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「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

説
話
の
東
西
伝
播

杉　

田　

英　

明

依
然
と
し
て
凝ぢ
つ

と
し
て
ゐ
ま
し
た
。
モ
ハ
メ
ツ
ド
は
と
（
マ
マ
）う
〳
〵
三
度
號

令
を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
然
し
三
度
云
つ
て
も
、

動
く
氣
色
の
見
え
な
い
山
を
眺
め
た
時
、
彼
は
群
衆
に
向
つ
て
云
ひ
ま

し
た
。―「
約
束
通
り
自
分
は
山
を
呼
び
寄
せ
た
。
然
し
山
の
方
で
は

來
た
く
な
い
や
う
で
あ
る
。
山
が
來
て
吳
れ
な
い
以
上
は
、
自
分
が
行ゆ

く
よ
り
外
に
仕
方
が
あ
る
ま
い
」。
彼
は
さ
う
云
つ
て
、
す
た
〳
〵
山

の
方
へ
步
い
て
行
つ
た
さ
う
で
す）

2
（

。

周
知
の
よ
う
に
、
大
学
で
教
鞭
を
執
る 『
行
人
』 

の
主
人
公
・
長
野
一
郞

は
、 「
詩
人
ら
し
い
純
粹
な
氣
質）

3
（

」 

の
た
め
、
愛
や
真
実
の
本
体
を
極
限
ま

で
追
求
し
て 「
死
ぬ
か
、
氣
が
違
ふ
か
、
夫そ
れ

で
な
け
れ
ば
宗
敎
に
入い

る
か
。

僕
の
前
途
に
は
此こ
の

三
つ
の
も
の
し
か
な
い）

4
（

」 

と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
が
、 

「
然
し
宗
敎
に
は
何ど

う
も
這
入
れ
さ
う
も
な
い
。
死
ぬ
の
も
未
練
に
⻝
ひ

留と

め
ら
れ
さ
う
だ
。
な
れ
ば
ま
あ
氣
違
だ
な
」 

と
言
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ

を
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
弟
の
二
郞
の
依
頼
で
一
郞

と
一
緒
に
旅
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
H

―
そ
の
旅
の
報
告
書
で
あ
る
二

一
、
漱
石
と
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン

夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
―
一
九
一
六
年
）
の
小
説 『
行
人）

1
（

』 

の 「
塵
勞
」 

第

三
十
九
―
四
十
節
に
は
、 「
私
」 

が
モ
ハ
メ
ツ
ド
、
す
な
わ
ち
預
言
者
ム
ハ

ン
マ
ドM

uḥ am
m

ad

（
五
七
○
年
頃
―
六
三
二
年
）
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

逸
話
を
語
る
箇
所
が
あ
る
。

　

私
が
ま
だ
學
校
に
居
た
時
分
、
モ
ハ
メ
ツ
ド
に
就
い
て
傳
へ
ら
れ
た

下し
も

の
や
う
な
物
語
を
、
何
か
の
書
物
で
讀
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
。
モ
ハ

メ
ツ
ド
は
向
ふ
に
見
え
る
大
き
な
山
を
、
自
分
の
足
元
へ
呼
び
寄
せ
て

見
せ
る
と
い
ふ
の
だ
さ
う
で
す
。
そ
れ
を
見
た
い
も
の
は
何な
ん

月げ
つ

何
日
を

期
し
て
何ど

處こ

へ
集あ
つ
まれ
と
い
ふ
の
だ
さ
う
で
す
。

　

期
日
に
な
つ
て
幾
多
の
群
衆
が
彼
の
周
圍
を
取
卷
い
た
時
、
モ
ハ
メ

ツ
ド
は
約
束
通
り
大
き
な
聲
を
出
し
て
、
向
ふ
の
山
に
此こ
つ
ち方
へ
來
い
と

命
令
し
ま
し
た
。
所
が
山
は
少
し
も
動
き
出
し
ま
せ
ん
。
モ
ハ
メ
ツ
ド

は
澄
ま
し
た
も
の
で
、
又
同
じ
號
令
を
掛
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
山
は
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郞
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
は
一
人
称
の 「
私
」―
は
、
右
の
逸
話
が 「
宗

敎
の
本
義
」 

を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
、 「
何
故
山
の
方
へ
步
い
て
行
か
な

い）
5
（

」 
と
一
郞
に
迫
る
。

漱
石
は
こ
の
逸
話
を
そ
の
十
数
年
前
の
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
、 

『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』 
に
寄
稿
し
た 「
不
言
之
言
」 

の
な
か
で
も
取
り
上
げ
て
い

た
。
東
西
で
類
似
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
故
事
や
格
言
の
例
を
紹
介
し
た
こ
の

エ
ッ
セ
イ
で
は
、 「
一
休
飮
魚
」 

と 「「
マ
ホ
メ
ツ
ト
」 

喚
山
」 

と
が
対
比
さ

れ
、 「「
マ
ホ
メ
ツ
ト
」 

の
談
は 「
ベ
ー
コ
ン
」 

の
論
文
中
に
あ
り
し
を
記
臆

す﹇
。﹈ 

兩
者
と
も
眞
僞
の
程
覺
束
な
し
」 

と
締
め
括
ら
れ
る）

6
（

。
こ
の 「「
ベ
ー

コ
ン
」 

の
論
文
」 

と
は
、
ベ
イ
コ
ンFrancis B

acon

（
一
五
六
一
―
一
六
二
六

年
）
の 『
随
想
集
』 The E

ssayes or C
ounsels, C

ivill and M
orall 

第
三
版

（
一
六
二
五
年
）
の
第
十
二
章 「
大
胆
に
つ
い
て
」 O

f B
oldnesse

で
あ
る
。

そ
の
一
節
に
曰
く
、

　

諸
君
は
大
胆
な
手
合
い
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
奇
跡
を
何
度
も
行
な
う
の

を
見
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
丘
を
自
分
の
ほ
う
に
呼
び
寄
せ
、

そ
の
頂
上
か
ら
自
分
の
授
け
た
掟
を
守
る
人
々
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ

る
、
と
い
う
こ
と
を
民
衆
に
信
じ
さ
せ
た
。
民
衆
は
集
ま
っ
た
。
マ
ホ

メ
ッ
ト
は
丘
に
自
分
の
ほ
う
に
く
る
よ
う
に
何
度
も
呼
び
か
け
た
。
丘

が
じ
っ
と
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
時
、
彼
は
少
し
も
悪
び
れ
ず
に
、 「
丘

が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
ほ
う
に
こ
よ
う
と
し
な
い
な
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
丘

の
ほ
う
へ
行
こ
う
」 If the H

ill w
ill not com

e to M
a ho m

et, M
a ho m

et 

w
il go to the hil.

と
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
手
合
い
は
、

ど
え
ら
い
こ
と
を
約
束
し
、
失
敗
し
て
面
目
が
丸
つ
ぶ
れ
に
な
っ
て
も
、

（
彼
ら
が
申
し
分
な
く
大
胆
で
あ
る
な
ら
ば
）
そ
れ
を
鼻
で
あ
し
ら
い
、

や
り
す
ご
し
、
騒
ぎ
を
お
さ
め
て
し
ま
う）

7
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
イ
コ
ン
の
原
文
で
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
反
奇
蹟
譚

―

奇
蹟
を
起
こ
そ
う
と
し
て
失
敗
す
る
と
い
う
話
型
を
便
宜
的
に
こ
う
呼
ん

で
お
こ
う

―
は
彼
の
大
胆
さ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

漱
石
は
同
じ
逸
話
を
ま
っ
た
く
別
の
文
脈
に
置
き
換
え
て
利
用
し
た
こ
と

に
な
る
。二

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
用
例

ベ
イ
コ
ン
の
引
く
反
奇
蹟
譚
に
つ
い
て
、 『
英
文
学
の
な
か
の
イ
ス
ラ
ム
』 

Islam
 in E

nglish L
iterature

（
一
九
三
九
年
初
刊
）
の
著
者
ス
ミ
スB

yron 

Porter Sm
ith

（
一
八
八
九
―
一
九
五
五
年
）
は
、 「
他
の
作
家
に
よ
る
明
確
な

言
及
も
な
い
し
、
そ
の
起
源
も
知
ら
れ
て
い
な
い）

8
（

」 

と
記
し
て
い
る
。
し

か
し
実
際
に
は
ベ
イ
コ
ン
以
降
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
作
家
が
引
用
す
る
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
な
い
し
は
格

言
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
で
は
、 「
山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方

へ
来
な
い
の
な
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
」 

と
い
っ

た
形
で
、
引
用
句
辞
典
や
諺
辞
典
の
類
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る）

9
（

。

例
え
ば
、
十
九
世
紀
英
文
学
の
領
域
で
は
、
ブ
ロ
ン
テC

harlotte B
rontë

（
一
八
一
六
―
五
五
年
）
の 『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』 Jane E

yre

（
一
八
四
七
年
）

の
一
節
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
の
ジ
ェ
イ
ン
は
、
家
庭
教
師
と
し
て
住

み
込
む
ソ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
荘
の
主
人
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
氏
に
、
そ
れ
と
知
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ら
ず
初
め
て
道
で
出
会
う
。
そ
の
と
き
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
氏
は
土
手
道
で

滑
っ
て
落
馬
し
、
怪
我
を
す
る
の
で
、
ジ
ェ
イ
ン
が
手
を
貸
そ
う
と
す
る
。

ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
氏
は 「
馬
の
手
綱
を
取
っ
て
、
わ
た
し
の
方
ま
で
連
れ
て

き
て
下
さ
い
」 

と
頼
む
が
、
ジ
ェ
イ
ン
が
試
み
て
も
馬
は
言
う
こ
と
を
き

か
な
い
。
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
氏
は
笑
い
出
し
て
、

　
「
な
る
ほ
ど
。
山
は
決
し
て
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
は
動
か
ん
。
だ
か

ら
、
あ
な
た
が
精
々
や
れ
る
こ
と
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
を
山
へ
近
づ
け
る

手
伝
を
す
る
こ
と
だ
な
。
こ
こ
へ
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
」

　

“I see, ” he said, “the m
ountain w

ill never be brought to M
a ho-

m
et, so all you can do is to aid M

a ho m
et to go to the m

ountain; I 

m
ust beg of you to com

e her

）
10
（e. ”

と
言
い
、
ジ
ェ
イ
ン
の
手
助
け
で
跛
を
引
き
な
が
ら
馬
の
と
こ
ろ
へ
辿
り

つ
く
。
こ
の
文
脈
で
は
、 「
我
々
は
望
み
通
り
の
事
柄
を
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
で
き
る
事
柄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

と
い
っ
た
意
味
で

の
格
言
風
の
引
用
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
は
、
バ
ル
ザ
ッ
クH

onoré de B
alzac

（
一
七

九
九
―
一
八
五
○
年
）
が
短
編 「
二
人
の
若
妻
の
手
記
」 M

ém
oires de deux 

jeunes m
ariées

（
一
八
四
二
年
）
で
同
様
の
格
言
を
利
用
し
て
い
る
。
ル
ネ

へ
宛
て
た
手
記
の
な
か
で
、
ル
イ
ズ
は
恋
人
の
フ
ェ
リ
ー
ぺ
に
つ
い
て
、

自
分
は 「
命
令
す
る
恋
と
服
従
す
る
恋
」 

の
う
ち
前
者
を
選
ぶ
と
い
う
意

思
を
表
わ
す
た
め
に
、

　

ル
ネ
さ
ん
、
ご
ら
ん
の
と
お
り
、
恋
は
ひ
と
り
で
に
あ
た
し
の
と
こ

ろ
へ
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
た
し
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
に
た
い

し
て
し
た
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
の
で
す
。

　

T
u le vois, m

a chère, l ’am
our ne venait pas à m

oi, j ’ai agi com
-

m
e M

a ho m
et avec sa m

ontagn

）
11
（e.

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
恋
人
に
対
し
て
受
け
身
に
な
る
の
で
は
な

く
、
自
ら
が
主
体
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
、 「
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
に
た
い

し
て
し
た
よ
う
に
」 

振
舞
う
と
表
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
バ
ー
ゼ
ル
出
身
の
ド
イ
ツ
の
教
育
者
・
聖
職
者
と
し
て
知
ら

れ
る
へ
ー
ベ
ルJohann Peter H

ebel

（
一
七
六
○
―
一
八
二
六
年
）
の
暦
物

語 『
ラ
イ
ン
の
家
の
友
の
宝
函
』 Schatzkästlein des R

heinischen H
aus-

freundes

（
一
八
一
一
年
）に
収
め
ら
れ
た 「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」 M

a ho m
ed

も
同

じ
主
題
を
扱
っ
て
い
る
。
奇
蹟
を
求
め
る
信
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
、
マ
ホ

メ
ッ
ト
は 「
奇
蹟
を
起
こ
す
だ
け
で
は
預
言
者
と
し
て
一
人
前
と
は
言
え

な
い
が
、
そ
な
た
た
ち
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
向
こ
う
の
山
と
私
と
を
す

ぐ
さ
ま
近
づ
け
て
み
せ
よ
う
」 

と
言
っ
て
、
山
に
移
動
を
命
ず
る
。
し
か

し
山
は
動
か
ず
、
返
事
も
し
な
か
っ
た
の
で
、 「
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
物
静
か
な

様
子
で
杖
を
取
り
、
山
へ
歩
い
て
い
っ
た
」―
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
マ

ホ
メ
ッ
ト
が
示
す
教
訓
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

つ
ま
り
人
は
、
自
分
自
身
で
で
き
る
事
柄
を
、
超
自
然
的
な
宿
命
、

時
と
運
、
あ
る
い
は
他
の
人
間
に
求
め
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
。
例
え
ば
あ

な
た
が
、
あ
る
必
要
不
可
欠
な
重
要
事
に
つ
い
て
誰
か
と
話
し
合
わ
ね
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ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
が
自
分
の
と
こ
ろ
へ
来
る
の
を
待
っ

て
い
て
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
が
相
手
方
へ
赴
く
方
が
ず
っ
と
早
く
て

賢
い
。
庭
に
小
さ
な
桜
の
樹
が
一
本
あ
っ
た
ら
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
。

そ
の
場
所
は
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
な
の
に
。（
そ
う
思
っ
た
ら
）
桜
樹
が

自
生
す
る
の
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
一
本
植
え
な
さ
い
。
さ
ら
に
は
排

水
溝
や
村
を
貫
く
し
っ
か
り
と
し
た
道
路
、
少
な
く
と
も
乾
い
た
歩
道
、

子
供
が
落
ち
な
い
よ
う
に
水
辺
や
狭
い
小
橋
に
つ
け
る
手
す
り
な
ど
は
、

人
が
そ
れ
を
作
る
方
が
作
ら
な
い
よ
り
ず
っ
と
早
く
実
現
す
る
。
そ
の

よ
う
な
事
柄
を
、
ア
ラ
ビ
ア
の
預
言
者
な
い
し
は
暦
物
語
の
作
者
が
ま

ず
理
解
さ
せ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
々
が
存
在
す
る
、
な
ど
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い）

12
（

。

こ
こ
で
も
、
ブ
ロ
ン
テ
の
小
説
の
場
合
と
同
様
、 「
各
人
は
自
分
の
で
き
る

こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」、
さ
ら
に
は 「
自
分
に
で
き
る
身
近
な
事
柄
を

率
先
し
て
始
め
よ
」 

と
い
う
教
訓
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
逸
話
か
ら
引
き
出
さ

れ
、
そ
の
倫
理
的
な
行
動
規
範
が
、
読
者
に
身
近
な
日
々
の
生
活
の
具
体

例
に
即
し
て
語
ら
れ
る
。
聖
職
者
が
教
会
で
民
衆
に
語
り
か
け
る
説
教
と

い
っ
た
趣
き
は
、
へ
ー
ベ
ル
の
暦
物
語
全
体
を
貫
く
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

他
方
、
同
じ
格
言
が
人
間
関
係
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、 「
動
け
る
者

が
動
け
な
い
者
を
訪
問
す
べ
し
」 

と
い
っ
た
意
味
で
も
用
い
ら
れ
た
ら
し

い
。
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
スO

liver G
oldsm

ith

（
一
七
二
八

―
七
四
年
）が
一
七
五
七
年
十
二
月
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
い
る
義
兄
の
ホ
ド

ソ
ンD

aniel H
odson

に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、

　

山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
や
っ
て
こ
な
い
の
な
ら
、
そ
の
と
き
は
マ

ホ
メ
ッ
ト
が
山
の
方
へ
行
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
簡
単
な
英
語
で

言
え
ば
、
あ
な
た
方
に
私
を
訪
れ
る
便
宜
が
な
い
と
い
う
の
で
し
た
ら
、

次
の
夏
に
六
週
間
ほ
ど
ロ
ン
ド
ン
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
、
私

の
方
が
そ
の
う
ち
の
三
週
間
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
友
人
の
許
で
過
ご
し

ま
し
ょ
う
。

　
﹇T

﹈herefore as the M
ountain w

ill not com
e to M

ahom
et, w

hy 

M
a ho m

et shall go to the M
ountain, or to speak plain english as you 

can not conveniently pay m
e a visit, if next Sum

m
er I can contrive 

to be absent six w
eeks from

 L
ondon I shall sprend three of them

 

am
ong m

y friends in Irelan

）
13
（d.

と
記
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る）

14
（

。

三
、
中
東
世
界
で
の
展
開

（
1
）　

起
源
と
し
て
の
奇
蹟
譚

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
流
布
し
た
こ
の
種
の
格
言
な
い
し
説
話
の
起
源
は
、

預
言
者
の
時
代
の
ア
ラ
ブ
の
逸
話
に
ま
で
溯
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ブ

ン
・
イ
ス
ハ
ー
クM

uḥ am
m

ad ’ibn ’Isḥā q

（
七
六
七
年
歿
）が
著
わ
し
、
イ

ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム‘A

bd al-M
alik ’ibn H

ishā m

（
八
三
三
年
歿
）が
編
纂

し
た 『
預
言
者
伝
』 al-Sī ra al-N

abaw
ī ya

の
第
一
巻
第
七
章
に
は
、
イ
ブ

ン
・
イ
ス
ハ
ー
ク
の
父
親
か
ら
の
伝
承
と
し
て
、
預
言
者
が
ク
ラ
イ
シ
ュ



̶ 5 ̶

族
の
ル
カ
ー
ナR

ukā na ’ibn ‘A
bd Y

azīd ’ibn H
ā shim

 ’ibn al-M
uṭṭ alib

（
六
六
一
年
頃
歿
）
に
対
し
て
示
し
た
奇
蹟
譚
が
二
つ
語
ら
れ
て
い
る
。
部

族
中
で
最
強
の
男
と
言
わ
れ
た
ル
カ
ー
ナ
に
預
言
者
が
改
宗
を
促
し
、
彼

を
二
度
に
亘
り
組
み
打
ち
で
ね
じ
伏
せ
た
と
い
う
第
一
の
逸
話
に
対
し
て
、

第
二
の
逸
話
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

　

神
の
使
徒（
ム
ハ
ン
マ
ド
）
が
、 「
も
し
お
望
み
な
ら
、
こ
れ
よ
り
も
っ

と
驚
く
べ
き
事
柄
を
お
見
せ
し
よ
う
。
お
前
が
神
を
畏
れ
、
私
の
（
改

宗
へ
の
）
命
令
に
従
う
な
ら
ば
の
話
だ
が
」 

と
言
う
と
、
ル
カ
ー
ナ
は 

「
そ
れ
は
何
だ
」 

と
答
え
た
。「
お
前
の
た
め
に
あ
そ
こ
に
見
え
る
樹
を

呼
ん
で
、
私
の
許
に
来
さ
せ
よ
う
」 
と
い
う
使
徒
の
言
葉
に
、
ル
カ
ー

ナ
は 「
呼
ん
で
み
ろ
」 

と
答
え
る
。
そ
こ
で
神
の
使
徒
が
樹
を
呼
ぶ
と
、

樹
は
近
づ
い
て
き
て
彼
の
面
前
で
止
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら 「
元
の
場
所

へ
戻
れ
」 

と
言
う
と
、
樹
は
元
の
場
所
へ
戻
っ
た
。
ル
カ
ー
ナ
は
一
族

の
許
へ
行
き
、 「
ア
ブ
ド
・
マ
ナ
ー
フ
家
の
面
々
よ
、
お
前
た
ち
の
仲
間

（
預
言
者
）の
力
に
よ
り
、
世
界
の
人
々
を
魔
法
で
打
ち
負
か
す
が
い
い
。

神
か
け
て
言
う
が
、
奴
の
よ
う
に
魔
法
に
秀
で
た
男
は
こ
れ
ま
で
見
た

こ
と
が
な
い
」 

と
言
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
に
、
自
分
が
目
に
し
、
使
徒

が
行
な
っ
た
事
柄
を
語
っ
た）

15
（

。

ア
ブ
ド
・
マ
ナ
ー
フ‘A

bd M
anā f

は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
属
す
る
メ
ッ
カ

の
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
の
う
ち
、
彼
の
曾
祖
父
で
あ
る
ハ
ー
シ
ムH

ā shim

の

父
親
の
名
前
、
ル
カ
ー
ナ
は
同
じ
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
の
な
か
で
も
、
ハ
ー
シ

ム
の
兄
弟
ム
ッ
タ
リ
ブal-M

uṭṭ alib

の
曾
孫
に
当
た
る
。
注
意
す
べ
き
は
、

逸
話
の
元
の
形
が
預
言
者
の
反
奇
蹟
譚
で
は
な
く
奇
蹟
譚
で
あ
り
、
奇
蹟

を
起
こ
す
対
象
は
山
で
は
な
く
樹
木
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
東

洋
学
者
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツJosef H

orovitz

（
一
八
七
四
―
一
九
三
一
年
）
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、 『
預
言
者
伝
』 

以
降
、
こ
の
奇
蹟
譚
は
少
し
ず
つ
変
容
を

蒙
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
な
か

で
、
ル
カ
ー
ナ
と
預
言
者
と
の
あ
い
だ
の
逸
話
と
い
う
形
を
保
持
し
て
い

る
の
は
、
歴
史
家
イ
ブ
ン
・
ア
ル
＝
ア
ス
ィ
ー
ル’Ibn al- ’A

thī r, ‘Izz al-

D
ī n

（
一
一
六
○
―
一
二
三
三
年
）の
教
友
伝 『
茂
み
の
獅
子
』 ’U

sd al-G
hā ba

や
世
界
史 『
完
史
』 al-K

ā m
il fī  al-Ta’rī kh

で
あ
ろ
う
。
前
者
の
ル
カ
ー

ナ
の
条
に
よ
る
と
、

　

ル
カ
ー
ナ
は
預
言
者
に
対
し
、
自
分
が
改
宗
す
る
た
め
に
は
奇
蹟

（’ā ya

）
を
見
せ
て
く
れ
と
求
め
た
。
二
人
の
近
く
に
枝
葉
の
茂
っ
た
一

本
の
樹
が
あ
っ
た
の
で
、
預
言
者
は
そ
の
樹
を
指
し
て
、 「
神
の
許
し
を

得
て
こ
ち
ら
へ
来
い
」 

と
言
っ
た
。
す
る
と
そ
の
樹
は
二
つ
に
割
れ
、

そ
の
半
身
が
枝
も
ろ
と
も
近
づ
い
て
き
て
、
神
の
使
徒
（
預
言
者
）
の
面

前
に
止
ま
っ
た
。
ル
カ
ー
ナ
は
預
言
者
に 「
お
前
は
私
に
偉
大
な
事
柄

を
見
せ
た
。
で
は
そ
の
樹
に
戻
る
よ
う
命
じ
て
み
よ
」 

と
言
っ
た
。
そ

こ
で
預
言
者
は
ル
カ
ー
ナ
に
対
し
、
も
し
自
分
が
樹
に
命
じ
て
本
当
に

樹
が
戻
っ
た
な
ら
改
宗
す
る
と
い
う
言
質
を
取
っ
た
上
で
、
そ
の
樹
に

命
令
を
発
し
た
。
樹
は
戻
っ
て
、
残
り
の
半
身
と
合
体
し
た
。
し
か
し

ル
カ
ー
ナ
は
改
宗
せ
ず
、
後
に
な
っ
て
改
宗
し
、
メ
デ
ィ
ナ
に
住
ん
だ）

16
（

。

と
な
っ
て
い
て
、
樹
が
二
つ
に
分
か
れ
る
と
い
う
新
た
な
細
部
や
、
ル
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カ
ー
ナ
の
改
宗
に
関
す
る
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。『
完
史
』 

で
は
、
預

言
者
に
最
も
激
し
く
敵
対
し
た
人
々
の
一
人
と
し
て
ル
カ
ー
ナ
の
名
が
挙

げ
ら
れ
、 『
預
言
者
伝
』 

と
ほ
ぼ
同
一
の
伝
承
が
記
さ
れ
る）

17
（

。

他
方
、
ア
ズ
ラ
キ
ーal- ’A

zraqī

（
八
五
八
年
以
降
歿
）
の 『
メ
ッ
カ
史
』 

’A
khbā r M

akka
に
は
、
メ
ッ
カ
の 「
樹
木
の
モ
ス
ク
」 M

asjid al-Shajara

と
そ
の
向
か
い
に
あ
る 「
魔
神
の
モ
ス
ク
」 M

asjid al-Jinn

に
つ
い
て
の

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
預
言
者
は
魔
神
の
モ
ス
ク
に
あ
っ
た
樹

を
呼
ん
で
、
何
か
を
訊
ね
た
と
い
う
。
す
る
と
そ
の
樹
は
根
っ
子
で
地

面
を
引
っ
搔
き
な
が
ら
近
づ
い
て
き
て
、
彼
の
面
前
で
止
ま
っ
た
。
預

言
者
は
樹
に
質
問
を
し
、
そ
の
後
に
命
令
を
発
し
た
の
で
、
樹
は
元
の

場
所
へ
戻
っ
て
い
っ
た）

18
（

。

こ
こ
で
は
ル
カ
ー
ナ
の
名
に
は
言
及
さ
れ
ず
、
ご
く
素
朴
な
逸
話
の
形
を

取
っ
た
奇
蹟
譚
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
時
代
が
下
る
と
、
よ
り
複
雑
な
細

部
描
写
が
付
加
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
十
六
世
紀
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
歴
史

家
デ
ィ
ヤ
ー
ル
バ
ク
リ
ーḤ

usayn ’ibn M
uḥ am

m
ad al-D

iyā rbakrī
（
一

五
八
二
年
歿
）
の
預
言
者
伝 『
貴
重
な
魂
の
状
態
に
関
す
る
五
部
の
歴
史
』 

Ta’rī kh al-K
ham

ī s fī  ’Aḥ w
ā l al-N

afs al-N
afī s

に
お
け
る 「
預
言
者
の
奇

蹟
の
記
述
」 

を
見
て
み
よ
う
。

　

彼
（
ム
ハ
ン
マ
ド
）
が
イ
ス
ラ
ム
へ
の
入
信
を
呼
び
か
け
た
ア
ァ
ラ
ー

ビ
ーal- ’A

‘rā bī

の
伝
承
に
よ
る
と
、
樹
木
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
使
徒
性 

（al-risāla

） 

を
証
言
し
た
と
い
う
。
ア
ァ
ラ
ー
ビ
ー
が 「
誰
か
お
前
の
言

う
事
柄
の
証
人
は
い
る
の
か
ね
」 

と
訊
ね
る
と
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は 「
い

る
と
も
。
こ
の
樹
が
そ
う
だ
」 

と
答
え
て
、
そ
の
樹
を
呼
ん
だ
。
樹
が

近
づ
い
て
く
る
と
、
彼
は
そ
の
樹
に
証
言
を
求
め
た
の
で
、
樹
は
彼
の

言
う
通
り
だ
と
三
度
証
言
し
た
の
ち
、
元
の
場
所
へ
戻
っ
た
。
そ
れ
か

ら
彼
は
、
二
本
の
樹
に
合
体
と
分
離
を
命
じ
た
。
彼
は
あ
る
人
に
、
棗

椰
子
の
と
こ
ろ
へ
走
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
ら
に
向
か
っ
て 「
神
の
使
徒
は

お
前
た
ち
に
合
体
を
命
じ
ら
れ
た
」 

と
言
う
よ
う
命
じ
、
棗
椰
子
は
合

体
し
た
。
彼
が
そ
の
使
命
を
果
た
す
と
、
今
度
は
樹
に
対
し
、
元
の
場

所
へ
戻
る
よ
う
命
令
せ
よ
と
命
じ
、
樹
は
元
に
戻
っ
た
。
彼
（
預
言
者
）

が
眠
る
と
、
一
本
の
樹
が
地
面
を
割
い
て
到
来
し
、
彼
の
上
に
立
っ
た
。

彼
が
目
覚
め
た
と
き
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、 「
あ
れ
は
神
に
対
し
、

私
に
挨
拶
す
る
許
し
を
求
め
て
許
可
さ
れ
た
樹
な
の
だ
」 

と
言
っ
た）

19
（

。

こ
の
あ
と
、
メ
ッ
カ
東
方
の
町
タ
ー
イ
フ
へ
の
遠
征（
六
三
○
年
）の
帰
途
、

真
夜
中
に
預
言
者
が
鞍
上
で
居
眠
り
し
な
が
ら
近
く
の
谷
間
を
進
ん
で
ゆ

く
と
、
ス
ィ
ド
ラ
の
樹
が
二
つ
に
分
か
れ
た
形
で
彼
の
上
を
覆
っ
た
と
い

う
奇
蹟
譚
も
記
さ
れ
る
。
樹
木
が
覆
い
を
作
る
と
い
う
の
は
、
イ
ブ
ン
・

イ
ス
ハ
ー
ク
の 『
預
言
者
伝
』 

で
語
ら
れ
る
、
雲
や
樹
木
の
枝
が
預
言
者

の
た
め
に
日
蔭
を
作
っ
た
と
い
う
奇
蹟
譚）

20
（

と
同
類
で
あ
ろ
う
。

（
2
）　

奇
蹟
譚
か
ら
反
奇
蹟
譚
へ

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
中
東
世
界
に
お
い
て
は
右
の
預
言
者
の
奇
蹟

譚
と
と
も
に
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
も
称
す
べ
き
反
奇
蹟
譚

―
す
な
わ



̶ 7 ̶

ち
、
ベ
イ
コ
ン
の 『
随
想
集
』 

所
収
の
逸
話
や
漱
石
の 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚

山
」 
説
話
の
原
型

―
も
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

最
も
よ
く
窺
え
る
の
は
、
多
く
の
頓
智
話
や
笑
話
の
主
人
公
と
し
て
知
ら

れ
る
ジ
ュ
ハ
ーJuḥā

に
帰
せ
ら
れ
た
次
の
逸
話
で
あ
ろ
う
。

　

彼
（
ジ
ュ
ハ
ー
）
が
自
分
は
聖
者
で
あ
る
（al-w

alā ya

）
と
主
張
し
た
の

で
、
人
々
は 「
お
前
に
ど
ん
な
奇
蹟
が
起
こ
せ
る
の
か
ね
」 

と
訊
ね
た
。

彼
が 「
ど
の
樹
で
も
私
が 「
来
い
」 

と
命
ず
れ
ば
、
そ
の
樹
は
私
の
命
令

に
従
う
の
さ
」 

と
答
え
る
と
、
人
々
は 「
こ
の
棗
椰
子
の
樹
に 「
来
い
」 

と
命
じ
て
み
よ
」 

と
言
っ
た
。
彼
は 「
お
お
棗
椰
子
の
樹
よ
、
こ
っ
ち

へ
来
い
」 

と
命
じ
た
が
、
樹
は
来
な
か
っ
た
。
同
じ
こ
と
を
三
度
繰
り

返
し
て
か
ら
、
彼
は
立
ち
上
が
っ
て
歩
い
て
い
っ
た
。「
ジ
ュ
ハ
ー
よ
、

ど
こ
へ
行
き
な
さ
る
」 

と
訊
ね
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
答
え
て
曰
く
、 「
預

言
者
や
聖
者
は
高
慢
や
自
惚
れ
と
は
無
縁
だ
か
ら
な
。
棗
椰
子
の
樹
が

私
の
方
へ
や
っ
て
来
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
私
が
そ
ち
ら
に
赴
こ
う
」 

と）
21
（

。

こ
の
逸
話
で
は
、
奇
蹟
を
起
こ
せ
な
か
っ
た
ジ
ュ
ハ
ー
を
笑
い
や
嘲
り
の

対
象
に
す
る
と
い
う
、
彼
を
め
ぐ
る
奇
行
譚
に
共
通
の
枠
組
を
取
っ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に 「
預
言
者
や
聖
者
は
高
慢
や
自
惚
れ
と
は
無
縁
」 

’inna al- ’anbiyā ’ w
a al- ’aw

liyā ’ laysa ‘inda-hum
 kibr w

a-lā  ghurū r 

と

い
う
言
葉
自
体
が
教
訓
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
反
奇
蹟
譚
と

は
い
え
、
預
言
者
や
聖
者
を
貶
め
る
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
点
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逸
話
の
主
人
公
を
預
言
者
か
ら
ジ
ュ
ハ
ー
に
替
え
る

こ
と
で
、
奇
蹟
譚
か
ら
反
奇
蹟
譚
へ
の
転
換
は
初
め
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た

の
だ
と
も
言
え
る
。

ジ
ュ
ハ
ー
は
八
世
紀
頃
に
実
在
し
た
半
伝
説
的
な
人
物
と
さ
れ
、
ア
ラ

ブ
世
界
で
は
長
い
年
月
の
あ
い
だ
に
そ
の
周
囲
に
さ
ま
ざ
ま
な
奇
行
譚
・

滑
稽
譚
が
凝
集
し
た
。
ま
た
、
印
刷
本
が
刊
行
さ
れ
る
十
九
世
紀
に
は
、

ト
ル
コ
の
ナ
ス
レ
ッ
デ
ィ
ン
・
ホ
ジ
ャN

asreddin H
oca

（
十
三
―
十
五
世

紀
頃
に
ア
ナ
ト
リ
ア
に
実
在
し
た
と
さ
れ
る
人
物
）
と
ジ
ュ
ハ
ー
と
が
同
一
視

さ
れ
、
元
来
は
別
個
に
発
達
し
て
き
た
両
者
の
物
語
が
混
淆
し
て
、
そ
の

総
計
は
膨
大
な
数
に
上
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
右
の
逸
話
は
古
い
ア

ラ
ブ
文
学
の
な
か
に
典
拠
を
求
め
え
ず
、
せ
い
ぜ
い
十
九
世
紀
末
に
カ
イ

ロ
で
編
纂
さ
れ
た 『
ジ
ュ
ハ
ー
奇
行
譚
』 Naw

ā dir Juḥā

な
ど
に
ま
で
溯

り
う
る
に
す
ぎ
な
い）

22
（

。
従
っ
て
、
奇
蹟
を
示
す
対
象
が
樹
木
で
あ
る
点
で

は
、
十
七
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
登
場
し
た 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

説
話

と
の
重
要
な
共
通
性
を
持
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
両
者
を
直
接
結
び
つ
け
る

の
は
実
証
性
の
点
で
や
や
難
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

他
方
、
ト
ル
コ
世
界
で
は 「
山
が
歩
か
な
い
な
ら
、
聖
者
が
歩
く
」 D

a
 

yürüm
ezse abdal yürür

と
い
う
諺）

23
（

が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値

す
る
。
こ
れ
は
十
七
世
紀
初
頭
の
ネ
フ
イ
ー
ザ
ー
デN

ev ‘îzâde ‘A
tâ ’î

（
一

五
八
三
―
一
六
三
四
／
五
年
）
の
詩
集
に
も
引
用
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る）

24
（

の
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
代
ま
で
溯
り
う
る
由
緒
の
あ
る
言
葉

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ル
イ
ー
ジ
・
バ
ッ
サ
ー
ノL

uigi B
assano da Z

ara

の 『
ト
ル
コ
人
の
生
活
に
特
有
の
風
俗
習
慣
』 I costum

i et i m
odi parti-

colari de la vita de’ Turchi

（
ロ
ー
マ
、
一
五
四
五
年
）に
、
ト
ル
コ
人
に
と

っ
て
彼
ら
の
預
言
者
は 「
謙
虚
で
あ
っ
た
。
彼
が
山
に
向
か
っ
て
自
分
の



̶ 8 ̶

方
へ
来
い
と
命
じ
て
も
山
が
動
か
な
か
っ
た
と
き
、
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
自
分

か
ら
山
の
方
へ
歩
い
て
い
っ
た
」 

と
い
う
一
節
が
あ
る）

25
（

こ
と
か
ら
も
、
ベ

イ
コ
ン
よ
り
前
に
こ
の
種
の
諺
が
ト
ル
コ
世
界
で
流
布
し
、
し
か
も
そ
れ

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
耳
に
達
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
こ

こ
で
も
、
諺
自
体
は
預
言
者
や
聖
者
の
謙
虚
さ
を
示
す
証
拠
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
元
来
の
奇
蹟
譚
で
用
い
ら
れ
た
樹
木
が
、
な
ぜ
ト
ル
コ
の

伝
承
に
お
い
て
山
に
変
わ
っ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
確

か
に 『
コ
ー
ラ
ン
』 

に
は
、 「
た
と
え 『
コ
ー
ラ
ン
』 

が
山
を
動
か
す
ほ
ど
の

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も（
中
略
）そ
れ
ら
は
す
べ
て
神
に
属
す
る
」 w

a law
 

’anna qur ’ā nan suyyirat bi-hi-l-jibā lu . . . balli-llā hi-l- ’am
ru jam

ī ‘an

（
第
13
章
31
節
）
の
よ
う
な
聖
句
も
あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ブ
シ
ー
ヒ
ーal-

’Ibshī hī , Shihā b al-D
ī n M

uḥ am
m

ad ’ibn ’A
ḥ m

ad
（
一
三
八
八
―
一
四
四

六
年
頃
）
に
よ
る
逸
話
集 『
諸
学
精
華
撰
』 

第
七
十
八
章
に
も
、
信
仰
の
深

い
人
物
が
山
を
動
か
し
た
と
い
う
奇
蹟
譚
が
載
せ
ら
れ
て
い
る）

26
（

の
で
、
樹

木
よ
り
も
大
き
な
驚
異
を
現
出
さ
せ
る
素
材
と
し
て
好
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
伝
承
の
変
容
過
程
と
し
て
は
、
① 
樹
木
を
め

ぐ
る
預
言
者
の
奇
蹟
譚
、
② 

樹
木
を
め
ぐ
る
ジ
ュ
ハ
ー（

≒

聖
者
）の
反
奇

蹟
譚
、
③ 

山
を
め
ぐ
る
預
言
者
・
聖
者
の
反
奇
蹟
譚
が
、
① 

↓ 

② 

↓ 
③

の
順
序
で
生
じ
た
と
い
う
道
筋
を
想
定
す
る
の
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
が
、

右
に
記
し
た
通
り
、
文
献
上
は
②
に
対
応
す
る
ジ
ュ
ハ
ー
の
逸
話
が
せ
い

ぜ
い
十
九
世
紀
に
溯
り
う
る
だ
け
な
の
に
対
し
、
③
に
対
応
す
る
ト
ル
コ

の
諺
の
起
源
は
十
六
世
紀
頃
ま
で
辿
れ
る
の
で
、
む
し
ろ
① 

↓ 

③ 

↓ 

②

と
い
う
、
や
や
想
定
し
に
く
い
道
筋
を
示
唆
し
て
い
る
。
結
局
、
現
存
す

る
文
献
で
辿
れ
る
よ
り
さ
ら
に
早
い
時
期
に
ジ
ュ
ハ
ー
の
逸
話
の
元
版
が

存
在
し
、
そ
れ
が
ト
ル
コ
語
の
諺
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
の
が
最
も

矛
盾
の
少
な
い
解
釈
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
へ

「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

の
諺
は
、
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
、
お
そ
ら
く

は
ト
ル
コ
語
が
媒
介
項
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
も
、
奇
蹟
譚
な
い
し
反
奇
蹟
譚
と
山
と
の
結
び
つ

き
が
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、 『
新
約
聖
書
』 

に

あ
る
イ
エ
ス
の
言
葉

―「
も
し
あ
な
た
方
に
辛
子
の
種
ほ
ど
の
信
仰
心

が
あ
る
な
ら
、
こ
の
山
に 「
こ
こ
か
ら
向
こ
う
へ
移
れ
」 

と
言
え
ば
山
は
移

る
の
で
す
。
あ
な
た
方
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
一
つ
あ
り
ま
せ
ん）

27
（

」―

に
よ
っ
て
も
窺
い
う
る
。
ま
た
、
奇
蹟
譚
に
せ
よ
反
奇
蹟
譚
に
せ
よ
、
そ

れ
が
異
教
徒
の
預
言
者
を
揶
揄
し
た
り
嘲
笑
し
た
り
す
る
た
め
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の 「
謙
虚
さ
」 

や 「
大
胆
さ
」 

と
い
う
肯
定
的
な
資
質
を
示
す
た

め
に
用
い
ら
れ
た
背
景
に
は
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
オ
ス

マ
ン
帝
国
の
軍
事
的
脅
威
が
遠
の
き
、
冷
静
か
つ
客
観
的
に
イ
ス
ラ
ム
を

眺
め
る
余
裕
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
始
め
て
い
た
と
い
う

事
情
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
・
懐
疑
論
者
と
し
て
知
ら

れ
る
ベ
イ
ルPierre B

ayle

（
一
六
四
七
―
一
七
○
六
年
）
は
、
そ
の 『
歴
史

批
評
辞
典
』 D

ictionnaire historique et critique

（
一
六
九
六
年
初
刊
）
の 

「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」 M

a ho m
et

の
項
に
お
い
て
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が 「
二
本
の
木

を
呼
ぶ
と
、
そ
れ
ら
の
木
は
合
体
し
て
こ
ち
ら
へ
来
、
彼
が
命
令
を
下
す
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と
別
々
に
分
か
れ
て
引
き
さ
が
っ
た）

28
（

」 

と
い
う
奇
蹟
譚
そ
の
他
を
引
用
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

　

奇
蹟
な
ど
何
も
や
っ
て
い
な
い
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
自
ら
語
っ
た
の
は

か
く
れ
も
な
い
事
実
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
者
た
ち
は
彼
に
多
く

の
奇
蹟
を
帰
し
て
い
る）

29
（

。

　

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
古
伝
説
集
に
見
ら
れ
る
滑
𥡴
な
記
述
を
利
用
し
て

マ
ホ
メ
ッ
ト
自
身
を
い
ま
わ
し
い
も
の
、
笑
う
べ
き
も
の
に
見
せ
よ
う

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
誰
に
対
し
て
も
、
善
人
に
対
し
て
も
悪
人
に
対
し

て
も
守
る
べ
き
公
正
さ
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
な
る
（
中
略
）。
し
て
も

い
な
い
こ
と
を
人
に
な
す
り
つ
け
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト

が
自
分
で
そ
う
言
っ
た
こ
と
が
事
実
で
な
け
れ
ば
、
信
者
た
ち
が
彼
に

つ
い
て
語
る
夢
物
語
を
楯
に
取
っ
て
マ
ホ
メ
ッ
ト
攻
撃
論
を
組
み
立
て

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い）

30
（

。

こ
れ
は
、
そ
う
し
た
客
観
的
判
断
の
好
例
で
あ
る
。

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、
諺
と
し
て
の 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚

山
」 

が
最
も
早
く
記
録
さ
れ
た
の
は
、
意
外
な
こ
と
に
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で

あ
る
ら
し
い
。『
随
想
集
』 

の
な
か
で
こ
の
逸
話
を
紹
介
し
た
ベ
イ
コ
ン

は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て 『
決
ま
り
文
句
と
優
雅
な
表
現
の
貯
蔵
庫
管
理
人
』 

P
rom

us of Form
ularies and E

legancies

（
一
五
九
四
―
九
五
年
頃
）と
題
す

る
控
え

―
ラ
テ
ン
語
や
英
語
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
に
ま
で
及
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
古
今
の
名
句
、
警
句
、
諺
な
ど
の
抜

粋

―
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
、

Se no va el otero a M
ahom

a vaya M
ahom

a al oter

）
31
（o.

（
山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
行
か
な
い
な
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
へ
行

く
だ
ろ
う
。）

を
ス
ペ
イ
ン
語
の
諺
と
し
て
書
き
留
め
て
い
る
。
彼
は 『
随
想
集
』 

で
こ

れ
を
利
用
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
の“otero ”

を 「
丘
」 H

ill

と
訳
し
た
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
ベ
イ
コ
ン
も
こ
の
諺
だ
け
か
ら 「
大
胆
に
つ
い
て
」 

に
記

し
た
よ
う
な
物
語
全
体
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
例
え
ば
前
に
引
い
た
バ
ッ
サ
ー
ノ
の 『
風
俗
習
慣
』 

に
類
す
る
関

連
資
料
を
手
許
に
置
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
、
最

初
の
ス
ペ
イ
ン
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
辞
典
と
さ
れ
る
コ
バ
ル
ビ
ア
スSebas-

tián de C
ovarrubias O

rozco

（
一
五
三
九
―
一
六
一
三
年
）の 『
カ
ス
テ
ィ
ー

リ
ャ
語
ま
た
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
宝
典
』 Tesoro de la lengua C

astellana o 

E
spañola

（
マ
ド
リ
ッ
ド
、
一
六
一
一
年
）
に
も
、

Pues no puede ir el otero a M
ahom

a, vaya M
ahom

a al oter

）
32
（o.

（
山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
行
け
な
い
の
だ
か
ら
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山

へ
行
く
だ
ろ
う
。）

と
い
う
、
や
や
異
な
る
形
の
諺
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
イ
コ
ン
の 

『
貯
蔵
庫
管
理
人
』 

と
同
様
、
諺
の
含
意
に
つ
い
て
は
何
も
注
釈
が
な
い
。

そ
こ
で
ベ
イ
コ
ン
は
、
元
来
は
預
言
者
の
謙
虚
さ
を
示
す
逸
話
で
あ
っ
た

の
を
、
意
図
的
に
大
胆
さ
の
証
拠
に
変
容
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

謙
虚
さ
の
証
し
と
し
て
の 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

説
話
は
、
十
八
世
紀
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ハ
ン
ブ
ル
ク
生
ま
れ
の
詩
人
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ンFriedrich von H

agedorn

（
一

七
○
八
―
五
四
年
）
の 「
格
言
詩
」 Epigram

m
atiche G

edichte

の
な
か
に
、 

「
マ
ホ
メ
ッ
ト
と
丘
」 M

a ho m
et und der H

ügel

と
い
う
作
品
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
。

魅
惑
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
預
言
者
は
、
人
々
に
向
か
っ
て
こ
う

語
っ
た
。

真
理
の
証
拠
と
し
て
我
ら
が
神
の
下
し
給
う
決
定
に
よ
る
と
、

お
集
ま
り
の
信
徒
た
ち
よ
、
そ
な
た
た
ち
が
立
派
な
信
仰
を
持
つ
な

ら
ば
、

あ
そ
こ
に
憩
う
て
い
る
丘
も
い
つ
か
我
ら
の
も
と
に
近
づ
く
で
あ
ろ

う
…
…

お
い
で
、
丘
よ
、
私
の
言
葉
を
聞
く
が
い
い
。
汝
、
大
地
の
子
よ
、

創
造
主
の
呼
び
声
を
理
解
せ
よ
。
そ
の
声
は
私
の
身
体
に
響
き
渡
る
。

彼
が
望
む
の
は
、
こ
の
民
の
も
と
で
一
つ
の
奇
蹟
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

こ
こ
、
我
ら
の
前
に
そ
れ
が
現
わ
れ
る
こ
と
！

さ
あ
、
立
て
、
身

を
起
こ
せ
…
…

ど
う
し
た
の
だ
、
お
前
は
休
ん
で
い
る
の
か
。
で
は
今
日
は
休
む
が

い
い
。
敬
虔
な
る
そ
な
た
た
ち
に
は
、

私
が
一
つ
の
道
徳
的
奇
蹟
を
お
目
に
か
け
よ
う
、
私
は
何
と
謙
虚
な

こ
と
だ
ろ
う
。

不
精
な
丘
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
来
よ
う
と
し
な
い
の
な
ら
、

マ
ホ
メ
ッ
ト
が
今
、
不
精
な
丘
の
方
へ
赴
こ
う
。

Z
um

 V
olk sprach der Prophet bethörter M

usulm
änner:

D
er W

ahrheit zum
 B

ew
eis, ist unsers A

llah Schluß,

D
aß, w

enn ihr w
ürdig glaubt, versam

m
elte B

ekenner,

D
er H

ügel, der dort ruht, sich einst uns nähern m
uß . . .

A
uf, H

ügel, höre m
ich! V

ernim
m

, du K
ind der E

rde,

V
ernim

m
 des Schöpfers R

uf! D
er R

uf erschallt durch m
ich:

E
r w

ill, daß diesem
 V

olk ein W
under sichtbar w

erde,

E
rscheine hier vor uns! A

uf, auf! E
rhebe dich! . . .

W
as? R

uhst du? R
uh denn heut! N

un stell ’ ich euch, ihr From
-

m
en,

E
in sittlich W

under dar, w
ie dem

uthvoll ich bin:

W
ill nicht zum

 M
a ho m

et der träge H
ügel kom

m
en;

So geht itzt M
a ho m

et zum
 trägen H

ügel hi

）
33
（n.

「
私
は
何
と
謙
虚
な
こ
と
だ
ろ
う
」 w

ie dem
uthvoll ich bin

と
い
う
言
葉

か
ら
は
、
ジ
ュ
ハ
ー
の
逸
話
や
ト
ル
コ
語
の
諺
に
籠
め
ら
れ
て
い
た
の
と

同
様
の
意
味
づ
け
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
こ
う
し
た
元
来
の
宗

教
的
含
意
は
薄
れ
、
預
言
者
や
聖
者
の
行
為
が
人
間
一
般
に
敷
衍
さ
れ
て
、 

「
己
の
で
き
る
事
柄
を
な
せ
」 「
動
け
る
者
が
動
け
な
い
者
の
許
を
訪
れ
る

べ
し
」 
と
い
う
世
俗
的
・
実
践
的
な
行
動
規
範
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
。
先

に
見
た
、
十
八
―
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
用
例
は
み
な
、
こ
の
世

俗
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
一
方
、
こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
の
な

か
に
漱
石
の 『
行
人
』 
の
一
節
を
置
き
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
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た
ベ
イ
コ
ン
の
諺
解
釈
自
体
が
き
わ
め
て
独
自
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
漱

石
の
解
釈
も
ま
た
他
に
類
を
見
な
い
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。「
塵
勞
」 

に
お
け
る 「
私
」 

は
、
最
初
に
こ
の
説
話
に
接
し
た
若
い

頃
、 「
い
ゝ
滑
𥡴
の
材
料
を
得
た
積
り
で
、
そ
れ
を
方
々
へ
持
つ
て
廻
」 

っ

た
が
、
あ
る
先
輩
か
ら 「
あ
ゝ
結
構
な
話
だ
。
宗
敎
の
本
義
は
其
處
に
あ

る
。
そ
れ
で
盡
し
て
ゐ
る
」 

と
言
わ
れ
、
何
年
も
た
っ
て
旅
先
で
一
郞
と

向
き
合
っ
た
段
階
に
な
っ
て
そ
の
先
輩
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
と
さ
れ
る）

34
（

。

た
ん
な
る
滑
稽
譚
・
失
敗
譚
と
し
て
の
見
方
は
、
何
の
解
き
明
か
し
も
な

く 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

説
話
の
筋
立
て
の
み
を
聞
か
さ
れ
た
り
、
諺
と

し
て
提
示
さ
れ
た
り
し
た
現
代
人
が
ご
く
普
通
に
示
す
反
応
の
一
つ
で
あ

ろ
う）

35
（

。
漱
石
が 「
不
言
之
言
」 

で
こ
の
話
を
紹
介
し
た
と
き
も
、
そ
れ
は

滑
稽
譚
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
同
一
の
逸
話
を 「
宗
敎
の
本

義
」 

と
捉
え
る
見
方
は
独
創
的
で
あ
る
。

漱
石
の
文
章
の
発
表
か
ら
六
十
五
年
ほ
ど
後
、
文
藝
批
評
家
の
磯
田
光

一（
一
九
三
一
―
八
七
年
）は
こ
の
説
話
解
釈
を
取
り
上
げ
、 「
宗
敎
の
本
義
」 

と
い
う
言
葉
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
山
を
現
実
社
会
の
象
徴
と
捉
え
て
い

る
。
磯
田
に
よ
れ
ば
、
常
識
人
や
宗
教
家
は
自
分
か
ら
山
へ
向
か
っ
て
歩

い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
郞
に
は
そ
の
妥
協
が
で
き
ず
、
山
と
の

あ
い
だ
の
断
層
、
す
な
わ
ち 「
近
代
的
な
意
味
で
の
孤
独
」 

に
悩
む
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
漱
石
が 「
山
の
不
動
性
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
つ
つ
、

お
の
れ
の
狂
気
か
ら
の
救
い
を
、
現
実
を
超
え
た 「
則
天
去
私
」 

の
う
ち
に

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
求
め
」 

た
の
に
対
し
、
白
樺
派
は 「
山
は
こ
ち
ら
へ
来
る

べ
き
だ
」 

と
い
う
逆
向
き
の
方
向
へ
傾
い
て
い
っ
た
と
い
う
大
き
な
思
想

史
的
見
取
り
図
を
提
示
し
て
い
る）

36
（

。
そ
の
見
取
り
図
の
当
否
は
別
と
し
て

も
、
磯
田
は
漱
石
と
も
ど
も
、
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
の
古
い
説
話
に
新
し

い
生
命
を
吹
き
込
ん
で
現
代
に
蘇
ら
せ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

﹇
注
﹈

　

＊
本
文
に
お
い
て
、
引
用
文
中
の
活
字
級
数
を
下
げ
た
丸
括
弧
内
は
引
用
者

に
よ
る
説
明
・
補
足
で
あ
る
。

（
1
） 

作
品
の
初
出
は 『
東
京
朝
日
新
聞
』 『
大
阪
朝
日
新
聞
』 

一
九
一
二
（
大

正
元
）年
十
二
月
六
日
―
一
九
一
三（
大
正
二
）年
十
一
月
十
五
日
。
単
行

本
は
大
倉
書
店
刊
、
一
九
一
四（
大
正
三
）年
一
月
。
の
ち
、 『
漱
石
全
集
』 

第
五
巻（
彼
岸
過
迄
・
行
人
）、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
四
月
。
以
下
の

引
用
は
単
行
本
に
よ
り
、
初
出
お
よ
び 『
全
集
』 

の
頁
番
号
を
付
記
す
る
。

原
文
は
総
ル
ビ
だ
が
、
引
用
に
さ
い
し
適
宜
省
略
し
た
。

（
2
） 

五
七
○
―
七
一
頁
。『
漱
石
全
集
』 

第
五
巻
、
七
二
七
―
二
八
頁
。
初
出

は 『
東
京
朝
日
新
聞
』 

一
九
一
三
年
十
一
月
二
―
三
日
、
第
六
面
、 「
塵
勞

（
三
十
九
―
四
十
）」。『
大
阪
朝
日
新
聞
』 

で
は
第
一
面
。

（
3
） 

一
三
七
頁
。『
漱
石
全
集
』 

四
三
○
頁
。
初
出
は 『
東
京
朝
日
新
聞
』 

一

九
一
三
年
一
月
十
五
日
、
第
六
面
、 「
兄（
六
）」。『
大
阪
朝
日
新
聞
』 

で
は

第
一
面
。

（
4
） 

五
六
七
頁
。『
漱
石
全
集
』 

七
二
五
頁
。
初
出
は 『
東
京
朝
日
新
聞
』 

一

九
一
三
年
十
一
月
二
日
、
第
六
面
、 「
塵
勞
（
三
十
九
）」。『
大
阪
朝
日
新

聞
』 

で
は
第
一
面
。

（
5
） 

五
七
二
頁
。『
漱
石
全
集
』 

七
二
八
頁
。
初
出
は 『
東
京
朝
日
新
聞
』 

一

九
一
三
年
十
一
月
三
日
、
第
六
面
、 「
塵
勞
（
四
十
）」。『
大
阪
朝
日
新
聞
』 

で
は
第
一
面
。

（
6
） 
糸
瓜
先
生（
目
次
は 「
夏
目
某
」） 「
不
言
之
言
」 『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』 

第
二
巻

二
―
三
号
、
一
八
九
八
年
十
一
―
十
二
月
、
一
六
―
一
七
頁
、
二
○
―
二

二
頁
。
の
ち
、 『
漱
石
全
集
』 

第
十
二
巻（
初
期
の
文
章
及
詩
歌
俳
句
）、
一

九
六
七
年
三
月
、
二
七
五
―
八
一
頁
。
引
用
は
、
初
出
誌
二
二
頁
、 『
全
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集
』 

二
八
一
頁
。
初
出
の 「
臆
」 

を 『
全
集
』 

は 「
憶
」 

に
改
め
る
。
初
出
に

は
句
点
﹇
。﹈
な
し
。

 
　

朴
裕
河 『
日
本
近
代
文
学
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』 （
早

稲
田
大
学
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
育
学
研
究
科
博
士
学
位
請
求

論
文
、
二
○
○
三
年
）の
第
十
二
章 「『
行
人
』 

と
沼
波
武
夫 『
始
め
て
確
信

し
得
た
る
全
実
在
』」 

は
、
沼ぬ

波な
み

瓊け
い

音お
ん 『

始
め
て
確
信
し
得
た
る
全
實
在
』 

（
東
亞
堂
書
房
、
一
九
一
三
年
七
月
）
が 「
塵
勞
」 

の
成
立
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
同
論
文
（
一
七
三
頁
）
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
沼
波
の
著
書
の
冒
頭
に 「
モ
ハ
メ
ツ
ト
」 

の
名
前
が
登
場
す

る
の
は
、
漱
石
に 「
マ
ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

の
逸
話
を
想
起
さ
せ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
） 

渡
辺
義
雄
訳 『
ベ
ー
コ
ン
随
想
集
』 

岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
三
月
、
六

一
頁
。
た
だ
し
、
原
文
の
引
用
は
引
用
者
に
よ
る
。
原
典
＝Francis B

acon, 

T
he E

ssayes or C
ounsels, C

ivill and M
orall, E

dited w
ith Introduction, 

N
otes, and C

om
m

entary by M
ichael K

iernan, O
xford: C

larendon 

Press, 2000, pp. 37–38.  

こ
の
章
は
初
版（
一
五
九
七
年
）お
よ
び
第
二
版

（
一
六
一
二
年
）に
は
見
ら
れ
ず
、
第
三
版
で
初
め
て
収
録
さ
れ
た
。
ま
た

こ
の
作
品
に
は
、
戦
前
に
す
で
に
邦
訳
が
存
在
し
た
。

 
 

・ 

高
橋
五
郞
訳 『
ベ
ー
コ
ン
論
說
集
』 

玄
黃
社
、
一
九
○
八
年
十
一
月
、 

「（
三
二
）豪
膽
を
論
ず
」 

二
三
三
頁 「
山
若
し
マ
ホ
メ
ツ
ト
の
所
に
來
ら

ず
ん
ば
、
マ
ホ
メ
ツ
ト
は
山
の
所
に
往
く
可
し
」。
原
文
に
は
傍
点（
△
）

あ
り
。

 
 

・ 

神
吉
三
郞
訳 『
ベ
ー
コ
ン
隨
筆
集
』 

岩
波
文
庫
、
一
九
三
五
年
九
月
、 「
十

二
、
大
膽
に
つ
い
て
」 

六
二
頁 「
も
し
山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
所
に
來
る

氣
が
な
い
な
ら
ば
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
へ
往
か
う
」。

 

な
お
、
本
書
原
典
は
漱
石
文
庫
に
も
二
種
類
存
在
す
る
。『
漱
石
全
集
』 

第

十
六
巻
（
別
册
）、
一
九
六
七
年
四
月
、 「
漱
石
山
房
藏
書
目
錄
」 

八
二
七

頁
。

 
 

・ B
acon’s E

ssays and C
olours of G

ood and E
vil. E

d. by W
.  A

. W
right. 

L
ondon: M

acm
illan &

 C
o. 1872.

 
 

・ B
acon’s E

ssays. E
d. w

ith Introduction and N
otes by F. G

. Selby. 

L
ondon: M

acm
illan &

 C
o. 1892.

（
8
） 

B
yron Porter Sm

ith, Islam
 in E

nglish L
iterature, Second E

dition, 

E
dited and w

ith an Introduction by S. B
. B

ushrui and A
nahid M

eliki-

an and a Forew
ord by O

m
ar A

. Farrukh, N
ew

 Y
ork: C

aravan B
ooks, 

1975, p. 7.

 

　

漱
石
文
庫
所
蔵
本
と
同
じ
ラ
イ
ト
校
訂
版B

acon’s E
ssays and C

olours 

of G
ood and E

vil, w
ith N

otes and G
lossarial Index by W

. A
ldis 

W
right, N

ew
 E

dition, L
ondon: M

acm
illan and C

o., 1876

の
注p. 302

も
、 “I have been unable to trace any foundation for this story of M

a-

ho m
et ” 

と
記
す
。
中
林
隆
明
「
漱
石
文
学
に
表
わ
れ
た
中
東
」（
国
立
国
会

図
書
館
主
題
情
報
部
編 『
参
考
書
誌
研
究
』 

第
三
十
二
号
、
一
九
八
六
年

十
月
、
三
二
―
三
四
頁
）
も
ま
た
、
ラ
イ
ト
校
訂
版
を
披
見
し
た
上
で
、

そ
の 「
注
を
見
る
と
、
そ
の
出
典
は
未
詳
と
あ
る
。
た
だ
し
同
時
に 「
ス
ペ

イ
ン
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
諺
」 

と
の
説
も
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
筆
者
が

引
用
語
、
諺
等
の
辞
典
で
調
べ
た
範
囲
で
は
、
先
の
ベ
ー
コ
ン
の
使
用
例

が
最
も
古
い
よ
う
で
あ
る
」（
三
二
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
諺

に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後
注
（
31
）
で
紹
介
す
る
。

（
9
） 

B
rew

er’s D
ictionary of P

hrase and Fable, R
evised E

dition by Ivor 

H
. E

vans, L
ondon: C

assell L
td., 1981, s.v. M

oham
m

ed, M
a ho m

et, 

p. 747: If the m
ountain w

ill not com
e to M

a ho m
et, M

a ho m
et m

ust go 

to the m
ountain.  

邦
訳
＝
E
・
C
・
ブ
ル
ー
ワ
ー
／
加
島
祥
造
主
幹
・
鮎

沢
乘
光
編
集 『
ブ
ル
ー
ワ
ー
英
語
故
事
成
語
大
辞
典
』 

大
修
館
書
店
、
一

九
九
四
年
五
月
、
一
一
四
四
頁 「
ア
ラ
ブ
人
た
ち
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
彼
の

教
え
を
奇
跡
に
よ
っ
て
証
明
し
て
み
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
の
で
、
マ
ホ

メ
ッ
ト
は
彼
の
も
と
に
や
っ
て
来
い
と
サ
フ
ァ
山
に
命
じ
た
。
し
か
し
山

は
動
か
ず
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
い
っ
た
。「
神
は
慈
悲
深
い
。
も
し
山
が
私
の

言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
山
が
の
し
か
か
っ
て
き
て
私
た
ち
は
潰
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
私
の
方
か
ら
山
に
行
こ
う
。
強
情
な
子

孫
に
慈
悲
を
垂
れ
た
も
う
神
に
感
謝
」」。
た
だ
し
（
本
稿
で
以
下
に
示
す
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よ
う
に
）、
山
の
名
前
を 「
サ
フ
ァ
」 M

ount Safa

と
し
、
預
言
者
の
言
葉

を
右
の
よ
う
に
伝
え
る
伝
承
は
東
西
い
ず
れ
の
文
献
に
も
見
当
た
ら
ず
、

典
拠
不
明
で
あ
る
。
他
の
辞
典
・
索
引
類
と
し
て
は
、

 
 

・ T
he O

xford D
ictionary of Q

uotations, T
hird E

dition, O
xford: O

x-

ford U
niversity Press, 1979, p. 25, no. 33 （s.v. B

acon

）.
 

 

・ Stith T
hom

pson, M
otif-Index of Folk L

iterature, 6 vols., B
loom

ing-

ton: Indiana U
niversity Press, 1932–36, V

ol. 4, p. 60, J831: M
o-

ham
m

ed goes to the m
ountain （tree

） w
hen the m

ountain w
ill not 

com
e to him

.

 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
英
語
圏
の
諺
辞
典
は
後
注
（
14
）
お
よ
び
（
31
）、

ド
イ
ツ
語
圏
の
引
用
句
辞
典
の
類
は
後
注
（
24
）（
27
）（
33
）
な
ど
で
そ
の

都
度
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

（
10
） 

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
ィ
作
／
遠
藤
寿
子
訳 『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』 

上
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
四
月
、
一
九
一
頁
。
割
注
に 「
マ
ホ
メ
ッ

ト
が
ア
ラ
ビ
ア
人
に
奇
蹟
を
、
求
め
ら
れ
、
山
に
向
っ
て
こ
こ
へ
来
て
く

れ
と
た
の
ん
だ
が
山
は
動
か
ず
、
彼
の
ほ
う
が
行
こ
う
と
い
っ
た
古
事
か

ら
」 

と
あ
る
。
原
典
＝C

harlotte B
rontë, Jane E

yre, E
dited by Jane Jack 

and M
argaret Sm

ith, O
xford: C

larendon Press, 1969, p. 139 （C
hapter 

X
II

）.
 

　

こ
の
作
品
は
戦
前
に
邦
訳
が
二
種
類
存
在
し
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も

注
は
な
し
。

　

① 

ブ
ロ
ン
テ
イ
作
／
遠
藤
壽
子
訳 『
ヂ
エ
イ
ン
・
エ
ア
』 

上
、
世
界
大
衆

文
學
全
集
第
六
十
一
巻
、
改
造
社
、
一
九
三
○
年
九
月
、
二
二
二
頁 「
成

程
、
山
は
決
し
て
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
方
へ
は
動
か
ん
な
。
だ
か
ら
、
君
が

精
々
す
る
こ
と
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
を
山
へ
や
る
手
傳
を
す
る
こ
と
だ
。

君
に
こ
ゝ
へ
來
て
貰
は
ん
け
り
や
な
ら
な
い
」 （
戦
後
の
岩
波
文
庫
版
の

原
本
。
原
文
は
総
ル
ビ
）。

　

② 

ブ
ロ
ン
テ
ィ
著
／
十
一
谷
義
三
郞
訳 『
ジ
エ
ィ
ン
・
エ
ア
』 

世
界
文
學

全
集
第
二
期
5
、
新
潮
社
、
一
九
三
一
年
八
月
、
一
二
○
頁 「
山
を
マ

ホ
メ
ッ
ト
の
處
へ
持
つ
て
來
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
を

山
の
方
へ
行
か
せ
る
こ
と
は
あ
な
た
に
も
出
來
る
ん
だ
。
あ
な
た
に

こ
ゝ
へ
來
て
戴
か
な
く
ち
や
な
り
ま
す
ま
い
」。

（
11
） 

鈴
木
力
衛
訳 「
二
人
の
若
妻
の
手
記
」 『
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
』 

第
十
六
巻
、

東
京
創
元
社
、
一
九
七
四
年
十
二
月
、
九
九
頁
。
割
注
に 「
マ
ホ
メ
ッ
ト

は
あ
る
日
、
山
を
呼
び
寄
せ
て
み
せ
る
と
い
っ
て
人
を
集
め
た
が
、
三
度

呼
ん
で
も
山
が
動
か
な
い
の
で
、
自
分
か
ら
山
の
ほ
う
へ
歩
き
出
し
た
と

い
う
」 

と
あ
る
。
原
典
＝B

alzac, L
a com

édie hum
aine, E

dition publiée 

sous la direction de Pierre-G
eorges C

astex, 12 vols., V
ol. 1, E

tudes de 

m
œ

urs: Scènes de la vie privée, Paris: G
allim

ard, 1976, p. 284.  

な
お

p. 1277

の
注
記
に
は“A

llusion au m
ot célèbre que la légende a prêté 

au prophète m
usulm

an: «
M

ontagne, puisque tu ne veux pas venir à 

M
a ho m

et, M
a ho m

et ira à toi.» ”

と
あ
る
。

 

　

鈴
木
力
衞
訳
は
す
で
に
戦
前
に
刊
行
さ
れ
、
注
記
も
付
さ
れ
て
い
た
。

『
二
人
の
若
妻
の
手
記
』 

前
篇
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
人
間
劇
叢
書
第
五
、
私
的
生

活
繪
卷
、
東
苑
書
房
、
一
九
四
三
年
五
月
、
二
四
○
頁
。

（
12
） 

Johann Peter H
ebel W

erke, H
erausgegeben von O

tto K
leiber m

it 

Z
eichnungen von Felix H

offm
an, 3 vols., V

ol. 3: E
rzählungen und 

A
ufsätze des R

heinischen H
ausfreundes, Z

w
eiter Teil, B

asel and 

Stuttgart: B
irkhäuser V

erlag, 1959, pp. 265–66; A
. W

esselski, V
ol. 2, 

pp. 190–91, note 372

（
書
誌
は
後
注
（
21
）
参
照
）
に
引
用
あ
り
。

（
13
） 

T
he C

ollected L
etters of O

liver G
oldsm

ith, E
dited by K

atharine C
. 

B
alderston, L

ondon: C
am

bridge U
niversity Press, 1928, pp. 30–31: 

To D
aniel H

odson, 27 D
ecem

ber, 1757.

（
14
） 

同
様
の
用
例
と
し
て
、
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ンE

dw
ard B

ulw
er Lytton

（
一
八
○
三
―
七
三
年
）
の
小
説 『
カ
ク
ス
ト
ン
家
の
人
々
』 The C

axtons

（
一
八
四
九
年
）
の
一
節
（Part Sixth, C

hapter IV

）
や
、
若
き
日
の
イ
タ

リ
ア
の
詩
人
レ
オ
パ
ル
デ
ィG

iacom
o L

eopardi

（
一
七
九
八
―
一
八
三

七
年
）が
、
故
郷
レ
カ
ナ
ー
テ
ィ
か
ら
ミ
ラ
ノ
の
文
藝
批
評
家
ジ
ョ
ル
ダ
ー

ニPietro G
iordani

（
一
七
七
四
―
一
八
四
八
年
）
に
宛
て
た
一
八
一
七
年

七
月
十
四
日
付
け
の
書
簡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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前
者
は
、
主
人
公
パ
イ
シ
ス
ト
ラ
タ
ス
・
カ
ク
ス
ト
ンPisistratus C

ax-

ton

（
愛
称
シ
ス
テ
ィSisty

）の
父
親
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ンA

ugustine C
axton

（
愛
称A

ustin

）が
友
人
た
ち
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
社
交
界
へ
出
る
よ
う
勧
め

ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
断
わ
る
科
白
の
一
部
。
キ
テ
ィ
ーK

itty

は
妻
ケ

イ
トK

ate C
axton

の
愛
称
。
後
者
は
、
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ニ
に
会
い
に
ゆ
き

た
く
と
も
、「
僕
が
君
の
許
に
飛
ん
で
ゆ
か
な
い
よ
う
、
鎖
や
鉄
格
子
が

僕
を
引
き
と
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
、
自
分
が
父
親
の
束
縛
と

い
う
監
獄
の
な
か
に
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
一
節
で
あ
る
。

 
 

・ 「
た
と
え
友
情
の
た
め
で
あ
れ
、
キ
テ
ィ
ー
も
私
も
習
慣
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
彼
女
に
は
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
き
な
仕
事
が
あ
る

の
だ
し
、
私
と
て
同
様
だ
。
山
は
、
と
く
に
仕
事
中
は
動
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
か
し
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
好
き
な
と
き
に
山
の
方
へ
来
る
こ

と
が
で
き
る
」。T

he C
axtons: A

 Fam
ily P

icture, by the R
ight H

on. 

L
ord Lytton, L

ondon: G
eorge R

outledge &
 Sons / N

ew
 Y

ork: E
. P. 

D
utton &

 C
o., 1901, pp. 162–63; T

he O
xford D

ictionary of E
nglish 

P
roverbs, T

hird E
dition, R

evised by F. P. W
ilson, O

xford: C
laren-

don Press, 1970, p. 547, M
1213: If the m

ountain w
ill not com

e to 

M
a ho m

et, M
a ho m

et m
ust go to the m

ountain.

 
 

・ 「
僕
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
山
の
よ
う
な
状
態
で
、
山
以
外
は
す
べ
て
が
動

け
る
の
だ
か
ら
、
山
に
会
う
た
め
に
は
自
分
が
山
の
方
へ
来
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
」。L
ettere, a cura e con un saggio introduttivo di 

R
olando D

am
iani, M

ilano: A
rnoldo M

ondadori, 2006, p. 85: A
 Pietro 

G
iordani, R

ecanati 14 L
uglio 1817; Salvatore B

attaglia, G
rande 

dizionario della lingua Italiana, vol. 10, Torino: U
nione T

ipografi -

co, E
ditrice Torinese, 1978, p. 839, s.v. M

ontagna.

（
15
） 

al-Sī ra al-N
abaw

ī ya li ’Ibn H
ishā m

, E
d. M

uṣṭ afā  al-Saqqā , ’Ib rā-
hī m

 al- ’A
byā rī  and ‘A

bd al-Ḥ
afīẓ  Shalabī , 2 vols., C

airo: Sharika 

M
aktaba w

a M
aṭ ba ‘a M

uṣṭ afā  al-B
ā bī  al-Ḥ

alabī  w
a ’A

w
lā d-hu, 1955, 

V
ol. 1, p. 391; Sī ra Sayyid-nā  M

uḥ am
m

ad, H
erausgegeben von Ferdi-

nand W
üstenfeld, 2 vols. in 3, G

öttingen: D
ieterichsche U

niversitäts-

B
uchhandlung, 1958–60, V

ol. 1, p. 258; ’A
bū  M

uḥ am
m

ad ‘A
bd al-

M
alik ’ibn H

ishā m
, Sī ra al-N

abī, E
d. M

uḥ am
m

ad M
uḥ yī  al-D

ī n ‘A
bd 

al-Ḥ
am

ī d, 4 vols., C
airo: D

ā r al-H
idā ya, n.d., V

ol. 1, p. 418.

 
 

・ 

英
訳
＝A

. G
uillaum

e, T
he L

ife of M
uham

m
ad: A

 Translation of Ibn 

Isḥā q’s Sī rat R
asū l A

llā h, L
ondon, N

ew
 Y

ork and T
ronto: O

xford 

U
niversity Press, 1955, pp. 178–79.

 
 

・ 

邦
訳
＝
イ
ブ
ン
・
イ
ス
ハ
ー
ク
著
／
イ
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
編
註 『
預

言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
伝
』 

1
、
後
藤
明
・
医
王
秀
行
・
高
田
康
一
・
高
野

太
輔
訳
、
イ
ス
ラ
ー
ム
原
典
叢
書
、
岩
波
書
店
、
二
○
一
○
年
十
一
月
、

四
○
三
―
○
四
頁
。

 

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、Josef H

orovitz, “Z
ur M

uḥ am
m

adlegende, ”  

D
er Islam

, V
ol. 5 （1914

）, pp. 49–53

に
指
摘
が
あ
る
。

（
16
） 

’Ibn al- ’A
thī r, ’U

sd al-G
hā ba fī  M

a‘rifa al-Ṣ aḥā ba, E
d. ‘A

lī  M
u-

ḥ am
 m

ad M
u ‘aw

w
aḍ  and ‘Ā

dil ’A
ḥ m

ad ‘A
bd al-M

aw
jū d, 8 vols., B

ei-

rut: D
ā r al-K

utub al- ‘Ilm
ī ya, 2008, V

ol. 2, pp. 293–94, no. 1708; Josef 

H
orovitz, p. 51, note 1.

（
17
） 

’Ibn al- ’A
thī r, al-K

ā m
il fī  al-Ta’rī kh, E

d. C
. J. Tornberg, 12 vols., 

B
eirut: D

ā r Ṣā dir, 1965–67, V
ol. 2, p. 76.

（
18
） 

D
ie C

hroniken der Stadt M
ekka, G

esam
m

elt und auf K
osten der 

D
eutschen M

orgenländischen G
esellschaft herausgegeben von Ferdi-

nand W
üstenfeld, 4 vols., L

eipzig: F. A
. B

rockhaus, 1858–61, V
ol. 1, 

G
eschichte und B

eschreibung der Stadt M
ekka von A

bul-W
alîd M

u-

ham
m

ed ben A
bdallah el-A

zrakí, p. 424; Josef H
orovitz, p. 51, note 

1.

（
19
） 

al-D
iyā rbakrī , Ta’rī kh al-K

ham
ī s fī  ’Aḥ w

ā l ’A
nfas N

afī s, 2 vols., 
B

eirut: M
u ’assasa Sha ‘bā n, n.d., V

ol. 1, p. 220.
（
20
） 

al-Sī ra al-N
abaw

ī ya, V
ol. 1. p. 181; Sī ra Sayyid-nā  M

uḥ am
m

ad, 

V
ol. 1, p. 115; Sī ra al-N

abī, V
ol. 1, p. 195;   

英
訳
＝p. 80;   

邦
訳
＝
第
一

巻
、
一
七
三
頁
。Josef H

orovitz, p. 52.

（
21
） 

’A
khbā r Juḥā, E

d. ‘A
bd al-Sattā r ’A

ḥ m
ad Farrā j, C

airo: M
aktaba 
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M
iṣ r, n.d. ﹇1954

﹈, pp. 137–38.
 

 

・ 

独
訳
＝D

er H
odscha N

asreddin, T
ürkische, arabische, berberische, 

m
altesische, sizilianische, kalabrische, kroatische, serbische und 

giechische M
ärlein und Schw

änke, G
esam

m
elt und herausgegeben 

von A
lbert W

esselski, 2 vols., W
eim

ar: A
lexander D

uncker V
erlag, 

1911, V
ol. 2, pp. 16–17, no. 372; N

asreddin H
odscha 666 w

ahre 

G
eschichten, Ü

bersetzt und herausgegeben von U
lrich M

arzolph, 

M
ünchen: V

erlag C
. H

. B
eck, 2006 ﹇1996

﹈, p. 214, no. 509.
 

 

・ 

仏
訳
＝M

ille et un contes, récits et legends arabes, par R
ené B

asset, 

3 vols., Paris: M
aisonneuves Frères, 1924–26, V

ol. 1: C
ontes m

er-

veilleux, contes plaisants, p. 499, no. 191; Idem
, A

nthologie établie 

par R
ené B

asset, 2 vols., C
ollection M

erveilleux n
o 29, Paris: H

osé 

C
orti, 2005, V

ol. 1, pp. 287–88, no. 191: Si le palm
ier ne va pas à 

D
joh ’a, c ’est djoh ’a qui ira au palm

ier.  

初
出
はR

ené B
asset, “C

on-

tes et légends arabes D
C

X
C

IX
, ” R

evue des Traditions Populaires, 

Tom
e X

IX
, 19

e année n
o 7, juillet 1904, p. 311.

 

バ
ッ
セ
や
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
キ
ー
は
そ
の
注
に
お
い
て
、
こ
の
逸
話
が 「
マ

ホ
メ
ツ
ト
喚
山
」 

説
話
の
原
型
に
な
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

後
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
媒
介
項
と
し
て
へ
ー
ベ
ル
や
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
の

作
品
を
挙
げ
て
い
る
。
前
注
（
12
）
お
よ
び
後
注
（
33
）
参
照
。

（
22
） 

前
記
の 『
ジ
ュ
ハ
ー
に
関
す
る
諸
情
報
』 ’A

khbā r Juḥā

で
は
、
こ
の
逸

話
は 「
第
二
部　

古
い
ア
ラ
ビ
ア
語
文
献
に
見
出
せ
な
い
奇
行
譚
」 
に
収

め
ら
れ
る
一
方
、
ト
ル
コ
系
の 『
ナ
ス
レ
ッ
デ
ィ
ン
・
ホ
ジ
ャ
物
語
』 
に
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
キ
ー
は
、N

awā dir al-K
hū jā  N

aṣ r al-
D
ī n al-M

ulaqqab bi Juḥā  al-Rū m
ī, B

ū lā q, ca. 1880

を
、
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ

ツ
はQ

iṣṣ a Juḥā, B
eirut, 1886

を
利
用
し
て
い
る
。

（
23
） 

R
edhouse Yeni T

ürkçe-İ nglizce Sözlük, Istanbul: R
edhouse Y

ayınevi, 

1968, p. 266, s.v. da
: proverb If the m

ountain does not go to the 

Prophet, the Prophet m
ust go to the m

ountain; K
arl Steuerw

ald, 

T
ürkisch-D

eutsches W
örterbuch, W

iesbaden: O
tto H

arrassow
itz, 1972, 

p. 2, s.v. A
bdal: W

enn der B
erg nicht zum

 Propheten kom
m

t, m
uß der 

Prophet zum
 B

erg kom
m

en.  

ま
たC

. B
rockelm

ann, “D
er Prophet und 

der B
erg, ”  D

er Islam
, V

ol. 6 （1916

）, p. 298 

は
一
八
九
九
年
ブ
ダ
ペ
ス

ト
刊
行
のK

únos, C
hrestom

athia Turcica

よ
り
、 「
山
よ
歩
け
、
山
よ
歩

け
、
も
し
山
が
歩
か
な
い
な
ら
、
聖
者
よ
、
お
前
が
歩
け
」 da

 yürü da
 

yürü, da
 yürüm

ezse abdal yürü

と
い
う
、
細
部
に
異
同
の
あ
る
諺
（
諺

の
末
尾
に
超
越
形
三
人
称
単
数“yürür ”

の
代
わ
り
に
命
令
形
二
人
称
単

数“yürü ”

を
用
い
る
）を
紹
介
す
る
。“abdal ”

は
、
元
来
は
神
秘
主
義
に

お
い
て
、 「
枢
軸
」 quṭ b

を
頂
点
と
す
る
聖
者
の
階
層
秩
序
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
る 「
代
替
者
」 

を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語“’abdā l ” （
単
数
形“badal ”

）

に
由
来
す
る
言
葉
で
、
一
般
に
は 「
聖
者
」。
ト
ル
コ
語
で
は
単
数
扱
い
さ

れ
る
。

 

　

右
に
挙
げ
た
二
つ
の
辞
典
が
、
ト
ル
コ
語
の
諺
の
な
か
の
単
語“abdal ”

に
対
し
、 「
聖
者
」 the Saint / der H

eilige 

で
は
な
く 「
預
言
者
」 the 

Prophet / der Prophet

の
訳
語
を
与
え
て
い
る
の
は
、
英
語
圏
・
ド
イ
ツ

語
圏
で
人
口
に
膾
炙
し
た
諺
の
形
を
全
体
と
し
て
そ
の
ま
ま
、
変
更
せ
ず

に
対
応
さ
せ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

 

　

ち
な
み
に
、
竹
内
和
夫 『
ト
ル
コ
語
辞
典
』 （
ポ
ケ
ッ
ト
版
、
大
学
書
林
、

一
九
八
九
年
）、
八
九
頁
は
、“abdal ”

を“aptal ”

に
替
え
た
形
を
慣
用
句

と
し
て
掲
げ
、 「（
山
が
歩
か
な
け
れ
ば
馬
鹿
が
歩
く
）人
の
尻
ぬ
ぐ
い
」 

と

い
う
訳
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
以
下
の
辞
書
の
記
載
が
典
拠
と
思
わ
れ

る
。D

ictionary of Turkish-E
nglish P

roverbial Idiom
s: w

ith Interpre-

tations and Translations 

（T
ürkçe-İ nglizce Ş iyve M

isalleri G
österen 

Sözlük

） by K
erest H

aig, A
 C

ollection of 2250 Proverbs, Sayings and 

Idiom
atic E

xpressions Peculiar to the T
urkish L

anguage, w
ith an A

l-

phabetical Index of Interpretations and a Preface by M
alcolm

 B
urr, 

A
m

sterdam
: Philo Press, 1969 ﹇Istanbul, 1951

﹈, p. 71, no. 661: D
a

 

yürüm
ezse aptal yürür, ̶

if the m
ountain does not w

alk, the silly m
an 

does （m
ust

） w
alk.

＝if the m
ountain w

ill not com
e to him

, he m
ust go 

to the m
ountain, the w

eaker m
ust give in.
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（
24
） 

F. B
abinger, “Z

u Islam
 V

I, 298 bzw
. X

II, 224, ”  D
er Islam

, V
ol. 13 

（1923

）, p. 105.  

ネ
フ
イ
ー
ザ
ー
デ
に
つ
い
て
は
、E

. J. W
. G

ibb, A
 H

is-

tory of O
ttom

an Poetry, E
dited by E

dw
ard G

. B
row

ne, 6 V
ols., L

on-

don: Printed for the T
rustees of the “E

. J. W
. G

ibb M
em

orial ” and 

Published by M
essrs. L

uzac and C
om

pany L
td., 1965 ﹇L

ondon: L
u-

zac, 1900–09

﹈, V
ol. 3, pp. 232–42.

 

　

な
お
、B

asset, H
orovitz, B

rockelm
ann, B

abinger

ら
の
論
考
は
、G

e-

fl ü gelte W
orte: D

er Z
itatenschatz des D

eutschen Volkes, G
esam

m
elt 

und erläutert von G
eorg B

üchm
ann, 31. A

ufl age durchgesehen von 

A
lfred G

runow
, B

erlin: H
aude &

 Spenersche V
erlagsbuchhandlung, 

1964, p. 453

に
ま
と
め
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
十
九
世
紀
末
に

刊
行
さ
れ
た 『
ジ
ュ
ハ
ー
奇
行
譚
』 

の
成
立
を
一
六
三
一
年
ま
で
溯
る
と

す
る
の
は
根
拠
に
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
25
） 

J. H
. M

ordtm
ann, “M

iszellen 4. D
er B

erg und der Prophet, ”  D
er 

Islam
, V

ol. 12 （1922

）, pp. 224–25.  
バ
ッ
サ
ー
ノ
の
記
事
は
、
サ
ン
ソ

ヴ
ィ
ー
ノFrancesco Sansovino

（
一
五
二
一
―
八
六
年
）
の 『
ト
ル
コ
人

の
起
源
と
帝
国
に
関
す
る
一
般
史
』 H
istoria universale dell’origine et 

im
perio de’ Turchi

（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
一
五
六
四
年
初
刊
）
の
諸
版
に
繰

り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、V

enezia: Stefano Z
azzara, 1568, 

p. 73: D
i m

olt ’altri trattenim
enti piacevoli ch ’usano i T

urchi. C
ap. 

X
L

II; V
enezia: A

ltobello Salicato, 1582, pp. 66–67; V
enezia: A

les-

sandro di V
ecchi, 1600, p. 66.  

原
文
は
以
下
の
通
り
。﹇Q

﹈uesto gran 
Profeta, del qual ancor narrano ch ’era hum

ile, &
 com

andando egli a 

una m
ontagna che dovesse venire a lui, &

 non si m
ovendo, egli si de-

gnò andare a lei. 

版
に
よ
り
綴
り
字
の
細
部
に
異
同
が
あ
る
。

（
26
） 

al- ’Ibshī hī , al-M
ustaṭ raf fī  K

ull Fann M
ustaẓ raf, 2 vols., B

eirut: D
ā r 

al-Jī l, 1992, V
ol. 2, p. 772; H

orovitz, p. 51.  

メ
ッ
カ
南
東
に
位
置
す
る

ア
ブ
ー
・
ク
バ
イ
ス
山
で
の
フ
ダ
イ
ル
・
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
ドFuḍ ayl 

’ibn ‘Iyāḍ

の
逸
話
。

（
27
） 

「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」 

第
17
章
20
節
。
並
行
伝
承
は
、
同
福
音
書
第

21
章
21
節
、 「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」 

第
11
章
23
節
、 「
ル
カ
に
よ
る
福
音

書
」 

第
17
章
6
節
。
関
連
す
る
伝
承
と
し
て
、 「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙　

第
一
」 

第
13
章
2
節
に 「
た
と
え
私
が
山
を
動
か
す
ほ
ど
の
完
全
な
信
仰

を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
」 ean ekhō  pā san tē n pistin hō ste orē  m

ethis-

tanai

と
あ
る
。L

utz R
öhrich, D

as große L
exikon der sprichw

örtlichen 

R
edensarten, 3 vols., Freiburg, B

asel and W
ien: H

erder, 1991, V
ol. 1, 

s.v. B
erg, p. 175

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
反
奇
蹟
譚
と
し
て
の
諺
が
人
口
に

膾
炙
し
た
理
由
と
し
て
こ
の
点
に
言
及
す
る
。

 

　

な
お
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロM

arco Polo

（
一
二
五
四
―
一
三
二
四
年
）の 

『
東
方
見
聞
録
』 

は
、
一
二
二
五
年
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
カ
リ
フ
が 『
新
約
聖

書
』 

の
右
の
一
節
を
根
拠
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
山
を
動
か
す
奇
蹟

を
見
せ
る
よ
う
に
、
奇
蹟
が
起
ら
な
け
れ
ば
イ
ス
ラ
ム
に
改
宗
す
る
よ
う

に
と
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
靴
屋
の
祈
り
に
よ
っ
て
実
際
に
山
が
移
動
し

た
事
件
を
記
録
し
て
い
る
。T

he B
ook of Ser M

arco Polo the Venetian 

C
oncerning the K

ingdom
s and M

arvels of the E
ast, T

ranslated and 

E
dited, w

ith N
otes, by C

olonel Sir H
enry Y

ule, T
hird E

dition, R
e-

vised throughout in the L
ight of R

ecent D
iscoveries by H

enri C
ordier 

（of Paris

）, 2 vols., L
ondon: John M

urray, 1926, V
ol. 1, pp. 72–74.  

邦
訳
＝
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ 『
東
方
見
聞
録
』 

1
、
愛
宕
松
男
訳
注
、
平
凡

社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
○
年
三
月
、
五
二
―
五
八
頁
。J. H

orovitz, p. 51

に
も
言
及
が
あ
る
。

（
28
） 

野
沢
協
訳 『
歴
史
批
評
辞
典
』 

Ⅱ（
E
―

O
）、
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
著
作

集
第
四
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
十
一
月
、
六
六
二
頁
。
原

典
＝D

ictionnaire historique et critique par M
r. Pierre B

ayle, cin-

quièm
e édition, revue, corrigée, et augm

entée avec la vie de l ’auteur, 

par M
r. des M

aizeaux, V
ol. 3, G

enève: Slatkine R
eprints, 1995 ﹇A

m
-

sterdam
: P. B

runel etc., 1740

﹈, p. 257.  

シ
ュ
ヴ
ロ
ーU

rbain C
hevreau

（
一
六
一
三
―
一
七
○
一
年
）
の 『
世
界
史
』 H

istoire du m
onde

第
五
巻
、

第
三
冊
、
五
頁（L

ivr. V
, Tom

. III, pag. 8

）か
ら
の
引
用
と
す
る
出
典
注
あ

り
。
実
際
の
出
典
はC

hevreau, H
istoire du m

onde, Tom
e second, Paris: 
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C
hez la veuve d ’E

dm
e M

artin &
 Jean B

oudot, 1686, p. 6 （L
ivre cinqui-

èm
e, C

hapitre 1

）.  

ベ
イ
ル
の
一
節
は
、A

. W
esselski, V

ol. 2, p. 191

も

一
七
二
○
年
刊
行
の
第
四
版（
通
称
第
三
版
）、
一
八
五
二
頁
よ
り
引
い
て

い
る
。

（
29
） 
野
沢
協
訳
、
六
五
七
頁
。
原
典p. 257.

（
30
） 
野
沢
協
訳
、
六
六
二
頁
。
原
典p. 258.

（
31
） 

Sir E
dw

in D
urning-L

aw
rence, B

acon Is Shake-Speare, Together 

w
ith a R

eprint of B
acon ’s P

rom
us of Form

ularies and E
legancies, 

C
ollated, w

ith the O
riginal M

S. by the L
ate F. B

. B
ickley, and R

e-

vised by F. A
. H

erbert, of the B
ritish M

useum
, L

ondon: G
ay &

 H
an-

cock, L
td., 1910, p. 239: Folio 102, back.  

ベ
イ
コ
ン
の 『
全
集
』 

第
十

二
巻
に
は
こ
の
作
品
の
抜
粋
し
か
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、H

. Pott

に
よ
る

校
訂
版
（
一
八
八
三
年
）
も
未
見
。

 

　

前
出
の
ラ
イ
ト
校
訂
版B

acon’s E
ssays and C

olours of G
ood and 

E
vil,  

注p. 302

は
、
ベ
イ
コ
ン
の 『
貯
蔵
庫
管
理
人
』 

の
当
該
個
所
を
引

く
と
同
時
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世（
在
位
一
五
五
六
―
九
八
年
）

の
大
臣
ペ
レ
スA

ntonio Pérez

（
一
五
三
九
―
一
六
一
一
年
）
が
、
亡
命

時
代
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
（
在
位
一
五
五
八
―
一
六
○
三
年
）
の
寵
臣
エ

セ
ッ
ク
ス
伯E

arl of E
ssex, R

obert D
evereux

（
一
五
六
六
―
一
六
○
一

年
）
に
宛
て
た
ラ
テ
ン
語
の
書
簡
の
な
か
で
、 「
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
山
へ
行
け

な
い
の
な
ら
、
山
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
許
へ
行
こ
う
」 si no puede yr M

a-

hom
a à L

otero, venga L
otero à M

ahom
a 

と
い
う
逆
の
諺
を
引
用
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
典
拠
は
、A

ntonii Perezii ad C
om

item
 E

s-

sexium
, Singularem

 A
ngliae M

agnatem
, &

 ad A
lios, E

pistolarum
 

C
enturia U

na, N
ürnberg: Johannis Z

iegeri B
ibliopola, 1683, E

pist. 

X
IV

, p. 18.

 

　

ベ
イ
コ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
語
引
用
は
、
英
語
圏
の
さ
ま
ざ
ま
な
引
用
句
辞

典
に
も
こ
の
諺
の
初
出
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ

る
。

 
 

・ A
 H

and-B
ook of P

roverbs C
om

prising an E
ntire R

epublication of 

R
ay’s C

ollection of E
nglish P

roverbs, w
ith H

is A
dditions from

 For-

eign L
anguages and a C

om
plete A

lphabetical Index; In W
hich A

re 

Introduced L
arge A

dditions, as W
ell of P

roverbs as of Sayings, 

Sentences, M
axim

s, and P
hrases, C

ollected by H
enry G

. B
ohn, 

L
ondon: B

ell &
 D

aldy, 1867, p. 117: If the m
ountain w

ill not go to 

M
a ho m

et, let M
a ho m

et go to the m
ountain. Si no va el otero a M

a-

hom
a, vaya M

ahom
a al otero. Since w

e cannot do as w
e w

ould, w
e 

m
ust do as w

e can.

 
 

・ M
orris P

alm
er T

illey, A
 D

ictionary of the P
roverbs in E

ngland 

in the Sixteenth and Seventeenth C
enturies: A

 C
ollection of the 

P
roverbs Found in E

nglish L
iterature and the D

ictionaries of the 

Period, A
nn A

rbor: U
niversity of M

ichigan Press, 1950, p. 478, 

M
1213: If the m

ountain w
ill not com

e to M
a ho m

et, M
a ho m

et w
ill 

go to the m
ountain.

 
 

・ T
he O

xford D
ictionary of E

nglish P
roverbs, p. 547, M

1213: If the 

m
ountain w

ill not com
e to M

a ho m
et, M

a ho m
et m

ust go to the 

m
ountain （

注
14
で
既
出
）。

（
32
） 

影
印
版
＝Tesoro de la lengua C

astellana o E
spañola, M

adrid: E
di-

ciones T
urner, 1977, p. 842, s.v. otear.  

こ
の
辞
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

斎
藤
文
子
先
生
に
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
。

（
33
） 

D
es H

errn F
riedriches von H

agedorn säm
m

tliche poetische W
erke, 

E
rster T

heil, B
ern: H

erbert L
ang, 1968 

﹇H
am

burg: Johann C
arl 

B
ohn, 1757

﹈, p. 92. D
eutsches Sprichw

örter-L
exikon: E

in H
ausschatz 

für das D
eutsche Volk, H

erausgegeben von K
arl Friedrich W

ilhelm
 

W
ander, 

5 
vols., 

D
arm

stadt: 
W

issenschaftliche 
B

uchgesellschaft, 

1977 ﹇L
eipzig, 1880

﹈, V
ol. 5, col. 958

お
よ
び
注
（
21
）
で
挙
げ
たA

. 

W
esselski, V

ol. 2, pp. 190–91, note 372

に
言
及
あ
り
。

（
34
） 
夏
目
漱
石 『
行
人
』 

五
七
一
頁
。『
漱
石
全
集
』 

七
二
八
頁
。
初
出 「
塵

勞
（
四
十
）」。

（
35
） 

例
え
ば
、
注
（
9
）
で
引
用
し
た 『
ブ
ル
ー
ワ
ー
英
語
故
事
成
語
大
辞
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典
』 

は
、
こ
の
諺
の
意
味
を 「
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
避
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
運
命
に
屈
す
る
人
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
」 

と
記
す
。
成
田
成
壽
註
釈 『T

he E
ssays or C

ounsels C
ivil and M

oral

』 
英
米
文
學
叢
書
7
、
硏
究
社
、
一
九
四
八
年
九
月
、
二
二
九
頁
に
も 「
人

が
自
分
の
意
志
を
通
す
事
が
出
來
な
い
時
、
そ
の
不
可
抗
力
に
屈
す
る
こ

と
を
指
す
」 

と
あ
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
言
葉
を
失
敗
者
の
負
け
惜
し
み
や

言
い
訳
と
捉
え
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。

（
36
） 

磯
田
光
一 『
思
想
と
し
て
の
東
京

―
近
代
文
学
史
論
ノ
ー
ト
』 

国
文

社
、
一
九
七
八
年
十
月
、
七
二
―
七
七
頁
。
初
出
は
同 「
思
想
と
し
て
の

東
京

―
日
本
近
代
化
の
精
神
構
造（
中
）」 『
月
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』 

第
七

巻
二
号
、
一
九
七
六
年
二
月
、
九
七
―
九
九
頁
。

﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・

基
盤
研
究（
B
） 「
中
東
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
驚
異
譚
の
比
較
文

学
的
研
究
」 （
研
究
代
表
者
・
山
中
由
里
子
、
課
題
番
号
二
二
三
二
○
○
七

四
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


