
ド
イ
ツ
語
を
学
ぼ
う
と
進
学
し
た 

大
学
で
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
出
合
い 

西
洋
文
化
の
根
幹
を
学
ん
だ

　

芸
術
の
好
き
な
両
親
の
下
に
生
ま
れ
、

割
合
に
音
楽
や
美
術
に
触
れ
る
機
会
の
多

い
子
供
時
代
を
送
っ
た
と
い
う
永
松
先

生
。
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
と

い
っ
た
国
々
に
自
然
に
あ
こ
が
れ
を
抱
く

よ
う
に
な
り
、
次
第
に
外
国
語
へ
も
深
い

興
味
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
で
も
、
実
際
に
勉
強
を
始
め
た
の
は

中
一
の
英
語
の
授
業
が
初
め
て
で
、
周
囲

の
友
人
た
ち
と
一
緒
で
あ
っ
た
。

「
学
校
で
の
勉
強
も
し
ま
し
た
が
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ラ
ジ
オ
の
「
基
礎
英
語
」
も
よ
く
聞
い

て
い
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
私
の
英
語

も
基
礎
が
固
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
伸
び
伸
び
と
し
た
自
由
な
家
庭
で
、

何
を
し
て
い
て
も
し
か
ら
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
英
語
の
ス
キ
ッ
ト

を
家
で
繰
り
返
し
暗
唱
し
て
い
る
と
家
族

に
う
る
さ
が
ら
れ
た
の
で
、
近
く
の
公
園

に
行
っ
て
一
人
で
練
習
し
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
英
語
を
楽
し
み
な
が
ら
自
然
に
自

ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
や
っ
て
英
語
に
そ
こ
そ
こ
自
信

が
出
て
く
る
と
、
徐
々
に
ド
イ
ツ
語
や
イ

タ
リ
ア
語
も
勉
強
し
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

　

特
に
ド
イ
ツ
語
は
音
が
美
し
く
、
は
っ

き
り
し
て
い
て
日
本
人
に
も
発
音
し
や
す

い
と
感
じ
た
た
め
、
高
校
で
は
ド
イ
ツ
語

の
ク
ラ
ス
に
も
入
っ
て
本
格
的
に
勉
強
を

開
始
。
ド
イ
ツ
語
は
英
語
と
違
う
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
─

─
そ
こ
が
ま
す
ま
す
面
白
く
思
え
た
永
松

先
生
は
、
大
学
で
は
英
語
と
ド
イ
ツ
語
を

勉
強
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
当
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
ド
イ
ツ
語
講

座
で
講
師
を
務
め
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｕ
の
先
生

の
解
説
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
で
、
そ

の
先
生
の
下
で
勉
強
し
よ
う
と
考
え
Ｉ
Ｃ

Ｕ
を
受
験
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
合
格
は

し
た
も
の
の
、
私
の
入
学
す
る
直
前
の
３

月
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
そ
の
先
生
が
他

の
大
学
に
移
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
私
に
と
っ
て
第
一
の
転
機
と
な
り

ま
し
た
」

　

目
標
の
一
つ
を
失
っ
て
も
、
語
学
を
勉

強
し
た
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
っ
た
永

松
先
生
。
一
般
教
養
で
「
西
洋
古
典
」
と

い
う
授
業
を
受
け
、
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に

も
強
い
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
文
明
に

関
す
る
講
義
で
あ
っ
た
。

「
そ
の
授
業
で
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
を
読
む

の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
期
待
し
て
い
な

か
っ
た
の
に
、
実
際
に
は
大
変
面
白
か
っ

た
ん
で
す
。
先
生
自
身
が
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇

現
在
受
け
持
っ
て
い
る
ゼ
ミ
で
は
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
代
表
さ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
的
問
題
に
対
し
、多
様
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

て
い
る
永
松
先
生
。

だ
が
、先
生
自
身
が
「
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
」と
語
る
よ
う
に
、初
め
か

ら
こ
の
分
野
に
興
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。中
学
で
始
め
た
英
語

を
皮
切
り
に
、高
校
で
は
ド
イ
ツ
語
、大
学
で
は
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ャ

悲
劇
、大
学
院
で
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
…
と
、興
味
の
ま
ま
に
い
ろ
い
ろ
な

勉
強
を
続
け
、現
在
の
専
門
分
野
へ
と
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

永
松
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
人
生
を
、少
し
ば
か
り
追
い
か
け
て

み
よ
う
。

「
性
」
は
決
し
て
男
と
女
の
２
種
類
と
は

言
え
な
い
ん
で
す
よ
。

永 松 京 子 教 授

総 合 政 策 学 部



を
本
当
に
お
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

魅
力
を
い
か
に
学
生
に
伝
え
よ
う
か
と
情

熱
あ
ふ
れ
る
授
業
を
展
開
し
て
い
ま
し

た
。
私
自
身
も
非
常
に
心
を
打
た
れ
ま
し

て
、
専
門
的
に
勉
強
し
て
み
よ
う
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

そ
ん
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
永
松
先
生
は

学
部
生
時
代
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ

ン
語
を
専
攻
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
語
は
現

在
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
い
わ

ゆ
る
死
語
で
あ
る
が
、
多
く
の
西
洋
言
語

の
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
根
幹

で
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
。
そ
し
て
何
よ
り
有
意
義
だ
っ
た

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
西
洋
文
化
が

ど
う
い
う
も
の
か
を
初
め
て
知
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
。
４
０
０
０
年
も
昔
か
ら
現

在
の
西
洋
文
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
根
幹

の
部
分
を
学
べ
た
の
は
、
永
松
先
生
自
身

に
と
っ
て
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
よ
う
だ
。

現
代
日
本
と
同
じ
よ
う
な 

問
題
を
多
く
抱
え
て
い
た 

　
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で 

生
ま
れ
た
文
学
に
興
味

　

大
学
卒
業
の
時
期
が
近
づ
い
て
く
る

と
、
否
が
応
で
も
卒
業
後
の
就
職
の
心
配

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
永

松
先
生
は
本
格
的
に
学
問
に
取
り
組
み
た

い
気
持
ち
が
強
く
、
就
職
す
る
よ
り
も
う

少
し
勉
強
を
続
け
た
い
と
心
の
中
で
思
っ

て
い
た
。
た
だ
、
専
門
的
に
学
ん
で
い
た

内
容
は
一
部
の
大
学
で
し
か
扱
っ
て
い
な

い
の
が
現
状
。
そ
こ
で
将
来
の
就
職
の
こ

と
も
視
野
に
入
れ
、
大
学
院
で
は
英
語
を

専
門
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
し
た
。
第
二

の
転
機
で
あ
る
。

「
私
は
大
学
院
で
は
、
19
世
紀
の
イ
ギ
リ

19

国際基督教大学教養学部人文学科を卒業し、1980年同大学大学院比較文化研究科比較文化専
攻博士前期課程を修了。母校の助手を経て帝京大学文学部英文科助手、帝京女子短期大学助
教授、中央大学総合政策学部助教授などを経て2004 年より現職。現在は19世紀および 20
世紀の英国文化・文学について研究する傍ら、ジェンダーやセクシュアリティに対する社会的
な視点についても考察を深めている。

永松 京子（ながまつ きょうこ）

「新英和中辞典」の執筆、日本ハーディ協会 50周年記
念論文「トマス・ハーディ全貌」、「喪失と覚醒」、「19
世紀後半から20世紀への英文学」などの論文がある。



ス
文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
19
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
が
今
の
日
本
の
置
か
れ
て
い
る
状
況

と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら

で
す
。
19
世
紀
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
は
世
界

中
で
最
も
進
ん
だ
技
術
を
持
っ
て
お
り
、

植
民
地
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
世
界

中
か
ら
輸
入
し
た
原
料
を
加
工
し
、
付
加

価
値
を
つ
け
て
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

お
金
を
も
う
け
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
一

方
で
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
い
つ

か
追
い
つ
か
れ
追
い
越
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
恐
れ
を
抱
い
て
も
い
た
。
国
内
で

は
公
害
や
自
然
破
壊
の
よ
う
な
現
象
が
目

に
見
え
て
ひ
ど
く
な
り
、
お
金
持
ち
が
増

え
る
一
方
で
貧
困
層
も
拡
大
し
、
犯
罪
も

増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
す
」

　

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
、
ど

の
よ
う
な
形
で
文
学
に
表
現
さ
れ
る
の
か

に
興
味
を
持
ち
、
永
松
先
生
は
19
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
文
学
を
研
究
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る

研
究
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
社
会
に
も
い

ろ
ん
な
変
化
が
起
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
ど
の
階
級
に
生
ま
れ
る
か

が
そ
の
人
の
人
生
を
か
な
り
決
定
し
て
い

た
の
で
す
が
、
19
世
紀
に
は
上
流
階
級
の

子
供
で
な
く
て
も
お
金
を
も
う
け
れ
ば
あ

る
程
度
上
に
あ
が
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の

で
す
」

　

こ
の
大
き
な
社
会
の
揺
ら
ぎ
は
身
分
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
性
に
対
す
る
考
え
方

に
も
及
ん
だ
。
当
時
の
中
産
階
級
の
常
識

で
は
男
性
が
外
に
出
て
働
き
、
女
性
が
家

庭
を
守
る
の
が
当
た
り
前
で
、
特
に
女
性

の
最
大
の
仕
事
は
子
共
を
産
む
こ
と
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
女
子
は
勉
強
す
る
と

頭
脳
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
行
き
、
子
宮
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
足
り
な
く
な
っ
て
良
い
子
が

産
め
な
く
な
る
か
ら
、
勉
強
し
な
い
方
が

い
い
な
ど
と
い
う
考
え
方
ま
で
ま
か
り

通
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ

ろ
か
ら
徐
々
に
、
女
性
で
も
も
っ
と
教
育

を
受
け
た
い
と
い
う
人
や
仕
事
を
し
た
い

と
い
う
人
が
現
れ
始
め
た
。
今
で
い
う

「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」が
台
頭
し
て
き
た
の
だ
。

「
男
女
の
領
域
が
崩
れ
て
く
る
と
と
も
に
、

異
性
愛
ば
か
り
で
な
く
同
性
愛
も
話
題
に

な
り
始
め
ま
し
た
。
一
部
の
芸
術
家
た
ち

が
、
当
時
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
同
性
愛
の

要
素
を
自
分
の
作
品
の
中
に
取
り
込
む
よ

う
に
な
り
、
一
般
の
人
々
も
そ
う
い
っ
た

作
品
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
私
は
文
学
の
背
景
と
な
る
社
会
に
つ

い
て
勉
強
し
て
い
る
う
ち
、
こ
の
よ
う
な

「
性
」
に
関
す
る
研
究
に
魅
力
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

現
在
の
日
本
社
会
で
も
、
男
女
の
領
域

や
役
割
が
変
化
し
始
め
て
い
る
と
い
う
永

松
先
生
。
総
合
政
策
学
部
で
は
、「
性
」
に

関
す
る
こ
と
を
通
し
て
今
の
社
会
を
見
つ

め
直
す
と
い
う
趣
旨
で
、
授
業
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
現
在
の
考
え
方
が 

普
遍
的
な
真
実
で
は
な
い
こ
と
を 

学
生
時
代
に
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い

　

総
合
政
策
学
部
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
思
想
面
を
主
に

担
当
し
て
い
る
永
松
先
生
だ
が
、「
性
」
に

つ
い
て
は
、
今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
当
然

の
こ
と
で
も
、
ち
ょ
っ
と
時
代
が
違
う
と

全
く
当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
と
語
る
。

「
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
な
考
え
方
と
い

う
の
は
、
実
は
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
ほ

ど
多
く
な
い
ん
で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
に

は
特
に
、
そ
の
点
に
目
を
向
け
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

例
え
ば
、
現
在
の
私
た
ち
は
、
人
間
に

は
男
と
女
が
い
て
、
こ
の
２
つ
は
全
く
別

の
性
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
実
は
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
結
構
新
し
く
、
西
欧

で
は
18
世
紀
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
男
と
女

授業の資料を配る先生と真面目で明るい雰囲気の学生。



は
基
本
的
に
同
じ
性
で
あ
り
、
２
種
類
の

性
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
の

だ
。
男
と
女
を
一
つ
の
連
続
し
た
も
の
と

と
ら
え
、
こ
の
両
者
の
間
に
い
ろ
ん
な
中

間
体
、
す
な
わ
ち
女
っ
ぽ
い
男
や
男
っ
ぽ

い
女
、
男
と
女
が
半
分
ず
つ
と
な
っ
て
い

る
両
性
具
有
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
彼
ら
と
て
、
男
と
女
を
全
く
同
じ
も
の

と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
そ
の
違
い
を
ど
こ
に
求
め
た
の
で

し
ょ
う
？　

そ
の
昔
、
人
々
は
人
間
の
体

が
宇
宙
と
同
様
、「
火
」「
水
」「
土
」「
空
気
」

の
４
つ
の
元
素
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
割
合
に
よ
っ
て
男
か
女
か
が
決
ま
る
と

考
え
て
い
た
の
で
す
」

　

今
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
ら
、
誰
も

が
一
笑
に
付
す
だ
ろ
う
。
で
は
こ
れ
が
単

な
る
笑
い
話
で
終
わ
る
か
と
言
え
ば
、
案

外
そ
う
で
も
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
を

「
男
」
と
「
女
」
の
二
種
類
だ
け
に
分
け

る
こ
と
で
起
き
る
問
題
も
む
し
ろ
あ
る
。

昔
の
人
々
の
考
え
方
は
、
現
代
の
私
た
ち

に
も
意
味
が
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
永
松
先
生
は
、
こ
こ
で
現
代
社
会
に

お
け
る
「
性
」
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え

て
み
る
必
要
性
を
訴
え
る
。

「
今
、
私
た
ち
の
社
会
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
と
き
、
必
ず
し
も
「
男
」「
女
」
と

い
う
区
分
に
入
り
き
ら
な
い
人
た
ち
が
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
き
ま

す
。
と
す
る
と
、
男
と
女
の
中
間
体
と
い

う
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
？　

む
し
ろ
昔
の
人
の
考
え
方
の
方
が

現
代
人
に
マ
ッ
チ
す
る
点
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
？
と
さ
え
思
え
て
き
ま
す
。
そ
う

考
え
て
い
く
と
、
私
た
ち
が
今
自
然
だ
と

思
っ
て
い
る
こ
と
が
不
自
然
な
の
か
も
し

れ
な
い
し
、
常
識
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と

が
も
し
か
す
る
と
非
常
識
な
の
か
も
し
れ

な
い
の
で
す
」

　

総
合
政
策
学
部
は
、
物
事
を
単
一
の
視

点
で
は
な
く
、
複
数
の
視
点
か
ら
見
て
み

よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
発
点
。
自
然
だ

と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
実
は
不
自
然
で

あ
っ
た
り
、
生
物
学
的
に
必
然
だ
と
考
え

て
い
た
も
の
が
、
実
は
人
工
的
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
り
…
。
そ
う
い
う
視
点

の
転
換
を
自
分
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い

く
学
部
な
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
未
知
の
も
の

を
発
見
し
た
り
、
理
解
を
超
え
た
異
質
な

も
の
と
出
合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
す
で
に

理
解
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
別

の
面
か
ら
見
る
と
全
く
違
う
姿
を
見
せ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
り
…
と
い
っ
た
体
験

を
、
学
生
全
員
に
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
」

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

永
松
先
生
は
何
度
も
研
究
の
矛
先
を
変

え
て
き
た
経
緯
が
あ
る
だ
け
に
、
最
初
か

ら
専
門
分
野
を
限
定
す
る
の
は
も
っ
た
い

な
い
と
考
え
て
い
る
。「
高
校
時
代
は
い
ろ

ん
な
こ
と
に
興
味
を
持
つ
こ
と
。
そ
う
す

れ
ば
そ
の
中
か
ら
面
白
い
も
の
が
見
つ
か

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。
大
学
で
何
を
勉

強
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
人
は
、
手

当
た
り
次
第
に
知
識
を
増
や
す
の
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
。「
例
え
ば
、
本
を

読
む
と
か
、
芸
術
作
品
を
見
て
み
る
と
か
、

旅
行
す
る
と
か
…
。
何
か
ア
ク
シ
ョ
ン
を

起
こ
せ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
新
し
い
何
か
が

見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
よ
」。
ま
た
、
現

在
多
く
の
高
校
で
文
科
系
と
理
科
系
を
ク

ラ
ス
分
け
し
、
科
目
も
比
較
的
自
由
に
選

択
で
き
る
こ
と
に
触
れ
、「
私
の
時
代
は
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
科
目
を
強
制
的
に
勉
強

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
そ

れ
も
良
か
っ
た
と
感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま

す
。
面
白
く
な
さ
そ
う
な
分
野
で
も
、
と

り
あ
え
ず
一
生
懸
命
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
一
言
。
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
簡
単
に
知
識
が
得
ら
れ
る
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
情
報
を
自
分
な
り
に
使
い
こ
な
し

て
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
よ
う
に
し
て
ほ

し
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
っ
た
。

丁寧な語り口が印象的な永松先生。


