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香
田
芳
樹
教
授　

略
歴
・
研
究
業
績
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略
歴

履
歴

一
九
五
九
年
三
月
二
七
日 
大
阪
府
箕
面
市
に
生
ま
れ
る

一
九
七
八
│
一
九
八
二
年 
信
州
大
学
人
文
学
部
ド
イ
ツ
文
学
科

一
九
八
二
│
一
九
八
五
年 

金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
ド
イ
ツ
文
学
専
攻

一
九
八
五
│
一
九
九
四
年 

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
ド
イ
ツ
語
学
ド
イ
ツ
文
学
専
攻

一
九
八
八
│
一
九
九
一
年 

ス
イ
ス
政
府
給
付
奨
学
生
と
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学

一
九
九
一
│
一
九
九
四
年 

ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
（
D
A
A
D
）
の
奨
学
生
と
し
て
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
留
学

一
九
九
六
│
二
〇
〇
三
年 

大
東
文
化
大
学
文
学
部
教
育
学
科
専
任
講
師

一
九
九
九
│
二
〇
〇
〇
年 

 

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
特
別
研
究
員
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
に
研
究
留
学

二
〇
〇
三
│
二
〇
〇
五
年 

大
東
文
化
大
学
文
学
部
教
育
学
科
助
教
授

二
〇
〇
五
│
二
〇
〇
七
年 

大
東
文
化
大
学
外
国
語
学
部
英
語
学
科
助
教
授

二
〇
〇
七
│
二
〇
二
三
年 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
（
二
〇
〇
九
年
よ
り
大
学
院
文
学
研
究
科
委
員
）
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学
位

一
九
九
四
年
三
月
七
日 

博
士
（
文
学
）　

広
島
大
学

一
九
九
七
年
一
一
月
一
〇
日 

Ph. D
. 

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
（
ス
イ
ス
）

非
常
勤
講
師
歴

一
九
九
四
│
一
九
九
六
年 
広
島
修
道
大
学
人
文
学
部
（
ド
イ
ツ
語
）

二
〇
〇
一
│
二
〇
二
〇
年 

東
京
大
学
教
養
学
部
（
ド
イ
ツ
語
）

二
〇
〇
四
年 

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
（
ド
イ
ツ
語
ド
イ
ツ
文
学
特
殊
講
義
）
集
中
講
義

二
〇
〇
五
│
二
〇
〇
七
年 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
（
ド
イ
ツ
文
化
史
・
ド
イ
ツ
語
学
研
究
）

二
〇
〇
五
│
二
〇
〇
八
年 

早
稲
田
大
学
第
二
文
学
部
（
思
想
・
宗
教
系
演
習
）

二
〇
〇
八
年 

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
（
ド
イ
ツ
語
学
ド
イ
ツ
文
学
特
殊
講
義
）
集
中
講
義

二
〇
一
六
│
二
〇
一
七
年 

学
習
院
大
学
文
学
部
（
ド
イ
ツ
文
学
史
）

二
〇
一
七
年 

九
州
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
（
ド
イ
ツ
文
学
特
殊
講
義
）
集
中
講
義

学
会
及
び
社
会
に
お
け
る
活
動

一
九
八
九
│
現
在 

日
本
独
文
学
会

一
九
九
七
│
二
〇
〇
五
年 

日
本
デ
ュ
ー
イ
学
会
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一
九
九
八
│
二
〇
〇
六
年 

大
学
教
育
学
会

二
〇
〇
〇
│
二
〇
〇
二
年 

日
本
独
文
学
会
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
実
行
委
員

二
〇
〇
三
│
二
〇
〇
四
年 

日
本
独
文
学
会
機
関
誌
編
集
委
員

二
〇
〇
七
│
二
〇
〇
八
年 

日
本
独
文
学
会
ア
ジ
ア
・
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
会
議
実
行
委
員

二
〇
〇
八
│
現
在 

日
本
フ
ン
ボ
ル
ト
協
会
理
事
（
二
〇
二
三
年
よ
り
常
務
理
事
）

二
〇
〇
九
年
│
現
在 

西
洋
中
世
学
会

二
〇
一
一
│
二
〇
一
五
年 
西
洋
中
世
学
会
機
関
誌
編
集
委
員

二
〇
一
四
│
二
〇
一
六
年 
科
学
研
究
費
審
査
委
員
（
基
盤
研
究
C
）

二
〇
一
四
│
二
〇
一
六
年 

日
本
独
文
学
会
機
関
誌
編
集
委
員
副
編
集
長

二
〇
一
七
年
│
二
〇
一
九
年 

日
本
独
文
学
会
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
実
行
委
員
長

二
〇
一
九
│
二
〇
二
三
年 

日
本
独
文
学
会
理
事
（
機
関
誌
担
当
、
研
究
叢
書
担
当
）

二
〇
二
一
年
│
現
在 

世
界
文
学
会

競
争
的
獲
得
資
金

一
九
九
九
│
二
〇
〇
〇
年 

 

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
研
究
奨
学
金
、『
中
高
ド
イ
ツ
語
説
教
集Paradisus anim

e intelligentis

の
文
献
学
的
研

究
』　46,800

ド
イ
ツ
マ
ル
ク

二
〇
〇
四
│
二
〇
〇
六
年 

 

科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
神
秘
思
想
の
歴
史
的
・
思
想
史
的
研
究
』　2,700,000

円
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二
〇
〇
九
│
二
〇
一
一
年 

 
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）『
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
歴
史
的
研
究
』　2,730,000

円

二
〇
一
〇
年

　

科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
成
果
公
開
促
進
費
）『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト　

生
涯
と
著
作
』　2,500,000

円

二
〇
二
一
│
二
〇
二
四
年 

 

科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）『
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
歴
史
的
・
文
化
史
的
考
察
』　1,690,000

円
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研
究
業
績

著
書

『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト　

生
涯
と
著
作
』、
創
文
社　

二
〇
一
一
年
、
四
三
五
頁
。

『
魂
深
き
人
び
と　

│
西
欧
中
世
か
ら
の
反
骨
精
神
』、
青
灯
社　

二
〇
一
七
年
、
二
七
二
頁
。

翻
訳

マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
メ
ヒ
テ
ィ
ル
ト
『
神
性
の
流
れ
る
光
』、
創
文
社　

一
九
九
九
年
、
三
八
六
頁
。

『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
一
六
巻
（
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
）（
木
村
直
司
監
修
）、
平
凡
社　

二
〇
〇
一
年
、
① 

作
者
未
詳
『
ザ
ン
ク
ト
・
ト
ル
ー

ト
ペ
ル
ト
の
雅
歌
』
二
三
│
三
九
頁
、
② 

ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
ダ
ー
ヴ
ィ
ト
『
祈
り
の
七
つ
の
階
梯
』 

六
一
│
八
四
頁
、
③ 

同 『
主
の
祈
り
』 

八
五
│
一
〇
六
頁
、
④ 

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
ベ
ル
ト
ル
ト
『
説
教
二　

五
つ
の
タ
ラ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
』 

一
〇
七
│
一
三
五
頁
、
⑤ 

作
者

未
詳
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
説
教
集
』 

一
三
七
│
一
四
九
頁
、
⑥ 
グ
リ
ュ
ン
デ
ィ
ヒ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
『
能
動
知
性
と
可
能
知
性
に
つ

い
て
』 

四
三
一
│
四
五
一
頁
、
⑦ 

リ
ン
ダ
ウ
の
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
『
十
戒
の
書
』
七
二
五
│
七
四
二
頁
、
⑧ 

同 

『
ド
イ
ツ
語
説
教
集
』 

七
四

三
│
七
六
〇
頁
。
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共
著
・
編
著

中
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
大
学
教
育
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
変
遷
と
展
望
』（
竹
田
宏
編
）、
未
來
社　

一
九
九
七
年
収
録
、
二
九
│
五
一
頁
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
『
ド
イ
ツ
語
説
教
集
』（
上
田
閑
照
訳
、
香
田
芳
樹
解
説
）、『
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
叢
書
』（
上
田
閑
照
・
川
﨑
幸

夫
監
修
）
第
二
巻
、
創
文
社　

二
〇
〇
六
年
、
訳
註
・
解
説I

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
出
会
っ
た
人
々
」、
解
説II

「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
銀
河
系
」

担
当
。

真
理
を
語
る
真
理
│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
的
聖
書
解
釈
│
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
中
世
』
第
三
巻
（
神
秘
哲

学
）、（
竹
下
政
孝
・
山
内
志
朗
編
）、
岩
波
書
店　

二
〇
一
二
年
、
三
〇
五
│
三
三
〇
頁
。

K
öln-Toulouse-A

vignon. D
ie Verurteilung M

eister Eckharts im
 K

ontext der thom
istischen Tradition in Südfrankreich. In: M

ystik, 

R
echt und Freiheit. R

eligiöse Erfahrung und kirchliche Institutionen im
 Spätm

ittelalter, hrsg. von D
ietm

ar M
ieth und B

ritta M
üller-

Schauenburg, Stuttgart (K
ohlham

m
er) 2012, pp. 96-122.

„W
an unseren herren gelüstet, daz er in dem

 und m
it dem

 m
enschen w

one“ R
eflektion über die ,R

eden der U
nterw

eisung‘ M
eister 

Eckharts und die Stadtgeschichte von Erfurt. In: M
eister Eckharts Erfurter „R

eden“ in ihrem
 K

ontext, Stuttgart (K
ohlham

m
er) 2013, 

pp. 41-64.

〈
超
〉
人
化
す
る
人
間
の
未
来
、『〈
新
し
い
人
間
〉
の
設
計
図　

ド
イ
ツ
文
学
・
哲
学
か
ら
読
む
』（
香
田
芳
樹
編
）、
青
灯
社　

二
〇
一
五
年
、

九
│
二
三
頁
。

「
わ
た
し
は
若
木
の
よ
う
な
新
た
な
姿
と
な
っ
て
星
々
に
の
ぼ
っ
て
い
く
」
│
古
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
「
死
と
再
生
」
の
形
象
に
つ
い
て
、

『〈
新
し
い
人
間
〉
の
設
計
図　

ド
イ
ツ
文
学
・
哲
学
か
ら
読
む
』（
香
田
芳
樹
編
）、
青
灯
社　

二
〇
一
五
年
、
二
六
│
六
二
頁
。

弾
む
御
言
（
み
こ
と
ば
）、
差
し
込
め
る
光　

│
中
世
ド
イ
ツ
の
宗
教
と
世
俗
文
学
に
現
れ
た
光
を
め
ぐ
る
言
説
、『
光
の
形
而
上
学　

│
知
る
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こ
と
の
根
源
を
辿
っ
て
』（
山
内
志
朗
編
）、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会　

二
〇
一
八
年
、
二
一
一
│
二
三
二
頁
。

D
urch ehrlose Ehe dem

 U
ntergang gew

eiht. Eine m
ythologem

ische A
nalyse des „Iw

ein“ H
artm

anns von A
ue und der altjapanischen Pre-

digtballade „O
guri H

angan“. In: „Japanisch-deutsche G
espräche über Frem

dheit im
 M

ittelalter: Interkulturelle und interdisziplinäre 

Forschungen in O
st und W

est, hrsg. von A
lbrecht C

lassen/ M
anshu Ide, Tübingen (Stauffenburg) 2018, pp. 199-214.

老
い
て
花
さ
く
、『
晩
年
の
ス
タ
イ
ル　

│
老
い
を
書
く
、
老
い
て
書
く
』（
磯
崎
康
太
郎
・
香
田
芳
樹
編
）、
松
籟
社　

二
〇
二
〇
年
、
一
一
│

三
五
頁
。

「
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
時
分
か
ら
栅
の
と
こ
ろ
ま
で
」　

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
と
中
世
の
お
け
る
老
年
描
写
、『
晩
年
の
ス
タ
イ
ル　

―
老
い
を
書
く
、

老
い
て
書
く
』（
磯
崎
康
太
郎
・
香
田
芳
樹
編
）、
松
籟
社　

二
〇
二
〇
年
、
三
七
│
六
七
頁
。

R
eligiöse Erfahrung und die D

ichtung. In: R
eligiöse Erfahrung - Literarischer H

abitus, hrsg. von Yoshiki K
oda, M

ünchen (iudicium
) 

2020, pp. 11-16.

„H
om

o sacer“ im
 östlichen und w

estlichen religiösen K
ontext: „H

iob“, „O
guri H

angan“ und „K
ugai Jodo“. In: R

eligiöse Erfahrung - 

Literarischer H
abitus, hrsg. von Yoshiki K

oda, M
ünchen (iudicium

) 2020, pp. 55-73.

D
ie Entstehung des H

abitus im
 antiken G

riechenland und dessen W
iederentdeckung in Frankreich im

 19. Jahrhundert. In: R
eligiöse 

Erfahrung - Literarischer H
abitus, hrsg. von Yoshiki K

oda, M
ünchen (iudicium

) 2020, pp. 193-204.

天
上
の
旋
律
、
地
上
の
象
徴　

│
暦
を
巡
る
思
考
の
冒
険
、『
さ
ま
ざ
ま
な
一
年　

│
近
現
代
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
暦
の
詩
学
』（
金
志
成
編
）、

松
籟
社　

二
〇
二
一
年
、
一
九
│
四
九
頁
。

R
hetorik und Parrhesia. Zum

 O
ffenbarungsm

odus von G
eheim

lehren in A
ntike und M

ittelalter. In: „D
arstellung und G

eheim
nis in 

M
ittelalter und früher N

euzeit“, hrsg. von Jutta Em
ing/ Volkhard W

els, W
iesbaden (H

arrassow
itz Verlag) 2021, pp. 231-248.



─ X─

学
術
論
文

D
as W

ortfeld der A
nalogielehre M

eister Eckharts. – glîchnisse, bilde und bilden. 　
『
独
文
研
究
室
報
』
第
三
号
（
金
沢
大
学
大
学
院
）（
一

九
八
六
）、
四
三
│
九
一
頁
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
文
学
に
お
け
る
開
か
れ
た
構
造
、　
『Treff-Punkt-Sprache

』
第
四
号
（
広
島
大
学
大
学
院
）（
一
九
八
六
）、
六
〇
│
七
五
頁
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
に
お
け
る
科
学
性
に
つ
い
て
、　
『
広
島
ド
イ
ツ
文
学
』
第
二
号
（
広
島
独
文
学
会
）（
一
九
八
七
）、

五
三
│
七
六
頁
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
存
在
と
認
識
の
布
置　

―
前
期
『
パ
リ
討
論
集
』
を
中
心
に
―
、『Treff-Punkt-Sprache

』
第
六
号

（
一
九
八
七
）、
四
〇
│
七
〇
頁
。

Sprechakte in der spätm
ittelalterlichen Liebesdichtung

、　
『
広
島
ド
イ
ツ
文
学
』
第
七
号
（
一
九
九
二
）、
一
│
一
六
頁
。

H
einrich W

ittenw
iler

の
『
指
輪
』
と
中
世
後
期
の
唯
名
論
的
思
潮
、　
『
ド
イ
ツ
文
学
』（
日
本
独
文
学
会
編
）
第
八
九
号
（
一
九
九
二
）、
七

八
│
八
八
頁
。

D
ie G

ottesgeburt in der A
pposition. U

ntersuchungen zum
 sprachlichen Eigenw

ert der M
ystik M

eister Eckharts

、『
ド
イ
ツ
文
学
論

集
』（
日
本
独
文
学
会
中
四
国
支
部
）
第
二
七
号
（
一
九
九
四
）、
八
九
│
九
八
頁
。

U
ntersuchungen zur Erfurter Schulordnung vom

 Jahre 1282. In: Zeitschrift für K
ulturbegegnung

、
第
四
号
（
一
九
九
六
）、
九
二
│

一
〇
四
頁
。

M
ystische Lebenslehre zw

ischen K
loster und Stadt. M

eister Eckharts «R
eden der U

nterw
eisung» und die spätm

ittelalterliche Lebens-

w
irklichkeit. In: M

ittelalterliche Literatur im
 Lebenszusam

m
enhang, hrsg. von C

onrad Eckart Lutz, Freiburg/ Schw
eiz 1997, pp. 

225-264.



─ XI─

「
こ
の
者
は
真
理
に
耳
を
か
さ
ず
、
絵
空
事
に
聴
き
痴
れ･･･

」　

│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
異
端
宣
告
勅
書
『
主
の
耕
地
に
て
』

の
法
制
史
的
・
思
想
史
的
考
察
│
、『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
三
五
号
（
一
九
九
七
）、
二
〇
三
│
二
二
三
頁
。

歴
史
・
幻
視
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

│
中
世
ド
イ
ツ
の
終
末
論
と
ビ
ン
ゲ
ン
の
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
の
黙
示
文
学
│
、『
人
文
科
学
』（
大
東
文
化
大
学
人

文
科
学
研
究
所
編
）
第
五
号
（
二
〇
〇
〇
）、
五
三
│
七
七
頁
。

ア
ン
チ
キ
リ
ス
ト
・
カ
タ
リ
・
托
鉢
修
道
士　

│
女
性
神
秘
家
の
み
た
終
末
的
世
界
│
、『
人
文
科
学
』
第
七
号
（
二
〇
〇
二
）、
五
七
│
七
八
頁
。

K
rankheit und V

ision. M
ittelalterliche Frauenliteratur als M

edium
 religiöser K

onflikte, N
eue B

eiträge zur G
erm

anistik, B
d. 

1 (2002), 

pp. 151-165.

西
欧
思
想
に
お
け
る
習
慣
と
身
体
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
A
）（
一
）
研
究
報
告
書
『
文
学
表
現
と
身
体
│
ド
イ
ツ
文
学
の
場
合
』（
二
〇
〇

三
）、
三
一
│
四
二
頁
。

20
世
紀
前
半
の
神
秘
思
想
論
、『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
二
号
（
二
〇
〇
四
）、
一
二
三
│
一
三
〇
頁
。

「
主
は
人
間
の
な
か
で
、
人
間
と
と
も
に
住
ま
う
こ
と
を
喜
び
給
う
」
│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
形
成
と
都
市
市
民
社
会
│
、『
ド

イ
ツ
に
お
け
る
神
秘
思
想
の
展
開
』（
日
本
独
文
学
会
研
究
叢
書
）
第
三
五
号
（
二
〇
〇
五
）、
一
七
│
三
四
頁
。

神
秘
思
想
の
宗
教
学
的
基
礎
づ
け
の
試
み
、『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
四
号
（
二
〇
〇
六
）、
一
五
一
│
一
六
三
頁
。

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
ド
ミ
ニ
コ
会
、『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
五
号
（
二
〇
〇
七
）、
一
三
│
二
五
頁
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
身
体
観
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（
習
慣
）
の
変
遷
、『
藝
文
研
究
』
第
九
三
巻
（
二
〇
〇
七
）、
六
一
│
八
一
頁
。

Schm
erzem

pfindlichkeit und K
örperw

ahrnehm
ung in den klösterlichen G

nadenzetteln und bei M
argaretha Ebner. In: „K

ulturfaktor 

Schm
erz“, hrsg. von Y. H

irano/C
h. Ivanović, W

ürzburg (K
önigshausen und N

eum
ann), 2008, pp. 85-98.

革
命
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス　

│
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
『
習
慣
論
』
と
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
、『
１
９
世
紀
学
研
究
』
第
一

号
（
二
〇
〇
八
）、
六
四
│
七
六
頁
。

Synthese von N
ähe und Ferne. K

ulturhistorische Ü
berlegungen zu drei M

odellen der G
astfreundschaft. In: Figuren des Transgressiven, 
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hrsg. von K
anichiro O

m
iya, M

ünchen (iudicium
) 2009, pp. 235-251.

エ
ク
フ
ラ
ー
シ
ス　

│
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
絵
の
な
い
絵
本
│
、『
藝
文
研
究
』
第
九
八
巻
（
二
〇
一
〇
）、
一
四
四
│
一
六
一
頁
。

美
徳
の
装
い　

│
ド
イ
ツ
中
世
の
教
育
文
学
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
│
、『
西
洋
中
世
研
究
』（
西
洋
中
世
学
会
編
）、
第
三
号
（
二

〇
一
一
）、
五
一
│
六
五
頁
。

Japanese Philosopher Tetsuro W
atsuji (1889-1960). H

is C
ultural A

nthropology and H
is B

uddhist Thinking. In: B
uddhism

 and B
uddhist 

Philosophy in W
orld Literature

』, edd. Pornsan W
atanagura/H

einrich D
etering, C

hulalongkorn U
niversity U

P (Thailand), pp. 39-52.

遊
戯
衝
動
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス　

│
シ
ラ
ー
の
美
学
論
に
よ
る
カ
ン
ト
的
義
務
の
克
服
、『
藝
文
研
究
』
第
一
〇
五
巻
（
二
〇
一
三
）、
一
│
二
一
頁
。

Synderesis und Scham
. Zur G

enese des kognitiven und affektiven G
ew

issens im
 abendländischen M

ittelalter. In: N
eue B

eiträge zur 

G
erm

anistik. B
d. 14

（『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
五
一
号
）, pp. 54-74.

N
ihilism

us und U
topism

us. D
ie R

eichw
eite der antiken und m

ittelalterlichen Endzeitm
ythologie in das D

enken des 20. Jahrhunderts

、

『
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
七
号
、
三
三
│
四
七
頁
。

特
集
「
詩
的
正
義
」
へ
の
導
入
、N

eue B
eiträge zur G

erm
anistik, B

d. 14

（『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
五
二
号　

二
〇
一
六
）、
一
│
七
頁
。

「
正
義
の
女
神
は
苦
し
む
も
の
に
秤
を
傾
け
る
」　

│
古
代
・
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
描
か
れ
た
配
分
的
正
義
と
交
換
的
正
義
、N

eue 

B
eiträge zur G

erm
anistik, B

d. 14

（『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
五
二
号　

二
〇
一
六
）、
八
│
二
三
頁
。

特
集
「
黙
示
録
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
へ
の
導
入
、N

eue B
eiträge zur G

erm
anistik, B

d. 16

（『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
五
四
号　

二
〇
一
六
）、
一

│
一
七
頁
。

U
neigentliche R

ede der Liebenden in der europäischen Literaturtradition, Einheit in der V
ielfalt? G

erm
anistik zw

ischen D
ivergenz und 

K
onvergenz. A

siatische G
erm

anistentagung 2019 in Sapporo, M
ünchen (iudicium

) 2019, pp.38-49.

Tugend und G
lück : zum

 H
abituskonzept bei A

ristoteles und M
eister Eckhart

、『
藝
文
研
究
』
第
一
二
一
巻
（
二
〇
二
一
）
識
名
章
喜
教
授

退
職
記
念
号
、
八
〇
│

九
五
頁
。
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Sapienza, am
ore e virtute　

│
『
神
曲
』
に
あ
ら
わ
れ
た
ス
コ
ラ
哲
学
的
主
題
に
つ
い
て
、『
世
界
文
学
』
第
一
三
五
号
（
特
集
ダ
ン
テ
）（
二

〇
二
二
）、
二
八
│
三
五
頁
。

家
族
の
習
俗
か
ら
社
会
の
法
へ　

│
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
市
民
的
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
構
想
、『
藝
文
研
究
』
第
一
二
四
巻
（
二
〇
二

三
）、
三
五
│
五
五
頁
。

そ
の
他

書
評
：H

ee-Sung K
eel, M

eister Eckhart. A
n A

sian Perspective. Louvain a. o. (Eerdm
ans) 2007. 319 p. (Louvain Theological &

 Pastoral 

M
onographs 36), ISB

N
: 0-8028-6255-6. In: Theologische R

evue, 108-8345 (2012), Sp. 518-520.

書
評
：C

. Stephen Jaeger, Enchantm
ent. O

n C
harism

a and the Sublim
e in the A

rts of the W
est. Philadelphia (U

niversity of Pennsylvania 

U
P) 2012, 424 p., ISB

N
: 978-8122-4329-1. In: A

rbitrium
 (Zeitschrift für R

ezensionen zur germ
anistischen Literaturw

issenschaft), 

Vol. 31 (2013), pp. 154-161.

事
典
項
目
『
中
世
ド
イ
ツ
文
学
』、『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
事
典
』（
キ
リ
ス
ト
教
文
化
事
典
編
集
委
員
会
編
）
丸
善
出
版　

二
〇
二
二
年
、
一
五
〇

│
一
五
一
頁
。

学
会
研
究
発
表

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る„bilden“

、 

日
本
独
文
学
会
秋
季
大
会　

於
金
沢
大
学　

一
九
八
四
年
一
〇
月

M
eister Eckhart

研
究
の
新
し
い
動
向
、
日
本
独
文
学
会
春
季
大
会　

於
学
習
院
大
学　

一
九
九
三
年
五
月

D
ie m

ystische Theologie M
eister Eckharts und die Stadtgeschichte von Erfurt, bei Sym

posium
 „Sem

inaire de 3è cycle 1994“, Lausanne, 
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Feb. 1994.
文
法
教
師
フ
ー
ゴ
ー
の
反
論　

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
け
る
大
学
教
育
と
倫
理
教
育
の
葛
藤
に
つ
い
て
、
日
本
独
文
学
会
春
季
大
会　

於
慶

應
義
塾
大
学　

一
九
九
七
年
五
月

A
bgeschiedenheit und H

abitus. Ü
ber den Entstehungsprozeß der Leitgedanken M

eister Eckharts, Société Internationale pour lʼÉtude de 

la Philosophie M
édiévale, Erfurt, 25. 8. 1997.

中
世
の
習
慣
論　

│
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
復
権
と
個
の
覚
醒
、
日
本
独
文
学
会
秋
季
大
会　

於
信
州
大
学　

二
〇
〇
一
年
一
〇
月

「
主
は
人
間
の
な
か
で
、
人
間
と
と
も
に
住
ま
う
こ
と
を
喜
び
給
う
」
│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
形
成
と
都
市
エ
ル
フ
ル
ト
、
日

本
独
文
学
会
秋
季
大
会　

於
北
海
道
大
学　

二
〇
〇
四
年
一
〇
月

出
会
い
と
闘
争
の
場
と
し
て
の
神
秘
思
想
、
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
第
一
九
回
世
界
大
会　

於
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル　

二
〇
〇
五
年
三
月

Schm
erzem

pfindlichkeit und K
örperw

ahrnehm
ung im

 M
ittelalter

、H
um

boldt-K
olleg „K

ulturfaktor Schm
erz“

、
於
東
京
大
学
・
フ
ン
ボ

ル
ト
財
団　

二
〇
〇
五
年
九
月

N
ihilism

us und U
topism

us. D
ie R

eichw
eite der antiken und m

ittelalterlichen Endzeitm
ythologie in das D

enken des 20. Jahrhunderts, 

beim
 48. K

ultursem
inar: Tateshina-Sym

posion „Endzeit-Zeitenden“, A
rt Land H

otel Tateshina 

二
〇
〇
六
年
三
月
二
〇
日

Synthese von N
ähe und Ferne – K

ulturhistorische. Ü
berlegungen zu drei M

odellen der G
astfreundschaft im

 europäischen M
ittelalter, 

beim
 49. K

ultursem
inar: Tateshina-Sym

posion „D
ie Figur des G

astes - w
eder Feind noch Freund“, A

rt Land H
otel Tateshina 

二
〇
〇

七
年
三
月
二
〇
日

Synderesis: ein W
issen vor der Erbsünde. Zur G

enealogie kognitiver und affektiver M
oralw

erte im
 europäischen M

ittelalter, H
um

boldt-

K
olleg „Form

 des W
issens“

、
於
立
教
大
学
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
、
二
〇
〇
八
年
三
月
一
五
日

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
魂
の
根
底
を
め
ぐ
っ
て
│
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
タ
ウ
ラ
ー
、
リ
ュ
ー
ス
ブ
ル
ク
」
指
定
討
論
者
、
日
本
宗
教
学
会

第
六
七
回
学
術
大
会　

於
筑
波
大
学　

二
〇
〇
八
年
九
月
一
四
日
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D
ie D

om
inikaner-Franziskaner-K

onstellation im
 Prozess M

eister Eckharts, Internationale M
eister-Eckhart-Tagung „M

ystik, R
echt und 

Freiheit“, A
kadem

ie der D
iözese M

ainz, 11. 9. 2010.

Ü
berw

indung der zw
eiten N

atur. Zw
ei R

ezeptionsm
odelle der A

ristotelischen G
ew

ohnheitslehre in der m
ittelalterlichen Philosophie

、

慶
應
│
学
振
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』„Fragw

ürdigkeit M
ensch“

、
於
慶
應
義
塾
大
学　

二
〇
一
〇
年
一

一
月
五
日

A
bgrund und Einöde, K

eio-JSPS-K
olloquium

 „D
iskurse der H

eterotopien in der m
ittelalterlichen Literatur Europas“, K

eio-U
niversity, 7. 

11. 2010.

«unseren herren gelüstet, daz er in dem
 und m

it dem
 m

enschen w
one». R

eflexionen über die R
eden der U

nterscheidung M
eister Eckharts 

und die Stadtgeschichte von Erfurt, Internationale M
eister-Eckhart-Tagung „M

eister Eckharts R
eden für die Stadt“, A

ugustinerklo-

ster zu Erfurt 15. 4. 2011.

„M
usst du dein Leben aendern?“ Einige G

edanken zur Idee der M
enschenreform

 von der m
ittelalterlichen M

ystik bis zur G
egenw

arts-

philosophie. G
astvortrag an der U

niversität Freiburg/ Schw
eiz, 19. 4. 2011.

W
ütende Frauen – w

einende M
änner. Zur Inszenierung der negativen G

efühle in der m
ittelalterlichen m

ystischen Literatur, K
eio-JSPS-

K
olloquium

 „Em
otionen im

 M
ittelalter“, K

eio-U
niversity, 29. 1. 2012.

„D
ie H

offnung ist aber im
 Zorn.“—

Em
otionen in der antiken und m

ittelalterlichen Literatur des A
bendlandes. A

siatische G
erm

anistenta-

gung 2012 in B
eijing. „Interlingualität, Interkulturalität, Interdisziplinarität. G

renzerw
eiterungen der G

erm
anistik“. B

eijing Foreign 

U
niversity. 22.8.2012.

「
わ
た
し
は
若
木
の
よ
う
な
新
た
な
姿
と
な
っ
て
星
々
に
の
ぼ
っ
て
い
く
」
│
古
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
「
死
と
再
生
」
の
形
象
に
つ
い
て
、
日

本
独
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
再
生
│
進
歩
│
生
存
。
ド
イ
ツ
思
想
史
に
お
け
る
「
超
人
間
化
」』、
於
中
央
大
学
、

二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
四
日



─ XVI─

Erfahrungshorizonte der ew
ig w

iederkehrenden Zeit von der A
ntike bis zum

 Spätm
ittelalter, K

eio-JSPS-K
olloquium

 „Erfahrung, 

Phantasie und D
ichtung in der m

ittelalterlichen Literatur“, K
eio-U

niversity, 23. 2. 2013.

Traum
, Zauber, W

ahnsinn: D
as C

harism
atische der Frauen in der japanischen Literatur des M

ittelalters, K
eio-JSPS-K

olloquium
 „Von der 

Peripherie ins Zentrum
. W

eibliche Figuren in der m
ittelalterlichen Literatur in D

eutschland und Japan“, K
eio-U

niversity, 5. 7. 2013.

中
世
女
性
神
秘
家
の
見
た
世
界
の
終
わ
り
、
九
州
大
学
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
B　

黙
示
録
研
究
会
、
於
九
州
大
学
、
二
〇
一
四
年
九
月
一
三
日

「
正
義
の
女
神
は
堪
え
忍
ぶ
も
の
に
秤
を
傾
け
る
」
│
ド
イ
ツ
中
世
叙
事
詩
に
描
か
れ
た
復
讐
と
法
、
日
本
独
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
大
会
・
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
も
っ
と
正
義
を
！　

│
詩
的
道
徳
を
希
求
す
る
文
学
の
格
闘
』
於
京
都
府
立
大
学
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
一
日

D
urch ehrlose Ehe dem

 U
ntergang gew

eiht. Eine m
ythologem

ische A
nalyse des „Iw

ein“ H
artm

anns von A
ue und der altjapanischen 

Predigtballade „O
guri H

angan“, Internationales Sym
posium

 der U
niversität R

ikkyo: „Japanisch-deutsche G
espräche über Frem

dheit 

im
 M

ittelalter“, 1. 10. 2016.

「
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
時
分
か
ら
栅
の
と
こ
ろ
ま
で
」　

│
中
世
の
お
け
る
老
年
描
写
、
日
本
独
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
晩

年
の
ス
タ
イ
ル
』
於
広
島
大
学
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
日

„H
om

o sacer“ im
 östlichen und w

estlichen religiösen K
ontext, 60. K

ultursem
inar: Tateshina-Sym

posion „R
eligiöse Erfahrung“, R

esort 

H
otel Tateshina 

二
〇
一
八
年
三
月
一
二
日

R
hetorik und Parrhesia. Zw

ei A
rten der religiösen K

om
m

unikation, Internationale und interdisziplinäre Tagung im
 R

ahm
en des Sonder-

forschungsbereich 980 „Epistem
e in B

ew
egung“. „D

arstellung und G
eheim

nis in M
ittelalter und früher N

euzeit“, Freie U
niversität 

B
erlin, 27. 9 - 29. 9. 2018.

U
neigentliche R

ede der Liebenden in der europäischen Literaturtradition, A
siatische G

erm
anistentagung 2019 in Sapporo: „Einheit in 

der V
ielfalt? G

erm
anistik zw

ischen D
ivergenz und K

onvergenz“. H
okkai-G

akuen U
niversität (Sapporo) 

二
〇
一
九
年
八
月
二
六
日

Sapienza, am
ore e virtute　

│
『
神
曲
』
に
あ
ら
わ
れ
た
ス
コ
ラ
哲
学
的
主
題
に
つ
い
て
、
世
界
文
学
会
ダ
ン
テ
逝
去
七
〇
〇
周
年
記
念
シ
ン



─ XVII─

ポ
ジ
ウ
ム
『
ダ
ン
テ
と
世
界
文
学
』、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
東
海
大
学
）
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
〇
日

三
つ
の
モ
ナ
ド
論　

│
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
個
我
と
国
家
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
独
文
学
会
秋
季
研
究
発
表
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
カ

リ
ス
マ
教
師
と
そ
の
弟
子
た
ち　

│
戦
間
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
文
科
学
の
再
生
と
変
容
』
於
京
都
府
立
大
学
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
五
日




