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　2008年、私たちは二人の同僚を相次いで喪いました。まず文化表現論専攻／国文学・東洋文学

講座／比較文学専門分野の内藤高教授ですが、かねてご闘病中のところ、8月14日にお亡くなりに

なりました。享年58歳でした。10月25日に先生を偲ぶ会が研究科の主催で行われました。また、文

化動態論専攻／文学環境論コースの米井力也教授ですが、かねてご闘病中のところ、10月26日に

お亡くなりになりました。享年53歳でした。2009年1月29日に先生を偲ぶ会が、文学研究科および言

語文化研究科言語社会専攻の主催で行われました。両先生のご冥福を心からお祈りするとともに、

研究・教育に対するそれぞれのお志を継承していくことを誓いたいと存じます。 

お 悔 や み  

創立60周年記念同窓会総会で交代となった新同窓会長・河上
誓作先生のご挨拶。なお、同窓会には100名の出席がありました。 

同窓会当日午前に行われた記念講演会では152名の方が 
熱心に聴講されていました。 

大阪大学文学部創立60周年記念祝賀会・同窓会 

文学部創立60周年記念講演会に集まってくださった聴衆 



江川　　　 
１９７９年京都大学大学院博士課
程（西洋史学専攻）中退。大阪
大学助手、同講師、助教授を経て
１９９６年教授。２００８年より大阪
大学文学研究科長。 

石原　　実 
１９５１年英文学講座卒業。文学部・
文学研究科同窓会設立から２００８
年まで会長を務める。株式会社
石原時計店取締役社長。 

河上　誓作 
１９６７年大阪大学文学部助手、 
１９６８年九州大学助手、同講師、
助教授を経て、１９８２年大阪大学
助教授、１９８９年教授。２００２年
～２００３年文学研究科長、２００４
年退官。神戸女子大学学長を務
めた後、現在神戸女子大学文学
部英語英米文学科教授。 

文
学
研
究
科
長 

江
川
　
　
　 

大阪大学文学部・文学研究科同窓会 

　
大
阪
大
学
文
学
部
は
、一
九
四
八（
昭
和
二
十
三
）年

九
月
十
四
日
に
文
・
法
・
経
三
学
科
、十
五
講
座
か
ら
な

る
旧
制
法
文
学
部
と
し
て
開
設
さ
れ
、翌
年
に
五
月
に

文
学
部
と
法
経
学
部
に
分
離
し
、か
つ
新
制
大
学
と
し

て
再
出
発
し
ま
し
た
。
一
九
五
一（
昭
和
二
十
六
）年
に

（
旧
制
）
第
一
期
生
二
十
五
名
が
卒
業
し
、私
も
一
期

生
の
一
人
で
し
た
。
そ
の
と
き
に
、文
学
部
同
窓
会
が

誕
生
し
、最
初
の
会
長
は
近
藤
護
君
で
し
た
が
、そ
の
数

年
後
私
が
会
長
の
役
目
を
引
き
次
ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
爾
来
、昨
年
ま
で
五
十
五
年
と
い
う
予
想
も
し

な
い
長
期
間
、微
力
な
が
ら
同
窓
会
の
た
め
に
尽
く
し

て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
、昨
年
九
月
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
、文
学
部
創
立
六
十
周
年
記
念
祝
賀
会
と
同
窓

会
総
会
を
も
ち
ま
し
て
、よ
う
や
く
会
長
の
任
を
解
か

れ
る
こ
と
に
な
り
、河
上
誓
作
新
会
長
に
引
き
継
ぐ
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
会
長
と
し
ま
し
て
は
、大
変
長
期

間
に
わ
た
っ
て
、同
窓
会
会
員
の
皆
さ
ま
、幹
事
、事
務

局
の
皆
さ
ま
に
ご
支
援
頂
き
、同
窓
会
を
こ
の
よ
う
に

盛
り
立
て
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
同
窓
会
は
、こ
れ
か
ら
も
新
し
い
世
代
を
受
け
入
れ

続
け
、次
第
に
歴
史
の
厚
み
を
も
つ
組
織
に
成
長
し
続

け
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
学
部
・
文
学
研
究

科
同
窓
会
が
、河
上
新
会
長
の
も
と
で
、今
後
と
も
ま

す
ま
す
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。 

　
同
窓
会
の
皆
様
に
、研
究
科
長
・
文
学
部
長
と
し
て
ご
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
ず
昨
年
は
文
学
部
創
立
六
〇
周
年
に
当
た
り
、九
月
に
千
里

阪
急
ホ
テ
ル
で
記
念
行
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
演
会
、同
窓
会

総
会
、記
念
祝
賀
会
に
は
多
く
の
会
員
が
お
集
ま
り
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た

鷲
田
総
長
、理
事
、他
部
局
の
部
局
長
、他
大
学
の
文
学
部
長
、企
業
人
の

方
々
に
も
ご
来
駕
い
た
だ
き
、大
変
盛
大
な
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。こ
の
時
の
同
窓
会
総
会
で
は
、長
ら
く
会
長
を
お
務
め
い
た
だ
い
た
石

原
実
氏
が
退
任
さ
れ
、名
誉
教
授
の
河
上
誓
作
先
生
が
新
た
に
会
長
に
選

出
さ
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、九
月
か
ら
同
窓
会
会
員
を
呼
び
か
け
対
象
と
す
る
『
大
阪
大
学

文
学
部
・
文
学
研
究
科
「
教
育
ゆ
め
基
金
」
』
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。こ
れ
は
、学
生
の
研
究
活
動
の
支
援
と
教
育
に
お
け
る
国
際
交
流

の
推
進
の
た
め
に
、運
営
費
交
付
金
で
は
支
弁
で
き
な
い
よ
う
な
費
用
を

賄
う
べ
く
、同
窓
会
会
員
に
寄
附
を
お
願
い
し
て
研
究
科
と
し
て
の
基
金

を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。こ
れ
に
も
短
期
間
の
う
ち
に
多
数
の
会
員

諸
兄
か
ら
お
志
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
・
文
学
部
は
、こ
れ
ま
で
も
日
本
の
人
文
学
の

研
究
・
教
育
を
支
え
る
主
要
拠
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、二
〇
〇
七
年
の

大
阪
大
学
と
大
阪
外
国
語
大
学
と
の
統
合
に
伴
っ
て
、そ
の
規
模
は
一
段

と
拡
大
し
、そ
の
使
命
は
い
っ
そ
う
重
く
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
教
員
も
そ

の
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、ま
す
ま
す
の
研
鑽
に
励
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同

窓
会
会
員
諸
兄
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
心
か
ら
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。 

ご
あ
い
さ
つ 

同
窓
会
前
会
長 

石
原
　
　
実 

同
窓
会
会
長
退
任
の
ご
挨
拶 

　
こ
の
度
、石
原
前
会
長
の
ご
指
名
に
よ
り
、同
窓
会
会
長
の
大
役
を
お

お
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
本
来
な
ら
ば
実
業
界
の
然
る
べ
き
方
に
ご
就
任
い

た
だ
く
の
が
本
筋
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、残
念
な
が
ら
そ
の
状
況
が

整
わ
ず
、心
な
ら
ず
も
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
微
力
で

す
が
、誠
心
誠
意
努
力
し
て
参
り
ま
す
の
で
、会
員
の
皆
様
の
ご
支
援
を

何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
石
原
前
会
長
に
は
、昭
和
二
十
九
年
に
第
二
代
会
長
と
し
て
ご
就
任

い
た
だ
い
て
以
来
、五
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
り
同
窓
会
の
大
黒
柱
と
し

て
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
が
同
窓
会
が
今
日
ま
で
着
実
な
発
展

を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、ひ
と
え
に
石
原
前
会
長
の
ご
指
導
力
の
お
か

げ
で
す
。
甚
大
な
ご
貢
献
に
対
し
、心
か
ら
御
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
と

と
も
に
、今
後
と
も
ご
助
言
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
ご
存
知
の
通
り
、大
学
を
取
り
巻
く
状
況
は
こ
こ
数
年
急
激
に
変
化

し
つ
つ
あ
り
、こ
れ
に
呼
応
し
て
、同
窓
会
の
活
動
も
ま
た
、新
し
い
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
模
索
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
十
二
月
の
幹
事
会
で
は
、新
し
い
試
み
と
し
て
、①
阪
大
文
・
文
院

の
全
領
域
の
修
論
・
卒
論
題
目
の
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
ー
掲
載（
三
月
）と
、②

同
窓
生
の
新
し
い
学
問
と
の
つ
な
が
り
の
場
を
提
供
す
る
試
み
と
し
て

第
一
回
阪
大
文
学
部
同
窓
会
講
座
の
実
施（
五
月
）を
決
定
い
た
し
ま

し
た
。
特
に
②
に
つ
い
て
は
、皆
様
の
ご
参
加
を
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上

げ
て
い
ま
す
。 

　
人
事
面
で
は
、副
会
長
と
し
て
志
水
紀
代
子
さ
ん
と
柏
木
隆
雄
さ
ん
に

ご
就
任
い
た
だ
き
、心
強
い
陣
容
が
整
い
ま
し
た
。
幹
事
会
全
メ
ン
バ
ー
を

含
め
、新
体
制
へ
の
ご
支
援
を
改
め
て
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

同
窓
会
新
会
長 

河
上
　
誓
作 

新
会
長
就
任
の
ご
挨
拶 

同 窓 会 長 交 代  

2



梅村　　喬 
　１９４５年愛知県生まれ。日本
古代財政、社会経済史を専門と
する。古代から中世の過渡期に
関心をもつ。著書に「日本古代
財政組織の研究」（吉川弘文
館）、「日本古代社会経済史論
考」（塙書房）など。また高校教
科書や大学教養教科書も執筆。 

荻野　美穂 
　神戸女学院大学卒業、奈良女子大
学大学院博士課程退学。人文科学博
士（お茶の水女子大学）。奈良女子大
学・京都文教大学を経て、2000年に文
学研究科着任。専門は女性史・ジェン
ダー論。主著に、『生殖の政治学』『中
絶論争とアメリカ社会』『ジェンダー化
する身体』『「家族計画」への道』など。 

◆
我
流
の
人
生 

日
本
史
学
教
授
　
梅
村
　
　
喬 

◆
待
兼
山
を
去
る
に
あ
た
っ
て 

日
本
学
教
授
　
荻
野
　
美
穂 

　
長
い
よ
う
で
随
分
早
い
阪
大
の
一
〇
年
で
し
た
。

し
ば
ら
く
前
、あ
る
芥
川
賞
作
家
の
小
説
に
「
加
齢

は
人
生
を
加
速
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
、「
言

い
得
て
妙
な
」
と
共
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。 

　
私
の
研
究
人
生
は
、名
古
屋
大
学
文
学
部
に
始

ま
り
ま
す
。
学
部
進
学
後
に
実
証
的
学
風
で
令
名

高
い
弥
永
貞
三
先
生
の
謹
厳
な
「
日
本
三
代
実
録

演
習
」
の
洗
礼
を
浴
び
た
の
が
、こ
の
道
に
入
る
き
っ

か
け
で
し
た
。
た
だ
、当
時
は
ま
だ
の
ん
び
り
し
た

時
代
で
、確
か
国
史
講
座
三
名
の
教
員
枠
も
適
切

な
人
材
が
い
な
い
た
め（
と
後
日
聞
い
た
）弥
永
先
生

ひ
と
り
だ
け
で
、必
然
的
に
古
代
史
を
選
択
し
ま

し
た
。
偶
然
の
事
情
で
し
た
が
、選
択
に
あ
ま
り
間

違
い
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、卒
論
に

際
し
て
先
生
は
一
〇
ヶ
月
の
海
外
研
究
に
出
ら
れ

て
不
在
、帰
国
後
、大
学
院
修
士
課
程
に
入
学
し
た

年
、東
大
史
料
編
纂
所
に
転
出
さ
れ
て
し
ま
い
、後

に
近
世
史
や
中
世
史
に
新
し
い
先
生
が
着
任
さ
れ

た
も
の
の
、専
門
の
特
殊
講
義
や
史
料
演
習
を
体

験
す
る
こ
と
は
二
度
と
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。つ
ま

り
、私
の
専
門
授
業
は
学
部
の
二
年
に
も
満
た
ず

後
は
全
く
「
我
流
」
を
通
し
て
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
ん
な
事
情
か
ら
、誰
れ
憚
る
こ
と
な
く
自
己
流

で
勉
強
す
る
自
由
を
享
受
し
て
、「
我
が
道
を
行
く
」

と
ば
か
り
に
本
来
の
専
門
か
ら
離
れ
て
独
り
関
心

を
追
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
本
来
、踏
む

べ
き
学
問
の
手
順
や
厳
格
な
史
料
批
判
の
手
つ
づ

き
に
お
い
て
後
々
ま
で
遜
色
を
感
じ
、投
稿
論
文
の

初
歩
的
ミ
ス
を
指
摘
さ
れ
て
悩
む
こ
と
も
し
ば
し

ば
で
し
た
。
た
だ
、そ
ん
な
環
境
が
ど
ん
な
分
野
に

も
物
怖
じ
せ
ず
、ま
ず
広
く
理
解
す
る
と
い
う
資

質
の
形
成
に
繋
が
っ
た
よ
う
な
の
で
、何
が
幸
い
す

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
後
、早
川
庄
八
と

い
う
す
ば
ら
し
い
研
究
者
と
の
出
会
い
が
私
を
鍛

え
て
く
れ
ま
し
た
。
最
近
、「
も
し
あ
の
出
会
い
や

き
っ
か
け
が
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
感
慨
に
ふ
け
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。 

　
阪
大
は
と
て
も
居
心
地
の
よ
い
大
学
で
、着
任
当

初
に
感
じ
た
「
実
物
大
で
生
き
る
人
た
ち
」
と
い
う

印
象
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、も
う
少
し
背
伸

び
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
感
想
を

も
つ
こ
と
も
時
々
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、学
生
諸

君
の
長
い
人
生
に
僅
か
で
も
貢
献
で
き
た
こ
と
を

念
じ
る
ば
か
り
で
す
。 

 

　
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
大
阪
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
に
着
任
し
て
か
ら
九
年
が
経
ち
、定
年
退

職
の
日
が
近
づ
き
ま
し
た
。
十
年
一
昔
に
も
足
り

な
い
在
任
期
間
で
し
た
が
、毎
年
多
く
の
新
し
い
学

生
さ
ん
と
の
出
会
い
に
恵
ま
れ
て
、充
実
し
た
時
間

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
の
い
た
日
本
学

は
ス
タ
ッ
フ
も
学
生
も
多
士
済
々
、留
学
生
も
多
く
、

研
究
テ
ー
マ
は
植
民
地
支
配
の
歴
史
や
沖
縄
か
ら

在
日
問
題
、新
宗
教
、は
て
は
タ
カ
ラ
ヅ
カ
や
「
や
お

い
」
ま
で
、す
こ
ぶ
る
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
て
、

最
初
は
と
ま
ど
う
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。で
も
、

ゼ
ミ
や
全
体
演
習
、さ
ら
に
は
論
文
試
問
の
度
ご
と

に
真
剣
勝
負
の
議
論
で
も
ま
れ
続
け
た
お
か
げ
で
、

と
か
く
自
分
の
関
心
の
あ
る
範
囲
に
限
ら
れ
が
ち

だ
っ
た
視
野
が
大
き
く
広
が
っ
た
の
は
、あ
り
が
た
い

こ
と
で
し
た
。
教
師
を
育
て
る
の
は
学
生
だ
と
い
う

の
は
、本
当
で
す
ね
。 

　
そ
の
一
方
で
、独
法
化
や
大
阪
外
大
と
の
統
合

な
ど
、大
学
を
め
ぐ
る
状
況
の
急
激
な
変
化
に
戸

惑
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学

運
営
に
も
外
の
世
界
と
同
様
、競
争
原
理
や
業
績

主
義
が
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
時
代
の

流
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、一
人
静
か
に
マ
イ
ペ
ー

ス
で
仕
事
を
す
る
の
が
好
き
な
私
の
よ
う
な
人
間

に
は
、し
だ
い
に
生
息
し
に
く
い
世
界
に
変
容
し
つ

つ
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
潮
時
、と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か（
と
言
い
つ
つ
、四
月
か
ら
も
し
ば
ら

く
は
別
の
大
学
に
所
属
す
る
予
定
な
の
で
す
が
）。 

　
待
兼
山
を
去
る
に
あ
た
っ
て
寂
し
い
の
は
、一
本

の
桜
の
木
に
会
え
な
く
な
る
こ
と
で
す
。
保
健
セ
ン

タ
ー
近
く
の
人
目
に
ふ
れ
に
く
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、

建
物
と
外
階
段
と
の
わ
ず
か
な
隙
間
に
い
か
に
も

窮
屈
そ
う
に
生
え
て
い
る
の
で
す
が
、他
の
桜
よ
り

も
ず
っ
と
早
い
時
期
に
満
開
に
な
り
ま
す
。
阪
大
に

来
て
す
ぐ
、通
勤
時
に
ご
一
緒
に
な
っ
た
川
北
稔
先

生
に
こ
の
木
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
以
来
、毎

年
、美
し
い
花
を
楽
し
み
に
し
て
き
ま
し
た
。
あ
る

年
、近
く
の
草
む
ら
に
タ
ヌ
キ
の
親
子
と
お
ぼ
し
き

一
群
を
見
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
木
の
近
く
の
池
は
、近
年
、遊
歩
道
と
し
て

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
阪
大
坂
の
改
修

や
新
し
い
文
系
総
合
棟
の
建
設
、さ
ら
に
は
耐
震
補

強
工
事
と
、こ
の
九
年
の
間
に
も
大
学
の
様
子
は
め

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
、そ
の
勢
い
は
当
分
続

く
の
で
し
ょ
う
。で
も
、で
き
る
こ
と
な
ら
あ
の
ひ
そ

や
か
な
一
角
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、静
か
な
ま
ま
で

残
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 
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阪
大
に
配
置
換
え
に
な
っ
た
年
の
三
月
、国
立
国

語
研
究
所
で
の
送
別
会
で
、「
新
た
な
出
会
い
を
大

切
に
し
た
い
、云
々
」
と
述
べ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

一
九
八
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。 

　
爾
来
、阪
大
で
の
二
十
七
年
。
さ
ま
ざ
ま
な
出
会

い
が
あ
っ
た
。い
ま
、そ
の
折
々
を
回
顧
し
て
い
る
。 

 

　
高
校
受
験
の
た
め
、故
郷
の
五
箇
山
か
ら
平
野

部
に
出
る
山
峡
を
歩
い
て
い
た
と
き
、大
き
な
雪
崩

に
遭
遇
し
た
。
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
、ま
さ
に
目

の
前
を
轟
音
と
と
も
に
雪
崩
が
通
過
し
、私
は
そ

の
突
風
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
。
道
路
は
跡
形
も
な

く
な
り
、下
を
流
れ
る
川
は
雪
と
土
砂
で
埋
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。
あ
と
一
分
ほ
ど
の
違
い
で
命
を
落
と
す

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

　
人
と
の
出
会
い
を
、そ
し
て
そ
の
後
の
展
開
を
思

い
め
ぐ
ら
し
、感
謝
す
る
た
び
に
、こ
の
こ
と
を
想
起

す
る
の
で
あ
る
。 

 

　
子
供
の
頃
、近
所
の
古
老
に
、「
い
ま
ま
で
長
く

生
き
て
き
て
、ど
ん
な
思
い
な
の
か
」
と
尋
ね
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
古
老
の
答
え
は
、「
あ
っ
と
い
う
間
の

こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、一
つ
一
つ
の
出
来

事
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、長
か
っ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
い
ま
、そ
の
気
持
ち
が
よ
く
分
か
る
。 

 

　
阪
大
に
着
任
し
た
当
初
、日
本
で
は
じ
め
て
の「
社

会
言
語
学
」
講
座
に
赴
任
す
る
と
い
う
こ
と
で
、か

な
り
の
気
張
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

（
日
本
で
「
社
会
言
語
学
」
と
い
う
用
語
が
誕
生
し

た
の
は
一
九
七
一
年
の
こ
と
、阪
大
「
社
会
言
語
学
」

講
座
の
設
置
は
一
九
七
七
年
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

一
九
九
五
年
の
文
学
部
の
大
講
座
制
へ
の
移
行
に

伴
い
、「
社
会
言
語
学
講
座
」
は
、「
現
代
日
本
語
学

講
座
」「
日
本
語
教
育
学
講
座
」
と
統
合
し
、「
日

本
語
学
講
座
」
と
な
っ
た
。
そ
の
時
点
で
「
社
会
言

語
学
」の
看
板
は
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
） 

 

　
「
社
会
言
語
学
的
研
究
」
、私
自
身
は
あ
く
ま
で

言
語
変
種
と
し
て
の
「
方
言
」
を
対
象
と
す
る
一
つ

の
研
究
方
法
と
し
て
、そ
れ
を
採
用
・
開
拓
し
た
つ

も
り
で
あ
る
。
自
分
の
原
点
は
、や
は
りd

ia-lect

（
＝

何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
、そ
れ
ぞ
れ
の
こ

と
ば
）を
探
究
す
る
「
方
言
学
」
な
の
だ
、と
考
え
る

機
会
が
最
近
増
え
て
き
た
。 

　
大
阪
大
学
に
赴
任
し
て
十
九
年
、長
い
よ
う
で
、

あ
っ
と
い
う
間
の
日
々
で
あ
っ
た
。
赴
任
後
間
も
な
い

頃
の
教
官
研
究
会（
当
時
）で
「
音
声
を
観
る
」
と

題
す
る
研
究
内
容
の
紹
介
を
し
た
こ
と
を
覚
え
て

い
る
が
、そ
の
頃
は
、自
由
に
使
え
る
音
響
機
材
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、重
点
領
域
研
究
の
研
究
分

担
で
導
入
し
た
「
音
声
録
聞
見
」の
み
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、計
画
委
員
会
等
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
の
助
け

を
借
り
、あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
は
、音
声
研
究

に
必
要
な
種
々
の
音
響
機
器
を
購
入
し
、学
生
に

も
自
由
に
使
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ

っ
た
。
文
学
部
の
特
殊
機
器
購
入
の
実
績
は
あ
ま
り

な
く
、当
時
の
会
計
掛
長
さ
ん
に
は
、申
請
書
の
書

き
方
な
ど
も
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
い
た
が
、研
究

推
進
室
な
ど
な
か
っ
た
頃
の
あ
り
が
た
い
助
力
で
あ

っ
た
。 

　
音
響
機
器
に
は
馬
鹿
正
直
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
だ
け
で
は
な
く
、単
に
声
帯
な

ど
の
生
理
的
な
動
き
に
よ
る
不
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ

ま
で
感
知
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、機
器
に
よ
る
デ

ー
タ
を
読
み
込
む
場
合
に
は
、十
分
な
訓
練
が
必

要
と
な
る
。
そ
し
て
、当
該
言
語
の
話
者
が
依
存
し

て
い
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
特
定
に
神
経
を
使
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、そ
の
よ
う
な
視
点
が
な
け
れ
ば
、機

器
の
性
質
に
通
じ
た
理
系
の
研
究
者
に
は
か
な
わ

な
い
。 

　
文
系
の
人
間
が
機
器
を
扱
う
場
合
に
は
、自
ら

の
十
分
な
音
声
学
的
聴
取
能
力
・
音
韻
論
的
整
理

能
力
に
加
え
て
、音
声
デ
ー
タ
の
素
性
に
精
通
し
た

分
析
を
心
が
け
、そ
の
強
み
を
発
揮
す
る
必
要
が

あ
る
。
今
後
、理
系
と
の
共
同
研
究
も
増
え
る
で
あ

ろ
う
が
、互
い
の
長
所
を
よ
く
知
っ
て
補
い
合
う
こ

と
が
大
切
と
な
ろ
う
。 

 

◆
出
会
い 

日
本
語
学
教
授
　
真
田
　
信
治 

◆
去
る
に
あ
た
っ
て 

日
本
語
学
教
授
　
土
岐
　
　
哲 

真田　信治 
1970年 東北大学大学院修
士課程修了。1990年 文学
博士（大阪大学）。東北大学
助手、国立国語研究所研究
員などを経て、1993年 文学部
教授。著書『地域言語の社
会言語学的研究』（1990年 
金田一京助記念賞）ほか。 

土岐　　哲 
早稲田大学文学部卒業、財団法
人国際学友会専任講師、米加１１
大学連合日本研究センター専任
講師、ミドルベリー大学客員講師、
プリンストン大学客員講師、東海大
学専任講師・助教授、名古屋大学
助教授、大阪大学助教授・教授、
広東外語外貿大学客員教授 
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文
学
部
創
立
60
周
年
記
念
講
演
会 
文
学
部
創
立
60
周
年
記
念
講
演
会 

講演者：光原  百合先生 

講演者：山崎  正和先生 

　
文
学
部
創
立
60
周
年
を
記
念
し
て
講
演
会
が
開
催
さ
れ

た（
二
〇
〇
八
年
九
月
一
三
日（
土
）、一
〇
時
三
〇
分
―
一

二
時
三
〇
分
、於
千
里
阪
急
ホ
テ
ル
）。
講
演
者
は
、光
原
百

合
氏
（
作
家
・
尾
道
大
学
准
教
授
）と
山
崎
正
和
氏
（
劇
作

家
・
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）の
お
二
人
で
あ
る
。 

　
光
原
先
生
は
、文
学
部
・
文
学
研
究
科
の
卒
業
生
の
代
表

と
し
て（
昭
和
六
二
年
文
学
部
英
文
学
専
攻
卒
業
、平
成
八

年
博
士
後
期
課
程
英
語
学
専
攻
修
了
）、「
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説

の
作
り
方
―
―
『
十
八
の
夏
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
講
演

を
さ
れ
た
。
第
五
五
回
「
日
本
推
理
作
家
協
会
賞（
短
篇
部

門
）」（
二
〇
〇
二
年
）を
受
賞
さ
れ
た
自
作
『
十
八
の
夏
』（
双

葉
文
庫
）を
め
ぐ
っ
て
、ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
が
作
品
を
作
り
出

す
舞
台
裏
を
、日
本
お
よ
び
世
界
の
名
作
ミ
ス
テ
リ
ー
を
例

に
挙
げ
て
分
析
し
な
が
ら
、ユ
ー
モ
ア
を
交

え
て
楽
し
く
紹
介
し
て
下
さ
っ
た
。
光
原

先
生
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
は
、一
般
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
殺
人
事

件
は
起
こ
ら
ず
、リ
リ
シ
ズ
ム
の
漂
う
メ
ル

ヘ
ン
風
の
品
の
良
い
物
語
が
特
徴
で
あ
る
が
、

講
演
を
拝
聴
し
た
聴
衆
は
そ
の
秘
密
が

分
か
っ
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。
今
後
の
一
層

の
ご
活
躍
を
期
待
し
、同
窓
生
も
応
援
し
た
い
。
　
　 

　
山
崎
正
和
氏
は
、文
学
部
・
文
学
研
究
科
に
お
い
て
教
鞭

を
と
ら
れ
た
か
つ
て
の
教
授
陣
を
代
表
し
て
「
職
業
と
し
て
の

学
問
」
と
題
し
て
講
演
を
さ
れ
た
。
山
崎
先
生
は
、『
世
阿
弥
』

『
実
朝
出
版
』
な
ど
の
優
れ
た
劇
作
品
を
生
み
出
さ
れ
た
劇

作
家
で
あ
る
と
と
も
に
、『
や
わ
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
』

『
社
交
す
る
人
間
』『
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン
』
等
の
著
作
に
お
い

て
、日
本
に
お
け
る
現
代
と
い
う
時
代
を
リ
ー
ド
さ
れ
る
注

目
の
文
化
論
・
文
明
論
を
発
表
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
批
評
家
で

あ
る
。
今
回
の
ご
講
演
に
お
い
て
も
、学
問
の
世
界
に
お
い
て

加
速
的
に
進
行
す
る
専
門
化
と
い
う
状
況
を
鑑
み
、み
ず
か

ら
の
学
問
を
他
の
学
問
分
野
と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
付
け

て
確
認
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
大
切
さ
を
説
か
れ
る
な
ど
、

文
学
部
に
お
い
て
研
究
に
従
事
す
る
者
に
大
変
示
唆
的
な

お
話
を
し
て
下
さ
っ
た
。
熱
の
入
っ
た
力
強
い
お
話
ぶ
り
に
文

学
部
の
後
輩
た
ち
は
深
い
感
銘
を
受
け
、今
後
も
、先
生
か

ら
の
常
に
変
わ
ら
ぬ
啓
発
を
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
た
次
第
で

あ
る
。 

　
「
文
学
部
、あ
ら
た
な
挑
戦
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
開

催
し
た
記
念
講
演
会
は
、参
加
さ
れ
た
多
く
の
聴
衆
に
大
き

な
感
激
を
与
え
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
。 

（
玉
井
　
　
　
）  
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元同窓会会長：石原 実氏 新同窓会会長：河上  誓作氏 同窓会副会長志水紀代子氏から石原  実元会長へ花束贈呈 

アルト：溝渕  悠理氏（音楽学） ピアノ：次郎丸智希氏（音楽学・ドイツ文学） 

鷲田  清一大阪大学総長 
（元文学研究科長） 

澤井万七美氏（演劇学） 井口  直子氏（フランス文学） 藤田  實氏（英米文学） 

文
学
部
創
立
60
周
年 

　
　
　
　
記
念
懇
親
会 

記
念
総
会
の
様
子
 

記
念
祝
賀
会
の
様
子
 

〜
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
〜
 

〜
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
〜
 

〜
大
阪
大
学
総
長
〜
 

〜
同
窓
生
ス
ピ
ー
チ
〜
 

　
二
〇
〇
八
年
九
月
十
三
日（
土
）、文
学
部
創
立
６０
周
年
記

念
同
窓
会
総
会
と
記
念
講
演
会
・
祝
賀
会
が
千
里
阪
急
ホ
テ

ル
で
開
催
さ
れ
た
。
総
会
に
先
立
っ
て
、こ
の
日
の
午
前
中
、公

開
記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、同
窓
生（
昭
和
六
十
二
年
文

学
部
卒
）で
気
鋭
の
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
光
原
百
合
氏（
演
題
「
ミ

ス
テ
リ
ー
小
説
の
作
り
方
―
『
十
八
の
夏
』
を
め
ぐ
っ
て
」
）と
、

名
誉
教
授
の
山
崎
正
和
氏（
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
）が
講

師
を
つ
と
め
ら
れ
た
。
一
般
聴
衆
も
ま
じ
え
会
場
は
満
席
で
、

盛
会
で
あ
っ
た
。 

　
午
後
か
ら
祝
賀
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
総
会
で
は
、同

窓
会
創
設
以
来
長
く
そ
の
任
に
あ
っ
た
石
原
実
会
長
が
退
任

さ
れ
、感
謝
を
込
め
て
花
束
の
贈
呈
が
行
わ
れ
た
。
後
任
を
河

上
誓
作
副
会
長
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、文
学
部
６０
年
の

歴
史
を
踏
ま
え
て
、新
た
な
出
発
の
決
意
を
述
べ
ら
れ
た
。 

　
会
務
報
告
が
入
江
事
務
局
長
、会
計
報
告
が
村
田
常
任
幹

事
か
ら
行
な
わ
れ
た
後
、和
田
常
任
幹
事
か
ら
「
教
育
ゆ
め
基

金
」の
主
旨
説
明
が
あ
り
、同
窓
会
と
し
て
支
援
し
て
い
き
た

い
の
で
同
窓
生
の
み
な
さ
ん
に
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
の
要

請
が
行
わ
れ
た
。 

　
祝
賀
会
は
、鷲
田
清
一
総
長
、江

川
研
究
科
長
ほ
か
来
賓
挨
拶
の
あ

と
、ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト（
歌
‥
溝
渕
悠

理 

ピ
ア
ノ
伴
奏
‥
次
郎
丸
智
希
）、

同
窓
生
の
ス
ピ
ー
チ（
藤
田
　
實（
英

文
）、澤
井
万
七
美（
演
劇
学
）、井

口
直
子（
仏
文
））、ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー

が
あ
り
、天
候
に
も
恵
ま
れ
て
、盛

会
裏
に
幕
を
閉
じ
た
。 

（
同
窓
会
副
会
長
　
志
水
紀
代
子
） 
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研 究 室 今 昔  

東
洋
史
学 

英 

語 

学 

大阪大学文学部・文学研究科同窓会 

　
阪
大
東
洋
史
の
誕
生
は
、私
が
生
ま
れ
た

一
九
四
八
年
の
翌
年
で
あ
る
。
私
は
三
六
歳

で
阪
大
に
赴
任
し
、昨
年
還
暦
を
迎
え
た
の

で
、す
で
に
四
半
世
紀
を
阪
大
東
洋
史
と
共

に
歩
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
。こ
の
間
に
本
研

究
室
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。 

　
創
立
後
約
三
〇
年
間
は
一
講
座
で
あ
っ
た

の
で
、教
授
は
一
人
で
あ
っ
た
。
初
代
が
東
西

交
渉
史
・
東
南
ア
ジ
ア
史
の
桑
田
六
郎
、二
代

目
が
秦
漢
史
の
守
屋
美
都
雄
、三
代
目
が
内

陸
ア
ジ
ア
史
の
山
田
信
夫
と
、い
ず
れ
も
錚
々

た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
七
九
年

に
念
願
の
二
講
座
化
が
実
現
し
た
時
点
で
、

宋
代
史
の
斯
波
義
信
が
助
教
授
か
ら
昇
格
し
、

五
年
間
だ
け
二
人
の
教
授
が
並
び
立
っ
た
。
し

か
し
、新
た
に
助
教
授
は
選
任
さ
れ
ず
、二
講

座
に
な
っ
た
も
の
の
実
態
は
一
講
座
と
同
じ

で
あ
っ
た
。
た
だ
二
講
座
化
以
前
か
ら
教
養
部

に
長
く
在
籍
し
た
唐
代
史
の
布
目
潮
　
が

兼
任
と
し
て
院
生
の
指
導
を
補
佐
し
た
。 

　
一
九
八
三
年
に
山
田
教
授
が
退
任
し
、翌

年
私
が
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
時
、斯
波

教
授
が
東
洋
史
講
座
の
担
当
で
私
が
ア
ジ
ア

諸
民
族
史
講
座
を
担
当
、そ
し
て
教
養
部
に

お
ら
れ
た
明
代
史
の
谷
口
規
矩
雄
助
教
授
を

含
め
て
三
名
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年

間
は
嵐
の
よ
う
な
人
事
異
動
が
あ
り
、明
清

史
の
濱
島
敦
俊
教
授
と
片
山
剛
助
教
授
、そ

し
て
私
の
三
人
が
揃
い
、
現
在
ま
で
続
く
合

同
演
習
・
図
書
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
・
基
礎
漢
文

ゼ
ミ
・
３
分
野
別
英
語
ゼ
ミ
な
ど
の
態
勢
が
整

う
の
は
、一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
と
共
に
学
生
・
院
生
の
数
も
増
加

し
て
研
究
室
は
活
気
づ
き
、教
養
部
と
の
合

体
と
大
講
座
化
に
よ
っ
て
今
や
教
員
も
教
授

四
人
、准
教
授
一
人
、助
教
一
人
と
な
り
、外

部
評
価
で
も
高
い
評
価
を
い
た
だ
く
ま
で
に

成
長
し
た
。
私
と
し
て
は
真
に
隔
世
の
感
を

禁
じ
得
な
い
。 

　
教
員
全
員
が
文
献
史
料
と
現
地
調
査
を

こ
な
す
の
も
特
徴
で
あ
る
が
、世
界
的
研
究

水
準
を
維
持
し
な
が
ら
、積
極
的
に
世
界
史

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
は
、日
本
随
一

と
自
負
し
て
い
る
。
あ
と
は
卒
業
生
の
活
躍

に
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。 

　
　
　
　
　
　（
森
安
　
孝
夫
）  

英文科・かつての新入生歓迎会の風景 

英語学研究室の歴代教授 
（HLC（Handai Linguistic Circle）総会にて） 

 

 

　
現
在
の
阪
大
英
語
学
の
歴
史
は
、一
九
四

八
年
に
設
立
さ
れ
た
大
阪
帝
国
大
学
法
文

学
部
の
文
学
科
英
文
学
講
座
に
遡
る
。
当
時
、

英
文
学
と
英
語
学
と
い
う
学
問
分
野
は
別

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、一
九
六
〇
年
に
英
文
学

第
二
講
座
が
設
立
さ
れ
、そ
の
三
年
後
の
一

九
六
三
年
に
英
文
学
第
二
講
座
が
英
語
学

講
座
に
改
称
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
九
八
年
・

一
九
九
九
年
に
、大
学
院
機
構
の
改
革
が
行

わ
れ
、大
学
院
で
は
「
英
語
学
」
専
門
分
野
、

学
部
で
は
「
英
米
文
学
・
英
語
学
」
専
修
と
し

て
再
編
成
さ
れ
た
。 

　
こ
の
間
、英
語
学（
講
座
）は
、毛
利
可
信（
名

誉
教
授
）・
成
田
義
光
（
名
誉
教
授
）・
河
上

誓
作（
名
誉
教
授
）・
大
庭
幸
男（
教
授
）・
岡

田
禎
之（
准
教
授
）と
い
う
教
授
陣
が
続
い
た
。

さ
ら
に
、二
〇
〇
七
年
に
大
阪
外
国
語
大
学

と
統
合
し
た
お
り
、

同
大
学
よ
り
加

藤
正
治
・
神
山

孝
夫
両
教
授（
共

に
併
任
）
が
新

た
に
加
わ
っ
た
。

　
な
お
、
大
庭

幸
男
も
こ
の
統

合
に
伴
い
併
任

教
授
と
な
っ
た
が
、

教
育
指
導
の
面

で
は
、
統
合
前

と
同
じ
状
況
で

あ
る
。 

　
教
授
陣
の

専
門
分
野

は
、語
用
論
、

意
味
論
、
認

知
言
語
学
、

認
知
意
味

論
、
生
成
文

法
理
論
、
機

能
文
法
、
歴

史
言
語
学
、

比
較
言
語

と
多
岐
に
渡
る
。
学
生
は
、こ
れ
ら
の
研
究
分

野
の
み
な
ら
ず
、関
連
性
理
論
、主
要
部
駆

動
句
構
造
理
論
、語
彙
機
能
文
法
な
ど
の
隣

接
す
る
研
究
分
野
に
つ
い
て
も
教
育
を
受
け
、

教
官
と
も
ど
も
切
磋
琢
磨
し
研
究
に
勤
し

ん
で
い
る
。
そ
の
成
果
は
、各
種
学
会
で
積
極

的
に
発
表
さ
れ
、
本
研
究
室
の
学
術
誌

O
U
P
E
L

（O
sak
a
U
n
iv
ersity

 
P
ap
ers 

of E
n
g
lish
 L
in
g
u
istics

）に
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。 

　
英
語
学
で
は
、こ
れ
ま
で
学
部
生
約
三
百

三
十
名
、大
学
院
学
生
約
九
十
名
を
輩
出
し

て
お
り
、大
学
院
修
了
生
の
中
か
ら
博
士
の

学
位
（
課
程
博
士
・
論
文
博
士
）
を
十
数
名

出
し
て
い
る
。 

　
現
在
、英
語
学
は
以
前
と
比
べ
て
教
授
陣
・

学
生
と
も
に
充
実
し
て
い
る
。こ
れ
ま
で
の
良

き
伝
統
を
維
持
し
つ
つ
、更
な
る
発
展
を
祈

る
次
第
で
あ
る
。 

 

（
大
庭
　
幸
男
） 

現在の教員（中国史２人、中央ユーラシア史２人、東南・海域アジア史１人） 
後列左より：桃木  至朗、森安  孝夫、片山　  剛 
前列左より：荒川  正晴、青木　  敦 
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発掘風景（何の発掘？） 石橋門風景（背後にイ号館が見える） 建設中の附属図書館と文法経本館 

旧文学部玄関（正確な場所は分かりません） 旧合同研究室（整理棚はまだあります） 演習風景（何の演習？） 

◆
「
教
育
ゆ
め
基
金
」
が
始
ま
り
ま
し
た
◆ 

　
昨
年
二
〇
〇
八
年
文
学
部
は
創
立
六
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。こ
れ
を
機

会
に
文
学
部
・
文
学
研
究
科
で
は
教
育
活
動
を
支
援
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

「
教
育
ゆ
め
基
金
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
こ
の
基
金
は
人
文
学
教
育
の
国
際

化
、学
生
の
海
外
留
学
の
支
援
、留
学
生
の
支
援
、優
秀
な
学
生
へ
の
奨
学
金

等
、も
っ
ぱ
ら
優
秀
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
助
成
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
昨
年
度
は
同
窓
生
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
部
に
縁
の
あ
る
方
々
か
ら

合
計
二
百
二
十
一
万
円
の
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
る
と
と
も
に
、今
後
と
も
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

岡田　千賀 

沖田　知子 

 奥　　純 

笠井　　隆 

笠松　容子 

片山　　剛 

加藤　正治 

上山　　泰 

河上　誓作 

川口　能久 

岸　　彰則 

黒川　行信 

肥塚　　隆 

小林　正人 

斎藤芙美子 

阪田　順子 

里見　軍之 

真田　信治 

佐野満智子 

澤井　昌子 

渋谷　勝己 

志水紀代子 

中村　加津 

中村　元保 

長山　泰孝 

成田かおる 

長谷川存古 

服部　典之 

平岩　　静 

平尾　和子 

福島　正彦 

藤井　順子 

藤井友比呂 

 

藤田　隆則 

桝本　裕之 

三宅　宣子 

村田　路人 

山上義太郎 

山口　惠照 

山田　玲子 

山戸　照靖 

吉田　高重 

和田　章男 

渡辺　義嗣 

 

平成20年度「教育ゆめ基金」寄付者リスト（敬称略） 

　
大
阪
大
学
文
学
部
が
、ま
ず
法
文
学
部
と
し
て
設
置

さ
れ
た
の
は
一
九
四
八
年
、新
制
大
学
の
発
足
と
と
も
に

文
学
部
と
な
っ
た
の
は
翌
四
九
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か

ら
ち
ょ
う
ど
六
〇
年
、学
部
と
し
て
あ
ら
た
め
て
そ
の
歴

史
を
振
り
返
り
、記
憶
や
記
録
を
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く

べ
き
年
齢
を
迎
え
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
歴
史
を
か
た
る
の
は
何
よ
り
文
献
や
文
書
で
す
が
、写

真
も
ま
た
同
じ
く
重
要
で
す
。
と
き
に
は
、文
献
以
上
に

雄
弁
な
史
料
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
点
に
着
目
し
て
、

日
本
史
研
究
室
の
飯
塚
一
幸
准
教
授
を
中
心
と
し
た
共

同
研
究
チ
ー
ム「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
に
よ
る
大
阪

大
学
文
学
部
視
覚
史
料
の
基
礎
研
究
」
が
、昨
年
夏
か

ら
活
動
を
始
め
ま
し
た
。 

　
こ
れ
は
、さ
し
あ
た
り
創
設
か
ら
大
阪
万
博
が
開
か
れ

た
一
九
七
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
写
真
を
収
集
し
、そ
れ
を
電

子
デ
ー
タ
化
し
て
蓄
積
、公
開
す
る
事
業
で
す
。
建
物
や

施
設
、授
業
や
実
習
、研
究
室
で
の
勉
学
や
行
事
、教
員
・

学
生
の
す
が
た
、社
会
的
な
事
件
な
ど
、阪
大
文
学
部
の

研
究
と
教
育
の
日
常
を
と
ら
え
た
映
像
に
重
き
を
お
い

て
収
集
し
ま
す
。
そ
の
一
端
は
す
で
に
、昨
年
九
月
の
文

学
部
創
設
六
〇
周
年
記
念
同
窓
会
に
て
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー

と
し
て
ご
披
露
し
、た
い
へ
ん
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
貴
重
な
画
像
、懐
か
し
い
写
真
を
お
持
ち
の
皆
さ
ま
、

そ
れ
ら
を
歴
史
を
つ
た
え
る
公
共
の
史
料
と
し
て
未
来

に
残
す
た
め
、お
力
添
え
い
た
だ
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
す
。

ご
協
力
を
い
た
だ
け
る
場
合
は
、大
阪
大
学
総
合
学
術
博

物
館
の
廣
川
和
花
助
教
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

いつでも、お心のままにご寄附いただければ幸いです 

高 

白土　芳人 

神保　　菘 

　橋　　正 

竹鼻　圭子 

田中　潤一 

玉井　　　 

寺門日出男 

土岐　　哲 

中川　　敬 

中島　　巖 

永田　　靖 

赤木　順子 

天野　文雄 

荒木　　浩 

粟根　功雄 

石原　　実 

礒島　啓子 

井上　淳子 

今村　貴代 

上野　　修 

江川　　　 

大野篤一郎 

 

文
学
部
視
覚
史
料
の
 

　
ア
ー
カ
イ
ブ
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
 

F
A
X
‥
0
6
ー
6
8
5
0
ー
6
7
2
0
 

メ
ー
ル
‥h

iro
kaw
a@
m
u
seu
m
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.ac.jp
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●
住
所
・・・
〒
5
6
0–

8
5
3
2
　
豊
中
市
待
兼
山
町
一
番
五
号
　
 

●
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
ka
i@
le
t.o
s
a
ka
-u
.a
c
.jp

【
写
真
集
、名
簿
、終
身
会
費
の
お
支
払
い
】 

口
座
番
号 

加
入
者
名 

0
0
9
4
0
‐
1
‐
7
9
0
4
3
 

大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
事
務
局
 

＊
お
手
数
で
す
が
、通
信
欄
に
①
卒
業
・
修
了
年
、②
専
攻
・
専
修
名
を
ご
記
入
下
さ
い
。 

事
務
局
便
り 

　
同
窓
会
活
性
化
策
の
一
つ
と
し
て
、新
た
に
同
窓
生
対
象
の
「
大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
講

座
」
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
、定
期
的
に
講
演
会
や
現
地
見
学
会
な
ど
を
行
う
予
定

で
す
。
第
一
回
の
講
座
は
、以
下
の
よ
う
な
内
容
で
す
。 

【
第
一
回 

大
阪
大
学
文
学
部
同
窓
会
講
座
の
ご
案
内
】 

【
テ
ー
マ
】 

【
講
　
師
】 

 

【
日
　
時
】 

  

【
備
　
考
】 

「
適
塾
と
そ
の
周
辺
を
訪
ね
る
」 

村
田
　
路
人 
氏 

 

二
〇
〇
九
年
五
月
九
日（
土
）午
後
一
時
三
〇
分
、 

適
塾（
大
阪
市
中
央
区
北
浜
三
―
三
―
八
、地
下
鉄
御
堂
筋
線
ま
た
は
京

阪
淀
屋
橋
駅
下
車
す
ぐ
）西
隣
の
緒
方
洪
庵
座
像
前
に
集
合
。 

適
塾
、除
痘
館
跡
、銅
座
跡（
愛
珠
幼
稚
園
）、懐
徳
堂
跡
を
見
学
。

適
塾
で
は
、緒
方
洪
庵
お
よ
び
適
塾
関
係
の
古
文
書
の
解
説
も
あ

り
ま
す
。 

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
、一
九
七
七
年
卒
） 

●
お
知
ら
せ 

◆
文
学
部
創
立
五
〇
周
年
記
念
写
真
集
『
大
阪
大
学
文
学
部
50
年
の
歩
み
』
、

『
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
』（
二
〇
〇
七
年
版
）販
売
中 

　
　
一
九
九
八
年
に
大
阪
大
学
文
学
部
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
製
作
さ
れ

た
『
大
阪
大
学
文
学
部
50
年
の
歩
み
』
の
残
部（
二
百
冊
程
度
）を
卒
業
生
・

修
了
生
の
皆
様
に
限
り
、販
価（
二
〇
〇
〇
円
）＋
送
料（
一
六
〇
円
）で
販
売

い
た
し
ま
す
。 

　
　
ま
た
、二
〇
〇
七
年
六
月
刊
行
の
『
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒

業
生
・
修
了
生
名
簿
』
の
ご
購
入
も
随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。こ
ち
ら
は
販
価

（
四
〇
〇
〇
円
）＋
送
料（
一
六
〇
円
）で
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
名
簿

の
ご
購
入
は
同
窓
会
会
員
の
方
に
限
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
入
会
が
お
済
み
で
な
い
同
窓
生
の
方
に
は

入
会
手
続
き
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
下
さ
い
。
な
お
、同
窓
会
終
身
会
費（
一
〇
〇

〇
〇
円
）を
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
方
に
は
一
冊
謹
呈
し
て
お
り
ま
す
。
振
込
用
紙
通
信
欄
に
名
簿
希
望
の

旨
を
お
書
き
添
え
下
さ
い
。 

　
　
写
真
集
、名
簿
の
ご
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
以
下
の
郵
便
振
替
口
座
に
所
定
の
金
額
を
お
振
込
み
下

さ
い
。ご
入
金
確
認
後
、発
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ご
購
入
に
際
し
ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
同
窓
会

事
務
局
ま
で
遠
慮
な
く
ご
連
絡
下
さ
い
。 

  

     ●
お
願
い
 

◆
住
所
変
更
に
つ
い
て 

　
　
住
所
変
更
・
勤
務
先
変
更
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、必

ず
同
窓
会
事
務
局
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。
名
簿
へ
の
住

所
、電
話
番
号
等
の
記
載
拒
否
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、そ
の
旨
あ
わ
せ
て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
皆
様
の
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

◆
事
務
局
メ
ン
バ
ー 

　
：
入
江
　
幸
男（
Ｓ
五
一
） 

　
：
渋
谷
　
勝
己（
Ｓ
六
二
） 

　
：
西
田
有
利
子（
Ｓ
五
六
） 

　
：
和
田
　
章
男（
Ｓ
五
五
） 

三
谷
　
研
爾（
Ｓ
五
九
） 

本
間
　
直
樹（
Ｈ
七
） 

　
：
服
部
　
典
之（
Ｓ
五
六
） 

　
：
馬
渕
　
恵
里（
H
十
七
） 

事
務
局
長 

総
　
　
務 

会

計

 

企
画
・
立
案 

  

広

報
 

事
務
局
補
佐 
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