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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
聖
書
翻
訳
の
企
て

―
教
育
改
革
と
宗
教
改
革 

 

小　

林　

茂　

之 

 　

本
稿
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
が
行
っ
た
教
育
改
革
や
そ
の
後
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
宗
教
改
革
の
観
点
か
ら
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
聖
書
翻
訳
の
性
格
に
つ
い
て
、
教
育
改
革
と
宗
教
改
革
を
目
指
す
企
て
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る）
1
（

  

。 

 　

一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
侵
攻
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ノ
ル
マ
ン
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
１
世
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
現
代
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
直
接
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
史
の
上
で
最
も
重
要
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。 
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そ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
ロ
ー
マ
に
よ
る
支
配
が
終
わ
っ
た
後
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
で
あ
っ
た）

2
（

  

。
ベ
ー
ダ
『
英
国
民
教

会
史
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
軍
に
代
わ
っ
て
ブ
リ
テ
ン
島）

3
（

  

を
外
敵
か
ら
守
る
た
め
に
、A

D

四
四
九
年
に
招
聘
さ
れ
て
現
在
の

デ
ン
マ
ー
ク
の
ユ
ト
ラ
ン
ド
半
島
か
ら
ブ
リ
テ
ン
島
に
来
た
ア
ン
グ
ル
人
・
サ
ク
ソ
ン
人
・
ジ
ュ
ー
ト
人
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
支

族
が
居
留
し
始
め
た
後
、
武
力
で
ブ
リ
テ
ン
島
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。 

 　

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
ブ
リ
テ
ン
島
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
文
化
を
基
盤
と
し
て
築
か
れ
た
文
化
の
上
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
来
、
特
に
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ー
Ｉ
世
が
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン）

4
（

  

を
ブ
リ
テ
ン
島
に
派
遣
し
、
五
九
七
年
に
ブ
リ
テ
ン
島
に
上
陸
し
、
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
を
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
文
明
化
が
進
ん
だ
。
な
お
、

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
他
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
文
化
の
影
響
を
受
け
た
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
キ
リ
ス
ト
教
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
や
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
で
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
行
っ
て
い
た
が
、
六
六
四
年
に
ウ
ィ
ッ
ト
ビ
ー
宗
教
会
議
で
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

に
統
合
さ
れ
た
。 

 　

こ
う
し
て
、ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、ケ
ン
ト
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
、ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
の
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
島（Lindisfarne

）

の
修
道
院
を
始
め
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
文
化
を
文
明
化
し
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
が
ブ
リ
テ
ン
島
で
繁
栄
の
時
期
を
迎
え
た
が
、

七
八
七
年
に
初
め
て
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
が
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
島
を
襲
撃
し
、
九
世
紀
に
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
は
南
部
の
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス

王
国
を
除
い
て
ブ
リ
テ
ン
島
の
全
域
を
襲
撃
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
文
明
化
さ
れ
た
ブ
リ
テ
ン
島
は
荒
廃
の
危
機
に
瀕
し
た
。 

 　

ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
王
国
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
（
在
位
八
七
一
―
九
九
）
が
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
と
の
間
に
デ
ー
ン
人
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る

デ
ー
ン
法
地
域
を
認
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
を
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
襲
撃
で
荒
廃
し
た
ブ
リ
テ
ン
島
の
復
興
に
際
し
て
、
ラ
テ
ン
語
原
典
を
古
英
語
に
翻
訳
す

る
な
ど
、
文
芸
を
奨
励
し
、
文
武
に
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
後
に
歴
史
家
か
ら「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
」と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
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こ
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
政
策
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
を
大
陸
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
を
融
合
に
導
い
た
と
考
え
ら
れ
る 

 　

歴
史
家
で
あ
る
尊
者
ベ
ー
ダ
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
ブ
リ
テ
ン
島
へ
の
居
留
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

5
（

  

。 

 Ð
ā w

æ
s ym

b fēow
er hund w

intra and nigon and fēow
ertig

4 fram
 ūres D

rihtnes m
enniscnysse þæ

t 

M
artiānus cāsere rīc

4e onfēng and vii g

4ēar hæ
fde.  Sē w

æ
s syxta ēac fēow

ertigum
 fram

 A
ugusto þām

 

cāsere. Ð
ā A

ngelþēod and Seaxna w
æ
s g

4elaðod fram
 þām

 foresprecenan cyninge, and on Breotone 

cōm
 on þrim

 m
ic

4lum
 scipum

, and on ēastdæ

4le þyses ēalondes eardungstōw
e onfēng þurh ðæ

s ylcan 

cyninges bebode, 

 þe hī hider g

4elaðode, þæ
t hī sceoldan for heora ēðle com

pian and feohtan.  A
nd hī sōna com

pedon 

w
ið heora g

4ew
innan, þe hī oft æ

4r norðan onherg
4edon; and Seaxan þā sig

4e g

4eslōgan. Þā sendan hī hām
 

æ

4rendracan and hēton secgan þysses landes w
æ
stm

bæ
4rnysse and Brytta yrgþo.  A

nd hī þa sōna hider 

sendon m
āran sciphere strengran w

ig

4ena; and w
æ
s unofersw

īðendlic

4 w
eorud, þā hī tōg

4æ
dere g

4eþeodde 

w
æ

4ron.  A
nd him

 Bryttas sealdan and g

4ēafan eardungstōw
e betw

ih him
, þæ

t hī for sibbe and for hæ

4lo 

heora ēðles cam
podon and w

unnon w
ið heora fēondum

, and hī him
 andlyfne and āre forg

4ēafen for 
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heora g

4ew
inne.  Cōm

on hī of þrim
 folcum

 ðām
 strangestan G

erm
ānie, þæ

t is of Seaxum
 and of A

ngle 

and of G

4eatum
. 

  
(Bede ’s Ecclesiastical H

istory (O
ld English version)) 

 　

主
の
ご
托
身
か
ら
四
百
四
十
九
年
、
マ
ル
キ
ア
ヌ
ス
が
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
か
ら
数
え
て
四
十
六
代
目
の
帝
位
を
継
承
し
、
七
年

間
こ
れ
を
保
持
し
た
。
こ
の
治
世
中
に
ア
ン
グ
ル
人
と
サ
ク
ソ
ン
人
が
先
に
述
べ
た
王
に
招
聘
さ
れ
て
三
隻
の
大
型
軍
船
を
率
い

て
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
渡
来
し
た
。
た
だ
ち
に
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
た
め
に
戦
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
さ
れ
、
居
住
地
と
し
て
島
の
東
側
の
地

を
提
供
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
頻
繁
に
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
侵
入
し
て
き
た
敵
と
た
だ
ち
に
戦
い
を
交
え
て
勝
利
を
得
た
サ
ク
ソ
ン
人
は

祖
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、
ブ
リ
タ
ニ
ア
は
肥
沃
で
、
原
住
民
の
ブ
リ
ト
ン
人
は
臆
病
だ
と
伝
え
た
。
時
を
移
さ
ず
、
い
っ
そ
う
強

力
な
兵
員
で
編
成
さ
れ
た
大
船
隊
が
ブ
リ
タ
ニ
ア
に
来
航
し
た
が
、
そ
の
軍
勢
は
い
か
な
る
抵
抗
を
も
圧
倒
す
る
ほ
ど
大
規
模
な

も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
平
和
と
安
全
の
た
め
に
戦
う
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
、
ブ
リ
ト
ン
人
は
サ
ク
ソ
ン
人
に
居
住
地

と
食
糧
を
提
供
し
た
。 

 　

外
来
部
族
は
ゲ
ル
マ
ニ
ア
に
あ
っ
て
も
っ
と
も
強
力
な
サ
ク
ソ
ン
人
・
ア
ン
グ
ル
人
・
ジ
ュ
ー
ト
人
で
あ
っ
た
。 

  
（
ベ
ー
ダ
『
英
国
民
教
会
史
』（
高
橋
博
訳
二
〇
〇
八
：
三
八
―
九
）） 

 　

ベ
ー
ダ
は
、
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
の
ジ
ャ
ロ
ー
（Jarrow

）
の
修
道
院
で
一
生
を
過
ご
し
た
よ
う
だ
が
、
修
道
院
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ

ク
ソ
ン
人
の
王
の
保
護
の
元
に
あ
っ
た
の
で
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
が
ブ
リ
テ
ン
島
に
居
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
ブ
リ
ト

ン
人
の
王
に
招
聘
さ
れ
た
と
す
る
記
述
は
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
は
、
勇
猛
で
は
あ
る
が
、
元
々
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
は
異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
っ
た
異
教
の
ゲ
ル
マ

ン
民
族
の
集
団
で
あ
っ
た
。 

 　

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
居
留
を
認
め
た
ブ
リ
ト
ン
人
の
あ
い
だ
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
に
よ
っ
て
少
な

く
て
も
上
層
階
級
の
人
々
に
限
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

6
（

  

。 

 　

『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
が
各
地
の
修
道
院
に
命
じ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、M

S.A

写
本
は
現

存
す
る
最
も
古
い
写
本
で
あ
る）

7
（

  

。 

 [595] A
N
. .dxcv. ’H

er G
regorius papa sende to Brytene A

ugustinum
 m

id w
el m

anegum
 m

unecum
 þe 

G
odes w

ord Engla ðeoda godspelledon. 

 (A
nglo-Saxon Chronicle M

S.A
, Bately (ed.) 1986: 25) 

 

五
九
五
年
。〈
こ
の
年
に
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ー
は
、
ブ
リ
テ
ン
に
、
非
常
に
多
く
の
修
道
士
と
と
も
に
、
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
を
派

遣
し
、
修
道
士
た
ち
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
福
音
を
伝
え
た）

8
（

。〉   

  

（『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記M

S.A

』
大
沢
一
雄
訳
一
九
九
一
：
一
三
三
） 

 　

ベ
ー
ダ
『
英
国
民
教
会
史
』
に
よ
れ
ば
、
聖
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
の
一
行
は
歓
迎
さ
れ
、
ケ
ン
ト
王
エ
ゼ
ル
バ
ー
ト
か
ら
援
助
を
受
け
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て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
許
さ
れ
た
た
め
、
ブ
リ
テ
ン
島
の
キ
リ
ス
ト
教
化
は
急
速
に
進
め
ら
れ
た
が
、
平
和
的
に
行
わ
れ
て
、
殉

教
者
は
出
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
普
及
し
た
後
に
書
か
れ
た
歴
史
書
に
お
い
て
殉
教
が
起
き
た
と
い
う
記
述
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者

の
信
仰
の
強
さ
の
証
と
し
て
書
か
れ
る
通
例
か
ら
み
る
と
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
あ
い
だ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
強
く
抵
抗
す
る

よ
う
な
宗
教
的
信
念
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い）

9
（

  

。 

 　

ブ
リ
テ
ン
島
に
伝
え
ら
れ
た
聖
書
は
、
一
一
世
紀
に
は
福
音
書
（ A

nglo-Saxon G
ospels 

）
と
旧
約
聖
書
の
中
の
『
七
書
』（ the 

English H
eptateuch 

）
に
古
英
語
で
翻
訳
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
徐
々
に
段
階
を
経
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ブ
リ
テ
ン
島

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
翻
訳
が
認
め
ら
れ
た
背
景
は
、
大
陸
と
は
異
な
っ
て
教
会
の
公
用
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
だ
け
が
使
用
が
認
め
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
古
英
語
の
使
用
に
寛
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。Stanton

（2002

）
か
ら
引
用
す
る
。 

 [T]he oldest know
n A

nglo-Saxon school did not forbid the use of O
ld English w

ords in interpreting 

Latin texts.  So although no full-length English translation survives from
 before the ninth century, 

English glosses w
ere clearly used alongside Latin ones in the education of English m

onks and clergy in 

the seventh and eighth centuries. 

  
(Stanton 2002: 34) 
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聖
書
の
古
英
語
訳
は
、
最
初
か
ら
翻
訳
が
試
み
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
原
典
の
ラ
テ
ン
語
に
古
英
語
の
語
彙
が
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

Stanton
（2002

）
か
ら
続
け
て
引
用
す
る
。 

 It com
es as som

ew
hat of a shock to see the gloss to the opening w

ords of the Christm
as story in the 

[Lindisfarne] gospel of St. M
atthew

: Christi autem
 generatio sic erat cum

 esset desponsata m
ater eius 

M
aria Joseph: the huge decorated letters XPI (for Christi) spill across the page, full to bursting of spiral 

and interlace patterns, and a tiny cristes perches atop the X.  The O
ld English soðlice, ”

indeed,

" 

nestles above the autem
 of the second line, in the curve of the sam

e X from
 line 1.  In a space betw

een 

the long stroke of the X and a trailing section of ornam
ent is a com

m
entary gloss on the genealogical 

section of M
atthew

: uutedlice suae w
æ
s cristes cneureso, ”

truly, such w
as C

hrist ’s genealogy

”.  

Furtherm
ore, there is a quadruple gloss in the fourth line: desponsata, ”

betrothed

”, is glossed 

biw
oedded ł beboden ł befeastnad ł betaht.  The first gloss, from

 the verb bew
eddan, m

eans quite 

specifically ”

to betroth

” ... 

  
(Stanton 2002: 50 

― 2) 

 　

有
名
な
装
飾
写
本
で
、
大
英
図
書
館
で
保
管
・
展
示
さ
れ
て
い
る
『
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
福
音
書
』
の
マ
タ
イ
書
の
冒
頭
のXPI

ペ
ー
ジ
に
も
、
語
彙
が
付
さ
れ
て
い
る）

10
（

  

。 
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Stanton

（2002

）
か
ら
続
け
て
引
用
す
る
。 

 The very appearance of the gloss in such a m
anuscript underlines the blurring of the distinction 

betw
een the canonical Latin text of the gospel, presented as prim

ary and iconic, and the act of 

interpretation to w
hich the gloss leads.  The interlinear gloss is, in a w

ay, the ultim
ate service, 

especially in a book like Lindisfarne, w
here the Latin stands out because of its high-status script and 

elaborate illum
ination; but by perform

ing the gospels in English, the gloss becom
es like a dom

estic 

servant im
itating his m

aster in his ow
n language. 

  
(Stanton 2002: 53) 

 　

写
本
中
で
は
、
行
間
訳
（interlinear gloss
）
は
象
徴
的
な
ラ
テ
ン
語
と
古
英
語
訳
と
の
区
別
が
あ
い
ま
い
に
な
る
。
し
か
し
、『
リ

ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
福
音
書
』
の
よ
う
な
装
飾
写
本
で
は
、
ラ
テ
ン
語
が
優
位
で
あ
り
精
緻
に
装
飾
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
英
語

で
福
音
書
を
朗
読
す
る
場
合
、
古
英
語
訳
の
語
彙
は
国
内
的
に
ラ
テ
ン
語
の
模
倣
と
な
る
。 

 　

Stanton

（2002

）
か
ら
続
け
て
引
用
す
る
。 

 [T]he beginnings of vernacular authority in the w
ay O

ld English glosses im
itated Latin vocabulary, 

syntax, m
orphology; they began as aids to learning Latin, but ended up teaching a great deal about 

English as w
ell.  G

losses built a store of unique vocabulary for later w
riters ... the m

ain stream
 of the 
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O
ld English lexicon, on w

hich better know
n w

riters such as Æ
lfric and W

ulfstan drew
.  U

ltim
ately, 

English could even be used for the very im
portant task of teaching Latin gram

m
ar, as Æ

lfric show
ed 

w
ith his bilingual G

ram
m
ar.  Sim

ilarly, the tenth-century gloss to the Lindisfarne G
ospels show

s the 

intrusion of English onto the sacred page, a further authorization of its use as an interpretive tool.  In 

the end, it w
as the pow

er of English to act as an interpreter of Latin language 

  
(Stanton 2002: 53) 

 　

ラ
テ
ン
語
を
模
倣
し
た
古
英
語
語
彙
は
、
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
や
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
よ
う
な
後
の
古
英
語
の
書
き
手
の
と
っ
て
無
類
の
語

彙
の
蓄
積
と
な
っ
た
。
一
〇
世
紀
の
『
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
福
音
書
』
に
付
さ
れ
た
古
英
語
の
語
彙
は
英
語
の
権
威
を
表
し
、
そ
れ

は
最
後
に
英
語
が
ラ
テ
ン
語
の
翻
訳
言
語
と
し
て
行
使
さ
れ
る
英
語
の
権
力
に
な
っ
た
。 

 　

『
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
福
音
書
』
の
豪
華
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
ラ
テ
ン
語
に
付
さ
れ
た
古
英
語
の
語
彙
は
装

飾
を
損
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
古
英
語
が
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語
と
し
て
ラ

テ
ン
語
の
翻
訳
言
語
と
し
て
の
役
割
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
英
語
文
化
史
上
の
意
義
と
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス

の
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
の
原
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 ―

  　

聖
書
そ
の
も
の
が
古
英
語
に
翻
訳
さ
れ
る
以
前
に
、
聖
書
的
主
題
が
古
英
語
詩
に
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
的
・
文
学
的
営
み
が
行
わ
れ
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た
。
中
で
も
「
十
字
架
の
夢
」（The D

ream
 of the Rood

）
は
、『
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
リ
説
教
集
』（the Vercelli Book

）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
有
名
な
古
英
語
の
詩
で
あ
る
。
詩
人
の
夢
に
、
イ
エ
ス
が
架
け
ら
れ
た
十
字
架
が
現
れ
て
、
イ
エ
ス
の
受
難
を
語
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
以
下
に
現
代
英
語
訳
を
引
用
す
る
。 

 Listen, I w
ill tell the best of visions, 

 that cam
e to m

e in the m
iddle of the night, 

 w
hen voice-bearers dw

elled in rest. 

 It seem
ed to m

e that I saw
 a m

ore w
onderful tree 

 lifted in the air, w
ound round w

ith light, the brightest of beam
s. ... 

 There I did not dare, against the w
ord of the Lord, 

 bow
 or break, w

hen I saw
 the 

 corners of the earth trem
ble.  I m

ight have 

 felled all the enem
ies; even so, I stood fast. 

 H
e stripped him

self then, young hero - that w
as G

od alm
ighty - 

 strong and resolute; he ascended on the high gallow
s, 

 brave in the sight of m
any, w

hen he w
anted to ransom

 m
ankind. 

  
(Treharne (Ed.) 2010: 121, 123) 
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「
十
字
架
の
夢
」
の
よ
う
な
古
英
語
詩
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
か
。Lees

（1999

）
か
ら
引
用
す
る
。 

 [T]he im
plem

entation of the Benedictine reform
 offers a practical guideline to hom

iletic production.  

The earlier Blickling and Vercelli collections represent the anonym
ous tradition of hom

iletic prose, 

m
ost often held to be prereform

.  Evidence of source study for these w
orks indicates an em

phasis on 

apocrypha, often featuring Insular or Irish concerns and topoi and a generally unrem
arkable Latinity. 

  
(Lees 1999: 25) 

 　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
改
革
以
前
の
『
ブ
リ
ッ
キ
ン
グ
（Blicking

）
説
教
集
』
と
『
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
リ
（Vercelli

）
説
教
集
』
の
引
用

元
は
外
典
（apocrypha

）
に
重
点
が
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
な
関
心
と
ト
ポ
ス
（
常
用
さ
れ
る
主
題
）
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
、
聖
典
そ
の
も
の
を
翻
訳
す
る
よ
り
も
、
聖
典
か
ら
主
題
を
と
っ
て
古
英
語
詩
文
学
を
創
作
す
る
ほ
う
が
目
的
に
か
な
っ

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
が
聖
書
の
原
典
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
創
作
よ
り
も
聖
典
の
翻

訳
の
方
が
好
ま
し
く
考
え
、
翻
訳
に
協
力
的
で
あ
っ
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

―

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
が
ブ
リ
テ
ン
島
全
土
を
侵
略
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
と
の
あ
い
だ
に
八
七
八
年

に
ウ
ェ
ド
モ
ー
条
約
を
結
び
、
デ
ー
ン
法
地
域
、
テ
ム
ズ
川
以
北
で
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
支
配
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
人
が
ブ
リ
テ
ン
島
南
部
を
支
配
す
る
こ
と
を
ヴ
ィ
キ
ン
グ
に
認
め
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
休
戦
し
た
上
で
、
荒
廃
し
た
イ
ン
グ
ラ
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ン
ド
を
復
興
す
る
に
際
し
て
、
ラ
テ
ン
語
原
典
を
古
英
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
文
芸
政
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
聖
書
翻
訳
を
促
進
す

る
契
機
に
な
り
、
修
道
院
の
外
に
お
い
て
も
教
育
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
で
教
育
改
革
で
も
あ
っ
た
。 

 　

は
じ
め
にStanton

（2002

）
か
ら
引
用
す
る
。 

 By m
aking available to non-Latin reading people ”

the books m
ost necessary for all people to know

,

” 

[King A
lfred] rem

ade the Latin canon and began the process of building a vernacular canon before 

A
lfred, the canon consisted exclusively of Latin w

orks.  But A
llred broke dow

n one w
all and put up 

another: canonical w
orks w

ere now
 available in English, but the king him

self decided w
hich w

orks 

w
ere ”

necessary,

” and hence available, in English. ...A
lfred institutionalized this process on a grander, 

royal scale.  H
e claim

ed an authority that included his ow
n very personal shaping of cultural process 

and product, and he aim
ed to integrate textual transm

ission into his extension and consolidation of 

royal pow
er. 

  
(Stanton 2002: 173 

― 4) 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
以
前
に
は
ラ
テ
ン
語
を
読
め
な
い
人
び
と
に
「
全
て
の
人
び
と
が
知
る
べ
き
書
籍
」
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
王
権
に
よ
っ
て
ラ
テ
ン
語
の
カ
ノ
ン
を
英
語
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
制
度
と
し
て
行
い
、
文
化
的
過
程
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と
生
産
を
個
人
的
に
形
成
す
る
権
威
を
主
張
し
、
王
権
の
拡
張
と
強
化
を
目
指
し
た
。 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
、
ラ
テ
ン
語
文
献
か
ら
古
英
語
へ
の
翻
訳
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
の
世
俗
化
を
推
進
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
世
俗
的
権
力
と
し
て
の
王
権
を
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
図
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 　

古
英
語
に
よ
る
本
格
的
な
聖
書
翻
訳
は『
詩
篇
』か
ら
始
ま
っ
た
。そ
の
理
由
や
目
的
を
検
討
し
よ
う
。は
じ
め
に
、Stanton

（2002

）

を
引
用
す
る
。 

 The first continuous prose translation of any portion of the Bible w
as that of the first 50 psalm

s 

contained in the so-called Paris Psalter (Paris, Bibliotheque N
ationale, Lat. 8824); this translation is 

now
 confidently attributed to King A

lfred. ...The psalter w
as frequently used in the m

onastic classroom
 

for the purpose of teaching Latin, and it is quite likely that A
lfred gave it a place in his curriculum

 of 

bilingual education.  In any event, A
lfred clearly intended to use it for his ow

n education, and it is very 

m
uch of a piece w

ith his other translations in its treatm
ent of rulership, learning, and w

isdom
. 

  
(Stanton 2002: 121) 

 　

聖
書
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
散
文
訳
は
通
称Paris Psalter

に
含
ま
れ
、ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
。古
英
語
訳『
詩

篇
』
は
ラ
テ
ン
語
教
育
の
目
的
で
王
室
の
教
室
で
使
用
さ
れ
、
二
か
国
語
教
育
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
置
か
れ
た
。
支
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配
権
、
教
育
、
知
恵
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
の
教
育
の
仕
方
に
お
い
て
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
他
の
翻
訳
と
共
通
し
て
い
る
。 

 　

『
詩
篇
』
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
攻
撃
か
ら
身
を
隠
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
に
と
っ
て
、
自
ら
の
境
遇
を
サ
ウ
ル
王

か
ら
逃
れ
た
ダ
ヴ
ィ
デ
に
重
ね
合
わ
せ
た
に
ち
が
い
な
く
、
修
道
院
か
ら
離
れ
て
、
王
室
で
ラ
テ
ン
語
教
育
が
行
わ
れ
た
の
と
同
時

に
、
政
治
が
世
俗
的
権
力
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
ラ
テ
ン
語
だ
け
で
な
く
古
英
語
と
の
二
か
国
語
教
育
は
宗
教
と
政
治
の
連
携
を

図
る
意
味
で
教
育
改
革
を
遂
行
し
た
文
治
統
治
政
策
と
言
え
よ
う
。 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
は
『
詩
篇
』
を
翻
訳
す
る
際
に
、
改
変
を
加
え
た
が
、
こ
れ
は
『
詩
篇
』
を
教
育
的
目
的
に
用
い
よ
う
と
い
う
意
図

に
基
づ
い
て
い
た
。Stanton

（2002
）
か
ら
引
用
す
る
。 

 The changes that A
lfred m

ade in translating the psalter into English reflect ... especially his relentless 

desire to accom
m
odate his w

ork to the idea of teaching. ... [I]t is by no m
eans a slavish translation, 

and the additions and changes the king m
akes are often highly significant.  The psalter is subtly altered 

to present a very specific im
age of the king as w

ise educator; this im
age is based on that of King D

avid, 

w
hose authorship of the psalm

s is affirm
ed in the O

ld English introductions.  These introductions are 

exegetically designed: that is to say, they not only point out the circum
stances of a psalm

’s 
com

position, but also encapsulate its principal them
e and apply it to different situations in w

hich the 

psalm
 m

ight be sung. 
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(Stanton 2002: 121 

― 2) 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
が
加
え
た
『
詩
篇
』
第
２
篇
の
序
文
部
分
は
以
下
の
よ
う
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。 

 Ð
æ
s æ

fteran sealm
es capitul is gecw

eden Psalm
us D

auid, þæ
t ys on Englisc

、D
auides sealm

、for þæ
m
 

he is hys sealm
 gecw

eden for þi he seofode on þæ
m
 sealm

e and m
æ
nde to D

rihtne be his feondum
, 

æ
gðer ge inlendum

, ge utlendum
, and be eallum

 his earfoðum
; and sw

a deð æ
lc þæ

ra þe þysne sealm
 

sincgð be M
is sylfes feondum

; and sw
a dyde Crist be Iudeum

. 

  
(O
’neill (Ed. and Trans.) 2016: 4) 

 The second psalm
’s heading is entitled Psalm

us D
auid, that is in English, ”

D
avid ’s psalm

,

” and it is 

called his psalm
 because he lam

ented in the psalm
 and com

plained to G
od about his enem

ies, 

dom
estic and foreign, and about all his difficulties; and everyone w

ho recites this psalm
 does likew

ise 

about his ow
n enem

ies; and so did Christ about the Jew
s. 

  
(O
’neill (Ed. and Trans.) 2016: 5) 

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
は
、
そ
の
主
題
を
要
約
し
、『
詩
篇
』
を
口
誦
す
る
普
遍
的
必
要
を
説
い
て
い
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ

王
の
著
作
と
さ
れ
る
『
詩
篇
』
の
古
英
語
版
に
序
文
を
付
し
た
こ
と
で
、キ
リ
ス
ト
教
を
教
育
の
中
心
に
位
置
づ
け
た
と
理
解
さ
れ
る
。 
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―

 　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
孫
、
エ
ド
ガ
ー
（Edgar

、
在
位
九
五
七
―
七
五
）
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
土
を
統
一
し
、
最
初
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
後
期
古
英
語
期
に
入
る
が
、
修
道
院
長
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
（Æ

lfric, 955 

― 1020

）
は
「
文

法
家
」（the G

ram
m
arian

）
と
称
さ
れ
、
後
期
古
英
語
を
代
表
す
る
著
作
家
で
あ
る
。 

 　

『
古
英
語
版
七
書
』（the O

ld English H
eptateuch

）
は
、
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
に
よ
る
旧
約
聖
書
の
（
最
初
の
七
書
の
）
翻
訳
で

あ
る
。
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
、
大
部
の
『
説
教
集
』
を
残
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
聖
書
そ
の
も
の
の
翻
訳
に
は
あ
ま
り
積
極
的
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
文
献
を
含
む
ラ
テ
ン
語
文
献
の
翻
訳
事
業
を
積
極
的
に
行
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
と
は
異

な
る
態
度
で
あ
る
。M

agennis

（2011

）
か
ら
引
用
す
る
。 

 Æ
lfric w

as a prolific translator of the Bible then, but he w
as also a reluctant one.  H

e expresses his 

profound anxieties about m
aking the sacred w

ords available in English m
ost insistently in his Preface 

to G
enesis, an accom

panying letter sent w
ith his translation of G

enesis to the pious layperson 

Æ
thelw

eard, w
ho had com

m
issioned it. Æ

lfric is acutely conscious of the spiritual depth and subtlety 

of the biblical text and he fears that by m
aking the ‘bare narrative ’ available to the untrained he w

ill be 
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opening the door to sim
plistic and w

rong interpretation: 

 N
ow

 it seem
s to m

e, beloved one, that the w
ork is very hazardous for m

e or for any m
an to undertake, 

because I fear that if som
e foolish person reads this book or hears it read, he m

ay suppose that he m
ay 

live now
 in the era of the N

ew
 Law

 just as our forefathers lived in the era before the O
ld Law

 w
as 

established, or as m
en lived under the Law

 of M
oses ...  W

e also declare ahead of tim
e that the book is 

very difficult to understand spiritually, and that w
e have w

ritten no m
ore than the bare narrative.  It 

w
ill therefore seem

 to the ignorant that all the m
eaning is locked in the sim

ple narrative, but that is 

very far from
 true, (trans. M

uinzer 1970, pp. 165, 166) 

  
(M

agennis 2011: 91 

― 2) 

 　

一
〇
〇
〇
年
頃
、
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
旧
約
聖
書
の
一
部
（
七
書
）
を
パ
ト
ロ
ン
の
平
信
徒
の
ア
ゼ
ル
ワ
ー
ド
（Æ

thelw
eard

、
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
の
後
裔
に
当
た
る
）
の
求
め
に
応
じ
て
翻
訳
し
た
。
序
文
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
原
文
の
物

語
を
読
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
単
純
で
誤
っ
た
解
釈
へ
の
門
を
開
く
こ
と
に
な
る
の
を
心
配
し
た
。 

 　

ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
、
修
道
院
長
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
を
世
俗
的
な
教
育
の
目
的
に
用
い
る
こ
と
よ
り
も
、
聖
職
者
の
教

育
を
重
視
し
た
。
そ
の
た
め
に
古
英
語
に
よ
る
聖
典
の
翻
訳
の
必
要
性
が
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
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ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
、
聖
典
の
翻
訳
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。Lees

（1991

）

か
ら
引
用
す
る
。 

 A
s is the case w

ith the generic division of A
nglo-Saxon w

riting into poetry and prose, the tendency to 

subdivide the prose corpus into anonym
ous and nam

ed collections results in a hierarchy of critical 

value, w
hich in this case is confirm

ed by dating and the m
ethods of source study.  Relatively speaking, 

the prose is easier to date than the poetry, since the im
plem

entation of the Benedictine reform
 offers a 

practical guideline to hom
iletic production.  The earlier Blickling and Vercelli collections represent the 

anonym
ous tradition of hom

iletic prose, m
ost often held to be prereform

.  Evidence of source study for 

these w
orks indicates an em

phasis on apocrypha, often featuring Insular or Irish concerns and topoi 

and a generally unrem
arkable Latinity.  The later authored collections of Æ

lfric and W
ulfstan represent 

the new
er tradition of hom

iletic prose, influenced by the revival of Latinity and ecclesiastical orthodoxy 

generated by the Benedictine reform
.  These w

orks consistently dem
onstrate a m

uch higher level of 

Latin scholarship, a concern w
ith accuracy and authority, and a m

ore consistent use of form
, w

hether 

exegetical or catechetical.  Since it is easier to assess the w
orks of W

ulfstan and Æ
lfric in relation to 

their sources, it is no surprise that their w
orks are better know

n. 

  
(Lees 1991: 25) 
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ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
改
革
の
実
行
は
説
教
の
制
作
に
実
際
的
な
指
針
を
提
供
す
る
。
以
前
の
ブ
リ
ッ
キ
ン
グ
説
教
集
と
ヴ
ェ
ル
チ
ェ

リ
説
教
集
の
原
典
は
聖
書
外
典
に
重
点
が
ケ
ル
ト
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
関
心
や
ト
ポ
ス
（
注
・
複
数
）
と
平
凡
な
ラ
テ
ン
語
風
ら
し
さ

が
あ
る
が
、
後
代
の
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
や
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説
教
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
改
革
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ラ
テ
ン
と
教
会
の
正

統
性
の
復
活
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 　

聖
典
の
翻
訳
は
、
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
自
身
に
と
っ
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
改
革
の
中
で
世
俗
化
と
し
て
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。Lees
（1999

）
か
ら
続
け
て
引
用
す
る
。 

 The period of the late-tenth and early-eleventh centuries is, after all, that of the Benedictine reform
 or 

revival, w
hich w

itnesses an increasing m
onastic purchase on the church and its copartner, the ruling 

dynasty of the W
est Saxons fortified by the prem

ises and goals of the Benedictine rule.  A
s the term

 

revival suggests, the theological, liturgical, and doctrinal content of the hom
ilies is m

ost often 

understood in term
s of its relation to prior m

ovem
ents ... and the prior authority of the Church Fathers. 

  
(Lees 1999: 26) 

 　

一
〇
世
紀
と
一
一
世
紀
初
期
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
改
革
の
時
期
で
教
会
の
王
室
か
ら
の
収
益
の
増
加
と
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
則
の
前

提
と
目
的
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
・
サ
ク
ソ
ン
王
室
の
支
配
を
経
験
す
る
。「
復
活
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

そ
の
説
教
の
神
学
的
、
典
礼
的
、
教
義
的
内
容
は
以
前
の
運
動
と
教
父
の
よ
り
重
要
な
権
威
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
。 
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 Æ
lfric w

as a product of the Benedictine Reform
, w

hich show
ed som

e am
bivalence about translation.  

The reform
ers w

anted both to regulate and control the texts that w
ere read, glossed, and interpreted; 

at the sam
e tim

e, the goal (realized m
ost fully in Æ

lfric ’s generation) of m
aking m

ore texts available to 

m
ore people generated an inherent tension w

ith the idea of control.  This tension em
erges clearly in 

Æ
lfric ’s ow

n w
ritings about translation.  The overriding need w

as to m
aintain strict lim

its on 

interpretation - but how
? Institutionally, the answ

er w
as to choose the right people as teachers, to train 

them
 properly, to read w

orks in the approved canon, and to follow
 the right m

ethods of exegesis. 

  

（Stanton 2002: 175

） 

 　

ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
、
翻
訳
に
あ
る
両
面
価
値
を
示
す
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
改
革
の
申
し
子
で
あ
る
。
改
革
者
た
ち
は
読
ま
れ
た
り
、
語

彙
が
付
け
ら
れ
た
り
、
翻
訳
さ
れ
た
り
す
る
テ
ク
ス
ト
を
規
制
し
、
統
制
す
る
と
同
時
に
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
に
利
用
で
き
る
よ
う

に
す
る
目
標
は
統
制
の
概
念
と
内
在
的
な
緊
張
を
産
み
出
す
。
こ
の
緊
張
は
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
自
身
の
翻
訳
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
に
顕

在
化
し
て
い
る
。
翻
訳
に
厳
格
な
制
約
を
保
つ
こ
と
が
最
優
先
で
、
是
認
さ
れ
た
カ
ノ
ン
で
読
み
、
釈
義
の
正
し
い
方
法
に
従
う
た
め

に
適
正
な
人
び
と
を
選
ん
で
教
師
に
し
、
適
切
に
訓
練
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。 

 　
「
文
法
家
」ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
、
聖
典
翻
訳
の
規
範
を
示
し
た
い
と
願
い
、
翻
訳
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
改
革
を
体
現
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
聖
典
の
翻
訳
は
原
典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
を
忠
実
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
原
則
が
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
聖
職
者
の
教
育
が
重
要
だ
と
考
え
た
と
推
測
で
き
る
。 
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聖
典
翻
訳
を
進
め
た
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
は
古
英
語
に
よ
る
散
文
体
に
よ
る
説
教
を
確
立
し
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
再
び
ヴ
ァ
イ
キ
ン

グ
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
る
事
態
に
際
し
、
ヨ
ー
ク
大
主
教
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
に
よ
る
説
教
が
修
道
院
の
外
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
国
民
に
向

け
て
発
せ
ら
れ
た
。 

 　

デ
ン
マ
ー
ク
王
ス
ウ
ェ
イ
ン
は
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
を
募
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
域
を
制
圧
し
て
、
一
〇
一
三
年
ス
ウ
ェ
イ
ン
は
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
王
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ク
大
主
教
で
あ
っ
た
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
は
、
デ
ー
ン
人
の
侵
攻
と
国
土
の
荒
廃
に
際
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
民
に
向
け
て
説
教
を
行
っ
た
。
そ
の
説
教
は
文
学
的
名
声
が
高
い
。Sw

anton

（1993

）
に
よ
る
現
代
英
語
訳
を
引
用
す
る
。 

 TH
E SERM

O
N
 O
F ‘W

O
LF ’ TO

 TH
E EN

G
LISH

 W
H
EN

 TH
E DA

N
ES PERSECU

TED
 TH

EM
 M

O
ST, W

H
ICH

 

W
A
S IN

 TH
E YEA

R IO
I4 FRO

M
 TH

E IN
CA

RN
ATIO

N
 O
F O

U
R LO

RD
 JESU

S CH
RIST 

 Beloved m
en, recognize w

hat the truth is: this w
orld is in haste and it is draw

ing near the end and 

therefore the longer it is the w
orse it w

ill get in the w
orld.  A

nd it needs m
ust thus becom

e very m
uch 

w
orse as a result of the people ’s sins prior to the advent of A

ntichrist; and then, indeed, it w
ill be 

terrible and cruel throughout the w
orld.  U

nderstand properly also that for m
any years now

 the D
evil 
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has led this nation too far astray, and that there has been little loyalty am
ong m

en although they spoke 

fair, and too m
any w

rongs have prevailed in the land. ... 

  
(Sw

anton (Trans.) 1993: 178 

― 9) 

 　

「
デ
ー
ン
人
に
迫
害
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
キ
リ
ス
ト
生
誕
一
〇
一
四
年
の
説
教
」
で
は
、
世
界
の
終
末

と
、
反
キ
リ
ス
ト
教
者（
デ
ー
ン
人
）の
到
来
を
人
び
と
の
罪
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
は
終
末
観
に
立
っ
て
説
教
を
行
っ

て
い
る
。 

 　

M
agennis

（2011

）
か
ら
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説
教
の
性
格
に
つ
い
て
引
用
す
る
。 

 The Serm
on of the W

olf to the English is an urgent call for the people of the English nation 

― the 

English nation is now
 clearly understood to be both a political and a conceptual entity 

― to repent 

their sinful w
ays in w

hat is a tim
e of social and spiritual crisis.  The Serm

on is not, like m
ost of Æ

lfric ’s 
hom

ilies, a serm
on for a particular church occasion but is a ‘general ’ serm

on that arises from
 W

ulfstan ’s 
perception of the distressing of state of England at a tim

e of disorder and law
lessness. 

  
(M

agennis 2011: 141 

― 2) 

 　

ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説
教
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
無
秩
序
で
無
法
な
悲
惨
な
状
況
の
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
教
会
外
の
全
イ
ギ
リ
ス
国
民

の
た
め
の
説
教
で
あ
っ
て
、
教
会
の
歳
時
的
な
用
途
の
た
め
の
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
の
説
教
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
亡
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命
し
た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
２
世
王
（Æ

theled II

、
在
位
九
七
八
―
一
〇
一
三
、一
〇
一
四
―
一
六
）
に
代
わ
り
、
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説

教
は
国
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
王
権
の
衰
退
に
伴
い
、
教
会
は
修
道
院
的
枠
組
み
を
越
え
て
民
衆
へ
の
関
心
を
持
つ
こ
と
を

責
務
と
し
た
こ
と
は
後
の
ウ
ィ
ク
リ
フ
派
に
よ
る
前
宗
教
改
革
の
先
駆
け
と
な
っ
た）

11
（

  

。 

―

　

 

ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説
教
文
体
は
、
遺
産
と
し
て
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
、
一
九
六
三
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
の
際
に
行
わ
れ
たM

. 

L. 

キ
ン
グ
牧
師
の
「
私
に
は
夢
が
あ
る
」
は
そ
う
し
た
例
で
あ
る）

12
（

  

。O
rchard

（1999

）
か
ら
引
用
す
る
。 

 The rhythm
ical and form

ulaic aspects of W
ulfstan ’s style are of particular interest since they can be 

m
atched closely w

ith those of m
ore recent ‘prose ’ authors w

ho are dem
onstrably com

posing w
ithin a 

long-established and ultim
ately oral tradition, nam

ely a group of A
frican-A

m
erican preachers, w

hose 

serm
ons have recently been studied in detail. ...  W

ulfstan regularly peppers his serm
ons [w

ith the 

byw
ords] ...: ‘gecnaw

e se þe cunne ’ ( ‘let him
 recognize it w

ho can ’: H
om

ilies v.24, v.32; xxa.45, xxa.84; 

xxb.59, xxb.96; xxc.50, xxc.99); ‘gelyfe se þe w
ille ’ ( ‘let him

 believe it w
ho w

ill ’: H
om

ilies vi.196; 

xm
.79; xxa.77; xxb.88; xxc.84); ‘understande se þe w

ille ’ ( ‘let him
 understand it w

ho w
ill ’: H

om
ilies 

xc.114; xxa.8o; xxb.92; xxc.95); ‘understande se þe cunne ’ ( ‘let him
 understand it w

ho can ’: H
om

ilies 

xxb.105; xxc.107); ‘gim
e se þe w

ille ’ ( ‘let him
 understand it w

ho w
ill ’: H

om
ilies xi.99, xi.188; xvn.16; 

xix.84; xxb.II); ‘soð is þæ
t ic secge ’ ( ‘it is true w

hat I am
 saying,: H

om
ilies ix.143; xi.137; xvn.65; 
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xvm
.74; xxa.33; xxb.39; xxc.187; xxi.io). ...The soaring peroration of M

artin Luther King ’s ‘I have a 
dream

’ speech, delivered in W
ashington on 28 A

ugust 1963, is a m
asterpiece of rhythm

ical discourse 

orally delivered, but it also dem
onstrates the w

ay in w
hich a speaker w

ell-versed in an oral tradition ... 

 So let freedom
 ring from

 the prodigious hilltops of N
ew

 H
am

pshire. 

 Let freedom
 ring from

 the m
ighty m

ountains of N
ew

 York. 

 Let freedom
 ring from

 the heightening A
lleghenies of Pennsylvania. 

 Let freedom
 ring from

 the snow
-capped Rockies of Colorado. 

 Let freedom
 ring from

 the curvaceous slopes of California. 

 But not only that. 

 Let freedom
 ring from

 Stone M
ountain of G

eorgia. 

 Let freedom
 ring from

 Lookout M
ountain of Tennessee. 

 Let freedom
 ring from

 every hill and m
olehill in M

ississippi, from
 every m

ountainside, let freedom
 

ring. 

 A
nd w

hen this happens, w
hen w

e allow
 freedom

 to ring, w
hen w

e let it ring from
 every village and 

every ham
let, from

 every state and every city, w
e w

ill be able to speed up that day w
hen all of G

od ’s 
children - black m

en and w
hite m

en, Jew
s and G

entiles, Protestants and Catholics 

― w
ill be able to 

join hands and sing in the w
ords of the old N

egro spiritual, ‘Free at last! Free at last! Thank G
od 
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A
lm

ighty, w
e are free at last! ’ 

 (W
ashington,  Testam

ent of H
ope , p. 220) 

  
(O
rchard 1997: 111 

― 2) 

 　

ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
説
教
で
用
い
ら
れ
た
常
套
句
は
、
キ
ン
グ
牧
師
の ”

I have a dream
.

” 

の
演
説
に
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
続
く
口
頭
に
よ
る
説
教
の
伝
統
が
実
演
さ
れ
て
い
る
。 

 　

中
世
の
ウ
ィ
ク
リ
フ
に
よ
る
聖
書
翻
訳
と
そ
れ
を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
社
会
改
革
を
目
指
し
た
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
乱
は
、
前

宗
教
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
古
英
語
に
よ
る
聖
書
翻
訳
が
行
わ
れ
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
全
国
民
に
向
け
て
説
教
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
聖
書
翻
訳
や
教
育
改
革
・
宗
教
改
革

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
中
世
に
引
き
継
が
れ
、
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
聖
書
翻
訳
や
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
乱
を
予
見
し
て
い
た
と
い
う

仮
説
を
提
示
し
た
い
。 

 　

聖
書
翻
訳
は
聖
書
原
理
主
義
と
結
び
つ
き
、
社
会
改
革
運
動
の
契
機
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
に
例
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
起
こ
っ
た
教
育
・
宗
教
改
革
が
後
世
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
源
流
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
文
献
は
、
文
献
学
的
な
研
究
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
・
社

会
的
な
資
料
と
し
て
も
探
究
さ
れ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
。
ブ
リ
テ
ン
島
に
お
け
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
改
革
に
関
す
る
詳
細
を
取
り
上
げ
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ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
『
牧
者
の
慰
め
』（Pastral Care

）
の
詳
し
い
検
討
を
期
し

た
い
。 

 （
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
に
聖
学
院
大
学
ヴ
ェ
リ
タ
ス
館
教
授
会
室
で
行
な
わ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
の
会
」
に
お
け

る
同
題
名
の
発
表
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
水
正
之
学
長
、、
小
池
茂
子
副
学
長
、
森
田
美
千
代
大
学
院
客
員
教
授
、
菊
地

順
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
所
長
、
柳
田
洋
夫
大
学
チ
ャ
プ
レ
ン
を
始
め
ご
出
席
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
ま
た
、
当
日
司
会
を
い
た
だ
い
た

村
松
晋
人
文
学
部
長
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。 

 （
２
） BC

五
五
、五
四
年
に
シ
ー
ザ
ー
に
よ
る
ブ
リ
テ
ン
島
へ
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
侵
略
は
失
敗
し
た
が
、A

D

四
三
年
に
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
が

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
除
い
て
イ
ギ
リ
ス
諸
島
を
征
服
し
た
。 

 （
３
） 

ロ
ー
マ
が
ブ
リ
テ
ン
島
で
支
配
し
て
い
た
地
域
は
、
ブ
リ
テ
ン
島
か
ら
ロ
ー
マ
が
築
い
た
国
境
で
隔
て
ら
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
除
い

た
地
域
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
あ
い
だ
の
国
境
に
は
、
現
在
で
も
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
が
築
か
せ
た
ハ
ド
リ

ア
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
が
残
っ
て
い
る
。 

 （
４
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
表
記
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
混
同
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
英
語
名
で
オ
ー
ガ
ス

テ
ィ
ン
と
表
記
す
る
。 

 （
５
）
ベ
ー
ダ
は
『
英
国
民
教
会
史
』（ H

istoria Ecclesiastica G
entis A

nglorum
 

）
を
ラ
テ
ン
語
で
書
い
た
が
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
時
代

に
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
サ
ー
ク
ル
と
呼
ば
れ
る
集
団
に
よ
っ
て
古
英
語
訳
が
作
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
古
英
語
版
を
引
用
す
る
。 

 （
６
） 

キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
は
、
一
般
的
に
はA

D

三
九
二
年
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
が
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
し
、
異
教
を
禁
止
し
た
こ
と
を

指
す
。 

 （
７
）『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』M

S. A
. 

は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
コ
ー
パ
ス
ク
リ
ス
テ
ィ
コ
レ
ッ
ジ
の
学
寮
長
で
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

大
主
教
で
あ
っ
た
マ
シ
ュ
ー
・
パ
ー
カ
ー
（M

atthew
 Parker

）
が
収
集
し
、
現
在
も
コ
ー
パ
ス
ク
リ
ス
テ
ィ
コ
レ
ッ
ジ
、
パ
ー
カ
ー
・
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ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 （
８
） 
聖
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
と
修
道
士
の
一
行
が
実
際
に
ブ
リ
テ
ン
島
に
上
陸
し
た
の
は
五
九
七
年
で
あ
る
。 

 （
９
） 
例
え
ば
、『
ア
ル
フ
リ
ッ
チ
説
教
集
』
に
は
、
八
六
九
年
に
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
侵
略
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
聖
エ
ド
マ
ン
ド
（St 

Edm
und

）
殉
教
王
が
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
か
ら
棄
教
を
強
要
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
矢
の
的
に
さ
れ
て
殉
教
し
た
様
子
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。 

 （
10
） 『
リ
ン
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ン
福
音
書
』
は
大
英
図
書
館
（the British Library

）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（D

ISITISED
 M

A
N
U
SCRIPTS

）
で

閲
覧
で
き
る（Cotton M

S N
ero D

 IV, f. 29r

）。XPI

は
ギ
リ
シ
ア
文
字
で
そ
れ
ぞ
れchī rhō iota

で
、キ
リ
ス
ト
を
表
す
。
な
お
、

XP

（
カ
イ
ロ
ー
）
だ
け
で
も
「
キ
リ
ス
ト
」
を
表
す
。 

 （
11
） 

一
三
八
一
年
に
起
き
た
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
乱
の
精
神
的
指
導
者
は
、
ウ
ィ
ク
リ
フ
を
信
奉
す
る
牧
師
ジ
ョ
ン
・
ボ
ー
ル
で
あ
っ
た
。 

 （
12
） 

こ
の
演
説
は
、
一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
・
Ｃ
・ 

リ
ン
カ
ー
ン
記
念
堂
で
行
わ
れ
た
。 
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