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擬
デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ

ス
・

ア

レ

オ
パ

ギ
テ

ー
ス

の

　
　
　

キ

リ
ス

ト

像

高

橋

渉

　

本
発
表
で

は、

擬
デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ
ス
・

ア
レ

オ

パ

ギ
テ

ー
ス

（

六

世

紀
頃〉

の

描
き

出
し

た

キ

リ

ス

ト

像
を、

彼
独
自
の

ヒ

エ

ラ

ル

キ
ア

論
と

の

関
係
か

ら

考
察
す
る

。

　

キ
リ
ス

ト

教
の

思

想
は

、

い

わ
ば、

イ

エ

ス

・

キ

リ
ス

ト

と

い

う、

神

に

し
て

人

間
な

る
も

の

に

つ

い

て

の

理

解
を

巡
っ

て

展
開
し

て

き
た

。

そ

の

よ

う
な
キ

リ
ス

ト

の

内
的
構
造
を

問
う
キ

リ
ス

ト

論
は

し

か

し、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト

と

い

う
個
人
の

内
的
構
造
に

つ

い

て

の

聞
い

で

あ
る

に

留

ま

ら
ず

、

万
物
を
在
ら
し

め

る

根
拠
た
る

神
と
人

間
と
の

関
係
を
も、

そ

の

射
程
に

包
含
す
る

も
の

で

あ
る

と

言
え

る
。

そ
の

意
味
で
、

キ
リ
ス

ト

に

つ

い

て

の

問
い

は
、

優
れ
て

キ

リ
ス

ト

教
的
な

論
件
で

あ
る

と

同
時

に、

極
め

て

普
遍
的
な
問
い

で

あ
る

。

本
発
表
で

問
題
と

な

る、

擬
デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ

ス
・

ア

レ

オ
パ

ギ
テ

ー

ス

は
、

古
代

末
期
に

お

い

て
、

ギ
リ

シ

ア

教
父
の

伝
統
を

受
け

継
ぎ、

当

時
の

キ

リ
ス

ト

教
に

と

っ

て

「

異

教
」

の

哲
学
で

あ
っ

た、

新
プ

ラ

ト

ン

主
義
の

術

語
と

そ

の

思
想
的
枠
組

み

を

大
胆
に

用
い

て
、

両
者
に

独
自
の

綜
合
を

与
え

た

人
物
と
し
て

知
ら

れ
る

。

彼
は

、

ま
さ

に

キ
リ
ス

ト

論
を

巡
る

論
争
が

激
化
し

た
六

世
紀
の

キ

リ
ス

ト

教
世
界
に

お

い

て
、

当
時
の

新
プ

ラ

ト

ン

主
義
の

術
語
で

も
っ

て

キ

リ
ス

ト
を
表
現
し
た

。

こ

の

こ

と

は
、

キ
リ
ス

ト

教
思
想
に

固
有
の

言
語
を

、

他
の

思
想

領
域
の

言
語
に

お

い

て

語
る

こ

と

で
、

そ
こ

に

新
た

な

意
味
を
披
き
示
そ
う
と

す
る

試
み

と

し

て

理

解
し

う
る

。

　

し
か

し

そ

こ

に

は、

新
プ

ラ
ト
ン

主

義
と

キ

リ
ス

ト

教
思
想
を
綜
合
し

よ

う
と

し

た
、

デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ
ス

に

固
有
の

閥
題
が
あ
っ

た
。

と

い

う

の

も、

新
プ

ラ
ト

ン

主

義
の

思
考
に

お

い

て

は、

「

神
」

と
「

人
聞
」

は
、

概
念

的
に

明
確
に

区
別
さ

れ
て

お

り、

キ

リ
ス

ト

教
の

教
理
が

規
定
し

た

よ

う

な
、

「

全
く

神
」

で

あ
る

と

同
時
に

「

全
く

人

間
」

で

あ
る

よ

う
な

も
の

は、

背
理
で

あ
り、

矛
盾
そ

の

も
の

だ
か

ら
で

あ
る

。

で

は、

デ
ィ

オ

ニ

ュ

シ

オ

ス

は
キ
リ
ス

ト

を
ど

の

よ
う
に

描
き
出
し
た

の

だ
ろ

う
か

。

　

デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ

ス

は

自
ら
の

著
作
の

中
で
、

「

ヒ

エ

ラ

ル

キ
ア
」

と

い

う、

新
プ
ラ

ト
ン

主

義
の

思
想
的

枠
組
み

を

用
い

た、

彼
に

固
有
の

概

念
と
の

関
係
に

お

い

て、

自
ら

の

キ
リ
ス

ト
像
を
表
現
す
る

。

彼
に

拠
れ

ば
、

「

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ア
」

と

は
、

第
一

義
的
に

は

「

神
聖
な

配
列
」

を

意

味
す
る

。

す

な

わ
ち、

そ

こ

に

お

い

て
、

配
列
を
構
成
す
る
者
た
ち

（
天

使
と

人

間）

に

よ

っ

て

儀
礼
が

執
行
さ

れ、

か

つ

神
の

働
き

（
テ
ウ

ー

ル

ギ
ア）

の

現
成
す
る、

神
聖

（

ヒ

エ

ロ

ス
）

の

支
配
（

ア

ル

ケ

ー
）

が

行

わ

れ
る、

新
プ
ラ

ト
ン

主

義
的
な

世
界
観
と

重
な

る

よ

う
な

、

階
層
構
造

を
も
っ

た

「

場
」

で

あ
る

。

　

デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ
ス

は、

キ

リ
ス

ト

を
「

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ア
」

の

頂

点
に

お

き、

そ

れ

を

支
配
す
る

者
と

し

て

描
く

。

こ

こ

で、

デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ

ス

の

意
図
は、

キ

リ
ス

ト
の

神
と

人

間
を
媒
介
す

る

在
り

方
、

い

わ

ば

仲

保
者
と

し
て

の

キ

リ
ス

ト

の

在
り

方
を

保
ち

つ

つ
、

な

お

神
の

媒
介
者
と

し

て

の

天

使
の

位
置
を
確

保
し
て、

キ

リ
ス

ト

と

天

使
を

両
立
さ

せ

る
こ

と

に

あ
っ

た
と

思
わ
れ
る

。

そ

れ

は

つ

ま
り

、

新
プ

ラ

ト

ン

主

義
に

代
表

さ

れ
る、

古

代
の

ギ
リ

シ

ア

哲
学
と

キ

リ

ス

ト

教
と
の

融

和
・

調
和
を
図

る

こ

と
で

あ
る

。

だ
が
、

そ
れ
と

同
時
に、

デ
ィ

オ
ニ

ュ

シ

オ
ス

は

神
で

あ
る
キ
リ
ス

ト

の

人
間
に

よ

る

理

解
を

絶
し

た

在
り
方
を、

損
ね
ま
い

と
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も
し
て

い

る
。

そ

れ

は

恐
ら

く、

当

時
の
、

キ
リ

ス

ト
の

内
的
な
構
造
を

解
剖
学

的
に

理

解
し

よ

う
と

す
る、

キ

リ
ス

ト
論
全
盛
の

時
代
背
景
と

無

関
係
で

は
な
い

だ
ろ

う
。

つ

ま

り、

デ
ィ

オ

ニ

ュ

シ

オ

ス

は
、

認
識
が

対

象
を
所
有
す
る

こ

と

で

あ
る

限
り
に

お

い

て
、

キ
リ

ス

ト
を
直

接
の

認
識

の

対
象
と

し

て

し

ま

う
こ

と

で
、

キ
リ
ス

ト

を

我
が

物
と

し

て

把
握
す
る

こ

と

を

避
け

、

そ

れ
と
は

別
な

態
度
を

取
ろ

う
と

し

て

い

る
。

彼
は、

キ

リ
ス

ト

を

ヒ

エ

ラ

ル

キ
ア
と
の

関
係
に

お

い

て

論
ず
る

こ

と

で
、

キ
リ
ス

ト
を

神
と

天

使
と

人
問
と

を
連

結
す
る、

な
ん
ら

か

の

「

場
」

と

し
て

描

き

出
し

て

い

る
．

「

場
」

で

あ．
る

限
り
に

お

い

て、

キ

リ
ス

ト

は

対
象
化

さ

れ

る

こ

と

は
な
い

。

し

か

し
、

入

間
も

天
使
も、

そ

の

「

場
」

の

中
で

行
為
す
る

が

ゆ
え
に
、

決
し

て

キ

リ
ス

ト
と

無
関
係
に

在
る

の

で

は

な

い
。

む

し

ろ
、

彼
の

キ
リ
ス

ト

は
決

定
的
な

仕
方
で、

神
と

天

使
と

人
間

と
を

媒
介
し

て

い

る
。

転
回
と

回
心

　

ー
バ

ル

ト

と

ア

ウ

グ
ス

テ
ィ

ヌ

ス

の

場
合

松

田

健

三

郎

　
バ

ル

ト

は

ア

ウ

グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

（
以

下
A
）

を
「

造
ら
れ

ざ
る

霊
を
造

ら
れ

た

霊
の

連
続
の

中
に

求
め

て

い

た
」

と

み

る
。

「

あ
な
た

を
知
る

よ

う
に

な

っ

て
、

…
い

つ

も、

あ
な
た

を
記
憶
の

中
に

見

出
す
の

で

す
」

を

言
質
と

す
る

。

ま

た

オ
ス

テ

ィ

ア
の

直
視
を

評
し

て

い

う、
「

神
の

認
識

は

恩
寵
に

よ

っ

て

呼
び

起
さ

れ、

導
か

れ
る
と

は

言
え、

や
は

り
、

自
己

の

内
な
る

努
力、

絶
え

ず
上

昇
し
て

行
く
超
越
化
の

長
い

階
段
の

最
後
の

一

歩
で

あ

る
」

と
。

「

造
ら

れ
ざ
る

霊

を、

造
ら
れ

た

霊
の

連

続
の

中
に

求
め

て

い

た
」

と
さ
れ

る

所
以
で

あ
る

。

対
し

て
、

バ

ル

ト
は

神
と

人

間

と

の

問
の

非
連
続
性
を

主
張
す

る
。

問
題
は

、

も
と

よ

り、

「

主
な

る

神

と

人
間
と

の

問
の

非
連
続
性
」

そ

し

て

「

神
と

被
造

物
と

の

間
の

連
続

性
」

に

あ

る
。

「

か

つ

て

自
分
の

五

体
を
汚
れ

と

不
法
の

奴
隷
と

し
て、

不
法
の

中
に

生
き

て

い

た

よ

う
に
、

今
こ

れ

を

義
の

奴
隷
と

し

て

献
げ

て
、

聖
な

る

生

活
を

送
り
な

さ

い
」

を

註

解
し
て

い

う
。

わ

れ

わ
れ

の

「

肢

体
」

、

つ

ま

り
わ
れ

わ

れ
の

死
ぬ

べ

き

体
に

見
ら
れ

る

こ

の

並
行

性

を

可
視
化
す

る

と

い

う

意
味
で

そ

う
す
る

の

で

な

い

な

ら、

恵
み

は

恵
み

で

な

い

だ
ろ

う
。

こ

の

連
続
性
を

註
解
し

て

い

う
。

こ

の

可
能
性
は

不
可

能
な

も
の

の

可
能
性
で

あ
る

。

バ

ル

ト

は
、

A
と

の

差
異
を

こ

の

不
可
能

の

可
能
に

み

る
。

そ

こ

に

か

れ

の

「

死
か

ら

生
へ

の

転
回
」

が
あ
る。

こ

の

観
点
か

ら、

オ

ス

テ

ィ

ア

の

直
視
は

批
判
さ

れ

た
。

「

私
た
ち

は

段
階

的
に

す
べ

て

の

も
の

を

通
り

過
ぎ、

つ

い

に

精
神
に

到
達
し
、

…
さ
て

私

た

ち

は、

知
恵
に

つ

い

て

語
り、

喘
ぎ

求
め

な
が

ら、

全
心
の

力
を
こ

の

一

挙
に

込
め

て、

ほ

ん

の
一

瞬
そ

れ
に

触
れ
ま
し

た
。

」

こ

こ

に

「

連

続

性
」

を

み
る

こ

と

も

可
能
で

あ
ろ

う。

「

三

位
一

体
論
』

は

直
視
失
敗
を

次
々

と

描
い

て

み

せ

る

絵
巻

物
で

あ
る

。

A
は、

一

た

る

こ

と

望
ん

で

生

き

た
。

そ

れ
は

、

オ
ス

テ

ィ

ア
の

直
視
の

記
述

、

「

ほ

ん
の
一

瞬
そ

れ
に

触
れ
ま

し
た
」

が、

ま

た、

「

わ

た
し
た

ち

が
思
い

を

伸
ば
し

、

万
物
を

こ

え
て

と
ど
ま

り
た

も

う
永
遠
の

知
恵
に

あ
わ
た

だ
し
い

思
惟
に

よ

っ

て

ふ

れ
た

よ

う
に
」

と

も

表
現
さ

れ

て

い

る

こ

と
か

ら
も

了

解
さ

れ
る

。

「

思
惟
」

は、

そ
の

語
源
と

し

て

「

集
め

る
」

を
も
つ
。

し

た

が
っ

て
、

直
視
と

は、

ば
ら
ば
ら

に

な

っ

て

い

る

も
の、

分
裂
し
て

い

る

も

の

を
一

244（13361
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