
◎
論

説

洋
の
キ
リ
ス
ト
教

明
末

に
お
け
る
イ

エ
ズ

ス
会
と

中

世

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
文

学

李

萸

学

・
・
…

中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
歴
史

は
長
く
、
唐
代
の
景
教
か
ら

数
え
る
と
千
年
以
上
に
も
な
る
。
し
か
し

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大

規
模
な
伝
来
と
な
る
と
、
明
末

に
ま
で
時
代
が
下
る
。
そ
の
間
の
元

代
に
は
、

わ
ず
か
に
活
動
し
た
に
過
ぎ
な

い
。
と
こ
ろ
で
本
論
が
注

目
す
る
中

国
と
西
洋

の
文
学
の
間

の
相
互
作
用
に

つ
い
て
い
え
ば
、

明
末

の
イ

エ
ズ

ス
会

の
活
動
は
、
中
国
の
悠
久

の
歴
史
の
な
か
で
、

決
し
て
遅

い
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
的
に
国
内
外

の
歴
史
家

の
多
く

は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
科
学
技
術

の
伝
播
に
貢
献
し
た
こ
と
を
認
め

る
も
の
の
他
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
音
楽

・
美
術
が
せ
い
ぜ
い
で
、

文
学
と
な
る
と
は

っ
き
り
と
見
解
を
示
さ
ず
、
甚
だ
し
く
は
な
ん
の

ハ　
　

貢

献

も

し

て

い
な

い
と

考

え

て

い

る
者

も

あ

る
。

こ

の

た

め

、

私

は

『
中
国
晩
明
與
欧
洲
文
学
-

明
末
耶
蘇
会
古
典
型
証
道
故
事
考

詮
』
を
著

し

て
そ
の
よ
う
な
見
解
に
反
駁
し
た
。

こ
の
著
作
は

「文

学
素
材
」

の
視
点
か
ら
歴
史
を
再
構
築
し
、
明
末
イ
エ
ズ
ス
会
士
を

ハ
ワむ

「文

学

者

」

と

し

て
再

評

価

し

た

も

の

で

あ

る
。

そ

こ

で

い
う

「
文

学

素

材

」

に

は
、

「
,,,
,,Q
」

(ex
e
m
p
lu
m
、

あ

る

い

は

「
寓

話

」

と

訳

す

)

の

ほ

か

に
、

聖

歌

、

格

言

、

伝

奇

(ro
m
a
n
c
e
)
、

聖

人

伝

(h
ag
io
g
ra
p
h
y
)
、

弁

論

{1a
'
(d
e
b
a
te

,p
o
e
try
)
、

修

辞

学

者

の
著

作

な

ハヨ
　

ど

の
文

学

ジ

ャ

ン
ル

や

学

問

を
含

む

。

と

こ

ろ

で

イ

エ
ズ

ス
会

が
中

国

に
や

っ

て
き

た

の
は

、

明

の
神

宗

の
万

暦

年

間

で
あ

り
、

イ

タ

リ

ア

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の

ル

ネ

サ

ン
ス

の
末

期

で

も

あ

っ
た

。

そ

の
と

き

か

ら

す

で

に

羅

明

堅

(M

ic
h
e
le
R
u
g
g
ier
i,

1
5
4
3
-
1
6
0
7
)
、

利

璃

費

(M

a
tte
o
R
i
cc
i,
1
5
5
2
-
1
6
1
0
)

な

ど

第

一
世

代

の
宣

教

師

が

上

述

し

た

よ

う

な

作

品

を

漢

訳

し

は

じ

め

て

い
た

。

そ

れ

ら

の
原

作

に
当

た

る

作

品

や

、

ま

た

そ

れ

ら

の
原

作

に
取

材

し

て
生

み

だ

さ

れ

た
多

く

の
作

品

に

つ

い

て
検

討

し

て

み

る

と

、

彼

ら

に

利

用

さ

れ

た

ヨ
i

明末 におけ るイエ ズス会 と中世 ヨー ロッパ文学57



ロ
ッ
パ

の
文
学
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
中
世

の
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
本
論
の
テ
ー

マ
も
明
末
イ

エ
ズ
ス

会

の
翻

訳
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
文
学
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

右
で

「説
話
」
を

「文
学
素
材
」
と
し
た
が
、
実
は
過
小
評
価
の

き
ら
い
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

・
ロ
ー

マ
の
時
代
か
ら
、

こ
の
種
の
物

語

は

つ
ね
に
作
家
に
取
材

さ
れ
、
長
編

の
詩
文

に
脚
色
さ
れ

て
き

た
。
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
は
独
立

し
た
文
学
形
式
と
し

て
、
独
自

の
風
格
を
備
え
、

い
わ
ば
中
国

の
伝
統
的
な
筆
記
や
小
記

に
類
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
古
典
型
と
キ
リ
ス
ト
教
型

の
二

つ
の
型
式
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
名

の
示
す
と
お

り
、

「古

典
型
説
話
」

は
ギ
リ

シ
ャ

・
ロ
ー

マ
人

の
物
語

に
限
ら

れ
、
修
辞
学
者
や
弁
論
家
が
説
明
の
さ
い
に
用
い
た

「示
範
物
語
」

の
こ
と

で
あ
る

(李
著

ニ
ー
五
)。

ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
の

『修
辞

学
』

(T
ekhn
e
rhetorik
e)
に
よ
れ
ば
、
弁
論
家
が
用
い
る
物
語

の
形

態
に
は

二
つ
あ
り
、

一
つ
は

「虚
構
」
(
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
)、
も
う

一

つ
は

「歴
史
」
で
あ
る
。
前
者
に

つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

『イ

ム
る
　

ソ
ッ
プ
寓

話
』
を
例
に
説
明
し
N
い
る

(ch
ap
s
l-
3
)°
ギ
リ
シ
ャ

・

ロ
ー
マ
の
修
辞
学
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
の

「説
話
芸
術
」
に
転
化
さ

れ
る
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
崇
拝

の
風
潮
を
受
け
て
、
イ
ソ
ッ
プ
型

の
寓
話
は
キ
リ
ス
ト
教
界
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多

く
の
物
語
集
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
寓
話
は
、

明
末

の
イ

エ
ズ
ス
会
士

に
よ
っ
て
説
教
の
際
に
語
ら
れ
た
可
能
性
も

あ
る
。

し
か
し
私
た
ち

が
現
在
見
る
こ
と

の
で
き
る
最
も
早
い
イ

ソ

ッ
プ
寓
話
型
の
説
話
は
、
筆
記
さ
れ
て
書
籍

の
形
に
な

っ
て
お

り
、

「道

を
論
じ
る
」

の
に
用

い
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
。
『崎
人
十

篇
』

(
一
六
〇
八
年
)
の
な
か
で
、
利
璃
寅

は
自
分
を
荘
子
の
い
う

「崎
人
」
に
な
ぞ
ら
え
、
明
末

の
高
官

で
あ
る
徐
光
啓

(
一
五
六
二
ー

一
六
三
三
)
、
李
之
藻

(
一
五
六
五
-

一
六
三
〇
)
ら
と
と
も
に
キ

リ

ス
ト
教

の
教
義
を
論
じ
て
い
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の

『
修
辞

学
』
第

二
巻

で
取
り
上
げ

ら
れ
た

ス
テ

シ

tl
a
K

(S
tesich
oru
s,

紀
元
前

四
八
五
年

こ
ろ
在
世
)

の
寓
話

(Z
.ao
s
>

は
、
『
崎
人
十

篇
』

の
第
十
篇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
で
利
焉
蜜
は
、
友

人
と
と
も
に
貧
富
を
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、

議
論

の
相
手
た
ち
に

「事
後

の
成

り
行
き
を
考
慮
し
て
事
前

に
備

え
る
」
と
い
う
人
生
の

道
理
を
理
解

さ
せ
よ
う
と
し
て
あ
る

「古
代

の
」
言
い
伝
え
を
挙
げ

て
、
次

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「馬
と
鹿

は
、
共

に
野
原
に
生
活

し
水
と
草
を
争

っ
て
い
た
。
馬
は
土
地
を
失

い
そ
う
に
な

っ
た
の
で

人
に
服
従

し
て
人
の
力
を
借

り
、
鹿
を
追

い
出
す

こ
と
に
成
功
し

た
。
し
か
し
馬
は
鹿
と
の
争

い
に
は
勝

っ
た
け
れ
ど
も
、
人
に
服
従

す
る
こ
と
に
な
り
、
背
に
は
い
や
で
も
鞍
を
載
せ
ら
れ
、
口
か
ら
轡

　
ら
　

を

外

せ

な

く

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

後

悔

し

て
も

す

で

に
遅

い
」
と

。

こ

の
物

語

は
、

利

璃

寅

に

よ

っ
て

一
五

九

五

年

に

記

さ

れ

る

以

前

に

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

ロ
ー

マ
人

の

バ

ブ

リ

ウ

ス

(
B
ab
riu
°・
)

と

フ

ァ

エ
ド

ル

K

(P
h
a
e
d
r
u
s
)

が
韻

文

・
散

文

を

用

い

て
再

編

し

た

『
イ

ソ

ッ
プ

寓

話

』

に
見

る

こ

と

が

で

き

る
。

こ

の

ほ

か

、

例

え
ば

ジ

ャ

コ
モ

・
ダ

・
ヴ

ィ

ト

リ

(J
ac
q
u
e
s
d
e
V
itry
,
c.
1
1
8
0
‐
c.
1
2
4
0
)
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の

『
日

常

説

話

詞

』

(
偽
ミ
§

ミ

ぎ
喧

§

)

の

よ

う

な

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の
説

話

集

に
も

見

え

て

い
る

。

物

語

の
形

態

か

ら

い
う

と

、

利

璃
費

が

引

用

し

た

の

は

明

ら

か

に

中

世

の
も

の

で
あ

り

、

古

代

ロ
ー

マ
の

も

の

で
は

な

い
。

明

末

に

こ

の

イ

ソ

ッ
プ

型

の
説

話

を

利

用

す

る

の

に
長

じ

て

い
た

者

に

は
、

ほ

か

に

ス

ペ

イ

ン

の
イ

エ
ズ

ス
会

士

・
鹿

迫

我

(D
ie
g
o
d
e
P
a
n
to
ja
,
1
5
7
1
-
1
6
1
°。
)
、

イ

タ

リ

ア

の

イ

エ
ズ

ス

会

士

・
高

一
志

(≧

fo
n
so
V
agq
n
o
n
i,
1
5
6
6
-
1
ひ
お

)
、

交

儒

略

(Ω

島

。

A
le
n
i,
1
5
8
2
-
1
6
4
9
)

が

い

る

。

し

か

し

、

中

国

語

に
体

系

的

に

訳

し

そ

ろ

え

た

の
は

、

何

と

い

っ

て

も

フ
ラ

ン

ス

の
イ

エ
ズ

ス
会

士

・

金

尼
閣

(N
ic
h
o
la
s
T
rig
a
u
lt
,
1
5
7
7
-
1
6
2
8
)

で
あ

る
。

金

尼

閣

は
福

建

人

の
張

廣

(
一
五

九

七

年

に

郷

試

に

及

第

)

に

口

述

を

筆

記

さ

せ

、

一
六

二

五

年

に

山

西

緯

州

で

『
況
義

』

と

し

て
訳

出

し

た

。

そ

の
な

か

に
収

め

ら

れ

た

物

語

の

う

ち

三

〇

話

以

上

が

、

伝

統

的

な

ハ
ふ
　

『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』

に
出
典
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
私
が

『
況
義
』

を

「イ
ソ

ッ
プ
型
説
話
」
と
形
容
し
て
あ
え
て

「型
」
を
付
し
た

の

は
、
収
め
ら
れ
て
い
る
寓
話

の
中
に
は
、
形
態
や
寓
意

の
点
で
す
で

に
キ
リ
ス
ト
教
化
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
部
分
的
に
中
国

の

伝
統
的
物
語

や

「偽
イ

ソ

ッ
プ
寓
話
」

を
収

め
て

い
る
か
ら

で

ム　
　

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
た
ち
が
イ
ソ
ッ
プ

寓
話
を
翻
訳
し
た
り
編
集
し
た
り
す
る
目
的
は
、
そ
れ
ら
を

「翻
訳

紹
介
」
す

る
こ
と
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
『
イ

ソ
ッ
プ
寓
話
』

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
初

の
利
用
が
弁
論

の
例
証
集
と
し
て
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
布
教

に
用

い
る

「説
話
集
」
を
イ

エ
ズ
ス
会
士
に

提
供
す
る

こ
と
で
あ

っ
た
こ
と

が
わ
か

る

(李
著

四
五
ー

一
二

三
)。い

わ
ゆ
る

「偽
イ
ソ

ッ
プ
寓
話
」
と
は
、

形
は
イ
ソ
ッ
プ
物
語
に

似

て
は
い
る
が
、
伝
統
的
に

『
イ
ソ
ッ
プ
寓

話
』
に
は
ほ
と
ん
ど
収

め
ら
れ
て
い
な

い
も
の
を
指
す
。
私
は

『中

国
晩
明
與
欧
洲
文
学
』

で
、
こ
れ
に
属
す
る
寓
話
と
し
て

「三
人

の
友
」
と
い
う
話
を
紹
介

し
た
。

墓Eちた士会KズHイる残に区淀海京北
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あ
る
男
が
三
人
の
友
人
と
交
わ

っ
て
い
た
。
甲
と
は
と
て
も
親

密
で
、
乙
と
は
と
て
も
疎
遠

で
、
丙
と
は
そ
の
中
間
く
ら
い
で

あ

っ
た
。
彼

ら
は
皆

こ
の
あ
る
人

の
こ
と
を
気
に
か
け

て
い

た
。

こ
の
人
は
賄
賂
を
む
さ
ぼ
り
、
君
主
に
仕
え
る
の
に
不
忠

で
あ

っ
た
の
で
、
皇
帝
は
こ
れ
を
捕
ら
え
る
よ
う
命
令
し
た
。

恐
れ
慌

て
て
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
考
え

た
。

「私

の

一
番
親
密
な
友

は
、
人
々
か
ら
愛
顧
を
蒙

っ
て
お

り
、

そ
の
言
動
は
高
官
に
も
影
響
力
を
持

っ
て
い
る
。
彼

に
同

行

し

て
く
れ
る
よ
う
頼
も
う
」。

そ
し
て
次

の
よ
う
に
言

っ

た
。

「危
急
困
難
を
助
け
て
く
れ
る
の
な
ら
、
本
当

の
友
だ
」。

友

は
言

っ
た
。

「あ
な
た
の
行
く
と
こ
ろ
は
遠
く
危
険
で
、
私

は

一
緒
に
行
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き

ま
せ
ん
」
。

こ
の
時
罪
人
は
深
く
後
悔
し
た
。
平
素
親
密

に
交

際
し
て
い
た
友
が

「
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
誰
に
哀
れ

み
を
乞
え
ば

い
い
の
か
」
。
溺
れ
る
者
は
藁
を
も

つ
か
む
も
の

で
、
し
ば
ら
く
し
て
丙

の
家

に
懇
願
し
た
。
丙
家
の
友
は
言

っ

た
。

「私
は
あ
な
た
と

一
緒
に
行
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

友
情

を
失
う
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
と
と
も
に
城
外
ま

で
行

っ
て
引
き
返
す
こ
と
に
し
ま
す
」。

こ
の
人
は
返
す
が
え

す
も
無
念

で
な

ら
な
か

っ
た
。
翌
日
、
疎
遠
で
あ

っ
た
友

に

会

っ
た
が
、
ど
う
し
て
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
と
こ
ろ

が
、

こ
の
友

は
こ
ち
ら

へ
や

っ
て
来
て
慰
め
労

っ
て
言

っ
た
。

「あ

な
た
は
憂
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
私
と

一

緒
に
く
れ
ば
よ
い
の
で
す
、
失
望
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
の
二
人
の
友
は
、

一
緒
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
の

で
す
か
ら
、
仮
に

一
緒

に
行

っ
た
と
し

て
も
あ
な
た
を
助
け
る

こ
と
は
で
き
な

い
で
し

ょ
う
。
私
が
ま
ず
先
に
行
き
ま
す
か

ら
、
あ
な
た
は
後
か
ら
来

て
く
だ
さ
い
。
皇
帝
は
あ
な
た

の
罪

を
許
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
あ
な

た
が
功
績
を
立

て
た

ム
　
　

ら
、
も
と
の
寵
愛
を
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
」
。

こ
の
物
語

は

『況
義
』
の
ほ
か
、
利
璃
寅

の

『碕
人
十
篇
』
に
も

見
え
て
い
る

(李
編

一
二

六
〇
1

一
六
二
)
。
こ
ち
ら
で
は
あ
ら

す
じ
が
多
少
異
な
る
が
寓
意
は
同
じ
で
、
要
約
す
れ
ば
、
そ
の
第

一

の
友
と
は

「遊
び
仲
間
」、
第

二
の
友
と
は

「妻
子
と
家
族
」
、
第
三

の
友
と
は
個
人
の

「善
行
」
を
表
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
イ
ギ
リ
ス
中
世
劇
を
愛
好
す
る
者

に
と

っ
て
は
、
こ
の
物
語
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
多
く
の
学
者
が
指
摘

す
る
と
お
り
、
当
時
流
行
し
て
い
た

『
エ
ブ
リ

マ
ン
』
(肉
竃
q
ミ
§
)

と
い
う
劇

の
筋

は
、

こ
の
同
じ
話
か
ら
取

っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら

だ
。
『
エ
ブ
リ
マ
ン
』
は
道
徳
劇

(m
o
rali
ty
p
lay
)

6̀
典
型
で
、
同

一
の
劇
目
は
オ
ラ
ン
ダ
や
ほ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
の
文
学
史

に
早

く
よ
り
見
え
る

(李
著

三
七

一
-
三
八
〇

)
。
「
三
人

の
友
」
が

『
エ
ブ
リ

マ
ン
』
の
底
本
と
な

っ
た

こ
と
か
ら
、
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で

「三
人
の
友
」
が

一
般
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
面
白

い
こ
と
に
、

「三
人
の
友
」

は

一
六
〇
五
年

に
口
頭

の
形
で
世
に
出
た
だ
け

で
な
く
、
日
本

の
古
活
字
版

『伊
曾
保
物
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ム
　
　

語
』
に
も
日
本
語
訳
が
あ
り
、

こ
れ
は
寛
永
の
は
じ
め
に
出
版
さ
れ

た
も
の
で
、
『崎
人
十
篇
』
よ
り
約
二
十
年
遅
れ
て
い
る
。
高
橋
源

次
の
初
期

の
説
に
よ
る
と
、
『
エ
ブ
リ

マ
ン
』

の
最
も
早

い
出
典

は

サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
で
あ
る

『阿
含
経
』
の

「四
婦
喩
」

で
あ
る

ム
い
　

と

い

う
。

し

か

し
、

私

の
知

る

か

ぎ

り

、

こ

の
物

語

の
最

も

早

い
ギ

リ

シ

ャ
語

の

テ

キ

ス

ト

は

ダ

マ

ス

カ

ス

の

聖

ヨ

ハ
ネ

(
Q。
r
旨
o
ぎ

D
a
m
asc
e
n
e
,
c.
6
7
6
-
7
4
9
)

6
`
著

し

た

『
バ

ル

ラ

ア

ム
と

ヨ
ア

サ

フ
』

ム
ロ
　

(B
arlaam
an
d
Ioasap
)
で
あ
り
、
そ

の
後

ラ
テ
ン
語

の
訳
本

か
ら

転
々
と
伝

わ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
世

の
俗
語
に
よ
る
訳
本
と
な

っ

て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ

の
な
か
に
は
散
文
も
韻
文
も
あ
る
。
『
バ

ル
ラ
ア
ム
と
ヨ
ア
サ
フ
』

の
漢
訳

に
つ
い
て
は
、
後
文
で
詳
し
く
述

べ
る
こ
と

に
す
る
が
、

こ
の
書
中

の
最

も
有
名
な
五
話

の
讐
え
話

(p
arab
le)

6̀
う
ち
、

一
つ
が

「三
人

の
友
」
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は

西
洋
に
お
け
る
最
も
早

い
形
態
を
も

つ
も
の
で
、
内
容
は
利
璃
賓
本

や
金
尼
閣
本
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
古
活
字
本

『伊
曾
保
物
語
』
の

「三
人
よ
き
中
の
事
」
も
同
様

で
あ
る
。

『
バ
ル
ラ
ア
ム
と

ヨ
ア
サ

フ
』

の
中

に
は
他
に

「落
と
し
穴
」
と

い
う
次
の
よ
う
な
讐
え
話
も
あ
る
。
あ
る
人
が

一
角
獣
と
出
遭
い
、

木
の
く
ぼ

み
に
身
を
隠
し
た
。
し
か
し
な
ん
と
下
に
は
火
焔
を
噴
き

出
す
竜
が
お
り
、
上
に
は
白
と
黒

の
蟻

の
大
群
が
樹

の
根
を
超

っ
て

い
る
。
こ
の
生
命
の
危
機
に
、
樹
か
ら
蜂
蜜
が
滴

っ
て
き
て
、
こ
の

人
の
口
の
中
に
落
ち
た
。
嘗
め
て
み
る
と
と
て
も
甘
く
、

に
わ
か
に

自
分
が
窮

地
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
「落
と
し
穴

の
喩
え
」
は
長
編

の
叙
述

文
学
に
は
発
展
し
な

か

っ
た
が
、
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
俗
語

に
訳

さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
を

は
じ
め
、
北

は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
、
南

は
地
中
海
沿
岸
に
い
た
る

広

い
範
囲
に
伝
わ
っ
て
い
る

(李
著

三
八
〇

ー
三
九
八
)。
『崎
人

十
篇
』

で
も
、
利
璃
賓

は

こ
の
寓

話
を
取

り
上
げ

て
お
り

(李

編

一
鱒
一
五
七
-

一
五
八
)
、
高

一
志

の

『天

主
聖
教
四
末
論
』
に

ム
レ
　

も
、
重
ね
て
訳
し
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の

「落
と
し
穴
の

喩
え
」
は
も
と
も
と
仏
典
に
あ
る
話

で
あ
り
、
三
、
四
世
紀

の
鳩
摩

羅
什
以
来
、
漢
訳
仏
典
に
少
な
く
と
も
四
回

出
現
し
て
い
る
こ
と

を
、
明
代

の
三
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
き

っ
と
知
ら
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
利
璃
賓

の
た
め
に
文
章

の
潤
色

を
担
当
し
て
い
た
徐

光
啓
は
、
す
で
に
両
者

の
間
に
関
係
が
あ
る

こ
と
を
知

っ
て
い
た
の

で
は
な

い
か
と
私

は
考
え
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
『崎
人
十
篇
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
物
語
で
は
、
仏
典
と
同
じ

よ
う
に

「
一
角
獣
」

が

「象
」
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
は
サ

ン
ス
ク

リ
ッ
ト
本
の
原
文
と

同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の

「落
と
し
穴

の
喩
え
」

の
話
も
、
「三

人

の
友
」
と
同
様
に
、
中
国
語
に
な
る
前
に
イ

エ
ズ

ス
会
士
に
よ

っ

て
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
現
象

に

つ
い
て
松
原
秀

一
ら
の

日
本

の
学
者
が
優
れ
た
研
究
を
し
て
い
る
。

し
か
し
残
念
な

こ
と

に
、
松
原
や
そ
の
少
し
あ
と
の
小
堀
桂

一
郎
と
池
上
恵
子
は
、
日
本

語
訳
か
ら
少
し
お
く
れ
て
利
瑞
賓
ら
に
よ

っ
て
漢
訳
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
い
な
い
。
も
し
気
づ
い
て
い
た
な
ら
ぼ
、

「落
と
し

穴

の
喩
え
」
の
も

つ

「普
遍
性
」
に
つ
い
て
認

識
を
さ
ら
に
深
め
る

明末にお けるイエズス会 と中世 ヨー ロッパ 文学6i



　ロ
　

こ
と

が

で

き

た

で
あ

ろ

う
。

「普

遍

性

」

と

い

え
ば

、

『
バ

ル

ラ

ア

ム
と

ヨ

ア

サ

フ
』

と

い
う
寓

話

は

、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の
原

典

と
関

係

が

あ

る
。

ダ

マ
ス

カ

ス

の

聖

ヨ

ハ
ネ

に

よ

っ
て
書

き

留

め

ら

れ

る

の

に
先

立

っ
て

、

『
バ

ル

ラ

ア
ム

と

ヨ

ア

サ

フ
』

と

い
う

寓

話

は

、

マ

ニ
教

の
活

動

と

と

も

に

早

く

か

ら

西

ア

ジ

ア

に
広

が

り

、

各

国

語

の
版

本

が

あ

っ

て
、

ア

フ
リ

ハ
れ
　

カ

の

エ
チ

オ

ピ

ア

に
す

ら

見

る

こ
と

が

で
き

る
。

ど

の
テ

キ

ス

ト

で

も
内

容

は
、

次

の
よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

イ

ン
ド

の

王

子

ヨ

ア

サ

フ

が

父

王

の
禁

令

を

顧

み
ず

城

外

に
出

て
見
物

し

て
、

生

・
老

・
病

・

死

を

目

の
当

た

り

に

し

、

最

後

に

バ

ル
ラ

ア

ム

の
手

に

よ

っ
て
出

家

す

る

と

い
う

も

の

で
あ

る

。

こ

の
物

語

は

明

ら

か

に

『
普

曜

経

』

な

ど

の
釈

迦

伝

に
取

材

し

て

い

る
。

「
ヨ
ア

サ

フ
」

と

い
う

音

も

、

「菩

薩

」

の

も

と

も

と

の

発

音

「
菩

提

薩

唾

J

(b
o
d
h
isa
ttv
a
)

が
転

化

し
た

も

の

で
あ

る

と

学

者

た

ち

は
考

え

て

い

る
。

ダ

マ

ス
カ

ス

の
聖

ヨ

ハ
ネ

は

七

、

八

世

紀

に

『
バ

ル

ラ

ア

ム
と

ヨ

ア

サ

フ
』

を

書

い
た

後

、

す

ぐ

に

ラ

テ

ン
語

に

翻

訳

さ

せ

た

。

そ

の
簡

略

版

が
中

世

隆

盛

期

の

一
二

、

三

世

紀

に

、

ヤ

コ
ブ

ス

・
デ

・
ヴ

ォ

ラ
ギ

ネ

G
円
。
げ
ロ
・゚

d
e
V
o
r
ag
in
e
,
c.
1
2
2
9
-
1
2
9
°。
)

編

纂

の

『
黄

金

伝

,,,
』

(L
eg
en
d
a

a
u
rea
)

に

収

録

さ

れ

た

。

こ

の

『
黄

金

伝

説

』

に

よ

っ

て
、

『
バ

ル

ラ

ア

ム

と

ヨ

ア

サ

フ

』

は

イ

エ
ズ

ス
会

の
採

用

す

る

と

こ

ろ

と

な

り

、

一
六

〇

二

年

に

は

漢

訳

も

で

き

て

、

『
聖

若

撒

法

(
聖

ヨ

ア

サ

フ
)

始

末

』

と

題

さ

れ

た

。

利

璃

費

の

『
中

国

伝

教

史

』

(ぎ

§

d
ell
'I
n
tro
d
u
z
io
n
e
d
el
C
r
istia
n
esim
o
in
C
in
a
)

は

『
聖

若

撒

法

始

末
』
の
訳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
同
じ
イ
エ
ズ
ス
会

の
龍
華
民
が
広
東
紹
州
で
布
教
し
て
い
た
時
、
キ
リ
ス
ト
教

の
経
典

は
少
な
く
仏
教

の
教
典
の
多
さ
に
及
ば
な

い
と
仏
教
徒
か
ら
指
弾
さ

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
の
で
、
龍
華

民
は
キ
リ
ス
ト
教

の
聖

ハほ

　

人
伝

の
ひ
と

つ
を
訳
出
し
、
そ
れ
に
反
論
し
た
の
で
あ

っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
の
側
で
は
、
こ
の

『
聖
若
撒
法
始
末
』
は
キ
リ
ス
ト
教

の
聖

人
伝
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
東
方
教
会
は
こ
れ
を
重
視
し
て

い
た
。
こ
の
書
が
仏
教
説
話
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

一
九

世
紀
中
葉
に
な

っ
て
初
め
て
実
証

さ
れ
た
の

で
あ

っ
た
。
龍
華
民

は
、
漢
訳
し
た
時
点

で
こ
の
こ
と
に
も
ち
ろ
ん
気
づ
い
て
お
ら
ず
、

仏
教
徒

に
反
駁
し
よ
う
と
し
て
、
こ
と
も
あ

ろ
う
に
仏
典
を
使

っ
て

し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
宗

教
史
上

の
皮
肉

で
あ

る
。
ま
た

『黄
金
伝
説
』
は

一
六
世
紀
末
に
日
本
語
に
も
訳
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
池
上
恵
子
は
す
で
に
着
目
し
て
い
る
が
、
底
本
は
お
そ

ら
く
ス
ペ
イ
ン
語
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
聖
人
伝

の
研
究
者

の
多
く
が

『聖
若
撒
法
始
末
』
を

「伝
奇
J
(ro
m
an
ce)
に
分
類
し

て
い
る
の
は
、
そ
の
文
学
性
を
重

ん
じ
た
た
め
で
あ
る
。
龍
華
民
の
原
本
は
容
易
に
手
に
入
ら
ず
、
現

在
見
る
こ
と

の
で
き
る
も

の
の
多
く
は
南
明
隆
武
元
年

(
一
六
四

五
)
の
閏
中
重
刻
本
で
あ
り
、
こ
の
版
は
前
述

の
張
廣
に
よ
っ
て
潤

ハ
　
　

色
さ
れ
て
い
る
。
隆
武
本
を
み
る
と
、
『聖
若

撒
法
始
末
』
は
文
学

性
に
優
れ
て
お
り
、
高

一
志
訳

『聖
母
行
実
』
を
除
け
ば
、
明
末
の

聖
徒
の
伝
奇
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
文
章
が
優
れ
、
あ
ら
す
じ
も
こ
ま
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や

か

で
変

化

に
富

ん

で

い

る
も

の

は

な

い
。

叙

述

文

学

の
発

展

、

あ

る

い
は

中

国

伝

統

文

学

の
定

義

か

ら

い
う

と

、

『
聖

若

撒

法

始

末

』

は

中

国

訳

さ

れ

た

最

初

の
西

洋

の

「
小

説

」

で

あ

る

と

し

て

も
決

し

て
誇

張

で

は

な

く

、

新

教

徒

が

威

豊

年

間

に

漢

訳

し

た

『
天

路

暦

程

』

に

匹

敵

す

る

も

の

で
あ

る

と

い

っ

て

よ

い
。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は
第

二

の

修

辞

例

証

と

し

て
、

歴

史

(≦
ゲ
葺

h
a
s
h
a
p
p
e
n
e
d
)

あ

る

い
は
歴

史

逸

話

(2
.2
0
.2
)

を

掲

げ

て

い
る
。

ほ

か

で
も

な

い

こ

の
歴

史

逸

話

は

明

末

の
イ

エ
ズ

ス
会

が

用

い
た
説

話

の
大

部

分

を

占

め

て

お

り
、

彼

ら

に

よ

っ
て
中

国

に
も

た

ら

さ

れ

た

歴

史

逸

話

は

大

き

く

二

つ
に
分

け

ら

れ

る
。

一
つ
は
ギ

リ

シ

ャ

・

ロ
ー

マ
か

ら

伝

わ

っ
た

い
わ

ゆ

る

「古

典

型

」

で

あ

り

、

も

う

一
つ

は

「
キ

リ

ス

ト

教

型

」

で

あ

る
。

前

者

は

と

て

も

数

が

多

く

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
、
プ

ラ

ト

ン
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
、
カ

エ
サ

ル
、
ア

レ

キ

サ

ン

ダ

ー

大

王

な

ど

古

代

の
有

名

な
人

物

の
生

涯

を

、

講

じ

た

り
書

き

出

し

た

り

し

た

も

の

で

あ

る
。

私

の
知

る

と

こ

ろ

で

は

、

こ

れ

ら

の
物

語

の
大

半

は

、

一
世

紀

の
ヴ

ァ

レ

リ

ウ

ス

・
マ
キ

シ

ス

ム

(V
a
le
riu
s

M

a
x
im
u
s)

S

『

u名

言
;.r
録

』

(
C
ollectio
n
s
of
th
e
M

em
o
ra
b
le
flcts

a
n
d
S
a
y
ing
s
of
th
e
A
n
cie
n
t
R
o
m
a
n
s
a
n
d
O
th
er
F
o
reig
n
N
a
tio
n
s)

や

、
著

者

不

明

の

『
ゲ

ス
タ

・
ロ

マ

ノ

ー

ル

ム

』
(
G
es
ta
R
o
m
a
n
o
ru
m
)

な

ど

、

中

世

に

広

く

行

わ

れ

た

説

話

集

か

ら

取

材

さ

れ

た

も

の

で

ム
ロ
　

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

両

書

に

は

さ

ら

に

来

源

が

あ

り

、

最

も

早

い

も

の

は

プ

^

タ

^

n

K

(P
lu
ta
rc
h
,
c.
4
6
-
c.
1
2
0
)

6
`

『
英

雄

伝

』

(L
iv
e
)

1N

あ

り

、

あ

K
a
い

は

キ

-h

R

(M

a
rcu
s
T
u
ll
iu
s
C
ic
e
ro
,

1
0
6
-
4
3
B
C
E
)

6

『
ト

ゥ

ス

ク

ラ

ム

哲

学

論

議

』

(
§

§

ミ
醤

D
isp
u
ta
tio
n
s)

な

ど

の
古

典

名

著

に

よ

る

も

の
も

あ

る
。

以

下

の

一

段

は
、

こ

の
逸

話

型

説

話

の

典

型

で
、

一
六

三

四

年

に

衛

匡

国

(M

ar
tin
o
M

ar
tin
i,
1
6
1
4
-
1
6
6
1
)
に

よ

っ
て
訳

さ

れ

た

『
遽

友

篇

』

か

ら

の
引

用

で

あ

る

。

昔

、

暴

君

・
氏

阿

尼

は
、

大

漫

と

い
う

家

臣

を

捕

ら

え

る

よ

う

命

令

し

、

こ
れ

を

殺

そ

う

と

し

た

。

大

漫

の
友

で

あ

る

比

帝

亜

は

大

漫

を

救

お

う

と
、

自

ら

王

の
人

質

と

な

り

、

友

を

数

日

の

あ

い
だ

釈

放

し

、

家

の
処

理

を

さ

せ

る

よ

う

求

め

た

。

王

は

こ

れ

を

許

し

て

言

っ
た

。

「
期

限

を

過

ぎ

て

も

戻

ら

ぬ

な

ら

、

代

わ

り

に
死

ぬ

の
だ

ぞ

」

と

。

そ

の
た

め

比

帝

亜

を
拘

禁

し

た
。

大

漫

は
急

い

で
家

に
帰

り

、

用

を

済

ま

せ

て
引

き

返

し

た

。

大

漫

の

戻

り

は

と

て

も

遅

く

、

期

限

が

す

で

に
過

ぎ

て

し

ま

っ

た

。

王

は
比

帝

亜

を

殺

す

よ

う

命

じ

た

。

刑

が

行

わ

れ

よ

う

と

し

た

と

き

、

大

漫

が

戻

り

、

大

声

で

叫

ん

だ

。

「
私

は

戻

っ

た

、

戻

っ
た

ぞ

」
。

王

は
驚

い

て
怒

り

を

解

き

、

大

漫

を

釈

放

し

た

。

そ

し

て

二

人

に

友

と

な

っ
て

く

れ

る

よ

う

求

め
、

三

人

ム
　
　

の
親
友
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『
逮
友
篇
』

の
原
文

が
何

で
あ
る
か
、
今

の
と

こ
ろ
分

か
ら
な

い
。
し
か
し

「大
漫
と
比
帝
亜
」

(デ

ィ
モ
ン
と
ピ
シ
ア
ス
)

は
、

西
洋
で
は
古
代
か
ら
知
ら
な
い
者
が
い
な
い
ほ
ど
に
有
名
な
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
学
派

の
友
情
物
語

で
あ
る
。
そ
し
て
キ
ケ

ロ
の

『
ト
ゥ
ス
ク
ラ

ム
哲
学
論
議
』
で
あ
ら
す
じ
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
く
と
も
彼

明 末におけ るイエ ズス会 と中世 ヨー ロッパ文学63



の
こ
ろ
に
は
有
名
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
代
人
が
編

纂

し

た

『
フ

ィ

フ

テ

ィ

・
フ

ェ

イ

マ

ス

・
ス

ト

リ

ィ

ズ

』

(き

F
a
m
ou
s
S
tor
ies
)

と

い

っ
た

読

み
物

に
も

、

や

は

り

こ

の
話

は

収

録

ムリ
　

さ

れ

て

い
る

。

上

で
引

用

し

た

な

か

の

「
暴

君

・
底

阿

尼

」

は

、

今

で

は

「
シ

ラ

ク

サ

の
デ

ィ

オ

ニ

ュ
ソ

ス

」

(U
同o
蔓

。゚冨
ω
o
鴨
Q。
属
碧
蕊

ρ

c.
4
3
CT
c.3
6
7
B
C
E
)
と

訳

さ

れ

る

こ
と

が
多

い
。

彼

と

デ

ィ

モ

ン
、

ピ

シ

ア

ス
と

の
や

り

と

り

は
、

マ
キ

シ

ス

ム

の

『
著

名

言

行

録

』

に

お

い

て

ま
ず

示
範

物

語

に
改

作

さ

れ

、

そ

の
後

マ
キ

シ

ス

ム

の
著

書

が
中

世

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

で

盛

ん

に

行

わ

れ

る

に

つ
れ
、

キ

リ

ス
ト

教

に

よ

っ

て
改

編

を

ほ

ど

こ
さ

れ

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

最

終

的

に

は

し

だ

い

に
当

時

の
説
話

集

に
融

け

こ

み

、

明

末

に

イ

エ
ズ

ス
会

の
来

華

と

と

も

に
中

国

に
入

っ

て

き

た

の

で

あ

る

(李

著

二
六

六

ー

二
七

o

>
°

イ

エ
ズ

ス
会

の
用

い

た
古

典

型

説

話

の
う

ち

、

取

り

上

げ

る
価

値

が

あ

る

の

は
、

「
ク

レ

ア

」

(
例

話

。

ギ

リ

シ

ャ
語

で

§
⇔
§
、

ラ

テ

ン
語

で

ch
ria
、

英

語

で

n
汀
昏

)

と

い
う

短

い
物

語

で

あ

る

。

こ

の

物

語

は

ギ

リ

シ

ャ

・
ロ

ー

マ
に
起

源

が

あ

り

、

主

に

「
会

話

」

か

ら

成

り

立

っ
て

お

り
、

そ

れ

を

「叙

事

」

が

補

う

と

い
う

構

造

と

な

っ

て

い

る

。

そ

の
内

容

は

、

唐

代

の
劉

知

幾

(
六

六

一
-

七

二

一
V

『
史

通

』

の
言
葉

で
形

容

す

る

と

、

「多

く

は
古

に

同

じ

」

で
あ

り

、

つ
ま

り

は

も

と

か

ら

あ

る
古

の
文

章

の
応

用

の
形

を

と

る

も

の

で

ハね
　

あ

る
。

こ

の

た

め
、

明

末

の
最

初

の

「ク

レ

ア
」

専

集

は

、

高

一
志

に

よ

っ

て

『
励

学

古

言

』

と

名

づ

け

ら

れ

、

そ

れ

に

続

く

も

の

は

『
達

道

紀

言

』

と

題

さ

れ

た

の

で

あ

っ
た

。

ギ

リ

シ

ャ
時

代

か

ら

「
ク

レ

ア
」

は
修

辞

学

で

用

い

ら

れ

る

こ

と

が

多

く

、

ク

レ

ア

に

つ

い

て

は

四

世

紀

の

ア

フ

ト

　1
ウ

K

(A
p
h
th
o
n
iu
s
o
f
A
n
tio
c
h
)

6̀

『
修

辞

学

教

科

書

』

の
施

し

た

説

明

が
、

も

っ
と

も

理

論

的

で
優

れ

て

い

る

。

ア

フ
ト

ニ
ウ

ス

が

「
ク

レ

ア
」

に

た

い

し

て

施

し

た

「
短

く

、

よ

く

練

り

上

げ

ら

れ

た

過

去

の
物

語

」

と

い

う
定

義

、

そ

し

て

登

場

人
物

の
言

行

は

「
い

か

に

も

そ

れ

ら

し

い
あ

る

人

物

の
も

の
と

し

て
記

さ

れ

る

」

と

い
う

定

義

は

、

中

世

に

は

さ

ら

に

広

く

知

ら

れ

ムれ
　

る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
定
義

の
第

一
の
重
点
は

「あ
る
人
」

と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

る
。

こ
の
人
物
は
必
ず
歴
史
上

の
実
在
の
人
物

で
、
か

つ
通
常
と
て

も
重
要
な
人
物

で
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

例
え
ば
前
述
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
れ
ら

の
人
物
が

「ク
レ
ア
」

の

登
場
人
物

に
姿
を
変
え
、
ま
た
関
連
す
る
哲
学
者
、
例
え
ば
キ

ニ
ク

派

の
創
始
者
iE.
イ
オ
ゲ
ネ
K

(D
iog
en
es
o
f
S
in
o
p
e,c.4
0Cma
c.32
5

B
C
E
)
も
重
要
な
役
を
演
じ
て
い
る
。

「ク
レ
ア
」
に
は
決
ま

っ
た

パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
ふ

つ
う
古
代

の
著
名
人
が
主
役
を
演
じ
、
彼
が

あ
る
行
動
や
あ
る
話
を
し
た
あ
と
、
す
ぐ
に
匿
名

の
人
物
が
あ
ら
わ

れ
、
そ
の
動
作
や
発
言
の
わ
け
を
た
ず
ね
る
。

そ
し
て
主
役
が
そ
れ

に
答
え
、
物
語
が
終
わ
る
と
い
う
構
成

で
あ

る
。

一
般
的

に
言

っ

て
、
主
役

の
答
え
は
必
ず
奥
深
く
意
味
深
長
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

時
に
ま
る
で
禅
問
答

の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
た

め
す
べ
て
の

「ク
レ

ア
」
は
と
て
も
簡
潔
で
、
読

み
終
わ
っ
た
後
も
余
韻
が
残
る
だ
け
で

64



な

く

、

深

く

考

え

さ

せ

ら

れ

る

の

で
あ

る

(
李

著

一
二
五

-

一
三

六

)
。

以

下

の
例

は

高

一
志

の

『
達

道

紀

言

』

か

ら

引

用

し

た

も

の

で

、

「
ク

レ

ア

」

の
典

型

で

あ

り

、

ギ

リ

シ

ャ

の
悲

劇

詩

人

エ
ウ

リ

ピ

デ

ス

(国
口
暑

己
。
ω
挙

轟
8
5
-
c.
4
0
6
B
C
E
)

S
名

前

が

中

国

で
初

め

て

登

場

す

る

作

品

で
も

あ

る
。

「
エ
ウ

リ

ピ

デ

ス

ー1
昔

の
著

名

な

詩

人

は

、

あ

る
賢

い
年

長

者

を

と

て
も

敬

い
慕

っ
て

い

た
。

あ

る
者

が

そ

の
わ

け

を

尋

ね

る

と

、

次

の

よ

う

に
言

っ
た

。

『
若

い
春

は

美

し

い
花

が

数

多

く

咲

く

が

、

な

お

ま

だ

実

は
結

ぼ

な

い
。

成

熟

の
秋

は

多

く

の
果

実

が

な

る

の
だ

か

ら

、

ど

う

し

て
敬

わ

な

い

こ
と

が

あ

ろ

う

か

』
」

(
『
三

編

』

二

"
七

一
三

)
。

こ

の
物

語

が

翻

訳

で
あ

る

こ
と

は

「
エ
ウ

リ

ピ

デ

ス
ー1

昔

の
著

名

な

詩

人

は
」

と

い
う

一
文

か

ら

見

分

け

る

こ
と

が

で

き

る

。

な

ぜ

な

ら

こ

の

よ

う

な

並

列

の
文

法

構

造

は
、

古

典

中

国

語

に

お

い

て
決

し

て
多

く

な

い
か

ら

で
あ

る

。

た

だ

残

念

な

こ
と

に
高

一
志

が

基

づ

い

た

中

世

の
修

辞

学

専

門

書

は

、

今

の

と

こ
ろ

確

認

で

き

て

い
な

い
。

と

こ

ろ

で

『
達

道

紀

言

』

あ

る

い

は

『
励

学

古

言

』

と

い

っ
た

「
ク

レ

ア
」

の
最

も

早

い
起

源

は

ギ

リ

シ

ャ

あ

る

い

は

ラ

テ

ン
文

学

の
な

か

に
見

つ
け

ら

れ

る

か

も

し

れ

な

い
。

こ

の
種

の
作

品

は

名

著

が
多

く
、

代

表

的

な

例

と

し

て

は
、

三

世

紀

の
デ

ィ

オ
ゲ

ネ

ス

・
ラ

エ

ル

テ

ィ

オ

K

(
D
io
g
e
n
e
s
L
ae
r
tiu
s)

の

『
哲

学

者

列

伝

』

(鳶

§

駄

E
m
in
e
n
t
P
h
ilosop
h
ers)
、

プ

ル
タ

ル

コ
ス

の

『
諸

王

諸

将

名

言

集

』

(R
eg
u
m

et
im
p
era
to
r
u
m

ap
op
h
teg
m
a
ta
)
、

お

よ

び

ク

ィ

ン

テ

ィ

リ

ア

tx
K

(M

a
rc
u
s
F
ab
iu
s
Q
u
in
tili
an
u
s,
c.
3
5
-
c.
9
5
)

が

ラ

テ

ン
語

で
つ
づ

っ
た
修
辞
学
専
門
書

『弁
論
家

の
教
育
』
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は

「ク
レ
ア
」
は
と
く
に

「修
辞
学

初
歩
J
(p
ro
gy
m
n
asm
ata)
S
授
業
の
教
材

と
な
り
、
学
生
は
暗
諦

し
こ
れ
を
潤
色
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
弁
舌

の
練
習
を
し
た
。

こ
の

た
ぐ
い
の
テ
キ
ス
ト
は
古
す
ぎ
て
、
残
念
な

が
ら
英
語
、
フ
ラ
ン
ス

語
、
ド
イ

ッ
語
な
ど
の
現
代
言
語

で
は
訳
本

が
め

っ
た
に
見
ら
れ

ず
、
少
な
く
と
も
私
は
今
ま
で
に
探
し
出
せ
て
い
な
い
。
興
味
深

い

こ
と
に
、
明
末

の
イ

エ
ズ
ス
会
士
は
ー

わ
ず
か
に
高

一
志
ひ
と
り

だ

け

で

あ

る

が

二
種

類

の
専

集

を

訳

し
、

ひ

ろ

く

説

話

テ

キ

ス

ト

に
応

用

し

た

の

で

あ

っ
た

。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
教

父

文

学

や

護

教

文

学

(p
a
sto
r
al
o
r
a
p
o
lo
g
e
tic
w
r
itin
g
s)

史

上

、

こ

の

よ

う

な

ケ

ー

ス

は

少

な

く
、

中

国

イ

エ
ズ

ス
会

士

の
業

績

の

一
つ
と

い

っ
て

よ

い

。キ

リ

ス

ト

教

型

説

話

の
多

く

は

『
教

父

伝

』

(
V
ita
e
p
a
tru
m
)
、

あ

る

い
は

キ

リ

ス
ト
教

の
歴

代

の
聖

徒

や

教

皇

の
事

績

を
素

材

と

し

て

い
る

。

こ

の

よ

う

な

物

語

の
な

か

で

は

、

昔

の
教

父
、

た

と

え
ば

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

tx
K

(
S
t.
A
u
g
u
stin
e
o
f
H
ip
p
o
,
3
5
4
-
4
3
0
)

な

ど

が
重

要

な

役

を

演

じ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

が

容

易

に
想

像

さ

れ

る
。

中

国

に

お

け

る

キ

リ

ス
ト

教

の
も

っ
と

も

重

要

な

教

理
著

作

で
あ

る
利

瑞
費

の

『
天

主

実

義

』

は

、
『
ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ
ト

順

寓

話

集

』

(ト
ミ
ミ

d
e
los
en
x
ien
p
lo
s
p
o
r
a
.b
.c.)

S
有

名

な

ア

ウ
グ

ス
テ

ィ

ヌ

ス

の
物

語

を

用

い

て
、

三
位

一
体

や

そ

の
他

の
神

学

問

題

に

関

す

る
深

い
考

え

を

述

べ

て

い
る

。
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西
方

の
聖
人

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
人
は
、
キ
リ
ス
ト
の

教
義

を
概
括
し
、
そ
れ
を
書
に
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
。
あ
る

日
浜

辺
を
歩
き
な
が
ら
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
と
、

一
人
の
子

供

が
地
面
を
掘

っ
て
小
さ
な
穴
を
つ
く
り
、
牡
蠣

の
貝
殻

で
海

水

を
汲

み
穴

の
中
に
注

い
で
い
る

の
に
出
会

っ
た
。
聖
人

は

笑

っ
て
言

っ
た
。

「お
前
は
な
ん
と
愚
か
な
の
だ
。
小
さ
な
器

で
大

海
を
澗
ら
し
、
小
さ
な
穴

に
注
ぎ
込
も
う
と
は
」
。
子
供

は
言

っ
た
。

「お
前
は
大
海

の
水
が
小
さ
な
器

で
汲
め
る
は
ず

が
な

く
、
小
さ
な
穴
が
す
べ
て
を
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と

知

っ
て
い
る
の
に
、

い
っ
ぽ
う
で
ど
う
し
て
じ
り
じ
り
焦

っ

て
、
人

の
能
力
で
キ
リ
ス
ト
教
の
大
義
を
薄

っ
ぺ
ら
な
本
に
入

れ

よ
う
と
す
る
の
か
」
。
そ
し
て
そ
う
言

い
終
え
る
と
、
姿
を

ム
な
　

消
し

て
し
ま

っ
た
。

(李
編

二

二
二
九
五
)

中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
こ
の
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
物
語
は

変
型
が
多

い
が
、
中
国
で
は
こ
の
引
用
が
キ
リ
ス
ト
教
型
説
話
の
、

お
そ
ら
く
最
初

の
も
の
で
あ
る
。

清
軍
が
山
海
関
内
に
入
る
前
、
前
述

の
張
廣
も
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
名
作

の
も
う

一
つ
の
翻
訳
で
あ
る
交
儒
略
訳
の

『聖
夢
歌
』
を
目

に
し
て

い
る
。

こ
れ
は
長
編
叙
事
詩
で
、
交
儒
略
は
中
国
の
音
韻
を

用

い
て
七

言
体
で
訳
出
し
て
お
り
、
長
さ
は
約

二
七
六
行

で
あ
る
。

こ
の
書
は
さ
ら
に
中
国
古
代

の
印
刷
文
化
に
お
い
て
稀
に
見
る
特
色

を
持

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
崇
禎

一
〇
年

(
一
六
三
七
)
に
晋
江
天

主
堂
か
ら
出
版
さ
れ
る
際
、
こ
の
本
は
中
国
の
伝
統
の
中

で
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
単
行
本

の
形
で
出
版
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
初
版
以

後
、
『
聖
夢
歌
』
は
中
国
の
信
者
に
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
、
康
煕
年

間
に
至
る
ま

で
少
な
く
と
も
四
回
印
刷
さ
れ

て
お
り
、
し
か
も
南
北

ム
ふ
　

で
違

っ
た

版

本

が

存

在

し

た

。

張

廣

の
晋

江

版

の
序

に

よ

れ

ば

、

交

儒

略

は

『
聖

夢

歌

』

の
作

者

を

一
二
世

紀

の

ク

レ

ル

ヴ

ォ
ー

の
聖

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

K

(S
t
.
B
e
r
n
a
rd
o
f
C
la
irv
au
x
,
c.
1
0
9
CT
1
1
5
3
)

で

あ

ムれ
　

る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
詩
の
創
作
と
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
何

の
関

係
も
な
い
こ
と
が
私
の
研
究

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
作

品
は
全
体
を
通
し
て
対
話
体

で
、
以
下

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

あ
る
日
の
夕
暮
れ
、
あ
る
者
が
眠
り
に

つ
き
、
次
の
よ
う
な
夢

を
見
た
。
道
端

で
亡
く
な

っ
た
ば
か
り

の
人
が
あ
り
、
霊
魂
が

身
体
か
ら
脱
け
出
て
、
地
面
に
横
た
わ
る
身
体
に
向
か

っ
て
罵

り
は
じ
め
た
。
生
き
て
い
る
時
に
道
楽

に
ふ
け

っ
て
悪
事
を
尽

く
し
た
た
め
、
今
に
な
っ
て
天
国
に
昇

る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
さ
ら
に
神

の
厳
し
い
審
判
を
受
け

ね
ば
な
ら
な
い
じ
ゃ
な

い
か
。
身
体
は
こ
れ
を
聞

い
て
怒
り
、
す
ぐ
に
地
面
か
ら
飛
び

起
き
て
問
い
返
し
た
。
自
分
は
た
だ
霊
魂

の
意
思
を
受
け
て
行

動
し
た
だ
け
で
、
今
に
な
っ
て
ど
う
し

て
自
分

の
せ
い
に
す
る

の
か
と
。
霊
魂
と
身
体
は
こ
こ
で

一
問

一
答
を
し
、
誰
が
悪
い

の
か
を
論
じ
始
め
る
。
こ
う
し
た
論
難
詰
問
は
、
全
部
で
二
百

行
ち
か
く
ま
で
続

い
て
や

っ
と
終
わ
る
。
こ
の
と
き
多
く
の
悪

魔
が
現
れ
、
牙
を
む
い
て
爪
を
立
て
、

こ
れ
を
捕
ら
え
て
地
獄

へ
と
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
の
場
面

は
生
々
し
く
恐
ろ
し
い
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も
の
で
、
そ
の
夢
を
見
て
い
る
人
は
目
覚
め
て
し
ま
い
、
恐
れ

お
の
の
い
て
大
急
ぎ

で
脆

い
て
繊
悔
し
、

こ
れ
ま
で
の
罪
と
過

ち
の
赦
し
を
神

に
懇
願
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語

に
は
基
に
な
る
も
の
が
あ

っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は

一
二
世
紀
に
な
る
ま
で
文
章
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
研
究

の
結

果
、
『聖
夢
歌
』

は

一
二
、
三
世
紀

の
世
紀

の
変

わ
り
目

の
こ
ろ
に

で
き
た

『聖
ベ
ル
ナ
ル
ド

ゥ
ス
の
幻
視
』

(V
isio
S
an
cti
B
ern
ard
i)

を
底
本
に
し
て
お
り
、
そ
の
文
体
は
当
時
全

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
盛
ん
に

行
わ
れ
て

い
た

「弁
論
詩
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

詩
題
に
聖

ベ
ル
ナ
ル
ド

ゥ
ス
の
名
を
冠
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
仮

託

で
あ
り
、
実
際

の
作
者
は
当
時

の
イ

ン
グ
ラ

ン
ド
の
神
職
者

で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
詩
を
創
作
し
た
目
的
は
、
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を

借
り
て
人

々
に
善
を
行

い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
戒
律
に
背
か
な
い
よ
う

勧
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
文
学

の
視
点
か
ら
見
る
と
、
『
聖
夢
歌
』

は
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
文
学
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
そ
こ
で

述

べ
ら
れ

て
い
る
の
は
、

「朝
は
青
糸

の
よ
う
な
黒
髪
も
タ
ベ
に
は

雪
の
よ
う

に
な

っ
て
し
ま
う
J
(ubi
Bu
nt)
と

い
っ
た
典
型
的
な
中

世
の
主
題

で
あ
り
、

「時
に
ま
か
せ
て
享
楽
を
貧
rCaJ

(carp
i
d
iem
)

こ
と
の
悪
報
を
人
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
詩
を

読
み
進
め
て
ゆ
く
と
き
、
初
め
は
こ
の
書
は

「荘
周
の
夢
」
の
よ
う

に
人

の
世

の
停

さ
を
描

い
た
も
の
と
中
国
人
は
考
え
る

の
で
あ
る

が
、
最
後

に
な

っ
て
初
め
て
宗
教
上
の
警
世

の
役
割
や
精
神

の
積
極

的
な
は
た
ら
き
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
翻

訳
史
上
、
『聖
夢
歌
』
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
初
め
て
漢
訳

さ
れ
た
英
詩
で
あ
る
と
同
時
に
、
訳
も
大
変
優

れ
て
い
て
、
明
末
当

時

の
人
に
よ
る
七
言
詩
に
も
劣
ら
な

い
。

『聖
夢
歌
』

の
よ
う
な
詩
は
キ
リ
ス
ト
教
啓

示
文
学

の

一
つ
で
も

あ
り
、
明
末
に
翻
訳
さ
れ
た
同
類
の
作
品
と
し
て
は
他
に

『夢
美
土

記
』
が
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
散
文
で
あ
っ
て
詩
で
は
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。
か
つ
て
中
国
で
は
西
域

の
新
し

い
音
が
伝
来

し
た
た
め
伝
統
詩

に
変
化
が
お
き
、
そ
れ
に
随

っ
て

「詞
」
が
興
っ
た
。

「詞
」
は
中
唐
か
ら
宋
ま

で
の
時
期
に
も

っ
と
も

流
行
し
、
明
代
は
そ
の
復
興
の
時
期

で
あ

っ
た
。
し
か
し
明
代
に
も

同
様

に

「西
域

の
新
し
い
音
が
伝
来
」
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

「西
域
」
と
は
、
現
在
の
中
央
ア
ジ
ア
を
指

す
の
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
言
う

「西
方
」
、

つ
ま
り

「
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
暦

一
五
九
五
年
ご

ろ
、
利
璃
費
が
初
め
て

北
京
に
や
っ
て
き
て
、
神
宗
に
上
奏
し
て
中

国
で
の
布
教
を
願

い
で

た
。
彼

の
上
奏

に
は
貢
ぎ
物

が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

一
つ
が

ハ
ー
プ
シ
コ
ー
ド
で
あ

っ
た
。
利
璃
蜜
の
助

手
で
あ

っ
た
郭
居
静
は

招
き
を
受
け
て
宮
廷

で
演
奏
し
、
神
宗
は
そ

の
音
色
を
聞

い
て

「す

ば
ら
し

い
」
と
感

じ
て
、
利
璃
費

に
中
国
語

の
歌
詞
を
付
け
さ
せ

た
。
そ
れ
で

『
西
琴
曲
意
八
章
』
と

い
う
翻

訳
が
利
璃
賓

の
手
に

ム
お
　

よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
書
は
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ
た
西
洋

「歌
詞
集
」
の
第

一
作
と

言

っ
て
よ
い
。
明
代
の
詞

の
復
興
と
無
関
係

で
は
あ
る
が
、
佳
句
も
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利 璃 寅(MatteoRicci)墓 誌 拓 本

 

少

し

は

あ

る
。

「
曲

意

」

は

「
歌

詞

J

(
ca
n
to
)

を

指

し

て

お

り

、

歌

う

こ

と

が

で

き

る
と

い
う

意

味

か

ら

い
え

ば

「仔

情

詩

」

の
ひ

と

つ

で

あ

る

。

し

か

し

利

璃

蜜

は

キ

リ

ス

ト

教

の
宣

教

師

で

あ

っ
た

の

で
、

中

世

の
説

話

文

化

の

み
な

ら
ず

、
中

世

の

キ

リ

ス
ト

教

の
教

え

の
中

に

残

っ
て

い
た

ロ
ー

マ
古

典

を

も

、

そ

の
中

に
取

り

込

ん

で

い

る
。

「運

命

」

(p
re
d
e
stin
atio
n
)
説

も

そ

の

一
つ

で
あ

る

。

利

璃
賓

は

こ

れ

を

借

り

て

「
ど

う

し

て

あ

く

せ

く

し

て
夏

の
猛

暑

を
避

け

、

ま

め

ま

め

し

く

不

祥

な

秋

風

を

防

こ

う

と

す

る

の

か

…

…

」

(
李

編

一

"
二

八

九

ー

二

九

〇

)

と

人

に

問

い
か

け

、

そ

の

理

由

に

つ

い

て
、

詞

を

訳

し

て

以

下

の

よ

う

に
答

え

て

い
る

。

た

と

え

深

室

の
青

金

明

朗

な

る
有

る

も

外

客

あ

る

い

は

将

に

こ

こ
に

居

せ

ん

と

し

豊
に
花
圃
百
樹
を
愛
で
る
と
こ
ろ
無
か
ら
ん
や

松
椴
は
皆
主
喪
に
殉
ぜ
ざ
る
に
あ
ら
ず

(た
と
え
絢
燗
豪
華
な
邸
宅
が
あ

っ
て
も
、
あ
る
い
は
他
人
が

住
む
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
庭

園
の
多
く
の
木
々
を
愛

で
て
も
、
墓
に
殉
じ
る
の
は
墓
地
に
植

え
ら
れ
る
ピ
サ
ギ
の
樹

だ
け
で
あ
る
。
)
(李
編

一
"
二
九
〇
)

こ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
世
は
過
客

の
よ
う
な

も
の
だ
か
ら
、

い
つ
も

細
か
い
こ
と
を
気
に
し
た
り
、
上
手
く
立
ち

回
ろ
う
と
す
る
こ
と
は

な
い
と
、
上
記
の

「運
命

四
達
」
は
人
に
勧

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
に
、
「老
い
て
無
徳
を
悔

い
る
」
も
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

幸
い
に
今
日

一
日
を
獲
れ
ば

即
ち
亟
や
か
に
こ
れ
を
用

い
て
失
す
る
な
か
れ

あ
あ
!

明
日
を
許
す
な
か
れ

明
日

来
日
の
望
み
を
保
ち
難
し

(幸
運
に
も
今
日

一
日
を
得
た
な
ら
、
速
や
か
に
利
用
し

て
逃

し
て
は
な
ら
な

い
。
あ
あ
!

明
日
を
当
て
に
し
て
は
い
け
な

い
。
明
日
が
や

っ
て
来

る
と

い
う
望
み

は
保
証
で
き
な

い
の
だ

か
ら
。
)
(李
編

=

二
八
七
)

引
用
し
た
な
か
の

「
一
日
」

に
か
か
る
動
詞

と
し

て
、
利
璃
蜜

は

「獲
」
を
用

い
て
い
る
。
そ
の
出
典
は
ロ
ー

マ
の
詩
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ

K

(H
o
race,6
5-
8
B
C
E
)
6̀

『歌
章
』
(C
arm
ina
)
6̀
第

一
巻
第

一
首

で
あ
り
、

ラ
テ

ン
語

の
原
文

で
は

「
つ
か
む
」

(§
"
・)

で

あ

っ
た
。
こ
の

一
致
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩

の
下
の
句

の
動
詞

「信
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頼

す

る

」

(
cred
o
)

と

ぴ

っ
た

り

と

対

応

し

て

い

る
。

な

ぜ

な

ら

利

璃

費

は
続

け

て

こ

の
訳

に

「
許

」

を

用

い

て

お

り
、

こ

の
語

に

は

「
信

じ

る

」

と

「
委

託

す

る

」

と

い

っ
た

二

つ

の
意

味

が

あ

る
程

度

あ

り

、

「信

頼

す

る

」

の
意

味

と

も

う

ま

く

か

さ

な

っ

て

い

る

か

ら

で
あ

る
。

中

世

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

末

期

で
は

、

ホ

ラ

テ

ィ

ウ

ス

の

「
こ

の

一
日

を

つ
か

む

」

と

い

っ
た

言

い
方

は

歌

詞

の
な

か

に

よ

く

現

れ

て

ハめ
　

い
る
の
で
、
私
は
上
に
引

い
た
利
璃
蜜

の
翻
訳
は
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

の
詩
の
詩
句
が
中
国
に
入

っ
て
き
た
最
初

の
事
例
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

こ
れ
は
中
国
と
西
洋
の
詩
歌
交
流
史

の
う
え
で
特
別
大
き
な

意
味
を
持

つ
も

の
と

い
っ
て
よ
い
。

『西
琴

曲
意
八
章
』
は
ジ

ャ
ン
ル
と
し
て
は
歌
詞

で
は
あ
る
が
、

『沙
漠
聖

父
伝
』

の
な
か
の
物
語
を
用
い
て
い
る

(李
編

一
"
二
八

八
)。
そ

の

『
沙
漠
聖
父
伝
』
は
中
世
に
改
編
さ
れ
た
も

の
で
、

一

部
分
は
、
英
儒
略
の

『聖
夢
歌
』
出
版
前
後
に
、
湯
若
望
が
口
頭

で

訳
し
、
王
徴
が
書
き
取

っ
て

『崇

一
堂
日
記
』
と
し
て
書
物
に
な

っ

て
い
る

(『
三
編
』
二

"
七
五
五
ー
八
三
七
)。
し
か
し
、
『
沙
漠
聖

父
伝
』

の
最
も
優

れ
た
翻
訳
は
、
前
述

の

『黄
金
伝
,,
』
(L
eg
end
a

14u
rea)

の
中

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
書

の
作
者

は
す
で
に

述

べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
成
立
年
代
は

=
二
世
紀
で
あ
る
。
し
か
し

成
立
後
、
後
人
に
よ
っ
て
手
を
入
れ
ら
れ
て
付
け
加
え
た
り
削
除
さ

れ
た
部
分
が
多
く
、
版
本
学
上
の
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
中

世
の
聖
人
伝

の
伝
統

か
ら
言

っ
て
、
ヤ

コ
ブ

ス
は
巨
匠

で
あ
り
、

『黄
金
伝
説
』
は
そ
の
集
大
成

で
あ
る
。
イ
エ
ズ

ス
会
は
こ
の
書
を

拡

大

し

て
、

何

と

同

会

の
創

立

者

で

あ

る
聖

イ

グ

ナ

テ

ィ

ウ

ス

・

デ

・
ロ

ヨ

ラ

(S
t.
Ig
n
a
tiu
s
o
f
L
o
y
o
la
,
1
4
9
1
-
1
5
5
6
)

を

も

組

み

入

れ
、

ま

た

ル

ネ

サ

ン

ス
時

代

の
人

を

も

入

れ

込

ん

で

「
中

世

聖

人

伝

」

と

し

た

。

そ

し

て

一
六

二
九

年

、

高

一
志

は
陳

西

で
布

教

し

て

い
た
時

、

こ

の

『
黄

金

伝

説

』

を

翻

訳

し

た
。

全

部

で
七

巻

あ

り

、

『
天

主

聖

教

聖

人

行

実

』

と

題

し

た

。

た

だ

崇

禎

二

年

版

が

な

ぜ

南

方

の
武

林

(杭

州

)

の
超

性

堂

か

ら

出

版

さ

れ

た

の
か

は
、

分

か

ら

バカ
　

な

い
。

こ
の
書
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
原
典
に
は

『聖

ヨ
ア
サ
フ
始
末
』
が

含
ま
れ
て
い
た
が
、
漢
訳

で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
か

ら
、
高

一
志
が
漢
訳
の
歴
史
に
深
く
通
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

『崇

一
堂
日
記
』
と

『天
主
聖
教
聖
人
行
実
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
し

て
こ
れ
ら
に
先
立

つ
寵
迫
我

の

『七
克
』
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
型
説

話
を
多
く
含
ん
で
い
た
の
で
、
明
末
以
前
に
ー

あ
る
程
度

は
1

古

代

か

ら

中

世

ま

で

の

キ

リ

ス
ト

教

の
著

名

な

聖

徒

の
伝

記

は
す

で

に

訳

し

そ

ろ

え

て

い
た

の

で

あ

る
。

そ

の
中

で
も

聖

ア

ン
ト

ニ
ウ

ス

(S
t.
A
n
th
o
n
y
)
、

聖

ア
ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス
、

聖

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

(
Qゆ
ρ

F
r
an
c
is
o
f
A
s
si,
1
1
8
2
-
1
2
2
6
)
、

聖

ト

h

K

(S
t.
T
h
o
m
a
s
A
q
u
in
a
s
,

1
2
2
5
-
1
2
7
4
)

と

い

っ
た

重

要

な

人

物

は

、

明

末

に

イ

エ
ズ

ス
会

と

交

流

の

あ

っ
た

人

々

は

教

徒

で

あ

る

か

ど

う

か

に

関

わ

ら

ず

ー

そ
の
生
涯
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
こ
と

は
知

っ
て
い
た
は
ず

で

あ
る
。
日
本

の
イ

エ
ズ

ス
会
士
も

『黄
金
伝
説
』
を
訳
し
、
『
サ
ン

ト
ス
の
御
作
業
』
と
題
し
て
、
天
正

一
九
年

(
一
五
九

一
)
に
発
行

ム
ふ
　

し

て

い
る

。

し

か

し
、

日

本

語

本

は

ロ

ー

マ
字

で

翻

訳

さ

れ

て

お
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り

、

収

め

ら

れ

た

作

品

の
数

も

わ
ず

か

で
、

訳

出

さ

れ

た

聖

徒

の
個

別

の
伝

記

も

わ
ず

か

二

二
話

で
あ

り

、

高

一
志

の

『
天

主

聖

教

聖

人

行

実

』

が

周

到

で
あ

る

の

に
遠

く

及

ば

な

い
。

明

末

の
イ

エ
ズ

ス
会

士

の
う

ち

、

高

一
志

は

文

章

が

一
番

優

れ

て

お

り

、

訳

述

し

た

分

量

の
点

で
も

最

も

多

い
者

の

ひ

と

り

で
あ

る
。

彼

は

『
天

主

聖

教

聖

人

行

実

』

の

ほ

か

、

『
聖

母

行

実

』

も

刊

行

し

て
お

り

、

こ
れ

は

彼
自

身

が

ま

と

め

た

も

の

で

、

中

世

の

マ
リ

ア
伝

説

の
集

大

成

で

あ

る

。

キ

リ

ス

ト
教

界

全

体

に

お

い

て
、

マ
リ

ア
崇

拝

が

も

っ
と

も

強

い

の

は
カ

ト

リ

ッ
ク

で
あ

り

、

中

で

も

イ

エ
ズ

ス

会

は

も

っ
と

も

そ

の
傾

向

が

強

い
。

私

は
高

一
志

訳

『
聖

母

行

実

』

の

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
言

語

の
原

本

が
何

で

あ

る

か
今

だ

に
考

証

で
き

て

い

な

い

が

、

そ

の

「
あ

ら

す

じ

」

を

見

る

と

、

こ

の

書

は

中

世

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

で
盛

ん

に
行

わ

れ

た

各

種

の

マ
リ

ァ
伝

奇

、

例

え
ば

ゴ

ン
サ

R

(G
o
n
z
a
lo
d
e
B
e
rce
o
)
S

Q
聖

母

の

a
跡

』

(M

ila
g
ros
d
e
N
u
estra

S
en
ora
)

な

ど

の
著

作

と

関

係

が

あ

る

よ

う

で

あ

る
。

こ

の
種

の
伝

奇

は
韻

文

も

散

文

も

あ

り

、

高

一
志

は

そ

れ

ら

を

散

文

で
漢

訳

し

て

い

る
。

し

か

し

だ

か

ら

と

い

っ
て
底

本

が

必

ず

散

文

で
あ

る

と

は
言

え

な

い

。

「
中

世

文

学

」

と

い

う

テ

ー

マ
か

ら

そ

れ

る

が

、

明

末

、

交

儒

略

は

ル

ネ

サ

ン

ス
期

の

人

、

ル

ド

ル

フ

K

(L
u
d
o
p
h
u
s
d
e

S
a
x
o
n
ia
)

S

『
キ

リ

ス

ト

伝

』

(
Y
ita
Ch
risti,
1
4
7
4
)

を

、

『
天

主

降

　
お
　

生

言

行

記

略

』

と

題

し

て
訳

出

し

て

い

る
。

そ

れ

に

ス

ペ

イ

ン

の
会

士

・
陽

礪

諾

(D
ia
z
,
E
m
m
a
n
u
e
l,
J
r.,
1
5
7
4
-
1
6
5
9
)

6
`

Q
聖

若

麸

行

実

』

(
一
六

四

〇

年

)

を

加

え

る

と

、

キ

リ

ス

ト

が

こ

の
世

に

生

き
て
い
た
と
き
の

「門
徒
」
の
生
涯
に

つ
い
て
は
、
明
が
滅
ぶ
前

に

す
で
に
ほ
ぼ
訳
が
そ
ろ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
『
天
主
聖
教
聖

人
行
実
』
お
よ
び

『天

主
降
生
言
行
記
略
』

の
ラ
テ

ン
語
原
文
が
、

ど
ち
ら
も
聖
イ
グ
ナ

テ
ィ
ウ
ス

・
デ

・
ロ
ヨ
ラ
に
格
別
に
好
ま
れ
た
聖
人
伝
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
ロ
ヨ
ラ
が

一
介

の
軍
人
か
ら
キ
リ

ス
ト

教
に
改
宗
し
た
と
い
う
人
生
上
の
問
題
に
重
要
な
意
味
を
も

つ
も
の

で
、
も
ち
ろ
ん
イ

エ
ズ

ス
会
が
創
立
さ
れ
る
間
接
的
な
要
素
と
な
っ

た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
魂
の
浄

化
と
い
う
イ
エ
ズ

ス
会

の
考
え
方

に
と

っ
て
最
も
重
要
な
書
物

瓠
物

る

『霊
操
』
(Sp
iritual

E
x
ercises)
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

中
世
は
信
仰
の
時
代
で
あ
り
、
神
学
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
優
れ

た
見
解
を
持

っ
て
い
た
。
ス
コ
ラ
哲
学
の
集

大
成
者
で
あ
る
聖
ト

マ

ス

.
ア
ク

ィ
ナ

ス
の

『
神
学

大
全
』
(Su
m
m
a
theolog
ica
l,
12
6
5‐

12
74
)

Q
抄
本

の
漢
訳
も
、
明
末
に
現
れ
て
お
り
、
『超
性
学
要
』

ム
ね
　

と

題

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し

、

中

世

に
お

い

て
普

通

の
教

徒

が

読

ん

だ

の

は

こ

の
よ

う

に
厳

密

な

専

門

書

で
は

な

く

、

聖

人

伝

の

よ

う

な

通

俗

文

学

で

あ

っ
た

は

ず

で
あ

る
。

た

と

え

寓

話

文

学

に
限

ら
ず

と

も

、

宗

教

性

を

帯

び

た

「
修

身

文

学

」

が
多

く

読

ま

れ

て

お

り

、

そ

の
例

と

し

て

ト

マ
ス

.
ア

・
ケ

ン
ピ

ス

(目
ゲ
o
旨
霧

い
内
。
B
且
・゚
弘

ω
。。
(了

1
4
7
2
)

6
`

『
キ

リ

ス

ト

に

な

ら

い

て
』

(ミ

§

、
§

馬
§

ミ
馬)

を

挙

げ

る

こ

と

が

で

き

る
。

明

末

の

八

〇

年

間

に

は

、

こ
う

し

た

著

作

ー

つ
ま
り
ケ
ン
ピ
ス
の
著
作
の
こ
と
だ
が
ー

の
漢
訳
が
す
で
に
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進
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
(『遵
主

聖
範
』
)

の
訳
者
は
前
述
の
陽
璃
諾

で
あ
り
、
出
版

は

一
六
三
六
年

ご
ろ
で
あ

る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で
は
、
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
が

世
に
出
る
と
、
た
ち
ま
ち
評
判
に
な
り
、
そ
の
勢

い
は
数
世
紀
経

っ

て
も
衰
え
な
か
っ
た
。
そ
の
読
者
数
は

『聖
書
』
に
次
ぐ
ほ
ど
で
あ

る
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
の
ラ
テ
ン
語

の
原
文
は
、
分
か
り
や
す
く
流
暢
で
、
簡
単
な
言
葉

で
的
確
に
表
現

し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
本

が
多
く
読
ま
れ
た
主
な
原
因

で
あ
ろ

う
。

一
六

世
紀
、
日
本
の
イ
エ
ズ

ス
会
も
こ
の
書
を
翻
訳
し
、

ロ
ー

マ
字
で
出

版
し
た
。
し
か
し
中
国
語
本

の
文
体
は
ラ
テ

ン
語
原
本

の

文
体
と
異

な

っ
て
お
り
、
ま
た
口
語
化
さ
れ
た
日
本
語
本
と
も
違

い
、
も
ち

ろ
ん
各
地
の
俗
語
で
訳
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
陽

焉
諾
が
用

い
た
の
は
、
中
国
の
文
言

の
う
ち
最
も
深
奥
な
諾
護
体

で

あ
り
、
書

を
開

い
た
第

一
句
目
で
す
で
に
計
り
知
れ
な

い
深
遠
さ
を

感
じ
さ
せ

る
文
体
で
あ
る
。

主
曰
く

「人
の
余
に
従
う
は
、
真
崎
を
履
か
ず
、
恒
に
神
生
の

真
光
を
享
く
」
。

(主

は
言
わ
れ
た
。
「我
に
従
う
者
は
、
寂
し
く
険
し
い
と
こ
ろ

ハだ
　

を
歩
く

こ
と
は
な
く
、常
に
神

の
生
む
真

の
光
に
恵
ま
れ
る
」
。
)

陽
璃
諾
が
な
ぜ

『尚
書
』
の
文
体
で
漢
訳
し
た
の
か
、
私
は
な
お
検

討
中

で
あ

る
。
た
だ
こ
こ
で
私
が
指
摘

で
き
る
の
は
、
陽
璃
諾

の
別

の
訳
書
で
あ
る

『
聖
経
直
解
』
も
文
体
が

『尚
書
』

に
近
く
、
お
そ

ら
く
復
古

の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
で

あ

る
。

題

名

『
遵

主

聖

範

』

に

つ

い

て

は
、

陽

璃

諾

は
中

世

の
例

に

従

っ
て

、

『
軽

世

金

書

』

(
C
o
n
tem
p
u
s
m
u
n
d
i)

と

い
う

副

題

を

つ
け

て

い
る

。

書

名

の

「世

を

軽

ん

じ

る

」

は
、

中

世

以

来

の
聖

職

者

が

用

い
る
常

套

句

(§

包

の

ひ
と

つ
で

あ

っ
た

。

イ

エ
ズ

ス
会

士

に

は

も

ち

ろ

ん

多

く

の

「文

学

」

と

呼

ん

で

さ

し

つ
か

え

の
な

い
作

品

の
翻

訳

が

あ

り

、

そ

の

う

ち

利

瑞

貿

の

『
交

友

論

』

と

『
二

十

五

言

』

は

格

言

的

な

性

質

を

持

つ
書

物

で

あ

る
。

『
二

十

五

言

』

は

エ
ピ

ク

+h
‐

ト

K

(E
p
icte
tu
s,
c.
5
C}-
c.
1
3
8
)

6
`

『
語

録

』

(E
n
ch
ir
id
io
n
)

6̀
抄

本

で

あ

り

、

「
中

世

文

学

」

と

は
呼

べ

な

い

か

も

し

れ

な

い

が
、

『
交

友

論

』

の
中

の
警

句

や

そ

れ

に

続

く

「
ク

レ

ア
」

は

直

接

的

に

も

間

接

的

に

も

中

世

文

学

と

関

係

が

あ

る
。

し

か

し
紙

面

が

限

ら

れ

て

い

る

の

で

、

こ
れ

に

つ

い

て
詳

し

い

こ

と

は

稿

を

改

め

る

こ

と

に
す

る
。

本

論

は
古

典

型

説

話

を

考

え

る

こ

と

か

ら

論

を

始

め

た

の

で

あ

っ

た

が

、

そ

の
範

疇

内

で

も

か

な

り

独

特

な

例

を

取

り

上

げ

て
締

め

く

く

り

と

し

た

い
。

周

知

の

と

お

り

、

ギ

リ

シ

ャ

・
ロ

ー

マ
神

話

は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
共

通

の
資

産

で
あ

る

が

、

キ

リ

ス

ト
教

は

そ

れ

ら

を

受

容

す

る

に

あ

た

っ
て

、

す

ん

な

り

と
受

け

入

れ

た

わ

け

で

は

な

く

、

紆

余

曲

折

の
末

に
、

よ

う

や

く

改

編

と

い
う

方

法

を

と

る

こ

と

に

よ

っ
て
な

ん

と

か

受

容

を

果

た

し

た

の

で
あ

る
。

そ

の
改

編

の
方

法

と

は

、

中

世

が

踏

襲

し

た

も

の
、

つ
ま

り

古

代

の
遺

業

で

、

ピ

タ

ゴ

,n

K

(P
y
t
h
ag
o
ra
s
o
f
S
a
m
o
s
,
c.
5
9
2
-
c.
5
0
7
B
C
E
)

学

派

か

ら

五

世

紀

の

マ
ク

ロ

ビ

ウ

K

(A
m
b
ro
siu
s
T
h
e
o
d
o
siu
s
M

a
rcr°
b
iu
s
)
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に

か

け

て
開

発

さ

れ
た

ホ

メ

ロ

ス
解

釈

学

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

こ

の

分

野

の

中

世

の
名

作

と

し

て

は

、

ベ

ル

ナ

ル

ド

ゥ

K

(B
e
rn
a
rd
u
s

S
ilv
es
tris、

一
二
世

紀

)

の

『
ア

エ
ネ

ー

イ

ス
前

六

巻

注

釈

』

(
9

¥

ミ
§
ミ
謎

§

導
、
鵠

ミ

偽
§

b6
§
鋤

駄

ミ
磯
き

さ

ミ
き

や
、

ベ

ル

コ
リ

ゥ

K

(P
e
tru
s
B
e
rc
h
o
riu
s)

が

=

二
四

〇

年

に

注

釈

を

つ
け

た

『
教

訓

化

さ

れ

た

オ

ウ

ィ
デ

ィ

ウ

ス
』

(
O
v
id
iu
s
m
ora
liz
a
tu
s
)
が

あ

る

。

こ
れ
ら

の
書
は
ホ
メ
ロ
ス
式
神
話
を
解
釈

し
た
も

の
で
ー

ギ
リ

シ
ャ
人

の
書

い
た
も
の
で
あ
れ

ロ
ー
マ
人
の
も

の
で
あ
れ
-

大
部

分
は
寓
話
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「寓
話
」

と
は
、
古
代
以
来
の
ー

中
世
に
最
も
隆
盛
し
た
の
だ
が

「道

徳

寓

話

」

(m
o
ral
all
e
g
o
ry
)
、

「自

然

寓

,
,a
J

(e
tio
lo
g
y
)
、

「語

源

託

喩

法

」

(e
ty
m
o
lo
g
y
)
、

「
英

雄

化

身

説

」

(。
巳
器
∋
。
蔚

3
)

と

い

っ

た

も

の

を
含

ん

で

い

る
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の

こ

の
時

期

キ

リ

ス

ト
教

徒

は

ウ

ェ
ル
ギ

リ

ウ

ス

や

オ

ウ

ィ
デ

イ

ウ

ス

の
古

典

神

話

か

ら
完

全

に

離

れ

て

し

ま

う

こ
と

が

ま

だ

で
き

ず

、

そ

の

た

め

新

プ

ラ

ト

ン
主

義

と

同

じ

よ

う

に

、

キ

リ

ス
ト

教

の
視

点

か

ら

新

し

い
解

釈

を

し

た

も

の

で

あ

っ
た
。

上

述

し
た

ウ

ェ

ル
ギ

リ

ウ

ス
と

オ

ウ

ィ
デ

ィ

ウ

ス

の

二
人

が
踏

襲

し

た

ホ

メ

ロ
ス

に

つ

い

て

は
、

中

国

の
イ

エ
ズ

ス
会

士

の
考

え

は

さ

ら

に

保

守

的

で

あ

っ
た
。

も

し

問

題

に

し

な

く

て
よ

い

の
な

ら
、

彼

ら

は

口
を

つ
ぐ

ん

で

ホ

メ

ロ
ス

に
触

れ

よ

う

と

し

な

い
し

、

や

む

を

得

な

い

場

合

に

は

、

「寓

話

」

に

よ

っ

て
解

釈

を

ほ

ど

こ

し

た

の

で

あ

る
。

フ

ラ

ン

ス

の

イ

エ

ズ

ス

会

士

・
馬

若

,
,

(Jo
se
p
h
d
e

P
rem
are
,
166
6-
173
6
)
は
、
清
初
に
中
国

に
や

っ
て
き
た

の
で
あ

る
が
、
彼

の
ホ
メ
ロ
ス
に
対
す
る
理
解
は
、

明
末
時
代

の
イ

エ
ズ

ス

会
士
た
ち
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
馬
若

懸
は

『
天
学
総
論
』
で

以
下
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

昔
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に

一
人

の
賢
人
が
あ
り
、
名
を
ホ
メ
ロ
ス
と

い
っ
た
。
深
奥
な
詩
を
五
〇
巻
あ
ま
り
も
創
作
し
た
が
、
そ
の

語
彙
は
豊
富

で
意
味

は
深
遠

で
あ

っ
て
、
寓
言
が
と
て
も
多

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
時
が
た

っ
て
寓
言

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
な
ん
と
も
不
幸

な
こ
と
に
後
世

の
愚
民

は
ホ
メ

ロ
ス
が
謳

っ
た
様
々
な
形
象
を
喜
ん
で
彫
刻
に
作
り
、

す
ぐ
さ
ま
大
廟
を
建
設
し
て
そ
れ
ら
の
彫
像
を
供
え
た
。
そ
の

た
め
邪
神
が
こ
こ
に
棲
み

つ
き
、
は
じ

め
て
邪
な
道
が
西
方
に

入

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ

ラ
ト

ン
と

い
っ
た
賢
人
た
ち
は
、
こ
の
事
態
を
大

い
に
怒
る
と
と
も

に
苦
々
し
く
思
い
、
間
違
い
を
指
摘
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ら

の
邪

な
考

え

を
追

い
払

っ
て
滅

ぼ

そ
う

と

し
た

の

で

ム
お
　

あ

っ

た

。

言

い
換

え
れ
ば
、
ー

イ
エ
ズ
ス
会
士
に
と

っ
て
ー

ホ
メ
ロ
ス
の

『オ
デ

ュ
ッ
セ
イ
ア
』
や

『イ
リ
ア
ス
』
は
、
内
容
が

「深
奥
」

で

「語
彙
が
豊
富
で
意
味
が
深
遠
」
だ
が
、
所
詮
は
古
代
の

「寓
言
」

に
す
ぎ
ず
、
す

べ
て
を
信
じ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
位
置
づ
け

で

あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
で
あ

っ
た
の
で
、
明
末
に
伝
わ

っ
た
ホ

メ
ロ
ス
式
神
話
型
説
話
は
ー

た
と
え
利
礪
蜜
、
高

一
志
あ
る
い
は

n



陽
璃
諾
等

が
用

い
た
も

の
で
あ

っ
て
も
ー

す
べ
て
前
述

の
よ
う
な

神
話
解
釈
学
に
し
た
が

っ
て
、
す
べ
て

「寓
言
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る

(李
著

二
三
六
-
二
四
四
)。

明
末
の
イ
エ
ズ

ス
会
士

の
な
か
で
、
最
も
早
く
神
話
型
説
話
を
使

用

し
た

の
は
利
璃
賓

で
あ
り
、

そ

の
内
容

は
ミ
ダ

ス
王

(寄
昌
αq

M
id
as)

に
関
す
る
伝
奇

で
あ

っ
た
。
口
頭
で
翻
訳
し
た
の
は

一
六

〇
八
年
以
前

の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
以
下
に
引

い
た

『
崎
人
十

篇
』
中
の
神
話
を
例
に
、
明
末

の
イ
エ
ズ
ス
会
が
ど
の
よ
う
に
こ
れ

ら
を
用
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

記
録

に
は
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
昔
、
非
里
雅
国

王

・
彌
大
氏

(
ブ
リ
ギ

ア
国
王

こ
・、ダ
ス
)
は
生
ま
れ

つ
き
体

が
大
き
く
、
そ
の
耳
は
ロ
バ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
し
か
し
い
つ

も
耳
飾
り
で
隠
し
て
い
た
の
で
、
人
々
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
地
方

の
風
俗
で
は
、
男
性
は
髪
を
伸
ば
さ
ず
、

毎
月
散
髪
を
す
る
の
が
き
ま
り
で
あ

っ
た
。
王
は
床
屋
が
秘
密

を
漏
ら
す
こ
と
を
恐
れ
、
散
髪
を
し
た
後
床
屋
を

一
人

一
人
殺

し
て
い
っ
た
。
大
勢
を
殺
し
て
心
が
痛
ん
だ

の
で
、
言
い
つ
け

を
し

っ
か
り
と
守
り
そ
う
な
者
を
選
ん
で
散
髪
を
さ
せ
た
後
、

過
去

の
多
く

の
床
屋
が
殺
さ
れ
た
様
子
を
語
り
、

「も
し
お
前

が
見
た
こ
と
を
胸
に
し
ま

い
、
絶
対
に
口
外
し
な
い
な
ら
、
許

し
て
や
ろ
う
」
と
言

っ
た
。
床
屋
は

「死
ん
で
も
言

い
ま
せ

ん
!
」
と
誓

い
を
立

て
た
の
で
、

こ
れ
を
外

に
出
し
て
や

っ

た
。

こ
の
床
屋
は
数
年
の
間
は
胸
に
し
ま

っ
て
い
た
が
、
隠
し

て
い
る
と
い
う
心
の
重
荷
に
耐
え
ら
れ
ず
、
腹
が
膨
れ
て
破
裂

し
そ
う
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
野
外

の
他
所

か
ら
遮
ら
れ
た
誰
も

い
な

い
所

で
、

一
人

で
地
面

に
穴

を
掘

り
、
そ
の
穴

に
向
け

て
、
小
声

で
次

の
よ
う
に
言

っ
た
。

「彌

大
王

の
耳
は
ロ
バ
の

耳
」。

こ
の
よ
う
に
三
度
繰
り
か
え
す
と
、
穴
を
土
で
埋
め
て

立
ち
去
り
、
そ
れ
で
心
が
安
ら
か
に
な

っ
た
。

(李
編

一
二

八
ニ
ー

一
八
三
)

こ
の
物
語

は

『
崎
人
十
篇
』

で
は
第
五
篇

に
登
場
し
、
篇
名
は

「君
子
は
、
言
う
を
希
う
も
言
わ
ざ

る
を
欲
す
」
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
利
璃
蜜
は
政
治

の
世
界
で
は

「
言
葉
を
慎
む
」

こ
と
の

大
切
さ
を
説
明
し
、
『聖
書
』
の
関
連
す
る
修
身

の
論

(例
え
ば

マ

タ
イ
福
音
書
五

二
壬
ニ
ー
三
七
、
七

・
一
-
六
お
よ
び

一
五

・
一
-

二
〇
)
を
強
調
し
た
。
そ
こ
で
ミ
ダ
ス
神
話
を
引
用
し
て
そ
の
場
で

直
接
教
え
を
聞

い
て
い
た
明

の
官
吏

・
曹
干
沐

(
一
五
五
八
-

一
六

三
四
)
を
諭

し
た

の
で
あ
る
。
物
語

を
こ
こ
ま
で
で
や
め
る
な
ら

ば
、
利
璃
蜜
が
伝
え
る
の
は
ギ
リ
シ
ャ
古
代

の
広
く
知
ら
れ
た
神
話

に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
彼
は
王
の
耳
が
ロ
バ
の
よ
う
に
大
き
い
こ
と

を
直
接
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
国
王
と
床
屋

の
間

の
や
り
取
り
に
深

く
切
り
込
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
物
語

の
重
点
が
床
屋

の
心
理
状
態

へ
と
移

っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
利
璃
賓
は
何
か
別

の
意
図
を
持

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

果
た
し
て
、
「禁
句

の

難
し
さ
」
つ
ま
り

「あ
あ
!

こ
れ
ほ
ど
禁
句
が
難
し

い
と
は
!
」

と

い
う
人
間
的
な
嘆
き
の
ほ
か
に

(李
編

一

二

八
三
)、
利
焉
寅
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が
神
話
を

用
い
た
の
に
は
裏
の
意
味
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
最
も

興
味
深

い
点
は
、
道
徳
寓
言
を
重
視
す
る
神
話
解
釈
者
と

同
じ
よ
う

に
、
利
璃
蜜
も
叙
述
全
体

の
性
格
を
右
に
挙
げ
た
よ
う
な

自
然
寓
言

に
変
え
て
し
ま
い
、
も
は
や

一
般
の
神
話
で
な
く
し
た

の

で
あ

る
。

「後

に
王

の
耳
が
奇
妙

で
あ

る
こ
と
は
、
多
方
面

に
広

ま
っ
た
。

そ
し
て
最
後

に
は
以
下

の
よ
う
な
不
思
議
な
話
と
な

っ
て

伝
え
ら
れ

た
。

つ
ま
り
し
ば
ら
く
し
て
こ
の
穴

の
中

に
、
に
わ
か
に

不
思
議
な
竹
が
生
え
、

こ
れ
で
瀟
を
作

っ
て
吹
く
と

『彌
大
王
の
耳

は
ロ
バ
の
耳
』
と
言

っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
音
が
し
た
」
と
い
う
の

で
あ
る

(李
編

一
"
一
八
三
)。

自
然
寓

言
は
ス
ト
ア
学
派
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
か
ら
集
め
、
錬
り
あ

げ
た
も
の
で
、
な
ぜ

「自
然
」
と

い
う
か
と

い
う
と
、
こ
の
種

の
神

話
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
超
自
然

に
つ
い
て
で
は
な
く
、
自
然
界

ム
な
　

に
現
れ
る
各
種

の
現
象
を
解
釈
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
右

に
記

し
た
、

「穴

の
中

の
不
思
議
な
竹
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
利
璃
費

が
中
国

の
国
情
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
筋
を
改
変
し
た
も

の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
も
と

の
神
話
で
は
、
「竹
」

の
字
は

「葦
J

(reed
)
と

な

っ
て
お
り
、
「瀟
」
を
作

っ
た
こ
と
は
記
述
が
な
い
の
で
あ
る
。

言

い
換
え

れ
ば
、

「
ミ
ダ
ス
王
の
耳
が

ロ
バ
の
耳
で
あ
る
こ
と
」
に

つ
い
て
は
、
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
神
話
解
釈
学
者
は
み
な
風
が
吹

い

て
草
が

「鳴

る
」
と

い
う
自
然
現
象

で
解
釈
し
て
お
り
、
超
自
然
的

な
プ

ロ
ッ
ト
は
た
だ
比
喩
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る

と
、
ミ
ダ

ス
神
話

の
道
徳
寓
言
は

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
な

っ
て
し

ま
う
。

つ
ま
り
、
自
然
寓
話

で
あ

っ
て
こ
そ
、
語
り
手
が
聴
衆
や
読

者
に
神
話
か
ら
学
ぶ

「実
話
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
『崎
人
十
篇
』

の
引
用
に

つ
い
て
、

こ
の
よ
う
に
解
読
す
る

の
は
あ
る
い
は
利
焉
費

の
初
志
に
違
う
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
彼

は
こ
の
神
話
を
引
用
し

た
際
に
、
た
し
か
に

「無
意
識
」

に
中
世
の
神
話
解
釈
学

の
読

み
方

を
な
ぞ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
言
う
な
れ
ば
大
変

な
偶
然

の

一
致
で
あ
る
が
、
文
学
批
評

の
う

え
で
意
義
を
も

つ
と

い
っ
て
よ
い
。

こ
の
い
わ
ゆ
る

「偶
然

の

一
致
」

に
つ
い
て
、
私
は
他
に
指
摘
す

べ
き
点
が
あ
る
。
利
璃
賓

の
中
国

で
の
三
〇
年
ち
か
い
歳
月
に
お
い

ムお
　

て
、
彼
が
使
用
し
た
神
話
型
説
話
は
決
し
て
多
く
な
い
。
し
か
し
、

ミ
ダ
ス
神
話

の
解
釈
は
面
白

い
こ
と
に
、
も
と
も
と
の
道
徳
寓
言
か

ら
自
然
寓
言

へ
と
改
変
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
経
典
中

の
神

話
の
解
釈
に
対
応
す
る
よ
う
移
し
か
え
て
も

い
る
。

こ
の
点
、
利
璃

賓

は
や
は
り
先

駆
者
と

い

っ
て
よ
く
、
清

初

の
馬
若
蒜

や
白

晋

(Joach
im
B
ou
vet,
1
65
6-
1
73
0
)
ら
は
、
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も

彼

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
イ
エ
ズ

ス
会
内

の
経
典
解
釈
学

者

の
解
釈
方
法
は
、
研
究
者
に
よ

っ
て
通
常

「象
徴
論
」
あ
る
い
は

「索
隠
派
」
(ゆ
αq巳
。゚∋
)
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
清
初
以
来
多

く
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
自
然
寓
言
に
内
包
さ
れ
て

い
る
論
理
は
、
も
ち
ろ
ん
象
徴
論
者
の
著
作

の
な
か
で
育
ま
れ
た
の

で
あ
る
が
、
彼
ら
は
こ
れ
を

『易
経
』
、
『尚
書
』
や

『詩
経
』
な
ど

バめ

　

中
国
古
代
の
経
書

の
中
の
自
然
神
学

へ
応
用

し
て
解
釈
し
た
。
こ
の
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や
り
方

に

つ
い
て
は
、
明
末

の
イ

エ
ズ

ス
会
士
は
草
創
期
に
あ
た
っ

て
い
た
た

め
に
十
分
発
展
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
神
話
型
説
話

に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
述
し
た

よ
う
な
様
々
な
寓
言

の
解
釈
方
法

は
、
大
変
緻
密
で
熟
練
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
利
焉
蜜

の
後

の
陽

瑞
諾

は
こ
の
方
法
を
最
も
多
く
使
用
し
、
そ
れ
を

『聖

書
』

の
注
釈

に
お
い
て
用
い
、

一
見
謁
刺

の
よ
う
で
あ
る
が
そ
の
実

非
常

に
意
味
深

い
見
解
を
提
出

し
た
の
で
あ
る

(李
著

二
〇
〇
1

二
四
四
)
。

明
末

に
お
け
る
イ

エ
ズ
ス
会
と
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
の
関
係
に

つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
語
る
べ
き

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と

も
、
ギ
リ

シ
ャ

・
ロ
ー

マ
時
代

の
作
家
で
あ
る
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
や

ウ

ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
、
意
外
に
も
イ

エ
ス
と

一
冊

の

「本
」
の
中
に

共
存

で
き

る
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
神
話
解
釈

学
の
力
は
絶
大

で
、
東
方

・
西
方
ど
ち
ら
に
も
入
り
込
ん
で
、
そ
の

影
響
は
計

り
知
れ
な

い
く
ら

い
広
範
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
は
躊
躇

う
こ
と
な
く
断
言
し
て
よ
い
と
感
じ
て
い
る
。

注(
-　
　

E
r
ik

Z
ii
rc
h
e
r,
"
R
e
n
a
is
s
a
n
c
e

R
h
e
t
o
r
ic

in

L
a
t
e
M

in
g

C

h
in
a
:

A

lfo
n
s
o
V
a
g
n
o
n
i's
I
n
t
r
o
d
u
c
t
io
n
t
o

H

is
S
c
i
e
n
c
e
o
f
C
o
m
p
a
r
i
s
o
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,"

i
n

F
e
d
e
r
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o

M

a
s
in
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e
d
.,
W
e
s
t
e
r
n

H

u
m
a
n
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t
ic
C
u
lt
u
r
e
P
r
es
e
n
te
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to

C
h
i
n
a

b
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J
e
s
u
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M
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n
a
r
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s
(X

Y
I
I
‐
X

Y
I
I
I

C
e
n
t
u
r
ie
s
:
P
r
o
c
e
e
d
in
g
s

of

t
h
e

C
o
nf
e
r
e
n
c
e

H

el
d

i
n

R
o
m
e
,

O
ct
b
e
r

2
5
2

7
,

1
9
9
3
,
R
o
m

e
:

I
n
s
t
it
u
t
u
m

H

is
t
o
r
ic
u
m

S
.
I
.,
1
9
9
6
,
p
p
.
3
3
1
-
3
3
2
.

〈2
>

李
爽
学

『中
国
晩
明
與
欧
洲
文
学
ー

明
末
耶
蘇
会
古
典
型
証

道
故

事
考

詮
』

台
北

"
中

央
研
究

院

、
聯
経

出
版

公

司
、

二
〇

〇
五

年
。

以
下

、

こ
の
書

を
略

し

て

「李
著

」

と
呼

ぶ

こ
と

に
し
、

本
文

中

に
頁
番

号

を
挿

入
す

る
。

〈
3
>

明
末

に
お
け

る
イ

エ
ズ

ス
会

に
よ

る
西
洋

修
辞

学

の
翻
訳

・
紹

介

に

つ
い
て
は
、
本

論

で

は
言

及
す

る

こ
と

が

で
き
な

い
の
で
、

以

下
を
参
考
。
李
爽
学

「著
書
多
格
言
-

論
高

一
志

『讐
学
』
及
其

與

中

西

修

辞

学

伝

統

的

関

係

」

香

港

浸

会

大

学

『人

文

中

国

学

報

』

第

一
五

期

(
二

〇

〇

七

年

夏

)

発

表

。

〈
4

>

私

が

用

い

た

版

本

は

、

0
8

「αq
。
鋭

犀
§

蕊

身

q
§

°・
°"
A
r
istotle

on

R
h
eto
ric:A

T
h
eory

of

C
iv
ic
D
iscou
rse,
N
e
w

Y
o
rk
a
n
d

O
x
fo
rd
:

O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
1
で

あ

る
。

〈
5

>

利

璃

蜜

『崎

人

十

篇

』

は

、

李

之

藻

編

『
天

学

初

函

』

六

冊

、

一
六

二

九

、

台

北

"
台

湾

学

生

書

局

、

一
九

六

五

年

、

一

"
二

八

〇

に

所

収

。

以

下

、

『
天

学

初

函

』

を

略

し

て

「李

編

」

と

し

、

冊

数

と

頁

番

号

を

注

す

る
。

〈
6

)

T
h
o
m
a
s
F
.
C
ran
e
,
ed
.,
T
h
e
E
x
e
m
p
la
o
r
Illu
stra
t
iv
e
S
tor
ies

f
ro
m

th
e
S
ero
m
o
ns
V
u
lg
a
res
of
Ja
cq
u
es
d
e
V
itry
,L
o
n
d
o
n
:
T
h
e
F
o
lk
-

lo
re
S
o
c
ie
ty
,
1
8
9
0
,p
.
5
1
.

〈
7
>

明
末

の
イ

エ
ズ

ス
会

の
訳

し
た

『
イ

ソ

ッ
プ

寓
話

』

に

つ
い
て

は
、

大
変
多

く

の
も

の
が
以
下

に

お

い
て
再
版

さ

れ
て

い
る
。

気
宝

権

『中
外
文
学
因
縁
ー

文
宝
権
比
較
文
学
論
文
集
』
北
京

"
北
京

出

版
社

、

一
九

九

二
年
、

三
七

五

-
四

三
六
頁

。

こ
の
書

を
、

以
下

略

し

て

「父
著

」

と
す

る
。

こ

の
ほ
か
、

関
連

す

る
論
文

に

つ
い
て
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は

、

李

爽

学

『
中

西

文

学

因

縁

』

台

北

"
聯

経

出

版

公

司

、

一
九

九

一
年

、

一
⊥

二
六

頁

を

参

照

。

〈
8

>

業

著

(
同

右

)
、

四

一
〇

1

四

一

一
頁

。

〈
9

>

日

本

語

版

で

は

、

「三

人

の

友

」

は

「
三

人

よ

き

中

の
事

」

と

題

さ

れ

て

い

る
。

中

川

芳

雄

解

題

『
古

活

字

版

伊

曾

保

物

語

』

東

京

"
勉

誠

社

、

一
九

八

一
年

、

二

二

六

-

二

二

九

頁

に

見

え

る

。

　
°

　

G
e
nji
T
ak
a
h
a
sh
i,
"
A
n
A
p
p
ro
ac
h
to
th
e
P
lo
t
o
f
E
v
ery
m
a
n
,"

E
ib
u
n
g
a
k
u
k
en
ky
u
1
8
/4
(1
9
3
8
):
4
7
6-
4
8
5
.

〈
n

>

現

代

版

は

、

S
t.
J
o
h
n

D
a
m
a
sc
e
n
e
,
B
a
rla
a
m

a
n
d

I
oa
sap
h
,

tran
s.
G
.
R
.
W

o
o
d
w
a
rd
,
e
t
al.,
C
a
m
b
rid
g
e
:
H
a
rva
rd
U
n
iv
e
rsity

P
ress
,l
9
Q。
ω
に
見

え

る

。

〈
12

>

高

一
志

『
天

主

聖

教

四

末

論

』

(
パ

リ

"
フ

ラ

ン

ス
国

家

図

書

館

蔵

明

刊

本

、

M

・
ク

ー

ラ

ン
整

理

番

号

"
六

八

五

七

)

第

四

巻

、

二
九

甲

-

二
九

頁

。

〈
13
>

松

原
秀

一

『
中

世

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
説

話
-

東

と

西

の
出

会

い
』

東
京

"
中
央

公

論
社

、

一
九
九

二
年

、

一
二
一二
頁

以
降
、

小
堀

桂

一
郎

「日
月
の
鼠
-

説
話
流
伝
の

一
事
例
」
『紀
要
比
較
文
化

研

究

』

一
五

、

東

京

大

学

教

養

学

部

、

一
九

七

六

年

、

四

七

-

一
〇

　

}　

K
e
ik
o

I
k
e
g
a
m

i,
B
a
r
la
a
m

a
n
d

・　
o
s
a
p
h
a
t.・
f
l

T
r
a
n
s
cr
ip
t
io
n

of

M

S
E
g
e
r
t
o
n

8
7
6

w

it
h

N
o
te
s,

G
l
o
ss
a
ry
,
a
n
d

C
o
m
p
a
r
a
t
iv
e
S
t
u
d
y

of

t
h
e
M

id
d
le
E
n
g
lis
h

a
n
d
f
a
p
a
n
e
se

V
e
r
s
io
n
s

,
N

e
w

Y
o
rk
:
A
M

S

P
r
e
s
s
,

1
9
9
9
,
p
p
.
3
1
-
6
5
a
n
d

1
1
7

ff
.

〈
14

>

以

下

を

参

照

°

E
.
A

.
W

a
lli
s

B
u
d
g
e
,
B
a
r
a
la
m

a
n
d

Y
e
w

a
s
ef

T
h
e
E
th
iop
ic
V
e
r
s
io
n

of

a

C
h
r
is
t
ia
n
iz
e
d

R
e
c
e
n
s
io
n

of

th
e
B
u
d
d
h
is
t

L
e
g
e
n
d

of

th
e
B
u
d
d
h
a
a
n
d

th
e
B
o
d
h
isa
t
t
v
a

,
L
o
n
d
o
n
:
D

e
g
a
n

P
a
u
l
,

N
O
O
斜
゜

〈
15

>

P
a
sq
u
a
le
M

.,
D
'E
li
a,
S
.
I.,
e
d
.,
F
on
ti
R
icci,
3
v
o
ls,
R
o
m
e
:
L
a

L
ib
re
ria
d
e
ll
o
stato
,
1
9
4
2
,2
:
2
2
9
-
2
3
3
°
『
聖

若

撒

法

始

末

』

の
研

究

に

つ

い

て

は

、

以

下

を

参

考

。

李

爽

学

「翻

訳

的

政

治

龍

華

民

訳

『
聖

若

撤

法

始

末

』

析

論

」

東

華

大

学

中

文

系

編

『
文

学

研

究

的

新
進
路
ー

伝
播
與
接
受
』
台
北

"
洪
葉
文
化
公
司
、
二
〇
〇
四

年

、

四

一

一
-

四

六

四

頁

。

〈
16

>

鐘

鳴

旦

(N
ich
o
la
s
S
ta
n
d
ae
rt)
・
杜

鼎

克

(A
d
ria
n
D

u
d
in
k
)

編

『
耶

蘇

会

羅

馬

梢

案

館

明

清

天

主

教

文

献

』

一
二

冊

、

台

北

"
利

氏

学

社

、

二
〇

〇

二
年

、

六

"
四

三

五

-

四

六

四

を

参

考

。

〈
17

>

私

が

用

い
た

の

は

、

V
ale
ri
u
s

M

ax
im
u
s
,

C
o
llectio
n
s

of

th
e

M

em
ora
b
le
llcts
a
n
d

S
ay
in
g
s
of

th
e
　4n
cien
t
R
om
a
n
s
a
n
d

O
th
er

F
o
reig
n

N
ation
s,
tra
n
s°
S
a
m
u
e
l

S
p
ee
d
,
L
o
n
d
o
n
:

P
r
in
te
d

fo
r

B
e
nja
m
in

C
ray
le

at
th
e

L
a
m
b
,
1
6
8
4
、

1L'
-L6
び

C
h
a
r
le
s

S
w
a
n
,

tr
a
n
s
.,
G
esta
R
om
a
n
o
ru
m

o
r
E
n
terta
in
ing
M

ora
l
S
tor
ies,
L
o
n
d
o
n
:

G
e
o
rg
e
B
ell
an
d
S
o
n
s,
1
8
9
1
で

あ

る

。

〈
18

>

衛

匡

国

『逮

友

篇

』

は

呉

相

湘

編

『
天

主

教

東

伝

文

献

三
編

』

六

冊

、

台

北

"
台

湾

学

生

書

局

、

一
九

八

四
年

、

三

"
五

〇

1

五

一

に

所

収

。

以

下

、

呉

編

を

略

し

て

『
三

編

』

と

呼

ぶ

。

(
°
'
)

J
.

E
.
K
in
g
,
tr
a
n
s
.,

C
icero

X
Y
III
.・
T
u
scu
la
n

D
isp
u
ta
tio
n
s,

C
a
m
b
rid
g
e
:
H
a
rv
ard
U
ni
v
ersity
P
ress
,
1
9
9
6
,v
2
2
、

許

小

美

(署

名

)

訳

『
泰

西

五

十

軟

事

』

台

南

"
新

世

紀

出

版

社

、

一
九

七

四

年

、

七

九

-

八

一
頁

。

『
フ

ィ

フ

テ

ィ

・
フ

ェ

イ

マ

ス

・
ス

ト

リ

ィ

ズ

』

の

作

者

は

ア

メ

リ

カ

人

ジ

ェ

イ

ム

ズ

・
ボ

ー

ル

ド

ウ

ィ

ン

(Ta
m
e
s
B
a
ld
w
in
,
1
8
4
1
-
1
9
2
5
)

で

あ

る

。
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〈
20

>

劉

知

幾

撰

、

浦

起

龍

釈

『
史

通

通

釈

』

一
九

八

〇

年

、

一
五

二

頁

。

(
N

　

A

p
h
t
h
o
n
iu
s
,
"
O

n

t
h
e

C
h
r
e
ia
,"

in

R
o
n
a
ld

F
.
H

o
c
k
,
a
n
d

E
d
w
a
r
d

N

.
O

'N

e
il
,
e
d
s
.,
T
h
e

C
h
r
e
ia

in

f
l
n
cie
n
t
R
h
e
t
o
r
ic
,
v
o
l

1
:

T
h
e
P
r
o
g
y
m

n
a
s
m
a
t
a
,
A

t
la
n
t
a
:
S
c
h
o
l
a
r
s
P
r
e
s
s
,
1
9
8
6
,
p
p
.
2
2
4
-
2
2
5
.

〈
22

>

他

に

以

下

に

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

Ω

。
ヨ

。
三

。

°。
雪

6
冨

N
"
§

偽

B
o
o
k

of

T
a
le
s
by

f
l
.
B
.
C
.
(
L
ib
r
o
d
e
lo
s
e
n
x
ie
n
p
lo
s
l
io
r
a
.b
.c
.)
,
tr
a
n
s
°

J
o
h
n

E
°
K
e
ll
e
r
,
L
.
C
la
r
k

K

e
a
t
in
g
,
a
n
d

E
r
ic
M

.
F
u
r
r
,
N

e
w

Y
o
r
k
:

P
e
t
e
r
L
a
n
g
,
1
9
9
2
,
p
.
2
7
7
.

〈23
>

以
下
を
参
照
。
李
爽
学

「中
訳
第

一
首
英
詩
ー

交
儒
略

『聖

夢
歌
』
初

探

」
中

央
研

究
院

『
中

国
文

哲
研
究

集
刊

』
第

三
〇

期
、

二
〇
〇

七
年

三

月
。

〈
24
>

交

儒
略

は
張

廣

に

『
聖
夢

歌

』

は

「聖

人

ベ
ル
ナ

ル
ド

ゥ

ス

の

夢

を

大

ま

か

に
記

述

し

た

(粗

述

聖

人

伯

而

納

一
夢

)
」

も

の

と

言

っ
て

い
る
。

張
廣

「
『
聖

夢

歌
』

序

」

を
参

照
。

こ
れ

は
交
儒

略

訳

『聖

夢
歌

』
緯

州

"
緯

州

天
主

堂
、

一
六

三
九
年

、

W
甲
頁

に
所

収
。

林

一
儒

の

「
『聖

夢

歌

』

小

引
」

も

ま

た

『
聖

夢

歌

』

に

「聖

ベ
ル
ナ

ル
ド

ゥ

ス
よ

り

(出

自

西

聖

伯
爾

納

)
」

と
記

述

が
あ

る

こ

と

を
指

摘

し

て

い
る
。
前

掲
書

、

m

甲
頁

を
参
照
。

〈
25
>

関
係

す

る
研
究

に

つ
い

て
は
、
李

爽
学

「基
督

教
精

神

與
欧

洲

古

典
伝
統

的
合

流

利
璃
賓

『
西
琴

曲
意

八
章

』
初
探

」
初

安

民

編

『
詩
與

声
音

二
〇
〇

一
年

台
北

国
際

詩
歌

節
詩

学
研

討
会
論

文

集
』
台

北

"
台
北

市

政
府
文

化

局
、

二
〇

〇

一
年
、

二
七

-
五

七

頁

を
参

照
。

(
N
)

P
au
l
F
.
G
re
n
d
ler,
S
ch
oolin
g
in
R
en
a
issa
n
ce
I
ta
ly
:
L
ite
ra
cy
a
n
d

L
ea
rn
in
g
,
1
3
0
0
-
60
0
,
B
a
ltim
o
re
:J
o
h
n
s
H
o
p
k
in
s
U
n
iv
e
rs
ity
P
ress
,

1
9
8
9
,
p
p
.
2
0
4
-
2
0
5
、

お

よ

び

C
la
u
d
e

V
.
P
a
li
sc
a,
H
u
m
a
n
ism

in

Ita
lia
n
R
en
a
issa
n
ce
M

u
sica
l
T
h
o
ug
h
t,
N
ew

H
av
e
n
:
Y
a
le
U
n
iv
ersity

P
re
ss,
1
9
8
5
,
p
p
.8
-
9
を

参

考

。

〈
27

>

私

が

用

い

た

の

は

、

ヴ

ァ

チ

カ

ン
図

書

館

館

蔵

、

整

理

番

号

"

B
o
rg
.
C
in
ese
.
3
2
5
(1
)‐
(7
)
で

あ

る

。

〈
28

>

現

代

の
影

印

本

は

、

H

・
ス

ー

チ

リ

ク

・
福

島

邦

道

二

二
橋

健

解

説

『
サ

ン
ト

ス

の
御

作

業

』

東

京

"
勉

誠

社

、

一
九

七

六

年

に

見

え

る

。

〈
29

>

鐘

鳴

旦

・
杜

鼎

克

編

『
耶

蘇

会

羅

馬

梢

案

館

明

清

天

主

教

文

献

』

四

二

⊥

二
三

六

を

参

照

。

(
°

)

Ig
n
a
tiu
s
o
f
L
o
y
o
la
,l
　u
tob
iog
rap
y
,
in
G
eo
rg
e
E
.
G
an
ss,
S
.J
.,

et
al.,
e
d
s
.,
Ig
n
a
tius
of
L
oy
ola
:
T
h
e
Sp
iritu
a
l
E
x
e
rcises
a
n
d
S
elected

W
o
rk
s,N
ew

Y
o
rk
:P
a
u
li
st
P
re
ss,
1
9
9
1
,
p
p
.7
0
an
d
3
7
7
を

参

照

。

〈
31

>

こ

の

書

に

つ

い

て
現

在

目

に

す

る

こ
と

の

で

き

る

最

も

早

い
刊

本

は

、

北

京

天

主

堂

が

清

の
順

治

=

年

(
一
六

五

四

)

に
出

版

し

た

も

の

で

あ

る

。

〈
32

>

陽

瑞

諾

訳

『
軽

世

金

書

』
、

ヴ

ァ

チ

カ

ン
図

書

館

蔵

一
八

四

八

年

重

刊

本

(
整

理

番

号

"
戸

O
°
O
r
ien
te
.
III
.
1
1
6
5
)

巻

一
、

一

頁

。

〈
33

>

馬

若

麸

『
天

学

総

論

』

(
パ

リ

"
フ

ラ

ン

ス

国

家

図

書

館

蔵

抄

本

、

M

・
ク

ー

ラ

ン
整

理

番

号

"
七

一
六

五

)
、

[
九

]
頁

。

c　

)

H
.
D
av
id

B
ra
m
b
le,

C
la
ssica
l
M
y
th
s
a
n
d

L
eg
en
ds

in

th
e

M

id
d
le
flg
es
a
n
d
R
en
a
issa
n
ce:f
l
D

ictio
n
a
ry
of
fllleg
o
rica
l
M

ea
n
ing
s,

W

e
sp
o
rt
:G
re
en
w
o
o
d
P
ress,
1
9
9
8
,
p
.ao
c°

明末 におけるイエズ ス会 と中世 ヨーロ ッパ文学77



〈
35

>

ミ

ダ

ス

神

話

の

他

に

、

私

は

タ

ン

タ

ロ

ス

(
臣

昌
琶

⊆
°・
)

の

一

話

を

確

認

し

て

い

る

。

『
碕

人

十

篇

』

に

見

え

る

。

李

之

藻

編

、

一

八

二

ー

一
八

三

頁

に

所

収

。

〈
36

>

こ

れ

に

関

す

る

討

論

は

多

い

。

比

較

的

簡

潔

な

も

の

に

以

下

の

も

の

が

あ

K
a
°
M

ic
h
a
e
l
L
a
c
k
n
e
r,

"J
e
s
u
it
F
ig
u
r
is
m

,"
i
n
T
h
o
m

a
s
H

°

C

.
L
e
e
,
e
d
.,
C
h
in
a

a
n
d

E
u
r
op
e
:
I
m
a
g
e
s
a
n
d
I
nf
l
u
e
n
c
es
in

S
ix
te
e
n
th

to

E
ig
h
t
ee
n
th

C
e
n
t
u
r
i
es
,
H

o
n
g

K
o
n
g
:
C
h
in
e
s
e

U

n
iv
e
r
s
it
y

P
r
e
s
s
,

1
9
9
1
,

p
p
.

1
2
9
-
1
4
9
;

N
ic
o
l
a
s

S
t
a
n
d
a
e
rt
,

e
d
.,

H
a
n
d
b
o
o
k

of

C
h
r
is
t
ia
n
ity

i
n

C
h
i
n
a
,
v
o
l
.
1
:
6
3
5
-
1
8
0
0
,
L
e
id
e
n
:
E
°
J
.
B
r
ill
,
2
0
0
1
,

℃
℃
°
ひ
ひ
◎◎
1
ひ
刈
℃
°

(原
文
は
中
国
語
)
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