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え
る

役
割
を
も
果
た
し
て

い

る
。

　
エ

リ
ア

ー

デ

が
シ

カ

ゴ

時

代
に
提
唱
し
た

解
釈
学
と

し
て

の

宗
教
学
の

方
法
論
に
も、

宗
教
と
芸
術
が

共
に

そ
の

射
程
に

収
め

ら
れ
て

い

る
。

彼

の

述
べ

る
「

創
造
的
解
釈
学
」

は
、

「

対
象
を
解
釈
し
そ
の

価
値
を
解
明
す

る

と

と

も
に、

そ
の

結
果
と

し
て

解
釈
者
や

、

そ
の

読
者
を
も
変
革
す
る

と
い

う、

価

値
の

拡

大
の

運

動
に

参
与
す
る
学
」

と

定
式
化
で

き
る

が、

こ

れ
は

あ
ら
ゆ

る

領
域
を
対

象
と
し、

哲
学
家

、

芸

術
家

、

芸
術
批
評
家

に

影

響
を

及
ぼ

す
と
さ
れ

て

い

た
。

こ

の

よ
う
な
領
域

横
断

的
な
側
面
が

強

調
さ
れ
た

学
問
形

態
が
、

「

新
し
い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム
」

と

呼
ば
れ
て

い

る

も
の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た
基

礎
を

有
し
て

い

た
た
め
に

、

エ

リ
ア

ー

デ

は
芸
術

作
品
の

解
釈
が

可
能
で

あ
っ

た
。

そ
の

例
と

し

て

は
「

イ
ン

ド
の

芸
術
と

図
像
」

や

「

ブ

ラ

ン

ク
ー

シ

と

神

話
」

に

お

け
る

論
述
が

挙
げ
ら

れ
る

。

そ

し
て
「

新

し
い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム
」

の

構
想
の

実
現
と
み

な
せ

る

も
の

と
し

て
、

芸

術
分
野
へ

の

エ

リ

ア

ー

デ
の

影
響
を

観
て

取
る

こ

と

が
で

き、

と

り
わ

け

建
築
学
に
は

エ

ー2
ア

ー

デ

の

聖
な
る

空

間
理
論
の

応
用
の

例
が

存
在
す
る

。

　
エ

リ

ア

ー

デ

の

理
論
が
芸
術
に
対
し

て

も
向
け
ら

れ
た

も
の

で

あ
っ

た

と

す
る

な
ら
ば
、

狭
義
に
は

「

美
」

と
い

う
概
念
へ

の

哲
学
的
な
思
惟
で

あ
り、

広
義
に
は

芸
術
作
品
の

分
析
や
美
術
史
を
含
む
美
学
の

観
点
か
ら

は

彼
の

理
論
は

ど

の

よ

う
に
評
価
さ
れ

う
る
で

あ
ろ

う
か

。

こ

れ
を
明
ら

か
に

す
る

た
め

に、

エ

リ
ア

ー
デ
と

美
学
に
お

け
る

理
論
と

の

比
較
を
行

な
う

。

こ

こ

で

は

両
者
が

共
通
し

て

有
す
る

見
解
と

し
て
、

「

非
論
理
的

認
識
の

強
調
」

、

「

研
究

対
象
に

向
け
ら
れ
た
存
在
論
的

見
解
」

、

「

シ

ン

ボ

ル

へ

の

関
心
」

、

「

解
釈

学
の

展
開
」

と

い

う
四
つ

の

要
素
を

挙
げ
る

こ

と

が
で

き
る

。

こ

れ
ら
の

要
素
は

、

エ

リ
ア

ー

デ

の

理

論
が

宗
教

現
象
を

説

明
す
る

た
め

の

も
の

で

あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
美
学
理
論
と

し
て

も
機
能

し

て

お

り、

美
学
の

伝
統
の

中
に

位
置
付
け
る
こ

と

が
可
能
で

あ
る

と
い

う
主

張
を
支
持
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

以
上

の

議

論
を

宗
教
学
全
般
に

対
す
る
見
解
へ

と

広

げ
る

こ

と
は

可

能

で

あ
ろ

う
か

。

そ
の

た
め
の

糸
口

は
、

こ

れ
ま
で

の

比

較
に

よ
っ

て

導
か

れ
る

両

者
の

根
本
的
な
共
通

点
、

「

非
理

性
的
な
も
の

へ

の

着
目

」

に

あ

る

と

考
え
ら
れ

る
。

宗
教

学
に

お
い

て

も

美
学
に
お
い

て

も
、

理

性
な
い

し
論
理
で

は

把
握
し

尽
く
さ

れ
な
い

領
域
の

仮

定
が

、

多
く
の

理

論
を
も

た

ら
し
て

き
た

。

こ

れ

は

両
分
野
に

お
い

て

指
摘
さ
れ
る

よ

う
に
、

近

代

科

学
に

対
す
る

ア

ン

チ
テ

ー

ゼ

と

し
て

成
立

し
た
と
い

う
意
味
に

お
い

て
、

「

近

代
の

産

物
」

と

も
み

な

す
こ

と

は
で

き
る

が、

近

年
ま

す
ま

す

脚

光
を

浴
び
る

よ

う
に

な
っ

て

い

る

種
々

の

「

科
学
的
手
法
」

を

補
う
も

の

と
し

て

の
、

美
学
の

見
地
に

学
ん

だ

宗
教
学
と
い

っ

た

形
の

理
論
も、

そ
の

意
義
を

失
っ

て

は

い

な
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

在
ポ

ル

ト
ガ
ル
・

ル

ー

マ

ニ

ア

大
使
館
に

お

け
る

　
エ

リ
ア

ー

デ
の

宗
教
思
想

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

奥
山

　
史

亮

　

本
報
告
は、

エ

リ

ア

ー

デ
が
ポ
ル

ト
ガ

ル

期
（
一

九
四
〇
1
四
五
年）

に

執

筆
し
た

資
料
を
整
理
し、

異
国
で

あ
る

ポ
ル

ト
ガ

ル

で

描
か
れ
た
ル

ー

マ

ニ

ア

宗

教
文

化
の

特
徴
を
明
ら
か
に

し
た

。

エ

リ

ア

ー

デ

は

戦
中
、

リ

ス

ボ
ン

の

ル

！

マ

ニ

ア

大
使
館
に

文
化

参
事
官
と
し

て

勤
務
し
た

。

文

化
参
事
官
と

し
て

エ

リ

ア

ー

デ

は
、

ル

ー

マ

ニ

ア

と
ポ
ル

ト
ガ
ル

が

共
有

す
る

宗
教
性
に

つ

い

て

記
述

す
る

こ

と
を
せ

ま
ら

れ
、

地
域
横
断
的
な

文

化
現
象
と
し
て

「

宗
教
」

に

関
す
る

思
索
を

深
め

た
。

さ
ら

に
、

ソ

ヴ

イ
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エ

ト
の

ル

ー

マ

ニ

ア
侵
攻
の

報
告
を
受
け
て、

故
国
に

残
っ

た

家
族
や

友

人
の

安
否、

宗
教
文
化
の

存
続
に

つ

い

て

不
安
を
募
ら

せ

な
が

ら
研
究
活

動
を
行
な

っ

た
。

こ

れ

ら
に

つ

い

て

は
、

ル

ー

マ

ニ

ア

大
使
館
刊
行
の

雑

誌
『

動
向
』

に

掲
載
さ

れ
た

論
説、

お
よ
び

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

歴
史
学
者

で

あ
る

ア

ル

フ

レ

ッ

ド
・

ピ
メ

ン

タ
と

交
わ

し

た

書
簡
を

読
解
す
る

こ

と

に

よ

り
確
認
で

き
る

。

　
『

動
向
』

に
一

九
四
二

年
に

掲

載
さ
れ
た
論

説
「

ド
ー
ル

〔
郷
愁
〕

ル

ー

マ

ニ

ア

の

サ

ウ
ダ
ー

デ
」

で

は
、

ポ
ル

ト

ガ

ル

語
の

サ
ウ

ダ

ー

デ

（
ω

鋤

ロ

α
鋤

α
Φ
）

と
ル

ー

マ

ニ

ア

語
の

ド
ー

ル

（

臣

霞
）

と
い

う
言

葉
が

両

民

族
の

共
通

性
を

示
す
根
拠
と

さ
れ

て

い

る
。

い

ず
れ

も
、

現
在
は

手
に

し

て

い

な
い

事
物
に

対
す
る

郷
愁
を

あ
ら

わ

す
言
葉
で

あ
る

が
、

神
的
存
在

か

ら

離
れ

て

在
る

こ

と
に

対
す
る

怖
れ

や
孤
独

感
も
あ
ら
わ
し
、

き
わ
め

て

近
い

意

味
を

も
つ

と
い

う
。

神
的
存
在
に

対
す
る

郷
愁
は

、

他
国
か
ら

の

侵
略
を

頻
繁
に

こ

う
む
っ

て

き
た

両
民
族
が
歴

史
上

、

重

要
視
し
て

き

た

感
情
で

あ
り

、

民
問

伝
承
詩
や

民
間
儀
礼
と
い

っ

た
宗
教
文

化
の

源

泉

に

な
っ

た
と
エ

リ

ア

ー

デ

は
述
べ

る
。

そ

の

よ

う
な
ル

ー
マ

ニ

ア

宗
教

文

化
の

代
表
と
し
て

エ

リ
ア

ー
デ

が

あ
げ
る

の

が、

棟
梁
マ

ノ

ー
レ

伝
説
と

い

う
民
間

伝
承

詩
で

あ
る

。

　

棟
梁
マ

ノ

ー

レ

伝
説
は

、

東
欧
地
域
一

帯
に
流
布
し
た

人
身
供
犠
を
主

題
と

す
る

民
間

伝
承
詩
で

あ
る

。

エ

リ
ア

ー

デ
は
こ

の

民
間
伝
承
詩
の

特

徴
を、
「

創
造
的
な

死
」

の

描
写
に

み

る
。

エ

リ
ア

ー

デ

に

よ

れ
ば
、

生
け

贄
に

さ
れ
た

人
間
の

魂
は
尽
き
て

お
ら

ず、

宿
る
身
体
を
肉
体
か

ら
ほ

か

の

事
物
に

変
え
る

こ

と
で

存
続
す
る

。

こ

の

よ

う
な
世
界
観
に

お
い

て

は
、

死
は
魂
の

絶
対
的
消
滅
で

は

な
く、

異
な
る

存
在
様
式
へ

移
行
す
る

契
機

で

あ
る

と

い

う
。

こ

の

「

創
造
的
な
死
」

と

い

う
観
念
は

、

エ

リ

ア

ー

デ

に

よ
れ
ば
、

ル

ー

マ

ニ

ア

の

国
土
を
守
る

た
め
に

戦
い

命
を

落
と
し

た

同

胞
た
ち
の

死
に、

国
や
民
族
の

あ
ら
た
な
在
り
方
へ

つ

な
が

る

創
造
的

犠

牲
と

い

う
意
味
を

与
え
る
役
割
を
担
っ

て

き
た

。

さ

ら
に

エ

リ

ア

ー

デ

は、

棟
梁
マ

ノ

ー

レ

伝
説
を
基
層
と

す
る

ゆ
え
に、

ル

ー

マ

ニ

ア

の

宗
教
文

化

が
ソ

ヴ
ィ

エ

ト
の

侵
攻
に
よ
っ

て

根
絶
さ
れ
る

こ

と

も
な
い

と
述
べ

る
。

　

ソ

ヴ
ィ

エ

ト
の

侵
攻
か
ら
ル

ー

マ

ニ

ア

の

民
族、

文
化、

宗

教
を
防

衛

す
る
方
法
を

提
示
す
る

こ

と
は
、

文
化
参
事
官
で

あ
っ

た
エ

リ

ア

ー

デ
が

そ
の

解
決
に

も
っ

と

も
力
を

注
い

だ

問
題
で

あ
っ

た

と

考
え
ら
れ
る

。

エ

リ
ア

ー

デ

の

こ

の

よ

う
な
問
題
意
識
は
、

と

り
わ

け
ピ

メ

ン

タ

と

交
わ

し

た

書
簡
に

記

さ
れ

て

い

る
。

ピ

メ

ン

タ

へ

宛
て

た

書
簡
か
ら
は
、

ル

ー

マ

ニ

ア

と
ポ
ル

ト

ガ

ル

が

ラ
テ

ン

・

キ
リ

ス

ト

教
文
化
を
共
有
し
て

い

る

こ

と
、

ソ

ヴ

ィ

エ

ト
・

ボ
ル

シ
ェ

ヴ
イ

キ
・

共
産
主

義
が

ラ
テ

ン
・

キ

リ
ス

ト

教
・

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文
明
の

対
極
に

位
置
づ

け
ら
れ

て

い

る

こ

と
を

読
み

と
れ

る
。

さ
ら
に
、

同

種
の

文
化
に

属
す
る

ル

ー

マ

ニ

ア

と
ポ

ル

ト

ガ

ル

は

互

い

の

民

族
の

存
続
の

た
め

に
、

ソ

ヴ
イ

エ

ト
に

抗
す
る

「

聖
戦
」

に

お

い

て

協
力
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

と
エ

リ

ア

ー

デ

は

述
べ

て

い

る
。

　

以
上
の

資

料
か
ら
は
、

ル

ー

マ

ニ

ア

の

「

宗
教
」

を

対
ソ

ヴ

ィ

エ

ト
の

枠
組
み

の

う
ち
に

位
置
づ

け
る

と
同

時
に
、

西

欧
の

ラ

テ

ン

系
諸
国
と

共

有
す
る

文
化

要
因
と
し
て

エ

リ
ア

ー

デ

が
理
解
し
た
と
い

え
る

。

こ

の

よ

う
な

ポ
ル

ト
ガ

ル

期
に

お

け
る

言
論
活

動
は、

文
化
参
事
官
と

し

て

の

「

職
務
」

で

あ
っ

た
。

し
か
し

ポ

ル

ト
ガ

ル

と
い

う
異
国
に

お

け
る

エ

リ

ア

ー

デ

の

言
論
は
、

亡

命
後、

親
サ
ラ

ザ
ー

ル
、

反
ソ

ヴ
ィ

エ

ト
と
い

う

面
は
目

立
た

な
く
な

り
な
が

ら
も

、

歴
史
的

苦
難
11

「

歴
史
の

恐
怖
」

に

抗
す
る

宗
教
的
人
間
の

文
化
形
態
を

地
域
・

時

代
横
断
的
に

記
述
す
る

点

に

お
い

て

引
き
継
が

れ

た
と
い

え
る

。
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