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も
の

を

分
有
す
る

積
極
的

な
言
明
で

あ
る
」

。

彼
に

と
っ

て

他
性
と

は、

縮
限
さ
れ
た

被
造
物
の

存
在
論
的
条
件
を
示
す
表
現
に
他
な

ら
な
い

。

し

た
が
っ

て

人
間
の

精
神
に

よ
る

推
測
も、

必
然
的
に

何
ら

か

の

程
度
で

他

性
を
含
ん

で

い

る
。

し
か
し、

同
時
に

推
測
に

お
け
る

他
性
は
、

一

性
の

媒
介
に
よ
っ

て

の

み
可
能
と

な
る

。

こ

こ

で

「

真
理

そ
の

も
の

を

分
有
す

る
」

と

言
わ
れ

る

と

き、

こ

う
し
た

い

わ
ば

他
性
の

存
在
論
的
可
能
条
件

と

し
て

の
一

性
が

含
意
さ
れ
て

い

る
。

ま
た

、

こ

こ

で

「

他

性
を

伴
い

つ

つ
」

と

言
わ
れ

る

と

き、

一

性
は

他
性
の

媒
介
に

よ
っ

て

の

み

可
能
と

な

る

こ

と
が

言
わ
れ
て

い

る
。

し
た

が

っ

て
、

こ

こ

で

「

積
極

的
な
言
明
」

と
し

て

語
ら
れ
る

推
測
は
、

厳
密
な

真
理
へ

の

到
達

可
能
性
で

は

な
く、

む
し

ろ

そ
の

不
可

能
性
を
自
ら
の

本
質
と
し

て

含
む
も
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

、

8
巳
Φ

自

母
国

が

厳
密
な
真
理
へ

の

到
達
不
可

能

性
を

前
提
と

し
た

う
え
で

の

積

極
的
主

張
を
意
味
す
る

も
の

と
す
れ
ば

、

そ
の

含
意
は

匹
o

簿

巴
oq
昌
o

冨
羃
冨

の

そ
れ

と

大
き
な
違
い

は
な
い

こ

と
に

な
る

。

　

フ

ラ

ッ

シ

ユ

に

よ
れ
ば
、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

に

と
っ

て

否
定
や

区
別
を

秩
序

づ

け
る

も
の

は

「

理

性
」

（

蠢
鼠
o
）

で

あ
り、

『

知
あ
る

無
知
』

で

は
こ

の

レ

ベ

ル

で

肯
定
神
学
が

論
じ

ら
れ
て

い

た
た
め、

そ
れ
を
超
え
よ

う
と

す

る

否
定
神
学
に
優
位
性
が

与
え
ら
れ
て

い

た
。

そ
れ
に

対
し

『

推

測
論
』

で

は、

「

対
立
の
一

致
」

の

契
機
が
理
性
を

超
え
た

「

知
性
」

（一
昇
巴
o
？

2
ω）

の

特
質
と
し

て

捉
え
ら

れ、

そ
こ

に

肯
定
と

否

定
と

を
結
び

つ

け

る

能
力
が
認
め
ら
れ
て

い

る
。

し
た
が
っ

て

知
性
の

レ

ベ

ル

で

は、

理

性

の

レ

ベ

ル

に

お
い

て

こ

そ
優

位
性
を
保
持
し
得
る

と

さ
れ
た

否
定
神
学
は

そ
の

優
位
性
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の

と

捉
え
て

い

る
。

　
だ

が、

『

推
測

論
』

で

ク

ザ
ー

ヌ

ス

が

示
し
て

い

る

の

は、

真
理
を
め

ぐ
る

肯
定
と

否
定
の

対
立
的
な
捉
え
方
を
超
克
す
べ

き
も
の

と
し
て

の

推

測
の

あ
り
方
で

あ
り、

ま
た

真
理
自
体
も
そ
う
し
た

試
み
を

最
終
的
に
は

（
厳
密
に

は
）

拒
絶
す
る

と
い

う

見
解
で

あ
る
と
思
わ

れ
る

。

そ

れ

は
、

真
理
の

到
達
不
可
能
性
と

到
達
可
能
性
の
一

致
を

知
性
の

能
力
に
認
め

よ

う
と

す
る

フ

ラ

ッ

シ
ュ

の

見
解
と

は

異
な
り、

む

し
ろ

厳
密
な
真
理
へ

の

到
達
不
可
能
性
を
め

ぐ
る

〈

否
定
神
学
〉

的
思
考
と

し

て

捉
え
得
る

立

場

で

あ
る

。

　

否
定
神
学
の

問
題
は

、

表
面
的
に

は

『

推
測
論
』

で

論
じ

ら
れ

て

い

る

多
様
で

難
解
な

問
題
群
の

中
の
一

局
面
に

し
か

過
ぎ
な
い

も
の

で

あ
る

。

だ
が
、

こ

う
し

た

問
題

関
心

か
ら

す
れ
ば
、

『

知
あ
る

無
知
』

に

見
ら
れ

た
ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

〈

否
定
神
学
〉

的
思
考
は

『

推
測
論
』

を

貫
き、

中
期

の

代
表
作
の
一

つ

で

あ
る

b
鴨

ミ
鴇
塾

ミ
駄

竃

（
一

心
 
ω
）

か

ら

晩
年
の

b
鳴

毳

§

ミ
ミ
職

（
一

幽
Ob

。）

に

至
る

ま
で
、

ほ

ぼ

終
生
に

わ

た

り
維

持
さ
れ
て

い

た
と

見
る
こ

と
が

で

き
る

。

こ

う
し

た

観
点
は

、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

の

思

想

的
一

貫
性
を
め
ぐ
る

問
題
を

、

従
来
と
は
や

や

異
な
っ

た

角
度
か

ら

見
る

可
能
性
を

与
え
て

く
れ

る

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

ル

ネ
サ
ン

ス

の

神

話
解
釈

　

　
　

F
・

ベ

イ

コ

ン

の
「
古
代
人
の

知
恵
』

と
想
像
力

−

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

下
野
　
葉
月

　
フ

ラ

ン

シ

ス
・

ベ

イ
コ

ン

（
一

五

六
一

−
一

六
二

六
）

に

よ
る

『

古
代

人
の

知
恵

b
鳴

ζ
譜

ミ
ミ

譯
討

ミ
ミ
』

（

＝
ハ

〇
九
）

は、

神
話

解

釈

や
寓
意
画

、

私
標

図
等

、

寓
意

的
表
現
に

よ

る

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

が

豊
富
な
ル

ネ
サ
ン

ス

期
に

書
か
れ
た
作
品
で

あ
る

。

ク

ピ

ド
や

デ

ィ

オ
メ

デ

ス
、

パ

ー

ン

や
プ
ロ

メ

テ

ウ

ス

等
総

勢
三

十
一

の

神
々

に

纏
わ
る

神
話

と

そ
の

解
釈
が
綴
ら
れ
た

本
作
品
は、

当

時
決
し
て

珍
し

い

作
品
で

は
な
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く、

ベ

イ
コ

ン

自

身
本
作
品
を
執
筆
す
る
に

あ
た
っ

て
、

ナ
タ

ー

レ
・

コ

ン

テ

ィ

の

『

神
話

学
』

や
ボ
カ
ッ

チ

ョ

の

『

神
々

の

系
譜
』

等
ほ

か
の

神

話

解
釈
の

書
を

参
照
し
て

い

る
。

　

し
か

し
ベ

イ
コ

ン

は

神
話
解
釈
が

流

行
で

あ
る
と
い

う
理
由
で

は

な

く
、

神
話
に

固
有
の

価
値
を
認
め

た
か
ら
こ

そ
こ

の

著
作
を

残
し
た

。

神

話
に

は

秘
儀
的
な

教
え
を
隠
し
且

つ

そ
れ
を

効
果
的
に

伝
え
る

と
い

う
言

語

的
な

役
割
が

あ
る

の

と

同
時
に

、

人
々

と

神
々

の

交
流
を

結
ぶ

宗
教
的

役
割
が

あ
る

と
ベ

イ

コ

ン

は

認
め

る
。

宗
教
は

比

喩
や

寓
意

等
の

「

ヴ
ェ

ー

ル
」

や
「

影
」

を

楽
し

む
も
の

で

あ
る

た
め
、

そ
れ

を

奪
い

取
る

こ

と

は
、

も
は

や

神
々

と

人

々

の

交
わ

り
を

禁
じ

る

の

に

等
し
い
。

同
時
に

、

神
話

の
誥
り
は

と

き
に

突
飛
で

辻
褄
が

あ
わ

な
い

た

め
、

そ

の

起

源
は

非

人
間
的
あ
る

い

は

神
的
な

も
の

で

は

な
い

か

と

想
定
さ
れ

る
。

そ

の

た

め

神
話
は

「

聖
遺
物
」

と

形
容
さ

れ
、

詩
や

歴
史
的
記
述
と

も

異
な

る

神
々

の

「

さ
さ
や
き

」

と

し
て

位
置−、
つ

け
ら
れ

る
。

こ

う
し
た

性
質
の

神
話
を

解
釈

す
る

と

は
一

体
い

か

な
る

意
味
を
も
つ

の

だ

ろ

う
か

。

　
『

古
代
人
の

知
恵
」

に

お

さ
め

ら
れ
た
プ
ロ

メ

テ

ウ

ス

神
話
に

対
す
る

解
釈
を

紐
解
く
と、

ベ

イ
コ

ン

が
神
話
解
釈
を
介
し
て

何
を

し
よ

う
と

し

て

い

た
か
が
明
ら
か
に

な
る

。

プ
ロ

メ

テ

ウ
ス

は
人
を
土
と

様
々

な
動
物

の

粒
子
か
ら
つ

く

り
、

人
を

守
る
た

め
に
火
を
も
た
ら
す

。

し
か
し
人
間

は
こ

の

創
造
主
で

あ
る

プ
ロ

メ

テ

ウ
ス

と

火
を
ユ

ピ

テ

ル

の

前
で

弾
劾
す

る
。

ユ

ピ

テ

ル

は
こ

れ
に

喜
び

人
に

永
遠
の

若
さ

を

授
け
る

。

一

方、

プ

ロ

メ

テ

ウ

ス

は

ユ

ピ

テ

ル

へ

の

捧
げ
物
に

敢
え
て

ガ
ラ

ク

タ

を
混
ぜ

、

不

敬
を
は

た

ら
い

た
た

め
、

コ

ー

カ
サ
ス

山
に

つ

な
が

れ
、

日

々

肝
臓
を

鷹

に
摘
ま
れ
る

。

ベ

イ

コ

ン

は

こ

の

物
語
に

そ
れ
ま
で

な
さ

れ
な
か
っ

た
独

自
の

解
釈
を
施
す

。

彼
に

よ

れ
ば

、

こ

の

話
は
人
が
世
界
の

中
心
で

あ
り、

人
は

現
状
の

自

然
や

技
術
を
批

判
的
に

捉
え、

更
な
る

改
善
を

求
め

る
べ

き
で

あ
る

と
教
え
る

。

神
と
人
の

交
流
を

保
つ

た
め

に

重
要
だ
と

さ
れ
た

神

話
の

語
り
は

、

こ

う
し
て

学
知
と

技
術
の

発
展
を

奨
励
す
る

言

説
と
し

て

用
い

ら

れ

る
。

神
話
に

隠
さ

れ
た

意

味
を

読
み

こ

み

開
示

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

ベ

イ
コ

ン

は

自
ら

の

理
想
や

理
念
を
い

わ

ば

「

神

化
」

さ
せ
る

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
な
ベ

イ
コ

ン

の

神
話
解
釈
の

手
法
に
は
、

想

像
力
の

は
た

ら

き
が

意
識
さ

れ
て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
。

な
ぜ

な
ら
ば

彼
の

考
え
に

よ

れ

ば
、

宗
教
は

常
に

比

喩
や
象
徴、

寓
話
を
用
い

て

人
の

精

神
に

近
づ

こ

う
と

し、

想
像
力
を

理
性
の

及
ば

な
い

と

こ

ろ
に

高
め

よ

う
と

す
る

か
ら

で

あ
る

。

例

え
ば

カ

ト
リ

ッ

ク

教
会

は

祭
式
や

呪
文

、

偶

像
を
用
い

て

人
々

の

想
像
力
を
強
め

、

信
心
を
高
め

よ

う
と

す
る

。

ベ

イ
コ

ン

は

こ

れ

を

批
判
す
る
一

方
で、

自
ら

の

神

話
解
釈
に

は
自
由
に

想
像
力
を
用
い

る
。

こ

う
し
た
矛
盾
は
彼
の

認
識
論
に

よ

っ

て

説
明
さ
れ
る

。

人

間
の

精
神
に

お
い

て

想
像
力
は
理
性
に
勝
っ

て

支
配
的
に

な
り

得
る
と
い

う
認
識
論
的

な
位
置
づ

け
が
確
立
さ
れ
て

い

た
か
ら

こ

そ、

ベ

イ
コ

ン

は

神
話
解
釈
を

介
し
て

自
ら

の

理
念
の

神
化
を

行
う
こ

と
が

で

き
た
の

で

は

な
か
ろ

う
か

。

あ
る

寓

意
を

神
と
人
の

問
に

あ
る

も
の

と

し

て

読
み

込
む
と
い

う
解
釈
の

自
由
は、

人

間
の

精
神
に
お
い

て

支
配
的
な
想
像

力
に

委
ね
ら

れ
、

そ
れ

が
理
念
の

神
化
あ
る

い

は

宗
教

化
を
可
能
に

し
た
の

だ
と

考
え
ら

れ

る
。

ジ
ャ

ン

セ

ニ

ウ
ス

の

「
純
粋
本

性
の

状
態
」

概
念

批
判

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

林
　
伸
一

郎

　

本
発

表
は
、

ジ
ャ

ン

セ

ニ

ウ

ス

が

そ
の

主
著

『

ア

ウ

グ

ス

テ
ィ

ヌ

ス
』

第
二

巻
で

批
判
す
る

こ

と
に

な
る

、

一

六

世
紀
ス

コ

ラ

神
学
に

お

い

て

結

202（924）
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