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本
号
は
、
三
名
の
専
任
教
員
と
一
名
の
非
常
勤
講
師
に
よ
る
研
究
論
文

を
掲
載
し
た
。
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
と
、
日
本
文
学
を
め
ぐ
る
各

時
代
の
論
考
に
よ
っ
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

令
和
元
年
十
二
月
七
日
に
、
第
六
十
三
回
駒
澤
大
学
国
文
学
大
会
が
開

催
さ
れ
た
。
講
師
は
、
本
学
教
授
の
勝
原
晴
希
氏
と
、
作
家
の
牧
野
節
子

氏
で
あ
っ
た
。

　

始
め
に
勝
原
晴
希
先
生
よ
り
、「
萩
原
朔
太
郎
と
自
然
」
と
題
す
る
講

演
を
い
た
だ
い
た
。
朔
太
郎
の
詩
に
見
え
る
自
然
と
は
、「
意
味
な
き
世

界
と
意
味
に
よ
っ
て
秩
序
立
て
ら
れ
た
世
界
と
の
、
中
間
地
帯
で
は
な
い

か
」
と
い
う
ご
指
摘
が
、
朔
太
郎
の
詩
と
、
室
生
犀
星
や
三
好
達
治
ら
の

詩
を
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ら
り
と
得
心
さ
れ
る
お
話
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
ま
た
、
朔
太
郎
の
詩
を
朗
読
さ
れ
る
さ
い
の
、
勝
原
先
生
の

お
声
や
語
り
に
よ
っ
て
も
十
分
に
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ご
講
演

と
い
う
ラ
イ
ブ
な
ら
で
は
の
、
詩
が
生
き
た
声
と
し
て
立
ち
上
が
る
現
場

を
体
感
で
き
る
貴
重
な
機
会
に
、
聴
衆
の
皆
さ
ん
も
聞
き
入
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
萩
原
朔
太
郎
に
独
特
の
自
然
観
が
、
勝
原
先
生
の
明
快
な
語

り
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
、
大
変
魅
力
的
な
ご
講
演
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
作
家
の
牧
野
節
子
氏
に
「
創
作
の
愉
し
み
と
言
葉
の
魔
法
」

と
題
す
る
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
牧
野
先
生
は
、
本
学
で
児
童
文
学
の
講

座
を
長
く
お
持
ち
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
会
場
に
は
牧
野
フ
ァ

ン
の
多
く
の
聴
衆
が
詰
め
か
け
、
盛
況
な
会
と
な
っ
た
。
ご
講
演
で
は
、

ご
自
身
の
作
家
と
し
て
の
歩
み
を
、
具
体
的
な
作
品
に
沿
い
な
が
ら
振
り

返
る
と
い
う
も
の
で
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
小
さ
な
童
話

大
賞
」、
中
央
公
論
社
の
「
女
流
新
人
賞
」
を
受
賞
さ
れ
て
作
家
活
動
に

入
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
お
話
は
、
そ
れ
以
前
の
少
女
時
代
か
ら
現
在

ま
で
一
続
き
に
続
く
、
夢
と
探
究
心
に
あ
ふ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
続

で
、
ま
こ
と
に
楽
し
い
お
話
で
あ
っ
た
。「
生
き
て
い
る
こ
と
が
す
で
に

書
い
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
」「
き
っ
と
願
い
は
か
な
う
と
思
う
よ
」

「
人
生
に
む
だ
な
こ
と
は
な
に
も
な
い
よ
」
と
い
っ
た
牧
野
先
生
の
、
心

に
響
く
語
り
か
け
に
、
多
く
の
学
生
が
励
ま
さ
れ
た
ご
講
演
で
あ
っ
た
。

残
念
な
が
ら
、
先
生
は
本
年
度
を
も
っ
て
本
学
非
常
勤
講
師
の
職
を
ご
退

任
に
な
ら
れ
る
。
牧
野
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。 
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