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私たちのゼミでは、西洋近代、およそ16世紀から19世紀までを研究しています。ゼミ生一
人ひとりが興味を持った主題を選び、その対象は貿易から音楽までとさまざまです。授業は発
表が主で、2019年度は年3回の発表を予定しています。先生からアドバイスをいただいたり、
学生同士で質問をし合ったりしながら、3年次におけるゼミ論、そして大学4年間の集大成で
ある卒論に向けて、日々努力を重ねています。

わたしたちの
ゼミへようこそ
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生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
１
８
５
９

年
に
出
版
さ
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
『
種
の
起
源
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

進
化
論
が
大
き
く
発
展
し
、
普
及
し
た
時

代
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
重
要
な
特

徴
と
い
え
る
こ
の
二
つ
の
事
柄
を
も
と
に
、

Ｒ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
『
ジ
キ
ル

博
士
と
ハ
イ
ド
氏
』
や
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ

の
『
タ
イ
ム
・
マ
シ
ン
』
な
ど
と
い
っ
た
、

当
時
の
小
説
の
な
か
に
見
ら
れ
る
進
化
論
の

影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。
こ
の
登

場
人
物
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
容
姿
を
し
て
い

る
の
か
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た

の
か
、
ま
た
作
者
が
な
ぜ
本
文
で
そ
の
単
語

を
使
っ
て
い
る
の
か
な
ど
、
多
く
の
視
点
か

ら
物
語
を
読
み
解
い
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら

の
作
品
は
、
た
だ
読
む
だ
け
で
も
十
分
に
楽

し
め
る
も
の
で
す
が
、
当
時
の
社
会
状
況
や

思
想
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ン

タ
ジ
ッ
ク
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
確
か

な
「
現
実
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
単

純
な
創
作
物
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
資

ゼ
ミ
生
そ
れ
ぞ
れ
が
選
ん
だ	

テ
ー
マ
を
追
究

人
間
の
歴
史
に
お
い
て
研
究
対
象
と
な
る

主
題
は
無
数
に
存
在
し
ま
す
。政
治
、経
済
か

ら
絵
画
や
文
学
、
最
近
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
営
み
を
理
解
し
、
解
釈

す
る
こ
と
が
歴
史
学
の
目
的
だ
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
対
象
は
紀
元
前
４
０
０
０

年
ご
ろ
の
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
ア
メ
リ

カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
な
ど
の
２
０
０
０
年

代
の
出
来
事
ま
で
と
非
常
に
幅
広
い
も
の
で

す
が
、
そ
の
な
か
で
も
私
た
ち
の
ゼ
ミ
で
は

西
洋
近
代
、
主
に
16
世
紀
か
ら
19
世
紀
の
事

象
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ゼ
ミ
生
そ
れ
ぞ
れ
が
関
心
の
あ
る

時
代
や
国
か
ら
テ
ー
マ
を
決
定
し
て
研
究
を

進
め
、
私
は
19
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ

リ
ス
を
専
攻
し
て
い
ま
す
。
Ａ
・
Ｃ
・
ド
イ
ル

の
「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
」
シ
リ
ー
ズ

を
は
じ
め
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
は
現
代
に

お
い
て
も
な
お
人
気
を
博
す
小
説
が
数
多
く

文
学
部

そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
し
、

互
い
に
高
め
合
い
、	

歴
史
を
紐
解
く

三
み

村
む ら

�莉
り

穂
ほ

�
文学部人文社会学科西洋史学専攻3年
栃木県立宇都宮女子高校出身

机をロの字型にして発表を行う

石橋先生とゼミ生たち

26



料
と
し
て
小
説
を
読
む
こ
と
に
は
、
単
な
る

読
書
と
は
違
っ
た
意
義
や
楽
し
み
が
あ
る
の

で
す
。

新
し
い
気
づ
き
が
得
ら
れ
る	

発
表
の
時
間

ゼ
ミ
の
時
間
で
は
、
一
人
ひ
と
り
が
研
究

の
成
果
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。
テ
ー
ブ
ル

を
ロ
の
字
型
に
配
置
し
、
互
い
の
顔
が
見
え

や
す
い
よ
う
な
形
で
発
表
し
ま
す
。
一
人
あ

た
り
の
報
告
は
、
質
疑
応
答
な
ど
を
含
め
50

分
ほ
ど
で
行
い
ま
す
。
ま
た
２
０
１
９
年
度

の
夏
季
休
暇
明
け
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

の
一
次
資
料
に
つ
い
て
、
後
世
に
書
か
れ
た

書
籍
や
論
文
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
に
書
か

れ
た
文
書
の
読
解
と
分
析
を
行
い
ま
し
た
。

日
本
語
訳
は
も
ち
ろ
ん
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス

語
な
ど
で
書
か
れ
た
原
文
に
あ
た
る
学
生
も

お
り
、
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
発

表
と
な
り
ま
し
た
。

定
期
的
に
皆
の
前
で
発
表
を
行
う
た
め
に

は
、
そ
の
た
び
に
自
分
の
現
在
の
進
捗
状
況

を
専
門
外
の
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
整
理
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
作
業
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
に
ま

と
め
て
自
ら
の
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
、

自
分
の
状
況
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
よ
り
深
く
実
感
を
も
っ
て
研
究
内
容
を

理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。ま
た
、

発
表
後
に
石
橋
先
生
か
ら
適
し
た
資
料
や
改

善
点
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
く
こ
と

で
新
た
な
手
が
か
り
を
得
た
り
、
次
に
何
を

す
べ
き
か
な
ど
先
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
よ
り
明
確

に
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
他
の
ゼ
ミ
生
か
ら
質
問
を
受
け

る
こ
と
で
、
今
ま
で
自
分
が
気
づ
い
て
い
な

か
っ
た
疑
問
点
や
補
完
す
べ
き
内
容
が
明
ら

か
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
質
疑
応
答
の
時
間

は
毎
回
複
数
の
質
問
を
互
い
に
投
げ
合
い
ま

す
。
加
え
て
、
た
と
え
テ
ー
マ
が
個
々
で

違
っ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
他
の
ゼ
ミ
生
の

発
表
か
ら
自
分
の
研
究
に
活
か
せ
る
こ
と
を

多
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も

近
い
時
代
の
テ
ー
マ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

年
代
や
地
域
が
ま
る
で
異
な
っ
て
い
た
と
し

て
も
、着
眼
点
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
な
ど
、

と
て
も
参
考
に
な
る
発
表
が
多
々
あ
り
ま
し

た
。こ

の
よ
う
に
し
て
研
究
を
進
め
て
い
き
、

学
期
末
に
は
１
年
間
の
成
果
を
ゼ
ミ
論
の
執

筆
と
い
う
形
で
ま
と
め
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

多
く
の
場
合
は
ゼ
ミ
論
の
内
容
を
そ
の
ま
ま

卒
論
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、
こ
の
ゼ
ミ

で
学
ん
だ
こ
と
が
大
学
４
年
間
す
べ
て
の
集

大
成
に
な
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
史
学
は

決
し
て
単
純
な
暗
記
な
ど
で
は
な
く
、
無
限

に
追
究
し
続
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
学
問

で
す
。
研
究
に
お
い
て
は
そ
う
簡
単
に
結
果

を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私

は
そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
こ
の
ゼ
ミ
で
学
ん

だ
こ
と
、
ま
た
こ
れ
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
最
大

限
に
生
か
し
、
自
分
の
専
攻
す
る
主
題
に
つ

い
て
、
そ
の
調

査
や
解
釈
を
も

と
に
一
つ
の
答

え
を
導
き
出
せ

る
よ
う
、
引
き

続
き
切
磋
琢
磨

し
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
ゼ
ミ
に
は
西
洋
近
代
史
に
関
心
を
持
つ
学

生
が
集
ま
り
、
卒
論
に
向
け
た
研
究
に
つ
い
て
教
員
や

学
生
か
ら
助
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。
学
生
同
士
で
知
的
な
刺
激
を
与
え
合

い
、
協
同
的
な
学
び
を
実
現
で
き
る
空
間
を
作
り
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
卒
論
執
筆
に
入
る
皆
さ
ん
に
は
、
自
分
が

歴
史
の「
書
き
手
」に
な
る
と
い
う
気
持
ち
を
強
く
持
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
学
に
関
す
る
講
義
で
は

多
様
な
時
代
・
地
域
の
歴
史
を
知
識
と
し
て
学
び
、
演

習
で
は
先
生
が
定
め
た
本
や
論
文
を
読
む
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
卒
論
で
は
自
ら
が
「
主
役
」
と

な
っ
て
資
料
や
文
献
を
一
か
ら
調
査
し
、
他
の
研
究
者

の
議
論
と
突
き
合
わ
せ
、
過
去
の
出
来
事
の
意
味
を
深

く
考
え
、
独
自
の
歴
史
の
図
柄
を
描
き
出
す
こ
と
が
大

切
な
目
標
に
な
り
ま
す
。

歴
史
の
「
書
き
手
」
の
立
場
に
な
る
と
、
無
数
に
あ

る
過
去
の
出
来
事
や
人
物
・
現
象
、
さ
ら
に
多
く
の
文

献
の
な
か
か
ら
一
部
を
選
び
取
っ
て
記
述
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
の
際
に
は
皆
さ
ん
の
歴
史
理
解
、
解
釈
の

根
拠
、立
ち
上
げ
て
ゆ
き
た
い
歴
史
像
が
問
わ
れ
ま
す
。

史
料
や
論
文
の
考
察
に
基
づ
き
、し
っ
か
り
と
「
根
拠
」

を
示
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
他
の
著
作
か
ら
抜
き
書
き

し
た
よ
う
な
「
借
り
物
」
の
言
葉
で
は
な
く
、
多
少
粗

削
り
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も

と
て
も
大
事
で
す
。
皆
さ
ん
が
歴
史
の
「
書
き
手
」
と

し
て
全
力
投
球
す
る
卒
論
を
読
む
こ
と
を
今
か
ら
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。
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史
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