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わ
が
国
文
学
科
の
歴
史
は
︑
専
攻
と
し
て
認
可
さ
れ
開
校
し
た
一
九
五
四
年
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
頃
一
般
教
育
を
担
当
さ
れ
て

い
た
南
波
浩
先
生
が
中
心
と
な
り
︑
学
内
の
合
意
を
得
て
文
部
省
に
設
置
を
申
請
さ
れ
た
と
聞
く
︒
当
初
夜
間
の
第
二
部
だ
け
で

出
発
し
た
経
緯
︑
学
内
の
手
続
き
に
伴
う
困
難
︑
博
士
後
期
課
程
設
置
の
断
念
︑
専
門
委
員
の
審
査
の
よ
う
す
な
ど
︑
大
変
な
御

苦
労
で
も
っ
て
よ
う
や
く
開
校
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
と
あ
る
ご
と
に
南
波
先
生
か
ら
う
か
が
っ
た
︒
そ
の
後
︑
一

九
八
五
年
に
博
士
後
期
課
程
が
設
置
さ
れ
た
︒
そ
の
間
の
顛
末
に
つ
い
て
は
記
憶
に
新
し
い
が
︑
今
は
措
こ
う
︒

と
も
あ
れ
︑
南
波
浩
・
土
橋
寛
両
先
生
を
始
め
と
す
る
先
生
方
が
専
攻
の
第
一
次
世
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
今
や
国
文
学
科
の

教
員
は
︑
そ
の
謦
咳
に
接
し
え
た
第
二
次
世
代
へ
と
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
す
で
に
第
三
世
代
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
と

い
え
る
︒

さ
て
昨
二
〇
一
三
年
度
は
︑
創
立
一
三
八
年
に
及
ぶ
わ
が
同
志
社
大
学
の
長
い
歴
史
に
と
っ
て
︑
大
き
な
節
目
で
あ
っ
た
︒
振

り
返
れ
ば
︑
一
九
八
〇
年
代
に
一
年
次
・
二
年
次
の
教
育
を
京
田
辺
校
地
で
行
う
こ
と
が
準
備
さ
れ
︑
紆
余
曲
折
の
後
に
実
施
さ

れ
た
田
辺
移
転
の
後
︑
文
学
部
も
二
校
地
に
分
割
さ
れ
た
ま
ま
の
時
代
が
長
く
続
い
た
︒
こ
の
二
校
地
体
制
は
︑
専
門
教
育
・
専

門
研
究
の
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
結
果
的
に
は
学
生
に
も
教
員
に
も
負
担
の
大
き
い
時
代
で
あ
っ
た
︒

今
こ
う
し
て
文
学
部
が
再
び
京
都
市
内
に
戻
っ
て
き
た
現
在
︑
研
究
・
教
育
環
境
も
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
整
備
さ
れ
て
行
く
で

一



あ
ろ
う
︒
特
に
喜
ば
し
い
こ
と
は
︑
学
部
一
年
次
生
か
ら
大
学
院
生
ま
で
が
︑
再
び
同
じ
校
地
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
︑
教
員
か
ら
の
一
方
的
な
指
導
で
は
な
く
︑
学
生
が
相
互
交
流
の
中
で
主
体
的
に
学

ぶ
こ
と
の
で
き
る
環
境
の
整
備
を
︑
ど
の
よ
う
に
具
体
化
し
て
行
く
の
か
が
問
わ
れ
る
に
違
い
な
い
︒
か
つ
て
の
国
文
学
専
攻
が
︑

文
学
部
の
改
組
転
換
に
伴
い
︑
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
国
文
学
科
に
昇
格
し
た
こ
と
は
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
︑
全
国
の
大

学
か
ら
国
文
学
や
日
本
文
学
と
い
う
名
称
が
消
え
つ
つ
あ
る
時
代
に
︑
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
研
究
・
教
育
の
可
能

性
を
開
い
て
行
く
の
か
︑
こ
れ
か
ら
が
本
当
に
大
学
の
実
力
が
問
わ
れ
る
時
代
と
な
る
だ
ろ
う
︒

一
九
六
五
年
に
設
立
さ
れ
た
︑
わ
が
国
文
学
会
も
同
様
で
あ
る
︒
主
た
る
研
究
・
教
育
の
場
が
今
出
川
校
地
へ
戻
っ
た
こ
と
を

機
に
︑
学
会
の
活
動
を
活
性
化
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
︒
研
究
発
表
会
や
講
演
会
の
み
な
ら
ず
︑
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
学
会
の
活
動
が
も
っ
と
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
行
く
よ
う
に
努
め
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
︒

と
り
わ
け
︑
こ
の
記
念
号
に
卒
業
生
で
高
名
な
研
究
者
と
な
ら
れ
た
諸
先
輩
か
ら
︑
活
躍
中
の
新
進
気
鋭
の
方
々
に
至
る
ま
で
︑

こ
れ
ほ
ど
揃
っ
て
御
寄
稿
い
た
だ
け
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
︑
僭
越
な
が
ら
会
を
代
表
し
て
心
か
ら
の
謝
意
を
表

し
た
い
︒
こ
の
記
念
号
が
国
文
学
会
の
成
果
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
今
後
の
研
究
・
教
育
を
切
り
開
く
可
能

性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
︒
同
時
に
︑
諸
賢
に
お
か
れ
て
は
今
後
と
も
変
わ
ら
ず
国
文
学
会
に
御
叱
正
を
賜
り
た
い
と
切

に
願
う
も
の
で
あ
る
︒

二


