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親
密
で

あ
っ

た

が
、

ミ
鳶
ミ
織

き
鳥

ミ
丶

§
ミ

の

§ 
§
鰹

と
昏

ミ
o

の

教

義
的
説
明
が
あ
く
ま
で

も
不
明
確
で

あ
る
。

そ
の

不
明
確
な
と

こ

ろ
を

認

め

な
が

ら、

中
世
の

ら

o

鳶
o

ミ

ミ
ら
o

ミ
§
ミ

の

特
徴
を

詳
し

く
見
る

と
、

古
代
・

古
代
後
期
の

神
聖
性
と

純
粋
性
の

印
と

し
て

説
教
的
な
意
義
を

持

っ

て

い

た

ミ
愚
も

ミ

ミ
S
ミ
ミ｝
ミ

は
、

よ

り

理
論

的
で

あ
っ

た

中
世

的

身
体
論
に

よ

っ

て

理
解
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と
が

明
ら

か
と

な
る

。

本

発

表
は
、

聖

人

伝
（

ミ
ミ
S

に

お

け
る

き
鳶
ミ
亀

ミ
昏

ミ

書
ミ

の

中

世

的
思

想
を

位
置
づ

け
る

試
み

で

あ
る

。

　

き
愚
o

ミ

§
ら

ミ
丶

§
ミ

の

思
想
的
背
景
は
、

本
研
究
に

お

い

て

も、

個

人

性
を

伝
え
る

肉
が

遺
体
に

残
る

こ

と
は

生

き
て

い

る

人
の

内
在
と

関
連

づ

け
ら

れ
る

。

き

鳶
ミ
“

§
ら

ミ
丶

§
ミ

の

場
合、

聖
人
の

ミ
ミ
、

き

議
ミ

ミ

（

体
液
の

釣

り
合
い
）

と
と

も
に、

ら

ミ
q

が

§

隷
鳥

の

理
想
に

沿
う
こ

と
に

よ

っ

て

肉
は

腐
敗
し
な
い

。

き

鳶
ミ
Q
凡

ミ
ミ
丶

愚
討

の

中
世

的
文
脈

を
見
る
と

、

中
世
的
自

然
哲
学
に

お

け
る

「

身
体
」

の

理

論
が

古
代
の

教

義
的
理

想
や

神
の

奇
跡
が

中
心
と
な
っ

て

い

た

古
代
の

き
愚
ミ

ミ
§
o

憶

ミ
贄

ミ

よ

り
も、

§
こ

が

そ

の

聖

人
た

ち
の

「

身

体
」

の

歴

史
を

語
る

中
世
の

自
然
哲
学
的
な
世
界

観
と
聖
人
の

ミ
龕
を

統
一

さ
せ

る

も
の

と

し
て

、

亀
愚
o

ミ
ミ
き
戔
ミ》
ミ

を
理

解
す
る

こ

と
が

で

き
る
。

　
つ

ま

り、

中
世
の

ミ
愚
o

ミ

ミ
o

ミ

ミ
ミ

は

古
代
の

き
昏
o

ミ

き
亀
下

丶

§
ミ

と

同
様
に

神
の

恩
恵
の

結
果
で

あ
る
と

見
な
さ

れ
た
の

だ

が、

そ

の

o

ミ
q

を

純
粋
に

す
る
道

徳
的
恩
恵
は

以

前
よ

り
も
理

論
的
に

説
明
さ

れ

て

い

た
。

そ
の

理
論
は

古
代
の

哲

学
ま
で

遡
る
こ

と

が
で

き
る

が、

中

世
に

お

い

て

「

体
液
」

や

「

ミ

ア

ズ
マ
」

な
ど

の

概
念

が

普
遍
的
に

な

り、

そ

の

も
の

は

自
分
の

体
に
関
わ

る
も
の

で、

自
己

責
任
で

あ
る

と
い

う
の

が
一

般
的
な
概
念
と

な
っ

て

い

た
。

そ
の

背
景
に
お
い

て
、

中
世
の

電

導
ミ
織
暁
ミ
ミ
丶

§
討

は
、

ら

ミ
o

の

死

後
の

行
為
が

道
徳
的
の

み

な

ら

ず、
「

物
理

的
に

」

に

説
明
さ
れ
て

い

た

時

代
に

お

け
る

聖
人
や

高

級
貴

族
と

ハ

ン

セ

ン

病
者
や

罪
人
が

理
想
の

両

極
で

あ
っ

た

秩
序
の

中
に

位

置

付
け

な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。

中
世
の

ら
o

母
。

ミ

§
亀
戔

§
ミ

と

個
人

救

済

論
の

形
成
史
の

中
に

位
置

付
け
る

可

能
性
と

、

中

世
の

亀

愚
ミ
匙

ミ
ら

ミ
丶

ミ｝
欝

と
ノ

ー

ブ

レ

ス

と
い

う
よ

う
な

中
世
社
会
観
・

宇
宙
観
的

概
念
の

関
連
性
に

つ

い

て
、

先
行
研
究
よ

り
さ
ら

に

明
確
に

す
る

の

が

本

研

究
の

目
的
で

あ
る

。

対
抗
言

説
と
し

て

の

Oo

富
O

貯
m6

闇

目
ず
Φ
o

亳

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

辻

　
隆
太
朗

　

現
代
に

広
く

流
通
し

て

い

る

陰
謀
論
の

大

多
数
は

、

＝
疋

の

フ

ォ

ー

マ

ッ

ト
に

則
っ

て

い

る
。

そ
れ

は
、

近
代
へ

の

移
行
期
に

あ
る

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お
い

て、

旧

秩
序
の

擁
護
者
た
ち
に

よ
っ

て

生
み

出

さ
れ

た
、

当

時
の

社
会
変

化
へ

の

対
抗
言
説
で

あ
っ

た
。

　
ユ

ダ
ヤ

陰
謀

論
は

、

フ

ラ

ン

ス

革
命
か
ら
ロ

シ

ア

革
命
に

か

け
て

の
一

世

紀
の

あ
い

だ
に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

と
ア

メ

リ
カ

に

広
ま
っ

た
。

そ
の

基
盤

は、

迫

害
の

歴

史
を
通
し
て

形
成
さ
れ
た
ス

テ

レ

オ

タ

イ
プ
な

「

ユ

ダ

ヤ

人
」

イ
メ

ー

ジ

と
、

近

代
移
行

期
に

発
生
し
た
新
た
な

反
ユ

ダ
ヤ

感

情
だ

っ

た
。

す
な
わ
ち
社

会
の

内
部
に

潜
む

邪
悪
な
異
教
徒

、

ず
る

賢
く

利
己

的
な
金
の

亡

者
、

忠
誠
心
の

な
い

「

国

際
主

義
者
」

。

そ
し
て

既
存
秩

序

を
破
壊

す
る

近

代
主

義
の

象
徴
と

し
て

の

ユ

ダ
ヤ
人
で

あ
る

。

　
ユ

ダ
ヤ

陰
謀

論
の

代
表
的
文

書
『

シ

オ
ン

賢
者
の

議

定
書
』

の

記
述
に

は、

一

般
大
衆
へ

の

侮
蔑、

自
由
や

平

等
と

い

っ

た
新
し

い

価

値
観
へ

の

嫌
悪、

古
き
よ

き

秩
序
と
道
徳
の

理
想

化、

社
会

変
化
に

対
す
る

旧

体
制
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か
ら
の

反
動

、

自
由
主

義
的
潮
流
に

対
す
る

嫌
悪
感
が、

如
実
に

現
わ

れ

て

い

る
。

　
フ

ラ

ン

ス

革
命
を
フ

リ

ー

メ

ー

ソ

ン

の

陰
謀
に

帰
す
る
主
張
か

ら

発
展

し
た

フ

リ
ー

メ

ー

ソ

ン

陰
謀
論
も、

ユ

ダ
ヤ
陰
謀
論
と

同
様
の

横…
造
を
持

っ

て

い

る
。

革
命
の

混
乱
は
、

旧
来
の

秩
序
に
満
足
し
て

い

る

人
々

に
は

も
ち
ろ

ん
、

そ
う
で

な
い

人
々

に

と
っ

て

も、

受
け
容
れ
が
た
い

も
の

だ

っ

た
だ

ろ

う。

フ

リ
ー

メ

ー
ソ

ン

陰

謀

論
は

こ

の

混
乱
の

「

理
由
」

と

「

敵
」

を

明

確
に

説
明

す
る

こ

と
で、

人
々

に

と
っ

て

「

理
解
」

で

き
る

も
の

に

秩
序
立
て

た
、

と

い

う
こ

と

が
で

き
る

。

　

比
較
的
進
歩
的
な
知
識
人
が
集
ま
っ

た
フ

リ
ー

メ

ー

ソ

ン

は
、

ユ

ダ
ヤ

人
と

共
に

近
代
の

象
徴
と

な

り
え
た

。

旧

来
の

秩
序
を

支
持

す
る

人
々

が、

彼
ら
に

と

っ

て

受
け
入
れ
が
た

い

社
会
変
化
と

、

そ
の

変
化
を

象
徴

す
る
存
在
た

る

ユ

ダ

ヤ
人
お
よ
び

フ

リ
ー

メ

ー

ソ

ン

を
同
一

視
し
た

結
果

生
み

出
さ
れ
た

も
の

が、

ユ

ダ
ヤ

陰

謀
論
と

フ

リ

ー

メ

ー

ソ

ン

陰

謀
論
で

あ
る

。

　
こ

う
し
た
陰
謀
論
の

フ

ォ

ー
マ

ッ

ト
は、

現
代
ア

メ

リ

カ

に

お

け
る、

保

守
的
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
に

基
づ

い

た
陰

謀
論
に

受
け
継
が
れ
て

い

る
。

そ
れ

ら
は

キ

リ

ス

ト

教
を

文
明
や

秩
序
そ
の

も
の

と

前
提
し
、

共

産
主

義、

無

神
論、

リ
ベ

ラ

リ
ズ
ム
、

国

際
主

義
な
ど
を
陰
謀
の

産
物
と

し
て

糾

弾
。

伝
統

的
秩
序
の

擁
護
と
国
家

、

民
族、

人
種
の

誇
り
や

純
粋
性
を

訴
え

、

古
き
よ
き

「

ア

メ

リ
カ
」

の

防
衛
を
主

張
す
る

。

　

現
代
の

陰

謀
論
は
、

陰
謀
に

よ
っ

て

世

界
統
一

政
府
す
な
わ

ち
「

新
世

界
秩
序
」

が

目
論
ま
れ
て

い

る

と
主

張
す
る

点
か
ら

、

新
世

界
秩

序
陰
謀

論
と

呼
ば
れ
る

。

過
去
の

陰
謀

論
と
比

較
し
て

の

そ
の

特
徴
は

、

第
一

に

様
々

な

陰
謀
を

統
合
し
た

巨
大
で

複
雑
な

陰
謀
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク

が

想
定

さ
れ
て

い

る

点、

第
二

に
は

世

界
が
既
に

、

ほ

と
ん

ど

陰
謀
に

支
配
さ
れ

き
っ

て

い

る

と

す
る
点
で

あ
る

。

こ

れ
ら
の

特
徴
は
グ
ロ

ー

バ

リ

ゼ
ー

シ

ョ

ン

の

産
物
で

あ
り、

そ
の

鏡

像
で

あ
る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

複
雑
な
陰

謀
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
は

、

国
家
に

限
ら

ず
様
々

な
政
治
主

体
が

絡
み

合
い

不

確
実

性
を
増

す
国
際
社
会
の

情
勢
を
反
映
し
て

い

る
。

ま
た
、

上

記
の

陰

謀
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
が
結

局
は

統
一

さ
れ

た

陰
謀
の

意

思
に

よ
っ

て

動
か

さ
れ
て

い

る

こ

と、

お
よ
び

世

界
が
陰
謀
に

支
配
さ

れ

き
っ

て

い

る

と
い

う
想
定
は、

自
立
性
を
増

す
社

会
シ

ス

テ

ム

に

埋

没
し

受
動
的

存
在
に
置

か
れ

る

自
己、
「

我
々

」

で

は

な
い

誰
か

が
世

界
を

動
か
し

て

い

る
と
い

う

感
覚、

に

も
か
か
わ
ら

ず
そ
の

「

誰
か
」

の

姿
が

見
え
な

い

と
い

う
事

態
に

お
い

て、

世

界
を

動
か
す
主

体
を

可
視
化
す
る

、

世
界
を

統
一

的
に

簡

単
に

理

解
し
た
い

と
い

う
欲

求
に

応
え
る

も
の

だ
と

思
わ

れ
る

。

　
い

っ

た

ん

成
立
し
た
フ

ォ

ー

マ

ッ

ト
は

、

換
骨
奪
胎
さ
れ

つ

つ
、

そ
の

形

式
や

内
包
さ
れ
た
価

値
観
を

保
持
し
た

ま

ま、

現
代
の

陰
謀
論
言
説
に

受

け
継
が

れ
て

い

る
。

そ
れ
は

、

社

会
変
化
の

理

由
と

責
任
を

邪
悪
な
陰

謀
に

帰
し

、

自
己
を
正

当
化
し
つ

つ
、

認
め

が

た

い

社
会
変
化
を

説
明
可

能
と

す
る

た
め
の

解
釈

枠
組
で

あ
る

。

共

同
体
の

紐
帯

　
　
　

イ
バ

ー

ド

派
イ

ス

ラ

ム

思
想
に

お

け
る

ワ

ラ
ー

ヤ
の

概
念

−

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

近

藤
　
洋
平

　

宗
教
に

お

け
る

信
仰
は

、

個
人
の

内

的
経
験
に

と
ど

ま
る

も
の

で

は

な

く
、

同
じ

信
仰
を
持
つ

人

間
同
士
を
連

帯
さ

せ
、

一

つ

の

ま
と

ま
っ

た

共

同

体
を

成
立
さ
せ
る

働
き
を
持
つ

。

こ

の

宗
教
共
同
体
は
、

所
属
す
る
構

成

員
に

帰
属
感

覚
と
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

基
礎
を

与
え
る

が
、

共
同
体

214（936）
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