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マ

ル

グ

リ
ッ

ト
・

ポ
レ

ー

ト
に

対
す
る
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の
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釈
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〈
論

文
要
旨

V
　
本
稿
は
、

マ

ル

グ

リ
ッ

ト
・

ポ
レ

ー

ト
（
〜

言

蒔
⊆
Φ

腎
Φ

℃
o

話
冖

Φ）

及

び

そ
の

著
作
『

単
純
な

魂
の

鏡

（

蓐
ご
ミ
丶

職

毳

黷
ミ
黛
蕩

　
》

ミ
翁）
』

に

対
す
る
異

端
審
問
に

お
け
る
思
想
的

問
題
に

つ

い

て

考
察
し

て

い

る
。

異
端

判
決
で

は
，

五

箇
所
が

異
端

箇
所
と
し

て

列

挙
さ
れ

た

が
、

　
そ
の

内
現
在
ま
で

そ
の

内
容
が
伝
わ
る

も
の

は

三
箇

所
で

あ
り、

そ
れ
ぞ
れ

徳
理

解、

自
然
本
性
理

解、

神
を
巡
る

意
図
に

つ

い

て

の

理
解
が

問
題

視

　
さ
れ
て

い

る
．

そ
の

徳
琿
解
に

つ

い

て

問
題
と

な
る

の

は
、

自

由
権
（
ぎ
Φ

巨
邑

を

巡
る

徳
と

魂
の

師
弟
関

係
の

逆
転

、

そ
れ
に

実
践
（
ロ
ω

ロ
・゚）

に

　
関
す
る
理

解
で

あ
る
。

自
然
本
性
理

解
に

つ

い

て

は
、

身
体
と

必
要
性
と

い

う
観
点
が

考
慮
さ
れ
る

べ

き
で

あ
る

。

そ

し
て

神
を

巡
る

意
図
に

つ

い

て

　
は
、

慰
め

と

賜
物
に

関
す
る

理

解
及
び
「

一

切
の

意
図
が

神
を

巡
る

も
の

で

あ
る
」

こ

と

の

意

味
が

考
察
さ
れ
た

。

以
上

の

考
察
に

よ

っ

て、

そ

れ

ら

　
の

概
念
に

関
す
る

ポ
レ

ー

ト

自
身
の

理
解
が
明
ら
か
に

な
っ

た

も
の

と

思
わ
れ

る
。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド

〉
　
キ

リ
ス

ト
教、

異

端、

徳、

自
然

本
性、

意
志
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は

じ

め

に

本

論
考
は

マ

ル

グ
リ
ッ

ト
・

ポ

レ

ー

ト
（
ζ

母
ひq

器
葺
 

℃

霞
Φ

3

　
＝一一
一

〇

年
没）

に

対
す
る

異
端
審
問
に

お
け
る

思

想

的
問

題
に
つ

い

て

考
察
す
る
こ

と

を
目

的
と
し

て
い

る
。

　

ポ

レ

ー

ト
と

そ

の

著
作
『

単
純
な

魂
の

鏡

Q
§
き
ミ

こ
舞

黥

ミ・
駐
詠

蓄

§
二

（
以
F

『

鏡』
）

は
パ

リ

の

ギ
ョ

ー
ム

を
主

任
審
問

官
と

す

る

神
学
者
た

ち
の

委
員

会
に

よ
っ

て

異
端
の

判
決
を

受
け

、

一
、

二

一

〇

年
に

火

刑
に

処
さ
れ

た
。

『

鏡
』

は

そ

の

後
長
い

間
著

者
不
明
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の

書
と

し
て

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

各
地
で

読
み

継
が
れ

て

き
た
が

、

二

〇
世

紀
も
半
ば
に

な
っ

て

そ
の

著
者
が
ポ

レ

ー

ト
で

あ
る

こ

と

が
明
ら

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
↓

か
に

な
り

、

に

わ

か
に

脚

光
を

浴
び
る

よ

う
に

な
っ

た
。

「

異
端
の

書
」

で

あ
っ

た

「

鏡
』

に
つ

い

て
、

そ
れ

が
キ

リ
ス

ト

教

教
義
に

照
ら

し
て

本
当
に

異

端
で

あ
る

の

か
、

或
い

は

何
ら

か
の

事
情
に

よ
っ

て

異
端
の

烙
印
を

押
さ

れ

た

だ

け
で

、

思

想
的
に

は

異
端
で

あ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
2）

る

と
は

言
え

な
い

の

か

が
、

ポ
レ

ー

ト

研

究
の
一

つ

の

テ

ー
マ

と

な
っ

た

こ

と

は
自

然
な
流
れ

と

言
え
る

だ
ろ

う
。

　

本
稿
で

は

『

鏡
』

そ

の

も
の

の

異
端
性
に
つ

い

て

で

は

な

く
、

『

鏡
』

に

対

す
る

異

端
判
決
で

異

端
理
山
と

し
て

示
さ
れ

た

文
章
に

絞
り、

そ
れ

が

如
何
な
る

神
学
的

根
拠
に

基
づ

い

て

異
端
と

判
断
さ
れ

た

の

か
、

ま
た

そ
の

よ

う
な

判
断
が

ポ

レ

ー

ト

の

思

想、

意

図

を
正
し

く
捉
え
た

妥
当
な

も
の

で

あ
っ

た

の

か

に
つ

い

て

考
察
し
た

い
。

と
い

う
の

も
、

当

時
の

ス

コ

ラ

学
者
の

側
が

「

鏡
』

の

ど

の

よ

う
な
点
に

注
目

し
、

異
端
視
し

た

の

か

と

い

う
視

点
か
ら

『

鏡
』

を

考
察
す
る

こ

と
は
、

『

鏡
』

を

当
時
の

思
想
状

況
の

中
で

よ

り

良
く
理

解
す
る

こ

と

に

繋
が

る

と
思
わ

れ
る

か

ら

で

あ
る

。

そ

し

て

実

際
に

異
端
判

決
で

問

題
と
な
っ

た
、

徳
、

自
然
本

性、

意
志

或

い

は

意

図
と

い

っ

た

諸

概
念
に

関
す
る

理
解
が

当
時
重
要
な
テ

ー
マ

で

あ
っ

た
こ

と

は

確
か

で

あ

り、

そ
の

よ

う
な

視
点
か

ら

『

鏡
』

を

考
察
す
る
こ

と

は
、

結
果
と

し

て

そ
れ
ら
の

諸
概
念
に

関

す
る

ポ

レ

ー

ト

の

理

解
を

明
ら

か
に

す
る

こ

と

に

な
る

だ

ろ

う
。

ポ

レ

ー

ト

と

『

鏡
』

　

ポ
レ

ー

ト
は

現
在
の

フ

ラ
ン

ス

東
北
部

、

エ

ノ

ー

缶
p

塁
巳
¢

出

身
の

女
性
だ

が
、

生

年
や

出
身
階

級
に

関
す
る

記
録
は

残
っ

て

い

な
い

。

彼

女
の

著
作
で

あ
る

『

鏡
』

は

古
フ

ラ
ン

ス

語
で

書
か

れ

た

書
物
で

、

お
そ
ら

く

彼
女
の

存
命
中
に

は

ラ

テ
ン

語
に

翻

訳
さ

れ
、

パ

リ

大

学
の

神
学
教

授
で

も
あ
っ

た
フ

ォ

ン

テ

ー

ヌ

の

ゴ

ド

フ

ロ

ワ

に

よ

る

推

薦
文
を

得
る

な

ど
、

神

学
的
に

も
一

定
の

支
持

、

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
3）

評
価
を

受
け
て
い

た

よ

う
で

あ
る

。
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マ ル グ リ ッ ト ・ポ レ ート に対す る 異 端審問 に お け る 異端理 由 と そ の 解釈

　
『

鏡
』

は

「

愛
」

や

「

魂
」

な
ど

の

擬
人

化
さ

れ

た

諸

概
念
に

よ

る

対
話

形
式
の

作
品
で
、

ト

ル

バ

ド
ゥ

ー

ル

の

用
語
が

使
わ
れ

て

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　〔
4）

い

る

な

ど

文
学
的
要
素
を

含
み

つ

つ
、

幻
視
や

神
秘
体
験
で

は

な

く
、

神

学
的
諸

問
題
や

魂
の

在
り
方
に
つ

い

て
、

専
門

的
な

教
育
を

受
け
る
こ

と

が

難
し
い

女
性
の

身
で

あ
り
な

が

ら

考
察
し

、

描

写
し

た

特
異
な

本
で

あ
る

。

主

要
な

テ

ー

マ

は
、

ポ

レ

ー

ト
が

語
る

と

こ

ろ
の

、

魂
が

完
成
へ

と

至
る

ま
で

に

辿
る

七
つ

の

状
態
の

第
五

の

状

態
に

当
た

る

「

滅
却
さ

れ

た

魂

3
ヨ
 

巴【
首
皀
。）
」

が

ど

の

よ

う
な
も
の

か

と
い

う
こ

と

で

あ

り
、

そ
の

よ

う
な

魂
に

お

け
る

神
と

魂
と

の

関
係
な
ど

が

語
ら

れ

て
い

る
。

　
「

鏡
』

は

遅

く
と

も

＝
二

〇
⊥

ハ

年
ま
で

に

は
カ

ン

ブ

レ

（

9
ヨ
び

蕁
こ

の

司
教
で

あ
っ

た
コ

ル

ミ
ュ

ー

の

ギ
イ

δ
5・
号
○

皀

巳
゜

巳

に

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
　
う　

よ
っ

て

異

端
宣
告
を
受

け
、

ウ
ァ

ラ

ン

シ

エ

ン

ヌ

？、

踏
口
〔

冨

目
。
切）

の

広

場
で

焼
か

れ

た
。

そ

れ

に

も
関
わ

ら

ず
ポ

レ

ー

ト

は

異
端
の

嫌
疑
を

撤
回
さ

せ

る

た

め

に
、

或
い

は

そ

の

よ

う
な
嫌
疑
を

気
に

す
る

こ

と
な

く
、

活
動
を
続
け

た

も
の

と
思

わ

れ
る

が
、

＝
二

〇

八

年
末
頃
ま
で

に
は

捕
ら

え
ら

れ
、

パ

リ
へ

移
送
さ
れ

、

審
問
を

受
け
る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る一

し
か

し
、

い

っ

た
い

「

鏡
』

の

ど

の

よ

う
な
思

想
が

危
険
視
さ
れ
、

異

端
と

さ
れ
た

の

だ

ろ

う
か

。

　
『

鏡
』

に

対

す
る

最
終

的
な
異

端
判
決
で

は
皿

五

箇

所
が

異
端

箇
所
と

し

て

指
摘
、

引
用
さ
れ

た

と

さ

れ
て

い

る

が
、

そ

の

具
体
的

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
6）

な
内

容
に

つ

い

て

我
々

が

知
り
う
る

の

は

そ
の

内
の、、
一

つ

だ

け
で

あ
る

。

そ
の

内
二

つ

は
パ

リ

の

ギ
ョ

ー

ム

に

よ

る

裁
判
記

録
の

中
に

見

出
す
こ

と

が

で

き
、

そ
の

内

容
は

そ
れ
ぞ

れ

徳
を

巡
る

も
の

と

意

志
を

巡

る

も
の

で

あ

る
。

残

り
の
一

つ

は

ナ
ン

ジ

の

ギ
ョ

ー
ム

δ
巨一
き
∋
。

α

。

7
毟
。q

芭

に

よ

る

『

年
代
記
』

に

確
認
す
る

こ

と
が

出
来
る

も
の

で
、

自
然
本
性
理

解
を
巡

る

も
の

に

な
っ

て
い

る
。

　

ポ
レ

ー

ト
に

対
す
る

異
端

審
問
に

関
す
る

資
料

及
び

経
過
に

関
す
る

最
も
重

要
な

研
究
は

ヴ
ェ

ル

デ

ー

イ
ェ

ン

（

即

く
Φ

乙
亀
¢

巳

に

　

　
　
　

　
　　
フ　

よ

る

も
の

で

あ
り

、

本
稿
も
そ

の

研
究
を

元
に

成
立
し

て

い

る

も
の

で

あ
る

が
、

そ
こ

で

は

そ

の

思

想
内

容
に

ま
で

踏
み

込
ん

だ

考

察

は

ほ

と

ん
ど

行
わ

れ

て

い

な
い

。

ま
た

そ
れ
以

降
の

ポ
レ

ー

ト

研
究
に

お
い

て

も
、

異
端
箇
所
と
し

て

示
さ
れ

た

文
章
自
体
の

思
想
内

49 （671）
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容
及
び

、

そ
の

思
想
内

容
を

手
が

か

り
と

し
た

「

鏡
』

の

研
究
は

未
だ

十

分
で

は

な
い

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

し
か

し
ポ

レ

ー

ト
の

「

異

端

問
題
」

に
つ

い

て

考
え
る

な
ら
、

正

統
キ

リ
ス

ト

教
思

想
と
い

う
大
き
な

枠
内
で

異
端
か
ど
う
か

を

論
じ
る

こ

と

も
一

つ

の

手
段
だ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
（
8）

が
、

サ

ー

ジ

ャ

ン

ト

宮．
O
ω
p

饋
Φ

巳

が

指
摘
す
る

よ

う
に

政

治
的
理

由
に

よ
っ

て

異
端
と

さ
れ
た

可

能
性

も
あ
る

に

せ

よ
、

当
時

「

鏡
』

が
ど
の

よ

う
な

論
理

構
造
に

お
い

て

「

異

端
」

と

さ

れ
、

そ

の

判
断
が

論
理

的
に

妥
当
だ
っ

た

の

か
、

そ

う
で

な
い

と

す
れ
ば

そ
こ

に

ど
の

よ

う
な

齟
齬
が

あ
り

、

思

想
的
問
題
が

あ
る

の

か
に
つ

い

て

明
ら

か

に

す
る
こ

と

こ

そ
が

ポ

レ

ー

ト
の

「

異
端
」

に
つ

い

て

論
じ
る

上
で

よ

り
重

要
で

あ
る

と

思
わ

れ
る

。

　
そ
こ

で

本
稿
で

は
、

以
下

そ
れ

ぞ
れ
の

異
端
と

さ
れ

た

主

張
に
つ

い

て

確
認
し

、

そ
れ

が
ど

の

よ

う
に

理
解

さ
れ
、

非
難
さ

れ
、

し

か

し
ポ
レ

ー

ト
自

身
の

意
図
が

ど

の

よ

う
な

も
の

で

あ
っ

た

の

か

に
つ

い

て

考
察
し
て

い

き
た
い

。

一
一

第
一

番
目

の

命
題

徳
理
解

　
ポ
レ

ー

ト

に

対
す
る

異

端
判
決
で

異
端

箇
所
と

し
て

列

挙
さ
れ

た
一

五

箇
所
の

内
、

第
一

番
目
と

し

て

示
さ

れ
て
い

る

の

は

徳
理

解

を

巡
る

も
の

で
、

そ

れ

は

次
の

よ

う
な

文
章
で

あ
る

。

　

　
滅
却
さ
れ
た
魂
は

諸
徳
に

自
由
権
を

与
え

、

も
は

や

諸
徳
に

仕
え

な
い

。

と
い

う
の

も
、

そ
の

よ

う
な

魂
は

実

践
に

関

す
る

諸
徳

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
す）

　

　
を
持
た

ず
、

む
し

ろ

諸

徳
が

［

そ
の

魂
の
］

指
示
に

従

う
か

ら

で

あ
る

。

　

滅
却
さ
れ

た

魂
と
は

、

後
述

す
る

よ

う
に

、

固

有
の

意
志
が

滅
却
さ

れ
、

意
志

に

お
い

て

神
と
一

で

あ
る

魂
の

こ

と

で

あ
る

が
、

こ

こ

で

は
一

定
の

完
成
の

段
階
に

あ
る

魂
と

い

う
程
度
の

意

味
と

し

て

受
け

取
ら

れ

て

い

る

も
の

と

思
わ
れ

る
。

従
っ

て

こ

の

よ

う
な
主

張
は

徳
の

否

定、

そ
れ

ど

こ

ろ

か

何
が

徳
で

あ
る

か
は
一

定
の

段
階
に

至
っ

た

魂
の

「

指
示
（

巴

毒
巳

邑
」

に

応

じ
て

決

ま
る

と
い
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う
異
端
的
な
卞

張
で

あ
り
、

ポ

レ

ー

ト
の

審
問

に

あ
た
っ

た

神
学
者
た

ち

も
そ
の

よ

う
な
理．
解
の

も
と

に

こ

の

主

張
を
断

罪
し

た

も
の

と

思
わ

れ
る

。

し
か

し
こ

の

よ

う
な

主

張
は

ポ
レ

ー

ト

白
身

の．．．
口

葉
を
正

確
に

引
用

し

て

い

る
の

だ
ろ

う
か

。

ま
た

、

そ

の

意
図
を
正

し

く
反
映
し
て
い

る

の

だ
ろ

う
か

。

　

ま

ず
、

異
端

判
決
に

お

け
る

ラ

テ

ン

語
原
文
と

『

鏡
』

の

ラ

テ
ン

語
訳

原
文
の

間
に

違
い

が
あ

り
、

さ

ら

に

そ

れ

ら

と

古
フ

ラ

ン

ス

語
原

文
と

の

問
に

ま

た

訳
語
を
巡
る

重

大
な
違
い

が

あ
る
こ

と

を
指
摘
し

て

お

く
必

要
が

あ
る
だ

ろ

う
。

異
端
判

決
引
用
文
の

元
に

な

っ

た

と

思
わ

れ
る

箇
所
は

『

鏡
』

の

二
一

章
で

あ
り

、

以

下
の

よ

う
な
も
の

で

あ
る

。

　
　

こ

の

魂
が

、

諸

徳
の

実

践
に
つ

い

て
、

ま
た

諸

徳
が

要
求
す
る

欲
望
に
つ

い

て

諸

徳
に

暇
乞
い

を
告

げ
た

こ

と

は

真
実
で

す
が

、

　
　

諸
徳
は

魂
た
ち
に

暇
乞
い

を

告
げ
て

は
い

な
い

の

で

す
。

と
い

う
の

も
、

諸
徳
は

常
に

魂
た

ち
と

共
に

あ
る

の

で

す
か

ら
。

つ

ま

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

尸
10〕．

　
　

り
そ

れ
は

［

諸
徳
が
］

魂
た

ち
に

完
全
に

従
う
と
い

う
こ

と

な

の

で

す
。

　
こ

の

箇
所
と

異
端
判

決
で

示
さ
れ

た

引
用
文
に

お
い

て
、

大
き
く

意
味
内

容
が

異
な
る

の

が
「

諸

徳
に

暇
乞
い

を

告
げ
る
（
餌

言
房

8
轟

3
員
く
Φ

畧

轟
∠

と
い

う
表
現
で

あ
る

。

先
の

異
端
判
決

引
用
文
で

は

「

諸

徳
に

自
由
権
を

与
え
る
（
ロ

讐

膏

8
号
ヨ

巳
二

旨
げ

琶
」

で

あ
り
、

「

鏡
』

の

同

箇

所
ラ

テ
ン

語
訳
で

は

「

諸

徳
か

ら

自
由

権
を

受
け
取
る

〔
膏

穹

匿
ヨ

髯
8
冨
p

ξ
同
什

三
ま
⊆
ω

ご

と

な
っ

て
い

る

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

戸
11）

が
、

こ

れ

ら
の

違
い

は

何
を
意

味
す
る

の

だ
ろ

う
か

。

　
ま

ず

『

鏡
」

の

古
フ

ラ
ン

ス

語
と

ラ

テ

ン

語
訳
に

お

け
る

表
現
の

差
異
に
つ

い

て

で

あ
る

が
、

両

者
は

実
の

と

こ

ろ
、

表
現
は

大
き

く

異
な

る

も
の

の
、

そ

の

内
実
は

ほ

ぼ

同
じ
で

あ
る

と

言
え
る

。

と

い

う
の

も
、

ど

ち
ら
も
魂
が

諸
徳
を

従
う
べ

き

対
象
と

し
な
く
な

る

と
い

う
点
に
つ

い

て

は

同
じ
だ
か

ら

で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

魂
と

徳
の
・

王

従
関
係
の

逆
転
と

い

う
テ
ー

マ

に
つ

い

て

は
、

先
に

引
用

し

た一

』

章
の

記
述
に

続
い

て

次
の

よ

う
な
喩
え
が

語
ら

れ

て

い

る
。

51 （673）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

　

し

か

し

こ

の

従

者
が

そ
の

主

人
と

共
に

い

る
こ

と
で

多
く
の

も
の

を

稼
ぎ

、

彼
が

主

人
よ

り
も
よ

り
豊
か
で

賢
く
な

り
、

そ

の

た

　

　
め

に
こ

の

従
者
が
よ

り
良
い

主
人
を

捜
す
た
め

に

そ
の

主
人
を

離
れ
る

と
い

う
こ

と
は

時
と

し
て

起
こ

り
え
る

の

で

す
。

そ
し

て

　

　

主
人

で

あ
っ

た
人

物
が

、

彼
の

以

前
の

従
者
で

あ
っ

た

人

物
が

彼
自

身
よ

り
も
よ

り
価
値
が
あ

り、

よ

り
知
識
が

あ
る

こ

と

が

確

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（
12）

　

　

か
に

分
か
っ

た
な
ら

、

彼
は

か
つ

て

の

従
者
に

完
全

に

従
う
た

め

に

そ

の

従
者
の

も
と
に

留
ま
る

で

し
ょ

う
。

　

先
に

見
た

古
フ

ラ
ン

ス

語
と

ラ

テ
ン

語
訳
に

お

け
る

表
現
の

差
異

は
、

こ

の

引
用
箇

所
が

そ
の

理

由
を

明
ら

か
に

し
て
い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

古
フ

ラ

ン

ス

語
で

は

主

人
（

∋
餌

冥
邑

と

従
者
（
°・

奠
く

冨
ロ
「）

に

な
っ

て

い

る

が
、

ラ

テ
ン

語
訳
で

は

主
人
（
ヨ

琶
ω

§）

と

従
者

或
い

は

弟
子
（
°。

霞

集
霞
。゚

霍
α｛
°。

8
已
＝
°。）

と
な
っ

て

い

る

よ

う
に

、

ラ

テ
ン

語
版
訳

者
は

魂
と

諸

徳
の

関
係
に
つ

い

て

師

弟
関

係
を

読
み

込
ん

で

い

る

の

で

あ
る

。

そ
し

て

そ
れ
ゆ

え
に

ラ

テ
ン

語

版
で

は
魂
が

諸
徳
か

ら

受
け

取
る

も
の

と

し
て

、

師
が

弟
子
に

与

え
る
一

種
の

ラ

イ
セ

ン

ス

（

肓
8
鼠
）

が

想
定
さ

れ

た
の

で

あ
る

が
、

い

ず
れ

に

せ

よ

魂
が

諸
徳
と

の

主

従
関

係
乃
至

師

弟
関
係
を

解

消

す
る

と
い

う
構
図
に
つ

い

て

は

同
じ
で

あ
る

と

言
え
る

だ
ろ

う
。

　

異
端
判
決
引
用

文
に

お

け
る

「

諸
徳
に

自

由
権
を

与
え
る
」

と

い

う
表
現
は
こ

の

よ

う
な

構
図
に

全

く
当
て

嵌
ま
ら

な
い

。

そ
こ

で

は
、

魂
が

か
つ

て

主

人
で

あ
っ

た

諸

徳
に

認
め
ら

れ

そ
の

主

従

関
係
を

解

消
す
る

と

い

う
構
図
で

は

な

く
、

は

じ
め

か
ら

主
人

と

し

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
13）

て
、

許
し

与
え
る

側
と
し

て

措

定
さ

れ
て

い

る

魂
が
諸
徳
に

好
き
勝

手
を

許
す
と

も

読
め
る

表
現
に
な
っ

て
い

る
の

で

あ
る

。

そ

の

こ

と

が

意
味
す
る

の

は
、

魂
に

よ

る

諸
徳
へ

の

あ
る

種
の

支
配

関
係
で

あ
る

。

『

鏡
』

に

お

け
る

主

従

関
係
の

逆

転
は

、

ラ

テ
ン

語

版
訳

者
が
正
し

く
読
み

と
っ

た

よ

う
に
、

言
う
な
れ
ば

師
弟
関
係
の

逆
転
で

あ
っ

て

支
配

関
係
の

逆

転
で

は

な
い

。

従
っ

て
、

異
端

判
決
引

用
文
が

「

鏡
』

の

ラ

テ
ン

語
版
を

元
に

作
成
さ
れ

た

こ

と

は

疑
い

な
い

が
、

そ
れ

が

『

鏡
』

で

語
ら
れ

て

い

る

魂
と

諸

徳
の

関

係
を

正

し
く
反
映
し

て

い

な
い

こ

と

は

確
か

で

あ
る

と

言
え
る
だ

ろ

う
。
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以
上

の

関

係
を

踏
ま
え
た
上
で

ポ
レ

ー

ト
の

徳

概
念
に

つ

い

て

理

解
す
る

た

め

の

鍵
と

な

る

の

が
、

実
践
或
い

は

習
慣
、

行
使
な
ど

と

訳
さ

れ

う
る

ラ

テ

ン

語
の

仁
ω

⊆
ω

で

あ
り

、

フ

ラ

ン

ス

語
の

¢
°。

蝕

σq
Φ

で

あ
る

。

異
端
判
決
引

用
文
で

「

実
践
〔

話

琶

に

関

す
る

諸

徳
」

、

「

鏡
」

二
一

章
で

「

諸
徳
の

実
践
（
昜

鐔
巴
」

と

言
わ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

両
者
が

共
に

徳
の

概
念
と

深
い

関
係
に

あ
る

こ

と
は

明
ら

か

だ

が
、

両
者
の

意
味
内
容
は

正

確
に

対
応
し

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

ま
た

、

こ

の

よ

う
な
諸
徳
の

実
践
の

否

定
は

ど

の

よ

う
な

思

想
的

背
景
に

お
い

て

主

張
さ
れ
て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
14）

　
『

鏡
』

の

八

章
で

端
的
に

「

魂
た

ち
は

諸
徳
の

実
践
を

持
ち
ま
せ

ん
」

と

言
わ

れ
、

先
に

引
用
し

た

二
】

章
で

魂
が
諸

徳
の

実
践
に

つ

い

て

暇
乞
い

を
告
げ
た
と

言
わ

れ

て

い

た

よ

う
に

、

滅
却
さ
れ

た

魂
が

何
ら
か
の

徳
と

見
な
さ
れ

る

よ

う
な
外

的
行
為
を
自
ら

行
う

こ

と

が
な
い

と

考
え
ら
れ
て
い

る
こ

と

は

確
か
で

あ

る
。

従
っ

て
、

こ

の

点
に

関
す
る

限
り

異
端
判

決
引
用

文
は

、

一

見
ポ

レ

ー

ト
の

主

張
を
適
切

に

反
映
し

て
い

る

も
の

と

も
思
わ
れ

る
、

し
か
し
そ
こ

で

は

重

要
な
視
点
が

見
逃
さ
れ

て
い

る
。

滅

却
さ

れ

た

魂
は
、

徳

で

あ
る
と

見
な
さ

れ

る

外

的
な
行

為
と

し
て
の

徳
、

つ

ま

り
断
食
や

苦
行
を
主

体
的
に

実
践
す
る
こ

と

は

な
い

が
、

「

他
の

如
何
な
る

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　〔
垣

被
造
物
よ

り
も

多
く
の

諸
徳
を
持
っ

て
い

る
」

と

も
言
わ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

外
的
行
為
と

し

て

の

諸
徳
の

実
践

、

行

使
が

否

定
さ

れ

て

い

る

に

も
関
わ
ら

ず

諸
徳
を
持
つ

と

は
、

し

か

し
如

何
な

る

意
味
で

言
わ

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

　

滅

却
さ

れ

た

魂
は
、

主

体
的
に

徳
で

あ
る

と
み

な
さ
れ
る

よ

う
な

行
為
を

実

践
す
る

こ

と
が

な

い

と
い

う
意
味
で

諸
徳
の

実

践
を

持

た

な
い

と
言

わ
れ

る
の

だ

が
、

神
に

出
来
す
る

行
為
と

し
て

の

実
践
に

お
い

て

諸

徳
を

持
つ

の

で

あ
る

。

一

二

四

章
で

そ
の

よ

う
な
魂

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
（
16）

は

「

神
的

実
践
（
島
く

ヨ
 

磊
pqq

色

に

よ
っ

て

自
ら

の

働
き

無
し
に

働

く、

そ
の

よ

う
な

自
由
な

存
在
の

真
の

核
心
を

持
つ
」

と

言
わ
れ

て

い

る

が
、

こ

こ

で．一．
口

わ

れ

る

実
践
（

⊆

畧
αq
Φ）

と
は

外
的
な

行
為
で

は

な

く
、

む

し
ろ

習

慣
で

あ

り
、

習

慣
的
に

為
さ
れ

る

行

為
で

あ

り
、

そ

れ

に

よ
っ

て

備
わ

っ

た

在
り
方
の

こ

と
で

あ
る

と

言
え
る

。

滅

却
さ
れ

た

魂
が

固

有
性
に

基
づ

く
外
的

な

実
践

、

習

慣
を

失
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る
　 0

い

し

か

し

神
的
な
在
り

方
と

し
て

の

習
慣
を
保

持
す
る

と
い

う
事
態
に

つ

い

て

は
、

次
の

五
一

章
の

記
述
が

は
っ

き
り
と

示
し
て
い

　

　

お
お

、

最
も

高
貴
な
エ

ス

テ

ル

よ
、

と

愛
は

言

う、

あ
な
た

は

あ
な

た

の

全
て

の

習
慣
（

臣
藷
 ）

を

失
っ

た

の

で

あ

り、

こ

の

喪

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ヘ
レ　

　

　

失
に

よ
っ

て

何
も
し

な
い

と
い

う

習
慣
を
持
つ

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ
り
、

今
や

あ
な

た

は

貞
に

最
も
高

貴
な
の

で

す
。

こ

の

よ

う
に

滅

却
さ
れ
た

魂
は

そ
の

固

有
性
に

基
づ

く
習
慣
的

行
為

、

実
践
を

失
い

、

そ

の

固
有
性
に

基、
つ

い

て

は

何
も
し

な
い

よ

う

に

な

り
、

神
的

実
践、

つ

ま

り
神
に

よ

っ

て

習
慣
付

け
ら

れ
た

在
り
方
に

お
い

て

「

自
ら

の

働
き
無
し
に

働
く

」

よ

う
に

な

る

の

で

あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の

よ

う
な
い

わ

ば

主

体
の

交
代
の

根
拠
と

な
っ

て
い

る

の

が
、

滅
却
さ

れ

た

魂
に

関
す
る

理

解
で

あ
る

が
、

し

か

し

滅
却
さ
れ

た
魂
と
は

ど

の

よ

う
な
魂
の

こ

と

な
の

だ
ろ

う
か

。

　

滅
却
さ
れ
た

魂
と
は

、

固
有
の

意
志
が

滅
却
さ
れ

、

意
志
に

お
い

て

神
と
一

に

な
っ

た

魂
の

こ

と

で

あ
る

。

魂
が

辿
る

、

完
成
へ

と

至

る

七
つ

の

段
階
の

内
、

第
五

の

段
階
が

特
に

滅
却
さ

れ
た

魂
と

呼
ば

れ

る

の

だ
が

、

魂
は

そ
こ

で
、

自
分
自
身
が

無
で

あ
り

、

悪
に

他
な

ら

な
い

こ

と

を

認
識
す
る

。

何
故
な
ら

、

真
に

存
在
す
る
も
の

は

善
で

あ
る

神
の

み

で

あ
り

、

従
っ

て

神
で

な
い

も
の

は

存
在
せ

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　（
18）

ず
、

悪
で

あ
る

か
ら

で

あ
る

。

し

か

し
そ
の

よ

う
な

認
識
に

お
い

て

そ

の

固

有
の

意
志
が

滅
却
さ
れ
た

時
、

魂
の

内
で

は

魂
な
し

に
、

存

在
で

あ
る

神
の

意
志
が

働
く
よ

う
に

な

る
と

考
え
ら
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
の

時
魂
は
、

「

全
て

の

外
的
欲

望
と

内

的
感
覚、

そ

れ

に

霊
の

情
動
に

関
し

て

滅
却
さ

れ

て

お

り、

そ
の

た
め

に

こ

の

魂
は

善
き

習
慣
に

よ

る

行
為
を
通
じ
て

、

或
い

は

聖
な

る

教

会
の

掟

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
（
19）

を
通

じ

て
、

魂
自
身
の

如

何
な
る

欲
望
を

通
じ

る

こ

と
な

し
に

、

自
ら

の

行

為
を

行
う
」

の

で

あ
り

、

つ

ま
り
そ
の

時
魂
は

白
ら

の

能

力
に

よ
っ

て

主

体
的
に

そ
の

意

志
を

働
か

せ

る

の

で

は

な
く

、

そ
の

固
有
性
に

よ

る

働
き
な

し
に

、

意
志
に

お
い

て

神
と
一

で

あ
り
、

神
に

よ
っ

て

秩
序
付
け
ら

れ
て

あ
る

と

考
え
ら

れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
に

八
一

章
で

は

次
の

よ

う
に

、

滅
却
さ

れ
た

魂
の

何
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ら

か
の

働
き
は
、

外
的

内
的
に

関
わ

ら

ず、

魂

白
身
の

主

体
性
に

基、
つ

く

行
為
で

は

な
い

と
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　

　

も
し
魂
が
外
側
で

何
ら

か

の

こ

と

を

行
う
と

し
て

も
、

こ

れ

は

常
に

魂
な
し

に

行
わ
れ

て

い

る

の

で

す
。

も
し

神
が

魂
の

内
で

そ

　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
「
20）

　

　
の

働
き
を
行

う
と

し

て

も
、

そ
れ
は

魂
の

内
で

、

魂
な

し

に
、

魂
の

た

め

に
、

神
に

よ
っ

て

行
わ

れ

て

い

る

の

で

す
。

　

今
や

、

徳
の

否
定
及

び

道
徳
的
放
縦
を
思

わ

せ

る

先
の

異

端
判
決
引
用
文
が
こ

の

よ

う
な
滅

却
さ

れ
た
魂
に
つ

い

て
の

理

解
を
踏
ま

え
て

い

な
い

こ

と

は
、

異
端
判
決
引
用

文
の

み

に

存
在
す
る

「

諸
徳
が
［

そ
の

魂
の
］

指
示
に

従
う
か

ら
で

あ
る
」

と
い

う
一

文
に

明

ら
か

で

あ
る

。

と
い

う
の

も
、

自
ら

の

働
き
な
し

に

神
に

よ
っ

て

働
く
魂
が

、

自
ら
の

指
示
に

よ
っ

て

諸
徳
を

規

定
す
る

よ

う
な
こ

と

は

あ
り
得
な
い

か
ら
で

あ
る

。

滅
却
さ
れ

た

魂
は

外

的
行
為
の

実

践
と

し

て

の

諸
徳
の

実
践
を
止
め
る

が
、

魂
な
し

に

魂
の

内
で

働
く

神
に

秩
序
付
け
ら

れ
て

在
る
こ

と
で

、

諸
徳
と

共
に

在
る

の

で

あ
る

。

三

　
『

年
代
記
』

に

見
ら

れ

る

命
題

自
然

本
性
理
解

　

次
に

取
り
上

げ
る
の

は

ナ
ン

ジ

の

ギ
ョ

ー

ム

に

よ

る

『

年
代
記
』

の

中
に

見
ら

れ

る

引
用
文
で
、

「

鏡
』

に

対
し

て

指
摘
さ

れ

た

異

端
箇
所
の

第
何

番
日

に

あ
た

る

も
の

で

あ
る

か

は

不
明
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

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
冖
21）

　

　

本

性
に

与
え
る
こ

と

が

出
来
る

し
、

与
え
る
べ

き
で

あ
る

。

　
パ

リ
の

ギ
ョ

ー

ム

を
は

じ

め

と

す
る

神
学
者
た

ち

は
、

こ

の

引
用
文
を

白
然
本
性
の

無

制
限
な
肖

定
を
認
め

推
奨
し

て

い

る

も
の

と

見
な
し
、

異
端
と
し

て

指
摘
し

た

と

思
わ

れ
る

が
、

具
体

的
に

は

ど
の

よ

う
な

事
態
が

非
難
さ

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

「

白
然
本

性

が

求
め

、

欲
す
る
」

と
… ．
口

わ

れ

る

場
合

の

自
然
本
性
と

は

何
を

指
し
て

い

る
の

だ

ろ

う
か

。
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ス

コ

ラ

学
の
一

般
的
理
解
に

よ

れ

ば
、

人

間
の

自
然

本
性
は
二

つ

の

仕
方
で

自

然
本
性
的
で

あ
る

と

言
わ

れ

る
、

｝

つ

は

種
の

自

然

本
性
（

8
寔
δ
。゚

ロ

9
巴

で

あ
り

、

も

う
一

つ

は

個
体
の

自
然

本
性
（

冨
2
冨

ヨ

凸
く

置
三）

で

あ
る

。

人

間
は

形

相
で

あ
る

と
こ

ろ

の

霊

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　

（
22）

魂
に

基、
つ

い

て

種
的
に

規
宀 ．
比

さ

れ
、

質
料
で

あ
る

と

こ

ろ

の

身
体
に

基、
つ

い

て

個

別
化
さ
れ
る

。

こ

の

こ

と
か

ら
、

何
か
を

求
め

た

り

与
え
た

り
す
る

よ

う
な
自
然

本
性
は

、

当

然
種
的
規

定
に

関
わ

る

種
の

白
然

本
性
で

は

な
く
、

身
体
に

関
わ

る

個
体
の

自

然
本
性
で

あ

る
こ

と

に

な
る

。

従
っ

て

上
述
の

引
用
文
の

「

自
然

本
性
が

求
め

、

欲
す
る
」

は

「

身
体
が
求
め

、

欲
す
る
」

と

解
釈
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

。

し

か
し
こ

こ

で

言
及
さ
れ

て

い

る

自
然
本
性
が

身
体
を

指
し

て
い

る

と

し

て
、

身
体
が

求
め

る

も
の

を

身
体
に

与
え

る
こ

と

が

何
故
悪
な
の

だ

ろ

う
か

。

　

ト
マ

ス

に

よ

れ
ば
、

人

問
が

抱
く

欲
情
（

89
ロ

冨
8
巨

琶

は

飲

食
な
ど

の

個
休
の

保
全
に

関
わ

る

も
の

、

そ

し

て

性
交
に

よ

る

種

の

保
全
に

関
わ
る

も
の

に
つ

い

て
、

そ

れ

が

理

性
の

秩

序
に

従
っ

て

い

る

限

り
に

お
い

て

自

然
本

性
的
で

あ
る

と．
言
わ

れ

る

の

で

あ

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

〔
23）

り
、

そ

の

よ

う
な

秩
序
を

外
れ
た
欲

情
は

反
自

然
本
性

的
な

「

肉
の

欲
」

と

呼
ば
れ

る

の

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
な
自
然
本
性
理

解
を
踏
ま

え
た
E
で

考
え
る

な

ら
、

先
の

異
端
と

さ

れ

た・
干

張
で

非
難
さ
れ
て

い

る
の

は

「

如
何
な
る

も

の

を

も
（

ρ

巳

且
三
e
」

の

部
分
で

あ
る

と

考
え
る
べ

き
だ
ろ

う
。

身
体
が

求
め

る
べ

き

も
の

は

理
性
に

よ
っ

て

秩
序
付

け
ら

れ

て
い

る

べ

き
で

あ

り
、

そ
の

よ

う
な
秩

序
付

け
無
し
に

は

何
も
の

も

身
体
の

欲
求
通

り
に

与
え

ら

れ
る
べ

き
で

は

な
い

の

で

あ
る

。

　

さ
て
、

異
端
と

し
て

引
用
さ
れ
て
い

る

主
張
は

、

確
か

に

『

鏡
』

の

九

章
、

一

三

章
、

一

七

章
で

繰

り
返
し

現
れ
る

も
の

で

あ
る

。

一
．．

一

章
で

は

「

そ
し
て

［

滅
却
さ
れ

た

魂
は

凵

自
然
本

性
が

必

要
と

す
る

も

の

を
、

良
心

の

呵

責
な

し
に
、

全

て

自
然
本
性
に

与
え

ま

（
24〕す

」

と

言
わ

れ

て

お

り
、

こ

の

部
分
の

ラ

テ
ン

語
訳
が

先
の

引
用

箇
所
に

対
応
し

て

い

る
。

　

こ

こ

で

言
わ

れ

る

白
然

本
性
が

、

ポ
レ

ー

ト
に

と
っ

て

も

や

は

り

個
体
の

自

然
本
性
、

特
に

身

体
を

意
識
し

た

概
念
で

あ
る

こ

と
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（
25〕

は
、

例

え

ば

八

章
や

後
述
す
る
一

七

章
の

記
述
に

よ
っ

て

明
ら

か
で

あ
る

。

八

章
で

は

諸
徳
に

服

従
す
る

魂
が

如

何
な

る

自
然

本
性
を

犠
牲
に

し

て

も

諸
徳
の

要
求
に

応
え
る
べ

き
こ

と

が

語

ら

れ

て

い

る
が
、

そ
こ

で

諸

徳
が

犠
牲
と

し
て

要．
求
す
る

も
の

と

し
て

あ

げ
ら

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
26）

れ

て

い

る

の

が

心
で

あ
り

身
体
で

あ
り
生

命
で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

ポ

レ

ー

ト

に

お
い

て

は

自

然
本
性
概
念
が

身
体
と

深
く
関
係
し

て

い

る

の

だ
が

、

問
題
に

な
る

の

は

ポ
レ

ー

ト

が
そ
こ

に

ど

の

よ

う
な

秩
序
付
け
を

想
定
し
て

い

た

の

か
、

或
い

は

し

て

い

な

か
っ

た
の

か

で

あ
る

。

そ
の

答
え
は
、

当
該
の

異

端
と

さ
れ

た

主

張
に

つ

い

て
、

ナ
ン

ジ

の

ギ
ョ

ー

ム

が

引
用
す
る

裁
判

記
録
の

ラ

テ
ン

語
訳
で

は

単
に

「

自
然

本
性
が

求
め

る

ε
 

登

も
の

を
何

で

も
」

と

言
わ
れ

て

い

る

の

に

対
し
て

、

同

鏡
』

の

九

章
で

は

「

自
然

本
性
が

必

要
と

す
る

も
の

を

β
⊆．

三尸
蔓

3
已
峠）
」

と

な
っ

て

い

る

こ

と

が

示

し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

つ

ま

り
、

ポ
レ

ー

ト

は

単
に

「

求
め

る
」

と

は．
言

わ
ず

、

必

要
性
と
い

う
概
念
に

お
い

て

自
然
本
性
に

お

け
る

あ
る

種
の

秩
序
付
け
を
想

定
し

て

い

た
の

で

あ
る

。

九

章
の

上

記
引
用
箇

所
に

は

次
の

よ

う
な

文
章
が
続

く
。

　

　

し
か

し
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
、

禁
じ

ら

れ

た
こ

と
を

求
め

る

こ

と

が

あ

り
ま
せ

ん
。

そ
の

よ

う
な

魂
は

必

要
な

時
を
除
い

て
、

白

分
が

欠
い

て

い

る

も
の

に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
（
27）

　

　
か

か

ず
ら

う
こ

と

が
あ

り
ま
せ

ん
．

　

秩
序
付
け
る

も
の

が
理
性
で

は

な

く
「

愛
と

の

結
合
の

内
で

の

変．
容
」

に

な
っ

て

い

る

が
、

い

ず
れ

に
せ

よ
こ

の
一

節
が
必

要
性
と

い

う
限
定
に

よ
っ

て

無
際
限
な
欲
情
を

は
っ

き
り
と

否
定
し
て

い

る

こ

と

は

確
か

で

あ
る

。

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
28）

　

ま

た
一

七

章
冒
頭

で

は
、

「

こ

の

魂
は

自

然
本

性
が

求
め

る

（
α
 

ヨ

讐
号
じ

も
の

を
、

何
で

も
自

然
本

性
に

与
え
ま

す
」

と

言
わ
れ

て

お

り
、

九

章
の

よ

う
に

必

要．
と

い

う

言
葉

が

使
わ

れ

て

い

な
い

が
、

同

章
後
半
で

は

話

者
と

し

て

登

場

す
る

「

神
的
正

義
（

雰

9
≦
口

酔
○

ご
」

が

次
の

よ

う
に

必

要
と

い

う
語
を

強
調

し

て

い

る
。
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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

。

そ

れ

　
　

ら

の

優
雅
な
四

大
は

他
の

も
の

と

同

様
に
、

神
に

よ
っ

て

無
償
で

作
ら

れ
た

の

で

す
。

そ
れ

ゆ

え
そ
の

よ

う
な

魂
た

ち
は

、

自
ら

　
　

が

歩
く
た

め

に

地
上
を

使
う
時
の

よ

う
に
、

心

的
平

和
の

内
で

、

自

然
本
性
が
必

要
と

す
る
、

全
て

の

形

作
ら
れ
、

創
造
さ

れ

た

　
　

　

　
　

　

　

　
〔
29へ

　
　

も
の

を

使

う
の

で

す
。

　
こ

こ

で

自
然

本
性
が

必

要
と

す
る

と
さ

れ

て

い

る

の

は

四

大
（
旨
い

¢

δ

日

穹
ω）

、

つ

ま

り
水
や

食
料
な
ど
で

あ

り
、

自

然
本

性
が

身

体
を

意

味
す

る

こ

と
は

明
か

で

あ
る

。

そ
の

上

で

「

必

要

8
Φ

ω

o
ヨ
 q）
」

と
い

う
言

葉
が

二

度
も

使
わ

れ

て

い

る

こ

と

に

注
目

す
べ

き

だ

ろ

う
。

ポ

レ

ー

ト
の

言
う
滅
却
さ

れ

た

魂
の

場
合
、

自
然

本
性
の

欲
求
に

関
す
る

秩

序
付
け

は

ト
マ

ス

な
ど

の

ス

コ

ラ

神
学
者
が

言

う
よ

う
な
理

性
で

は

な

く
、

愛
の

変

容
に

よ
っ

て
、

必

要
性
に

よ
っ

て

秩

序
付
け
ら

れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

諸

徳
を

巡
る

先
の

問
題
に

つ

い

て
、

ポ
レ

ー

ト
が

貧
し

さ
や

苦
難

、

断
食
を

軽
視
し
て

い

た

理
山
も
こ

れ

で

よ

り
明
ら

か

に

な
っ

た

こ

と

だ

ろ

う
。

身
体
で

あ
る

と
こ

ろ

の

自
然

本
性
は

必

要
性
に

お
い

て

維
持
さ
れ
る

こ

と

が

相
応
し
い

の

で

あ
り

、

過

度
な

欲

求
が

否
定
さ
れ

る

こ

と

と

同
様
に

、

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
30ゴ

過
度
な
欲
求
の

否
定
も
ま
た

「

必
要
な
い
」

の

で

あ
る

。

　
以

上

の

こ

と

か

ら
、

ナ
ン

ジ
の

ギ
ョ

ー

ム

に

よ

る

『

年
代
記
』

の

中
に

見
ら

れ

る

主
張
に
つ

い

て

は

次
の

よ

う
に

言
え
る

だ
ろ

う
。

引
用
さ
れ

て

い

る

よ

う
な

卞

張
は

確
か

に

「

鏡
』

に

見
ら

れ
る

も
の

だ
が

、

「

必

要
」

と
い

う
観

点
を

全

く
考
慮
に

入
れ

て
い

な
い

こ

と

か

ら
、

『

鏡
』

を

恣
意
的
に

解
釈
引
用

し

た

も
の

で

あ
る

と
｝

口

わ
ざ
る

を
え

な
い

。

滅
却
さ
れ
た

魂
に

お

け

る

自
然
本
性
が

求
め

る

も
の

は

愛
の

変

容
に

よ
っ

て

律
せ

ら

れ
て

お

り
、

必

要
と

す
る

も
の

し
か

求
め

る
こ

と

が
な
い

。

そ
の

よ

う
な

意
味
に

お
い

て
、

ポ

レ

ー

ト
の

自
然
本

性
を

巡
る

主

張
は

無
際
限
な
欲

情
と

区

別
さ
れ

て
い

る

の

で

あ
る

。
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マ ル グ リ ッ ト　 ポ レ
ー

トに 対 す る 異端審問に お ける 異端理 由とそ の 解 釈

四

　

第
一

五

番
目
の

命
題

　
−

神
を
巡
る

意
図

　

ポ

レ

ー

ト

に

対
す
る

異
端
判
決
で

引
用

、

非
難
さ

れ

た

主

張
の

う
ち
、

最

後
の
一

五

番
目

と

し
て

引
用
さ
れ

て

い

る

の

が
、

次
の

主

張
で

あ
る

。

　

　

そ

の

よ

う
な
魂
は

神
の

慰
め
や

賜
物
を

気
に

か

け
る
こ

と

が
な
い

し
、

気
に

か

け
る

べ

き
で

も
な
い

し
、

気
に

か

け

る

こ

と

も
出

　

　

来
な
い

。

と
い

う
の

も
、

［

そ

の

魂
の
］

一

切
の

意
図
は

神
を
巡

る

も
の

で

あ
り

、

［

そ
れ

ら

を

気
に

か

け

る

こ

と

で
］

神
を
巡
る

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　（
31）

　

　

そ
の

意

図
が
妨
げ
ら
れ

て

し
ま

う
か
ら

で

あ
る

。

　

こ

こ

で

は

そ
の

よ

う
な・
魂

、

す
な

わ
ち

滅

却
さ
れ

た

魂
が

神
の

慰
め
（
8
磊
。

巨
δ）

や

賜
物
（
α

8
⊆

邑

を

軽

視
し

、

否
定
す
べ

き

で

あ
る

と

い

う
主

張
と

し
て

解
釈
さ

れ

た

結
果
、

異
端
と

し
て

認

定
さ

れ

て

い

る

と

考
え
ら

れ
る
だ

ろ

う
。

し

か

し

慰
め

や

賜

物
と
は

そ

も
そ
も
一

体
何
だ
ろ

う
か

。

慰
め

や

賜
物
は

本
当
に

注
意
を

払
わ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

も
の

な
の

だ
ろ

う
か

。

　

キ

リ
ス

ト

教
思

想
に

お
い

て
、

賜

物
と

は

文
字

通
り

神
に

よ
っ

て

与
え
ら

れ

る

も
の

の

こ

と
で

あ

り
、

そ
れ
は

「

キ

リ
ス

ト

の

賜

物
」

や

「

恩
寵
の

賜
物
」

な
ど

様
々

に

表
現
さ
れ

る

が
、

最
も
一

般
的
な

用

法
は

「

聖
霊
の

賜
物
」

で

あ
る

、

洗
礼
や

堅

信
式
に

お
い

て

与
え
ら

れ

る

も
の

が

聖

霊
の

賜
物
で

あ
る

と．，、】
口

わ

れ
て

い

る

よ

う
に
、

そ

れ

は
い

わ

ば

外

的
に

与
え
ら
れ

る

神
へ

の

導
き
で

あ
る

。

「

神
学

大
全
』

で

「

聖

霊
の

賜

物
は

そ

れ

に

よ

っ

て

人

問
が

聖
霊
に

速
や

か

に

従
う
よ

う
に

完

成
さ
れ

る

と

こ

ろ

の
、

何
ら

か
の

習

慣

　

　

　
　

　

　
（
32）

（

冨
耳
ロ
゜・）

で

あ
る
」

と
帚 ．
冂

わ

れ

る

よ

う
に

、

聖

霊
の

賜
物
と
は

霊

的
な

秩
序
付
け
で

あ
る

。

ま
た

慰
め

と

は
、

外

的
内
的
に

関
わ

ら

ず
、

神
に

よ
っ

て

与
え
ら

れ

る
、

そ
れ
に

よ
っ

て

人
間
を

神
へ

と

向
か

わ

し
め

る

諸
々

の

助
力
で

あ

り
、

苦
し

み

の

軽
減
で

あ
る

と一、＝
口

え

る

だ

ろ

う
。

従
っ

て

そ

れ
ら

を

「

気
に

し

な

い

し
、

気
に

す
べ

き
で

も
な
い

し
、

気
に

か

け
る
こ

と

も
出

来
な
い
」

と
い

う
主

張
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は
、

諸
々

の

神
の

働
き
か

け
、

助
力
の

軽

視
で

あ
り

、

拒
絶
で

あ
る
と

い

う
こ

と
に

な
る

の

で

あ
る

。

　

で

は

ポ

レ

ー

ト

は

慰
め

や

賜
物
を

軽
視
し

て

い

た

の

だ
ろ

う
か

。

先
に

あ
げ
た
異

端
判
決
で

非
難
さ
れ
て

い

る
一

五

番
目
の

主

張
に

該
当
す
る

箇
所
は

「

鏡
』

の

二

六
章
及
び

二

七

章
で

あ
る

と

思
わ

れ
る

が
、

は
っ

き

り
と
一

致

す
る

記
述
は

な
い

。

但
し
二

六

章
で

は

愛
の

発
言
と

し

て
、

慰
め
に
つ

い

て

次
の

よ

う
な
説
明
が

な

さ
れ
て
い

る
。

　

　

と
い

う
の

も
、

如
何
な
る

愛
の

賜
物
を
望
む

こ

と

も
な

し

に

そ
の

よ

う
な
魂
［

滅
却
さ
れ

た

魂
凵

が

愛
の

内
で

受
け

取
る

、

祈

り

　

　

の

甘
美
な
る

感
覚
に

よ
っ

て

魂
を

励
ま

す
慰
め

と

呼
ば
れ

る

そ
の

よ

う
な
瞑
想
が

、

魂
に

そ

の

こ

と

［

自
分

自
身
を

神
の

内
に

あ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

（
33）

　

　
っ

て

無
な
る

も
の

と

捉
え

、

神
を

魂
自
身
の

内
に

あ
っ

て

無
な
る

も
の

で

あ
る

と

捉
え
る

認

識
］

を

教
え
る

の

で

す
か
ら
．．

　

こ

こ

で

注
目

す
べ

き
は
、

慰
め

（
8
塁
。

野
喜）

が

魂
を

教
え

導
く

も
の

と

し

て

示
さ

れ

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

二

七

章
で

言
わ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

そ
の

よ

う
な

魂
は

感
覚
的

快
さ

に

関
わ
る

如
何
な
る

慰
め

を

受
け

取
る

こ

と
も
な

く
、

ま
た

如
何
な
る

賜
物
（

α
。

巳

を

望
む
こ

と

も
な
い

が
、

し
か
し

慰
め

に

よ
っ

て

導
か

れ
、

秩
序
付
け
ら

れ

る

の

で

あ
る

。

で

は

そ

の

よ

う
な

魂
は

何
故
そ
れ

ら

を

気

に

す
る
べ

き
で

は

な
い

と

言
わ

れ

る

の

だ

ろ

う
か

。

続
く一
．

七

章
で

は

次
の

よ

う
に

言
わ

れ
て
い

る
。

　

　

と

い

う
の

も
、

自
分
が

慰
め

を

感
じ

る
、

そ
の

よ

う
な
意
志

を
神
が

為
す
よ

う
に

と

意
志
す
る

人
は

、

完
全
に

た
だ

神
の

善
性
を

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
34）

　

　

信
じ

て

い

る

の

で

は

な
く

、

神
が

与
え
る
べ

く
持
っ

て

い

る

そ
の

富
の

賜
物
を
よ

り
信
じ
て

い

る

の

で

す
か

ら
。

　

慰
め

は
、

神
が

そ
れ

を

与
え
る
こ

と

を

意
志

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

実
際
に

与
え
ら
れ

る

の

だ
が

、

こ

の

よ

う
に

、

慰
め

や

賜

物
を

気

に

か

け
る

こ

と

は

神
自

身
で

は

な
く

、

慰
め

や

賜
物

そ
れ

自

体
を

求
め

て

い

る

こ

と
に

な
る

の

で
、

一

切
の

意
図
（

雪
←

89

こ

を

神

に

向
け
て

い

る

滅
却
さ
れ

た

魂
は

そ

れ

ら

を

気
に

か

け
る
こ

と

が

な
い

し
、

気
に

す
る
べ

き
で

な
い

と

考
え
ら
れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

で

は

滅
却
さ

れ

た

魂
に

と
っ

て
、

慰
め

や

賜
物
は

ど

の

よ

う
な

意
味
を

持
つ

の

だ

ろ

う
か

。

先
ほ

ど

の

引
用

箇
所
に

あ
っ

た

よ

う
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に
、

そ

の

よ

う
な

魂
は

い

か

な

る

賜
物
を
望
む

こ

と

な
し

に

慰
め

に

よ
っ

て

導
か

れ

る

と

さ
れ

る
。

そ
し
て

そ

の

よ

う
な

慰
め

が

瞑
想

へ

3
 

α

冨
6一
8
）

と

呼
ば
れ

て

い

る

の

だ

が
、

そ
れ
は

そ

の

よ

う
な

瞑
想
が
一

時
の

感

覚
や

感

情
で

は

な

く
、

勿

論
身
体
的

慰
安
で

も
な

く
、

一

つ

の

秩
序
付
け
ら

れ
た
意
志
の

状
態
だ

か
ら
な

の

で

あ
る

。

　

　

愛
の

瞑
想
は

、

自
分
自

身
の

働
き

、

す
な

わ

ち

神
の

意
志
を

完
全
に

望
む

こ

と

の

他
に

は
、

何
も
し

な
い

で
い

る
べ

き
で

あ
る

と

　

　
い

う
こ

と

が

よ

り
良
い

と

知
っ

て

い

ま
す

。

そ
し

て

そ
の

瞑
想
は
神
が

働
く
ま

ま
に

さ

せ
、

神
の

意
志
に

よ
っ

て

秩
序
付

け
ら

れ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　（
35［

　

　

た

ま
ま

に

す
る
の

で

す
。

　

こ

の

よ

う
に

ポ
レ

ー

ト

は

慰
め

や
賜
物
が
、

被
造
的
時

問
性
に

と

ら
わ

れ

た
事

物
や

事
象
、

一

時
の

感
覚
で

は

な
く
、

霊

的
秩
序

付

け
で

あ
る
こ

と

を
完
全
に

理

解
し
て

い

る
。

神
の

意
志
に

よ
っ

て

神
へ

と

秩

序
付

け
ら

れ

る

こ

と
が

賜
物
で

あ

り
、

そ
の

上

で

そ
の

こ

と

に

意
志
を

向
け
ず
た

だ

神
の

意
志
だ

け
を
望
む
こ

と
、

そ

れ

が

ポ
レ

ー

ト

の．一．．
口

う

瞑
想
で

あ
り

、

慰
め

な
の

で

あ
る

。

　

今
や

滅
却
さ

れ

た

魂
が

慰
め

や

賜
物
を

気
に

す
べ

き
で

は

な
い

し
、

気
に

す
る
こ

と

も

な
い

し
、

気
に

す
る

こ

と

も
出
来
な
い

と

言

わ

れ
る

こ

と

の

意
味
は

明
か
で

あ

る．

賜
物
と

は

秩

序
付
け
で

あ

り、

慰
め

と

は

秩
序

付
け
ら

れ

た

状

態
の

こ

と

で

あ
り

、

そ
れ

ら

は

神
に

起

因
す
る

結
果
で

あ
っ

て

目

的
と

す
べ

き
も
の

で

は

な
い

し
、

対
象
に

す
る

こ

と

も
出

来
な
い

し

す
べ

き
も
の

で

も

な
い

の

で

あ

る
、

何
故
な
ら

、

魂
は

自
ら
の

意
志
に

よ
っ

て

そ
れ
ら
を

対
象
と

し
た

瞬
間
に
、

た

だ

神
の

意
志
に

よ
っ

て

秩
序
付
け
ら

れ

た

状
態
で

あ
る

慰
め

を

失
っ

て

し

ま

う
か
ら
で

あ
る

。

　

ポ

レ

ー

ト

は

慰
め

や

賜
物
自
体
を

否
定
し

て

い

る

の

で

は

な

く
、

そ
れ

を
目
的
と

す
る

こ

と

を
否

定
し

て

い

る
こ

と

が
明
ら

か

に

な

っ

た

が
、

で

は

異
端
と
さ

れ
た・
干

張
に

お

け
る

「

［

そ
の

魂
の
］

一

切
の

意
図
は

神
を
巡

る

も
の

で

あ
る
」

と

は

結
局
ど
の

よ

う
な
意

味
な
の

だ

ろ

う
か

。

そ

れ
は
、

一

切

の

意
図
が

神
を

巡
る

も
の

に

な
っ

た

そ
の

時
、

そ

の

よ

う
な
魂
は

も
は

や

神
白

身
で

は

な
い

如
何

61 〔683）
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な
る

対
象
を
も
神
へ

と

向
か

う
手
段
や
過

程
と
し

て

意
図

す
る

必

要
が

な
い

し
、

ま
た

意
図
す
べ

き
で

も
な
い

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

意
図
と

は
、

何
ら
か

の

対
象
へ

と

向
か
う

意
志
の

働
き
の

こ

と

で

あ
る

が
、

神
は

対
象
化
さ
れ

る
べ

き
も
の

で

は

な
い

。

ま
た

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

滅

却
さ

れ

た

魂
は

固
有
の

意
志
を

持
た

ず
、

固
有
の

意
志
に

お
い

て

何
か

を
対

象
と

し
て

意

志
す
る

こ

と

も

な
い

。

し

か
し

そ

の

よ

う
な
魂
は

神
と
一

で

あ
る

意
志
に

お
い

て
、

如

何
な
る

対
象
に

限

定
さ

れ

る

こ

と

も

な
く
、

働
き
と

し

て

の

意
志
を
持
つ

の

で

あ
る

。

そ
の

よ

う
に

媒
介
な

く
完
全
に

神
を

意
図
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

こ

そ
、

魂
は

真
に

正

し

く

神
の

意
志
に

よ
っ

て

秩
序
付
け

ら
れ
る
こ

と

が

出

来
る

と
ポ

レ

ー

ト

は

考
え
る

の

で

あ
り
、

そ
れ
こ

そ

が

「

］

切
の

意
図
が

神
を

巡
る

も
の

で

あ
る
」

状

態
な
の

で

あ

る
。

　

ポ
レ

ー

ト

は

そ
の

よ

う
な
意
図
を

種
蒔
き
に

例

え
て

い

る
。

　

　

今
や
マ

リ

ア
は

そ
の

土

地
を

耕
し

、

種
蒔
き
ま

す
が
、

耕
す
こ

と
は

完
成
の

力
強
い

働
き
で

あ
り

、

種
蒔
く
こ

と

と

は

純

粋
な

意

　

　
図
の

こ

と

な
の

で

す
。

そ
れ

ら
二

つ

の

働
き
を

我
々

は

我
々

の

罪
の

た

め

に

し

な

け
れ
ば

な

り
ま
せ

ん

が
、

我
々

に

よ

る

耕
し

は

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
36）

　

　
そ

れ

以

上

進
む
こ

と

が
出

来
ま
せ

ん
。

　

こ

こ

で
い

う
マ

リ

ア

は

滅
却
さ
れ

た

魂
の

段
階

に

あ
る

人

物
と

し
て

描
か

れ
て

い

る
。

マ

リ

ア

は

畑
を

耕
し

種
蒔
く
こ

と
は

出

来
る

が
、

蒔
か

れ

た

種
が
発

芽
し

、

成
長
す
る

こ

と

白

体
は

農
夫
の

力
で

は
な

く
、

神
の

力
に

よ

る

も
の

で

あ
る

と

さ

れ
る

。

つ

ま

り
、

自

分
自
身
を
整
え
、

そ
の

意
図
を

神
に

向
け
る
こ

と

は

魂
に

可

能
な
こ

と
で

あ
り

、

ま
た

そ
う
す
べ

き
こ

と

で

も

あ
る
が

、

そ
の

意
図
が

正

し

く
神
に

向
か
い

、

ま
た

向
か
い

続
け
る

た

め

に

魂
に

出

来
る

こ

と

は
な
い

し
、

す
べ

き
こ

と
も

な
い

と
ポ
レ

ー

ト

は

考
え
る
の

で

あ
る

。

　

出
来
る

こ

と

は

何
も
な
い

に

せ

よ
、

何
故

何
も
す
べ

き
で

は

な
い

の

だ

ろ

う
か

。

「

も

し

誰
か

が
一

つ

の

働
き
の

内
に

二

つ

の

意
図
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（
37）

を

持
っ

て

い

た

な
ら

、

一

方
が

別
の
一

方
の

た

め

に

弱
ま
っ

て

し

ま

う
」

か
ら

で

あ
る

。

「

た
だ
一

つ

の

意
図
」

が

正
し

く
神
に

向
か

い
、

ま
た

向
か
い

続
け

る
の

は

神
の

働
き
に

し

て

神
の

意
志
で

あ

り
、

魂
は

そ
の

よ

う
な
神
の

意
志
に

よ
っ

て

完
全

に

秩

序
付
け
ら

れ

て

い

る

必

要
が

あ
る

が
、

別
の

何
か

を

意
図
す
る

こ

と

は

そ

の

よ

う
な

神
の

意
志
の

十
全

な
働
き
を

妨
げ
る
こ

と
に

な
る

の

で

あ
り

、

そ
れ
ゆ

え
に

そ
の

よ

う
な
魂
は
一

切
の

意
図
の

根
拠
と

な
っ

た

自
分
自

身
を

捨
て

去
ら

ね
ば

な

ら

な
い

と

さ
れ

る

の

で

あ
る

。

　

　

純
粋
な

愛
の

瞑
想
は

た

だ
一

つ

の

意
図
し

か

持
っ

て

い

ま

せ

ん
。

そ

れ

は

す
な
わ

ち
、

如
何
な
る

報
酬
を

望
む
こ

と
な

し
に

日
々

　

　

誠
実
に

愛
し

て

い

る

と

い

う
こ

と
な
の

で

す
、

そ
し

て

そ

の

魂
は

自
分
自
身
無
し

に

在
ら

ね

ば
、

そ

う
す
る

こ

と
が

出

来
な
い

の

　

　

　〔
38）

　

　

で

す
。

　
→

つ

の

意
図
と
は
、

神
の

意
志
が
魂
の

う
ち

で

行
わ

れ
る

よ

う
に

と

望
む
こ

と
で

あ
る

。

そ

れ

は

慰
め

に
つ

い

て

の

箇

所
で

述
べ

た

よ

う
に
、

魂
に
と
っ

て

何
ら

か

の

慰
め

と

な

る

よ

う
な

、

特

定
の

意
志
を

神
が

持
つ

よ

う
に
と

望
む
こ

と

で

は

な
い

。

そ
の

よ

う
に

望

む
こ

と

は

神
自
身
で

は

な

く
、

何
ら

か

の

被
造

的
事
物
や

事
象
を
望

ん

で
い

る

こ

と

に

他
な

ら

な
い

か

ら
で

あ
る

。

「

自

分
自
身
無
し

に

在
ら

ね
ば

、

そ
う
す
る
こ

と
が

出
来
な
い
」

と

は

そ

の

よ

う
な

文
脈
に

お
い

て

解
釈
す
べ

き
だ
ろ

う
。

す
な

わ

ち
、

何
ら

か
の

被
造

的
事
物
に

関
わ

る

こ

と

が

な

く
な
っ

て

は

じ
め

て

そ

の

魂
は

そ
の

被
造
的
固
有
性
に
つ

い

て

「

自
分
自

身
無
し

に

在
る
」

と

言
え
る

の

で

あ
り

、

そ

れ
こ

そ
が

滅
却
さ
れ

た

魂
の

状
態
な
の

で

あ
る

。

そ
し
て

魂
は

そ
の

時
、

自
ら

の

存
在
の

根

拠
で

あ
る
一

な

る

神
に

よ

る

→

つ

の

意
志
を

持
つ

よ

う
に

な
る
の

で

あ
る

。

　

以
上

の

議
論
を

踏
ま

え
た

上
で

異
端
判
決
で

示
さ
れ

た
］

五

番
目
の

主

張
に

戻
る

な
ら
、

次
の

よ

う
に

言
え
る

だ

ろ

う
。

そ
こ

で

非

難
さ

れ

て

い

る

主

張
は

、

『

鏡
」

の

巾
に
は
っ

き

り
と

対
応

す
る

記

述

は

な
い

も
の

の
、

『

鏡
』

の

思

想
を

正

し

く

捉
え

た

も
の

で

あ
る

と

は

言

え
る

。

但
し

非
難
の

主
眼
が

慰
め

や

賜
物
の

否
定
及
び

軽
視
で

あ
る

な
ら
、

そ
の

非
難
は

妥
当
な

も
の

で

は

な
い

。

ポ

レ

！

ト
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は

滅
却
さ
れ

た

魂
が

そ

れ

ら
を
対

象
に

す
る
こ

と
を

否
定
し

て

い

る
の

で

あ
っ

て
、

そ
れ
ら

自
体
を

否
定
、

軽
視
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

か

ら
で

あ
る

。

　
し

か

し
非
難
の

主
眼
が

後
段
、

つ

ま

り
魂
は

こ

の

世
で

神
の

慰
め
や

賜
物
を
気
に

か

け
な
い

ほ

ど
に

自
己

自
身
を

捨
て

去
り

、

神
に

向
か
い

、

秩
序
付
け
ら

れ

る

ほ

ど
の

段
階
に

至

り
う
る

と

語
る

こ

と

を

断
罪
す
る

も
の

で

あ
る

な

ら
、

そ
の

非
難
は

必

ず
し

も
的
外
れ

な

も
の

と

は

言
え
な
い

。

と

い

う
の

も
、

例
え
ば

「

新
た

な
る

心
霊

9
。
＜

匚
ω

ω

〇

三
ε
ω）
」

と

呼
ば

れ

る
一

三

世

紀
の

異
端
者
た

ち
に
つ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
39）

い

て

の

報
告
で

は

「

神
が

そ
の

人
自

身
の

内
で
一

切
を

働
く

、

そ
の

よ

う
な

状
態
に

人
が

達

す
る

事
が

川
来
る

と

語
る

こ

と
」

が
非

難

さ
れ
て

い

る

よ

う
に

、

魂
が

現
世
に

お

け
る
【

切
の

努
力
や

神
の

助
力
を
必

要
と

し
な

く
な

る

ほ

ど
の

段
階
に

至

り
う
る

と
主

張
す
る

こ

と

自
体
が

異
端
と

見
な

さ
れ
え
た
か

ら

で

あ
る

。

本
論

考
に

ポ

レ

ー

ト

が

異
端
で

あ
る

の

か
ど

う
か
に
つ

い

て

判
断
を
下

す
意
図
は

な
い

が
、

あ
る

魂
が
現

世
に

お
い

て

教
会
の

教
え
も

、

救
い

に

至
る

仲
介
者
と

し
て
の

教
会
も
必

要
と

し
な
い

と

い

う
段

階
に

至
り

う

る

と

い

う
主

張
が

、

当

時
の

教
会
に

と
っ

て

望
ま
し

か

ら

ざ
る

も
の

で

あ
っ

た
こ

と

は

疑
い

な
い

。

結
語

　
こ

こ

ま
で

『

鏡
』

に

対
す
る

異
端

判
決
で

異

端
筒
所
と

し

て

指
摘
さ
れ

た
一

五

箇

所
の

内
、

そ

の

内
容
が

伝
え
ら

れ
て
い

る

三
つ

の

箇
所
に

つ

い

て

そ

れ

ぞ
れ

考
察
し
て

き
た

が
、

そ
の

結
果
そ

れ

ら

が

テ

ク
ス

ト

の

文

脈
や

意
図
を
正
し

く
反

映
し
た

も
の

で

は

な
い

こ

と

が

確
認
さ

れ

た
。

徳

及
び

自
然
本

性
を

巡
る

ポ
レ

ー

ト

の

理

解
は

、

異

端
判
決
で

示
さ

れ

た

文
言
だ

け
を

見
る

限
り
道
徳
的
放
縦
に

直
結
す
る

も

の

で

あ
っ

た
が

、

徳
に
つ

い

て

は

自
由
権
（

浮
穹
冖

芭

を

巡
る

師
弟

関
係
の

逆
転
と

実
践、

習

慣
と

し
て

の

徳
概
念
に
つ

い

て

理
解
す
る

こ

と

で
、

自
然
本

性
に
つ

い

て

は

ポ

レ

ー

ト

に

お

け
る

自
然

本
性
理
解

及
び

必
要

性
と

い

う
観
点
を

理

解
す
る

こ

と
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マ ル グ リ ッ ト
・ポ レ

ー
トに 対 す る 異端 審 問 に お け る 異端 理 由 とそ の 解釈

で
、

そ

れ

が

決
し
て

道
徳
的
放
縦
に

結
び
つ

く
わ

け

で

は

な
い

こ

と

が

明
ら
か

に

な
っ

た
。

ま

た

神
を
巡

る

意
図
は

慰
め

や
賜

物
を

気

に

か

け
る
こ

と
に

よ

っ

て

す
ら
妨
げ
ら

れ

て

し
ま
う
と

い

う
主

張
に

関
し

て

は
、

そ
も

そ
も

慰
め

や

賜

物
が

対
象
と
し

て

意
図
さ

れ

る

べ

き
で

は

な
い

と

い

う
こ

と

が

明
ら

か

に

さ
れ

、

そ

の
」
L

で

＝

切
の

意
図
が

神
を

巡

る

も
の

で

あ
る
」

こ

と

の

意
味
が

考
察
さ
れ

た
。

　

異
端
判

決
で

取
り
上

げ
ら

れ
た

こ

れ

ら

三
つ

の

テ

ー

マ

が

「

鏡
』

の

中
で

も

特
に

誤
解
を
受
け

や

す
い

刺
激

的
な

表
現
に

よ
っ

て

展

開
さ
れ
た
こ

と

は

確
か

で

あ
る

。

し

か
し

ま
た

、

だ
か

ら

こ

そ
、

こ

れ

ら

の

テ
ー

マ

は

『

鏡
』

を
理

解
す
る

上

で

重

要
な

テ

ー
マ

で

あ

る

と

も．一．
口

え
る

の

で

あ
る

。

注
〔
1）

　
幻
o

∋

瞿
鋤

083

δ

拝
、、

ピ
o

ω
℃
Φ
oo

三
〇

α

Φ
＝

Φ

p
巳

目
 

の

Φ

B
ロ
＝
o

冨

ζ
胃
ゆq

冨
昏
⇔

勺
o
『
Φ

ヰ
Φ「．、

ご
O
ω

・゚

 
＜

讐
o

諾
幻
o

ヨ

撃
o
（
一

 

言
口
 

一

〇

ま）…
G。．

　
　
幻゚

96

∋冖

9
（
Φ

匹゚
V−
．、

＝

罫
「

。

マ

ユ
。

ω

・゚

冒

冨
ω

ゆ

日
 
゜。

α

；
営
お

訂
葺
p

ぎ
席
器゚−．

ぎ

冨

誉
ミ

§

ぎ
鳶

§
亞

鷺
こ
貸

辺

ミ
き

誉、
ミ

黥

§
倉

　
　
一

 
0
 噛

冖
2）
　
国
ロ

ほ

菊

自
は

、

『

鏡
』

に

関
す
る

研
究
の

ほ

と
ん

ど
が

そ
の

異
端
性

　
　
特
に
自
由
心

霊
派
と
の

関
係
に

つ

い

て

　
　
を

問
う
も
の

に

な
っ

て

い

　
　
る

こ

と

を

指
摘
し

て

い

る
。

内
賃

畧

菊
信

戸
．．

ζ
霞
陏

二

霞
F
 

勹
o
『

卑
ρ、．

冒

巴
‘

耄’

＝
餌

仁
鵬

广

5
自

∪°
ン
臼

6
け

巨

肉

匙
尉

ミ
題

肉

魯
ミ
§
騎
勘

ミ
ミ
蹄

簿
鳴

　

§
魯
N

貯

き

き
適
防

ミ
き
ミ

『

ミ
織

ミ
§一

ζ
O
口
o
プ
¢

肖

タ「°

コ
目

厂
c
一

 
 
卜⊃’
Oo°
ω

ω

ρ

　
「

鏡
』

が、

正
統
的
な
キ

リ

ス

ト
教
思

想
と

照
ら
し

合
わ

せ

て

異

　
　
端
で

あ
る
こ

と
を

強
調
し
た

代
表

的
な

も
の

と

し
て

は、

国
ユ

日
ロ

コ
α

Oo
ト
δ
α
αq
ρ
．．

い

ぎ
嘆
20h

誓
oQ

。

皀
「

言

→
け
 

≦
睡
o
賢

oh

しり

ご
つ

巳
 

らり

o
巳
゜・

  、
一
ロ

　
　
ピ゚

囚゚

ω

700

犀

Φ
α
層゚

匍

§
廳
虹
職
、

駄
謁

災

蒔
ご

婁
の
、

ミ
熹
ミ
靄
bo

ζ
o
コ

時
Φ

鉾

お
OoQ
°

ま
た
←
 

登⊃

＝

○
「

o

ま

巴

は

自
由

心
霊

派
（
°・

Φ

03

°。

〇

三
ε
ω

＝

げ
o
同−

　
　
冖

障

邑

と
の

関
係
か
ら
ポ
レ

ー

ト

の

異
端
問
題
を

論
じ
て

い

る
。

』

霧
口

O
需一
σ

巴”
、、

門
Φ

・

ζ
写
o
マ

α
 

ω

゜。

一

ヨ
℃一
霧
鋤

∋
o
°。

・

Φ

二
偶

《

°・

¢

葺
¢

》

α
⊆

　
　
＝

耳
o

国
ω

胃
拝．、

ぎ

謁
笥

§
鳥

織

こ．
ミ
敦

ミ

ミ

魯
恥

電
、

む
執

o

塁
一

刈

 

」
O
 

，

　
一

九
八

〇

年
代
後
半
以
降
の

『

鏡
』

の

現
代
各
国

語
翻
訳
及
び
ポ

レ

ー

ト

　
　
関
連

論
文
の

増
加
に

応
じ
て

そ
の

よ

う
な
状
況
は

解
消
さ
れ
た
よ

う
に

思
わ

れ

る

が、

ポ
レ

ー

ト
に

お

け
る

異
端

問
題
が

未
だ

重

要
な

研
究
テ

ー

マ

の

　
　
一

つ

で

あ
る
こ

と
に

変
わ

り
は

な
い

。
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（
3

）

　
『

鏡
』

の

ラ

テ

ン

語
版
及
び

古
英
語

版
に

は
三

人
の

推

薦
者
の

名
前
が
あ
る

。

そ
の
一

人
が
ゴ

ド

フ

ロ

ワ

で

あ
り、

残

り
の

二

人
は

そ
れ
ぞ

れ
無

名

　
　
の

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

会
士
と
シ

ト

ー

会
士
で

あ
る

。

Oh

勺
p

三

く
 
「

α
Φ
団
Φ

算
．．

い
Φ

胃
06

雰
匹．
B
ρ

三
ω

三
〇
目

oo

口

＃
Φ

ζ
髯
σq
自
Φ

H
評
¢

勺
c

話
け

Φ

簿

Ω

巳

震
隅

　
　
O
 

O
話
ω

ω

O
⇒
Φ

ω

ω
P

弉
（

罷
OO

亠
ω

δ）咽
。

冒

沁
塁
ミ
職．
ミ
詮

鼠
丶
雨

象
亀
瓜

鴇

毳
職
Q
黒
僑

Qc

ド

d
巳
く
o

窮
詳
σ

op

厳
O
に
ρ

信
Φ

α
 

い
o
自
く

蝕
戸

い
O
自

く

巴
P

ち
o◎

900

．

　
　
○。

 
IQ
。

刈゚

（
4

）

　
ポ
レ

ー

ト
と
ト

ル

バ

ド
ゥ

ー

ル
、

ト
ル

ヴ
ェ

ー

ル

の

関
係
に

つ

い

て

の

研
究
と
し
て

は

以
下
を
参

照。

ω
⊆

N

穹
昌
 

内
oo

ゴ
05

ム
N、
鴣
o
＼

蹄
物

ミ
ト

ミ
鳴

　
　
ミ

さ
霞
ミ
適
ミ

、

ミ
ミ
鳥

げ

§
ミ
O
丶

ミ」

黷
ミ

ミ
偽

い
o

ミ
勲

→
＝
「

⇒
『
O

鼠”
じ口

話
O

⊆
Q。．

＆
OO

 ▼
ロ゚

 

漢゚

（
5

）

勺゚

＜
Φ

乙
畠
¢

黛．
い
 

胃
。

8
°。

 

ぜ゚

鐔

（
6）

H

⊆
像

も
o°

8
ふ
尸

゜。

°。°

（
7）
　
H

画
貸

O
℃．

ミ
ー

逡．

な
お

同
研
究
で

は
ポ
レ

ー

ト
の

支．
持
者、

擁
護
者
と

し
て

ポ
レ

ー

ト
と

同
時
期
に

パ

リ
で

収
監

さ
れ
、

審
問
を

受
け
た
ク
レ

　
　
ソ

ン

ヌ

サ
ー

ル

の

ギ
ア

ー

ル

（

〇

三
胃
匹

α
o

ρ
窃
の
o
ロ

霧
・゚

曽
「
酢

）

な
る

人

物
に

対
す
る

審
問
資
料、

審
問

経
過
に
つ

い

て

も
詳
し
く
扱
わ
れ

て

い

る
。

（
8）
　

ζ
犀
げ
帥

巴

O°
しっ

o

お
窪
け
．，、

門
け
 

〉
昌

三
7
＝

碧
δ
コ

oh

ζ
勾

薦
¢

霞
諱
 

勺
o
同
o
叶

¢ 、、

ぎ

ミ
ミ
o

メ

さ
ミ
ミ
ミ
築
謡
職

匍

§
縄

蹄

旨
ミ
鳴

的

ミ
ミ
毳
bOoO

」
OO

刈℃
O°

　
　
bの
O
図

　
Gっ

僧

薦
 

畧

は

当
時
高
ま

り
つ

つ

あ
っ

た
、

半
聖

半
俗
の

女
性
た
ち
で

あ
る
ベ

ギ

ン

（
ゆ
¢

鵬

巳
⇒

Φ
）

に

対
す
る

非
難、

弾
圧
の
一

環
と

し
て

、

ポ

　
　
レ

ー

ト
が
ベ

ギ
ン

と

し
て

処

刑
さ

れ
た

可
能

性
を

指
摘
し
て

い

る
。

（
9）

．．
O
き
ユ

餌

巳

田

舞
O

昌

島一

巨
帥

α

卑

膏
穹

欝
ヨ
く

耳
二

喜
話

澪
。

Φ
゜。
冖

p
日

9
昜

ぎ
Φ

鐔
二

日
の

霞
く

巨
貫

隹
冨

ぎ
コ

げ

菩
卑
。

鬱
ρ

き
巴

諺
亘

β

　
　
q。
Φ

α

〈

冒

ε
8
ω

O
げ
Φ

侮

ε
⇒
け

螢
臣

昌

畧
匡

B’
篭

勺

く

奠
α
Φ

団
 

戸
．

ビ
 

O
吋
09

ρ
ご

OP

蜘
O
ー

凹゚

（
10）
　
竃
p

お
ロ
Φ

ユ

8
勺
o
「

9
ρ

卜
僑

ミ
軌

丶

ミ
ミ

譜
防

鴇
ミ

黛
舞

2
評
Φ

冨
吋

力
o

ヨ
眇

昌
曽

O
轟
ヨ
δ
ユ

＼

ζ
母
σ⇔

母
Φ

♂
の

℃
o
「

o
叶

ρ

憩
ミ
黛

ミ
ミ

圏

ミ
黛
腎

ミ
ミ

　
　
賢

ミ
ミ

ミ
ミ

ミ゚

o

霞
p

Φ
叶

ω

ε
臼
O

℃
”

E
く
Φ
「

画
 

《
 

戸

Oo

葛
＝
oり

O
ケ
「

尻
江
P
昌

O

霍
日

OO

⇒

菖
⇒

＝
p
岳
o

ζ
o
α

冨
 
〈

P
＝
ω

 
01

→

霞
昌
げ
o

昇、

bd
「
Φ

099

つ蜀

6Qo
 ゚

　
　
o

穹
』
一

」
ぎ

窪

ρ

　
但
し
一

部
の

ラ

テ

ン

語
写
本
で

は

ρ

莓
只
ロ

ヨ

器

窪
霍
ヨ

昜
¢

日

か

ら

醇
撃

ヨ

浮
 
口

9
日
9

三
「

ε
暦

ぎ
＝
°・

ま
で

が
省
略
さ

れ

　
　
て

い

る

が、

＜
〇

三
。

旨
ロ

の

校
訂
に

従
っ

た
。

以

下
『
鏡
』

本
文
か
ら
の

引
用
に
つ

い

て

も
同
校
訂

本
に

従
う
も
の

と

す
る

。

な
お

『

鏡
』

の

邦
訳
と

　
　
し

て

は

巾
原

暁
彦
氏
に

よ
る
一

部
邦
訳
が
あ
る

。

上

智
大
学
中
世
思
想

研
究
所
編
訳
・

監

修
「

中
世
思

想
原
典
集
成
15
　
女
性
の

神
秘
家
』

平

凡
社、

　
　
二

〇

〇

二

年、

六
七

ニ

ー
七
〇
〇

頁
。

（
11）

自

由
権
と

訳
し
た

諄
魯
叶

冨

と
は

、

正

確
に

言
え
ば

誰
か
に

認
め
ら

れ
て

手
に

し

て

い

る

自
由
と
い

う
意

味
で

あ

り、

後
ほ

ど

ポ

レ

ー

ト

自

身
の

　
　＝＝
冂

説
に

よ

っ

て

確

認
す
る

よ

う
に
、

こ

こ

で

は

師
が
一

定
の

必

要
条
件
を

満
た

し
た

弟
子
に

対
し
て

そ
の

実
力
を
認
め
、

そ
の

軛
か
ら

解
き
放
ち

、

そ

　
　
の

結
果
と

し
て

弟

子
が

獲
得

す
る

教
授
資
格
・

自

由
と
い

う
意
味
で

の

自

由
権
と

理
解
し
て

お

く
。

（
12
）
　
勹
o

冨
8可
憩
鴨

ミ
ミ
ミ
ち

碧
』
一

』
ロ
Φ
国

α゚
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（
13
）
　
い

ざ
¢

羃
壁

に

は
一

，

制

御
さ

れ
な
い

自

由、

好
む

と
こ

ろ

を
行

う
許
可
L

と

い

っ

た

よ

う
な

意
味

も
あ
る
。

Oh

国

雲
区

09

睡
o
戸

b
ミ
、

Q

ミ
ミ
篤

菌

　
　
、

ミ
き

馬
“
謡
ヘ

ミ
恥「
℃

震
尻
＝
餌

O
げ
Φ

蓉
Φ

」
 
 

メ

O噛
 
09

（
14
）

　
「
o

話
冖

ρ

憩
鴨

§
ミ
ミ層
09
。

b°
Q ◎

』
器
p

旨幽

（
15
）

　
丶

ミ
鋲

」

ぎ

鵠

＝°

（
16
）

蕁

ミー

8P

お
噂層

旨
雷

OO
°

核
心
〔
口
o

冨
巳

に
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The  Interpretation of  the Reasons for Heresy

       in the Trial of  Marguerite Porete

MURAKAMI  Hiroshi

This paper  considers  the problem  involving ideological issues in the  trial of

Marguerite Porete and  her book IL4irozaer des SimPles Ames. She was

burned at  the stake  in Paris in 1310. It is noted  that she  was  given this

sentence  after  15 articles  from  her book  were  cendemned  as  heresy; how-

ever,  only  three  are  currently  known.  That  is. the concepts  of  virtue,

nature,  and  
"intent

 upon  God" are  held in question in their respective  arti-

cles.  The  problem  of  the concept  of virtue  is concerned  with  the

understanding  about  the reversal  of  a  mentoring  relationship  between  the

Virtue and  the  Soul over  
"licentia,"

 and  the  concept  concerning  custom.

Also, the  concept  of  nature  should  be viewed  from  the perspective of
"body"

 and  
"necessity]'

 Thus  it has been shown  that. those  concepts  are

not  connected  with  moral  indulgence. Lastly. the concept  of  
"intent

 upon

God" is considered  in the context  of  the concepts  of  
"consolation"

 and
"gifts,"

 and  the meaning  of being "wholly
 intent upon  God." Porete claims

that the annihilated  soul  should  not  care  for consolation  and  gifts, because
she  is wholly  intent upon  God. Poret's own  understanding  concerning  those

concepts  will be demonstrated through  the above  examinations.
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