
〈
研

究

論

文

６

〉

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
―
―

本

論

の

目

的

は

、

ス

ペ

イ

ン

人

ド

ミ

ニ

コ

会

士

ル

イ

ス

・

デ

・

グ

ラ

ナ

ダ

（

一

五

〇

四

～

一

五

八

八

）

著

『

信

条

序

説

要

略

（

Ｓ
ｕ
m
a

ｒ

ｉｏ

　

ｄ
ｅ

　

ｌａ

ｉｎ

ｔｒ
ｏ

ｄ
ｕ
ｃ
ｃ
ｉｏ
ｎ

　
ｄ
ｅ
ｌ
　
ｓ
ｔ
ｍ

ｂ
ｏ

ｌｏ

　
ｄ
ｅ

　
ｌ
ａ

　
ｆ
ａ

，
　
１
５

８

３

」
』

第

一

部

に

お

い

て

、

神

の

摂

理

を

論

じ

る

文

脈

で

使

用

さ

れ

た

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

（

偶

然

）

と

い

う

言

葉

が

、

そ

の

日

本

語

訳

で

あ

る

『

ヒ

イ

デ

ス

の

導

師

（

一

五

八

八

年

、

ロ

ー

マ

字

）
』

に

お

い

て

「

じ

ね

ん

」

と

訳

さ

れ

た

こ

と

の

、

日

本

思

想

史

お

よ

び

比

較

思

想

上

の

意

義

と

問

題

点

を

指

摘

す

る

こ

と

に

あ

る

。

一
　

ル

イ

ス

原

典

に

お

け

る

ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
ｚ
ａ

（
自

然

）

の

意

味

ま
ず
本
論
で
注
目
す
る
「
偶
然
（
a
c
a
s
o
）
」
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、

そ

れ

と

関

連

し

て

論

じ

ら

れ

る

「
自

然

（
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
ｚ
ａ
）
　ｊ

と

い

う

言

葉

に

注

目
し

、

原

典

の
背

後

に

あ

る

当

時

の

ス
ペ

イ

ン

に

お
け

る
思

想

的

状

折
　

井
　

善
　

果

況

を

瞥

見

し

て

お

き

た

い

。

キ

リ

シ

タ

ン

版

『

ヒ

イ

デ

ス

の

導

師

』

の

ス

ペ

イ

ン

語

原

典

で

あ

る

『
信

条

序

説

要

略

』

第

一

部

は

、

概

し

て

、

動

植

物

の

生

態

と

美

、

天

体

の

秩

序

等

、
「

自

然

の

業

」
（
ｏ
ｂ
ｒ
ａ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
ｚ
ａ
）

の

博

物

学

的

な

観

察

を

通

じ

て

、

そ

れ

ら

を

創

造

し

た

神

の

摂

理

を

感

得

さ

せ

る

こ

と

が

テ

ー

マ

で

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

第

二

部

で

展

開

さ

れ

る

「
信

仰

」
、

第

三

部

、

第

四

部

で

展

開

さ

れ

る

「

キ

リ

ス

ト

論

」

と

い

う

、

キ

リ

ス

ト

教

の

核

心

的

教

理

の

考

察

へ

と

導

く

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

カ

ル

ロ

ス

一

世

期

（
在

位

一

五

一

六
一

五

六

）
、

す

な

わ

ち

ト

リ

エ

ン

ト

公

会

議

以

前

の

ス

ペ

イ

ン

に

お

い

て

は

、

皇

帝

自

ら

側

近

の

軍

人

ガ

ル

シ

ラ

ソ

ー
デ

・

ラ

ー
ベ

ガ

を

イ

タ

リ

ア

へ

留

学

さ

せ

る

な

ど

、

イ

タ

リ

ア

・

ル

ネ

サ

ン

ス

の

思

想

が

多

く

受

容

さ

れ

、

ス

ペ

イ

ン

の

牧

歌

小

説

の

嚆

矢

レ

オ

ン

・

エ

ブ

レ

オ

の

よ

う

な

、

汎

神

論

に

限

り

な

く

近

い

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

の

影

響

を

受

け

た

自

然

主

義

的

理

論

が

展

開

さ

れ

る

、

柔

軟

な

知

的

環

境

に

「 自 然 」キリシタン文学における91



あ

っ
た
。

そ
の
初
期

に
は
、
自
然

の
回
復
と

キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
同
一
視
し
、
宗

教

的
要
素
と

ル
ネ

サ
ン
ス
文
芸
と
の
一
致

を
説
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
が
重
要

な
役

割
を
果
た
し

た
。
し

か
し

ル
イ

ス
が
執
筆
活
動

を
始
め
た
人
生
の
後
半
期

、

す
で

に
時

は
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
の
国
粋
主
義

的
な
治
世

に
移
っ
て

お
り
、

ト
リ

エ
ン
ト
公
会

議
の
閉
会
（
一
五
六
三
年
）
が
、

ス
ペ
イ

ン
に
お
け
る

エ
ラ

ス

ム
ス
の
受
容
の
終

わ
り
を
決
定
的

に
す

る
。

ル
ネ

サ
ン
ス
文
芸
を
通
じ
た
自
然
観
、
よ
り
正

確
に
は
、
中
世

か
ら
近
代

へ
の
過
渡
期

に
お

い
て
、
哲
学
思
想
が
神
と
自
然

の
相
関

的
関
係
を

い
か
に

反

映
し
て

い
る

か
、
と

い
う
複
雑
な
問
題
を
こ
こ
で
展
開
す

る
こ
と
は
で
き

な

い
。

し

か
し

ル
イ

ス
の
著

作

に
限

っ
て

い
え

ば
、
「
神
と

は
何

か
？

我

々
が
目
に
す
る
す
べ
て

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち

に
神
の
叡
知
と
臨
在
を
見

る
か
ら
で
あ

る
」
「
こ

の
目

に
見
え
る
世
界

は
神

の
業
に
よ
る
結
果
で
あ
り
作
品
で

あ
る
が
ゆ
え

に
、
世
界
を
通
し
て
そ
の
作

り

手
で

あ
る
神
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い

っ
た
『
信
条
序
説
』
第
一
巻

第

一
章
の
表
現

に
、
当
時
の
自
然
を
め
ぐ
る
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
的
な
解
釈
を

あ
る
程
度
継
承
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

ま
た
彼
の
著
作

に
お
い
て
は
、
自
然
が
内
在
的
な
活
動
を
有
し
た
世
界
と

し
て

描
か
れ
は
せ
ず
、
あ
く
ま
で

も
神
に
至
る
階
梯
と
し
て
描
か
れ
て

お
り
、

こ

の
意

味
に
お
い
て
、
彼
に
お
い
て

は
神
の
超
越
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き

神
の
御
業
は
、
大
き
な
喜
び
と
穏
や
か
さ
を

伴

う
も
の
で

あ
る
。
か
の
預

言
者
は
こ
の
こ
と
を
も
う
一
つ
の
詩
篇
で

述

べ

て

い

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

。

歴

史

家

ア

メ
リ

コ

・

カ

ス

ト

ロ

（
一

八
八
五

～
一
九
七
二
）

は
、

ス

ペ

イ

ン

精

神

史

の

名

著

『
セ

ル

バ

ン
テ

ス

の
思

想

』

で

、
『

ガ
ラ

テ

ー

ア
』
（
一
五

八

五
）

か

ら

『
ペ

ル

シ
ー

レ

ス
と

シ
ヒ

ス

ム

ン

ダ
』
（
一
六
一
五
）

に

い

た

る

セ

ル

バ

ン

テ

ス

の
著

作

に
み

ら

れ

る

「
神

の

執

事

た

る

自
然

」

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

。

そ

の

中

で

カ

ス

ト

ロ
は

、

ス
ペ

イ

ン
文

学

に

お
け

る
自

然

観

の
歴

史

的
展

開

が

提

起

す

る
別

の

重

要

な

側

面

、

す

な

わ

ち
、

一
切

の

知

的

欲

求

か

ら
離

れ

た

情

感

的

で

単

純

な

観

想

と

し

て

の

Ｄ
ｅ
ｖ
ｏ
ｔ
ｉｏ
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ

（
新

し

い
敬

虔

）

の

系

譜

を

継

承

し

た

ス
ペ

イ

ン
神

秘

主

義
者

た

ち
の

自

然

観

、

に

つ

い

て

主

体

的

に
言

及

す

る
こ

と

は

し

て

い

な

い

。
し

か
し

注

に

お

い

て

こ

の

点

に

関

連

し

て

ル
イ

ス

に
触

れ

、

人

文

主

義

的

立

場

と
純

粋

な

神

秘

的

・

観

想

的

立

場

と

の

い
わ

ば

中

間

に

、

ル

イ

ス
を

位

置

づ
け

る
こ

と

が

で
き

る

と
し

て

い

る
の

は

興

味

深

い
。

つ

ま

り

、

カ

ス

ト

ロ
の

言

葉

を

借

り

れ

ば

、
「
彼

[
ル
イ
ス
]
に
お
い
て
は
人
文
主
義
的
立
場
が
純
粋
な
観
想
的
立
場
に
よ
っ

て

、

完

全

に

は

息

を

止

め

ら

れ
て

い

な

い
」
。

こ
の
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
指
導
的
な
文
芸
評
論
家
Ａ
・
ガ
ニ
ベ
ー
（
一

八
六
二

～
一

八
九

八
）

が

、
『
ス

ペ

イ

ン

の

理

念

』

に

お

い
て

述

べ

る

以

下

の



言

及

に
も

、

い
さ

さ

か
ド

ラ

マ

チ

ッ

ク

に
素

描

さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

に
反

し

て

、

ケ

ン

ピ

ス

「

ト

マ

ス

・

ア

・

ケ

ン

ピ

ス

」

と

パ

ー

ド

レ

・

グ
ラ

ナ

ダ
各

々

の
性

質

は
、

一
見

同

質

に
思

え

る
が

何

時

に

お

い
て

も

相

反

す

る
。

す

な

わ

ち

ケ

ン

ピ

ス

は
抽

象

概

念

に

よ

っ
て
神

秘

思

想

へ
と

向

か

い
、

存

在

論

的

な
精

神

を

持

っ
て

い

る

が
、

抽

象
概

念

が

彼

を

支

え

き

れ

な

く

な

る
と

最

も

直

截

的

か

つ
無

味

乾
燥

な

散
文

性

に

陥

る
。

一
方

パ
Ｉ

ド

レ

・

グ

ラ

ナ
ダ

は
現

実

存

在

に

つ

い
て

の
深

い

知

識

に

裏

付

け

ら

れ

つ

つ

、

人

間

的

生

（
ｌａ
　
ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｄ

ｖ
ｉｖ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｅ
）
　へ

の

積

極

的

な

愛

を

支

え

と

し

て

修

徳

思

想

へ

と

向

か

う
。

現

実

的

な

精

神

を

持

っ
て

お
り

、

そ

の

思

索

は

何

時

も

人

間

的

で
あ

る
。

一

方

を

病

的

か

つ
リ

ン

パ
質

と

い
う

な

ら

他

方

は
壮

健

で

多

血
質

な

人

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

ル
イ
ス
の
自
然
観
の
特
徴
を
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
観
想
の
対
象
・
階

梯

と

し

て

自

然

を

み

る

神

秘

主

義

の

立

場

と

、

人

間

を

内

在

的

に

〈
生

か

し

・

活

か

す

〉

と

こ

ろ

の

自

然

と

い
う

人

文

主

義

的

立

場

と

を
共

に

保
持

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

と

い

え

る
。

そ

れ

は

自

然

（
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
）

と

超

自

然

（
ｓ
ｏ
ｂ
ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
）

と

の

予

定

調

和

的

世
界

が

崩

れ

て

ゆ

く

時

代

に
あ

っ
て

、

そ

の

両
者

を

形

而

上

的

な

論

理

に
よ

る
の

で

は

な

く

、

自

然

事

物

に

対
す

る

博

物

学

的

知

識

と

、

古

典

的

修

辞

法

を

駆

使

し

た

モ
ダ

リ

テ

ィ

ー

に

よ

っ
て

全

人

間

的

に

納

得

さ

せ

よ

う

と

す

る
、

彼

の

思

索

上

の

試

み

で

あ

る

と
も

い

え

る
。

二
「
自
然
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
ｚ
ａ
」
の
翻
訳

－

「
自

然

」

の
原

語

と
し

て

の

（
偶
然
〈
a
c
a
s
o
）
」

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
時
代
背
景
を
担
う
「
自
然
（
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
ｚ
ａ
）
」

は
日

本

語

版

に

お

い
て

ど

の
よ

う

に

訳

さ
れ

て

い

る
だ

ろ

う

か
。

一
言
で
言
え
ば
、
こ
の
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
ｚ
ａ
は
お
し
な
べ
て
「
ナ
ッ
ウ
ラ
」
と

音

訳

さ

れ

て

お
り

、

明

治

時

代

か

ら

今

日

ま
で

使

用

さ

れ

て

い

る

「
自

然
」

と

い
う

こ

と

ば

と

は
、

も

ち

ろ

ん

こ

の
時

代

、

結

び

つ

い
て

い
な

い
。

む

し

ろ

こ

こ

で

注

目

す

べ

き

こ

と

は

、

こ

の

ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｅ
ｚ
ａ

す

な

わ

ち

「

ナ
ッ

ウ

ラ
」

の

創

造

者

と

し

て

そ

れ

と

分

か

ち

が

た

く

結

び

つ

い
て

い

る

神

の

摂

理

（
ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｃ
ｉａ
）

の
、

む

し

ろ

反

対

の

意

味

で

あ

る

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

（
偶

然

）

が

、
「
じ

ね

ん

（
自

然

）
」

と

訳

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

以

下

そ

の

例

を

挙

げ

よ

う
。

【
原

典

】

自

然

本

性

的

な

恐

れ

か

ら

く

る
慎

重

さ

は

鹿

を

守

り

、

身

軽

さ

は

鳩

や

野

ウ

サ
ギ

を

守

り

、

そ

の
他

の
動

物

も

同

じ

よ

う

に
守

ら

れ

て

い
ま

す

。

こ
れ

が

偶

然

に

そ

う
な

っ

た
と

考

え

て

は

な

り

ま

せ

ん
。

ま

た

恐

怖

警

戒

に

値

す

る

こ

と

以

外

の

も

の

は

恐

れ

な

い

の

だ

と

か

、

そ

う

い

っ

た

こ

と

は

決

し

て

忘

れ

な

い

の

だ

、

と

い

っ

た

よ

う

に

考

え

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

（

傍

線

部

原

文

：
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ｉｍ
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ａ
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，
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ｉ
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ｌ
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ｉ
ｄ

ａ
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ｄｅ
　ｅ
ｓ
ｔａ
ｓ
.）

こ
の
部
分
は
以
下

の
よ
う
に
訳
さ
れ
て

い
る
。

【
日
本
語
版
】
鹿
は
一
段
臆
病
な
る
が
故
に
、
恐
れ
に
引
か
れ
て
難

を
遁
る
る
こ
と
度
々
な
り
。
鳩
、
兎
な
ど
は
飛
び
駆
け
る
こ
と
自
由
な

る
に
よ
つ
て
、
大
難
に
遭
は
ざ

る
こ
と
も
数
度

の
儀
な
り
。
こ

れ
ら

の

こ
と
も
自
然
（
j
i
n
e
n
）
天
然
（
t
e
n
n
e
n
）
に
あ
る
こ
と
と
思
ふ
べ
か

ら
ず
。
或
は
鳥
類
、
畜
類
の
相
手

は
恐
ろ
し
き
も
の
な

る
が
故

に
、
恐

る
ヽ
と
思
ふ
べ

か
ら
ず
、
た
だ

わ
が
身

の
た

め
に
そ
れ

に
遭

ふ
こ
と

は

悪
し
か
ら
ん
と
思
ふ
に
よ
っ
て
、
斯
の
も
の
を
恐
る
ヽ
こ
と
明
ら
か

な
り
。

こ
れ
は
動
物
が
己
の
危
険
を
回
避
す
る
と

い
っ
た
自
然
本
性
的
な
能
力
が

、

単
な
る
偶
然
に
よ

っ
て
生
じ
た
の
で

は
な
く
、
神
の
摂
理

に
よ

っ
て
生
じ

た

と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
く
だ
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
偶
然
（
a
c
a
s
o
）
」

の
訳
語
と
し
て
、
「
自
然
」
と

い
う
こ
と
ば

が
選
択
さ

れ
て

い
る
こ
と
が

わ

か
る
。
同
様
の
こ
と

は
こ
の
第
一
章
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て

お
り

、
あ
ら

ゆ
る
被
造
物
が
神
の
摂
理

に
よ

っ
て

創
造

さ
れ
た
、

つ
ま
り
偶
然
で

は
な
い
、

と

い
う
脈
絡

が
、

い
ず
れ

も
「
自
然

に
出
て
き

た
り
と

言
は

ん
は
愚

痴

な

り
」
と

い
う
よ
う

に
訳
さ
れ
て

い
る
。
同

様
の
例

を
も
う

一
つ
、

日
本
語

版
、

原
典

の
順

に
挙
げ
よ

う
。

【
日
本
語
版
】

ザ
ロ
モ
ン
こ
れ

を
驚
き
給
ひ
て

宣
ふ

は
、
斯

程
勝

れ

て
出
来
し
た

る
ご
作

の
物

は
、
自
然

に
出
て

来
た
り
と

言
は
ん
は
愚

痴

な
り
。

た
だ
最
上

の
サ
ベ
ド
ウ
リ
ヤ
、
ポ
ロ
ビ
デ
ン

シ
ヤ
の
上

よ
り
ご

作

者

の

頂

上

の

か

ら

く

り

を

以

て

造

り

出

だ

し

給

ふ

と

聞

こ

え

た

り

。

「

原

典

」

Ｐ
ｏ

ｒ
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ｌａ
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ｄ
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ｉｃ
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ｏ
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ｎ
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ｃ
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ｖ
ｅ
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ｃ
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ｒ

　
ｙ

　
m
o

ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｒ

 

ａ

　

ｔ
ｏ

ｄ
ｏ
ｓ

　

ｌ
ｏ
ｓ
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ｎ

ｔ
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ｎ

ｄ
ｉ

ｍ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ｏ
ｓ

　

ｑ
ｕ

ｅ

ｕ

ｎ

ａ

　
ｆ
ａ

ｂ
ｒ

ｉｃ
ａ

　
ｔ
ａ
ｎ

　
ｐ

ｅ
ｒ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ

　
ｙ

　
ａ
ｃ
ａ
ｂ
ａ

ｄ
ａ

　
ｎ

ｏ

　
ｓ
ｅ

　

ｐ
ｕ

ｄ
ｏ

　

ｈ
ａ
ｃ
ｅ
ｒ

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

，
　
ｓ

ｉｎ

ｏ

　
ｃ
ｏ
ｎ

　
ｓ
ｕ
m
a

　
ｓ
ａ

ｂ
ｉ
ｄ

ｕ

ｒｉ

ａ

　
ｙ

　
ｐ
ｒ
ｏ
ｖ

ｉ
ｄ
ｅ
ｎ

ｃ

ｉａ

　
ｄ
ｅ

ｌ
　
ｑ
ｕ

ｅ

ｔ
ｏ

ｄ
ｏ

　
ｅ
ｓ
ｔ
ｏ

　
ｏ
ｒ

ｄ
ｅ
ｎ

ｏ

．

（

こ

の

知

者

は

締

め

く

く

っ

て

い

る

。

こ

の

構

成

組

織

の

素

晴

ら

し

さ

・

完

璧

さ

は

、

こ

れ

ほ

ど

に

完

璧

に

仕

上

げ

ら

れ

た

織

物

が

偶

然

に

出

来

る

は

ず

は

な

く

、

す

べ

て

を

秩

序

づ

け

る

至

上

の

智

恵

と

摂

理

に

よ

っ

て

出

来

た

と

い

う

こ

と

を

あ

ら

ゆ

る

悟

性

に

示

し

、

納

得

さ

せ

る

に

十

分

で

あ

る

と

。
）

「

偶

然

」

と

い

う

こ

と

ば

は

こ

の

時

代

に

も

存

在

し

た

が

、

本

書

で

は

全

く

想

起

さ

れ

て

い

な

い

。

こ

れ

は

日

葡

辞

書

に

付

記

さ

れ

て

い

る

と

お

り

、

こ

の
語
が
文
書
語
、
稀
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
葡
辞
書
「
ｇ
ｕ
ｊ
ｅ
ｎ
」

の

項

の

釈

義

に

あ

る

「

た

ま

た

ま

」

と

い

う

擬

態

語

が

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

の

訳

語

と

し

て

使

用

さ

れ

て

も

よ

か

っ

た

よ

う

に

思

え

る

の

で

あ

る

が

、

実

際

使

用

さ

れ

た

の

は

「

た

ま

た

ま

」

で

は

な

く

「

自

然

」

で

あ

っ

た

と

い

う

事

実

の

ほ

う

に

こ

こ

で

は

注

目

し

た

い

。

こ

の

よ

う

に

、

偶

然

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

特

に

神

の

摂

理

と

い

う

脈

絡

に

お

い

て

は

、

そ

の

も

の

に

備

わ

る

秩

序

や

目

的

の

欠

如

し

た

状

態

と

し

て

否

定

的

に

使

用

さ

れ

る

。

以

下

は

同

時

代

の

『

ド

ン

・

キ

ホ

ー

テ

』

の

一

節

で

あ

る

。
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「

誰

か

ら

教

わ

っ

た

の

か

知

ら

ぬ

が

、

言

う

こ

と

が

す

こ

ぶ

る

賢

明

で

い

ち

い

ち

的

を

射

て

お

る

。

だ

が

、

わ

し

が

こ

こ

で

お

前

に

い

え

る

こ

と

は

、

こ

の

世

に

（

運

命

の

女

神

》

な

ど

存

在

し

な

い

し

、

ま

た

、

こ

の

世

で

起

こ

る

こ

と

は

、

良

い

こ

と

で

あ

れ

悪

い

こ

と

で

あ

れ

、

決

し

て

偶

然

に

起

こ

る

の

で

は

な

く

。

す

べ

て

天

の

個

別

的

な

摂

理

に

よ

る

も

の

だ

と

い

う

こ

と

じ

ゃ

。

…

（

傍

線

部

原

文

）

Ｌ

ｏ

ｑ

ｕ

ｅ

　

ｔ
ｅ

　

ｓ

ｅ

ｄ

ｅ

ｚ

ｉｒ

　

ｅ

ｓ

　
ｑ

ｕ

ｅ

　

ｎ

ｏ

　

ａ
ｙ

　

ｆ
ｏ

ｒ

ｔ
ｕ

ｎ

ａ

　
ｅ

ｎ

　

ｅ

ｌ
　
m

ｕ

ｎ
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ｏ
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ｅ
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ｎ

　

ｅ

ｌ
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ｃ

ｅ

ｄ
ｅ

ｎ

，
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ｓ
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ｕ

ｅ

　

ｓ
ｅ

ａ

ｎ

，
　

ｖ
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ｅ

ｎ

ｅ

ｎ

ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

，
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｏ
　
p
o
r
 
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ａ
ｒ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｕ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｃ
ｉ
ａ
　
ｄ
ｅ
　
l
ｏ
ｓ
　
ｃ
ｉ
ｅ
l
o
s
,
…
。
」

後

編

第

六

六

章

）

ド

ン

・

キ

ホ

ー

テ

が

こ

こ

で

い

う

「
天

の

個

別

的

な

摂

理

」

と

い

う

文

学

的

常

套

句

が

、

神

と

同

一

視

さ

れ

る

の

か

ど

う

か

と

い

う

点

に

こ

こ

で

主

体

的

に

触

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

こ

こ

で

は

、

神

の

摂

理

あ

る

い

は

神

の

執

事

と

し

て

の

自

然

の

摂

理

が

欠

如

し

た

状

態

を

偶

然

と

名

づ

け

て

お

り

、

こ

の

状

態

が

日

本

語

で

は

「

ジ

ネ

ン

」

と

訳

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

、

確

認

し

た

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

こ

で

一

つ

の

疑

問

が

わ

く

。

当

時

の

標

準

的

な

こ

と

ば

の

用

法

と

読

み

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

『
日

葡

辞

書

』
（
一

六

〇

三

年

、

補

遺

一

六
〇

四

年

）

を

参

照

し

て

み

る

と

、
「
ジ

ネ

ン

」

に

は

そ

の

よ

う

な

意

味

は

な

い

の

で

あ

る

。

ｌ
ｉｎ
ｅ
ｎ

．　
Ｐ
ｅ
ｒ
　ｓ
ｏ

，　
ｏ
ｕ

　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｌｍ

ｅ
ｎ
ｔｅ

（

ジ

ネ

ン

。

そ

れ

自

体

で

、

あ

る

い

は

自

然

本

性

的

に

）

、ｌ
ｅ
ｎ

ｎ
ｅ
ｎ

．
　

Ｎ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

ｌ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｅ
,
　
ｏ
ｕ

　
ｃ

ｏ
ｕ
ｓ
ａ

　
ｎ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

ｌ

〈

テ

ン

ネ

ン

。

自

然

に

、

あ

る

い

は

自

然

な

こ

と

」

こ

こ

に

見

る

か

ぎ

り

、

ジ

ネ

ン

、

あ

る

い

は

ジ

ネ

ン

と

並

行

し

て

こ

こ

で

使

わ

れ

て

い

る

テ

ン

ネ

ン

、

に

は

い

わ

ゆ

る

「

偶

然

」

を

意

味

す

る

こ

と

ば

は

ど

こ

に

も

な

い

。

「

ジ

ネ

ン

」

の

用

法

を

『

時

代

別

国

語

辞

典

・

室

町

時

代

編

』

に

も

と

め

て

み

る

と

、

定

義

と

し

て

や

は

り

「

そ

の

事

態

の

実

現

、

成

就

が

、

そ

の

も

の

に

そ

な

わ

っ

た

本

質

に

由

来

す

る

も

の

」

と

あ

る

。

す

な

わ

ち

ほ

う

っ

て

お

い

て

も

（

お

の

ず

か

ら

）

そ

う

な

る

、

と

い

う

意

味

に

お

い

て

使

用

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

果

た

し

て

翻

訳

者

は

．

ａ
ｃ
ａ

ｓ
ｏ

と

い

う

ス

ペ

イ

ン

語

の

意

味

を

正

し

く

理

解

し

て

い

た

の

か

、

い

や

、

い

っ

た

い

ど

の

よ

う

に

理

解

し

て

い

た

の

か

、

と

い

う

疑

問

が

湧

い

て

く

る

。

三

「
じ

ね

ん
」
と
「
し

ぜ

ん

」
の

読
み

の

問

題

先
の
疑
問

に
た
い
し
て
予

想
さ
れ

る
解
答
と
し
て

は
、
ま
ず
「
リ
ネ

ン
」

と
「

シ
ゼ
ン
」
の
混
乱
の
問
題

が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典

』

の
「

シ
ゼ
ン
」
の
項
の
補
注
に
は
「
仏
教
関
係
で
は
「
じ
ね
ん
」
と
読
む
こ

と
が
多

い
。
ま
た
中
世
以
前
で

は
「
ひ
と
り
で

に
、
お
の
ず
か
ら
」
の
意
の

と
き

は
「
じ
ね
ん
」

と
読
む

こ
と
が

ふ
つ
う
で
、
「
万
一
、
ひ

ょ
っ
と
し

た

ら
」

の
意
の
時
は
「
し
ぜ
ん
」
と
読
み
分
け
て

い
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
相

良
亨
氏

は
「
中
世

に
顕
著
な
例
と
し
て

、
自
然
は
じ
ね

ん
と
読
ま
れ
る
と
き
、

今
日
一

般
に
い
う
自
然
的
必
然
の
意
味

に
な
り

、
し
ぜ
ん
と
読
ま
れ
る
と
き
、
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炳
然

・
万

一
の

意

と

な

っ

た

こ
と

が

い
わ

れ

る
」

と

し

、

特

に

「

し

ぜ

ん

の

事
」
が
万
一
の
最
も
た
る
死
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

で
は
日
葡
辞
書
で
は
ど
う
か
。
「
シ
ゼ
ン
Ｘ
ｉ
ｊ
ｅ
」
の
項
に
は
Ｍ
ｏ
ｘ
ｉ
，

ｐ
ｏ
ｒ
　ｖ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｒ
ａ
（

モ

シ
、

万

が

一
）

と

あ

り

、
ｊ
ｉｎ
ｅ
ｎ

と

は

明

ら

か

に

異

な

っ

た

定

義

が

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

先

の

「
ジ

ネ

ン
」

と

、

こ

の

「

シ
ゼ

ソ

」

が

意

味

に

お
い

て

そ

の

読

み

が

区

別

さ

れ

て

い

た
と

い

う

当

時

の

一

般

的

な

用

法

を

証

拠

づ

け

る

も

の

で

あ

る

。

先

の

相

良

亨

は

日
蓮

宗

の

日

重

が

著

し

た

『
見

聞

愚

案

記

』
（
慶
長
二
〇

土

兀
和
五

）
な

る

記

録

に
、
「
世

間

に

、

自

然

（
じ

ね

ん

）

と

呉

音

に
云

へ

ば

自

然

天

地

の

様

に

心

得
、

自

然

（
し

ぜ

ん

）

と

漢

音

に
云

へ
ば

、

若

の

様

に

心

得

る

な
り

」

と

い

う

く

だ

り

が
あ

る

と

紹

介

し

て

い

る
。

万

治

元

年

の

刊

本

で

そ

の

こ
と

を

確

認
し

て

み

る
と

、

果

た
し

て

以

下

の

よ

う

な
く

だ

り

が

第

五

巻

第

一
三

「

無

有
又

當

知

等

辞

義

意

等
」

と
題

す

る

一
節

に

存
在

す

る
。

自

然

二
就

世

話

二
自

然

（

シ
子

ン
）

卜
呉

音

二
云

ヘ
（

自

然

天

然

ノ
様

二
意

得

自

然

（

シ

セ

ン
）

卜
漢

音

二
云
（

若

（
モ

シ
）

ノ
様

二
得

心

也

人

ノ
情

ニ
テ

云

ヒ
慣
（

シ
思

ヒ
習
（

ス
也

（
傍

線

論

者

）

日

重

に

よ

れ

ば

、

世

話

、

す

な

わ

ち

世

間

に

お

い
て

は
、

こ

の
当

時

自

然

天

然

を

表

す

と

き

は

「

シ
子

ン
」

と

呉

音

に
、

ま

た

「
も

し

」

を
表

す

と

き

に

は

「

シ

セ

ン
」

と
漢

音

で

読

む

こ
と

が

言

い

習

わ
さ

れ

て

い

た

ら
し

い
。

先

の

日

葡

辞

書

に

お

い
て

、

ジ

ネ

ン
と

シ

ゼ

ン

に

こ
れ

と

同
じ

方

法
で

そ

れ

ぞ

れ

に
異

な

る

釈

義

が

与

え
ら

れ
て

い

る

の

は
、

こ

の

こ

と

を

支

持
す

る

Ｉ

例
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
自
然

」
に
ど
の
よ
う
な
読
み

が
な
さ
れ
て
い
た
か
を
特
定
す
る
の
に
は
資

料
的
に
制
限
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
代

「
自
然
」
に
は
「
ジ
ネ

ン
」

「

シ
ゼ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
あ

り
、

そ
の
意
味

上
の
区
別

に
関
し

て
半
知
半
解
状
態
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と

は
確

か
で
あ
る
。
し
が
た
っ
て
、

「
ジ
ネ

ン
」

に
辞
書
上
「
万
が
一

・
偶
然
」

の
意
味
が

認
め
ら
れ
て

い
な
い

に
し
て
も
、
そ
れ
が

「
シ
ゼ
ン
」
と
の
関
連

（
混
乱
と

い
う
否
定
的
な
意
味

に
せ

よ
）

か
ら
出

て
き

た
も

の
な
ら
ば
、
ａ
ｃ
ａ
ｓｏ
（
偶
然
）

を
「
ジ
ネ
ン
」

と
訳
し
た

の
も

う
な
ず
け

る
話
で
あ

る
。
こ

の
線
で

い
け

ば
、
『
ヒ
イ

デ
ス

の
導
師
』
で

「
偶
然
で

は
な
い
」
と
い
う
原

典
の
く
だ
り
が
「
ジ
ネ

ン
に
あ

ら
ず
」
と
訳

さ
れ

た
の
は
、
別
に
問
題
が
な
い
、
正

し
い
訳
で

あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ

う
。

し

か
し

な
が
ら
、
重
要

な
の
は
む
し
ろ
こ
の
「
自
然
」
を
め
ぐ

る
二
つ
の

意
味

の
区
別

と
そ
の
混
交
そ
の
も
の
で
あ
る
と
論
者
は
考
え
る
。
そ
も
そ
も

「
ジ
ネ
ン
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
偶
然
（
a
c
a
s
o
）
」
を
意
味
す
る
こ
と
ば

と
し
て
想
起
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
考
え

る
の
は
、
原
典
を
既
に
読
み
、
あ

る
程

度
ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｏ

と

い
う
原

語
に
ひ
き
ず
ら

れ

た
現
代

の

く
わ
た
し
〉

の
解

釈
・
判
断
で
あ
り
、
当
時

こ
の
書
を
読
唱

し
た
日
本
人

は
、
「
じ

ね
ん
」

と

い
う
こ
と
ば

が
日
本
語
の
歴
史
の
中
で
も
と
も
と
有
し
て

い
た
「
そ
れ
本
来

の
力
で
」
と

い
う
、
他
者

を
も
と
め
な
い
働
き
と
し
て
の
「
じ
ね

ん
」
を
、

読
み
取
ら

な
い
わ
け

に
は
い
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
原
典
に
お
い
て
は
「
神
の
摂
理
」
は
「
偶
然
」
と
対
比

さ
れ
、
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最
終
的
に
は
後
者

を
み
ず

か
ら
の
中
に
回
収
す
る
も
の
と
し

て
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
に
対

し
、

日
本
語

版
に
お
い
て
「
神
の
摂
理
」
と
対

比
さ
れ
た
の
は

「
じ
ね
ん
」
で
あ
り
、
神
の
摂
理

は
「
じ
ね

ん
」
す

な
わ
ち

お
の
ず

か
ら
然

る
、
い
わ
ば
他
者

を
求
め
な
い
働
き
と
の
対
比
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
最
終

的
に
は
「
じ
ね
ん
」
を
「
愚
痴
な
り
」
と
し
て
排
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
神

の
摂
理
」
の
中
に
回
収
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

い

う
ま
で
も
な
く
、
唯
一
絶
対

な
る
神

の
摂
理
を
、
「
じ
ね

ん
」

な

る
働
き
の

高
位
に
お
く
考
え
方
で
あ
る
。

「
じ
ね

ん
」
、

い
い

か
え

る
な
ら

ば

他
者

を
も

と
め

な
い
自

己

差
異
化

の

働
き
が
、
唯
一
絶
対

な
る
他
者
と
し
て
の
神
の
摂
理
と
の
対
面
に
よ

っ
て
客

観
化
さ
れ
、
そ
の
内
に
回
収
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
か
な
り

の
チ

ャ
レ
ン
ジ
と
イ
ン

パ
ク
ト
を
与
え
る
表
現
で
あ

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。

「
じ
ね
ん
」
を
め
ぐ
る
日
本
的
思
惟
と

い
う
の

は
、
「
他
者
性
の
欠
如
」
「
ナ

ル

シ
シ
ズ
ム
」
と
批
評

に
さ
え
さ
ら
さ
れ

る
点
で
も
あ
る
。
創
造
者

な
る
神

の
摂
理
を
、
「
じ
ね
ん
」
な

る
働
き

の
高
位

に
あ
え
て
据
え

た
こ

と
の
意

味

は
、
み
ず

か
ら
の

「
じ
ね

ん
」
と

い
う
共
同
体
的

な
世
界
観
が
圧

倒
的
な
他

者
と
の
出
会

い
に
よ

っ
て
相
対
化

さ
れ

る
稀
有

な
可
能
性
を
、

キ
リ

シ
タ
ン

文
学
が
秘

め
て

い
た
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
の
で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。

し
か

し
こ
の
可
能
性

は
、
同
時

に
危
険
性
で
も

あ
っ
た
。
こ

の
よ
う

な
言
明

が
、

キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
論
拠
と
し
て
用

い
ら

れ
る
こ
と

に
な

る
と

い
う
、
奇
妙

な
こ
と
が
起
こ
る
。

四
　

ハ
ビ
ア
ン
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
お
け
る
「
自
然
」

―
―
反
キ
リ
ス
ト
教
の
論
拠
と
し
て
の

不
平
斎

ハ
ビ
ア
ン
が
著
し

た
キ
リ
ス
ト
教
護

教
書

『
妙
貞
問

答
』
（
一
六

〇
五
）
の
本
旨
は
、
「
仏
性
」
を
は
じ

め
「
渾

沌
ノ

ー
気
」
「
陰
陽
」
な
ど
仏

教
・
道
教
・
神
道
・
儒
教
な
ど
の
究
極
的
存
在
を
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け

る
第

一
質
料
（

マ
テ
リ
ア
・

ピ
リ

マ
）
と
規
定
し
、
こ
れ
ら
を
主
と
し
て

崇
拝
す

る
と
こ
ろ
に
「
諸
宗
の
迷
い
の
根
源
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
備
え
た
創
造
者

な
る
「
有
智
有
徳

ノ
作
者
デ
ウ
ス
」
が
存
在
す

る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
で
は
、
万
物
は
陰
陽

に
先

立

つ
も
の
を
「
自
然
」
と
し
、
自
ら
然
る
と
し

た
朱
子
学
は
創
造
者
の
概
念
を

欠
く
と
し
て
批
判

さ
れ
て

い
る
。

万

ヅ
ノ
物

、
色
形
チ
ア
ル

ハ
、
其
初

メ
ナ
ク
テ

ハ
叶
ズ
。
初

メ
ア
レ

バ
自

ラ
初

マ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
他
ノ
カ
エ
依

ラ
ザ
レ
バ
生
ジ
サ

フ
ラ

ハ
ヌ
ソ

。
万

物

ハ
天
地
陰
陽

ト
リ
出
来
ル
ト
云

ハ
バ
、
其
天
地
陰
陽

ハ

何
ク
ヨ
リ
生
ジ

タ
ル
ト
思
イ
玉

フ
ヤ
。
此
所
二
至
テ

ハ
、
儒
道
モ
虚
無

自
然

ノ
無
極
ヲ
根
本

ト
セ
ザ
レ
バ
叶

ハ
ズ
。
其
故

ハ
、
天
地
造
作

ノ
主

ア
ル
事
ヲ
知
ネ
バ
、
虚
無
ヨ
リ
自
然
二
生
ジ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
外
ハ
云
フ

ベ
キ
様
ナ

シ

こ
の
よ

う
に
、

ハ
ビ
ア
ン
は
「
虚
無
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
で
能
動
者
の

概
念
を
有
し
な
い
儒
道
を
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
が

、
一
方
、
イ

エ
ズ
ス

会
を
脱
会
し
た
後
に
著
し

た
排
耶
書

『
破
提
宇
子
』
で

は
、
こ

の
「
自
然
」
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が
今

度
は
キ
リ
ス
ト
教
を
論
破
す

る
根
拠

と
し
て
擁

護
さ
れ
て

い
る
。
「
本

源

二
智
徳
ナ
ク
ン
バ
、
如
何

ト

シ
テ
人
間

ニ
ア
ル
慮
智
萬
像

二
備
ル
。

徳
義

ハ
イ

ヅ
ク

ヨ
リ
出

タ
ル
ゾ
。
此
理

ヲ
以

テ
見
ル
時

ハ
、
本
源

二
智

徳
備

ハ
ラ

ズ
ン

バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」

と
、
人
間

の
知
性

が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の

知
性

の
根

源
が
あ
る
べ
き
で
あ

る
、
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
側
の
一
般
的
見
解
を
述

べ
、

こ
れ
を
論
破
す

べ
く
以
下

の
よ

う
に
述
べ
る
。

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
。

反
論

を
十
分
予
想
し
た
上
で
の
回
答

に
よ

っ
て

キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す

る

と

い
う
論
法

は
、
ま

る
で
ト

マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
各
問
の
構

造
（
異
論
↓
反
論
↓
結
論
）
を
踏
襲
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
柳

ハ
緑
、
花

ハ
紅
」
と
は
、
自
然

の
あ
る

が
ま
ま
を

指
す
禅
的
開

悟
の
形

容
で
あ
り
、
『
妙
貞
問
答
』
の
「
真
言
宗
之
事
」
と
題
す
る
一
章
に
も
み
ら

れ
る
。

神

の
摂
理

を
肯
定
す
る
た

め
に
偶
然
性
を
否
定
す

る
原
典

の
脈
絡
が
、
実

際
日
本
語
版
上
で

は
「
じ
ね

ん
」
を
否
定
す

る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
点

は
先

に
論
じ

た
と

お
り
で
あ
る
。

ハ
ビ
ア

ン
が

『
破
提
宇
子
』
で
論
駁
し

た
の

は

ま
さ

に
こ

の
点
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
擁
護

の
立
場

か
ら
は
、
神
の
摂
理

は

「
自
然
天
然

に
あ

る
べ

か
ら
ず
」

と
し
て
論
証

さ
れ

た
と
こ
ろ
が
、

こ
こ
で

は
「
是

は
自
然
の
道
理
で
あ
る
」
と
し
て
、
神
の
摂
理
を
論
破
す
る
論
拠
と

し
て

「
じ
ね

ん
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま

た

、

迫

害

下

の

日

本

イ

エ

ズ

ス

会

を

導

き

、

自

ら

も

捕

ら

わ

れ

て

拷

問

の

末

に

一

六

三

三

年

に

棄

教

し

た

こ

と

で

有

名

な

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

イ

エ

ズ

ス

会

士

ク

リ

ス

ト

ヴ

ァ

ン

・

フ

ェ

レ

イ

ラ

（

帰

化

名

沢

野

忠

庵

）

が

口

述

し

た

と

さ

れ

る

反

キ

リ

ス

ト

教

書

『

顕

偽

録

』

に

も

、

同

様

の

こ

と

が

見

て

取

れ

る

。

そ

こ

で

は

キ

リ

ス

ト

教

に

お

け

る

神

に

よ

る

天

地

創

造

に

つ

い

て

、

以

下

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

…

然

ヲ

天

地

ノ

作

者

、

万

事

ノ

主

一

叢

ア

リ

ト

教

ル

處

、

偏

二

鬼

利

志

端

宗

旨

ヲ

立

謀

也

。

先

天

地

、

作

ノ

物

ニ

ア

ラ

ザ

ル

ハ

、

四

季

転

傳

、

日
月
星
辰
、
東
西
南
北
。
順
環
不
易
、
是
則
自
然
之
理
也
。
（
傍
点
論

者

）

天

地

万

物

が

神

に

よ

っ

て

創

ら

れ

た

も

の

で

は

な

い

こ

と

は

、

四

季

や

天

体

の

移

り

変

わ

り

が

「

自

然

之

理

」

で

あ

る

こ

と

か

ら

わ

か

る

、

と

フ

ェ

レ

イ

ラ

（

忠

庵

）

は

言

う

。

こ

れ

は

ポ

ル

ト

ガ

ル

出

身

の

第

一

級

の

知

識

人

に

お

け

る

、

創

造

主

を

頂

点

と

す

る

神

的

秩

序

か

ら

、

汎

神

論

的

な

自

然

主

義

へ

の

転

換

の

瞬

間

で

あ

る

と

い

う

意

味

に

お

い

て

重

要

で

あ

る

。

ル

イ

ス

原

典

に

お

い

て

い

ま

だ

錯

綜

し

て

い

る

、

神

の

内

在

的

原

理

（

反

映

と

い

う

だ

け

で

は

な

い

）

と

し

て

の

自

然

と

い

う

考

え

方

は

、

日

本

に

お

け

る

「

じ

ね

ん

」

を

め

ぐ

る

心

性

に

共

鳴

し

て

、

キ

リ

ス

ト

教

を

論

破

す

る

論

拠

と

な

り

え

た

の

で

あ

る

。

キ

リ

シ

タ

ン

時

代

に

お

い

て

、

「

じ

ね

ん

」

が

キ

リ

ス

ト

教

の

擁

護

に

も

、

ま

た

キ

リ

ス

ト

教

の

批

判

に

も

使

わ

れ

た

と

い

う

事

実

は

、

ま

さ

に

「

じ

ね

ん

」

と

い

う

存

在

自

体

の

二

面

性

に

よ

る

も

の

で

あ

り

、

そ

の

二

面

性

ゆ

え



に
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
拒
否
す

る
論
理
と
し
て

も
働
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
じ

ね
ん
」

は
自
己
差
異
化
の
働
き
で

あ
り
相
対
の
否
定
で
あ
る
か
ら
、
神

の
摂
理
と
は
対
峙
さ
れ
も
し
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
回
収
さ
れ
も
し
得
な
い
。

そ
も
そ
も
自
然
本
性
を
付
与
す
る
（
他
）
者
と
し
て
の
神
を
必
要
・
想
定
す

る
こ
と
自
体
が
「
じ
ね
ん
」
で
は
な
い
。
秩
序
は
「
柳

ハ
緑
、
花

ハ
紅
」
の

ご
と
き
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
「
じ
ね
ん
」

は
と
り

わ
け

親
鸞

の
「
自
然
法

爾
」
と
い
う
脈
略
で
、
既

に
あ
る
高
度
の
宗
教
的
理
解
に
達
し
た
こ
と
ば
で

あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
的
脈
略

に
お
い
て
は
、
時
に
絶
対
者
を
も
そ
れ

に
回
収

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
自
然
の
こ
と
は
、
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
つ

ね
に
自
然
を
さ

た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と

い
ふ
こ
と
は
、
な
を
義

の
あ
る

に
に
た
り
。
こ
れ
は
佛
智
の
不
思
議

に
て
あ

る
な
り
。

自
然
は
差
異
化

の
否
定
で

あ
る

か
ら
、
沙
汰
す
、
す
な

わ
ち
定
義

あ
る

い

は
何

か
と
対
照

さ
せ

る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
ゆ
え

に
翻

訳
す

る
こ
と
も

困
難
で
あ

る
。
神

の
摂
理

を
ジ
ネ

ン
と
対
照
さ
せ

た
「
ジ
ネ
ン
に
あ
ら
ず
」

と

い
う
訳

は
、
こ

の
よ
う
な
自
然
を

め
ぐ

る
日
本
人

の
形
而

上
的
な
も
の
と

の

か
か
お
り
方

を
考
え

た
時

、
大
き
な
問
題
を
含
む

訳
で

あ
っ
た
と
い
う
よ

り
ほ

か
な

い
で
あ
ろ

う
。

以
上
、

ス

ペ
イ

ン
語
原

典
に
お
い
て
神
の
摂
理

の
欠
如

し
た
状
態
を
あ
ら

わ
す
「
偶
然
（
a
c
a
s
o
）
」
が
「
ジ
ネ
ン
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
契
機
と

し
て
、
「

ジ
ネ

ン
」

が
神
の
秩

序
と
対
比

さ
れ
、
最
終

的

に
前

者
が
後
者

の

下

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
が
キ
リ

シ
タ

ン
時
代
の
日
本
人
の
唯
一
神
の
理
解
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
を
考
察
し
た
。

「
自
然
」
を
偶
然
性
と
い
う
も

う
一
つ
の
意
味
で
解
釈
し
た
場

合
に
は
、
キ

リ
ス

ト
教
の
神

の
摂
理
を
肯
定
す

る
障
害
と

は
な
ら

な
い
。
し

か
し
「
自

然
」
を
他
者
を
必
要
と
し
な
い
働
き
と

い
う
意
味
で
捉
え
た
場

合
に
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
神
と

い
う
絶
対
的
他
者
を
否
定
す
る
論
理
と
な
る
。

キ
リ

シ
タ
ン
文
学

に
お
け
る
神

の
摂
理
と

い
う
脈
絡
で
現
れ
出
た
「
じ
ね

ん
」
と

い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
こ
と
ば

の
存
在
自
体
の
二
面
性
ゆ
え

に
。
日

本
人

の
キ
リ

ス
ト
教

（
よ
り
詳
し
く

言
え

ば
唯
一

絶
対
な

る
他
者
で

あ
る

神
）
受

容
に
大
き

な
影
を
投
げ
か
け

た
。

こ
の
こ
と

は
現
代

の
日
本

人
の

（
自
己
の
延
長
と
し
て
で
は
な
い
）
「
他
者
」
と
の
出
会
い
を
め
ぐ

る
問
題
に

類
比
的

に
結

び
つ
き
、
大
き
な
影

を
落
と
し
続
け
て

い
る
こ
と
を
も
予
見
さ

せ
る
も

の
で

あ
る
。

（

１

）
　

キ

リ

シ

タ

ン

宗

教

書

に

お

け

る

「

自

然

」

の

翻

訳

の

際

に

使

用

さ

れ

た

ａ

ｃ
ａ

ｓ
ｏ

と

い

う

原

語

に

関

し

て

は

、

す

で

に

鈴

木

広

光

氏

が

「

自

然

と

（
Ｓ
ｌ
ｏ
）
―
―
キ
リ
シ
タ
ン
宗
教
書
に
お
け
る
訳
語
採
用
の
一
例
―
―
」
（
『
名

古

屋

大

学

国

語

国

文

学

』

六

五

、

一

九

八

九

年

、

五

四

～

六

八

頁

）

に

お

い

て

、

そ

の

訳

語

と

し

て

の

不

適

性

さ

を

指

摘

し

て

い

る

。

こ

の

指

摘

は

比

較

思

想

的

見

地

か

ら

興

味

深

い

問

題

を

含

ん

で

い

る

た

め

、

こ

こ

に

原

典

の

背

景

に

あ

る

キ

リ

ス

ト

教

的

世

界

観

、

日

本

語

に

お

け

る

「

自

然

」

の

読

み

の

問

題

、

そ

れ

が

後

代

に

も

た

ら

し

た

影

響

の

考

察

を

以

て

、

こ

こ

に

再

考

す

る

こ

と

と

し

た

。

（
２
）
　
G
ｒ
ａ
ｎ
ａ
ｄ
ａ
,
　
Ｌ
ｕ
ｉ
ｓ
　
ｄ
ｅ
,
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｌ
　
ｓ
ｉ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｏ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｆ
ｅ
　
Ｉ
「
,

｜　キ リシタン文学におけ る「自然」99



Ｈ
ｕ
ｅ
ｒ
ｇ
ａ
，
　
Ａ
.
，
　
ｅ
ｄ
.
，
　
Ｏ
ｂ
ｒ
ａ
ｓ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ａ
ｓ
　
Ⅸ
，
　
Ｆ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｃ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ａ

Ｅ

ｓ

ｐ
ａ

ｎ

ｏ

ｌａ

，
　

１
９

９
６

，
　

Ｃ

ａ
ｐ
.

Ｉ
，
　

ｐ
.
３

１
　

邦

訳

の

際

に

は

近

松

洋

男

『

ヒ

イ

デ

ス

の

導

師

の

原

典

的

研

究

』

（

思

文

閣

、

一

九

九

〇

年

）

を

参

照

し

た

。

（

３

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

・
　
ｐ
.

 ３
４

（

４

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

　
ｐ
.

 ３

６

（
５
）
　
Ｃ
ａ
ｓ
ｔ
ｒ
ｏ

，

Ａ
.
，
Ｌ
ａ
 
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
ｚ
ａ
 
ｃ
ｏ
ｍ
ｏ
 
ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｏ
 
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｏ
 
ｅ

ｉ
ｎ

ｍ

ａ
ｎ

ｅ
ｎ

ｔ
ｅ

，
　

Ｅ

ｌ
　
ｐ

ｅ
ｎ

ｓ
ａ
ｍ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ｏ

　
ｄ
ｅ

　

Ｃ
ｅ
ｒ
ｖ

ａ
ｎ

ｔ
ｅ
ｓ

， 　

Ｍ

ａ

ｄ
ｒ

ｉ
ｄ
：
　
Ｔ

ｒ
ｏ

ｔ
ｔ
ａ
,

　
２

０
０

２
,

ｐ

ｐ
.
　１
５

１
-

１
９

４

，
　
ｃ

ｉ
ｔ

ａ

　
ｐ
.
 １
５

２
；

邦

訳

ア

メ

リ

コ

・

カ

ス

ト

ロ

「

神

の

内

在

的

原

理

と

し

て

の

自

然

」

『

セ

ル

バ

ン

テ

ス

の

思

想

』

二

〇

〇

四

年

、

法

政

大

学

出

版

局

所

収

、

二

五

五

～

三

四

六

頁

、

引

用

二

五

六

頁

）

（

６

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

，
　
ｐ
.
　１
６

７

，　
ｃ

ｉ
ｔ

ａ

　
ｎ

ｏ

．
６

２
;

同

上

三

二

六

頁
　

注

六

九

参

照

（
７
）
　
Ｇ
ａ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｔ

，

Ａ
.

，
　

Ｉ
ｄ
ｅ
ａ

ｒ

ｉｕ
m

　

Ｅ

ｓ
ｐ

ａ

ｎ
ｏ

ｌ
，

　

Ｍ

ａ

ｄ
ｒ

ｉ
ｄ
:

　

Ｃ

ｏ

ｌｅ

ｃ
ｃ

ｉ
ｏ

ｎ

　

Ａ

ｕ

ｓ
ｔ
ｒ
ａ

ｌ
，

１
８
９
７

，

（
１
１
ａ
　
ｅ
ｄ
.
,
　
１
９
８
１
）
メ
ネ
ン
デ
ス
・
ピ
ダ
ル
、
ガ
ユ
ベ
ー
、
ラ
イ

ン

ー

エ

ン

ト

ラ

ル

ゴ

著

／

橋

本

一

郎

・

西

洋

龍

生

（

訳

）

『

ス

ペ

イ

ン

の

理

念

』

新

装

版

、

新

泉

社

、

一

九

九

一

年

、

一

一

六

頁

（

８

）
　

Ｓ
ｕ
m
a

ｒ

ｉ
ｏ

　

ｄ
ｅ

　

ｌ
ａ

　

Ｉ
ｎ

ｔ
ｒ
ｏ

ｄ
ｕ

ｃ
ｔｉ

ｏ

ｎ

　

ｄ
ｅ
ｌ
　

ｓ

ｉｍ

ｂ
ｏ

ｌｏ

　

ｄ
ｅ

　

ｌａ

　

ｆ
ｅ

，
　

Ｏ

ｂ
ｒ
ａ
ｓ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ａ
ｓ
　
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

，
p
.
2
1

（
９
）
　
尾
原
悟
（
編
）
『
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
』
教
文
館
、
一
九
九
六
年
、
ニ
一
頁

（

1 0

）

『

ヒ

イ

デ

ス

の

導

師

』

三

一

頁

（
1
1
）
　
Ｓ
ｕ
m
a
ｒ
ｉ
ｏ
，
　
ｐ
.
２
８

（

1 2

）

『

エ

ヴ

ォ

ラ

本

日

葡

辞

書

』

清

文

堂

、

一

九

九

八

年
　

Ｇ

ｕ

ｊ
ｅ
ｎ

，
　

Ｔ

ａ
ｍ

ａ

ｔ
ａ

ｍ

ａ

，

Ｒ

ａ
ｒ
ｏ

（

た

ま

た

ま

、

稀

な

）

の

項

。

（

1 3

）
　

以

下

『

ド

ン

ー

キ

ホ

ー

テ

』

の

引

用

は

、

Ｃ

ｅ
ｒ
ｖ

ａ

ｎ

ｔ
ｅ
ｓ

，
　

Ｍ

ｉ
ｇ

ｕ

ｅ

ｌ
　

ｄ
ｅ

，
　

Ｄ

ｏ

ｎ

Ｑ

ｕ

ｉｊ
ｏ

ｔ
ｅ

　

ｄ
ｅ

　

ｌａ

　

Ｍ

ａ
ｎ

ｃ
ｈ

ａ

，
　

ｅ

ｄ

ｉ
ｔｉ

ｏ

ｎ

　

ｄ
ｅ

ｌ
　

Ｉ
ｎ

ｓ

ｔ
ｉ
ｔ

ｕ

ｔ
ｏ

　

Ｃ

ｅ
ｒ
ｖ

ａ

ｎ

ｔ
ｅ
ｓ

，
　

１
９
９

８

（

Ｃ

ｅ

ｎ

ｔ
ｒ

ｏ

　

Ｖ

ｉ
ｒ
ｔ
ｕ

ａ

ｌ
　

Ｃ

ｅ
ｒ

ｖ
ａ

ｎ

ｔ
ｅ
ｓ

，
　

ｈ

ｔ
ｔ
ｐ
:
／
／ｗ
w
w
.

ｃ
ｖ

ｃ
.
ｃ

ｅ
ｒ
ｖ

ａ
ｎ

ｔ
ｅ
ｓ
.
ｅ
ｓ

）
　

を

、

ま

た

日

本

語

訳

は

牛

島

信

明

訳

『

ド

ン

・

キ

ホ

ー

テ

』

（

岩

波

文

庫

、

二

〇

〇

一

年

）

を

参

照

し

た

。

（
1
4）
　
大
野
順
一

『
平

家
物
語
に

お
け
る
死

と
運
命
』

創
文
社
、
一
九
六
六
年
、
六

一
頁

（
1
5）
　
日
重
／
梅
本
正

雄
（
編
）
『
見
聞
愚
案
記
』
全
二
巻
、
日
重
上
人
集
刊
行
会
、

第
一
巻
、
一
九
七
九
年
、
二
〇
三
頁

（
1
6）
　
柄
谷
行
人

「
日
本

的
『
自
然
』
に
つ
い
て
」
「
言
葉
と
悲
劇
」
第
三
文
明
社
、

一
九

八
九
年
、
一
四
九

～
一
七
四
頁

（
1
7）
　
同
右

（
1
8）
　
海
老
沢
有
道

（
校

注
）
『
キ
リ
シ
タ
ン
書
　

排
耶

書
』

岩
波
文
庫
、

一
九
七

〇
年
、
一
五
四
頁

（
1
9）
「
破
提

宇
子
」
（
与
謝
野
寛
他
（
編
）
『
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

（
８
）
「
顕
偽
録
」
（
同
上
、
五
～
六
頁
）

（
2
1）
　
ち
な
み
に
忠
庵
（

フ
ェ
レ
イ
ラ
）
が
棄
教
す
る
以
前
、
殉
教
報
告
書
の
作
成

な
ど
の
教
務
に
奔
走
す
る
中
で

『
破
提
宇
子
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
、
彼
自

身

の
書
簡
に
よ

っ
て
明
ら
か
で

あ
る
（
『
イ

エ
ズ
ス
会
と

日
本
』
二
、
大
航
海

時
代

叢
書
（
第
二
期
）
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
六
二
頁
）

（
2
2）
　
日
本
、
お
よ
び
中
国
に
お
け

る
「
自
然
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
柳
父
章
「
丸

山

真
男

『
自
然
か
ら
作
為
へ
』
の
要
旨
」
『
翻

訳
の
思

想
』
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
五
年
（
初
版
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）
　一
五
三

～
一
八
七
頁
に
分
か
り

や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
柳
父
氏

は
キ
リ

シ
タ
ン
時
代
の
「
自
然
」
に
は

触
れ
て
い
な
い
が
、
本
論
執
筆
に
あ

た
っ
て
多
く
の
着
想
を
得
た
。

（
2
3）
　
こ
こ
で
は

『
末
燈
鈔
』
第
五
章
を
底
本
と
し

た
金
子

大
栄
（
編
）
『
親
鸞
著

作

全
集
』
法
蔵
館
、
一
九
六
四
年
所
収
の
校
訂
本
五

八
七

～
五
八
八
頁
を
用
い

た
。

（
お
り
い
・
よ
し
み
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
・
ス
ペ
イ
ン
思
想
、

東

京

大

学

大

学

院
）
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