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私
が
入
学
し
た
と
き
は
、法
文
学
部
と
言
っ
て
文

字
通
り（
文
字
通
り
で
は
な
く
経
済
が
抜
け
て
い
る
が
）

法
学
部
、経
済
学
部
、文
学
部
の
三
学
部
が
一つ
に
な
っ

た
寄
合
所
帯
で
あ
っ
た
。
校
舎
は
旧
制
浪
速
高
等
学

校
尋
常
科
の
建
物
で
あ
ま
り
広
い
と
も
言
え
な
い
と

こ
ろ
で
の
寄
合
所
帯
生
活
な
ら
ぬ
授
業
で
あ
っ
た
。
文

学
部（
正
式
に
は
法
文
学
部
文
学
科
）は
約
三
十
名
で

そ
の
う
ち
、英
文
学
は
十
名
程
度
。
ず
ば
抜
け
て
の
大

人
数
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、講
義
の
絶

対
数
が
少
な
い
の
で
、法
科
や
経
済
の
学
生
が
歴
史
や

文
学
の
講
義
を
聞
き
に
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。お
か

げ
で
そ
の
連
中
と
も
顔
な
じ
み
に
な
っ
た
り
し
て
楽

し
い
半
年
で
あ
っ
た
。
半
年
と
い
う
は
、入
学
が
昭
和
二

三
年
九
月
で
翌
二
四
年
の
三
月
に
は
二
年
生（
二
回
生

?
）で
あ
る
。と
同
時
に
晴
れ
て
法
文
学
部
よ
り
独
立

し
て
、文
学
部
と
な
っ
た
。
思
い
出
せ
ば
半
世
紀
以
上

の
前
の
話
で
あ
る
が
、楽
し
か
っ
た
青
春
の
日
々
で
あ
っ
た
。 

会長あいさつ 

　
二
十
一
世
紀
を
迎
え
日
本
の
大
学
は
い
ま
大
き
な
曲
が

り
角
に
差
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
国
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
深

刻
な
問
題
が
、学
問
と
教
育
、思
索
と
語
ら
い
の
庭
と
し
て

の
大
学
に
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

大
学
を
見
つ
め
る
社
会
の
目
も
か
つ
て
な
く
厳
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。 

　
文
学
部
も
こ
う
し
た
困
難
な
課
題
に
立
ち
向
か
う
べ
く
、

こ
こ
数
年
真
摯
に
改
革
の
努
力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

一
九
九
九
年
に
大
学
院
重
点
化
を
終
え
、二
〇
〇
二
年
度
は「
二

十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
人
文
科
学
の
世
界
的
な

拠
点
校
の
ひ
と
つ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
文
学
部
が
中
心
と

な
っ
て
「
大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
」
も
発
足
に
こ
ぎ
つ

け
ま
し
た
。 

　
と
は
い
え
平
成
十
六
年
度
に
国
立
大
学
法
人
化
を
控
え
、

文
学
部
・
文
学
研
究
科
に
も
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
大
き

な
社
会
的
役
割
と
責
任
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
な
か
、同
窓
会
組
織
の
充
実
と
強
化
が
、こ
れ
か
ら
の
文

学
部
・
文
学
研
究
科
の
発
展
に
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
社
会
の
各
分
野
で
目
覚
し
い
ご
活
躍
を
な
さ
っ
て
お

ら
れ
る
同
窓
会
の
皆
様
の
、力
強
く
熱
い
ご
支
援
を
今
後
と

も
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

　
と
り
わ
け
、同
窓
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
さ
せ
、卒
業
生
・

修
了
生
の
就
職
支
援
の
輪
を
広
げ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
切

に
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

研究科長あいさつ 

石原　実 

河上誓作 

ー
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
ー 

昭
和
二
六
年
英
文
学
講
座
卒
業
。
文
学
部
同
窓
会
設
立
か
ら
現
在
ま
で 

会
長
。
株
式
会
社
石
原
時
計
店
取
締
役
社
長
。 

ー
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
ー 

昭
和
四
二
年
大
阪
大
学
文
学
部
英
語
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。 

文
学
博
士
。
平
成
元
年
よ
り
文
学
部
英
語
学
専
修
教
授
。
平
成
十
三
年
よ
り

研
究
科
長
。『
文
の
意
味
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
ー
認
識
と
表
現
の
関
連
性

を
め
ぐ
っ
て
』『
認
知
言
語
学
の
基
礎
』
他
の
著
書
。 

大阪大学文学部・文学研究科同窓会
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文学研究科文学部の最近の動き 文学研究科文学部の最近の動き 

　
懐
徳
堂
が
誕
生
し
た
近
世
の
大
坂
は
、日
本
の
商
業
と
金
融
の

中
心
地
で
し
た
。
全
国
各
地
は
も
と
よ
り
国
外
か
ら
も
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

情
報
が
集
ま
り
、豊
か
で
開
か
れ
た
市
民
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
近
世
大
阪
の
文
化
的
実
力
を
、思
想
・
哲
学
な
ど
の

学
問
の
分
野
で
代
表
す
る
の
が
懐
徳
堂
で
す
。 

　
そ
の
歴
史
は
、亨
保
九
年
、淀
屋
橋
に
ほ
ど
近
い
今
橋
三
丁
目
に
、

商
人
た
ち
が
建
て
た
私
的
な
学
問
所
に
始
ま
り
ま
し
た
。
開
学
の 

二
年
後
に
は
幕
府
の
官
許
を
受
け
、爾
来
一
世
紀
半
、江
戸
の
昌
平

黌
と
並
び
称
さ
れ
る
学
問
の
府
に
成
長
し
ま
す
。
教
学
の
柱
は
儒

学
で
あ
り
、教
師
た
ち
は
主
に
経
書
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
古

典
を
講
じ
ま
し
た
。
彼
ら
は
門
生
に
「（
人
は
）生
ま
れ
な
が
ら
に

聖
人
で
あ
る
」
と
説
き
、人
間
が
道
徳
性
や
知
的
な
理
解
力
に
お
い

て
平
等
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。ま
た
、「
利
は
義
で
あ
る
」
と

も
述
べ
て
、商
業
を
倫
理

に
か
な
っ
た
正
し
い
行
為

で
あ
る
と
肯
定
し
ま
し
た
。

町
人
の
学
問
所
で
あ
る
か

ら
こ
そ
生
ま
れ
た
こ
れ
ら

の
見
解
は
、結
果
的
に
は

封
建
体
制
の
枠
を
超
え
、

近
代
の
思
惟
を
先
取
り

す
る
主
張
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
懐
徳
堂
の
学

風
を
反
映
し
て
、門
下
か

ら
は
富
永
仲
基
・
山
片
蟠

桃
ら
名
高
い
町
人
学
者
が

登
場
し
ま
す
。 

　
懐
徳
堂
は
町
人
た
ち

が
学
問
す
る
こ
と
を
励
ま

し
、
近
代
的
な
「
知
」
を

育
ん
だ
場
所
で
し
た
。
そ

の
価
値
は
三
百
年
を
経

た
今
日
も
、失
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
。（
竹
腰
礼
子
） 

　
文
学
研
究
科
に
、

埋
蔵
文
化
財
調
査
室

と
い
う
小
さ
な
組
織

が
あ
る
こ
と
を
ご
存

じ
で
す
か
。 

　
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
の

あ
る
待
兼
山
は
、「
枕

草
子
」
や
「
新
古
今
和

歌
集
」
な
ど
に
も
登

場
す
る
由
緒
あ
る
場

所
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、地
中
に
は
さ

ら
に
古
い
時
代
の
遺

跡
が
多
く
眠
っ
て
い
ま
す
。一
九
八
三
年
に
理
学
部
の
東
で
ラ
ジ
オ

ア
イ
ソ
ト
ー
プ
総
合
セ
ン
タ
ー
が
建
設
さ
れ
た
際
、弥
生
時
代
中
期（
紀

元
前
一
世
紀
）の
集
落
跡
が
発
見
さ
れ
、同
年
、キ
ャ
ン
パ
ス
を
含
む
一

帯
が
待
兼
山
遺
跡
と
し
て
国
の
遺
跡
台
帳
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

遺
跡
内
で
は
建
設
工
事
に
先
だ
っ
て
発
掘
調
査
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
調
査
業
務
を
担
当
す
る
た
め
に
全
学
の
合
意
に
よ

っ
て
一
九
八
六
に
設
置
さ
れ
た
の
が
こ
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
で
、

以
来
、キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
と
文
化
財
と
の
調
整
を
は
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

一
九
九
七
年
か
ら
は
、工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
を
手
掛
け
る
か
た
わ
ら
、

利
用
計
画
の
策
定
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
旧
医
療
技
術
短
大
跡
地

の
文
化
財
分
布
調
査
を
四
ヶ
年
に
わ
た
っ
て
実
施
し
、弥
生
時
代

か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
遺
物
や
遺
構
を
多
数
確
認
し
ま
し
た
。

こ
の
旧
医
短
跡
地
に
は
、昨
年
四
月
に
発
足
し
た
大
阪
大
学
総
合

学
術
博
物
館
の
建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。「
と
よ
な
か
百
景
」

に
も
選
ば
れ
た
里
山
の
景
観
や
見
つ
か
っ
た
遺
跡
を
う
ま
く
生
か

し
た
博
物
館
が
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

　
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
は
工
事
に
伴
う
遺
跡
の
調
査
が
本
務
で

は
あ
り
ま
す
が
、こ
の
ほ
か
に
出
土
資
料
を
活
用
し
た
公
開
展
示
、

遺
跡
の
現
地
説
明
会
、地
元
小
学
校
で
の
出
張
授
業
、公
民
館
講

座
へ
の
出
講
な
ど
を
通
じ
て
、大
学
と
地
域
社
会
と
の
連
携
を
深

め
る
取
り
組
み
も
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。（
福
永
伸
哉
） 

C
O
E
《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学
》
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

埋
　
蔵
　
文
　
化
 

近
世
大
阪
の
誇
り
懐
徳
堂
 

（
一
七
二
四
ー
一
八
六
九
） 

　
同
窓
会
の
み
な
さ
ま
、昨
年
度
よ
り
文
部
科
学
省
で
、全
国
の
大
学
・
研

究
所
を
対
象
に
「
二
十
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
領
域
で

そ
の
研
究
の
世
界
拠
点
と
な
り
う
る
よ
う
な
部
署
を
選
り
す
ぐ
り
、巨
額

の
予
算
を
投
入
し
て
、研
究
を
一
気
に
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、次
世
代
の

国
内
外
の
優
秀
な
若
手
研
究
者
を
育
成
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
本

文
学
研
究
科
は
、人
間
科
学
研
究
科
と
言
語
文
化
研
究
科
の
ご
協
力
を
得
て
、

こ
れ
に
応
募
し
、人
文
科
学
分
野
で
採
択
数
二
十
件
の
う
ち
の
一
つ
に
選
ば

れ
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
《
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
の
人
文
学
》
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、現
代
社
会
・
文
化
の
問
題
を
、イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
相
で
研
究
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。つ
ま
り
、ひ
と
つ
の
社

会
と
別
の
社
会
の
あ
い
だ
、ひ
と
つ
の
社
会
の
な
か
の
複
数
文
化
の
あ
い
だ

で
起
こ
る
侵
蝕
や
摩
擦
、軋
轢
や
衝
突
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
、そ
の

接
触
に
よ
っ
て
起
こ
る
諸
問
題
を
構
造
的
に
分
析
し
て
い
ゆ
く
と
い
う
も
の

で
す
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、一
つ
の
理
論
研
究
と
、四
グ
ル
ー
プ
に
わ
た
る
モ

デ
ル
研
究
群
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
理
論
研
究
は
「
岐
路
に
立
つ
人
文
学
」
、

モ
デ
ル
研
究
は
「
交
錯
す
る
世
界
」「
縫
合
さ
れ
る
日
本
」「
越
境
す
る
芸
術
・

文
化
」「
臨
床
と
対
話
」
と

題
さ
れ
て
い
ま
す
。
テ
ー
マ

ご
と
に
、こ
れ
ま
で
講
座
と

い
う
か
た
ち
で
組
織
さ
れ

て
き
た
各
研
究
分
野
を
横

断
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で

研
究
チ
ー
ム
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
も

企
画
さ
れ
て
お
り
、新
聞

な
ど
に
も
そ
の
つ
ど
広
報

い
た
し
ま
す
の
で
、現
在
の

文
学
研
究
科
が
ど
の
よ
う

な
現
代
的
な
課
題
に
取
り

組
ん
で
い
る
か
、ち
ょ
っ
と

の
ぞ
い
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。（
鷲
田
清
一
） 
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懐
徳
堂
と
中
国
哲
学
研
究
室 

西
洋
史
研
究
室
紹
介 

西
洋
美
術
史
研
究
室
と
ゴ
ッ
ホ
展 

　
昨
年
、ゴ
ッ
ホ
展（V

incent &
 T
heo van G

ogh

展
）が
北
海

道
立
美
術
館
と
兵
庫
県
立
美
術
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。
私
が
コ
ン

セ
プ
ト
づ
く
り
を
し
て
、フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
と
画
商
を
し
て
い
た
弟
テ

オ
の
ダ
ブ
ル
・
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
を
描
く
と
い
う
企
画
で
実
現
。
北
海

道
で
の
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
展
は
初
め
て
で
す
し
、テ
オ
に
つ
い
て
紹
介

で
き
、か
つ
て
芦
屋
に
個
人
宅
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
い
た〈
向
日
葵
〉や
、

神
戸
に
住
ん
で
い
た
テ
オ
の
息
子
の
こ
と
も
紹
介
で
き
ま
し
た
の
で
、

よ
く
あ
る
単
な
る
寄
せ
集
め
作
品
展
と
は
違
う
も
の
に
は
な
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
入
館
者
は
六
十
万
人
を
超
え
ま
し
た
か
ら
、主
催

者
に
と
っ
て
は
ま
ず
ま
ず
の
成
功
。
多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ
け
る

の
は
嬉
し
い
の
で
す
が
、そ
れ
に
し
て
も
、な
ぜ
億
単
位
の
巨
額
の

金
が
動
い
て
、こ
ん
な
に
人
も
入
る
の
か
、と
い
う
の
が
正
直
な
感

想
で
す
。
美
術
市
場
は
冷
え
気
味
で
す
が
、展
覧
会
市
場
は
活
発
。

展
覧
会
も
こ
う
な
る
と
れ
っ
き
と
し
た
経
済
活
動
で
、美
術
史
の

ス
タ
ッ
フ
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、ど
れ
だ
け

質
の
高
い
内
容
を
盛
り
付
け
ら
れ
る
か
が
私
た
ち
の
仕
事
に
な
る

の
で
し
ょ
う
。（
圀
府
寺
司
） 

　
中
国
哲
学
研
究
室
の
関
係
者
に
は
、一つ
の
宿
命
が
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
、大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
と
の
関
わ
り
で
す
。
文
庫
の
根

幹
が
漢
籍
、特
に
儒
教
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、初
代
教
授
木
村

英
一
先
生
の
時
代
か
ら
、中
哲
に
と
っ
て
懐
徳
堂
は
常
に
身
近
な
存

在
で
し
た
。 

　
こ
の
関
係
は
、昨
今
さ
ら
に
親
密
の
度
を
増
し
て
い
ま
す
。
平
成

十
三
年
の
阪
大
創
立
七
十
周
年
記
念
事
業
で
懐
徳
堂
が
注
目
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
懐
徳
堂
が
制
作
さ
れ
た
の
に
加
え
、附
属
図

書
館
の
新
設
に
と
も
な
う
懐
徳
堂
資
料
の
総
合
移
転
、貴
重
資

料
の
調
査
・
解
題
執
筆
、『
懐
徳
堂
事
典
』
の
刊
行
、懐
徳
堂
文
庫

電
子
図
書
目
録（http://kaitokudo.jp/
）の
公
開
、懐
徳
堂
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
作
成
、西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
の
電
子
化
と
、研
究

室
を
あ
げ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
相
次
い
で
い
ま
す
。こ
の
間
、多
く
の

関
係
者
の
方
々
に
絶
大
な
る
御
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
地
道
な
活
動
で
は
あ
り
ま
す
が
、今

後
も
、皆
様
の
御
協
力
を
得
て
、鋭
意
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。（
湯
浅
邦
弘
） 

　
こ
こ
数
年
間
、西
洋
史
研
究
室
は
、情
報
化
社
会
へ
の
対
応
の
た

め
に
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
導
入
、情
報
教
育
の
た
め
の
第
二
研
究
室

の
設
置
な
ど
を
計
画
的
に
推
進
し
て
き
た
。
最
近
、研
究
室
を
訪

れ
た
こ
と
の
な
い
卒
業
生
は
、そ
の
変
化
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
現
在
、

十
台
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
と
一
台
の
マ
ッ
ク
の
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
、一
台
の
デ

ス
ク
ト
ッ
プ
型
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
学
生
用
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、二
台
の
サ
ー
ヴ
ァ
ー（
一
台
は
リ
ナ
ッ
ク
ス
）と
リ
ナ
ッ
ク
ス
練

習
用
の
パ
ソ
コ
ン
も
あ
る
。ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
は
サ
ー
ヴ
ァ
ー
と
無
線
ラ

ン
で
接
続
さ
れ
て
お
り
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。ま
た
無
線
ラ
ン
を
使
っ
て
高
速
プ
リ
ン
タ
ー
も
利
用
可
能
だ
。 

　
設
備
の
充
実
だ
け
で
は
な
く
、ネ
ッ
ト
上
で
検
索
可
能
な
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
辞
典
の
運
用
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
講
義
の
実
験
、授
業
で
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
、C
D
の
自
動
生
成
ソ
フ
ト
の
作
成
な
ど
、歴
史

に
お
け
る
情
報
技
術
の
利
用
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
情
報
化
へ
対
応
の
試
み
は
、将
来
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
改
編
へ
の
準
備
で
も
あ
る
。
歴
史
学
と
し
て
必
要
な
I
T
の
ス

キ
ル
は
何
か
。
そ
れ

を
利
用
す
る
こ
と
で
、

歴
史
学
の
領
域
を
さ

ら
に
拡
張
し
、
豊
か

に
す
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
。
今
後
の

検
討
課
題
は
多
い
。

ま
た
、
I
T
は
す
べ

て
の
問
題
を
解
決
し

て
く
れ
る
万
能
薬
で

も
な
い
。
し
か
し
、知

識
と
い
う
情
報
を
操

作
す
る
担
い
手
を
育

て
る
場
と
し
て
は
、

避
け
て
は
通
れ
な
い

課
題
で
あ
る
。 

（
江
川
　
　
） 

研究室風景2003年1月 

＜ローヌ河畔の星空＞1888年オルセー美術館蔵 

研究室ニュース 研究室ニュース 
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卒業生近況 
　
古
来
人
は
天
駆
け
る
事
を
夢
み
て
飛
行
機
を
発
明
し
、終
に
宇
宙
に
飛
び
出
し
た
。 

　
人
類
は
「
天
に
昇
る
心
地
」
を
死
後
に
訪
れ
る
神
の
国
で
肉
体
を
離
れ
軽
々
と
、

苦
し
み
も
悩
み
も
な
い
世
界
、押
し
寄
せ
る
至
福
感
、等
で
表
し
て
き
た
。 

　
現
代
人
も
臨
死
研
究
の
発
展
か
ら
死
を
宗
教
的
感
覚
で
体
験
し
て
い
る
事
が
判

明
し
た
。 

　
宇
宙
飛
行
士
は
何
を
感
じ
た
の
か
？ 

 

自
分
は
確
か
に
あ
の
地
球
か
ら
飛
び
出
し
た
一
つ
の
細
胞
、眩
い
ば
か
り
の
青
く
美

し
い
地
球
、等
で
あ
り
、前
述
の
体
験
と
似
て
い
る
。
異
る
の
は
、帰
還
後
の
生
命
体

を
守
る
強
烈
な
エ
コ
意
識
で
あ
る
。 

　
平
成
十
二
年
、私
は
四
十
三
年
間
の
企
業
生
活
に
終
止
符
を
う
っ
た
。 

　
十
二
年
間
の
会
社
経
営
の
責
任
、音
楽
業
界
代
表
と
し
て
の
国
内
外
へ
の
責
務

の
全
て
か
ら
解
放
さ
れ
た
。 

　
挨
拶
状
で
、重
く
て
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
底
か
ら
突
然
転
び
で
て
ま
さ
に
異
星
の
地

に
立
つ
、と
記
し
た
。
至
福
感
に
包
ま
れ
、体
か
ら
重
力
が
去
っ
て
い
っ
た
。 

　
そ
の
夏
、私
は
家
内
と
ス
イ
ス
を
旅
し
た
。
、夕
方
六
時
、暖
め
ら
れ
た
気
球
が
何

の
抵
抗
感
も
な
く
地
上
を
離
れ
フ
ワ
リ
と
空
に
浮
き
、重
力
の
軛
を
逃
れ
静
寂
の

世
界
を
上
昇
し
た
。
牧
場
も
村
も
小
さ
く
な
り
雲
も
仲
間
に
な
っ
た
。
至
福
の
恍

惚
感
。し
か
し
天
空
の
飛
行
は
意
外
な
結
末
を
迎
え
た
。 

　
天
使
は
天
降
る
が
、罪
深
き
生
命
体
の
私
達
は
「
落
ち
る
」
こ
と
し
か
な
い
現
実

を
間
も
な
く
悟
る
こ
と
に
な
っ
た
。
着
地
の
瞬
間
、船
は
転
倒
し
、全
の
天
空
の
圧

力
を
わ
が
身
に
受
け
、只
た
だ
重
く
地
に
横
た
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
今
私
は
三
十
坪
の
畑
を
耕
し
、無
農
薬
有
機
栽
培
に
徹
し
、大
地
を
踏
み
、美
し

い
川
と
湧
水
群
の
保
護
に
汗
水
を
流
す
毎
日
で
す
。こ
れ
も
や
は
り
「
天
に
も
昇
る

心
地
」
を
二
度
も
味
わ
っ
た
者
の
た
ど
る
べ
き
運
命
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

　
私
は
現
在
、市
立
尾
道
大
学
に
て
英
語
を
講
ず
る
傍
ら
、

ミ
ス
テ
リ
ー
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ど
の
分
野
の
小
説
を
執
筆
し

て
い
ま
す
。 

　
思
え
ば
在
学
時
代
か
ら
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
こ
と
ば
か
り
や

っ
て
お
り
ま
し
た
。
将
来
は
翻
訳
の
仕
事
が
し
た
い
の
で
卒
論

も
翻
訳
論
で
書
き
た
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
が
済
ん
だ
ら
次

に
は
言
語
学
的
な
見
地
か
ら
推
理
小
説
を
研
究
す
る
と
言
い

出
す
。
そ
こ
か
ら
「
名
探
偵
の
魅
力
を
探
る
」
な
ど
と
い
う
テ

ー
マ
に
傾
斜
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
あ
ま
つ
さ
え
自
分
で
小
説

の
執
筆
ま
で
始
め
る
。 

　
私
だ
っ
た
ら
と
て
も
こ
ん
な
学
生
の
面
倒
は
見
ら
れ
な
い
と

思
い
ま
す
。し
か
し
英
文
学
研
究
室
の
先
生
方
は
、い
つ
も
「
面

白
そ
う
だ
か
ら
や
っ
て
み
な
さ
い
」
と
静
か
に
励
ま
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。 

　
大
阪
大
学
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
「
面
白
そ
う
だ
か
ら
や
っ

て
み
る
」の
精
神
は
生
涯
の
宝
物
と
し
て
大
切
に
し
て
い
き
た
い
、

そ
し
て
教
え
子
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

　
私
は
一
九
九
五
年
に
入
学
し
日
本
史
研
究
室
に
在
籍
し
て
い
た
者

で
す
。
大
学
卒
業
後
は
一
般
企
業
に
就
職
し
た
の
で
す
が
、す
ぐ
に

退
社
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
学
に
い
た
四
年
間
、特
に
社
会
に
通

用
す
る
よ
う
な
技
能
を
取
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、無
職
に
な
っ
た

時
は
途
方
に
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
社
会
に
通
用
す
る
よ
う
な
資
格

を
取
ろ
う
と
思
い
、一
念
発
起
し
て
公
認
会
計
士
試
験
の
勉
強
を
始
め
、

幸
運
に
も
二
〇
〇
〇
年
に
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
の
と

き
は
大
学
時
代
に
学
ん
だ
こ
と
が
一
切
役
に
立
た
な
か
っ
た
の
で
、「
あ

の
四
年
間
は
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
思
う
こ
と
し
き
り
で
し
た
。 

　
と
こ
ろ
が
会
計
士
の
団
体
で
広
報
委
員
長
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、会
計
士
の
仕
事
を
紹
介
す
る
小
説
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
周
り
の
人
間
も
「
山
田
は
文
学
部
出
身
だ
か
ら
小
説
ぐ
ら
い

書
け
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
よ
う
で
す（
他
学
部
生
か
ら
は
そ
う
見

え
る
み
た
い
で
す
ね
）。そ
し
て
二
〇
〇
一
年
か
ら
雑
誌
に
推
理
小
説『
女

子
大
生
会
計
士
の
事
件
簿
』の
連
載
が
始
ま
り
、二
〇
〇
二
年
に
単

行
本
化
、お
か
げ
さ
ま
で
そ
こ
そ
こ
ヒ
ッ
ト
し
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り

ま
し
た
。
小
説
は
書
い
た
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
す
が
、大
学

時
代
に
無
駄
と
も
い
え
る
量
の
小
説
や
歴
史
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と

が
こ
う
い
う
形
で
生
き
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
三
月
に
は『
女

子
大
生
〜
』の
第
二
巻
、夏
〜
秋
頃
に
は
簿
記
の
世
界
を
舞
台
に
し

た
小
説
『
た
ま
ご
の
国
の
も
の
が
た
り
』
も
発
売
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。今
は
会
計
士
の
仕
事
と
執
筆
活
動
に
追
わ
れ
忙
し
い
日
々

を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
が
、研
究
室
や
図
書
館
で
の
ん
び
り
と
本
を

読
ん
で
い
た
時
代
の
こ
と
を
ふ
と
懐
か
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。 

◆
文
学
部
出
身
だ
っ
た
か
ら 

◆
「
面
白
そ
う
だ
か
ら
や
っ
て
み
る
」
の
精
神 

◆
天
に
も
昇
る
心
地 

ープロフィールー 
昭和九年大阪うまれ 
昭和三二年大阪大学文学部教育学講座卒業 
（株）講談社（株）ブックローン 
（株）キングレコード勤務 
元キングレコード会社社長 
元日本レコード協会会長 
落合川水生公園をつくる会会員 

ープロフィールー 
昭和六三年、大阪大学文学部文学科英文学研究室（英語学講座）を卒業 
平成元年、同大学院文学研究科を修了　 
現在、市立尾道大学芸術文化学部講師 
平成十四年、「十八の夏」で第五五回日本推理作家協会賞（短編部門）を受賞 
著書に『空にかざったおくりもの』『時計を忘れて森へいこう』『十八の夏』等、 
訳書に『ノアのはこぶね』『祈りの泉』等がある。 

ープロフィールー 
平成11年、大阪大学文学部日本史講座卒業 
現在公認会計士 
「女子大生会計士の事件簿」で 
話題沸騰 

池
口
頌
夫 

光
原
百
合 

山
田
真
哉 
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文学部今昔 文学部今昔 

1962(昭和37)年当時の文・法・経共用の建物（現文学部本館）。 
これは1960年、グラウンドであったところに完成した。その後増築が行
われ、1968（昭和43）年に、現在のような「コ」の字型校舎となった。 

1954（昭和29）年頃の文学部教官。腰掛けている2人のうち、右側は桑田芳蔵
文学部長。左側は今村荒男総長。 

1978（昭和53）3月当時の文学部教官。前列左より5人目岸畑豊文学
部長。文学部本館中庭にて。 

最後の「ほろよい会」。大津市本堅田の堅田浮御堂横の「魚清楼」にて。
「ほろよい会」は、心理学・社会学・教育学が人間科学部として分離した
後も、教官同士の親睦を図るため、文学部と人間科学部の教官有志で
作った会。1988（昭和63）年12月3日。 

第二合同研究室。火鉢で暖を取っているところが、時代をしのば
せる。1955（昭和30）年頃。 

現在の文学部本館。竣工後40年近くたった今も、増築による継ぎ足
しのあとが、外壁の色合いの微妙な違いからわかる。 
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文学部の現在の組織 

哲学・ 

思想文化学 

 

 

倫理学 

 

中国哲学 

インド哲学 

日本史学 

 

 

 

東洋史学 

 

 

 

西洋史学 

 

 

考古学 

 

日本学 

 

 

人文地理学 

日本語学 

入江 幸男 

望月 太郎  

 

 

本間 直樹 

 

 

 

 

 

 

 

青木 敦 

 

 

 

藤川 隆男  

 

 

福永 伸哉 

高橋 照彦  

荻野 美穂 

冨山 一郎  

 

堤 研二  

青木 直子 

石井 正彦 

渋谷 勝己 

木下 りか 

吉永 和加 

 

 

 

紀平 知樹 

 

佐野 大介  

天野 恭子  

北泊謙太郎 

 

 

 

中川 順子 

 

 

 

 

 

 

清家 章(兼) 

  

真鍋 昌賢 

 

 

今里 悟之  

吉村 裕美 

 

伊井 春樹 

後藤 昭雄 

蜂矢 真郷 

出原 隆俊 

金水  敏  

内藤  高  

高橋 文治  

河上 誓作 

玉井 

大庭 幸男 

森岡 裕一  

林  正則  

 

柏木 隆雄 

  

森谷 宇一 

上倉 庸敬 

藤田 治彦 

山口  修 

根岸 一美 

天野 文雄  

肥塚  隆(兼) 

若山 映子 

奥平 俊六 

圀府寺 司 

日本文学・ 

国語学 

 

 

 

比較文学 

中国文学 

英米文学・ 

英語学 

 

 

ドイツ文学 

 

フランス文学 

 

美学・文芸学 

 

 

音楽学・ 

演劇学 

 

美術史学 

 

 

 

埋蔵文化財  

調査室 

懐徳堂センター 

 

飯倉 洋一 

荒木  浩 

岡島 昭浩(併) 

 

 

 

浅見 洋二  

服部 典之 

P.Harvey 

 

 

三谷 研爾 

J.Nowakowitsch 

和田 章男 

A.Disson  

加藤  浩 

 

 

永田  靖 

 

 

藤岡  穣 

 

加藤  聰 

海野 圭介 

 

 

 

 

 

好井 千代 

 

 

 

阪井(三谷)葉子 

 

藤本 武司 

 

渡辺 浩司  

 

 

大林のり子  

 

 

島田  明 

吉松 実花 

 

専修 教授 助手 助教授・講師・外国人教師 専修 教授 助手 助教授・講師・外国人教師 

都出比呂志(兼)   福永伸哉(兼)  

高橋照彦(兼)   清家 章 

（スタッフは2002年4月1日現在） 

浅野 遼二 

里見 軍之 

溝口 宏平 

山形 　洋  

鷲田 清一 

中岡 成文 

湯浅 邦弘  

榎本 文雄  

猪飼 隆明 

梅村  喬 

平  雅行 

村田 路人  

森安 孝夫 

片山  剛 

荒川 正晴 

桃木 至朗  

川北  稔 

江川   

竹中  亨  

都出比呂志  

 

中村 生雄 

川村 邦光 

杉原  達  

小林 茂  

真田 信治 

土岐  哲 

工藤 真由美  
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事
務
局
長
・・
林
　
正
則（
S
四
二
）　
総
務
・・
服
部
典
之（
S
五
六
）　
会
計
・・
和
田
章
男（
S
五
五
） 

企
画
・
立
案
・・
岸
田
知
子（
S
四
五
）、志
水
紀
代
子（
S
四
〇
）、宮
本
孝
二（
S
四
八
） 

広
報
・・
入
江
幸
男（
S
五
一
）、大
西
　
愛（
S
四
〇
） 

平
静
十
四
年
四
月
よ
り
、ア
ル
バ
イ
ト
職
員
と
し
て
武
内
正
美
さ
ん（
英
文
D
C
二
）に
お
手
伝
い
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。 

◆
二
〇
〇
二
年
に
文
学
部
同
窓
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
同
窓
会
の
現
状
、幹
事
会
の
報
告

な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
・・・http

://w
w
w
.le
t.o
s
a
ka
-u
.a
c
.jp
/d
o
u
s
o
u
 

　
　
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・・・do

u
s
o
u
7
8
@
le
t.o
s
a
ka
-u
.a
c
.jp
 

　
　
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
の
感
想
は
こ
ち
ら
の
メ
ー
ル
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

 

◆
同
窓
会
の
名
称
募
集
に
つ
い
て 

　
文
学
部
同
窓
会
で
は
、同
窓
会
の
名
前
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
幹
事
会
で
提
案
さ
れ
た
項
目
の
中
に
、「
大

阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
」
の
名
称
を
改
め
よ
う
と
い
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。 

　（
た
と
え
ば
「
待
兼
会
」
な
ど
）。そ
こ
で
後
世
に
も
残
る
よ
う
な
名
称
を
同
窓
会
で
は
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
採
用
者
に
は
図
書
券
一
万
円
分
を
贈
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

◆
事
務
局
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て 

　
日
本
学
棟
の
一
階
に
デ
ス
ク
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
お
い
て
同
窓
会
の
窓
口
を
開
き
ま
し
た
。覗
い
て
み
て
下
さ
い
。 

 

◆
卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
に
つ
い
て 

　
二
〇
〇
二
年
度
に
改
定
さ
れ
た
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
の
購
入
を
ご
希

望
の
方
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
同
窓
会
員
に
限
り
販
価（
四
千
円
）＋
送
料（
四
百
円
）で
お
送

り
い
た
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
改
め
て
ご
入
会
い
た
だ
い
た
方（
入
会
費
一
万
円
）に
は
、無
料
で
お
送
り
い
た

し
ま
す
。た
だ
し
残
り
わ
ず
か
で
す
の
で
、品
切
れ
の
場
合
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

 

◆
同
窓
会
会
費
に
つ
い
て 

　
同
窓
会
で
は
終
身
会
費
と
し
二
〇
〇
二
年
度
よ
り
一
万
円
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

　
未
納
の
方
は
お
支
払
い
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
こ
数
年
よ
り
以
前
の
会
費
納
入

の
有
無
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
の
で
、お
支
払
い
が
不
明
の
方
は
寄
付
金
と
い
う
か
た
ち
で
お
支
払
い
頂
け
れ

ば
幸
い
で
す
。い
ず
れ
も
同
封
の
振
替
用
紙
で
左
記
の
郵
便
振
替
口
座
に
振
り
込
ん
で
下
さ
い
。 

　
　
口
座
番
号
　
0
9
4
0–

1–

7
9
0
4
3
 

　
　
加
入
者
名
　
大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
事
務
局 

事
務
局
ニ
ュ
ー
ス 

事
務
局
の
メ
ン
バ
ー 

現 在 の 阪 大 豊 中 キ ャ ン パ ス 

●
住
所
　
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
同
窓
会
…
豊
中
市
待
兼
山
町
一
番
五
号
　
〒
5
6
0–

8
5
3
2
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