


　
『
翠
幻
地
』（
す
い
げ
ん
ち
）は
尾
道
市
立
大
学
日
本
文
学
会
が
発
行
す
る
会
報
誌
で
す
。

　

大
学
に
隣
接
す
る「
久
山
田
水
源
地
」に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。企
画
・
編
集
・
発
刊

の
す
べ
て
を
日
本
文
学
科
の
学
生
が
主
体
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
る
お
の
み
ち
文
学
三
昧
は
、今
年
で
第
十
五
回
を
迎
え
ま
す
。新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
の
行
動
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、四
年
ぶ
り

に
し
ま
な
み
交
流
館
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
の
み
ち
文
学
三
昧
は
、前
半
に
研
究
発
表
会
、後
半
に
公
開
講
演
会
を
行
う
二
部
構
成
と
な

っ
て
い
ま
す
。今
回
の
講
演
会
の
ゲ
ス
ト
は
辞
書
編
集
者
の
神
永
曉
さ
ん
で
す
。

　

本
誌
は
、文
学
三
昧
を
よ
り
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
、み
な
さ
ま
の
今
後
の
学
修
・
研
究
に
役
立
て

ら
れ
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

発
刊
に
よ
せ
て
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お
の
み
ち
文
学
三
昧　

講
演
会
ゲ
ス
ト
特
集

      

辞
書
編
集
者

　

   

神
永
曉 
氏

　　【
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

日
文
生
が
よ
く
使
う『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
以
下
、「
日
国
」）。

神
永
氏
は
、な
ん
と「
日
国
」第
二
版
の
編
集
に
も
携
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
神
永
氏
に
、気
に
な
る
辞
書
編
集
事
情
を
聞
い
て
み
ま
し
た
！

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

辞
書
編
集
者
。元
小
学
館
辞
典
編
集
部

編
集
長
。

一九
五
六
年
、千
葉
県
生
ま
れ
。

八
〇
年
、小
学
館
の
関
連
会
社
尚
学
図
書
に

入
社
。

九
三
年
、小
学
館
に
移
籍
。尚
学
図
書
に

入
社
以
来
、三
七
年
間
ほ
ぼ
辞
書
編
集一筋

の
編
集
者
人
生
を
送
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』、『
現
代

国
語
例
解
辞
典
』、『
使
い
方
の
分
か
る
類
語

例
解
辞
典
』な
ど
多
数
の
辞
典
を
担
当
。

二
〇一七
年
二
月
に
小
学
館
を
定
年
で
退
職

後
も
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
三
版
』に

向
け
て
の
編
纂
事
業
に
参
画
し
て
い
る
。

　
　
　
（『
意
味
変
語
彙
力
帳
』よ
り
引
用
）

Ｑ
１
． 

辞
書
の
意
味
や
用
例
を
書
く
仕
事
は
、編
集
者
と
は

　
　

  

別
で
す
か
？

Ａ
１
． 

辞
書
の
作
り
方
に
も
よ
り
ま
す
が
、辞
書
編
集
部
が

　
　

  

か
な
り
編
集
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、研
究
者

　
　

  

中
心
の
も
の
は
そ
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
る
こ
と
が

　
　

  

多
く
、編
集
部
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
的
な
役
割
を
し
ま
す
。

Ｑ
２
． 「
日
国
」に
掲
載
す
る
用
例（
初
出
例
等
）を
探
す
の
に

　
　

  

ど
れ
く
ら
い
古
典
を
読
ま
れ
ま
す
か
？

Ａ
２
． 

手
分
け
を
し
て
、時
代
区
分
別
に
調
べ
て
い
ま
す
。

　
　

  

ほ
と
ん
ど
の
古
典
文
学
は
調
査
済
み
で
す
が
、も
っ
と

　
　

  

古
い
例
が
あ
り
そ
う
な
も
の
は
も
う一度
頭
か
ら
読
む

　
　

  

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。調
べ
る
も
の
に
よ
り
ま
す
ね
。

Ｑ
３
．近
年
変
わ
り
つ
つ
あ
る
辞
書
編
集
の
電
子
化

　
　  

に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
？

Ａ
３
．当
然
の
流
れ
だ
と
思
い
ま
す
。活
版
印
刷
だ
っ
た
時

　
　  

代
に
は
、確
認
の
た
め
に
校
正
刷
り
を
何
校
も
と
っ

　
　  

て
大
量
の
紙
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、デ
ジ
タ
ル
処

　
　  

理
に
変
わ
っ
て
か
ら
は
そ
れ
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
　  

エ
コ
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。ま
た
、昔
は
手
作
業
だ
っ

　
　  

た
相
互
参
照
の
チ
ェッ
ク
も
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に

　
　  

な
り
ま
し
た
。

　
　  

一
方
で
、増
え
た
仕
事
も
あ
り
ま
す
。パ
ソ
コ
ン
の
ス

　
　  

キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
す
。ま
た
、校
閲
の
際

　
　  

に
、紙
の
ゲ
ラ
で
は
誰
が
手
を
入
れ
た
の
か
筆
跡
で

　
　  

分
か
り
ま
す
が
、デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
と
誰
が
加
筆

　
　  

訂
正
し
た
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
た
め
、そ
の
記
録

　
　  

を
残
す
必
要
も
あ
り
ま
す
。入
力
ミ
ス
も
気
づ
き
に

　
　  

く
い
た
め
、私
な
ど
は
、音
声
読
み
取
り
機
能
を
活

　
　  

用
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
　  

も
し
、昔
の「
日
国
」編
集
者
が
現
在
の
編
集
室
を
見

　
　  

た
ら
、驚
く
と
思
い
ま
す
。パ
ソ
コ
ン
が
並
ん
で
い
る

　
　  

だ
け
で
す
の
で（
笑
）。

文・構成／
名越・吉冨

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】
ル
】

辞
書
編
集
者
。元
小
学
館
辞
典
編
集
部

編
集
長
。

一九
五
六
年
、千
葉
県
生
ま
れ
。

八
〇
年
、小
学
館
の
関
連
会
社
尚
学
図
書
に

入
社
。

九
三
年
、小
学
館
に
移
籍
。尚
学
図
書
に

入
社
以
来
、三
七
年
間
ほ
ぼ
辞
書
編
集一筋

の
編
集
者
人
生
を
送
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』、『
現
代

国
語
例
解
辞
典
』、『
使
い
方
の
分
か
る
類
語

例
解
辞
典
』な
ど
多
数
の
辞
典
を
担
当
。

二
〇一七
年
二
月
に
小
学
館
を
定
年
で
退
職

後
も
、『
日
本
国
語
大
辞
典

第
三
版
』に

向
け
て
の
編
纂
事
業
に
参
画
し
て
い
る
。

（『
意
味
変
語
彙
力
帳
』よ
り
引
用
）
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講演「国語教育と文学の関係をあらためて考える」
講師　信木 伸 一  先生

◎
国
語
教
育
学
の
研
究
を
は
じ
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

学
校
現
場
で
、生
徒
が
学
ぶ
価
値
を
実
感
で
き
る
授
業
が
し
た

い
と
い
う
動
機
か
ら
。

◎
中
学
校
、高
校
で
教
員
を
さ
れ
た
経
験
は
現
在
の
活
動
に
ど
の
よ
う
に

生
か
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

現
場
で
の
経
験
的
認
識
と
学
問
上
の
科
学
的
認
識
が
有
機
的
に

結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
。

◎
国
語
の
教
材
で
お
好
き
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

書
き
手
が
提
示
す
る
認
識
に
対
し
て
リ
ス

ペ
ク
ト
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
、例
え
ば『
源

氏
物
語
』、『
徒
然
草
』も
。

国語教育学という
他分野から、文学の
お話をします。

「
読
本『
不
知
火
草
紙
』考
」

◎
発
表
で
取
り
上
げ
ら
れ
る『
不
知
火
草
紙
』に
興
味
を
持
た
れ
た
き
っ
か
け

は
何
で
す
か
。

　
読
本
を
読
む
研
究
会
で
の
担
当
の
一
つ
が『
不
知
火
草
紙
』で
し
た
。

変
な
出
版
の
さ
れ
方
や
、作
者
の「
恋
香
亭
睡
仙
」っ
て
誰
？
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

◎
発
表
の
準
備
で
特
に
力
を
入
れ
た
点
は
何
で
す
か
。

　
大
坂
本
屋
の
記
録
を
丹
念
に
追
う
こ
と
、で
す
か
ね
。

大
事
な「
読
み
」に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
で
す
。

文学研究の楽しさを、

また謎解きの楽しさを

聞いてくださる方に

味わっていただきたい

です。

藤
沢 

毅 

先
生

◎
今
回
発
表
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
興
味
を
持
た
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

　
こ
れ
ま
で
言
語
変
化
、特
に
意
味
変
化
に
興
味
を
も
っ
て
研
究
し
て

き
ま
し
た
が
、今
回
発
表
す
る
研
究
は
、意
味
変
化
だ
け
で
な
く
、文
法

規
則
や
構
造
を
変
化
さ
せ
る
要
因
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
る
と
き
に
見
つ
け
た
も
の
で
す
。

◎
発
表
の
準
備
で
特
に
力
を
入
れ
た
点
は
何
で
す
か
。

　
言
葉
の
分
析
に
は
、文
法
的
や
音
声
学
的
な
ど
、様
々
な
切
り
口
が

あ
り
ま
す
。今
回
は
、私
の
専
門
と
す
る
認
知
言
語
学
の
切
り
口
を
知

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、認
知
言
語
学
を
初
め
て
知
る
人
に
も
わ
か
り
や

す
い
説
明
が
で
き
る
よ
う
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

認知言語学とは人間の世界の

捉え方が言語にどのような影響

を与えているのかを考える学問

分野です。今回の発表を通じて、

言語の不思議さ、言語を用いる

人間の不思議さに興味を持って

もらえると嬉しいです。

「
言
葉
に
反
映
さ
れ
る「
錯
覚
」

　
　̶

認
知
言
語
学
に
お
け
るFictivity

に
つ
い
て̶

」

髙
島 

彬 

先
生

信木先生は今年度で本学日本文学科教員を退任されます。
文学三昧でのご講演に際して、今までのご経験などについて
の質問に答えていただきました。

　
研
究
発
表
を
さ
れ
る
皆
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。教
員
か
ら
は
今
年
度
で
ご
退
任
さ
れ
る
藤
沢
先
生
と
、

今
年
度
着
任
さ
れ
た
髙
島
先
生
が
登
壇
さ
れ
ま
す
．

研
究
発
表
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

教
員
編

文・構成／原 ６７

文・構成／原

文・構成／原文・構成／原



研究発表者インタビュー
学生編

　十一月の研究発表会を経て、大学院生の槇原さん、学部３年生
の原さんと水田さんが文学三昧の学生発表者に選ばれました。
　皆さんがどのように発表の準備をしているのか、教えていただき
ました。

◎
研
究
の
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

槇
原
さ
ん

　
き
っ
か
け
は
、学
部
時
代
に
行
っ
た
古
典
作
品

の
関
連
指
導
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
す
。古
文
教

育
は
生
徒
た
ち
の
感
覚
や
視
野
を
広
げ
る
、非
常

に
可
能
性
の
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。だ

か
ら
こ
そ
、自
分
が
考
え
て
み
た
い
と
い
う
発
想

か
ら
着
手
し
ま
し
た
。

◎
発
表
の
準
備
で
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

水
田
さ
ん

　
先
行
例
等
を
再
調
査
し
て
説
明
の
補
充
を
す

る
こ
と
、他
資
料
や
文
献
を
参
考
に
取
り
入
れ

内
容
を
厚
く
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

槇
原
さ
ん

　
資
料
作
り
で
す
。資
料
の
見
や
す
い
配
置
や

段
落
構
成
を
意
識
し
ま
し
た
。ま
た
各
章
で
明

ら
か
に
し
た
い
こ
と
が
誰
が
読
ん
で
も
伝
わ
る

よ
う
に
、そ
し
て
自
分
の
考
え
が
ひ
と
目
で
分
か

る
よ
う
な
資
料
づ
く
り
を
心
が
け
ま
し
た
。

◎
い
ま
楽
し
さ
と
つ
ら
さ
を
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
す

と
い
か
が
で
す
か
？

槇
原
さ
ん

　
三
対
七
で
す（
笑
）。理
由
は
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
が
重
な
っ
て
い
て
、学
部
生
の
時
よ
り
毎
日

水
田
さ
ん

　
楽
し
い
二
〇
％
、つ
ら
い
八
〇
％
で
す
。や
る
気
が

出
な
い
時
や
作
業
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
何
も
進

ん
で
い
な
い
感
覚
に
な
る
時
が
あ
り
つ
ら
い
で
す
。

た
だ
二
〇
％
の
楽
し
い
瞬
間
が
強
烈
で
そ
れ
の
た
め

に
続
け
よ
う
と
い
う
気
に
な
り
ま
す
。

◎
朝
型
で
す
か
？
夜
型
で
す
か
？

槇
原
さ
ん

　
夜
型
で
す
。遊
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が

就
寝
時
間
は
ど
う
頑
張
っ
て
も
二
時
を
超
え
て
し
ま

い
ま
す
。今
は
朝
型
に
切
り
替
え
中
で
す
。

水
田
さ
ん

　
夜
更
か
し
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、夜
型
だ
と
思
い

ま
す
。

◎
文
学
三
昧
に
向
け
て
意
気
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

槇
原
さ
ん

　
今
回
文
学
三
昧
に
選
出
し
て
頂
い
た
こ
と
を
大

変
光
栄
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。こ
れ
ま
で
積
み
重
ね

て
き
た
も
の
を
最
大
限
活
か
せ
る
よ
う
に
、大
学
院

生
と
い
う
名
に
恥
じ
な
い
よ
う
な
発
表
を
頑
張
り

ま
す
！
！

水
田
さ
ん

　
こ
の
よ
う
な
形
で
前
に
立
つ
機
会
が
あ
ま
り
な

い
の
で
、今
か
ら
上
手
く
い
く
か
不
安
で
す
が
頑
張

り
ま
す
。

水
田
さ
ん

　
中
世
文
学
専
門
演
習
で
資
料
探
し
を
し
て
い

た
時
に
見
つ
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。元
々

は
別
の
作
品
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
す
が
、途
中
で
見
通
し
が
持
て
な
く
な

っ
て
し
ま
い
、現
在
の
も
の
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

槇
原
帝
人 

さ
ん

大
学
院
１
年
・
信
木
ゼ
ミ

発
表
題
目「
中
学
校
教
科
書
に

お
け
る「
読
む
こ
と
」と「
書
く

こ
と
」の
関
連
指
導
」

原 

優
花 

さ
ん

学
部
３
年
・
藤
本
ゼ
ミ

発
表
題
目「
時
代
浄
瑠
璃
の

古
め
か
し
さ
の
表
現
方
法

│『
国
姓
爺
合
戦
』の
二
段

活
用
の
一
段
化
を
中
心
に
│
」

水
田
文
菜 

さ
ん

学
部
３
年
・
藤
川
ゼ
ミ

発
表
題
目「
正
中
二
年
七
夕

御
会
和
歌
懐
紙
に
つ
い
て
」

原
さ
ん

　
一
年
生
の
時
に
日
本
語
学
基
礎
演
習
で「
近
世

の
用
例
」を
探
し
ま
し
た
。そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
古
風

な
作
品
か
ら
と
っ
て
き
た
の
で
、「
近
世
の
用
例
」と

し
て
は
不
適
で
し
た
。そ
の
時
は
使
え
な
か
っ
た
け

れ
ど
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

原
さ
ん

　
ま
ず
は
皆
さ
ん
に
高
校
古
典
で
習
う
文
法
を

思
い
出
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。そ
の
た
め
に
適
切
な
用
例
を
探
し
ま
し
た
。

原
さ
ん

　
六
〇
％
、四
〇
％
く
ら
い
で
す
。研
究
は
楽
し
い
で

す
が
、限
ら
れ
た
時
間
で
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
つ
ら
い
で
す
。ね
む
い
。

原
さ
ん

　
最
近
夜
型
に
な
り
ま
し
た
。早
寝
す
る
と
一
〇
時

間
以
上
寝
て
し
ま
う
の
で
、夜
ね
ば
り
ま
す
。

原
さ
ん

　
皆
さ
ん
に
も
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張

り
ま
す
。

が
大
変
だ
と
痛
感
し
て
い
る
か
ら
で
す
。も
う
少
し

余
裕
を
持
て
る
よ
う
に
日
頃
か
ら
頑
張
り
た
い
で
す
。

８９文・構成／原
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編
集
後
記

　
今
年
も
お
の
み
ち
文
学
三
昧
に
伴
っ
て『
翠
幻
地
』

文
学
三
昧
号
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
講
演
会
ゲ
ス
ト
の
神
永
さ
ま
を
は
じ
め
取
材
に
ご
協

力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、素
敵
な
表
紙
を
デ
ザ
イ
ン
し
て

く
だ
さ
っ
た
林
さ
ん
、そ
し
て
読
者
の
皆
さ
ま
に
、心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
編
集
委
員
は
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ま
に
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
な
誌
面
を
制
作
し
て
い
き
ま
す
。今
後
と

も『
翠
幻
地
』を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


