
二

専
攻
学
科
目　

西
洋
中
世
考
古
学
・
美
術
史

生　

年　

月　

昭
和
四
〇
年　

八
月

略　
　
　

歴　

平
成　

元
年　

三
月 

東
京
大
学
文
学
部
美
術
史
学
科
卒
業

同　
　

四
年　

三
月 
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

同　
　

五
年　

四
月 
東
京
大
学
文
学
部
助
手

同　
　

九
年　

九
月 
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ク
ス
＝
マ
ル
セ
イ
ユ
第
一
大
学
古
代
・
中
世
考
古
歴
史
文
明
研
究
科D

EA

（
専
門
研
究

課
程
修
了
証
書
）
取
得

同　

二
〇
年
一
二
月 

博
士
（
考
古
学
）
エ
ク
ス
＝
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学

同　

二
一
年
一
一
月 

フ
ラ
ン
ス
・
エ
ク
ス
＝
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学
中
世
近
世
地
中
海
考
古
学
研
究
所
客
員
研
究
員

同　

二
三
年　

八
月 

国
立
西
洋
美
術
館
学
芸
課
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー

同　

二
四
年　

六
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
グ
ロ
ー
バ
ル
地
域
研
究
機
構
特
任
研
究
員

同　

二
八
年　

五
月 

城
西
大
学
客
員
教
授

同　

二
八
年　

九
月 

城
西
大
学
現
代
政
策
学
部
准
教
授

同　

二
九
年　

四
月 

城
西
大
学
現
代
政
策
学
部
教
授
（
現
在
に
至
る
）

日
本
学
士
院
賞　

受
賞
者　
　

奈な

良ら

澤さ
わ　

由ゆ　

美み



一
一

博
士︵
考
古
学
︶奈
良
澤
由
美
氏
のLes autels 

chrétiens du Sud de la G
aule (V

e-XII
e siècles)

︵﹃
南
ガ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
祭
壇　

五
世
紀
か

ら
一
二
世
紀
ま
で
﹄︶
に
対
す
る
授
賞
審
査
要
旨

　

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
が
崩
壊
し
︑
こ
れ
に
続
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
が
そ
の

文
化
と
社
会
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
最
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
が
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
の
は
自
明
と
言
っ
て
よ
い
︒
西
暦
四
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教

が
公
認
の
宗
教
と
な
り
︑
教
会
に
お
い
て
典
礼
が
実
施
さ
れ
る
と
︑
キ
リ
ス
ト

の
象
徴
で
あ
り
︑
司
祭
が
聖
餐
の
儀
式
を
執
り
行
う
祭
壇
は
︑
教
会
に
と
っ
て

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
﹁
装
置
﹂
と
な
っ
た
︒
本
書
﹃Les autels chrétiens du Sud 

de la G
aule (V

e-XII
e siècles)

︵
南
ガ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
祭
壇　

五
世
紀
か

ら
一
二
世
紀
ま
で
︶﹄︵
ブ
レ
ポ
ル
ス
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶
は
︑
ロ
ー
マ
支
配

時
代
の
古
名
を
用
い
て
﹁
南
ガ
リ
ア
﹂
と
称
さ
れ
る
地
中
海
沿
岸
地
方
に
残
る
︑

古
代
末
期
か
ら
中
世
盛
期
に
か
け
て
造
ら
れ
た
教
会
祭
壇
の
学
界
初
め
て
の
包

括
的
研
究
で
あ
る
︒

　

南
ガ
リ
ア
地
方
の
当
該
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
祭
壇
の
研
究
は
︑
一
九
世
紀
中

頃
の
マ
ル
セ
イ
ユ
地
方
に
残
る
祭
壇
に
つ
い
て
の
 L.︲

 T.
ダ
シ
ー
の
研
究
を
嚆

矢
と
し
︑
二
〇
世
紀
に
入
り
よ
り
科
学
的
で
精
緻
な
手
法
に
よ
る
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
が
︑
い
ず
れ
も
比
較
的
限
ら
れ
た
地
域
を
枠
組
と
す
る
研
究
で

あ
っ
た
︒
奈
良
澤
由
美
氏
の
業
績
の
特
筆
す
べ
き
点
は
︑
研
究
対
象
を
プ
ロ

ヴ
ァ
ン
ス
地
方
︑
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
︑
ロ
ー
ヌ
＝
ア
ル
プ
地
方
の
三
地
方
︑

総
数
一
一
県
に
ま
た
が
る
地
域
に
設
定
し
︑
こ
う
す
る
こ
と
で
南
ガ
リ
ア
中
心

部
全
体
に
つ
い
て
の
所
見
と
し
て
︑
そ
の
成
果
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
同
氏
は
南
ガ
リ
ア
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
に
関
し

て
︑
キ
リ
ス
ト
教
祭
壇
の
様
式
上
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
︑
堅
固
な
資
料
基

盤
を
も
と
に
初
め
て
全
体
像
を
提
示
し
て
見
せ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は

斯
学
の
専
門
誌
﹃M

edieval A
rchaeology

﹄︵
第
六
〇
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
六

年
︶
掲
載
の
書
評
が
︑
本
書
を
﹁
今
後
の
地
域
研
究
の
大
い
な
る
出
発
点
で
あ

る
﹂
と
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る
︒

　

全
体
で
六
〇
四
頁
か
ら
な
る
本
書
の
本
文
部
分
は
︑﹁
序
論
的
考
察
﹂︑﹁
第

一
部
︒
祭
壇
カ
タ
ロ
グ
﹂︑﹁
第
二
部
︒
総
合
的
考
察
と
結
論
﹂
の
三
部
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
序
論
的
考
察
﹂
で
は
︑
教
会
祭
壇
を
造
る
に
あ
た
っ
て
素
材
︵
大
理
石
な

ど
︶
や
形
態
に
つ
い
て
︑
教
会
法
が
ど
の
よ
う
に
定
め
て
き
た
か
な
ど
の
歴
史

的
考
察
や
︑
先
に
述
べ
た
研
究
対
象
の
地
理
的
空
間
の
設
定
︑
祭
壇
を
含
む
典

礼
道
具
に
つ
い
て
の
歴
史
家
の
関
心
の
変
遷
︑
教
会
祭
壇
の
保
存
の
現
状
な
ど

が
叙
述
さ
れ
る
︒



一
一

　
﹁
第
一
部
︒
祭
壇
カ
タ
ロ
グ
﹂
は
分
量
の
上
で
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
総
数
四
五
四
点
の
祭
壇
及
び
そ
の
関
連
遺
物
が
︑
予
め
定
め

ら
れ
た
項
目
ご
と
に
一
点
一
点
記
述
さ
れ
る
︒
そ
の
項
目
と
は
︑
形
態
︑
素
材
︑

規
格
︑
装
飾
や
意
匠
︑
先
行
研
究
︑
関
連
文
献
な
ど
で
あ
る
︒
一
点
ご
と
に
写

真
︑
実
測
図
︑
著
者
自
身
に
よ
る
祭
壇
に
つ
い
て
の
観
察
記
述
︑
碑
文
の
模

写
・
翻
刻
︑
意
匠
の
模
写
な
ど
が
付
さ
れ
︑
そ
の
構
成
は
精
緻
を
極
め
て
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
も
の
﹂
に
対
す
る
感
覚
的
認
識
︑
経
験
に
基
づ
く
直
感
的
な
把
握
が
︑

多
様
で
あ
る
﹁
も
の
﹂
と
し
て
の
個
々
の
祭
壇
へ
の
理
解
を
育
む
と
信
ず
る
著

者
の
思
想
の
表
れ
で
あ
り
︑
経
験
科
学
で
あ
る
美
術
考
古
学
の
根
底
に
そ
な
え

る
べ
き
認
識
の
在
り
方
で
あ
ろ
う
︒

　

他
方
に
お
い
て
美
術
考
古
学
の
対
象
と
し
て
の
祭
壇
研
究
が
も
つ
独
特
の
隘

路
も
ま
た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
総
数
四
五
四
点
と
い
う
多
数
の
調
査

観
察
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
網
羅
性
︑
悉
皆
性
を
そ

な
え
て
い
る
か
を
検
証
す
る
術
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
研
究

の
指
導
を
お
こ
な
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ィ
ク
ソ
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
﹁
あ
り

そ
う
に
な
い
網
羅
性exhaustivité im

probable

﹂
と
い
う
言
葉
に
現
れ
て
い

る
︒
過
去
に
ど
れ
だ
け
の
数
の
教
会
祭
壇
が
︑
こ
の
時
代
に
こ
の
地
方
で
製
作

さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
︑
完
全
な
網
羅
性
を
主
張
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
フ
ィ
ク
ソ
教
授
の
こ
の
言
明
は
︑
著
者
の
近

似
的
な
網
羅
性
を
擁
護
す
る
文
脈
で
の
揚
言
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
重
要
な
の
は
本
カ
タ
ロ
グ
が
︑
失
わ
れ
て
い
く
文
化
遺
産

を
記
録
す
る
国
際
的
取
り
組
み
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒

　
﹁
第
二
部
︒
総
合
的
考
察
と
結
論
﹂
は
︑﹁
祭
壇
カ
タ
ロ
グ
﹂
に
お
い
て
逐
一

精
査
し
た
四
五
四
点
の
作
品
全
体
を
通
し
て
︑
多
様
な
論
点
に
つ
い
て
い
か
な

る
結
論
を
演
繹
し
う
る
か
︑
本
研
究
に
寄
せ
た
著
者
の
学
問
的
考
察
の
根
幹
を

な
す
部
分
で
あ
る
︒

　

著
者
は
ま
ず
施
さ
れ
た
彫
刻
装
飾
に
応
じ
て
︑
祭
壇
を
以
下
の
四
つ
に
分
類

す
る
︒
す
な
わ
ち
①
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
型
装
飾
祭
壇
︑
②
古
代
墓
石
式
祭
壇
︑
③

地
中
海
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
卓
に
円
形
葉
装
飾
が
施
さ
れ
た
祭
壇
︑
④
前
面

飾
り
祭
壇
︵
ア
ン
テ
ペ
ン
デ
ィ
ウ
ムantependium

︶
で
あ
る
︒
①
は
パ
レ
オ

ク
レ
テ
ィ
ア
ン
︵
古
キ
リ
ス
ト
教
︶
時
代
に
ま
で
遡
り
︑
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ー

ル
・
ド
・
マ
ル
セ
イ
ユ
修
道
院
祭
壇
が
代
表
例
︵
キ
リ
ス
ト
を
表
す
組
文
字
ク

リ
ス
モ
ン
︑
鳩
︑
葡
萄
枝
飾
り
︑ 

雌
羊
な
ど
の
寓
意
彫
刻
︶
で
あ
る
︒
マ
ル
セ

イ
ユ
近
郊
の
工
房
か
ら
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
全
体
に
広
が
り
︑
ロ
マ
ネ
ス
ク
時

代
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
製
作
さ
れ
た
︒
特
徴
的
な
こ
と
に
︑
七
世
紀
か
ら
一

〇
世
紀
に
か
け
て
の
作
例
が
欠
け
て
い
る
︒
②
は
古
代
の
墓
石
を
利
用
し
た
祭

壇
︒
作
例
の
多
さ
で
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
が
圧
倒
し
て
い
る
が
︑
八
︑
九
世
紀

に
な
る
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
も
こ
の
種
の
作
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
︒
頂
上
部
に
は
聖
遺
物
収
納
の
た
め
の
小
穴
が
穿
た
れ
︑
正
面
に
は
ギ
リ
シ

ア
十
字
架
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
は
こ
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
の
そ
れ
が
西



一
一

ゴ
ー
ト
芸
術
の
影
響
を
受
け
て
お
り
︑
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
初
期
の
ナ
ル
ボ
ン
ヌ

が
製
作
の
中
心
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
︒
③
円
形
葉
装
飾
祭
壇
は
一
〇
︑
一
一

世
紀
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
や
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
見
ら
れ
︑
祭
壇
の
卓
が
掘
り

込
ま
れ
︑
縁
辺
部
が
円
形
葉
様
に
縁
高
に
残
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
る
︒
年
代

確
定
が
困
難
な
作
例
に
つ
い
て
は
古
キ
リ
ス
ト
教
時
代
と
す
る
者
︑
ロ
マ
ネ
ス

ク
時
代
と
す
る
者
な
ど
︑
研
究
者
の
間
で
見
解
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
︒
④

ア
ン
テ
ペ
ン
デ
ィ
ウ
ム
型
と
は
︑
外
陣
や
信
徒
席
に
向
か
っ
て
︑
祭
壇
の
前
面

を
覆
う
よ
う
に
懸
け
ら
れ
る
布
︑
あ
る
い
は
金
属
製
や
木
製
の
装
飾
を
具
え
た

祭
壇
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
様
式
は
一
二
世
紀
に
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
と
ラ
ン

グ
ド
ッ
ク
地
方
︑
ロ
ー
ヌ
＝
ア
ル
プ
地
方
の
対
象
地
域
全
域
に
見
ら
れ
る
︒

　

こ
れ
に
続
く
﹁
類
型
論
と
編
年
論
﹂
で
は
︑
祭
壇
の
卓
と
そ
の
支
持
躯
体
︑
す

な
わ
ち
台
座
と
そ
こ
に
穿
た
れ
た
聖
遺
物
収
納
開
口
部
︵loculus

︶
な
ど
が
考

察
さ
れ
る
︒
卓
は
二
類
型
に
分
類
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
縁
を
少
し
高
く
残
し
た

掘
り
込
み
形
態
と
︑
平
面
型
で
あ
る
︒
前
者
は
古
代
の
食
卓
の
系
譜
を
引
い
て

お
り
︑
マ
ル
セ
イ
ユ
の
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
修
道
院
の
も
の
が
典
型
で
あ
り
︑

五

－

七
世
紀
に
属
す
る
作
品
が
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
で
一
五
例
確
認
さ
れ
る
︒
プ

レ
・
ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
に
な
る
と
こ
の
形
態
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
盛
ん
に

作
ら
れ
る
が
︑
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
で
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
︒
平
面
卓
は
合

わ
せ
て
八
〇
例
知
ら
れ
︑
小
規
模
で
農
村
教
会
や
修
道
院
教
会
に
多
く
︑
素
材

が
大
理
石
で
あ
る
の
は
わ
ず
か
三
例
の
み
で
︑
そ
の
他
は
石
灰
岩
製
か
砂
岩
製

で
あ
る
事
実
な
ど
︑
内
容
豊
か
な
結
論
を
引
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
こ
で

古
代
遺
物
な
ど
古
い
祭
壇
の
﹁
再
利
用
︵
ス
ポ
リ
ア
︶﹂
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
れ
は
著
者
が
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
︑
イ
タ
リ
ア
︑
チ
ュ
ニ
ジ
ア
な

ど
地
中
海
地
域
で
の
多
く
の
発
掘
調
査
に
従
事
し
た
経
験
の
成
果
と
い
え
よ
う
︒

　

著
者
は
あ
く
ま
で
美
術
考
古
学
の
論
理
に
忠
実
な
分
析
に
終
始
し
︑
安
易
に

歴
史
的
知
見
を
外
挿
す
る
こ
と
は
し
な
い
︒
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
が
五
三
七
年

に
東
ゴ
ー
ト
王
テ
オ
ダ
ハ
ド
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
王
権
に
割
譲
さ
れ
る
ま
で
︑
ラ

ヴ
ェ
ン
ナ
を
首
都
と
し
た
東
ゴ
ー
ト
王
権
の
支
配
を
受
け
︑
古
代
的
な
色
彩
を

長
く
保
持
し
た
こ
と
︑
他
方
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
は
八
世
紀
に
い
た
る
ま
で
西
ゴ
ー

ト
の
統
治
下
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
知
る
も
の
に
と
っ
て
︑

フ
ラ
ン
ス
の
南
北
の
対
照
性
だ
け
で
な
く
︑
東
西
の
対
照
性
に
も
目
を
向
け
る

よ
う
に
と
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
指
摘
の
も
つ
重
要
性
を
︑
本
書
は

美
術
考
古
学
の
視
点
か
ら
傍
証
す
る
の
に
成
功
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
交
差
点
が

ロ
ー
ヌ
川
水
域
に
あ
っ
た
事
実
も
剔
出
し
た
︒

　

古
キ
リ
ス
ト
教
時
代
に
遡
る
祭
壇
様
式
の
系
譜
や
︑
十
字
架
の
イ
コ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
変
遷
に
つ
い
て
の
考
察
が
添
え
ら
れ
た
な
ら
ば
︑
祭
壇
の
歴
史
を
よ

り
深
度
を
も
っ
て
捉
え
得
た
の
で
は
な
い
か
と
の
望
蜀
の
思
い
も
去
来
す
る

が
︑
教
会
祭
壇
と
い
う
典
礼
備
品
の
分
析
を
通
し
て
︑
そ
の
背
後
に
潜
む
歴
史

文
化
の
二
つ
の
伝
統
の
射
程
を
鮮
や
か
に
論
証
し
た
著
者
の
学
問
的
達
成
に
︑

ま
ず
は
賞
賛
の
言
葉
を
送
り
た
い
︒
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