
開
学
当
初
の
国
文
学
科

都

築

久

義

愛
知
淑
徳
大
学
は
昭
和
五
〇
年
︵
一
九
七
五
︶
に
開
学
し
ま
し
た
が
、
文
学
部
国
文
学
科
と
英
文
学
科
の
み
で
、
学
生
数
も
一
学
年
が
各
学

科
一
〇
〇
余
名
と
い
う
小
さ
な
女
子
大
学
で
し
た
。
国
文
学
科
の
専
任
教
員
は
八
名
い
ま
し
た
が
、
履
修
年
次
の
関
係
な
ど
で
開
学
当
初
の
常

勤
の
先
生
は
わ
ず
か
三
人
で
、
二
年
目
か
ら
四
人
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
期
生
を
世
に
送
っ
た
昭
和
五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
、
国
文
学
科
の
先
生
が
二
人
も
急
逝
さ
れ
、
二
人
の
後
任
と
し

て
若
い
先
生
を
迎
え
、
年
齢
層
も
若
返
り
、
常
勤
の
先
生
も
五
人
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
三
五
歳
で
赴
任
し
た
私
が
そ
れ
ま
で
一
番
若
く
、
他

は
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
ば
か
り
で
し
た
。
大
学
院
を
出
て
ま
も
な
い
、
新
進
気
鋭
の
若
い
先
生
が
こ
ら
れ
て
、
国
文
学
科
の
雰
囲
気
も
変
わ
り
ま

し
た
。

開
学
当
初
の
国
文
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
極
め
て
シ
ン
プ
ル
で
し
た
。
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
の
時
代
別
に
講
義
と
特
殊
講
義
を
そ

れ
ぞ
れ
置
き
、
他
に
国
語
学
、
漢
文
学
、
表
現
学
、
郷
土
文
学
、
仏
教
文
学
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
特
殊
講
義
も
開
設
し
て
い
ま
し
た
。
私
が

担
当
し
て
い
る
郷
土
文
学
や
国
文
学
科
開
設
の
中
心
だ
っ
た
西
田
正
好
先
生
︵
故
人
︶
が
始
め
ら
れ
た
仏
教
文
学
は
国
文
学
科
の
専
門
科
目
と

し
て
開
設
し
て
い
た
大
学
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
。

演
習
︵
ゼ
ミ
︶
は
科
目
と
し
て
は
最
初
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
少
人
数
の
選
択
制
で
は
な
く
必
習
の
ク
ラ
ス
単
位
の
講
義
形
式
で
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し
た
。
常
勤
の
担
当
教
員
が
少
な
く
、
現
在
の
よ
う
な
ゼ
ミ
は
開
け
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
現
在
の
よ
う
な
ゼ
ミ
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
大
学
院
が
開
設
さ
れ
、
常
勤
の
教
員
も
増
え
た
平
成
元
年
頃
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ゼ
ミ
の
な
か
っ
た
頃
は
卒
論
指
導
に
力
を
入
れ
分
担
し
て
指
導
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
〇
〇
余
名
の
学
生
を
四
、
五
名
の
教
員
に
単
純
に

割
当
て
る
と
一
人
二
五
、
六
名
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
う
え
学
生
の
希
望
は
近
代
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
、
近
代
以
外
の
専
門
の

先
生
に
も
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ゼ
ミ
が
な
か
っ
た
の
で
、
卒
論
指
導
を
通
じ
て
一
人
ひ
と
り
の
学
生
と
接
す
る
こ
と
が
多
く
、
太
宰

治
の
卒
論
を
書
く
た
め
に
、学
生
た
ち
と
青
森
ま
で
出
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
卒
論
と
い
え
ば
当
時
、
パ
ソ
コ
ン
も
普
及
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
全
員
が
五
〇
枚
以
上
の
手
書
き
の
卒
論
を
製
本
し
て
提
出
し
、
大
学
に
保
存
し
て
お
き
ま
し
た
。
さ
す
が
に
五
〇
枚
以
上
の
手
書
き

原
稿
を
書
き
上
げ
る
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
も
手
間
の
か
か
る
こ
と
で
し
た
が
、
仕
上
げ
て
み
る
と
達
成
感
を
感
じ
、
学
生
時
代
の
記
念
に

な
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
ん
な
提
出
用
の
他
に
自
分
の
記
念
に
コ
ピ
ー
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

愛
知
淑
徳
学
園
は
明
治
三
八
年
︵
一
九
〇
五
︶
に
創
立
し
、
県
下
最
初
の
私
立
高
等
女
学
校
を
開
校
し
ま
し
た
が
、
戦
後
の
学
制
改
革
で
愛

知
淑
徳
中
学
校
、
愛
知
淑
徳
高
校
と
し
て
再
出
発
し
、
愛
知
淑
徳
短
期
大
学
を
昭
和
三
六
年
︵
一
九
六
一
︶
に
開
学
し
ま
し
た
。
愛
知
淑
徳
大

学
の
開
学
は
そ
れ
か
ら
一
四
年
後
の
こ
と
で
し
た
か
ら
、
大
学
の
教
育
運
営
組
織
の
多
く
は
高
校
や
短
大
の
方
法
を
踏
襲
し
ま
し
た
。
そ
の
典

型
が
ク
ラ
ス
制
で
す
。
国
文
学
科
、
英
文
学
科
と
も
そ
れ
ぞ
れ
名
簿
順
に
二
ク
ラ
ス
を
作
り
、
担
任
も
置
き
ま
し
た
。
さ
す
が
に
ク
ラ
ス
替
え

は
な
く
、
四
年
間
同
じ
ク
ラ
ス
で
し
た
が
、
授
業
は
ク
ラ
ス
単
位
で
開
か
れ
、
時
間
割
も
ク
ラ
ス
毎
に
あ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
原
則
と
し
て
同

一
科
目
は
二
コ
マ
あ
り
ま
し
た
。
国
文
学
科
の
専
門
科
目
が
今
も
二
コ
マ
開
か
れ
て
い
る
の
が
多
い
の
は
、
こ
の
頃
の
名
残
と
い
う
面
も
あ
り

ま
す
。
ク
ラ
ス
は
国
文
学
科
が
Ａ
・
Ｂ
、
英
文
学
科
は
Ｅ
・
Ｆ
の
二
ク
ラ
ス
ず
つ
で
し
た
。

ク
ラ
ス
制
は
授
業
だ
け
で
な
く
、
創
立
記
念
日
に
行
わ
れ
て
い
た
ス
ポ
ー
ツ
大
会
も
、
ク
ラ
ス
対
抗
戦
を
行
い
ま
し
た
。
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
や

テ
ニ
ス
な
ど
の
試
合
を
し
て
、
先
生
も
学
生
も
一
緒
に
な
っ
て
応
援
を
し
ま
し
た
。

当
時
は
携
帯
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
日
の
よ
う
に
個
人
情
報
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
国
文
学
会
会
員
名
簿
が
全
員
に
配
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布
さ
れ
、
住
所
も
電
話
も
誰
も
が
知
っ
て
い
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
の
仲
間
同
士
電
話
を
か
け
あ
っ
た
り
、
年
賀
状
の
や
り
と
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

私
も
年
賀
状
の
や
り
と
り
が
今
も
続
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
頃
の
卒
業
生
が
多
く
、
結
婚
式
に
も
よ
く
呼
ば
れ
ま
し
た
。

国
文
学
会
の
研
修
旅
行
は
、
た
し
か
開
学
二
年
目
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
科
主
任
の
今
井
文
男
先
生
の
専
門
で
あ
っ
た
芭
蕉
の
ゆ

か
り
の
地
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
で
伊
賀
上
野
へ
行
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
二
、
三
〇
名
で
電
車
で
行
き
ま
し
た
が
、
市
内
を
徒
歩
で
歩
く
の

が
つ
ら
く
て
ネ
を
あ
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
井
先
生
と
も
う
一
人
の
近
藤
一
一
先
生
も
六
〇
歳
過
ぎ
で
、
私
と
西
田
正
好
先
生
は
三
〇
代
、

四
〇
代
で
し
だ
が
、
若
い
私
た
ち
が
先
に
参
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
今
も
思
い
出
し
ま
す
。

国
文
学
会
と
い
え
ば
、
機
関
誌
の
﹃
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
﹄
は
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
に
第
一
号
が
出
て
い
ま
す
。
目
次
を
見
る
と

私
ど
も
四
人
の
専
任
教
員
の
他
に
、
四
人
の
学
生
が
載
せ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
三
年
生
で
、﹁
堀
口
大
学
﹃
私
の
詩
﹄
︱
︱
深
さ
の
機
構
﹂︵
松

原
春
代
︶
と
い
っ
た
堂
々
た
る
論
文
で
す
。
現
役
の
学
生
の
論
文
は
毎
号
載
っ
て
い
ま
し
た
。
今
井
先
生
が
指
導
し
て
お
ら
れ
た
短
歌
も
毎
号

秀
作
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
は
国
文
学
科
に
開
学
と
と
も
に
赴
任
し
、
平
成
七
年
︵
一
九
九
五
︶
に
、
副
学
長
に
就
任
し
て
か
ら
は
、
文
学
部
の
教
授
会
に
は
出
席
し

ま
せ
ん
が
、
国
文
学
科
の
会
議
に
は
欠
か
ず
に
出
席
す
る
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
国
文
学
科
の
会
議
で
、
授
業
の
こ
と
や
学
生
の
こ
と

を
話
し
て
い
る
時
が
、
一
番
ホ
ッ
と
す
る
時
間
で
し
た
。
開
学
以
来
の
三
五
年
の
間
に
、
大
勢
の
先
生
を
迎
え
、
送
り
ま
し
た
が
、
非
実
学
的

な
﹁
文
学
﹂
と
い
う
共
通
の
絆
が
あ
っ
た
の
で
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
集
り
散
じ
て
行
っ
た
学
生
諸
君
に
も

い
え
る
こ
と
で
す
。
国
文
学
科
の
諸
先
生
長
い
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
学
生
諸
君
も
﹁
文
学
﹂
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
。
学
生
時
代
に

知
遇
を
得
た
尾
崎
士
郎
先
生
が
﹁
偉
く
な
ら
な
く
と
も
よ
い
が
立
派
に
生
き
よ
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
も
こ
の
言
葉
を
贈
り

ま
す
。
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