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会

ア

ン
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ル
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に
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け

る

悶

葬
o
江
o

に
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矢
内
　
義
顕

　

＝

1
＝

笹
紀
の

修
道
院
神
学
者
た
ち
が、

そ

の

著
作
に

お

い

て

多

用
す
る

Q
鵠
Φ

o

巳
ω

と
帥

浮
o
自
o

と
い

う
語
は
、

「

霊
的
な
心
理
学
」

と
も

呼
ぶ

べ

き
彼
ら

の

霊
魂

論
を
理

解

す
る

う
え
で

、

不
可
欠
の

概
念
で

あ

る
。

一
〜

世

紀
の

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は、

注
Φ

o

ε
ω

と

餌

寵
 

o

ま

を
意

図
的
に

区
別

す
る

。

β・
h

融

臼
⊆
°ウ

（

愛
情）

は
、

友
人

に

対

す
る

強
烈
な
ま
で

の

友

愛
を

記
す

『

書
簡
』

、

個
人

の

熱
烈
な

感
情、

情

緒
と

信
仰
・

敬
虔
を

見
事
な

文
体
で

表
現
し
た
『
祈
檮
』

『

瞑

想
』

で

用

い

ら
れ

る
。

こ

れ
に

対
し

て

帥

鵠
 

。
け

δ

は、

意
志
の

構
造
を

分
析
す
る

際
に

、

意
志
の

も
つ

「

傾
向
性
」

の

意
味
で

用
い

ら
れ
る

。

　

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
、

初
期
の

著
作
『

自
由
選
択
に
つ

い

て
』

第
九

章
で
、

「

意
志
」

と
い

う
語
に

は
、

魂
の

内
に

お

い

て

「

何
か
を

欲
す
る

力
」

と

い

う
意

味
で

の

「

道
具
」

曾
ω

甫
g

ヨ
Φ

口
け

二

B
）

と

し

て

の

意
志
と

「

実
際

に
何
か

を
欲
す
る
」

と
い

う
意
味
で

の

「

使
用
・

活
動
」

（

昜
ロ
ω

・
o

ε
の
）

の

二

つ

の

意
味
が
あ
る

こ

と

を
明
ら
か
に

す
る

。

さ
ら

に
、

後
期
の

著
作

『

処
女
降
誕
と

原
罪
に
つ

い

て
』

第
四

章
で

は
、

こ

の

二

つ

の

意
味
に

加

え
、

道
具
と
し

て

の

意
志
が

も
つ

「

傾
向
性
」

（

帥

睡
Φ
o
冖

δ
p
窃
）

に

言
及
す

る

が
、

詳
し

い

説
明
を

行
な
わ

な
い

。

彼
が

こ

の

点
に

つ

い

て
、

最
も
詳

し

く
述
べ

る

の

は
、

最
後
の

著
作
『

自
由
選
択
と

予
知

、

予
定
お

よ
び

神

の

恩
恵
の

調
和
に

つ

い

て
』

の

「

問
題
三
」

第
一
一

ー

＝
二

章
で

あ
る

。

　
も
の

を

切
断

す
る

道
具
で

あ
っ

て

も、

の

こ

ぎ

り
に

は

木
を

切
る

た
め

の

適
性
が
あ
り、

は

さ
み

に

は

紙
を

切
る
た

め

の

適
性
が
あ
る

よ

う
に
、

そ
れ

ぞ
れ
の

道
具
は

、

使
用
さ
れ

る

目
的
に
応
じ
て
、

各
々

の

適
性
（
p

マ

葺
ロ

良
p
φ

ω）

が

与
え

ら
れ

る
。

そ

れ
と

同
じ

よ

う
に
、

道
具
と

し

て

の

意
志
に

も
適
性
が

あ

り
、

そ

れ

を
ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
「

傾
向
性
」

と

呼
ぶ

。

道
具
と

し
て

の

意
志

、

つ

ま

り
欲
す
る

力
と

し
て

の

意
志
は

、

そ

れ
が

使

用
さ
れ

る

場
合
に

、

や

み

く
も
に

欲
す
る

の

で

は

な
く、

何
か

あ
る

特
定

の

も
の

を
欲

す
る

よ

う
に

な
っ

て

お

り
、

そ
れ
を
、

意

志
の

「

適

性
」

「

傾
向
性
」

と

呼
び
、

意
志
は

そ
の

「

傾
向
性
」

に

影
響
さ
れ
て

（

曁
 

？

叶

⊆

8
 

器
 ）

何
か
を

欲
す
る

、

と

い

う
の

で

あ
る

。

人
は
、

有
益

な
も

の
、

た
と
え
ば
、

健

康
を
欲
し

、

そ
の

た
め
の

手

段
を

選
択
し

、

実

行
す

る
。

こ

の

場
合、

健

康
が

有
益
な
も
の
、

善
で

あ
る

こ

と
を
提

示
す
る

の

は
、

人

間
の

魂
の

内
に

備
わ

る
推
理
の

能
力
と
し
て

の

理
性
で

あ
る

。

で

は
な
ぜ
意
志
は

そ
の

有
益
な
も
の

を
欲
す
る

の

か
。

意
志
に

は
有
益
な
も

の

を
欲

す
る

傾

向
性
が
備
わ

っ

て

い

る

か
ら
で

あ
り

、

そ
の

よ

う
に
備
え

た
の

は
、

創
造
者
で

あ
る

神
で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え、

こ

の

有
益
な
も
の、

「

有
益
性
」

（
oo

日
ヨ
o

鼻
器）

を
欲

す
る

傾
向

性
は
、

道
具
と
し

て

の

意

志
に

不
可
分
に

備
わ

っ

て

お
り、

こ

の

傾
向
性
の

ゆ

え
に
、

人
は
幸
福、

幸
福
で

あ
る

こ

と

を

意
志

す
る
の

で

あ
る

。

し

か
し、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は、

意
志
の

傾

向
性
と

し
て、

も

う
一

つ
、

「

正

し
さ

」

（
菷
o

簿
包
o
）

、

「

義
で

あ
る

こ

と
」

（
置
ω

ε
ω

Φ

。゚

ω

Φ）

を
欲

す
る

傾

向
性
が

あ
る

と
い

う
。

こ

の

二

種
類
の

傾
向
性
に
つ

い

て

論
じ

る

こ

と

は
、

選
択
の

自
由、

救
済

論
さ
ら
に

は

終
末
論
の

問
題
領
域
に

足
を
踏
み
入
れ

る
こ

と
に

な
り、

本

稿
の

範
囲
を
越

え
る

こ

と
に

な
る
。

ま
た
、

彼
は
、

本
書
で

は

つ

い

に

論

じ
る

こ

と
は

な

か
っ

た
が
、

使
用
と
し

て

の

意
志
に

つ

い

て

も、

こ

れ
を

区
分
し

て

い

た

こ

と

が、

彼
の

草
稿
か

ら

知
ら
れ

る
。

こ

れ
に

つ

い

て
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も
、

別
の

機
会
に

論
じ
る

こ

と

に

す
る

。

こ

こ

で

確
認
し
て

お
き
た
い

こ

と

は
、

彼
が
意
志
の

構
造
を、

道
具
と
し

て

の

意
志、

傾

向
性
と

し
て

の

意
志、

そ
し
て

意
志
の

使
用
の

三

つ

に

区
分
し、

さ
ら
に

、

後
者
の

二

つ

に

つ

い

て

も
区

分
を

試
み

た
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

　
ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
、

彼
の

著
作
に
お
い

て、

も
っ

ぱ
ら

意
志
に

関
わ
る

諸
問
題
を
論
じ
た
が
、

意
志
そ

の

も
の

に

つ

い

て

包
括
的
な

考
察
を

記
す

著
作
を
残

す
こ

と
は

な
か
っ

た
。

し
か
し

、

以
上
の

意
志
に

関
す
る

考
察

は、

そ
の

た
め
の

予
備
的
な

作
業
で

あ
っ

た
と

思
わ
れ
る

。

上

述
の

よ

う

に、
　
＝
一
世

紀
の

修
道
院
神
学
者、

た
と

え
ば、

サ
ン

ーー

テ

ィ

エ

リ

の

ギ

ヨ

ー

ム

や

リ

ー

ヴ

ォ

ー

の

ア

エ

ル

レ

ド
ゥ

ス

は、

魂
の

分
析
に

強
い

関
心

を
示
し

、

著
作
を

残
す

。

そ

の

萌

芽
は、

す
で

に

ア

ン

セ

ル

ム

ス

に

見
い

だ
す
こ

と
が

で

き
よ

う
。

マ

イ

ス

タ

ー
・

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
に

お

け

る

神
の

言
述

可
能
性
に

つ

い

て

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

松
沢

　
裕
樹

　
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
は
、

言
語
論
を

そ
の

中
心
テ

ー

マ

と

す
る
『

出
エ

ジ

プ

ト
記
註
解
』

に
お
い

て、

我
々

の

あ
ら

ゆ

る

認
識
は

「

も
の
」

を
感
覚
的

に
認
識
す
る
こ

と
に

端
を
発
し、

そ
れ

に

よ
っ

て

認
識
さ
れ
た

「

表
象
」

は

知
性
認
識
を
通
じ
て

、

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

の

十
個
の

カ

テ
ゴ

リ
ー

を
頂

点
と

し
た

類
と

種
の

体
系
の

中
で

分
類
さ
れ
た

「

概
念
」

と
な
り、

我
々

の

「

言

葉
」

は
そ
の

よ

う
に

認
識
さ
れ
た

「

も
の
」

の

「

概
念
」

を
指
し

示
す
と
理

解
し
て

い

る
。

　
こ

の

認
識

二
言

語
モ

デ

ル

に

従
え
ば
、

感
覚
認
識
に

よ

っ

て

表
象
化
さ

れ

ず
、

知
性
認

識
に

よ
っ

て

概
念
化
さ
れ
え
な
い

神
を、

「

も
の
」

の

「

概

念
」

を

指
し
示

す
「

言
葉
」

に

よ

っ

て

言
述
す
る

こ

と
は
、

不
可
能
で

あ

る

と

言
え
る

。

し
か
し、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は
こ

こ

で
、

単
に

三
日

葉
」

に

よ
る

神
の

言
述
可
能

性
を
否

定
す
る

の

で

は
な

く
、

神
は

あ
ら
ゆ

る
「

概

念
」

の

否
定
に

よ
っ

て

の

み

語
ら

れ

う
る

と
い

う
否
定
神
学
的
な

立

場
か

ら
、

神
は
「

否
定
」

と
い

う
言
語
機
能
を
用
い

て

言
述
さ

れ
う
る

と
み

な

す
の

で

あ
る

。

こ

の

否
定
神
学
的

な
神
の

言
述
は

、

我
々

の

認
識
と
言
葉

の

限

界
性
を

否
定
的
に

言
語
化
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ

れ
に
対
す
る

神

の

認
識
論
的
超
越

性
を

指
し

示
す
こ

と
を

意
味
し

て

い

る
。

　
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
は

ま
た

、

否
定
神
学
的
立

場
か

ら

だ

け
で

は

な
く、

＝
」

「

真
」

「

善
」

な
ど

の

完
全

性
を
指
し

示
す
「

概
念
」

を
用
い

て、

神
を

肯
定
的
に

言
述

す
る

こ

と

も
可
能
で

あ
る

と
み

な
し

て

い

る
。

し
か

し
、

こ

れ

ら

の

「

概
念
」

は
、

我
々

の

知
性
に

よ

る

完
全

性
そ
の

も
の

の

認
識
か
ら

で

は

な

く
、

そ
こ

で

完
全
性
が

不
完
全
な

仕
方
で

分
割
さ
れ

て

い

る

被
造
物
の

認
識
か

ら
導
か
れ

る
の

で

あ
り、

完
全
性
が
「

認
識
さ

れ

る

仕

方

Bo
匹

二
・゚

一
巨
Φ

≡
ゆq
Φ

p
島
」

と

し

て

不
完
全

で

あ
る

と

言

え
る

。

そ
し
て

、

被
造

物
に

お

け
る

完
全

性
の

認
識

か
ら

導
き
出

さ
れ
た

「

言

葉
」

も
ま
た
、

完
全
性
そ
の

も
の

を
指
し
示
す
の

で

は

な
く、

被
造

物
に

お
い

て

不
完
全

な
仕

方
で

あ
る

完
全

性
を

指
し

示
す
の

で

あ
り、

「

指

示

さ
れ
る

仕
方

日
o
α

昜
の

慮
口

ま
o

き
象
」

に
お
い

て

も

不
完
全
な

の

で

あ

る
。

以
上

の

二

つ

の

観
点
に

従
っ

て、

エ

ッ

ク
ハ

ル

ト
は
、

不

完
全
な

仕

方
で

完
全
性
を
指
し

示
す
「

言
葉
」

に
よ

っ

て
、

神
を
指
し
示

す
こ

と
は

不
適
切
で

あ
り、

む
し
ろ、

否
定
神
学
的
な

神
の

言
述
が
適
切
で

あ
る

と

判
断
す
る
の

で

あ
る

。

そ
れ
に

対
し
て、

完
全
性
を
認
識
し

、

そ
れ
を

指

し
示
す
際
の
、

我
々

に

お
け
る

認
識
論
的
な
不
完
全
性
に

着
眼

点
を

置
く

の

で

は
な
く

、

た

だ
「

言
葉
」

に

よ
っ

て

「

指
示
さ
れ
る
完
全

性
そ
の

も

の

ち
ω

器
層

霞
富
〔

口

8
Φ

ω

の

骨
昌

ヨ
o

讐

器
」

だ

け
に

着
目

す
る

な

ら
ば

、

198（920）
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