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な
く
な

く
、

と

り
わ
け

中
世
の

神
秘
主

義
的
な
霊
性
に

お

い

て

そ

れ
は

顕

著
で

あ
る

。

あ
る

修
道
女
が

悔
い

改
め
を
し

て
、

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

を

受
け
至

福
の

状
態
へ

と

達
す
る

ま

で

の

神
秘
的
な

道
程
が

描
出
さ

れ
て

い

る
写

本

挿

絵
か

ら

は、

当
時
の

イ
メ

ー
ジ

に

関
す

る

理
論
や
実
践
を

う
か

が

う
こ

と
が
で

き

る
。

画
像
を

通
し

て

見
え
る

も

の

か

ら
不
可

視
な
る

も
の

を

体

験
し
て

ゆ

く
と

い

う
過
程
が

巧

妙
に

読
み

取
れ
る
が、

そ
の

よ

う
な
絵
画

は、

メ

タ

絵
画
（

メ

タ

宗
教
絵
画）

と
い

う
こ

と
が

で

き

な
い

だ

ろ

う

か
。

絵
画
〔
画
像、

イ

メ

ー

ジ
）

そ
の

も
の

が

テ
ー

マ

と
な

り
、

絵
画
と

は

何
か

と

い

う
こ

と

を

再
帰
的
に

示
し
て

い

る
絵
画、

と

く
に

そ

れ
が

宗

教

絵
画
で

あ
れ
ば
、

そ

の

よ

う
な
画
橡
を
も
と

に
、

宗
教
に

お

け
る
絵
画

の

機
能
を

分
析
す
る
こ

と

が
で

き
る
と
思
わ

れ
る
。

そ

こ

か

ら
さ

ら
に

宗

教
美

術
の

特
色
な

ど
を

明
確
に

す
る

こ

と

も

可
能
で

あ
ろ

う
。

マ

ル

グ
リ
ッ

ト
・

ポ
レ

ー

ト
に

対
す
る

　
　

異
端
審
問
に

つ

い

て

村

上

寛

　
本
発
表
は

マ

ル

グ

リ
ッ

ト
・

ポ
レ

ー
ト

（

寓
鷲
鴨

ロ
Φ

葺
 

知
o

話
冨）

に

対

す
る

異
端
判
決
に

つ

い

て

考
察
す

る

こ

と

を

目
的
と

し

て

い

る
。

ポ

レ

ー

ト
及
び
そ
の

著

作、

『

単
純
な
魂
の

鏡
（
鼠
ヰ
o
β

興

自

霧

QD一
ヨ
覧
鷂

》
∋
 
。゚

ご

（

以

下
『

鏡
』）

は

異
端

判
決

を
受

け

火

刑
に

処
さ

れ
た

が
、

異
端
と

指
摘
さ
れ
た

十
五

箇
所
の

内、

そ

の

具
体
的
内
容
が

分
か

っ

て

い

る
三

つ

の

内
の

二

つ

の

箇
所
に

つ

い

て、

そ
の

異
端
判
決
の

根
拠
と

ポ
レ

ー

ト

の

真
意
を

明
ら
か

に

す
る
こ

と
が

本
発
表
の

目
的
で

あ
る

。

　

指
摘
さ

れ

た

異
端
箇
所
の

内、

第
一

番
目
と

し
て

示
さ
れ
て

い

る

の

は

次
の

よ

う
な

文
章
で

あ
る

。

　
「

滅
却
さ
れ
た

魂
は

諸
徳
に

別
れ

を
告
げ

、

も
は

や

諸
徳
に

仕
え

な
い

。

と

い

う
の

も
、

そ

の

よ

う
な

魂
は

使
用
す
る
た

め
の

諸
徳
を
持
た
ず

、

む

し

ろ

諸
徳
が

（

そ

の

魂
の
）

意
図
に

従
う
か

ら
で

あ
る

。

」

　
こ

れ
は

諸
徳
の

否
定、

そ

れ
ど

こ

ろ

か

何
が

徳
で

あ
る

か

は

魂
の

意

図

に

応
じ
て

決
ま

る

と

い

う

異
端
的
な
主
張
に

思
わ
れ

る
が
、

本
当
に

そ

の

よ

う
な
主

張
な
の

だ
ろ

う
か

。

　
ス

コ

ラ

学
の
一

般
的
理

解
に

よ

れ
ば

徳
と

は

習
慣
・

ハ

ビ

ト

ゥ

ス

で

あ

り、

そ
れ
に

よ

っ

て

善
を
為
さ

し
め

る

と

こ

ろ

の

も
の

で

あ
る

。

従
っ

て

「

諸
徳
に

別
れ
を

告
げ
る

」

と
い

う
言
説
は、

そ

れ

に

よ
っ

て

善
を
為
す

と

こ

ろ

の

根

拠
を

捨
て

去
る
こ

と

に

他
な
ら

な
い

。

徳
と

は

仕
え
る

対
象

や

使
役
す
る

対
象
で

は

な

く、

魂

自
身
の

傾
向

性
の

問
題
で

あ
り、

魂
の

意
図
に

従
う
と

か

従
わ

な
い

と
い

っ

た

対
象
と

な

る

も
の

で

は
な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

れ
に

対
し
て

ポ
レ

ー
ト
が
諸

徳
と

見
な

し
て

い

る

の

は

人
問
本
性
に

密
接
に

関
わ
る
ハ

ビ

ト

ゥ

ス

で

あ
る

と
こ

ろ

の

徳
で

は
な

く
、

世
間
一

般

に

お

い

て

徳
に

適
う
と

見
な

さ
れ
る

よ

う
な、

外
的
な
規
定
に

よ

っ

て

習

慣
的
に

為
さ

れ
て

い

る

諸
々

の

行
為
の

こ

と
で

あ
る
。

ポ

レ

ー

ト

は

そ
の

よ

う
な

「

習
慣
」

を

否
定
し

つ

つ

も

諸
徳
そ

の

も

の

は

否

定
し

て

い

な

い
。

す
な
わ
ち
ポ
レ

ー

ト

が

「

諸
徳
に

別
れ
を
告
げ
る
」

と

い

う

言
説
で

意

図
し
て

い

る
の

は、

外
的
に

規
定
さ
れ
た

習
慣
の

否
定
で

あ
っ

て、

徳

そ

の

も
の

の

否
定
で

は
な
い

の

で

あ
る

。

神
に

由
来
す
る

善
い

ハ

ビ

ト
ゥ

ス

を

持
っ

た

魂
で

あ
れ
ば

、

そ

の

魂
は

必
然
的
に

徳
に

適
う
行
為
を
為
す

は

ず
で

あ
る
、

と

ポ
ン

ー

ト

は

考
え

る
の

で

あ
る

。
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次
に

取
り
上
げ
る

異
端
と
指

摘
さ

れ
た

箇
所
は
、

自
然
本
性
の

問
題
に

関
わ

る

箇
所
で

あ
る

。

　
「

創

造
者
の

愛
の

内
で

滅
却
さ

れ

た

魂
は、

良
心
の

呵
責
や

後
悔
な

し

に、

自
然
本
性
が
求
め

、

欲
す
る
如
何
な
る

も
の

を

も
自
然

本
性
に

与
え

る
こ

と

が

出
来
る

し、

与
え

る

べ

き

で

あ
る

。

」

　

ギ
ョ

ー

ム

を
は
じ
め
と

す
る

審
問
官
た

ち

は

こ

の

引
用
文
を、

自
然

本

性
の

無
制

限
な

肯
定
を
認
め
、

推
奨
し

て

い

る
も
の

と

見
な

し
、

異
端

箇

所
と
し

て

指
摘
し

た

と

思
わ

れ
る

。

ス

コ

ラ

学
の
一

般
的
理

解
に

よ

れ

ば
、

人

問
は
形

相
で

あ
る

と

こ

ろ

の

霊

魂
に

基
づ

い

て

種
的
に

規
定
さ

れ
、

質

料
で

あ

る

と
こ

ろ

の

身
体
に

基
づ

い

て

個

別
化

さ
れ

る
。

従
っ

て
、

何
か

を
求
め

た

り
与
え

た

り

す
る

よ

う
な

自
然

本
性
は

、

身
体
に

関

わ
る

個
体
の

自
然
本
性
で

あ

る
こ

と
に

な

る

が
、

琿

性
の

秩
序
を

外
れ
た

欲
情
は

反
自
然
木
性
的
な
「

肉
の

欲
」

と

呼
ば
れ

る
の

で

あ
る

。

　

確
か

に

ポ

レ

ー

ト

は

自
然

本
性
と

い

う

言
葉
で

個
体
の

自

然
本
性、

特

に

身
体
を

意
識
し

て

い

る

が、

必
要
性
と
い

う

概
念
に

お

い

て

あ
る

種
の

秩
序
付
け
を

行
っ

て

い

た
こ

と

は

明
ら

か

で

あ
る

。

「

こ

の

自
然
本
性
は、

こ

の

魂
の

意
志
が

結
び

付
け
ら

れ

た

愛
と

の

結
合
の

内
で

変
容
さ

れ

た

た

め

に

良
く

律
せ

ら
れ

て

お

り
」 、

「

必
要
な

時
を
除
い

て
、

自
分
が

欠
い

て

い

る

も
の

に

か

か

ず
ら

う
こ

と
が

な
い
」

と

言

わ
れ
て

い

る

よ

う
に、

「

必
要
性
」

と
い

う

限
定
に

よ
っ

て

無
際
限
な
欲
情
が

否
定
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

「

我
々

は

理

性
の

非

難
な

し
に
、

四

大
の

奉

仕
を

自
然
本
性

が

必
要
と

す
る
あ
ら
ゆ

る

方
法
に

お

い

て

受
け
取
っ

て

い

ま

す
」

と

言
わ

れ

て

い

る

よ

う
に
、

個

体
の

保
全
に

必

要
な

自
然
本
性
は

理

性
で

は

な
く

愛
の

変
容
に

よ

っ

て、

必

要
性
に

お

い

て

秩

序
付
け

ら

れ、

肯
定
さ

れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

　
神
を
巡
る

意
志
に

関
わ

る

異
端
箇
所
に

つ

い

て

は

機
会
を

改
め

て

検
討

し
た
い

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躙

シ

オ
ラ

ン

に

お

け

る

無
の

位
相
と

展
開

藤

　
本

拓

　
也

　
エ

ミ

ー
ル
・

シ

オ

ラ

ン

（

、

九
一
一

−
一

九

九
五）

は、

「

無
11
無
い

こ

と
」

に

関
わ

る

語
群
を
用
い

て、

神
や

世
界
や

存

在
に

つ

い

て

多
く
を

語
っ

て

き
た

。

何
か

が

無
い

こ

と

が

示

さ

れ

る

た

め
に
、

無、

虚
無、

空

虚
、

空、

空

性
な
ど

の

語
彙
が

動
員
さ

れ、

あ
る

い

は

非
実
在、

非
存
在

な
ど

否
定
辞
に

よ
る

表

現
も

目
立
つ

。

ま
た

無
は
、

自
己
無
化
や
自
己

放

棄
と

い

う
動
態
と
し

て
、

あ
る

い

は

喪
失
や

不

在
や
欠
如
と

い

う
様
態
と

し
て

表
象
さ

れ
も
す

る
。

た

だ

し、

シ

オ

ラ

ン

に

お

い

て

無
と

い

う
否
定

性
は、

必
ず
し

も

負
的
な

価
値
付
け
を
さ
れ

て

い

る
わ
け
で

は

な

い
。

と

は
い

え、

否
定
を
突
き

詰
め

る

こ

と

で、

翻
っ

て

超
越
を
志
向
す
る
と

い

う

弁
証

法
的
動
勢
が

見
い

だ
さ

れ
る

と

は
限
ら
な

い
。

そ

の

こ

と

が
、

無

を

め

ぐ
る

思

索
に

お

い

て

シ

オ

ラ

ン

に

特
徴
的
な

事
柄
で

あ

る
。

本
発
表

で

は、

無
の

様
々

な
位

相
を
画

定
す
る

こ

と

を
通
じ

て
、

神
を

思
惟
の

内

に

現
成
さ
せ

よ

う
と

す
る

シ

オ
ラ
ン

の

試
み

の
一

端
を

示
し

た
。

　
シ

オ
ラ

ン

が

も

っ

と

も
頻
繁
に

引
用
す
る

神
秘
家
は

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

と

十
字
架
の

ヨ

ハ

ネ
で

あ
る

が
、

二

人
の

教
説
を
読
み
替
え
た

断
章
は、

と

も
に

、

虚
無
と

神
と

の

関
わ
り
を
述
べ

て

い

る
。

シ

オ

ラ

ン

は
、

十
字
架

の

ヨ

ハ

ネ
の

無
執
着
と

「

神
へ

の

欲
求
」

と

を
人
間
の

弱
さ

11
虚
無
と

読
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