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第一
一

部
会

「

女

性
神
秘

家
」

に

お

け

る

理
性
と
経
験

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

村
上

　
　
寛

　

修
道
誓
願
を
た
て

ず、

俗
人
の

身
分
で

聖

性
を

求
め

た

べ

ギ
ン

（
しU
 −

ゆ自

巳
昌
Φ）

と

呼
ば

れ
る

女
性
た

ち
の

思

想
が

愛
を
中
心
と
し

た

も
の

で

あ

る

こ

と
は

確
か

だ
が
、

愛
だ

け
に

注
目

し
す
ぎ
る

こ

と
は

、

彼
女
た
ち
の

理

性
や

知
に

つ

い

て

の

理

解
を
誤
る

こ

と
に

繋
が
る

も
の

で

あ
る

。

そ

こ

で

本
発
表
で

は
べ

ギ
ン

た

ち
に

見
ら
れ
る

理

性
に

対
す
る

否
定
的
評
価
と

愛
の

経
験

、

愛
に

よ
る

経
験
が
持
つ

意

味
に

つ

い

て

確
認
し
た
上
で、

ハ

デ

ウ
エ

イ
ヒ

（

団
餌
α
 

註
甘
げ
）

と
マ

ル

グ
リ

ッ

ト
・

ポ

レ

ー

ト

（

ζ
賀−

ゆ身

⊆
o

馨
o

℃
o

器
9
）

と
い

う
二

人
の

特

異
な
「

ベ

ギ
ン
」

に

お

け
る
理

性

理

解
と

そ
れ
が
意

味
す
る

も
の

、

そ
し
て

彼
女
た
ち
の

理
性
の

位
置

付
け

に

つ

い

て

検
討
し

、

そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
浮
か
び
上

が
ら
せ

る
こ

と

を
試

み

た

い
。

　
ベ

ギ
ン

た
ち
が

、

理
性
的
論
証
に

よ

る
神
探
求
で

は

な
く、

愛
に
よ

っ

て
、

謙
譲、

謙
遜

、

節
制
を
軸
と

し
た

生
に
よ

っ

て

キ

リ
ス

ト

及
び

使
徒

た

ち
を
「

ま
ね
ぶ
」

こ

と
で

神
を

求
め

た
こ

と

は、

女
性
を
取
り
巻
く
時

代
状
況
も
相
ま
っ

て
ほ

と

ん

ど

必

然
的
な
こ

と

と
さ
え
言
え
る

が、

こ

の

よ

う
な
ま

ね
び

に
お
い

て

注
目
し

た

い

の

は
、

そ
れ

が

身
体
及
び
感
覚
に

よ

る

経
験
と

密
接
に
結
び

つ

い

た

も
の

で

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

そ

し
て

理

性
で

は

な
く
愛
と

経
験
に

よ

っ

て

神
が

求
め

ら

れ

た

こ

と

の

最
た

る

理

由
は
、

理
性
が

愛
と
の

対
比

に
お

い

て

限
定
的
能
力
と

捉
え
ら
れ

た

こ

と
に

よ
る

が
、

で

は

ハ

デ

ウ
ェ

イ

ヒ

と

ポ

レ

ー

ト

に

お

い

て

理
性
は

ど

の

よ

う
に

位
置
づ

け
ら
れ
て

い

る
の

だ

ろ

う
か

。

　
ハ

デ

ウ
ェ

イ
ヒ

の

場
合、

理
性
が
愛
と
相
互

補
完
的
な

関
係
に
あ
る

能

力
と

見
な

さ
れ

、

そ
の

価
値
及
び

有
用
性
が

積
極
的
に

認
め

ら

れ
て

い

る

点
に

特
徴
が

あ
る

と

言
え
る

。

人
間
の

能
力
で

あ
る

理

性
に

つ

い

て

は

ま

た
、

そ
れ

が

迷
い

、

誤
る

も
の

で

あ
る

こ

と
も

指
摘
さ

れ
て

い

る
が、

愛

と

相
互

補

完
的

関
係
に

あ
る

理
想
的
能
力
と
し

て

の

理

性
は

、

特
に
「

照

明
さ

れ

た
理

性
」

（
〈
Φ

島
。
げ

8
話
α
Φ
⇒

9
と

呼
ば

れ、

区
別
さ
れ
て

い

る
。

究
極
的
な

場
面
に

お
い

て

人

間
は

確
か

に

神
を

知
る

こ

と
は

出

来
ず、

た

だ

神
的
な

経
験
が

あ
る

の

だ
が

、

そ
の

よ

う
な
状

態
へ

向
か

う
個
々

の

場

面
に

お

い

て

は、

被
造
的

事
物
間
の

関
係
に

よ
っ

て

理
性
を

曇
ら
さ
れ

る

こ

と
な
く、

愛
に

よ
っ

て

照
ら

さ

れ
た

理
性
が、

愛
を
教
え
な
が

ら

た

だ

神
を

求
め
る

こ

と

こ

そ
が
求
め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
そ
れ

に

対
し
て

ポ
レ

ー

ト
に

お

け
る

理
性
へ

の

評
価
は
一

見
苛
烈
な

ま

で

に

否
定
的
で

あ
る

。

擬
人

化
さ
れ

た

諸
概
念
に

よ
る

対

話
形

式
を
と
る

『

単

純
な

魂
の

鏡
」

で

は
、

理

性
も
そ

の

登
場
人

物
の
一

員
と
し

て

登

場

す
る
が、

あ
る

時
点
で

死
を

宣
告
さ

れ

て

し
ま

う
。

つ

ま

り
理

性
は

完
成

の

た
め
に

必
要
で

あ
る
ど
こ

ろ

か
、

む
し
ろ

「

死
ぬ

こ

と
」

が
必

要
と

さ

れ
る

よ

う
な、

完
成
の

障

害
の
一

つ

で

あ
り、

理

性
に

支
配
さ
れ
る

生

は
、

形
骸

化
し
た

社
会
的
規

範
に

従
う
だ

け
の

生
と

見
な
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
ポ
レ

ー

ト

の

理
性
理
解
に
お
け
る

も

う
一

つ

の

重
要
な

観
点
が

、

理

性

の

「

探
す
こ

と
」

と

い

う
本
質
で

あ
る

。

見
出
し
て
い

な
い

か
ら
こ

そ

探

す
と
い

う
こ

と

が

成
立

す
る
の

で

あ
っ

て
、

神
が
理
性
に
よ

っ

て

は
把

握

し

難
い

対

象
で

あ
る

以

上、

探
す
こ

と

そ
れ

自
体

が

未
熟
な

行
為
で

あ

り、

探
す
こ

と

で

あ
る

理
性
が
死
な
な

け
れ
ば

秘
め

ら
れ
た

こ

と

を
理

解
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出

来
な
い

の

で

あ
る

。

そ
し
て

こ

の

よ

う
な
理

性
に

は

愛
が

対
置
さ
れ

る
。

理
性
は

探
し
求
め

、

愛
は
探
す
こ

と
な
し
に

見
出
す
の

で

あ
る

。

し

か
し
理
性
の

死
は
理

性
の

放
棄
を
意
味
し
な
い

。

そ

れ
は
主

従
関
係
の

逆

転
と

し
て

理
解
さ
れ
る

。

理

性
に

従
う
と
は

感
覚
経
験
に

盲
従
し
て

生
き

る
こ

と
で

あ
る
が、

愛
が

支
配
す
る

よ

う
に

な
っ

た

魂
で

は
、

感
覚
認
識

能

力
と
し
て

の

理

性
が

放
棄
さ

れ
る

わ

け
で

は
な

く
、

感

覚
認
識
能
力
と

し
て

の

理

性
が
純
粋
な

奴
隷
と
し
て

魂
に

従
う
よ

う
に

な
る

の

で

あ
る

。

　

理
性
が
こ

の

世
に

関
わ
る

限
定
的
能

力
で

あ
る

こ

と
、

そ
し

て

道
徳
的

社
会
規
範
と
で

も

呼
ぶ

べ

き
も
の

で

あ
る

こ

と
は

両
者
に

共
通
す
る

点
で

あ
る

が
、

ハ

デ

ウ
ェ

イ

ヒ

が

魂
の

完
成
の

過
程
に

お
い

て

理
性
と

愛
と
の

相
互

補
完
的
な

関
係
を
理

想
と
し

て

い

る

の

に

対
し
て

、

ポ

レ

ー

ト
が

理

性
と

魂
の

主

従
関
係
の

逆

転
と

い

う
独
自
の

モ

チ

ー

フ

を

展
開
し
て

い

る

点
に
、

両
者
の

決
定
的
な

相
違
が

あ
る

と

言
え
る

。

ス

ピ

ノ

ザ
に

お

け

る

無
知
と
し
て

の

奇
跡

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

大
野

　
岳
史

　
ス

ピ
ノ

ザ
は

『

神
学
・

政
治
論
』

の

中
で

迷
信
を
批
判
す
る

立
場
の

も

と

新
し
い

聖
書
解
釈
を
提
示
し
よ

う
と

す
る

の

だ

が、

こ

の

著
作
は

神
の

啓

示
を
批

判
す
る

書
と

思
わ

れ

て

し
ま

う。

そ
の

理

由
の
一

つ

に

「

奇

跡
」

に
つ

い

て

の

見
解
が
あ
る

。

聖
書
解
釈
に

つ

い

て

論
じ
る

前
に
第
六

章
「

奇
跡
に
つ

い

て
」

が
あ
り、

ス

ピ
ノ

ザ
は

奇
跡
を
迷
信
と

考
え
て

い

た
と
考
え
る
こ

と

が
で

き
る

．

し

か
し

『

神
学
・

政
治

論
』

の

中
で

は

奇

跡
と
迷
信
が
結
び

つ

け
ら
れ
て
い

る
箇
所
は
一

つ

も
な
い

。

そ

れ
で

は

ス

ピ
ノ

ザ
に

と
っ

て

奇
跡
と

は
い

か

な
る

も
の

な
の

か
。

　

迷
信
と

は
恐
怖
か
ら
生
じ
る

も
の

で

あ
り、

奇
跡
と
は

そ
の

出
来
事
の

自
然

的
原
因
を

説
明
で

き
な
い

場
合
に

「

神
の

業
」

と

呼
ぶ

習
慣
か
ら

く

る

も
の

で

あ
る
。

迷
信
の

も
と
で

あ
る

恐
怖
か

ら

免
れ
る
た
め

に

人
間
は

奇
跡
に

頼
っ

て

し
ま
う
。

ま
た

ス

ピ
ノ

ザ
に

よ

れ

ば

迷
信
は
人
間
に
自
然

と
理

性
と
を

軽
蔑
す
る

こ

と

を
教
え
る

た

め
、

「

自

然
と

理

性
に

矛
盾
す

る

こ

と
」

即
ち
自

然
を

超
え
て

い

る

こ

と

を

奇

跡
と

見
做

す
の

で

あ

れ

ば
、

迷
信
が
奇
跡
を
生
み

出
す
と

考
え

る
こ

と

も
で

き
る

。

　
ス

ピ
ノ

ザ
に
お
い

て

「

奇
跡
」

と

「

迷
信
」

が
と

も
に

関
わ
る

言
葉
に

「

無

知
」

が
あ
る

。

オ
ル

デ

ン

ブ

ル

ク

宛
の

書
簡
で

ス

ピ

ノ

ザ

は

「

奇
跡

即
ち
あ
ら

ゆ
る
悪
の

源
泉
で

あ
る

無
知
」

（

「

書
簡
七
三
」

）

と．
言
っ

て

お

り、

ま
た

『

神
学
・

政
治
論
」

で

奇
跡
を
「

そ
の

自
然
的

原
因
を

説
明
で

き
な
い

こ

と
」

と
し
て

い

る

た

め
、

奇
跡
は

無
知
と

同
じ
こ

と
を
意

味
し

て

い

る
と

思
わ
れ
る

。

こ

こ

で

自
然
的
原
因
と

は

実
質
的
に

も
の

の

存
在

や
働
き
を
決

定
す
る
原
因
を

指
し

て

お
り、

目
的

因
を

念
頭
に

置
い

て

い

る

わ

け
で

は
な
い

。

む
し
ろ

『

エ

チ
カ
』

第
一

部
附
録
に

見
ら
れ
る
通
り、

自
然
的
事
物
が
目
的
因
に

よ

っ

て

存
在
と
働

き
が

決
定
さ

れ

る

と
い

う
考

え
は

迷
信
で

あ
る

。

す
な
わ

ち
目
的
因
と
は
人

聞
の

空
想
し
た

も
の

に

過

ぎ
ず、

特
に

ス

ピ

ノ

ザ
が
目
的
因
と
し
て

挙

げ
る

の

は

「

神
の

意
志
」

で

あ
る

。

し
か
し
ス

ピ
ノ

ザ
は

「

神
の

意
志
」

を
批

判
し
て

い

る

の

で

は

な

く、

自
然
的
原

因
が

分
か
ら
な
い

か
ら
と
い

っ

て

同
じ
く
把
握
す
る

こ

と

が
で

き
な
い

神
の

意
志
に

依
存
し
て

し
ま

う
こ

と

に
苦
言
を
呈
し
て

い

る

に

過
ぎ
な
い

。

だ
か
ら

こ

そ
こ

こ

で

の

神
の

意
志
は

「

無
知
と
い

う
避
難

場

所
」

に

他
な
ら

な
い

。

無
知
を
基
礎
と
し
て

も
宗
教
を

打
ち
立

て

る

こ

と

な
ど
で

き

ず
、

む
し

ろ

信
仰
を

迷

信
へ

と

変
え
か

ね

な
い

か

ら
で

あ

る
。

つ

ま
り

無
知
は

迷

信
の

き
っ

か
け
と
な
る

。

　

無
知
が

迷

信
を
生
み

出

す
こ

と
に

つ

い

て

は
、

無
知
が

恐
怖
を
か

き
立
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