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平
成十
一
年
は
、
国
文
学
科
設
置
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
五
十
年
に
あ
た
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
国
文
学
科
」
と
い
う
名
称
の
最
後
の
年

と
な
っ
た
。
次
年
度
か
ら
は
「
日
本
語
日
本
文
学
科
」
と
な
る
。
先
学
が
手
塩
に
か
け
て
育
ん
で
き
た
歴
史
を
思
う
と
、
哀
惜
の
想
い
如

何と
も
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
想
い
を
胸
に
、
今
後
も
『
相
愛
国
文
』
を
我
々
の
情
報
発
信
の
拠
点
と
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。

　
新し
い
時
代
の
『
相
愛
国
文
』
の
役
割
を
考
え
る
に
、
一
つ
は
日
本
古
典
の
知
的
財
産
を
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
次
の

千年
に
残
す
新
古
典
を
生
み
出
す
礎
と
な
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
本
学
が
、
古
典
の
文
献
研
究
や
資
料
保
存
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
　
　
　
　
一

こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
古
典
文
学
の
価
値
を
伝
え
て
来
た
こ
と
は
我
々
の
誇
り
で
あ
り
、
そ
の
基
本
姿
勢
は
こ
れ
か
ら
も
毫
も
変
わ
　
　
　
ー

り
は
し
な
い
。
と
共
に
、
世
界
同
時
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
っ
た
こ
の
現
代
に
お
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
思
考
と
文
化
　
　
　
　
一

が
、
今
後
の
社
会
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
ゆ
け
る
の
か
、
日
本
語
と
日
本
文
学
の
未
来
を
設
計
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
我
々
の

責
任
と
考
え
る
。

　大
学
に
お
け
る
人
文
科
学
の
教
育
研
究
が
、
も
は
や
時
代
遅
れ
の
学
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
ま
す
ま
す
強
い
。
そ
の
よ
う
な
声
高
な
意

見を
、
次
の
千
年
に
残
す
現
代
の
言
語
的
文
化
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
こ
と
に
対
す
る
、
我
々
へ
の
期
待
と
願
望
で
あ
る
と
肯
定
的
に
受
け

止め
、
「
埋
も
れ
木
の
人
知
れ
ぬ
」
ご
と
く
、
ひ
そ
や
か
に
そ
し
て
確
実
に
歩
み
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
本
号
に

掲
載し
た
想
い
出
の
写
真
を
前
に
し
て
、
今
更
な
が
ら
に
「
文
章
は
経
国
の
大
業
」
の
感
を
持
つ
。
我
々
が
根
無
し
草
で
は
な

い喜
び
と
、
揺
る
ぎ
な
い
精
神
の
拠
り
所
と
し
て
の
伝
統
を
持
つ
幸
せ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
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