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マ
シ
ュ
ー
ズ
先
生
の
研
究
室
の
入
口
に
飾
ら
れ
た
一
枚
の
モ
ノ
ク
ロ
の

版
画
が
目
に
留
ま
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ド
イ
ツ
の
画
家
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
「
メ

ラ
ン
コ
リ
ア
Ⅰ
（M

elencolia

Ⅰ

）」で
あ
る
。そ
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
さ

と
パ
ワ
フ
ル
さ
に
惹
か
れ
て
、と
先
生
は
笑
顔
で
答
え
る
が
、そ
の
答
え

の
背
景
に
あ
る
膨
大
な
知
性
は
、文
学
や
歴
史
、哲
学
や
思
想
史
に
は
と

ど
ま
ら
な
い
。

「M
elencolia

」に
あ
た
る
英
語
「M

elancholy

」の
意
味
が
時
代
と

と
も
に
変
化
し
て
き
た
よ
う
に
、社
会
や
文
化
、そ
し
て
思
想
に
は
歴
史

が
あ
る
。過
去
と
現
代
、未
来
を
結
ぶ
変
遷
の
糸
。先
生
は
世
界
に
お
け

る
真
実
や
本
質
を
追
求
す
べ
く
、そ
の
糸
を
様
々
な
視
点
か
ら
辿
る
。

世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、

そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
の
歴
史
の
糸
を
辿
る

知
的
探
求
者

マ シ ュ ー ズ , サ イ エ ル ザ助 教

様
々
な
文
献
や
メ
デ
ィ
ア
か
ら
、

多
角
的
に
情
報
を
得
る

　
小
さ
な
頃
か
ら
読
書
好
き
だ
っ
た
と
い

う
マ
シ
ュ
ー
ズ
先
生
。
休
日
は
神
保
町
で
の

古
書
巡
り
が
楽
し
み
、
と
言
う
。
先
生
は

文
学
を
読
む
こ
と
、
勉
強
す
る
こ
と
の
楽
し

さ
を
「
審
美
的
（aesthetic

）
な
楽
し
さ
」

と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
「
情
報
を
得
る
」

と
か
「
学
術
的
な
研
究
の
た
め
」
と
か
で

は
な
く
、
純
粋
に
そ
れ
自
体
を
「
楽
し
い
」

と
か「
面
白
い
」と
感
じ
る
こ
と
だ
と
言
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
読
書
量
が
膨
大
で
あ

る
。
小
説
や
詩
の
他
、
古
い
伝
記
や
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
様
々
な

文
献
を
読
む
。
読
書
好
き
、学
者
だ
か
ら
、

と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
は
先
生
の
研
究
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、Odell Shepard

（
以
下
、

シ
ェ
パ
ー
ド
）
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
作
家

の
影
響
だ
と
言
う
。

「
1
9
3
0
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の『The 

Lore of the U
nicorn

』
と
い
う
、
ユ
ニ

コ
ー
ン
の
概
念
の
歴
史
に
つ
い
て
の
検
証

本
が
あ
り
ま
す
。
ユ
ニ
コ
ー
ン
は
想
像
上

の
動
物
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
概
念
が

い
か
に
社
会
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
経

済
的
な
影
響
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア

の
社
会
に
何
千
年
に
も
渡
っ
て
与
え
て
き

た
か
、
そ
の
本
で
彼
は
示
し
た
の
で
す
。

例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
『
ユ
ニ
コ
ー

ン
の
角
（
実
際
は
羊
、
サ
イ
、
一
角
ク
ジ

ラ
の
角
な
の
だ
が
）
の
取
引
』
な
る
も
の

が
、
欧
州
全
体
で
大
々
的
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
取
引
は
、
当
時
よ
り
数
千

年
前
の
ギ
リ
シ
ャ
や
中
東
で
発
展
し
て
き

た
『
ユ
ニ
コ
ー
ン
は
病
気
を
治
す
』
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

シ
ェ
パ
ー
ド
が
ユ
ニ
コ
ー
ン
の
概
念
の
発

展
の
歴
史
を
、文
学
だ
け
で
な
く
哲
学
書
、

医
学
書
、
経
済
統
計
な
ど
様
々
な
形
の
書

物
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
の

手
本
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　
先
生
は
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
学
生
の
授
業

に
も
採
用
し
て
お
り
、
歴
史
書
、
新
聞
や

雑
誌
の
記
事
、
時
に
は
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
の

詞
も
使
用
す
る
。
英
語
本
の
多
読
が
難
し

い
日
本
の
学
生
に
は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
、

音
楽
な
ど
と
い
っ
た
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
も

使
う
こ
と
で
、
研
究
へ
の
意
欲
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
様
々
な
情
報
を
多
角
的
に
得
る
な
ら
ば
、

様
々
で
膨
大
な
情
報
量
を
有
す
る
現
代
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
有
用
で
は
な
い
か
。

「
人
々
が
ど
の
よ
う
に
世
界
を
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
論
点
は
私
の
研

究
の
中
核
を
成
す
も
の
で
す
が
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
す
べ
て
を
人
々

が
見
た
り
、
理
解
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
人
々
が
検

索
機
能
に
頼
り
過
ぎ
て
い
て
、
自
分
の
知



識
の
断
片
を
繋
げ
て
思
想
と
し
て
描
き
だ

す
能
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
で
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
流
し
読
み
す
る
に
は
適

し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
私
は
本
で
じ
っ

く
り
読
む
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
時
間
と
空
間
が

入
り
混
じ
る
巨
大
な
情
報
の
海
原
に
お
い

て
は
、
よ
り
情
報
を
繋
げ
る
力
が
必
要
と

な
る
。
マ
シ
ュ
ー
ズ
先
生
の
「
知
」
と
は

点
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
有
機
的
な
糸
の

よ
う
に
繋
が
っ
た
時
に
初
め
て
形
を
成
す

も
の
の
よ
う
だ
。

英
語
圏
文
化
に
お
け
る 

異
文
化
の
影
響

　
マ
シ
ュ
ー
ズ
先
生
の
専
門
は
「
英
語
圏

の
文
学
お
よ
び
文
献
」
と
あ
る
が
、「
文
学

作
品
の
研
究
」
と
い
う
よ
り
シ
ェ
パ
ー
ド

の
よ
う
に
様
々
な
文
献
を
辿
る
こ
と
で
、

思
想
の
変
化
と
社
会
に
対
す
る
影
響
を
時

間
軸
や
地
理
的
繋
が
り
の
中
で
理
解
し
よ

う
と
い
う
研
究
で
あ
る
。

　
先
の
ユ
ニ
コ
ー
ン
の
概
念
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
英
語
圏
文
化
に
は
異
文
化
の

影
響
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
例
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
先
生
が
授
業
で
も
扱
っ
て
い

る
「
現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ

の
歌
詞
に
は
、
千
年
も
前
の
北
ア
フ
リ
カ

の
哲
人
の
思
想
が
投

影
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
興
味
深
い
話
を

挙
げ
て
く
れ
た
。「
ア

フ
リ
カ
？
」
思
わ
ず

聞
き
間
違
い
か
と

思
っ
た
が
、
ど
う
や

ら
間
違
い
で
は
な
い

ら
し
く
、
こ
れ
は
北

ア
フ
リ
カ
の
タ
ガ
ス

テ
（
現
在
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
チ
ュ
ニ
ジ

ア
の
国
境
近
く
）
を
生
地
と
す
る
聖
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
彼
は

キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
重
要
人
物
だ

が
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
影
響
を
受
け
て
い

る
。
先
生
に
よ
る
と
、現
在
見
ら
れ
る「
愛
」

の
概
念
の
多
く
に
は
、
こ
の
聖
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
、中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
「Chivalry

（
騎
士
道
）」
と
呼

ば
れ
る
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

「
そ
れ
は
少
し
変
わ
っ
た
考
え
で
、
騎
士

は
真
実
の
愛
を
ひ
と
り
の
女
性
に
誓
わ
な

く
て
は
い
け
な
く
て
、
女
性
は
身
分
が
高

く
て
だ
い
た
い
が
お
姫
様
。
騎
士
は
戦
争

に
行
き
モ
ン
ス
タ
ー
と
戦
う
の
で
す
。
自

己
犠
牲
的
に
身
を
捧
げ
、
と
て
も
ロ
マ
ン

ニュージーランド生まれ。
オタゴ大学人文学部英語・言語学科

卒業、同大学大学院人文学部英語・言語学科修了、Doctor of Philosophy in English、Master of 
Arts with Distinction in English 取得（いずれもオタゴ大学）。オタゴ大学人文学部英語・言語学科
研究助手、講師を経て、来日。2014 年より中央大学総合政策学部契約講師に着任。2018 年より同
大学同学部助教、現在に至る。

MATHEWS, Cy Elza（ましゅーず さい えるざ）

先生の研究室の壁には、デューラーの「メラン
コリアⅠ」の他に、先生が興味を持つ英文学作
家や詩人の名前と生没年、作品の主題が描か
れたメモが上から年代順に並べられている。



テ
ィ
ッ
ク
な
の
で
多
く
の
良
質
な
物
語
を

生
み
ま
し
た
」

　
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
歌
詞
や
映
画
は
非
常

に
多
い
た
め
、
教
え
る
際
の
教
材
に
事
欠

か
な
い
。

「『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』な
ん
か
は
好
例
で
す
。

ジ
ャ
ッ
ク
は
非
常
に
身
分
が
低
い
男
で
、

ロ
ー
ズ
は
上
流
階
級
の
女
性
。
そ
し
て
愛

に
は
困
難
が
と
も
な
う
。
彼
ら
が
も
が
き

苦
し
む
の
が
良
い
、
と
さ
れ
ま
す
。
で
、

も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
ッ
ク
は
最
後
に
自
分
の
身

を
犠
牲
に
し
ま
す
よ
ね
。
と
て
も
古
典
的

な
話
で
す
が
、
そ
の
思
想
の
元
は
古
代
ギ

リ
シ
ャ
に
あ
る
の
で
す
」

　
実
際
の
男
女
間
で
男
性
が
デ
ー
ト
代
な

ど
を
出
す
と
い
う
の
も
、
こ
の
騎
士
道
の

影
響
だ
と
の
こ
と
。

「
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
現
代
で
は

変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
50
年
く

ら
い
前
な
ら
、
男
性
は
デ
ー
ト
代
を
出
す

だ
け
で
な
く
、
女
性
の
た
め
に
扉
も
開
け

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
今
は
そ
ん
な

事
を
し
た
ら
、
時
に
は
性
差
別
主
義
者
だ

と
思
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と

先
生
は
笑
顔
で
言
う
が
、
こ
れ
は
冗
談
で

は
な
く
実
際
に
起
こ
り
得
る
話
で
あ
る
。

異
文
化
へ
の
関
心
と 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

　
先
生
は
、
思
想
が
時
に
は
人
の
行
動
を

変
え
、
世
界
の
歴
史
を
動
か
し
て
き
た
こ

と
に
着
目
す
る
。
例
え
ば
、
17
世
紀
の

Richard H
akluyt

（
以
下
、ハ
ク
ル
ー
ト
）

と
い
う
著
述
家
は
旅
の
話
に
惹
か
れ
、
自

分
で
は
旅
を
せ
ず
と
も
、旅
に
関
す
る
様
々

な
文
献
を
集
め
た
。
そ
の
膨
大
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
編
纂
し
た
「The Principal 

N
avigations’ Voyages’ Traffiques 

and D
iscoveries of the English 

N
ation

」
と
い
う
彼
の
本
は
、
異
文
化
へ

の
興
味
が
非
常
に
高
か
っ
た
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
絶
大
な
人
気
を
得
た
。

「
そ
れ
を
読
む
と
世
界
の
様
々
な
面
が
発

見
で
き
る
と
同
時
に
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス

の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
世
界
に
つ
い
て
考

え
て
い
た
か
わ
か
り
ま
す
」

　
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
異
文
化
に
対

す
る
強
い
関
心
と
と
も
に
、
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
、
つ
ま
り
先
入
観
や
偏
見
と
い
っ
た

も
の
も
散
見
さ
れ
る
と
い
う
。

「
例
え
ば
、
あ
る
文
化
圏
は
未
開
だ
と
か
、

そ
こ
に
住
む
異
種
の
人
間
に
対
す
る
恐
怖

な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
は
非
常
に
影
響
力
が

大
き
く
、
時
に
は
人
の
行
動
を
も
変
え
て

し
ま
う
。
本
で
発
見
し
た
考
え
が
実
際
の

世
界
の
発
展
に
作
用
す
る
の
で
す
」

　
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
女
王
に
も
影

響
を
与
え
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
植
民
政

策
の
後
押
し
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
歴
史

的
意
義
を
考
え
る
と
、
一
冊
の
本
、
ひ
と

り
の
思
想
の
影
響
力
と
い
う
も
の
は
、
想

像
以
上
に
大
き
い
。

　
そ
し
て
現
代
も
同
様
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
が
実
際
の
国
の
移
民
政
策
な
ど
に
影
響

し
て
い
る
。
ゆ
え
に
先
生
は
「
題
材
と
し

て
も
、
情
報
と
し
て
も
、
と
て
も
興
味
深

い
テ
ー
マ
」
と
言
う
。

「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
み
た
い
な
も
の
は
案

外
、
我
々
の
物
事
に
対
す
る
知
識
の
大
き

な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
で
も
人
々
は

そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
気
づ
か
な

い
。
で
す
か
ら
、
私
は
一
般
的
な
事
、
世

界
に
つ
い
て
、
時
に
は
愛
に
つ
い
て
、
そ

し
て
異
国
間
の
相
違
に
つ
い
て
の
思
想
と

い
っ
た
も
の
を
教
え
る
の
で
す
」

　
実
は
先
の
騎
士
道
の
話
で
、
筆
者
の
私

は
「
欧
米
の
男
性
は
レ
デ
ィ
フ
ァ
ー
ス
ト

で
、
今
で
も
ド
ア
を
開
け
て
く
れ
る
も
の

だ
」
と
思
い
込
ん
で
い
た
た
め
、
先
生
の

話
を
聞
い
て
初
め
て
そ
れ
が
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
だ
と
気
づ
き
、
異
文
化
に
関
し
て
古

い
情
報
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
も
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
に
な
り
得
る
の
だ
、
と
少
し
驚
い

た
。
私
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
と
ら
わ
れ

な
い
視
野
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
先
生

の
授
業
を
受
け
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を 

払
拭
す
る
「
歴
史
の
目
」

　
先
生
も
以
前
は
、
本
を
読
ん
で
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
を
抱
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
う
。

この日の国際的視点を習得するクラスでは、国際的な
武器見本市の写真を見ながら各自の印象を話し、議
論が行われていた。



「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
未
知
な
も
の
に

恐
怖
や
不
可
解
さ
を
抱
い
た
り
す
る
も
の

で
す
。
で
も
、
理
解
が
進
め
ば
恐
怖
も
薄

ら
ぐ
。
未
知
な
も
の
を
怖
が
る
だ
け
じ
ゃ

な
く
、
も
っ
と
現
実
的
に
対
処
し
た
方
が

良
い
と
思
い
ま
す
」

　
未
知
の
も
の
と
は
、
往
々
に
し
て
外
来

者
で
あ
る
。

「
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、
何
世
代
に
も

渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
在
住
し
て
き
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
地
元
の
そ
れ
よ
り
イ
タ
リ
ア

系
マ
フ
ィ
ア
は
怖
い
、
と
思
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
ク
ラ
ス
で
議

論
し
ま
す
」

　
議
論
は
様
々
な
視
点
や
情
報
を
得
て
自

分
の
意
見
を
形
成
す
る
有
用
な
手
段
で
あ

る
が
、
最
近
先
生
は
教
材
と
し
て
写
真
な

ど
広
告
ビ
ジ
ュ
ア
ル
や
報
道
写
真
、絵
画
、

イ
ラ
ス
ト
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
な

ど
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
も
多
く
取
り
入
れ

始
め
た
と
い
う
。

「
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
は
社
会
と
文
化
に
つ

い
て
多
く
の
事
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
は
異
文
化
間
で
も
簡
単
に
理
解
で
き

る
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
は
非

常
に
強
力
で
物
事
を
必
要
以
上
に
単
純
化

し
て
し
ま
い
、
人
は
そ
の
認
識
が
な
い
ま

ま
単
純
な
着
想
を
そ
こ
か
ら
得
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
大
元
は
、

し
ば
し
ば
こ
の
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
」

　
特
に
最
近
で
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
流

行
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
視
覚
文
化

の
影
響
が
増
し
て
い
る
た
め
、
人
々
が
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
持
つ
危
険
性
も
大
き

い
。先
生
は
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も「
読

む
」
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
言
う
。

「
そ
の
背
景
に
あ
る
詳
細
な
情
報
を
得
て
、

単
純
化
し
な
い
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
る

こ
と
が
必
要
で
す
。両
方
重
要
な
の
で
す
」

　
先
生
は
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
事
象
を
そ

の
背
景
に
あ
る
繋
が
り
の
中
で
認
識
す
る

視
点
を
「
歴
史
の
目
」
と
称
す
る
。

「
学
生
た
ち
に
は
、
自
分
た
ち
の
周
り
の

世
界
を
『
歴
史
の
目
』
を
持
っ
て
見
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
単

に
今
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
見
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
過
去
か
ら
ど

の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
映
画
『
タ
イ

タ
ニ
ッ
ク
』
の
背
景
に
キ
リ
ス
ト
教
を
経

由
し
た
古
い
ギ
リ
シ
ャ
の
思

想
を
見
る
、
と
い
う
よ
う
に
」

二
千
年
以
上
の
時
を
経
て
発
展

し
て
き
た
今
の
価
値
観
や
社
会

シ
ス
テ
ム
な
ど
を
含
む
現
代
思

想
を
、
こ
の
「
歴
史
の
目
」
で

見
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
社
会

を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
先
生
は
言
う
。

　
そ
し
て
思
想
は
変
化
し
、

変
遷
の
糸
は
過
去
か
ら
現
在

に
、
そ
し
て
そ
の
先
の
未
来

に
繋
が
る
。

「
騎
士
道
の
思
想
で
は
ロ
マ
ン

ス
は
常
に
男
女
間
の
こ
と
で

す
が
、
今
は
同
性
愛
だ
っ
て
あ
る
。
思
想

の
歴
史
を
理
解
し
、
思
想
が
社
会
と
文
化

に
与
え
た
影
響
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
未
来
の
予
測
に
も
繋
が
り
ま
す
」

　
先
生
は
確
信
を
持
っ
て
、
今
は
間
違
い

な
く
将
来
が
重
要
だ
、
と
語
る
。
私
た
ち

ひ
と
り
ひ
と
り
の
思
想
も
そ
の
思
想
の
歴

史
の
糸
の
重
要
な
一
端
で
あ
り
、
未
来
を

創
り
出
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
先
生
の
教

え
る
「
歴
史
の
目
」
を
持
つ
こ
と
は
極
め

て
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

高
校
生
の
み
な
さ
ん
へ

　
大
学
は
幅
広
く
深
い
勉
学
の
機
会
を
与

え
て
く
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
活
か
す
の
は

皆
さ
ん
次
第
で
す
。
一
生
懸
命
自
分
自
身

の
力
で
研
究
す
る
こ
と
を
学
ん
で
く
だ
さ

い
。
私
も
皆
さ
ん
が
潜
在
的
な
能
力
を
発

揮
で
き
る
よ
う
お
手
伝
い
し
ま
す
。 「哲学は抽象的過ぎて現実世界に繋がるようには思えなかった。文学を勉

強することが歴史を通して社会と文化についての物事を教えてくれる」
専攻を変えた理由にも、先生の真実を探求する姿がうかがわれる。


