
　

大
学
の
専
攻
は
国
文
学
だ
っ
た
。
四
年
間
好
き
な
文
学
の
勉
強
を

し
て
皆
と
同
じ
よ
う
に
就
職
活
動
を
し
、
社
会
に
出
て
い
く
の
だ
ろ

う
と
漠
然
と
考
え
て
い
た
大
学
一
年
の
冬
、
就
職
に
有
利
に
な
れ
ば

程
度
の
思
い
で
参
加
し
た
英
語
研
修
が
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
。
各

国
か
ら
集
ま
っ
た
学
生
と
机
を
並
べ
て
学
ん
だ
が
、
特
に
親
し
く
な

れ
た
の
は
中
国
や
韓
国
の
学
生
た
ち
で
、
色
々
な
意
味
で
彼
ら
は
日

本
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
。
対
し
て
自
分
は
隣
国
の
歴
史
、
文
化
、

ま
た
言
語
に
つ
い
て
い
か
に
無
関
心
で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
り
、
帰

国
後
に
中
国
語
と
韓
国
語
の
勉
強
を
始
め
た
の
だ
っ
た
。

　

当
時
（
九
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
）、
中
国
語
は
大
人
気
で
母
校
に

は
初
級
だ
け
で
二
〇
ク
ラ
ス
あ
り
、
さ
ら
に
抽
選
が
行
わ
れ
て
い
た
。

人
気
に
対
し
て
講
師
数
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
去
年
ま

で
中
国
で
弁
護
士
を
し
て
い
た
と
い
う
方
が
先
生
だ
っ
た
。
ビ
デ
オ

を
見
た
り
歌
を
歌
っ
た
り
楽
し
い
授
業
で
は
あ
っ
た
が
、
言
語
現
象

に
対
す
る
す
っ
き
り
し
た
説
明
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
（
と

い
う
こ
と
を
言
い
訳
に
、
中
国
語
は
中
級
で
挫
折
し
た
）。

　

韓
国
語
の
方
は
、
日
韓
Ｗ
杯
が
二
〇
〇
二
年
、
ヨ
ン
様
ブ
ー
ム
が

二
〇
〇
三
年
、
韓
流
ブ
ー
ム
の
前
夜
で
あ
っ
た
。
韓
国
語
ク
ラ
ス
が

あ
る
大
学
は
稀
で
、
母
校
で
は
初
級
一
ク
ラ
ス
が
か
ろ
う
じ
て
開
講

さ
れ
て
い
た
。
こ
ち
ら
の
先
生
は
、
韓
国
語
が
言
語
的
に
ど
の
よ
う

な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
丁
寧
で
、
運
用
能
力

を
伸
ば
す
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
よ
り
先
生
の
解
説
自
体
が
面
白
か
っ
た
。

発
音
、
文
法
に
つ
い
て
の
先
生
の
解
説
は
、
今
思
え
ば
、
私
が
初
め

て
触
れ
た
音
韻
論
で
あ
り
、
文
法
論
で
あ
り
、
対
照
言
語
学
だ
っ
た
。

そ
の
先
生
は
、
東
京
外
国
語
大
学
教
授
（
当
時
）
の
野
間
秀
樹
先
生

で
、
週
に
一
度
、
他
大
学
の
語
学
講
座
を
担
当
さ
れ
て
い
た
お
か
げ

で
、
私
は
何
も
知
ら
ず
に
言
語
学
の
研
究
者
か
ら
初
級
を
教
え
て
い

た
だ
く
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
恩
送
り
」の
バ
ト
ン

幸
松 

英
恵

　

言
語
そ
の
も
の
に
興
味
を
抱
い
た
私
は
、
現
地
で
学
ぼ
う
と
翌
年

の
冬
、
二
ヶ
月
の
語
学
研
修
に
参
加
を
決
め
、
厳
寒
の
金キ
ン
ポ浦

空
港
に

降
り
立
っ
た
。
本
学
の
協
定
校
で
あ
る
韓
国
外
国
語
大
学
の
語
学
堂

で
会
っ
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
は
韓
国
人
の
夫
を
持
つ
奥
さ
ん
た
ち
、
韓

国
外
大
の
外
国
語
教
員
、
そ
し
て
、
税
金
対
策
の
た
め
に
来
た
（
今

で
も
そ
の
理
屈
は
謎
）
と
い
う
青
森
の
漁
師
の
お
じ
さ
ん
だ
っ
た
。

ド
ラ
マ
や
Ｋ
‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
が
好
き
で
学
ん
で
い
る
と
い
う
学
生
は
皆
無

の
時
代
で
あ
っ
た
。

　

担
任
は
、
崔チ
ェ

先
生
と
い
う
威
勢
の
い
い
女
性
で
、
何
故
か
学
生
全

員
を
オ
ン
ニ
、
オ
ッ
パ
と
呼
ん
だ
。
年
下
の
私
を
「
オ
ン
ニ
（
お
姉

さ
ん
）」
と
呼
ぶ
の
も
、
学
生
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
青
森
の
お
じ
さ

ん
を
「
オ
ッ
パ
（
お
兄
さ
ん
）」
と
呼
ぶ
の
も
普
通
で
は
な
い
。
し

か
し
下
は
一
〇
代
か
ら
上
は
六
〇
代
ま
で
の
ク
ラ
ス
の
中
で
、
先
生

が
一
様
に
（
愛
嬌
を
込
め
て
）
学
生
を
「
姉
さ
ん
兄
さ
ん
」
と
呼
ぶ

の
は
、
先
生
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
相
ま
っ
て
奇
妙
な
団
結
感
を
生
ん

で
い
た
。す
ぐ
に
日
本
語
を
話
し
始
め
る
青
森
の
漁
師
さ
ん
に「
オ
ッ

パ
！　

ア
ン
デ
ヨ
（
ダ
メ
で
す
よ
）」
と
注
意
し
て
も
角
が
立
た
ず
、

ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
流
せ
る
雰
囲
気
づ
く
り
に
役
立
っ
て
い
た
。
み
ん

な
崔
先
生
が
好
き
で
、
今
思
え
ば
彼
女
か
ら
は
「
明
る
い
雰
囲
気
づ

く
り
」
や
「
ク
ラ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
学
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　

そ
の
後
、
言
語
学
を
本
格
的
に
学
ぼ
う
と
本
学
の
大
学
院
に
進
学

し
、
先
生
方
の
薫
陶
を
受
け
、
最
終
的
に
は
研
究
者
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
っ
た
。
学
部
時
代
国
文
学
を
学
ん
で
い
た
自
分
が
日
本
語
研

究
者
の
端
く
れ
と
し
て
本
学
に
席
を
得
て
、
日
本
語
教
育
に
も
携

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
時
々
と
て
も
不
思
議
に
思
う
。
こ
こ
に
至
る
道

程
に
お
い
て
、
言
語
学
の
面
白
さ
、
外
国
語
学
習
の
楽
し
さ
を
教
え

て
く
れ
た
先
生
方
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
は
翻
っ
て
、
今
の
自
分
の
振
る
舞
い
が
学
生
に
影
響
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
肝
銘
の
上
で
、
受
け
た
恩
を

次
代
に
送
る
「
恩
送
り
」
が
で
き
る
よ
う
、
日
々
の
研
究
に
、
授
業

に
励
む
の
み
で
あ
る
。

ゆ
き
ま
つ
・
は
な
え　

大
学
院
国
際
日
本
学
研
究
院
准
教
授
。
専
門
は
日
本
語
学
。
著

書
に
『
初
中
級
か
ら
は
じ
め
る
日
本
語
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
ー
ク
』（
共
著
、
く
ろ
し

お
出
版
、
二
〇
二
三
年
）
な
ど
が
あ
り
、
論
文
に
「
事
情
を
表
わ
さ
な
い
ノ
ダ
は
ど

こ
か
ら
来
た
の
か
―
―
近
世
後
期
資
料
に
見
る
ノ
ダ
系
表
現
の
様
相
」『
東
京
外
国
語

大
学
国
際
日
本
学
研
究
』
プ
レ
創
刊
号
（
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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