
私
は
一
九
六
六
年
の
春
に
本
学
文
学
部

に
入
学
し
た
所
謂
「
団
塊
の
世
代
」
の
一

人
で
、
校
舎
は
広
小
路
に
あ
っ
た
。
紫
式

部
の
父
、
藤
原
為
時
の
邸
宅
と
す
る
考
証

に
よ
っ
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
臆
山
寺
が

清
心
館
の
北
隣
に
あ
り
、
二
階
の
共
同
研

究
室
か
ら
寺
の
境
内
、
庭
園
が
手
に
取
る

よ
う
に
眺
め
ら
れ
た
。
御
所
は
指
呼
の
間

に
あ
り
、
平
安
文
学
に
憧
れ
て
京
都
に
出

て
来
た
者
に
と
っ
て
は
絶
好
の
環
境
で
は

あ
っ
た
。
そ
ん
な
あ
り
が
た
い
所
に
居
な

が
ら
、
う
か
う
か
と
日
々
を
過
ご
し
瞬
く

間
に
学
生
生
活
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

○

教
室
で
「
論
究
日
本
文
学
」
が
年
に
一

度
配
布
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
例
え
ば

「
捷
解
新
語
」
と
い
う
、
ハ
ン
グ
ル
で
注

記
し
た
日
本
語
学
習
書
を
研
究
さ
れ
て
い

る
先
生
と
か
、
中
世
歌
謡
の
「
宗
安
小
歌

集
」
に
注
釈
を
さ
れ
て
い
る
先
生
が
授
業

を
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
り
、
遠
い
存
在
で

し
か
な
か
っ
た
研
究
害
や
論
文
の
世
界
が

や
や
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
一
方
で
、
研
究

彼
域
の
広
さ
と
深
さ
を
漠
然
と
知
っ
た
も

日
文
研
究
室
だ
よ
り

二
○
○
八
年
度

会
長
中
西
健
治

の
で
あ
る
。

時
は
移
り
学
生
に
向
き
合
う
立
場
と
な

っ
た
小
生
に
、
卒
業
論
文
作
成
中
の
学
生

が
「
論
究
日
本
文
学
」
は
ど
こ
の
大
学
の

雑
誌
で
す
か
？
と
真
顔
で
尋
ね
た
。
そ
の

時
の
衝
撃
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
我
々
の
学

生
時
代
と
は
異
な
り
、
現
今
の
溢
れ
か
え

っ
て
い
る
ｎ
本
文
学
に
関
す
る
知
識
情
報

の
中
か
ら
必
要
な
も
の
を
選
択
し
つ
つ
学

ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
我
が
「
論
究
日
本
文
学
」
の
存

在
は
学
生
諸
君
に
否
応
な
く
見
せ
つ
け
て

お
く
こ
と
も
教
育
の
一
環
か
と
も
思
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
財
政
的
な
検

討
も
今
後
、
必
要
だ
ろ
う
。

○

昨
年
度
は
文
学
部
創
設
八
十
周
年
の
年

に
あ
た
り
、
我
が
Ⅱ
本
文
学
会
も
五
十
周

年
を
迎
え
た
。
草
創
期
の
先
生
方
や
受
け

継
が
れ
た
世
代
の
先
生
方
の
足
跡
を
知
る

こ
と
も
大
切
だ
と
思
う
。
折
し
も
今
年
は

「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
。
何
か
に
つ
け
て
源

氏
物
語
が
話
題
に
な
り
、
今
ま
で
以
上
に

京
都
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
学

の
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
京
都
文
化
講
座

も
人
気
を
集
め
て
い
る
と
い
う
。
何
し
ろ

千
年
の
古
都
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
限
ら

ず
、
軍
記
物
語
や
演
劇
、
近
代
文
学
、
は

て
は
海
外
の
作
家
に
ま
で
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
の
作
品
を
、
京
都
で
学
ぶ
こ
と
は

何
に
も
ま
し
て
好
状
況
で
は
あ
ろ
う
。
読

む
に
煩
わ
し
く
理
解
に
遠
い
作
品
研
究
は

い
か
に
も
典
型
的
な
虚
学
と
し
て
敬
遠
さ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
一
方
に
近
道
や
裏
道
、

は
て
は
別
の
道
を
探
し
て
み
る
の
も
一
つ

の
知
的
冒
険
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に

は
素
手
で
向
か
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

○

「
口
は
一
つ
目
は
二
つ
」
と
あ
る
語
句

を
め
ぐ
っ
て
歌
会
が
沸
い
た
。
多
分
、
禅

語
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
た

が
、
つ
い
で
に
と
、
「
大
き
な
耳
、
小
さ

な
口
、
や
さ
し
い
目
」
と
い
う
言
葉
を
師

匠
が
感
じ
入
る
体
で
披
露
さ
れ
た
。
人
生

万
般
に
通
じ
る
真
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
、

一
同
大
い
に
納
得
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

文
学
研
究
と
言
い
な
が
ら
、
「
小
さ
な
耳
」

に
満
足
し
て
「
大
き
な
口
」
を
た
た
き
、

本
来
持
っ
て
い
た
は
ず
の
「
や
さ
し
い
心
」

を
忘
れ
て
は
い
な
い
か
。
も
う
一
度
、
自

分
の
足
元
を
見
つ
め
た
い
も
の
だ
。

○

そ
れ
に
し
て
も
過
ぎ
去
っ
た
時
間
は
取

り
戻
せ
な
い
・
・
・
・
嶋
呼
。

（
二
○
○
八
年
一
川
廿
Ｈ
）

立 命館大学

日本文学 /△－ニユース
XNo.51

｢論究日本文学」第88号付録2008.5


