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今
回
紹
介
す
る
二
冊
の
本
は
何
れ
も
本
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
長
島
弘
明

氏
の
著
書
で
あ
る
。

　

最
初
に
紹
介
す
る
岩
波
文
庫
の
『
雨
月
物
語
』
は
、
各
編
の
あ
ら
す
じ
が
大

変
わ
か
り
や
す
く
記
さ
れ
、
最
新
の
研
究
成
果
を
基
に
詳
細
な
注
が
記
さ
れ
て

い
る
注
釈
書
で
あ
る
。
理
解
し
づ
ら
い
箇
所
は
現
代
語
訳
が
示
さ
れ
る
等
上
田

秋
成
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
氏
に
よ
る
懇
切
な
説
明
が
加
え
ら
れ
、
読
者
に

こ
の
作
品
の
魅
力
の
多
大
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
注
釈
書
と
言
え
よ
う
。氏
の『
秋

成
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
の
成
果
も
十
分
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
か
つ

て
私
が
受
講
し
た
、
氏
に
よ
る
数
々
の
秋
成
作
品
の
講
義
・
演
習
の
こ
と
が
思

い
出
さ
れ
た
。

　

も
う
一
点
紹
介
す
る
の
は
、
氏
が
こ
れ
ま
で
教
え
を
授
け
た
人
達
と
共
に
作

成
し
た
文
学
事
典
で
あ
る
。
こ
の
本
が
披
露
さ
れ
た
三
年
前
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の

折
、
氏
の
「
人
に
恵
ま
れ
た
」
と
い
う
発
言
が
大
変
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

言
に
違
わ
ず
、
執
筆
陣
に
は
学
界
、
教
育
界
で
活
躍
中
の
諸
氏
の
名
前
が
多
く

見
え
、
編
者
の
優
れ
た
指
導
力
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

七
十
三
に
及
ぶ
全
て
の
項
目
で
【
あ
ら
す
じ
】
も
し
く
は
【
概
要
】、【
見
ど

こ
ろ
】、【
も
っ
と
深
く
】、【
テ
キ
ス
ト
・
読
書
案
内
】
が
置
か
れ
、
各
作
品
の

大
ま
か
な
内
容
を
知
っ
た
上
で
優
れ
た
場
面
を
味
わ
い
、
さ
ら
に
そ
の
魅
力
を

深
く
知
り
、
実
際
に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
た
く
な
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て

い
る
。

　

近
世
文
学
の
授
業
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
作
品
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
上
で
詳

し
く
解
説
さ
れ
て
お
り
、
近
世
文
学
を
深
く
学
び
た
い
人
に
格
好
の
書
と
言
え

よ
う
。
著
名
な
作
品
に
つ
い
て
も
、
最
新
の
研
究
状
況
を
詳
し
く
解
説
し
て
お

り
、
読
ん
で
一
層
興
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
世
文
学
に
あ
ま
り
な

じ
み
の
な
い
人
で
も
、
読
む
と
近
世
文
学
の
豊
か
な
世
界
を
間
違
い
な
く
理
解

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

近
世
文
学
は
先
行
す
る
時
代
の
文
学
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
上

に
、
近
現
代
の
作
品
に
も
つ
な
が
っ
て
行
く
も
の
な
の
で
、
他
の
時
代
の
国
文

学
作
品
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
人
も
ぜ
ひ
手
に
取
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。
現
代

の
著
名
な
ア
ニ
メ
に
影
響
を
与
え
た
作
品
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

近
世
文
学
は
絵
画
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
項
目
で
当
時
の
本
の
見
開
き
部
分
が
図
版
で
示
さ
れ
て
お
り
、
絵
や
文
字
の

形
態
が
も
た
ら
す
効
果
を
実
感
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
、
異
な
る

作
品
だ
け
で
な
く
、
他
の
文
学
者
・
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
多

彩
な
姿
が
描
か
れ
る
様
子
も
、
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
付
録
と
し
て
近
世

文
学
独
特
の
用
語
解
説
・
年
表
も
備
え
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
文
学
の
特
徴
・
流

れ
を
把
握
す
る
の
に
大
い
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
一
つ
の
懸
念
は
、
余
り
に
も
行
き
届
い
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
本
の
説
明
だ
け
で
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
読
ん
だ
つ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
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と
で
あ
る
。
各
執
筆
者
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
ネ
タ
ば
れ
を
避
け
な
が
ら
解

説
を
し
て
い
る
の
で
、
是
非
各
項
目
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
【
テ
キ
ス
ト
・

読
書
案
内
】
を
利
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
魅
力
を
一
層
深
く
味
わ
っ
て

頂
き
た
い
と
思
う
。
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