付
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
は
直
接

あ
た

っ
て
も
ら
う

ほ
か
な

い
が
、
あ
え

て
要

約
す
る
な
ら
ば
、
保

元
の
乱

を
直
後

に
ひ
か

え
て
緊
迫
し

て
ゆ
く
状
況

・
人
間

関
係

が
も
た
ら
し
た
撰
集

へ
の
種

々
の
影
響
と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し

解
説

の
な
か

で
も

っ
と
も
注
目
さ
れ

る
の
は
、
『金
葉
和
歌
集
』
三
奏
本
を

『
詞

一
68

「



花
和
歌
集
』
撰
者
藤
原
顕
輔

は
見

て
い
な
か

っ
た
と
結

辿嘔
つ
け

て
い
る

こ
と
で

あ

る
。

こ
れ
ま

で
三
奏
本

は
撰
歌

の
資
料

と
な

っ
た
と
見

ら
れ

て
い
た
が
、
著

者

に
よ
れ
ば
、
三
奏
本

と

『詞
花
和
歌
集
』
の
重
出
歌

は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が

『
金

葉
和
歌
集

』
初
度
本

と
能
因

の

『玄

々
集
』
と

に
見
え

る
歌

で
あ
り
、

こ
の
二

つ
の
歌
集

を
資
料

と
す
れ
ば
、

か
な
ら
ず

し
も
三
奏
本

を
見

て

い
な
く
と

も

『
詞
花
和
歌
集
』

は
成
立

し
え
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う
。

そ
の
ほ
か
、

『
詞
花
和
歌
集
』

所
収
歌

の
他

の
文
献
に
お
け
る
所
在

を
示

す

「
他
出

皿
覧
」
を
は
じ
め
、
「
出
典
歌
合

・
百
首

歌
解
説
」
、

お
よ
び

「初
句
索

引
」
「
人
名
索
引
」
「
地
名
索
引
」
を
付
載

し
、
利
用
者

の
便

を
図

っ
て
い
る
。

(平
成
元
年
九
月

岩

波
書
店

A
5
判

本
文

四
五
九
頁

三
五
○
○
円
)

中
村
幸
彦
著

『

俳
譜
百
韻
評
釈
』

宗
因

独
吟

奢

儀

「矯

・
ま
ね
や
の
巻
嘉

評
釈
」
と
題
し
て

扉

句
研
窒

の

昭
和
六
十

三
年

一
月
号
か
ら
、
平
成
元
年
三
月
号
ま

で
、
十
五
回

に
わ
た

っ
た

連
載

に
、
若
干

の
付
記

・
補
説
を
加
え

て
単
行
本
化

し
た
も

の
で
あ
る
。

内
容

は
、
『
宗
因
七
百
龍
』
に
収
め
ら
れ
た
、
宗
因
独
吟

に
よ
る

「
口
ま
ね
や
」

の
巻

の
百
餉

に
対
し

て
の
極
あ

て
詳
細
な
評
釈

で
あ
る
。

「
は
じ
め

に
」

の
部
分

で
、

こ
の
注
釈

の
成
立

し
た
事
情

を
述

べ
、

そ
の
中

で

「
そ
う
し

た
経
験
か
ら
私
は
す

っ
か
り
宗

因
が
好

き
に
な

っ
た
。

そ
の
原
因

は
豊
か
な
詩
性

で
あ
る
。
」
と
記
さ
れ

る
が
、
こ
の
評
釈

を
読

め
ば
、
著
者

の
い

わ
れ

る
宗
因

の

「詩
性
」

と
は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
が

よ
く
わ
か

る
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
談
林

の
連
句

に
対

し
て
、
こ
れ
だ
け
詳
細
な
評
釈
を
付
し
た

こ
と
は
、

初

め

て
の
試
み
で
あ
ろ
う
。
俳
譜
史

の
な
か

で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
論
じ
ら

れ

る
こ
と

の
多

い
宗
因

で
は
あ

る
が
、
今

ま

で
に
そ
の
具
体
的

な
読

み
方
を

示

し
た
も

の
は
な
か

っ
た
。

こ
の
評
釈
を
期

に
、
詳
細
な
読

み
に
支
え
ら
れ
た
宗

因
論
、
談
林
論
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
が
期
待

さ
れ
よ
う
。

(平
成
元
年
九
月

富
士
見
書
房

B
6
判

一
八
五
頁

二
〇
〇
〇
円
)

井
上
敏
幸
他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
77

『
武
道
伝
来
記

西
鶴
置
土
産

万
の
文
友
古

西
鶴
名
残

の
友
』

岩
波
書
店

の
新

日
本
古
典
文
学
大
系

の
う
ち
、
近
世

の
も

の
と
し

て
最
初

に

刊
行

さ
れ
た
の
が
本
書

で
あ

る
。

そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
本
書

に
求
め
ら
れ
る

と

こ
ろ

の
大

き
さ
を
物
語

っ
て
い
よ
う
。

こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
、
井
上
敏
幸
氏

校
注

の

『
西
鶴
名
残

の
友
』

に

つ
い
て
紹
介
し
た

い
。

ま
ず
、
注
釈
と

い
う

こ
と

で
言
え
ば
、
『
名
残

の
友
』
は
、
西
鶴

の
浮
世
草

子

全

て
を
収
め

る

『
定
本
西
鶴
全
集
』

・

『
対
訳
西
鶴
全
集
』

の
他
に
こ
れ
ま
で

注
釈
が
な
く
、
従

っ
て
、
本
格
的
な
注

釈
書

は
本
書

が
は
じ
め
て
と
言

っ
て
も

よ
い
。

こ
う
し
た
点
は
、
本
書

に
同
じ
く
収

め
ら
れ
た

『武
道
伝
来
記
』

そ
の

他
と
も
異
な

る
、
大
き
な
意
義

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
名
残

の
友
』
に

つ
い
て
は
、
従
来
、
俳
講

の
逸
話
集

で
あ

る
と

い
う

こ
と
と
、
笑
話

集

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て
き
た
。

こ
の
点

に

つ
い
て

井
上

氏
は
、
「解
説
」

に
お
い

て
、
新

た
な
読

み
を
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ

は
、

西
鶴

の
創

作
意
識
を
考

え
る
と
、
『
名
残

の
友
』
に
窺
わ
れ
る
俳
譜
師

の
逸
話
集

的
要
素

と
、
笑
話
集
的
要
素

は
分
裂
す

る
も

の
で
な
く
、
不
可
分

の
も

の
と

い

一
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う
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
元
禄
期

に
お
け
る
談
林
俳

譜
師

西
鶴
」

の
、

「当

代
俳
譜
と

の
決
定
的
な
断
絶
感
」
、
「
や
や
淋
し
げ
な
心
境
」
、
そ
れ
が

『
名
残

の

友
』
を
咄
、
笑
話

へ
と
傾
斜
さ
せ
た
要

因

で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

『
名
残

の
友
』

は
、
西
鶴

の
他
作
品

に
比

し

て
、
研
究

は
多

く
な

い
。
し
か

し
、
本

書

に
よ

っ
て
、

そ
れ
が
更
に
進

展
す

る
こ
と
を
信
ず

る
も

の
で
あ
る
。

(
平
成

元
年

四
月

岩
波
書
店

A
5
判

六

四
〇
頁

三
九
○
○
円
)

白
石
悌
三
著

『芭
蕉
』

本
書

は
、
芭
蕉
研
究

に
お

い
て
評
価

の
高

い
著
者

の
初
め

て
の
論
文
集

で
あ

る
。所

収

の

一
三
編

の
論
考

は
、

一
九
七
五
年
か
ら

一
九

八
六
年

に
か
け
て
各
種

の
雑
誌

な
ど

に
掲

載

さ
れ

た
も

の
で
、
収

録

に
あ
た

っ
て
補

訂
を
加

え

て
い

る
。
前
半
は
芭
蕉

、
後
半

は
蕉
門
関
係

の
二
部
構
成
を
と

っ
て
お

り
、

そ
の
細

目
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

四
季

の
構
図

蛙
ー

滑
稽
と
新
し
み
ー

挨
拶
と
い
う
こ
と
ー

奥
羽
路
の
唱
和
ー

も
う

一
つ
の

「
細
道
」

同
行
二
人

i

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

に
お
け
る
曽
良

の
役
割

ー

俳
文
の
論

風
雅
の
ま
こ
と

芭
蕉
翁
墨
跡
写

蕉
門
の
形
成
と
展
開
ー

芭
蕉
没
年
ま
で
ー

路
通
と
曽
良

去
来
-

公
開
講
座

「芭
蕉
と
そ
の
弟
子
た
ち
」
か
ら
i

珍
碩
と
許

六
ー

『芭
蕉
物
語
』
の
断
章
i

旅
人
と
我
が
名
よ
ば
れ
ん

「
あ
と
が
き
」
に
お

い
て
、
「
専
門
家

の
批
判
に
も
耐

え
、
か

つ

一
般

の
読
者

に
も
よ
ん

で
も
ら
え
そ
う
な
も

の
を
選

ん
で
、

一
集
を
編

ん
だ
。
」
と
著
者
自
身

の
言

わ
れ
る
と
お
り
、
本
書

は

一
般
向

け
の
濡
洒
な
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、

研
究
書

と
し

て
逸
す

る
こ
と
の
で
き
な

い
も

の
で
あ
る
。

そ
れ

ぞ
れ
の
論
考

は
既
出

の
も

の
ば
か
り

で
あ
る
が
、
現
時
点

で
も
尚
、
色

あ

せ
る
こ
と
の
な

い
示
唆

や
卓
見
を
数
多
く
含
ん

で
お
り
、

一
冊

に
ま
と
め
ら

れ

た
こ
と

に
よ

っ
て
、
今
後

の
芭
蕉
研
究

に
ま
す
ま
す
大
き
な
影
響

を
与

え
て

い
く
も

の
と
思
わ
れ

る
。

(昭
和
六
十
三
年
六
月

B
6
判

、
一八
二
頁

二
八
〇
〇
円

花
神
社
)

白
石
悌
三
他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
70

『芭
蕉
七
部
集
』

本
書

は
、
岩
波
書
店

の
新

日
本
古
典

文
学
大
系

の

一
冊
と
し

て
出

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

白

石
悌
三
氏

の
担
当
部
分

は
、
『
ひ
さ
ご
』
『
猿
蓑
』
『
炭
俵
』
の
三
編

の
校
注

と
、
付
録

の

「歌
仙
概
説
」

「幻
住
庵
記

の
諸
本
」
、

そ
れ

に
解
説
と
し

て

「
七

部
集

の
成
立
と
評
価
」

で
あ

る
。

校
注

は
、
脚
注

で
、
語
注

・
句
意

・
俳

言
と
季
語

の
指
摘

を
し
、
各
作

品

の

}70「



最
初

の
部
分

に
は
、
[編
者
]
[書
名
]
[成
立
]

[意
義
]
を
簡

潔
に
ま
と
め
る
。

「
歌
仙
概
説
」
は
歌
仙
形
式

の
概
説

で
、
簡
潔

に
し

て
要
を
得
た
も
の
。
「幻

住
庵
記

の
諸
本
」
は
、
草

案

・
再
稿

・
定
稿

の
そ
れ
ぞ
れ
を
掲
出

し
、
比
較

に

便
利

で
あ

る
。

解
説

の

「
七
部
集

の
成
立
と
評
価
」

は
、
題
名

の
と

お
り
七
部
集

の
成
立
事

情

に

つ
い
て
の
考

察

で
あ
り
、

ま
た
、
本
書

で
の
校
注

に
対
す

る
基
本
的
態
度

に

つ
い
て
記
す
。

更
に
、

最
後

に
、
参
考
文
献

の

一
覧

が
付

さ
れ

て
い
る
。

ま
た
本
書

の
巻
末

に
は

「発
句

・
連
句
索
引
」

と

「
人
名
索
引
」
が
付

さ
れ

て
お
り
、
人
名

に
は
簡
単

な
人
物
解
説

が
付

い
て
い
る
。

校
注
は
、
従
来

の
注
釈

で
寸

評
程
度

に
留

ま

っ
て
い
る
も

の
、
難
解
な
も

の
、

言

い
か
え
よ
う

の
な
い
も
の
、

と
も

か
く

一
句

一
句

に
律
義

に

[句
意
]
を
示

そ
う
と

い
う
よ
う
に
、
今

ま
で
の
注
釈

に
な
い
試

み
を
行

っ
て
い
る
。

こ
の
よ

う

に
、
『
七
部
集
』
全
体

に
わ
た

っ
て
詳
細

な
注

が
付
さ

れ
た
の
は
ま
さ

に
初
め

て
の
試

み
と

い
う

べ
く
、

そ
れ

が
現
代

の
芭
蕉
学
者

を
代
表

す
る

二
人

の
眼

で
、
通
し

て
行
わ
れ
た
こ
と

の
意
義

は
極

め
て
大
き

い
。

そ
の
意
味

で
本
書

は

『
七
部
集
』

研
究

に
お
け
る
ひ
と

つ
の
画
期
を
な
す
も

の
で
あ

る
事

は
疑

い
よ

う

の
な

い
事

で
あ
る
。

(平
成
二
年
三
月

岩

波
書
店

A
5
判

六
五
〇
頁

(索
引

四
九
頁
)

三
九
〇
〇
円
)

白
石
良
夫
校
訂

『広
益
俗
説
弁
」

本
書
は
、

井
沢
旙
竜
著

『
広
益
俗
説
弁
』

(正
編

二
十
巻
)

の
翻
刻

で
あ

る
。

幡
竜

の

『
俗
説
弁
』

シ
リ
ー
ズ
、
及
び

そ
の
他

の
著
述

に

つ
い
て
は
、
本
書

の

校
訂
者

で
あ
る
白
石
良
夫
氏

の

「井
沢
蠕
竜

の
著
述
と

そ
の
周
辺
」

(「
近
世
文

芸
」
45
、
昭

61
)
、
「
読
本
前
史
管
見
」
へ
「
涜
本
研
究
」

1
、
昭
62
)

に
お

い
て
、

そ
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
、
再
評
価
が
行
な
わ
れ
た
。
そ

の
白
石
氏

の
翻
刻

.

校
訂
と

い
う
本
書

の
刊
行

で
、
こ
れ
ま

で
翻
刻
は

『読

国
民
文
庫
』
(
大
元
)

の

み
で
あ

っ
た

『
広
益
俗
説
弁
』
が
、
信
頼

で
き
る
本
文

で
、
手
軽

に
見
ら
れ
る

よ
う

に
な

っ
た

こ
と

は
、
本
当

に
喜
ば
し

い
こ
と

で
あ
る
。

『
俗
説
弁
』

シ
リ
ー
ズ

の
板
元

で
あ
る
柳
枝
軒
は
、

当
時
、
教

訓
本

の
類
を

ほ
ぼ

一
手

に
出
版
し

て
い
る
。

こ
の

『
広
益
俗
説

弁
』

も
、
宝
永

・
正
徳

か
ら

享
保

に
か
け

て
、
知
識

の
面

で
の
教
育

を
志
し
た
、
教

訓
本

の

一
種

と
考

え
る

こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
や
は
り
柳
枝
軒

か
ら
出

さ
れ
た
員

原
益
軒

・
西
川
如
見
な
ど

の
著
述
と
等
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
し
、

い
つ
れ

も

よ
く
読
ま
れ
た
。

こ
の
時
期

に
お
け
る
文
芸
界

の
知
識
愛
好

の
風
潮

も
、
既

に
言
わ
れ

る
と
お
り

で
あ
る
。

ま
た
、

そ

の
柳
枝
軒
と
蟷
竜
、

椋
梨

一
雪
、

谷
秦
山

な
ど
の
説
話
愛
好
グ

ル
ー
プ

の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
説
話
集

に
終
始

し
、
仏
教
説
話
的
傾
向

も
見

え
る

一
雪

の
説
話
と
、

こ
の
時
期

の
合

理
主
義
的
、
実

証
主
義
的
風
潮
を
反
映

し
、

そ
れ

に
考
証
を
加
え
た
蠕

竜
と
秦
山

と
は
、

明
ら
か
に
相
違
す

る
も
の

で

は
あ
る
が
、
逆

に
そ
う

で
あ
り
な
が
ら
も
、
共
ハ通
の
説
話
基
盤

の
存
在
を
指
摘

で
き
る

こ
と
は
、

近
世

に
お

い
て
説
話

と
い
う

こ
と
を
考

え
る
う
え
で
、
甚
だ

興
味
深

い
。

た
だ
、
残
念
な

こ
と

に
、
本
書
は

『広
益
俗
説
弁
』

の
う
ち
、
正
編

二
十
巻

の
み

の
翻
刻

で
あ
り
、
後

に
出

さ
れ
た
後
編

五
巻

・
遺
編

五
巻

・
附
編
七
巻

・

残
編
八
巻

は
未
収
録

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含

め
た

「続
編
」

の
刊
行

を
、
切

に

願
う
も

の
で
あ
る
。

(平
成
元
年
六
月

平
凡
社
東
洋
文
庫

B
6
判

三
七
八
頁

三
〇
九
○

円
)
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中
野
三
敏
他

一茗
編

『大

田
南
畝
全
集
』

昭
和
六
十
年
f

二
月
か
ら

四
年
余
を
経

て
、
『
大
田
南
畝
全
集
』
全
二
十
巻

が

こ
の
た
び
完
結

し
た
。
本
全
集

に

つ
い
て
は
、
二
巻
分
刊
行

の
際
、
本
誌
第
六

十

一
号

(昭

61

・
6
)
に
お
い
て
、
既

に
久
保
田
啓

一
氏

の
く
紹
介
》

が
あ
る
。

本
全
集

の
意
義

に

つ
い
て
は
、
そ

こ
に
尽
く
さ
れ

て
い
る
た
あ
贅
言
を
要

し
な

い
が
、
全
巻

の
構
成

に

つ
い
て
は
、
当
初

の
予
定

よ
り
変
更

が
あ
り
、
改
め

て

以
下

に
記
す

こ
と

に
す
る
。

第

一
巻

第
二
巻

第
三
巻

第
四
巻

第
五
巻

第
六
巻

第
七
巻

第
八
巻

第
九
巻

第
十
巻

第
十

一
巻

第
十
二
巻

第
十
三
巻

第
十
四
巻

第
十
五
巻

第
十
六
巻

狂
歌

・
狂
文

・
狂
詩

I

狂

歌

・
狂
文

・
狂
詩

Ⅱ

漢
詩
文

I

漢
詩
文

Ⅱ

漢
詩
文

皿

漢
詩
文
Ⅳ

戯
作

日
記

・
紀
行

・
書
留
了

日
記

・
紀
行

・
書
留
Ⅱ

随
筆

Ｉ

随
筆

Ⅱ

随
筆

Ⅲ

随
筆
Ⅳ

随
筆

V

随
筆

Ⅵ

随
筆
Ⅵ

第

十
七
巻

雑
録

-

第
ト

八
巻

雑
録

H

第
十
九

巻

書
簡

・
蔵
書
目
録

・
識
語

第

二
十
巻

補
遺

・
年
譜

・
参
考
編

な

お
、
収
録
予
定

の

「
索
引
」

に

つ
い
て
は
、
後

に
単
行
本

と
し

て
刊
行

す

る
と

の
こ
と

で
あ

る
。

さ
て
、

こ
う
し

て
全
集

の
全
体

が
明

ら
か

に
な

る
と
、

例
え
ば
、

第
十
九

巻

・
第

二
十
巻

に
お

い
て
、
南
畝
蔵
書

に
付

さ
れ
た
識

語
ま
で
も
網
羅

し
、
収

録
し
た
点

に
、
改
め

て
本
全
集

の
特
徴
、
大
き

な
意
義

が
感

じ
ら
れ

る
。

ま
た
、
最
終
巻
と
な

っ
た
第

二
十
巻

に
は
、
久
保

田
啓

一
氏

・
宮
崎
修
多
氏

作
成
、
中
野
三
敏
氏
校

閲
の

「年
譜
」

が
収
録

さ
れ

る
。
本
年
譜

は
二
段
組

で

二
百
五
十
頁

に
及
ぶ
労
作

で
あ

る
。
勿
論
、
南
畝

に
も

こ
れ
ま

で
年
譜
は
存
す

る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
事
項
を
漏
ら

さ
ず
、
例
え
ば
、
何
時
、
ど

の
よ
う

な
本
を
南
畝

が
借
覧
し
、
彼
が
何

に
関
心
を
も

っ
て
い
た
か
と

い
う
よ
う
な

こ

と
ま

で
も
明

ら
か

に
で
き

る
も

の
は

一
個
人

の
年
譜
と
し

て
も
極
め

て
稀

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

が
、
交
友
広
く
、
博
覧
、
筆
ま
め
な
南
畝

と
い
う
、
年
譜
作
成

に

は
最
も
難
渋
す

る
人
物

で
あ
れ
ば
な
お

の
こ
と
、
そ

の
意
義

も
大

き
い
も

の
が

あ

る
。

以
上

の
よ
う
に
、
ま
さ

に
南
畝

の
全
容

を
明

ら
か
に
す

る
が
如
き
本
全
集

の

完
結
を
、
本
当
に
心

か
ら
喜

び
た
い
と
思

う
。

(
昭
和
六
十
年
十

二
月
～
平
成

二
年
三
月

岩
波
書
店

四
六
判

五
五
〇

〇
～

八
六

〇
○
円
)
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