
本
年
度
よ
り
、
国
文
科
の
専
任
講
師
と
し
て
着
任
致
し
ま
し
た
、
松
浦
史
子

と
申
し
ま
す
。

以
下
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
経
緯
と
、
現
在
行
っ
て
い
る
研
究
に
つ
い

て
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

早
稲
田
大
学
文
学
部
で
は
、
東
洋
史
を
学
び
ま
し
た
。
卒
業
論
文
に
は
、
日

中
関
係
史
を
や
り
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
遣
隋
使

・
小
野
妹
子
が

「
日
出
る

と
こ
ろ
の
天
子
」
か
ら
書
簡
を
持
参
し
た
と
の
故
事
で
名
高
い
、
隋
の
場
帝
を

選
び
ま
し
た
。
そ
の
際
の
資
料
調
査
に
あ
た
っ
て
初
め
て
、
隋
唐
時
代
に
先
行

す
る

「六
朝
」
と
い
う
時
代
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
異
民
族
と
の
衝
突

に
よ
り
中
国
が
南
北
に
分
断
さ
れ
、
旧
来
の
価
値
体
系
が
大
き
く
変
容
を
来
し

た
、
動
乱
の
時
代
独
特
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
套
き
の
よ
う
な
も
の
が
、
と
て
も
印

象
深
く
残
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
東
京
大
学
の
文
学
部

・
中
国
文
学
科
に
学
士
入
学
し、

戸
倉
英
美

教
授
の
指
専
下
に
入
り
ま
し
た
。
典
味
の
対
象
は
、
混
沌
と
し
た

エ
ネ
ル
ギ
ー

を
持
つ

「六
朝
」
と
い
う
時
代
に
こ
そ
開
花
し
え
た
絵
画
と
文
学

・
宗
教
に
向

か
い
、
世
界
最
古
の
画
論
で
あ
る
顧
撹
之
の

「
画
雲
台
山
記
」
と
神
仙
道
教
の

松

浦

史

子

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て

附
・

今
後
の
展
望

〈
私
の
研
究
〉

関
わ
り
に
つ
い
て
、

二
つ
め
と
な
る
卒
業
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
修
士
過
程
入

学
以
降
は
、
神
話

・
神
仙
世
界
へ
の
さ
ら
な
る
興
味
か
ら
、
奇
異
な
図
像
を
伴

う
中
国
最
古
の
神
話
的

『
山
海
経
』
の
六
朝
時
代
に
お
け
る
受
容
に
、
研
究
テ
ー

マ
を
定
め
ま
し
た
。

博
士
過
程
に
入
学
し
て
か
ら
は
、

『
山
海
経
』
と
い
う
書
物
が
、
動
乱
の
漢

魏
晋
南
北
朝
時
代
に
活
き
た
人
々
の
思
想
や
文
学
に
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
、
と
く
に
六
朝
時
代
の
初
め
の
詩
人
に
し
て
博
物
学
者
で
あ

る
郭
瑛
と
、
六
朝
末
の
詩
人

・
江
沌
と
い
う
二
人
の
文
人
を
採
り
上
げ
検
討
し

ま
し
た
。
郭
瑛
は

「山
海
経
』
最
古
の
注
釈
者
と
し
て
有
名
で
す
が
、

一
方
の

江
滝
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

『山
海
経
」
受
容
史
で
は
ま
っ
た
く
採
り
上

げ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
江
滝
が
『
山
海
経
』
の
欠
落
部

分
を
補
う
ぺ
く
自
ら

「
赤
県
経
」
と
い
う
書
物
を
編
梨
し
た
と
い
う
史
実
な
ど

に
注
目
し
、
江
滝
に
も
古
来
の
神
話
的
地
誌
『
山
海
経
』

へ
の
学
究
的
受
容
が

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

『
山
海
経
」
の

最
古
の
注
釈
者

・
郭
瑛
と
の
間
に
成
立
し
た
著
名
な

「五
色
の
筆
（
江
滝
才
尽
）」

故
事
を
再
考
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
江
滝
論
の
作
成
に
挑
み
ま
し
た
。

博
士
論
文

「六
朝
文
学
に
於
け
る

「
山
海
経
』
の
受
容
に
つ
い
て

一
郭
瑛
と

江
滝
を
中
心
に
」
（
二
0
0九
年
、
東
京
大
学
に
提
出
、
学
位
取
得
論
文
）
の

骨
子
に
な
る
の
は
、
郭
瑛
と
江
滝
の
文
学
的
継
承
関
係
を
踏
ま
え
た
、

『
山
海
経
」

の
受
容
研
究
で
す
が
、
郭
嘆
に
関
す
る
考
察
が
不
十
分
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま

ず
江
滝
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
経
緯
に
も
よ
り
ま
す
。
漢
以
降
の
識
緯

思
想
の
影
響
の
も
と
、
古
来
の
原
始
的
吉
凶
観
を
も
つ

『
山
海
経
』
の
異
形
の

動
植
物

・
神
格
を
該
期
の
政
治
と
も
深
く
か
か
わ
る
瑞
祥
と
し
て
受
容
し
、
そ
れ

を
初
め
て

『
山
海
経
図
讃
」
と
い
う
文
学
の
形
に
仕
立
て
た
の
は
、
六
朝
始
め
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の
郭
瑛
で
し
た
。
瑞
祥
が
異
形
な
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
こ
と
自
体
、
実
は
大
き
な

研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
目
下
、
検
討
中
の
課
題
な
の
で
す
が
ー
。
と
も
あ
れ
博

士
論
文
の
提
出
後
は
、
こ
の
郭
瑛
の
瑞
祥
観
念
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
漢
代

に
お
け
る
異
形
の
瑞
祥
と
異
形
の
博
物
志

『
山
海
経
」
の
関
わ
り
を
推
測
し
つ

っ
、
漢
魏
六
朝
時
代
に
作
成
さ
れ
た
、
神
話
的
図
像
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
ま

し
た
。
（
以
上
、
博
士
論
文
の
ほ
か
『
山
海
経
』
の
図
像
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『漢
魏
六
朝
に
お
け
る

「山
海
経
」
の
受
容
に
つ
い
て
神
話
の
時
空
と
文
学

・

図
像
」
汲
古
書
院
、
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

・

研
究
成
果
公
開
促
進
費

〔課
題
番
号
2
3
5
0
4
6
〕
二
〇
―

ニ

・
三
に
所
収
。）

『
山
海
経
」
が
図
像
を
伴
う
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
を
代

表
す
る
著
名
な
六
朝
詩
人

・
陶
淵
明
の
「
聞
『
山
海
経
』
」
や
、
同
じ
く
六
朝

時
代
始
め
の
博
物
学
者

・
郭
瑛

『
山
海
経
図
讃
」
は
す
ぺ
て
、
『
山
海
経
』
の

図
像
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
現
在
、
我
々

の
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
代
以
降
の

『
山
海
経
』
図
で
あ
り
、
六
朝

人
の
眼
に
し
た
図
像
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
、

博
士
課
程
入
学
以
降
、
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費

（特
別
研
究
員
奨
励

費
D
C
2
.
P
D
、
若
手
研
究

B
)
に
採
用
さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
郭
瑛
や
陶
淵
明
の
目
に
し
た
『
山
海
経
」
の
図
像
の
様
相
を
明
ら
か
に
す

ペ
く
、
中
国
各
地
で
出
土
す
る
漢
代
の
画
像
石
に
刻
ま
れ
る
神
話
的
図
像
の
フ
ィ

ー

ル
ド
調
査
を
続
行
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
、
画
像
石
の
主
要
な
出
土
地
で
あ
る
山
東
・

四
川
・
快
西
•

河

南
の
ほ
か
、
浙
江

・
江
蘇

・
甘
粛

・
内
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
様
々
な
地
に
訪
れ
、
各

地
か
ら
出
土
す
る
神
話
的
図
像
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
中
国
で
の

フ
ィ

ー
ル
ド
調
壺
は
、
現
地
の
文
物
局
や
博
物
館
の
職
員
の
方
々
に
お
世
話
に

な
ら
ね
ば
確
実
な
成
果
は
ほ
ぽ
見
込
め
な
い
の
で
、
調
査
は
概
ね
、
現
地
ス
タ
ッ

フ
と
共
に
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
ま
で
訪
れ
た
地
で
は
、
本
舗
初
公
開
と

い
う
よ
う
な
図
像
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
だ
、
そ
れ
ら
の
価
値

が
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
現
代
中
国
の
目
ま
ぐ
る
し
い
発
展
開
発
の
犠
牲
に
な
っ

て
い
る
惨
状
も
し
ば
し
ば
眼
に
し
ま
し
た
。
こ
の
惨
状
を
な
ん
と
か
し
て
ほ
し

い
、
と
い
う
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
の
切
な
る
声
も
幾
た
び
と
無
く
耳
に
し
て
き
ま

し
た
。
中
国
の
急
速
な
開
発
の
陰
に
破
壊
さ
れ
ゆ
く
遺
物
の
多
さ
を
嘆
く
現
地

ス
タ
ッ
フ
も
、
調
査
や
保
護
を
希
望
す
る
も
の
の
、
資
金
や
チ
ャ
ン
ス
の
問
題

で
十
分
に
動
く
こ
と
の
で
き
な
い
現
状
も
あ
り
ま
す
。
隣
国
の
一
研
究
者
と
し

て
、
今
の
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
日
本
政
府
の
科
研
四
を
メ
イ
ン
と
す
る
各
種

資
金
に
よ
り
、
少
し
で
も
多
く
、
中
国
各
地
に
散
在
す
る
神
話
的
図
像
を
デ
ジ

タ
ル
画
像
と
し
て
記
録
し
、
国
の
枠
を
超
え
た
東
ア
ジ
ア
共
通
の
文
化
的
迫
産

と
し
て
正
し
く
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。
そ
し
て
多
く
の
価
値
あ
る
文
化
財
が

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

・
文
化
的
遺
物
の
保
護
こ
そ
は
、

政
治
的
し
が
ら
み
を
超
え
た
、
東
ア
ジ
ア
国
家
間
の
真
の
文
化
的
協
力
関
係
が

求
め
ら
れ
る
喫
緊
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
想
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
北
朝
鮮
と
の
境
に
あ
る
高
句
麗
壁
画
群
に
み
る
神
話
的
瑞
祥
図
に
つ

い
て
調
査
の
予
定
で
す
。
二

0
0五
年
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ

て
か
ら
と
い
う
も
の
、
参
観
者
は
増
え
ま
し
た
が
、
こ
の
地
か
ら
出
土
し
た
瑞

祥
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
神
話
図
像
の
研
究
の
立
ち
後
れ
等
か
ら
、
ま
だ
ま
だ

未
検
討
の
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
古
代
文
化
研
究
に
も
深
く
結

び
つ
く
も
の
と
し
て
、
今
後
も
図
像
と
文
献
の
相
互
照
射
に
よ
る
東
洋
の
イ
メ
ー

ジ
シ
ン
ボ
ル
の
研
究
を
続
け
て
ゆ
き
た
＜
想
っ
て
い
ま
す
。
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