
序1

序

紫
式
部
学
会
会
長　

秋　
　
　

山　
　
　
　

虔　

紫
式
部
学
会
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
る
『
む
ら
さ
き
』
誌
の
第
三
五
輯
（
平
成
10
年
12
月
）
に
「
源
氏
物
語
を
伝
え

た
人
々
」
の
第
一
回
「
島
津
久
基
」
が
掲
載
さ
れ
、
以
降
、
断
続
し
て
連
載
さ
れ
て
き
た
こ
の
評
伝
は
、
好
評
に

迎
ら
れ
つ
つ
十
回
に
及
ん
だ
。
こ
こ
に
こ
れ
ま
で
の
十
篇
に
、
折
口
信
夫
、
武
田
宗
俊
の
章
お
よ
び
松
尾
聰
に
つ

い
て
の
補
章
を
加
え
、
列
伝
体
の
源
氏
物
語
研
究
史
と
い
う
体
裁
の
一
書
と
し
て
本
書
が
編
集
・
刊
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
折
し
も
期
せ
ず
し
て
、
去
る
平
成
20
年
11
月
1
日
の
「
源
氏
物
語
千
年
記
」
の
国
際
的
祝
祭
を

承
け
た
「
古
典
の
日
」
が
や
は
り
11
月
1
日
と
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
と
、
い
み
じ
く
も
呼
応
す
る
事
業
と
な
っ

た
こ
と
が
慶
ば
し
い
。

い
っ
た
い
「
古
典
の
日
」
の
制
定
は
、
京
都
市
に
事
務
局
を
置
く
推
進
委
員
会
を
中
心
と
す
る
、
そ
の
実
現
へ
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い
か
に
も
、
こ
の
的
確
な
説
明
が
反
芻
さ
れ
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
よ
う
な
古
典
と
の
対
面
が
無
為
無
策
で
可
能

な
は
ず
は
な
く
、
そ
の
た
め
の
姿
勢
を
固
め
、
そ
の
た
め
の
術
方
の
体
得
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
ら

ま
ほ
し
き
は
先
達
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
の
源
氏
物
語
研
究
史
に
炳
乎
た
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
た
先
学
諸
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
の
学
風
と
人
格
に

光
を
宛
て
る
執
筆
者
諸
氏
の
作
業
か
ら
、
読
者
は
源
氏
物
語
に
限
ら
ず
古
典
の
世
界
と
い
か
に
対
面
す
べ
き
か
を

教
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
先
学
に
対
す
る
尊
崇
は
、
そ
の
偉
業
へ
の
盲
従
で
は
な
く
、
批

判
的
継
承
に
よ
っ
て
こ
そ
実
り
の
期
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
が
読
者
諸
賢
に

よ
っ
て
十
分
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

向
け
て
の
熱
心
な
運
動
が
実
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
議
員
立
法
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
法
案
が
衆
参
両
院

に
お
け
る
全
会
一
致
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
古
典
」
と
は
、
文
学
・
音
楽
・
美
術
・
演
劇
・
演
芸
・
生
活
文
化
そ
の
他
の
文
化
芸
術
、
学
術

ま
た
は
思
想
の
分
野
に
も
及
ぶ
古
来
の
文
化
的
所
産
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
当
日
に
は
国
民
の
間
に
広
く
古
典
に

つ
い
て
の
関
心
理
解
を
深
め
る
べ
く
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
、
こ
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
行
事
を
実
施
す
べ

く
努
め
る
こ
と
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
場
に
お
い
て
、
国
民
が
古
典
に
親
し
む
こ
と

の
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
、
と
「
古
典
の
日
」
の
関
係
行
事
の
実
施
を

勧
奨
し
て
い
る
。

こ
の
法
文
に
は
「
古
典
に
親
し
む
」「
古
典
を
広
く
根
づ
か
せ
る
」「
古
典
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
」

等
々
の
文
言
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
い
か
に
も
型
通
り
の
文
言
で
あ
り
、
そ
の
方
途
に
つ
い
て
は
関
係
者
の
見
識
、

力

の
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
古
典
と
は
「
過
去
と
現
代
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
過
去
に
そ
く
す
る
と
と
も
に
現
代
に
も
ぞ
く
す
る
と

い
う
ほ
か
な
い
」、「
そ
の
作
ら
れ
た
時
代
と
と
も
に
滅
び
ず
、現
代
人
に
対
話
を
よ
び
か
け
て
く
る
潜
勢
力
を
も
っ

た
も
の
の
み
が
古
典
で
あ
る
」
と
は
西
郷
信
綱
氏
の
説
明
で
あ
っ
た
（『
日
本
古
代
文
学
史
』
改
稿
版
、序
説
、昭
和
38
年
）。
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略
縁
起 

─ 

柳
井
先
生
か
ら
の
賜
り
物 

─

ご
存
じ
の
通
り
、
本
書
は
『
む
ら
さ
き
』
連
載
の
「
源
氏
物
語
を
伝
え
た
人
々
」（
Ⅰ
～
Ⅹ
）
が
幹
と
な
り
、
こ

れ
に
「
折
口
信
夫
・
武
田
宗
俊
」
の
両
博
士
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
読
み
応
え
十
分
の
か
た
ち
に
結
実
し
た

の
は
、
ひ
と
え
に
執
筆
諸
先
生
の
ご
尽
力
に
よ
る
。
そ
し
て
、
成
蹊
大
学
名
誉
教
授
柳
井
滋
先
生
の
ご
発
言
か
ら

芽
生
え
た
若
木
が
、
百
尋
の
大
樹
に
成
長
し
た
結
果
で
も
あ
る
こ
と
を
、
企
画
誕
生
に
立
ち
会
っ
た
者
の
思
い
出

草
と
し
て
、
い
さ
さ
か
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

紫
式
部
学
会
理
事
柳
井
先
生
と
は
、
春
夏
の
理
事
会
と
冬
の
講
演
会
の
後
、
ご
自
宅
最
寄
り
の
百
合
ヶ
丘
駅
ま

で
、
ご
一
緒
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
車
中
、
真
面
目
か
つ
温
厚
な
先
生
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
問
の
話
を
さ
れ

─

碩
学
太
田
晶
二
郎
の
未
刊
原
稿
の
こ
と
は
詳
細
に
う
か
が
っ
て
お
く
べ
か
り
し
か

─
言
、
俗
事
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
し
か
な
記
録
が
な
い
の
で
、
し
か
と
年
月
日
を
示
し
得
な
い
の
は
誠
に
遺
憾
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
平
成
9
年
夏

の
理
事
会

─
七
月
初
旬
の
土
曜

─
か
、
12
月
の
講
演
会
の
、
そ
の
帰
途
で
あ
っ
た
ろ
う
。
近
代
の
源
氏
物
語
研
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山
田
孝
雄

─
あ
え
て
敬
称
を
付
さ
ず

─
を
「
源
氏
物
語
を
伝
え
た
人
々
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
や
っ
と
決

ま
り
、
山
田
俊
雄
先
生
に
多
少
ご
縁
の
あ
っ
た
某
か
ら
ご
依
頼
、
何
通
か
お
手
紙
を
さ
し
あ
げ
ご
承
諾
い
た
だ
い

て
玉
稿
到
来
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
17
年
7
月
16
日
、
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
不
世
出
の
学

者
を
そ
の
ご
子
息

─
稀
代
の
名
文
章
家
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

─
が
語
る
、
誰
も
が
待
ち
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
記
事

は
、
つ
い
に
一
片
の
幻
と
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
十
二
人
の
巨
匠
の
そ
れ
ぞ
れ
に
陰
影
の
濃
い
お
姿
が
そ
れ
ぞ
れ
の
略
伝
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
風

趣
豊
か
な
「
列
伝
体
研
究
史
」
の
縁
起
は
、
お
よ
そ
以
上
の
通
り
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
江
湖
博
雅
君
子
の
ご
高

覧
を
乞
い
た
て
ま
つ
る
と
云
爾
。

（
紫
式
部
学
会
事
務
局
担
当　

高　

田　

信　

敬
）　

究
者
に
つ
い
て
、
簡
略
な
記
述
で
も
残
し
て
お
か
な
い
と
、
風
貌
や
声
使
い
や
挙
措
、
あ
る
い
は
時
代
を
同
じ
く

し
て
生
き
た
人
々
へ
の
影
響
な
ど
、
そ
の
為ひ

と
と
な
り人
を
理
解
す
る
上
で
の
大
切
な
手
が
か
り
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
、

謦
咳
に
接
し
た
方
の
手
に
な
る
伝
記
が
ほ
し
い
、
と
言
う
趣
旨
の
お
話
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
翌
10
年
春
の
理
事
会

に
て
事
務
局
提
案
、『
む
ら
さ
き
』
の
続
き
物
と
し
て
掲
載
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
生
は
車
中

の
ご
発
言
を
す
っ
か
り
お
忘
れ
の
ご
様
子
で
、「
僕
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
か
な
あ
」
と
、
し
き
り
に
頭
を
掻
い

て
い
ら
れ
た
の
も
、
懐
か
し
い
光
景
で
あ
る
。

第
一
回
「
島
津
久
基
」（
第
三
十
五
輯
）
は
、
秋
山
会
長
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、
ご
健
康
す
ぐ

れ
ず
入
院
加
療
も
さ
れ
て
い
た
柳
井
先
生
の
、
第
二
回
「
池
田
亀
鑑
」（
第
三
十
七
輯
）
が
誌
上
を
飾
っ
た
の
は
、

二
年
後
で
あ
る
。
先
生
は
律
儀
に
平
成
14
年
度
・
同
17
年
度
の
講
座
講
師
を
担
当
さ
れ
、
源
氏
物
語
千
年
紀
す
な

わ
ち
平
成
20
年
3
月
27
日
ご
逝
去
。
ご
葬
儀
は
町
田
に
て
執
り
行
わ
れ
た
、
と
記
憶
す
る
。

『
む
ら
さ
き
』
の
熱
心
な
読
者
は
、「
源
氏
物
語
を
伝
え
た
人
々
」
が
必
ず
し
も
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
気
付
か
れ
、
ま
た
不
審
に
も
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
叙
す
る
方
叙
さ
れ
る
方
両
面
で
の
人
選
難

航
、
あ
る
い
は
執
筆
辞
退
と
変
更
な
ど
、
打
ち
明
け
て
み
れ
ば
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
楽
屋
事
情
に
よ
る
が
、

ど
う
し
て
も
書
い
て
お
き
た
い
次
の
一
件
は
、
惜
し
ん
で
も
惜
し
み
き
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。


