
〈
特

集
「
東
西
に

お
け
る

男
女

論
」

２
〉

修
道
院
神
学
と
マ
リ
ア
論

―
―
ア
ン
セ
ル
ム
ス
か
ら
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
ヘ
ー

序

「
東
西
に
お
け
る
男
女
論
」
と
い
う
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー

マ

の

も

と

で

、

筆

者

に

与

え

ら

れ

た

課

題

は

、

中

世

キ

リ

ス

ト

教

の

修

道

院

に

お

け

る

男

性

論

な

い

し

女

性

論

に

関

す

る

提

題

で

あ

る

。

ア

メ

リ

カ

の

教

義

史

家

Ｊ

・

ペ

リ

カ

ン

（
Ｊ
ａ
ｒ
ｏ
ｓ
ｌａ
ｖ

　
Ｐ
ｅ
ｌ
ｉｋ
ａ
ｎ
　
１
９
２
３
-
）

が

見

事

に

描

き

出

し

た

よ

う

に

、

西

欧

の

文

化

に

は

二

人

の

歴

史

的

な

男

女

、

す

な

わ

ち

、

イ

エ

ス

と

マ

リ

ア

の

像

が

刻

印

さ

れ

て

い

る

。

紀

元

前

一

世

紀

に

、

パ

レ

ス

チ

ナ

北

部

の

一

地

方

で

、

ユ

ダ

ヤ

人

の

家

庭

に

生

ま

れ

た

二

人

の
男
女
、
ミ
リ
ア
ム
=
マ
リ
ア
、
ヨ
シ
ュ
ア
=
イ
エ
ス
が
、
後
の
思
想
、
文

学

、

芸

術

な

ど

の

文

化

史

に

お

い

て

こ

れ

ほ

ど

の

強

い

影

響

を

及

ぼ

す

と

は

誰

が

想

像

し

得

た

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

マ

リ

ア

の

像

が

最

も

強

く

刻

印

さ

れ

て

い

る

の

が

中

世

キ

リ

ス

ト

教

で

あ

る

。

矢
　
内
　
義
　
顕

本
提
題
で
は
、
一
一
―
一
二
世
紀
の
修
道
院
神
学
者
に
お
け
る
マ
リ
ア
論

を
取

り

上

げ

る

こ

と

に

よ
り

、

中
世

の
女

性

像

の

一
端

を

紹

介

す

る

。

中
世

後

期

が

マ
リ

ア

論

の

最

盛

期

で

あ

る

と
す

れ

ば

、

こ

の

時

代

は

マ

リ

ア

論

の

確

立

期

で

あ

り

、

そ

れ

は

修

道

院

を

中

心

に

な
さ

れ

た
。

1
.
「
修
道
院
神
学
」

最

初

に

「
修

道

院

神

学

」

と

い

う

概

念

に

つ

い

て

簡
単

に
述

べ

て

お

こ

う

。

こ
の
概
念
を
提
唱
し
た
の
は
、
中
世
修
道
院
文
化
研
究
の
泰
斗
ジ
ャ
ン
・
ル

ク
レ
ー
ル
（
Ｊ
ｅ
ａ
ｎ
　
L
ｅ
ｃ
ｌ
ｅ
ｒ
ｃ
ｑ
　
１
９
１
１
-
９
３
）
で
あ
る
。
彼
は
、
一
一
世
紀
後

半

か
ら

活

発

化

す

る
都

市

の

司

教

座

聖

堂

付

属

学

校

や
世

俗

の
学

校

に
お

い

て

発

展

し

た

ス

コ

ラ
学

に
対

し

、

修

道

院

学

校

で

営

ま
れ

て

い
た

学

問

の

独

自

性

に

注

目

し

、

そ

れ

を

「
修

道

院

神

学

」
（
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｅ
　ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｓ
ｔ
ｉｑ
ｕ
ｅ
）

と

名

づ

け

た

。



ス
コ
ラ
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
=
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
論
理
学
を
積
極
的

に

活

用

し

て

様

々

な

問

題

を

討

論

し

、

解

答

・

解

決

を

与

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

思

弁

的

、

抽

象

的

、

体

系

的

神

学

を

構

築

し

、

そ

の

典

型

は

一

三

世

紀

の

ト

マ

ス

・

ア

ク

ィ

ナ

ス

の

神

学

に

見

ら

れ

る

。

こ

れ

に

対

し

、

修

道

院

神

学

は

そ

の

基

礎

を

観

想

的

な

修

道

生

活

に

も

っ

て

い

る

。

五
二
九
年
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
に
修
道
院
を
立
て
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ

ス
が
修
道
士
の
た
め
に
著
わ
し
た
『
戒
律
』
（
R
e
g
u
l
a
）
は
、
後
の
西
欧
ラ

テ

ン

世

界

の

修

道

生

活

に

基

礎

を

与

え

る

。

そ

こ

で

は

、

聖

務

日

課

（
ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｉ
ｕ
m
　
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｕ
m
)
 
と
呼
ば
れ
る
日
に
八
回
行
わ
れ
る
共
同
の
祈
祷
、

そ

し

て

読

書

（

ｌ
ｅ
ｃ

ｔ
ｉｏ

　
ａ

ｉ
ｖ

ｉ
ｎ
ａ

）

な

い

し

瞑

想

と

労

働

を

適

切

に

配

分

す

る

こ

と

に

よ

り

、

修

道

士

の

一

日

の

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

が

定

め

ら

れ

て

い

る

（
4
8

章

）
。

中

心

と

な

る

の

は

聖

務

日

課

で

あ

り

、

こ

の

祈

り

の

生

活

、

典

礼

の

生

活

を

充

実

さ

せ

る

た

め

に

、

ラ

テ

ン

語

の

学

習

、

聖

書

・

教

父

の

著

作

の

読

書

、

瞑

想

、

研

究

が

な

さ

れ

る

。

そ

こ

か

ら

生

み

出

さ

れ

た

信

仰

の

理

解

と

し

て

の

神

学

は

、

聖

書

の

記

述

と

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

な

ど

の

教

父

に

従

い

、

救

済

史

的

枠

組

の

中

で

構

築

さ

れ

、

さ

ら

に

神

学

的

思

索

は

単

に

抽

象

的

思

索

に

と

ど

ま

ら

ず

、

祈

り

、

瞑

想

、

読

書

を

と

お

し

て

体

験

さ

れ

、

修

道

生

活

に

お

い

て

実

践

さ

れ

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

修

道

院

神

学

の

頂

点

に

立

つ

の

が

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス

（
Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｌ
ｍ
ｕ
ｓ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｔ
ｕ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
１
０
３
３
／
３
４
-
１
１
０
９
）
と
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ

ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
（
B
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｒ
ｄ
ｕ
ｓ
　
Ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ａ
ｅ
ｖ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
１
０
９
０
-
１
１
５
３
）
で
あ
る
。

２

．

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス

ー

世

界

の

和

解
者

マ
リ

ア

（
m
ｕ
ｎ
ｄ
ｉ
　
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｉ
ｌ
ｉ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｘ
）

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス

が

、
『
プ

ロ

ス

ロ

ギ

オ

ン
』

（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｓ
ｌｏ
ｇ
ｉｏ
ｎ
）

の

「
神

の

存

在

証

明
」

と

『
神

は

な
ぜ

人

間

と

な
ら

れ

た

か
』
（
Ｃ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
　
ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
）

の
贖

罪

論

に

よ

っ
て

哲

学

と

神

学

に

与

え

た

影

響

は

端

倪

す

べ

か

ら

ざ

る

も

の

で

あ

る

が

、

そ

の

『
祈

祷

集

』
（
Ｏ
ｒ
ａ
-

ｔ
ｉｏ
ｎ
ｅ
ｓ
）

に

よ

っ
て

中

世

に

お
け

る

マ

リ

ア

へ

の

信

心

の

伝

統

に

与

え

た

影

響

も

ま

た
看

過

で
き

な

い
。

彼

は
、

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

、

中

世

の
霊

性

に
新

し

い
世

界

を
切

り

開

く

十

九

編

の

『
祈

祷
』

を

残
し

た
が

、

こ

の

う

ち
三

編

が

マ
リ

ア

へ
の

執

り

成

し

を

願

う
祈

り

で

あ

る

。
こ

れ

ら

は

。

ア

ン

セ

ル

ム
ス

が
修

道

院
長

を

務

め

る

ベ

ッ

ク
修

道

院

の

一

修
道

士

の

執

拗

な
願

い

に

よ

っ
て

、

一
〇

七

二
－

七

五

年

に
執

筆

さ

れ

、

彼

の
著

作

活

動

の

最

初

期

に

属
す

る
作

品

で

あ

る
。

ア

ン

セ

ル

ム
ス

は

そ

の

祈

り

に

お

い
て

、
「
聖

母

マ
リ

ア
、

聖

な

る

も

の

た
ち

の

中

に
あ

っ
て

、
神

に

つ
い

で

聖

な

る
方

、
称

賛

す

べ

き

処

女

な

る

母

、

愛

す

べ

き

豊

饒

の
処

女

、
あ

な

た

は

至
高

の
御

子

を

懐

妊

し

、

堕
落

し

た

人

類

の

救

い
主

を

生

み

出

さ
れ

た

」
と

述

べ
、

マ

リ

ア
を

救

済

史

の

中

に
正

当

に

位

置

づ

け

る
。

彼

は

マ
リ

ア

を
神

に

つ

い
で

最

も

聖

な

る
者

と

呼

ぶ

が

、

そ

れ

は

、

彼

女

が

神

の

子

を

生

ん

だ
母

（
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｔｏ
ｃ
ｏ
ｓ
）

で

あ

る

か
ら

に

他

な
ら

な

い

。

彼

女

の

役

割

は

キ

リ

ス

ト
の

出

産

に
と

ど

ま

る

も

の

で

は

な

い
。



「

万

人

の

贖

罪

の

宮

殿

、

普

遍

的

和

解

の

原

因

、

万

人

の

命

と

救

い

の

器

、

神

殿

」

と

し

て

キ

リ

ス

ト

の

贖

罪

の

業

に

も

協

働

す

る

。

そ

の

働

き

は

、

「
彼

女

を

通

し

て

、

諸

元

素

は

新

た

に

さ

れ

、

地

獄

は

贖

わ

れ

、

悪

魔

は

そ

の

足

元

に

踏

み

つ

け

ら

れ

。

人

間

は

救

わ

れ

、

天

使

の

数

は

補

完

さ

れ

る

」

と

述

べ

ら

れ

る

よ

う

に

、

宇

宙

論

的

拡

が

り

を

も

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

一

箇
所
だ
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
マ
リ
ア
を
「
世
界
の
和
解
者
」
（
m
ｕ
ｎ
ｄ
ｉ

ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｉ
ｌｉａ
ｔｒ
ｉｘ

）

と

呼

ぶ

。

神

と

世

界

と

の

和

解

者

（
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｉｌ
ｉａ
ｔｏ
ｒ
）

と

い

う

名

称

は

キ

リ

ス

ト

の

み

に

ふ

さ

わ

し

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

キ

リ

ス

ト

と

相

並

ぶ

名

称

を

マ

リ

ア

に

与

え

た

こ

と

は

、

き

わ

め

て

大

胆

な

試

み

と

言

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

彼

は

こ

れ

に

よ

っ

て

救

済

史

に

お

け

る

マ

リ

ア

の

比

類

の

な

い

役

割

を

表

現

し

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

次

に

述

べ

る

「

無

原

罪

の

御

や

ど

り

」
。

す

な

わ

ち

、

マ

リ

ア

が

彼

女

の

母

（

ア

ン

ナ

）

に

懐

胎

さ

れ

た

そ

の

発

端

に

お

い

て

、

神

の

特

別

な

恩

恵

と

特

典

に

よ

っ

て

原

罪

か

ら

清

め

ら

れ

た

と

す

る

説

に

つ

い

て

は

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は

『

神

は

な

ぜ

人

間

と

な

ら

れ

た

か

』

に

お

い

て

、

マ

リ

ア

は

キ

リ

ス

ト

の

生

誕

以

前

に

彼

の

十

字

架

の

死

に

よ

る

救

い

を

信

じ

た

が

ゆ

え

に

、

キ

リ

ス

ト

に

よ

っ

て

原

罪

か

ら

清

め

ら

れ

た

と

述

べ

、

否

定

的

立

場

を

示

し

て

い

る

。

彼

の

『
祈

祷

集

』

は

、

修

道

院

の

み

な

ら

ず

、

敬

虔

な

生

活

を

送

る

貴

族

の

女

性

た

ち

に

よ

っ

て

も

愛

読

さ

れ

、

中

世

全

般

を

通

じ

て

そ

の

読

者

は

絶

え

る

こ

と

が

な

か

っ

た

。

さ

ら

に

、

こ

の

『
祈

祷

集

』

に

は

、

彼

の

名

を

冠

し

た

偽

作

が

数

多

く

追

加

さ

れ

。

そ

の

数

は

七

十

五

編

に

ま

で

な

る

。

そ

の

中

に

は

マ

リ

ア

へ

の

祈

り

も

十

八

編

含

ま

れ

て

い

る

。

ア

ン

セ

ル

ム

ス

が

マ

リ

ア

の

信

心

の

伝

統

に

果

た

し

た

役

割

は

大

き

い

。

３
．
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
エ
ア
ド
メ
ル
ス

―
―
無
原
罪
の
御
や
ど
り
（
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
　
ｉ
ｍ
ｍ
ａ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ａ
）

カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
エ
ア
ド
メ
ル
ス
　
（
m
ａ
ｄ
ｍ
ｅ
ｒ
ｕ
ｓ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｔ
ｕ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ａ
．

１
０
６
０
-
１
１
２
８
）

は

、

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

大

司

教

と

な

っ

た

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

秘

書

を

務

め

、

彼

の

死

後

に

ア

ン

セ

ル

ム

ス

伝

お

よ

び

英

国

史

を

執

筆

し

、

伝

記

作

者

・

歴

史

家

と

し

て

知

ら

れ

て

い

る

が

、

晩

年

（

一

二

一
五

年

頃

）

に

執

筆

さ

れ

た

『

聖

母

マ

リ

ア

の

御

や

ど

り

に

つ

い

て

』
（
Ｄ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｅ

ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｔａ
ｅ
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｉａ
ｅ
）

は

、

マ

リ

ア

の

「
無

原

罪

の

御

や

ど

り

」

を

最

初

に

明

確

に

提

示

し

た

神

学

的

著

作

と

し

て

重

要

で

あ

る

。

本

書

は

中

世

を

通

じ

て

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

著

作

と

し

て

流

布

し

た

が

、

今

世

紀

に

な

っ

て

エ

ア

ド

メ

ル

ス

の

著

作

で

あ

る

こ

と

が

確

定

さ

れ

た

。

さ

て
　

エ

ア

ド

メ

ル

ス

は

、

本

書

執

筆

の

強

い

動

機

と

し

て

、

久

し

く

と

だ

え

て

い

た

「

聖

母

マ

リ

ア

の

御

や

ど

り

を

祝

う

祝

日

」

が

英

国

に

お

い

て

復

活

し

た

こ

と

を

冒

頭

で

述

べ

て

い

る

。

東

方

教

会

で

行

わ

れ

て

き

た

こ

の

慣

習

は

、

一

一

世

紀

初

頭

。

ギ

リ

シ

ア

人

修

道

士

が

ロ

ー

マ

近

郊

に

修

道

院

を
建
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
西
方
に
入
り
、
ア
ン
グ
ロ
=
サ
ク
ン
ン
時
代
の
英

国

に

も

導

入

さ

れ

た

。

し

か

し

、

ノ

ル

マ

ン

征

服

後

、

ラ

ン

フ

ラ

ン

ク

ス

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

大

司

教

時

代

の

英

国

で

は

そ

れ

が

廃

止

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

の

死

後

、

再

び

こ

の

祝

日

が

再

開

さ

れ

、



か
つ
て
の
慣
習

に
限
り
な
い
愛
着
を
抱
い

た
Ｉ
ア

ド
メ
ル
ス
は
「
こ
の
世

に

救
い
が
現
れ

た
そ
の
始
源
」
す
な
わ
ち
、

マ
リ
ア

の
懐
胎

に
つ
い
て
の
考
察

を
思
い
立

っ
た
の
で
あ
る
。
論
証
に
あ
た

っ
て
、
彼
が
拠
り
所
と
し
た
の
は

聖
書
の
言
葉
と
教
会
の
典
礼
、
そ
し
て
何
よ
り
も

マ
リ
ア
へ
の
純
朴
な
信
仰

で

あ
る
。
こ
の
著
作
に
お
い
て

、
彼
は
師
ア

ン
セ
ル

ム
ス
の
見
解
を
離
れ
る
。

彼
は

マ
リ
ア
を
万

人
の
贖
罪

の
た
め
の
宮
殿
と
呼
び
、
そ
の
宮
殿
の
基
礎
工

事

を
マ
リ
ア
の
懐
胎
の
発

端
と
み

な
す
。
こ
の
宮
殿
は
聖
霊
の
働
き

に
よ
っ

て
建
て
ら

れ
、
神

の
知
恵

（
キ
リ

ス
ト
）

が
住
む
こ
と
に
な
る
場
所
で

あ
る

以
上

、
そ

の
基
礎
も
建
物

に
ふ
さ

わ
し

い
も

の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず

、
当
然

、

罪
の
汚
れ

に
染
ま

っ
て
い
て

は
な
ら

な
い
は
ず
で

あ
る
、
と

彼
は
考
え
る
。

堕
落
以
降
の
人
類
の
内
に
お
い
て
、

マ
リ
ア

だ
け

は
、
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架

に
よ
る
贖
罪
に
よ
ら
ず
、
聖
霊
に
よ

っ
て
原
罪

か
ら
清

め
ら
れ
た
唯
一
の
例

外
と
な
り
、
彼
女
に
卓
越
し
た
特
権
が
与
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

４

．

ク
レ

ル

ヴ

ォ
ー

の

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

―
―
修
道
生
活
の
模
範
と
し
て
の
マ
リ
ア

（
ｌｍ
ｉｔａ
ｉｏ
　Ｍ
ａ
ｒ
ｉａ
ｅ
）

一
二
世
紀
シ
ト
ー
会
の
生
ん
だ
最
大
の
神
学
者
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ

ル
ド

ゥ
ス
は
、
中
世

の
神
学
者

の
中

に
あ
っ
て

こ
の
上
な
く

マ
リ
ア
を
賛
美

し
た
一
人
で
あ

る
。
そ

の
影
響

は
中
世

全
般
を
通
じ
て
持
続
し
、
ダ
ン
テ
が

『
神
曲
』

に
お
い
て

マ
リ
ア

に
つ

い
て
歌

う
と
き

、
そ
の
源
泉

は
ベ
ル

ナ
ル

ド
ゥ
ス
で
あ

っ
た
。

彼

は

「
無

原

罪

の

御

や

ど

り

」

に

つ

い

て

は

、

こ

の

祝

日

に

関

す

る

リ

ヨ

ン

大

聖

堂

の

参

事

会

員

た

ち

の

問

い

合

わ

せ

に

答

え

て

、

否

定

的

見

解

を

述

べ

る

。

彼

は

マ

リ

ア

が

キ

リ

ス

ト

を

懐

胎

し

た

こ

と

と

、

マ

リ

ア

の

母

（
伝

承

で

は

ア

ン

ナ

）

が

マ

リ

ア

を

懐

胎

し

た

こ

と

と

は

あ

く

ま

で

違

う

こ

と

を

強

調

す

る

。

そ

れ

は

何

よ

り

も

教

会

の

信

じ

て

い

る

こ

と

（
ｑ
ｕ
ｏ
ｄ

Ｅ
ｃ
ｃ
ｌｅ

ｓ
ｉａ
　ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉｔ
）

だ

か

ら

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

も

し

マ

リ

ア

が

罪

な

く

し

て

懐

胎

さ

れ

た

と

す

る

と

、

マ

リ

ア

に

与

え

ら

れ

た

特

権

は

そ

の

母

に

与

え

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

が

、

そ

う

で

あ

る

な

ら

、

マ

リ

ア

の

毋

も

ま

た

罪

な

く

し

て

懐

胎

さ

れ

ね

ば

な

ら

ず

、

こ

れ

を

繰

り

返

し

て

い

く

と

、

人

祖

ア

ダ

ム

と

エ

ヴ

ア

に

ま

で

遡

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

当

然

、

ア

ダ

ム

と

エ

ヴ

ア

に

お

け

る

原

罪

が

否

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

。
「
無

原

罪

の

御

や

ど

り

」

は

認

め

ら

れ

な

い

、

と

言

う

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

彼

は

「
無

原

罪

の

御

や

ど

り

」

に

つ

い

て

は

否

定

的

立

場

を

と

っ

た

が

、

次

に

。

彼

が

ク

レ

ル

ヴ

ォ

ー

の

修

道

士

の

た

め

に

語

っ

た

講

話

『
処

女

な

る

母

を

讃

え

る

』
｛
Ｉｎ
　
ｌａ
ｕ
ｄ
ｉ
ｂｕ
ｓ
　
Ｖ
ｉｒ
ｇ
ｉｎ
ｉｓ
　
Ｍ

ａ
ｔｒ
ｉｓ
｝

と

『
被

昇

天

の

八

日

間

の

主

日

説

教

』
（
Ｄ
ｏ
ｍ

ｉｎ
ｉｃ
ａ
　
ｉｎ
ｆ
ｒ
ａ
 
ｏ
ｃ
ｔａ
ｖ
ａ
ｍ

ａ
ｓ
ｓ
ｕ
m
p

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ
）

を

主

と

し

て

取

り

上

げ

、

彼

の

マ

リ

ア

論

を

見

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

『
処

女

な

る

母

を

讃

え

る

』

は

Ｉ
〇

二

〇

年

か

ら

二

五

年

に

か

け

て

、

つ

ま

り

彼

の

著

作

活

動

の

初

期

に

書

か

れ

、
『
ル

カ

福

音

書

』

Ｉ

章
2
6
－
4
5

節

を

テ

キ

ス

ト

と

し

た

四

つ

の

講

話

か

ら

な

る

。
『
被

昇

天

の

八

日

間

の

主

日

説

救

』

は

『

ヨ

『

ネ

黙

示

録

』
1
2

章

―

節

「
ま

た

、

天

に

大

き

な

し

る

し

が

現



れ

た

。

一

人

の

女

が

身

に

太

陽

を

ま

と

い

、

月

を

足

の

下

に

し

、

頭

に

は

十

二

の

星

の

冠

を

か

ぶ

っ

て

い

た

」

を

テ

キ

ス

ト

と

し

た

説

教

で

あ

る

。

こ

の

説

教

に

お

い

て

、

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

は

、

マ

リ

ア

を

義

の

太

陽

キ

リ

ス

ト

と

月

で

あ

る

地

上

の

教

会

を

仲

介

す

る

者

（
ｍ

ｅ
ｄ
ｉａ
ｔｒ
ｉｘ

）

と

呼

び

、

救

い

の

歴

史

の

中

で

彼

女

に

卓

越

し

た

地

位

を

与

え

る

。

こ

の

仲

介

者

と

い

う

マ

リ

ア

の

呼

称

は

す

で

に

東

方

の

神

学

に

お

い

て

も

見

出

さ

れ

る

が

、

西

欧
に
お
い
て
こ
れ
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
一
一
-
一
二
世
紀
の
こ
と

で

あ

り

、

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

の

説

教

も

そ

れ

を

鮮

明

に

物

語

っ

て

い

る

。

キ

リ

ス

ト

の

救

い

の

業

は

そ

れ

自

体

で

十

分

な

も

の

で

は

あ

る

が

、

し

か

し

、

我

々

に

と

っ

て

は

そ

の

堕

落

し

た

人

間

本

性

を

回

復

す

る

た

め

に

は

両

性

が

協

働

す

る

こ

と

の

方

が

よ

り

ふ

さ

わ

し

か

っ

た

と

彼

は

考

え

る

。

女

性

と

し

て

そ

の

役

割

を

担

う

の

が

、

蛇

の

頭

を

砕

く

で

あ

ろ

う

と

言

わ

れ

た

（
創

３

‥
1
5
）
「
強
い
女
」
（
m
ｕ
ｌ
ｉ
ｅ
ｒ
　
ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｉ
ｓ
箴
3
1
‥
1
0
）
　
マ
リ
ア
で
あ
る
。
彼
女

は

、
「

救

い

主

が

到

来

し

た

道

」

で

あ

り

、
「

彼

女

を

通

し

て

我

々

が

救

い

主

の

も

と

へ

と

上

っ

て

行

く

道

」

で

も

あ

り

、
「
唯

一

の

仲

介

者

（

キ

リ

ス

ト

）

へ

の

仲

介

者

＝

執

り

成

し

手

」

と

し

て

、

人

間

と

キ

リ

ス

ト

と

の

間

に

立

つ

者

で

あ

る

。

彼

女

は

執

り

成

し

手

と

し

て

の

役

割

を

担

い

な

が

ら

、

ま

た

そ

の

徳

に

よ

っ

て

常

に

修

道

士

の

模

範

で

も

あ

る

。

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

は

繰

り

返

し

マ

リ

ア

を

模

範

と

し

、

マ

リ

ア

に

倣

う

こ

と

を

強

調

す

る

。

『

処

女

な

る

母

を

讃

え

る

』

の

第

一

講

話

に

お

い

て

は

、

マ

リ

ア

の

謙

遜

（
ｈ
ｕ
ｍ

ｉｌ
ｉｔａ
ｓ
）

と

処

女

性

・

童

貞

性

（
ｖ
ｉｒ
ｇ
ｉｎ
ｉ
ｔａ
ｓ
）

に

倣

う

よ

う

に

説

き

、

そ

れ

に

倣

う

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

あ

れ

ば

、

謙

遜

に

倣

う

よ

う

に

勧

め

る

。

ま

た

第

二

講

話

で

は

海

の

星

（
ｓ
ｔｅ
ｌ
ｌａ
　
m
a
ｒ
ｉｓ
）
　
マ

リ

ア

の

生

活

の

模

範

に

倣

う

よ

う

に

と

説

か

れ

る

。

『
被

昇

天

の

八

日

間

の

主

日

説

教

』

で

は

彼

女

の

冠

の

十

二

の

星

に

、

十

二

の

特

権

を

数

え

、

そ

れ

を

天

の

特

権

、

体

の

特

権

、

心

の

特

権

に

分

け

、

お

の

お

の

を

さ

ら

に

四

つ

に

分

け

る

。

最

初

の

二

つ

は

こ

こ

で

は

省

略

す

る

。

心

の

特

権

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

の

が

柔

和

（
ヨ
ａ
ｎ
ｓ
ｕ
ｅ
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ
）
、

謙

遜

（
ｈ
ｕ
ｍ

ｉｌ
ｉｔａ
ｓ
）
、

信

仰

（
ｃ
ｒ
ｅ
ｄ
ｕ
ｌｉｔａ
ｓ
）
’

そ

し

て

心

の

殉

教

（
m
a
ｒ
ｔｙ
ｒ
ｉｕ
ｍ

ｃ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉｓ
）

で

あ

る

。

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

は

こ

れ

ら

の

マ

リ

ア

の

徳

に

つ

い

て

述

べ

る

に

あ

た

り

、

な

に

よ

り

も

こ

れ

ら

の

徳

を

模

倣

す

べ

き

こ

と

を

説

く

。

そ

し

て

、

こ

こ

で

も

謙

遜

こ

そ

す

べ

て

の

キ

リ

ス

ト

者

、

と

り

わ

け

修

道

士

が

倣

う

べ

き

徳

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

言

う

ま

で

も

な

く

、
「
謙

遜

」

の

実

践

は

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

ゥ

ス

の

『
戒

律

』

第

七

章

で

十

二

段

階

に

分

け

て

詳

し

く

述

べ

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

り

、

ア

ン

セ

ル

ム

ス

は

、

彼

の

弟

子

ア

レ

ク

サ

ン

デ

ル

が

筆

記

し

た

『
語

録

』
（
Ｄ
ｉｅ
-

ｔａ
　
Ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｌｍ

ｉ
）

に

お

い

て

、

こ

の

謙

遜

の

十

二

段

階

を

彼

独

自

の

観

点

か

ら

七

段

階

に
再

編

成

し

、

よ

り

論

理

的

、

内

面

的

な

説

明

を

試

み

て

い

る

。

そ

し

て

、

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

ス

の

最

初

の

著

作

も

、
『
戒

律

』

第

七

章

の

解

説

と

し
て
書
か
れ
た
『
謙
遜
と
傲
慢
の
諸
段
階
に
つ
い
て
』
（
L
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ

ｇ
ｒ
ａ
ｄ
ｉｂｕ
ｓ
　
ｈ
ｕ
ｍ

ｉｌ
ｉｔａ
ｔ
ｉｓ
　ｅ
ｔ
　ｓ
ｕ
ｐ
ｅ
ｒ
ｂ
ｉａ
）

で

あ

る

。

彼

は

そ

の

謙

遜

の

模

範

と

し

て

マ

リ

ア

を

位

置

づ

け

て

い

る

の

で

あ

る

。

最

後

に

「

心

の

殉

教

」

に

つ

い

て

触

れ

て

お

こ

う

。
「

心

の

殉

教

」

と

は



キ

リ

ス

ト

の

受

難

を

心

に

お

い

て

共

に

苦

し

み

、

キ

リ

ス

ト

の

肉

体

の

死

を

心

に

お

い

て

共

に

味

わ

う

こ

と

で

あ

る

。

キ

リ

ス

ト

の

受

難

を

共

に

苦

し

む

こ
と
（
c
o
m
p
a
s
s
i
o
）
を
強
調
す
る
の
は
一
二
世
紀
の
信
心
の
大
き
な
特
徴

で
あ
り
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
そ
の
典
型
を
マ
リ
ア
に
見
出
し
て
い
る
の
で

あ

る

。

結
　
　

語

以
上
、
一
一
―
一
二
世
紀
に
お
け
る
三
人
の
修
道
院
神
学
者
た
ち
を
取
り

上

げ

、

お

の

お

の

の

マ

リ

ア

論

に

つ

い

て

簡

単

に

見

て

き

た

。

彼

ら

の

マ

リ

ア

論

が

、

修

道

院

に

お

け

る

祈

り

と

瞑

想

の

生

活

の

中

か

ら

生

み

出

さ

れ

た

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

そ

し

て

、

本

稿

で

は

そ

の

関

連

を

詳

し

く

述

べ

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

が

、

こ

の

マ

リ

ア

へ

の

強

い

関

心

は

、

キ

リ

ス

ト

の

十

字

架

に

よ

る

贖

罪

、

人

性

、

地

上

の

生

涯

へ

の

強

い

関

心

の

現

れ

で

も

あ

っ

た

。

キ

リ

ス

ト

の

救

い

の

業

に

関

す

る

神

学

的

思

索

が

、

同

時

に

、

救

い

の

歴

史

に

お

け

る

マ

リ

ア

の

役

割

へ

の

神

学

的

思

索

を

呼

び

起

こ

し

た

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

そ

の

神

学

的

思

索

は

、

単

な

る

思

索

に

と

ど

ま

ら

ず

、

修

道

生

活

に

お

け

る

謙

遜

の

実

践

を

と

お

し

て

、

キ

リ

ス

ト

に

倣

う

こ

と

、

マ

リ

ア

に

倣

う

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

彼

ら

は

マ

リ

ア

の

刻

印

を

強

く

刻

み

つ

け

た

の

で

あ

る

。

（
1
）
Ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｓ
　
Ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
.
　
Ｈ
ｉ
ｓ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ｕ
ｌ
-

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ
.
　
Ｙ

ａ

ｌｅ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ
ｉ
ｔ

ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

　
１
９

８
５

（
『

イ

エ

ス

像

の

二

千

年

』

小

田

垣

雅

也

訳

、

講

談

社

学

術

文

庫

、

一

九

九

八

年

）

お

よ

び

Ｍ

ａ
ｒ
ｙ

　

Ｔ

ｈ
ｒ
ｏ
ｕ
ｇ

ｈ

　

ｔ
ｈ
ｅ

Ｃ
ｅ
ｎ

ｔ
ｕ

ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
.
　
Ｈ

ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｌ
ａ
ｃ
ｅ

　
ｉ
ｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｈ

ｉ
ｓ

ｔｏ

ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｃ

ｕ

ｌ
ｔ

ｕ

ｒ
ｅ
.
　

Ｙ

ａ

ｌｅ

　
Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ

ｙ

Ｐ
ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

　
１

９
９
６

（
「

聖

母

マ

リ

ア

」

関

口

篤

訳

、

青

土

社

、

一

九

九

八

年

）
。

（

２

）
　

マ

リ

ア

論

の

教

義

史

に

関

し

て

は

、

Ｍ
.

　

Ｓ
ｃ

ｈ
ｍ

ａ
ｕ

ｓ
,
　

Ａ
.

　

Ｇ

ｒ

ｉ
ｌ
ｌ
ｌｍ

ｅ

ｉ
ｅ
ｒ
,

Ｌ
.
　
Ｓ
ｃ
ｅ
ｆ
ｆ
ｃ
ｚ
ｙ
ｋ
,
　
Ｍ

．

Ｓ
ｅ
ｙ
ｂ
ｏ
ｌ
ｄ
（
H
g
g
.
)
 
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｏ
ｇ
ｍ
ｅ
ｎ

ｇ

ｅ
ｓ
ｃ

ｈ

ｉｃ

ｈ
ｔ
ｅ
,
　

Ｂ

ｄ
.
　

Ｉ
ｌ
ｌ
,
　
Ｆ

ａ

ｓ
ｚ
.
　

４
:
　

Ｇ

ｅ

ｏ
ｒ
ｇ

　
Ｓ
ｏ

ｉ
ｌ
,　

Ｍ

ａ
ｒ

ｉ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｅ

，
　

Ｆ

ｒ
ｅ

ｉ
ｂ

ｕ
ｒ
ｇ

ｉｍ

　
Ｂ

ｒ
ｅ

ｓ
ｉ
ｇ

ａ

ｕ

　
１
９

７
８

が

包

括

的

で

あ

る

。

な

お

、

今

日

の

フ

ェ

ミ

ニ

ス

ト

神

学

は

「

マ

リ

ア

論

」

に

関

し

て

も

様

々

な

問

題

点

を

投

げ

か

け

て

い

る

が

、

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

岡

野

治

子

「

マ

リ

ア

論

と

フ

ェ

ミ

ニ

ス

ト

神

学

」

『

宗

教

研

究

』

第

六

三

巻

二

八

〇

号
　

ｐ

ｐ
.
４

９
-

７
４

を

参

照

。

（

３

）
　

ス

コ

ラ

学

と

修

道

院

神

学

に

つ

い

て

は

、

中

世

思

想

原

典

集

成

７

『

初

期

ス

コ

ラ

学

』

古

田

暁

監

修

、

平

凡

社

、

一

九

九

六

年
　

ｐ

ｐ
.
 ８
-

２

５

の

解

説

、

文

献

お

よ

び

同

集

成
1
0

『

修

道

院

神

学

』

矢

内

義

顕

監

修

、

平

凡

社

、

一

九

九

七

年

ｐ

ｐ
.

 ８
-

２
８

の

解

説

、

文

献

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（

４

）
　

Ｃ

ｆ
.
 

Ｅ

ｐ

ｉ
ｓ
ｔ
ｕ

ｌ
ａ

　

２

８
.
　
（

テ

キ

ス

ト

は

、

Ｓ
.
　

Ａ

ｎ

ｓ
ｅ

ｌｍ

ｉ
　

Ｃ
ａ

ｎ

ｔ
ｕ
ａ

ｒ

ｉｅ
ｎ

ｓ

ｉｓ

ａ

ｒ
ｃ
ｉ

ｅ
ｐ

ｉｓ
ｃ
ｏ
ｐ

ｉ
 

Ｏ
ｐ

ｅ
ｒ
ａ

 

ｏ
ｍ

ｎ

ｉ
ａ
.
 

Ａ

ｄ

 

ｆ
ｉ
ｄ

ｅ
ｍ

 

ｃ
ｏ

ｄ

ｉｃ
ｅ

ヨ
　

ｒ
ｅ

ｃ
ｅ

ｎ
ｓ
ｕ

ｉ
ｔ

Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｓ
ｃ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ａ
ｌ
ｅ
ｓ
ｉ
ｕ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
,
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
-
Ｂ
ａ
ｄ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｔ
　
１
９
６
８
に

よ

る

）

（

５

）
　

Ｏ

ｒ
ａ

ｔ
ｉｏ

　
Ｖ

， 　

１
３
,
　

４
-
６
.

（

６

）
　
　

Ｏ

ｒ
ａ

ｔ
ｉｏ

　
Ｖ

Ｉ
Ｉ
,
　

２
０
,
　

５

１
-

５
２
.

（

７

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　

２
１
,
　

８
２
-

８
４
.

（

８

）
　

Ｏ

ｒ
ａ

ｔ
ｉｏ

　
Ｖ

Ｉ
，

　

１
７
,
　
５

５
.
　

Ｃ

ｆ
.　

Ｒ
.

　

Ｗ
.

　
Ｓ
ｏ

ｕ

ｔ

ｈ
ｅ
ｒ
ｎ
,

　
Ｓ

ａ

ｉｎ

ｔ
　
Ａ

ｎ

ｓ
ｅ
ｌ
ｍ

　
Ａ

　
Ｐ

ｏ

ｒ
-

ｔｒ

ａ

ｉ
ｔ
　
ｉｎ

　
Ａ

　

Ｌ

ａ
ｎ

ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ

ｅ

　
Ｃ

ａ

ｍ

ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ

ｅ

　

１
９
９

０

　
ｐ

ｐ
.

　

１
０
８
-

０

９
.

（

９

）
　

Ｃ

ｕ

ｒ

　
ｄ
ｅ
ｕ

ｓ

　
ｈ
ｏ

ｍ

ｏ

　
Ｉ
Ｉ

，
　

１
６
,
　

１

１
９
,
　

２
８
-

３
０

（

邦

訳

は

『

ア

ン

セ

ル

ム

ス

全

集

』

吉

田

暁

訳

、

聖

文

舎

、

一

九

八

〇

年

所

収

）

。

な

お

、

「

無

原

罪

の

御

や

ど

り
」
の
正
式
な
教
義
決
定
は
一
八
五
四
年
で
あ
る
。
ｃ
f
.
　
D
ｅ
ｎ
ｚ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
-



Ｓ
ｃ

ｈ
ｏ

ｎ

ｍ

ｅ
ｚ

ｅ
ｒ
,
　

Ｅ

ｎ

ｃ
ｈ

ｉ
ｒ

ｉ
ｄ

ｉｏ

ｎ

　

Ｓ
ｙ

ｍ

ｂ
ｏ

ｌｏ

ｒ
ｕ
m

，
　

ｅ

ｄ

．
　

３
６

　

（

Ｈ

ｅ

ｒ

ｄ
ｅ
ｒ

　

１

９
７

６
）
,

２

８
０

３
．

（

1 0
）
　
テ
キ
ス
ト
は
、
　
Ｅ
ａ
ｄ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｔ
ｕ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ

ｃ
ｏ

ｎ
ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
ｉｏ

ｎ
ｓ

 

ｓ
ａ

ｎ

ｃ
ｔ
ａ

ｅ

　

Ｍ

ａ

ｒ

ｉ
ａ
ｅ

 

ｏ

ｌ
ｉ

ｍ

 

ｓ
ａ
ｎ

ｃ

ｔ
ｏ

　

Ａ

ｎ

ｓ
ｅ

ｌ
ｍ

ｏ

 

ａ

ｔ
ｔ
ｒ

ｉ
ｂ
ｕ

ｔ
ｕ

ｓ

ｎ
ｕ

ｎ

ｃ

 

ｐ
ｒ
i
m

ｕ
m

 

ｉｎ

ｔ
ｅ
ｇ

ｅ
ｒ

 

ａ

ｄ

 

ｃ

ｏ

ｄ

ｉ
ｃ
ｅ

ｍ

 

ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
ｍ

 

ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｕ

ｓ

 

ａ

ｄ

ｉｅ
ｃ

ｔ
ｉ

ｓ

ｑ
ｕ

ｉ
ｂ
ｕ

ｓ

ｄ
ａ
ｍ

　
ｄ
ｏ

ｃ
ｕ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
ｉ
ｓ

　
ｃ
ｏ

ａ

ｅ

ｔ
ａ

ｎ
ｅ

ｎ

ｓ

ｉｓ

　
ａ

　
Ｈ

ｅ
ｒ

ｂ

． 　

Ｔ

ｈ
ｕ

ｒ
ｓ

ｔ
ｏ

ｎ

　
ｅ

ｔ
　

Ｔ

ｈ

．

Ｓ

ｌ
ａ

ｔ
ｅ
ｒ
,

　
Ｆ

ｒ
ｅ

ｉ
ｂ
ｕ

ｒ
ｇ

　
i
m

　
Ｂ

ｒ
ｅ

ｉ
ｓ
ｇ

ａ
ｕ

　
１

９
０

４

に

よ

る

。

邦

訳

に

は

『

聖

母

無

原

罪

の

御

孕

り

論

』

（

笹

谷

道

雄

訳

。

ド

ン

ー

ボ

ス

コ

社

、

一

九

五

三

年

）

お

よ

び

『

聖

母

マ

リ

ア

の

御

や

ど

り

に

つ

い

て

』

（

矢

内

義

顕

訳

、

上

掲

『

修

道

院

神

学

』

ｐ

ｐ
.
 ６
９
-

９

８

所

収

）

が

あ

る

。

（

1
1

）
　

Ｄ

ｅ

　
ｃ
ｏ
ｎ

ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
ｉｏ

ｎ
ｅ

　
ｓ
ａ

ｎ
ｃ

ｔ
ａ
ｅ

　
Ｍ

ａ
ｒ

ｉ
ａ
ｅ

，
　

１
.

（
1
2

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
, 　

２

；
１

２
.

（

1 3
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
１
３
.

（

1 4
）
Ｅ
ｐ
ｉ
ｓ
ｔ
ｕ
ｌ
ａ
　
１
７
４
,
　
７
.
（
テ
キ
ス
ト
は
、
Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｃ
ｌ
ａ
ｉ
ｒ
ｖ
ａ
ｕ
ｘ
,

Ｓ
ａ
ｍ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｈ
／
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
,
　
Ｉ
-
Ｖ
Ⅲ
,
　
Ｉ
ｎ
ｎ
ｓ
ｂ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
　
１
９
９
０
-
　
ｈ
ｉ

よ
る
)
。

（

1
5

）
　

邦

訳

に

は

『

処

女

な

る

毋

を

讃

え

る

』

（

古

川

勲

訳

、

あ

か

し

書

房

、

一

九

八

三

年

）

が

あ

る

。

こ

の

ほ

か

に

『

主

日

・

祝

日

説

教

集

』

（

Ｓ
ｅ
ｒ

ｍ

ｏ

ｎ

ｅ
ｓ

　
ｐ

ｅ
ｒ

ａ

ｎ

ｉｏ

ｎ

）

の

中

の

『

聖

母

マ

リ

ア

の

清

め

の

祝

日

の

説

教

』

｛

Ｉ
ｎ

　
ｐ
ｕ

ｒ

ｉ
ｆ
ｉ
ｃ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｅ

Ｓ
ａ

ｎ

ｃ
ｔ
ａ
ｅ

　
Ｍ

ａ

ｒ

ｉａ

ｅ

｝

’

『

聖

母

被

昇

天

の

説

教

』

｛

Ｉ
ｎ

　

ａ
ｓ
ｓ
ｕ
m
p

ｔ
ｉｏ
ｎ

ｅ

　

Ｂ

ｅ
ａ

ｔ
ａ
ｅ

Ｍ

ａ

ｒ
ｉ
ａ
ｅ

｝

『

聖

母

マ

リ

ア

の

誕

生

の

説

教

』

｛

Ｉ
ｎ

 

ｎ

ａ

ｔ
ｉｖ

ｉ
ｔ
ａ

ｔ
ｅ

　

Ｂ

ｅ
ａ

ｔ
ａ
ｅ

Ｍ

ａ

ｒ

ｉａ
ｅ

｝

な

ど

で

、

マ

リ

ア

に

つ

い

て

語

ら

れ

て

い

る

。

（

1 6
）
　
Ｄ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｒ
ａ
　
ｏ
ｃ
ｔ
ａ
ｖ
a
m
　
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
m
p
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
,
　
５
.

（

1
7

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
１

．

（

1 8

）
　

Ｉ
ｎ

　
ｌ
ａ
ｕ

ｄ
ｉ
ｂ
ｕ

ｓ

　

Ｖ

ｉｒ
ｇ

ｉ
ｎ

ｉ
ｓ

　
Ｍ

ａ

ｔｒ

ｉ
ｓ

　
Ｉ
Ｉ
,
　

４
．

（

1 9

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

。
　
Ｉ
Ｉ

。
　
５
.

（
2
0

）
　

Ｉ
ｎ

　
ａ

ｄ
ｖ
ｅ
ｎ

ｔｕ

　
ｓ
ｅ
ｒ
m
o

，
　
Ｉ
Ｉ
,
　
５
.

（

2
1

）
　

Ｄ

ｏ
ｍ

ｉ
ｎ

ｉ
ｃ
ａ

　
ｉ

ｎ
ｆ

ｒ
ａ

　
ｏ

ｃ
ｔ
ａ

ｖ
a
m

　
ａ

ｓ
ｓ
ｕ
m
p

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ

，
　
２
.

（
2
2

）
　

Ｉ
ｎ

　
ｌａ

ｕ

ｄ

ｉ
ｂ
ｕ
ｓ

　
Ｖ

ｉｒ
ｇ

ｉｎ

ｉ
ｓ

　
Ｍ

ａ

ｔ
ｒ

ｉｓ

　
Ｉ
,
　

５
.

（
2
3

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
Ｉ
Ｉ
,　

１
７

．

（
2
4
）
　
Ｄ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｒ
ａ
　
ｏ
ｃ
ｔ
ａ
ｖ
a
m
　
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
m
p
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
,
　
７
.

（
2
5

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
１
０
.

（
2
6

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
１

１
.

（

2
7

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

，
　
１
５

．

（
2
8

）
　

Ｃ

ｆ
.
　

Ｃ

．
　

Ｍ

ｏ

ｒ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｄ

ｉ
ｓ
ｃ
ｏ

ｖ
ｅ
ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ｖ

ｉ
ｄ
ｕ
ａ

ｌ
　

１
０

５

０
-

１

２

０

０
.

Ｈ

ａ
ｒ
ｐ

ｅ

ｒ

　

＆

　

Ｒ

ｏ
w

　

１
９

７
３

　

ｐ

ｐ
.

　１
３

９
-

４
４

（

Ｃ

・

モ

リ

ス

『

個

人

の

発

見

１
０
５
０
-
１
２
０
０
年
』
吉
田
暁
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
三
年
、
三
五

三

ｉ

六

一

頁

）

。

な

お

、

中

世

に

お

け

る

「

キ

リ

ス

ト

の

模

倣

」

（

ｉ
ｍ

ｉ
ｔ
ａ
ｔ

ｉｏ

Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
s
t
i
）
に
関
し
て
は
、
ｃ
ｆ
.
　
Ｇ
.
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｉ
ｍ
ｉ
ｔ
ａ
-

ｔ
ｉｏ

ｎ

　
ｏ

ｆ

　
Ｃ

ｈ

ｒ
ｉ
ｓ
ｔ

’
　

ｉｎ

　

Ｔ

ｈ
ｒ
ｅ
ｅ

　
Ｓ

ｔｕ

ｄ
ｉ
ｅ
ｓ

　
ｉ
ｎ

　
Ｍ

ｅ

ｄ
ｉ
ｅ
ｖ
ａ

ｌ
　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｏ

ｕ
ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｓ
ｏ
-

ｃ

ｉａ

ｌ
　
Ｔ

ｈ
ｏ
ｕ
ｇ

ｈ

ｔ
.　
Ｃ

ａ
ｍ

ｂ
ｒ

ｉ
ｄ

ｇ

ｅ

　
１

９
９

５
　

ｐ

ｐ
.
　１
４

３
-

２
４

８
｡

（

や

う

ち

・

よ

し

あ

き

、

中

世

思

想

、

早

稲

田

大

学

助

教

授

）
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