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大阪大学文学部・文学研究科同窓会

同
窓
会
会
長
　
あ
い
さ
つ

玉
井
　
暲

　

柏
木
隆
雄
前
会
長
の
後
を
受
け
て
、
今
年
度
よ
り
文
学
部
・
文
学

研
究
科
同
窓
会
会
長
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
と
な
っ
た
玉
井
暲
で

す
。
英
文
学
専
攻
で
、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年
）
文
学
部
卒
、

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
で
す
。

　
「
同
窓
会
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
ー
」
の
創
刊
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月

発
行
）
を
見
て
み
る
と
、
初
代
会
長
の
石
原
実
さ
ん
（
一
九
五
一
年

〔
昭
和
二
六
年
〕文
学
部〔
英
文
学
専
攻
〕卒
業
、
石
原
時
計
店
社
長
）

の
「
会
長
あ
い
さ
つ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
制
浪
速
高
校
の

時
代
か
ら
法
文
学
部
を
経
て
文
学
部
創
設
に
至
る
ま
で
の
文
学
部
の

草
創
期
に
ふ
れ
た
文
章
で
す
。
私
は
、
助
手
と
し
て
三
年
、
助
／
准

教
授
お
よ
び
教
授
と
し
て
二
七
年
、
文
学
部
に
在
籍
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
が
、
こ
の
間
、
石
原
会
長
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の

文
章
を
拝
読
し
て
石
原
さ
ん
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
な
が
ら
、

石
原
さ
ん
の
後
を
継
ぐ
大
役
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
不
思
議

な
ご
縁
を
今
深
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
ニ
ュ
ー
ズ
・
レ
タ
ー
」
の
第
一
号
に
は
、
河
上
誓
作
さ
ん

（
英
語
学
専
攻
）
の
研
究
科
長
就
任
の
ご
挨
拶
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
河
上
さ
ん
は
、
石
原
初
代
会
長
の
後
を
受
け
て
同
窓
会
会
長
に

な
ら
れ
、
同
窓
会
活
動
の
活
性
化
に
ご
尽
力
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。
そ
の
あ
と
、
志
水
紀
代
子
さ
ん
（
哲
学
哲
学
史
専
攻
）
が

受
け
継
ぎ
、
同
窓
会
名
簿
の
発
行
な
ど
、
同
窓
会
の
組
織
の
充
実
に

努
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
を
柏
木
隆
雄
さ
ん
（
仏
文
学
専
攻
）
が
受
け

継
ぎ
、
常
任
幹
事
・
副
会
長
、
お
よ
び
研
究
科
長
と
し
て
長
く
同
窓

会
の
発
展
の
た
め
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
経
験
を
活
か
し
て
、
会
長
と

な
ら
れ
て
か
ら
は
、
文
学
部
同
窓
会
の
運
営
だ
け
で
な
く
、
阪
大
全

体
の
連
合
同
窓
会
と
の
連
携
関
係
の
樹
立
に
も
腐
心
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
歴
代
の
会
長
を
務
め
ら
れ
た
方
々
を
思
い
起
こ
す
と
、
そ
の
責

任
の
重
大
さ
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
同
窓
会
の
会
員
の
皆

様
の
ご
協
力
と
ご
助
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
定
年
退
職
を
し
、
阪
大

を
離
れ
て
早
や
一
〇
年
あ
ま
り
に
な
り
ま
す
が
、
一
人
の
同
窓
生
と

し
て
外
か
ら
眺
め
て
見
る
と
、
や
は
り
気
な
る
の
が
、
文
学
部
・
文

学
研
究
科
の
研
究
と
教
育
の
内
実
で
す
。
今
、
ど
ん
な
新
し
い
先
生

研
究
科
長
　
あ
い
さ
つ

三
谷
　
研
爾

　

将
来
、
21
世
紀
の
歴
史
が
書
か
れ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
は
ま
ち
が

い
な
く
時
代
の
大
き
な
切
れ
目
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
猖
獗
は
、
人
間
の
社
会
と
文
化
を
根

本
的
に
問
い
直
す
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
感
染
は
国
内
外
で
な
お
も

拡
大
し
続
け
て
お
り
、
予
防
・
治
療
法
の
開
発
が
す
す
ん
で
い
る
と

は
い
え
、
収
束
に
は
ま
だ
相
当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。

が
来
ら
れ
て
い
て
、
す
で
に
お
ら
れ
る
先
生
方
と
一
緒
に
ど
ん
な
研

究
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
伺
っ
て
み
た
い
気
が
し
ま
す
。

ま
た
、
阪
大
の
外
に
出
て
行
か
れ
た
同
窓
会
の
会
員
の
な
か
に
は
、

興
味
深
い
活
動
や
活
躍
を
な
さ
っ
て
い
る
方
が
多
数
お
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
方
々
の
活
動
や
消
息
を
知
り
た
い
と
思
う
文
学
部
の

先
生
方
も
同
窓
生
同
僚
の
皆
さ
ん
も
お
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

同
窓
会
と
は
、
そ
う
し
た
文
学
部
の
現
職
の
先
生
方
と
同
窓
生
の

皆
さ
ん
と
の
間
の
情
報
交
換
の
場
、
相
互
の
関
心
の
結
節
点
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
同
窓
会
は
、
い
わ
ば
母
校
と
卒
業
生
と
の
双
方
向
的

な
情
報
発
信
の
場
と
し
て
、
少
し
で
も
貢
献
で
き
な
い
も
の
か
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
同
窓
会
の
活
動
も
自
粛
の
線
を

た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
「
同
窓
会
講
座
」
も
延
期
を
余
儀

な
く
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
次
年
度
か
ら
は
、
皆
さ
ん
の
お
知
恵
を
拝

借
し
、
ぜ
ひ
と
も
同
窓
会
活
動
を
充
実
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま

す
。
簡
単
で
す
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
同
窓
会
会
長
就
任
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

略歴
1946年生まれ。阪大文学
部英文学専攻を卒業、同大
学院修士課程修了。博士（文
学）。阪大文学部助手、大
阪府立大学助手、和歌山大
学助教授を経て、阪大文学
部（英米文学英語学専修）
に助教授として着任、その
後教授。阪大名誉教授。現
在、武庫川女子大学文学部
教授。専門はイギリス世紀
末文学、ヴィクトリア朝小
説、批評理論。

　

大
阪
大
学
の
活
動
も
ま
た
、
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
と

り
わ
け
緊
急
事
態
宣
言
下
の
昨
年
春
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
学
生
の
姿
は

な
く
、
授
業
は
む
ろ
ん
実
験
に
忙
し
い
理
系
研
究
室
さ
え
閉
室
と
な

り
ま
し
た
。
学
生
サ
ー
ク
ル
の
声
も
絶
え
、
鳥
の
歌
ば
か
り
が
ひ
っ

そ
り
し
た
新
緑
の
待
兼
山
に
響
い
て
い
る
と
い
う
か
つ
て
な
い
情
景

が
広
が
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
す
こ
し
ず
つ
学
生
が
戻
り
、
秋
以
降

は
対
面
授
業
も
一
部
復
活
し
て
い
ま
す
が
、
元
通
り
と
い
う
に
は
程

遠
い
状
況
で
す
。

　

文
学
部
の
教
育
の
基
本
は
、
教
員
・
学
生
が
膝
を
つ
き
あ
わ
せ
て

の
史
資
料
読
解
と
議
論
で
す
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
代
替
し
て

も
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
留
学
生
の
受
入
れ
と
送

り
出
し
、
実
地
・
発
掘
調
査
に
も
大
き
な
支
障
を
き
た
し
て
い
ま
す
。

他
方
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
海
外
と
結
ぶ
研
究
集
会
な
ど
は
、
時
差
の
問

題
さ
え
ク
リ
ア
す
れ
ば
、
か
な
り
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
で
き
る
と
い
う

経
験
も
積
ん
で
き
ま
し
た
。
昨
年
十
二
月
、
学
内
に
あ
ら
た
に
発
足

し
た
機
構
「
グ
ロ
ー
バ
ル
日
本
学
教
育
・
研
究
拠
点
」
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
イ
ベ
ン
ト
は
、
内
外
か
ら
一
六
〇
名
あ
ま
り
の
参
加
者
を
得
て
、

成
功
裡
に
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
機
構
は
、
各
学
部
の
日
本
研
究
者

を
結
集
し
て
阪
大
の
人
文
学
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
さ
い
、
駆
動
エ

ン
ジ
ン
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
人
間
が
「
集
ま
る
こ
と
」「
語
ら
う
こ
と
」「
自
由
に
移

動
す
る
こ
と
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、「
あ
た
り
ま

え
の
日
常
」
の
自
明
性
は
い
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
医
療
や

経
済
の
諸
問
題
の
根
底
に
横
た
わ
る
こ
れ
ら
の
問
い
が
、
コ
ロ
ナ
禍

と
と
も
に
あ
ら
た
め
て
厳
し
く
露
呈
し
て
き
た
現
在
、
そ
れ
に
応
え

る
の
が
文
学
部
の
学
問
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。

略歴
1961年生まれ。大阪大学
大学院博士後期課程中退。
博士（文学）。大阪府立大
学総合科学部をへて2000
年に文学部・文学研究科に
着任。専門はドイツ・オー
ストリア文学、中欧文化論。
主な著書に『世紀転換期の
プラハ モダン都市の空間
と文学的表象』（2010年 
三元社）、『境界としてのテ
クスト カフカ・物語・言説』

（2014年 鳥影社）など。
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の
と
つ
た
」
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
面
白
い
ん
で
す
け
ど
、
ペ
ス

ト
の
感
染
予
防
策
が
猫
社
会
に
も
波
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
う
い
っ
た
場
面
に
も
当
時
の
人
々
と
感
染
症
と
の
戦
い
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
芸
雑
誌
『
白
樺
』
の
作
家

郡
虎
彦
『
ぺ
ス
ト
』（
明
治
四
三
年
）
は
、
学
校
内
で
ペ
ス
ト
の

患
者
が
発
生
し
、
突
然
未
来
を
奪
わ
れ
て
い
く
若
者
た
ち
の
苦
悩

を
通
し
て
、
病
と
い
う
不
条
理
に
直
面
し
た
人
々
の
心
の
動
き
を

描
き
出
し
て
い
ま
す
。
誰
が
感
染
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と

い
う
相
互
不
信
が
校
内
に
満
ち
て
い
く
な
か
で
、
隣
の
座
席
の
友

人
が
感
染
死
し
、
主
人
公
は
濃
厚
接
触
者
と
み
な
さ
れ
て
二
週
間

の
登
校
禁
止
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
、
不
安
や
恐
怖
に
さ

い
な
ま
れ
、
学
問
へ
の
無
力
感
と
己
の
学
業
が
途
絶
す
る
こ
と
へ

の
焦
燥
感
に
も
が
き
な
が
ら
、
結
局
自
分
も
医
療
崩
壊
に
よ
る
誤

診
で
死
ん
で
い
く
。
こ
う
い
っ
た
姿
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
心
に

は
驚
く
ほ
ど
の
現
実
性
を
も
っ
て
響
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

斎
藤　
特
に
郡
虎
彦
の
作
品
は
、
学
校
、
学
生
と
い
う
身
近
な
問

題
で
も
あ
り
ま
す
し
、
学
問
の
意
味
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
部
分
は
、
私
た
ち
に
非
常
に
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
き

ま
す
ね
。

鈴
木　
病
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
な
か
で
自
分
た
ち
の
価
値
観
が
大

き
く
変
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
社
会
の
ひ
ず
み
も
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
小
説
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

斎
藤　
百
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
大
流
行
を
描
い
た
日
本
文
学

と
し
て
は
、
志
賀
直
哉
の『
流
行
感
冒
』や
武
者
小
路
実
篤
の『
愛

と
死
』
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
菊
池
寛
の
『
マ
ス
ク
』
も
面
白

い
と
思
い
ま
す
。
肥
満
で
心
臓
に
疾
患
も
あ
る
菊
池
自
身
と
思
し

き
男
が
、
流
行
性
感
冒
に
強
い
不
安
を
感
じ
、
う
が
い
も
マ
ス
ク

も
ち
ゃ
ん
と
し
て
、
外
出
も
避
け
て
徹
底
的
に
予
防
し
て
い
る
。

毎
日
報
道
さ
れ
る
死
者
数
の
増
減
に
敏
感
に
な
る
姿
も
生
々
し
い

で
す
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
は
、
流
行
性
感
冒
が
落
ち
着
い
て
も

な
か
な
か
マ
ス
ク
を
手
放
せ
ず
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
マ
ス
ク
を

外
す
の
か
迷
う
人
々
の
気
持
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
今
も
多
く

の
人
は
科
学
的
な
理
由
か
ら
と
い
う
よ
り
、
み
ん
な
が
着
け
て
い

る
か
ら
自
分
も
…
と
、
人
の
目
を
強
く
意
識
し
て
マ
ス
ク
を
し
て

い
る
。
百
年
前
か
ら
変
わ
ら
な
い
な
と
思
え
る
点
で
、
現
在
も
読

む
に
値
す
る
作
品
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

鈴
木　
菊
池
寛
は
『
文
藝
春
秋
』
を
は
じ
め
、
メ
デ
ィ
ア
と
深
く

関
わ
っ
た
作
家
だ
か
ら
こ
そ
、
病
に
直
面
し
た
時
の
人
々
と
報
道

の
関
わ
り
方
の
問
題
を
う
ま
く
捉
え
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

中
尾　
尹
先
生
が
こ
れ
か
ら
紹
介
し
て
く
れ
る
中
国
の
小
説
は
、

同
時
代
的
と
い
う
か
即
効
性
が
あ
る
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
作

品
で
す
よ
ね
。

尹　
武
漢
在
住
の
作
家
の
方
方（
フ
ァ
ン
フ
ァ
ン
）に
よ
り
、
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
し
た
武
漢
の
六
〇
日
間
の
日
常
を
記
録
し
た
ブ
ロ
グ

が
、『
武
漢
日
記
』
と
し
て
書
籍
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
隔
離
状
態

の
中
で
毎
日
起
き
た
こ
と
を
綴
っ
て
い
く
だ
け
で
す
が
、
面
白
い

の
は
、
隔
離
さ
れ
た
状
態
だ
と
、
そ
の
情
報
源
は
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
や
ネ
ッ
ト
や
知
り
合
い
か
ら
ば
か
り
だ
っ
た
こ
と
で
す

ね
。
誰
で
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
を
方
方
な
り
に
整
理
し
た

り
、
見
方
を
述
べ
た
り
す
る
。
彼
女
の
考
え
方
に
、
特
に
読
者
に

評
価
さ
れ
た
の
は
、
死
生
の
尊
重
で
す
ね
。
感
情
的
・
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
的
に
報
道
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
方
方
は
、
亡
く
な
っ
た

人
の
価
値
を
ど
う
考
え
る
か
、
生
き
て
い
る
人
間
の
メ
ン
タ
ル
を

ど
う
保
護
す
る
か
な
ど
、
人
間
性
に
基
づ
い
た
考
え
を
示
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
知
性
を
も
っ
て
政
治
性
と
対
抗
す
る
側
面
も
あ
る

の
で
、
当
局
か
ら
は
好
ま
れ
な
く
て
、
毎
日
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た

途
端
に
削
除
さ
れ
る
の
で
す
が
、
多
く
の
読
者
は
彼
女
の
日
記
を

読
む
た
め
に
、
公
開
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
シ
ェ
ア
し
た
り
保
存
し
た

　

二
〇
二
〇
年
度
を
振
り
返
る
と
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界

的
な
流
行
は
抜
き
に
で
き
ま
せ
ん
。

　

大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
も
様
々
な
対
応
を
迫
ら
れ
、
学
生

も
教
職
員
も
、
多
く
の
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
未
曾

有
の
危
機
と
も
言
え
る
状
況
で
す
が
、
同
じ
で
は
な
く
て
も
、
か
つ
て

も
近
似
し
た
危
機
は
あ
り
ま
し
た
。
日
本
を
中
心
と
し
た
近
現
代
の
文

学
で
は
、
疫
病
や
ウ
イ
ル
ス
と
の
接
触
は
、
い
か
に
描
か
れ
て
き
た
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
表
現
の
歴
史
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
社
会
と
文
学
の

関
わ
り
を
問
い
直
す
と
共
に
、
私
た
ち
が
現
在
生
き
て
い
る
こ
の
瞬
間

を
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
、
受
け
継
い
で
ゆ
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
問

い
へ
の
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
す
。
日
本
と
中
国
の
近
現
代
文
学
を

専
門
と
す
る
教
員
が
対
談
を
行
い
ま
し
た
。

斎
藤　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
下
で
、
人
文
学
の
意
義
が

改
め
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
早
い
時
期
か
ら
メ
デ
ィ
ア

で
注
目
さ
れ
た
の
が
カ
ミ
ュ
の『
ペ
ス
ト
』で
し
た
。
今
回
は『
ペ

ス
ト
』
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
作
品
が
あ
り
、
問
題
を
提
起
し
て

い
る
と
い
う
話
題
を
共
有
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鈴
木　
日
本
の
近
代
に
お
い
て
も
ペ
ス
ト
は
恐
れ
ら
れ
て
い
た
病

で
し
た
。
明
治
三
三
年
一
月
か
ら
東
京
市
で
は
ペ
ス
ト
な
ど
の
感

染
症
の
予
防
策
と
し
て
鼠
の
捕
獲
を
推
奨
し
て
、
市
が
買
い
あ
げ

る
と
い
う
施
策
を
開
始
し
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』（
明
治
三
八
年
）
の
冒
頭
部
分
、
猫
の
「
吾
輩
」
と
車
屋
の

ク
ロ
が
出
会
っ
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
会
話
を
繰
り
広
げ
る
場
面
で
、

ク
ロ
が
「
一
（
い
つ
）
て
え
人
間
ほ
ど
ふ
て
え
奴
は
世
の
中
に
居

ね
え
ぜ
。
人
の
と
つ
た
鼠
を
皆
（
み
）
ん
な
取
り
上
げ
や
が
つ
て

交
番
へ
持
つ
て
行
き
や
あ
が
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
猫
が
「
人

疫
病
・
ウ
イ
ル
ス
と
文
学

特集
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斎
藤　
線
を
越
え
て
襲
っ
て
く
る
も
の
が
、
か
え
っ
て
様
々
な
線

を
強
化
し
て
い
く
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
、
意
識
し
な
い
で
済
ん
だ

問
題
、
あ
る
い
は
見
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
問
題
に
、
直
面
さ
せ

ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

中
尾　
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
態
で
は
、
人
間
の
こ
れ
ま
で
見
え
な

か
っ
た
ド
ス
黒
い
も
の
も
、
人
間
内
の
境
界
も
超
え
て
見
え
て
き

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

尹　
『
武
漢
日
記
』
に
も
記
録
さ
れ
て
社
会
現
象
に
も
な
っ
て
い

る
マ
ス
ク
の
買
い
占
め
な
ど
は
、
人
間
の
行
動
様
式
が
極
端
に
目

に
見
え
て
く
る
よ
う
で
す
ね
。

鈴
木　
内
在
さ
れ
つ
つ
も
抑
圧
さ
れ
て
き
た
差
別
や
格
差
が
、
病

を
通
し
て
見
え
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
未
来
に
む
け
て
、
私
た
ち
が

ど
う
や
っ
て
解
決
し
て
い
く
か
と
い
う
可
能
性
も
手
渡
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

中
尾　
悲
観
的
に
言
う
と
、
文
学
作
品
に
も
解
決
策
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
読
解
で
き
る
受
け
手
が
い
な
い
、
も
ち

ろ
ん
、
私
た
ち
も
含
め
て
、
全
体
的
に
文
学
力
が
落
ち
て
い
る
の

か
な
と
危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

尹　
で
も
い
ま
遠
隔
授
業
を
し
て
み
る
と
、
学
生
も
例
年
よ
り
も

「
知
」
に
対
す
る
要
求
が
高
い
。
知
識
や
情
報
や
表
象
と
い
っ
た

も
の
を
必
要
と
し
て
い
る
気
が
し
ま
し
た
。
自
分
の
状
況
や
、
今

の
社
会
に
対
し
て
、
も
っ
と
考
え
た
い
、
知
り
た
い
よ
う
に
思
っ

た
学
生
も
増
え
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
そ
れ

を
必
要
と
し
て
い
る
学
生
に
は
、
で
き
る
限
り
の
情
報
と
考
え
方

を
提
供
で
き
れ
ば
、
か
な
り
大
き
な
成
果
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

斎
藤　
ま
ず
は
目
の
前
の
大
阪
大
学
の
学
生
に
伝
え
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

（
二
〇
二
〇
年
八
月
二
五
日
、
Z
o
o
m
に
よ
る
対
談
）

り
し
て
、
削
除
さ
れ
続
け
る
な
か
で
も
流
通
さ
せ
て
い
く
よ
う
な

連
係
プ
レ
ー
を
し
ま
し
た
。
た
だ
、
彼
女
の
ブ
ロ
グ
は
書
か
れ
た

当
時
は
賞
讃
の
声
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
海
外
で
評
価
さ
れ
た

途
端
に
中
国
で
批
判
の
声
が
盛
り
上
が
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
彼
女

の
書
き
方
は
、
結
局
外
国
の
見
た
い
中
国
の
姿
な
の
で
は
な
い
か

と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
う
ね
り
が

生
じ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
エ
イ
ズ
の
問
題
を
描
い
た
閻
連
科
（
え
ん
れ
ん

か
）
の
『
丁
庄
の
夢
』
で
す
。
閻
は
カ
フ
カ
賞
も
受
賞
し
た
、
国

際
的
に
知
ら
れ
て
い
る
中
国
人
作
家
で
す
。
閻
の
作
品
は
す
べ
て

あ
る
虚
構
の
貧
し
い
村
を
舞
台
に
し
て
い
ま
す
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞

受
賞
者
の
莫
言
と
同
じ
く
、
農
村
の
な
か
で
不
条
理
と
政
治
を
見

つ
め
る
ス
タ
イ
ル
で
す
。
中
国
で
は
、
血
液
売
買
が
あ
る
時
期
ま

で
大
規
模
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。『
丁
庄
の
夢
』
も
、
村
の
経

済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
村
人
が
勧
誘
さ
れ
て
、
み
ん
な
大
規
模

な
血
液
売
買
に
取
り
込
ま
れ
て
、
生
活
は
一
時
的
に
良
く
な
っ
た

の
で
す
が
、
衛
生
環
境
が
悪
か
っ
た
の
で
、
血
液
売
買
の
過
程
で

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
十
年
後
に
は
、
多
く
の
人
が
エ
イ
ズ
を
発

症
す
る
話
で
す
。
九
〇
年
代
に
一
部
の
地
域
で
実
際
に
あ
っ
た
話

を
元
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
格
差
の
問
題
も
も
ち
ろ
ん
、
患
者
の

な
か
で
も
女
性
が
受
け
た
複
数
の
抑
圧
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
政
治
を
絡
ま
せ
て
論
じ
ら
れ
る
作
品
で

す
。

鈴
木　
尹
先
生
が
紹
介
さ
れ
た
作
品
は
、
病
が
政
治
や
教
育
、
経

済
的
な
格
差
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
は
越
境
的
な
も
の
だ
か

ら
こ
そ
、
国
境
や
県
境
と
い
う
「
境
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

移
動
が
制
限
さ
れ
る
中
で
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
境
目
や
断
絶
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い

う
風
に
も
思
い
ま
し
た
。

中尾薫（なかお・かおる）
1978年生。大阪大学文学研究科准
教授。専門は演劇学。共著書に『観
世元章の世界』（2014）、『新作能マ
クベス』『新作能オセロ』（2015・
2019）、『東アジア古典演劇の伝統
と近代』（2019）など。

プロフィール

斎藤理生（さいとう・まさお）
1975年生。大阪大学文学研究科准
教授。専門は日本近現代文学。著書
に『太宰治の小説の〈笑い〉』（2013）、

『小説家、織田作之助』（2020）。共
編著に『太宰治　単行本にたどる検
閲の影』（2020）など。

プロフィール

鈴木暁世（すずき・あきよ）
1977年生。大阪大学文学研究科准
教授。専門は日本近代文学、比較文
学。著書に『越境する想像力　日本
近代文学とアイルランド』（2014）、
共著に『文学　海を渡る』（2016）、

『日本文学の翻訳と流通』（2018）な
ど。

プロフィール

尹芷汐（いん・しせき）
1987年、中国四川省生まれ。大阪
大学文学研究科助教。専門は日本近
現代文学、日中比較文学。共著に『東
アジアの中の戦後日本』（2018）、『ケ
アを描く――育児と介護の現代小
説』（2019）。
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等
も
含
む
）
の
間
に
存
在
す
る
工
程
で
、
原
稿
の
誤
字
脱
字
や

文
章
の
乱
れ
、
フ
ァ
ク
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
発
信
内
容
に
正

確
を
期
す
仕
事
で
あ
り
、
出
版
界
に
お
け
る
黒
衣
の
よ
う
な
存

在
で
す
。
報
道
記
事
で
国
際
機
関
の
統
計
デ
ー
タ
を
参
照
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
時
代
小
説
で
は
古
地
図
も
調
べ
ま
す
し
、
ミ

ス
テ
リ
ー
で
あ
れ
ば
謎
や
伏
線
の
整
合
性
も
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

す
。
最
近
で
は
、
差
別
的
な
表
現
・
文
脈
へ
も
目
配
り
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
仕
事
の
楽
し
さ
は
、「
迷
う
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
校

閲
と
い
う
と
よ
く
誤
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
実
際
は
〝
何
が
何

で
も
正
し
く
〟
と
杓
子
定
規
に
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
（
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
は
厳
密
に
行
い
ま

す
が
）。「
正
確
な
文
章
」と「
文
体
の
個
性
」の
間
で
迷
う
、「
診

る
」
と
「
見
る
」
を
峻
別
す
べ
き
か
迷
う
、「
淡
海
」
の
ル
ビ

は
「
お
＋
う
み
」「
お
う
＋
み
」「
お
／
う
／
み
」
か
迷
う

…
…
。
ま
た
、
か
つ
て
誤
用
と
さ
れ
て
い
た
「
～
に
も
関
わ
ら

ず
」（
拘
ら
ず
）
が
、
今
や
一
般
的
に
な
り
許
容
さ
れ
て
い
く

と
い
う
よ
う
な
現
代
日
本
語
の
変
化
を
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
感

じ
ら
れ
る
こ
と
も
面
白
い
こ
と
の
一
つ
で
す
。（
こ
の
関
心
の

あ
り
方
と
、
大
学
時
代
に
国
語
学
を
専
攻
し
た
こ
と
と
は
、
私

の
中
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
。）

　

し
か
し
一
方
で
、
校
閲
は
ア
ン
サ
ン
グ
な

―
誉
め
称
え
ら
れ

る
こ
と
の
な
い

―
仕
事
で
も
あ
り
ま
す
。
百
点
が
当
た
り
前
。

黒
衣
の
校
閲
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
文
章
に
何
か

ミ
ス
が
あ
っ
た
時
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
こ
の
仕
事
を

続
け
る
理
由
、
そ
れ
は
、
正
確
な
情
報
を
、
瑕
疵
の
な
い
物
語

世
界
を
、
読
者
に
届
け
る
た
め
の
最
後
の
砦
と
い
う
自
覚
で
す
。

　

…
…
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
の
文
章
に
、
誤
字
脱
字
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
か
？

料
に
基
づ
い
た
実
証
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。（
日
本
史
学
研
究

室
の
諸
先
輩
方
に
ご
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
、
図
書
館
や
研
究

室
で
史
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
追
い
か
け
た
日
々
が
と
て

も
懐
か
し
く
感
じ
ま
す
。）
違
う
と
感
じ
る
こ
と
は
組
織
を
変

え
る
力
を
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
ス
タ
ッ
フ
を

サ
ポ
ー
ト
し
、
事
業
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
醍
醐
味
を
日
々

感
じ
、
充
実
し
た
社
会
人
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
来
る
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
〇

日
を
も
っ
て
一
つ
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
ア
ミ
ュ
プ
ラ
ザ
み
や
ざ

き
と
呼
ば
れ
る
駅
ビ
ル
の
開
業
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
あ
り
、

先
行
き
の
不
透
明
感
は
あ
り
ま
す
が
、
必
ず
成
長
さ
せ
、
軌
道

に
乗
せ
る
―
そ
ん
な
気
持
ち
で
日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
課

題
だ
ら
け
の
会
社
で
す
が
、
一
つ
一
つ
ク
リ
ア
し
、
確
実
に
登
っ

て
い
き
た
い
。
町
の
方
々
の
期
待
に
応
え
る
施
設
・
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
た
い
。
今
秋
、
開
業
を
迎
え
ま
す
が
、
卒
業
後
の

一
〇
年
目
に
迎
え
た
こ
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
を
、
次
の
一
〇
年
に

活
か
す
べ
く
、
日
々
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
る
日
々
で
す
。

黒
衣
か
ら
の
挑
戦
状

出
水
　
あ
ゆ
み

　

二
〇
二
〇
年
度
前
期
の
朝
ド
ラ
『
エ
ー
ル
』
の
中
で
、
幼
い

頃
の
主
人
公
に
恩
師
が
こ
う
語
り
か
け
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま

す
。

「
人
よ
り
ほ
ん
の
少
し
努
力
す
る
の
が
つ
ら
く
な
く
て
、
ほ
ん

の
少
し
簡
単
に
で
き
る
も
の
、そ
れ
が
お
前
の
得
意
な
も
の
だ
」

　

私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
校
閲
」
と
い
う
仕
事
で
し
た
。

　

数
年
の
フ
リ
ー
期
間
を
経
て
、
現
在
私
は
「
週
刊
文
春
」
や

文
春
文
庫
等
を
手
が
け
る
（
株
）
文
藝
春
秋
で
校
閲
の
仕
事
を

し
て
い
ま
す
。「
校
閲
」
と
は
、
編
集
と
印
刷
（
ネ
ッ
ト
掲
載

私
の
礎
の
待
兼
山

柘
植
　
忠
明

　

二
〇
一
〇
年
に
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
を
卒
業
し
て
、

一
〇
年
が
経
ち
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
九
州
に
入
社
し
、
現
場
を
経
験
し

た
後
、
旅
行
業
へ
。
複
数
の
部
署
を
経
験
し
た
後
、
今
年
度
か

ら
は
宮
崎
で
新
た
な
駅
ビ
ル
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
挑
戦
す
る

こ
と
と
な
り
、
異
動
し
て
き
ま
し
た
。（
二
〇
二
〇
年
設
立
の
新

会
社
・
㈱
Ｊ
Ｒ
宮
崎
シ
テ
ィ
へ
出
向
）
現
在
担
当
し
て
い
る
仕

事
は
総
務
企
画
で
会
社
の
総
務
関
係
の
仕
事
に
加
え
、
投
資
計

画
や
資
金
計
画
、
事
業
計
画
の
策
定
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

日
々
課
題
に
向
き
合
う
日
々
で
す
が
、
大
学
時
代
の
経
験
が

基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
折
に
触
れ
感
じ
て
い
ま
す
。

勿
論
新
会
社
な
の
で
前
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
参
考
と
す
る
事
例

は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
道
は
自
身
で
つ
く
る
、
と
い
う
仕

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
の
「
プ
レ
体
験
」
の
よ
う
な

も
の
を
実
は
卒
論
や
研
究
室
で
や
れ
た
こ
と
と
い
う
の
が
大
き

な
経
験
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
情
報
収
集
を
行

い
、
課
題
を
見
つ
け
、
可
能
な
限
り
多
角
的
な
視
点
か
ら
検
証

を
行
う
。
そ
の
中
で
最
適
な
道
筋
を
立
て
て
い
き
、
説
得
し
、

事
業
を
形
づ
く
っ
て
い
く
。
大
半
の
人
が
や
っ
た
こ
と
の
な
い

こ
と
、
答
え
が
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
状
態
と
い
う
も
の
は
怖
い

も
の
で
す
。
し
か
し
、
卒
論
を
作
成
し
た
時
も
似
た
よ
う
な
状

況
で
し
た
。
無
の
状
態
か
ら
課
題
の
抽
出
、
仮
設
の
設
定
、
資

同
窓
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

柘植　忠明（つげ　ただあき）
2010年大阪大学文学部日本
史学研究室を卒業。九州旅客
鉄道入社後、現場を経験し、
旅行事業へ。2018年に米国
College of William and Mary
にて経営学修士を取得。帰国
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た後、2020年より㈱JR宮崎
シティで総務企画を担当。

出水あゆみ（でみず　あゆみ）
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大阪大学文学部・文学研究科同窓会

略歴
1956年、京都生まれ。東京
大学総合文化研究科（表象
文化論）満期退学、学術博士。
甲南大学文学部教員を経て、
2008年に大阪大学文学研究
科に赴任。専門分野は表象
文化論、ジェンダー論。編
著書に『アート・アクティ
ヴィズム』『攪乱分子＠境界』

『アジアの女性身体はいかに
描かれたか』、美術批評「アー
ト・アクティヴズム」を連
載中（1995-）。

略歴
1958年、広島県生まれ。大
阪大学文学研究科（英文学
専攻）博士後期課程中退。
和歌山大学助手、大阪大学
言語文化部講師、助教授を
経て、大阪大学文学研究科
に着任。著書に『詐術とし
て の フ ィ ク シ ョ ン ―― デ
フォーとスモレット』、『『ガ
リヴァー旅行記』徹底注釈』
など。

略歴
1955年、弘前市生まれ。1983
年3月京都大学大学院文学研究
科博士後期課程哲学専攻研究指
導認定退学。京都の大谷大学に
て20年ほど教鞭をとったあと、
2004年10月より本研究科に着任。
著書として『ニーチェ〈永劫回帰〉
という迷宮』（1999年、講談社）、

『ニーチェの歴史思想――物語、
発生史、系譜学』（2011年、大
阪大学出版会）、『『存在と時間』
第2篇評釈――本来性と時間性』

（2020年、岩波書店）など。

退
職
さ
れ
る
先
生
方
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

（
五
十
音
順
）

◆
「
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
、
今
昔
」

�

北
原
　
恵

◆
「
研
究
の
視
点
」
よ
り

�

須
藤
　
訓
任

◆
人
と
出
会
う

�

服
部
　
典
之

　

2
0
0
8
年
4
月
に
着
任
し
て
か
ら
13
年
間
、
日
本
学
講
座
で
表
象
文
化
論

や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
教
え
て
き
た
。
阪
大
に
通
う
の
は
人
生
で
二
度
目
で
あ
る
。

　

1
9
7
5
年
、
大
阪
大
学
経
済
学
部
に
入
学
し
た
と
き
、
同
じ
学
年
に
は

2
0
0
人
中
7
人
し
か
女
子
学
生
は
い
な
か
っ
た
。
巨
大
な
大
学
で
は
女
性
は

職
員
も
含
め
る
と
そ
れ
な
り
の
人
数
が
い
た
は
ず
だ
が
、
私
た
ち
が
使
っ
て
い

た
ト
イ
レ
は
男
女
共
用
し
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
他
学
部
の
上
級
生
た
ち
が
、

ト
イ
レ
内
部
に
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
運
動
を
し
て
い

た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
た
だ
け
だ
が
、
今
な
ら
そ
れ

が
い
か
に
切
実
な
願
い
で
あ
り
、
現
在
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
「
障
害
」
を
め

ぐ
る
問
題
に
つ
な
が
る
要
求
だ
っ
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
女
性
教
員
の
数
も

少
な
く
、
私
が
受
け
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
先
生
が
一
人

だ
け
だ
っ
た
。
ジ
ー
パ
ン
を
履
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
授
業
か
ら
女
子
学
生
を

追
い
出
す
こ
と
が
、
社
会
で
は
喝
采
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。

　

卒
業
後
、
私
は
テ
レ
ビ
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
な
ど
を
し
て
働
き
続
け
た
が
、
過

労
の
た
め
脳
髄
膜
炎
で
倒
れ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
勉
強
を
し
た
く
な
り
、

会
社
を
辞
め
て
大
学
院
を
目
指
し
た
の
が
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
し
た
1
9
8
9

年
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
に
揺
れ
る
2
0
2
0
年
度
に
迎
え
た
定
年
。
偶
然
に
も

世
界
の
二
つ
の
大
き
な
転
換
期
に
私
の
人
生
も
節
目
を
迎
え
た
こ
と
を
幸
せ
に

思
う
。
着
任
後
、
学
部
生
た
ち
と
一
緒
に
阪
大
の
女
子
学
生
や
占
領
期
の
歴
史

を
調
査
し
た
の
も
、
自
分
の
学
生
時
代
の
疑
問
か
ら
来
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
阪
大
に
初
め
て
の
女
子
学
生
が
理
学
部
に
入
学
し
た
1
9
3
5
年
か

ら
時
間
は
た
つ
が
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
生
き
や
す
い
社
会
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
着
任
か
ら
何
年
か
過
ぎ
て
、
い
つ
も
前
を
通
る
法
経
講
義
棟
の
正
面
に

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
の
記
念
樹
が
あ
る
の
に
気
づ
い
た
。
そ
の
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
は
、
私
が

学
部
時
代
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
恩
師
の
蝋
山
昌
一
先
生
（
名
誉
教
授
・
元
経

済
学
部
長
）
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
蝋
山
先
生
の
専
門
で
あ
る
金
融
論

は
お
ろ
か
授
業
に
も
ほ
と
ん
ど
出
て
お
ら
ず
、
推
薦
状
や
押
印
の
必
要
な
と
き

し
か
連
絡
も
し
な
い
身
勝
手
極
ま
り
な
い
不
肖
の
弟
子
だ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
私

の
や
る
こ
と
を
面
白
が
っ
て
可
愛
が
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
教
師
は
学
生
の
研
究

や
活
動
を
面
白
が
る
こ
と
が
大
切
だ
と
知
り
、
幸
運
な
こ
と
に
教
員
生
活
で
は

面
白
が
ら
せ
て
く
れ
る
多
く
の
学
生
に
恵
ま
れ
た
。彼
ら
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
も
春
に
は
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
桜
や
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
が
咲
き
、

猫
た
ち
が
の
ん
び
り
と
昼
寝
を
楽
し
む
だ
ろ
う
。
み
ん
な
、
こ
の
時
代
を
生
き

延
び
、
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
ほ
し
い
。

　

私
が
言
語
文
化
部
か
ら
阪
大
文
学
研
究
科
に
配
置
換
え
に
な
っ
た
の
は

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
三
月
末
日
で
の
退
職
と
な
る
の
で
、

二
〇
年
半
の
文
学
研
究
科
生
活
で
あ
っ
た
。
私
は
阪
大
文
学
部
を
卒
業
し
、
院

に
も
し
ば
ら
く
在
籍
し
た
の
で
、
阪
大
生
活
は
計
四
一
年
間
、
人
生
の
三
分
の

二
を
阪
大
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
中
で
様
々
な
人
に
出
会
っ
て
き
た
。
様
々
な
同
僚
、
教
え
子
。
同
僚
は

優
秀
な
方
ば
か
り
で
、
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
。
学
会
の
中
で
も
ト
ッ
プ
の
方

ば
か
り
が
集
ま
る
場
所
が
阪
大
文
学
研
究
科
な
の
で
、
勢
い
私
も
自
分
の
所
属

す
る
学
会
で
様
々
な
仕
事
を
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
し
、
研
究
せ
ざ
る
を
得

な
い
立
場
と
な
り
、
人
生
で
一
番
勉
強
を
し
た
期
間
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

す
ば
ら
し
い
同
僚
に
恵
ま
れ
、
具
体
的
な
名
前
は
出
さ
な
い
が
、
自
分
の
人

生
を
変
え
る
ぐ
ら
い
素
晴
ら
し
い
方
を
二
人
だ
け
挙
げ
た
い
。
一
人
は
言
文
時

代
に
同
僚
で
、
後
に
私
の
研
究
室
に
来
て
も
ら
っ
た
人
で
あ
る
。
私
は
彼
の
院

生
時
代
か
ら
学
問
面
・
人
格
面
で
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、
そ
の
彼
と
最
後
ま

で
同
僚
で
あ
っ
た
の
は
私
の
人
生
の
数
少
な
い
幸
福
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
学
問

の
方
向
性
は
私
と
は
全
く
違
っ
て
い
る
が
、
学
問
の
あ
り
方
と
生
き
方
を
直
結

し
て
思
考
す
る
希
有
な
才
能
の
持
ち
主
で
あ
る
。
も
う
一
人
は
私
が
文
学
研
究

科
に
赴
任
し
た
と
き
学
部
四
年
で
卒
論
指
導
を
し
た
方
で
、
彼
に
も
後
、
同
僚

と
な
っ
て
も
ら
っ
た
。
様
々
な
辛
い
目
を
経
験
し
た
私
は
彼
が
い
な
け
れ
ば
今

ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
教
え
子
は
様
々
で
素
晴
ら
し
い
人
た
ち
も
い
れ
ば
、
誠
心
誠
意

指
導
を
し
た
の
に
逆
恨
み
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
上
で
挙

げ
た
二
人
を
得
た
だ
け
で
満
足
だ
し
、
私
の
生
き
る
人
生
に
意
味
を
も
ら
っ
た

と
思
っ
て
い
る
。

　

私
の
退
職
は
定
年
の
三
年
前
と
な
り
、
四
月
か
ら
は
関
西
外
国
語
大
学
に
務

め
る
こ
と
に
な
る
。
英
文
学
専
門
で
院
を
担
当
で
き
る
教
授
を
探
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
、
新
天
地
で
英
文
学
の
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
ら
と
い
う
想
い
で

転
職
を
決
断
し
た
。
大
学
は
移
る
が
、
阪
大
英
文
科
は
上
で
書
い
た
二
人
等
が

支
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
大
学
の
間
に
強
力
な
協
調
関
係
を
築
く
こ

と
が
私
の
切
実
な
願
い
で
あ
る
。

　

思
い
悩
ん
だ
末
、
文
学
研
究
科
の
雑
誌
『
待
兼
山
論
叢
』
に
教
員
が
毎
号
寄

稿
し
て
い
る
「
研
究
の
視
点
」
の
う
ち
い
く
つ
か
を
抜
粋
し
、
そ
れ
に
コ
メ
ン

ト
を
添
え
る
こ
と
で
、
退
職
の
挨
拶
に
代
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

2
0
0
5
年
：
ニ
ー
チ
ェ
に
「
苦
境
に
立
つ
哲
学
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
単
に
、
哲
学
の
存
立
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
時
代
状
況
を
指
す
だ
け
の

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
苦
境
に
あ
る
こ
と
を
哲
学
は
本
質
と
す
る
。

「
苦
境
」
と
は
状
況
に
押
し
ま
く
ら
れ
、
切
羽
詰
ま
っ
た
状
態
を
い
う
。
切
迫

し
た
状
況
に
い
か
に
敏
感
た
り
う
る
か
に
、
哲
学
の
命
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ

の
限
り
、
哲
学
と
は
時
代
が
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
い
の
発
見
で
あ
り
、
そ

れ
へ
の
応
答
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
本
学
赴
任
後
最
初
の
「
視
点
」。
気

負
い
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
か
も
。）

　

2
0
0
9
年
：
三
〇
年
ほ
ど
昔
、
中
島
み
ゆ
き
の
深
夜
ラ
ジ
オ
D
J
番
組
で

は
投
稿
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
ア
ク
シ
ュ
ケ
ン
な
る
も
の
が
も
ら
え
た
。
こ
れ
を

私
は
て
っ
き
り
、
握
手
し
て
く
れ
る
犬
の
ぬ
い
ぐ
る
み
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
ど

ん
な
形
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
友
人
た
ち
に
話
し
た
ら
、
大
笑
い
さ
れ
た
。
む

ろ
ん
正
解
は
「
握
手
券
」。
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
で
優
先
的
に
彼
女
と
握
手
で
き
る

権
利
の
保
証
書
。
で
も
、
学
問
研
究
と
は
こ
ん
な
勘
違
い
か
ら
始
ま
る
こ
と
も

多
い
だ
ろ
う（
終
わ
る
こ
と
も
）。（
こ
ん
な
こ
と
を
言
え
た
時
代
が
懐
か
し
い
?
）

　

2
0
1
0
年
：
毎
年
夏
の
夜
と
も
な
る
と
、
我
が
家
の
窓
ガ
ラ
ス
や
門
灯
脇
の

郵
便
ポ
ス
ト
の
上
に
は
、
ア
オ
ガ
エ
ル
が
や
っ
て
く
る
。
素
知
ら
ぬ
顔
で
獲
物
を

待
ち
構
え
る
、
チ
ョ
コ
ナ
ン
と
し
た
そ
の
姿
は
な
ん
と
も
愛
嬌
が
あ
る
。
し
か
し
、

涼
し
げ
に
不
動
の
態
勢
を
た
も
つ
そ
の
忍
耐
力
と
、
一
瞬
の
隙
を
見
逃
さ
ぬ
集
中

し
た
決
断
力
―
―
こ
れ
ぞ
、
学
問
研
究
の
極
意
！
（
半
年
後
の
東
日
本
大
震
災

な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
同
年
末
上
梓
さ
れ
た
学
位
論
文
で
は
予
測
不
可

能
性
（
偶
然
）
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
着
想
を
強
調
し
て
い
た
。）

　

2
0
1
8
年
：
今
夏
の
猛
暑
は
す
ご
か
っ
た
。
35
度
以
上
の
日
が
関
西
で
は

最
長
何
日
続
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
猛
暑
そ
の
も
の
に
劣
ら
ず
堪
え
た
の
が
、
天

気
予
報
。
精
度
が
上
が
っ
た
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
数
日
後
最
高
気
温
が
30

台
前
半
に
落
ち
着
く
と
予
報
さ
れ
て
も
、
前
日
な
い
し
当
日
朝
と
な
る
と
、
35

度
越
え
に
設
定
さ
れ
直
す
と
い
う
こ
と
が
何
度
あ
っ
た
ろ
う
！
蜃
気
楼
を
追
う

よ
う
な
、
こ
の
絶
望
的
疲
労
感
！
―
―
そ
れ
っ
て
、
研
究
の
一
進
一
退
の
こ

と
？
（
こ
の
当
時
取
り
掛
か
っ
て
い
た
著
書
の
最
大
の
山
場
を
な
ん
と
か
凌
い

だ
後
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な
文
章
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。）

　

全
て
の
関
係
の
方
々
の
支
え
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
こ
の
16
年
半
で
し
た
。
深
謝

あ
る
の
み
。
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略歴
1955年生まれ。京都大学文学研究
科博士課程（東洋史学専攻）単位
取得退学、広島大学で2009年に
論文博士の学位取得。京都大学助
手、大阪外国語大学専任講師、大
阪大学教養部・文学部助教授など
をへて2001年4月から大阪大学文
学研究科教授。著書に『海域アジ
ア史研究入門』（共編著、岩波書店、
2008年）、『中世大越国家の成立と
変容』（大阪大学出版会、2011年）、

『市民のための世界史』（共編著、
大阪大学出版会、2014年）など。

◆
退
職
の
ご
挨
拶

�

桃
木
　
至
朗

　日本語学研究室の同窓会組織は「日本学言語系同窓会」として1992
年3月に発足し、その後1998年10月に「阪大日本語学同窓会」と改称
して現在に至ります。原則として年に1回、研究会（研究発表・講演、
現場報告など）と総会をメインに据えた同窓会を開催してきました。
また「東下りの会」という名の関東支部があり、こちらも年に1回、
関東在住の同窓生が集って親睦を深めています。
　同窓会の人気企画に「あれから10年の会」があります。これは、卒
業・修了からちょうど10年になる同窓生を対象にした部会で、研究会
とは別に部屋が用意され、参加者と自由に語りあうことができます。
この会のために大学卒業後初めてキャンパスを訪れるという同窓生も
いて、該当年度を心待ちにしてくださっている方の多い企画です。昨
年（2020年）は日本語学研究室で学んだ学部一期生が3回目の「あれ
から10年」、すなわち卒業して30年を迎える節目の年だったのですが、
コロナ禍によって通常の同窓会活動をすることが叶わず、残念でした。
　本会では定期的に、会員の近況報告を寄せていただくようメールで
依頼し、いただいた返信をとりまとめて《短信》として会報に掲載し
ています。卒業・修了してから顔を合わせる機会のない同級生や先輩・
後輩たちの現在の様子がわかるため、毎回楽しみにしていただいてい
るようです。また2014年からは、歴代の助手・助教経験者に当時の思
い出を綴っていただくことで研究室の歴史を辿る連載「助手さんは見
た！」も始まりました。時代が変わっても変わることのない「日本語
学研究室らしさ」が窺われ、時期は違えど同窓生がみな同じ研究室で
青春時代を過ごした仲間であることを感じさせてくれる連載記事です。
　次の同窓会開催時期は未定ですが、会報はメールで配信する予定で
す。メール会員でない日本語学の卒業生・修了生の方、日本語学研究
室までお知らせくださると幸いです。

　インド哲学研究室は現在、堂山（教授；ヴェーダ学、インド・イ
ラン学）と名和隆乾講師（インド初期仏教）を常勤教員とし、学
部生、大学院生、研究生等を合わせて十数名の学生が在籍している。
残念ながら数年来助教は取れず、教務補佐員に来てもらっている。
　同窓会ニューズレターへは、私の着任間もない2006年に当時の
河﨑豊助教が「イン哲の『いま』」を寄稿したのが最後だったろ
うか。その後15年で研究室も様変わりした。4階にあった研究室
は耐震工事に伴い3階へ移転。天界からは遠のいたが、部屋は小
綺麗になった。また最近の出来事として、長年研究室を率いてき
た榎本文雄教授（現名誉教授）が2018年度を以て定年退職され（写
真は記念パーティ）、かつて同教授の薫陶を受けた名和隆乾氏が
仏教担当教員として新たに加わった。前出の河﨑氏は当時の研究
室を「『ヴェーダ的思惟から初期仏教・ジャイナ教思想への展開』
という、インド思想史上極めて重要な潮流を歴史的に悉く押えた、
世界的に見ても稀な構成」と紹介しているが、これは阪大イン哲
の旗印として今も殆ど変わっていない。名和講師は堅実な文献学
的研究に加えて、仏教的観点から現代の問題にも取り組んでいる
ほか、コンピュータやデータの活用にも明るく、イン哲の更なる
発展を担うべき期待の若手である。
　学生の研究領域も以前より多様化しており、演習発表では毎回
興味深い報告と活発な議論を聞くことができる。卒業後の進路と
しては、大学院を経て就職することが一般化したほか、教育職に
加え（イン哲らしからぬ？）一般企業に就職する人も増えた。こ
こで培われた論理的思考、批判的精神、忍耐力が様々な場面で遺
憾なく発揮されている（と思う）。私は「人文学は社会に役立つか」
という議論には、一言「人文学は人間に資する」とのみ答えるが、
その人文学を地で行くのがイン哲であると信じている。今直面す
るコロナ禍と研究科改組にもその矜持を持って臨みたい。

文学部・文学研究科では、多くの研究室がそれぞれの同窓会活動を行っています。
今回は、こうした活動のうち、インド哲学と日本語学の活動を紹介します。

阪大イン哲の15年を振り返る� 堂山　英次郎 同窓会企画「あれから10年の会」と�
会報の《短信》・連載企画� 高木　千恵

　

人
文
学
の
苦
境
に
加
え
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
。
こ
う
い
う
時
期
の
退

職
に
つ
い
て
は
複
雑
な
思
い
も
湧
く
の
だ
が
、
二
十
七
年
間
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
阪
大
文
学
研
究
科
／
文
学
部
に
は
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
る
。
文

学
部
の
前
に
所
属
し
た
教
養
部
、
途
中
で
派
遣
教
員
と
し
て
3
年
間
在
籍
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
・
セ
ン
タ
ー
も
含
め
て
、
阪
大
の
環
境
は

「
全
体
を
見
な
が
ら
他
人
の
や
ら
な
い
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
る
」「
複
数
の
世
界

に
ま
た
が
っ
て
活
動
す
る
」
な
ど
の
思
想
が
骨
の
髄
ま
で
し
み
つ
い
て
い
る
私

に
は
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
。
阪
大
に
来
る
前
に
教
え
て
い
た
旧
大
阪
外
大
の
仲
間

た
ち
と
統
合
に
よ
っ
て
再
会
で
き
た
こ
と
も
、
力
に
な
っ
た
。
実
行
力
が
不
十

分
で
聞
き
上
手
で
は
な
い
私
が
、
も
と
も
と
専
攻
し
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
史
・
東

南
ア
ジ
ア
史
以
外
に
、
海
域
ア
ジ
ア
史
と
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
や
ジ
ェ
ン

ダ
ー
史
、
歴
史
教
育
の
高
大
連
携
な
ど
次
々
手
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

そ
う
し
た
阪
大
の
環
境
や
そ
こ
で
の
出
会
い
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
勤

め
て
い
る
う
ち
に
は
阪
大
が
旧
帝
大
中
で
も
っ
と
も
平
凡
で
保
守
的
な
側
面
を

も
つ
こ
と
に
も
気
づ
い
た
が
、
そ
れ
す
ら
今
と
な
っ
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
史
軽

視
へ
の
怒
り
を
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
バ
ネ
と
す
る
私
を
鍛
え
て
く
れ
た
も
の
と
理

解
で
き
る
。

　

私
の
力
不
足
や
軽
率
の
せ
い
で
失
敗
し
た
り
同
僚
・
学
生
に
迷
惑
を
か
け
た

こ
と
も
多
々
あ
る
が
、
良
い
思
い
出
や
達
成
感
も
数
多
い
。
な
か
で
も
「
合
同

演
習
」「
英
語
ゼ
ミ
」
な
ど
を
中
核
と
す
る
阪
大
東
洋
史
独
特
の
教
育
シ
ス
テ

ム
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
る
べ
く
、
外
国
語
学
部
の
東
南
ア
ジ
ア
各
言
語
専
攻
や

海
域
ア
ジ
ア
史
と
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
そ
れ
に
歴
史
教
育
な
ど
外
部
の

諸
活
動
と
つ
な
げ
、
留
学
や
海
外
調
査
、
国
際
学
会
に
も
学
生
を
引
っ
張
り
出

す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
経
験
は
、
人
文
学
の
教
育
に
お
け
る
体
系
性
・
系
統

性
の
軽
視
に
強
烈
な
不
満
を
も
っ
て
い
た
私
に
は
得
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
進
め
た
教
養
教
育
で
の
講
義
「
市
民
の
た
め
の
世
界
史
」
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
と
教
科
書
の
編
纂
、
専
門
課
程
で
の
「
歴
史
学
方
法
論
講
義
」
の
設
計

（
教
科
書
編
纂
を
退
職
ま
で
に
完
成
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
非
力
が
悔
や
ま
れ
る

が
）
な
ど
の
活
動
は
、
同
僚
た
ち
や
高
校
教
員
の
協
力
・
助
言
の
お
か
げ
で
、

東
洋
史
の
教
育
シ
ス
テ
ム
と
同
様
、
現
代
日
本
の
状
況
に
照
ら
し
て
圧
倒
的
な

先
進
性
を
も
つ
も
の
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
い
る
。「
注
文
の
多
す
ぎ
る
」
こ

れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
と
格
闘
し
な
が
ら
立
派
な
研
究
者
・
教
員
や
社
会
人
に
な
っ

た
卒
業
・
修
了
生
諸
君
に
は
賞
賛
の
念
し
か
な
い
。
皆
さ
ん
、
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

同窓生の鈴木輝子さん（昭39卒）より、他にも多
くの同窓生が在籍されている待兼山俳句会が出
された合同句集「待兼山」を贈呈していただきま
した。待兼山句会では、阪大関係者であればどな
たでも大歓迎とのことです。
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　文学部創立60周年（平成20年）の折に創設しました「教育ゆめ基金」は、文学部・文学研究科の教育
活動を支援していただくための基金です。この基金は、人文学教育の国際化、学生の海外留学支援、
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。2013年秋に大阪大学「未来基金」と窓口統合したことにより、いっそう多くの同窓生ならびに
教職員の皆様より、2020年度総計95万9千円のご寄付をいただきました。ご厚情に心よりお礼申し上げ
ますとともに、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。� （文学研究科長　三谷�研爾）

◆「教育ゆめ基金」のご報告◆
いつでも、お心のままにご寄付いただければ幸いです

 2020年1月〜2020年12月「教育ゆめ基金」寄付者リスト（敬称略・五十音順）

◆「教育ゆめ基金」の支出（見込）（2020年4月－2021年3月）
◦文学研究科大学院生海外調査等助成　230,000円（1名分）　計 230,000円
※2020年度末残額（見込）：12,051,000円

深水香津子
吉田　優子
森本　慶太
森下　育浩
森島　貴志
中邑　　勝

林　　晃弘
小林　晴美
筒井　信一
渡辺　義嗣
志水紀代子
若田　田美

藤田　隆則
石原　　実
上山　　泰
荒牧　典俊
粟屋美知代
井上　雅一

横地　隆弘
磯島　啓子
宮川　文子
小林　正人
北村　麻子
浦﨑なぎさ

江川　　温
河上　誓作
藤井　弥生
伊地知仁子
このほか、氏名掲載を
希望されない方16名

事
務
局
便
り

●
お
知
ら
せ

◇『
文
学
部
・
文
学
研
究
科　

卒
業
生
・
修
了
生
名
簿
』（
二
〇
一
七
年
版
）
に
つ
い
て

　
二
〇
一
七
年
三
月
刊
行
の
『
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
卒
業
生
・
修
了
生

名
簿
』
ご
購
入
を
随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。
頒
価
（
五
千
四
百
円
・
送
料
込
）
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
、新
規
に
同
窓
会
終
身
会
費（
一
万

円
）
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
方
の
う
ち
、
希
望
さ
れ
る
方
に
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
。

　
ご
購
入
希
望
の
場
合
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
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◇
同
窓
会
へ
の
ご
寄
付
に
つ
い
て

　
同
窓
会
で
は
、寄
付
金
（
一
口
二
千
円
）
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
、

た
く
さ
ん
の
方
に
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引

き
続
き
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
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
。

●
大
阪
大
学
文
学
部
・
文
学
研
究
科
同
窓
会

◆
会　
　

長
：
玉
井　
　

暲
（
S
四
四
卒
）

◆
副
会
長
：
村
田　

路
人
（
S
五
二
卒
）	

服
部　

典
之
（
S
五
六
卒
）

　
　
　
　
　
　

澤
田　

有
紀
（
S
六
〇
卒
）

◆
事
務
局
メ
ン
バ
ー

　

事
務
局
長
：
舟
場　

保
之
（
S
六
一
卒
）

　

総　
　

務
：
高
木　

千
恵
（
H
一
〇
卒
）

　

会　
　

計
：
西
田
有
利
子
（
S
五
六
卒
）

　

企　
　

画
：
田
口
宏
二
朗
（
H
六
卒
）	

田
中　

英
理
（
H
一
〇
卒
）

　

広　
　

報
：
斎
藤　

理
生
（
H
一
〇
卒
）	

中
尾　
　

薫
（
H
一
五
修
）

　
事
務
局
補
佐
：
米
田　
　

恵
（
Ｒ
二
修
）

●
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
.let.osaka-u.ac.jp/dousou/

●
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
…dousoukai@

let.osaka-u.ac.jp

【
名
簿
購
入
代
金・終
身
会
費
の
お
支
払
い
、ご
寄
付
の
受
付
】

　
口
座
番
号
　
0
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

　
＊
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
。

◆第11回大阪大学文学部・文学研究科同窓会講座についてのお知らせ
令和３年度の同窓会講座は、開催延期となった令和２年度講座の金水敏教授（文学研究科・国語学）によるご講演を予定し
ておりました。しかし、現況のCOVID-19の感染状況を踏まえ、残念ながら、開催を見送ることとなりました。オンライン開催の
可能性も考慮いたしましたが、同窓会という性質上、対面での交流も講座の役割の一つであろうと思います。みなさまのご健
康と安全を祈りつつ、いつか対面でお会いできる日を楽しみにしております。
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