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　　Lorsqu'elleest mise en contraste avec le sembre abime de l'ame chretienne, la ≪Grece bienheureuse≫ dont parle

HOlderlin a l'air d'un mystere illumine. L'antithをse est si frapp ante que le paradis hellenique semble

ind･iscutablement transcender les croyances occidentales d'alorsレＥトpourtant, le ciel grec participe aussi d'un

certain pouvoir d'intuition que l'Esprit divin anime.　Le ciel･grec apparait ainsi commeリne image de･Dieu qui se

manifeste par une ≪sensation spirituelle≫,ce que Palamas (vers 129(ト1359) appelle ≪Ia puretをde la partie

passionee de l'ame･･｡口戦ａｄｅｓ1.3.21)　II y ａtout li卵 d'avoir egard ａla mentalite des Peres grecs que la voie de la

≪contemplationバintuition･divine) soit situ6e au-dessus de la ≪theologie≫speculative. II semble bien que la ≪GrSce

bienheureuse≫ affirme l'existence d'une nouvelle forme de ≪contemplation≫. EUe va au-dela d'unむいxmethode

dialectiquen telle que la theologie scolastique ； autrement dit, elle depasse la philosophie h己砂lienne.ﾀﾞ

　　Quand i1 s'agit des Evangiles synoptiques, les Peres de l'Eglise grecque s'interりsentりeaucoup a ･la

transfiguration du Christ sur le Thabor, tandisﾆque les theologiensﾄlatinsダet les reformateurs se preoccupent

constamment de la solitude de Jesus ａ Gethsemane. Seul parmi ses disciples endormis, 1e Messiをest ｅｎ廿ain de

prier.　Ｕ nous rappelle Holder!in qui, pendant les ≪annees de disette≫,reste seul eveille pour porter son regard

sur la ≪Grece bienheureuse≫. Mais !e poete, a ce moment-la, est ebloui par ce qu'il voit : on dirait 1むmagnifique

Parthenon, perche sur l'Acropole.　Bien que Hoffmannsthal mette exclusivement l'accent sur le ≪ton du temps des

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　■　■patriarches。 dans la vie spirituelle de l'Eglise grecque, on continue d'ｙpercevoir le mystere illumine. Et en plus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　■　　　　　　　　■■　■de cela, 1a tradition contemplative de l'Eglise orthodoxe nous transmet jusqu'a Fi�al de la kalokagathia ； par

exemple, pour Gregoire de Nysse (vers 335-395), Qui fait autorite: dans むettematiere, le ≪Maレn'est pas autre

　■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　●　　　〃　　■　　■　　　　　　　　　　　　■　　■　　　　　　　　　　　■chose que le produit de la 心eparation。de 1'Ａ皿ｅet du ≪Beau≫; ･etce qui est remarquab!e, c'estla facon dont le

mot ･:<Beau≫(hoμλφψ)1ete traduit en latin par ≪bonum et hor!estum≫｡(Omtio Cαtechet祐αMagnα5)∧
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(1) DAS 。AUGE DER SEELE･･

　Heute b卵ichtigen wir in Griechenland wohl　zuerst die　klassischen　Kunstwerke ；　der erste

Wallfahrtsort der Touristen ist de･r Parthenon mit marmornen Statuen und Reliefer!. Daneben aber

beeindrucken uns manche byzantinischen Kloster mit christlichen Ikonen und Fresken. In den

dreiteiligenjMμ功能ken in Griechenland z.B. berichtetしHofmannsthal erstens uber das 。Kloster des

heiligen Lukas“ (1908)ﾚund letztens nbむｒdie。Statuen“(1917) der Akropolis. In seiner Darstellung

verscharft sich der Unterschied von beiden……Beim Besuch des Monasteriums beeindruckt ihn vor

allem der ｡sanfte Ton unwidersprO'Chener Gewalt“ ｡aus den Zeiten der Patriarchen“に,Homer ist noch

ungeboren und solcheべA'^orte,in diesem Ton gesprochen, gehen zwischen dem Priester und dem

Knecht von Lippe zu Lippe.“(ＨＰ 3.14f.)

　Im dritten und letzten Teil begeistert sich Hofmannsthal fiir das 。volligunsagliche Lacheln“ der

marmornen Koren und ihreミ.rieselnden Gewander“ (ＨＰ3.361). So bewundert er die bildende Kraft

der klassischen Griec小回. Fur ihn ist das Griechentum ein einmaliges 。Mysterium im vollen工icht“:

｡Die homerischen Gotter und Gottinnen treten fortwahrend aus der hellen Luft hervor ； nichts

erscheint natiirlicher,sobald man dieses Licht kennt." (G庇浦enland 1922: HP 4.157) Wahrscheinlich

begreift Platon seine Ideen so konkret wie die ｡homerischen Gotter und Gottinnen“｡Dabei wirkt das

Licht S:tark auf das geistige 。Auge der Seele“,das nach Sokrates。die dialektische Methode allein

aufwartsfilhrt.“(7加山仇533C-Ｄ : PW 4.612f,)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

　Solange Hofmannsthals Reisebeschreibung nicht ｕnSトaus dem Kopf kommt, entfremdet sich das

olympische Licht der ostkirchlichen Geisteswelt. 1st sie denn ein rein patriarchalischer Raum, der

kaum mit einer Renaissance zu tl皿hat ？　In der Tat haben zwar keine griechischen Patrologen,

sondern　die　lateinischen　Theologen　iene　。dialektische　Methode“　der　griechischen　Philosophie

entwickelt. Solcher philosophierende Verstand beachtet ｅ姐ｅtheoretische Erkenntnis, die auf das

tragische Pathos eines Oedipus kein gutes Licht wirft｡weil der pathetische Sinn sich selten zum

klaren Begriff des Verstandes kristallisiert. Aber der klare Begriff erreicht kaum den reinen Sinn

des Geistes, den die Passion Christi verkorpert. In Holderlins 。seeligem Griechenland!‘ entspricht

das Pathos der Tragik eben der reinen Passion八八A'as hier das 。Auge der Seele aufwartsfiihrt“,ist

nicht mehr die 。dialektische Methode“，sondern ein reiner Geist der pathetischen Tragodie.　コ

　In diesem Zusammenhang interessiert uns die Aussage des Gregor von Nazianz (ca.330-390):。lｓt･

es grofi und wichtig, von Gott zu reden ？　Vielmehr ist es noch wichtiger, sich selbst angesichts

Gottes zu reinigen (KaiSatpeiv)｡“(Oratio32.12 : PG 36.188) Die Tradition der klassischen Tragik ist

ｅＳ。,sichselbst angesichts Gottes zu reinigen.“Falls sie uns von Gregor und anderen griechischen

Patrologen uberliefert ist, haben sie viel mit dem。seeligen Griechenland“ und dem olympischen

｡Mysterium im vollen Licht“zu tun. Das ist bむｉHofmannsthal nicht der Falレ Konnen wir diesen

Fall mit anderen Beispielen gutheiJien, so finden wir bei den byzantinischen Vatern sowohl den ｡Ton

aus den Zeiten der Patriarchen“ wie das 。Mysterium im vollen Licht“｡

(2) DER。GEISTIGE∃SINN"

　lmﾄAugenblick sehen wir uns vor die Aufgabe gestellt,von Holderlins･GriechengedichtＢｒod鉢肴ｄ

Wein (1800-1801) auszugehen und desser! Thema 。seeligesGriechenland“ (V.55) auf die Gedanken-
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welt der griechischen Vater zu lenken. AUerdings berticksichtigt die Germanistik normalerweise

die katholische und protestantische Kirche des Westens und ihre Vertreter wie Augustinus, Luther

u.a.m.　Diese westkirchlichen Denker stimmen nicht immer mit den ostkirchlichen Patrologen in der

Auslegung der Bibel iiberein.ぺＶ印ｎ wir also beidem Aufmerksamkeit schenken, so kりnnen wir den

Doppelsinn des 。seeligenGriechをnlandes“ durchschauen.ト　＼　　　　＼　＼　　　　犬

　Zum Verstandnis deS〉｡seeligen Griechenlandes“ niitzt wohl die Darlegung∧des Augustinus im

S砥即ｎ Ｌｅｂｅｎ(良如皿z 石越 1.5: PL 32.961f.):。Welcher wahrlich einzigen seligen Gegend des

Festlandes ich mich nahern und erreichen soil, weiB ichトganz und 面ｒ nicht. Was habe ich

eigentlich festgehalten ？　Denn 呻ch bis ietzt schwanke ich liber das Problem der Seele unsicher ｕ面

unschlilssig.“(Ｃｕiparti terrae, quae profecto Una beata est, me admoveam, atque contingam, prorsus

ignore　Quid enim solidu耳1tenui, cui adhuc de anima quaestio nutat et fluctuat ?) Das 。seligeﾀﾞ‘Reich

Gottes ahnt er in unbestimmter Feme und fragt bange aus dem finsteren Seelengrund auf der Suche

nach dem lichtvollen Himmel. Das Urbild so einer angstlichenしGestalt finden wir bei Jesu am

Olberg, der einsam mitten unter seinen･ schlafenden Jiingern betet.(Ｍt ･26.36f.:BG 2.262) Der allein

wachende Messias angesichts Gottes erinnert uns "wohl an den 。Dichter in durftiger Ｚ叫“(ＲＴｎｄ　ｕｎｄ

Wein V.122:StA 2.94).　　　　　　　　ニ　　　　　・・。･・。　　。。　　　。･　　　　　　。･・　　･。･

丿Obschon
Holderlin sich isoliertwach halt, blickt er niemals vo耳1｡Mysterium im vollen Licht“weg,

das ihm durch 。das groBe Geschik“ (V.62) des･｡seeligen Griec･henlandes“(V.55) begegnet (StA 2.91f.):

Die rein lyrische Sむhwingung staut sich nicht durch das tragische Pathos und stromt fortwahrend in

die atherische 。heitere Luft“(V.64) des griechischen Geistes.　Der Gotteト｡Ｔａ･g"(V.72) zeugt vom

｡Mysterium im vollen Licht!‘.Nun gilt nicht mehr jene unruhige Schwankung der Augustinischen

Seele, sondern gerade die erleuchtete 。Reinheit (Kai3ap6てTjc;)des sinnlichen Teils der Seele“，d辿

Palamas (ca.1296-1359) nach der patristischeねTradition der byzantinischen Kirche den 。geistigen

Sinn“(aiai3T|oi(;JiveujxaてiKn)nennt. (アバ�6 1.3.21: PT 153 / 155) Die Quelle dieser 。Reinheit der

Seele“ finderi die ostkirchlichen Vater u.a. in der Verklarung Christi vor seinen Jungern auf dem

Tabor. (Mt 17.1f.: BG 2.255) Hier bestatigt sichへ,jene mystische und nichレauszusprechende

Beschauung (Theoria)“,die Pala耳las auf den 。geistigenSinn“ in der 。Reinheiレder Seele“und die

｡Junger auf dem Tabor“ bezieht. (Triades 1.3.21 / 38 : PT 155 / 193)　　▽

　An diese ostkirchliche Tradition kniipft u.a. Holderlins Idol, Klopstock im 耳四加バ1748-1773) an.

Hiervon ｚｅリgender 。verklarte atherische Strom“ (l.Ges. V.205 :HKA IV,4.42), die 。unschuldige

Seele“(2.Ges. V.75 / 3.Ges. V.49 : HKA IV.4.148 / 376) und die Verherrlichung des Tabors: 。Wie vor

alien Bergen Judaa Tabor hervorragt, ΛUnd ein Zeug ist der Herrlichkeit Jesu; zwar ruhet auch

SionソLieblich vor Gott； zwar nahm auch der Oelberg den groBen Meliias / Auf, wenn er rang im

Gebet;　zwar　tragt　auch　die　Stirne　Moria / Hoch　das　Allerheiligste　Gottes, und　zittert

darunter:/ Aber vor alien Bergen Judaa ist Tabor doch herrlich, / Tabor, verbreitet vor Gott, ein

Zeuge der hohen Verklarung.“ ｡(4.Ges.V.713一719:耳KA IV.4.535f.)

　　　　　．･　．･･．　　．･　　　　　．　・　　(3)DAS｡BILD GOTTES‘'　∇　　．．　･･．・　　　　　　　･･

　In der Ostkirche spielレdie。Ikone“(e'lKMv) eine grolie RolleトDieses Wort丿stammt eigentlich aus

dem 。bilde Gottes“ (e'lKWV ■deoij) der Septuaginta.･(Gn 1.27ぺ:Sep 1.2; BG 1.2)。ＤｅｒニApostel Paulus

interpretiert dieses。Bild Gotteが(Imago Dei) als Christum。,qui est imago Dei invisibilis“･(Col 1.15f.:
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NT 509f.).　Diese Exegese beruht natilrlich auf des Apostels 。geistigem Sinn“ : 。Wir aber haben･

Christus sinn (＼ovc)グ(Ｉ Cor 2.16: NT 429 ； BG "2,345) Denn im christlichen 。Bild Gottes“ kann sich

dしｒ。Geist“ぐyoijc) mit dem =。Sinn“vereinigen, soweit wir den griechischen Kontext auf die Weise der

ostkirchlichen Vater auslegen. Aus diesem 。geistigen Sinn“ entsteht 。jene mystische Beschauung

(Theoria)“zugunsten der 。Kinder Gottes“:。Denn welche der geist :Gottes treibet / die S吊d Gottes

kinder.“(Ｒｍ 8.14トBG 2.339)∧Auch Holderlin sagt auf dem Wege nach dem 。seeligen Griechenland“ :

｡Gottliches Feuer･･treibet, bei Tag und bei Nacht." (Brod und Wein V.40 ； StA 2.91) Nachdem er den

griechischen Gottertag gesungen hat, erwahnt er im V.149 die 。Kinder Gottes“ : 。Was der Alten

Gesang von Kindern Gottes geweissagt, / Siehe ！ wir Sil!d es, wir ；Frucht von Hesperien ists !“(Ｂｒｏｄ

皿dU砲治V.149f.:StA 2.95) Dieser ，↓FruchtyｏｎしHesperien" wohnt ｗohトdas Griechentum ａ･Is。Bild

Gottes“inne. Aber es bleibt zugleich ein unerreichbares Ideal fiir die abendlandischen 。.Kinder

Gottes“. Das ist ein immanentes und transzendentes 。Bild Gottes“, Dieses als idealer Kern steckt

tief im Herzen deｒ｡.Frucht von Hesperien“， die sich dem jenseitig£?n Ideal unendlich annahert｡

　Vor alien ist Paulus ein wichtiger Vertreter der 。Kinder Gottes“ filr die Patrologen der Ostkirche.

Diesen geistig diirftigen Apostel bewundert Gregor von Nyssa (ca.335-395) im Anfang vom £節四

Ｍｏｓiｓ(Ｄｅ　ｖitａＭｏｙｓiｓ)･:。Der gottliche Apostel durchlief seinen Pfad der Tugend und lieB niemals

davon, sich zu dem zu strecken, das ｄａ･fornen ｗａｒグ(PG 44.300D) Gregor behalt die Worte des

Paulus im Gedachtnisレ｡Ich vergesse was da hinden ist / vnd strecke mich zu dem / das da fornen

ist / vnd jage nach dem furgesteckten ･Ziel.“(Phil 3.13f.:BG 2.365) Wie sich Holderlin fur das

｡seelige Griechenland‘' begeistert, ist der Aposteにvon Christo Jhesu ergriffen“｡ (Phil 3j2: BG 2.365)

Die begeisterte Ergriffenheit besteht eben imT｡geistigen Sinn“，m.a.W. in der ｡Reinheit des sinnlichen

Teils der Seele“，wenn wir die Worte des Palamas nachsprechenレWas aber dをnselben Brief an die

Philipper betrifft, legt die westliche Tradition der Theologie mehr ぺAfert auf die 。Ｋｎかchtsgestalt“

und den 。tod am Creutz“バPhil 2.5-8 : BG 2.364) Keine 。gottliche Gestalt“， sondern eine 。Knechts

gestalt“ gilt in Luthers Schrift De servo Arb泊no, mit der er im Jahr 1525 gegen Erasmus Widerspruch

erhob. Auch der 。Dichter in durftiger Zeit“ zeugt von einer ｡Knechts gestalt“:｡Keines wirket, dをnn

wir sind herzlos, Schatten, bis unser / Vater Aether erkannt jeden und alien gehort.“(召切ぱ昆封d Wein

V.153f.:StA 2.95) In der abendlandischen Nacht dむｒ｡diirftigen Zeit“ tragt er geduldig sein ｡Ｃｒ･eutz“，

bis ihm das 。groBe Geschik'トvom 。seeligen Griechenland“ 。aus heiterer Luft iiber die Augen

hereinbricht.“∧(V.62ff.:StA 2.92) Hierdurchう.zeichnet die Stirne des Mannes ein Ｇｏtにder 。den

Stempel dem Getroffenen aufdrukt“ (Brod･･皿ｄ Wein ･レ｡105f丿StA 2,93), so 。daB die unendliche

Begeisterung unendlich, heilig sich scheidend, sich faBt, und der Gott, in der Gestalt des Todes

gegenwartig iStｸﾞ(Holderlin Anm出切'igen zv.げAntigond 3: StA 5,269)　　　　　　　　　　　　十

(4) DAS。ＢＯＳＥ“ ＡＬＳ。ＤＥＲ∧SEELE ENTFERNUNG VOM SCHONEN“

　　Zum Thema gehort schlieBlich das。Bose“, das in jeder religiosen Auseinandersetzung unvermeid-

lich ist. Selbstverstandlich bildet das 。Gute“einen diametralen Gegensatz zu ihm, das zwar in der

westlichen Theologie mit vollem Schuldbewufitsein eine Augustinische Seek vor Angst zittern laBt,

aber in der PlatonischenトPhilosophie　unter　der　sonnenhellen　,,Idee　des Guten“　ins　forml･OSし

Schattenreich herabsinkt. Uber diese 。Idee des Guten“ sagt Sokrates Platons alterem Bruder

Glaukon im S旨肘 （Politｅｉａ）:　。Dieses　also,was　dem　Erkennbarしｎ Wahrheit mitteilt und　dem
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Erkennendenトdas Vermogen hergibt, sei die Idee des Guten.“ (馬1縦組508E : PW 4.542f.) Darauf

antwortet Glaukon:
。Eine uberschwengliche

Schonheit verkiindigsレdu, wenn es Erkenntnis und

Wahrheit hervorbringt, selbst aber noch fiber diesen steht an Schonheit." (509A) Dar!ｎ erwahnt

Sokrates die
。Sonne“a1S。Ebenbild"

(eIkcov) des。GUt�‘(509かB) und beschliefit seine Forschung

mit dem Satz,･｡daii dem Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden von ｄｅｍ｡Guten komme, sondern

auch das Sein (eivai) und Wesen (ｏやaia) habe es von ihm, da doch das Gutむselbst nicht das Sein

ist, sondern noch ｎｂをｒ das Sein an Wurde und Kraft hinausragt.“ (509B) Dariiber verwundert sich

Platons Bruder :
。Apoll,

das ist ein wunderv�les Ubertreffenに＼(501gCトPW 4.544f.)

　Da das
。Gute“(ctTaiJov) gerade 。(iber

das Sein (o'uaia) an Wilrde und Kraft hinaﾘsragt“, bemerkt

Gi!son hier den hellenischen
。Vorzug

d卵 Guten“(Primat du Bien),トwahrend er andererseits in der

Tradition der biblischen Epiphanie･ Gottes den abendlandischen｡Vorzug des Seins“ (Primat de l'Etre)

ａｎむrkennt. (GE 55) Dem
。Vorzug

des Guten“ rechnen ｗiｒ犬wo hi jenes olympische
。Ｍy･sterium

im

voUen Licht“ zu, von dem Holderlins。seeliges Griechenland“ abhangt. Wichtig ist vor allem〕Platons

｡Umlenkung der Seele {^fvxf＼qπEpiaTwyn). welche aｕS△einem gleichsam nachtlichen Tage zu dem

wahren Tage des Seienden jene Auffahrt antritt, welche wir eben die wahre Philosophie nennen

wollen.“{Politeia 521C : PW 4.574f.) Dieserヶ｡wahren Philosophie“ entspricht auch die。Beschauung“

(Theoria) im
。geistigen

Sinn“ der byzantinischen Vater.し　　　　　　＼づ

　Jedenfalls unterscheidetﾄPlaton im 旅心(509B) nicht zwischen。Sein“(eivai) und
。Wesen"

(otjata).

(PW 4.544f.). Aber dieser Unterschied bedeutet viel dem
。Dichter

in durftiger Zeit“, weil sich sein

abendlandisches
。Sein“ eigentlich vom idealen

。Wesen'‘
entfernt, das geistesgeschichtlich aｕSトdem

｡seeligen
Griechenland“ stammt. In der

mittelalterlichen Philosophie des Westens behandelt u.a. der

frflhe Thomas das Problem von
。Sein und

Wesen“ (Esse et Essentia) und sieht〉in Gott die Einheit

von beiden (De ente et essentia 5: EE 54ff. Vgl. ST 1.3.4 /1.12.2):。Gott, dessen Wesen sein Sein selbst

iSL“(ＤｅｕS cuius essentia est ipsummet suum esse.) Spater definiert er Gott in der Summa th印応がcα

(1.4.2 : ST 1｡85)。,dafi Gott das in sich selbst ruhende Sein selbst iSt･｡“(Deus est ipsum 卵Se per se

subsistens.) So reinigt sich der philosophische Begriff des
。Seins“

durch die scholastische Theologie,

die eigentlich weniger mit der griechischen
｡Beschauung“(Theoria) zu

tun hat, als mit der biblischen

Epiphanie :
。Gott sprach zu

Mose / Ich werde seyn ｄｅｒソ ich seyn werde.“ (ＥＸ 3.14
: BG

±33) Hier

berufe ich mich auf Gilson im Geiｓt deｒ mittelaltｅｒliehgn　Ｐｈｉｌｏｓ０|)h.ie(GE 51)÷｡Es gibt nur Gott und

dieser Gott ist das Sein. Dies ist der Eckstein aller christlichen Philosophie. Und ＼eS ist nicht

Platon, nichレeinma卜Aristoteles, sondern Moses･, der ihn legt." (II n'ｙ ａ qu'un Dieu ｅt･ ce Dieu est

l'etre, telle est la pierre d'angle de toute la philosophie chretienne,･･d ce･n'est pa･S Platon, ce n'est

meme pas Aristote, c'esレMoise qui 1'a poSをｅ.)　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　Im ganzen Gedicht召rod und Wein kontrastiert sicher Holder!ins
-｡seeliges

Grieしhe皿land‘' mit der

｡dilrftigen
Zeit“ dむS Abendlandes und diesem Helldunkel von Hellas und Hesperien entspricht der

oben erwahnte Unterschied zwischen
。Sein und

Wesen". Aber das
。Griechenland“ an sich

ist nicht

von den nachtlichen Hesperien abhangig, weil es immer noch
。seelig“

bleibt. Dem abendlandischen

｡Dichter in diirftiger Zeit“ geziemt es, was Platon uber die
。wahrhaft

Reichen･‘ sagt。,die es nicht ａμ

Gold sind, sondern woran der Gliickselige reich sein soil｡an tiichtigem und vernunft皿乱Bigem Leben“。,wie

man sie ans Licht heraufbringt nach Art einiger, von denen erzahlt wird, sie seien aus der

Unterwelt ＼ zu den Gottern hinaufgestiegen. (Polite縦521A-CトPW 4.572ff.) So gilレdie
。wahre

Philosophie“als jene
。Umlenkun･g

der Seele aus einem gleichsamトnachtlichen Tage zu dem wahren
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Tag“.　Der　Gottertag des　。seeligen　Griechenlandes'‘　mit　einer＝。iiberschwenglichen　Schonheit“

tiberragt den 。nachtlichen Tag“ der christlichen Hesperien an anschaulichem｡Mysterium im vollen

Licht“｡　　　＼　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　Solch eine Platonische ｡Idee des Guten“∧mit。iiberschwenglicher Schonheit“ bをdeutet nichts anders

als die ideal･e 。Kalokagathia“,in der sich das 。Gute“(Agathon) mit der 。Schonheit“ﾚ(Kalon) als der

｡Wahrheit“verschwistert.　In der Tat stimmt die　。ｎｂｅ:rschwenglicheSchonheit“ der Getter

Holderlins mit der ｡Wahrheit“(V.81) der 。Offenbaren“(V.83) uberein. (Ｂｒad　ｕndﾚ素加:StA 2.92) Die

schon　zitierten　Worte　aus　HofmannstねalsＧｎｅｃｈｅｗlaｗｄ　konnen　wir　auch　nachsprechen:　。Die

homerischen Gotter und Gottinr!en tretenｹﾞfortwahrend aｕS上derhellen Luft hervor ；nichts erscheint

naturlicher, sobald man dieses Licht kenntｸﾞ In so einem ｡Mysterium im voUen Licht'‘kann man nicht

umhin, am allerersten Gutes uber das。Schone“ zu sprechen, Darauf folgt, da6 die seelische

,ぶntfernung vom Schonen“ (ctvaYwpTiaic andてOi}･(ａλov) nichts als das 。Bose“(KaKOv) ist, wie es

Gregor von Nyssa in der Ｇ切乃四 尺αな浦河ischenI?ede (Ore雨θＣ�ぽhetica Magna 5:PG 45.24D)

definiert:　。Aberトirgendwie wachst das Bose von innen heraus, sooft etwa vom Schonen die

Entfernung der Seele entsteht.“Das Urwort 。Kalon" iibersetzレman nicht wortlich ins 。Schone“

(Pulchrum), sondern sinngemafi ins 。Gute und Edle“(Bonura et Honestum):。Sed malum intrinsecus

quodammodo innascitur, quando fuerit aliquis animae recessus ab eo quod b･onum est et honestum.“

(PG 45.26A) Das Ideal der 。Kalokagathia" verwirklicht sich im strengen Sinne nur innerhalb der

griechischen Geisteswelt, die aber nicht blofi die Antike, sondern auch das ostkirchliche Mittelalter

enthalt. Daher konnen wir die ewige Heimat Holderlins sowohl bei dしｎalten Hellenen als auch bei

den griechischen Vatern der Ostkirche suchen, obwohl der moderne Dichter selbst die letzteren

kaum kennt und sich hauptsachlich die ersteren vor Augen halt.
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二
三
（
2
3
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

Ｉ
ゲ
ル
ド
ン
を
、
本
発
表
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
と
か
く
古
典
派
ゲ
ー
ア
達
の
尺
度
で
文
学
史

上
過
小
評
価
さ
れ
る
詩
人
を
見
直
し
た
。
そ
こ
で
普
通
は
軟
派
と
し
て
片
付
け
ら
れ
易
い
ハ
ー
ゲ

ド
ル
ン
に
つ
き
本
発
表
で
は
、
む
し
ろ
そ
の
重
厚
な
文
体
を
長
大
な
教
訓
詩
『
幸
福
』
に
お
い
て

確
認
し
、
こ
の
文
体
を
支
え
る
厳
粛
な
倫
理
意
識
の
意
味
を
、
当
時
の
自
然
法
則
を
模
範
と
し
た

合
理
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
掴
ん
だ
。

1
7
。
『
救
世
主
』
に
お
け
る
堕
天
使
救
済
の
礎
た
る
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
。
二
九
九
二
年
‥
１
１
１
月

７
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
文
部
第
4
2
回
研
究
発
表
会
）
…
…
正
統
派
ラ
テ
ン
教
父
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
『
神
の
国
』
で
、
寛
容
ゆ
え
弾
劾
し
た
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
、
つ
ま
り
悪
魔

も
救
わ
れ
る
思
想
の
復
活
を
、
本
発
表
は
寛
容
の
時
代
1
8
世
紀
の
叙
事
詩
『
救
世
主
』
に
お
い
て

確
認
し
、
こ
の
異
端
思
想
の
礎
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
弁
神
論
』
（
一
七
一
〇
年
）
と
同
じ
「
神

の
善
意
」
に
見
た
。
更
に
本
発
表
は
五
五
三
年
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
破
門
宣
言
な
ど
、
こ
の
異
端

思
想
に
関
す
る
基
本
資
料
を
、
ギ
リ
シ
ア
語
等
の
原
典
で
踏
ま
え
、
ド
イ
ツ
語
文
献
の
枠
を
越
え

た
学
術
を
企
て
た
。

1
8
。
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
冒
頭
に
関
す
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
評
を
め
ぐ
り
。
二

九
九
三
年
５
月
1
4
日
・
日
本
独
文
学
会
一
九
九
三
年
度
春
季
研
究
発
表
会
）
…
…
理
路
整
然
と

し
た
一
七
五
三
年
の
レ
フ
ソ
ン
グ
の
批
評
が
効
を
奏
し
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
『
救
世
主
』
冒

頭
の
矛
盾
語
法
を
そ
の
後
削
除
し
た
。
だ
が
本
発
表
は
、
こ
の
よ
う
に
矛
盾
語
法
を
背
理
と
し
て

斥
け
た
理
知
本
位
の
考
え
方
を
示
す
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
論
じ
な
か
っ
た
在
来
の
研
究
を
不
十
分

と
み
な
し
た
。
そ
し
て
本
発
表
は
、
む
し
ろ
矛
盾
語
法
を
肝
心
要
の
所
で
活
用
す
る
背
理
思
考
の

伝
統
の
方
を
重
視
し
、
｀
敢
て
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
矛
盾
語
法
を
削
除
せ
ず
に
済
ま
せ
た
方
が
正

教
の
伝
統
に
適
う
と
主
張
し
た
。

1
9
．
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
再
考
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
没
後
一
五
〇
年
記
念
。
二
九
九
三
年
1
1

月
1
3
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
4
3
回
研
究
発
表
会
）
…
…
Ｗ
ｕ
ｒ
t
ｔ
ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
g
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
b
i
b
l
i
o
ｔ
ｈ
ｅ
ｋ
の
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
-
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｖ
の
要
請
に
応
え
、
詩
人
没
後
一
五
〇
年
を
記
念
す
る

た
め
、
本
発
表
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
考
え
直
し
て
み
た
。
そ
の
主
旨
は
、
今
迄
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
と
言
え
ば
、
と
か
く
古
典
古
代
の
神
話
や
哲
学
に
限
ら
れ
て
い
た
点
を
不
十

分
と
し
、
む
し
ろ
内
面
化
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
精
神
と
し
て
、
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
に
「
光
の
神
秘
」

が
継
承
さ
れ
て
い
た
点
を
重
視
し
、
こ
の
西
方
ラ
テ
ン
な
ら
ぬ
東
方
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
に
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
を
結
び
つ
け
た
点
に
あ
る
。

　
　
紹
介
の
書
評
（
概
要
は
約
二
〇
〇
字
）

１
．
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亀
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一
九
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一
年
刊
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Ａ
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Ｇ
:
　
I
n
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
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ｇ
　
f
i
i
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
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ｈ
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Ｓ
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L
i
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ｕ
ｒ
w
i
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ｓ
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ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
･
　
I
ｕ
d
i
c
i
ｕ
m
社
ふ
ぺ
［
(
Ｉ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
刊
、
第
７
巻
）
　
の
紹
介
文
。
二
九
九

三
年
刊
･
　
　
ｌ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
の
～
Ｅ
ｅ
ｒ
l
i
n
-
Ｇ
ｅ
ｓ
e
l
l
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
刊
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
-
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
の
第
2
8
巻
）
…
…
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
年
鑑
第
2
8
巻
の
編
集
長
（
回
品
了
～
大
学
教
授
Ｐ
Ｉ
氏
）
よ
り
依
頼
が
あ
り
、
自

著
に
関
す
る
以
下
の
紹
介
文
を
の
せ
た
。
以
前
一
丸
八
二
年
一
月
に
は
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
が
「
優
等

生
ニ
ッ
ポ
ン
？
　
日
本
人
か
ら
学
ぶ
？
　
否
／
」
と
酷
評
し
た
。
そ
し
て
欧
米
の
外
で
初
め
て
催

さ
れ
た
東
京
で
の
Ｉ
Ｖ
Ｇ
国
際
学
会
は
、
果
し
て
日
本
人
が
通
説
通
り
の
如
才
な
い
１
　
徒
に
過
ぎ

な
い
の
か
否
か
が
問
わ
れ
る
場
と
な
っ
た
。
こ
の
時
ド
イ
ツ
人
は
自
国
の
古
典
教
養
を
根
底
か
ら

問
い
直
す
当
著
の
内
容
に
、
ル
タ
ー
の
学
統
を
認
め
満
足
し
た
。
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ｕ
ｓ
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（
独
仏
英
の
各
国
語
要
旨
を
附
し
た
本
論

は
和
文
で
、
一
九
九
〇
年

1 2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
・
第
3
9
巻
。
人
文
科
学
篇
）

の
紹
介
文
。
二
九
九
三
年
刊
･
　
　
ｉ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
の
～
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
-
Ｇ
ｅ
ｓ
e
l
l
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
刊
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
-
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
-

ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
'
の
第
2
8
巻
）
…
…
通
例
は
Ｉ
Ｖ
Ｇ
国
際
学
会
な
ど
欧
米
で
定
評
あ
る
学
術
誌
上
の
論
文
を
主

に
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
権
威
に
囚
わ
れ
ぬ
批
判
精
神
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
学
術
専
門
家
が
、
遠
隔

の
高
知
大
学
の
学
術
研
究
報
告
を
も
留
意
し
た
点
に
、
ま
ず
美
点
を
認
め
、
当
論
の
欧
文
要
旨
で

し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
仕
事
の
内
容
に
つ
き
、
著
者
自
身
が
紹
介
文
を
物
し
た
。
そ
の
要
点
は
、

と
か
く
文
献
学
と
哲
学
の
分
業
の
下
で
、
修
辞
と
思
索
が
離
さ
れ
易
い
時
流
を
克
服
し
て
、
そ
の

統
一
の
下
に
当
著
が
ド
イ
ツ
思
想
誌
の
精
華
を
掴
ん
だ
点
で
あ
る
。



テ
ィ
ッ
ク
風
廃
墟
の
直
下
で
、
生
命
溢
れ
る
も
の
が
誕
生
ず
る
」
と
言
う
現
実
変
革
の
意
志
を
そ

の
底
に
見
た
。

９
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
「
中
間
休
止
」
。
二
九
八
七
年
1
1
月
７
日
・
日
本
独
文
学

会
中
国
四
国
支
部
第
3
7
回
研
究
発
表
会
）
…
…
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
中
間
休
止
」
を
理
論
と
し
て

考
察
す
る
研
究
成
果
は
、
す
で
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
氏
の
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
二
つ
の
詩
』
（
一
九
一

四
年
一
一
五
年
）
よ
り
こ
の
か
た
数
多
く
あ
る
。
し
か
し
中
間
休
止
の
理
論
を
実
践
し
た
具
体
例

を
詩
人
の
実
作
で
確
か
め
る
段
に
な
る
と
、
当
著
と
同
様
と
か
く
形
式
の
整
然
と
し
た
頌
歌
類
ば

か
り
取
り
上
げ
る
傾
向
が
強
い
。
従
っ
て
本
発
表
が
、
頌
歌
と
類
を
異
に
す
る
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
の
核
心
に
「
中
間
休
止
」
の
理
論
の
実
践
を
論
証
し
か
こ
と
は
、
研
究
史
上
の
新
機
軸
で
あ

る
。

1
0
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ
ス
ト
像
―
第
1
0
7
向
の
「
エ
ア
」
を
中
心
に
し
て
。
二
九
八

七
年
い
‥
１
月
1
5
日
・
阪
神
ド
イ
ツ
文
学
会
第
1
2
4
回
研
究
発
表
会
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
1
0
7
句

の
代
名
詞
（
男
性
三
人
称
単
数
）
が
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
の
間
を
微
妙
に
揺
れ

動
き
な
が
ら
も
、
ふ
と
目
立
た
ず
に
前
者
か
ら
後
者
へ
と
移
り
ゆ
く
点
を
本
発
表
は
論
証
し
た
上

で
、
碩
学
の
研
究
を
批
判
し
た
。
そ
の
一
人
は
移
行
点
の
代
名
詞
に
「
突
然
キ
リ
ス
ト
」
を
認
め

た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
（
一
九
六
六
年
）
、
も
う
一
人
は
代
名
詞
に
尚
ギ
リ
シ
ア
の
酒
神
を
見
た
ペ
ツ

ォ
ル
ド
氏
（
一
八
九
六
年
一
九
七
年
）
で
、
い
ず
れ
も
前
後
を
密
か
に
仲
介
す
る
キ
リ
ス
ト
像
に

気
付
か
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
゛

1
1
．
ハ
ラ
ー
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
概
観
－
一
七
三
四
年
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
再
版
よ

り
。
二
九
八
八
年
い
‥
‥
　
　
月
５
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
8
回
研
究
発
表
会
）
…
…
ハ
ー
フ

ー
の
詩
歌
中
で
最
も
規
模
の
大
き
な
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
全
三
吉
を
概
観
す
る
の
に
、
本
発

表
の
独
自
性
は
、
数
十
年
の
後
に
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
に
お
い
て
結
実
す
る
諸
理

念
を
、
そ
の
萌
芽
の
段
階
で
掴
ん
だ
点
、
さ
ら
に
研
究
領
域
を
1
8
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
の
関
心
圏
を

窓
と
し
て
、
西
欧
古
来
の
形
而
上
学
の
伝
統
へ
と
広
げ
た
点
で
あ
る
。
結
果
、
詩
歌
で
直
接
言
及

さ
れ
て
い
な
い
た
め
実
証
本
位
の
文
学
研
究
が
見
落
し
た
諸
点
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
論
や
魂
の
不

滅
の
問
題
な
ど
が
浮
上
し
て
き
た
。

1
2
．
｡
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
　
ｋ
ａ
ｎ
ｎ
｡
　
w
i
e
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
乱
で
し
’
－
ポ
ー
プ
と
の
対
比
で
ハ
ラ
ー
の
教
訓
詩
を
読
む
。

二
九
八
九
年
1
0
月
1
4
日
・
日
本
独
文
学
会
一
九
八
九
年
度
秋
季
研
究
発
表
会
）
…
…
英
国
の
教
訓

詩
人
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
（
一
七
三
三
年
一
三
四
年
）
ほ
ど
有
名
で
な
い
が
、
文
学
史
上
ハ
ラ
ー

の
詩
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
三
二
年
）
は
、
そ
れ
以
上
に
思
念
が

豊
か
と
の
観
点
か
ら
、
本
発
表
は
殊
に
両
者
の
「
理
性
」
に
関
し
て
対
比
を
試
み
た
。
相
違
点
は
、

二
四
（
2
4
）

D
I
E
　
Ｂ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｕ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
　
I
M
　
｡
Ｓ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
　
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｃ
い
Ｈ
Ｅ
Ｎ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ
"

{
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
留
｝
）

ホ
ー
プ
が
ロ
調
の
良
い
識
言
風
文
体
で
読
者
に
早
解
か
り
さ
せ
る
術
に
長
じ
て
い
た
の
に
対
し
、

ハ
ラ
ー
が
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
通
ず
る
慎
重
な
省
察
を
詩
想
に
盛
り
こ
み
、
読
者
に
思
わ
ず
理
性

の
限
界
を
自
覚
さ
せ
た
点
で
あ
る
。

1
3
。
シ
ラ
ー
の
『
散
策
』
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
多
島
海
』
－
市
民
社
会
の
樹
立
。
二
九
八
九

年
1
1
1
1
月
４
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
9
回
研
究
発
表
会
）
…
…
『
多
島
海
』
（
一
八
〇

〇
年
）
は
グ
ン
ド
ル
フ
氏
の
論
文
（
一
丸
一
一
年
）
以
来
、
ギ
リ
シ
ア
精
神
を
深
く
体
験
し
た
詩

人
の
共
感
や
共
鳴
を
物
語
る
詩
歌
と
評
さ
れ
て
き
た
。
一
応
こ
の
点
を
本
発
表
は
、
『
散
策
』
二

七
九
五
年
）
の
シ
ラ
ー
を
も
越
え
て
古
典
精
神
に
迫
っ
た
感
受
性
の
下
に
重
視
し
た
。
し
か
し
本

発
表
は
、
あ
く
ま
で
両
詩
人
が
出
発
点
に
お
い
て
、
自
然
と
文
化
の
対
立
す
る
悲
劇
を
前
提
と
し

て
い
た
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
亀
裂
が
な
く
て
は
、
悲
劇
を
頂
点
と
す
る
古
典
精
神
と
の
共
鳴
も

十
分
と
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。

1 4
。
｡
Ｋ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
t
i
ｓ
i
e
ｒ
ｅ
ｎ
"
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
｡
I
d
e
a
l
i
ｓ
i
e
ｒ
ｅ
ｎ
　
-
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
t
ｒ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
０
　
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
｡
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ

ｕ
乱
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
"
｡
二
九
九
〇
年
８
月
2
8
日
･
　
I
n
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｆ
ｕ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｒ
m
a
n
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
-
ｕ
ｎ
ｄ
　
L
i
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
w
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
第
８
回
国
際
学
会
）
…
…
国
際
学
会
の
古
典
主
義
部
門
に

お
け
る
本
発
表
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
古
典
主
義
と
を
区
分
け
す
る
既
成
の
通
説
を
克
服
す
る
た
め
、

そ
の
好
例
と
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
夜
」
を
取
り
上
げ
た
。
こ

れ
は
今
迄
ロ
マ
ン
派
の
『
夜
の
讃
歌
』
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
発
表
は
こ
こ
に

「
ロ
マ
ン
化
」
の
み
な
ら
ず
、
古
典
派
シ
ラ
ー
の
説
く
「
理
想
化
」
も
見
事
に
実
現
さ
れ
て
い
る

点
を
論
証
し
、
そ
も
そ
も
古
典
と
は
両
者
の
統
一
と
の
旨
を
述
べ
、
在
来
の
二
分
説
を
不
十
分
と

し
た
。

1 5
。
ｒ
ａ
ｓ
ｓ
i
o
　
ｐ
ｕ
ｒ
ａ

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
キ
ー
ツ
の
「
ギ
リ
シ
ア
の

壷
」
。
二
九
九
〇
年
1
0
月
2
7
日
１
日
本
独
文
学
会
一
九
九
〇
年
度
秋
季
研
究
発
表
会
）
…
…
各
国

語
に
分
か
れ
閉
じ
た
文
学
研
究
を
、
本
来
そ
の
源
で
あ
る
西
洋
古
典
へ
と
開
く
た
め
、
本
発
表
は

ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
の
詩
歌
中
ギ
リ
シ
ア
精
神
に
迫
っ
た
秀
作
を
取
り
上
げ
、
両
者
の
対
比
を
通

じ
、
そ
の
双
方
に
共
通
す
る
ｒ
ａ
ｓ
ｓ
i
o
　
ｐ
ｕ
ｒ
ａ
（
清
浄
心
）
を
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
道
と
し
た
。

そ
し
て
思
想
史
上
こ
の
心
の
浄
化
を
、
ま
ず
古
典
悲
劇
に
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
文
学
に
確
か
め

た
後
、
こ
う
し
た
清
浄
心
を
本
発
表
は
ギ
リ
シ
ア
教
父
に
も
確
認
し
、
と
か
く
ラ
テ
ン
教
父
し
か

考
え
ぬ
学
界
筋
に
反
省
を
促
し
た
。

1 6
。
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
の
教
訓
詩
『
幸
福
』
（
一
七
四
三
年
）
－
ア
ナ
ク
レ
オ
ー
ン
派
詩
人
の
重
厚

な
文
体
。
二
九
九
一
年
Ｈ
月
９
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
4
1
回
研
究
発
表
会
）
…
…

大
抵
ゲ
ー
テ
研
究
な
ど
に
付
け
足
し
て
触
れ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
ア
ナ
ク
レ
オ
ー
ン
派
の
巨
匠
ハ



二
五
（
2
5
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

学
界
活
動
（
一
九
七
六
年
よ
り
一
九
九
三
年
に
至
る
高
橋
克
己
の
左
記
業
績
は
全
て
個
人
発
表
で

あ
る
）

　
　
口
頭
発
表
（
紹
介
文
は
約
二
〇
〇
字
）

１
．
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
つ
い
て
。
二
九
七
六
年
１
１
一
月
６
日
・
日
本
独
文

学
会
中
国
四
国
支
部
第
2
6
回
研
究
発
表
会
）
…
…
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
遺
産
を
教
養
の
糧
と
し

て
身
に
つ
け
、
新
た
な
創
作
に
励
ん
だ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
、
こ
の
生
き
た
古
典
教
養
に
支
え

ら
れ
た
作
品
に
結
晶
し
た
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
が
研
究
書
（
一
九
六
八

年
）
で
述
べ
た
よ
う
な
「
歴
史
記
述
的
状
況
」
を
踏
ま
え
た
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
古
典
ギ
リ
シ

ア
精
神
と
の
運
命
的
出
会
い
を
前
提
と
し
て
い
た
、
と
当
発
表
は
指
摘
し
、
こ
の
故
に
、
実
証
本

位
の
博
識
で
は
不
十
分
で
、
伝
統
と
対
決
し
つ
つ
そ
れ
を
担
う
詩
魂
に
迫
る
べ
き
旨
を
説
い
た
。

２
．
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
１
句
に
つ
い
て
。
二
九
八
三
年
1
1
月
５
日
・

日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
3
回
研
究
発
表
会
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
１
句
で
は
「
都

市
」
の
「
街
路
」
が
話
題
と
さ
れ
、
こ
の
狭
い
路
地
に
「
燈
火
」
が
と
も
り
、
そ
し
て
第
２
句
で

「
松
明
」
を
か
ざ
し
幾
台
も
の
「
馬
車
」
が
通
る
場
所
は
｛
詩
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
「
大
路
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
、
本
発
表
は
読
み
解
い
た
。
だ
が
英
訳
は
街
路
を
「
路
」

(
Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ
)
と
し
、
大
路
（
印
～
ぼ
）
と
街
路
（
Ｐ
ｓ
・
）
の
区
別
に
十
分
留
意
し
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
不
十
分
な
読
解
を
本
発
表
は
指
摘
し
つ
つ
、
原
詩
を
着
実
で
正
確
に
読
む
こ
と
を
企
て
た
。

３
．
シ
ラ
ー
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
－
そ
の
背
景
な
す
諸
相
よ
り
。
二
九

八
四
年
1
2
月
１
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
4
回
研
究
発
表
会
）
…
…
通
例
ド
イ
ツ
文

学
研
究
は
今
世
紀
に
な
る
と
、
伝
統
あ
る
西
洋
古
典
に
疎
遠
と
な
っ
て
ゆ
き
、
単
な
る
一
国
民
の

文
学
を
扱
う
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
歴
代
の
詩
人
は
古
典
に
造

詣
深
い
教
養
人
な
の
で
、
聖
書
な
ど
の
古
典
文
献
を
十
分
留
意
し
な
い
文
学
研
究
は
、
詩
想
の
核

心
に
迫
れ
な
い
、
と
本
発
表
は
主
張
し
、
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
を
例
に
と
り
、
そ
の

「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
の
背
後
に
控
え
る
双
璧
、
即
ち
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
を
古

書
か
ら
説
き
起
こ
し
た
。

４
．
松
明
と
燈
火
－
啓
蒙
オ
ペ
ラ
文
化
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
古
典
祝
祭
空
間
。
二
九
八
五
年

５
月
2
5
日
・
日
本
1
8
世
紀
学
会
第
７
回
大
会
）
…
…
当
時
1
8
世
紀
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
華
麗
な
フ
ラ

ン
ス
文
化
を
導
入
し
、
そ
の
演
劇
を
促
進
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
論
敵
ル
ソ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
演

劇
」
に
反
対
し
た
。
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
で
歌
劇
場
へ
と
急
ぐ
幾

台
も
の
「
馬
車
」
を
「
過
ぎ
去
る
」
と
歌
い
つ
つ
、
ル
ソ
ー
と
同
じ
く
、
西
欧
の
「
演
劇
」
｛
ざ
・
・
に
・
｝
・
）

な
ら
ぬ
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
祝
祭
」
（
罵
忌
）
を
求
め
た
。
こ
の
例
か
ら
本
発
表
は
、
格
別
ル
ソ

ー
が
ド
イ
ツ
で
高
く
評
価
さ
れ
た
点
を
、
ド
イ
ツ
文
学
以
外
の
専
門
家
に
も
示
し
た
。

５
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
と
の
関
連
に
見
る
「
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
絨
毯
毛
織
物
商
会
」
。
二
九
八

五
年
1
1
1
1
月
９
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
5
回
研
究
発
表
会
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
第
一
節
（
一
八
〇
〇
年
）
の
第
４
句
で
「
思
慮
深
い
家
長
」
と
高
唱
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
友
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
の
商
会
（
一
七
九
七
年
創
始
）
を
、
本
発
表
は
当
詩
歌
の
基
調
と
協
和
す
る

非
専
制
の
筋
で
、
か
つ
歴
史
上
の
展
望
に
お
い
て
考
え
た
。
殊
に
こ
こ
で
は
、
内
陸
ド
イ
ツ
独
自

の
商
工
業
育
成
を
目
指
す
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
商
会
が
伸
び
ゆ
く
1
9
世
紀
に
、
こ
の
進
展
に
逆
行
し
た

ハ
ン
ザ
都
市
貴
族
に
よ
る
独
占
的
な
中
継
貿
易
、
つ
ま
り
先
進
国
の
商
工
業
に
依
存
し
た
旧
体
制

が
衰
退
す
る
史
実
を
加
味
し
た
。

６
．
明
鏡
と
水
底
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
短
詩
『
生
の
な
か
ば
』
に
お
け
る
色
彩
の
調
べ
。
二

九
八
六
年
５
月
1
5
日
・
日
本
独
文
学
会
一
九
八
六
年
度
春
季
研
究
発
表
会
）
…
…
『
生
の
な
か
ば
』

論
は
今
迄
ど
の
諸
家
も
、
造
形
化
さ
れ
た
形
象
に
関
心
を
払
い
、
そ
の
色
調
に
は
無
頓
着
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
本
発
表
は
形
で
な
く
色
に
着
目
し
、
ま
ず
前
半
部
で
「
黄
梨
」
の
黄
か
ら
、
「
野
茨
」

の
紅
を
へ
て
、
「
湖
」
の
青
へ
と
至
る
転
調
を
、
色
相
環
に
お
け
る
三
原
色
の
変
化
に
呼
応
さ
せ
、

そ
の
「
紅
へ
の
高
揚
」
と
「
青
へ
の
深
沈
」
に
、
詩
想
展
開
の
基
本
を
確
か
め
る
。
そ
し
て
後
半

部
を
「
青
へ
の
深
沈
」
に
続
く
意
識
の
水
底
の
歌
声
と
考
え
、
こ
こ
に
も
灰
青
色
な
ど
独
自
の
色

彩
を
見
い
出
し
た
。

７
．
短
詩
『
生
の
な
か
ば
』
と
絶
句
「
江
碧
鳥
途
白
…
」
。
二
九
八
六
年
‥
１
１
八
月
1
4
日
・
日
本
独
文

学
会
中
国
四
国
支
部
第
3
6
回
研
究
発
表
会
）
…
…
か
な
り
時
代
も
風
土
も
離
れ
て
い
る
故
に
、
誰

も
比
較
し
な
か
っ
た
短
詩
二
つ
を
取
り
上
げ
、
双
方
に
類
似
し
た
色
調
の
変
化
と
共
に
、
そ
の
語

調
に
も
注
目
し
た
。
例
え
ば
杜
甫
の
絶
句
が
五
言
で
弾
み
良
く
連
な
る
の
と
同
様
、
『
生
の
な
か
ば
』

前
半
も
、
七
言
・
七
言
・
五
言
・
五
言
と
快
音
が
続
き
、
そ
の
後
半
の
六
言
・
九
言
・
四
言
と
い

っ
た
凹
凸
と
好
対
称
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
「
鳥
」
の
白
を
際
立
た
せ
る
水
の
「
碧
」
や
、
青
き

山
並
と
紅
に
燃
え
る
花
と
の
対
比
は
、
『
生
の
な
か
ば
』
に
も
見
い
出
さ
れ
得
る
。

８
．
晩
鐘
と
時
祷
－
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
い
1
1
1
1
　
　
句
と
第
竹
一
句
の
理
解
の
た
め
に
。
二
九
八
七

年
1
0
月
1
6
日
・
日
本
独
文
学
会
一
九
八
七
年
度
秋
季
研
究
発
表
会
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第

一
節
（
全
1
8
句
）
の
第
1
1
1
1
句
の
「
晩
鐘
」
や
第
1
2
句
の
「
時
祷
」
は
、
確
か
に
ド
イ
ツ
中
世
の
ゴ

テ
ィ
ッ
ク
式
大
聖
堂
に
象
徴
さ
れ
る
昔
日
を
憧
れ
さ
せ
、
懐
旧
の
念
を
深
め
る
、
と
今
迄
ど
の
評

釈
も
強
調
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
派
寄
り
に
解
さ
れ
気
味
の
詩
句
を
、
本
発
表
は
敢
て

古
典
派
シ
ラ
ー
が
遺
作
の
草
稿
断
片
で
表
明
し
た
観
点
か
ら
見
直
し
、
「
古
く
野
蛮
な
体
制
の
ゴ
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ヴ
で
は
、
ま
ず
光
明
の
世
界
が
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
神
界
に
準
え
て
語
ら
れ
、
そ
こ
へ
推
参
す
る

様
が
、
「
夜
の
如
き
（
不
分
明
な
）
昼
か
ら
真
正
の
（
あ
か
ら
さ
ま
な
）
昼
へ
と
魂
を
向
け
変
え

る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
様
の
「
魂
の
向
き
変
え
」
が
宗
教
上
も
重
視
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
西
方
ラ
テ
ン
神
学
は
、
資

瑞

純ヽの

且

御
紹
介
し
ま
し
た
哲
学
の
「
弁
証
法
」
を
駆
使
し
、

目
指
し
ま
す
。
上
述
の
『
国
家
』
五
〇
九
で
は
未
だ

　
５
庸
吐
の
概
念
に
お
け
往
往

「
存
在
官
才
～
」
」
と
「
本
質

(
ｏ
ｘ
ｉ
Ｃ
Ｔ
ｉ
ａ
）
」
の
区
別
は
御
座
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
『
神
学
大
全
』
の
著
者
は
既
に
初
期
の
小
論

文
『
存
在
者
と
本
質
』
（
資
料
圃
の
㈲
）
に
お
き
ま
し
て
、
「
本
質
（
・
留
～
斤
）
」
と
「
存
在
「
ａ
Ｌ
」

の
一
致
に
「
神
」
を
掴
ん
で
い
ま
す
。
勿
論
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
流
ス
コ
ラ
哲
学
の
概
念
で
「
神
」

を
把
え
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
決
し
て
詩
歌
の
香
高
い
プ
ラ
ト
ー
ン
風
ロ
ゴ
ス
で
こ
れ
を
成
し
た

わ
け
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
哲
学
史
上
こ
れ
は
画
期
的
業
績
で
、
そ
れ
迄
新
プ
ラ
ト
ー
ン

派
プ
ロ
ー
テ
ィ
ー
ノ
ス
た
ち
が
「
存
在
の
彼
方
」
に
「
善
」
な
る
「
一
者
」
を
据
え
て
い
た
の
に

対
し
、
此
所
で
は
「
存
在
者
」
か
ら
「
存
在
そ
の
も
の
」
へ
と
「
存
在
」
を
言
わ
ば
内
側
へ
と
超

越
し
、
そ
こ
に
記
し
ま
し
た
。
『
神
学
大
全
』
第
一
部
・
第
四
問
・
第
二
項
の
言
葉
通
り
、
「
神
」

を
「
存
在
そ
の
も
の
（
ぞ
詑
日
ａ
言
）
と
規
定
し
、
『
聖
書
』
の
「
在
り
て
在
る
者
」
（
『
出
エ
ジ

プ
ト
記
』
第
三
章
の
第
十
四
節
）
を
見
事
に
概
念
化
し
て
い
ま
す
。

　
成
程
こ
れ
ら
哲
学
史
上
の
問
題
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
、
就
く
そ
の
キ

リ
ス
ト
像
を
考
察
す
る
の
も
有
意
義
で
す
。
し
か
し
他
方
そ
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
い
う

「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
む
し
ろ
「
魂
の
向
き
変
え
」
は
『
国
家
』

五
〇
九
で
御
確
認
い
た
だ
い
た
「
こ
の
上
な
き
美
の
極
致
」
を
目
指
す
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
も
し

此
所
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
由
来
の
「
善
美
」
（
Ｋ
ａ
Ｘ
ｏ
Ｋ
ｄ
ｍ
ｉ
Ｊ
ｉ
ａ
）
を
踏
ま
え
ま
す
な
ら
、
「
善
」
を

物
語
る
に
「
美
」
を
話
題
と
す
る
の
も
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と

ぶ
ど
う
酒
』
第
五
節
（
資
料
㈹
の
向
）
で
は
、
こ
の
善
美
の
神
々
が
「
あ
か
ら
さ
ま
に
開
き
示
さ

れ
た
者
た
ち
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
姿
が
文
字
通
り
「
真
実
」
と
あ
り
言
わ
ば
真
善
美
の
理
想
が

歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
哲
学
と
か
神
学
は
真
実
と
申
し
ま
す
よ
り
真
理
を
探
究
し
つ
つ

「
善
美
」
に
迫
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
資
科
白
の
㈲
で
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
『
三
部
作
』
で
、
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
が

説
く
「
テ
オ
ー
リ
ア
ー
（
神
を
観
ず
る
こ
と
）
」
に
お
き
ま
し
て
は
、
何
よ
り
直
観
が
重
ん
ぜ
ら

れ
ま
す
。
す
る
と
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
に
お
い
て
善
は
正
に
美
の
あ
か
ら
さ
ま
な
真
実
の

姿
を
取
っ
て
眼
前
に
彷
彿
と
し
て
来
る
の
で
す
。
従
っ
て
「
悪
」
の
問
題
も
こ
の
様
な
脈
絡
に
組

み
込
ま
れ
、
例
え
ば
資
料
㈲
の
㈱
に
お
け
る
ニ
ュ
ッ
サ
の
教
父
グ
レ
し
ゴ
リ
オ
ス
の
『
大
教
理
講

二
六
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2
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話
』
第
五
章
で
は
、
「
悪
」
が
「
美
か
ら
魂
の
遠
く
離
れ
る
こ
と
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

因
み
に
原
典
ギ
リ
シ
ア
語
は
「
美
（
～
ｙ
？
）
」
と
一
語
で
す
が
、
こ
れ
を
ラ
テ
ン
語
訳
で
は
「
善

（
回
目
巳
か
つ
美
徳
(
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
已
一
と
言
い
換
え
て
い
ま
す
。
実
際
ギ
リ
シ
ア
を
離
れ
て
真
善

（
回
目
己
か
つ
美
徳
(
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
已
）
と
言
い
換
え
て
い
ま
す
。
実
際
ギ
リ
シ
ア
を
離
れ
て

美
の
理
想
（
カ
ロ
カ
ガ
テ
ィ
ア
上
を
語
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
す
。
故
に
到
達
し
難
き
古
典
ギ

リ
シ
ア
精
神
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
至
福
」
を
認
め
、
そ
の
彼
方
に
キ
リ
ス
ト
像
を
理
念
追
求
し

た
事
に
も
一
理
あ
り
ま
す
。

　
兎
角
そ
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
の
鋭
い
明
暗

が
表
に
現
わ
れ
、
や
や
も
す
る
と
西
方
教
会
の
伝
統
に
お
い
て
の
み
宗
教
問
題
が
扱
わ
れ
、
更
に

東
方
ギ
リ
シ
ア
を
も
含
ん
だ
広
い
意
昧
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
豊
か
さ
を
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

実
は
私
も
漸
く
後
に
こ
の
事
に
気
付
き
、
此
所
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
「
東
方
教
父
の
テ

オ
ー
リ
ア
ー
を
鑑
み
て
再
考
」
し
て
み
ま
し
た
。
例
え
ば
只
今
の
「
悪
」
の
理
解
、
つ
ま
り
「
美

か
ら
魂
の
遠
く
離
れ
る
こ
と
」
こ
そ
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
魂
の
古
里
と
し
て
求
め
ざ
る

を
得
な
い
詩
人
の
心
根
に
相
当
し
ま
す
。
そ
の
究
極
に
は
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
が
あ
り
、

此
所
か
ら
遠
く
離
れ
つ
つ
も
此
所
へ
と
目
指
し
て
迫
る
「
魂
の
情
感
（
パ
ト
ス
）
部
分
の
清
ら
か

さ
」
、
即
ち
資
料
㈹
の
㈲
に
御
座
い
ま
し
た
「
霊
感
（
霊
気
の
感
覚
）
」
が
、
詩
歌
象
徴
を
貫
い
て

流
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
は
、
人
と
成
り
し
神
キ
リ
ス
ト
を
先
達
と
し
て
、

今
日
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
そ
れ
を
も
内
包
し
た
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
目
標
と
し
て
、
光
明
の

世
界
へ
と
至
ら
ん
と
す
る
の
で
す
。

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
九
月
一
日
受
理

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
十
二
月
二
十
七
日
発
行



二
七
（
2
7
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

と
あ
り
、
西
方
教
会
公
認
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
で
は
「
イ
０
９
　
Ｉ
ン
」
で
な
く
（
ぼ
高
ｏ
）
と
訳
さ
れ
、

こ
れ
が
一
五
四
五
年
ル
タ
ー
訳
ド
イ
ツ
語
聖
書
で
は
（
回
唇
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
人
間
の
理

想
が
此
所
に
「
神
の
似
姿
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
が
『
旧
約
聖
書
』
の
話
題
で
す
。

他
な
ら
な
い
と
述
べ
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
㈲
の
㈲
に
掲

一
章
の
第
十
五
節
で
、
「
キ
リ
ス
ト
は
、
見
え
ざ
る
神

後
に
『
新
約
聖
書
』
で
は
使
徒
パ
ウ
ロ
が
明
確
に
、
「
神
の
似
姿
」
と
は
神
の
子
キ
リ
ス
ト
に

な
ら
な
い
と
述
べ
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
㈹
の
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
『
コ
ロ
サ
イ
バ
ヘ
の
書
簡
』
第

と
あ
り
、
使
徒
は
キ
リ
ス
ト

の
姿
に
神
を
見
た
の
で
す
。
既
に
資
料
㈹
の
�
に
関
し
て
述
べ
ま
し
た
「
霊
感
（
霊
気
の
感
覚
）
」

に
お
い
て
「
神
を
観
ず
る
こ
と
「
テ
オ
ー
リ
ア
士
」
が
フ
此
所
で
も
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
伝

統
の
下
で
浮
上
し
ま
す
。
す
る
と
次
の
資
料
㈹
の
㈹
に
御
座
い
ま
す
『
ガ
ラ
テ
ア
人
へ
の
書
簡
』

の
言
葉
も
重
視
さ
れ
ま
す
。
即
ち
使
徒
パ
ウ
ロ
が
そ
の
第
三
章
で
「
あ
な
た
方
は
皆
、
神
の
子
な

の
だ
」
と
信
徒
に
語
っ
て
い
ま
す
。
更
に
併
せ
記
し
ま
し
た
パ
ウ
ロ
の
別
の
書
簡
で
は
ロ
ー
マ
人

に
向
か
い
、
同
様
の
こ
と
が
こ
う
述
べ
ら
れ
ま
す
。
「
即
ち
神
の
霊
気
に
駆
ら
れ
る
者
は
全
て
神

の
子
な
の
だ
。
」
。
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
言
う
文
脈
を
東
方
教
父
は
『
聖
書
』
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
ま
す
。
他
方
む
し
ろ
罪
責
意
識

と
か
最
後
の
審
判
や
十
字
架
を
重
要
視
し
ま
す
西
方
教
会
に
は
、
こ
れ
が
多
少
な
り
と
も
晴
が
ま

し
く
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、

「
悲
劇
の
誕
生
」
す
る
浄
罪
界
を
最
高
潮
に
据
え
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」

を
話
題
と
し
ま
す
。
し
か
し
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
は
、
シ
ラ
ー
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
」
の

よ
う
に
専
ら
彼
岸
の
彼
方
に
漂
う
神
界
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
此
所
に
は
超
越
と
共
に
内

在
す
る
神
の
世
界
が
、
物
の
見
事
に
詩
歌
象
徴
の
波
に
乗
り
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
故
に
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
も
パ
ウ
ロ
と
共
に
、
そ
の
詩
歌
の
終
結
部
で
「
神
の
子
」
に
つ
い
て
語
り
、
「
私
達
は
、

西
欧
の
果
実
」
で
あ
る
と
規
定
し
ま
す
。
資
料
㈹
の
�
で
す
。
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
を
心
の
奥
底

で
掴
み
、
敢
て
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
繋
い
だ
詩
人
の
場
合
、
そ
こ
に
見
い
出
し
た
「
至
福
」
に
対
し
Ｉ

重
に
断
絶
を
の
み
認
め
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
確
か
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
は
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
に
と
り
到
達
し
得
ぬ
理
想
、
つ
ま
り
「
神
の
似
姿
」

と
し
て
永
遠
の
課
題
と
な
り
ま
す
。
で
す
が
「
神
の
子
」
と
し
て
「
西
欧
の
果
実
」
は
、
そ
の
理

想
の
種
子
を
内
に
孕
み
、
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
無
限
に
接
近
し
て
ゆ
く
止
み
難
い
心
の
動
き

に
駆
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
を
映
し
て
お
り
ま
す
の
が
、
資
料
㈹
の
�
に
併
せ
載
せ
ま
し
た
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
三
節
冒
頭
で
す
。
例
え
ば
第
四
〇
句
に
「
神
々
し
い
焔
も
ま
た
昼
夜
駆
り
立

て
る
」
と
あ
り
、
先
程
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
書
簡
』
で
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
「
神
の
霊
気
に
駆
ら

れ
る
者
」
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
か
つ
て
「
霊
気
に
駆
ら
れ
」
だ
先
駆
者
は
、
他
な
ら
ぬ
使
徒
パ
ウ
ロ
で
す
。
そ
こ
で
東
方
ギ
リ

シ
ア
神
秘
思
想
家
、
ニ
ュ
″
サ
の
教
父
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
は
、
資
料
㈹
の
㈲
に
引
用
し
ま
し
た
名

著
『
モ
ー
セ
の
生
涯
』
第
一
段
の
末
尾
で
、
使
徒
の
『
ピ
リ
ピ
人
へ
の
書
簡
』
第
三
章
を
踏
ま
え

て
こ
う
述
べ
ま
す
。
「
神
々
し
い
使
徒
は
、
卓
越
性
（
美
徳
）
を
貫
走
し
つ
つ
も
、
先
の
こ
と
（
将

来
）
に
向
け
身
を
乗
り
出
し
て
決
し
て
止
む
こ
と
が
無
か
っ
か
。
」
と
あ
り
、
文
中
の
「
先
の
こ

と
に
向
け
身
を
乗
り
出
し
(
E
J
ｔ
Ｅ
Ｋ
Ｔ
ａ
０
ｌ
ｃ
)
ｊ
が
『
聖
書
』
よ
り
引
用
の
筒
所
で
す
。
そ
の
典
拠
と

な
る
原
典
の
前
後
も
つ
い
で
に
確
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
第
三
章
の
第
十
三
節
か
ら
第
十
四

節
に
か
け
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
こ
ん
な
風
に
ル
タ
ー
は
訳
し
て
い
ま
す
。
「
私
は
後
の
こ
と
を
忘
れ
、

先
の
こ
と
に
向
け
身
を
乗
り
出
し
て
お
り
、
前
方
に
掲
げ
ら
れ
た
目
標
を
追
い
求
め
て
い
る
」
と

あ
り
、
そ
の
前
の
第
十
二
節
で
は
更
に
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
私
か
そ
れ
を
既
に
掴
ん
だ

と
か
、
私
自
身
が
既
に
完
璧
だ
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。
私
は
そ
れ
を
だ
が
追
い
求
め
て
い
る
。

私
白
身
が
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
に
掴
ま
れ
て
以
来
、
そ
れ
を
掴
み
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
」
と
あ
り
、

使
徒
パ
ウ
ロ
自
身
が
神
の
霊
に
掴
ま
れ
、
そ
の
「
霊
気
に
駆
ら
れ
る
者
」
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に

物
語
っ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
の
脈
絡
で
パ
ケ
ロ
は
゛
（
舛
心
似
咳
仁
エ
イ
コ
ー
ン
）
」
を
理
想
と
し
て
求
め
、
そ
の
目
標

に
少
し
で
も
近
付
こ
う
と
「
身
を
乗
り
出
し
」
て
い
る
求
道
者
と
し
て
映
じ
、
こ
の
意
味
で
後
世

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
姿
を
先
取
り
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
西
方
ラ
テ
ン
神
学
の
伝
統
で
は
、
同
じ
『
ピ

リ
ピ
人
へ
の
書
簡
』
で
も
、
そ
の
第
二
章
に
云
う
「
僕
の
姿
」
（
第
七
節
）
と
か
「
十
字
架
の
死
」

（
第
八
節
）
　
の
方
に
重
心
を
か
け
、
ル
タ
ー
の
『
奴
隷
意
志
論
』
な
ど
が
物
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
ら
の
語
句
は
資
料
㈹
の
㈲
の
最
後
の
引
用
に
て
御
確
認
下
さ
い
。

　
㈲
「
悪
」
す
な
わ
ち
「
美
か
ら
魂
の
遠
離
（
Ｔ
r
i
e

ｗ
ｖ
ｒ
ｎ
ｃｄ
ｖ
ａ
ｖ
ｕ
ｐ
ｔ
i
o
i
c
)

ｊ

　
今
回
の
最
後
に
話
題
と
致
し
ま
す
の
は
、
宗
教
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
悪
」
の

問
題
で
す
。
普
通
こ
の
正
反
対
に
は
「
善
」
が
あ
り
、
そ
の
究
極
に
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
で
す
と
「
善

の
イ
デ
ア
ー
」
が
探
究
さ
れ
ま
す
。
資
料
固
の
㈲
に
御
座
い
ま
す
『
国
家
』
五
〇
九
で
は
、
更
に

そ
れ
が
「
こ
の
上
な
き
美
の
極
致
」
と
語
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
「
不
可
思
議
霊
妙
な
超
越
」
に

よ
り
、
「
存
在
（
ｏ
ｌ
Ｆ
）
　
の
彼
方
」
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
際
こ
の
「
善
の
イ
デ
ア
ー
の
似

姿
（
ｍ
Ｆ
Ｉ
）
」
と
し
て
「
太
陽
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
即
ち
資
料
田

の
㈲
で
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
述
べ
た
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
に
つ
き
、
此
所
で
プ
ラ
ト

ー
ン
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
物
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。
又
そ
の
下
の
箇
所
、
『
国
家
』
五
二



し
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
通
例
独
文
学
研
究
で
は
、
西
方
ラ
テ
ン
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
、

そ
れ
を
批
判
し
て
誕
生
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
が
念
頭
に
浮
か
び
、
そ
れ
ら

の
神
学
を
代
表
す
る
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
と
か
ル
タ
ー
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
思
想
家

と
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
と
は
、
同
じ
『
聖
書
』
を
読
ん
で
も
、
実
は
焦
点
の
当
て
所
が
異
な
っ
て

お
り
、
こ
の
点
が
留
意
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
か
く
私
達
は
西
方
神
学
の
伝

統
に
則
っ
て
事
を
構
え
易
い
も
の
で
す
。

　
実
際
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
ギ
リ
シ
ア
」
は
「
至
福
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
資

料
㈲
の
㈱
に
『
至
福
の
生
』
と
題
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
著
作
の
名
高
い
一
節
を
掲
げ
ま

し
た
。
訳
す
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。
「
ま
こ
と
唯
一
至
福
の
地
の
何
処
へ
船
出
し
上
陸
す
べ
き
か
、

私
に
は
全
く
解
か
ら
な
い
の
で
す
。
一
体
私
か
何
か
確
実
な
も
の
を
掴
ん
で
い
る
と
で
も
言
う
の

で
し
ょ
う
か
？
　
実
際
、
今
に
至
る
ま
で
、
私
は
魂
に
関
す
る
未
解
決
の
問
題
で
動
揺
し
続
け
て

い
る
の
で
す
か
ら
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
至
福
」
な
る
神
の
国
は
遠
い
彼
方
に
あ
り
、
そ

の
光
の
世
界
を
求
め
暗
い
魂
声
州
寸
り
問
い
が
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
独
訳
は
教
会
外
の

世
俗
を
顧
慮
し
て
「
至
福
（
ご
ａ
Ｅ
）
」
を
「
幸
福
（
Ｑ
Ｆ
・
ｒ
）
」
と
訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
此

所
で
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
は
や
は
り
「
至
福
」
と
申
し
た
方
が
適
切
な
魂
の
切
迫
し
た
問
題

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
『
聖
書
』
で
こ
の
様
な
魂
の
闇
夜
を
認
め
る
と
い
た
し
ま
す
と
、
『
マ
タ
イ
福
音
書
』

第
二
六
章
に
お
け
る
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
唯
一
人
祈
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
想
い
浮
か
び
ま
す
。
即

ち
避
け
ら
れ
ぬ
十
字
架
上
の
死
を
直
前
に
し
孤
独
の
中
で
神
に
祈
る
キ
リ
ス
ト
の
周
り
で
弟
子
た

ち
は
皆
一
人
残
ら
ず
限
っ
て
い
ま
す
。
同
様
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
ノ
」
と
思

想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
西
歴
一
八
〇
〇
年
頃
、
魂
の
古
里
た
る
古
典
美
の
世
界
を
直
視
し

た
時
、
そ
れ
程
し
か
と
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
に
対
し
、
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
た
ち
が
目
覚
め

て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
態
は
悲
劇
で
あ
り
、
目
覚
め
て
い
る
者
を
不
可
避
必
然
の
運

命
が
日
輪
の
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
矢
さ
な
が
ら
に
射
抜
き
ま
す
。
資
料
㈹
の
㈲
に
そ
の
姿
が
歌
わ
れ
、

悲
壮
で
厳
粛
な
文
体
で
盛
り
上
っ
て
い
ま
す
。

　
但
し
抒
情
詩
歌
の
流
れ
は
、
悲
劇
に
留
ま
ら
ず
更
に
先
へ
と
進
み
、
「
清
澄
な
る
大
気
」
（
第
六

四
句
）
が
「
父
な
る
ア
イ
テ
ー
ル
」
（
第
六
五
句
）
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
『
パ
ン
と
ぶ

ど
う
酒
』
第
四
節
後
半
を
受
け
、
引
き
続
く
第
五
節
（
資
料
②
の
㈱
）
で
は
「
充
ち
溢
れ
る
光
の

神
秘
」
が
神
々
の
昼
と
し
て
話
題
と
さ
れ
、
浄
め
ら
れ
た
魂
の
旋
律
が
な
だ
ら
か
に
た
ゆ
と
う
無

垢
な
心
情
を
映
し
ま
す
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
な
ら
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の

描
い
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
娘
エ
ー
レ
ク
ト
ラ
ー
が
弟
オ
レ
ス
テ
ー
ス
に
殴
り
合
う
姉
弟
漫
遁
の

二
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場
を
想
わ
せ
ま
す
。

　
あ
た
か
も
暗
闇
の
月
影
の
如
く
、
悲
惨
な
魂
の
夜
に
希
望
の
燈
火
が
点
り
、
次
第
に
意
識
は

奥
底
ま
で
澄
み
わ
た
っ
て
き
ま
す
。
心
か
ら
救
い
を
求
め
る
人
々
の
代
表
者
、
新
約
の
使
徒
ペ
テ

ロ
た
ち
が
眼
の
当
と
し
た
キ
リ
ス
ト
の
変
容
も
こ
の
様
な
も
の
と
考
え
る
と
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
に
お
け
る
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
は
理
解
し
易
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
『
マ
タ
イ
福
音
書
』

第
十
七
章
な
ど
で
物
語
ら
れ
た
山
上
で
変
容
す
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
こ
れ
で
、
こ
の
「
充
ち
溢
れ

る
光
の
神
秘
」
を
こ
そ
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
は
『
聖
書
』
’
解
釈
の
際
に
重
ん
じ
た
の
で
し
た
。

　
そ
の
東
方
教
父
の
遺
産
を
踏
ま
え
て
資
科
白
の
㈲
で
十
四
世
紀
の
神
学
者
パ
ラ
マ
ー
ス
は
、

「
魂
の
情
感
（
パ
ト
ス
）
部
分
の
清
ら
か
さ
」
を
「
霊
感
（
霊
気
の
感
覚
）
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
か

の
神
秘
的
で
口
に
し
て
は
な
ら
ぬ
筆
舌
尽
く
し
難
き
神
観
（
神
を
観
ず
る
こ
と
）
」
へ
と
結
び
つ

け
ま
す
。
そ
し
て
後
に
「
神
学
（
會
ｏ
ｙ
ｏ
ｔ
９
）
」
に
対
す
る
「
神
を
観
ず
る
こ
と
（
會
召
Ｆ
．
）
」

の
優
位
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
す
る
文
芸
復
興
の
、
つ
ま
り
『
神
学
大
全
』

に
対
す
る
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
優
位
を
、
更
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

詩
歌
の
優
位
へ
と
呼
応
す
る
重
要
な
精
神
史
上
の
契
機
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
皆
様
も
御
存
知
の
よ
う
に
西
歴
一
四
五
三
年
ト
ル
コ
が
今
日
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
称
し
て
お
り

ま
す
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
首
都
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
を
征
服
し
た
頃
に
、
東
方
の
頭
脳
が
本
格
化
し

て
西
方
イ
タ
リ
ア
ヘ
と
歩
を
進
め
、
そ
れ
迄
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
遺
産
に
不
案
内
で
あ
っ
た
西
欧
人

を
教
化
し
ま
す
。
実
際
に
プ
ラ
ト
ー
ン
や
プ
ロ
ー
テ
ィ
ー
ノ
ス
が
原
典
か
ら
ラ
テ
ン
語
へ
と
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
で
フ
ィ
チ
ー
ノ
に
よ
り
訳
さ
れ
た
の
も
漸
く
十
五
世
紀
後
半
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が

既
に
十
三
世
紀
パ
リ
大
学
で
『
神
学
大
全
』
の
著
者
が
旺
盛
に
仕
事
を
し
て
い
た
頃
一
二
六
〇
年
、

後
に
異
端
審
問
で
断
罪
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
思
想
家
エ
″
ク
ハ
ル
ト
が
誕
生
し
、
や
が
て
東
方
ギ
リ

シ
ア
教
父
の
神
秘
思
想
へ
と
脈
を
通
じ
る
言
語
芸
術
作
品
を
母
国
語
に
よ
る
説
教
の
形
で
残
し
ま

す
。
誕
生
は
ダ
ン
テ
に
先
立
つ
こ
と
五
年
で
す
。
そ
し
て
既
に
此
所
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

へ
の
地
均
ら
し
が
始
ま
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
㈹
「
神
の
似
姿
」
(
ｅ
'
l
K
ｕ
ｖ
)

　
さ
て
東
方
教
会
と
言
え
ば
、
何
よ
り
聖
画
像
（
Ｆ
ｏ
と
か
連
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ラ
テ
ン
語

言
・
ｏ
巳
経
由
の
言
葉
は
そ
の
源
ギ
リ
シ
ア
語
宮
―
亀
の
形
で
『
七
十
入
訳
聖
書
』
の
『
創

世
記
』
に
現
わ
れ
、
そ
の
第
一
章
で
意
味
深
長
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
原
典
を
資
料
㈲
の
㈲
に
御
覧

下
さ
い
。
そ
の
第
二
七
節
で
万
物
の
霊
長
ア
ダ
ム
創
造
の
原
形
が
「
神
の
似
姿
（
エ
イ
コ
ー
ン
）
」
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剛
「
魂
の
目
」
（
■
ｍ
ｃ
ｖ
ｖ
Ｙ
ｆ
ｊ
ｃ
ｏ
ｎ
ｎ
ａ
)

　
今
日
ギ
リ
シ
ア
と
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
は
古
典
芸
術
作
品
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
他
方
キ
リ

ス
ト
教
の
筋
か
ら
は
幾
多
の
修
道
院
が
印
象
深
い
も
の
で
す
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
文
学
に
お
き
ま
し

て
出
色
の
ギ
リ
シ
ア
紀
行
文
を
物
し
ま
し
た
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
も
、
こ
の
両
者
に
触
れ
て
お

り
ま
す
。
資
料
田
の
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
『
ギ
リ
シ
ア
の
瞬
間
』
そ
の
一
　
二
九
〇
八
年
）
で
は
「
聖

ル
ー
カ
ス
修
道
院
」
が
扱
わ
れ
、
次
に
資
料
剛
の
㈲
に
御
座
い
ま
す
「
そ
の
三
」
（
一
九
一
七
年
）

で
は
ア
テ
ー
ナ
イ
の
丘
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
見
た
「
（
大
理
石
の
処
女
の
）
立
像
「
コ
レ
古
」
が
話

題
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
際
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
巧
み
に
両
者
の
相
違
を
際
立
た
せ
て
い
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
即
ち
資
料
㈲
の
修
道
院
で
は
、
「
声
の
響
き
（
Ｈ
～
）
」
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
、
『
創
世
記
』
で
族
長
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
た
ち
と
主
な
る
神
と
の
間
に
生
じ
た
我
と
汝
の
応

答
が
連
想
さ
れ
ｙ
こ
れ
が
「
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
俳
）
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
未
だ
誕
生
し
て
い
な
い
」

と
言
わ
れ
る
違
い
遠
い
過
去
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
他
方
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
世
界
は
資
料
㈲
の
天
理
石
像
に
お
い
て
、
奈
良
の
仏
像
に
も
見
ら
れ
ま

す
古
式
の
微
笑
（
～
・
Ｉ
Ｆ
）
と
か
「
流
れ
る
衣
(
ｒ
i
e
ｓ
e
l
乱
ｅ
　
Ｇ
ｅ
w
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
)

ｊ
と
言
っ
た
視
覚
造

形
見
事
な
彫
琢
の
絶
妙
さ
を
軸
に
把
え
ら
れ
、
詩
人
は
此
所
に
「
無
限
の
神
秘
」
と
か
「
永
遠
」

を
認
め
ま
す
。
更
に
資
料
剛
の
㈲
に
引
用
し
ま
し
た
別
の
紀
行
文
『
ギ
リ
シ
ア
』
（
一
九
二
一
年
）

で
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
神
々
が
男
女
と
も
ど
も
常
に
明
か
る
い
大
気
か

ら
立
ち
現
わ
れ
る
」
と
こ
ろ
に
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
を
確
か
め
ま
す
。
執
れ
に
い
た
し
ま

し
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
の
特
色
は
光
に
充
ち
溢
れ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
神
秘
を
心

χ
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
が
み

の
眼
で
し
か
と
掴
む
点
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
恐
ら
く
プ
ラ
ト
ー
ン
も
イ
デ
ア
ー
を
女
神
の
如
く
在

り
在
り
と
し
た
実
在
と
し
て
把
え
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
哲
学
者
の
代
表
作
『
国
家
』
五

三
三
に
は
、
資
料
剛
の
㈲
で
御
確
認
い
た
だ
け
ま
す
通
り
、
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
風
の
弁
証
法
の

み
が
　
・
：
　
魂
の
目
を
　
・
：
　
上
方
へ
と
導
く
」
と
あ
り
、
哲
人
の
心
眼
こ
そ
真
理
の
光
に
浴
す

る
旨
が
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
上
ギ
リ
シ
ア
古
典
世
界
の
美
術
や
詩
歌
や
哲
学
を
特
色
づ
け
て
お
り
ま
す
明
確
な
造
形
力
は

何
事
も
輝
く
光
の
下
に
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
言
わ
ば
「
魂
の
目
」
に
刻
み
込
ま
れ
ま
す
。
既
に
御

覧
い
た
だ
き
ま
し
た
資
料
剛
の
㈲
で
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
「
声
の
響
き
」
を
物
語
る
時
、
こ

の
視
覚
造
形
見
事
な
古
代
世
界
と
の
明
暗
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
ま
す
と
修
道
院
に
象
徴
さ
れ
ま
す
東
方
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
は
、
西
方
ラ
テ
ン
ー
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
よ
り
一
層
と
ホ
メ
ー
ロ
ス
や
プ
ラ
ト
ー
ン
か
ら
遠
い
族
長
風
宗
教
界
と
し
て
映
じ
て

参
り
ま
す
。
す
る
と
西
方
ラ
テ
ン
教
会
に
起
っ
た
文
芸
復
興
（
汐
～
Ｉ
～
・
・
）
の
息
吹
き
な
ど
、

少
く
と
も
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
瞬
間
』
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
東
方
教
会
に

は
関
係
な
さ
そ
う
で
す
。
果
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
本
当
に
古
典
古
代
と
東
方
教
会
に
は
断
絶
の
み
が
際
立
ち
、
そ
の
相
互
交
流
は
見
ら
れ
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？
　
こ
の
点
プ
ラ
ト
ー
ン
の
申
し
ま
す
資
料
剛
の
㈲
で
御
確
認
い
た
だ
き
ま
し
た

「
弁
証
法
」
を
継
承
発
展
さ
せ
た
の
は
西
方
ラ
テ
ン
教
会
で
、
そ
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス

の
『
三
位
一
体
論
』
に
そ
の
姿
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス

以
来
の
こ
の
思
弁
哲
学
こ
そ
、
実
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
堕
落
形
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
？

と
疑
念
を
投
げ
か
け
た
の
が
、
皆
様
も
良
く
御
存
知
の
ニ
ー
チ
ェ
の
論
文
『
悲
劇
の
誕
生
』
二

八
七
二
年
）
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
形
而
上
学
の
散
文
と
は
次
元
の
異
な
る
詩
歌
芸
術
、
就
く
そ
の

円
熟
形
態
で
あ
り
ま
す
悲
劇
作
品
に
こ
そ
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
本
質
が
宿
る
と
言
う
も
の
で
す
。

　
結
局
プ
ラ
ト
ー
ン
風
二
元
論
で
分
析
す
る
知
性
の
光
の
下
に
暗
い
次
元
の
低
い
も
の
と
さ
れ
た

ｘ
ｘ
　
　
パ
ト
ス

感
性
（
ａ
９
ま
じ
が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
な
ど
の
悲
劇
神
話
の
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
、
理
論
認
識

よ
り
も
一
層
と
純
粋
な
精
神
に
肉
迫
す
る
契
機
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
私
達
は
、
こ
の
精
神

化
し
た
感
性
に
、
人
と
な
っ
た
神
キ
リ
ス
ト
の
受
難
（
パ
ト
ス
）
を
重
ね
合
わ
せ
ま
す
。
す
る
と

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
言
う
悲
劇
祝
祭
空
間
を
、
他
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
が

終
結
す
る
の
も
不
思
議
で
な
く
な
り
ま
す
。
此
所
で
「
ギ
リ
シ
ア
」
が
「
至
福
」
な
の
は
、
知
性

の
輝
き
以
上
に
、
感
性
（
パ
ト
ス
）
の
純
粋
さ
ゆ
え
で
あ
り
、
「
魂
の
目
を
上
方
へ
と
導
く
」
の

は
も
は
や
思
弁
哲
学
の
「
弁
証
法
」
で
は
な
く
、
悲
壮
な
美
し
さ
を
湛
え
て
純
化
し
た
心
で
あ
り

ま
す
。

　
成
程
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
は
、
西
方
ラ
テ
ン
神
学
の
よ
う
な
抽
象
度
の
高
い
「
弁
証
法
」
の
形

而
上
学
を
打
ち
立
て
ず
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
『
神
学
大
全
』
の
如
き
記
念
碑
を
残
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
故
に
東
方
教
父
の
思
想
圏
は
、
と
か
く
神
秘
思
想
の
名
の
下
に
言
わ
ば
哲
学
の
未
熟

形
態
と
し
て
片
付
け
ら
れ
気
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
東
方
思
想
圏
で
は
資
料
剛
の
㈲
に
掲
載
の
教
父

の
発
言
に
見
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
「
神
に
つ
い
て
語
る
（
神
学
）
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
自
ら
を
神

に
向
け
浄
め
て
い
く
」
ほ
う
に
力
点
を
置
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
際
に
何
よ
り
「
充
ち
溢
れ
る
光

の
神
秘
」
が
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

②
「
霊
感
」
{
a
L
0
i
｝
T
i
a
i
.
ｃ

j
t
ｖ
Ｅ
ｔ
ｉ
ｉ
ｉ
ａ
Ｔ
ｉ
Ｋ
Ｔ
ｉ
）

そ
れ
で
は
次
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
東
方
教
父
の
思
想
圏
へ
話
題
を
展
開
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第
4
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横
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剛
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魂
の
目
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Ｏ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
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ｉ
ｉ
ａ
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Ｏ
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＼
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Ｔ
ｉ
Ｋ
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ｉ
Ｋ
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Ｔ
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＼
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ｉ
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Ａ
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要
旨
(
Ｓ
Ｉ
に
「
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｕ
邑
約
八
〇
〇
字

　
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
暗
い
魂
の
淵
に
映
え
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
は
「
充
ち
溢
れ

る
光
の
神
秘
」
を
湛
え
「
至
福
」
と
な
る
。
こ
こ
で
神
界
は
「
悲
劇
の
誕
生
」
す
る
浄
罪
界
を
へ

　
　
　
　
　
χ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
コ
ー
ツ
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト

だ
彼
方
に
超
越
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
「
神
の
似
姿
」
と
し
て
「
霊
気
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス

駆
ら
れ
る
者
」
の
心
眼
に
内
在
し
、
そ
の
「
魂
の
情
感
部
分
の
清
ら
か
さ
」
を
鏡
に
し
て
写
る
。

こ
の
「
清
ら
か
さ
」
を
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
は
「
霊
気
の
感
　
覚
」
（
霊
感
）
と
呼
び
「
神
観
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
オ
ロ
ギ
ア
ー
　
　
　
　
ｓ
ｓ
４
４

に
結
び
つ
け
る
。
も
は
や
「
神
学
」
よ
り
神
の
直
観
が
優
位
を
な
し
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
よ

り
文
芸
復
興
へ
と
重
心
が
動
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
霊
感
」
を
重
視
す
る
東
方
教
父
の
思
想

圏
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
通
底
し
協
和
し
得
る
と
言
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
西
方
ラ
テ
ン
教
父
や
宗
教
改
革
者
の
神
学
を
留
意
す
る
の
み
な
ら
ば
見
落
し
気
味
の

『
聖
書
』
の
別
面
を
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
繋
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

例
え
ば
西
方
教
会
の
伝
統
な
ら
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
二
六
章
で
弟
子
た
ち
が
皆
眠
る
中
唯
一
人

寂
し
く
祈
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
関
心
が
払
わ
れ
、
類
比
か
ら
孤
高
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
み
が

古
典
精
神
に
目
覚
め
た
時
代
の
夜
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
ギ
リ
シ
ア
が
彷
彿

と
し
て
詩
人
の
眼
前
に
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
さ
な
が
ら
に
聳
え
る
現
実
は
、
む
し
ろ
東
方
教
父
が

焦
点
を
当
て
た
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
一
七
章
の
山
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
変
容
へ
と
脈
を
通

じ
、
「
闇
が
掴
め
ぬ
光
明
界
」
（
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
一
の
五
）
に
呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
実
際
ギ
リ
シ
ア
を
離
れ
て
吉
六
善
美
の
理
想
を
語
る
こ
と
は
難
く
、
後
世
ラ
テ
ン
語
訳

で
は
「
善
か
っ
美
徳
」
と
な
る
が
、
そ
の
原
典
で
教
父
は
「
美
」
の
一
語
を
使
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
此
所
で
「
美
か
ら
魂
の
遠
離
」
は
「
悪
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
も

東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
神
観
が
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
親
近
性
を
帯
び
て
来
る
。
即
ち
「
至

福
」
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
こ

シ
ア
を
「
霊
気
の
感
覚
」
に
よ

と
が
「
悪
」
と
看
倣
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
就
く
美
の
古
里
ギ
リ

り
直
観
し
渇
望
す
る
詩
想
こ
そ
、
神
の
似
姿
キ
リ
ス
ト
に
美
の
極

致
を
見
て
迫
る
東
方
教
父
の
生
け
る
思
索
に
和
す
る
の
で
あ
る
。
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