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高
橋
啓
太 

 

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
日
本
文
学
科
の
主
任
を
務

め
ま
す
高
橋
で
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に

伴
い
、
本
学
で
は
昨
年
度
前
期
は
一
部
授
業
を
除
い

て
ほ
ぼ
最
後
ま
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
継
続
し
ま

し
た
。
後
期
か
ら
は
教
室
の
収
容
人
数
を
半
分
に
減

ら
し
て
対
面
授
業
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
現
二
回
生

は
昨
年
度
、
入
学
時
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
除
い
て
後
期

ま
で
ほ
と
ん
ど
大
学
に
入
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か

っ
た
わ
け
で
、
精
神
的
に
大
変
な
半
年
間
を
送
っ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
教
育
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
本
年
度
も
試
行
錯
誤
を
行
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
日
本
で
も
二
月
か
ら
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
開

始
さ
れ
ま
し
た
が
、
感
染
収
束
の
兆
し
が
見
え
て
く

る
ど
こ
ろ
か
、
関
西
圏
を
中
心
に
感
染
者
は
増
加
し

続
け
、
京
都
・
大
阪
・
兵
庫
で
は
４
月
25
日
か
ら
再

び
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
ま
し
た
。
本
稿
執
筆

時
点
（
五
月
中
旬
）
で
も
宣
言
は
解
除
さ
れ
て
い 

      

  

ま
せ
ん
。
大
学
全
体
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
切

り
替
え
る
と
い
う
方
針
は
出
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
受
講
者
が
一
定
数
を
超
え
る
科
目
は
す
で
に
オ

ン
デ
マ
ン
ド
授
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
す
の
で
、
本
通
信
に
も
記
載

し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
誠
に
残
念
な
が
ら
、
本
年

度
の
日
本
文
学
科
公
開
講
演
会
は
昨
年
度
に
続
い

て
中
止
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
人
数
制
限
を
設

け
て
の
開
催
や
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
も
検
討
し
ま
し

た
が
、
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 
本
年
度
の
学
科
の
教
員
体
制
に
つ
き
ま
し
て

は
、
専
任
教
員
が
、
下
野
健
児
先
生
（
書
道
）、
橋

本
行
洋
先
生
（
日
本
語
学
）、
秦
美
香
子
先
生
（
現

代
文
化
）、
神
田
邦
彦
先
生
（
中
世
文
学
）、
高
橋
（
近

現
代
文
学
）
の
五
人
体
制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
特
任
教
授
と
し
て
引
き
続
き
、
曽
根
誠
一
先
生

（
中
古
文
学
）
に
は
講
義
・
演
習
を
ご
担
当
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。 

書
道
コ
ー
ス
で
は
、
引
き
続
き
客
員
教
授
と
し
て

真
神
巍
堂
先
生
（
卒
業
制
作
担
当
）、
嘱
託
教
授
と

し
て
森
田
彦
七
先
生
（
漢
字
）、
日
比
野
実
先
生
（
か

な
）
に
書
道
実
技
を
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
す
。 

最
後
に
、
新
入
生
に
関
す
る
情
報
で
す
。
一
昨
年

度
・
昨
年
度
と
日
本
文
学
科
の
新
入
生
は
定
員
の

六
十
五
名
を
超
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
度
の

新
入
生
は
四
十
九
名
と
定
員
を
下
回
り
ま
し
た
。

本
学
科
の
み
が
低
調
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

本
学
全
体
と
し
て
厳
し
い
結
果
で
し
た
。
大
規
模

私
大
の
定
員
抑
制
の
効
果
が
薄
れ
て
き
た
こ
と

や
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
本
学
の
宣
伝
機
会
の
減

少
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
キ

ャ
ン
パ
ス
や
高
校
へ
の
出
張
講
義
を
通
し
て
日

本
文
学
科
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
教
員
一
同
、

よ
り
一
層
努
力
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
本
学
准
教
授
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「
日
本
文
学
科
通
信
」
は
、
例
年
六
月
頃
に
お

届
け
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
諸
般
の
事

情
に
よ
り
刊
行
が
遅
れ
、
年
を
越
し
て
の
刊
行
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

早
く
か
ら
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
、

本
通
信
を
心
待
ち
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
み

な
さ
ま
に
は
大
変
申
し
訳
な
く
存
じ
て
お
り
ま

す
。
今
後
は
こ
の
よ
う
な
不
手
際
が
無
い
よ
う
心

が
け
て
参
り
ま
す
の
で
、
な
に
と
ぞ
ご
寛
恕
賜
り

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
編
輯
担
当 

橋
本
行
洋
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三
年
前
、
東
京
の
古
書
肆
の
目
録
に
、「
為
頼
集
」

の
江
戸
期
写
本
が
あ
る
の
を
見
て
、
入
手
し
た
。
こ

の
家
集
に
つ
い
て
は
、
専
任
と
し
て
初
め
て
勤
務
し

た
、
北
九
州
市
に
あ
る
女
子
大
学
に
い
る
時
、
東
京

か
ら
九
州
北
部
の
女
子
大
学
に
赴
任
し
て
い
る
知

人
と
、
梅
光
女
学
院
大
学
に
お
ら
れ
た
森
田
兼
吉
先

生
に
お
願
い
し
て
、
先
生
の
教
え
子
や
九
州
大
学
の

卒
業
生
等
に
参
加
い
た
だ
い
て
、
筑
紫
平
安
文
学
会

を
創
っ
た
。
そ
の
最
初
の
輪
読
作
品
は
、
知
人
が
修

士
論
文
で
扱
っ
た
「
為
頼
集
」
で
、
注
釈
書
刊
行
（9

4

年
）
の
折
、「
『
為
頼
集
』
の
伝
本
」
を
担
当
し
た
つ

な
が
り
が
あ
っ
た
。 

 

入
手
し
た
写
本
は
、
個
人
所
蔵
の
た
め
に
、
調
査

で
き
な
か
っ
た
田
中
教
忠
氏
本
で
あ
り
、
猪
苗
代
兼

宜
本
の
異
文
も
、
青
筆
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
と
賀
茂
季
鷹
旧
蔵

の
山
本
家
本
を
加
え
て
、「
『
為
頼
集
』
の
伝
本
・
追

考
」
を
、
昨
春
の
文
学
部
紀
要
に
投
稿
し
た
。 

 

加
え
て
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
に
、
谷
山
茂
氏

旧
蔵
の
「
為
頼
集
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
情
報
セ
ン
タ
ー
を
通
し
て
複
写
を
お
願
い
し
、

本
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

 

入
手
し
た
「
為
頼
集
」
に
は
、
「
道
成
集
」
が
合

綴
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
校
本
を
作
り
、
解
題
を

執
筆
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
小
沢

芦
庵
本
の
写
本
で
あ
る
今
治
市
立
河
野
美
術
館
本
・

龍
谷
大
学
本
・
水
口
図
書
館
本
は
、
十
年
余
り
前
に
、

科
学
研
究
費
の
支
給
を
得
て
調
査
し
て
い
て
、
複
写

が
手
元
に
あ
り
、
神
宮
文
庫
本
と
尊
経
閣
文
庫
本
の

複
製
本
も
、
昨
年
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

 

残
る
小
川
寿
一
氏
本
は
、
研
究
室
の
机
辺
を
整
理

し
て
い
て
、
九
年
前
の
東
京
の
古
書
肆
の
目
録
に
、

書
誌
と
巻
頭
一
面
の
カ
ラ
ー
写
真
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
い
た
（
現
在
の
所
蔵
者
は
不
明
）。

慶
応
義
塾
図
書
館
本
は
、
情
報
セ
ン
タ
ー
を
通
し
て
、

複
写
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
合
綴
さ
れ
た
「
惟
宗

広
言
集
」
も
含
め
て
、
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
た
。芦
庵
本
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
蔵
書
印
か
ら
、

芦
庵
門
下
の
瀧
原
豊
常
旧
蔵
本
で
あ
り
、
芦
庵
自
筆

本
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。 

（
冷
泉
為
頼
筆
和
歌
懐
紙
［
慶
應
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
蔵
］） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

詳
細
を
詰
め
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
だ
が
、
勤
務

の
晩
年
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
補
い
、
深
め
る

こ
と
の
で
き
る
幸
運
が
、
続
け
て
起
こ
り
、
く
す

し
き
因
縁
、
つ
な
が
り
を
実
感
し
て
い
る
。 

 

作
品
を
読
み
直
し
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る

研
究
の
一
方
で
、
地
味
な
が
ら
、
伝
本
調
査
を
重

ね
て
事
実
を
把
握
し
、
積
み
上
げ
る
こ
と
で
理
解

が
深
ま
る
研
究
を
、
楽
し
ん
で
い
る
。 

（
本
学
特
任
教
授
） 

 
 

（
曽
根
誠
一
先
生
［
一
九
九
〇
年
］） 

（
曽
根
誠
一
先
生
［
近
影
］） 
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珈
琲
店
に
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山
﨑
知
子 

 

花
園
大
学
で
の
在
職
歴
が
長
く
な
る
に
つ
け
、
経

験
か
ら
こ
の
場
面
は
こ
う
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

今
年
福
岡
出
張
の
帰
り
に
自
家
焙
煎
珈
琲
店
に

寄
っ
た
。
二
〇
年
ほ
ど
前
に
開
店
し
た
店
で
漆
喰
の

壁
が
珈
琲
の
焙
煎
に
燻
さ
れ
、
ま
だ
ら
模
様
に
な
っ

て
い
る
。
茶
色
で
統
一
さ
れ
た
店
内
に
京
都
の
有
名

な
茶
筒
に
珈
琲
豆
が
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
ネ
ル
を
店

主
が
手
縫
い
す
る
こ
だ
わ
り
の
珈
琲
店
で
あ
る
。
窓

に
入
り
込
む
西
陽
を
感
じ
な
が
ら
ネ
ル
ド
リ
ッ
プ

で
濃
く
抽
出
さ
れ
た
珈
琲
を
堪
能
し
た
。
そ
の
時
に

思
い
出
し
た
の
が
、
か
つ
て
京
都
に
存
在
し
た
小
さ

な
珈
琲
店
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

私
は
五
年
ほ
ど
前
か
ら
自
家
焙
煎
珈
琲
に
興
味

が
あ
る
。
阪
急
西
院
駅
近
く
の
小
さ
な
珈
琲
店
が
お

気
に
入
り
だ
っ
た
。
ほ
ぼ
誰
も
お
ら
ず
、
若
い
店
主

か
ら
珈
琲
の
蘊
蓄
を
聞
き
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
過

ご
す
の
が
好
き
だ
っ
た
。
あ
る
秋
の
雨
の
日
、
若
い

同
僚
と
帰
途
が
一
緒
に
な
っ
た
。
彼
女
の
家
の
近
所

で
も
あ
る
珈
琲
店
へ
一
緒
に
行
き
珈
琲
を
飲
ん
だ
。

彼
女
の
通
勤
仲
間
で
あ
る
男
性
同
僚
も
珈
琲
好
き

で
、
別
の
日
に
三
人
で
珈
琲
を
飲
み
に
も
行
っ
た
。

私
は
二
人
の
同
僚
と
も
に
仕
事
で
密
接
に
絡
む
こ

と
は
な
く
、
珈
琲
が
つ
な
い
だ
縁
だ
と
思
っ
て
い
た
。 

 

そ
の
翌
年
の
三
月
に
女
性
同
僚
は
結
婚
退
職
、
男

性
同
僚
は
地
元
へ
の
転
職
が
決
ま
り
、
大
学
を
離
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
送
別
会
は
そ
の
珈
琲
店
で
と
決

め
、
三
人
で
珈
琲
を
飲
ん
だ
。
そ
の
時
の
状
況
は
私

を
含
め
た
三
人
の
大
学
教
職
員
で
あ
る
客
と
珈
琲

店
の
店
主
と
考
え
て
い
た
。
後
に
わ
か
る
こ
と
だ
が

店
主
は
関
東
へ
の
店
舗
移
転
を
考
え
て
お
り
、
実
は

京
都
を
離
れ
る
三
人
と
残
る
私
と
い
う
状
況
で
も

あ
っ
た
。 

 

こ
の
例
の
よ
う
に
一
つ
の
物
事
は
あ
る
一
面
か

ら
見
た
状
況
と
異
な
る
面
を
見
せ
る
。
花
園
大
学
は

二
〇
二
二
年
に
学
園
創
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
少

し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
。
教
職
員
の
退
職
や
就
任
も

多
く
、
私
は
い
つ
の
間
に
か
中
堅
か
古
参
職
員
に
押

し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
新
任
教
職
員
に
は
大
学
の
こ

と
を
教
え
る
も
の
と
思
っ
て
き
た
が
そ
う
で
は
な

い
。
他
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
言
え
る
価
値
観

や
長
く
花
園
大
学
に
い
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い

刺
激
を
貰
う
毎
日
で
あ
る
。
こ
れ
も
物
事
の
一
面
を

見
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
事
で
あ
る
。
今
後
は
一

面
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
そ
の
他
の
面
で
は
ど

う
見
え
る
か
を
考
え
な
が
ら
仕
事
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。 

 
 
 
 

（
一
九
九
二
年
度
卒
業
生
） 
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私
は
現
在
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
学
習

塾
で
の
子
ど
も
達
へ
の
学
習
や
療
育
の
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。
当
時
花
園
大
学
で
書
を
学
ん
で

い
た
頃
の
自
分
は
、
今
の
こ
の
状
況
を
想
像
す
る

事
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
当
時
は
現
在
と
全
く
異
な
る
目
標
を

掲
げ
て
い
た
か
ら
で
す
。 

大
学
在
学
中
に
将
来
の
事
を
考
え
、
就
職
で
は

な
く
大
学
院
へ
と
進
学
し
、
将
来
的
に
は
書
道
科

の
教
員
と
し
て
働
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

大
学
院
に
進
学
さ
れ
、
書
道
科
の
教
員
と
し
て
働

か
れ
て
い
る
先
輩
と
接
し
て
「
尊
敬
す
る
先
輩
の

よ
う
に
な
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が

主
な
理
由
で
す
。
そ
し
て
大
学
卒
業
後
、
大
阪
教

育
大
学
の
大
学
院
（
教
育
学
研
究
科
・
美
術
研
究

コ
ー
ス
）
に
進
学
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
全
く
新
し
い
環
境
に
馴
染
む
こ
と
が

出
来
ず
、
さ
ら
に
難
易
度
の
高
い
課
題
に
追
わ
れ

る
日
々
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
心
身
の
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
は

一
年
足
ら
ず
で
大
学
院
を
自
主
退
学
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
地
元
に
戻
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
こ
な
す

日
々
が
続
き
、
別
の
会
社
に
正
社
員
と
し
て
も
働

き
ま
し
た
が
長
続
き
せ
ず
、
ま
た
ア
ル
バ
イ
ト
の

日
々
が
続
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
偶
然
ご
縁
が

あ
っ
て
今
の
仕
事
に
携
わ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
私
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
だ
け
で
も
本
当
に
多
く
の
出
来
事

を
経
験
し
、
そ
し
て
そ
の
経
験
か
ら
多
く
の
事
を
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学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

自
分
の
内
面
的
な
特
性
を
少
し
ず
つ
理
解
で
き

た
事
、
自
分
の
周
り
に
は
自
分
の
知
り
え
な
い
感
情

が
無
数
に
存
在
し
て
い
る
事
、
自
分
以
上
に
困
っ
て

い
る
人
達
が
い
て
、
そ
の
人
達
の
手
助
け
を
す
る
事

の
大
事
さ
等
、
列
挙
し
き
れ
な
い
程
で
す
。 

現
在
働
い
て
い
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や

学
習
塾
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
子
ど
も
達
と
接
す
る
機
会

が
あ
り
ま
す
。 

悩
み
を
抱
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
子
、
発
達
障
害
や
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト

ラ
ム
症
等
で
日
々
の
生
活
や
学
習
で
支
障
を
き
た

し
て
い
る
子
も
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
子
ど
も
達
や

家
族
へ
の
支
援
を
計
画
し
、
実
行
す
る
事
が
私
の
現

状
で
す
。 

大
学
生
の
頃
に
掲
げ
て
い
た
将
来
の
目
標
と
現

状
、
全
く
異
な
り
ま
す
が
、
私
は
誇
り
を
も
っ
て
今

の
仕
事
が
出
来
て
い
ま
す
。
本
当
に
幸
せ
な
事
で
す
。 

今
後
も
自
分
の
こ
れ
ら
の
経
験
に
基
づ
い
た
考
え

や
思
い
が
、
悩
み
を
抱
え
て
い
る
誰
か
の
手
助
け
に

繋
げ
ら
れ
る
よ
う
に
模
索
し
て
い
き
ま
す
。 

（
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生
） 

         

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

編
輯
後
記 

 

◆
本
年
度
を
以
て
曽
根
誠
一
教
授
が
御
退
休
に

な
る
。
し
か
し
御
本
人
を
見
て
い
る
と
、
凡

そ
「
御
退
休
」
と
は
縁
遠
い
感
じ
で
、
精
力

的
に
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
。「
も
う
歳
だ
か

ら
」
と
最
近
は
口
癖
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る

が
、
そ
れ
も
「
サ
ボ
る
口
実
」（
失
礼
）
と
し

か
思
え
な
い
。
そ
れ
で
も
「
三
月
二
〇
日
ま

で
に
研
究
室
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば…

」
と

お
っ
し
ゃ
る
時
に
少
し
悲
し
げ
な
表
情
を
な

さ
る
。
自
分
も
そ
う
遠
く
な
い
定
年
退
職
の

際
に
、
こ
ん
な
に
格
好
よ
く
振
る
舞
え
る
だ

ろ
う
か
、
と
心
配
に
な
る
今
日
こ
の
頃
で
あ

る
。（
Ｙ
） 

◆
Ｃ
Ｏ
Ⅴ
Ｉ
Ｄ-

19
は
19
ど
こ
ろ
か
22
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
以
前
は
対
面
で
行
っ
て
い
た

行
事
がweb

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久

し
い
。
こ
の
状
況
が
続
く
と
、
将
来
原
状
に

復
帰
し
た
時
（
来
る
の
だ
ろ
う
か
？
）
に
、

元
の
対
面
で
の
や
り
方
を
知
っ
て
い
る
者
が

い
な
く
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
懸
念

が
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。
あ
た
か
も
途
絶
え
た
伝

統
芸
能
や
祭
礼
を
復
活
さ
せ
る
よ
う
な
努
力

が
必
要
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
と
本
気
で

心
配
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（
Ｙ
） 

◆
今
号
は
、
様
々
な
事
情
が
重
な
っ
た
と
は
言

え
、
責
任
者
で
あ
る
私
の
怠
慢
に
よ
っ
て
刊

行
が
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
謹
ん

で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。（
Ｙ
） 

 

 

『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第
13
号 

（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
刊
行
） 

 

【
論
文
】 

・
石
作
皇
子
条
庫
持
皇
子
条
条
の
断
層
試
解―

地

の
文
の
敬
語
表
現
と
世
評
を
手
懸
か
り
に
し
て―

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根 

誠
一 

 

・
西
園
寺
実
兼
編
『
啄
木
調
』
考―

秘
曲
「
啄
木
」

の
口
伝
書 

付
翻
刻―

 
 
 
 

  

神
田 

邦
彦 

 

・
谷
崎
潤
一
郎
「
卍
」―

人
物
像
の
変
遷
に
つ
い
て―

「
女
学
生
こ
と
ば
」
使
用
の
観
点
か
ら―

  

福
田 

博
則 

 

【
研
究
ノ
ー
ト
】 

・
児
童
文
学
作
品
の
翻
訳
・
翻
案
に
見
ら
れ
る
、

文
化
規
範
の
翻
訳 

 
 
 
 

 
 

        
   

秦 

美
香
子 

 

・
受
贈
図
書
目
録 

（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月
） 

 

◇
入
手
希
望
の
在
学
生
は
、
共
同
研
究
室
（
日
本

文
学
・
書
道
）
ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

◇
購
読
を
ご
希
望
の
方
（
卒
業
生
・
一
般
）
は
、 

 

花
園
大
学
日
本
文
学
科
あ
て
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。 


