
　
　
　
は
学
外
で
は
「
文
芸
評
論
家
」
と

　
　
　
い
う
肩
書
き
も
名
乗
っ
て
い
る
が
、

作
家
や
詩
人
に
比
べ
る
と
、文
芸
評
論
家

は
何
を
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
ら
な
い
と
い

わ
れ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
新
聞
や
雑
誌
で

文
学
関
係（
主
に
小
説
）の
書
評
や
論
評

を
担
当
し
て
い
る
仕
事
で
あ
る
が
、同
じ

文
芸
評
論
家
で
も
時
代
小
説
の
専
門
家

も
い
れ
ば
推
理
小
説
・
ミ
ス
テ
リ
ー
の
専
門

家
も
い
る
。
私
の
場
合
は
現
代
日
本
文
学

の
最
前
線
の
作
品
に
関
心
が
あ
っ
て
、新
し

い
文
学
の
動
向
を
い
ち
早
く
人
々
に
紹
介

す
る
の
が
も
っ
ぱ
ら
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
ん

な
ふ
う
に
な
っ
た
の
は
、16
年
前
に
講
談
社

の｢

群
像
新
人
文
学
賞
評
論
部
門｣

を
受

賞
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
り
、ま
た
共
同

通
信
で
一
九
九
〇
年
代
の
８
年
間
「
文
芸

時
評
」
を
担
当
し
、朝
日
新
聞
で
３
年
間

書
評
委
員
を
担
当
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
。

最
近
出
版
し
た『
笙
野
頼
子
　
虚
空
の
戦

士
』（
河
出
書
房
新
社
）も
、か
ね
て
よ
り

注
目
し
て
き
た
現
代
女
性
作
家
に
つ
い
て

の
評
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。�

　
　
　
と
も
と
若
い
こ
ろ
か
ら
私
は
小
説

　
　
　
を
書
い
て
い
た
。
し
か
し
大
学
時

代
に
は
近
代
文
学
を
専
攻
し
て
、谷
崎
潤

一
郎
を
研
究
し
、卒
業
論
文
も
谷
崎
論
だ
っ

た
。そ
し
て
評
論
家
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
群
像
新
人
賞
を
受
賞
し
た
の
も
「
記
述

の
国
家
―
―
谷
崎
潤
一
郎
原
論
」
と
い
う

論
文
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、谷
崎
研
究

者
の
末
席
に
も
連
な
っ
て
も
い
る
。�

　
　
　
れ
か
ら
私
に
は
、も
う
一
つ
の
顔

　
　
　
が
あ
る
。
文
芸
評
論
家
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
し
た
の
と
同
じ
こ
ろ
に
、『
高
校
生

の
た
め
の
文
章
読
本
』（
筑
摩
書
房
）と
い

う
共
編
著
を
、高
校
の
国
語
教
師
時
代
の

仲
間
と
作
っ
て
、そ
れ
が
現
在
も
ロ
ン
グ
セ

ラ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
高
校
で｢

国
語
表
現｣

の
授
業
を
、仲
間
と
共
同
討
議
し
な
が
ら

行
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、創
造
的
な
作

文
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
現

在
で
は
そ
れ
を
土
台
に
、本
学
で
「
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
を
教
え
て
い
る

し
、各
地
の
市
民
講
座
や
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
で
も
文
章
講
座
を
受
け
持
っ
て
い
る
。�

�

「名古屋十話（とわ）」�
文化創造学部教授�
矢頭純（共著～梅原猛、豊田章一郎、
城山三郎、黒川紀章ら10名の執筆）�
▼A5判/253ページ/中日新聞社/�
1,600円/2002.10.15発行�
▼日本の中核的地域にある都市、
名古屋。哲学者、経営者、作家、建
築家ら、さまざまな立場の10人が、歴
史、経済、生活など各方面から名古
屋論を展開、その独自色と将来への
期待を論じた。筆者は、明治いらい
地元新聞に掲載された、名古屋に
深くかかわる大ニュースを抄録した。�

「ウィズダム英和辞典�
　井上永幸・赤野一郎編」�
文化創造学部助教授　�
中郷慶（項目執筆・校閲・発音校閲）�
▼Ｂ6変型判/2,368ページ/三省堂/�
3,100円/2003.1.10発行�
▼日本人英語学習者のために作ら
れた独自のコーパス（大規模英語デ
ータベース）を全面的に活用した初
の英和辞典。項目選定、語義解説、
用例、語法解説などすべてが英語の
実例分析に裏打ちされた詳細で生き
た情報。コミュニケーションにすぐ使
える発信型辞書。総収録項目数約9
万2千。�

「学習経験と大脳半球機能
差に関する研究」�
コミュニケーション学部助教授　�
吉崎一人�
▼A5判 /183ページ/風間書房/�
7,500円/2002.12.15発行�
▼ヒトの大脳は左脳と右脳にわかれ
ており働きに差があることがわかって
いる。本書はこの左右大脳半球機
能差が、学習経験の多寡や学習内
容によって変容することを心理学的
な実験によって明らかにしている。ま
たこれらの知見から新しい「大脳半
球機能差」観について論じている。�

清
水
先
生
の
専
門
は
近
代
文
学
、文
芸
評
論
、文
章
表
現
指
導
。
�

書
評
を
日
経
、産
経
な
ど
の
新
聞
や
、週
刊
朝
日
、論
座
、オ
ブ
ラ
な
ど
の
雑
誌
に
発
表
す
る
ほ
か
、�

中
日
新
聞
で
エ
ッ
セ
イ
も
連
載
し
て
い
ま
す
。
�

名
古
屋
を
基
盤
に
活
動
す
る
評
論
家
と
い
う
の
は
珍
し
い
の
で
す
が
、�

笙
野
頼
子
、川
上
弘
美
、町
田
康
、柳
美
里
な
ど
現
在
、旬
の
作
家
を
デ
ビ
ュ
ー
当
時
か
ら
評
価
し
、�

公
平
な
批
評
を
聞
け
る
評
論
家
と
い
う
定
評
が
あ
り
ま
す
。
�

清
水
先
生
が
小
説
や
、文
章
講
座
な
ど
で
指
導
す
る
作
文
を
評
価
す
る
と
き
の
共
通
の
ポ
イ
ン
ト
は
、文
体
。
�

文
章
と
し
て
の
独
創
性
や
存
在
感
を
重
視
す
る
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
文
学
を
見
直
し
た
い
と
、�

現
在
は
こ
の
春
、発
行
の
「
「
純
文
章
」
読
本（
仮
題
）
」（
ち
く
ま
新
書
）の
執
筆
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
�

� 現
代
日
本
文
学
の
最
前
線
を
�

公
平
な
目
で
い
ち
早
く
紹
介
�

【学歴】�
1976年3月　立命館大学文学部文学科日本文学専攻卒業�
【職歴】�
1976年4月　愛知県立小牧工業高校教諭�
1995年4月　愛知淑徳短期大学国文学科専任講師�
1996年4月　愛知淑徳短期大学文芸学科助教授�
2000年4月　愛知淑徳大学文化創造学部助教授�
　　　　　　  （現在に至る）�
【受賞】�
1986年　　第33回群像新人文学賞評論部門　　�
1993年度　名古屋市芸術奨励賞�
�
�

文化創造学部表現文化専攻�
助教授 �

清水良典�

著者自らが�
近刊を紹介します。�

研究の窓�

私�も�そ�

　
こ
の
春
卒
業
し
た
ゼ
ミ
生
た
ち
と
久
し

ぶ
り
に
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
男
子
卒
業

生
の
大
半
は
夕
方
７
時
か
ら
９
時
の
一

次
会
に
は
間
に
合
わ
ず
、全
員
が
揃
っ
た

の
は
10
時
半
を
ま
わ
っ
て
い
た
。ど
の
企
業

も
不
況
下
の
人
手
不
足
に
よ
る
慢
性
的

な
残
業
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
、彼
ら
の

話
の
端
々
に
、仕
事
の
面
白
さ
も
分
か
ら

な
い
ま
ま
に
、残
業
だ
け
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
へ
の
不
満
や
不
安
が
窺
わ
れ
た
。�

　
旧
労
働
省
の
調
査
で
は
、就
職
し
て
３

年
以
内
に
離
職
す
る
割
合
が
大
卒
で
３

割
に
上
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お

り
、そ
の
背
景
と
し
て
上
記
の
よ
う
な
不

況
に
よ
る
就
業
環
境
の
悪
化
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、文
部
科
学
省
の
学
校

基
本
調
査
に
よ
れ
ば
、平
成
14
年
度
の
新

規
大
卒
者
の
う
ち
、大
学
院
等
へ
の
進
学

者
は
10
・
９
％
、就
職
者
は
56
・
９
％
、ア
ル

バ
イ
ト
等
の
１
年
未
満
の
仕
事
に
就
い
た

者
は
４
・
２
％
、就
職
し
な
か
っ
た
者
は
21

・
７
％
、つ
ま
り
大
学
新
卒
の
４
人
に
ひ
と

り
が
フ
リ
ー
タ
ー
か
未
就
業
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。し
か
も
、厚
労
省
の
調
査

で
は
、失
業
経
験
者
は
失
業
を
繰
り
返

す
傾
向
に
あ
る
こ
と
、フ
リ
ー
タ
ー
に
長

く
留
ま
る
と
正
社
員
へ
の
道
が
開
け
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。�

　
こ
れ
ま
で
若
者
の
雇
用
問
題
は
、扶
養

家
族
を
抱
え
る
中
高
年
ほ
ど
に
は
深
刻

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、こ
こ
へ
来
て
や
っ

と
、日
本
社
会
の
将
来
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
問
題
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
原
因
に
つ

い
て
は
、依
然
、豊
か
な
社
会
や
若
者
の

価
値
観
の
変
化
・
就
業
意
識
の
問
題
に

あ
る
と
い
う
見
解
が
大
勢
で
あ
る
。果
た

し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
価
値
観
の
変
化

は
こ
こ
２
〜
３
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
近
年
起
こ
っ
て
い
る
若
年
雇
用
問

題
の
最
大
の
原
因
は
、や
は
り
長
期
不

況
な
の
で
あ
る
。
未
就
業
者
の
増
加
は

就
業
機
会
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
、

離
職
者
の
増
加
は
、不
本
意
就
職
や
長

時
間
残
業
等
の
就
業
環
境
の
悪
化
に
よ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。そ
こ
を
見
誤
る
と

事
態
は
改
善
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、求
め
ら
れ
る
対
策
は
、残
業
規

制
と
と
も
に
、労
働
市
場
自
体
に
踏
み

込
ん
だ
き
め
の
細
か
い
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。そ
う
し
た
意
味
で
、本
学
が
今

年
９
月
に
就
職
斡
旋
会
社
と
提
携
し
て

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た「
企
業
紹
介
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
は
大
い
に
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、学
生
と
企

業
を
具
体
的
に
結
び
つ
け
る
仕
組
み
な

の
で
あ
る
。�

現
代
社
会
学
部
現
代
社
会
学
科�

教
授
　
石
田
好
江�

想�
随�

本
学
の「
学
生
へ
の
企
業�

紹
介
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に�

期
待�

�

【最近3年間の著作リスト】�
○「最後の文芸批評」（四谷ラウンド）1999年（単著書）�
○「文学がどうした!?」（毎日新聞社）1999年（単著書）�
○「高橋たか子の風景」（彩流社）1999年（共著書）�
○「三島由紀夫の表現」（勉誠出版）2001年（共著書）�
○「谷崎潤一郎必携」（學燈社）2001年（共著書）�
○「村上春樹がわかる。」（朝日新聞社）2001年（共著書）�
○「笙野頼子　虚空の戦士」（河出書房新社）2002年（単著書）�
�
�
�
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