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み

取
る

。

虚
無
か

ら

「

神
へ

の

欲
求
」

が

生
ま

れ

出
る

の

で

あ
り、

虚

無

と
は

「

神
へ

の

欲
求
」

11

志
向

性
の

契
機
と
し

て

把
握
さ
れ

る
。

そ

の

限

り
で

、

シ

オ
ラ
ン

は

虚
無
を
「

神
性
」

を

支
え

る

も
の

と
捉
え

る

の

で

あ

る
。

虚
無
が

「

神
へ

の

欲
求
」

を
生
み

、

虚
無
の

如
き

人

間
の

弱
さ
が

神

を

支
え

る

と

い

う
主

張
は
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

の

「

根
底
」

の

概
念
の

読
み

替
え
に

お

い

て

も

窺
わ

れ

る
。

す
な
わ

ち
、

虚
無
と

い

う

弱
さ

が

神
へ

と

直
通

す
る

「

宗

教
的
可
能
性
」

で

あ
る

と

い

う
主

張
で

あ
る

。

人
間
は
曖

昧
な

存
在
で

あ
る

と
い

う
前
提
の

下
で
、

そ

う
し

た

人
間
の

曖
昧
さ

が

神

の

無
底
的
な
深
さ

に

通
じ
、

無
底
に

お

い

て

神
の

深
淵
と
人

間
の

深
淵
と

が
］

致
す
る

。

主
体

的
自
己
を
形
成
す
る

境
界
が

溶
け
出
し
て

い

く
よ

う

な
人

間
存
在
の

曖
昧
さ

や

弱
さ

は、

「

虚
無
の

曖
昧
な

波
」

と

形
象
化
さ

れ、

曖
昧
さ
と

波
を

同

時
に

意

味
す
る

く
帥
ひq
苣
Φ

と

い

う

語
の

イ

メ
ー

ジ

を

軸
に

し

て
、

神
の

深
淵
へ

と

虚
無
が

漂
い

流
れ

て

い

く
イ
メ

ー

ジ
が

喚

起
さ

れ

る
。

か

く

し
て

虚

無
は、

神
の

深
淵
に

至

る

「

形
而

上

学
的

源

泉
」

と

押
さ

え
ら
れ
る

の

で

あ
る

。

シ

オ
ラ

ン

に

と

っ

て
、

体
験
と

思
索

を
通
し

て

想
定
し
う
る

限
り
で

の

神
と

は、

自
然

神
秘
主
義
的
な

神
で

も

人
格
神
で

も
な

い
。

神
は、

人
間
の

側
の

あ
ら
ゆ

る

限
定
・

定
義
を

越
え

た
も
の

と

し

て
、

た
だ
ひ

た

す
ら
な
無
底
的
深
淵
と

し
て

感
受
さ
れ
て

い

る
。

た

だ
し

そ

れ
は、

形
象
を

脱
却
し

た

「

深
み
」

と

し

て
、

人

間
の

理

性
的

把
握
の

及
ば
な
い

無
底
的
深
み

と

し

か

言
い

よ

う
の

な

い

「

無
限
の

不

在
」

と

い

う

情
動
に

お

い

て

感
受
さ

れ
る

神
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に、

シ

オ
ラ

ン

に

お

い

て

神
は

、

「

不
在
」

と

い

う

様
態
に

お

い

て
、

言
い

換

え
れ
ば

無
と

い

う
情

動
と
し

て

捉
え
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

そ

れ
は

神
が

存

在
す
る

／
し

な

い

と

い

う

存
在
論
的
な

水
準
で

の

言
明
で

は

必
ず
し
も
な

い
。

む

し
ろ

、

シ

オ
ラ

ン

に

お

い

て

神
は

、

無
と
い

う

情
動
に

お

い

て、

あ
る

い

は

無
い

こ

と
に

気
づ

き

哀
し
む

情
動
と

し
て、

そ

の

現
前
が

感
得

さ

れ
て

い

る
。

　
こ

の

よ
う

に
、

失
わ
れ
た

対
象
へ

の

悲
哀
は

、

そ

の

遠
ざ

け
ら
れ

て

い

る

対

象
の

豊
か

さ
を
か

え
っ

て

逆
証
し
て

も

い

る
。

こ

の

意
味
で
、

シ

オ

ラ
ン

の

メ

ラ

ン

コ

リ
ー
は、

所
有
で

き

な
い

神
を

所
有
し

よ

う
と

す

る

欲

望
と

し
て

捉
え

ら
れ

る

だ
ろ

う
。

つ

ま

り
、

神
が

所
有
で

き

な
い

が
ゆ

え

に

欲
望
は
一

段
と

募
る

の

で

あ
り、

神
へ

の

情
動
は

信
／
不
信
と

は

無
関

係
に

生
き

残
り

続
け
る

の

で

あ
る

。

あ
ら

か

じ

め

喪
失
の

対
象
が
あ
っ

た

の

で

は
な
く

、

対
象
は

喪
失
と
同

時
的
に

生
み

出
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

が

メ

ラ

ン

コ

リ
ー
の

構
造
で

あ
る
が
、

こ

の

こ

と

は、

失
わ
れ
た
対
象
を

遡

及
的
に

神
と

し
て

見
い

だ

し

哀
惜
す
る

シ

オ

ラ

ン

の

神
へ

の

態
度
と

深
く

関
わ

っ

て

い

る
。

い

わ

ば
、

一

度
も
所

有
さ

れ

た
こ

と
が

な
い

ゆ

え

に

喪

失
さ

れ
る
こ

と

も
な
い

対
象
が

、

あ
た
か

も
失
わ
れ

た
か

の

よ

う
に

感
受

さ

れ

る

と

い

う

意
味
で、

神
の

喪
失
と
は

想
像
上
の

喪
失
で

あ
る

。

だ
が

シ

オ

ラ

ン

は
、

不

在
と

欠

如
と

い

う
在
り
様
で

神
と

交
流
し

、

自
ら
が

そ

こ

か

ら

遠
ざ

け
ら
れ
て

い

る

神
の

現
前
を
逆
証
的
に

示
そ

う

と

す
る

の

で

あ
る

。

「

関
係
」

、

「

相
続
」

、

「

あ
た

か

も
」

　

　
　

　

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

を

中
心
に

ー
高

木

保

年

（1381）

　
本

発
表
は、

「

関
係
」

、

「

相
続
」 、

「

あ
た
か

も
」

と

い

う
三

つ

の

観

点
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か

ら
、

マ

イ
ス

タ
ー
・

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
の

核
心
と

い

っ

て

も
よ

い

思
想
の
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う
ち
の

ひ

と
つ

を

明
確
化
す

る
。

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
と
い

え
ば

、

「

離
脱
」

や

「

突
破
」

と

い

う

概
念
に

よ

っ

て

知
ら
れ
て

い

る
。

こ

れ

ら

の

概
念
に

関
す
る

思
想
は
、

被
造
的

世
界
と

の

関
係
か

ら
の

「

離
脱
」

の

後、

入
間

自
身
の

固
有
性
や

神
の

ペ

ル

ソ

ナ

を

も
「

突

破
」

し

て、

「

な
る

神
、

存

在
と

し

て

の

神、

実
体
と
し

て

の

神
に

ま
で

到
達
す
る
と

い

う
も

の

で

あ

る
。

し
か

し
そ

の
一

方
で
、

「

魂
の

根
底
に

お

け
る

神
の

子
の

誕
生
」

が

挙

げ
ら

れ
る
。

魂
の

最
も

奥
深
い

と

こ

ろ

で

神
の

子
と

の

関
係
を

認

識

し
、

人

閲
が
霊

的
に

神
の

子
と

等
し
い

も

の

に

な
る

こ

と

が

で

き
る

と
い

う
思
想
で

あ
る
。

こ

の

よ

う
に
、

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の

思
想
に

は
一

方
で

は

「

関
係
」

を
脱
し

て

い

く
概
念
系
列
が

あ

り、

他
方
で

は

「

関
係
」

そ
の

も
の

に

意
識
を

集
中
さ

せ

る

概
念
系

列
が

あ
る

と

い

え
る

。

本
発
表
で

は

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
の

「

関
係
」

の

概
念
系
列
に

焦
点
を

当
て、

人
聞
が

神
か

ら
何
を
ど
の

よ
う
に

受
け

取
る

こ

と

が

で

き

る

と

考
え
ら
れ
て

い

る
か

に

つ

い

て

明
ら
か

に

す
る

。

　

ま
ず
は

「

関
係
」

お

よ
び

「

相
続
」

に

つ

い

て

で

あ
る
が
、

神
と

人
間

と
の

関
係、

神
と

被
造
物
と

の

関
係
は、

「

父
」

な

る

神
が

「

言
」

を

語

り
だ

す
こ

と

に

よ

っ

て

い

る
。

さ

ら

に、

］

胃
」

す

な

わ
ち

「

子
」

が
理

念
の

の

み

な
ら

ず
事
物
の

「

関

係
」

で

あ
る

こ

と
に

も
よ

っ

て

い

る
。

こ

の

こ

と
を

前
提
と

し

て
、

人
間
は

天
の

国
を

相
続
す
る

と

い

う
こ

と
が
い

わ

れ

る
。

そ
の

際
、

人
問
は

神
の

子
に

な
ら

ね
ば
な
ら
な
い

と

い

う
。

し

か

し
、

こ

の

場
合
の

相
続
の

仕
方
は、

事
物
の

場

合
の

よ

う
に

考
え
ら
れ

て

は

な
ら

ず、

「

自
分
の

も
の

で

な

け
れ

ば
な
い

ほ
ど
、

よ
り

い

っ

そ

う

自
分
の

も

の

で

あ
り、

自
分
の

も

の

で

あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど

、

そ

れ
だ
け
い

っ

そ

う
自
分
の

も

の

で

は

な
い
」

と

い

う
仕

方
で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
「

関

係
」

お

よ
び

「

相
続
」

の

意
味
は

「

あ
た

か

も
」

と

い

う

語
の

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
に

よ
る

解
釈
を
踏
ま

え

る

と

さ

ら

に

分
か

り
や

す

く
な
る

。

す
な
わ

ち
、

「

あ
た

か

も
」

と

い

う

語
は、

似
像
の

関
係
を

表
示

し
て

い

る

の

で

あ

り、

「

あ
た

か

も
」

と

い

う
語
に

よ
っ

て
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

が

「

そ
れ
自
身
に

と
っ

て

の

存
在
」

で

は

な
く

「

他
の

も
の

に

と

っ

て

の

存
在
」

を
強
調
し

て

い

る

こ

と

が

見
て

取
れ

る
。

「

あ
た

か

も
」

キ
リ
ス

ト
で

あ
る

か

の

よ

う
に

説
教
す
る

こ

と

が

そ
の

ま

ま

キ

リ

ス

ト
に

倣
う
こ

と

で

あ
り、

「

あ
た

か

も
」

神
の

子
で

あ
る

か

の

よ

う
に
、

天
の

国
を

相
続
す

る

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

　

し
か

し

な
が

ら、

「

あ
た

か

も
」

と

い

う
語
の

解
釈
に

お

い

て

は

「

似

像
」

が

問
題
に

な
る
。

「

似
像
」

に

お

い

て

は、

一

方
で

は

似
て

い

る

こ

と

が
、

他
方
で

は

似
て

い

な

い

こ

と

が

取
り
上

げ
ら

れ

る
。

似
て

い

な
い

と

い

わ
れ
る

場

合、

そ

こ

に

は

「

形
相
」

と

「

理

念
」

の

区
別
が

横
た
わ

っ

て

い

る
。

し

か

し
、

似
て

い

る

と

い

わ
れ

る

場
合
に

は、

「

す
べ

て

の

生
じ
る

も
の

は、

そ

れ

に

似
た

も
の

か

ら

生
じ
る

」

と

い

う

観
点
か

ら
、

「

範
型
」

・
「

似

像
」

の

枠
組
み

で

解
釈
さ

れ

る
。

　

神
と

人
間
を

結
び

付
け
て

い

る

も

の

が

「

子
」

で

あ
り

「

言
」

で

あ
る

以
上

、

さ

ら
に

、

「

子
」

の

結
び
付
き

に

か

か

わ

る

も

の

が

「

知
性
」

で

あ
る

以
上

、

積
極
的
な

「

存

在
」

の

在
り

処
を

範
型

的
な

他
の

も
の
へ

と

帰
す
る

と

い

う

構
造
が

「

関
係
」

に

は

存
す
る

の

で

あ
り

、

い

か

な
る

仕

方
に

お

い

て

も

何
も
受
け
取
ら
な
い

と
い

う
仕
方
に

よ
っ

て
、

か

え
っ

て

魂
の

浄
福
が

造
り
出
さ

れ

る

と

い

う
こ

と

に

な
る

の

で

あ
る

。
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