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神
の

下
に

生
き
る

人
間

−
中
世
フ

ラ
ン

ス

の

聖

人
伝
『

聖
ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

を

読
む

水

　
野

尚
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二
一

世

紀
を

生
き
る

私
た

ち

が

何
百
年
も

昔
の

物
語
を
読
む
こ

と

で
、

何
を

得
る

こ

と
が
で

き
る
の

で

し
ょ

う
か

。

さ
ら

に

言
え
ば

、

そ

う
し
た

物
語
を

読
ん
で

喜
び

を

感
じ
る
こ

と

な

ど
あ
る

の

で

し
ょ

う
か

。

こ

れ

か

ら

取
り
上

げ
る

の

は

『

聖
ア

レ

ク

シ

ス

伝
』

と
い

う
聖

人
伝
で

す
。

こ

の

キ

リ

ス

ト
教
の

物
語
を

読
み

な
が

ら
、

文
化
の

違
い

を

通
し

て

私
た

ち

が

何
を

読
み

解
い

て

い

け
る

の

か

考
え

て
い

き
ま

す
。

そ
の

知
が

発
見
の

喜
び

に
つ

な

が
る

は

ず
で

す
。
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聖
人
伝
と
は

な
に

か

　

聖

人
伝
と
い

う
の

は

キ

リ
ス

ト

教
の

聖
人
の

生

涯
を

語
っ

た

物
語
の

こ

と
で

、

聖
入
の

祝
日

や

教
会
の

典
礼
の

折
に

、

教
会
の

中
と

か

そ
の

前
庭
な
ど

で
、

一

般
の

民

衆
に

向
か
っ

て

朗
読
さ
れ

た

り
、

時
に

は

歌
わ

れ

た

り
し
た

よ

う
で

す
。

つ

ま

り
、

聖
者
伝
は

、

キ

リ
ス

ト

教
を

布
教
す
る
た

め

に

作
ら
れ

た
、

宗
教
的
な
物
語
だ

と
い

う
こ

と

に

な

り
ま

す
。

　

で

は
、

聖

人
と

は

い

っ

た
い

何
な
の

で

し
ょ

う
か

？
そ
し
て

、

そ

れ

が
一

般
の

人
々

の

心
に

訴
え
る

も
の

を

持
っ

て
い

た
の

は

な

ぜ

で

し
ょ

う
か

？
聖
人
に

は

大
き
く

分
け
て

二
つ

の

タ

イ

プ
が

あ
り
ま

す
。

一

方
は

殉
教
者
タ

イ
プ

。

迫
害
の

犠
牲
に

な

り
な

が
ら

、

キ

リ
ス

ト

教
の

教
え
を

守
り
ぬ

い

て
、

殉
教
し

て

い

く
人
間
の

姿
を

綴
っ

た

も
の

で

す
。

も

う
一

つ

は

隠
遁
者
タ

イ

プ
。

人
々

か

ら
隠
れ

、
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ひ
っ

そ
り
と

神
に

仕
え
る

人
間
を

描
い

て

い

ま
す

。

そ
の

両
者
と

も
、

キ

リ
ス

ト
の

教
え
を
こ

の

世
で

体
現
し
た

人
々

だ

と

い

え
ま

す
。

　

そ

う
い

っ

た

聖

人
た

ち
は

、

神
と
一

般
の

人
々

を
結
ぶ

絆
の

よ

う
に

考
え
ら
れ
て

い

ま
し

た
。

『

聖

ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

の

時
代

、

俗

世
間
を
生
き
て

い

る

人
々

は
、

い

つ

で

も
死
後
の

世
界
の

こ

と

を

考
え

、

死

後
天

国
に

い

け
る

よ

う
切
望
し
て

い

ま
し
た

。

こ

れ
は

も

ち
ろ

ん
い

ま
で

も

変
わ
り
ま

せ

ん

が
、

し
か

し

現
在
の

科
学
的
な

世
界
観
の

下
で

は
、

死
後
の

世
界
が
実
在
す
る

と
は

信
じ

ら
れ

て
い

な
い

よ

う
に

思
い

ま
す

。

し

か

し
、

中
世
に

は

誰
で

も
死
後
の

世

界
の

存
在
を

信
じ

て

い

た

よ

う
で

す
。

こ

の

世
が

終
わ

る

と

き
、

人

間
は

肉

体
と

と

も
に

蘇
り

、

生

前
の

行
な
い

の

善
悪
に

よ
っ

て

最
後
の

審
判
が

下
さ

れ
、

善
行
を

積
ん

だ

人
は

天

国
へ

、

悪
い

行
な
い

を
し
た

人
は

地

獄
に

落
ち
る

と

考
え
ら

れ
て

い

た
の

で

す
。

　

聖
人
の

霊
魂
は

も
ち
ろ

ん

天

国
に

昇
っ

て

い

き
ま
す

。

一

方
地
上

に

残
さ

れ

た

聖

人
の

遺
骨
は

、

「

天
空
界
の

神
的
存

在
が

現
世
に

現
わ
れ
た

も
の
」

（

阿
部
謹
也
『

西

洋
中
世
の

男
と

女
』

筑
摩
書

房）

と

し
て

、

一

般
の

民
衆
と

神
と

を
つ

な

ぐ
役
割
を
果
た

し

た
の

で

す
。

人
々

は

聖

人
に

す
が
る

こ

と

で
、

天
国
へ

の

道
を

得
よ

う
と

し
た

の

だ

と

考
え
て

も
い

い

で

し
ょ

う
。

　

こ

の

よ

う
な

背
景
を

考
え
る

と
、

死
後
の

世
界
を
信
じ
て

い

る

人
々

に

と
っ

て
、

聖
人

が
い

か
に

大
き
な

意

味
を
持
っ

て

い

た

か
と

い

う
こ

と
が

理
解
で

き
る

と

思
い

ま
す

。

彼
ら
は

人

間
と

神
と
の

仲
介
役
な

の

で

す
。

　

そ
こ

で
、

キ

リ
ス

ト

教
の

聖

職
者
た

ち
は

、

一

般
の

民

衆
を

教
化
す
る

た
め

に

聖
人
た

ち
の

生
涯
を

物
語
り、

キ
リ
ス

ト

教
の

理

想

と

す
る

生
き
方
を

説
い

た

の

で

す
。

そ
の

理
想
と
は

、

現
世
を

捨
て

て
、

神
に

仕
え
る
こ

と

で

す
。

地
上

的
な

富
や
名
声
を
捨
て

、

ひ

た

す
ら

神
の

導
き
に

し
た

が
っ

て

生
き
る

こ

と

が
、

人
間
の

最
善
の

生

き
方
な
の

で

す
。

現
在
の

私
た

ち
か

ら

見
る

と
、

何
と

な

く

不

自
然
に

感
じ
ら

れ
る

こ

の

よ

う
な
価

値
観
が

、

ど
う
し
て

当
時
は

当
た

り
前
の

こ

と

と

し
て

受
け
入
れ

ら

れ
て

い

た
の

か
と
い

う
問
題

は
、

『

聖

ア

レ

ク

シ
ス

伝
』

を

実
際
に

読
ん
で

い

く

と
き
詳
し

く
考
え
て
い

き
ま
す

。
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と
こ

ろ
で

、

聖

人

伝
と

言
っ

て

も
、

具
体
的
な
一

人
の

人
間
の

生

涯
を

忠
実
に

描
い

て
い

る

わ

け
で

は

あ
り

ま
せ

ん
。

そ

れ
は

む

し

ろ

理

想
的
な
生

き
方
の

典
型
と

し
て

、

キ
リ
ス

ト
の

生

涯
を
下

敷
き
に

し
た

類
型
的
な

構
成
が

な
さ

れ

て
い

ま

す
。

で

す
か

ら
、

聖
人

伝
は

、

し
ば

し

ば

聖

な
る

数
三

に

ち
な

ん
で

、

三

部
構
成
と

な
っ

て

い

た

と

考
え
ら
れ

て

い

ま
す

。

そ
の

三

部
と
は

、

ω
神
に

仕
え
る

以

前
の

聖

者
、

 
神
へ

の

道
に

進
ん

で

か
ら

そ
の

死

ま
で

、

偶
聖

者
に

対
す
る

尊
敬
と

奇
跡
で

す
。

（
『

フ

ラ
ン

ス

中

世
文
学
集
』

第
一

巻
、

白
水
社
）

　

聖
人
伝
と

は

以

上
の

よ

う
な

も
の

で

す
が

、

ロ

ー

マ

時
代
以
来
ラ

テ

ン

語
で

書
か

れ
、

朗
読
さ

れ
た

り
歌
わ

れ

た

り
し

て

い

ま
し

た
。

し
か

し
、

時
代
が
下
る

と
、

一

般
の

民
衆
の

間
で

は
ロ

マ

ン

語
（
つ

ま

り
俗
語）

が

話
さ
れ
る

よ

う
に

な

り
、

ラ

テ

ン

語
が
理

解
さ

れ

な
く
な
っ

た
の

で
、

俗
語
で

記
さ

れ
る

よ

う
に
な

り

ま
し
た

。

そ
の

よ

う
に

し
て

、

九
世
紀
の

末
ご

ろ

か

ら
ロ

マ

ン

語
（

古
フ

ラ

ン

ス

語
）

で

書
か

れ

た
聖

者
伝
が

登
場
す
る

よ

う
に

な
っ

た
の

で

す
。

そ
し

て
、

古
フ

ラ

ン

ス

語
に

よ

る

聖

者
伝
の

代
表
が

、

こ

れ

か

ら

読

ん

で

い

く
『

聖

ア
レ

ク

シ

ス

伝
』

で

す
。

一 3 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

Kobe 　Kalsel 　College

『

聖
ア

レ

ク
シ
ス

伝
』

の

「

あ
ら
す
じ
」

　
ロ

ー

マ

皇
帝
の

重

臣
ウ

ー
フ

ェ

ミ

ア

ン

に

は

長
い

間
子
ど
も
が

で

き
な
か
っ

た
。

し

か

し
、

心
を

込
め

て

神
に

祈
り

、

や
っ

と

子
宝

に

恵

ま
れ
る

。

そ
の

子
は

ア

レ

ク

シ

ス

と

名
付
け
ら
れ

る
こ

と

に

な

る
。

ア

レ

ク

シ

ス

が

成

長
す
る

と
、

父
親
は

子
宝
に

恵
ま

れ
る

か

心
配

し

て
、

立
派
な

家
柄
の

娘
を

嫁
と

し
て

与
え
る

。

と
こ

ろ

が
、

ア

レ

ク

ス

ス

は

結
婚
式
が

終
わ

る
と

、

妻
を
諭
し

て

神
に

仕
え

る

こ

と

を

説
き

、

そ
の

夜
の

う
ち
に

家
を

出
て

し

ま
う

。

そ

し
て

、

聖
マ

リ
ア

の

像
の

あ
る

ア

ル

シ

ル

と
い

う
町
に
つ

く
と

、

持
っ

て

い

る

も
の

を
す
べ

て

人
々

に

与
え
て

し

ま
い

、

清
貧
の

生

活
を
送
り

始
め

る
。

　
一

方
ア

レ

ク
シ

ス

の

家
出
を
知
っ

た

父

母
と

妻
の

嘆
き
は
大
き
く

、

彼
を

探
す
た

め

に
、

召

使
を

あ
ら
ゆ
る

土
地
に

送
る

。

し
か

し
、
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あ
る

召
使
は

、

物
乞
い

を

す
る

ア
レ

ク

シ

ス

に

出

会
っ

た

に

も
か

か

わ
ら

ず
彼
だ
と

気
付
か

ず
、

そ
の

捜
索
は

無
駄
に

終
わ

る
。

　

さ
て

、

ア

レ

ク

シ

ス

の

方
は

、

そ
の

よ

う
な
生

活
を

続
け

、

十
七

年
間
ア

ル

シ

ル

の

町
で

過
ご

す
。

と
こ

ろ

が
、

十
七

年
目
の

あ
る

日
、

マ

リ

ア

の

像
が

寺
男
に

、

「

神
の

僕
を
呼
ぶ
べ

し
。

」

と

言
い
、

結
局
ア

レ

ク

シ

ス

が
聖
人
で

あ
る

こ

と

が
、

町
中
に

知
れ

わ

た
っ

て

し

ま
う

。

人
々

が

自
分
を
崇
め

に

来
る

の

を

見
る
と

、

「

か
か

る

崇
敬
の

的
と
な
り

、

信
心
の

障
り
と

な
ら
ん

も
心
憂
し

」

と

考
え

、

そ
の

地
を

去
る
こ

と
に

す
る

。

　

そ
こ

で
、

船
に

乗
っ

て

タ

ス

ソ

ス

に

行
こ

う
と

す
る

。

し
か

し

強
い

風
が

吹
き

、

ア

レ

ク
シ

ス

を

乗
せ

た

船
は

、

彼
の

生
ま

れ

故
郷

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
き

ざ
ま

し

で

あ
る
ロ

ー

マ

に

運
ば
れ
て

い

っ

て

し

ま

う
。

そ

し
て

そ
こ

で
、

ア

レ

ス

シ

ス

は

父
親
に

出

会
い

、

父
の

家
の

階
に

暮
ら
す
こ

と

に
な

る
。

そ

し
て

、

父
や

母
や

妻
の

嘆
く
声
を

聞
き
な

が
ら

も
、

自
分
の

身
上
を

隠
し

続
け

、

そ
こ

で

ま

た

十
七

年
の

歳
月
を
過
ご

す
こ

と

に

な
る

。

　

こ

の

よ

う
に

し

て
、

三
十
四

年
間
の

苦
行
の

末
、

ア

レ

ク

シ

ス

は

重
い

病
に

冒
さ

れ
、

自
分
の

死
ぬ

べ

き
と

き
が
来
た
こ

と
を

悟
る

。

そ
し

て
、

羊
皮
紙
に

自
分
の

生

涯
を
書
き
綴
り

、

そ

れ
を

死
ぬ

ま
で

離
さ

な
い

で
い

る
。

　

同
じ

頃
、

ロ

ー
マ

で

は
、

都
が

崩
れ

落
ち
る

の

を

防
ぐ
た

め

に

聖

人
に

祈
れ
と
い

う
神
の

お

告
げ
が

あ
る

。

そ
こ

で

法
皇
を
は

じ
め

、

二

人
の

皇
帝
が

聖
人
を

探
し

求
め

る
。

そ
し

て
、

こ

れ

も
神
の

声
で

、

聖
人
が
ウ

ー

フ
ェ

ミ

ア

ン

の

家
に

い

る
こ

と

が
わ

か

り
、

死
ん

だ
ば

か

り
の

ア

レ

ク
シ

ス

を
見
つ

け
だ

す
。

　

法
皇
は

ア

レ

ク
シ

ス

の

手
に

あ
る

羊
皮
紙
を

見
つ

け
、

彼
の

生
涯
が

人
々

の

目
に

明
ら

か

に

な

り
、

ア

レ

ス

シ

ス

は

聖

人
と

し

て

祭

ら
れ
る

こ

と

に

な
る

。

彼
の

名
を
唱
え
る
と

、

ど

ん

な
病
人

も
病
が

癒
え
る

と
い

う
奇
跡
を

引
き
起
こ

し
、

七
日
の

問
人

波
が

続
い

て

埋
葬
す
る
こ

と
が
で

き
な
い

が
、

最
後
に

や
っ

と
聖
ボ

ニ

フ

ァ

キ
ウ

ス

教
会
に

埋
葬
さ
れ

る
。

　
こ

の

聖

人
伝
で

は
、

最
後
に

、

天

国
で

妻
と

と

も
に

い

る

ア

レ

ク

シ
ス

に

言
及
さ
れ

、

こ

う
付
け
加
え
ら

れ

る
。
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神
よ

、

こ

の

世
に

か

り
そ
め
の

生
を

受
け

し
こ

の

聖
人

い

か
に

尊
き
苦
悩
に

耐
え

、

ひ

た

す
ら

神
に
仕
え

給
え
し
か

そ
の

魂
い

ま
は

栄
光
に

輝
く
も
む
べ

な
る
か

な

望
み
し
こ

と
は

み
な

手
に

入
れ
た
れ

ば
、

さ
ら
に

欠
く
と
こ

ろ

な

く

と

り
わ

き
て
、

神
の

身
許
に
あ
れ
ば

な
し
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第
百
二

十
三

節）
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聖
人

伝
の

世
界

　

こ

の

よ

う
な

聖

人
の

生

涯
を

綴
っ

た

物
語
は

、

現
在
の

私
た

ち
か
ら

す
る
と

た
い

へ

ん

奇
妙
に

思
え

る
こ

と

が

あ
り
ま

す
。

私
た

ち

が

思
い

描
く
立

派
な

行
い

の

人

間
と

、

こ

こ

で

描
か

れ

て
い

る

ア

レ

ク

シ

ス

の

姿
が

重
な
ら

な
い

の

で

す
。

そ
の
一

番
大

き
な
要
素
は

、

聖

人
と

い

わ

れ

な

が

ら
、

家
出
を
し
て

父
母
や

妻
を
嘆
き
悲
し

ま
せ

、

苦
行
を

続
け
て

い

る

部
分
だ
と

思
い

ま
す

。

そ
れ

も

結
婚
式
を

す
ま
せ

た

当
日
に

家
を

捨
て

、

旅
立
っ

て

し
ま

う
の

で

す
。

私
た

ち

に
は

そ

れ

が
聖
人
の

す
る

こ

と

と

は

と
て

も
思
え
ま
せ

ん
。

　

し

か

し

西

暦
十
世

紀
前

後
に

生
き
て

い

た

人
々

は

こ

の

物
語
に

な

ん
の

違
和
感
も
な
く

、

素
直
に

感
動
し

た

よ

う
で

す
。

例
え
ば

、

十
二

世

紀
の

末
、

リ
ヨ

ン

の

裕
福
な

商
人
で

あ
っ

た

ヴ
ァ

ル

ド
は

、

吟
遊
詩
人
の

歌
う
「

聖
ア

レ

ク

シ
ス

伝
」

に

深
く
心

を

動
か
さ

れ
、

突
然
の

回
心
を

感
じ

、

商
業
に

よ
っ

て
た

め

た

富
を
す
べ

て

放
棄
し
て

、

清
貧
の

生
活
に

入

り

ま
し

た
。

こ

の

ヴ
ァ

ル

ド

と

は
、

中
世

最
大
の

異
端
集
団
（

異
端
と
い

う
の

は

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
か

ら

見
て

の

こ

と

で

あ
っ

て
、

あ

る

意
味
で

は

教
会
の

腐
敗
を

正

す
た
め

に

生

じ
て

き
た

運
動
で

す
か

ら
、

一

概
に

異
端
と

呼
ば

れ

て

い

る

運
動
を

否
定
す

る

必
要
は

あ
り
ま

せ

ん
。

）

と

言
わ

れ

る

ヴ
ァ

ル

ド

派

の

開
祖
で

す
。

そ
れ
ほ

ど

ま
で

に
、

こ

の

物
語
が
一

般
の

民
衆
に

と
っ

て

も
説
得
力
を
も
っ

て

い

た
の

で

す
。

そ

れ
は

な

ぜ

で

し
ょ

う

か
？
現
代
人
の

感

覚
と

中
世
の

人
々

の

感
覚
の

問
に

、

ど

ん

な

違
い

が

あ
る

の

で

し
ょ

う
か

？
こ

こ

で

は

ま

ず
そ

う
い

っ

た

問
題

を
考
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え
て

い

く
こ

と

に

し

ま
す

。

「

現
世
と

天
上
」

　
『

聖
ア
レ

ク
シ

ス

伝
』

の

筋
道
を

頭
の

中

だ

け
で

理
解
す
る

の

は

簡
単
な
よ

う
に

思
い

ま
す

。

ま
ず
先
ほ

ど

紹
介
し
た

分
類
に

よ

れ

ば
、

こ

れ
は

 
の

隠
遁
者
タ

イ

プ
の

聖

人
伝
で

す
。

隠
遁

と

清
貧
と
い

う
福
音
書
の

精
神
を
、

ア
レ

ク
シ

ス

と
い

う
一

人
の

人
物
を
通

し

て

描
い

た

物
語
な

の

で

す
。

彼
は

、

財
産

も

名
声
も

捨
て

さ

り
、

禁
欲
に

徹
し

、

キ

リ
ス

ト

と

同

じ

三

十

四

年

間
の

生

涯
を

、

カ

　

リ

タ
　
ス

神
の

愛
の

た

め

に

生

き
た

の

で

す
。

　

と

こ

ろ

で
、

肉
親
愛
を
捨
て

神
の

愛
を

選
ぶ

と
い

う
の

が

『

聖
ア

レ

ク

シ

ス

伝
』

の

主
題
な
の

で

す
が

、

そ
こ

が
現
代
の

私
た

ち
の

目
に

は

奇
妙
に

映
る

部
分
で

は

な
い

か

と

思
い

ま
す

。

私

た
ち
で

あ
れ
ば

、

親
や

妻
を

捨
て

神
の

道
に

走
る
の

は
、

ど

う

考
え

て

み
て

も
非
人
間
的
な

行
動
で

あ
り

、

非
難
さ

れ
る
べ

き
生
き
方
の

よ

う
に

感
じ

ら

れ

ま
す

。

そ
れ

な

の

に

ア

レ

ク
シ

ス

が
聖

人
と

し

て

称
賛

さ

れ

る
の

で

す
か
ら

、

ど

う
し

て

も
素
直
に

納
得
で

き
な
い

と
い

う
人
が

た

く

さ
ん
い

ま
す

。

な

ぜ

肉
親
を

悲
し

ま
せ
て

も
神
に

仕
え

る

生

き

方
が

、

聖
職
者
だ

け
で

は

な

く
、

一

般
の

人
々

の

問
で

さ

え

称
賛
を

集
め

た
の

で

し
ょ

う
か

？

　

こ

の

問
題
を

解
決
す
る

の

は

容
易
で

は

あ
り

ま
せ

ん

し
、

そ

れ

だ
け
で

西

欧
の

思
想
史
を

概
観
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

ほ

ど
の

大
き

な

テ

ー
マ

で

す
。

で

す
か

ら
こ

こ

で

詳
し

く
検
討
す
る

わ

け
に

は
い

き

ま
せ

ん

が
、

な
る
べ

く
わ
か
り
や

す
く
説
明
す
る

た

め

に
、

二

つ

の

世

界
観
を
対
照

的
に

描
い

て

み

た
い

と

思
い

ま

す
。

そ
の

二

つ

と

は
、

「

科
学
的
な

世
界
観
」

と

「

魔
術
的
な
世
界
観
」

で

す
。

　

科
学
的
と
い

う
の

は

今
の

私
た

ち
の

物
の

見

方
で

す
が

、

進

歩
の

概
念
に

則
っ

て

い

る
と

い

っ

て

も
い

い

か

も
い

れ
ま

せ
ん

。

そ
の

観
点
か

ら
す
る

と
、

時
間
は

直
線
的
に

前
に

進
み

、

不
可
逆
的
で

あ
る
と

考
え
ら
れ

、

決
し

て

同
じ
こ

と

が

繰
り
返

さ
れ

る
こ

と
は

あ

り
ま
せ

ん
。

そ
こ

で

は
、

新
し
い

も
の

、

個
別
的
な
も
の

、

］

回
し

か

存
在
し
な
い

も

の
、

な

ど
に

価
値
が
お

か

れ

ま

す
。

そ
し

て
、
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日

常
的
な

次
元
の

存
在
こ

そ

が

現
実
的
で

、

人
間

に
と
っ

て

重
要
な

も
の

で

あ

る
と

み
な

し
ま

す
。

　

そ

れ
に

対
し
て

、

魔
術
的
と

こ

こ

で

い

ち

お

う
呼
ぶ

世
界
観
に

お
い

て

は
、

普
遍
的
な

も
の

、

繰
り
返
し

存
在
す
る

も
の

、

反
復
す

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
マ

ク

ロ

コ

ス

モ

ス

　

ミ

ク

ロ

コ

ス

モ

ス

る

も
の

、

な
ど

に

重
き
が

置
か

れ

ま
す

。

そ

れ
は

ど

う
い

う
こ

と

か

と
い

う
と

、

天

上
の

世
界
と

人
間
存
在
が

対
応
し
て

い

て
、

こ

の

世
の

人

間
の

人

生
も

、

天
上

の

出

来
事
に

よ
っ

て

決
ま
っ

て

い

る

と

考
え
ら

れ
て

い

る

の

で

す
。

例
え
ば

、

今
で

も
行
な
わ

れ

て

い

る

星
占
い

を

考
え
て

み

れ
ば

よ

く
わ

か
る

の

で

は

な
い

か

と

思
い

ま
す

。

星
占
い

は
、

天

上
の

星
の

配
置
が

人
間
の

運
命
を
左
右
す
る

と

い

う
考
え
に

基
づ

い

て
い

ま
す

。

つ

ま
り

、

マ

ク

ロ

コ

ス

モ

ス

と
ミ

ク
ロ

コ

ス

モ

ス

の

対
応
が

前
提
に

さ
れ

て

い

る

わ

け
で

す
。

そ

し

て
、

天
上
の

世
界
が

中
心
を

占
め

、

日

常
的
な

世
界
を

決
定
し
て

い

る
と

考
え
ら

れ
て

い

ま
し

た
。

　

と
い

う
こ

と

は
、

科
学
的
な
世

界
観
で

は

現
世
的
な

面
に

重
点
が

お

か

れ
る

の

に

対
し

て
、

魔
術
的
な

世

界
観
の

下
で

は
、

こ

の

世

の

も
の

は

は

か

な

く
移
り
す
ぎ
て

い

く
も
の

で

あ
っ

て
、

本
当
の

意
味
で

存
在
し

て
い

る

の

は

変
わ

る
こ

と

の

な
い

天

空
に

こ

そ

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

こ

と

に
な

り
ま

す
。

現
世
は

空
し

く
、

真
に

実
在
す
る

の

は

彼
岸
な
の

で

す
。

そ
う
考
え
れ

ば
、

こ

の

世
の

肉
親
愛
を

捨
て

、

神
の

愛
を

求
め

る

と
い

う
理

念
は

、

少
な

く
と

も
知
的
に
は

理

解
可
能
に

な

る
の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

？

　

し

か

し
、

感
情
的
に
は

や
は

り
納
得
が
い

か

な
い

の

で

は

な
い

か
と

思
い

ま
す

。

私
た

ち
に

は

い

ま
生

き
て

い

る

こ

の

世
界
が
す
べ

て

で

あ
っ

て
、

死
後
の

世

界
を
中
心

に

考
え
る

こ

と
は

で

き
ま
せ

ん
。

他
方

、

十
一

世
紀
く
ら
い

ま
で

の

キ

リ
ス

ト

教
で

は
こ

の

世
の

終
わ

り
が

近
い

と
い

う
考
え
方
が
ず
っ

と

あ
り

、

人
々

は

つ

ね
に

死
後
の

世
界
の

こ

と

を

真
剣
に

考
え
て
い

た

よ

う
で

す
。

そ
の

時
代

に

は
、

平
均
寿

命
は

三

十

才
く
ら
い

で

あ
り

、

幼
児
の

死
亡

率
も
五

十
パ

ー

セ

ン

ト
以

上

だ
っ

た

と
い

わ

れ
て

い

ま
す

。

死
は

人
々

の

す
ぐ
身
近
な
と
こ

ろ

に

あ
っ

た
の

で

す
。

そ
の

よ

う
な

状

況
の

中
で

は
、

誰
も
が

死
後
の

世
界
を
思
い

煩
う
こ

と

も
、

自
然
な
こ

と

だ

と

言
え

る

の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

？

　

も
し

本
当
に

死
後
の

世
界
が

あ
り

、

生

き
て

い

た

と

き
の

行
な
い

に

よ
っ

て

天
国
に

行
く
か

地
獄
に

行
く
か

と
い

う
こ

と

が

決
定
さ

一 7 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Kobe Kaisei College

NII-Electronic Library Service

れ

る

と

信
じ

る

と

す
れ
ば

、

私
た

ち

は

ど

う
考
え

る
で

し
ょ

う
。

中
世
の

人
々

と

同
じ
よ

う
に

、

こ

の

世
で

の

生

き

方
が
あ
の

世
の

価

値
に

し

た

が
っ

て

変
わ

る
の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

。

こ

の

世
で

の

行
な
い

が

悪
け
れ
ば

地
獄
に

行
か

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

と

す
る

と
、

そ

れ

を

気
に

か

け
な
が
ら

生

き
て

い

か
ざ
る

を

え

な

く
な
り
ま
す

。

そ
の

よ

う
に

考
え
る

と
、

ア
レ

ク

シ

ス

の

行
動
も

多
少
は

理

解
で

き
る

の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

？

殊
に

、

『

聖

ア
レ

ク

シ

ス

伝
』

の

中
で

は
、

最
後
に

妻
が
ア

レ

ク
シ

ス

と
と

も
に

天

上

に

迎
え
ら

れ
、

現
世
的
な
愛
情
が

あ
の

世
で

む

く
わ
れ
る

の

で

す

か
ら

、

感
情
的
に

も
あ
る

程
度
は

受
け

入
れ

る

こ

と

が

可

能
か

も
し

れ
ま

せ

ん
。
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「

結
婚
」

　

次
に

、

結
婚
の

問
題
に
つ

い

て

考
え
て
み

た
い

と
思
い

ま

す
。

十
二

世
紀
に

は

恋

愛
と

結
婚
が

文
学
の

大
き

な

テ
ー

マ

に

な

り
ま
す

が
、

こ

こ

で

は
簡
潔
に

要
点
だ
け
に

触
れ

て

お

き
た
い

と

思
い

ま
す

。

　

ア

レ

ク
シ

ス

は

気
が

進
ま

な
い

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

父
の

決
め

た

相
手
と

結
婚
を
し
ま

す
が

、

し

か
し

そ
の

日
の

う
ち

に

家
を
飛
び

出
し
て

し

ま
い

ま
す

。

そ
れ
は

な
ぜ

で

し
ょ

う
か

？
た
ぶ

ん

現
代
の

読
者
で

す
と

、

父
親
の

決
め

た

相
手
の

女
性
が
気
に

入

ら

な
か
っ

た

と

か
、

父
に

決
め

ら

れ

た
こ

と

自
体
が

嫌
で

、

結
婚
生
活
か

ら
逃
げ
出

し
た

の

だ
と

考
え
る

か

も
し

れ

ま
せ

ん
。

し

か

し
、

そ
れ
は

現
代
の

人
間
の

感
覚
で

あ
っ

て
、

十
一

世

紀
の

人
々

の

結
婚
観
は

ま
っ

た

く
違
っ

て

い

た

よ

う
で

す
。

ま
ず

、

結
婚
は

個
人
が

す
る

も

の

と
い

う
よ

り
も

、

家
と

家
の

つ

な

が

り
で

あ
り

、

さ
ら
に

は

子
孫
を

得
る

た

め
の

手
段
で

あ

る
と

考
え
ら

れ

て

い

た

の

で

す
。

で

す

か

ら
、

「

聖
ア
レ

ク

シ

ス

伝
』

に

お

け
る

結
婚
の

手
続
き
が

ア

レ

ク
シ

ス

の

家
出
の

原
因
だ

と

考
え
る

こ

と

は
で

き
ま

せ

ん
。

で

は
、

な
ぜ
、

よ
り
に

よ
っ

て

結
婚
式
を

す
ま
せ

て

か
ら

、

家
族
を
捨
て

て

し
ま

う
の

で

し

ょ

う
か
？

　

こ

の

こ

と

を

理
解
す
る

た
め

に

は
、

当
時
の

社
会
制

度
の

中
で

、

結
婚
が
ど

の

よ

う
な

機
能
を

果
た

し

て

い

た

の

か

を
知
ら
な

け
れ

ば

な
り
ま
せ

ん
。

じ
つ

は
、

こ

の

フ

ラ

ン

ス

語
の

聖

人

伝
が

語
ら
れ

て

い

た

時
代
に
は
、

二

つ

の

身
分
の

間
で

、

権
力
闘
争
が
行
な
わ
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れ
て

い

ま
し
た

。

二

つ

の

身
分
と
い

う
の

は
、

聖
職
者
と

貴
族
（

王

族
、

領
主

、

騎
士
）

で

す
。

そ
の

戦
い

の

頂
点
に

は
、

ロ

ー

マ

法

皇
と

フ

ラ

ン

ス

国
王

が
い

ま
し

た
。

そ
し

て
、

聖
人
伝
と
い

う
の

は
、

そ
の

名
前
の

通
り

、

聖
職
者
た

ち
が
自
分
た

ち
の

教
え
を
広
め

る

た

め

に

作
っ

た

も
の

で

す
か

ら
、

聖

職
者
の

思

想
が

表
現
さ

れ
て

い

る

こ

と

に

な

り
ま
す

。

そ
の

こ

と

は
、

『

聖
ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

の

中
に

も
は
っ

き
り

と

現
わ
れ

て

い

ま
す

。

物
語
の

終
わ

り
の

方
で

、

ア

レ

ク

シ

ス

が

天

に

召
さ

れ

る

と
き
法
皇
と

二

人
の

皇
帝
が

登

場
し

ま
す
が

、

そ
こ

で

は

明
ら

か

に

法
皇
が

皇
帝
の

上

に

位
置
し

て

い

ま
す

。

い

う
な

れ

ば
、

皇
帝
は

地

上
の

支
配

者
に

す
ぎ
ず

、

法

皇
は

魂
を

導
く
天

上

の

支
配
者
の

代
理
人
な
の

で

す
。

　

さ
て

、

こ

こ

で

結
婚
の

問
題
に

戻

り
ま

す
が

、

実
は

結
婚
に

関
す
る

考
え
方
に
つ

い

て
、

聖

職
者
と

貴
族
階
級
の

間
に

大
き
な

隔
た

り
が

あ
り
ま

し

た
。

ロ

ー
マ

か

ら

や
っ

て

き
た

キ

リ
ス

ト

教
的
な

考
え

方
と

、

北

方
か

ら

移

動
し
て

き

た

ゲ
ル

マ

ン

民
族
的
な
考
え
方

の

違
い

と
い

っ

て

も
い

い

か

も
し

れ

ま
せ

ん
。

そ
の

せ

め

ぎ
あ
い

の

中
で

、

聖
職
者
は

、

離
婚
し
よ

う
と

す
る
フ

ラ

ン

ス

の

大
貴
族
や

国
王

を

破
門
に

し

た

り
し

て
、

自
分
た

ち
の

権
力
を

王

権
の

上

に

置
く
こ

と

に

成
功
し
て

い

き
ま
し
た

。

　

と
こ

ろ
で

、

現
代
の

国
語
辞
典
を

引
く
と

、

「

結
婚
と

は

男
女
が

夫
婦
に

な
る

こ

と
」

と
い

う
い

と

も
簡

潔
な

定
義
が

な

さ

れ

て
い

ま

す
が

、

私
た

ち
は
こ

の

結
合
が
一

般
に
は

愛
情
に

基
づ

く
も
の

と

考
え
て

い

る
の

で

は

な
い

か

と

思
い

ま

す
。

た
と

え
お

見
合
い

を

す
る

に

し

て

も
、

相
手
に

愛
情
を

感
じ

な

け
れ

ば

結
婚
は

し

な
い

の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

。

で

は
、

中
世
の

国
王
や

領
主
た

ち
は

、

結
婚
を
ど

の

よ

う
に

考
え
て

い

た

の

で

し
ょ

う
か

？
ジ
ョ

ル

ジ
ュ

・

デ
ュ

ビ

ー

は
、

当
時
に

お

け
る

結
婚
の

役
割
を

以

下
の

よ

う
に

説

明
し

て

い

ま
す

。

　
「

結
婚
と

い

う
習
慣
が

制
度
化
さ

れ

た

の

は
、

男
性

間
に

女
性
が
秩
序
正

し

く

分
配
さ

れ

る

こ

と

を

保
証
す
る

た

め

で

あ
り

、

ま

た

女
性
を
め

ぐ
る

男
性
間
の

競
争
に

規
律
を
も
う
け

、

生

殖
を

公

認
し

、

社
会
化
す
る
た

め

で

あ
っ

た
。

こ

の

習
慣
は

、

誰
が

父
親
で

あ

る

か

名
指
す
こ

と

に
よ
っ

て
、

唯
一

の

明
確
な
親
子
関
係
で

あ
る

母
と

子
の

関

係
に

、

も
う
ひ

と
つ

の

親
子
関
係
を

加
え
る
こ

と

に

な
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る
。

ま
た

合
法
的
な

結
合
を

他
か

ら
区
別
し

て
、

そ
こ

か

ら
生

ま

れ

る

子
供
に

相
続
人
の

資
格
を

保
証
す
る

。

す

な
わ

ち

先
祖
の

名
と

さ

ま
ざ
ま
な

権
利
を

与
え
る
の

で

あ
る

。

結
婚
は

親
族
関
係
の

基
礎
を

作
り

、

そ

し
て

社
会
の

土

台
を
築
く

。

社
会
と
い

う
建
物
の

要

石

を
形
成
す
る

の

で

あ

る
。

」

（

ジ
ョ

ル

ジ
ュ

・

デ
ュ

ビ

ー

著
『

中
世
の

結
婚
』

新
評
論
）

　

結
婚
と
い

う
の

は

個
人
の

問
題
で

は

な

く
、

社
会
的
な

問
題
な

の

で

す
。

そ
し

て
、

子
孫
の

確
保
と

財
産
の

維
持
と

が

も
っ

と

も
重

要

な
こ

と

に

な

り
ま

す
。

結
婚
は

子
孫
を

得
る
た
め

の

手
段
で

あ
り

、

女
性
は

そ
の

道
具
だ
と
い

う
こ

と

に

な

り
ま
す

。

そ

し
て

こ

こ

で
は

、

愛
情
な
ど
い

う
こ

と
は

ま
っ

た

く

問
題
に
さ

れ
て

い

な
い

よ

う
で

す
。

　

も
う
少
し
だ

け
具
体
的
に

検
討
す
る

と
、

ま
ず
子
孫
の

確
保
と
い

う
の

は
、

二

つ

の

側
面
が

あ

り
ま
す

。

そ
の
一

つ

は
、

引
用
で

は

「

さ
ま

ざ
ま
な

権
利
」

と
い

う
言

葉
で

表
わ

さ
れ
て

い

ま

す
が

、

そ
の

中
心
は

財
産
（

土

地
）

の

維
持
・

拡

張
と

い

う
こ

と

に

な

り

ま

す
。

（

こ

の

問
題
に
つ

い

て

は
、

後
に
ま

た

検
討
し
ま

す
。

）

　

も
う
→

つ

の

側
面

は
、

上
の

引
用
で

は

「

祖
先
の

名
」

と
い

う
言

葉
で

表
現
さ
れ

て

い

ま
す
が

、

血

統
を

維
持
す
る
こ

と
で

す
。

当

時
の

騎
士

階
級
の

人
々

に

と
っ

て
、

祖
先
の

勇
敢
な

血

を
子
孫
に

伝
え
て

い

く
こ

と

が

中
心
的
な

課
題
で

あ
っ

た

の

で

す
。

つ

ま

り
一

人
　

人
の

人
間
は

、

個
人
と

し

て

自
立

し
て

い

る

存
在
で

あ
る

よ

り
も

、

一

族
と
い

う
鎖
の

中
の
一

つ

の

輪
に

す
ぎ
ず

、

自
分
の

と

こ

ろ

で

そ
の

鎖
を

切
ら

な
い

よ

う
に

す

る
こ

と

が
、

も
っ

と

も
重
要
だ

と

考
え
ら

れ
て

い

た
の

で

す
。

　

結
婚
し
て

子
ど

も
が
で

き
な
い

場
合
に

は
、

子
孫
が
と

だ

え
て

し

ま
う
こ

と

に
な

り

ま
す

。

そ
の

よ

う
な

事
態
に

な

る
と

、

一

族
が

消
滅
し

て

し

ま

う
危
機
と

な
る

わ

け

で

す
。

で

す
か

ら
、

も
し

結
婚
し
て

も

子
ど

も

が

で

き
な
い

と

き
に

は

そ
の

相
手
の

女
性
を

交
換

す
る

必
要
が
出
て

き
ま
す

。

（

こ

こ

で

も
、

現
代
な

ら
ば

、

男
性
の

側
に

問
題
が
あ
る

か

も
し
れ

な
い

と
い

う
と

こ

ろ

で

し
ょ

う
が

、

当
時
は

す
べ

て

は

女
性
に

か

か
っ

て

い

る

と

信
じ

ら
れ

て

い

た

よ

う
で

す
。

）

た
と

え
ば

、

詩
人
と

し

て

有
名
な

ギ
ヨ

ー

ム
・

ダ

キ

テ

ー

ヌ

や
、

フ

ラ

ン

ス

国
王
フ

ィ

リ
ッ
。

フ
一

世
な
ど
は

、

何
回
か
の

結
婚
と

離
婚
を

経
験
し
て

い

ま
す

。

そ
し
て

、

そ

れ
は

愛
情
の

問
題
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と
い

う
よ

り
も

、

子
孫
の

こ

と
が

関
係
し
て

い

る

と
、

ジ
ョ

ル

ジ
ュ

・

デ
ュ

ビ

ー

は

考
え
て

い

ま
す

。

こ

の

よ

う
に

、

貴
族

階
級
の

人
々

に
と
っ

て

の

結
婚
と

は
、

家
門
の

維
持
を

保
証
す
る
た

め

の

制
度
で

あ
っ

た
わ

け
で

す
。

　
そ

れ
に

対
し
て

、

聖
職
者
は
ど

の

よ

う
な
立
場
に

立
っ

て
い

た
の

で

し
ょ

う
か
？
八

世

紀
頃
ま

で

は
、

宗
教
が
結
婚
に

か
か

わ

る
こ

と

は

な
か
っ

た

よ

う
で

す
。

つ

ま

り
、

結
婚
は

世
俗
の

事
柄
で

あ

り
、

聖
職
者
は

結
婚
に

介
入
し

な

か
っ

た
の

で

す
。

し

か
し

、

聖

職

者
た

ち
は

、

結
婚
を
自
分
た

ち
の

領
域
に

取
り
込
む

よ

う
に
な
っ

て
い

き
ま

す
。

そ
し

て

九
世

紀
頃
に

な
る

と
、

キ

リ
ス

ト

教
的
な

見

地
か

ら
、

世
俗
の

結
婚
の

モ

ラ

ル

に

異
義
を
唱
え
始
め

ま
す

。

そ
の

こ

ろ

聖

職
者
が

俗
人

に

教
え

た

結
婚
の

モ

ラ
ル

は
、

ω
一

夫
一

婦

制
、

 

族
外
婚、

 
快
楽
の

抑
制

、

と
い

う
三
つ

の

掟
に

要
約
す
る

こ

と

が

で

き
る

そ
う
で

す
。

　
こ

こ

で

重
要
な
こ

と

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

モ

ラ
ル

で

は
、

離
婚
は

禁
止
さ

れ

る
こ

と

で

す
。

こ

れ

は
、

貴
族
階
級
に

と
っ

て

は

大
変

な

問
題
で

す
。

も

し

家
長
の

夫
婦
に

子
ど
も
が
で

き
な
い

場
合

、

一

族
が

存
続
の

危
機
を
迎
え
る

こ

と

に

な
り

ま
す

。

そ
こ

で
、

王

候

貴
族
た
ち
は

、

近
親
で

あ
る
こ

と

を

理
由
と

し
て

妻
と

離
婚
す
る
と

い

う
手
段
に

訴
え
て

い

ま
し

た
。

そ
の

こ

と

に

対
し

て
、

聖

職
者

た

ち
は

最
初
の

う
ち
は

寛
容
で

し
た

が
、

十
二

世
紀
頃
か

ら
は

彼
ら
の

力
が

強
ま
り

、

離
婚
が

厳
格
に

禁
止
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

て

い

っ

た

よ

う
で

す
。

そ
こ

で
、

離
婚
に

対
し
て

、

破
門
の

宣
告
が

多
く
出
さ
れ

る

わ

け
で

す
。

　
さ

ら
に

興
味
深
い

の

が
、

快
楽
の

抑
制
と

い

う
モ

ラ

ル

で

す
。

キ

リ
ス

ト

教
で

は
、

初
め

か

ら
、

性
的

活
動
は

悪
い

も
の

と

考
え

ら

れ

て

い

ま
し
た

。

肉
体
的
な

活
動
を

し
な
い

ま
ま
一

生

す
ご

す
ご

と

が
、

も
っ

と
も
望
ま
し
い

人
間
の

生

き
方
な
の

で

す
。

聖
職
者
が

俗
人
の

上

に

立
つ

の

も
、

禁
欲
に

基
づ

い

て

い

る

と

考
え
て

も
い

い

か

も
し

れ

ま
せ

ん
。

「

地

上

に

お
い

て

神
へ

の

奉
仕
に

身
を

捧
げ

る

人
々

は
、

天
使
の

す
ぐ

下

と
い

う
最
高
位
に

お

か

れ

る
。

（

…
）

彼
ら

が
優
位
に

立
つ

の

は
、

純
粋
さ
と

い

う
こ

と

に

由
来
す

る

の

で

あ
っ

た
。

」

（
『

中
世
の

結
婚
』

）

こ

こ

で

純
粋
と

訳
さ
れ

て
い

る

の

は
、

純
潔
と
い

う
こ

と

で

す
。

　
し

か

し
、

キ

リ
ス

ト

教
者
全
員
が

そ

う
い

う
状
態
に
な
っ

て

し

ま

え
ば

、

子
孫
が
い

な

く
な

り
、

ひ

い

て

は

キ

リ
ス

ト

教
者
が
い

な
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く
な
っ

て

し

ま
い

ま

す
。

そ
こ

で

結
婚
に

よ

っ

て

子
ど

も
を

生

む
こ

と

が
、

俗
人
に

は

許
さ
れ
る

こ

と

に

な

る
の

で

す
。

「

貴
族
と

農

奴
の

役
割
は

、

女
に

子
供
を
生
ま

せ

る
こ

と

な
の

で

あ
る

。

」

（

『

中
世
の

結
婚
』

）

　
た

だ
し
そ
こ

で
、

生

殖
行
為
に
お
い

て
、

快
楽
を

感
じ
て

は

い

け
な
い

と
い

う
条
件
が
つ

く
の

で

す
。

結
婚
は

、

姦
淫
が

行
な
わ

れ

る

の

を

防
ぐ
防
波
堤
で

あ
り

、

人
を

罪
か

ら

遠
ざ
け
る

の

だ

と

教
え
ら
れ

る

の

で

す
が
、

さ
ら
に

結
婚
生

活
に

お
い

て

も
、

快
楽
を
感

じ

れ

ば
、

そ

れ

が

姦
淫
に

な
っ

て

し

ま
う
と
い

う
の

で

す
。

こ

れ

も
、

今
の

私
た

ち

か

ら
す
れ
ば

ず
い

ぶ

ん

と

奇
妙
な
こ

と

に

感
じ
ら

れ

る

の

で

す
が

、

実
際
に

教
会
の

中

で

は
こ

の

よ

う
な
モ

ラ

ル

が
説
か

れ
、

そ

れ

に

従
っ

た

贖
罪
規
則
書
ま

で

作
ら
れ
て

い

ま

し

た

（

『

西
洋
中
世
の

男
と

女
」

）
。

そ
の

中
に

は
、

夫
婦
間
で

性
的
な

行
為
を

し

て
は
い

け

な
い

場
合
が

、

は
っ

き
り
と

定
め

ら
れ
て

い

ま

す
。

こ

の

よ

う
な

表
を

見
ま

す
と

、

個
人
的
な

性
の

問
題
に

ま

で

教
会
が
い

か

に
か

か
わ
っ

て

い

た

か
と

い

う
こ

と
が

、

よ

く
わ
か

り
ま

す
。

教
会
の

モ

ラ

ル

に

お
い

て

は
、

夫
婦
の

性
生

活
に

お
い

て

も

快
楽
は

禁
じ

ら

れ
、

結
婚
し
て

も
純
潔
を

保
ち
続
け
る

の

が

理
想
的
な
夫

婦
で

あ
っ

た

の

で

す
。

　

結
婚
に

関
す
る
こ

の

よ

う
な
二

つ

の

立

場
の

争
い

を

通
し
て

み
た

と

き
、

ア

レ

ク
シ

ス

が
、

な
ぜ

結
婚
式
を

行
な
い

な
が

ら
、

妻
に

天

国
に
お

け
る

真
実
の

生
を
教
え

諭
し

て

た

後
で

家
を

出
て

い

く
の

か

が

明
ら
か

に

な

り
ま

す
。

つ

ま
り

、

そ
こ

に

は
、

聖
職
者
と

貴

族
の

モ

ラ

ル

の

葛
藤
が

明
瞭
に

な

る

よ

う
な
状
況
が

描
き
だ
さ

れ
て

い

る
の

で

す
。

父
親
は

貴
族
階
級
の

考
え
方
に

従
っ

て
、

ア

レ

ク

シ

ス

を

結
婚
さ
せ

、

子
孫
を

得
よ

う
と

し

ま
す

。

他
方

、

ア

レ

ク

シ

ス

は

聖

職
者
の

結
婚
観
を

体
現
し

、

結
婚
生

活
を
逃
れ
て

、

隠
遁

者
と

し
て

の

生

活
を
送
ろ

う
と

し

ま

す
。

彼
が
聖

人
と

し

て

崇
め

ら

れ

る
の

は
、

ま
さ
に

彼
が

教
会
の

結
婚
に

対
す
る

意
識
を

具
現
化

し
て

い

る

か

ら
な
の

で

す
。

そ
し

て
、

聖

人
伝
は

聖

職
者
た
ち
が

俗
人
に
キ

リ
ス

ト

教
の

教
え
を

伝
え
る

た
め

に

語
ら
れ

た
わ

け
で

す

か

ら
、

ア

レ

ク
シ

ス

の

生
き
方
が

称
揚
さ

れ
る

の

は

当
然
だ

と
い

う
こ

と

に
な

り
ま
す

。

　
興
味
深
い

こ

と

に
、

十
三

世
紀
に

ラ

テ
ン

語
で

書
か

れ

た
『

黄
金

伝
説
』

の

中
の

「

聖

ア

レ

ク

シ

ス
」

で

は
、

ア

レ

ク

シ
ス

の

両
親

一 12 一
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も

彼
が
生

ま

れ
た

後
、

「

こ

れ
か

ら
は

肉
の

交
わ

り

を
し

な
い

で

生
涯
を
お

く
り
ま
す
と

神
に

誓
っ

た
。

」

と

い

う
記
述
が

な

さ
れ

て
い

ま

す
。

で

す
か

ら
こ

こ

で

は
、

聖

人
で

あ
る

ア

レ

ク
シ

ス

だ

け
で

は

な

く
、

彼
の

両
親
ま
で

純
潔
を
守
る

理

想
的
な
夫
婦
と
い

う
役
割

を

担
っ

て

い

る
こ

と
に
な

り

ま

す
。

結
婚
生

活
に

お
け
る

快

楽
の

禁
止
と

い

う
思
想
が

あ
っ

た
こ

と

が
、

こ

こ

で

は

い

っ

そ

う
明
瞭
に

表
わ

さ
れ

て

い

ま
す

。

　

以

上
の

検
討
か

ら
、

な

ぜ

ア

レ

ク
シ

ス

が
わ

ざ
わ
ざ

結
婚
の

当
日
に

家
を
逃
れ

去
っ

た
の

か

が

明
ら
か

に

な
っ

た
の

で

は

な
い

で

し

ょ

う
か

。

現
在
の

私
た
ち
の

感
じ
方
で

は
た

い

へ

ん

お
か

し

く
思

わ
れ
る

こ

と

も
、

そ
の

当
時
の

状
況
に

照
ら

し

て

み
る

と
、

そ
れ

が

な
ぜ

で

あ
り

、

ど

う
い

う
意

味
を
も
っ

て

い

た
の

か
と

言

う
こ

と
が

、

少
し
つ

つ

理
解
で

き
る

は

ず
で

す
。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

ラ
テ

ン

語
か

ら
古
フ

ラ

ン

ス

語
へ

　
こ

こ

ま
で

聖

人
伝
の

価
値
観
と

結
婚
に

ま
つ

わ

る

聖

職
者
と

貴
族
階
級
の

葛
藤
を

明

ら
か

に

し
て

き
ま
し
た

が
、

今
度
は

ま

ず
『

聖

ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

が

成
立

し
た

背
景
を

年
代
的
に

辿
り

、

次
に
ラ

テ

ン

語
か

ら
古
フ

ラ

ン

ス

語
に

移
行
す
る

の

に
つ

れ

て

同
じ

物
語
の

表
現
形
態
が
ど

の

よ

う
に

変
わ
っ

て
い

っ

た
の

か

探
っ

て

い

ま
す

。

一 B 一
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「
『

聖
ア

レ

ク
シ
ス

伝
』

の

起
源
」

　

ア

レ

ク

シ

ス

の

物
語
の

起
源
は

、

紀
元
五

世
紀
前
半
の

ト
ル

コ

の

ウ

ル

フ

ァ

（

当
時
の
エ

デ

ィ

ッ

サ
）

に

生

ま
れ
た

「

神
の

人
」

の

伝
説
で

あ
る

と

さ

れ
て

い

ま
す

。

そ
の
エ

デ
ィ

ッ

サ
と
い

う
の

は

初
期
キ

リ
ス

ト

教
の

伝
道
基
地
と

し
て

栄
え
た

町
だ

そ
う
で

す
か

ら
、

こ

う
い

っ

た

聖
人
の

物
語
が
作
ら

れ

た
と

し
て

も
不
思

議
で

は

な
い

と

い

え

ま
す

。

最
初
は
で

す
か

ら
シ

リ
ア

語
の

伝
説
が

作
ら
れ

た

わ

け
で

す
が

、

そ
こ

で

は

聖

人
は
エ

デ

ィ

ッ

サ
で

清
貧
の

う
ち

に

死
ぬ

と
い

う
物
語
だ
っ

た

そ

う
で

す
。

で

す
か

ら
、

古
フ

ラ

ン

ス

語



Kobe Kaisei College

NII-Electronic Library Service

の

物
語
か

ら

す
る
と

前
半
部
分
だ

け
し

か

な
か
っ

た
こ

と

に

な
り
ま

す
。

　

そ
の

後
、

ア

レ

ク
シ

ス

伝
は

ギ

リ
シ

ア

に

渡
り

、

登
場
人
物
の

名
前
が

ギ

リ
シ

ア

風
に

変
え
ら
れ
た

の

で

す
が

、

そ

れ
だ

け
で

は

な

く
、

ロ

ー
マ

で

の

苦
行
を

物
語
る

後
半
部
分
も

付
け
加
え
ら
れ

ま
し
た

。

で

す
か

ら
、

後
の

聖
人
伝
の

骨
格
は

、

こ

の

こ

ろ

整
え
ら
れ

た

と

考
え
ら

れ
て

い

ま

す
。

　

し

か

し

実
際
に

西
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

に

伝
え
ら
れ
た

の

は

意
外
に

遅
く

、

九

百
七

十

七

年
に

ロ

ー

マ

に
亡

命
し
た

ダ
マ

ス

カ

ス

の

大
司
教

セ

ル

ギ

ウ
ス

が
、

ロ

ー

マ

の

聖
ボ
ニ

フ

ァ

ッ

チ
ョ

教
会
に

こ

の

伝
記
を

も
た

ら

し

た
と
い

う
こ

と

に
な
っ

て

い

ま

す
。

そ

し
て
、

古
フ

ラ

ン

ス

語
の

物
語
の

元
に

な
っ

た

ラ

テ

ン

語
の

物
語
が

作
ら
れ

た

の

も
、

そ
の

教
会
の

周
辺

に
お
い

て

で

は

な
い

か
と

言
わ
れ

て

い

ま

す
。

そ
の

ラ
テ

ン

語
の

散
文
の

伝
記

に
つ

い

て

は
、

後
で

古
フ

ラ
ン

ス

語
の

も
の

と

比

較
し
て

み

た
い

と

思
い

ま
す

。

　

こ

の

よ

う
に

西
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

に

移

入

さ

れ
た

後
は

、

大
変
な

人
気
を
博
し

、

フ

ラ

ン

ス

語
だ

け
で

は

な

く
、

イ
タ

リ

ア

語
、

ド

イ

ツ

語
に

も
詩
的
に

翻
案
さ

れ
て

、

ひ

ろ

く
読
ま
れ

ま
し
た

。

ま
た

、

十
三

世
紀
に

聖
人
伝
を
集

大
成
し

た

ヤ
コ

ブ
ス

・

デ
・

ヴ
ォ

ラ

ギ

ネ

に

よ

る

ラ

テ

ン

語
の

『

黄
金
伝

説
』

に

も

収
め

ら
れ
て

い

ま
す

。

　

さ
て

、

古
フ

ラ

ン

ス

語
の

『

聖

ア

レ

ク

シ
ス

伝
』

の

作
者
は

わ

か
っ

て

い

ま
せ

ん

が
、

十
一

世

紀
の

中
頃
に

、

ノ

ル

マ

ン

デ

ィ

ー

地

方
で

成
立
し

た
と

い

う
こ

と

で

す
。
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「

詩
句
」

　

で

は

古
フ

ラ
ン

ス

語
の

表
現
に

よ

る

特
色
を

見
て

い

き
た
い

と

思
い

ま
す

。

十
→

世
紀
の

フ

ラ
ン

ス

語
は

、

現
在
の

フ

ラ
ン

ス

語
と

は

非
常
に

違
っ

て

い

ま
す
か

ら
、

現
代
の

言
葉
の

理

解
だ

け
で

は

読
む
こ

と

が
で

き
ま
せ

ん

が
、

韻
の

関
係
な

ど

あ
り
ま

す
か

ら
、

一

節
だ
け
古
フ

ラ

ン

ス

語
を

書
い

て

み
ま

す
。

（

訳
は

『

フ

ラ

ン

ス

中
世
文
学
集
』

に

よ

り
ま

す
。

）
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日

も
暮
れ
て

　
ぬ

ば

た
ま
の

夜
と

も
な
れ

ば

父
の

言
う
「

息
子
よ

　
妻
と
寝
よ

天

に

ま
し
ま

す

神
の

御
心
の

ま
ま

に
」

父
を

悲
し

ま
す
る

を
怖
れ

た
れ

ば

子
は

新
妻
の

待
つ

部
屋
へ

と
赴

け
り

一 15一

　

こ

れ

は

『

聖
ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

の

第
十
一

節
で

す
が

、

フ

ラ
ン

ス

語
の

文
章
を
見
て
い

き
ま

す
と

、

皀

巴

や

鼻
四

日
ぴ

お
、

σq8

巨
は
、

現
代
フ

ラ
ン

ス

語
と

ま
っ

た

く
同
じ

単
語
が

使
わ

れ

て
る

の

が

わ

か

り
ま

す
。

ま
た

、

象
゜。

“

な
ど

は
、

＆
け

（

言
う

）

で

は

な
い

か
と

推

測
が
つ

き
ま

す
。

し

か

し
、

8
や
g。
一

、

8
な

ど

ま
っ

た

く
違
う
言
葉
も
あ
り
ま

す
。

ま
た
℃
Φ

脅
 

や
U
 
口

な
ど

は

ラ
テ

ン

語
の

単
語
の

形
を
と

ど

め

い

る

単

語
も
使
わ

れ
て

い

ま
す

。

こ

の

よ

う
に

見
て

い

く
と

、

古
フ

ラ
ン

ス

語
と
い

う
の

は
、

現
代
の

フ

ラ

ン

ス

語
と
ラ

テ
ン

語
の

中
間

に

位
置
し

て

い

た
こ

と

が
わ

か
る

の

で

は

な
い

か
と

思
い

ま
す

。

Kobe 　Kaisei 　
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と
こ

ろ

で
、

そ

れ

ぞ

れ
の

行
の

最
後
の

母
音
を

読
ん

で

み
る

と

わ

か

り
ま

す
が

、

十
一

節
で

は

す
べ

て

の

行
が

、

（
 

v

と
い

う
音
で

終
わ
っ

て

い

ま

す
。

こ

の

よ

う
な

終
わ

り
方
を

、

半
音
階

あ
る

い

は

母
音
押
韻
（

 
ω
ω
O］
PO

昌
O
Φ
）

と

呼
ん
で

ま
す

。

こ

れ

は

最
後
の

音

節
の

強
勢
母

音
だ

け

を
一

致
さ

せ

る

方
法
で

、

後
に

使
わ
れ
る

よ

う
に

な

る

脚
韻
（

匡

旨
 
）

の

前
の

段
階
を

示
し

て
い

ま
す

。

こ

の

よ

う
に

最
後
の

母
音
の

音
を

そ
ろ

え
る

こ

と

で
、

吟
遊
詩
人
が

物
語
を

覚
え
る

の

が

や

さ

し

く
な
っ

た

り
、

歌
い

や

す
く
な
っ

た

り
し

た
の

で

は

な
い

か

と
言
わ

れ

て
い

ま
す

。

　

ま
た

、

一

行
は

十
音
で

綴
ら

れ

て

い

ま
す

。

こ

の

よ

う
な
十
音
綴
詩
句
は

中
世
に

た
い

へ

ん

よ

く

使
わ

れ
た

形
で

、

次
に

検
討
す
る

武

勲
詩
な
ど

も
十

音
綴
詩

句
で

書
か

れ
て

い

る

こ

と

が

多
い

よ

う
で

す
。

そ

し

て
、

『

聖
ア

レ

ク

シ

ス

伝
』

で

は
、

一

行
十
音
の

詩

句

が
五

行
あ
つ

ま
っ

て
、

一

つ

の

節
（

°・

貯
暑
げ
 ）

を

形
作
っ

て

い

ま
す

。

で

す
か
ら

引
用
は

、

一

節
す
べ

て

を

挙
げ
た
こ

と

に

な

り
ま

す
。

「

文
学
言
語
と

し

て
の

古
フ

ラ
ン

ス

語
の

誕
生
」

　

で

は
、

古
フ

ラ

ン

ス

語
で

書
か

れ
た

『

聖

ア
レ

ク
シ

ス

伝
』

は
、

そ
の

も
と

と

な
っ

た

ラ

テ
ン

語
の

テ
ク
ス

ト
と

比
べ

て
、

ど

の

よ

う
な

特
長
が
あ
る

の

で

し
ょ

う
か

？
ア

ウ
エ

ル

バ

ッ

バ

の

有
名
な
『

ミ
メ

ー

シ

ス
』

と
い

う
本
の

中
で

、

そ
の

比
較
が
行
な

わ
れ

て

い

ま

す
。

で

す
か

ら
、

そ
の

研
究
を

参
考
に

し
て

、

十
一

世

紀
に

な
っ

て

よ

う
や

く
文
学
の

言
葉
と

し
て

成
立
し
は

じ

め

た

古
フ

ラ

ン

ス

語
の

表
現
を

検
討
し
て

い

き
た
い

と
思
い

ま

す
。

ま
ず
初
め

に
、

ア

レ

ク

シ

ス

が

寝
室
の

中
で

妻
を
諭
し

家
を

出
て

い

く
場
面
に

つ

い

て
、

ラ

テ

ン

語
の

テ

ク
ス

ト
と

古
フ

ラ

ン

ス

語
の

テ

ク

ス

ト
を

引
用
し
て

い

き
ま

す
。
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ラ

テ

ン

語
の

テ

ク
ス

ト

　

夜
に

な
る

と
エ

ウ

フ
ェ

ミ

ア

ヌ

ス

は

息
子
に

言
っ

た
。

「

息
子
よ

。

寝
室
に

行
き
な
さ
い

。

そ

し
て

お

前
の

妻
を

訪
ね
な

さ
い

。

」

し

か

し
、

気
高
い

キ

リ
ス

ト
の

知
恵
に

充
ち

た

若
者
は

、

部
屋

に

入
る

と

彼
の

妻
を

教
え
さ
と

し
、

多
く
の

聖
な
る

事
柄
に

つ

い

て

話
し

は

じ

め

た
。

そ
れ

か

ら

彼
女
に

金
の

指
輪
と

絹
の

緋

布
に

ま
い

た

剣
の

留
め
金

と

を

わ

た

し

て

言
っ

た
。

「

こ

れ

ら
の

も
の

を

神
の

意

に

か

な

う
か

ぎ
り
末
な

が

く
し

ま
っ

て

お

き
な

さ
い

。

そ

う
す
れ

ば
、

神
は

わ

た

し

た

ち
の

間
に
い

つ

も
お
ら

れ

る
で

し
ょ

う
。

」

そ

れ
か

ら

彼
は

、

自
分
の

貯
え
を

も
っ

て
、

海
の

方
へ

降
り
て

行
っ

た
。

　
（

ア

ウ

エ

ル

バ

ッ

バ

『

ミ

メ

ー

シ

ス
』

筑
摩
書
房
）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

Kobe 　Kalsel 　College

古
フ

ラ

ン

ス

語
の

テ

ク
ス

ト

　

　

十
一

　

　

日

も
暮
れ
て

、

ぬ

ば

た
ま
の

夜
と

も

な
れ
ば

　

　

父
の

言
う
「

息
子
よ

、

妻
と

寝
よ

。

　

　

　
　

ま

　

　

天

に
座

し
ま
す

、

神
の

御
心
の

ま

ま
に

」

　

　

父
を
悲
し
ま
す
る
を

怖
れ

た
れ

ば

　

　

子
は

新
妻
の

待
つ

部
屋
へ

と

赴
け
り

。

　

　

十
二

　

　

　
　

　
　

　

　
　
ゐ

し

ど

　

　

ア

レ

ク

シ

ス

殿、

伏
床
を

見
や

り
、

乙

女
を
見
れ

ば
、

　

　

忽
ち

思
い

は
、

天
に

座
し

ま
す
主
に

及
ぶ

。

一 17 一



Kobe Kaisei College

NII-Electronic Library Service

Kobe 　Kalsel 　College

そ
れ

ぞ

な
べ

て

の

宝
に
ま

し
て

、

尊
い

お
方

。

「

お
お

神
よ

、

何
た

る

大
罪
わ

が

身
に

迫
り
し
こ

と
そ

。

今
に
し
て

遁
れ

ざ
れ
ば
、

主
を

見
失
わ
ん

事
を

恐
る

る

の

み
。

」

十
三

ア

レ

ク
シ

ス

殿
は
、

乙

女
に

語
り

給
う

。

こ

の

世
の

生
を
ば
、

激
し

く
難
じ

、

　
　
　
ま

こ

ンロ

天

国
の

真
実
の

生

を
、

誉
め

称
う
。

　
　
　

　
　
ひ

た
す

ら

さ
れ
ど

心
は
一

向
に

、

遁
れ

去
る

こ

と
の

み

ぞ
願
い

た
る

。

十
四

「

聞
け

、

乙
女
子
よ

、

尊
き
御
血

で
わ

れ
ら

を

贖
い

給
い

し

　
　
　

　
　
つ

ま

御
主
を
ば

、

夫
と
せ

よ
。

う
つ

せ

み
の

こ

の

世
に
は
、

全

き
愛
は

な
く

、

生

命
は
か

な

く、

永
ら

う
る

誉
れ

と
て

な
し

。

こ

の

世
の

喜
び

も
、

大
い

な
る

悲
し
み

に
変
わ
ろ

う
そ

。

」

十
五

諭
す
べ

き
ほ

ど
の

こ

と

を
ば
、

述
べ

た
れ
ば

、

ア

レ

ク
シ

ス

殿
、

佩
刀
の

輪
と

指
輪
を
託
し、

神
に

妻
を

委
ね
た

り
。

一 18 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Kobe Kaisei College

NII-Electronic Library Service

急
ぎ
父
の

館
を

、

立
ち
い

で

て
、

夜
陰
に

紛
れ

、

己
が

故
国
を

逃
れ

去
る

。

十

六

ひ

た

マ

ら

一

向
に

道
を

急
ぎ

、

海

辺
に

到
れ
ば

、

乗
合
わ

す
べ

き
船
の
、

は

や
彼
を
待
ち
い

た

り

（

・

：
）
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こ

の

両
者
の

比
較
か

ら

明
ら
か

に

な
る

の

は
、

ラ

テ

ン

語
の

文
章
が

事
実
を

た
ん

た

ん
と

述
べ

て

い

る

の

に

す
ぎ
な
い

の

に

対
し
て

、

フ

ラ

ン

ス

語
の

物
語
で

は
、

感
情
の

動
き
が
か

な

り
明
瞭
に

表
現
さ

れ
て

い

る
と
い

う
こ

と

で

す
。

ア

ウ
エ

ル

バ

ッ

ハ

は
こ

う
述
べ

て

い

ま

す
。

「

（

ラ

テ
ン

文
で

は
）

す
べ

て

が

平
板
で

、

一

本

調
子
で

、

変
化
に

乏
し
い

。

（

…
）

人

間

的
な

感
動
に

乏
し

く
、

（

…
）

生

命
の

動
き
が

感
じ

ら
れ

な
い

。

こ

の

詩
は

民
衆
の

言
葉
（

古
フ

ラ
ン

ス

語
）

に

訳
さ
れ

て

は

じ
め

て

個
々

の

画
面

に

起

伏
が

で

き
、

人
物
に

も
人
間
味
と

生

命
が

そ
な
わ
っ

た
の

で

あ

る
。

」

（

『

ミ

メ

ー

シ

ス
』

）

　

実
際

、

フ

ラ
ン

ス

語
の

テ

ク
ス

ト
を

読
む
と

、

直
接
話
法
が

多
く

使
わ

れ
、

ア

レ

ク

シ

ス

の

内
的
な

葛
藤
も
描
か
れ

て

い

ま
す

。

特

に

第
十
二

節
な
ど

、

床
の

方
を
見
れ
ば

、

そ
こ

に
は

妻
が

彼
を

待
っ

て

い

ま
す

。

そ
の

誘
惑
を

振
り

切

る
よ

う
に

神
の

こ

と

を

考
え

、

「

今
に

し

て

遁

れ

ざ
れ
ば

、

主
を

見
失
わ

ん

事
を
恐
る
る

の

み
」

と
、

自
分
の

決
心
を

固
め

る

ア

レ

ク

シ

ス

の

様
子
が

描
か
れ

て

い

ま

す
。

こ

の

よ

う
な

苦
し

み
の

表
現
は

ラ

テ

ン

語
の

文
に

は

ま
っ

た

く
見
ら

れ

な
い

も
の

で

す
。

儀
式
の

た
め

の

ラ

テ

ン

語
で

は

な
く

、

日

常
生

活
の

中
で

使
わ

れ
て

い

る
フ

ラ

ン

ス

語
よ
っ

て

語
ら

れ
る

こ

と
で

、

聖
人

が

人
間
的
な

姿
を

取
る
よ

う
に

な
っ

た

と
い

う
指
摘

は
、

二
つ

の

テ
ク

ス

ト

を
比

較
し
て

読
ん

で

み
る

と
、

大
変
に

説
得
力
が

あ
り
ま

す
。

日

常
の

言
葉
（

フ

ラ
ン

ス

語
）

が
、

人
間
を

人
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間
ら
し

く
描
く
こ

と

を

可
能
に

し

た
の

で

す
。

　

同
じ

よ

う
な

例
は

、

ア

レ

ク
シ

ス

が
ロ

ー

マ

の

町

に

戻
っ

て

き
た

と

き
の

記
述
に

も
見
ら
れ
ま
す

。

そ
の

と
き

、

聖

人
は

人
間
的
な

弱
さ

を

垣
間

見
せ

ま

す
。

そ

し

て
、

神
に

向
か
っ

て
、

「

御
心
に

叶
わ

ば
、

こ

の

地
に

は

来
と

う
は

あ
り
ま
せ

な

ん

だ
。

」

（

第
四

十
一

節
）

と

自
分
の

苦
し

み

を

打
ち
明
け
ま

す
。

こ

の

よ

う
な

内
的
独
白
は

、

ラ

テ
ン

語
の

文
に

は

な

く
、

古
フ

ラ
ン

ス

語
の

物
語
に

な
っ

て

初
め

て

付
け
加
え
ら

れ

た
も
の

だ

そ

う
で

す
。

こ

の

こ

と

か

ら
も

、

ラ

テ
ン

語
か

ら
古
フ

ラ

ン

ス

語
へ

の

移
行
に

伴
っ

て
、

人

間
的

な

感
情
が

素
直
に

表
現
さ
れ
る

よ

う
に
な
っ

た
か

と
い

う
こ

と

が
、

よ

く
わ

か

る
の

で

は

な
い

か
と

思
い

ま
す

。

N 工工
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そ
の

よ

う
な

観
点
か

ら
、

フ

ラ

ン

ス

語
で

書
か

れ
た

『

聖
ア

レ

ク

シ

ス

伝
』

を
読
ん

で

い

く
と

、

聖
人
と
し
て

の

ア

レ

ク

シ

ス

の

姿

が

美
し

く
描
か

れ

る

の

と

平
行
し

て
、

父

母
や
妻
の

嘆
き
が
生

々

し

く
描
か

れ
て

い

る

の

に

気
付
き
ま

す
。

例
え

ば
、

ア

レ

ク
シ

ス

を

探
し

に

行
っ

た

召
使
が

戻
っ

て

き

た

後
、

ア

レ

ク
シ

ス

の

母
親
は

悲
し

み
の

た
め

に
、

こ

れ
か

ら
は

自
分
も
安
逸

を
退
け
よ

う
と

決
心

し

ま
す

。

古
フ

ラ
ン

ス

語
で

綴
ら

れ
た

そ
の

嘆
き
は

、

私
た
ち

現
代
人
の

目
か

ら
見
て

も
人

間
的
で

率
直
な
感
情
の

表
現
に

な
っ

て

い

ま
す

。
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二

十
七

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　
は

ら

「

わ

が

ア
レ

ク
シ

ス

よ
、

そ
な
た

を
孕
み

し
は

何
故
ぞ

。

　
　

　

わ
ら
わ
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

く

そ
な

た
は

妾
の

許
を

去
り

、

妾
は

苦
し
み

暗
れ
ま
ど

う
。

い

ず
方
へ

、

い

ず
れ

の

国
に

尋
ね

ゆ
け
ば
と

て
、

　
　

　

ひ

た

ナ
ら

妾
は
た

だ
一

向
に

迷
う
ば

か

り
。
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父
御
と

も
ど

も
、

心
楽
し
む
こ

と

は
あ

り
ま
す
ま
い

そ
。

」

二

十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ

し

ど

悲
し

み

に
胸
ふ

た

が
れ

て
、

臥
所
に

到
り

、

母
親
は
一

物
も
あ
ま
さ

ず
、

臥
所
の

調
度
を

剥
ぎ
取
り
て
、

絹
の

壁

掛
け

、

飾
り
の

品
に
も
及
び
た

り
。

母
親
は

、

深
く
悲
し

み

嘆
き
つ

つ
、

そ
の

日

よ
り

、

歓
を

尽
く
す
こ

と

は

な
か
り

き
。

二

十
九

母

親
は

嘆
き
つ

つ

「

臥
所
よ

、

美
々

し

く
飾
ら
れ
て

愉
楽
の

行
な

わ
る
る

こ

と

絶
え
て

あ
り
ま

す
ま
い

そ
。

」

賊
兵
の

略
奪
さ
な

が
ら

、

打
ち
こ

ぼ

ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

ば
り

そ
の

あ
と
に

粗
布
と

、

や
ぶ

れ

幕
を
張
り
回
ら
し

、

大
い

な
る

善
美
は
、

深
き
憂
愁
へ

と

変
え
ら

れ
た

り
。
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こ

こ

で

は
、

母
親
の

度
を

越
し

た
激
し
い

嘆
き
に

驚
い

て

し
ま
う
く

ら
い

な
の

で

す
が

、

そ
れ
で

も
以
前
に

見
た

ラ

テ

ン

語
の

引

用

か

ら
は

ほ

ど

遠
い

と
こ

ろ

に
い

る

こ

と

に

注
目
し

な
け
れ

ば
な
り
ま
せ

ん
。

一

方
は

聖
人
の

姿
を
理

想

化
し
て

、

そ

れ
だ

け

を
た

ん

た

ん

と

綴
っ

て

い

る

の

に

対
し
て

、

こ

こ

に
は

そ
の

聖

人
の

生

き
方
が

理

解
で

き
ず

、

素
直
に

苦
し
み

、

嘆
き
悲
し

ん
で

い

る

人
間
の

姿

が
、

鮮
明
に

浮
き

彫
り
に

さ

れ
て

い

る
の

で

す
。

そ
し

て
、

こ

の

よ

う
な

嘆
き
の

言
葉
を

読
ん

で
い

ま

す
と

、

中
世

に
お
い

て

も
一

般

Kobe 　Kalsel 　
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の

人
々

は
、

頭
で

は

現
世
で

の

生
の

は

か

な

さ

や

天
国
で

の

至
福
を
理
解
し

な

が

ら
、

を

素
直
に

感
じ
て

い

た
と

い

う
こ

と

が

実
感
で

き

ま
す

。

や

は

り
日

常
生

活
に

生

き
、

こ

の

世
で

の

愛
情

　

と
こ

ろ

で
、

こ

の

時
代
の

言
語
活
動
は

、

ラ

テ

ン

語
と

地
方
語
（

古
フ

ラ

ン

ス

語）

と
い

う
二

重
の

構
造
を
も
っ

て
い

た

わ

け
で

す

が
、

一

方
が
公
用
語
で

あ
る

の

に

対
し

て
、

他
方
は

日

常
的
に

使
わ

れ

る

卑
俗
な
言
葉
で

し
た

。

そ
し

て
、

そ
の

二

つ

の

言
葉
に

は

そ

れ

ぞ

れ
の

役
割
が

あ
っ

た

の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら

れ

て

い

ま

す
。

　

国

境
を

越
え
た

学
問
的
な

知
識
の

伝
達
に
は

ラ

テ

ン

語
の

力
が

大
き
く
か

か

わ
っ

て

い

ま

し

た
。

ラ

テ

ン

語
が

共
通
語
と

し

て

存
在

し

て

い

た

た
め

に
、

ド

イ
ツ

や

イ

ギ

リ
ス

の

学
者
や

学
生

が
パ

リ
の

大
学
に

や
っ

て

き
た

と

し

て

も
、

な
ん

の

問
題

も
な

か
っ

た
の

で

す
。

し

か

し
、

そ

う
い

っ

た

公

用
語
の

世
界
は

、

や
は

り
建
て

前
的
な
こ

と

が

ら
の

表
現
に

な

り
が

ち
で

は

な
い

か

と

思
い

ま
す

。

十

三

世

紀
の

『

黄
金

伝
説
』

に

収
め

ら
れ
て

い

る

ラ

テ
ン

語
の

『

聖
ア

レ

ク

シ

ス

伝
』

で

も
、

フ

ラ
ン

ス

語
の

も
の

に

比
べ

る

と
、

肉
親

の

悲
し

み

に
は

そ

れ
ほ

ど

焦
点
が

当
て

ら
れ

て

い

ま
せ

ん
。

そ
こ

で

は
、

教
会
の

公
式
の

見

解
が

、

確
信
を

も
っ

て

表
現
さ

れ

て
い

る

だ
け
で

す
。

　

そ

れ

に

対
し

て
、

フ

ラ

ン

ス

語
は

人
々

が

日
常
に

話
す
言
葉
で

あ
る

だ

け
に

、

人
々

の

生
の

声
が

反

映
し

て
い

る

の

で

は

な
い

か

と

考
え
ら
れ
ま

す
。

た

と

え
聖

人
の

物
語
に

せ

よ
、

そ
れ
は

多
く
の

場
合
俗
人
に

向
か
っ

て

語
り
か

け
ら
れ

る

わ

け
で

す
か

ら
、

本
音
の

部
分
が
必
要
に

な
っ

て

く
る
の

で

は

な
い

か

と
思
い

ま

す
。

肉
親
を

失
っ

た
悲
し

み

が

赤
裸
々

に

描
か

れ
、

そ
の

上
で

地
上
的
な
嘆
き

が

聖

人
の

賛
美
に

変
わ

る
よ

う
な

物
語
こ

そ

が
、

聴
衆
の

心
を

捕
え

た
の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

。

俗
語
の

テ

ク

ス

ト

に
は

、

一

般
の

入
々

の

生
の

声
が

響
い

て

い

る

の

で

す
。

　

そ
こ

で
、

こ

の

聖
人

伝
の

中
の

頂
点
と

も
い

う
べ

き
、

ア

レ

ク

シ
ス

が
な

く
な
っ

た

場
面
を

見
て

み

ま
す
と

、

大

変
に

興
味
深
い

点
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ひ

じ
り

に

気
が
つ

き
ま
す

。

ア

レ

ク
シ

ス

は
、

聖

人
で

す
か

ら
、

も
ち
ろ

ん
キ

リ

ス

ト

教
的
な
「

よ

き

死
」

を
迎
え
ま

す
。

彼
の

死
は

、

「

聖

（

ひ

じ

り
）

の

道
心
に

報
い

給
わ
ん
」

（

五

十
六
）

と

し
て

神
に
よ
っ

て

与
え
ら

れ
た

も
の

で

あ
り

、

「

永
年
仕
え
ま
つ

り
し

、

主
の

御
許

に

身
罷
」

（

六
十
七
）

り
ま
す

。

し
か

し
、

彼
が
こ

の

世

を

離
れ
て

い

く
と

き
の

様
子
は

、

ほ

と

ん

ど

描
か

れ

て

い

な
い

と
い

っ

て

い

い

ほ
ど

簡
潔
に

す
ま
さ

れ

て

い

ま

す
。

　

そ

れ

に

対
し
て

、

彼
の

死
を

受
け
と

め

る

肉
親
の

悲
し

み

や

嘆
き
の

声
に

は
、

び
っ

く
り
す
る

ほ
ど

の

多
く
の

行
が

費
や

さ
れ
て

い

ま

す
。

父
親
の

嘆
き
は

七

十
八

節
か

ら
八
十
四

節
ま

で

の

七

節
。

母
は

八

十
五

節
か

ら

九
十
三
節
ま

で

の

九
節

。

妻
の

様
子
は

九
十
四

節
か

ら

九

十
九
節
ま

で

の

六

節
。

合
計
二

十
二

節
が

費
や

さ

れ
て

、

ア
レ

ク

シ

ス

の

死
を

嘆
く
肉
親
の

感
情
が

表
現
さ

れ

て

い

る
の

で

す
。

　

こ

こ

で

は
、

悲
し
み

の

あ
り
さ
ま
が

も
っ

と
も

痛
切
に

歌
わ

れ
て

い

る

ア
レ

ク

シ

ス

の

母
親
の

嘆
き
の

声
に

耳
を
傾
け

、

こ

の

聖

人

伝
の

中
で

人
間
的
な

感
情
が
い

か
に

生
々

し

く
描
か

れ
て

い

る

か
、

見
て

い

き
た
い

と

思
い

ま

す
。
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八

十
五

父

親
の

悲
し
み

嘆
く

声
の
、

あ
ま

り
に

大
き
け
れ

ば
、

母
親
ま
た

、

そ

れ
を
聞
き
つ

け
た

り

さ

な
が
ら

狂
え

る

女
の

ご

と
く

、

両
の

手
を
打
ち

お
め喚

き
叫
び

、

髪
振
り
乱
し

か
け
寄
り
て

子
の

変
わ

り
果
て
た
る

姿
を
見
る

や
、

気
を

失
い

て

倒
れ

伏
す

。
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八

十
六

母
親

、

大
い

な
る

悲
嘆
に

身
を

任
せ

己
が

胸
を

打
ち

、

地
面
に

打
ち
伏
し
、

髪
掻
き
む
し

り、

わ
れ
と

わ
が

顔
に

爪
を

立
て

、

わ

が

子
を
か

き
抱
き

、

頭
を
胸
に

押
し

当
つ

る

そ
の

有

様
に

、

涙
せ

ざ
る

者
あ
ら

ば
、

そ
れ

ぞ
非

情
の

者
な
ら

ん
。

八

十
七

髪
掻
き
む

し
り

、

胸
を

打
ち

、

わ
れ
と

わ
が

身
を
、

責
め

苛
な
み
て

、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
わ

ら
わ

「

わ

が

子
よ

、

そ
な
た

は
か

く
ま

で

妾
を
憎
み
た

る

か
。

不

幸
に

も
、

妾
は

何
と

盲
た

り
し
か

。

あ

い

み

会
見
た

る
こ

と

な

き
者
の

ご

と

く
、

そ
な

た
を

身
知
ら

ざ
り
き

。

」

八

十
八

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
お

め

母
親

、

さ
ん
ぜ

ん
と

涙
流
し、

喚
き
叫
び
て
、

ひ
た

す
ら

悲
嘆
に

く
る

る
ば

か

り、

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
も
と

「

愛
し

き
息
子
よ

、

そ
な
た

を
身
籠
り
し
が

不
幸
の

因
。

こ

の

母
を
憐
と

は

思
わ

ざ
り
し

か
、

死
を

望
む
こ

の

母
を
見
て

、

憐
れ
み
の

心

発
せ

ざ
り
し
は
、

不
思
議
の

事
と

言
い

つ

べ

し
。
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八

十
九

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
か

ら

妾
は

何
た

る

不
幸
の

女
、

辛
き
運
命
な
る

か
な

。

今
や
わ
が

子
孫
も

死
に

絶
え
、

長
ら

く
待
ち
望
み

し
も
の

を
、

今
は

痛
ま
し

き
事
と

な
り

果
て

ぬ
。

何
故
に

そ
な
た

を

身
籠
り
し
か

、

何
た

る

不
幸
の

女
。

心
の

臓
の

、

張
り
裂
く
る

な
き
は

げ
に

不
思
議
や
と

言
わ
ん

。

九
十

ア

レ

ク
シ

ス

よ
、

高
貴
な
る
こ

の
一

門
を

捨
て

去
り
し

そ
な

た
は

、

げ
に
む
ご

い

者
よ

。

せ
め

て
一

度
な
り
と

、

心
を

開
き
て

打
ち
明

く
れ

ば
、

そ
な

た
の

不
幸
は

母
も、

心

慰
み

た
る

ら
ん

も
の

を
、

　
　
　

　
　
む
く
い

こ

れ

ほ
ど

に

報
つ

た

な
き

女
を

、

息
子
よ

、

喜
ば

し
め

た
ら
ん

に
。

九
十
一

息
子
ア

レ

ク

シ
ス

よ
、

そ
な
た

の

柔
肌
よ

。

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
か

ら

若
き
身
空
を
、

い

か
ば
か

り
か

辛
き
境
涯
に

置
き
た

り
し

か
。

何
故
に

妾
を

捨
て

て

去
り
し
や、

そ
な
た
を

身
籠
り
た
る

は

こ

の

腹
。

こ

の

苦
痛

、

神
こ

れ
を

知
り
給
う
べ

し
。

男
に

て

も
、

女
に

て

も
、

も
は

や

妾
を

慰
む

る

者
は
な

し
。
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九

十
二

そ

な
た
を

見
る

ま
で

、

い

か
ば

か

り
そ
な

た
を
望
み

し
か

。

そ

な
た
の

生
ま
れ

来
る

ま
で

、

い

か

ば
か

り
不
安
な

り
し
か

。

生
ま
れ

た
る

そ
な

た
を

見
た
る

時
の
、

い

か
ば
か

り
か

嬉
し
か

り
し
か

。

今
は
は

や
、

は
か

な

く
な

り
て

、

妾
は

悲

嘆
に
暮
る
る

の

み
。

妾
の

死
の

、

訪
な

わ
ざ
る
こ

そ
、

げ
に
憂
き
こ

と

な
れ

。

九
十
三

　
　
　

　
　
す
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
た

都
ロ

ー

マ

を

統
べ

給
う
方

、

神
の

愛
に

免
じ

憐
れ

み
を

賜
び

給
え

。

息
子
の

死
を

悼
み
て

涙
す
る

、

こ

の

妾
を

助
け

給
え

。

こ

の

身
に
ふ

り
か
か

り
し

、

苦
し

み
の

い

と

深
く、

わ
が

心
、

そ
の

痛
手
よ

り
立
ち

直
り
う
る
こ

と

は

な
か
ら

ん
。

さ
こ

そ

あ
ら
め

、

他
に

娘
も

息
子
も

な
け
れ
ば

。
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こ

の

引
用
で

は
、

息
子
に

先
立

た

れ
る

不
幸
を
嘆
く

母
親
の

悲

し
み

の

感
情
が

率
直
に

表
現

さ

れ
て

い

ま
す

。

ま

ず
始
め

の

部
分
で

は
、

最
後
ま
で

自
分
の

身
元
を

打
ち
明
け
る
こ

と

も

な

く
、

こ

っ

そ

り
と
死
ん

で

し
ま
っ

た

ア
レ

ク

シ

ス

に

対
す
る

恨
め

し

さ

が

語
ら

れ

ま

す
。

し
か

し
、

徐
々

に

自
分
の

悲
し

み

か

ら
離
れ

、

辛
い

生

涯
を

送
り
通
し
た

子
供
に
た

い

す
る
い

た

わ

り
の

言
葉
に

変
わ
っ

て

い

き
ま
す

。

そ
し
て

最
後
に

ま
た

、

息
子
の

死
を

堪
え
が
た

く
思

う
母
親
の

絶
望
に

戻
り
ま
す

。

こ

の

嘆
き
の

言
葉
は

、

そ
の

ま

ま
の

形
で

、

現
代
の

私
た
ち
の

心
を

打
つ

よ

う
に

思
い

ま

す
。
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古
フ

ラ

ン

ス

語
で

書
か

れ

た
『

聖

ア

レ

シ

ス

伝
』

は
、

聖
職
者
の

説
く
宗
教

観
を

明
確
に

描
き
だ

し
な

が

ら

も
、

そ
の
一

方
で

俗
人

の

あ
り
の

ま

ま

の

感
情
も
反
映
し

て
い

る

の

で

す
。

そ
し

て
、

こ

の

よ

う
に

、

人
間
の

感
情
を
見
事
に

表
現
し

う
る

と
い

う
こ

と

は
、

こ

れ
ま

で

ラ

テ
ン

語
に

従
属
し
、

言
葉
と

し

て

十

分
な

表
現
力
に

と
ぼ
し

か
っ

た
フ

ラ

ン

ス

語
が

、

最
初

の

フ

ラ
ン

ス

語
の

文
章
で

あ

る

と
い

わ

れ

て
い

る

「

ス

ト

ラ
ス

ブ
ル

ク

の

誓
約
」

か

ら

約
三

百
年
を
経
て

、

文
学
的
な

言
語
に

ま
で

成

熟
し
た

こ

と

を

表
わ

し
て

い

る

の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

。
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中
世
の

宗
教
画
を
見
て

も
わ
か

る
よ

う
に

、

聖

人

伝
で

描
か

れ

る

世

界
の

中
で

も
、

神
の

価
値
が

絶
対
的
で

あ
り

、

人

間
は

神
の

前

の

小
さ
な

存
在
と

捉
え
ら
れ

て
い

ま
し
た

。

し

か

し
、

そ

う
し
た

中
で

、

『

聖
ア

レ

ク
シ

ス

伝
』

で

は
、

人

間

的
な
感
情
が

く
っ

き
り

と

描
き
出
さ

れ
、

人
間
的
な

価
値
の

向
上

が

は
っ

き
り
と

確
認
で

き
ま
す

。

そ
の

よ

う
な

読
み

と

り
が
で

き
た
と

き
、

私
た

ち
は

、

異

な
っ

た

文
化
を
背
景
と

し

た

物
語
を

通
し
て

、

未
知
だ
っ

た

文
化
と

出
会
い

、

そ
こ

に

生

き
る

人
間
の

素

直
な

感
情
の

表
出
に

ふ

れ
る

こ

と

で
、

大
き
な

喜
び

を

得
る
こ

と
に
な

る
の

で

は

な
い

で

し
ょ

う
か

。
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