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だ
さ

れ
、

そ
の

図
像
は

写
本
挿
絵
と

し
て

の

こ

さ

れ
て

い

る
。

装

飾
模
様

の

枠
に
縁
取
り
さ

れ

た

四
角
の

な

か

に
、

銀
色
と
金

色
の

二

重
の

円
が

あ

り、

そ
の

中
央．
に

ブ

ル

ー
一

色
で

塗
ら
れ
た
人

物
が

両
の

手
の

ひ

ら
を

前

に

出
し
て

直
立
し

て

い

る
。

ヒ

ル

デ

ガ
ル

ト
の

幻
視
に

基
づ

き
銀
色
の

光

と

紅
い

（

金
色
）

炎
が
ブ
ル

ー

の

人
物
を

囲
む
よ

う
な

円
と

な
っ

て

お

り、

こ

れ
が
父、

聖
霊、

子
の

三

位
一

体
を

示
す

。

子
で

あ
る

キ

リ
ス

ト

だ

け
が
人
物
像
と

し
て

描
出
さ
れ

て

お

り、

神
と
聖

霊
の

ペ

ル

ソ

ナ
は

人

格
化
（
擬
人
化
）

さ
れ

ず
に

光
と

炎．
の

充
満
と
し

て

体
験
さ
れ
る

。

キ

リ

ス

ト
の

み
人
物
と

し
て

表
し、

な
ぜ

神
を

人
物
像
と

し
て

描
写
せ

ず
銀
色

の

光
の

円
（
聖
霊
は

金
色
・

紅
色）

と
し

た

の

か

と
い

う
こ

と

は
、

神
の

描
写
に

関
す
る
図
像

学
に

お
い

て

特
異
で

あ
る

が
、

こ

れ
は
『
ス

キ
ヴ
ィ

ア

ス
』

全
体
の

構
想、

構
成
を
あ
わ

せ

て

考
え
る

必
要
が
あ
る

。

こ

の

三

位
一

体
の

モ

テ

ィ

ー

フ

は
他
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

に

も
見
い

だ

さ
れ、

こ

の

前

の

箇
所
で

は
明
る

く

照
り
輝
き
火
炎
は
、

全
能
の

生

け
る

神
で

あ
り、

牛

き
生
き
と
し
て

お

り

初
め
と

終
わ

り
が
な
く
分
割
し
え
な
い
、

消
滅

す
る

こ

と

が
な
い

と
い

わ
れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

ヒ

ル

デ
ガ

ル

ト
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

に

特

有
の

神
の

と

ら

え

方
が
あ
り、

そ
れ
が
視
覚
化
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
三

位
一

体
と
い

う
教
義
に

女
性
性
も
し
く
は

母
性
は
含
意
さ
れ
て

い

な

い

と
思
わ
れ

る

が
、

こ

れ

が

視
覚
化
さ
れ
た

場
合、

他
の

モ

テ

ィ

ー

フ

と

の

組
み
△
口

わ
せ
な

ど
に

よ
っ

て

本
来
の

教
義
に

さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が

加
え

ら
れ
、

女
性
性
の

イ
メ

ー

ジ

が
読
み

取
れ

る

場

合
も

あ
る

。

た

と

え
ば

「

シ

ュ

ラ

イ
ン

の

聖

母
予

像
」

と

い

う
彫
刻
が

あ
る

が
、

そ
の

な

か
に

イ

エ

ス

を
抱

く
聖

母
マ

リ
ア

の

体
内
に

「

恩
寵
の

座
」

が
内
包
さ
れ

て

い

る

も
の

が

あ
る

。

そ
こ

か
ら

は
、

マ

リ

ア

の

身

体
を
と

お
し
て

受
肉
と
三

位

一

体
が

具
現
化
さ
れ

て

い

る

と
み

な

す
こ

と

が
で

き、

三

位
一

体
の

み
な

ら

ず
キ
リ

ス

ト

教
の

救
済
史
全

体
が

表
現
さ

れ
て

い

る

と

解
釈
で

き
る

。

ま

た
＝ 一

位
一

体
と

聖
母
の

戴
冠
と

が

結
合
し

た

図
像
も
あ
り、

図
像
化
に

よ
っ

て．、

莅
一

体
に

対
す
る

受
容、

解
釈
が

よ

り
具
体
的
に

な
っ

て

い

る

例
も
あ
る

。

さ

ら
に
、

三

位
一

体
と
ピ
エ

タ

と
の

組
み

合
わ

せ
も
あ
り、

神
の

ひ
と

り
子
の

死
を

悲
し

む

父
と
い

う
内
容
が
前
面
に
出
て

い

る

作
例

も
あ
る

。

さ

ま
ざ

ま
な

図
像
の

作
例
を
み

て

ゆ
く
な
ら

、

教
義
の

視
覚
化

が
教
義
の

解
釈
の

歴
史
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が
で

き
る

で

あ
ろ

う
。

愛
の

観
想

　
　

　
　
サ
ン
・

ヴ

イ

ク

ト
ー

ル

学
派
に

お

け
る
交
わ

り
の

神
学

中

村

　
秀

樹

　
十
二

世
紀
西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お
い

て、

キ

リ
ス

ト
教
信

仰
の

捉
え
直
し

を
試
み

た

霊
的
共
同
体
の
一

つ

に
パ

リ
の

サ

ン
・

ヴ
ィ

ク

ト

ー

ル

修
道
院

が
あ
る

。

当
時
の

最
も
優
れ
た

教
育
機
関
の
一

つ

で

あ
っ

た
そ
の

付
設
学

校
の

代
表
的
神
学
者
フ

ー

ゴ

ー

（

閏
⊆

OQo

口
Φ

しり

磐
08

＜一
〇

8
同

Φ

一
一

四

一

年
没
）

と

後
継
者
リ
カ

ル

ド
ゥ

ス
（
霞
o
｝

茜

乙
q
°。

α
Φ

しり

国
ロ
08

＜一
臼
O

器

一
一

七
「

年
没
）

の

根
本
的
問
題
関
心
は
、

歴
史
に

お

け
る

神
自

身
に

よ

る
救
済
の

埋
解
と

し
て

信
仰
を

反
省
的
に

捉
え
る

こ

と
、

信
仰
と
そ

の

理

解
の

基
盤
で

あ
る

聖

霄
の

読

解
を

方
法
論
的
考
察
と

共
に

徹
底

す
る

こ

と
、

そ
し
て

愛
に
お
け
る
信
仰
の

実
り
を
重
視
す
る
こ

と
に

あ
る

。

そ
の

思
想
は

十一
．

世
紀
の

知
的
・

宗
教
的
状
況
の

中
で

の

キ

リ

ス

ト
教

神
学
の

白
己
確
認
で

あ
る

と

同
時
に、

キ
リ

ス

ト
教
信
仰
が
開

く
交
わ

り
に

つ

い
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て

の

根

本
洞
察
を

含
ん

で

い

る
。

　
フ

ー

ゴ

ー

は、

信
仰
が
キ

リ

ス

ト

の

言
葉
を

聞
く
こ

と
に

の

み

そ
の

端

緒
を
持
つ

こ

と
、

ま
た

そ
れ

が

神
認
識
と
し

て
一

切
の

白
然
本
性
的

認
識

を
圧

倒
的
に

凌
駕
す
る

こ

と
を

強
調
す
る

。

信
仰
は

何
ら

か

の

他
の

認
識

か
ら

論
理
的
に

導
出
さ

れ
、

信
仰
の

外
か

ら

基
礎
付
け
ら

れ

る

こ

と
は

で

き
な

い
。

信
仰
は
、

た

だ

神
の

霊
に

よ
っ

て

の

み

与
え
ら

れ
、

そ
れ

に

よ

っ

て

救
済
の

真
理
は

確
証
さ
れ

る
。

こ

の

救
済
の

真
理
の

伝
承
の

中
心
に

あ
る

聖

書
の

読
解
を

こ

の

学
派
は

重
視
し、

多
層
的
霊

的
読
解
の

体
系
的

構
築
を

試
み
た

。

特
に

リ
カ

ル

ド
ゥ

ス

の

観
想
論
は

そ

の

完
成
態
を

示
し

て

い

る
。

観
想
の

要．
件
と

し
て

重
要
で

あ
る

の

は
、

信
仰
者
の

愛
が

神
へ

向
か

う
力
・

徳
く

葺
昜

と

し
て

秋

序
付

け
ら

れ

る

こ

と
で

あ
る

。

こ

れ

に

よ

り
認

識
は
、

方
向
性
な

く
彷
徨
う
思

考

8
σq
界
餌

畝
o

か
ら

神
へ

の

愛

に

導
か

れ

る

黙
想

臼
o

臼
霽
口
o

に

移

行
し

、

本
来

的
神

認
識
と

聖

書
の

霊
的
読
解
が
可
能
と

な
る

。

そ
れ
故、

黙

想
に

お
い

て

は
聖

書
の

学
び
に

基
づ

く
霊
的

認
識
と

さ
ら
な
る

徳
の

形
成
は
相
互
に

補

完
し
な
が
ら
深
ま

っ

て

ゆ

く
。

そ
の

最
終
段
階
は
、

信
仰

者
が

御
子
の

似
像
と
し
て

の

自
己

の

姿
を
見
抜

く
自
己
認
識
で

あ
る

。

　

信
仰
者
の

自
己

認
識
が
原
像
で

あ
る

神
の

認
識
と
の

補
完
性
の

内
に

十

全
な
も
の

と

な

る
時

に、

黙

想
は

最
高
次
の

精
神
の

遂
行
で

あ
る

観
想

oo

ロ

3
ヨ
覧
鱒

ま
へ

移
行
す
る

。

観
想
者
は、

自
己

が

根
底
か
ら

神
へ

の

愛
に

よ

り
構
成
さ

れ

て

い

る

こ

と
を

深
く
自
覚
し

、

愛
の

内
に

神
と
自
己

を

含
む
一

切
を

認
識
す
る

。

観
想
の

頂
点
に

お

い

て

恵
み

が

与
え
ら

れ

る

な
ら
、

観
想
者
は

脱
我
Φ

讐
器
訪

へ

と

導
か

れ
、

神
自

身
へ

と

奪
い

去
ら

れ
る

。

脱
我
は
、

認
識
の

及
ば

な
い

と
こ

ろ

へ

向
か

う
愛
の

力
に

よ

り
原

因
さ
れ
、

そ
の

本
質
は

神
自
身
と
の

愛
に

お
け
る
一

致
で

あ
る

。

こ

の

愛

に

よ
る

神
と
の
一

致
の

経
験
は

、

観
想

者
を
愛
す
る
者
に

従
う
よ

う
内
的

に

駆
り
立
て

、

彼
は

愛
す
る

者
の

示
し
た
愛．
の

姿、

す
な
わ
ち
キ

リ

ス

ト

の
へ

り
く
だ
り
の

姿
に

参
与
す
る

こ

と
を

、

自
己
の

根
本
規
定
と

す
る

。

こ

の

キ
リ

ス

ト

の

愛
に

与
る

こ

と
を

通
し

て

三

位
一

休
の

愛
の

交
わ

り

oo

日
B
仁

巳
o

に

招
き
入

れ
ら
れ

る

こ

と

に、

神
の

愛
に

よ

る
人

間
の

救

済
は

存
立

す
る

。

こ

の

愛
に

与
り

、

そ
れ

を
生
き
る

こ

と
は

、

そ
の

愛
に

出

会
う
全
て

の

人
々

を、

同

じ

愛
の

交
わ

り
へ

招

く
こ

と

を
可

能
に

す

る
。

己
を

無
に

し
て

愛
し
A
口

う
交
わ

り
へ

の

招
き
は
、

人
間
と

し
て

持
ち

得
る

最
も

優
れ

た

普
遍
的
で

開
か

れ

た

愛
へ

の

招
き
で

あ
る

。

こ

の

愛
の

交
わ

り
に

お

い

て

こ

そ、

神
の

似

像
で

あ
る

人
間
に

世
界
内
に

お
い

て

与

え
ら

れ

得
る

完
全
性
は

見
出
さ
れ

る

か

ら
で

あ
る

。

　

救
済
史
の

反
省
的
理
解
か

ら
出
発
す
る
サ

ン

・

ヴ
ィ

ク

ト
ー

ル

学
派
の

神
学
は
、

開
か
れ
た

交
わ

り
へ

の

可
能
性
を

閉
ざ
す
よ

う
に

も
思
え
る

。

だ

が
信
仰
を
深
め
る

試
み
が
、

救
済
の

根
拠
で

あ
る

愛
自
体
に

導
か
れ

、

黙
想
に

よ

る
聖
書
の

霊
的
読
解
を

通
し
て

愛
を
よ

り
深

く
知
り

、

観
想
に

お

け
る
愛
そ
の

も
の

と
の
一

致
の

経
験
へ

と

至
る
な
ら
ば、

む
し
ろ

そ
の

愛
は
自
ら

が
最
も
普
遍
的
で

開
か
れ
た

姿
を
持
つ

交
わ

り
へ

の

招
き
で

あ

る
こ

と
を

示
す

。

救

済
の

核
心
に

あ
る
愛
が、

人
間
に

対
し

ど

の

よ

う
に

与
え
ら
れ
た
の

か
を、

そ
の

歴

史
的
に

規

定
さ
れ
た

根
拠
と
の

関
わ

り
に

お
い

て

ま

ず
徹
底
し
て

学
び

、

そ
れ
を
自
ら
の

立

脚
点
か

ら

現
実
に

生
き

よ

う
と

す
る

こ

と
が

、

そ
の

愛
に

基
づ

く
普
遍
的
に

開
か

れ

た

交
わ

り
を

可

能
に

す
る

。

こ

こ

に

フ

ー

ゴ

ー

と
リ

カ

ル

ド

ゥ

ス

の

中
心
的

洞
察
の
一

つ

が

あ
る

の

で

あ
る

。
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