
中
国
古
典
学
と
聖
書
解
釈
学

木
島
史
雄

齪
悟
と
不
合
理
の
恩
沢
に
つ
い
て
ー

天 南 地 北

大

学

に

入
学
し

て
古
典

学

の
授
業

に

出

は

じ

め

た

こ

ろ

の

こ
と

で

あ

る
。

「尚

書

孔

安

国
伝

」

な
ど

と

い
う
文

字

な

ら
び

に
出

く
わ

し

て
と
ま

ど
う

わ
れ

わ

れ
を

み
ち
び

く

に
あ

た

っ
て
、

こ
の

「伝

」

は
注

釈

と

い
う
意
味

で
あ

り
ま

し

て
、

「
そ

れ
、

新
約

聖

書

の
福

音

書

を

マ
タ

イ
伝

、

マ
ル

コ
伝

な

ど
と

い
う

で
あ
り

ま
し

ょ
う
。

あ

れ
と

お
な

じ

で

あ

り
ま

す
」

と
説

か
れ

る
先
生

が
あ

っ

た

。
私

な
ど

は
、

か
え

っ
て
混
乱

す

る

だ
け

で
あ

っ
た
が
、

明
治

初
期

に

「聖

書

」

を
日
本
語

に
訳

し

た
人

た
ち

は
、

た
し

か
に
漢

学

の
素

養

を
も

っ
て

い
た

に

ち

が

い
な

い
。

彼

ら

に

と

っ

て
、

「伝

」

を
注

釈

の
意
味

で
も

ち

い
、

理

解

す

る

こ
と

は
ご

く

あ

た

り

ま

え

で

あ

っ
た

ろ

う
。

「聖

書

」

は
中

国

で
漢

文

に
訳
さ
れ

、
日
本

に
あ

っ
て

は
文
語

に
置

き
か

え
ら
れ

た
。

日
本

の
文
語

世

界
が
漢

学

の
教
養

を
背

景

に
成

立

し

て

い
た

と
す

れ
ば
、

聖
書

も
漢

学
を
通

り

ぬ
け

て
日
本

に
定
着

し
た
と

い

っ
て
も

よ
か

ろ
う
。

『
新

約

聖

書

』

の
福

音

書

は
、

い
ま

で
こ
そ

「
マ
ル

コ
に

よ
る
福
音

書

」
な

ど
と
名

づ

け
ら
れ

て
い
る

が
、

以
前

は

「
マ
ル

コ
伝

福

音
書

」

あ

る

い
は

も

っ

と
単
純

に

「
マ
ル

コ
伝

」
な

ど

と
呼
ば

れ

て

い
た

。
そ

し

て
こ

こ
に
も

ち

い
ら

れ

て

い
る

「伝
」

と

い
う
言

い
ま
わ

し

は
、
伝

記

と

い
う
意
味

で

の

「伝

」

で

は
な

く
、

注
釈

と

い
う
意
味

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

『
尚
書

』
経

文

に
対

し

て
孔

安
国

が

つ
け
た
注

釈

を
孔
安

国

伝

と

い

い
、

『
詩

』

に
対

す

る
毛

亨

の
注

釈

を

毛

伝

と

い
う

の
と

お

な

じ

よ

う

に
、

「
イ

エ
ス

の
生

涯

」

に
た

い
す

る

マ
タ

イ

の
注
釈
、

マ
ル

コ
に
よ

る
注

釈

と

い

う
意
味

で
あ

る
。

も

ち

ろ
ん
東

西

両

者

の
用
法

が
ま

っ
た
く

同
じ

と

い
う

わ

け

で

は
な

い
。
孔

安
国
伝

、

毛
伝

は
既

存

の
経
書
本

文

の
字
義

を
孔

安

国

や
毛

亨

が
解

釈

し

た
も

の

で
あ

る

が
、

「
福

音

書

」

の
場
合

は
、
文

字
文

献

に

な

る
以

前

の

「
イ

エ
ス

の
生

涯

」
、

あ

る

い

は

す
く

な
く

と
も
正

典
と

し

て
確
立

す

る

以
前

の
口
頭

伝
承

と
断

片
的

文
字

資

料

を
素

材
と

し

て
、

そ

れ
ら

を
構
成

し
直

す

と

こ
ろ
か

ら

「伝

」
作
者

の
作
業

は

は
じ
ま

っ
て
い
る
。

福
音
書

と

は
、
教

祖

イ

エ
ス

の
言

行

録

と

い
う
形

の
宣
教

・
教

義

の
書

な

の

で
あ

る
が
、

で

は
イ

エ
ス
の
言

行
録

が

な
ぜ

マ
タ

イ
、

マ
ル

コ
、

ル
カ
、

ヨ

・ノ

ネ
と

四

つ
も
あ

る

の
か
と

い
え
ば
、

こ

れ
ら

の
人
名

を

冠
さ

れ

る
著

作
者

た
ち
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が
思

い
え
が

い
た

イ

エ
ス
像

が
別

々

に

四

つ
あ

っ
て
、

そ

れ
が

そ

の
ま
ま

提
示

さ
れ

て
い

る
か
ら

で
あ

る
。

イ

エ
ス
の

生

涯

は

一
つ
で

あ

っ
た

の

で

あ

ろ
う

が
、

そ
れ

を
直
接

的

に
知

る
方

法

は
も

は
や

な

い
。

そ

し

て
そ

の
本
来

一
つ
で

あ

っ
た

ろ
う
生
涯

に
対

し

て
四

つ
の
独

立
し

た
言
行

録

が
著

さ
れ

、
さ

ら

に
そ

れ
ら

が
併
存

す

る
形

で

「新

約

聖
書

」

の
中

に

取

り

こ
ま

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。

共

観

福

音

書

と

よ
ば

れ

る

マ
タ

イ
、

マ
ル

コ
、

ル
カ

の
三
福

音
書

は
も

ち
ろ

ん
、
少

し
異

質

な

ヨ

ハ
ネ
福

音
書

も
含

め

て
、

イ

エ
ス
の
生
涯

を
描

い
て

い
る
と

い
う
点

で
は
同

じ

で
あ

る
。

こ

こ

で
何

よ
り
重

要

な

の
は
、

そ

れ
ぞ

れ

の
福
音
書

が

、
背
後

に
そ
れ

ら

の
福
音

書

を
期
待

す

る
共

同
体

を
も

っ
て

い
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

マ
ル

コ
に
よ

る

福
音

書

は
、
異

邦
人

キ

リ

ス
ト
教
徒

、

つ
ま
り

ユ
ダ

ヤ
教

の
生
活

規
範

で
あ

る

「律

法

」

を

守

っ
て

い
な

い
人

々

の
集

団

が
背
後

に
あ

り
、

ま
た

彼

ら
は
、

言

葉

づ
か

い
か
ら

社
会
的

身

分

が
低

か

っ

た
と
推

測

さ
れ

て

い
る
。

マ
タ
イ
福

音

書

を
記

し
た

の
は
、
異

邦

人

へ
の
布

教

を
も
視

野

に

い
れ
た

ユ
ダ

ヤ
教
徒

で
あ

る

と

さ

れ

る
。

ル
カ

福

音

書

の

そ

れ

は
、
比
較

的
社

会
的

地
位

の
高

い
異
邦

人

、

ヨ

ハ
ネ
福

音
書

の
場
合

は
教

養
あ

る

ユ
ダ

ヤ
人

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

つ
ま

り

集

団

ご

と

に

希

求

、

期

待

さ

れ

る

「
イ

エ

ス

の

生

涯

」

が

異

な

っ
て

お

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
期
待

に
そ

っ
て
独
自

に
別
個

の
イ

エ
ス
像

が
提

示
さ

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。

こ
こ
で

は
そ

の
当

否

を

い
う

の
で
は
な

い
。
新
約

聖

書
全

体

か

ら
見

れ
ぼ

イ

エ
ス

の
言
行

は
、
唯

一
の

も

の
と

し

て
提

示

さ
れ

て
い
る

の

で
は

な

く
、

さ

ま

ざ

ま

な

立

場

か

ら

語

ら

れ
、

そ
れ
が
並

行

し

て
認

め

ら
れ

て

い

る

の
で
あ

る
。

描

か

れ
た

イ

エ
ス
像

は

こ
と

な

っ
て

い
て
も
、

そ
れ

が
話
者

の
立
場

の
ち

が

い
に
起
因

し

て

い
る

の
で
あ
れ
ば

、
究

極

に
は
絶
対

唯

一
の
宗

教
的

真
理

へ
つ

な

が
る
と
主

張

す
る

こ
と

は
可
能

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

そ
う

で
あ

る
な
ら

ば
、

異

な

る
イ

エ
ス
像

が

い
か

に

ひ
と

つ
に
収
束

す

る

の
か
を
、
う

ま

く
説
明

し
な

く

て
は
な

ら
な

い
だ

ろ
う
。

異
な

る
イ

エ
ス
像

を

い
か

に
解

消

す

る
か
と

い
う

こ
と

は
、
聖
書

解
釈

上

の
大

き
な

問

題
と

な

っ
た
。

ま
た

同
様

の
食

い
違

い

は
、

「
旧

約

聖

書

」

と

「
新

約

聖

書

」

の
あ

い
だ

に
も

あ

る
。

「
旧
約

聖

書
」

の
神

は
、

イ

エ
ス
の
説

く
神

と
ず

い
ぶ

ん
違

う
特
質

を

も

っ
て

い
る
。

し

か
し

そ

の
旧

約

の
神

を
廃

棄

し

て
し

ま

う

マ
ル

キ

オ

ン

(M

ar
cio
n
)

の

よ
う

な
考

え
方

は
、

明
快

で
あ

る
が
採

用

さ

れ

な
か

っ
た
。

正
統

キ

リ

ス
ト
教

は
内

包
す

る
食

い
違

い
を
あ

く

ま

で
説

明

し

よ
う

と
す

る
態
度

を

と

る
。

と

こ
ろ

で
、
伝

記

・
言

行
録

と

い
う

形

の
教
義

宣
布

は
福

音

書

方
式

と
呼
ば

れ

、

「
マ
ル

コ
伝

」

に

よ

っ
て
創

始

さ

れ

た
あ
た

ら

し

い
宗

教

聖

典

形
式

で
あ

る
と
さ
れ

る
。

教
祖

の

発

言

そ

の
ま

ま

で
あ
る
と

か
、

預
言

者

に

よ

っ
て
書
き

し

る
さ
れ
た

神

の
こ
と

ば

な

ど

と

い
う

形

式

の
宗

教
経

典

は
あ

ま

た
存

在

す

る
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が
、

教

祖

の
伝
記

・
言
行
録

と

い
う
形

を

と

る
教

義

宣
布

は
お

お
く

は
な

い
で

あ

ろ
う

。

し
か

し
似

た
も

の
が
東

洋

に

も
存

在

す

る
。

そ
れ

は
孔
子

の
言
行

録

『
論

語

』

で
あ

る
。

『t1i1G
11114

も
、

孔
子

の
孫

弟

子

の
世
代

が
聞

き
書

き
を

ま
と

め
た
も

の
で
あ

ろ
う

と
考

え
ら
れ

て

い

る
。

そ

し

て
そ

の
伝

承

に
幾

つ
か

の
系

統

が

あ

っ
た

こ
と
も

ほ
ぼ
確

か
な

よ
う

で

あ

る
。

し

か

し

『
論

語

』

の
ば

あ

い
、
伝

承
者

の
名

前

を
掲
げ

て
、
彼

ら

の
理
解

に
も

と

つ

い
た
孔
子

像

で
あ

る

こ
と

を

こ
と

さ

ら

に
は
標
榜

し
な

い
。

伝

承
者

の
相
違

を
目
立

た

せ
る

こ
と
な

く
、

一
応

は
唯

一
の
孔
子
像

を
構
成

・

提

示

し

て

い
る
。

宗

教

組

織

の
教

祖

の
言

行

録

と

し

て
、

も

っ
と

い
え
ば
書

物

の
編
集

方
針

と

し

て
は
、

蛆
酷

の
な

い

一
つ
の
像
を

む
す

ぶ

よ

う
に
編

集

す

る

の
が
明

快

で

あ

り
普

通

で
あ

ろ

う
。

「新

約

聖
書

」

が
何

故

に

か
く

も
中
途

半
端

な
編

集

を

し

た

の
か
私

に

は
理
解

し
が
た

い
。

し

か

し
後

の
文

献
解

釈

学

の
あ
り

さ
ま

を

み
る
と

き
、

姐
語

の
存

在

こ
そ
が

「解

釈

」

に

つ

い
て
の
自
覚

を
高

め
、
解

釈

法

の
工

夫

を
生

み
だ

し
た

の
で
あ

る
と

思

わ
れ

る
。

ア
レ

キ
サ

ン
ド

リ

ア
学

派

の

ア
レ
ゴ

リ
カ

ル
な
解

釈
、

ア
ン
テ

ィ

オ
ケ

ア
学
派

の
逐

字
的

な
解
釈

、

さ
ら

に
近

代

の

「様
式

史
」
、

「編
集

史
」

な

ど
、

す

べ
て
し

か
り

で
あ

る
。

ま
た

聖
書

の
解

釈

に
大

き
く
影
響

を

与

え
た

も

の

に
翻
訳

の
問
題

が
あ

る
。

旧
約

聖

書

は

ヘ
ブ

ラ
イ
語

で
、
新

約
聖

書

は
ギ

リ

シ
ャ
語

で
当
初
成

立

し
た

の

で
あ

っ
た

が
、

旧
約

聖
書

に

は
早

い
時

期

に
ギ

リ

シ
ャ
語
七

十
人

訳
が
現

れ
た

し
、
両

者

が

ラ
テ

ン
語

に
置

き

か
え

ら

れ
た

の
も

か
な

り
古

い
。
翻

訳

に
は
当

然

解

釈

が

必

要

と

な

る
。

い

っ
ぽ

う

『
論

語

』

は

ど

う

で
あ

っ
た

か
と

い
う

と
、

孔

子

の
行

動

は

も

ち

ろ

ん
発

言

も
、
文

章

語

で
あ

る
と

こ
ろ

の
、

い
わ

ゆ

る
漢

文

と

し

て
書

き

あ
ら

わ
さ
れ

た

の
で
あ

る
が
、

そ

の
こ
翻

訳

さ
れ

る

こ

と

は
な

か

っ
た
。

近
隣
諸

国

へ
の
伝

播

に

お

い
て
も
、

日
本
語

や
韓

国
語

に
翻

訳
さ

れ

る
こ
と
な

く
、

漢
文

と

い
う
形

の
ま

ま
流
通

し
た

。

そ
れ

は
、

ド

イ

ツ

の
民
衆

が

ル
タ
ー

に
よ

る
ド
イ

ツ
語

訳

を
ま

た
な

け
れ
ば

聖
書

を

理
解

で
き

な

か

っ
た

の
と
大
き

く

異
な

る
。

訓
読

は

翻

訳

と

し

て

は
特

異

な

も

の

で

あ

る

が
、

パ

ラ

フ
レ
ー
ズ

の

一
種
と

考

え

れ

ば

、
原
初

形
態

を
保

持

し
た

ま
ま

、

そ

し

て
原
語

の
言
葉

づ
か

い
の
仕

組

み
や

論

理
や
癖

を

ほ
ぼ

そ

の
ま
ま
受

け

つ
ぐ

こ
と

が
可

能

な

す

ぐ

れ

た

手

法

で

あ

る
。

む
し

ろ
我
が

国

は
訓
読

を
基

礎

に

し

て
日
本
語

を
作

り

あ
げ
、

翻
訳

"
解

釈

と

い
う
作

業
を

回
避

し

て
き

た
と

も

い
え

る
。

ド
イ

ツ
人

に
と

っ
て

ヘ
ブ

ラ

イ
語

の
世

界
、

ギ

リ

シ
ャ
語

の
世
界

が

所

詮

は
異

文

化

で
あ

っ
た

の

に

対

し

て
、

日

本

に

お

け

る

『
論

語

』

読

み

は
、

あ

き
ら

か

に

「我

が
文
化

」

と

し

て

の
受
容

で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
も

必
ず

し

も

『
論

語

』

の
翻

訳

が

発

生

し

な

か

っ
た

事
情

が
あ

る
。

と

こ
ろ

で
儒

の
教

え

が
も
ち

い
た

テ

ク

ス
ト

と

し

て
は
、

『
論

語

』

は
む

し
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ろ

入
門
書

あ

る

い
は

二
流

の
読

み
も

の

で
あ

っ
て
、

最
も
尊

重

さ
れ

た
文
献

は

五
経

、

す
な

わ
ち

「易
」

「書
」

「詩

」

「春
秋

」

「礼

」

で
あ

っ
た

。

こ
れ
ら

は

孔
子

学
校

の
教

科
書

で
あ

っ
た

が
孔

子

の
著

作

で

は
な
く
、

孔
子

以
前

か
ら
存

在

し

て

い
た
文

献

で
あ

る
。

た

し
か

に

学
術

の
態

勢

が
整

っ
た
後
漢

時
代

か

ら

は
、

「経

を
も

っ
て
経

を

解

す

」

と

い

う
解
釈

法

が
提

唱
さ

れ
、
経

書
全

体

を

統

一
体

と
考

え
、

「経

書

的

世

界
」

を

見

い
だ

そ
う
と

す

る
動

き

も

は
じ
ま

っ

て

い
る
。

し

か
し
元
来

一
つ
の
頭

脳

に

始

ま

る

の

で
な

い
以
上

、
あ

る
程
度

の

齪

鱈

は
許

容

さ

れ

る
。

四
福

音

書

に

も

っ
と
も

近

い

の
は

『
春
秋
』

の

「穀

梁

伝
」

と

「公
羊

伝
」

で
あ

ろ
う

が
、

こ

の
両

者

に
あ

っ
て
は
対
立

す

る
志

向

を
持

つ
こ
と

は
当

然
と

さ
れ
、

無

理

に

整

合

さ
せ

る

こ
と
は
目
論

ま

れ

て
い
な

い
。
好

き

な
方
を

そ

の
場
そ

の
場

で
適

宜

引
用

す

る
と

い
う
風

に
利
用

さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

し
か
も

『
春
秋

』

に
は

こ

の

二

つ

の
ほ

か

に
、

本

来

は

『
春

秋

』

と
全

く
関
係

の
な

い
別

個

の
歴
史

書

で

あ

っ
た

「
春

秋

左

氏

伝

」

が

「
伝

」

と

し

て
認

定

さ

れ
、

む

し

ろ

そ

ち

ら

の
方

が
支
持

を
獲
得

し

て
き

た
。

『
旧
約

聖

書

』

と

『
新
約

聖

書

』

そ

れ

ぞ

れ

に
登
場
す

る
神

の
あ

ま
り

の
相

違

、

四

つ
の
福

音
書

の
か
た

る
イ

エ
ス

像

の
ズ

レ
、

こ
れ

ら

の

「説
明

を
必

要

と

す

る
」
食

い
違

い
を
内

包

し

て
い
た

た

め

に
、

聖

書

学

は
豊

か

な

モ

ノ

に

な

っ
た
。

二
十

世

紀

に
な

っ
て
、

書

物

、

そ

し

て
書
物

に
限

ら

ぬ

「も

の
ご

と

」

す

べ

て

に

つ

い
て
、

「
理
解

と

は

解

釈

で
あ

る
」

と

い
う
認
識

が
定
着

し

て
き

た
。

組
飴

と
解
釈

の
問
題

は
、

中

世

の
神
学

に
閉

じ
る

の

で
は
な

い
。

十

九

世

紀

の
躁
諺
的

な

ロ
マ
ン
主

義
、

た

と
え
ば

「唯

一
の
真

正

な

る
イ

エ
ス
伝

(
淋

イ

エ
ス

"ail
)
J

と
称

す
る
も

の
を
多

く

生

む
よ

う
な
そ

れ
を
、
普

通

の
言
葉

の
世
界

に
引

き
も

ど
す

の
に

一
役

買

っ

た

デ

ィ

ル
タ

イ
、

ガ
ダ

マ
ー
や

リ
ク
ー

ル
と

い

っ
た

人
た
ち

も
、
聖

書
解
釈

に

始

ま

る
解

釈
学

と

い
う
場

で
知
を

は
た

ら

か
せ

て

い
た

の

で
あ

る
。

い
っ
ぽ
う

中
国
古

典
学

が
、
清

朝
考

証
学

と

し

て
大
き
な

発
展

を

み
せ

る

の

は
、
内

容

の
姐
嬬

で
は
な

く
、
時

間

の

経

過

に
由
来

す

る

「
こ
と
ば

と
発

音

の

食

い
違

い
」

を
整

合
的

に
解

釈

す

る
た

め

で
あ

っ
た
。

こ

こ
で
も
学

術

の
発
展

を
促

し

た

の

は
、

聖
典

の
含

む
食

い
違

い
と
不
合

理

で
あ

っ
た
。

と

す

れ
ば

、

公

正

・
公

平

な
評

価

の
積

み

重

ね

に

ょ

っ
て
認
定

さ
れ
た

の
で

は
な

く
、
神

秘

的

・
不
合

理

な
、

い
わ
ば

カ

リ

ス

マ

的

作
用

を

も

っ
て
世

に
流

布

す

る
類

の

聖

な

る
言
葉

や
文
字

は
、

そ

れ

が
意

図

的

な
も

の
で
あ
れ
、

不

注

意

に

ょ

る
も

の
で
あ

れ
、

ま
た
人

為

に

よ

る

も

の
で

あ

れ
、

時

間

の
経
過

に
よ

る

も

の

で
あ

れ
、
と

に
か
く

い

っ
け

ん
不

合

理

な

ほ

う

が
、

い
な

つ
と
め

て
さ

ま
ざ

ま

に
不

合

理
を

含

む
方

が
、
後

世

の
学

術

を
実

り
豊
か

な

モ

ノ
に
し

て
く

れ

る

と
、

あ

る

い
は

い

っ
て
よ

い
の
か

も

し
れ

な

い

と

お
も

う

の
で
あ

る
。
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