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〈

論
文
要
旨
〉
　一
．

十
世

紀
フ

ラ

ン

ス

の

思
想
家
エ

ミ

ー

ル

・

シ

オ
ラ

ン

は
、

無
信
仰
者
と

自
己
規
定
し
つ

つ
、

一

方
で

神
へ

の

渇
望
を

し
ば

し

ば

語
っ

　

て

い

る
。

シ

オ
ラ

ン

の

神
に

対
す
る
ア

ン

ビ

ヴ

ァ

レ

ン

ト

な
態
度
は
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

11

鬱
と
い

う
情
動
と

強
く

結
び
つ

い

た
も
の

で

あ
る

．

す
な

わ

　

ち
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

に

お
い

て

神
の

喪
失
が
悲
し
ま
れ

、

同
時
に
、

不
在
の

神
に

対
す
る
憎
し
み

や

怒
り
が
吐
露
さ
れ

る
の

で

あ
る．．

こ

う
し
た
シ

オ

　

ラ

ン

の

姿
勢
に

窺
わ
れ
る

の

は
、

神
を

感
じ
る

主

体
の

情
動
を

問
題
に

す
る

思

考
で

あ
る

。

言
い

換
え
れ

ば
、

シ

オ
ラ

ン

は

神
の

「

存

在
」

自
体
を

存

　

在
論

的
に

思

考
す
る
の

で

は
な
く
、

感
じ
ら

れ

る
か
／
感
じ
ら
れ

な
い

か

と
い

う
白
身
の

情
動
な
い

し

感
覚
の

水
準
で

神
を

捉
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

本
稿
で

は
、

虚
無
や
空
虚
の

よ
う
な

鬱

的
情
動
に
根
差
し
た
「

無
」

に

関
わ

る

シ

オ
ラ

ン

の

語
り
を

考
察
す
る

こ

と
に

よ

り、

シ

オ
ラ

ン

が

否
定
的
情

　

動
の

裡
に

神
を
ど

の

よ

う
に
把
握
し

て

い

た

か

を
明
ら
か
に

す
る

。

そ
れ

に
よ

り
、

信
仰
／
無
信
仰、

有
神
論
／
無
神
論
と
い

う
二

分

法
に

は

収
ま

ら

　
な
い

シ

オ
ラ

ン

の

「

情
動
の

神
秘
キ

義
」

と
、

そ
こ

に

お
い

て

語

り
出
さ

れ

た

特
異
な

神
観
を

解
明
す
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド

〉
　
メ

ラ

ン

コ

リ
ー
、

神

秘
主

義、

情
動、

無
信
仰

、

無
神
論

は

じ

め
に

ル

ー

マ

ニ

ア

に

正
教
会
司

祭
の

息
子
と

し
て

生
ま
れ

、

亡

命
地
フ

ラ

ン

ス

に

お
い

て

フ

ラ

ン

ス

語
で

執
筆
し

た

思
想
家
エ

ミ

ー

ル
・

シ

オ

ラ

ン

（
一

九
一
一

ー
一

九
九
五
）

は
、

二

二

歳
の

処
女
作
か

ら
晩

年
の

対
談
に

至
る

ま

で
、

神
や

存
在
に
つ

い

て

多
く
を

語
っ

て

き

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　
「
1）
　

　

（
2）

た
。

そ

れ

は
、

シ

オ
ラ

ン

自
身
の

経
験
や

情
動
（

感

情）

を
土

台
に
し

た

き
わ
め

て

主

観
的
な
も
の

で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

メ

ラ

ン

コ

（693）
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（
3）

リ
ー

と
エ

ク
ス

タ

シ

ー

に

裏
打
ち．
さ
れ
た
ニ

ヒ

リ
ズ

ム

的
な
思

索
が
展

開
さ

れ
、

そ
の

語
り
は

、

憎
し

み

や

怒

り
、

虚

無
や

空

虚
と
い

っ

た

否
定
的

情
動
を
帯
び
た

も
の

で

あ
る

。

シ

オ
ラ
ン

は

自

身
の

エ

ク

ス

タ

シ

ー

に
つ

い

て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

　

　
わ

た

し

は

今
ま
で

に

三

度
か
四

度
エ

ク
ス

タ

シ

ー

に

触
れ

た
、

い

や

経
験
し
た

。

信
者
の

経
験
で

は

な
く
、

キ

リ

ー

ロ

フ

的
な

経

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
↓

　

　

験
だ
っ

た
。

し
か

し
、

神
的
経
験
だ
っ

た
。

な
ぜ

な
ら

、

そ
れ
ら

の

経
験
は

私
を

神
の

上

方
に

運

ん

だ

の

で

あ
る

か

ら
。

　

シ

オ

ラ

ン

は

無
信
仰
と

い

う
自
覚
の

上

で
エ

ク

ス

タ

シ

ー

経
験
を

回
顧
し

、

神
自
身
を
越
え
て

「

神
の

上

方
に
」

運

ば

れ
る

よ

う
な

「

神
的

経
験
」

で

あ
る

と

意
味
づ

け
て

い

る
。

「

神
の

上

方
」

と

い

う
こ

と

の

意
味
は

こ

の

箇

所
で

は

判
然
と

し

な
い

が
、

い

ず
れ

に

せ

よ
エ

ク

ス

タ

シ

ー

は

「

神
的

経
験
」

と

捉
え
ら

れ
、

シ

オ

ラ

ン

は

神
を
エ

ク
ス

タ

シ

ー

に

お
い

て

感
じ

て

い

る
こ

と

が

窺
わ

れ
る

。

し

か

る

に
、

シ

オ

ラ
ン

は
、

「

私
は

光
輝
く
エ

ク
ス

タ

シ

ー

を

熱
烈
に

欲
し

て

は

い

る

が
、

し

か

し

そ

れ
を

望
ま

な
い

だ

ろ

う
。

な
ぜ

な

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
5）

ら
、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

は
つ

ね
に

鬱

δ

9
話
ω

ω

δ
ロ
）

を

伴
う
か

ら

だ
」

と

述
べ

る

の

で

あ
る

。

　

さ
ら

に

シ

オ
ラ
ン

は
、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

の

否
定
的
側

面
を

次
の

よ

う
に

描
写
し
て

も
い

る
。

　

　
こ

の

極
端
な

瞬
間
に

、

私
の

内
部
で

は

〈

無

菌
窪

）

〉

へ

の

転

換
が

生
じ

る
。

ひ

と

は

狂
気
に

至
る

ま
で

内
的
に

膨

張
し
、

一

　

　
切
の

境

界
の

彼

方
、

光
が

夜
か

ら

切

り
離
さ

れ

た
と
こ

ろ
、

光
の

外
に

至

り
、

超
−

充
実
へ

向
か

う
。

そ
こ

か

ら
、

残
酷
な

渦

巻

　

　
き
に

よ
っ

て

ま
っ

す
ぐ
虚
無

8
ひ

讐
¢

へ

突
き
落
と
さ

れ
る

。

生

は

充
実
と

空
虚
（
≦
OG

、

活
力
と

鬱
（

忌
賈
Φ

盗
。
コ）

を
生
み

出

　

　（
6）

　

　
す

。

　

シ

オ

ラ

ン

の

エ

ク

ス

タ

シ

ー

と
は

、

シ

オ
ラ

ン

自
身
を

「

狂

気
に

至

る

ま
で

内
的
に

膨
張
」

さ

せ

る

よ

う
な

経
験
で

あ
り、

そ
こ

に

お
い

て

は
、

又

無
V

へ

の

転

換
」

が

生
じ

る

と
い

う
。

エ

ク
ス

タ
シ

ー

に

お
い

て

達
す
る

大
文

字
の

〈

無
〉

は

「

超
−

充

実
」

な
ど

と

言
わ

れ

て

は
い

る

が
、

し

か
し
、

シ

オ

ラ

ン

は

〈

無
〉

を

充
溢

す
る

光
の

経
験
と

し

て

肯
定
的
に

理
解
し

て

い

る

わ

け
で

は

必
ず
し
も
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な
い

。

な

ぜ
な
ら

、

〈

無
V

と
い

う

事
態
は

、

「

光
の

外
」

へ

至
る

極
点
に

お
い

て
、

た

ん

な

る

「

虚

無
」

へ

と

反

転
し
て

し
ま

う
か

ら

で

あ
る

。

つ

ま
り
、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

は

究
極
的
な

〈

無
〉

へ

達
し

な

が

ら
、

翻
っ

て
、

「

空

虚
」

と

「

鬱
」

と
い

う
卑
小
な

「

虎
無
」

意
識
を

も
た

ら
し

も
す
る

。

こ

の

よ

う
に

、

エ

ク
ス

タ
シ

ー

は
、

究
極
的
な

〈

無
〉

と

卑
小
な

「

虚
無
」

と
い

う
両

義
性
を
有

す
る

も

の

と

し

て

感
じ

ら

れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

　

ま
た

、

こ

う
し
た

「

鬱
」

の

否
定
的

情
動
は

、

シ

オ
ラ

ン

が

神
を
求
め

つ

つ
、

通
常
の

意
味
で

の

信

仰
に

安
ん

じ

得
な
か
っ

た

理
由

と

な

る
。

か

く
て

シ

オ

ラ

ン

は
、

虚
無
や

空
虚
と
い

っ

た

否

定
的
情
動
を

感
じ
な
が

ら
、

神
の

不
在
や

生
の

無

意
味
を
描

き
出

し
、

そ

の

神
観
も
否

定
的
な

仕
方
で

語
ら

れ

る

の

で

あ
る

。

も
っ

と

も
、

そ
の

時
々

の

情
動
や

思

考
を

断

片
的
に

記
し
た
シ

オ

ラ

ン

の

非
体
系

的
な
思
索
は

、

矛

盾
や

両

義
性
を

抱
え
て

も
い

る
。

そ

こ

で

本
稿
で

は
、

無
に

関
す
る

シ

オ

ラ

ン

の

語
り
に

着
日

す
る
こ

と

で
、

そ
の

神
観
が

、

彼
自

身
の

情
動
に

基
づ

い

て

い

る
こ

と

を

考
察
し

て
い

く
。

　

繰
り
返
す
よ

う
に

、

シ

オ
ラ
ン

は

体
系
的
に

記
述

す
る

思
想
家
で

は

な

く
、

そ

の

著
作
の

ほ

と

ん

ど
が

断
章
な
い

し
エ

ッ

セ

ー

の

形

を
と
っ

て

い

る

た
め
、

あ
る

宗
教
や

神
秘
思
想
を

論
じ

る

際
に

も
、

引
用

箇
所
の

出

典
や

参

考
文

献
を
明

記
す
る
こ

と

は

な
い

。

そ
の

た
め

、

シ

オ

ラ

ン

の

宗
教
（

思
想
）

理

解
の

典

拠
を

探
る
こ

と

は

容
易
で

は

な
い

が
、

日

記

『

カ

イ
エ

』

の

な

か

で
、

き
わ

め

て

稀
な

こ

と

に
、

イ
ン

ド

学

者
ポ

ー

ル

・

オ

ル

ト

ラ

マ

ー

ル

の
一

九
〇

六

年
の

著
作

卜、
ミ
無
ミ
毳
織

霎

ミ
へ

毳

ミ
魯
物

ミ》

ミ
ミ
毳
織

§
動

、

§
魯

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
（
7）

（

イ

ン

ド

に

お

け
る

神
智
学
思
想
の

歴

史
）

か
ら

の

引
用
を

書
き

記
し
て
い

る
。

そ
し
て

ま
た

、

書
名
と

著

者
名
が

挙
げ
ら

れ
て
い

る

宗
教

学
の

文

献
が

、

も

う
。

冊
あ
る

。

そ
れ
は
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
と
シ

ャ

ン

カ

ラ
の

思

想
を

比
較
し
た
ル

ド
ル

フ
・

オ
ッ

ト

ー

の

「

幽

と

東
の

神
秘
主

義
』

二

九、

エ
ハ

年）

で

あ
る

。

シ

オ

ラ

ン

は

こ

の

書
物
を

め

ぐ
っ

て
、

一

九
八
二

年
の

対
談
で

、

以
下

の

よ

う
に

語
っ

て

い

る
。
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実
際
に

は
、

宗
教
と

神
秘
思
想
は

切
り
離
さ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

お

そ
ら
く
完
全
に

と

は

い

か

な
い

で

し
ょ

う
が

、

し
か
し

神

　

　

秘
思
想
は

独
自
の

も
の

で

す
。

西

洋
の

人

間
は

様
々

な

神
秘

家
を

介
し
て

東
洋
の

人
間

に

合
流
し

ま

す
。

神
秘
家
に

お
い

て

も
、

　

　

神
秘
的
ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

は

経
験
な
し
で

は

考
え

ら
れ

ま

せ

ん
。

エ

ク

ス

タ

シ

ー

経
験
を
も
た

な
い

神
秘
家
は

い

な
い

の

で

す
。

つ

ま

　

　

り
、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

を

切
り
抜
け
た

経
験
が

な

け
れ

ば

な
ら
な
い

の

で

す
。

興
味

深
い

の

は
、

神
秘
経
験
が

、

こ

れ
ほ

ど

異
な
っ

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
8）

　

　
た
二

つ

の

文
明
で

、

ほ

と
ん

ど

同
じ

語
彙
で

表
現
さ

れ

て

い

る
こ

と
で

す
。

　
シ

オ

ラ

ン

は
、

オ
ッ

ト
ー

の

分
析
を

紹

介
し

て
、

東
西
の

「

神
秘

家
」

の

エ

ク
ス

タ

シ

ー

経
験
の

言

語
化
に

お

け
る

類
似
性
を

指
摘

す
る

。

さ

ら

に
、

神
秘
思
想
を

宗
教
一

般
と

は

区
別
し
て
、

そ
れ
を
「

独
自
の

も
の
」

と

し

て

扱
い

、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

経
験
を

神
秘
思

想
の

核
心

を

な
す
も
の

と

し

て

捉
え
よ

う
と

す
る

。

つ

ま

り
、

シ

オ

ラ

ン

は
、

神
秘
思

想
の

独
自
性
を
、

神
秘
経
験
に

関
す
る

東
西
の

「

神
秘

家
」

の

言
語
表
現
の

類
似

性
、

す
な

わ

ち
「

ほ

と

ん

ど

同

じ

語

彙
で

表
現
さ
れ

て

い

る

こ

と
」

か
ら

見
い

だ

そ

う
と

す
る

。

言

い

換
え
れ

ば
、

宗

教
と

切
り

離
さ

れ

た

「

独
自
の

も
の
」

と
し

て

神
秘
思
想
を

捉
え

る

見
方
の

根
拠
を
な

す
も
の

と

し

て
、

宗
教
の

別

を

超
え
た
エ

ク

ス

タ

シ

ー

の

類
似

性
に

着
日
す
る

の

で

あ
る

。

そ
し
て

、

シ

オ
ラ

ン

は

自
ら
の

エ

ク

ス

タ

シ

ー

経
験
を
思

索
の

根
本
に

据
え

、

そ
こ

で

開

示
さ

れ

自
覚
さ

れ

た

「

真
理
」

を

否
定

神
学
的
な
ス

タ

イ
ル

で

　
　
つ

ま

り
は

否

定
的
述

語
に

よ
っ

て

　
　
論
述
す

る

の

で

あ
る

。

　

な
お
、

本
稿
で

は
「

神
秘
主
義
」

な
い

し
「

神
秘
思
想
」

と
い

う
概

念
に
つ

い

て
、

そ
の

含
意
す
る

と
こ

ろ

を
、

以
下
の

よ

う
な

了

解
の

も
と

で

使
用
す
る
こ

と
と

す
る

。

一

九

世
紀

後
半
か
ら
二

〇

世
紀

前
半
に

か

け
て

の

近

代
的
神
秘
主

義
論
の

中
心
に

は
、

総
じ
て

「

神
秘

体
験
」

が

据
え
ら
れ

て

き
た

。

つ

ま

り
、

「

宗
教
」

を

定
義
す
る

際
の

要

件
と

し
て

、

「

神
秘

体
験
」

の

共

通
性
が

様
々

な
時

代
・

地

域
で

「

発
見
」

さ
れ

て

き
た
と
い

う
宗
教

学
の

西

欧
キ

リ
ス

ト

教
的
来
歴
と

そ

の

オ
リ
エ

ン

タ

リ

ズ
ム

的
志

向
が

、

「

神
秘
主

義
」
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

エ ミール ・シ オ ラ ン の 神

概
念
に

も

深
く

浸
透

し
て
い

る
。

し
た
が
っ

て
、

「

神
秘
主

義
」

と
い

う

概
念
の

指
示
範

囲
自
体
は

き
わ

め

て

流

動
的
で

あ
り、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
へ
　　

ら

を
包

括
す
る
一

義
的
定
義
は

確
定
可

能
な
も
の

で

は

な
い

。

情
動
に

お

け

る

神
の

把
握

そ

れ

　

で

は

ま

ず
、

先
行

研
究
に

お
い

て

シ

オ

ラ
ン

の

エ

ク
ス

タ

シ

ー

が
い

か
な

る

も
の

と

解
釈
さ

れ

て

い

る

か

見
て

お

こ

う
。

ニ

コ

ー

ル
・

パ

ル

フ

ェ

は
、

シ

オ

ラ

ン

の

無

信
仰
と
エ

ク

ス

タ

シ

ー

と
の

関
係
に
つ

い

て

以

下
の

よ

う
に

指

摘
し

て

い

る
。

「

シ

オ

ラ

ン

は
、

長
き
に

わ

た
っ

て
、

信

仰
へ

の

欲
求
を

抱
き
つ

づ

け
て

き
た
」

の

で

あ
る

が
、

「

信
仰
の

探
求
は
、

意
識
の

否

定
性
を
消
し

去
る

も

の

で

は

な
く

、

そ
の

否
定
性
を
激

化
さ

せ

る
」

た

め

に
、

信
仰
に

安
ん

じ

る
こ

と

が

で

き
な

い、

つ

ま
り
、

「

神
を

知
ら
ず
に
い

る

こ

と
、

あ
る

い

は

神
を

愛
す
る

こ

と

は
、

人

間
に

救
済
を
も
た

ら

す
が

、

た

だ
た
ん

に

神
を
「

探
索
す
る
一

こ

と
に

お
い

て

は
、

神
は

失
わ

れ

て

い

る
」

の

で

あ
る

。

そ
れ

に

対
し
て
、

「

神
秘

的
探

求
は

、

こ

の

意
識
の

反
省
作
用
を

忘

却
し

た
い

と
望

む

力
を

掻
き
立
て

る
」

の

で

あ
る

。

そ
の

意

味
で

、

「

永
続
的
に

絶
望
を

無
化
し

神
を

探
求
す
る

た

め

の

［
中

略
］

エ

ク

ス

タ

シ

ー

の

瞬
間

的
な
至
福
は

、

無
限

の

反

省
作

用
と

い

う
強

迫
観
念
の

治
療
法
を

見
い

だ

す
た

め

の

最

終
的
な

戦
略
で

あ
る

。

し
か

し
、

エ

ク

ス

タ

シ

！

に

達

す
る

た

め
に

［

中
略］

感
覚
や

意
志
を
拠

り
所
と
し

な
け
れ
ば
、

神
の

探
求
は

絶
望

者
に

対
し
て
い

か

な

る

慰
謝
も
も
た

ら
さ
な
い

。

反

対
に

、

神
の

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
10）

探

求
そ
の

も
の

が
最

終
的
な

絶
望
と

な
る
」

の

で

あ
る

。

　

ま
た

、

「

シ

オ

ラ
ン

の

逆

説
的
な

神
』

に

お
い

て
、

否
定

神
学

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
、

仏

教
な

ど

の

宗
教
思

想

的
視
点
か

ら
シ

オ

ラ

ン

思

想
を

分
析
し
た

シ

モ

ー

ナ
・

モ

ド
レ

ア
ヌ

は
、

空

虚
／
充

溢
、

光
／
闇
と
い

っ

た

対
照
的
な
語

彙
に
よ

っ

て

記
さ

れ

る

シ

オ

ラ

ン

の
エ

ク

ス

タ

シ

ー

を
、

対
立

項
の

共
存
と

し
て

捉
え
て

い

る
。

モ

ド
レ

ア

ヌ

に

よ

れ
ば
、

シ

オ

ラ

ン

の

エ

ク

ス

タ

シ

ー

記
述
は
、

そ
れ
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自
体
と

し
て

は

論
理

的
に

矛

盾
で

あ
る

。

が
、

し
か
し
、

こ

の

経

験
に

お
い

て

は

「

反

対
物
の

共
存
」

が

可
能
に

な
り

、

さ
ら

に

か
か

る
二

元
性
そ

の

も
の

が

消
滅

す
る

と
い

う
。

そ
し

て
、

「

シ

オ

ラ

ン

の

神
経
験
は

、

「

神
の

非

経
験
（【

器
巻
ひ

ユ

窪
8
号

∪

雪）
」

に

属
し

て

い

る
。

そ

れ

は
、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

の
「 ．．

呈
叩

化
に

お
い

て

し

ば

し

ば

繰
り
返
さ
れ

る

全

／
無
の

対
の

よ

う
な

、

弁
証
法
的
な

対
照

関
係

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
U

を

含
ん

だ

結
合
で

あ
る
」

と

指
摘
さ
れ
る

。

も
っ

と

も
、

こ

の

「

非
経
験
」

と
い

う
語

彙
自

体
に

明

確
な
定
義
は

な
さ

れ
て

い

な
い

。

　
「

非
経
験
」

と

い

う
語
で

含
意
さ
れ

て

い

る

も
の

を
、

主

体
の

意
識
的

経
験
と

は

別
種
の

水
準
に

あ
る

事
態
と

理

解
す
れ
ば
、

「

神
の

非
経
験
」

は
、

主

体
の

意
識
と

境
界
感
覚
が

消
失
す
る
エ

ク
ス

タ

シ

ー

を

説
明

す
る

言
葉
と
し

て

間
違
っ

て

は

い

な
い

だ
ろ

う
。

あ
る

い

は
、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

に

お
い

て

は

神
の

現
前
の

み

な
ら

ず
そ
の

不
在
を

も
経

験
さ

れ

る

と
い

う
意
味
で

「

神
の

非
経
験
」

を
捉
え
る

な
ら
ば

、

神
の

現
前
／

不
在
と

い

う
現
れ
と
隠
れ

の

動
態
を

シ

オ
ラ
ン

の

神
秘

経
験
と

し
て

押
さ

え
る
こ

と

が

で

き
る

。

エ

ク
ス

タ

シ

ー

を

経
験
す
る

主

体
の

側
か
ら

理

解
す
る

と

し
て

も
、

開

示
さ
れ
た

内
容
と

し
て
エ

ク
ス

タ

シ

ー

を

理

解
す
る

と

し

て

も
、

「

神
の

非

経

験
」

と
い

う
語
は
、

シ

オ
ラ

ン

の

エ

ク
ス

タ

シ

ー

の

内

実
を

言
い

当
て

て

い

る

と

思
わ

れ

る
。

そ
の

限
り
で
、

「

神
の

非

経
験
」

と

は
、

神
の

現
前
／
不
在
の

い

ず
れ

も

が
感
じ

取
ら

れ
る

と
い

う
逆
説
的

事
態
で

あ
り

、

そ
れ

は
、

神
の

捉
え

難
さ

そ
の

も
の

を

示
し

て

い

る

と

言
え
る

。

　

シ

オ

ラ
ン

は

神
の

現

前
を

肯
定
的
に

表
現
す
る

の

で

は

な

く
、

き
わ

め

て

屈
折
し

矛

盾
し
た

仕

方
で

神
に

つ

い

て

表
現
す
る

の

だ

が
、

シ

オ

ラ

ン

の

場
合

、

神
に

対

す
る

否
定
的

表
現
は

、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

と
い

う
情
動
と

切
り

離
す
こ

と

は

で

き
な
い

。

た

と

え
ば

、

「

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

は
、

信

仰
不
可

能
な

宗
教
的
魂
の

特

性
で

あ
る

。

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

は

動
か
な
い

。

つ

ま
り、

そ

れ
は

神
へ

と

前
進
す

・

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
124

る

こ

と

は

な

く
、

信
仰
を

妨
げ
る
の

で

あ
る
」

と

語
ら
れ

る

よ

う
に

、

沈
滞
す
る

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

の

情
動
に

よ
っ

て

信

仰
が

不

可
能
に

な

る

と

把
握
さ

れ
つ

つ
、

一

方
で

、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

は

「

宗
教
的
魂
の

特
性
」

で

あ
る

と
二、一
口

わ

れ

る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

シ

オ

ラ

ン
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エ ミ
ー

ル ・シ オ ラ ン の 神

は
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

の

否
定
的
情
動
に

よ
っ

て

無
信
仰
に

お

か
れ
、

「

神
へ

と

前
進
す
る
こ

と
」

が

で

き

な
い

も
の

の
、

し

か
し

そ

れ

は

た

ん

な
る

無
信
仰
の

状
態
の

み

を

も
た

ら
す
の

で

は

な

く
、

神
を
求
め
つ

つ

信
仰
に

安
ん

じ

る

こ

と
の

で

き
な
い

「

宗
教
的
魂
の

特

性
」

と

し

て

捉
え

ら
れ

る

の

で

あ
る

。

さ

ら

に
、

「

メ

ラ
ン

コ

リ

ー

は

地
上

の

も
つ

天

上

の

可
能
性
の

す
べ

て

を

表
現
す
る

。

そ
れ

は

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
馨

「

絶
対
な
る

も
の

Ω．
〉

訐
。

ζ
」

の

も
っ

と
も
遠
い

接
近

、

神
の

遁
走
に
よ

る

神
的

な

も
の

の

実

現
で

は
な
い

か
」

と

も

言
わ

れ
、

メ

ラ

ン

コ

リ
ー

に

お
い

て

神
が

不
在
で

あ
る
こ

と

が

感
じ

ら
れ
つ

つ
、

し
か
し
む
し

ろ

神
の．
小

在
を

感
じ

る
こ

の

情
動
に

お
い

て
、

神
に

近

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
14）

接

す
る

こ

と

が

感
じ

ら

れ
る

と

い

う
逆

説
的
な

事
柄
が

語
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
、

神
を

め

ぐ
る

否

定

的
情

動
の

中
心

化

が
、

シ

オ

ラ

ン

の

神
を
め

ぐ
る

思
想
の

特
徴
を
な

し

て

い

る

の

だ
が
、

こ

の

こ

と
を

示
す
た

め

に
、

以

下
で

は
、

シ

オ

ラ

ン

の

言
う
全

／
無
と
い

う
対
立

概
念
を

手
が

か

り
に

考
え
て

い

く
。

こ

れ
が

、

シ

オ

ラ

ン

の

場
合
に

は
、

ア

ケ
ー

デ
イ

ア
と
い

う
情
動
に

結
び
つ

い

　

　
　

　

　

　
　

　

（
15）

て

語
ら

れ

る

か

ら

で

あ
る

。

　

ー

　
ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

と

「

全
て

は

無
」

　

ま
ず

、

シ

オ
ラ
ン

の

用
い

る

「

無
」

と
い

う
語
彙
に

つ

い

て

説
明
し
て

お

く
。

通
常
の

フ

ラ

ン

ス

語

表
現
に

お
い

て

は
、

無
と

虚

無

と

の

意

味
上

の

差

異
は

名
辞
の

レ

ベ

ル

で

は

区

別
さ

れ

ず
、

い

ず
れ

も
づ

鼠
 

と
い

う
語

に

よ

っ

て

表
記
さ

れ

る
。

た

だ

し
、

シ

オ

ラ
ン

は

否
定
形
を

作
る

際
に

使
用
さ
れ

る

不
定
代
名

詞
二

讐

に

定
冠
詞
を
付
し

て

無

号

号
こ

と
い

う
名
詞
と

し

て

使
用

す
る

。

そ

れ
に

よ

り
、

た

と

え
ば

本
論
冒
頭
で

見
た

よ

う
に

、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

後
に

お

け
る

卑
小
な
虚
無

意
識
や
空
虚
感
と

は

別
種
の

意
味
を
含

意
さ

せ

る

の

で

あ
る

。

シ

オ

ラ
ン

は
、

無
と
い

う
名
辞
を

単
独
で

使
う
こ

と
も

あ
る

が
、

多

く
の

場
合
そ

れ

は

全
（
8
・

¢

と

と

も
に

用
い

ら
れ

る
。

そ
し

て
、

無
と

全
は

、

し
ば

し

ば

「

全
て

は

無
（
8
三

霧

貫

匡
）

」

と

い

う
言
い

方
で

定
式
化
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

　
聖
者
た

ち

の

嘆
く

あ
の

「

良
心
の

乾
燥
（

曁
α

ま∀
」

は
、

現
実
の

砂

漠
の

精

神
的
対
応
物
で

あ
る

。

全
て

は

無
　

　
こ

れ

が

修
道
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生

活
の

最
初
の

啓

示
で

あ
る

。

こ

う
し

て

神
秘
思

想
（

団

目

鴇
け

5
器）

が

始
ま
る

。

無
と

神
と

の

間
に

は
】

歩
の

隔
た

り

も
な
い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
16）

　

　
の

で

あ
り
、

と
い

う
の

も
、

神
と

は

無
を

実
定

的
に

表
現
し
た

も
の

（
Φ

弓
話

裟
80
。

の

三
く
Φ

巨

ロ

脱【
Φ

コ）

で

あ
る

か
ら
だ

。

　

以

上

は
一

九

三

七

年
の

「

涙
と
聖

者
』

か

ら

の

引

用
で

あ
る

。

「

全
て

は

無
」

と

い

う
こ

と

が
、

「

乾
燥
」

や

「

砂
漠
」

と

結
び

付

け

ら

れ

て

語
ら

れ

て
い

る

こ

と
に

着
目

し
て

、

第
一

文
か

ら

第
三

文
を

見
て

い

き
た
い

。

ま

ず、

聖

者
た
ち
の

「

良
心
の

乾
燥
」

と

は

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

を
意

味
し
て

い

る
。

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

の

状
態
は

、

修
道
院
の

外
の

荒

涼
と

し
た

「

砂
漠
」

の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

と

比

喩

と

し

て

述
べ

ら

れ
、

さ
ら

に

「

全
て

は

無
」

と

い

う
命
題

に

結
び
つ

け
ら

れ
て
い

る
。

つ

ま

り、

「

全
て

は

無
」

で

あ
る

と

感
じ
る

情

動
に

「

神
秘
思
想
」

の

起
源
が

あ
る

と

押
さ
え
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

　

引
用
箇

所
の

後

半
部
で

は
、

こ

の

「

神
秘
思
想
」

の

内

実
が

示
さ

れ
る

。

す
な

わ

ち
、

「

無
と

神
と

の

問
に

は
一

歩
の

隔
た

り
も
な

い

」

と

言
わ

れ
、

シ

オ
ラ

ン

に

と
っ

て

は

両

者
が

近

接
し
て
い

る

と

い

う
こ

と

が
示
唆
さ

れ

る
。

こ

れ

に

続
い

て
、

「

神
と
は

無

翁
Φ

巳

を

実
定

的
に

表
現
し

た

も
の
」

で

あ
る

と
、

そ
の

理
由

が

断
定
的
に

述
べ

ら

れ

る
。

す
な
わ

ち
、

シ

オ

ラ
ン

は
、

「

全

て

は

無

ぎ
痺

Φ

の

貫
δ

巳
」

は

「

神
は

無
い

θ
δ
ロ

旨、
2
貫
δ

巳
」

と

い

う
こ

と

を

示
す
も
の

だ
と

、

無
神

論
的
な

考
え

を

語
っ

て

い

る

の

で

は

な

く
、

無
（

腎
昌
）

と

神
と

の

近

接
性
を

語
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

神
秘

思
想
に

お
い

て

は
、

「

こ

の

世
の

全
て

は

無
」

と

思
わ

せ

る

の

は
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
17）

「

神
」

と

対
比
し

て

の

こ

と

で

あ

り
、

「

全
て

は

無
」

の

「

全
て
」

に

は
、

神
は

含
ま
れ

て

い

な
い

。

つ

ま

り、

「

全
て

は

無
」

と

い

う

命
題
に

お
い

て
、

神
は

あ
る

意
味
で

現
前
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

し

か

る

に
、

シ

オ

ラ
ン

の

場
合
、

喜
び

を

伴

う
は

ず
の

こ

の

命
題

が
、

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

ー
あ
る

い

は

空

虚
感
や

メ

ラ
ン

コ

リ

ー

　
　
に

な
っ

て

し

ま

う
の

で

あ
る

。

　

で

は
、

「

神
と

は

無
を
実

定
的
に

表
現
し

た

も
の
」

と

語
ら

れ

る

神
観
は

、

ど
の

よ

う
な

意
味
だ

ろ

う
か

。

そ

れ

を

考
察
す
る

た

め

に
、

ま

ず
は

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

に

お
け
る

神
の

不

在
に
つ

い

て

考
え
て

み

た
い

。

以

下
に

挙
げ
る

の

は
、

「

涙
と

聖

者
』

の

前
年
に

刊

行

（700） 78
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エ ミ
ー

ル ・シ オ ラ ン の 神

さ

れ
た

『

欺

瞞
の

書
』

か
ら

の

引
用
で

あ
る

。

　
　

ど

ん

な

神
秘

家
も

神
に

満
ち
足

り
る

富
ω

ω

蘯
◎

と
は

ど

う
い

う
こ

と

な
の

か

知
っ

て

い

た

し
、

内

的
乾
燥
に
つ

い

て
、

彼
ら

の

　
　

神
へ

の

渇
望
に

由
来
す
る

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

に

つ

い

て

語
ら

な
か
っ

た

神
秘
家
は

い

な
い

。

神
秘
思

想
の

奇

妙
な
一

章
を

開
示
す
る

　
　

内
面
の

空
虚
（

三
匹

巴
茸
ひ

膏
霞
 ）

は
、

神
秘
家
た

ち
の

主

張
に

も
か

か

わ

ら

ず
、

神
の

不
在

6
σ
ω

穹
8
α
Φ

冨

氈
く

巨
鼠）

の

結

果
で

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　【
18“

　
　

は

な
く

、

神
の

裡
で

の

魂
の

洞

渇
〔
ε

蔘
Φ

ヨ
Φ

茸
伍

巴．

ぎ
Φ

α

穹
巴
p

象

≦
コ

菰）

の

結
果
で

あ
る

。

　

引
用
箇
所
の

第
］

文
は

、

理
解
し
や

す
い

。

神
秘
家
は

「

神
に

満
ち
足

り
る
」

こ

と
、

す
な

わ

ち

神
と
の

合
一

を

経
験
し

、

そ
の

後

に
、

「

内
的
乾

燥
」

と．
言
い

換
え
ら

れ

た

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

の

苦
し

み

を
経

験
す
る

の

で

あ
る

。

「

神
に

満
ち
足
り
る
」

神
秘
経

験
と

は

対

蹠
的
に
、

「

内

的
乾
燥
」

1ー

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

は

遠
ざ

け
ら
れ

た

「

神
へ

の

渇
望
」

の

段
階
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

が

「

神

へ

の

渇
望
に

由
来
す
る
」

と
、

念
を

押
す
よ

う
に、
言
わ

れ
て

い

る
こ

と

に

注
意
し
て

お

き
た
い

。

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

と
は

、

た

ん

に

信
仰

を
失
っ

た

修
道
士
の

無

気
力
を

表
す
の

で

は

な

く
、

そ
れ
は

「

神
へ

の

渇
望

に

由
来
す

る
」

と

シ

オ

ラ

ン

は

捉
え
る

の

で

あ
る

。

か

く

て

第
一

文
で

は
、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

に

お
い

て

「

神
を

味
わ

う
」

こ

と
と
、

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

に

お
い

て

神
を

「

渇
望
」

す
る

こ

と

の
、

二

つ

の

局
面
が

指
摘
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

こ

と

を
受

け
た

第
二

文
で

は
、

ア

ケ
ー

デ

ィ

ア
ー−

「

内
的

乾
燥
」

が

「

内
面
の

空
虚
」

と

再
び

言
い

換
え

ら
れ

る
。

そ

し
て

、

「

内
的

乾
燥
」

と

「

内
面
の

空

虚
」

を

特
徴
と

す
る

神
秘

家
の

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

は
、

「

神
の

不
在
」

を

意

味
す
る

の

で

は

な
い

と
い

う
こ

と

が
強

調
さ

れ
る

。

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

は
、

「

神
の

裡
」

に

あ
り
な
が
ら

神
を

見
い

だ

せ

な
い

「

魂
の

涸

渇
」

と

し

て

把
握
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り、

シ

オ

ラ
ン

の

理

解
で

は
、

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

に

お
い

て

は

神
が

「

不
在
」

な
の

で

は

な
い

。

神
は

「

不
在
」

と
い

う
在

り
様
で

感
じ

ら

れ

て

い

る
。

し

か

る

に
、

魂
は

神
を

現
前
す
る

も
の

と

し

て

は

感
じ

取
れ

ず
、

そ
の

魂
の

苦
し

み

11
「

涸

渇
」

が
、

ア

79 （701）
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ケ
ー

デ

ィ

ア
の

「

内
的
乾
燥
」

と

捉
え
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

　

こ

こ

で

重

要
な

の

は
、

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

が

「

内
面
の

空
虚
」

と

言
い

換
え
ら
れ

て

も
、

神

秘
家
が
対

象
の

「

空

虚
」

を

感
じ
る
こ

と

は
、

対

象
の

「

不
在
」

を
意

味
し

な
い

と

考
え
ら

れ
て
い

る

こ

と

で

あ
る

。

対
象
11

神
は

い

る

ー
の

み

な

ら

ず
「

神
の

裡
」

に

神
秘

家
は
い

る

　

　
の

で

あ
る

が
、

そ
れ

に

気、
つ

か

ず
「

神
へ

の

渇
望
」

を

強
く

感
じ

る

こ

と

が
、

シ

オ
ラ
ン

が

把
握
す
る

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

で

あ
る

。

こ

う
し
た

観
点
か

ら
、

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

に

よ
っ

て

「

全
て

は

無
」

と

感
じ

ら
れ
、

「

神
秘
思

想
」

が

生

じ

る

と
い

う
先
の

主

張
が

な

さ

れ

た
も
の

と

考
え
ら
れ

る
。

　

以
上

の

こ

と
は

、

次
の

引

用
に

よ
っ

て

も

確
認
で

き
る

だ

ろ

う
。

そ
れ

は
、

「

神
と

は

無
を

実
定

的
に

表
現
し
た

も
の
」

と
い

う
先

述
の

神

観
に

お

け
る

、

「

無
」

の

性
格
に
つ

い

て

語
ら
れ

た

も
の

で

あ
る

。

神
と

「

無
」

と

の

関
わ

り
は

、

ア

ケ
ー

デ
ィ

ア

に

苦
し

む

神

秘
家
や

修
道
士
に

白
ら

を
比

す
る

シ

オ

ラ
ン

自
身
に

と
っ

て
、

神
は

ど

の

よ

う
に

感
じ
ら

れ

て

い

る

の

か

と
い

う
根

本
的
な

問
い

に

通

底
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

　

全
て

は

無
だ

。

し

た

が
っ

て
、

全

て

は

何
ら
か

の

仕
方
で

在
り
、

全
て

は

無
と

し
て

存
在

す
る

角
。

三
Φ
ω

貫凶
 

pO

。

塁
8
＝
ひ

。

誓

　

　
匹

ゴ

器

龕
「

琶
旨

霄
818

・
叶

Φ

巴
の

電

窪

富
三
ρ

器

帋
・
）

。

（

こ

の

意
味
で

、

無
（

帋
こ

は

論
理

で

は

な

く

感
情
（
。。

。

昌
B8

じ

に

属

　

　

　〔
19）

　

　

す
る

。

）

　

以
上
は

、

『

カ

イ
エ

』

の
→

九

七
〇

年
の

記
述

　
　
…

九
三

七

年
の

『

涙
と

聖
者
』

か

ら
三

〇

年
以

上

後
の

記
述

ー
で

あ
る

が
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
へ
20〕

こ

こ

か

ら

は
、

「

全
て

は

無
」

で

あ
る

と

感
じ

る
こ

と

が

長
年
に

わ

た

り

残
り
続
け
た

こ

と

が

窺
わ
れ

る
。

ま

た
、

こ

の

情
動
が

シ

オ

ラ
ン

自

身
に

よ
っ

て

短
い

な
が

ら

も

説
明
さ

れ
、

「

全
て

は

無
と

し
て

存
在

す
る
」

と
、

無
と
い

う

仕
方
で
の

存
在
様
態
が

述
べ

ら

れ

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

「

全
て

は

何
ら

か

の

仕
方
で

在
」

る

の

だ

か

ら
、

無
と

い

う
在
り
様
も

想
定
さ

れ

う
る

の

で

あ
り

、

し
た

が
っ

（702） 80
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ル ・シ オ ラ ン の 神

て

「

全
て

は

無
」

と

は
、

無
と

い

う
様
態
に

お
い

て

全

て

が
存
在
す
る

と
い

う
こ

と

を
意

味
す
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

こ

と
は

論
理

的
に

は

矛
盾
を

孕
ん

で

い

よ

う
。

だ
が
、

「

無
は

論
理
で

は

な

く
感
情
に

属
す
る
」

と

し
て
、

無
と
は

感
じ

ら

れ

る

も
の

だ
と

す
る

括

弧
内
の

主

張
を

手
掛
か

り
に

す
れ
ば
、

「

全
て

は

無
」

と

言
わ
れ

て

い

る

事
態

、

そ

し

て

「

神
と

は

無
を

実

定
的
に

表
現
し

た

も
の
」

と
い

う
先
述
の

シ

オ

ラ

ン

の

神
観
も
理

解
す
る

こ

と

が

可

能
に

な
る

。

　

修
道
十

の

ア

ケ

ー

デ
ィ

ア

に

お
け
る

よ

う
に
、

魂
は

「

神
の

裡
」

に

あ

り
な
が

ら

神
の

現
前
を

感
じ
る
こ

と
が

で

き
ず
、

そ
の

不

在

を

苫
し

む

の

で

あ
れ
ば
、

修
道
士
に
と
っ

て

神
は

そ
れ

と
し

て

感
じ

ら

れ
て
い

な
い

だ

け
で

あ
る
．．

そ
れ

に

対
し

て
、

シ

オ

ラ

ン

に

と

っ

て

神
と

は
、

感
じ

ら

れ

る

か

／
感
じ
ら

れ

な
い

か

と

い

う
情
動
に

お
い

て

把
握
さ

れ

る

対

象
で

あ
り

、

シ

オ

ラ

ン

の

思

考
は
、

神
の

存
在
や

神
へ

の

信
仰
を

前
提
に

し
た

議

論
と

は

別
種
の

水

準
に

あ
る

も
の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

こ

こ

で

問

題
化
さ

れ
て

い

る

の

は
、

神
の

存
在

／
非
存
在
、

あ
る
い

は

神
へ

の

信
／
不
信
と
い

う
二

分
法
で

は

な
い

。

む

し

ろ
、

シ

オ

ラ
ン

の

思
考
は
、

客

観
的
な

意

味
で

神
が

実
在

す
る

か

否
か
と
い

う
こ

と

を

問
題

化
す

る

思

考
と

は

異
質
な

も

の

で

あ
る

。

つ

ま
り

、

神
の

現
前
や

不

在
を

ど

う
感
じ

る

か

と
い

う
神
に

対
す
る

感
受
性
が

、

専
．

に

問
わ

れ

て

い

る

事
柄
な
の

で

あ

る
。

そ
の

こ

と
が

「

感

情
に

属
す
る
」

と

い

う
こ

と

の

意
味
で

あ
る

。

ゆ

え
に

、

「

神
と
は

無
を

実

定
的
に

表
現
し
た

も
の
」

と
い

う
こ

と

は
、

「

神
は

存
在
し

な
い
」

と
い

う
無

神
論
を
意

味

す
る
の

で

は

な
い

。

そ

れ

と

は

逆
に

、

人

間
が

神
を
無
い

と

感
じ
る

情
動

ー
無
と
い

う
在

り
様

　
　
に

お
い

て

神
は

現
れ

て

い

る
の

で

あ
る

。

す
な
わ
ち

、

シ

オ
ラ
ン

に
と
っ

て
、

神
の

現

前
／
不
在
は

情
動
に

お
い

て

捉
え
ら
れ

る

心
的

現
実
で

あ
り

、

存
在
す
る

／
し

な
い

と
い

う
事
実
性
が

問
題
に

さ

れ
て

い

る

の

で

は

な
い

。

か

く
て

シ

オ

ラ
ン

は
、

「

無
は

論
理

で

は

な

く
感

情
に

属
す
る
」

と

語
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

神
に

関
す
る．
言

説
そ
の

も
の

が

情
動
に

根
拠
を
置
い

て

い

る
と

い

う
こ

と

を

示
す
の

で

あ
る．、
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2
　
神
へ

の

情
動
と

し
て
の

「

メ

ラ

ン

コ

リ

ー
」

　

前
節
で

の

分

析
か

ら
、

シ

オ

ラ
ン

の

宗
教
的

思
索
の

独

自
性
と

し
て

、

以

下
の

二

点
が
指
摘
で

き
る

。

　

第
一

に
、

シ

オ

ラ

ン

は

神
の

存
在
／
非
存

在
と
い

う．
一

分
法
の

外
で

、

自
ら

の

情
動
に

ポ

ジ

シ
ョ

ン

を
据
え
て

神
を

捉
え
て
い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

シ

オ
ラ
ン

に

窺
わ

れ

る
の

は
、

神
を

感
じ
ら
れ

る

か

／
感
じ

ら

れ

な
い

か

　
　
あ
る
い

は

無
い

と

感
じ
る

か

と

い

う
、

神
を

感
じ

る

主

体
の

情
動
を

問
題
に

す
る

思

考
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に
、

神
に

関
わ

る

情
動
が

主

問
題
に

な
っ

て

い

る

と

い

う
点
で

、

本
稿
は

、

シ

オ
ラ

ン

の

神
に

関

す
る

思
考
を

、

い

わ

ゆ

る

「

思
弁
的

神
秘
主

義
」

と
は

異
質
な

、

む

し

ろ

「

雅
歌

的
神
秘

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

〔
21）

主
義
」

に

連
な
る

よ

う
な
「

情
動
の

神
秘
主

義
」

と

呼
び

う
る

も
の

と

し

て

把
握

す
る

こ

と

に

し
た
い

。

た

だ

し
、

神
へ

の

情

動
が

、

「

雅
歌

的
神
秘
主

義
」

に

お

け
る

よ

う
な

愛
や

歓
び

で

は

な
く

、

あ
く
ま
で

も

ネ
ガ

テ
ィ

ブ

な
も
の

に

徹
す
る

と

こ

ろ

が
、

シ

オ

ラ
ン

の

独
自

性
で

あ
る

と

言
え
よ

う
。

　

第
二

に
、

修
道
士
（

神
秘
家
）

の

ア

ケ
ー

デ
イ

ア

に

お
い

て

問
わ

れ

て
い

た

神
観
は
、

自
ら

も

鬱
的
情
動
を

吐
露
す
る

シ

オ

ラ

ン

自

身
の

神
観
を

反
映
し

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り、

「

神
と

は

無
を

実
定
的
に

表
現
し

た

も
の
」

と

い

う
神

観
は

、

シ

オ

ラ

ン

自
身
の

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

と

強
く

結
び
つ

い

て
い

る
。

シ

オ

ラ

ン

は
、

神
が

不
在
で

あ
る

と

い

う
こ

と

を
メ

ラ

ン

コ

リ

ー

に

お
い

て

感

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
22）

じ
、

ま
た

か

か

る

情

動
に

お
い

て

「

神
を

憎
む
よ

り
ほ

か
に

愛
す
る

こ

と

は

で

き
な
い

ー
」

と

言
わ

れ
る
よ

う
に
、

神
を

愛
し

、

同

時

に

激
し

く
憎
む
の

で

あ
る

。

そ
の

限

り
で

、

こ

の

よ

う
な

神
に

対
す
る

ア
ン

ビ

ヴ
ァ

レ

ン

ト
な

態
度
に
は

、

神
を
不
在
な
も
の

と

し

て

　
　

今
は

感
じ

る
こ

と

が

で

き
な
い

も
の

と

し
て

　
　
感
じ
る

と
い

う
逆

説
的
な
神

把
握
が

伴
わ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

シ

オ

ラ

ン

の

神
へ

の

激
越
な

情
動
は

、

自
ら

が

そ
こ

か

ら
遠
ざ

け
ら

れ

て

い

る

神
の

　
　
シ

オ

ラ
ン

自
身
に
と
っ

て
の

ー
「

存
在
」

感

を

逆
説
的
に

証
し

し
て

も
い

る

だ

ろ

う
。

な

れ

ば
こ

そ
、

否
定
形
で

あ
れ

肯
定
形
で

あ
れ

、

神
へ

の

情
動
が
激

し
い

ほ

ど
、

シ

オ
ラ
ン
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が

情
動
の

対
象
た
る

神
に

強
く
固
執
し

て
い

る

こ

と

が

示
さ

れ
る
の

で

あ
る

。

め

に
、

神
へ

の

欲
望
は
一

段
と

募
る

の

で

あ
る

。

一
一

情
動
の

神
秘
主
義

シ

オ

ラ
ン

に

お
い

て
は
、

神
が

失
わ

れ

不

在
で

あ
る

た

　

前

章
の

冒
頭
で

述
べ

た

よ

う
に

、

モ

ド
レ

ア

ヌ

は

「

神
の

非
経
験
」

と
い

う
言
葉
で

シ

オ

ラ

ン

の

エ

ク

ス

タ

シ

ー

を

説
明
し
、

そ
れ

を
全
／
無
や

現
前
／
不

在
な

ど
の

対
立

す
る

二

項
が

共
存
す
る

逆
説
的
な
経
験
と

し

て

捉
え
て

い

る
。

た

し

か

に

シ

オ

ラ
ン

は
、

以
下

の

引
用
に

窺
わ

れ
る

よ

う
に
、

様
々

な

情
動
と

感
覚
が
見
分
け

難
く

重
な

り
合

う
よ

う
な
経
験
と

し

て

エ

ク

ス

タ

シ

ー

を

捉
え

、

そ
こ

に

お
い

て

神
を

感
じ

て

い

る
の

で

あ
る

。

で

は
、

エ

ク

ス

タ
シ

ー

が

神
的
な
も
の

と

し

て

把
握
さ
れ

た

上

で
、

神
が

ど

の

よ

う
に

語
ら

れ

て

い

る

か

見
て

い

こ

う
。

　

　
修
道
士
の

関
心

事
は

内
容
で

は

な

く
、

強
度
だ

。

神
は

私
た

ち
の

戦

慄
の

瞬
間
と

し

て

規
定
さ
れ
る

が
、

私
た

ち
が

生

き
て

い

る

　

　
世
界
は

、

私
た

ち
に
は

平
板
な

瞬
間
（［
瑟
3
葺
の

ミ
ミ

義
）

に

お
い

て

し

か

考
え
ら

れ
な
い

か

ら
、

宗
教

的
感
受
性
の

対
象
に

な

る

　

　
の

は

稀
で

あ
る

。

〈

熱
〉

が

な
け
れ

ば
、

私
た

ち
は

知
覚
野
を
越

え
る

こ

と

は

な
い

　

　
そ

れ

は

い

わ

ば

何
も
見
て
い

な
い

の

に

　

　
等
し
い

。

眼
は

様
々

な

対
象
を

区
別
し

な
い

と

き
、

は

じ

め

て

神
の

役
に

立
つ

。

絶
対
な
る

も
の

は

個

体
性
を

恐
れ

る

ρ

ゴ
σ
の

。

冨

　

　゚

邑
三

蕁
臼
く

置
⊆
餌

訐
餌

口
c

巳
。

ど
の

よ

う
な

感
覚
へ
。゚

8
°。

註
8）
で

あ
れ

、

感
覚
の

激

化
は

、

宗
教
性
の

徴
で

あ
る

。

最
強

度
に

激

　

　
化
し

た

憎

悪

δ

畠
。

包

は
、

私
た

ち
に

「

悪
」

（

神
へ

の

負
の

道
（
蚕

く

9
Φ

ロ
 

題
け

ぞ
Φ

＜

奠
ω

∪

冨
口）

）

の

存
在
を
明
ら

か

に

す
る

。

　

　
悪

徳
は

正

常
な

本
能

曾
巴
9
δ）

よ

り
ず
っ

と

絶
対
な
る

も
の

に

近
い

が
、

と

い

う
の

も
、

私
た

ち
は

自
然
を

捨
て

去
る

そ

の

限

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
23，ワ

　

　
り
で

の

み

神
的
な
も
の

（一
Φ

要
含）

に

関
与
す
る

こ

と
が

で

き
る

か
ら
で

あ
る

。
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こ

こ

で

は

ま
ず
、

修
道
士
の

関
心
は

、

神
を

概
念
的
に

定
義
し

よ

う
と

す
る
こ

と

（

神
の

「

内
容
」

）

に

は

な

く、

神
を
感
じ

る

感

覚
の

強

度
に

あ
る

と

述
べ

ら

れ
、

神
を
強

烈
な

感
覚
の

強
度
そ
れ

自

体
と

し
て

捉
え
る

見
方
が

提
示
さ

れ
る

。

す
な
わ
ち

、

「

神
は

私

た

ち

の

戦

慄
の

瞬

問
と

し

て

規

定
さ
れ
る
」

と
い

う

神
観
で

あ
る

。

た
だ

し
、

神
を
経

験
す
る

の

は

「

戦
慄
の

瞬
間
」

で

あ
り

、

「

戦

慄
の

瞬
間
」

を

介
し

て

　
　
つ

ま

り
そ
の

只

中
で

ー
神
が

現
前
す
る

と
い

う
こ

と

が

言
わ
れ

て

い

る

の

で

は

な
く

、

あ
く
ま

で

も

神

は

こ

の

「

戦
慄
の

瞬

間
」

そ
の

も
の

で

あ
る

と

断

言
さ
れ

る
。

言
い

換
え
れ

ば
、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

経

験
そ

れ

自
体
が

「

絶
対
な

る

も

の
」

「

神
的
な

も

の
」

と
し

て

感
じ

ら

れ

て

い

る
の

で

あ
る

。

他
方
で
、

「

戦
慄
の

瞬
間
」

と

対
置
さ
れ

る

「

平

板
な
瞬

聞
」

と

は
、

こ

こ

で

は

通
常
の

「

知

覚
野
」

に

よ
っ

て

捉
え
ら

れ

た

世

界
を

指
し
て
い

る

と

思
わ

れ

る
。

し

た

が
っ

て
、

感
覚
や
情
動
が

「

平
板
な

瞬

間
」

を

超
え
る

ほ

ど

激
し
け
れ

ば
、

そ
れ
に

比

例
し
て

、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

の

「

戦

慄
の

瞬
間
」

が

神
と

感
じ

ら

れ

る
度
A
口

い

も

高
ま
る

と

言
っ

て

い

い

だ

ろ

う
。

つ

ま

り
、

シ

オ
ラ
ン

に
と
っ

て
、

「

絶
対
な
る

も
の
」

冂

神
と

は
、

「

自
然
」

や

「

本
能
」

を

超
え
る

ほ

ど

激

し
い

強

度
を

も
つ

経

験
そ
の

も
の

で

あ
り
、

あ
ら

ゆ

る

区
別
を
超
え
た

対
象
の

無
差

別
の

中
で

人
間
の

「

個
体
性
」

が

消
失
す
る

よ

う

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
24〕

な
経
験
で

あ
る

こ

と
が

窺
わ

れ
る

。

　

次
に

注

目
し

た

い

の

は
、

「

憎
悪
」

の

よ

う
な

情
動
の

激
化
も

、

「

感

覚
の

激
化
」

の

中
に

含

意
さ
れ

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

感
覚
と

情
動
が
判

然
と

分
け
ら
れ

て

い

る

の

で

は

な

く
、

両

者
は

重

な
り
合
い
、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

を
生

起
さ
せ
て
い

る

と

考
え

ら

れ

る
。

そ

し

て

情
動
は

、

自
然
的
「

本
能
」

か

ら

離
れ
る

ほ

ど

そ
の

強
度
が

激
し

け

れ

ば
、

そ

れ

だ

け
一

層
「

絶
対
な
る

も
の
」

へ

近

接
す
る

と

把
握
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

こ

こ

に
、

シ

オ

ラ
ン

の

「

情
動
の

神
秘
主

義
」

の

核
心
を

見
る

こ

と

が

で

き
る

だ
ろ

う
。

つ

ま

り
、

苦
痛
や

「

憎
悪
」

の

よ

う
に

、

主

体
に

と
っ

て

は

否
定
的
な
感

覚
や

情
動
で

あ
っ

て

も
、

そ
れ

ら
が
「

知
覚
野
を

超
え
る
」

ほ

ど

の

強
度
を

も
つ

激
越
な

も
の

で

あ
れ
ば

、

主

休
に

「

絶
対
な

る

も
の
」

の

到
来
を

経
験
せ

し
め

る

の

で

あ
る

。

か

く
て

、

「

悪
」

も

通
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エ ミー
ル

・シ オ ラ ン の 神

常
の

「

本
能
」

よ

り
強
烈
で

あ
る

た

め

に
、

「

神
へ

の

負
の

道
」

で

あ
る

と、．
百

わ

れ

る
。

同
様
に
、

「

悪
徳
」

が

自
然
的
な

も
の

か

ら
の

逸
脱
で

あ
る

限
り
で
、

「

絶
対
な

る

も
の

に

近
い
」

と

把
握
さ
れ
る
の

で

あ
る

。

　

こ

う
し

て
、

シ

オ

ラ

ン

は

修
道
士

（

神
秘

家）

の

経
験
を
、

自

然
的
「

本
能
」

か

ら

の

逸
脱
と

し

て

捉
え
、

そ
の

強
度
に

強
調

点
を

置
く

。

ゆ

え
に

、

シ

オ
ラ

ン

に

お
い

て

は
、

宗
教
的
な

信
／
不
信
や

善
／
悪
と

い

っ

た

倫
理
的

判
断
は

問
わ
れ

な
い

の

で

あ
る

が
、

む

し

ろ

そ

の

代
わ

り
に

、

神
の

現
前
を

感
じ

う
る
エ

ク

ス

タ

シ

ー

の

感
覚
と

情
動
の

強
度
そ
れ

自
体
が

主

問
題

と

な
る

。

で

は
、

「

戦

慄

の

瞬
間
」

と

し
て

感
じ
ら

れ
る
シ

オ

ラ

ン

の

神
と
は

、

ど
の

よ

う
な
も
の

だ

ろ

う
か

。

　

　
創
造
者
は

、

外

的
人

問
に

と
っ

て

は

絶
対
な
る

も
の
（
毎
σ
゜・

。

巨

で

あ
る

。

こ

れ

に

反
し
、

内
的
人

間
は

、

創
造
を

始
末
に

終
え

　

　
ぬ
一

細
部
と
も

、

無
益

な
、

あ
え
て

言
え
ば
不
吉
な
エ

ピ

ソ

ー

ド
と
も

見
な
す

。

あ
ら
ゆ

る

深
遠
な

宗
教
経
験
は

、

デ

ミ

ウ
ル

ゴ

　

　
ス

の

支
配
の

終
わ

る

と

こ

ろ

に

始
ま

る
。

宗
教
経
験
は

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス

を
必

要
と

せ

ず
、

そ

れ

を

告
発

す
る

。

そ
れ
は

デ

ミ

ウ
ル

　

　
ゴ

ス

の

否
定
で

あ
る

。

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス

が

私
た

ち
に

と

り
憑
い

て

離
れ
ぬ

限

り
、

私
た

ち
は

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス

と

世

界
と

か
ら

逃

　

　
れ

、

白
己

無
化
へ

の

衝
動
に

駆
ら

れ
て

非
創

造
的
な

も
の

〔
δ

ぎ
・

占

み
価

）

に

結

合
し
、

そ

こ

で

消

滅
を

果
た

す
手
立
て

は

何
．

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
ヘ　　　　
ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ　　　　ヘ
　
　　　ヘ
　　　　ヘ　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　
　　ヘ　　
　　へ

　

　
つ

な
い

。

エ

ク

ス

タ

シ

ー

　
　
そ
の

対

象
は

属
性
を

も
た

な
い

神、

神
の

本

質
　
　
に

よ
っ

て
、

私
た

ち
は

、

至

高
神
そ
れ

自
身

　

　
の

形

象
（
8
「

ヨ
e

よ

り
も
は

る

か

に

純
粋
な
、

あ
る

種
の

ア

パ

テ

イ

ア

（

8
登・

量
e

の

形
象
に

向
か
っ

て

上

昇
し

て

ゆ

く
。

そ

し

　

　
て

神
的
な
も
の

の

中
に

浸
っ

た

と
し

て

も
、

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

私
た

ち
は

神
の

あ
ら

ゆ

る

形
象
を

超
え
た

と

こ

ろ

に
い

る

の

で

　

　
あ
る

。

こ

れ
こ

そ

最
後
の

段
階
、

神
秘
思

想
の

到
達

点
で

あ
り

、

そ
の

出

発
点
は

、

デ

ミ

ウ

ル
ゴ

ス

と
の

絶
交
に

あ
り

、

デ

ミ

ウ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

（
25ザ

　

　
ル

ゴ

ス

と

の

付
き
合
い

を
、

そ

の

作
品
の

賞
賛
を
拒
否
す
る

と
こ

ろ

に

あ
る

。

　
こ

の

箇
所
で

示
さ

れ

た

神
観
は

、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

的
な
神
性
に

近
接
し
て
い

る

と
言
っ

て

い

い

だ
ろ

う
。

し
か

し
、

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
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〔
26〕

の

教
説
だ

け
で

は

な

く
、

そ
こ

に

グ

ノ

ー

シ
ス

主

義
的
思

索
が

加
わ

り
、

「

至

高
神
そ
れ

自

身
の

形

象
よ

り
も
は

る

か
に

純

粋
な

、

あ

る

種
の

ア
パ

テ

イ
ア
」

と

い

う
「

神
秘
思

想
の

到
達

点
」

に

達
す
る

と

言
わ

れ

る
。

す
な
わ

ち
、

こ

こ

で

は
、

 
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
、

 

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
、

 
ス

ト

ア

派
と
い

う
三
つ

の

異
な
る

文
脈
を

背
景
と

し

て

理

路
が
展

開
さ
れ
て

い

る
。

ま

ず
は

、

こ

の

輻

輳
し

た

背
景
を
整
理

し
て

お
き
た

い
。

　

第
一

に
、

冒
頭
の

「

外
的
人

問
」

と

「

内
的

人
間
」

は
、

パ

ウ
ロ

（
コ

リ

ン

ト

人
へ

の

第
二

の

手
紙、

第
四

章
＋
六

節
）

に

出
来

す
る

言

葉

で

あ
る

が
、

シ

オ

ラ
ン

に

お
い

て

は
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
的
な

意
味
合
い

で

用
い

ら

れ

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

が

ド
イ
ツ

語

説
教
の

随

所
で

述
べ

る

「

内
的
人

間
」

と

は
、

心
の

乱
れ

の

な
い

内

面
の

不
動

性
と

そ

れ

に

基
づ

く

精
神
的
な

在
り

様
を

示
し

、

「

外

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
〔
27“

的

人
間
」

と

は
、

感
覚
的
・

欲
望

的
な
在

り
様
を

言

う
。

第
二

に
、

神
に

関
し

て
、

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス
」

と

「

至

高
神
」

と

い

う
グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
に

基
づ

く
区

分
が

示
さ

れ

て
い

る
。

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
者
は

被
造

世
界
を
、

そ

れ

を
創
造
し

た

旧

約
聖

書
の

神
を

含
め

て

拒

絶
す
る

の

で

あ
る

が
、

こ

の

創
造
神
が
プ
ラ

ト

ン

哲

学
に

山
来

す
る

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス
」

と
い

う
語
で

呼
ば

れ
る

。

彼
ら

は

被
造
世

界
の

外
に

あ
る

超
越

的
な
光
の

世
界
（

プ

レ

ー
ロ

ー

マ
）

と

そ
こ

に

位

置
す
る

「

至

高
神
」

を

信
奉
し

、

人

間
は

自
己
の

神
的

本
質
を

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ハ
28〕

覚
知
（

グ

ノ

ー

シ

ス
）

す
る

こ

と

に

よ

り
、

プ

レ

ー

ロ

ー

マ

へ

と

回

帰
し

救
済
さ

れ

る

と

説
く

。

第一．．

に
、

ス

ト
ア

派
が

目

指
し

た

「

ア
パ

テ

イ

ア
」

の

境
地

が
、

神
自
身
よ

り
も

純
粋
な

も
の

と
し

て

提
示
さ

れ

る
。

こ

の

ギ
リ

シ

ア
語
は

、

語
源

的
に

は

情
念
（
バ

ト

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
（
29）

ス
）

の

否
定
形
で

あ
り

、

情
動
や

欲
望
に

乱
さ
れ

な
い

無
感
動
の

境
地

、

非
情

念
的
な
心
の

不
動
性
を

意
味
す
る

。

　

で

は
、

引
用
箇

所
で

示
さ
れ
た

神
観
に

つ

い

て

見
て
い

こ

う
。

ま
ず

、

 
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
の

教
説
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
的
思

索
と

が

結
び
つ

い

た

神
に
つ

い

て

の

語

り
の

生

成
を

跡
付
け

、

続
い

て
、

 
シ

オ

ラ

ン

の

神
観
が

、

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
的
二

元
論
か
ら

離
れ
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
的
な

神
性
へ

移
行

す
る

理

路
を

窺
い

、

最
後
に

、

 
シ

オ

ラ

ン

の

神
観
の

究

極
的
な
位
相
を

明
ら

か

に

す
る

。
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エ ミ
ー

ル ・シ オ ラ ン の 神

　

第
一

に
、

（

1
）

神
を

め

ぐ

る
語
り
の

な

か
で

、

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
の

教

説
と

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
と

の

交
錯
が

見
ら

れ

る
。

「

外
的
人

間
」

に
と
っ

て

は
、

い

わ
ば

背
後
世
界
と

し

て

の

プ

レ

ー

ロ

ー

マ

は

な

く
、

こ

の

被
造
世

界
が

欲
望

の

対
象
で

あ
る

。

そ
の

意
味
で
、

世

界
と

そ

の

創
造
神
は

「

絶
対
な

る

も
の
」

と

し
て

現
れ

る
。

そ
れ

に

対
し

、

「

内
的
人

間
」

に

と
っ

て

世
界
の

創
造
は

「

無

益
な

、

あ
え
て

言
え

ば

不
吉
な
エ

ピ

ソ

ー

ド
」

と

捉
え
ら

れ
る

の

で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

「

外
的
人

間
」

／
「

内
的
人

間
」

と
い

う
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

的
な

区
分

に
、

被

造
世

界
／
プ

レ

ー

ロ

ー

マ

と

い

う
グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
的
な

区

分
が
重

ね
合
わ

さ

れ

て
い

る

と

言
え

る
。

す
な
わ

ち
、

創
造

神
11

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス
」

が

創
造
し

た

欠

損
し

た

被
造
世

界
と
、

プ

レ

ー

ロ

ー

マ

と
い

う

区
分
に
、

主

体
の

在
り
様
と

し

て

「

外

的
人

間
」

／
「

内
的
人

間
」

が

対
応
し

て
い

る

の

で

あ
る

。

さ

ら

に

ま
た

、

被
造
世

界
の

拒
否
と

い

う
グ
ノ

ー

シ

ス

主

義

的
モ

チ
ー

フ

は
、

「

内

的
人

間
」

に

お

け

る

「

離
脱
」

と

い

う
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

的
な
モ

チ

ー

フ

と

相
関
し

て

い

る
こ

と

も
窺
わ

れ

る
。

　

次
に

、

〔

2
）

神
観
そ
れ

自

体
に

お
い

て
、

グ
ノ

ー

シ

ス
・
干

義
的
な

神
観
に

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
的
な

神

観
が

組
み

込

ま
れ

て

い

る
こ

と

が

分
か

る
。

シ

オ

ラ
ン

は
、

「

デ

ミ

ウ
ル

ゴ

ス
」

と
い

う
＝ ．一
口

葉
で

、

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
的
な

創
造

神
と

同

時
に

、

こ

の

世

界
の

創
造
者

と

し

て

表

象
さ
れ

る

キ
リ
ス

ト

教
．

般
の

神
も
想

定
し

て

い

る
。

そ

れ

は
、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

が

脱
却
せ

よ

と

説
い

た

慣
習
的
な

神
と
い

う
像
で

あ

る
。

シ

オ

ラ
ン

の

目
的
が

、

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス

と

世
界
と

か
ら

逃

れ
、

自

己
無
化
へ

の

衝

動
に

駆
ら

れ

て

非
創
造
的
な
も
の

に

結
合
し

、

そ
こ

で

消
滅
を
果
た

す
」

こ

と
で

あ
れ
ば

、

そ

の

た

め

に

は
、

あ
ら

ゆ

る

被
造

的
事
物
か

ら
脱

却
し

、

創

造
者
と

し
て
の

神
と
い

う
像
か
ら
も

自
山
で

あ
ら

ね

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
。

し

た

が
っ

て
、

こ

こ

で

は
、

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス
」

11

創
造
神
を

否
定
的
に

捉

え
る
こ

と
に

よ
っ

て
、

キ

リ

ス

ト
教
一

般

の

神
イ
メ

ー

ジ

か

ら

も
離
れ

、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

的
な
神

性
　
　
「

属
性
を

も
た

な
い

神
、

神

の

本
質
」

1
が

示
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

上

述
し
た

よ

う
に

、

シ

オ

ラ

ン

は

エ

ク
ス

タ

シ

ー

の

感
覚
の

強
度
そ
の

も
の

を
「

神
的
な
も

の
」

「

絶

対
な

る

も
の
」

と

感
じ
る

の

で

あ
る

が
、

こ

こ

に

お
い

て
、

そ
れ

は

何
ら

か
の

形

象
を

伴
っ

た

神
で

は

な

く
、

あ
ら

ゆ

る

形
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象
か

ら

脱
し

た

神
性
と

し
て

捉
え
ら

れ

て

い

る
。

か

く
て

、

シ

オ

ラ
ン

は
、

「

デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス
」

／
「

至
高

神
」

と

い

う
グ
ノ

ー

シ

ス

雫

義
的
な

表
象
を

用
い

つ

つ
、

そ

う
し

た

区
別
を

超
え
て

、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト

的

な

神
性
と

い

う
神
把
握
に

至
る

の

で

あ
る

。

　

も
っ

と

も
、

グ

ノ

ー

シ

ス

主

義
に

お

け
る

「

至

高
神
」

も
ま
た

、

否
定
神

学
的
な
仕

方
で

、

つ

ま

り
は

、

知

解
不
可

能
で

あ

り
、

把

捉
で

き

ず、

記
述
し

難
く

、

名、
つ

け
ら

れ

ず
…

…

と
い

っ

た

否

定
形
容
詞
を
重
ね

る
こ

と
に

よ
っ

て

示
さ

れ

る

も
の

で

あ
る

。

し

か
し

そ
れ

で

も
、

「

至

高

神
」

は

単
独
で

存
在
す
る

の

で

は

な

く
プ
レ

ー

ロ

ー

マ

に

あ

り
、

そ
こ

で

「

至

高
神
」

か
ら

複
数
の

ア

イ

オ

ー

ン

が

流
出
し
、

そ
う
し
た

　

　
な
か
ば

人

格
的
な

　
　
諸
ア
イ

オ
ー

ン

に

取

り
巻
か

れ
て

い

る

の

で

あ
る

、

そ
し

て
、

グ

ノ

ー

シ
ス

主
義

の

代

表
的
な

神
話
の
一

つ

で

あ
る

『

ヨ

ハ

ネ
の

ア

ポ

ク

リ
ュ

ホ
ン

』

に

お
い

て

記
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

「

ソ

フ

ィ

ア

の

過
失
」

に

よ

っ

て

創
造
神
が

生

じ
て

し

ま

う
。

し
た

が
っ

て
、

「

至
高

神
そ
れ
自
身
の

形
象
よ

り
も
は

る

か

に

純
粋
な
」

と
い

う．、
．

口

葉
か

ら
は

、

「

至

高
神
」

に

由
来
す
る

ア

イ
オ

ー
ン

に

よ
っ

て

創
造

神
が

牛
ま

れ
、

さ

ら

に

「

至

高
神
」

か
ら

人
問
に

キ

リ

ス

ト

と

い

う
救
済

啓
示
者
が

派
遣
さ
れ
た
こ

と
を

語
る

グ
ノ

ー

シ

ス

主

義
の

物

語
性
や
「

至
高

神
」

と
い

う
イ

メ

ー

ジ

そ
の

も
の

を

超
え
よ

う
と

し

て

い

る
こ

と

が

窺
わ

れ
る

の

で

あ
る

。

　
（

3
）

こ

う
し

た

理

路
を
経
て

見
い

だ

さ

れ

る

の

が
、

エ

ク
ス

タ

シ

ー

と

「

ア

パ

テ

イ
ア
」

と

い

う
異

質
の

経

験
が

結
び
つ

く
位

相

で

あ
る

。

エ

ク

ス

タ

シ

ー

の

強

度
の

経
験
は
、

最
終
的
に

は

「

神
の

あ
ら

ゆ

る

形
象
を

超
え
」

て
、

「

属

性
を
も

た

な
い

神
、

神
の

本

質
」

と

し
て

の

神

性
へ

至

り
、

し
か

も
そ

れ
は

、

「

ア

パ

テ

イ
ア
」

と

い

う

境
地
と

捉

え
直
さ

れ

る
。

そ

こ

で

は
、

「

ア

パ

テ

イ

ア
」

が
、

情
念
を
脱

却
し

た

も
の

と
し

て
、

ま
た

非
形

象
的
な
も
の

と

し

て

語
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

激
烈
な
エ

ク

ス

タ

シ

ー

に

お

い

て

感
じ
ら
れ
た

神
が

、

そ

の

極
点
に

お
い

て
、

「

ア

パ

テ

イ

ア
」

に

直
接
す
る

と

い

う
逆
説
的

事
態
が
現
れ

る

の

で

あ
る

。

こ

こ

に
、

シ

オ

ラ

ン

の

神
観
の

究
極
的
な

位
相
と

し

て
、

神
が
、

あ
ら

ゆ

る

属
性
を
脱

却
し
た
神

性
と

し
て

現．
前
す
る

に

至

る
。

か

く
て

、

激

越
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な

否
定
的
情
動
の

対
象
と

し

て

神
を
感
じ

る

と
い

う
「

情
動
の

神
秘
主

義
」

に

お
い

て
、

神
自
身
が

見
い

だ

さ
れ

て

く
る

の

で

あ
る

。

結
語

　

本
稿
で

は
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

と
エ

ク

ス

タ

シ

ー

に

お

け
る

情

動
と

感
覚
に

着
目

す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

シ

オ

ラ

ン

の

神
へ

の

ア

ン

ビ

ヴ

ァ

レ

ン

ト

な

態
度
が
、

不
在
で

あ
る

神
を

捉
え
よ

う
と

す
る

試
み

で

あ
る

こ

と
を

考
察
し

た
。

シ

オ

ラ
ン

の

神
把
握
と

は
、

メ

ラ

ン

コ

リ
ー

と
エ

ク
ス

タ

シ

ー

と

い

う
経
験
の

水

準
で

、

無
と
い

う

在
り

様
に

お
い

て

現
前
す
る

神
を
掴
ま
え

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

む

し
ろ

、

シ

オ

ラ

ン

に

よ

る

神
把
握
の

核
心
は
、

神
と

明
示
化
す
る
こ

と
で

実

体
的
・

実

在
論
的
に

表
象
す
る

の

で

は

な
く
、

主

体
に

到
来
す
る

情
動
や

感
覚
そ
の

も
の

と

し

て

神
を

掴
ま
え
よ

う
と

す
る
と

こ

ろ

に

あ
る
と

言

え
る

。

そ
の

極
限
的
な

在
り
様
と

し
て

、

エ

ク

ス

タ

シ

ー

と

ア
パ

テ

イ

ア

の

相

接
に

お
い

て

神
が

神

性
と

し

て

現

前

す
る

の

で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

シ

オ

ラ

ン

は

占
典
的
な
神
秘
主

義
の

文
脈
を

読
み

換
え

、

自

身
の

情
動
と

感
覚
そ

れ

自
体
を

「

神
的
な

も
の
」

「

絶

対
な
る

も
の
」

の

現
前
と

し

て

把

握
す
る

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

神
把
握

に

従
っ

て
、

シ

オ

ラ

ン

は
、

信
／

不
信

、

有

神
論
／
無
神
論
と
い

っ

た
二

分
法
と

は

別
の

位
相
に

お
い

て
、

自

身
の

感
情
や

情
動
に

ポ

ジ

シ

ョ

ン

を

据
え
て

、

「

情
動
の

神
秘
主

義
」

を

語
り
出
し

て

い

く
の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

シ

オ

ラ

ン

の

思

索
は

、

様
々

な

宗
教
的

伝
統
を

背
景
と

し
た

宗
教
思

想
と

神
秘
主

義
の

読
み

換
え
に

よ

る

神
論
と

し
て

捉
え

る
こ

と

が

で

き
る

だ
ろ

う
。

そ
し

て
、

神
へ

の

情
動
が

ギ
と

し
て

否

定
的
な

も

の

で

あ
る

と
い

う
こ

と

に
、

シ

オ

ラ

ン

の

神
把

握
の

在
り
方
の

独

自
性
が

現
れ

て

い

る
と
ヨ ．
口

え
る

。

つ

ま
り
シ

オ

ラ

ン

は
、

神
へ

の

情
動
の

否
定
的

位
相
に

と

ど

ま
る
こ

と

し

か

で

き
な
か
っ

た

と
い

う
こ

と

の

意

味

を

探
求
し
た

の

で

あ
る

。
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注
（

1
）
　
本
稿
で

は
、

「

経
験
」

と

「

体
験
」

を

区
別
す
る

こ

と

は
せ

ず、

論
述
に

お

い

て

は

「

経
験
」

の

語
に
統
一

し、

ま
た

同

様
に

 

諸

O
吟
δ
口
o
 

の

訳

　

　
語
も

「

経
験
」

と

す
る

。

た

だ

し、

術
語
と

し
て

の

「

神
秘
体
験
」

に

つ

い

て

は
、

そ
の

限
り
で

は
な
い

。

（

2
）
　
本

稿
は
、

情
動
と
い

う一．
百

葉
を、

精
神
分
析
学
や

精
神
医
学
に

お

け
る

専
門
川
語
と

し
て

厳
密
な

意
味
で

用
い

る

も
の

で

は

な

く
、

感
情
や

情

念
、

　

　
欲
求
な
ど

を

含
意
す
る

も
の

と

し

て
、

よ

り
広
い

意

味

合
い

で

使

用
す
る

こ

と
と

す
る

．

な
お
、

「

心
理

学
辞

典
』

に
よ

れ
ば
、

情
動
と

は

「

感
情

　

　
〔
 

日
o
酢

δ

巳

の

動
的
側
面

が
強

調
さ

れ
る

場
合
に

用
い

ら

れ
て

き
た

用
語
で

あ

り
、

急
激
に

牛．
起

し、

短
時
間
で

終
結

す
る

反
応

振
幅
の

大
き
い

一

　

　
過
性
の

感
情
状
態
ま
た

感
情
体
験
を
さ

す
」

（
今
田
純
雄
「

情
動
」

『

心

理
学
辞
典
』

有
斐
閣、

一

九
九

九
年、

四
一

四

頁）

と
い

う
。

（
3
）
　
シ

オ
ラ

ン

は

自
身
の

鬱

的
情
動
を、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー
、

空

虚、

鬱
〔
位

9
掃
ω

ω一
〇

巳
、

倦
怠
（
 

目
巳

と

い

っ

た

語
で

示
し

て

い

る
。

た

と

え
ば
、

　

　
本
文．
で

触
れ
ら
れ

な
い

「

倦
怠
」

に

つ

い

て

は
、

以

下
の

よ

う
に

語
ら
れ
る．、
「

倦
怠
は、

取
る
に

足
り
な
い

病
気
と

さ
れ
て

い

る

が、

そ

れ
は

私
た

　

　
ち
に、

祈

り
へ

の

欲
求
が
牛
じ

て

く
る

深
淵
を
垣

間

見
さ

せ
る
」

（

Ω
o

轟
戸

禽
謎

ミ
舞
Ω
p
＝

巨
煢
匹凾
一

〇
〇
 

も゚

峯
認゚

出
口

裕
弘

訳
『

告
白
と

呪
詛
』

　

　
紀
伊
國
屋

書
店、

一

九
九
四

年、

三

三．
貝）

。

な
お

、

シ

オ
ラ

ン

の

著
作
か
ら
の

引
用
は
、

邦
訳
書
を

参
照
し
つ

つ
、

私

訳
し

た
も
の

で

あ
る

。

（

4
）

　
一

拝

G
暮
紺

舜
Ω
 

≡

ヨ
ロ

三
」
OON

ワ
一

G 。

S
　
金

井
裕
訳

『

カ

イ
エ
」

法
政

大
学
出
版
局、

二

〇

〇

六

年、

一
．、

＝

頁
。

（
5
）
　
一

阜

翁
斡

ミ
越
3

戸

し。
一゜

金
井
裕
訳
『

絶
望
の

き
わ
み

で
』

紀
伊

國
屋
書
店、

一

九
九
一

年
、

三

七

−
二
八

頁
。

（
6

）

　

守
犀層
や
ト。

bこ鹽

同
書

、

　一

八

−
一

九

頁
C

（
7）

軍

9
ミ

箋
も
戸

ω

5
−

ω

写

『

カ

イ
エ
』

、
、

三

〇

八

頁
D

（
8）
　
目

負

肉
毳

彎
ミ
蹄

謹゚

Op
ロ一
ヨ

霞
匹

」
OOgO

°
。。

一゜

金

井
裕
訳
「
シ

オ
ラ

ン

対
談
集
』

法
政
大
学
出

版
局、

一

九
九

八
年、

八

二

頁。

（
9）
　
鶴
岡
賀
雄
「

『

神
秘
主

義
」

は

「

西

欧
キ

リ
ス

ト

教
」

的
か
？

」

（
『

東
西

宗
教

研
究
』

第
九

号、

二

〇
一

〇

年）
、

四

−
一

二

頁
を

参
照

。

（
10）

38
ト

巴
冒

曽
琶
戸

G
ご

ミ
謡

ミ
貯

職

爲

警
、

§
舜
∪
。
ω」

8
ε
曾
¢
ω−
b 。

02

も
O°

鐔
よ
N

（
11）
　
Go

弓
o

鐔

ζ

＆
「

o

譽
9
卜
鴨

b
鴨

奚
》

ミ
ミ
爰
ミ

誉

9
ミ
§℃
刃
o
∩

冨
ぴ

b。
OO

ω

も
」

留．

（
12）
　

Ω
o
「

四

⇒°
O
葛

ミ
ミ
勲

O°
 
ω

b σ゚

　
『

カ

イ
エ
』
、

六．
二

二

頁
D

（
13）
　
H

ρ

臼

ミ
ミ
吻

も゚
心
ω
o 。’

金

井
裕
訳

『

思

想
の

黄
昏
』

紀
伊
國
屋

書
店、

一

九
九
三

年、

．

六
八

頁。

（

14
）
　
メ

ラ

ン

コ

リ
ー

に

お

い

て

感
じ

ら

れ

る

神
の

不

在
と
い

っ

た

事
態
が
、

シ

オ

ラ

ン

の

出

自
と

関
わ
る

宗
教
的
文

脈
に

お
い

て
い

か

な

る
も
の

で

あ
っ

　

　
た
の

か

と
い

う
点
に

つ

い

て

は
、

シ

オ

ラ

ン

自
身
は

ほ

と
ん

ど

何
も
語
る

こ

と
が

な
か
っ

た
。

ル

ー

マ

ニ

ア

出
身
の

モ

ド
レ

ア

ヌ

は
、

正
教
会
司

祭
の

　

　
息
子
で

あ
る

シ

オ
ラ

ン

が
、

正

教
会
の

思

想
に

失
望

し
た
理

由
を
以

下
の

よ

う
に

解
釈
し

て

い

る
。

「

東
方
正

教
会
に

と
っ

て

は
、

キ
リ

ス

ト
が
主

題

　

　
で

あ
る

。

人

間
の

魂
へ

の

キ
リ

ス

ト
の

内

在
は

疑
い

え
な
い

が、

そ
の

結
果

、

誰
も、

魂
の

た
め

に

神
を

求
め

よ

う
と

は

し

な
い

。

［
中
略］

正

教
会

90（712）
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の

魂
は

満
た

さ
れ
て

お

り、

控
え

め
で
、

熱

情
的
で

も

冷
静
で

も
な

く、

た
だ

穏
や
か
で

あ
る

。

「

中
略
］

だ

が、

シ

オ

ラ

ン

は

正

教
会

的

経
験
の

水

　

　

平
性
と

穏
や

か

さ
に
失
望
し、

な
れ

ば

こ

そ、

神
の

う
ち
に

生

き
る
と

い

う
西
方
神
秘
思
想
の

垂

直
的
か
つ

深
遠
な
不宀
元

全
性
に

惹
か
れ

た
と

考
え
る

　

　
こ

と

が
で

き
る
」

（
ζ
o

臼
窪
ロ

ニ

oP

鼻
：

唱゜

＝
 
）

。

た
だ

し
、

正

教
会
と

い

う
宗
教
的
文
脈
の

な
か

で
、

シ

オ

ラ

ン

が
い

か
な
る

か

た

ち
で

神
の

不

　

　

在
と

い

う

事
態
を

経
験
し
た
か
と
い

う
点
に

つ

い

て

は
、

先
行
研
究
に

お
い

て

も

解
明
さ
れ

て

は
い

な
い

、

（
15
）
　
シ

オ

ラ

ン

が

自
ら

の

鬱
的

情
動
を
；
口

い

表
す
た

め

に

用
い

る

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

と
ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

と
い

う
概
念
の

歴

史
に

つ

い

て、

宗
教

的
な
文
脈
と

　

　

関
わ

ら

せ

な
が

ら、

若
干
触
れ
て

お
き
た
い
．

古
代
ギ
リ
シ

ア

に

お

い

て

メ

ラ

ン

コ

リ

ア

と

い

う
語
は、

黒
胆
汁
（
メ

ラ

イ
ナ
・

コ

レ

i
）

に

由
来
す

　

　
る
。

そ

れ

は
、

紀．
ル

前
五

世
紀
か
ら
四

世

紀
に

か

け
て

の

「ユ
ヒ

ッ

ポ
ク

ラ

テ

ス

集
典
』

に

最
初
に

出
現
し
、

そ
の

体
液

学
説
に

お

い

て

メ

ラ

ン

コ

リ
ア

　

　
は、

血

液、

粘
液、

黄
胆
汁、

黒
胆
汁
と
い

う
四

つ

の

体
液
問
の

失

調
の

結
果、

黒
胆

汁
が

過
剰
に

な
っ

た

場
合
で

あ
る

と
見

な
さ
れ
て

い

る
。

次
い

　

　
で

プ
ラ

ト

ン

が
、

快
楽
と

苫
痛
と

い

う
両

極
を

揺
れ

動
く
狂
躁
（
マ

ニ

ア
）

を

主

に

論
じ

る
．．

さ
ら
に、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ア

に

お

　

　
け
る

無

気
力
と
エ

ク

ス

タ

シ

ス

的
高
揚
の

両
極

性
を

記
述

し
、

こ

の

病
を
天

才
性
と

結
び

付
け
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

メ

ラ

ン

コ

リ
ア

の

概
念
と

は

　

　
別
に

、

古
代
ギ

リ
シ

ア

語
で

「

配
慮
の

欠
如
」

を

意
味
す
る

ア

ケ
ー

デ

ィ

ア

（

穿

互

鬢）

が
教
父

た

ち
に

よ

っ

て

論
じ
ら

れ
た

。

ア

ケ
ー

デ

ィ

ア

と

　

　
は
、

砂
漠
の

隠
修
上
や

修
道
院
の

僧
侶
を
襲
う

病
（
ま
た

は

罪）

で

あ

り
、

そ
れ

は
、

教
父
た

ち
に

よ

っ

て

八

つ

（
後
に

七
つ
）

の

大
罪
の
一

つ

に

数

　

　
え
ら
れ、

魂
の

倦
怠、

無

気
力、

救
済
へ

の

無

関
心

な
ど

と

し
て

現
れ
る

。

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

と
メ

ラ

ン

コ

リ
ア

が

い

つ

合
流
し
た
か
を

特
定
す
る

こ

と

　

　
は

容
易
で

は
な

い

が
、

な
か
ば

神
学
的
な
概
念
で

あ
る

ア

ケ

ー

デ

ィ

ア

が
、

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

に

由
来
す
る
人

文
主

義
的
な
メ

ラ

ン

コ

リ
ア

と
い

う

語

　

　
に．
取
っ

て

代
わ
ら

れ

た
の

は
十
五

世
紀
で

あ
る
と

さ
れ

る
。

以

上
の
、

メ

ラ

ン

コ

リ
ー

と

ア

ケ
ー

デ

ィ

ア

の

概
念
史
に

つ

い

て

は、

H
・

テ

レ

ン

バ

ッ

　

　
ハ

　（
木

村
敏
訳
）

『

メ

ラ

ン

コ

リ
ー

』

改
訂
増
補

版、

み

す
ず

書
房、

一

九
八

五
年、

二
．
．

1
四

六

頁、

お
よ

び
、

R
・

ク

リ
バ

ン

ス

キ
i
、

E
・

パ

　

　
ノ

フ

ス

キ
ー
、

F
・

ザ
ク

ス

ル

（
円

中
英
道
監

訳冖）

『

十

星
と

メ

ラ

ン

コ

リ

ー
』

品
文
社
、

一

九

九
．

年、

二
一

−
一

；
Q
頁、

二
、

一
五

1．
一

五
〇

頁

　

　
を

参
照。

（

16
）
　
Ω
o

冨
戸

禽
ミ・
毳
軌

も゚
も。

O
鼻゚

金

井
裕
訳

『

涙
と
聖

者
」

紀
伊
國
屋

書
店、

一

九

九

〇

年、

七
四

頁．

（

17
）

　
た
と

え
ば
、

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
は

「

神
を
放
下

す
る

こ

と
」

と

題
さ
れ

た

説
教
に

お
い

て、

「

被
造
れ

た

も
の

は

す
べ

て

無
で

あ
る
」

と

語
っ

て

い

る

　

　
（

マ

イ
ス

タ

i
・

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

（

卜

田
閑
照
訳
・

香
田

芳
樹
訳
註）

『

ド

イ

ツ

語

説
教

集
』

創
文
社、

二

〇
〇

六
年、

一

三
一

頁
を

参
照）

。

た
だ
し
、

　

　
同

書
の

訳

註
で

指
摘
さ
れ

る
よ

う
に
、

「

こ

こ

で

の

『

無
』

は

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
が

『

神
は

純
粋
な

無
で

あ
る

」

と

い

う
と

き
の

無
と
は

当
然
の

こ

と

な

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

つ
く

ら

　

　
が
ら
違

う
」

（

同
書、
．

一
二

二

頁
）

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は、

神
と

対
比
し
て
、

「

被
造
れ

た
も
の

は

す
べ

て

無
で

あ
る
」

と

語
る

の

で

　

　
あ
る

。

（
18）
　
Ω
o

鑓
P

翁
ミ
基
吻

も．
卜。

切

卜。°

金

井
裕
訳
h

欺
瞞
の

書
』

法
政

大
学
出
版
局、

一

九
九
五

年、

二

〇
〇

貞。
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（
19）
　
目

負

6
寒
紺

謎

も゚
Q。

認゚

『

カ

イ
エ

』

、

八
七
九

頁
。

（
20）
　
こ

の

間
の

シ

オ
ラ

ン

自
身
の

人
生

経
験
と

思
想
的

変
遷
に

つ

い

て

簡

単
に

触
れ
て

お
き
た
い

。

二

〇

代
の

処
女

作
か

ら
シ

オ
ラ

ン

は

自
殺
に
つ

い

て

　
　
論
じ

て

い

る
が
、

自
殺
未
遂
の

具
体
的
記

述
は
、

五

〇

代

半
ば
の

経
験
が

ご

く
短
く

『

カ

イ
エ
」

に

記

さ
れ

て

い

る
。

そ
れ
に

よ

れ
ば、

シ

オ
ラ

ン

は

　
　
岸
壁
か
ら

身
を
投

げ
る

こ

と
な

く
数
時
間

そ
こ

に

と
ど

ま

り
、

全
て

が

非
実
在
で

あ
る

と

確

信
し
、

自

殺
念
慮
は

消
え
た
と
い

う
。

そ
し

て
、

「

私
た

　
　
ち．
が

空

性
（

＜

霧
三
3）

に

お

の

れ
を

開
き

、

空

性
が

私
た

ち
に

浸
透

す
れ

ば

す
る

ほ

ど
、

自
分
で

あ
る
こ

と
、

人

間
で

あ
る
こ

と
、

生

き
て

あ
る

こ

　
　
と
の

宿

命
の

外
に

出
る

、

も
し

全
て

が

空

（
く

置
Φ
）

で

あ
れ
ば
、

こ

の

三

つ

の

宿
命
も
ま
た

空
で

あ
ろ

う
」

（
H

玄
ロ゚

も゚
一

一

〇
〇°

同
書、

六
七

頁
）

と

　
　
い

う
言

葉
に

端
的
に

窺
わ

れ
る

よ

う
に

、

こ

の

経
験
以
後
シ

オ

ラ

ン

は
、

仏

教
の

「

空
」

11

非
実
在
性
の

思
想
を

独
白
に

読
み

替
え
る

こ

と
で

諦
念
に

　
　
も
似
た

自
己
受
容
を

果
た

し
て

い

く
。

こ

の

こ

と
に

つ

い

て

は
、

拙
稿
「

シ

オ

ラ

ン

の

自
殺
念

慮
と

自
己

受
容
」

（
『

死
生

学
研
究
』

第
一

五

号、

二

〇

　
　
一
一

年
）

に
お
い

て

論
じ

た
。

（

21
）
　
十
字
架
の

ヨ

ハ

ネ

や
ア

ヴ
ィ

ラ

の

テ

レ

ジ

ア

ら

が
属
す
る

ス

ペ

イ

ン

神
秘
主

義
に

お
い

て

は
、

「

存
在
論
的
あ
る

い

は

宇

宙
論
的
思

弁
よ

り
は

、

『

魂

　
　
の

神
と

の

合
一

の

実
現
』

を
目

指
す
修
道

生
活
の

実
践
に

即
し

た、

内
省
的
心

理
学
の

領
域
が、

そ

の

言
説
の

主

な
場
面
と

な
っ

て

い

る
」

（

鶴
岡
賀

　
　
雄
「

ス

ペ

イ

ン

神
秘
生

義
」

「

キ

リ
ス

ト
教

辞
典
』

岩
波

書
店、

二

〇
〇

二

年、

六
二

四

頁
）

。

そ
こ

で

は
、

神
秘
経
験
の

詳
細
な
記
述

や
分
析
・

評
価

　
　
が

行
わ

れ
る

と
と

も
に

、

「

合
一
」

を

願
う
魂
の

神
へ

の

愛
が
雅

歌
的
恋

愛
の

比
喩
を

用
い

て

語
ら

れ
る

の

で

あ
る
．

そ
れ

と
は

対
蹠
的
に
、

ド

イ
ツ

　
　
神
秘
主

義
の

思
想
的

頂
点
で

あ
る
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
は
、

「

思

弁
的
神
秘
主

義
の

代

表
者
」

で

あ
り、

「

そ
の

思

想
は

ス

コ

ラ

学
と
神
秘
主

義
と
の

結
合
と

　
　
言

う
べ

き
も
の
」

で

あ
る

（

中
山

善
樹
「

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
」

「

哲
学
・

思

想
事
典
』

岩
波

書
店、

一

九
九

八
年、

一

五

八

頁）
。

シ

オ
ラ

ン

は
、

ド
イ
ツ

　
　
神
秘
主

義
と
ス

ペ

イ
ン

神

秘
主
義
の

両

者
か
ら

影
響
を

受
け
て

い

る

が、

そ
の

神
に

関
す
る

思

索
が

情
動
に

根
ざ

し
て

い

る

と
い

う
意

味
に

お

い

て

　
　

　
　
ス

ペ

イ
ン

神
秘
主

義
に

連
な
る
よ

う
な

ー
い

わ
ば

「

情
動
の

神
秘
卞

義
」

と

捉
え
る
こ

と
が

で

き
る

だ
ろ

う
。

（

22）
　
Ω
o
蠧
戸

禽
ミ
丶

舞
ロ゚

圏
○。．

『

涙
と
聖

者
』

、

一
】

九

頁
。

（

23）
　
H

窪
α゚

も
P
ω
幽
卜⇒
1

ω

心
゜。．

『

思
想
の

黄
昏
』

、

一

八

頁
。

（

24）
　
こ

こ

で

留
意
し
た
い

の

は
、

不
在
と
し

て

で

あ
れ
、

あ
る

い

は

渇
望

や
憎
悪
の

対
象
と

し
て

で

あ
れ、

神
が

「

感
じ
ら
れ

る
」

と
い

う
経
験
そ
の

も

　
　
の
、

あ
る
い

は
、

経
験
を
そ
の

よ

う
に

記
述
す
る

際
に

は
、

神
は

対
象
と

し
て

感
じ

ら

れ
て

い

る
の

に

対
し

、

神
が
「

戦
慄
の

瞬
間
」

そ
れ

自
体
で

あ

　
　
る

と一、＝
口

わ
れ
る

と

き
に

は
、

も
は

や
神
は

そ
の

よ

う
な

対
象
化
以

前
の

と

こ

ろ

で

感
じ

ら
れ
て

い

る

と
い

う
こ

と
の

差

異
を
い

か

に
考
え
る

か
と

い

う

　
　
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

差

異
に

つ

い

て

は
、

深
澤
英

隆
に

よ

る

神
秘

経
験
の

記
述
に

関
す
る

議
論
の

明
解
な
整

理
を

参
照
し
て

お

き
た
い．、

深
澤
に
よ

れ

　
　
ば
、

「

体
験
／
解

釈
」

と

い

う
二

分
法
に
立
つ

ウ

ォ

ル

タ

ー
・

ス

テ

イ
ス

は
、

「

神
秘
体
験
」

の

い

わ

ゆ
る

「

不

亘．
薺

性
」

に

つ

い

て、

そ
れ

を
体

験
の

　
　
只
中
に

お
け
る

「

同
時
的
」

不

可．＝
口

性
と

体
験
後
に

お

け
る

　
　
否

定
神
学
に

見
ら
れ
る

よ

う
な

　
　
「

事
後
的
」

不
可

言
性
と

に
分

け
て

い

る
．

ス
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エ ミー
ル

・
シ オ ラ ン の 神

　
　
テ

イ

ス

の

特
徴
づ

け
に

従
え
ば

、

た

と

え
ば
、

「

戦
慄
の

瞬
間
」

と
い

う
体
験
の

同
時

性
に

お
い

て

は
、

概
念

的
把

握
の

前
提
で

あ
る

分

節
性
を
欠
い

　
　
て

い

る

た

め
に
、

本

来
的
な
意
味
で

「

不
可．
言
」

で

あ
る

。

一

方
で

、

体
験
後
に

お

い

て

分

節
的
な
反

省
意
識
に

戻
る

と

き
に

意
識
に

も
た

ら

さ
れ
る

　
　
の

は

想
起

さ
れ

た
体
験
で

あ
り
、

そ
れ
は
必
ず
し

も
完
全
な

「

不
叮

言
」

を

意
味
し

な
い．、

つ

ま
り、

舎
定
神
学
に

お

け
る

よ

う
に、

否

定
辞
を
重
ね

　
　
る
こ

と
も

す
で

に
一

つ

の

「

事
後
的
」

な

記
述
と

見
な

さ
れ

る
の

で

あ
る

（
以
上
は

、

深
澤
英
隆

『

啓

蒙
と
霊

性．］

岩
波

書
店、

二

〇
〇
六

年、

二
一

　
　
九

頁
を

参
照）
。

こ

う
し

た

区

別
を

踏
ま
え
て
、

シ

オ
ラ

ン

の

「

神
秘

体
験
」

と

記
述
と

い

う
連
関
を

見
る
な
ら
ば
、

神
を

感
じ
ら
れ

る

対

象
と

し
て

　
　
分

節
し
記

述
す
る
こ

と
は

「

事
後
的
」

不
可一、＝
口

性
に

対
応
す
る
だ

ろ

う
。

一

方
で
、

神
を

対
象
化
以

前
の

「

戦

慄
の

瞬
間
」

で

あ

る

と

感
じ
る

こ

と

も

　
　
ま
た
、

反

省
意
識
に

立

っ

て
、

体
験
後
に

そ

れ

を
想
起
し

な
が
ら

記
述
さ
れ
た

も
の

と

考
え
ら
れ

る
。

つ

ま

り、
「

神
は

私
た

ち
の

戦
慄
の

瞬
間
と

し

　
　
て

規
定
さ
れ

る
」

と

い

う
シ

オ
ラ

ン

の

記
述
内
容
は

、

神
は

対
象
化
以

前
の

体
験
そ
の

も
の

で

あ
る

と

い

う
「

同
時
的
」

不
可

言
性
を
亀

張
し
て

い

る

　
　
の

で

あ
る

が
、

実
際
に
は

そ
れ
は

、

体
験
後
の

想
起
に

お
い

て

そ
の

よ

う
に

把
握
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
と、
青

い

う
る

。

し
た
が
っ

て
、

シ

オ
ラ

ン

が

神

　
　
を

対
象
と

し
て

感
じ

記
述
す
る
こ

と
と
、

神
が

対
象
化
以

前
の

「

戦
慄
の

瞬

間
」

と

い

う

体
験
そ
の

も
の

で

あ
る

と

主
張
す
る
こ

と
は
、

ス

テ

イ
ス

の

　
　
二

分
法
に

即
せ

ば
、

い

ず
れ
の

場
合

も
休
験
後
の

「

事

後
的
」

な
記
述
で

あ
る

。

つ

ま
り、

シ

オ

ラ

ン

の

記
述
の

二

重
性
は
矛
盾
で

は

な

く、

情
動
や

　
　
感
覚
に

基
づ

く
シ

オ

ラ

ン

の

神
把
握
の

あ
り
方
の

多
様

性
を

示
す
も
の

で

あ
る

と一、「
口

え
る

。

（

25
）
　
Ω
o

岳
P

翁
ミ
龕
恥

も
」
一

認゚

金

井
裕
訳

『

悪
し

き
造
物
主
」

法
政

大
学
出
版
局、

．

九
八

四

年、

、

○

頁
。

（

26
）
　
シ

オ
ラ

ン

は
、

著

作
に

お
い

て
、

グ

ノ

ー

シ

ス

理

解
の

典
拠
を
示

す
こ

と
は

な
い

が、
一．
カ

イ
エ
』

に
は
、

グ

ノ

ー

シ

ス

学

者
H
・

C
・

ピ

ユ

エ

シ

　
　
ュ

の

講
義
に

参

加
し

て

い

た

こ

と

が
記

さ
れ
て

い

る
。

（
27
）
　
田

島
照
久
「

訳
注
」

（

「

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
説

教
集

」

岩
波
文

庫
、

一

九
九
〇

年）
、

二

七
「

ー
二

七
二

頁
を

参
照

。

（
28
）
　
グ
ノ

ー

シ

ス

卞
義
の

神
観
念
に

つ

い

て

は
、

大
貫
隆
『
グ
ノ

ー

シ

ス

考
」

岩
波
書

店、

二

〇

〇

〇

年
を

参
照
。

（
29
）
　
宮

本
久

雄
「

ア
パ

テ

イ
ア
」

（
前
掲
「

哲
学
・

思

想
事
典
』

）
、

二

入

頁
を
参
照

。
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On  the Formation of  Cioran's View of  God

FUJIMOTO  Takuya

This paper  examines  how  Emil  Cioran (1911'1995) conceived  of  God in his

nihilistic thought  Cioran, who  was  exiled  from Romania  to France  and

wrote  aphorisms  and  essays  in French, had certain  ecstatic  experiences

which  he regarded  as  religious.  His ecstasies  were,  however, followed with

melancholic  affects, which  discouraged his faith in God. Although  Cioran

continued  to write  about  God on  manv  occasions  in his works  and  wished

all his life to have faith, he was  not  able  to avoid  depression and  felt empti-

ness  in the world  and  being itself, Thus, he not  only  lamented his personal
loss of  God, but also  expressed  anger  and  hate for God himself. From  a

psychological  point  of  view,  it may  be said  that his concept  of  God was

imbued  by these  depressive and  negative  feelings towards  the divine. This

paper  analyzes  the relationship  of  nothingness  and  God in Cioran's thought

by examining  his discourse concerning  nothingness,  That  is, the question

of  how  Cioran felt about  God is addressed.  The  paper  then  proceeds to

shed  light on  his view  of God. which  does not  lie within  the  dualist frame-

work  of  faith/non-faith and  theism/atheism.
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