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《
会
員
著
書
紹
介
》

今
井
源
衛

・
森
下
純
昭

・
辛
島
正
雄

他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
26

『
堤
中
納
言
物
語
と
り
か

へ
ば
や
物
語
』

今
井
源

衛

・
森
下

純
昭

・
辛
島
正
雄

の
三
氏

に
よ

る

『
と
り
か

へ
ば
や
物

語
』

の
校
注

が
、
新

日
本
古
典
文
学
大
系

の

一
冊
と
し

て
刊
行

さ
れ

た
。

性
転
換

と
い
う
特

異
な
内
容

を
持

つ
こ
の
作
品

は
、
王
朝
文
学

の
中

で
長
ら

く
末
席

に
据

え
ら
れ
て
き
た
感

が
あ

る
。

し
か
し
近
年

に
な

っ
て
、

そ
の
再
評

価

の
気
運

が
高

ま
り
、
中

で
も

そ
れ
を
推
し
進
め

て
き
た

の
が
、
校
注
者

の
三

氏

で
あ

る
こ
と

は
衆
日

の

一
致
す

る
所

で
あ

ろ
う
。

今
井
源
衛
氏

は
、
夙

に

『
と
り
か

へ
ば

や
物
語
』
(宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
影
印

本
、
新
典
社
、
昭

46
)

で
、
研
究
上
有
意
義
な
本
文
資
料
を
研
究
者

に
提
供

す

る

一
方
、
『鑑
賞

日
本
古
典
文
学
』
第

12
巻

(角
川
書
店

、
昭
51
)
で
は
、
本
文

の

一
部

を
採
録

し
、

一
般

の
読
者

に
も
親

し
み
や
す

い
、

評
釈

と
い
う
形

で

『
と
り
か

へ
ば
や
』
を
紹
介
し
、
そ

の

「
総
説
」
は
後

に

「
『
と
り
か

へ
ば

や
』

論
」
と
し

て

『王
朝
末
期
物
語
論
』
(桜
楓
社
、
昭
61
)

に
収
め
ら
れ
た
。
ま
た

森
下
純
昭
氏

の

『
新
釈
と
り
か

へ
ば
や
』
(共
著
、
風
間
書
旦
房
、
昭

63
)
は
近
年

な
さ
れ
た
本
格
的
注
釈
書

の
白
眉

で
あ

り
、
辛
島
正
雄
氏

が

「
『
と

り
か

へ
ば

や

物
語
』

に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
摂
取
ー

四
の
君
密
通
事
件

の
場
合
ー
ー
」

(「
語
文
研
究
」

47
)
以
来
、
『
と

り
か

へ
ば

や
』
と
先
行
作
品

の
関
係
を
中
心

に
斬
新
な
論
を
展
開
し

て
き

た
こ
と
も
、
記
憶

に
新
し

い
。

本
書

の
語
注

は
、
先
行
作
品

の
影
響

の
色
濃

い
本
作
品

の
特
質
を
考
慮

し
、

物
語
類

の
み
な
ら
ず
、
占
注
釈
書

・
私
家
集

・
古
記
録
類

に
幅

広
く
言

及
す
る

一
方
、
『
と

り
か

へ
ば
や
』
以
後

の
物
語

と
の
類
似
点

な
ど
を
も
指
摘

し
、
脚
注

と
い
う
限

ら
れ

た
分
量

で
あ
り
な
が

ら
、
『
と
り

か

へ
ば

や
」
と
前
後

の
物
語
と

の
繋

が
り
が

一
目
瞭
然

で
あ

る
。
更

に
、
単
な

る
遂
語
訳

に
と
ど
ま
ら
ず
、
起

伏

に
富
む
筋

立
を
立
体

的

に
復

元
す

る
、
内

容

に
踏

み
込

ん
だ

説
明
も
付

さ

れ
、
作
品
本
来

の
持
ち
味
を
十

二
分

に
汲
み
取

る
こ
と
が

で
き
る
脚
注
と
な

っ

て
い
る
。
底
本

は
陽
明
文
庫
本
、
今
回
初

の
活
字
化

で
あ
る
。

巻
末

に
は
、
散
逸
し
た
古
本

『
と
り
か

へ
ば
や
』

を
推

測
す
る
手

が
か
り
と

し

て
の

「散
逸
古
本

『
と
り
か

へ
ば
や
』
参
考
資
料
」
を
、
ま
た

「
『
と
り
か

へ

ば
や
物
語
』
主
要
登
場
人
物
官
位

・
呼
称
変

遷

一
覧
」

及
び

「参
考
文
献
」
を

付
す
。

(
平
成
四
年
三
月

岩
波
書
店

A
5
判

四
二
.
一頁

三
五
○
○
円
)

石
川
八
朗

他
校
注

新
日
本
古
典
文
学
大
系
72

『
江
戸
座
点
取
俳
譜
集
」

本
書

は
、
元
禄
か
ら
嘉
永

の
間

に
か
け

て
成
立
し
た
点

取
俳
譜
書
七
部

の
注

釈
、
解
説
と
し

て
の
三
篇

の
論
文
、
及
び
索
引
か
ら
成

り
立

っ
て
お
り
、

そ
の

内
石
川
八
朗
氏

の
担
当
部
分
は

『
二
葉
之

松
』
、
『末
若
葉
」
、

『
江
戸
筏
』

の
三

部

の
校
注
と
、
解
説

の

「
其
角

の
批
点

に

つ
い
て
」

で
あ

る
。

芭

風
俳

諮
を
俳
諮
史

に
お
け
る
唯

一
無

二
の
正
統
と
し

て
、

そ
の
他

の
流
派

の
位
置
付

け
も
芭

風
俳

諸
を
基
準

と
し

て
行

う
よ
う
な
偏

っ
た
考

え
は
流
石

に

近
年

は
改

め
ら
れ
て
き

て
お
り
、
個

々
の
流
派

の
俳
譜

に

つ
い
て
の
研
究
が
盛

ん
に
な

っ
て
き
て
い
る
こ
と

は
実

に
喜
ば
し

い
こ
ど

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の

作
品

に

つ
い
て
の
研
究

に
関
し

て
は
未
だ

に
甚
だ
し

い
格
差
が
あ
る

こ
と
は
否

～
60

皿



め
な

い
○
現
に
本
書

に
収

め
ら
れ
た
七
部

の
書

は
、
部
分
的

に
注
釈
を
加

え
ら

れ
た
も

の
は
あ
る
に
せ
よ
、
全
篇

に
渡

る
本
格
的

な
注
釈
を
施

さ
れ

る
の
は
い

ず
れ
も
初

め
て
で
あ
る
。

こ
の

一
事
を
と

っ
て
も
、
点
取
俳
階

の
、

ひ
い
て
は

俳
譜
史

の
研
究

に
お
け
る
本
書

の
意
義
が
理
解

で
き

よ
う
。

又
、
今

日
の
我

々
に
と

っ
て
は
馴
染
み
が
薄

い
が

こ
の
分
野
を
考
え
る
上

で

は
欠
か

せ
な

い
要
素
、
就
中

「
座
」

や

「
側
」
と

い

っ
た
集
団

の
存
在
や
、
批

点

の
実
態
と

い

っ
た
も

の
に

つ
い
て
も
本
書

は
、
各
作
品

の
冒
頭
部

に
簡
潔

に

ま
と
め
ら
れ
た

〔成
立
〕
、

〔内
容
〕
、

〔意
義
〕
等

の
説
明
と
、
解
説

の
各
論

と

に
よ

っ
て
格
好

の
教
科
書
と
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
石

川
氏

の

「其
角

の
批

点

に

つ
い
て
」
は
其
角
個
人

の
俳
譜
点
者
と
し

て
の
側
面

の
研
究

で
あ
る
と
同

時

に
、
元
禄
期

の
俳
譜

の
批
点

の
様
相

を
端
的

に
示
す
も

の
で
も
あ
る
。

入
門
書
か
ら
研
究

の
基
本

的
文
献

と
し

て
ま
で

の
幅
広

い
用
途

に
堪

え
得

る

本
書

の
出

現

に
よ

っ
て
、
今

後
益

々
の
研
究

の
進
展

が
期
待

さ
れ
る
も

の
で
あ

る
。

(
平
成

五
年

二
月

A
5
判

五

一
六
頁
索
引

三
九
頁

三
八
○
○
円

岩

波
書
店
)

板
坂
耀
子

著

『江
戸

を
歩

く

近
世
紀
行
文
の
世
界

』

「
自
分
自
身

は
基
本
的

に
は
紀
行
文
が
好
き

に
な
れ
な

い
性
質

の
人
間

で
は

な

い
か
」
と

い
う
不
安
を
今
も
持
ち
続
け

て
い
る
と
言
う
著
者

は
、
「紀
行
文

が

好
き

で
は
な

い
人

に
」
と
題
し

て
、
好
き

に
な
れ
な

い
原
因
を
探
り
な
が
ら
、

近
世
紀
行
文

の
特
徴
と
そ

の
魅
力
を
語

っ
て
い
る
。

紀
行
文
は
、
自
己

の
内
面
を
見

つ
め
た
り
、
題
材

や
構
成

に
悩

ん
だ
り
す

る

こ
と
な
し

に
、
旅

で
見
た
も

の
聞

い
た
も

の
を
そ

の
ま
ま
書

い

て
さ
え
い
け
ば

一
応
ま
と
ま

っ
た
内
容

の
文
章

を
書

く

こ
と
が

で
き
る
と
い
う
性
質

を
持

っ
て

い
る
た
め
、
そ

の
作

品
世

界
は
雑
然

と
し
た
も
の
に
な

り
や
す

い
。
語

り
手

の

目

に
映

っ
た
も

の
だ
け
が
記
さ
れ

て
も
、
肝
心

の
語
り
手
自
身

の
姿

は
全

く
見

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ

が
読
む
者
を
不
快

た
ら
し
め
る

こ
と

に
な

る
。
し
か
し

同
時

に
、

そ

の
と

り
と
め

の
な
さ
や
未
完

成
さ

は
魅

力
と
も

成
り
得

る
と

い

う
○
「
そ

こ
に
は
緊
密

に
構
成

さ
れ
た
虚
構

の
文
学

に
は
な

い
、
不
思
議
な
自
由

さ
と
の
ど
か
さ
が
あ

る
。

そ
し

て
ま

た
、
ふ
だ

ん
文
学
作
品

に
ふ
れ

て
い
る
時

に
は
感

じ
な

い
、
不
安
定

さ
と
緊
張
が
あ
る
」
と
。

そ
し

て
以
下

の
章

で
は
、
今
ま

で
に
紹
介
さ
れ
る

こ
と

の
な
か

っ
た
多
数

の

文
献
を
挙
げ
な

が
ら
、
従
来
近
世
紀
行
文

の
代
表
作
と
さ
れ

て
い
た

『
お
く
の

ほ
そ
道
』

は
む
し
ろ
異
色
作

で
、
代
表
作

に
は
橘
南

難

の

『
東
西
遊
記
」

が
挙

げ

ら
れ

る
こ
と
、
観
光

に
は
歌
枕

よ
り
古
戦
場
が
注
目
さ
れ

る
こ
と
、
そ

の
他

花
見

の
紀
行

や
女
性

の
紀
行
な
ど

に

つ
い
て
様

々
な

こ
と
が
語
ら
れ
る
。

そ
の
語
り

口
に
は
、
語
り
手

の
見
え
な
い
紀
行
文

に
反

す
る
が
如
く
、
語

り

手

で
あ
る
著
者

「
私
」

の
も
の

の
見
方

や
感

じ
方

が
溢
れ

て
お
り
、
読
者

に
は

「
私
」

の
姿
が
は

っ
き
り
と
見
せ

つ
け
ら
れ
る
。
語

り
手

の
見

え
な

い
表
現

に

つ
い

て
著
者

は
、

「
そ

の
人

の
目

で
見

た
も

の
だ
け

し
か
見

せ

ら
れ

て
い
な

か

っ
た

ら
、

私
自
身

の
目

で
見
た
も

の
と
、

そ
れ

を
比

べ
て
見
る
機
会

が
な

か

っ
た
ら
、

そ

の
人

の
も

の
の
見
方
な
ど
、
ど

う
し

て
私

に
わ
か

る
か
」
と
強

い
口
調
で
言

う
。
そ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
多
く

の
人
が

こ
の
著
書

に
よ

っ
て
、

「
そ
の
人
」

(著
者
)

の
紀
行
文

の
見
方
と
、

自
分
自
身

の
紀
行
文

の
見
方
を

「比

べ
て
見

る
機
会
」
を
与
え
ら
れ
、
今
後
多
く

の
近
世
紀
行
文
愛
好
者

、
そ

し
て
研
究
者

が
生

ま
れ

て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

(平
成
五
年
三
月

葦
書
房

四
六
判

、
一六
○
頁

二
四
○
○
円
)
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