
〈
研

究

論

文

７

〉

一
六
～
一
七
世
紀
ス
ペ
イ
ン
内
在
的
自
然
主
義
と

日
本
思
想
の
「
接
続
」
お
よ
び
「
客
体
化
」

は
じ

め
に

こ
の
論
考

の
目
的

は
、
二
〇
〇
二
年
以
降

わ
が
国
で

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
「
接
続
さ
れ

た
歴
史
」
の
理

論
が
提

唱
す

る
「
同

時
代
性
」

の
概

念
に
注
目
し
、
一
六
世
紀
後
半

か
ら
約
一
世
紀

に
わ
た
る
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク

＝
キ
リ

ス
ト
教
布
教
史
（
日
本
史
に
お

い
て

は
通
称

「
キ
リ

シ
タ
ン
史
」
と

呼
ば
れ
る
）

に
お
け
る
、
当
時
の
ス
ペ
イ

ン
の
内
在

的
自
然
主
義
と
日
本
的

自
然
主
義
と
の
「
接
続
」
の
事
例
に
つ

い
て
考
察
す

る
た
め
の
一
試
論
で
あ

る
。

一
　

異
文

化

間

交

流

史

に

お

け

る

「
同

時

代

性

」

に
つ

い
て

Ｓ

・

ス
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ヤ
ム
と
Ｓ

・
グ
リ
ュ
ジ
ン
ス
キ
の
「
接
続
さ
れ
た
歴

史
Ｃ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｃ
ｔ
ｅ
ｄ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
」
の
理
論
を
援
用
し
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
史
」
を
よ

り
広
い
世
界
史
的
視
野
で
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
が
近
年
行
わ
れ
た
。

こ

の

「
接

続

さ

れ

た
歴

史

」

の
理

論

は
、

接

触

す

る

両

文

化

の
特

徴

を

抽

出

し

て

相

互

の

違

い
や

類
似

を

議

論

す

る

の
で

は
な

く

、

地

域
間

の
混

沌

と

し

た
接

続

の

在

り

方

自

体

に
焦

点

を
あ

て

る
歴

史

理

論

で

あ

る
。

接

続

に
よ

っ
て

有

機

的

に

起

こ

る

「
相

互

的

な
」

変

化

が

考

察

の

対

象

と
さ

れ

、

そ

の

相

互

的

な

変

化

が

生
じ

た
要

因

の

特

定

へ
と

進

む

。

そ

の
要

因

の

特

定

の

過

程

で

は

、

広

い

領

域

に

ま

た
が

る

「
同

時

代

性

」

す

な

わ

ち

地
球

上

の

異

な

る

地

域

に

お

い

て

発
生

し

た
複

数

の

現

象

の

間

の

、

同

一
原

因

の

特

定

と

い

っ

た
も

の

も
主

眼

と
さ

れ

て

く

る

。

筆

者

は
以

前

、

キ
リ

シ

タ
ン

文

学

に

お

い

て
神

の
摂

理

の

欠

如

し

た
状

態

を

指

す

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

と

い

う
原

語

が

「
自

然

」

と

訳

さ

れ

た

事

実

が

、

背

教

者

フ

ァ

ビ

ア

ン
を

は
じ

め

と

す

る

キ

リ

ス

ト
教

非

合

理

論

の

重

要

な

論

点

に

な
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つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
フ
ァ
ビ
ア
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
を
「
非
合
理
」

に
付

す

こ

と

に

終

始

し

た
が

、

こ

の
、

フ

ァ

ビ

ア

ン

を

は
じ

め

と

す

る

後

の

排

耶

論

に
多

く

共

通

す

る
姿

勢

は
、

徳

川

封

建

社

会

勃

興

期

の

神

・
仏

・
儒

の

複

雑

な

思

想

的

状

況

を
、

一

ま
と

め

に

「
合

理

的
」

な

も

の

に
見

せ

る
こ

と

に

貢

献

し

て

い

る
。

キ

リ

ス

ト
教

は

「
否

定

」

さ

れ

る
べ

く

「
要

請

」

さ

れ

た

、

あ

る

い

は

キ

リ

ス
ト

教

は

当

時

の

複

雑

な

思

想

状

況

に
と

っ
て

あ

る

種
の
「
溶
媒
ｃ
ａ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ
ｚ
ｅ
」
と
し
て
機
能
し
た
、
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現

が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ

の

よ

う

な

現

象

は

、
「
受

容

」
「
拒

否

」

と

い

っ

た
異

文

化

間

の

一
方

通

行

的

な

概

念

で

説

明

す

る
こ

と

は

難

し

い
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

一
方

「
接

続

さ
れ

た

歴

史

」

の

理

論

が

提

唱

す

る

の

は

、

こ

の
よ

う

に
地

域
間

の
接

続

の

あ

り

方

自

体

に

焦

点

を

当

て

つ

つ
、

そ

の

混

沌

の
中

で

生

じ

た

さ

ま
ざ

ま

な

現

象

に

分

析

を

加

え

る

こ
と

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

観

点

か
ら

キ

リ

シ

タ

ン
時

代

の

日

欧

両

思

想

の

接

続

の

現

象

を

詳

し

く

分

析

し

て

み

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

両

者

の

「
客

体

化

（
ｏ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ
ｉ
-

ｆ
ｉｃ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）
」

の
現

象

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

か
。
「
客

体

化

」

と

は
、

半

知

半

解

状

態

の

自

己

の

思

想

が

、

他

者

と

の
出

会

い

に
よ

っ
て

意

識

に
上

ら

し

め

ら

れ

る
こ

と

と

こ

こ

で

は

定

義

し

た

い
。

そ

し

て

そ

の
客

体

化

の

結

果

生

じ

た

意

識

が

整

理

さ

れ

（
Ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）
’

自

ら

の

言

語

的
用

法

へ
と

還
元

さ

れ

・
内

部

化

さ

れ
て

い
く

（
Ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｚ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

い

う

後

続

し

た

現

象

が

続

く

。

フ

ァ
ビ

ア

ン
は

、

神

の
摂

理

の

欠
如

し

た
状

態

と

し

て

「
自

然

」

が

使

用

さ
れ

た
こ

と

に

対

し

て

違

和
感

を

覚
え

、

排
耶

書

『
破
堤
宇
子
』

を
著
し
て
そ

の
違
和
感

に
論
理
的
な
説
明

を
付
そ

う
と
試
み

る
な
か
で
、
神
的
世
界
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
依
存
し

な
い
自
然
主
義
的
道
徳

世
界
に
気
づ

い
た
。
そ
こ
で
重
要
な
意
味
を
担

う
「
自
然

の
道
理
」
と
い
う

表
現
が
徳
川
封
建
社
会
勃
興
期
の
自
然
的
秩
序

の
論
理

と
し
て
採
用
さ
れ
て

い
く
過
程

は
、

こ
の
、
「
接

続
」
の
過
程
で
み
ら
れ
る
「
客
体
化
」
（
お
よ
び

そ
れ

に
続
く
「
論
理
化
」
「
内
部
化
」
）
の
現
象
を
表
し
て
い
る
と

い

（
ｉｎ
）。

さ
て
、
フ
ァ
ビ
ア
ン
の
”
柳
ハ
緑
、
花
ハ
紅
、
是
自
然
ノ
道
理
ナ
リ
″

（
『
破
堤

宇
子
』
）

に
代

表
さ
れ
る

「
じ
ね

ん
」
を

め
ぐ
る
日
本
的
心
性

は
、

後

に
述

べ
る
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
家

ア
メ
リ

コ

ー
カ
ス
ト

ロ
が
〈
神
的
内
的
秩

序

と
し

て
の
自
然
〉
と
名
付
け

た
こ
の
時
代
の

ス
ペ
イ

ン
に
お
け

る
混
沌
と

し

た
心
性
と
余
り
に
も
多
く
の
も

の
を
共
有
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

神

的
内

的
共
生
と
し
て
の
自
然

が
自
主
的
力

に
転
化
し
て

い
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近

代
へ

の
移
行

期
と
、
「
自
然
の
道
理
」
を

掲
げ
る
日
本
の
徳
川
封
建
社
会

思
想
の
勃
興
期
と
は
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
り

、
な
お
か
つ
両
者
の
接
続
が
イ
エ

ズ
ス
会
士
を
中
心
と
し
て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
事
実

は
、
先
に
考

察
し
た
通
り
、

徳
川
封
建
社
会
の
社
会
倫
理
思
想
の
確
立
に
関
連
づ
け
ら
れ

る
の
み

な
ら
ず

、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
の
自
然
観
の
萌
芽
に
関
連

づ
け
ら
れ
る

の
で

は
な

い
で

あ
ろ
う

か
。
と
い
う
の
も
、
「
接

続
さ
れ
た
歴
史
」
が
提
唱

す

る
の

は
、
両
文

化
の
有
機
的
な

「
相
互
変

容
」

だ

か
ら
で

あ
る
。
「
相
互

変
容
」

と
い
う
、
交
差
す
る
二
つ
の
半
円
弧

か
ら
伸
び
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル

の
う
ち
の
一
方
、
す
な
わ
ち
キ
リ
シ
タ
ン
時
代

の
日
本
的
自
然
思
想
が
、

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
近
代
へ
の
移
行
期
の
混
沌
と
し
た
思
想
的
状
況
に
ど
の
よ
う
に
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「
接
続
」

さ
れ
て

い
る
の
か
。
以

下
は
こ
の
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

二
　

一

六

世

紀

ス
ペ

イ

ン
＝

カ

ト

リ

シ
ズ

ム

に

お

け

る

内

在

的

自

然

主

義

イ

エ
ズ
ス
会
を
中

心
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
日
本
布
教
は
、
ト
リ

エ
ン
ト
公

会
議
（
一
五
四
五
～
一
五
六
三
）
を
経

た
ス
ペ
イ
ン

＝
カ
ト
リ

シ
ズ

ム
と
日
本
と

の
接
続

を
可

能
に
し
た
。
公

会
議
は
、
改
革
派

と
の
対

決
姿
勢

を
明
ら

か
に
す

る
の
み

な
ら
ず

、
社
会
的
混
乱

と
病
災

の
中

、
狂
信
と
迷
信

の
う
ち

に
取
り
残
さ
れ

た
民
衆

と
、
壮
大
難
解

な
神
学
体
系

と
の
乖

離
を
食

い
止
め
、
あ
の

ゴ
シ

。
ク
建
築

に
見
ら
れ
る
統
合
さ
れ

た
秩
序

と
し
て

の
世

界
を
再

構
築
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
も
あ

っ
た
。
神
の
超
越
と
内
在
と

い
う

中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
命
題
を
、
存
在
論
的
・
目
的
論
的
言
語
で

は
な
く

、
キ

ケ
ロ
を
模
範
と
す
る
古
典

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
技
術
を
駆
使
し

た
説

教
の
実

践
的
言
語
で

、
民
衆
の
こ
と
ば

（
俗
語
）
で
説
く
試
み
で
あ

る
。

そ
れ
は
人

間
に
付

与
さ
れ
た
言
葉
と
い
う
ア

ル
テ
を
駆
使
し
て
神
的
真
理

に
到
達

す
る

と
い
う
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
的
神
学
の
実
践
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
重
要

な
思

想
的
伏

線
を
な
し
て

い
る
の

は
、
「
愛
」

の
論
理
を
媒

介
と
し
て
自
然
と
超

自
然
、
個
別
と
普
遍
を
関
連
つ
け
る
プ
ラ

ト
ン
の
再
解

釈
の
動

き
で
あ

る
。
こ

れ
に
関
し
て

は
、
『
黄
金
世
紀

ス
ペ
イ

ン
国

民
文
学

史
』
の
著
者
プ

フ
ァ
ン
ド
ル
の
言
及

が
助
け

と
な
ろ

う
。

プ
ラ
ト
ン

は
、
愛

の
哲
学

に
お
い
て

、
個
別
的

な
美

へ
の
賛
美
を
一
般

的
な
美
へ
の
愛
へ
と
変
換
し

、
最
終
的

に
そ
れ

を
神

的
美
へ
の
高
貴
な

憧
れ
へ
昇
華

さ
せ

た
。
あ
る
肉
的
な
美
を
愛
し

は
じ

め
た
人
間
は
、
す

ぐ

に
い

か
な
る
肉
体
の
美
を
も
認
識
す
る
よ

う
に
な
り
、
他
の
肉
体
の

美
の
写
し
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
美
し

い
も
の

は
す
べ
て
彼
の

愛
の
対
象
で
あ
り
、
今
や
一
存
在
の
美
し
さ
を
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

美
の
広
大
な
海
原

に
自
ら
を
運
ぶ
で

あ
ろ
う
。「
…
」
魂
の
美
は
た
だ
、

神
の
美
の
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
を
完
全

に
知
る
こ
と
は
神
性
の
知
覚
へ

と
到
達
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

こ
の
世

の
美
を
賛
美
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
超
自
然
的
な
美
に
達
す
る
、
と

い
う
解
釈
は
、
教
皇
庁
の
ス
ペ
イ

ン
大
使
と
し
て
カ
ー
ル
五
世

の
宮
廷

に
仕

え

た
イ

タ
リ

ア
人
著
作
家

バ
ル

タ
サ
ー
ル
・

カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
（
一
四
七

八
～
一
五
二
九
）
、
ま
た

『
愛
の
対

話
』

を
記

し
た
ユ
ダ
ヤ
系
ス
ペ
イ
ン
人
レ

オ
ン

ー
エ
ブ

レ
オ
（
一
四
六
〇
？
～
一
五
こ
こ

に
よ

っ
て

、
キ
リ
ス
ト
教
思

想
に
お
け

る
被

造
物
な
る
自
然
と
神
と
の
関
係
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
採
取
さ

れ

た
。

そ
し
て
こ

れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
に
密
接
に
関

連
付
け

た
人
物
と
し
て
、

日
本
の

キ
リ

シ
タ
ン
文
学

の
欧
文
原
著
者
と
し
て

名
高

い
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ル

イ
ス
ー
デ
ー
グ
ラ
ナ
ダ
（
一
五
〇
四
～
一
五
八
八
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ル
イ
ス

自
身
、
著
作
の
中
で
、
自
分
の
神
の
愛
に
つ
い
て

の
言
及

は
、
プ
ラ
ト
ン
の

『
饗
宴
』
に
由
来
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

以
下

は
ル
イ

ス
の
晩

年
の
著
作
で
、
『
信
条
序
説
第

一
巻
』
（
一
五
八
四
）

で
あ
る
。
全
体

は
「
我
天
地
の
創
り
主
を
信
ず
」
に
始
ま
る
使
徒
信
条
の
各

条
項

の
解
説

と
い
う
形

式
を
用

い
た
四

巻
構
成
で

、
ま
ず
、
動

植
物
・
天

ン内在的自然主義と日本思想の「接続」お よび「客体化」｜ 一 六～一 七世紀スペイ83



体

・

人

間

の

生

態

の

秩

序

と

美

し

さ

の

博

学

的

な
観

察

を

披

露

し

、

そ

れ

に

よ

っ
て

、

そ

れ

ら

を

創

造

し

た
神

の

摂

理

を

感

得

さ

せ

る
。

そ

れ

に

よ

っ
て

第

二

巻

以

下

の

「
信

仰

」

論

、
「

キ
リ

ス

ト
」

論

、
「
公

同

」

論

へ
と

導

く
構

成

に

な

っ
て

い

る
。

第
一
巻
で
は
以
下
の
と
お
り
、
利
便
（
u
s
o
）
・
結
果
（
ｆ
ｒ
ｕ
ｔ
ｏ
）
と
い
う

側

面

か
ら

世

界

を
考

察

す

る
目

的
論

世
界

観

に

対
比

さ

せ

る

か

た

ち

で

、

楽

（
ｒ
ｅ
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔｉ
ｏ
ｎ
）
　・

趣

（
ｑ

ｓ
ｏ
）

を

強

調

す

る
感

覚

的

・

美

的

審

美

眼

が

披

露

さ
れ

る
。

主

は

私

の

魂
を

そ

の
業

を

も

っ
て

喜

ば

せ

る

。

そ

し

て

あ

な

た

の

業

を

考

え

る

事

を
私

は

楽
し

む

。

人

間

が

受

け

る
こ

の

霊

的

な

喜

び

は

、

被

造

物

の
美

し

さ

を

見

な

が

ら

も

、

そ

れ

自

体

で

は

な

く

、

そ

こ

か

ら

神

の

美

、
意

志
、

慈

愛

の

知

覚

へ

と

上

昇

し

て

い

く

。

神

が

か

よ

う

な

物

を

創

っ
た

の

は
利

便

の

た

め

だ

け

で

は

な

く

人

間

の

楽

し

み

の

た

め
で

も
あ
る

「
被

造

物

そ

れ

自

体

で

は

な

く

」

と

い

う
と

こ

ろ

に
、

神

の

超

越

性

を

保

持

し

よ

う

と

す

る
意

図

を

う

か

が

わ
せ

な

が
ら

も

、

自

然

事

物

に

お
け

る
神

の

内

在

性

を
、

例

え

ば

月

＝
神

と

い

っ

た

文
学

的
常

套

句

に
よ

っ
て

暗

示

し
て

い

る
。海

の
潮

の
干

潮

を

見

て

も

、
や

は

り

驚

嘆

に
値

す

る

の
で

は

な

か

ろ

う

か
。

短

い
時

間

に
満

水

し

、
次

に

定

ま

っ
た

地

点

ま
で

大

変

な

激

し

さ

を
以

て

戻

っ
て

い

く
、

つ

ま

り

そ

の

満

ち

欠
け

に

従

っ

て

、

あ

る

時

は

満

潮

、

次

に

は
干

潮
と

な

り

、

そ

の

意

思

の

ま

ま

に

大

洋

の

波

が

動

か

さ

れ

、

導

か

れ

る

。

こ

こ

で

い

う

「

そ

の

意

思

の

ま

ま

に

」
（
原

文

は

ｐ
ｏ
ｒ
　ｃ
ｕ
ｙ
ｏ
　ａ
ｒ
ｂ
ｉｔ
ｒ
ｉｏ

）

が

「
誰

」

の

思

い

の

ま

ま

な

の

か

を

み

て

み

る

と

、

関

係

詞

ｃ
ｕ
ｙ
ｏ

の

先

行

詞

は

ｑ
ｕ
ｅ
　
ｌａ
　
ｌｕ
ｎ
ａ
　ｃ
ｒ
ｅ
ｓ
ｃ
ｅ
　ｙ

　ｍ

ｅ
ｎ
ｇ
ｕ
ａ

（
月

の

満

ち

欠

け

）
で

あ

り

、

必

ず

し

も

神

で

は

な

い

。

新

大

陸

の

無

限

の

広

が

り

と

、

そ

れ

に

伴

う

新

奇

な

自

然

事

物

の

無

限

の

発

見

に

次

々

と

驚

嘆

し

な

が

ら

、

そ

れ

ら

は

神

の

無

限

と

い

う

属

性

と

ア

ナ

ロ

ジ

カ

ル

に

結

び

つ

い

て

い

る

。

神

の

無

限

と

い

う

概

念

が

、

神

性

か

ら

派

生

し

た

副

次

的

現

実

と

し

て

の

自

然

と

ア

ナ

ロ

ジ

ー

の

論

理

を

も

っ

て

結

び

つ

き

、

自

然

に

特

権

的

な

地

位

が

あ

た

え

ら

れ

て

い

る

。こ

の

神

の

超

越

と

自

然

的

内

在

と

い

う

主

題

は

、

教

理

文

学

と

は

性

格

を

異

に

す

る

同

時

代

の

小

説

・

戯

曲

に

あ

ら

わ

れ

て

お

り

、

き

わ

め

て

大

衆

的

な

思

惟

に

及

ん

で

い

た

こ

と

が

想

像

で

き

る

。

歴

史

家

ア

メ

リ

コ

ー
カ

ス

ト

ロ

（
一

八

八

五

～

一

九

七

二

）

は

、

ス

ペ

イ

ン

思
想
史
の
名
著
『
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
思
想
』
で
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
著
作
に

み

ら

れ

る

「
神

の

執

事

た

る

自

然

（
Ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
ｚ
ａ

，
　ｃ
ｏ
ｍ

ｏ
　
ｅ
ｌ
　
m
a

ｙ
ｏ
ｒ
ｄ
ｏ
-

ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
ｏ
ｓ
）
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
こ
に
神
的
共
生
と
し
て

の

自

然

が

自

主

的

力

に

転

化

し

て

い

こ

う

と

す

る

こ

の

時

代

の

人

文

主

義

的

動
向
の
反
映
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
幕
間
劇
『
不
思
議

な

見

世

物

』

の

以

下

の

台

詞

を

引

用

し

、

こ

れ

を

「
生

物

学

的

自

然

法

が

人

間

世

界

（
道

徳

的

世

界

）

に

持

ち

込

ま

れ

る

現

場

」

と

名

付

け

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て

こ

の

時

代

の

道

徳

観

の

根

底

に

あ

る

自

然

思

想

を

明

ら

か

に
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し

て

い

る

。

―
樫
の
木
に
は
ど
ん
ぐ
り
、
梨
の
木
に
は
梨
の
実
、
【
・
・
・
】
立
派
な
人

間

に

は

名

誉

、

そ

れ

以

外

に

は

あ

り

っ

こ

ご

ざ

い

ま

せ

ん

わ

。

―
キ
ケ
ロ
的
な
名
言
だ
。
一
点
も
差
引
き
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

し

か

し

こ

の

よ

う

に

文

学

作

品

に

語

ら

し

め

ら

れ

て

い

る

社

会

通

念

・

道

徳

思

想

は

、

神

学

理

論

と

の

重

大

な

ひ

ず

み

を

反

映

す

る

も

の

で

も

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

神

的

内

的

秩

序

と

し

て

道

徳

律

を

個

々

の

人

間

が

自

然

と

し

て

有

し

て

い

る

の

な

ら

ば

、

な

ぜ

罪

を

犯

せ

よ

う

か

、

ま

た

そ

れ

を

神

は

予

知

し

許

容

し

て

い

る

の

か

、

と

い

う

、

人

間

の

「
自

由

意

志

」

に

関

す

る

錯

綜

し
た
神
学
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
中
心
と
し
た
救
霊
予

定

説

、

す

な

わ

ち

人

間

が

救

わ

れ

る

か

否

か

は

人

間

の

行

い

に

関

係

な

く

神

に

よ

っ

て

定

め

ら

れ

て

い

る

の

か

否

か

、

と

い

う

問

題

に

も

関

連

す

る

と

こ

ろ

か

ら

、

時

の

話

題

と

し

て

一

世

を

風

靡

し

た

と

い

わ

れ

る

。

テ

ィ

ル

ソ

・

デ

・

モ

リ

ー

ナ

『
不

信

心

ゆ

え

地

獄

お

ち

Ｅ
ｌ
　ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ａ
ｄ
ｏ
　ｐ
ｏ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
ｃ
ｏ
ｎ
-

ｎ
ａ
ａ
ｏ
』
や
カ
ル
デ
ロ
ン
『
人
生
は
夢
L
a
　
ｖ
ｉ
d
a
　
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｕ
ｅ
ｎ
ｏ
』
な
ど
、
こ
の

問

題

を

主

題

と

し

て

数

多

の

戯

曲

が

著

さ

れ

て

い

る

。

三
　

日

本

的

自

然

思

想

と

の

「

接

続

」

こ

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

世

界

に

展

開

さ

れ

た

教

義

論

争

は

。

日

本

の

キ

リ

シ

タ

ン

史

と

係

わ

り

が

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

そ

の

影

響

は

実

際

日

本

布

教

地

に

も

及

び

、

こ

れ

ら

の

論

争

が

蔓

延

す

る

こ

と

を

回

避

し

よ

う

と

す

る

動

き

が

宣

教

師

の

間

で

あ

っ

た

こ

と

も

知

ら

れ

て

い

る

。

一

五

九

〇

年

に

来

日

し

た

イ

エ
ズ
ス
会
士
ベ
ド

ロ
・
デ
・
ラ
・

ク
ル
ス
（
一
五
五
九
～
一
六
〇
六
）
は
、

天
正
少
年
使
節
と
共

に
待
機
し
て

い
た
リ
ス
ボ
ン
で
、
実
際
に
モ
リ
ー
ナ
と

対
談
し
て

お
り
、

そ
の
モ
リ
ー
ナ
と
同
じ

見
解

に
与
す

る
近
世
ス
コ
ラ
学

の

大
成
者

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
学
説
の
誤
り
を
主
張
し
て

、
彼
ら

の

学
説
を
日
本

に
浸
透
さ
せ
な
い
よ

う
巡
察
師
ヴ

ァ
リ
ェ
ヤ
ー
ノ
に
要
請
し
て

い
る
。こ
の
神
の
予
定

に
関
す
る
問
題

に
は
、

キ
リ

シ
タ
ン
版
の
編
纂

に
も
影
響

を
及

ぼ
し
て
い
る
。
キ
リ

シ
タ
ン
版

『
ぎ
や
ど
べ

か
ど
る
』

に
お
い
て
、
神

の
予
定
の
問
題
に
関
す
る
言
及
が
翻
訳
の
際
に
削
除
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

日
本
人

信
徒
を
混

乱
さ
せ
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
り
つ
つ

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

同

様
の
論
争
が
起
き

る
可
能
性
を
察
知
し
、
そ
れ
を
で
き

る
限
り
回
避
し

よ

う
と
し

た
布
教
側

の
意
図
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

有
名
な
背
教
者

日
本
人
フ
ァ
ビ
ア

ン
が
著
し

た
排
耶
書

『
破
堤
宇
子
』
、

背

教
イ

エ
ズ
ス
会
宣
教
師

フ
ェ
レ
イ
ラ
（
沢
野
忠
庵
）

に
帰
さ
れ
る

『
顕

偽

録
』

は
、
こ
の
日

本
に
お
け
る
削
除
と
い
う
手
段
を
用

い
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の

神
学
理
論

の
行
き
詰
ま
り
、
あ
る
い
は
神

学
理
論
と
思
想
的
状
況

の
背
反
性

を
「
自
然

の
道
理
」
と
い
う
言
葉

に
集
約

さ
れ
た
日
本
的
思
惟
を
も
ち
い
て

結
果
的

に
突

い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
ら

は
、

キ
リ

シ
タ
ン
版
の
編
纂
あ
る

い

は
そ
れ
を
用
い
た
実
際
の
布

教
活
動

を
通
じ

た
日
欧
両
思
想
の
己

の
う
ち
の

「
接
続
」
の

結
果

、
神
的
世
界

と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
に
依
存
せ
ず
に
完
結
し
て

い
る
自
然
主
義
的
道
徳
世
界

に
気
づ
き
、
そ
れ
を
「
自
然
の
道
理
」
と
名
付

け

た
。
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さ
て

、
そ
の
「
気
づ
き
」
が
、
日
本
に
お
い
て

は
徳
川
封
建
社

会
勃
興
期

の
自
然

的
秩
序

の
論
理
の
形
成

に
、
自
己
の
思
想
の

「
客
体
化
」

の
契
機

を

与
え

た
と
い
う
点

は
先

に
主
張
し
た
。
で

は
そ
の
逆
の

ベ
ク
ト
ル
、
す

な
わ

ち
、
急
速

に
啓
蒙

の
時
代

へ
進
み

つ

つ
あ

っ
た

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
世

界
の
自

然

観
・
神
観
に
、
こ
の
「
気
づ
き
」
が
何
ら
か
の
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う

か
。
も

ち
ろ
ん
フ
ァ
ビ
ア
ン
、

フ
ェ
レ
イ
ラ
の
言
及
が
直
接

影

響
を
与
え
た
と

い
う

わ
け

に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
宣
教
師
の
記
し
た

日
本
宗
教
研
究
、

日
本
情

報
が
ヨ
ー

ロ
ッ
。パ
で

流
通
す

る
中
で
、
第
二
の
フ

ァ
ビ
ア

ン
、

フ

ェ
レ
イ
ラ

が
生
じ
、

自
己
の
依

拠
す

る
世
界

観

の
「
客

体

化
」
が
生
じ
て

い
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
キ
リ

シ
タ
ン
時
代
の
日
欧

両
思
想
の

「
接

続
」

の
結
果
生
じ

た
「
相
互
的
な
変
容
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と

に
な

る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　

ピ

エ
ー

ル

・
ベ

ー

ル

『
歴

史

批

評

辞

典

』

こ
の
点
に
関
し
て
の
考
察
は
未
だ
不
十
分
で
あ
り
、

キ
リ

シ
タ
ン
時
代
あ

る
い
は
そ
れ
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
情
報
の
流
布
状
況
に
つ
い

て
の
詳
細
な
研
究
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
つ

つ
、
以
下

の
例
だ
け
提

示
し
た

い
。

フ
ラ

ン
ス
の
啓
蒙
思

想
家
で

、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
を

批
判
し

た
ピ

エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
（
一
六
四
七
～
一
七
〇
六
）
は
、
当
時

の
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
流
布
し

て

い
た
日
本
情

報
、

お
も

に
イ

エ
ズ
ス
会
士

ア
ン

ト
ニ

オ

ー
ポ

ッ
セ
ヴ
ィ
ー

ノ
（
一
五
三
三
～
一
六
一

こ

の

『
精
選
文

庫

（
Ｂ
ｉｂ
ｌｉｏ
-

Ｓ
ｓ
ａ
 
S
e
l
e
c
t
a
』
を
も
と
に
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
言
及
を
し
て
い
る
。

ポ

ッ

セ

ヴ

ィ

ー

ノ

の

日

本

情

報

は

、

そ

の

構

成

と

内

容

を

瞥

見

す

る

限

り

、

一

五

八

六

年

に

リ

ス

ボ

ン

で

出

版

さ

れ

、

当

時

日

本

語

に

も

訳

さ

れ

た

イ

エ

ズ

ス

会

日

本

巡

察

師

ヴ

ァ

リ

ュ

ヤ

ー

ノ

の

”
Ｃ

ａ
ｔｅ
ｃ
ｈ
ｉｓ
m

ｕ
ｓ

　ｃ
ｈ
ｒ
ｉｓ
ｔ
ｉａ
ｎ
ａ
ｅ

ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
ｉ
”
（
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
カ
テ
キ
ズ
ム
）
に
基
づ
い
て
お
り
ヽ
こ
の
二

人
は
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
時
代
の
同
僚
で
も
あ
る
。
べ
ー
ル
は
ポ
ッ
セ
ヴ
ィ
ー
ノ

に
基
づ
い
て
日
本
に
は
1
2
の
宗
派
ま
た
は
1
2
の
宗
教
が
あ
る
と
し
、
そ
の
な

か

で

主

だ

っ

た

も

の

と

し

て

三

つ

、

す

な

わ

ち

①

現

世

以

外

の

生

を

期

待

せ

ず

、

感

覚

を

持

つ

も

の

以

外

に

実

体

を

認

め

な

い

宗

派

、

②

魂

の

不

滅

と

来

世

を

信

じ

る

宗

派

、

③

釈

迦

崇

拝

者

、

を

挙

げ

、

そ

の

あ

と

で

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

一

部

の

著

作

家

に

言

わ

せ

る

と

、

日

本

の

諸

宗

派

に

つ

い

て

な

し

う

る

一

番

一

般

的

な

区

分

は

、

或

る

派

は

外

見

に

と

ど

ま

る

こ

と

を

主

張

す

る

が

、

或

る

派

は

感

官

を

持

た

な

い

・

真

理

と

呼

ぶ

と

こ

ろ

の

実

在

を

求

め

る

、

と

推

定

す

る

こ

と

で

あ

る

と

い

う

。

外

見

に

と

ど

ま

る

派

は

、

善

人

が

永

遠

に

報

い

ら

れ

悪

人

が

永

遠

に

罰

せ

ら

れ

る

よ

う

に

、

現

世

の

あ

と

の

来

世

を

認

め

る

。

し

か

し

感

覚

で

と

ら

え

ら

れ

ぬ

内

的

な

実

在

を

求

め

る

派

は

、

天

国

や

地

獄

を

否

定

し

、

ス

ピ

ノ

ザ

説

と

多

分

に

似
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

こ

の

言

及

に

関

し

て

、

以

下

の

よ

う

な

注

を

自

ら

加

え

て

い

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

も

教

え

な

か

っ

た

こ

と

が

こ

こ

に

多

々

あ

る

の

は

間

違

い

な

い

が

、

し

か

し

、

ス

ピ

ノ

ザ

が

日

本

の

祭

司

た

ち

と

同

じ

く

、

万

物

の
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第
一
原
理
と
宇
宙
を
構
成
す
る
全
て

の
も

の
は
単
一
の
同
じ
実
体

に
す

ぎ
な
い
と
か
、
万
物
は
神
で
あ
り

、
神

は
万
物
で
あ
り
、
し

た
が

っ
て

神
と
存
在
す
る
万
物
は
単
一
の
同
じ
も

の
に
す
ぎ
な

い
と

か
教
免

た
こ

と
は
極
め
て
確
実
で
あ
る
。
（
同
上
）

ス

ピ
ノ
ザ
の
「
万

物
は
神
で
あ
り
、
神

は
万
物
で
あ
る
」
と

い
う
汎
神
論

的
言
及

が
、
宣
教
師
の
日
本
体
験
と
そ
れ
を
も
と
に
編
ま
れ
た
書
物
を
通
じ

て
日
本
思
想
と
接
続
さ
れ
て

い
る
一
事
例
で
あ

る
。
ベ

ー
ル
自
身
、

ス
ピ
ノ

ザ
に
つ
い
て
多
く
の
言
及
を
し
て
お
り
、
「
古
今
の
ヨ
ー
ロ
パ
や
東
洋
の

哲
学
者
の
影
響

を
受
け
て

い
る
が
、
全
く
新
し
い
体
系
と
方
法
を
持
つ
無
神

論
者
」
と
し
、
そ
れ
を
中
国

の
哲
学
、
日
本
の
哲
学
と
比
較
検
討
し
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
時
代

の
日
欧
両
思

想
の
接

続
が
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
近
代
の
思
想
的
展
開

に
あ
る
種

の
「
変
容
」

の
要
因

を
も
た
ら

し
て
い

る
こ
と

を
示
す
一
例
と

い
え

な
い
で

あ
ろ
う
か
。

お

わ
り

に

徳
川

封
建
社

会
勃
興

期

の
一
般
的

普
遍
的

な
社
会
思

惟
様

式
と
さ

れ
る

「
自
然
的
秩

序
」

の
論
理

の
形
成

は
、

キ
リ

シ
タ
ン
時
代

の
自
然
解
釈

を
め

ぐ
る
日
欧
両
思
想
の
「
接
続
」

の
結
果

生
じ

た
己

の
思

想
の
「
客
体
化
」

の

過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
ス
ベ
イ
ン
・
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
に
代
表
さ
れ
る
内
在
的
自
然
主
義

か
ら
、
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
思

想

家
に
よ
る
汎
神

論
的
自
然
思
想
が
意
識
さ
れ
て

い
く
過
程
に

は
、
同
じ

く
キ

リ

シ
タ
ン
時
代

の
自
然

解
釈
を
め
ぐ
る
日
欧
両
思
想
の
「
接
続
」
が
少

な
か

ら

ず
関
与
し
て

い
る
。

本
論
考

は
こ
の
構
図
を
若
干

の
例

を
も
と

に
提
示
し

た
試
論

に
過
ぎ

な
い
。

（
―
）
　
Ｓ
・
ス
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ヤ
ム
「
テ
ー
ジ
ョ
河
か
ら
ガ
ン
ジ
ス
河
ま
で
―
一
六
世

紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
千
年
王
国
信
仰
の
交
錯
―
」
岩
波
書
店
編
『
思
想
』

第
九
三
七

号
、

二
〇
〇

二
年
、
三
一

～
七
〇
頁
、
Ｓ

・
グ
リ
ュ
ジ
ン
ス
キ
「
カ

ト
リ
ッ
ク
王
国
―
接
続
さ
れ
た
歴
史
と
世
界
―
」
同
右
、
七
一
～
一
一
六
頁

（
２
）
　
平
成

一
七
年
度

～
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究

（
Ｂ
）
研
究
成

果
報
告
書

「
一
六

～
一
八
世
紀
イ

エ
ズ
ス
会
現
地
報
告
文
書

に
み

る
「
普
遍
主

義
と
地
域
特
性
」
競
合
の
国
際
比
較
」
平
成
一
九
年
三
月
、
研
究
代
表
者
　

川

村
信
三
上
智
大
学
助
教
授

（
３
）
　
拙
稿
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
「
自
然
」
―
ス
ペ
イ
ン
語
原
典
に
お
け

る

「
偶
然

（
ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ
）
」

の
翻

訳
を
手
が

か
り

に
」
『
比
較
思
想
研
究
』
（
比

較
思

想
学
会
）
第
三
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
九

一
～
一
〇
〇
頁

（
４
）
　
例
え
ば
、
日
本
文
学
史
上
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
わ
れ
る
仮
名
草
子

『
清

水
物
語
』
（
寛
永
一
五
）

の
冒
頭
で
あ
る
。
「
翁
日
、
我
が
朝
の
人
の
心
は
唐
土

の
人
よ
り
も
直
し
易
く
侯
は
ん
と
覚
え
候

。
其
子
細
は
世
に
分
も
な
き
事
は
、

吉
利
支
丹
と
い
ふ
も
の
程
、
分
け

の
聞
こ
え

ぬ
も
の
は
な
き
に
、
其
勧
め
を
聞

き
入
れ
た
る
人
は
命
に
も
か
へ
侯
。
[
・
・
・
]
斯
様
の
目
に
も
見
え
ぬ
事
に
さ
へ
、

教
へ
に
移
る
人
の
心
に
て
侯
へ
ば
、
い
は
ん
や
天
地
の
道
理
、
目
の
前
の
事
に

て
私
な
き
理
に
は
、
誰
人
か
背
き
候

は
ん
や
。
」
（
渡
辺
守
邦
、
渡
辺

憲
司

校
注

「
清
水
物
語
」
『
仮
名
草
紙
集
』
新

日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

一
年

、
一
四
七
～
一
四
八
頁

）

キ
リ

シ
タ
ン
信
仰
に
「
非
合
理
性
」
と
い
う
特
性

を
付

与
す

る
こ

と
に
よ
り
、

己

の
思

想
が
「
合
理
化
」

さ
れ

る
、
と
い
う
現
象
が
こ
こ

で
は
生
じ
て

い
る
。

（
５
）
　
第

一

二

回

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

日

本

学

研

究

学

会

国

際

大

会
　
（
Ｔ
ｈ
ｅ

一六～一七世紀スペイン内在的 自然主義と日本思想の「接統」お よび「客体化」87
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ｐ
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０
０
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ｍ

ｐ

ｌｅ
ｘ

　
ｒ
ｅ
ｌ

ａ

ｔ
ｉ

ｏ
ｎ

ｔ
ｏ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
"
　
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
:
／
／
w
w
w

．
ｅ
ａ
ｊ
ｓ
ｃ
ｏ
ｎ
ｆ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
．
u
n
i
l
e
.
i
t
/
 
を
参
照
さ
れ

た

い

。

（

６

）

「
・
：

破

シ

テ

云

ク

、

柳

ハ

緑

。

花

ハ

紅

、

是

ハ

只

自

然

ノ

道

理

ナ

リ

。

柳

ノ

根

ヲ

悴

テ

看

ヨ

、

緑

モ

ナ

ク

、

花

ノ

木

ヲ

破

テ

看

ヨ

、

紅

モ

無

ケ

レ

ド

モ

、

自

然

天

然

ノ

現

成

低

也

。
」

（

与

謝

野

寛

他

（

編

）

「

破

提

宇

子

」

『

ぎ

や

ど

ぺ

か

ど

る

・

妙

貞

問

答

・

破

提

宇

子

・

顕

偽

録

』

日

本

古

典

全

集

刊

行

会

（

復

刻

）
、

一

九

七

八

年

、

一

〇

頁

（

７

）
　

Ｌ
ｕ

ｄ
ｗ

ｉｇ

　
Ｐ

ｆ
ａ
ｎ

ｄ

ｌ
，

　

Ｈ

ｉｓ

ｔｏ

ｒ

ｉａ

　

ｄ
ｅ
こ

ａ

　
ｌ
ｉ
ｔｅ

ｒ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

　
ｎ

ａ

ｔｉ

ｏ
ｎ

ａ

ｌ
　
ｅ
ｓ
ｐ

ａ

ｎ

ｏ

ｌａ

　
ｅ
ｎ

ｌ
ａ
　
Ｅ
ｄ
ａ
ｄ
　
ｄ
ｅ
　
Ｏ
ｒ
ｏ
,
　
Ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
ｖ
ｏ
　
Ｇ
ｉ
ｌ
ｉ

，

Ｂ

ａ

ｒ
ｃ
ｅ

ｌ
ｏ
ｎ

ａ

：
　

１
９
５

２

，

（

８

）
　

ル

イ

ス

ー

デ

ー

グ

ラ

ナ

ダ

に

つ

い

て

は

。

尾

原

悟

校

註

『

ひ

い

で

す

の

導

師

』

（

キ

リ

シ

タ

ン

文

学

双

書

、

教

文

館

、

一

九

九

五

年

）

の

解

題

が

あ

る

。

ス

ペ

イ

ン

語

で

は

Ａ

ｌ
ｖ

ａ
ｒ
ｏ

　

Ｈ

ｕ

ｅ

ｒ
ｇ

ａ

，
　
Ｆ

ｒ
ａ
ｙ

　
Ｌ

ｕ

ｉ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
Ｇ

ｒ
ａ
ｎ

ａ

ｄ
ａ

：

ｄ
ａ

　ａ

ｌ
　
ｓ
ｅ

ｒ
ｖ

ｉｃ

ｉｏ

　
ｄ
ｅ

　
ｌａ

　
Ｉ
ｇ

ｌ
ｅ
ｓ

ｉａ

，
　
Ｍ

ａ

ｄ

ｒ
ｉ
ｄ
：
　
Ｂ

ｉ
ｂ

ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
ｅ
ｃ
ａ

　
ｄ

ｅ

　
Ａ

ｕ

ｔ
ｏ

ｒ
ｅ
ｓ

　
Ｃ

ｒ
ｉ
ｓ
-

ｔ
ｉ
ａ
ｎ

ｏ

ｓ

，
　

１
９

８
８

詳

し

い

。

本

稿

注

（

３

）

の

筆

者

論

文

で

も

言

及

さ

れ

て

い

る

た

め

。

そ

ち

ら

を

参

考

に

さ

れ

た

い

。

（

９

）
　

Ｐ

ｆ
ａ

ｎ

ｄ

ｌ
，
　
ｏ

ｐ

．
ｔｉ

ｔ
．
，
　
ｐ

．
３

４

（

1 0

）
　

Ｌ

ｕ

ｉｓ

　
ｄ
ｅ

　
Ｇ

ｒ
ａ
ｎ

ａ

ｄ

ａ

，
　

Ｉ
ｎ

ｔ
ｒ
ｏ

ｄ
ｕ
ｃ

ｔｉ

ｏ

ｎ

　
ｄ
ｅ

ｌ
　
Ｓ

ｔｍ

ｂ
ｏ

ｌｏ

　
ｄ
ｅ

　

ｌａ

　
Ｆ

ｅ

，
　
Ｐ

ｒ

ｉｍ

ａ
ｒ
ａ

ｐ

ａ

ｒ
ｔ
ｅ

，
　

Ｏ

ｂ
ｒ
ａ
ｓ

　

Ｃ

ｏ
ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔ
ａ
ｓ

　

Ｉ
Ｘ

，
　

Ｍ

ａ

ｄ
ｒ

ｉ
ｄ

：
　

Ｆ

ｕ

ｎ

ｄ
ａ
ｃ

ｉ
ｏ
ｎ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ

ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ａ

ｒ

ｉａ

Ｅ

ｓ
ｐ

ａ
ｎ

ｏ

ｌａ

，
　
１

９
９

６

，
　
ｐ

．
３

６

（

1
1
）
　
Ｍ
ｉ
ｇ
ｕ
ｅ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
ｓ

，

Ｌ
ａ
　
Ｇ
ａ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ａ
,
　
Ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
　
Ｆ
ｌ
ｏ
ｒ
ｅ
ｎ
ｃ
ｉ
ｏ

Ｓ

ｅ

 ｖ

ｉ
ｌ
ｌａ

 

Ａ

ｒ
ｒ
ｏ
ｙ

ｏ

，
 

Ａ

ｌ
ｉ
ｃ
ａ

ｎ

ｔ
ｅ

：
 

Ｂ

ｉ
ｂ

ｌ
ｉ
ｏ

ｔ
ｅ
ｃ
ａ

 

Ｖ

ｉ
ｒ
ｔ
ｕ

ａ

ｌ
 

Ｍ

ｉｇ

ｕ

ｅ

ｌ

Ｃ

ｅ

ｒ
ｖ
ａ

ｎ

ｔ
ｅ
ｓ

，
　
２
０

０
２

，
　
ｆ
ｏ

ｌ
． ２

１
５
ｖ

．
　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ

：
／
／
w
w
w

．ｃ

ｅ
ｒ
ｖ

ａ

ｎ

ｔ
ｅ

ｓ
ｖ
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光

訳

編
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日

本

の

カ

テ

キ

ズ

モ

』

天

理

図

書

館

、
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一
九
八
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、
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六
～
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六
四
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ン
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、
日
本
大
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専
任
講
師
）

89 1　 一六～一 七世紀スペイ ン内在的自然主義と日本思想の「接続」お よび「客体化」


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

