
二

専
攻
学
科
目　

表
象
文
化
論

生　

年　

月　

昭
和
五
一
年　

九
月

略　
　
　

歴　

平
成
一
一
年　

三
月 

東
京
大
学
教
養
学
部
地
域
文
化
研
究
学
科
卒
業

同　

一
四
年　

九
月 
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
第
一
〇
大
学
大
学
院
哲
学
科
博
士
論
文
執
筆
資
格
︵D

EA

︶
課
程
修
了

同　

二
〇
年　

三
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

同　

二
三
年　

四
月 

博
士
︵
哲
学
︶︵
パ
リ
西
大
学
︶

同　

二
七
年　

四
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授

同　

三
〇
年　

四
月 

放
送
大
学
客
員
准
教
授
︵
令
和
六
年
三
月
ま
で
︶

令
和　

六
年　

四
月 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
︵
現
在
に
至
る
︶

※
パ
リ
第
一
〇
大
学
は
︑
平
成
二
〇
年
に
パ
リ
西
大
学
と
改
称
︒
さ
ら
に
平
成
二
八
年
に
パ
リ
・
ナ
ン
テ
ー
ル
大
学
と
改
称
︒

日
本
学
士
院
賞　

受
賞
者　
　

森も
り　

元も
と　

庸よ
う　

介す
け



一
五

博
士
︵
哲
学
︶
森
元
庸
介
氏
のLa légalité de  

l’ art. La question du théâtre au m
iroir de  

la casuistique

︵﹃
芸
術
の
合
法
性　

決
疑
論
が

映
し
出
す
演
劇
の
問
い
﹄︶
に
対
す
る
授
賞
審

査
要
旨

今
日
の
西
欧
社
会
に
お
い
て
︑
芸
術
は
文
化
活
動
の
重
要
な
一
環
と
し
て
尊

重
さ
れ
︑
表
現
の
自
由
の
原
則
に
も
支
え
ら
れ
て
︑
そ
の
価
値
に
原
理
的
異
議

が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
他
方
︑
近
代
以
前
の
哲
学
と
キ
リ
ス

ト
教
の
伝
統
に
お
い
て
︑
芸
術
と
り
わ
け
舞
台
芸
術
と
し
て
の
演
劇
に
は
︑
猜

疑
︱
︱
感
覚
・
官
能
へ
の
悪
影
響
の
懸
念
及
び
芸
術
美
の
成
立
の
契
機
と
な
る

表
象
に
対
す
る
蔑
視
に
基
づ
く
︱
︱
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
で

は
︑
西
欧
文
化
は
い
か
な
る
道
筋
を
辿
っ
て
芸
術
を
愛
好
と
尊
重
の
対
象
と
し

て
公
認
す
る
体
制
に
行
き
つ
い
た
の
か
︒
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
ひ
と
ま
ず
︑

一
八
世
紀
半
ば
に
哲
学
の
一
学
科
と
し
て
美
学
が
成
立
し
た
こ
と
︑
そ
の
後
︑

半
世
紀
の
間
に
ア
ー
ト
︵
英
仏
語
の art

︑
独
語
の K

unst

︶
が
近
代
的
な
﹁
芸

術
﹂
の
意
味
を
獲
得
し
︑
文
化
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
が
決

定
的
な
転
換
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
の

か
︒
そ
の
よ
う
な
転
換
を
準
備
す
る
地
な
ら
し
が
そ
れ
と
は
意
識
さ
れ
な
い
ま

ま
に
進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

森
元
庸
介
氏
に
よ
る
本
研
究
︵La légalité de l’art. La question du théâtre 

au m
iroir de la casuistique

︵Paris, Les Éditions du C
erf, 2020

︶︶
は
以
上

の
問
題
意
識
に
導
か
れ
て
︑
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
の
決
疑
論
の
膨
大
な

コ
ー
パ
ス
を
渉
猟
し
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
許
容
主
義
的
な
決
疑
論
者
た
ち
が
劇

芸
術
と
そ
れ
に
由
来
す
る
特
有
の
快
楽
︵
演
劇
的
快
楽
︶
を
合
法
化
す
る
に

至
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
︒
議
論
の
出
発
点
は
一
七
世
紀
フ

ラ
ン
ス
で
盛
ん
に
戦
わ
さ
れ
た
演
劇
の
道
徳
性
を
め
ぐ
る
論
争
︑
と
り
わ
け
そ

の
代
表
的
著
作
で
あ
る
ニ
コ
ル
の
﹃
演
劇
論
﹄︵
一
六
六
七
年
刊
行
︶
で
あ
る
が
︑

そ
れ
は
厳
格
な
信
仰
の
立
場
か
ら
演
劇
が
信
者
の
道
徳
と
信
仰
を
危
険
に
陥
れ

る
と
い
う
信
念
に
立
っ
て
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
演
劇
を
必
ず
し
も
悪
徳
と

は
見
な
さ
ず
︑
演
劇
愛
好
を
良
心
と
妥
協
さ
せ
よ
う
と
す
る
風
潮
を
告
発
す

る
︒
ニ
コ
ル
の
批
判
の
矛
先
は
従
来
漠
然
と
演
劇
を
擁
護
・
顕
彰
す
る
劇
作
家

や
批
評
家
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
森
元
氏
は
︑
ニ
コ
ル

の
念
頭
に
あ
る
の
は
︑
実
は
決
疑
論
者
︑
当
時
パ
ス
カ
ル
が
﹃
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ

ア
ル
﹄
書
簡
で
攻
撃
し
て
い
た
﹁
弛
緩
し
た
決
疑
論
者
﹂
の
主
張
で
あ
る
こ
と

を
実
例
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
︒
演
劇
は
確
か
に
決
疑
論
に
お
い
て
論
じ

ら
れ
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒ 

こ
の
よ
う
な
発
見
か
ら
出
発
し
て
︑
本
論
は
第
一
章
で
決
疑
論
の
シ
ス
テ
ム

の
概
要
を
説
明
し
た
の
ち
に
︑
続
く
五
つ
の
章
で
︑
許
容
主
義
的
な
決
疑
論
が



一
六

﹁
良
心
の
法
廷
﹂
に
お
い
て
劇
芸
術
を
合
法
化
し
て
︑
そ
れ
を
容
認
す
る
に
至
っ

た
理
路
を
︑
典
型
的
な
事
例
と
そ
れ
に
対
す
る
解
答
の
紹
介
と
分
析
を
通
じ
て

解
明
し
よ
う
と
す
る
︒
個
々
の
事
例
か
ら
出
発
す
る
の
は
︑
決
疑
論
が
ケ
ー

ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
集
成
で
あ
り
︑
そ
の
全
体
を
統
括
す
る
体
系
的
な
理
論
が
先

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が

孤
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
問
題
に
意
味
を
与

え
︑
解
答
の
根
拠
と
な
る
多
様
で
異
質
な
宗
教
的
・
哲
学
的
伝
統
︑
す
な
わ
ち

倫
理
神
学
︑
ス
コ
ラ
神
学
︑
教
父
神
学
︑
聖
書
及
び
教
会
︱
︱
つ
ま
り
公
会
議

と
教
皇
︱
︱
の
決
定
︑
教
会
法
と
ロ
ー
マ
法
︑
さ
ら
に
は
古
代
哲
学
と
り
わ
け

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
伝
統
が
控
え
て
い
る
︒
こ
う
し
て
森
元
氏
は
事
例
の

考
察
に
あ
た
っ
て
︑
そ
れ
が
い
か
な
る
歴
史
的
・
理
論
的
伝
統
の
う
ち
に
位
置

付
け
ら
れ
る
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
問
題
の
意
味
と
射
程
そ
し
て
与

え
ら
れ
た
解
答
を
導
く
論
理
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
採
用
す

る
︒ 第

二
章
︑
第
三
章
で
は
︑
模
倣
芸
術
と
し
て
の
演
劇
が
惹
起
す
る
宗
教
的
困

難
︑
例
え
ば
異
端
者
を
演
ず
る
役
者
が
舞
台
上
で
発
す
る
異
端
の
言
葉
を
許
容

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
︑
そ
れ
は
﹁
空
寝
を
し
な
が

ら
寝
言
に
見
せ
か
け
て
異
端
の
言
葉
を
吐
く
者
﹂︵faux dorm

eur hérétique

︶

を
﹁
外
的
な
異
端
者
﹂
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
と
す

る
決
疑
論
者
の
議
論
が
仔
細
に
検
討
さ
れ
る
︒
役
者
の
台
詞
の
よ
う
な
芸
術
上

の
虚
構
︵
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︶
は
観
客
を
喜
ば
せ
る
﹁
戯
れ
﹂
つ
ま
り
は
﹁
よ
し

な
し
ご
と
﹂
に
過
ぎ
ず
︑
そ
れ
が
現
実
世
界
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

か
ぎ
り
︑
そ
の
法
的
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
許
容
主
義
的

な
決
疑
論
が
行
き
つ
い
た
見
解
で
あ
っ
た
︒ 

と
こ
ろ
で
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
芝
居
は
虚
構
で
あ
る
に
し
て
も
︑
演
劇
と

い
う
活
動
と
役
者
と
い
う
職
業
は
現
実
に
根
差
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
果
た
し

て
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
の
か
︒
第
四
章
は
こ
の
問
題
を
多
数
の
教
会
法
典
及

び
神
学
テ
ク
ス
ト
︑
と
り
わ
け
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
﹃
命
題
集
﹄
と
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
﹃
神
学
大
全
﹄︑
及
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
後
期
ス
コ
ラ
の
注
釈

を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
考
察
し
︑
役
者
に
対
す
る
教
会
法
の
抑
圧
的
な
規

定
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
役
者
の
ス
テ
イ
タ
ス
の
復
権
が
徐
々
に
進
ん
だ
こ
と
を

示
す
︒
遊
び
が
魂
の
疲
労
を
癒
す
気
晴
ら
し
と
し
て
人
間
生
活
の
基
本
的
な
欲

求
に
応
え
る
活
動
だ
と
す
れ
ば
︑
舞
台
上
の
台
詞
と
演
技
で
観
客
の
魂
を
喜
ば

せ
る
役
者
に
は
そ
れ
な
り
の
社
会
的
存
在
理
由
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒ 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
許
容
論
が
出
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
演
劇
に
対
す
る

警
戒
と
不
信
が
決
疑
論
か
ら
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
︒
第
五
章
は
こ
の
点
に
関

す
る
厳
格
主
義
的
な
決
疑
論
者
た
ち
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
︒
彼
ら
は
初
代
教

会
の
教
父
た
ち
の
権
威
に
依
拠
し
て
︑
許
容
主
義
の
論
者
が
認
め
る
役
者
と
登

場
人
物
の
区
別
を
無
視
し
︑
舞
台
上
で
役
者
が
虚
構
と
し
て
再
現
な
い
し
表
象

す
る
行
為
が
観
客
の
魂
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
︒
厳



一
七

格
主
義
の
批
判
の
背
景
に
あ
る
の
は
虚
構
の
観
念
そ
の
も
の
を
舞
台
芸
術
か
ら

排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
な
の
で
あ
る
︒ 

厳
格
主
義
の
演
劇
批
判
を
概
観
し
た
の
ち
に
︑
第
六
章
は
許
容
主
義
的
決
疑

論
に
立
ち
戻
り
︑
演
劇
容
認
論
の
展
開
の
過
程
で
生
じ
た
重
要
な
変
化
を
考
察

す
る
︒
そ
れ
は
許
容
の
対
象
と
な
る
演
劇
の
範
囲
の
拡
大
で
あ
り
︑
単
に
是
認

に
あ
た
い
す
る
演
劇
ば
か
り
で
な
く
︑
倫
理
的
・
美
的
価
値
の
如
何
を
問
わ
ず

す
べ
て
の
演
劇
︑
そ
し
て
そ
れ
が
観
客
に
も
た
ら
す
快
楽
が
合
法
化
さ
れ
う
る

と
す
る
大
胆
な
見
解
の
登
場
で
あ
り
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
論
理
が
一

五
世
紀
の
末
頃
か
ら
模
索
さ
れ
始
め
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
論
的
探
究
に
お
い
て

鍵
と
な
っ
た
の
は
︑delectatio m

orosa

︵
停
思
快
︶
の
観
念
︑
す
な
わ
ち
思

考
内
容
へ
の
志
向
か
ら
独
立
し
た
︑
思
考
行
為
そ
れ
自
体
に
発
す
る
快
楽
の
観

念
で
あ
る
︒
森
元
氏
は
︑
教
父
神
学
に
起
源
を
も
つ
こ
の
観
念
が
︑
演
劇
に
特

有
の
快
楽
の
観
念
︑
す
な
わ
ち
舞
台
で
表
象
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
く
︑
演
劇
体

験
の
中
核
に
あ
る
表
象
自
体
の
も
た
ら
す
快
楽
の
観
念
の
形
成
を
決
疑
論
に
促

し
た
こ
と
を
見
て
と
り
︑
ス
ペ
イ
ン
の
神
学
者
ペ
ド
ロ
・
ロ
ル
カ
︵
一
五
六
一

－

一
六
二
一
︶
の
提
起
し
た
典
型
的
な
事
例
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
そ
の
経

緯
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹃
詩
学
﹄
に
お
い
て
模
倣

︵m
im

êsis

︶
の
も
た
ら
す
喜
び
を
説
い
た
が
︑
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
そ
の

後
継
者
た
ち
は
︑
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
﹃
詩
学
﹄
解
釈
の
影
響
を
受
け
て
︑
ミ
メ
ー

シ
ス
を
表
象
︵repraesentatio

︶
の
問
題
と
し
て
捉
え
︑
そ
こ
か
ら
演
劇
に
お

い
て
観
客
の
味
わ
う
表
象
の
快
楽
は
︑
表
象
の
内
容
と
は
切
り
離
さ
れ
︑
そ
の

限
り
で
道
徳
的
に
中
立
な
心
的
作
用
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
る
に

至
っ
た
︒
演
劇
に
対
す
る
寛
容
の
眼
差
し
の
萌
芽
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
︒ 

結
論
で
は
︑
以
上
の
演
劇
容
認
論
の
意
味
を
問
い
直
し
︑
そ
れ
が
演
劇
の
倫

理
的
・
美
的
価
値
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
て
︑
単
な
る
よ
し
な
し
ご
と
と
し
て

の
演
劇
を
寛
容
︵tolérance

︶
の
対
象
と
し
て
合
法
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

か
え
っ
て
演
劇
を
そ
の
内
在
的
価
値
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
道
を
閉
ざ
す
と

い
う
逆
説
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
︑
し
か
も
そ
の
よ
う
な
逆
説
は
︑
表
現
の
自

由
に
基
づ
い
て
す
べ
て
の
芸
術
を
寛
容
す
る
と
い
う
今
日
の
文
化
の
体
制
に
︑

あ
る
意
味
で
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
寛
容
と
は
い
か

な
る
価
値
か
﹂
と
い
う
開
か
れ
た
問
い
に
よ
っ
て
本
研
究
は
幕
を
閉
じ
る
︒  

本
書
は
︑
西
欧
の
社
会
と
文
化
に
と
っ
て
劇
芸
術
は
い
か
な
る
意
味
と
価
値

を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
大
問
題
の
考
察
に
お
い
て
︑
決
疑
論
が
決
定
的
に

重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
︑
近
代
の
学
知
が
蔑
視
さ
ら
に
は
忘

却
し
た
決
疑
論
の
一
次
資
料
に
基
づ
い
て
︑
問
題
に
説
得
的
な
見
通
し
を
も
た

ら
し
た
真
に
独
創
的
な
業
績
で
あ
る
︒
残
さ
れ
た
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
︒
例
え
ば
︑
決
疑
論
に
は
厳
格
主
義
や
許
容
主
義
の
よ
う
な
多
様
な
潮
流
が

あ
り
︑
具
体
的
な
事
例
に
対
し
て
複
数
の
異
な
る
見
解
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
が
︑
そ
の
場
合
︑
信
徒
あ
る
い
は
そ
の
指
導
者
は
い
ず
れ
の
見
解



一
八

に
従
え
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
は
決
疑
論
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
り
︑
い

わ
ゆ
る
﹁
蓋
然
説
﹂︵probabilism

e

︶
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
理
論
的

考
察
の
的
に
な
っ
て
い
た
が
︑
本
書
が
そ
れ
に
論
及
す
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か

し
西
欧
文
化
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
本
研
究
が
︑
従
来
の
西
欧
の

人
文
社
会
科
学
が
等
閑
視
し
て
き
た
領
域
に
果
敢
に
踏
み
こ
ん
で
︑
瞠
目
す
べ

き
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
は
あ
っ
て
も
欠
陥

で
は
な
く
︑
本
書
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
︒
以
上
に
よ
っ
て
本
研
究

が
日
本
学
士
院
賞
授
賞
に
値
す
る
業
績
で
あ
る
と
判
断
す
る
︒ 

〔
用
語
の
説
明
〕 

　

◎
決
疑
論　

 ︹
ラ
テ
ン
語
︺casuistica ︹
英
語
︺casuistry ︹
仏
語
︺casuistique 

　

あ
る
行
為
な
い
し
見
解
が
宗
教
ま
た
は
道
徳
の
規
範
に
適
う
か
否
か
に
つ
い
て
良
心

が
疑
念
を
抱
く
事
例
︑
い
わ
ゆ
る
良
心
の
ケ
ー
ス
︵casus conscientiae

︶
を
論
ず
る
倫

理
神
学
の
一
部
門
︒
キ
リ
ス
ト
教
︑
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
︑
告
白
を
聴
取

す
る
司
祭
が
︑
信
者
が
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
抱
く
良
心
の
疑
念
に
対
処
す
る
た
め
の

指
針
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
実
践
的
な
学
問
︑
い
わ
ば
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
基
づ

く
応
用
倫
理
学
で
あ
る
︒
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
最
盛
期
を
迎
え
︑
お
び
た
だ

し
い
数
の
関
連
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
︑
一
七
世
紀
半
ば
に
パ
ス
カ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
濫

用
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
︑
決
疑
論
は
詭
弁
の
代
名
詞
と
な
る
に

至
っ
た
︒
し
か
し
決
疑
論
は
教
会
に
よ
る
信
徒
の
導
き
に
は
不
可
欠
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

で
あ
り
︑
そ
の
後
も
理
論
的
整
備
の
努
力
が
続
け
ら
れ
た
︒ 

　

◎
合
法
化

　

宗
教
や
道
徳
の
法
に
反
し
て
い
な
い
と
認
定
す
る
こ
と
︒
決
疑
論
が
問
題
と
し
て
い

た
の
は
︑
芝
居
を
制
作
・
上
演
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
見
物
す
る
こ
と
が
信
仰
の
観
点
か

ら
見
て
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
で
あ
り
︑
演
劇
自
体
の
美
的
・
芸
術
的
価
値
の

判
定
で
は
な
か
っ
た
︒

　

◎
ニ
コ
ル N

icole, Pierre 1625-1695. 

　

フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
︑
モ
ラ
リ
ス
ト
︒
パ
ス
カ
ル
の
代
表
的
著
作
﹃
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ

ア
ル
﹄
の
執
筆
に
協
力
し
︑
そ
の
ラ
テ
ン
語
版
を
作
成
し
た
︒

主
要
業
績

単
著

・ La Légalité de l’art. La question du théâtre au m
iroir de la casuistique, Paris, Les 

Éditions du C
erf, 2020.

共
編
著

・ ﹃
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
か
ら
の
哲
学　

ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
を
め
ぐ
っ
て
﹄

︵
渡
名
喜
庸
哲
と
の
共
編
著
︶︑
以
文
社
︑
二
〇
一
五
年
︒

論
文

・ ﹁
藝
術
と
道
徳　

ジ
ャ
ン=

バ
テ
ィ
ス
ト
・
デ
ュ
ボ
ス
の
場
合
﹂︑﹃
年
報　

地
域
文
化

研
究
﹄︑
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
第
七
号
︑
三
四

六－

三
六
九
頁
︑
二
〇
〇
四
年
︒

・ ﹁
魂
を
演
じ
る　

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
の
ダ
ン
ス
論
﹂︑
西
谷
修
編
﹃︿
世
界
化
﹀

を
再
考
す
る　

Ｐ
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
を
迎
え
て
﹄︑
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
二
一
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
史
資
料
ハ
ブ
地
域
文
化
研
究
拠
点
﹂︑
一
四
〇－

一
六
〇
頁
︑

二
〇
〇
四
年
︒

・ ﹁
真
摯
な
る
検
閲　
﹃
カ
フ
ァ
ロ
事
件
﹄
に
つ
い
て
﹂︑﹃R

ésonances

﹄︑
東
京
大
学
大

学
院
総
合
文
化
研
究
科
︵
フ
ラ
ン
ス
語
部
会
︶︑
第
三
号
︑
九
四－

一
〇
一
頁
︑
二
〇

〇
五
年
︒

・ ﹁
救
済
と
籠
絡　

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
説
得
﹂︑﹃R

ésonances

﹄︑
東
京
大
学
大

学
院
総
合
文
化
研
究
科
︵
フ
ラ
ン
ス
語
部
会
︶︑
第
四
号
︑
一
三
八－

一
四
五
頁
︑
二



一
九

〇
〇
六
年
︒

・ « B
ossuet et le culte des im

ages », ﹃
年
報　

地
域
文
化
研
究
﹄︑
東
京
大
学
大
学
院
総

合
文
化
研
究
科
地
域
文
化
研
究
専
攻
︑
第
一
一
号
︑
二
〇
一－

二
一
七
頁
︑
二
〇
〇
八

年
︒

・ ﹁
一
七
世
紀
演
劇
論
争
を
再
考
す
る
た
め
に　

決
疑
論
を
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
﹂︑﹃
フ
ラ

ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
﹄︑
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
︑
第
九
九
号
︑

一
三
一－

一
四
五
頁
︑
二
〇
一
一
年
︒

・ ﹁
幽
霊
を
知
ら
ぬ
頃　

シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
︑
バ
ル
ザ
ッ
ク
﹂︑
塚
本
昌
則
編
﹃
写
真
と
文

学
﹄︑
平
凡
社
︑
一
九－

三
四
頁
︑
二
〇
一
三
年
︒

・ ﹁
白
昼
夢
︑
あ
る
い
は
活
路
﹂︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
イ
ェ
ン
ゼ
ン
／
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ

ロ
イ
ト
﹃
グ
ラ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
／
妄
想
と
夢
﹄
種
村
季
弘
訳
︑
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑

三
二
五－

三
四
七
頁
︑
二
〇
一
四
年
︒

・ ﹁
限
定
さ
れ
た
知　

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
注
意
﹂︑﹃
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研

究
﹄︑
日
仏
哲
学
会
︑
第
一
九
号
︑
二
七－

三
七
頁
︑
二
〇
一
四
年
︒

・ ﹁
救
済
の
反
エ
コ
ノ
ミ
ー
﹂︑
渡
名
喜
庸
哲
・
森
元
庸
介
共
編
著
﹃
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
か
ら

の
哲
学
﹄︑
以
文
社
︑
一
四
七－

一
八
三
頁
︑
二
〇
一
五
年
︒

・ ﹁
塵
の
教
え　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
と
り
と
め
な
い
註
記
﹂︑
工
藤
庸
子
編
﹃
論
集　

蓮
實
重
彦
﹄︑
羽
鳥
書
店
︑
一
七
一－

一
九
三
頁
︑
二
〇
一
六
年
︒

・ ﹁
演
出
︑
あ
る
い
は
人
間
的
生
存
の
基
底　

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
の
ダ
ン
ス
論

か
ら
﹂︑﹃
ス
ポ
ー
ト
ロ
ジ
イ
﹄
第
四
号
︑
一
六
四－

二
〇
八
頁
︑
二
〇
一
七
年
︒

・ ﹁
い
く
つ
か
の
︵
書
か
れ
た
︶
会
話
に
つ
い
て
﹂︑﹃
文
芸
研
究
﹄
第
一
三
五
号
︑
二
五
一

－

二
六
四
頁
︑
二
〇
一
八
年
︒

・ ﹁
解
釈
︑
ひ
と
つ
の
技
術
知
︑
ま
た
そ
の
極
端
な
帰
結　

ピ
エ
ー
ル
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル

に
即
し
て
﹂︑﹃
中
世
原
典
思
想
集
成
1
﹄︑
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
六
四
五－

六
五

七
頁
︑
二
〇
一
八
年
︒

・ ﹁
か
わ
い
ら
し
け
れ
ば
よ
い
の
か　

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
か
ら
﹂︑
東
京
大
学
教
養
学
部

編
﹃
知
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド　

異
な
る
声
に
耳
を
澄
ま
せ
る
﹄︑
白
水
社
︑
一
三
六

－

一
五
二
頁
︑
二
〇
二
〇
年
︒

・ ﹁
思
惟
と
倒
錯　

ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー﹁
悪
虐
の
哲
学
者
﹂
へ
の
註
記
﹂︑
大
森
晋
輔
編
﹃
ク

ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
の
現
在　

神
学
・
共
同
体
・
イ
メ
ー
ジ
﹄
水
声
社
︑
一
四
二－

一
七
二

頁
︑
二
〇
二
〇
年
︒

・ ﹁
心
の
声
が
聞
こ
え
て
し
ま
う　

藤
子
・
Ｆ
︑
十
蘭
︑
ボ
イ
エ
か
ら
﹂︑
泉
水
浩
隆
編
﹃
翻

訳
・
通
訳
の
過
去
・
現
在
・
未
来　

多
言
語
と
多
文
化
を
結
ん
で
﹄︑
三
修
社
︑
九
九

－

一
一
七
頁
︑
二
〇
二
二
年
︒

・ ﹁﹁
停
思
快
﹂
に
つ
い
て　

決
疑
論
か
ら
芸
術
論
の
ひ
と
つ
手
前
へ
﹂︑﹃
パ
ト
リ
ス
テ
ィ

カ　

教
父
研
究
﹄
第
二
四
・
二
五
号
︑
七
九－

九
五
頁
︑
二
〇
二
二
年
︒

・ ﹁
こ
だ
ま
を
め
ぐ
る
覚
書　

ゴ
ダ
ー
ル
﹃
言
葉
の
力
﹄
の
傍
ら
に
﹂︑﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄︑
二

〇
二
三
年
一
月
臨
時
増
刊
号
︑
一
七
〇－

一
七
八
頁
︑
二
〇
二
三
年
︒

・ ﹁
ド
グ
マ
と
︵
し
て
の
︶
イ
メ
ー
ジ　

再
生
産
の
命
法
に
つ
い
て
﹂︑﹃
思
想
﹄︑
二
〇
二

三
年
六
月
号
︑
八
三－

九
五
頁
︑
二
〇
二
三
年
︒

・ ﹁
密
謀
︑
あ
る
い
は
産
業
の
と
ば
く
ち　

フ
ー
リ
エ
か
ら
だ
い
ぶ
離
れ
て
﹂︑
福
島
知
己

編
﹃
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
の
新
世
界
﹄︑
水
声
社
︑
二
二
一－

二
三
六
頁
︑
二
〇
二

四
年
︒

・ « N
icole, Escobar (et C

ie) », C
hroniques de Port-Royal, 74, Paris, Société des 

A
m

is de Port-R
oyal, pp. 311-319, 2024. 




