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様
々

な

パ

タ

ー
ン

が

存
在
す
る

。

具

体
的
に

は、

「

教
会
が

提
供
す

る

物

質
的
サ

ー

ビ

ス

を

道
具
的
に

利
用
し

、

信
仰
を
内

面
化
し

な

い

非

信
者
」

、

「

信
仰
を
あ
る

程
度
内
面
化
す
る

が
、

教
会
へ

の

コ

ミ

ッ

ト

メ

ン

ト
を
避

け

る

周
辺
的
信
者
」 、

「

信
仰
を
内

面
化
し

、

教
会
に

コ

ミ

ッ

ト

メ

ン

ト
を

も
つ

信
者
」

に

類
別
す
る

こ

と

が

で

き
る

。

教
会
へ

の

関
わ

り

に

差
異
が

生
じ
る

の

は

な

ぜ

か
。

本
発
表
で

は
五

年
以
上
に

わ

た

る

西
成

小
隊
の

参

与
観
察

記
録
と

ボ

ラ
ン

テ

ィ

ア
・

ス

タ
ッ

フ

と

し

て

関
与
し
て

い

る
（
元
）

野
宿
者
へ

の

聞
き

取
り
を

通
じ

て
、

上
記
の

問
い

を

明
ら

か

に

す

る
。

　

多．
く
の

野

宿
者
が

継
続
的
に

礼
拝
に

参
加
す
る

な
か

で
、

入

信
の

有
無

が

分
か

れ
る
主

要
因
は

「

下
降
移
動
の

程
度
」

で

あ
る

。

長
期

間、

旦
雇

労
働
に

従
事
し
て

き

た

「

典
型

的
な

野
宿
者
」

は、

野
宿
生
活
を
近
い

将

来
起
こ

り
う
る

も
の

と

し
て

想
定
し

て

い

た

り、

過

去
に

経
験
し
て

い

た

り

す
る

こ

と

が
少
な

く
な
い

。

彼
ら

は

下
降
移
動
の

程
度
が

比
較
的
緩
や

か

で

あ
る
こ

と
か

ら
、

野
宿
化
す
る

な
か

で

生
じ
る

葛
藤
状
況
が

さ
ほ

ど

深

刻
で

は

な

く、

救
済
期
待
が

顕

在
化
し
に

く
い

。

し
た
が

っ

て
、

彼
ら

は

「

生
き

ぬ

き
戦

略
」

と

し

て

教
会
が

差
し

出
す
サ
ー

ビ

ス

を

単
に

道
具

的
に

利
用
す

る
に

と

ど
ま

り
、

入

信
に

は

至
る

こ

と

は

少
な
い
。

一

方、

激
し
い

下
降
移
動
を

経

験
し
た

「

非
典
型

的
な

野
宿
者
」

も

「

典
型

的
な

野
宿

者
」

と

同
様

、

当

初
に

お

い

て

は
「

生
き
ぬ

き

戦
略
」

と

し

て

教
会

の

サ
ー
ビ

ス

を

道
具
的
に

利
用
す

る
。

し
か

し、

現
状
に

対
す
る

不
満
を

強
く
も
つ

者
も

お

り
、

葛
藤
状
況
を

逓
減
す
る

べ

く
、

新
た
な

意
味
体
系

を

受
容
し
、

入

信
す

る

こ

と
が
し

ば

し
ぼ

あ
る

。

西
成
小
隊
で

は

ホ

ー
ム

レ

ス

伝
道
を

開
始
し
た
一

九
九
九

年
か

ら

二

〇

〇
九

年
ま

で

の

十
→

年
問

に
〜

○
○
人
以
上
の

野
宿
者
が
入

信
し

て

い

る
。

そ
の

な

か

で

継
続
的
に

教
会
に

所
属
し

た
ケ

ー

ス

は

四
〇
人
ほ

ど

で
、

今
日、

積
極
的
に

教
会
活

動
に

参
与
し
て

い

る

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア
・

ス

タ

ッ

フ

は
一

〇
人
ほ

ど

に

と

ど

ま

る
。

　
こ

の

よ
う
に

入

信
を
し

て

も

教
会
へ

の

所
属
が

持
続
す
る

者
は

多
く
な

い
。

所
属
の

有
無
が

分
か

れ

る

主
要

因
は

「

親
密
圏
の

要
否
」

で

あ
る

．

教
会
は

個
々

人
の

内
両
に

積
極
的
に

介
入
す

る

「

関
与
規
範
」

を

も

っ

て

い

る
。

そ
れ
は
、

釜
ヶ

崎
で

広
く
み

ら

れ

る

関
係
規
範
と

は

大
き

く
異
な

る
。

社
会
学
者
の

青
木
秀
男
や

西
澤
晃
彦
が

指
摘
し

て

い

る

通
り

、

流
動

的
な

匿
名
社
会
で

あ
る

寄
せ

場
で

は、

互
い

の

出
自
や

経
歴
を

問
わ

ず、

自
ら

の

過
去
を

隠
匿
す
る

傾
向
が
あ
る

。

旦
雇
労
働
の

経
験
が

長
い

「

典

型

的
な

野
宿
者
」

の

多
く
は、

こ

の

よ

う
な
「

不
関
与
規
範
」

を

内
面
化

し
て

い

る

こ

と

か

ら
、

仮
に

教
会
に

シ

ン

パ

シ

ー
を
も

っ

て

入

信
し

た

と

し
て

も
、

「

関
与
規

範
」

が

強
く
は

た
ら

く

教
会
に

所

属
す

る

こ

と

に

は

抵
抗
感
を
示
す

。

一

方、

過
去
に

比

較
的
安
定
し

た

社
会
関
係
を

有
し

て

い

た

野

宿
者
は

教
会
の

「

関
与
規
範
」

を
好
意
的
に

受
け
止
め、

教
会
に

帰
属
す
る

傾
向
が

あ
る

。

「

民
衆
」

概
念
に

よ

る

　
　

近
世
フ

ラ

ン

ス

神
秘
主
義
へ

の

ア
プ

ロ

ー
チ

渡

辺

優

　
近

世
西
欧
キ
リ
ス

ト

教
世
界
に

お

い

て
、

神
秘
主
義
は、

そ
も
そ

も
の

起
源
か

ら

異
質
な
宗

教
的
学
知
と

の

あ

い

だ

の

緊
張
関
係
に

置
か

れ
て

い

た
。

神
秘
家
た

ち

は、

自
己

の

体
験
の

特
異
性
を

強
調
し、

神
秘
主

義
に
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関
わ
る

文
献
群
を

生
み

出
し
て

い

く
中
で

、

合
理
性
の

要
請
に

適
応
し
よ

う
と

す
る

ス

コ

ラ

神
学
と
の

対
立

を
深
め

て

い

っ

た
。

そ
う
し

た

近
世
の

神
秘
主
義
を
め

ぐ
る

緊
張
関
係
は

純
粋
な

知
の

領
域
に

と

ど

ま

ら

ず、

同

時
代
の

政
治
的
社
会

的
変
動
と

も
地
平
を

同
じ

く
し
て

い

る
。

つ

ま
る
と

こ

ろ、

近

世
神
秘
主

義
は
近

代
社
会
を

準
備
し

た

さ
ま
ざ
ま
な

歴
史
的
断

層
が
そ

の

内
部
で

交

錯
す
る

宗
教
史
的

争
点
な

の

だ
。

こ

の

よ

う
な
視
座

か

ら

近
世
神
秘
家
た
ち

の

霊

的
体
験
の

ダ
イ
ナ

ミ

ズ

ム

を
理

解
し

よ

う
と

す
る

と
き、

「

民

衆
」

と

い

う
概
念
が

深
み
の

あ
る

問
題
提
起
と

し
て

現

わ
れ

て

く
る

。

こ

れ
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

が

本
発
表
の

主

眼
で

あ
る

。

　
フ

ラ

ン

ス

で

は
、

卜
七

世
紀
初
め
頃
か

ら

イ
タ
リ
ア
や
ス

ペ

イ
ン

の

神

秘
主

義
が

移
入
さ

れ、

世
紀
半
ば

に

神

秘
主

義
的
思
潮
の

全
盛

期
を
迎
え

る
。

他
方、

十
七
世

紀
フ

ラ

ン

ス

に

は、

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

か

ら

心
性
の

次

元
ま

で
、

西
欧
社
会
が

中
世
か

ら

近
代
へ

の

転
換
を
遂
げ
て

い

っ

た

こ

と

を
示

す
重

大
な

指
標
が

い

く
つ

も

認
め
ら
れ
る

。

実
に
、

フ

ラ

ン

ス

神
秘

主

義
は
す
で

に

そ

の

誕
生
の

時
か

ら
嫌

疑
と

非
難
に

さ
ら
さ

れ

て

い

た
。

ソ

フ

ィ

・

ウ
ダ
ー

ル

が

「

反

神
秘
主
義
」

の

圧
力
下
で

葛
藤
す

る

神
秘
家

の

エ

ク
リ

チ
ュ

ー

ル

を

取
り

出
し

て

見
せ

た
よ

う
に
、

本
研

究
も
ま

た
、

十
七

世
紀
神
秘
主
義
の

諸
潮
流
が

さ
ま
ざ
ま

な

対
立
と

緊
張
を

刻
印
さ
れ

た

固
有
の

歴
史
性
を

帯
び
て

い

る

と
い

う

前
提
か

ら
出
発
し、

神
秘
家
の

テ

ク

ス

ト

に

走
る

「

断
層
線
」

に

注
目
す
る

こ

と

に

な

る
。

　
ピ

エ

ー
ル
・

ド
・

ベ

リ
ュ

ル

か

ら
ギ
ュ

イ
ヨ

ン

夫
人
ま
で、

十
七
世
紀

フ

ラ
ン

ス

の

神
秘

家
た

ち
は

し

ば
し

ば
「

諸
聖

人
〔

神

秘

家〕

の

学
知

（

冨
ω

皀

窪
o
Φ

匹

窃
の

巴
耳
の）
」

に

つ

い

て

語
っ

て

い

る
。

こ

の

「

学
知
」

は
、

多
く
の

場
△

冂、

高
度
な

学
識
を
備
え

た

専
門
家
た

ち
の

抽
象
的
で

思

弁
的
な
ス

コ

ラ

的
学
知
に

対
立
さ

せ

な
が
ら

語
ら

れ
た

。

そ
し

て
、

こ

の

学
知
の

担
い

手
で

あ
る

「

諸
聖
人
」

は、

「

し

が

な

い

者
た

ち
」 、

女
性
や

子
供、

学
の

な

い

「

素
朴
な

人
々
」 、

さ

ら

に

は

「

狂
人
」

や
「

野

蛮
人
」

と

し
て

現
わ

れ
て

く

る
。

「

諸
聖

人
の

学
知
」

を

語
る

神
秘
家
た
ち

の

口

調
に

は、

お

そ

ら

く
彼
ら
が

実
際
に

出
会
っ

た

「

し

が

な

い

人
々
」

と

の

さ

ま

ざ
ま
な

出
会
い

、

や
り

取
り
が

反
響
し

て

い

る
。

　
ミ

シ

ェ

ル

・

ド
・

セ

ル

ト
ー

は
、

民
衆
文
化
が

近
世
神
秘
主

義
研
究
の

ク

リ
テ

ィ

カ

ル

な
テ

ー

マ

で

あ
る

こ

と

を
示
峻
し

た
。

歴
史
人

類
学
や

社

会

史
の

成
果
に

よ
っ

て

近
世
フ

ラ

ン

ス

に

お

け

る

「

民
衆
文
化
」

の

歴
史

的
問
題
性
を

明
確
化
し

よ

う
と
す
る

と
、

十
七

世
紀
の

民

衆
宣

教
が
問
題

と

し

て

前
景

化
し
て

く

る
。

し
か

し
、

従
来
の

研
究
で

は、

民

衆
文
化
の

側
が

宣
教
師
に

も
た
ら
し

た

も
の

や、

二

つ

の

文
化
の

境

界
上
で

の

緊
張

感
あ
る

交
流
は

見
落
と

さ

れ
て

き

た
。

「

民
衆
宣

教
に

お

い

て

体
験
さ

れ

る

他
者
と

の

交

流
と、

宣

教
師
で

あ
る

宗
教
的
主
体
と

の

あ
い

だ

に
、

い

か

な

る

動
態
的
関

係
が

認
め

ら
れ
る

か
」

と
い

う

問
い

を

十
七
世
紀
フ

ラ

ン

ス

神
秘
主
義

研
究
に

お

い

て

提
起
す
る

こ

と

に

は
実
り
豊
か

な

可
能
性

が
あ
る

。

実
際、

そ
れ

ぞ

れ

に

神
秘
家
と
し
て

名亠
咼

い
、

フ

ラ

ン

ス

霊

性

を

代
表
す
る

霊
性
家
た
ち

（

ヴ

ァ

ン

サ
ン
・

ド
・

ポ

ー
ル

、

ジ
ャ

ン

・

ウ

ド、

ジ
ャ

ン

闘

ジ
ャ

ッ

ク
・

オ
リ
エ

な
ど

）

は、

民

衆
宣
教
の

推

進
者
で

も
あ
っ

た
。

　
と

く
に

、

イ
エ

ズ

ス

会
士
ス

ユ

ラ

ン

の

書
簡
集
は、

こ

う
し
た

視
座
か

ら

掘
り

起
こ

さ

れ
る

べ

き

豊
か

な

鉱
脈
を

形

成
し

て

い

る
。

彼
に

と

っ

て
、

田

園
地
帯
や

農
村

部
で

の

民
衆
宣
教
は

、

歓
び
と

自
由
の

感
覚
に

あ

ふ

れ

た

体
験
だ

っ

た
よ
う
で

あ
る

。

そ

れ

は
、

彼
の

神
秘
主
義
「

思
想
」

の

豊

饒
化
に

も
何
ら
か

の

形
で

寄
与
し

て

い

る

と

考
え

ら
れ
る

。

田
舎
で

出
会
っ

た

数
多
く
の

「

し

が
な
い

人
々
」

と

の

交
流
や、

そ
こ

で

の

「

あ

（1377）285
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り
ふ

れ

た

信
仰
生

活
」

の

体
験
は、

彼
の

言
葉
に

開

放
性
と

ダ
イ

ナ
ミ

ズ

ム

を
も
た

ら
し
て

い

る
。

彼
に

お

い

て

宣

教
と

思
索
は
一

体
の

も
の

で

あ

っ

た
、

今
後
は
、

書

簡
集
に

よ

っ

て

宣
教

活
動
を

追
い

な
が

ら、

並
行
し

て

そ
れ

以

外
の

諸
論

考
を

考
察
し

て

い

く
必

要
が
あ

る
。

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

と

イ
メ

ー
ジ

細

　
田

　
あ

や

子

　

宗
教
と

美
術
と

の

関
係
を
ど

の

よ
う
に

方

法
論
的
に

理
論
づ

け

る

か

と

い

う

課
題
に

対
し
、

中
世
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

幻

視
家
（
な
か

で

も
ヒ

ル

デ
ガ

ル

ト
・

フ

ォ

ン
・

ビ

ン

ゲ
ン
）

が

見
た
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

の

視
覚
イ

メ

ー
ジ
を

手
が
か

り
に

考
察
す
る

。

宗

教
に

お

い

て

美

術
が

ど

の

よ
う
な

位
置
を
占

め
、

ど

の

よ

う
な

役
割
を
果
た

し
た

の

か

と

い

う

問
題、

つ

ま
り

美
術
作

品
を
通
し
て、

宗
教
に

お

け
る

人
び
と

の

認

識、

イ
メ

ー
ジ

に

対
す
る

宗

教
的

態
度
と
い

っ

た

も
の

を

考
察

す
る

た

め
の

端
緒
と

し
て
、

ま

ず
は

「

幻
視
の

図
像
学
」

と
い

う

観
点
を

明
ら
か

に

す
る

。

そ

れ

に

基
づ
い

て
、

メ

タ

絵
画
あ
る

い

は

メ

タ
宗
教

絵
画
と

い

え
る

よ
う
な

作
例
を

取
り

上
げ、

美
術
作
品
が
宗

教
生
活
に

ど
の

よ

う
に

用
い

ら
れ

て

い

た

か

を
検

討
す
る

。

　

幻
視
は

宗

教
的
な

告
知

、

知
ら

せ

の

媒
体
で

あ
る

。

こ

れ
ら
を

通
し
て

神
。

超
越

者
が
メ

ッ

セ

ー

ジ
を

伝
え
る

。

そ
の

神
や

超
越
者
の

顕
現
は

現

実
世
界
へ

の

異
界
の

現

出
と
な

る

が、

そ

の

異
な
る

次
元
を
視

覚
的
に

表

現
す
る

た
め
に

さ

ま
ざ

ま
な
工

夫
が

施
さ

れ
る

。

幻
視
の

絵
画

表
現
を

み

る
に

あ
た

っ

て

は、

幻
視
者
の

み

が

描
出
さ

れ
て

い

る

も
の

、

幻

視
者
と

幻

視
の

内
容
が

あ
わ
せ

て

描
出
さ
れ

て

い

る
も

の
、

幻
視
の

み

が

描
出
さ

れ

て

い

る

も

の
、

と
大
き

く
三

通
り
の

タ
イ
プ

に

分
類
す

る

こ

と

が
で

き

る
。

幻

視
の

内
容
だ

け
か
、

幻
視
者
も
あ
わ
せ

て

描
出
さ

れ
て

い

る

か

否

か

と
い

っ

た

違
い

が
、

そ

の

画

像

内
容
の

理

解
を

左

右
す
る
こ

と

が

あ

る
。

さ
ら
に

人
間
（

幻
視
を
受
け
取
る

側
）

と

超
越
者
と

の

関
係
も
き

わ

め

て

巧

妙
に

か

つ

多
様
に

描
出
さ

れ

う
る

。

天

使
が

幻
視
者
と

幻

視
内
容

と

を

結
合
す
る

場
合
が

あ
る

よ

う
に

、

幻
視
や

夢
で

は、

異
次
元
な
る

も

の
、

こ

の

世
な
ら
ざ
る

も

の

と

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

決
定
的
な
意

味
を

持
つ

。

天

使
の

ほ

か

に

さ

ら

に
、

雲
や

光
線
に

よ

る

場
の

仕
切
り、

太

陽
や

星
な

ど

天

体
の

へ

異
常
な
）

描
写
に

よ
る

超

自
然
現
象
の

表
現

、

神
の

手
を
通
し
て

神
の

存
在
そ

の

も
の

を
示
す
手
法
な
ど
に

よ

り、

異
次

元

世
界
が

表
現
さ
れ
る

。

　

ま

た

幻
視
を
見
る

者
は

受
動
的
と

い

う
よ

り
は、

彼
／
彼
女
ら
に

対
し

て

は

積
極
的
な

振
る
舞
い

が

前
提
と

さ

れ
て

い

る

と

考
え
ら

れ
る
。

幻
視

の

な
か

で

幻
視
者
た
ち
は

神
に

問
い

か

け
を
し、

応
答
を
受
け
取
る

と

い

う
双
方
に

よ

る

対
話
が
な
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

幻
視
者
が

白
ら

の

幻
視
内

容
を

見
上
げ
て

い

る
画

像
な
ど
で

は、

観
想
の

状
態
に

あ
っ

た

り、

自
ら

幻
視
の

意
味
（
超
越

者
か

ら
の

メ
ッ

セ

ー

ジ

な
ど
）

を

把

握
す
る

幻

視

者、

さ

ら
に

は

預
言
者、

予
見
者
と

い

う
側
面
が

強
調
さ

れ

る
。

　
と

こ

ろ

で、

中
世
か

ら

ル

ネ
サ
ン

ス

に

至
る
ま

で

宗
教
美
術
の

機
能
の

ひ

と

つ

と
し
て

、

信
仰
心
を
か

き
た

て

る
た
め
、

心
を

動
か

さ

せ

る

た

め

に

画
像
は

用
い

ら
れ

る

と

い

う
絵
画
論
が

あ
げ
ら

れ

る
。

そ

の

よ
う
な
画

像
と

し
て

、

》
⇒

締
o

鐸

吾
ま
（

観
想
の

た
め

の

像、

祈
念

豫、

祈

疇
像）

と

い

う
も
の

が

あ
る

。

祈
念
像
の

よ

う
な

視
覚
イ

メ

ー

ジ
を
冖

日

の

前
に

し

て

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

を

体
験
し

、

祈
り
や

神
と

の

対
話
が

な
さ

れ

る

場

合
も
少
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