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錬
金
術
は
、
西
暦
一
世
紀
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
エ
ジ
プ
ト
に
生
ま

れ
、
当
初
は
ギ
リ
シ
ャ
語
圏
で
、
そ
の
後
ア
ラ
ビ
ア
語
圏
で
発
展
し

ま
し
た
。
そ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
錬
金
術
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の

は
一
二
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に

広
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
１
）

。

　
一
二
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
ラ
テ
ン
語
錬
金
術

に
は
、
二
つ
の
異
な
る
―
し
か
し
し
ば
し
ば
一
つ
に
融
合
す
る
―

潮
流
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
の
潮
流
は
変
成
錬
金
術

（transm
utative alchem

y

）で
す
。そ
の
目
的
は
変
成
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
卑
金
属
を
金
や
銀
の
よ
う
な
貴
金
属
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
も
う
一
つ
の
潮
流
は
医
学
錬
金
術
（m

edical alchem
y

）
で

す
。
そ
れ
は
、
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
死
の
時
に
い
た
る
ま

で
、
あ
ら
ゆ
る
疾
病
を
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
る
普
遍
的
な
治
癒

（universal rem
edy

）
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
の
目

指
す
と
こ
ろ
は
決
し
て
人
間
を
不
死
と
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
い
う
の
も
不
死
の
探
求
は
、
中
世
・
初
期
近
代
西
洋
の
キ
リ

ス
ト
教
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
不
死
性
を
達
成
で
き
る
の
は
死
後
、
つ

ま
り
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
済
を
通
じ
て
の
み
で
し
た
。
そ
の
た
め
医

学
的
錬
金
術
が
目
的
と
す
る
の
は
、
た
だ
、
人
間
を
、
神
に
よ
っ
て

計
画
さ
れ
た
死
―
そ
れ
が
自
然
死
で
あ
れ
暴
力
的
な
死
で
あ
れ
―
に

い
た
る
ま
で
、
安
全
か
つ
病
と
無
縁
の
生
活
を
送
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
こ
と
な
の
で
す
（
２
）
。

　
そ
れ
で
は
以
上
二
つ
の
錬
金
術
の
潮
流
は
い
か
に
し
て
一
つ
に
融

公
開
講
演
会

中
世
・
初
期
近
代
錬
金
術
に
お
け
る
変
成
と
宗
教

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
カ
ー
ン

訳
　
　
小
　
澤
　
　
実



－  156  －－  157  －

中
世
・
初
期
近
代
錬
金
術
に
お
け
る
変
成
と
宗
教
（
カ
ー
ン
）

合
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
す
。《
普
遍
医
薬
》

と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
で
す
。
錬
金
術
の
目
的
の
一
つ
に
、
哲
学
者

の
石
（
あ
る
い
は
エ
リ
ク
シ
ー
ル
）
と
し
て
知
ら
れ
る
あ
る
神
秘
的

物
質
を
用
意
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
間
と
金
属
を
治

癒
す
る
物
質
で
し
た
。
卑
金
属
は
ま
る
で
ら
い
病
や
そ
の
他
の
病
に

罹
患
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
治
癒
可
能
で
あ
り
、
治
癒
の
結
果
完

全
に
健
康
な
金
属
、
つ
ま
り
金
や
銀
と
し
て
回
復
す
る
の
で
す
。
言

い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、哲
学
者
の
石
（
あ
る
い
は
エ
リ
ク
シ
ー
ル
）

は
、
金
属
や
人
体
が
完
全
な
状
態
へ
と
到
達
す
る
補
助
と
な
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
す
。
完
全
な
状
態
と
は
、
金
属
や
人
体
の

う
ち
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
が
、
相
互
に
完
全
な
バ
ラ
ン
ス
を
達

成
し
た
と
み
な
さ
れ
る
状
態
の
こ
と
で
し
た
（
３
）

。

　
錬
金
術
師
が
用
い
る
手
段
は
、
厳
密
に
自
然
学
に
基
づ
い
て
い
ま

し
た
（
４
）
。
彼
は
自
然
学
を
学
び
、
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
、
そ
う

し
た
プ
ロ
セ
ス
を
実
験
室
で
再
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
す
べ
て
の
金
属
は
同
一
の
種
族
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
、
錬
金
術
師
の
仕
事
と
は
、
金
属
を
構
成
し
て
い
る
物
質
的
諸

原
理
を
見
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
分
解
し
再
構
成
す
る
こ
と
で
、

自
然
が
地
下
で
お
こ
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
の
原
理
で
現
実
の
金
や

銀
を
生
み
出
す
こ
と
で
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
用
語
に
し

た
が
え
ば
、
そ
れ
は
金
属
の
第
一
質
料
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で

し
た
。

　
し
か
し
第
一
質
料
と
は
正
確
に
言
う
と
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
い
く
つ
か
想
定
で
き
ま
す
。
第
一
質
料

を
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
構
成
す
る
四
元
素
、
す
な
わ
ち
地
、
水
、
空
気
、

火
で
あ
る
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
抽
出
す
る
最
も
あ
り
ふ
れ

た
方
法
は
い
わ
ゆ
る
《
分
別
蒸
留
》（fractionated distillation

）

で
し
た
。
錬
金
術
師
は
前
も
っ
て
適
切
に
準
備
し
た
（
細
か
い
粉
末

に
砕
く
、
融
点
以
上
の
温
度
で
焼
き
液
体
化
す
る
、
も
し
く
は
腐

食
さ
せ
る
）
金
属
を
蒸
留
し
、
ま
ず
は
物
質
を
ひ
と
つ
抽
出
し
ま

す
。
そ
の
物
質
は
た
と
え
ば
液
状
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
錬
金
術

師
の
見
解
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
四
元
素
の
一
つ
で
あ
る
水
な
の
で

す
。
次
に
金
属
を
再
び
蒸
留
し
、
別
の
元
素
を
抽
出
し
ま
す
。
こ
れ

を
四
元
素
が
す
べ
て
抽
出
さ
れ
る
ま
で
繰
り
返
し
ま
す
（
５
）

。
こ
う
し
て

別
々
の
も
の
と
し
て
得
ら
れ
た
四
元
素
を
、
錬
金
術
師
は
自
ら
の
理

論
的
か
つ
実
践
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
て
再
度
組
み
あ
わ
せ
て
い

く
こ
と
で
、
求
め
る
金
属
を
生
み
出
す
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
手

続
き
は
、
数
週
間
に
わ
た
る
低
温
で
の
混
汞
（am

algam
ation

）、

昇
華
（sublim

ation

）、
煮
沸
（coction

）
を
伴
う
複
合
プ
ロ
セ

ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
錬
金
術
師
は

自
身
で
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
回
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
ま
し

た
。

　
ま
た
、
次
の
考
え
も
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
金
属
は
た
っ
た

二
つ
の
原
理
（principle

）
で
あ
る
水
銀
と
硫
黄
か
ら
構
成
さ
れ
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て
い
る
、
水
銀
は
金
属
が
形
成
さ
れ
る
地
下
洞
窟
で
硫
黄
に
よ
っ
て

凝
固
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
凝
固
の
各
段
階
に
お
い
て
、
水
銀
と
硫
黄

と
い
う
二
つ
の
原
理
の
純
度
と
量
次
第
で
異
な
る
金
属
が
生
成
さ
れ

る
、
と
い
う
考
え
で
す
（
６
）

。

　
医
学
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
錬
金
術
に
も
う
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
与
え
ま
し
た
。つ
ま
り
、人
間
の
一
生
は
、原
初
人
ア
ダ
ム
の
原
罪
、

す
な
わ
ち
人
間
の
堕
落
以
来
制
限
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由

は
、
ア
ダ
ム
が
地
上
の
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
る
や
い
な
や
、
元
素
か

ら
な
る
世
界
を
特
徴
付
け
る
変
化
、
つ
ま
り
生
成
（generation

）

と
消
滅
（corruption

）
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う

も
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
双
方
の
影
響
を
受
け

た
中
世
の
自
然
概
念
に
よ
れ
ば
、
元
素
か
ら
な
る
世
界
で
生
じ
る
あ

ら
ゆ
る
変
化
は
生
成
と
消
滅
と
い
う
一
定
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
ま
す
。
創
造
さ
れ
た
全
て
は
朽
ち
果
て
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
し
、
消
滅
の
後
に
は
か
な
ら
ず
生
成
が
引
き
続
い
た
の
で

す
（
７
）
。
月
下
世
界
を
超
え
た
先
に
あ
る
エ
ー
テ
ル
領
域
、
つ
ま
り
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
エ
ー
テ
ル
（
ア
イ
テ
ー
ル
）
と
名
付
け
ら
れ

た
、
消
滅
を
含
め
全
く
の
変
化
を
被
ら
な
い
物
質
か
ら
構
成
さ
れ
た

領
域
の
み
が
永
遠
で
し
た
。
エ
ー
テ
ル
は
ま
さ
に
天
的
物
質
で
し

た
。
し
か
し
四
元
素
と
は
異
な
る
こ
の
物
質
（
そ
れ
ゆ
え
《
第
五
精

髄
》（quinta essentia

）、
第
五
実
体
、
第
五
元
素
な
ど
と
も
呼

ば
れ
ま
す
）
は
、
地
上
で
は
発
見
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
月
下
世
界

で
は
完
全
な
組
成
を
も
つ
の
は
、
消
滅
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

金
の
み
で
し
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
金
は
、
医
学
錬
金
術
の
基

礎
と
な
り
う
る
物
質
と
み
な
さ
れ
た
の
で
す
。金
は
酵
母（leaven

）、

発
酵
素
（ferm

ent

）、
完
全
性
の
種
（seed of perfection

）
と

し
て
、
他
の
金
属
を
変
性
さ
せ
る
と
同
時
に
、
人
体
に
あ
る
消
滅
の

要
因
を
取
り
除
き
、
人
間
の
生
命
を
延
長
さ
せ
る
物
質
を
生
み
出
す

た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
す
（
８
）

。

　
こ
う
し
た
理
論
は
一
二
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
錬
金
術
師

た
ち
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ロ

ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
（Roger Bacon, 1214-1292

）
や
、
自
ら

の
著
作
に
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
、
ゲ
ベ
ル
、
ラ
イ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス
、

ヴ
ィ
ラ
ノ
ヴ
ァ
の
ア
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
名
前
を
冠
し
て
流
通
さ
せ
た

匿
名
の
著
述
家
た
ち
で
す
（
９
）
。
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
の
大
変
影
響
力
の

あ
る
理
論
は
、
一
三
五
〇
年
頃
、
神
学
者
に
し
て
預
言
者
で
あ
る

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ル
ペ
ス
キ
ッ
サ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
（Johannes de 

Rupescissa, c.1310-c.1366

）
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
、
第
五

精
髄
の
理
論
で
し
ょ
う
。
ヨ
ハ
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
の
た
め

に
天
の
精
髄
に
対
応
す
る
も
の
を
創
造
し
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、

人
間
を
消
滅
か
ら
食
い
と
め
、
そ
の
生
命
を
延
長
さ
せ
る
こ
と
が
可

能
な
《
第
五
精
髄
》
と
名
付
け
ら
れ
た
物
質
で
す
。
第
五
精
髄
は
、

燃
え
る
水
（aqua ardens

つ
ま
り
ア
ル
コ
ー
ル
）
を
、
一
〇
〇
〇

回
以
上
も
精
製
し
、
四
元
素
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
で
用
意
さ
れ
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ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
錬
金
術
師
は
消
滅
し

な
い
物
質
で
あ
る
第
五
精
髄
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
こ
れ
を
果
物
や
肉
に
注
い
だ
場
合
、
そ
れ
ら
を
腐
敗
か
ら
守
る

役
割
が
あ
り
、
天
を
構
成
す
る
物
質
に
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
そ
れ
が
放
つ
天
的
な
か
ぐ
わ
い
に
よ
っ
て
容
易
に
特
定
で
き

る
の
で
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
第
五
精
髄
は
グ
レ
ー
ド
の
高
い
ア
ル

コ
ー
ル
な
の
で
す
！
諸
天
が
太
陽
と
星
辰
を
通
じ
て
世
界
を
支
配
す

る
よ
う
に
、
第
五
精
髄
は
人
体
の
四
つ
の
基
本
性
質
で
あ
る
乾
湿
熱

冷
に
働
き
か
け
、
人
体
を
消
滅
か
ら
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
る
の
で
し
た
。

こ
れ
は
地
上
に
お
い
て
天
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
金
を
つ
か
っ
て
達

成
さ
れ
ま
す
。
自
然
に
あ
る
金
は
完
全
に
純
化
さ
れ
、
そ
の
後
燃
え

る
水
（aqua ardens

）
で
数
度
に
わ
た
り
熱
を
加
え
精
製
さ
れ
る

こ
と
で
、
そ
れ
が
有
す
る
力
を
引
き
出
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
う
し
て
生
み
だ
さ
れ
た「
黄
金
化
さ
れ
た
燃
え
る
水
」（aqua 

ardens aurificata

）
を
先
述
の
第
五
元
素
に
加
え
る
の
で
す
。
そ

れ
に
よ
り
生
み
だ
さ
れ
る
の
が
《
普
遍
医
薬
》
で
す
。
ル
ペ
ス
キ
ッ

サ
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
第
五
精
髄
に
金
を
加
え
る
と
は
、「
諸
天

に
太
陽
を
固
定
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
す
べ
て
の
行
程
は
、
自
然
学
に
基
づ
く
、
言
い
換
え
れ
ば

超
自
然
的
で
は
な
い
プ
ロ
セ
ス
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
教
会
当
局
は
錬
金
術
の
教
理
を
と
く
に
問
題
と
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
一
三
世
紀
以
来
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
、
ド
ミ
ニ
コ

会
、
シ
ト
ー
会
の
よ
う
な
修
道
会
で
は
、
錬
金
術
は
禁
じ
ら
れ
ま
し

た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
錬
金
術
が
異
端
的
と
判
断
さ
れ

た
か
ら
で
は
な
く
、
金
の
探
求
が
こ
れ
ら
修
道
会
の
清
貧
の
理
念
と

合
致
し
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
植
物
の
蒸
留
は
修
道
院
で
も

医
学
目
的
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
他
方
で
錬
金
術
的
探

求
は
修
道
士
を
宗
教
義
務
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
付

け
加
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
修
道
会
で
の
錬
金
術
の

禁
止
は
、
修
道
会
内
の
規
律
の
枠
組
み
で
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
す）
（1
（

。

　
一
四
世
紀
の
あ
い
だ
に
、
錬
金
術
を
禁
じ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由

が
見
出
さ
れ
ま
し
た
。
錬
金
術
は
結
局
の
と
こ
ろ
不
可
能
な
技
で
あ

る
と
考
え
る
神
学
者
が
で
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
貴
金
属
の
変

性
に
成
功
し
た
と
い
う
確
か
な
結
果
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
加
え
て
、
適
切
か
つ
特
定
の
自
然
条
件
の
も
と
以
外

で
、
さ
ら
に
適
切
か
つ
特
定
の
自
然
熱
を
得
る
こ
と
も
な
し
に
金
が

生
成
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
理
論
的
考
察
も
あ
り
、

こ
れ
は
現
実
の
金
を
生
み
出
す
能
力
に
関
す
る
錬
金
術
の
あ
ら
ゆ
る

主
張
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た）
（（
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
錬

金
術
師
は
必
然
的
に
偽
造
者
と
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
も
し
彼
ら
が

誠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
た
ち
の
術
は
不
可
能
だ
と
悟
り
絶
望
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
点
こ
そ
が
錬
金
術
師
に
と
っ
て
の
真

の
危
機
で
し
た
。
彼
ら
の
絶
望
は
時
と
し
て
あ
ま
り
に
深
く
、
そ
こ



－  159  －

史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

か
ら
抜
け
出
す
に
は
悪
魔
を
召
喚
す
る
以
外
の
術
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
が
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
何
人

か
の
偉
大
な
る
異
端
審
問
官
に
よ
っ
て
錬
金
術
が
禁
じ
ら
れ
た
理
由

で
し
た
。
こ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
錬
金
術
は
異
端
的
教
義

だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
錬
金
術
は
達
成
不
可
能
な
技
と
し
て
、

人
を
欺
き
落
胆
さ
せ
る
要
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た）
（1
（

。
そ
し
て

わ
た
し
た
ち
は
、
当
時
の
誰
も
が
こ
の
よ
う
な
意
見
に
同
調
し
て
い

た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
世
・
初
期
近
代
に
お
い
て
、

錬
金
術
は
近
代
の
精
神
分
析
と
比
較
し
う
る
よ
う
な
位
置
に
あ
り
ま

し
た
。
当
時
、
錬
金
術
を
真
実
か
つ
効
果
あ
る
技
と
信
じ
て
い
た
も

の
は
多
数
お
り
ま
し
た
し
、
単
な
る
詐
欺
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
も

の
も
や
は
り
多
数
い
た
の
で
し
た）
（1
（

。

　
も
う
一
度
繰
り
返
し
ま
す
が
、
錬
金
術
は
決
し
て
異
端
的
と
み
な

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
状
況
次
第
で

は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
別
の
理
由
か
ら
、
教
会
当
局
の
禁
止
の
対
象

と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
の
ち
ほ
ど
そ
う
し
た
当
局
の
判
断
に

関
す
る
別
の
事
例
を
わ
た
し
は
提
示
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
ま

ず
は
、
い
か
に
錬
金
術
師
が
そ
の
論
考
や
教
義
に
お
い
て
宗
教
的
シ

ン
ボ
ル
を
利
用
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思

い
ま
す）
（1
（

。

　
ラ
テ
ン
錬
金
術
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で

発
展
し
ま
し
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
一
二
世
紀
の
半
ば
に
お

い
て
、
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
錬
金
術
論
考
の
ラ
テ
ン
語
翻
訳
者
は
、
こ

の
論
考
は
神
的
で
神
意
に
満
ち
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
全
体
と
し
て

新
旧
両
聖
書
の
真
実
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
そ

の
後
多
く
の
錬
金
術
師
が
、
錬
金
術
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た
め
に

用
い
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
も
し
く
は
聖
書
か
ら
借
用
し
た
類

比
で
し
た
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
自
身
が
十
字
架
上
で
被
っ
て
い
た

の
と
同
様
の
苦
し
み
を
水
銀
は
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

よ
う
に
で
す
。
こ
の
よ
う
な
類
比
表
現
が
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
と

ど
ま
る
限
り
、
錬
金
術
が
教
会
当
局
か
ら
禁
止
対
象
と
な
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
錬
金
術
が
聖
書
の
究
極
的
意
味
と
し

て
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
危
険
な
状
況
が
生
じ
ま
し
た
。
い
か
な

る
錬
金
術
師
も
そ
の
よ
う
な
主
張
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
論
考

に
よ
っ
て
は
、
読
者
が
そ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
か
ね
な
い
か
た
ち

で
聖
書
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ラ
ノ
ヴ
ァ
の
ア
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
作
と
誤
っ
て

帰
さ
れ
て
い
る
『
寓
話
的
論
考
』（Tractatus Parabolicus

）
や

一
四
世
紀
も
し
く
は
一
五
世
紀
初
頭
に
執
筆
さ
れ
た『
精
製
す
る
金
』

（Aurora consurgens

）
で
す
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
他
の
錬
金

術
論
考
と
異
な
り
、
多
く
の
写
本
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
種
の
著
作
を
み
れ
ば
た
し
か
に
、
錬
金
術
が
、

聖
書
を
単
な
る
自
然
学
的
な
論
考
へ
と
、
神
聖
な
書
物
を
単
な
る
実
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験
室
で
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と
変
貌
さ
せ
た
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

え
た
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
非
難
が
明
確
な
か
た
ち
で

錬
金
術
論
考
に
向
け
ら
れ
は
じ
め
る
の
は
、
宗
教
戦
争
の
影
響
化
に

あ
っ
た
一
六
世
紀
の
こ
と
で
す
。
宗
教
戦
争
の
も
と
で
は
カ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
れ
、
正
統
信
仰
に
関
わ
る
問
題
に

き
わ
め
て
厳
密
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
間
の
対
立
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
、
当
局
は
は
っ
き
り
と
し
た
厳
格
な
立
場
を
取
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
か
く
し
て
、
一
六
世
紀
の
後
半
か
ら
一
七

世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
錬
金
術
が
、
神
と
自
然
の
間
に
あ
る
べ
き

明
確
な
区
分
を
脅
か
そ
う
と
す
る
時
に
は
常
に
非
難
の
対
象
と
な
り

え
ま
し
た
（
た
だ
し
そ
の
非
難
は
教
会
に
よ
る
公
式
の
も
の
で
は
な

く
、
た
だ
影
響
力
の
あ
る
神
学
者
の
著
作
の
な
か
で
表
明
さ
れ
た
の

で
す
が
）。
と
い
う
の
も
神
と
自
然
と
の
混
同
は
汎
神
論
、
さ
も
な

け
れ
ば
無
神
論
へ
と
結
び
つ
く
か
ら
で
す
。
す
で
に
説
明
し
た
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
な
混
同
は
、
聖
書
を
不
注
意
に
錬
金
術
的
に
解
釈
す

る
こ
と
か
ら
お
こ
り
う
る
の
で
し
た）
（1
（

。
し
か
し
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い

て
も
、
同
様
の
混
同
が
《
世
界
精
気
》（spiritus m

undi

）
と
い

う
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
観
念
の
不
注
意
な
適
用
を
通
じ
て
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
世
界
観
に
よ
れ
ば
、
宇
宙

全
体
は
生
き
物
で
す
。
そ
の
身
体
は
自
然
世
界
で
あ
り
、
そ
の
霊

魂
（
世
界
霊
魂
）
は
天
よ
り
さ
ら
に
上
に
位
置
し
て
い
る
と
さ
れ
ま

す
。
こ
の
身
体
と
霊
魂
を
媒
介
す
る
の
が
世
界
精
気
で
し
た
。
世
界

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
世
界
精
気
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
精
気
は
世
界

霊
魂
か
ら
く
る
種
子
を
運
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
生
成
を
引
き
起
こ

す
こ
と
が
で
き
、
種
子
の
ご
と
き
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
す）
（1
（

。
錬
金
術
師
に
よ
っ
て
は
、
世
界
精
気
を
聖
霊
も
し
く
は
聖
三

位
一
体
と
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

考
え
こ
そ
、
正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
も
忌

み
嫌
わ
れ
た
混
同
で
し
た
。
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
、
神

的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
と
の
間
に
ど
こ
で
線
引
き
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か）
（1
（

？

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
正
統
信
仰
の
立
場
を
取
っ

て
お
り
、
錬
金
術
に
関
す
る
す
べ
て
に
同
意
を
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た）
（1
（

。
た
し
か
に
会
士
の
ほ
と
ん
ど
は
変
成
理
論
の

可
能
性
に
疑
い
を
差
し
挟
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
可

能
性
を
否
定
で
き
る
ほ
ど
に
強
い
論
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

す
が
彼
ら
の
多
く
は
、
金
属
を
金
に
変
成
で
き
る
の
は
神
の
み
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
変
成
を
実
現
し
た

錬
金
術
師
は
か
つ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
強
く
疑
っ
て
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
変
成
の
理
論
上
の
可
能
性
は
否
定
し
な
い
け
れ

ど
も
、
実
験
に
よ
る
実
現
は
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
多
く
の
主
導
的
な
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
、
変
成
の
探
求
は
無

駄
で
あ
り
、
有
害
で
あ
り
、
悪
質
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
ま
し
た）
（1
（

。
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し
か
し
指
導
的
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
な
か
に
は
、
変
成
に
成
功
し
た

錬
金
術
師
も
い
た
と
信
じ
る
者
も
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と

し
て
異
端
審
問
官
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
ル
・
リ
オ
（M

artin del Rio, 
1551-1608

）
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
彼
と
て
、
錬
金
術
は
そ
の
実

践
者
を
破
滅
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
敬
虔
で
学
識
も
財
産
も
あ
る
人
物

に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
そ
の
他
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
な
か
に
は
、
錬
金
術
が
真
実
で
あ

る
と
信
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
者
も
い

た
の
で
す
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
錬
金
術
を
異
端
的
と
し

て
退
け
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
が
錬
金
術
を

否
定
す
る
時
は
常
に
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
社
会
的

な
危
険
を
、
も
し
く
は
そ
の
変
成
が
実
験
に
基
づ
く
証
拠
を
提
示
し

え
て
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
ま
し
た
。
後
者
の
主
張
を
行
っ
た

人
物
に
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
（Athanasius K

ircher, 
1602-1680

）
が
い
ま
し
た
。
彼
は
変
成
を
悪
魔
に
よ
っ
て
偽
造
さ

れ
た
罠
と
み
な
し
た
の
で
す
。
で
す
が
一
方
で
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
、
錬

金
術
の
起
源
を
古
代
エ
ジ
プ
ト
と
す
る
考
え
を
受
け
入
れ
、
錬
金
術

の
シ
ン
ボ
ル
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
と
同
一
で
あ
る
と

考
え
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
性
急
な
読
み
手
に
し
て
み
れ

ば
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
熱
狂
的
な
錬
金
術
師
の
ひ
と
り
に
見
え
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
彼
の
立
場
は
い
く
ぶ
ん
曖
昧
な
も
の
で

あ
り
、
こ
の
点
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
一
般
的
な
立
場
と
一
致
し
て
い
た

の
で
し
た
。

　
以
上
の
事
実
を
要
約
し
ま
す
と
、
錬
金
術
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
れ
、
決
し
て
教
会
の
脅
威
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
と
し

て
も
、
信
仰
に
関
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
を
誤
用
し
た
時
に
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
う
し
た
誤
用
の
幾
つ
か
の
事
例
は
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
の

な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
以
上
と
は
別

の
話
で
す）
11
（

。
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付
記

　
本
論
考
は
、二
〇
一
五
年
七
月
一
七
日（
金
）一
八
時
三
〇
分
よ
り
、

立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
一
〇
号
館
Ｘ
一
〇
五
教
室
で
開
催
さ
れ

た
公
開
講
演
会
「
錬
金
術
の
秘
密
：
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
キ
ミ
ア

と
学
問
・
宗
教
・
社
会
」（
主
催
：
立
教SFR

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
」
代
表
・
小
澤
実
）
で
、
講
演
者
の

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
カ
ー
ン
博
士
に
よ
り
読
み
上
げ
ら
れ
た
英
文
講
演
原

稿
の
翻
訳
で
あ
る
。
カ
ー
ン
博
士
は
現
在
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
（CN

RS

）
の
専
任
研
究
員
を
つ
と
め
る
、
中
世
・
初
期

近
代
錬
金
術
の
歴
史
的
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
当
日
は
、
ル
ネ

サ
ン
ス
期
錬
金
術
の
歴
史
的
研
究
の
権
威
に
し
て
、
博
士
の
旧
友
で

も
あ
る
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
博
士
（
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
大
学
）
が
司
会
を
務

め
た
。

　
錬
金
術
の
歴
史
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
本
語
に
お
い
て

も
、
翻
訳
を
含
め
た
幾
つ
か
の
著
作
や
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
博
士
の
仕
事

を
通
じ
て
、
あ
る
程
度
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る）
1（
（

。
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
た
上
で
カ
ー
ン
博
士
の
講
演
で
注
目
す
べ
き
は
、
錬
金
術
の

基
本
思
想
を
整
理
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想
が
同
時
代
の
宗
教
（
と
り

わ
け
キ
リ
ス
ト
教
）
と
取
り
結
ぶ
関
係
に
光
を
当
て
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
行
論
に
は
、
脚
註
二
で
挙
げ
ら
れ
た
大
著
『
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
錬
金
術
と
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
（
一
五
六
七-

一
六
二
五

年
）』（
ド
ロ
ー
ズ
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
は
じ
め
、
カ
ー
ン
博
士
が

こ
れ
ま
で
の
研
究
経
歴
で
積
み
重
ね
て
き
た
個
別
研
究
の
成
果
が
遺

憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
本
講
演
で
錬
金
術
の
宗
教
的
側
面
に
関

心
を
持
っ
た
向
き
は
、
脚
註
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
諸
文
献
を
、
ま
た
、

本
講
演
で
あ
え
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
に
つ
い

て
は
、
と
り
わ
け
脚
註
二
〇
に
挙
げ
ら
れ
た
菊
地
原
博
士
の
好
著
を

手
に
取
っ
て
ほ
し
い
。
な
お
、
脚
註
一
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
錬
金
術

研
究
の
決
定
版
と
も
い
え
る
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
プ
リ
ン
チ
ー
ペ
博
士

に
よ
る
『
錬
金
術
の
秘
密
』（
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）

は
、
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
博
士
に
よ
る
翻
訳
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
言

い
添
え
て
お
き
た
い）
11
（

。
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史
苑
（
第
七
六
巻
第
二
号
）

註（１
）
以
下
の
文
献
を
参
照
。M

atteo M
artelli, The Four Books 

of Pseudo-D
em

ocritus , Leeds : M
aney Publishing, 2014 

(A
m

bix  60, Supplem
ent 1, 2013) ; Sébastien M

oureau, 
“A

lchem
y in Islam

”, in A
. L. C

. R
unehov and L. O

viedo 
(eds.), E

ncyclopedia of Sciences and R
eligions , H

eidel-
berg : Springer, 2013 ; Robert H

alleux, “La réception de 
l’alchim

ie arabe en O
ccident”, in R. Rashed (ed.), H

istoire 
des sciences arabes , vol. 3 : Technologie, alchim

ie et sci-
ences de la vie , Paris : Le Seuil, 1997, pp. 143–154 ; Law

-
rence M

. Principe, The Secrets of Alchem
y , Chicago : The 

U
niversity of Chicago Press, 2012. 

（
２
）
こ
の
二
つ
の
潮
流
を
、
不
可
欠
の
文
献
目
録
と
と
も
に
、
よ
り

正
確
に
提
示
し
て
い
る
の
は
、D

. K
ahn, Alchim

ie et para-
celsism

e en France à la fin de la R
enaissance , G

eneva : 
D

roz, 2007, pp. 35–45.

（
３
）M

ichela Pereira, “Teorie dell’ elixir nell’ alchim
ia lati-

na m
edieval”, Le C

risi dell’alchim
ia / The C

risis of A
l-

chem
y , in M

icrologus , 3 (1995), pp. 103–148.

（
４
）
以
下
を
参
照
。W

illiam
 R. N

ew
m

an, The Sum
m

a Perfec-
tionis of Pseudo-G

eber. A
 C

ritical E
dition, Translation 

and Study , Leiden : E. J. Brill, 1991.

（
５
） 《
分
別
蒸
留
》
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。 Paul K

raus, Jâbir 
ibn ‘H

ayyân. C
ontribution à l’histoire des idées scien-

tifiques dans l’Islam
, vol. 2 : Jâbir et la science grecque  

[1942], réim
pr. Paris : Les Belles Lettres, 1986.

（
６
）
こ
の
よ
う
な
考
え
の
錬
金
術
師
の
好
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で

活
躍
し
、
初
期
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
名
声
を
得
た
錬
金
術
師
ト

レ
ヴ
ィ
ー
ゾ
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
（B ernardus Trevisanus, 

1406-1490

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
参
照
。D

. K
ahn, 

“R
echerches sur le Livre  attribué au prétendu B

ernard 
le Trévisan”, in C

. C
risciani and A

. Paravicini B
agliani 

(eds.), Alchim
ia e m

edicina nel M
edioevo , Florence : Sis-

m
el - Edizioni del G

alluzzo, 2003, pp. 265–336.

（
７
）
こ
の
点
に
関
す
る
標
準
的
な
著
作
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
生
成

と
消
滅
に
つ
い
て
』
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
も
と
で
読

ま
れ
て
い
た
。

（
８
）Robert H

alleux, “Les ouvrages alchim
iques de Jean de 

Rupescissa”, H
istoire littéraire de la France , vol. 41, Par-

is: Im
prim

erie N
ationale, 1981, pp. 241–284.

（
９
）
以
下
を
参
照
。Agostino Paravicini Bagliani, “Ruggero 

Bacone e l’alchim
ia di lunga vita”, in Alchim

ia e m
edici-

na nel M
edioevo 

（
脚
註
六
参
照
）, pp. 33–54 ; Sébastien 

M
oureau, Le  D

e anim
a in arte alchem

iae du pseudo-Avi-
cenne. É

dition critique, traduction et étude, forthcom
ing ; 

N
ew

m
an, The  Sum

m
a Perfectionis of Pseudo-G

eber 

（
脚
註

四
参
照
）  ; M

ichela Pereira, L’O
ro dei filosofi. Saggio sulle 

idee di un alchim
ista del Trecento , Spoleto : Centro Ital-

iano di Studi sull’A
lto M

edioevo, 1992 ; M
. Pereira and 

Barbara Spaggiari, Il Testam
entum

 alchem
ico attribuito 

a R
aim

ondo Lullo , Florence : Sism
el - E

dizioni del G
al-

luzzo, 1999 ; A
ntoine Calvet, Les Œ

uvres alchim
iques at-

tribuées à Arnaud de Villeneuve. G
rand œ

uvre, m
édecine 

et prophétie au M
oyen A

ge , Paris–M
ailand : S.É

.H
.A

.–
Archè, 2011.

（
10
）Chiara Crisciani, Il Papa e l’alchim

ia. Felice V, G
uglielm

o 
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中
世
・
初
期
近
代
錬
金
術
に
お
け
る
変
成
と
宗
教
（
カ
ー
ン
）

Fabri e l’elixir , Rom
e : Viella, 2002.

（
11
）W

illiam
 R

. N
ew

m
an, Prom

ethean A
m

bitions. A
lchem

y 
and the Q

uest to Perfect N
ature , C

hicago–London : The 
U

niversity of Chicago Press, 2004, pp. 50–51.

（
12
）Sylvain M

atton, Scolastique et alchim
ie (X

V
I

e-X
V

II
e 

siècles) , Paris–M
ailand : SÉH

A–Archè, 2009.

（
13
）A

lain Boureau, “Conclusion”, in Le C
risi dell’alchim

ia  

（
脚
註
三
参
照
）, p. 351 ; O

livier Bloch, La Philosophie de 
G

assendi. N
om

inalism
e, m

atérialism
e et m

étaphysique , 
La H

aye : M
artin N

ijhoff, 1971, pp. 240–241.

（
14
）
こ
の
点
に
関
し
て
こ
こ
で
は
以
下
の
拙
著
に
多
く
を
依
拠
し
て
い

る
。La M

esse alchim
ique attribuée à M

elchior de Sibiu , 
Paris : Classiques G

arnier, 2015.

（
15
）
以
下
を
参
照
。K

ahn, Alchim
ie et paracelsism

e en France  

（
脚
註
二
参
照
）, chaps. 4.2 and 4.4.

（
16
）
以
下
を
参
照
。H

iro H
irai, “Concepts of Seeds and N

ature 
in the W

ork of M
arsilio Ficino”, in M

. J. B. Allen and V. 
R

ees (eds.), M
arsilio Ficino : H

is Theology, H
is Philoso-

phy, and H
is Legacy , Leiden : Brill, 2002, pp. 257–284 ; 

H
. H

irai, Le C
oncept de sem

ence dans les théories de la 
m

atière à la R
enaissance : de M

arsile Ficin à Pierre G
as-

sendi,  Turnhout : Brepols, 2005.

（
17
）
以
下
の
論
文
の
《
世
界
霊
魂
の
神
学
的
問
題
》
に
関
す
る
節
を

参
照
。Sylvain M

atton, “Alchim
ie et stoïcism

e : à propos 
de récentes recherches”, C

hrysopœ
ia , 5 (1992–1996), pp. 

5–144.

（
18
）
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
錬
金
術
の
関
係
は
、M

atton, Scolastique et 
alchim

ie 

（
脚
註
一
二
参
照
）, pp. 1–76

。

（
19
）
た
と
え
ば
ベ
ニ
ー
ト
・
ペ
レ
イ
ラ
（B

enito Pereyra, c.1535–
1610

）、
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
デ
・
バ
レ
ン
シ
ア
（G

regorio de 
Valencia, 1551–1603

）、
そ
し
て
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
注
解
』（C

o-
nim

bricenses C
om

m
entarii,  1592

）
の
著
者
た
ち
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
20
）
菊
地
原
洋
平
（
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
監
修
）『
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
と
魔
術
的

ル
ネ
サ
ン
ス
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
21
）
本
論
考
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
平
井
浩
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
種
子

の
理
論
　
中
世
哲
学
と
近
代
科
学
を
つ
な
ぐ
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン

ク
思
想
」『
思
想
』
九
四
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
九-

一
五
二

頁;  D
. Lindberg

［
高
橋
憲
一
訳
］『
近
代
科
学
の
源
を
た
ど
る
　

先
史
時
代
か
ら
中
世
ま
で
』（
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
一
年
）; 

伊
藤
博

明
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
神
秘
思
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二

年
）;  Law

rene M
. Principe

［
菅
谷
暁
・
山
田
俊
弘
訳
］『
科
学

革
命
』（
丸
善
、
二
〇
一
四
年
）
の
該
当
部
を
参
照
。
ま
た
、
近
年
の

錬
金
術
研
究
を
う
け
た
論
考
と
し
て
、
平
井
浩
「
蒸
留
術
と
ル
ネ
サ

ン
ス
の
錬
金
術
　
エ
リ
ク
シ
ル
か
ら
第
五
精
髄
、
そ
し
て
ア
ル
カ
ナ

へ
」『A

rom
atopia

』
一
一
巻
四
号
、二
〇
〇
二
年
、二
六-

二
九
頁; 

藤
崎
衛
「
ラ
テ
ン
中
世
の
「
寿
命
の
延
長
」（prolongatio vitae

）

に
つ
い
て
　
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
、
錬
金
術
、
教
皇
宮
廷
」『
死
生

学
研
究
』九
号
、二
〇
〇
八
年
、二
四
六-

二
二
四
頁; 

大
野
誠「
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
『
光
学
』
と
錬
金
術
：
覚
書
」『
紀
要
（
愛
知
県
立
大
学
）』（
地

域
研
究
・
国
際
学
編
）
四
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
五-

四
六
頁
。

（
22
）
訳
者
に
と
っ
て
未
知
の
テ
ー
マ
を
対
象
と
す
る
本
稿
の
翻
訳
に
あ

た
っ
て
は
、
立
教
大
学
兼
任
講
師
の
坂
本
邦
暢
博
士
よ
り
懇
切
な
ご

指
導
を
賜
っ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
本
稿
はJSPS

科
研

費25284144

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


