
伝
は

「タ
ヨ
リ
」
か
注
釈
か

木
島
史
雄

聖
書
翻
訳
の
背
景
を
考
え
る

地 北

 

南天

ジ

ェ
ラ

ー

ル

・
ジ

ュ
ネ

ッ
ト

の

『
ス

イ

ユ
』

で

は
、

テ
ク

ス
ト

の
読

ま

れ
方

を
決

定

す

る
仕
組

み
と

し

て
作

者
名

、

タ

イ
ト

ル
、
序

文

な

ど
が
挙
げ

ら

れ

て

い
る
。
彼

の

い
う

パ

ラ
テ
ク

ス
ト

で
あ

る
。

さ

ら

に
テ

ク

ス
ト
が
翻

訳
と

い
う

過
程

を

く
ぐ

る

こ
と

に
な

る
と
、

そ

こ

に
、
文

献
文
化

の
仕
組

み

の
違

い
と

い

う

問
題

が
新

た

に
加

わ

っ
て
く

る
。

聖

書

の
翻

訳

と

い
う

現

象

を

取

り

上

げ

て
、

こ

の
問
題

を

考

え

て
み
た

い
。

中

国

で
は
、
早

く
仏
教

の
輸

入

に
際

し

て

「格
義

仏
教

」

が
発
生

し
た
。

老

荘

思
想

の
概

念
と

語
彙

を
用

い
て
仏

教

を
説

き

明

か

そ

う

と

し

た

こ

の
試

み

は
、

仏
教

の
中
国

的
発

展
形

態

で
あ

る

と
と

も

に
、

そ

の
性
格

を
根

本
的

に
変

質

さ
せ

る
行

為

で
も

あ

っ
た
。
中

国
人

は

い

っ
た

ん
漢
文

化

さ
れ

る
と
、

漢
訳

仏

典

の
み
に
目
を

向
け

て
、
梵

本

な

ど

の
原
典

を
読

ま
な

く
な

っ
た

と

い
わ

れ

る
。

そ
し

て
イ

ン
ド

で
ど

の
よ

う
な
概

念

で
あ

っ
た

の
か
は
、
真

剣

に
顧

慮

さ

れ
ず

、

ひ
た
す

ら
読

み
慣

れ
、
使

い
慣

れ
た
漢

語

の
世
界

に
閉

じ

て
思
考

を

め

ぐ
ら

せ
た
。

そ

れ
ゆ

え

に
、

本
来

の
仏

教

か

ら

は
想
像

も

で
き
な

い
よ

う
な
中

国
的
仏

教

と
し

て
発
展

し

て

い

っ
た

わ

け
だ

が
、

外
国
文

化

の
正
確

な

理
解

、

書

物

の
正

確
な
翻

訳

と

い
う
点

か

ら

い

え
ば

、
具

合

の
悪

い
仕
業

で
あ

っ
た

。

近
代

に
お
け

る
キ
リ

ス
ト
教

の
受
容

に

際

し

て
も
、

同
様

の

こ
と

が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か
。

と
り

わ

け
聖
書

翻
訳

に

あ

た

っ
て
、
強

固
な

伝
統

を
持

つ
東

洋

的

な
文
献

文
化

の
仕

組

み

に
聖

書

の
方

を

沿
わ

せ

る
作

業

が
、

な
さ

れ
た

の
で

は

な

い
か
。

先

に
私

は
本

誌

細

・
23

で

福

音

書

「
マ
タ
イ
伝

」
な

ど
と

い
う
場

合

の

「伝

」

は
注

釈

の
意
味

で
あ

る
と

記
し

た
。

し

か

し
事

は
そ

れ
ほ

ど
単

純

で

は
な

い
よ

う

で
あ

る
。

「新

約
聖

書

」

福

音
書

の

中
国

語

へ
の
翻

訳

の
歴

史

は
、
十

分

か

つ
確

実

に
知

ら
れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
が
、

ギ

ュ
ツ
ラ
フ

(郭
實

猟

客

閃

諺
.

G
u
tzlaff)

に
よ

る

近

代

最

初

の
日

本

語

訳

「約
翰

之
福
音

伝

」

(
一
八
三

七
)

に
先

立

つ
の

は
、

以

下

の

も

の

で
あ

る
。①

『
聖
経

直
解

』

一
六

三
六
年

(
ラ

テ

ン
語

ウ

ル
ガ

タ
訳

か

ら
)

②

『
四
史

故

編

』

一
八

世

紀

初

頭

(
ラ

テ

ン
語
ウ

ル
ガ

タ
訳

か

ら
)

③

『
神

天

聖
書

』

モ
リ

ソ

ン
(
馬
禮

遜

閃
゜
b
er
t
M

°
rriso
n
)

訳

(新

約

部
分

、

一
八

一
四
年

)

伝 は「タ ヨリ」か注釈か311
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④

『
聖
経

』
マ
ー

シ

マ
ン

・
ラ

サ
ー

ル

(
馬

殊

曼

・
拉

撒

甘

・゚ゲ
話

M

a
rsh
m
an
,
J
o
an
n
e
s
L
a
ssa
r)

訳
、

新
約
部

分

、

一
八

一
六
年

⑤

『
救

世

主
耶

蘇

新
遺

詔

書

』

(
モ

リ

ソ

ン
改

訂
訳

、
新

約

部

分

は

メ
ド

ハ
ー

ス
ト

(変

都

思

≦
醒
舟臼

H
e
ru
y
M
e
d
h
u
rst)

担

当
、

一

八

三
五

-

一
八

三
七

年

)

⑥

ギ

ュ
ツ
ラ

フ
個

人

改
訂

訳

、

一

八

三
七
年

現
在

そ

の
文

章

を
確
認

で
き

る
も

っ
と

も
古

い

「新

約

聖
書
」

の
翻

訳

は

一
六

三
六

年

の

『
聖
経

直
解

』

と

一
八
世

紀

初

頭

の

『
四
史
仮

編
』

で
あ

る
。

前
者

は

イ

エ
ス

の
生

涯
と
前

後

の
出
来

事

を

時
間

軸

に
そ

っ
て
述

べ

て

お
り
、

「新

約
聖
書

」

を
組

み
替

え
た

も

の
と

い

っ

て
可

い
。

ま
た
後

者

は
四
福

音
書

の
記

事
を

統
合

し

て

一
つ
に
組

み
あ
げ

た

も

の
で

あ

る
。

こ

の
両

書

で

は
、

「福

音

書

」

と

い
う
言
葉

は
用

い
ら
れ

て
お

ら

ず

、

か

わ

り

に

『
聖

経

直

解

』

で

は

「
四
史

聖
経

」

が
、
『
四
史
孜

編
』

で
は

「
福

音

」

が

用

い
ら

れ

て

い

る
。

「
四

史

」
と

は
歴
史

記

録
者

と

し

て

の

マ
タ

イ

・
マ
ル

コ

・
ル
カ

・
ヨ

ハ
ネ

の
意

で

あ

る
。

こ
の
両

書

に

は
、

「福

音
書

」
も

な

け

れ

ば
、

「
伝

」

も

な

い

の

で

あ

る
。つ

づ

く
③

④

は
、

「
新

約

聖
書

」

そ

の

も

の

の
翻

訳

で

あ

る
。

両

書

と

も

『
四
史

仮

編

』

を
参

考

に
し

た

ら

し

く

訳
文

は
酷

似

し

て
お
り
、

こ

の
両

書

に

お

い
て

「伝
」

と

い
う
語

が
初

め

て
用

い
ら
れ

た
。

で
は

そ

の

「伝
」

は

い
か

な

る
意
味

で
あ

ろ

う
か
。

⑤
⑥

も

含

め

て
各

福
音
書

の
タ

イ
ト

ル
を
巻

頭
第

一

行

に
よ

っ
て
記

せ
ば

、
下

表

の
よ

う

で

あ

る
。

各

訳

本

と

も

封

面

に

「
依

本

文

訳

述
」

と
あ

り
、

こ
れ
は

「新
約

聖
書

」

の
原
初

使

用
語

で
あ

る
ギ

リ

シ

ャ
語

か

ら

の
直
接

の
翻

訳

で
あ

る

こ
と

を
意

味

す

る
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

ギ

リ

シ

ャ

語

で

は

マ

タ

イ

伝

は

"K
A
T
A

M
A
O
@
A
IO
N
"

と
表

記
さ

れ
、
こ
れ

は

「
マ
タ

イ

に

よ

る
」

と

い
う
意

味

で
あ

マ タイ マ ル コ ルカ ヨハ 不

③ 聖馬貿伝福音書巻一 聖馬耳可伝福音書巻二 聖路加伝福音書巻三 聖若翰伝福音之書巻四

④ 使徒馬費伝福音書 馬耳可伝福音書

⑤ 馬太伝福音書 馬可伝福音書

⑥ 馬太伝福音書巻 馬可伝福音書巻二

聖路加伝福音之書 若翰伝福音之書

路加伝福音之書 約翰伝福音之書

路加伝福音書巻三 約翰伝福音之書巻四
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る
。

つ
ま

り
後

に

「伝

」

と
訳
出

さ

れ

た
部

分

は
、

ギ

リ

シ
ャ
語
原

典

に

は
存

在

し

な

い
。

し

た

が

っ
て

こ

の
部

分

は
、
中

国

語

訳

に
際

し

て
何

ら

か

の
理

由

で
付

加

さ

れ
た

も

の
と

い
う

こ
と

に

な
る
。

「
マ
タ
イ

に
よ

る
」
と

は
、

原
典

で
明
示

さ

れ

て

い
な

い
以
上

、

あ

る
本

が

い
う

よ
う

に
、
「
マ
タ
イ

に
よ

っ
て
伝

え
ら
れ

た

」

の
意
味

で
あ

る
か

も
し

れ

な

い
。

し

か

し

そ

れ

は

「
マ
タ

イ

に

よ

っ
て
語

ら

れ
た

」
、
も
し
く

は

「
マ
タ

イ

に
よ

っ
て
創

作

さ

れ
た
」

こ
と
を
言

お
う
と

し

て

い
た

可
能
性

も

あ

る
。

い

ず
れ

に

せ
よ
原

典

に
な

か

っ
た

も

の
が

翻
訳

に
当

た

っ
て
付

加

さ

れ
た

の

で
あ

る
。

以
後

、

ラ

テ

ン
語

ウ

ル
ガ

タ
訳

の

"J
E
S
U

C
H
R
IS
T
I
E
V
A
N
G
E
L
IU
M

S
E
C
U
N
D
U
M

M

A
T
T
H
A
E
U
M

"
、

キ

ン
グ

・
ジ

ェ
イ

ム
ズ

欽

定

訳

聖

書

の

"th
e

G
o
sp
e
l
a
c
c
o
r
d
in
g

to

S
t.

M
att
h
e
w
"

な
ど

い
ず

れ

も

「
マ
タ

イ

に
よ
る
」
と

い
う
表

現

の
み

で
、
「伝

」

に
あ
た

る
要
素

は
訳
語

に
込

め

ら
れ

て

い
な

い
。

し

か

る
に

一
九
世

紀
初

め

の

③

モ
リ

ソ

ン
訳

『
神

天

聖

書

』

と

④

マ
ー

シ

マ
ン

・
ラ
サ

ー

ル
訳

『聖

経
』

へ

に

お

い
て
突

如
と

し

て

「
馬
蜜
伝

福
音

書

」

と

い
う
表

記

が
登

場

し
た

の

で
あ

る
。ち

な
み

に
ギ

ュ
ツ
ラ

フ

の
日
本

語

訳

で

は

「
ヨ
ア

ン
子

ス
ノ

タ

ヨ
リ

ヨ

ロ

コ
ビ
」

と
訳

さ
れ

て

い
る
。
他

の
諸

言
語
聖

書

に

「伝

」

の
要
素

が
含

ま

れ

て

い
な

い

こ

と

か

ら

す

れ
ば

、

こ

の

ギ

ュ
ツ
ラ

フ
日
本

語

訳

「タ

ヨ
リ
」

が

中

国
語

訳

の

「伝

」

を
参
考

に
し

て

い

る

の
は
明

ら
か

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
ギ

リ

シ

ャ
語

は

お
ろ
か

、

ラ

テ

ン
語
、

英

語
か

ら

の
翻

訳

で
も

な

い

こ
と
を

こ

こ

に
確
認

で
き

る
。

こ
れ

ま

で
ギ

ュ
ツ
ラ

フ
訳

の
原
典

が
何

で
あ

る

の
か

に

つ
い

て

い
ろ

い
ろ
議
論

が
あ

っ
た
。

し

か

し

ギ

ュ
ツ
ラ

フ
自

身

も
中

国
語

訳
を
作

成

し

て

い
た

の
で
あ

り
、
当

然

と

い
え
ば

当
然

で
あ

る

が
、
両

者

の
関
係

を

実
証

で
き
た

こ
と

に
は
意

義

が
あ

ろ
う

。

以

下

で

は
、

聖

書

の

受

取

手

の
立

場

か

ら
、

中
国

古
典

文
献

学

で
は

「伝

」

が

注
釈

の
意
味

で
あ

る

こ
と

を
指
摘

し

た

上

で
、

「
マ
タ

イ
伝

」

が
、

「
マ
タ
イ

に

よ

る
注

釈
書

」

と
し

て
読

ま
れ

る
よ

う

期

待

さ
れ

て

い
た

こ
と
を
考

え

て
み
た

い
と
思

う
。

現
代

中

国
語

で
も

「伝

」
と

い
う

文

字

に
は
発
音

が
二
通

り
あ

っ
て
、

そ
れ

に

対
応

し

て
意

味

が
異

な

る
。

9
⊆
雪

と
平
声

に
読

め
ば

「
つ
た

え

る
」

の
意

で

あ

り
、
z
h
u
a
n
と

去

声

に

読

め

ば

「注

釈

」

も

し

く

は

「伝

記

」

の
意

で

あ

る
。

「尚

書

孔
安

国
伝

」
と

は
、

『
尚

書
』
経

文

に
対

し

て
孔
安

国

が

つ
け
た

注

釈

で

あ

り
、

「
詩

毛

伝

」

と

は
、

『
詩

』

に

対

す

る

毛

亨

の
注

釈

で
あ

り

、
『
春

秋
左

氏
伝

』

『春

秋

公
羊

伝
』

『春

秋
穀

梁
伝

』

は
、

『春

秋

』

と

い
う

年
表

式

の
歴
史

書

に
対

し

て
そ

れ
ぞ

れ

左

丘
明

、
公

羊
高

、
穀

梁
赤

が
付

け

た

注

釈

で

あ

る
。

こ

こ

で

言

う

注

釈

と

は
、
単
純

な
人
名

・
地

名

の
解

説
を
超

え

て
、

本
文

の
解

釈

を
決
定

づ

け

る
非

常

に
強

い
方

向

示

唆

で

あ

る
。

『
春

秋

』
本

文

に

対

し

て

「
公

羊

伝

」

と

313一 伝 は「タ ヨリ」か注釈か
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「穀

梁

伝

」

は

ほ
ぼ

真

反

対

の
解

釈

を

取

る
。

「
公
羊

伝

」

が
動

機

主

義

の
立

場

か
ら

、
動
機

が
正

し
け

れ
ば

万
事

が

正
当

化

さ
れ

る
と

説

く

の
に
対

し
、
穀

梁
伝

は
責

任
主

義

の
立

場

か
ら
、

最
終

的

な
結

果

の
善

し
悪

し
が
行

為

の
正
当

性

を
決
定

す

る
と

説

く
。
注

釈

の
違

い

に
よ

っ
て
経
文

自

体

の
読

ま
れ
方

が
大

き

く
異

な

っ
て
く

る
。

し

た
が

っ
て
、

経
文

の
意

味

は
、
経

文

そ

の
も

の

で
は

な

く

、

注

釈

に

よ

っ
て
方

向

づ

け

ら

れ
、

決
定

さ

れ

る
と

い

っ
て
も

よ

い
。

中

国

の
読

書

人

に

と

っ
て
、

書

名

に

「
伝

」

と

い

う

文

字

が

つ

い

て

い

れ

ば
、

上

記

の

よ

う

な

用

例

を

ふ

ま

え

て
、

伝

11
注
釈

と

理
解

す

る

の
が
普

通

で
あ

っ
た
。

も
ち

ろ

ん
人
名

に
伝

と

い

う
文

字

が
く

っ

つ
い
て

い
れ

ば

そ
れ

は

伝
記

の
意

味

に
な

る
。
福

音
書

に
続

く

部
分

、

現
在

「使
徒

行
伝

」

と
訳

さ
れ

る
こ
と

の

お
お

い
そ

の
部

分

は
、
使

徒

た

ち

の
伝

記

で
あ

っ
て
、

こ

の

「伝

」

は
伝

記

で
あ

る
と
解

し

て
可

い
。

と

こ

ろ

で

"
K
A
T
A

M
A
0
0
A
IO
N
"

を
翻

訳

す

る

に
際

し

て

「伝
」

に
あ

た

る
語

義

を
挿

入

す

る
必

然
性

が
な

い
こ

と

を
先

に
検

討

し
た
。

後

の
中

国
語
訳

の
よ
う

に

「
馬
太

福
音

」

と
す

ま
し

て

し

ま

う

こ
と

も
可

能

で
あ

る
。

「
タ

ヨ

リ

」

で

あ

れ

、

「
注

釈

」

で

あ

れ
、

「伝

」

と

い
う

語

を
差

し
挟

む

必
要

が

必
ず

し
も

な

か

っ
た

こ
と

は
、
明

ら
か

で
あ

る
。

以
上

の
検

討

を

ふ
ま
え

て
、

私

は
次

の
よ

う

に
考

え

た
。

一
、
福
音

書

の
直

接
的

な
翻

訳

に
先

立

っ
て
編
纂

さ
れ

た

『
聖
経
直

解
』

と

『
四
史

孜
編

』

で
は
、

福

音

書

を

「
四

史

聖
経

」

も

し
く

は

「
四
史
」

と
記

し

て

い
た
。
歴

史

記
録

の
意

で
あ
る
。

歴

史

記
録

と

し

て
中

国

古
典

文
献

に

お
け

る
代
表

は

『
春
秋

』

で
あ

る
。

イ

エ
ス

の
生
涯

自
体

を
経

文

に

み
た

て

て
、

そ

れ
を

め
ぐ

っ
て
提

出

さ

れ
た

四

つ
の
解

釈

と

考

え

る

な

ら
ば

、

そ

れ

は

『
春

秋

』

と

三

つ

の

「
伝

」

の
関

係

に
近

い
。

初

め

て
福
音

書

に
接

す

る
中

国
人

に

「
福

音

書

と

は
何

か

」

あ

る

い

は

「福

音

書

は
な

ぜ

四

つ
あ

る

の
か

」
と

尋

ね
ら

れ
た
時

、

そ

の
類
似

性

か
ら

し

て
、

「春

秋

三
伝

」

の
よ

う

な

も

の
だ

と

い
う
説

明

は
理
解

さ

れ

や
す

い
の
で

は
な

い
か
。
中

国
語

訳

聖
書

の

「伝

」

と

い
う
言
葉

遣

い
は
、
福

音
書

を
中

国

読

書

人

に
理
解

し

て
も

ら

い
や
す

く
す

る
た

め

に
、

用

い
ら
れ

た
と
考

え

ら
れ

る
。二

、

さ

き

に
挙

げ

た

③

『
神

天

聖

書

』

モ
リ

ソ

ン
訳

、
④

『
聖
経

』

マ
ー

シ

マ
ン

・
ラ
サ

ー

ル
訳
、
⑤

『
救
世

主

耶

蘇
新
遺

詔

書
』

モ
リ

ソ

ン
改

訂
訳

、

⑥

ギ

ュ

ツ
ラ

フ
個

人

改

訂

訳

の

四
本

は
、

中

国

訳

聖

書

の
分

類

の
中

で

は

「文

理
訳

」

と
名

付

け

ら
れ

て

一
つ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー
を

形

成

し

て

い
る
。

「文

理
訳

」
と

は
、

中

国
語

の
古

典
文

章
語

で
記

さ

れ
た

も

の
の

こ
と

で
あ

っ
て
、

現
在

日
本

で
漢

文

と

い

っ
て

い
る
も

の

に

近

い
。

時

間

が

経

つ
と

「
浅

文

理

訳

」

と

い
う

少

し

堅

い
言

文

一
致

体

や
、

「官

話

体

」

と

い
う
平

易

な

口
語

表

現

の
も

の
が
出

現

し

て
く

る
。
後

二

者

が
文

献
教

養

を
持

た

ぬ

一
般

人

の
た
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め

に
作
成

さ
れ

た
訳
文

で
あ
る

の
に
対

し
、

文

理
訳

は
教
養

人

11
読
書

人

向

け

の
も

の

で
あ
る
。

こ
こ

で

い
う
読

書
人

と

は
中

国
的

文
献

文
化

に
習

熟

し

て

い

る
人

た
ち

の
こ
と

で
あ

る
。

当
然

の
こ

と

と

し

て
彼

ら

は
先

に
挙

げ

た

『
尚

書

』

孔

安

国
伝

、

『
春

秋

左

氏

伝

』
、

『
春

秋

公

羊
伝

』
、

『
春

秋

穀

梁

伝

』

な

ど

の
伝

が
注

釈

の
意
味

で
あ

る

こ
と

を

知

っ
て

お
り
、

そ
う
解

釈

す

る

こ
と

が

極

め
て
自
然

で
あ

っ
た
。
翻

訳
者

の
独

り

よ
が
り

の
語
彙

使
用

で
は
な

く

(聖

書

の
翻
訳

に
あ

っ
て
は
、

こ
の
独

り

よ

が

り
を

ど
う
読

み
出

す
か

と

い
う
問

題

は
、

現
在

通

行

の
新

共

同

訳

な

ど

で

も
、

い
ま
だ

に
見
逃

せ
な

い
大

き
な

事

象

な

の

で

あ

る

が

)
、

ど

の

よ

う

な

人

々

が
そ

の
訳

本

を
読

む

の
か
と

い
う

こ
と

を
考

慮

し

て
③

、
④

、
⑤

、
⑥

が

翻

訳

さ

れ

た

の

で
あ

る

な

ら
ば

、

「馬

賓

伝

福

音
書

」

は
馬
賓

が
注

釈

(伝

)

し

た
福
音

書
と

し

て
読

ま

れ

る

こ
と

が
期

待

さ

れ

て
い
た
と
考

え

ら
れ

る
。

以

上

の
考
察

か

ら
私

は
③

『
神

天
聖

書

』
、
④

『
聖
経
』
、
⑤

『
救

世
主
耶

蘇

新

遺

詔

書

』
、
⑥

ギ

ュ
ツ

ラ

フ
個

人

改

訂
訳

で
用

い
ら

れ

て

い
る

「伝
」

は
、

訳

者

の
意

向

と

し

て

は

伝

11
注

釈

で

あ

っ
た
と
考

え

る
。

福

音
書

に
用

い
ら

れ

て

い
る

「伝
」

に

つ
い
て
考

え

て

み
た
が
、

原
語

に
照

ら

せ
ば
、

こ
の
語

は
必
ず

し
も
使

用

の

必
要

性

が
な

い
も

の

で
あ

っ
た
。

し

か

し

こ
こ
で

「伝

」
と

い
う

語
が

用

い
ら

れ

て
い
る

こ
と
も
疑

い
な

い
事

実

で
あ

る
。

タ

イ
ト

ル

の
他

言
語

へ
の
置

き
換

え
と

い
う
点

か
ら

い
え
ば

、

こ

の
語

の

挿

入

は
不
必
要

な

も

の
と
言

わ
ざ

る
を

得

な

い
。

し
か
し

こ
こ
で

「伝

」

と

い

う
語

を
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
中

国

人

に
と

っ
て
未

知

の
も

の
で
あ

る
聖
書

を
中

国
古
典
文

献

の
ス
タ

イ

ル
に
近

づ

け

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ

し

て
か
な

り

の
誤
解

を
招

き

か
ね

な

い
と
は

い
え

、

福

音
書

の
性

格

を
幾
分

か

は
表

現

で
き

て
い
る
と

い
え
る
。

と
す

れ
ば

、

こ

こ

で
問
題

に
す

べ
き

は
、
単
語

の
置
き

換

え

の

レ
ベ

ル
で
は
も

ち

ろ
ん
な

く
、

書

物

の
レ

ベ
ル

で
の
翻
訳

の
問
題

で
も
な

く
、

そ

れ

は
当

該

の
書

物

を

取

り

巻

く
、

大
き

く
文
献

文
化

の
仕
組

み

の
問

題

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

福
音

書

と

い
う

記
述

形
態

は
、
中

国

の
文
献

文
化

の
中

に

は
存

在

し

て

い
な

か

っ
た
。
単

語

も
し
く

は
文
章

の

レ
ベ

ル
で

の
翻

訳

は
、

辞
書

や
文

法
書

で
の
解

決

が
不

可

能

で

は
な

い
。

し

か
し
文

献
文

化
全

体

の
仕

組

み
と

い
う

レ
ベ
ル

で
考

え

て

み

る

と

き
、

容

易

に

問

題

は
解

決

し

な

い
。

両

者

の
仕

組

み

の
違

い
が

大

き

く
、

か

つ
強

固
な

も

の

で
あ

る
と

き
、

書

物

を
翻
訳

す

る

こ
と

は
、

双
方

の
文

献

文
化

全
体

へ
の
理
解

と
対
応

が
必
要

と
な

る
。

①

『
聖

経

直

解

』
、

②

『
四

史

故

編

』

は
、

そ

の
文

献
文

化

の
仕
組

み
を

翻

訳

す

る

こ

と

の
困

難

さ

を

ふ

ま

え

て
、

福
音

書

と

い
う
仕
組

み
を
歴
史

記

録

の
形

に
編

纂

し

直

し

た

の
で

あ

っ

た

。

こ

の
諦
観

は
高

度

の
見
識

と

い

っ

て

よ

い
。

③

『神

天

聖
書

』
、
④

『
聖

経

』
、
⑤

『救

世
主

耶

蘇
新
遺

詔
書

』
、

伝 は 「タヨ リ」か注釈 か315
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⑥

ギ

ュ
ツ
ラ

フ
個

人
改
訂

訳

は

、
福
音

書

と

い
う
西
欧

的

な
文
献

文

化

の
仕
組

み
を
崩

さ
ず

に
、

そ
れ

を
漢

文
文

化

に

流

し
込

も
う

と
し

て

い
る
。

し

か
し
福

音
書

に
ぴ

っ
た
り
重

な

る
文
献

の
仕
組

み

は
存
在

し

な
か

っ
た
。

そ

こ
で
中

国

古
典

文
化

の
中

か

ら
、

せ
め

て
も

の
類

似
品

と

し

て
見

い
だ
さ

れ
た

も

の
が
、

「伝

」

で
あ

っ
た
。

し

か

し
類

似

品

で

あ

る
が

ゆ
え

の
誤
解

も
、

発
生

し

て
し

ま

っ
た
。

「
伝

」

と

い
う
字

を
見

た

中

国

の
知
識

人

は
、
自

ら

が
す

で

に
も

つ

文
献
文

化

の
仕

組

み

の
中

で
、

そ

れ
ら

を
と

ら
え

て
可

い
と
考

え

た

に
違

い
な

い
。

中
国

の
文
献

文
化

の
仕
組

み
が
、

あ
ま

り

に
も
強

固

で
あ

っ
た
た

め

に
、

こ
の
よ
う

な
問
題

が
生

じ

た
と

言

っ
て

も
よ

い
。
他

の
文

献
文

化

が
中

国
文

化

に
入

り
込

む
際

に

は
、

こ

の
よ
う
な

問

題

が

き

っ
と

起

こ

る
。

「
哲

学

」

「社

会

」

「宗

教

」

を

明
治

維

新

に
際

し

て

作

り

出

す

こ
と

に

し

た

日

本

に
比

し

て
、

そ

の
文

献
文

化

の
強

固
さ

は
ま

こ

と

に
驚

く

べ
き

も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
英

語

の

O
。
匹
を

「神

」

と
訳

す
か

「上
帝

」

と
訳

す
か

が
従

来

大
き

な
問
題

と

な

っ
て
き

た
。

こ
の
問

題

を

め
ぐ

る
立
場

の
相

違

か
ら

英
米

の

翻

訳

団

が

分

裂

す

る

こ
と

に

も

な

っ

た
。

ま
た
現

在
刊

行

さ
れ

て

い
る
中

国

語

聖
書

に
も

「神

版
」

と

「上
帝

版

」

の

二
種

が
存
在

し

て

い
る
。

し

か
し
先

に
記

し
た

よ
う

に
採

用
語

彙

の
レ

ベ
ル

で
解

決

で
き

る
範

囲

は
限
ら

れ

て

い
る

の

で
あ

り
、
議

論

に
当

た

っ
て

は
、
文

献
文

化

の
仕
組

み
全

体

へ
の
視

野

の
拡

充

が
必
要

で
あ
ろ

う
。

キ
リ

ス
ト
教

に
先

立

つ
こ
と

千

五
百

年
、

格
義

仏
教

発
生

の
要

因
も

、
大

き

く

こ
こ
に
見

て
き
た

よ
う

な
文

献
文

化

の
違

い
に
見

い
だ
す

こ
と

が
可

能

で
あ

り
、

そ

れ

に
な

ぞ

ら

え

る

な

ら

ば

、

「
マ
タ

イ

伝

」

は
、

「格

義

聖

書

」

で

あ

っ
た

と

い

う

こ

と

も

可

能

で

あ

ろ

う
。

(愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
准
教
授
)
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