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っ

て

は

何
ら
か
の

意
味
で

「

他
な
る
」

も
の

で

あ
る

こ

と

は

言
う
ま

で

も

な
い

。

し
た
が
っ

て
、

自
然
法
が
ど

の

よ

う
な
意
味
で

普
遍
的
な
の

か
と

い

う
問
い

に

答
え
る

に

は、

自
然
法
そ
の

も
の

に

関
す
る

議
論
（

第
九
四

間）

を
見
る
だ
け
で

は

不
十
分
で

あ
り

、

そ

れ
に

関
係
す
る
人
間
の

法
と

旧

約
の

律

法
と

ど
の

よ

う
に

結
び
つ

い

て

い

る

の

か
を

見
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る

（

同
じ

く

神
法
で

あ
る

「

新

法
」

す
な
わ

ち
「

福

音
の

法
」

に

つ

い

て

は
別
の

議

論
が
必

要
で

あ
ろ

う
が）
。

　
そ
こ

で

こ

こ

で

は
、

次
の

順

序
で

考
察
を
進
め
る

こ

と
に

し
た
い

。

（
一
）

最
初
に
、

ア

ク
ィ

ナ
ス

の

法
一

般
の

本
質
的
特
徴
づ

け
を
紹
介
し、

　

法
論
全

体
の

構
造
の

中
で

の

自
然
法
の

位
置
づ

け
を

確
認

す
る

。

（
二
）

次
に
、

人

問
の

法
が

自
然

法
か
ら
ど
の

よ

う
に
し
て

導
き
出
さ
れ

　
る

の

か

を
、

自
然
法
が

含
む

命
令
内
容
の

異
な
っ

た
レ
ベ

ル

の

区
別
を

　

考
慮
し

な
が

ら

分
析
す
る

。

そ
の

場
合
に

注
日

す
べ

き
は
、

自
然
法
そ

　
の

も
の

が

可
変
性
や

多
様
性
を
持
っ

て

い

る

と
さ

れ

る

こ

と
が
、

い

っ

　
た
い

ど
の

よ

う
な
事
態
な
の

か
と
い

う
こ

と

に

な

る
。

（
三
）

さ
ら
に

、

旧
約
の

律

法
が

含
ん
で

い

る
三

種
類
の

規

定
、

す
な
わ

　

ち
「

道
徳

的
規
定
（

冒
器
o
 

艮
mB

霞
巴

邑
」

、

「

祭

儀

的
規
定

6°

　

爵
Φ

器
巳
o
昌

芭
冨）
」 、
「

司
法
的

規
定
（
O°

冒
隻
9
讐
鑓）
」

が

自

然
法
と

　
ど
の

よ

う
に
関
係
し

て

い

る

と

ア

ク

ィ

ナ
ス

が

み

な

し
て

い

る

の

か

を

　

検
討
す
る．、

　

以
上

の

よ

う
な
検
討
を

経
て

得
ら
れ
る

見
通
し

は
、

次
の

よ
う
な
も
の

と

な
る

。

ア

ク

ィ

ナ
ス

は
、

自
然
法
が
人
間
の

理
性
的
本
性
に

基
礎
を

持

っ

て

お
り、

そ
の

本
性
が

普
遍
性
と

不
変
性
を
持
つ

こ

と

を
確
信
し
て

い

る
。

そ
の

限
り
に

お

い

て
、

彼
は

自
然
法
の

「

も
っ

と

も
一

般
的
な

規

定
」

の

普
遍
性
と

不
変
性
を
主
張
す
る

。

し

か
し、

こ

の

こ

と
は
け
つ

し

て

自
然
法
全
体
の

超
歴
史
性
や

超

文
化
性
を

意
味
し

て

は

い

な
い

。

す
な

わ

ち、

あ
く
ま
で

自
然
法
に

含
ま
れ

る

こ

と
が

認
め

ら
れ
る
規

定
の

内
容

で

あ
っ

て

も、

入
間
が
現
実
に

お

か

れ

て

い

る

社
会
的
・

文
化
的
状
況
に

応
じ
た

可
変
性
を
持
つ

こ

と
を

ア

ク
ィ

ナ
ス

は

柔
軟
に

承
認
し
て

い

る
。

人
間
の

本
性
は

「

人
間
の
」

も
の

で

あ
る

か

ぎ
り
普
遍
的
で

あ
る

と

言
え

る

に
し
て

も
、

そ
れ
は
相
当
に

「

薄
い
」

普
遍
性
な
の

で

あ
る

。

逆
の

方

向
か
ら
言

う
な
ら
ば、

そ
の

徳
論
が
明
確
に

示
し
て

い

る

の

と

同
じ
よ
う

に、

法
論
に

お
い

て

も
、

ト
マ

ス
・

ア

ク
イ

ナ
ス

は
人

間
の

理

性
的

本
性

の

可
塑
性
を

「

厚
く

」

見
る

自
然
法
論
者
な
の

で

あ
る

。

そ

れ

ゆ
え
に

、

そ
の

よ

う
な
人

間
の

自
然

本
性
に

依
拠
す
る
自
然

法
は

、

既
に

そ
こ

に

あ

る

対
象
と

い

う
よ

り、
「

発
見
す
べ

き

法
」

と

呼
ぶ

べ

き
も
の

な
の

で

あ

る
。

一

四

世

紀
ビ

ザ
ン

ツ

に

お

け
る

理

性
と

宗
教
問
題

　

　

　

キ
ド

ニ

ス

の

試
み

橋

川

裕

之

　

本

報
告
の

主

題
は
、

デ

イ

ミ

ト

リ
オ
ス
・

キ

ド

ニ

ス

（
∪
Φ

日
Φ
什

臨
o
ω

国

琶
o
昌

窃）

と
い

う
名
の

ビ

ザ
ン

ツ

人
の
、

挑
戦

的
あ
る
い

は

挑

発
的

と

も
い

う
べ

き
試
み
で

あ
る

。

彼
は

＝
二

二

四

年
頃、

ビ

ザ
ン

ツ

帝
国
第

二

の

都
市
テ

サ
ロ

ニ

キ
に

生
ま
れ、

同
地
で

教
育
を

受
け
た

後
、

ヨ

ア

ン

ニ

ス

六

世
カ

ン

タ

ク

ジ

ノ

ス

（

＝
二

四

七
−
五

四

年
）

、

ヨ

ア

ン

ニ

ス

五

世
パ

レ

オ

ロ

ゴ

ス

（

＝
二

四
一

1
九
一

年）
、

マ

ヌ

イ

ル

ニ

世
パ

レ

オ
ロ

ゴ

ス

（
一

三

九
一

1
　

四
二

五

年）

の

三

名
の

皇
帝
に

仕
え

、

＝
二

九
七

年
頃、

外
交
使
節
の

任
務
を
終
え
て

イ

タ
リ

ア

か
ら
ビ

ザ
ン

ツ

へ

戻
る

途
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中
、

ク

レ

タ

島
で

死
去
し

た
。

　

キ
ド

ニ

ス

は
一

四
世
紀
の

半
ば
か

ら

終
わ

り
に

か

け
て
、

在
俗
の

学
者

と
し
て
、

皇
帝
の

側
近
的
政
治
家
と
し

て
、

さ

ら
に

は
、

ラ

テ

ン

語
を

母

語

同
然
に

駆
使
す
る

外
交

官
と
し
て

精
力
的
に

活

動
し
、

そ

の

生

涯
に

お

け
る

試
み

は

多
岐
に

わ
た
る

が
、

今
日

の

学
界
に

お

い

て

ひ

と

き
わ
重
視

さ
れ
て

い

る

の

は
、

彼
の

翻
訳
の

試
み

で

あ
る

。

彼
は
一

四

世
紀
ビ

ザ
ン

ツ

の

屈
指
の

翻
訳

家
で

あ

り
、

ビ

ザ
ン

ツ

史
全
体
を
通
じ

て

も
っ

と
も
重

要
な
翻

訳
家
の
一

人
と
も
い

え
る

で

あ
ろ

う
。

彼
は、

ト

マ

ス
・

ア

ク

ィ

ナ

ス

の

ラ

テ

ン

語
の

神
学
著
作
を
ギ
リ

シ

ャ

語
に

訳
し

、

そ
れ
に

よ
っ

て

ス

コ

ラ

学
の

方
法
と
思
想
を
ビ

ザ
ン

ツ

に

輸
入
・

紹
介
し

た、

最
初
の

ビ

ザ
ン

ツ

人
で

あ
っ

た
。

キ
ド

ニ

ス

が

最

初
に

訳
し
た

の

は
、

ト
マ

ス

の

『

対
異
教
徒
大
全
』

で

あ
る

。

彼
は

そ

の

後、

『

神
学
大
全
』

の

第
一

部
と

第
二

部、

『

信
仰
の

諸

根
拠
に

つ

い

て
』

と

『

信
仰

箇
条
と

教

会
の

秘
跡

に

つ

い

て
』

を
訳
し

た
。

彼
は

ト
マ

ス

の

著
作
以
外
に
も、

カ

ン

タ

ベ

リ

ー

の

ア

ン

セ

ル

ム

ス
、

ヒ

ッ

ポ

の

ア

ウ

グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス
、

ル

ス

ペ

の

フ

ル

ゲ

ン

テ

ィ

ウ
ス

、

ア

キ
テ

ー

ヌ

の

プ

ロ

ス

ペ

ル
、

フ

ェ

カ

ン

の

ヨ

ハ

ン

ネ

ス
、

ポ

ワ

テ

ィ

エ

の

ペ

ト
ル

ス
、

モ

ン

テ
・

ク
ロ

ー

チ
ェ

の

リ
コ

ル

ド
ゥ

ス

な
ど

の

著
作
も
訳
し
て

お
り、

そ
の

翻
訳
の
｝

覧
は
、

彼
の

ト
マ

ス

へ

の

傾
倒
の

み
な
ら

ず、

ロ

ー

マ

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
の

神
学
的
伝
統
そ
の

も

の

へ

の

関
心
を

も
示
す

。

　
ギ

リ
シ

ャ

語
を
母
語
と

す
る

ビ

ザ
ン

ツ

の

正
教
徒
キ

ド
ニ

ス

が
、

ラ
テ

ン

語
を

習
得
し、

多
数
の

ラ

テ

ン

語
神
学
著
作
を

翻
訳
し
た

の

は

な
ぜ

な

の

か
。

キ
ド

ニ

ス

に

と

っ

て

ト

マ

ス
・

ア
ク

ィ

ナ
ス

の

神
学
は

い

か

な
る

意

味
を

持
っ

た

の

か
。

彼
の

翻
訳
の

試
み

は

い

か

に

し

て

可
能
と
な

り、

そ

れ

は

い

か
な

る

反
響
を
ビ

ザ

ン

ツ

社

会
に

引
き
起
こ

し

た
の

か
。

興
味

深
い

こ

と

に
、

キ

ド
ニ

ス

自
身
が
こ

れ
ら
の

問
い

に

答
え
る
テ

ク
ス

ト
を

残
し
て

い

る
。

そ
れ
は

＝
二

六
三

年
頃
に
書
か

れ

た、

「

弁
明
』

と

呼
ば
れ

る

自
伝
的
テ

ク

ス

ト
で

あ
る

。

キ
ド

ニ

ス

が
そ
こ

で

強
調
す
る

の

は
、

長

年
シ

ス

マ

の

状

態
に

あ
る

ビ

ザ
ン

ツ

教
会
と
ロ

ー

マ

教
会
の

合
同
の

必
要

性
と
、

教
理
と

慣
習
の

相

違
を
め

ぐ
っ

て

生
じ
た

論
争
に
お
け
る
理
性
的

議
論
の

必

要
性
と

、

ビ

ザ
ン

ツ

の

ギ
リ
シ

ャ

人
が

強
固
な
民
族
中
心
主
義

と

知
的
保
守
性
を
反

省
・

脱
却
し、

ラ

テ

ン

人
に

よ

る

理
性
的
探
究
の

意

義
を

積
極
的
に

理

解
す
る

必

要
性
で

あ
る

。

彼
が

い

う
に
は
、

彼
が

ラ

テ

ン

語
習
得
を
志
し
た
の

は
、

首

都
宮
廷
に

お
け
る

嘆
願

受
付
の

職
務
を
よ

り
円
滑
に

行
う
た
め
で

あ
っ

た
。

彼
は

コ

ン

ス

タ

ン

テ

ィ

ノ

ー

プ
ル

に

滞

在

す
る

ド
ミ

ニ

コ

会
士
の

も
と
で

ラ

テ

ン

語
学
習
を

開
始
し

、

あ
る

段
階

で
、

彼
か
ら
ト

マ

ス

の

『

対
異
教
徒
大
全
」

を
手
渡
さ
れ
た

。

「

そ
れ

は

神

学
の

領
野
で、

そ
の

問
題
に

か
か
わ
る

当
時
の

す
べ

て

の

人
を

凌
駕
す
る

男
の

著
作
で

あ
っ

た
。

今
日、

ト
マ

ス

を

知
ら

な
い

者
は
ま
っ

た

く
い

な

い

し
、

そ
の

著
作
の

膨
大
さ
に
よ

り
、

そ
の

思
想
の

崇

高
さ
に

よ

り、

そ

し
て

、

す
べ

て

に
行
き
渡
る

そ
の

三
段
論

法
の

力
に

よ

り、

彼
は
ヘ

ラ

ク

レ

ス

の

柱
の

外
に

住
む
人

々

に

も

有
名
で

あ
る

」

。

キ

ド
ニ

ス

は
一

人
の

ド
ミ

ニ

コ

会
士

と
の

接
触
を

通
じ
て、

ラ

テ

ン

語
を
習

得
し、

ト
マ

ス

の

著
作
に

感
動
し
、

そ
の

翻
訳
を

開
始
し
た

。

キ
ド
ニ

ス

が
ト
マ

ス

と
ビ

ザ

ン

ツ

の

神
学
者
を
比

較
し

、

前
者
を
よ

り
高
く
評
価
し

て

い

る

こ

と

は
明

ら

か
で

あ

り、

実
際、

彼
の

活
動
は

ビ

ザ
ン

ツ

社
会
に

お
い

て

強
い

反
発

を

引
き
起
こ

し

た
が
、

彼
は

自
ら

の

活
動
が
ギ
リ
シ

ャ

人
と

ラ

テ

ン

人
の

信
仰
の

融

和
お

よ

び

教
会
の

合
同
に

寄
与
す
る

こ

と

を

確
信
し
て

い

た
。

彼
に

と
っ

て

は、

理

性
的

探
究
と

揺
る

ぎ
な
い

信
仰
を

調
和
さ
せ

る

ト
マ

ス

の

試
み

こ

そ
が
、

両
民
族
の

平
和
の

土

台
と
な
る
べ

き
も
の

で

あ
っ

た
。
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