
日
本
文
学
専
攻
の
近
況
を
お
伝
え
し
ま
す
。

ま
ず
、
今
年
度
か
ら
、
任
期
制
講
師
に

福
井
辰
彦
先
生
、
助
教
に
村
田
裕
和
先
生

を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
福
井
先
生
は
京
大

か
ら
来
ら
れ
、
近
世
・
近
代
の
交
わ
る
時

期
の
日
本
漢
文
が
ご
専
門
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
と
い
っ
て
も
国
語
同
文
畑
の
ご
出

身
で
、
戯
作
物
の
漢
文
翻
案
の
模
様
を
伺

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
村
田
先
生
は
立

命
館
出
身
で
近
代
文
学
を
思
想
史
、
美

学
・
美
術
史
の
関
連
を
と
お
し
て
研
究
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
各
種
メ
デ
ィ
ア

の
大
衆
化
が
も
た
ら
し
た
変
化
に
い
て
の

話
を
伺
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
領
域
と
内
容
は
、
ご
両
人
の

採
用
時
の
模
擬
授
業
を
拝
見
し
て
の
も
の

で
す
。
妓
近
の
採
用
条
件
に
は
、
研
究
レ

ベ
ル
だ
け
で
な
く
教
育
力
な
ど
も
問
わ
れ

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
と
言
っ
て
も
、

ま
だ
こ
う
し
た
模
擬
授
業
は
、
他
の
場
合

を
ふ
く
め
て
教
員
側
の
説
明
主
導
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
日
文
の
教
員
構
成
は
、
他
大
学

に
比
べ
て
幅
広
い
分
野
と
研
究
方
法
を
と

日
文
研
究
室
だ
よ
り

二
○
○
八
年
度

会
長
彦
坂
佳
宣

る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ご

両
人
を
加
え
た
こ
と
で
こ
の
傾
向
が
さ
ら

に
強
ま
り
ま
し
た
。
古
典
の
研
究
も
、
院

生
を
含
め
テ
キ
ス
ト
中
心
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
他
の
媒
体
・
視

点
を
交
え
た
も
の
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

近
年
の
修
士
論
文
で
は
、
絵
に
添
え
ら
れ

た
和
歌
を
一
体
と
し
て
研
究
す
る
も
の
、

風
俗
史
的
な
変
遷
を
追
う
も
の
、
文
学
活

動
に
お
け
る
面
を
政
治
史
的
な
視
点
で
説

く
も
の
な
ど
も
出
て
き
ま
し
た
。
と
は
言

え
、
文
献
学
的
な
基
礎
の
上
に
こ
う
し
た

分
野
を
加
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
は
、

専
攻
会
議
そ
の
他
の
話
し
合
い
の
中
で
、

随
時
、
確
認
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
専
攻
な
い
し
日
本
文
学
会

に
と
っ
て
の
変
化
は
、
○
九
年
度
か
ら
学

部
学
生
に
も
学
会
員
に
な
っ
て
も
ら
い
、

勉
学
・
研
究
活
動
を
活
性
化
し
、
ま
た
学

会
活
動
の
広
が
り
と
会
計
の
健
全
化
を
は

か
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に

は
専
攻
教
員
の
話
し
合
い
が
あ
り
、
そ
の

上
で
ク
ラ
ス
に
二
回
の
説
明
、
ク
ラ
ス
代

表
と
や
は
り
二
回
の
話
し
合
い
を
持
ち
ま

し
た
。近

年
は
学
生
の
研
究
室
離
れ
が
進
み
、

共
同
研
究
室
も
空
き
が
目
立
ち
ま
す
。
他

に
心
地
よ
い
場
所
が
あ
っ
た
り
、
勉
強
か

ら
離
れ
が
ち
な
生
活
に
な
っ
た
こ
と
が
要

因
で
し
ょ
う
。
学
生
部
会
の
活
動
も
一
部

の
学
生
層
を
除
き
低
調
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
学
部
学
生
の
会
員
化
は
、
こ
う
し
た

傾
向
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。
教
員
全
体
が
こ
の
点
を
確
認
し
、

日
常
の
授
業
を
と
お
し
て
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
幸
い
に
も
、
院
生

主
体
の
談
話
会
（
研
究
例
会
）
は
以
前
に

比
べ
て
や
や
活
発
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。

院
生
の
増
加
、
ま
た
非
常
勤
を
ふ
く
め
た

教
員
側
の
参
加
も
あ
る
こ
と
が
要
因
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
学
部
と
日
文
専
攻
と
の
関
係
に

ふ
れ
ま
す
。
ま
ず
、
○
九
年
度
か
ら
は
、

総
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
組
に
よ
る
京
都
学

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
２
つ
が
発
足
し
ま

す
。
Ｈ
文
教
員
も
そ
こ
に
移
籍
や
兼
任
に

な
る
者
が
い
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
、
学
部

改
革
の
方
向
が
模
索
さ
れ
、
そ
の
案
の
中

で
従
来
の
日
文
専
攻
の
教
員
組
織
と
専
門

内
容
を
ど
う
す
る
か
の
議
論
が
あ
り
ま

す
。
成
案
が
出
る
に
は
ま
だ
時
間
が
掛
か

り
ま
す
が
、
研
究
の
内
容
と
方
向
性
が
問

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
二
○
○
九
年
三
月
末
日
）
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